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わ
た
し
の
自
然
農
法こ

の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
全
国
の
自
然
農
法
に
取
り
組
む
農
家
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
農
法
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

は
じ
め
に

　

登
米
市
は
、
宮
城
県
の
北
東
部
に
位
置

し
、
広
大
で
平
坦
肥
沃
な
登
米
耕
土
を
形

成
、
県
内
有
数
の
穀
倉
地
帯
と
な
っ
て
お

り
、宮
城
米「
サ
サ
ニ
シ
キ
、ひ
と
め
ぼ
れ
」

の
主
産
地
と
し
て
有
名
な
地
域
で
す
。
北

上
川
が
蛇
行
し
、
昔
は
川
が
氾
濫
し
て
豊

か
な
土
壌
が
蓄
積
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
標
高
10
ｍ
の
と
こ
ろ
に
有
機

農
園
フ
ァ
ー
ミ
ン
が
あ
り
ま
す
（
図
１
）。

有
機
農
園
フ
ァ
ー
ミ
ン
代
表
の
及
川
正
喜

さ
ん
は
、
就
農
す
る
ま
で
東
京
で
12
年
、

そ
の
後
仙
台
で
12
年
会
社
勤
め
を
し
、
農

地
は
生
産
組
合
に
貸
し
て
い
ま
し
た
。
仙

台
在
住
中
に
琉
球
大
学
の
比
嘉
照
夫
教
授

の
「
地
球
を
救
う
大
変
革
」
を
読
ん
で
、

Ｅ
Ｍ
を
活
用
し
た
自
然
農
法
に
興
味
を
持

ち
ま
し
た
。

　

Ｅ
Ｍ
を
使
っ
た
元
気
な
食
物
を
作
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ま
た
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
多
く
の
人
が
よ
り
良
い
方
向
に
進
む

こ
と
が
で
き
る
…
…
食
は
生
命
の
営
み
の

根
源
、
健
全
な
食
べ
物
で
こ
そ
健
康
を
維

持
し
病
気
を
予
防
す
る
事
が
で
き
る
。
病

気
に
な
っ
て
薬
で
治
す
の
で
は
な
く
て
、

病
気
に
な
ら
な
い
体
を
作
る
事
が
真
の
健

康
。
植
物
も
同
じ
事
で
、
化
学
的
に
合
成

さ
れ
た
栄
養
素
で
は
な
く
て
、
大
自
然
の

中
で
微
生
物
が
分
解
し
た
栄
養
素
で
育
っ

た
健
康
な
植
物
は
耐
病
性
に
も
優
れ
て
い

る
。
引
い
て
は
自
然
環
境
を
健
全
に
維
持

す
る
た
め
に
は
、
農
地
の
そ
の
広
大
さ

ゆ
え
化
学
物
質
に
頼
ら
な
い
農
業
を
進

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、

１
９
９
７
年
か
ら
自
宅
ま
で
通
い
、
週
末

百
姓
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

２
０
０
４
年
よ
り
自
然
農
法
栽
培
に
あ

る
程
度
目
処
が
つ
い
た
の
で
、
ス
タ
ジ
オ

カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
の
仕
事
を
辞
め
、
フ

リ
ー
の
カ
メ
ラ
マ
ン
兼
農
業
と
い
う
生
活

を
は
じ
め
、
組
合
に
貸
し
て
い
た
農
地
を

返
却
し
て
も
ら
い
農
業
を
開
始
し
ま
し

た
。
最
初
か
ら
自
然
農
法
で
は
じ
め
た
の

で
、
慣
行
農
業
に
お
け
る
農
薬
や
化
学
肥

料
の
使
用
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
後
、

徐
々
に
農
業
の
ウ
ェ
イ
ト
を
増
や
し
て
、

面
積
を
拡
大
し
、
現
在
は
全
耕
地
９
１
７

ａ
で
、
ほ
場
数
45
枚
（
内
今
季
耕
作
は

８
０
８
ａ
、
40
枚
）。
そ
の
内
、
７
７
９

ａ
（
34
枚
）
が
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
認
定
ほ
場
、

残
り
は
県
認
証
（
農
薬
・
化
学
肥
料
不
使

用
栽
培
農
産
物
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

栽
培
の
ポ
イ
ン
ト

●
品
種
： 
地
元
の
品
種
を
中
心
に

　

