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私
は
こ
ん
な
風
に
使
っ
て
い
ま
す
！

自
然
農
法
の
種
子
ユ
ー
ザ
ー
リ
ポ
ー
ト
⑥

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、「
自
然
農
法
の
種
子
」
を
活
用
い
た
だ
い
て
い
る

方
々
に
焦
点
を
あ
て
、
栽
培
や
種
子
に
対
す
る
思
い
、
使
用
し
て
い
る

自
然
農
法
品
種
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

研
究
部 

育
種
課

　

農
業
の
大
き
な
魅
力
は
お
日
さ
ま
の
も

と
で
土
や
植
物
と
向
き
合
い
、
自
然
と
親

し
む
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
丹
精
込
め
て
育
て
た
作
物

を
通
し
て
新
た
な
人
と
の
つ
な
が
り
が
広

が
る
こ
と
も
魅
力
の
一
つ
で
す
。

　

第
６
回
目
と
な
る
今
回
は
、
自
然
と
親

し
み
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
農
業
を
始
め

た
長
野
県
立
科
町
在
住
の
「
あ
り
が
と
う

畑
」
真
木
美
里
さ
ん
を
訪
ね
、
取
り
組
み

内
容
や
種
子
に
対
す
る
思
い
に
つ
い
て
伺

い
ま
し
た
。

自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
た
い

　

標
高
７
０
０
ｍ
の
長
野
県
北
佐
久
郡
立

科
町
。
雄
大
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
こ
の
場

所
で
「
あ
り
が
と
う
畑
」
真
木
美
里
さ
ん

は
有
機
栽
培
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
以

前
は
小
諸
市
で
就
農
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
年
か
ら
立
科
町
に
移
り
住
み
ま
し
た
。

就
農
し
て
５
年
目
と
な
り
ま
す
。

　

就
農
す
る
前
は
農
業
や
食
に
全
く
関
心

が
な
く
、
東
京
で
建
築
関
係
の
仕
事
を
し

て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
ふ
と
、
自
然
に
近

い
と
こ
ろ
に
行
っ
て
み
た
い
と
思
い
、
そ

れ
を
実
現
す
る
の
が
農
業
と
思
い
、
仕
事

を
辞
め
て
農
家
研
修
に
入
り
ま
し
た
。
就

農
す
る
時
は
一
人
で
は
な
く
、
仲
間
と
一

緒
に
就
農
し
た
か
っ
た
真
木
さ
ん
は
、
当

時
研
修
先
で
知
り
合
っ
た
福
井
さ
ん
を
説

得
し
、
研
修
終
了
後
に
二
人
で
就
農
し
ま

し
た
。

　

現
在
は
畑
６
反
、水
田
２
反
を
耕
作
し
、

年
間
50
～
60
種
類
近
く
の
野
菜
を
栽
培
し

て
い
ま
す
。主
な
販
売
方
法
は
宅
配
で
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
自
分
達
の
活
動
を
紹
介

し
て
い
な
く
て
も
、
当
初
は
知
人
に
宅
配

を
し
て
、
そ
の
後
口
コ
ミ
に
よ
っ
て
広
が

り
、
今
で
は
顧
客
数
は
50
軒
近
く
に
な
り

更
に
、
首
都
圏
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
も
販
売

し
て
い
ま
す
。

　

自
然
農
法
種
子
を
利
用
し
た
き
っ
か
け

は
以
前
の
研
修
先
で
使
用
し
て
い
た
こ
と

で
、
そ
の
縁
で
自
分
達
が
就
農
し
た
後
も

利
用
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
一
般

の
固
定
種
や
在
来
種
を
探
し
て
多
数
活
用

し
て
い
ま
す
。
理
由
は
無
肥
料
や
施
肥
量

の
少
な
い
栽
培
で
は
自
然
農
法
種
子
や
固

定
種
が
育
て
や
す
く
、
何
よ
り
美
味
し
い

か
ら
で
す
。
特
に
自
然
農
法
種
子
の
キ
ュ

ウ
リ
、
ト
マ
ト
は
顧
客
に
も
味
が
良
い
と

好
評
で
す
。

　

育
苗
用
土
は
踏
み
込
み
温
床
の
落
ち
葉

堆
肥
と
畑
の
土
を
混
ぜ
て
使
用
し
て
い
ま

す
。
ポ
リ
マ
ル
チ
な
ど
の
資
材
は
使
用
し

て
お
ら
ず
、
土
作
り
は
エ
サ
に
ホ
ル
モ
ン

剤
や
抗
生
物
質
を
使
用
し
て
い
な
い
鶏
糞

「ありがとう畑」の圃場全景 カブなど年間 50 ～ 60 種類を栽培
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秋晴れのさわやかな日差しを浴びて元気に育つ「新戒青菜」
ほどよく開いた葉と美しい緑色が特徴
←↓

や
落
ち
葉
堆
肥
を
活
用
し
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
は
無
肥
料
で
の
栽
培
を
目
指
し
、
自

家
採
種
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
ご
こ
ろ
こ
も
っ
た
宅
配

　

野
菜
は
定
期
的
に
宅
配
し
て
お
り
、
野

菜
の
他
に
、
栽
培
し
た
野
菜
を
工
夫
し
て

加
工
し
た
手
づ
く
り
品
も
入
れ
た
り
し
て

い
ま
す
。
何
か
一
品
で
も
惣
菜
が
あ
る
と

反
応
が
よ
く
、
評
判
が
良
い
そ
う
で
す
。

顧
客
の
多
く
は
首
都
圏
の
方
が
多
く
、
食

に
対
す
る
意
識
の
高
い
人
が
多
い
で
す
が
、

東
日
本
大
震
災
の
時
、
物
流
が
一
時
途
絶

え
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
今
後
は
地
元

の
つ
な
が
り
も
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
あ
り
が
と
う
畑
」
の
由
来
は
、
お
米
や

野
菜
は
、
太
陽
と
土
と
水
が
育
て
て
く
れ

る
も
の
で
、
そ
の
自
然
の
恵
み
に
感
謝
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
、「
あ
り
が
と
う
」
が

た
く
さ
ん
あ
る
畑
、
と
い
う
意
味
を
込
め

て
つ
け
ま
し
た
。「
人
は
、
た
い
し
た
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
。
太
陽
や
土
や
雨

に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
タ
ネ
を
蒔

い
て
、
願
う
だ
け
で
す
。」
と
温
か
い
人

柄
で
真
心
こ
も
っ
た
野
菜
を
育
て
て
い
る

方
で
し
た
。　
　
　
　
　
（
原
田  

晃
伸
）

作型図

今号の紹介品種
コマツナ「新戒青菜」
群馬県のあるお寺で自
家採種されてきたとい
う黒葉系コマツナ。半
立性（扇形に開く）の
草姿で、軸はやや平た
く濃緑色の葉は照りが
あるのが特徴です。コ
マツナらしい風味に富
み、おひたしや汁の実、雑煮の青菜として最適です。
春まきと秋まきの両方で栽培できますが、秋まきの
方が良品が収穫できます。

↑心を込めて育てた
　「新戒青菜」を収
　穫する真木さん


