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農
法
産
の
作
物
と
健
康

　
林  

弘
光
（
総
務
部
）

１．自然力と生命力を活かす                                                         

　

近
年
、
野
菜
の
栄
養
成
分
量
が

昔
に
比
べ
て
減
っ
て
き
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
鈴
木
雅
子
医
学
博

士
は
、
著
書
『
子
ど
も
は
和
食

で
育
て
な
さ
い
』（
カ
ン
ゼ
ン
・

２
０
０
５
年
初
刊
）
の
中
で
、
子

ど
も
や
若
者
の
間
に
ビ
タ
ミ
ン
や

ミ
ネ
ラ
ル
、
食
物
繊
維
、
フ
ァ
イ

ト
ケ
ミ
カ
ル
が
不
足
す
る
“
現
代

型
栄
養
失
調
”
が
増
え
て
い
る
と

述
べ
、そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、

昔
に
比
べ
て
現
代
の
野
菜
の
栄
養

成
分
量
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、『
日
本
食
品
標
準
成

分
表
』（
２
０
１
０
年
）
に
よ
れ
ば
、

50
年
前
に
比
べ
て
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ

の
カ
ル
シ
ウ
ム
は
半
分
、
ビ
タ
ミ

ン
Ｃ
は
３
分
の
１
に
減
少
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
化
学
肥
料
や
農

薬
に
頼
っ
た
農
法
に
よ
っ
て
、
土

の
ミ
ネ
ラ
ル
分
が
減
少
し
て
き
た

た
め
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

土
の
生
命
力
を　
　
　

　
　

生
か
す
自
然
農
法

　

岡
田
茂
吉
師
は
、「
栄
養
の
根

本
は
食
物
の
霊れ

い

気き

そ
の
も
の
に
あ

る
」、「
人
間
の
活
力
の
根
源
は
霊

気
そ
の
も
の
に
あ
る
」と
説
い
て
、

農
薬
と
化
学
肥
料
を
使
用
し
な
い

で
土
の
生
命
力
を
生
か
し
て
作
物

を
栽
培
す
る
自
然
農
法
を
創
始
し

ま
し
た
。

　

霊
気
と
は
、
今
日
の
言
葉
で
言

え
ば
、
生
命
力
と
言
い
換
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
土
の

生
命
力
を
生
か
し
て
育
て
た
、
生

命
力
あ
ふ
れ
る
野
菜
に
は
、
人
間

の
自
然
治
癒
力
を
よ
り
活
発
に
す

る
力
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
す
。

　

そ
の
原
点
は
、
自
ら
の
体
験
に

あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

岡
田
師
が
若
い
こ
ろ
に
結
核
で

死
の
宣
告
を
受
け
た
時
、
そ
れ
ま

で
動
物
性
の
食
事
を
多
量
に
食
べ

て
い
た
の
を
、
あ
る
動
機
で
そ
の

非
を
覚
っ
て
菜
食
に
し
て
み
ま
し

た
。
す
る
と
、
そ
れ
か
ら
病
状
が

回
復
に
向
か
い
、
そ
の
後
３
か
月

間
絶
対
菜
食
を
続
け
た
と
こ
ろ
、

病
気
が
す
っ
か
り
治
っ
た
そ
う
で

す
。
こ
れ
は
、
少
し
極
端
な
体
験

と
思
わ
れ
る
方
が
お
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
が
、
岡
田
師
に
と
っ
て
、

そ
の
後
の
自
然
農
法
の
創
始
に
向

か
う
大
き
な
出
来
事
と
な
り
ま
し

た
。新

鮮
な
野
菜
の
生
命
力

　

こ
の
体
験
に
よ
っ
て
、
食
べ
物

が
い
か
に
人
間
の
健
康
に
と
っ
て

大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
か

を
認
識
し
た
岡
田
師
は
、
後
年
次

の
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
て
い
ま
す
。

「
何
ほ
ど
滋じ

養よ
う

剤ざ
い

を
摂と

る
と
雖

い
え
ど
も
、
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に
わ
た
り
行
わ
れ
た
調
査
結
果
の

一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

　

当
セ
ン
タ
ー
と
関
連
団
体
の
世

界
救
世
教
い
づ
の
め
教
団
が
組
ん

で
行
っ
た
調
査
で
す
（「
い
の
ち
を

育
て
る
自
然
食Vol.2

」「
い
の
ち

を
育
て
る
自
然
食Vol.3

」
よ
り
）。

２
０
０
６
年
の
調
査
で
は
、
ア
ト

ピ
ー
性
皮
膚
炎
や
ア
レ
ル
ギ
ー
体

質
の
19
人
と
、
糖
尿
病
を
患
う
12

人
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
５
か
月
と

３
か
月
間
、
自
然
農
法
産
の
米
と

野
菜
、
そ
し
て
自
然
調
味
料
を
家

族
分
提
供
し
て
家
族
も
含
め
て

摂
っ
て
も
ら
い
、
症
状
の
変
化
や

血
液
・
体
温
お
よ
び
性
格
に
関
す

る
検
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
31
人
中
23
人
に
症

状
の
改
善
が
見
ら
れ
た
の
で
す
。

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
女
性
は
肌

が
見
違
え
る
よ
う
に
き
れ
い
に
な

り
、
化
学
物
質
過
敏
症
の
女
の
子

は
、
体
の
回
復
と
と
も
に
学
校
の

出
席
率
が
著
し
く
向
上
し
ま
し
た

（
図
１
）。

　