品
種
は
で
き
る
限
り
近
く
の
古
川
農
業

試
験
場
で
育
成
さ
れ
た
地
元
品
種
を
用
い

て
い
ま
す
。
来
季
よ
り
就
農
以
来
栽
培
し

て
き
た
「
ひ
と
め
ぼ
れ
」
の
作
付
を
や
め

有
機
農
園
フ
ァ
ー
ミ
ン

代
表　

及
川  

正
喜
さ
ん

こ
だ
わ
り
の
自
然
農
法
で
、７
割
の
水
田
が
無
除
草
に写真１　自然農法技術交流会宮城会場で自作の

　　　　除草機の説明をする及川氏
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ま
す
が
、「
サ
サ
ニ
シ
キ
」、「
た
き
た
て
」、

「
サ
サ
シ
グ
レ
」（
サ
サ
ニ
シ
キ
の
親
、
サ

サ
ニ
シ
キ
よ
り
も
硬
め
）
に
重
点
を
置
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
震
災
の
影
響
で
お
米
が
一
時

的
に
売
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
２
０
１
２

年
か
ら
「
つ
や
姫
」
な
ど
の
他
県
産
品
種

も
栽
培
に
入
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ

の
他
に
「
み
や
こ
が
ね
も
ち
（
糯
米
）」、

「
あ
さ
む
ら
さ
き
（
古
代
米
）」、「
プ
リ
ン

セ
ス
サ
リ
ー
（
日
本
産
イ
ン
デ
ィ
カ
米
）」

を
一
部
栽
培
し
て
い
ま
す

　

基
本
的
に
は
自
家
採
種
し
た
種
籾
を
使

用
し
て
い
ま
す
が
、
品
種
数
が
多
い
の
で

異
種
混
合
を
避
け
る
た
め
に
自
主
的
に
５

年
を
目
処
に
種
子
更
新
を
行
っ
て
い
ま

す
。
購
入
し
た
種
籾
は
自
然
農
法
で
作
ら

れ
た
種
で
は
な
い
た
め
、
種
用
の
水
田
で

増
や
し
て
（
養
生
し
て
）、
次
の
年
か
ら

生
産
用
の
種
籾
と
し
て
使
用
し
て
い
ま

す
。

●
育
土
：
稲
ワ
ラ
は
持
ち
出
し
、
春

に
未
熟
な
有
機
物
を
残
さ
な
い

　

土
壌
は
主
に
細
粒
灰
色
低
地
土
で
す
。

Ｎ
、
Ｐ
、
Ｋ
と
い
っ
た
土
壌
成
分
に
は
特

段
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
作
物
の
出
来

（
収
量
、
品
質
）
が
重
要
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。
土
づ
く
り
と
し
て
稲
ワ
ラ
の
還
元

は
重
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
は
天
日

干
し
（
棒
か
け
）
し
た
お
米
に
こ
だ
わ
っ

て
販
売
し
て
い
ま
す
の
で
、
脱
穀
し
た
稲

ワ
ラ
は
有
機
タ
タ
ミ
の
原
料
と
し
て
販
売

す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。

　

稲
株
は
残
っ
て
い
ま
す
の
で
、
収
穫
後

に
米
ヌ
カ
１
０
０
～
１
２
０
kg
／
10
ａ
を

施
用
し
て
、
浅
め
に
耕
起
し
ま
す
。
４
月

に
２
回
ほ
ど
耕
起
し
て
な
ら
し
て
、
未
熟

な
有
機
物
を
田
植
え
ま
で
に
分
解
し
て
お

く
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

●
抑
草
：
長
期
湛
水
複
数
回
代
か
き
・

湛
水
田
植
え
・
深
水
管
理

　