糖
尿
病
の
女
性
は
、
イ
ン

シ
ュ
リ
ン
の
注
射
量
が
半
減
し
ま

し
た
（
図
２
）。
ま
た
、
被
験
者
の

62
％
で
、
性
格
が
温
和
に
な
る
と

い
う
変
化
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
糖
尿
病
患
者
12
人
の

体
温
が
平
均
０
・
２
度
上
昇
し
、
白

血
球
（
単
球
）
の
数
も
増
え
、
免

疫
力
の
向
上
が
予
見
さ
れ
ま
し
た

（
図
３
）。

　

調
査
を
監
修
し
た
名
古
屋
市
立

大
学
名
誉
教
授
の
渡
仲
三
医
学
博

士
は
、「
低
体
温
者
は
ど
う
し
て
も

代
謝
能
力
と
免
疫
力
が
低
下
し
て

し
ま
う
が
、
今
回
の
調
査
で
体
温

上
昇
の
兆
候
が
見
ら
れ
た
こ
と
は

注
目
に
値
す
る
」
と
述
べ
て
い
ま

す
。総

Ｉ
ｇ
Ｅ
値
が
減
少
し
、

体
温
が
上
昇

　

翌
年
の
調
査
で
は
、
ア
ト
ピ
ー

性
皮
膚
炎
や
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
の

13
人
に
対
し
、
５
か
月
間
、
農
家

が
自
家
採
種
し
た
種
子
を
使
用
し

て
自
然
農
法
で
育
て
た
米
と
野

菜
、
そ
し
て
化
学
合
成
添
加
物
の

含
ま
れ
て
い
な
い
自
然
調
味
料
を

家
族
分
提
供
し
て
家
族
も
含
め
て

摂
っ
て
も
ら
い
、
症
状
の
変
化
や

血
液
・
体
温
お
よ
び
性
格
に
関
す

る
検
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
13
人
中
９
人
に
症

状
の
改
善
が
見
ら
れ
た
の
で
す
。

前
年
に
引
き
続
き
参
加
し
た
15
歳

の
女
の
子
は
、
肌
が
見
違
え
る
よ

う
に
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た
。
ま

図３　平均体温の上昇と白血球（単球）の増加

図２　インシュリン注射量の変化

図１　出席日数の変化

活
力
は
増
さ
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
よ
り
も
寧む

し

ろ
、
新
鮮
な
る
野
菜

の
如ご

と

き
物
を
食
す
方
が
ど
れ
程
賢け

ん

明め
い

で
あ
る
か
知
れ
な
い
。」「
人
間

に
な
く
て
は
な
ら
な
い
栄
養
は
、

植
物
に
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。」

　

こ
の
よ
う
に
岡
田
師
は
、
土
の

生
命
力
を
生
か
し
て
育
て
た
野
菜

や
穀
物
が
、
人
間
の
健
康
に
と
っ

て
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
と
考
え
て

い
た
わ
け
で
す
。

食
事
と
健
康
の
調
査

　

こ
こ
で
、
数
年
前
に
４
～
５
年
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た
総
Ｉ
ｇ
Ｅ
値
（
ア
レ
ル
ギ
ー
反

応
に
関
す
る
抗
体
の
量
）
は
、
全

体
で
17
％
減
り
、
特
に
２
期
連
続

で
参
加
し
た
４
人
に
つ
い
て
は

22
％
も
減
っ
て
い
ま
し
た
（
図

４
）。

　

体
温
に
つ
い
て
は
、全
体
で
０
・

１
度
上
昇
し
、
特
に
低
体
温
と
考

え
ら
れ
る
４
人
に
つ
い
て
は
、０
・

４
度
上
昇
し
て
い
ま
し
た
（
図

５
）。
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
人

は
低
体
温
の
場
合
が
多
く
、
体
温

の
上
昇
は
代
謝
能
力
と
免
疫
力
の

活
性
化
を
意
味
し
ま
す
。そ
れ
が
、

症
状
の
改
善
に
つ
な
が
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
調
査
を
監
修
し
た
中
井
さ