自
然
農
法
を
は
じ
め
て
か
ら
10
年
位
は
、

雑
草
と
の
戦
い
の
よ
う
で
し
た
。
抑
草
が

十
分
で
な
か
っ
た
と
こ
ろ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル

除
草
機
で
草
を
防
除
（
写
真
１
）
し
て
い

ま
す
。
田
植
機
を
自
分
で
改
造
し
て
作
成

し
た
除
草
機
な
の
で
田
植
機
の
通
っ
た
轍

を
レ
ー
ル
よ
う
に
楽
に
走
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
し
か
し
、
何
回
も
除
草
す
る
と
イ

ネ
が
痛
ん
で
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
、
で

き
れ
ば
使
い
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
近
は
、
耕
種
管
理
や
有
機
物
に
よ
っ

て
雑
草
の
生
え
方
が
違
う
こ
と
が
よ
く
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。
２
０
１
４
年
に（
株
）

Ｅ
Ｍ
研
究
所
と
の
実
験
で
早
期
入
水
し
、

Ｅ
Ｍ
活
性
液
も
早
期
投
入
、長
期
間
湛
水
、

複
数
回
代
か
き
に
切
り
替
え
た
と
こ
ろ
、

湛
水
中
の
代
か
き
で
除
草
で
き
、
田
植
え

後
の
ト
ロ
土
層
も
厚
く
な
り
、
水
田
植
物

（
雑
草
）
は
発
芽
し
な
く
な
り
、
収
量
も

大
幅
に
増
収
し
ま
し
た
。

　

翌
年
に
は
他
の
圃
場
で
も
同
様
の
管
理

に
切
り
替
え
て
、
約
７
割
の
水
田
で
無
除

草
を
実
現
で
き
ま
し
た
。
全
圃
場
の
要
因

を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
雑
草
の
多
い
水
田

は
、
砂
質
土
な
ど
の
漏
水
田
や
深
水
管
理

が
で
き
な
い
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
（
表

１
）。
こ
う
い
っ
た
圃
場
で
は
、
ト
ロ
土

層
が
発
達
し
づ
ら
く
、
抑
草
が
充
分
で
き

な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

表１　有機農園ファーミンの 2015 年度の雑草発生状況別要因調査（及川正喜氏調べ）

田植え
１ヶ月後

の雑草

コナギ
レベル
（0-4）

除草
回数

（回）

圃場
枚数

ＥＭ
長期

湛水の
実行

自然農法実施年数 砂
質
土

漏水・
掛け流し 水濁り 有機物のすき込み

５年
以下

6-10
年

11 年
以上 あり なし あり なし モミ

殻 ワラ 米
ヌカ

なし 0
0 24 24 5 15 4 0 3 21 22 2 2 1 23

1 3 3 2 1 0 0 2 1 0 3 0 0 2

あり
1 0 , 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2

2 - 4 1 - 5 7 6 3 2 2 5 6 1 1 6 3 2 7

図１　北上川が蛇行する水田地帯に位置する有機農園ファーミン

c  2016Google

※コナギレベル・除草回数以外の数字は圃場枚数を表す。
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写真４　アメリカザリガニに食害された稲株
　　　　（右側の茎に爪の残骸が刺さっている）

写真２　米ヌカ散布の有無による雑草の生育の違い

写真３　自然農法実証圃場での湛水田植え

　