ち
子
医
学
博
士
（
当
セ
ン
タ
ー
理

事
）
は
、「
今
回
の
調
査
結
果
は
、

食
生
活
の
改
善
に
よ
っ
て
、
体
内

の
免
疫
・
代
謝
機
能
の
向
上
が
は

か
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
体
表
面

の
改
善
効
果
が
現
れ
た
も
の
と
受

け
止
め
て
い
る
。
種
子
か
ら
自
然

農
法
で
育
て
た
食
材
に
は
、
抗
酸

化
力
を
も
つ
微
量
要
素
が
豊
富
に

含
ま
れ
て
お
り
、『
医
食
同
源
』

の
効
果
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
実

証
し
た
。」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

長
寿
者
に
学
ぶ
食
生
活

　

こ
こ
で
、
興
味
深
い
本
を
紹
介

し
ま
す
。

　

日
本
は
言
わ
ず
と
し
れ
た
長

寿
国
で
、
平
成
27
年
の
調
査
で

は
、１
０
０
歳
以
上
の
高
齢
者
は
、

６
万
１
千
人
を
超
え
ま
し
た
。
食

文
化
史
研
究
家
の
永
山
久
夫
さ
ん

は
、
全
国
の
長
寿
村
を
訪
ね
回

り
、
そ
こ
に
根
付
く
食
生
活
を
取

材
し
、『
長
寿
食
３
６
５
日
』（
角

川
学
芸
出
版
・
２
０
０
６
年
初
刊
）

を
著
し
ま
し
た
。

　

取
材
を
通
し
て
、
長
寿
村
に
は

図５　体温の上昇

図４　総ＩｇＥの変化

い
く
つ
か
の
共
通
点
が
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
ひ

と
つ
が
、
新
鮮
な
野
菜
を
常
食
し

て
い
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
の
野

菜
に
は
、
老
化
や
様
々
な
病
気
を

引
き
起
こ
す
原
因
と
さ
れ
る
活
性

酸
素
を
除
去
す
る
力
に
優
れ
た
ビ

タ
ミ
ン
Ｃ
や
カ
ロ
テ
ン
、
ポ
リ

フ
ェ
ノ
ー
ル
類
な
ど
が
豊
富
に
含

ま
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

「
お
か
ず
畑
」
の
価
値

　

長
寿
村
の
食
生
活
の
軸
に
な
っ

て
い
た
の
が
、
自
宅
周
辺
に
あ
る

「
お
か
ず
畑
」
で
す
。
収
穫
し
た

季
節
の
野
菜
を
味
噌
汁
の
具
に
し

た
り
、
煮
物
に
し
た
り
し
て
毎
日

食
べ
て
い
た
の
で
す
。

　

永
山
氏
は
、
活
性
酸
素
発
生
の

大
き
な
要
因
と
な
る
紫
外
線
が
強

い
沖
縄
が
長
寿
県
で
あ
っ
た
の

も
、
露
地
栽
培
の
作
物
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
指
摘
し
ま
す
。

野
菜
は
、
太
陽
光
線
の
紫
外
線
か

ら
自
ら
の
健
康
を
守
る
た
め
に

せ
っ
せ
と
抗
酸
化
物
質
を
作
る
。

そ
の
抗
酸
化
物
質
を
含
ん
だ
野
菜

を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間

の
抗
酸
化
力
が
高
ま
る
の
で
す
。

　

新
鮮
で
、
し
か
も
農
薬
が
使
用

さ
れ
て
い
な
い
作
物
は
、
生
命
力

に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
価
値

を
訴
え
た
の
で
す
。

　

そ
の
重
要
性
を
、
永
山
氏
は
改

め
て
指
摘
し
て
い
ま
す
。
現
在
、

野
菜
不
足
を
サ
プ
リ
メ
ン
ト
に

よ
っ
て
補
充
す
る
人
が
多
く
な
り

ま
し
た
。
今
日
の
栄
養
学
的
に
言

え
ば
そ
れ
で
足
り
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
こ
に
は
「
作
物
の
生

命
力
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
姿
勢

が
欠
如
し
て
い
ま
す
。

家
庭
菜
園
の
大
切
さ

　

最
近
の
若
者
の
体
力
の
低
下
や

元
気
の
な
さ
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
で
す
が
、
現
代
の
食
生
活

の
偏
り
が
影
響
し
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

永
山
氏
は
、
新
鮮
な
野
菜
を
取

り
入
れ
る
た
め
に
、
家
庭
菜
園
や

プ
ラ
ン
タ
ー
栽
培
を
勧
め
て
い
ま

す
。
た
と
え
わ
ず
か
で
も
、
採
り

た
て
で
新
鮮
な
野
菜
を
毎
日
食
す

る
こ
と
は
、
生
命
力
の
維
持
に
効

果
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
で
き
る
だ
け
季
節
の

息
吹
に
満
ち
た
「
旬
の
物
」
を
、

さ
ら
に
、
自
然
農
法
産
や
有
機
農

法
産
の
野
菜
や
穀
物
を
食
べ
る
こ

と
が
健
康
へ
の
大
き
な
一
助
と
な

る
で
し
ょ
う
。

１．自然力と生命力を活かす                                                         