堆
積
し
た
モ
ミ
殻
が
風
で
入
っ
て
き
て
し
ま

う
水
田
は
、
他
と
同
じ
管
理
を
し
て
も
コ
ナ
ギ

の
発
生
が
非
常
に
多
く
、
２
０
１
６
年
に
モ
ミ

殻
置
き
場
を
変
え
て
、
モ
ミ
殻
が
入
ら
な
い
よ

う
に
し
た
と
こ
ろ
、
コ
ナ
ギ
が
非
常
に
お
と
な

し
く
な
る
経
験
を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
米
ヌ
カ

を
す
き
込
ん
だ
と
こ
ろ
と
す
き
込
ま
な
か
っ
た

と
こ
ろ
で
は
、
コ
ナ
ギ
の
生
育
が
違
う
こ
と
も

観
察
で
き
ま
し
た
（
写
真
２
）。
や
は
り
未
熟

有
機
物
や
、
土
が
抱
え
き
れ
ず
に
イ
ネ

が
吸
収
で
き
な
い
養
分
が
雑
草
の
発
生

を
誘
発
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

田
植
え
は
地
域
慣
行
よ
り
も
若
干
遅

く
し
て
、
植
え
代
か
き
で
浮
い
た
草
が

土
に
つ
か
な
い
よ
う
に
水
深
を
保
ち
、

水
を
張
っ
た
ま
ま
で
、
湛
水
田
植
え
を

行
っ
て
い
ま
す
（
写
真
３
）。
ト
ロ
土

が
多
い
た
め
、
や
や
深
植
え
に
し
て
い

ま
す
。
栽
植
密
度
に
つ
い
て
は
以
前
い

ろ
い
ろ
と
検
討
し
、
36
株
／
坪
の
時
は

株
張
り
が
思
っ
た
よ
り
も
大
き
く
な
ら

ず
、
60
株
／
坪
の
時
は
穂
数
が
増
え
た

が
収
量
が
少
な
か
っ
た
で
す
。
現
在
は

50
株
／
坪
で
栽
培
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ト
ロ
土
形
成
の
た
め
に
Ｅ
Ｍ

活
性
液
の
流
し
込
み
を
１
作
に
５
～
８

回
程
度
継
続
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
１

回
当
た
り
10
Ｌ
／
10
ａ
以
上
を
流
し
込

み
、
同
時
に
自
家
培
養
の
光
合
成
細
菌

を
３
Ｌ
／
10
ａ
施
用
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

●
ザ
リ
ガ
ニ
の
害
？

　

病
害
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
被
害
が

発
生
し
て
い
ま
せ
ん
。
害
虫
も
カ
メ
ム

シ
対
策
で
畦
草
管
理
を
す
る
程
度
で

す
。
多
少
害
が
出
て
も
、
色
彩
選
別
機

で
被
害
粒
を
除
去
し
て
か
ら
出
荷
し
ま

す
の
で
、
問
題
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
ザ
リ
ガ
ニ
の
害
が
最
近
出

て
き
ま
し
た
（
写
真
４
）。
大
量
に
発

生
し
、
植
え
た
苗
が
ほ
と
ん
ど
食
べ
ら

れ
て
し
ま
っ
た
水
田
も
あ
り
ま
す
。
水

を
落
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
ウ
ミ
ネ
コ
が

ザ
リ
ガ
ニ
を
食
べ
て
く
れ
る
の
で
、
対

策
に
な
り
ま
す
が
、
水
管
理
が
で
き
な

い
水
田
や
早
期
落
水
に
よ
る
分
げ
つ
不

足
が
課
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

Ｅ
Ｍ
活
性
液
と
長
期
湛
水
複
数
回
代

か
き
が
、
ほ
場
内
の
多
種
多
様
な
生
物

の
活
性
を
高
め
て
、
ザ
リ
ガ
ニ
の
大
量

発
生
を
誘
発
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
同
時
に
大
量
発
生
し
た
ザ
リ
ガ

ニ
が
発
芽
し
た
て
の
雑
草
を
食
べ
て
く

れ
て
、
雑
草
が
少
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
量
に
発
生
し
て
一
部
に

害
が
出
て
い
ま
す
の
で
、
程
々
に
な
る
よ
う
に

湛
水
期
間
を
短
縮
し
て
代
か
き
を
し
す
ぎ
な
い

こ
と
や
有
機
物
の
投
入
量
を
減
ら
す
な
ど
、
健

康
な
イ
ネ
が
育
ち
、
ト
ロ
土
層
が
発
達
し
て
抑

草
効
果
が
発
揮
で
き
る
よ
う
に
水
田
に
合
わ
せ

て
対
応
中
で
す
。

●
品
質
：
肥
培
管
理
と
自
然
乾
燥
で
品
質

重
視
の
栽
培

　

味
を
重
視
し
て
販
売
し
て
い
る
た
め
、
天
日

乾
燥
し
た
お
米
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。
特
に

サ
サ
ニ
シ
キ
は
登
熟
が
ば
ら
つ
く
の
で
コ
ン
バ

イ
ン
で
一
斉
に
脱
穀
し
乾
燥
さ
せ
る
よ
り
も
、

ワ
ラ
に
つ
け
た
状
態
で
自
然
乾
燥
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
未
熟
米
が
追
熟
さ
れ
、
よ
り
一
層
お
い

し
く
な
り
ま
す
の
で
自
然
乾
燥
を
重
視
し
て
い

ま
す
。
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写真５　収穫後の稲ワラすき込みと春に持ち出し量のモミ殻・米ヌカを土
でぼかしたものを施用しただけの水稲。

　

販
売
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の

個
人
販
売
が
ほ
と
ん
ど
で
、
ネ
ッ
ト

を
通
じ
て
流
通
業
者
に
も
販
売
し
て

い
ま
す
。
個
人
販
売
は
関
東
エ
リ
ア

で
７
割
、
そ
の
他
に
近
畿
、
中
部
に

も
顧
客
が
い
ま
す
。
多
く
の
顧
客
は

健
康
志
向
で
購
入
し
て
下
さ
っ
て
い

ま
す
が
、
中
に
は
重
度
の
ア
レ
ル

ギ
ー
で
困
っ
て
い
る
方
も
お
り
、
畜

糞
堆
肥
を
使
っ
て
の
土
づ
く
り
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

将
来
の
目
標
と
新
し
い
　

可
能
性

　

１
９
９
８
年
に
４
ａ
で
は
じ
め
た

水
稲
栽
培
か
ら
、
約
20
年
で
全
面
積

が
９
０
０
ａ
を
超
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
が
、
御
陰
様
で
販
売
す
る
お

米
が
足
り
な
い
状
況
で
す
。今
後
も
、

健
康
に
良
い
玄
米
食
の
た
め
の
玄
米

を
求
め
る
お
客
さ
ん
の
需
要
に
応
え

ら
れ
る
よ
う
耕
作
規
模
を
拡
大
し
よ

う
と
思
っ
て
い
ま
す

　

さ
ら
に
規
模
拡
大
す
る
に
は
、
棒
か

け
天
日
干
し
だ
け
で
な
く
、
コ
ン
バ
イ

ン
の
導
入
も
必
要
と
な
り
ま
す
。事
実
、

コ
ン
バ
イ
ン
収
穫
し
て
稲
ワ
ラ
を
す
き

込
ん
だ
ほ
場
に
は
、
収
穫
持
ち
出
し
分

の
米
ヌ
カ
と
モ
ミ
殻
を
土
ボ
カ
シ
に
し

て
施
用
し
た
栽
培
が
非
常
に
調
子
良
い

（
写
真
５
）。
こ
の
方
法
を
継
続
す
る
こ

と
で
食
味
も
良
く
、
収
量
も
安
定
す
る

よ
う
に
な
れ
ば
、
購
入
肥
料
に
頼
ら
な

い
無
施
肥
栽
培
の
可
能
性
が
見
え
て
く

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

無
施
肥
栽
培
コ
ン
バ
イ
ン
刈
り
の
ほ

場
は
、
地
力
を
維
持
増
進
す
る
稲
ワ
ラ

の
還
元
が
基
本
に
な
り
ま
す
の
で
、
理

想
と
し
て
い
る
天
日
干
し
、
コ
ン
バ
イ

ン
刈
り
の
輪
作
を
行
っ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
が
、
現
段
階
で
は
登
熟

が
良
く
お
客
さ
ん
が
求
め
る
天
日
干
し

の
生
産
量
を
下
げ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
輪
作
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
今
後
作
付
面
積
が
増
え
、
有
機
栽

培
コ
ン
バ
イ
ン
刈
り
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

も
米
を
販
売
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
輪
作

を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

面
積
が
増
え
た
ら
、
将
来
は
、「
農

の
雇
用
事
業
」
制
度
を
活
用
し
て
、
新

規
就
農
を
目
指
す
人
を
研
修
生
と
し
て

雇
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
技
術
普
及
課　

榊
原  

健
太
朗
）

図２　有機農園ファーミンの代表的な栽培歴
※栽培期間中、EM 活性液を 5 ～ 8 回程度（10L/10a・回以上）を流し込み。同時に自家培養の光合成細菌を３L/10a 施用することもある。


