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今
、
自
然
農
法
・
有
機
農
業
を
考
え
る

岩
石  

真
嗣

自
然
農
法
を
め
ぐ
る
評
価
と
期
待

村
文
化
協
会
が
、「
先
人
の
知
恵

と
未
来
へ
の
可
能
性
が
詰
ま
っ
て

い
る
（
２
０
１
６
）」
と
期
待
す

る
「
自
然
農
法
」
と
は
、
な
る
べ

く
自
然
環
境
に
ま
か
せ
て
行
う
農

業
技
術
・
経
営
の
総
称
と
さ
れ
、

そ
の
知
見
は
有
機
農
業
技
術
の
体

系
化
に
大
き
く
寄
与
す
る
可
能
性

が
あ
る
が
、
一
般
に
合
意
さ
れ
た

定
義
が
な
く
様
々
な
考
え
方
が
あ

り
、「
自
然
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
も
混
乱
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
有

機
」
の
意
味
に
つ
い
て
の
混
乱
と

類
似
す
る
が
、
特
に
人
為
を
悪
と

し
て
無
肥
料
や
︱
不
耕
起
を
自
然

農
法
の
方
法
論
や
条
件
と
し
て
定

義
づ
け
よ
う
と
し
た
時
に
、
実
態

農
法
と
の
整
合
性
が
と
れ
ず
技
術

と
し
て
の
普
遍
化
や
情
報
共
有
化

へ
の
課
題
を
内
在
し
て
い
る
。

　

福
岡
正
信
（
１
９
１
３
︱

２
０
０
８
）
は
、
自
然
農
法
の
哲

学
・
実
践
家
と
し
て
世
界
的
に
有

名
で
あ
る
が
、彼
の
『
自
然
農
法
』

（
福
岡
１
９
８
３
）
を
要
約
す
れ

ば
「
無
肥
料
、
無
農
薬
、
不
耕
起
、

無
除
草
」
の
４
つ
を
原
則
と
し
、

た
だ
の
放
任
と
は
異
な
る
「
何
も

し
な
い
こ
と
」
を
目
標
と
す
る
。

自
ら
放
任
し
て
枯
れ
た
ミ
カ
ン
の

木
を
例
に
「
結
局
、
そ
れ
は
た
だ

の
『
放
任
』
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ

た
。『
自
然
』
と
い
う
こ
と
で
は

な
か
っ
た
」
と
ふ
り
か
え
る
よ
う

に
、
曰
く
「
一
番
簡
単
だ
が
一
番

む
つ
か
し
い
も
の
」
で
あ
る
。
福

岡
の
「
自
然
農
法
」
は
哲
学
・
思

想
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た

雑
草
害
を
低
減
す
る
有
機
施
肥
と
自
然
農
法
の
理
解

　

２
０
１
４
年
に
公
表
さ
れ
た

「
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
基

本
的
な
方
針
（
農
水
省
）」
に
お

い
て
、「
有
機
農
業
に
つ
い
て
は
、

基
本
的
な
技
術
の
体
系
化
が
進
捗

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、

地
域
の
気
象
や
土
壌
特
性
等
を
踏

ま
え
、
地
域
ご
と
に
導
入
が
可
能

な
技
術
の
体
系
化
を
進
め
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
」。
ま
た
、「
有
機

農
業
に
関
す
る
技
術
及
び
知
識

は
、
地
域
の
気
象
・
土
壌
条
件
等

に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
有
機
農

業
の
技
術
の
体
系
化
に
は
、
地
域

の
先
進
的
な
有
機
農
業
者
と
連
携

し
、
そ
の
知
見
を
活
用
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
農
山
漁



自然農法 vol.75　2016.11                                                            

51

が
、
究
極
の
目
的
に
人
為
を
廃
す

る
こ
と
「
無
手
勝
流
」
を
掲
げ
た

た
め
、
そ
の
方
法
の
理
解
や
実
践

は
難
し
く
、
農
業
技
術
と
し
て
受

け
継
い
だ
実
施
例
は
少
な
い
。

　

一
方
、
岡
田
茂
吉
（
１
８
８
２

︱
１
９
５
５
）
は
宗
教
家
で
あ

り
、
医
療
や
芸
術
な
ど
の
本
来
の

姿
を
追
究
し
自
然
農
法
を
含
め
て

人
類
の
根
源
的
な
幸
福
を
追
求
す

る
た
め
精
力
的
に
事
業
を
展
開
し

た
。
そ
の
論
文
や
著
作
、
詩
歌
集

と
弟
子
や
信
徒
に
よ
る
講
話
録
等

は
『
岡
田
茂
吉
全
集
』（
１
９
９
２

～
２
０
０
２
：
全
35
巻
37
冊
）
と

し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。「
自
然

食
」
や
「
自
然
農
法
の
原
理
」
を

説
き
、
自
ら
も
手
が
け
て
肥
料
迷

信
打
破
運
動
を
展
開
し
た
。「
土

そ
の
も
の
の
本
質
は
肥
料
分
が
あ

り
余
る
程
で
言
わ
ば
肥
料
の
塊
り

と
言
っ
て
も
い
い
位
の
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
今
日
ま
で
全
然
知
ら

ず
、
肥
料
を
作
物
の
食
物
の
よ
う

に
誤
っ
て
し
ま
い
、
色
々
な
人
為

肥
料
を
施
し
た
結
果
が
、
意
外
に

も
土
本
来
の
力
を
弱
ら
せ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。」「
肥
料
を
や

れ
ば
一
時
は
相
当
の
効
果
が
あ
る

が
長
く
続
け
る
に
お
い
て
は
漸
次

逆
作
用
が
起
こ
る
。
即
ち
作
物
は

土
の
養
分
を
吸
う
べ
き
本
来
の
性

能
が
衰
え
、
い
つ
し
か
肥
料
を
養

分
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う

に
変
質
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」。

　

こ
れ
ら
岡
田
に
よ
る
自
然
農
法

の
解
説
は
、
現
代
科
学
の
視
点
に

た
て
ば
土
壌
の
重
要
性
や
大
気
や

水
質
の
汚
染
と
い
っ
た
肥
料
の

害
（
肥
毒
）
が
生
物
的
な
窒
素
や

リ
ン
固
定
能
の
低
下
を
招
き
、
耐

肥
性
作
物
の
遺
伝
的
変
異
に
警
鐘

を
鳴
ら
す
警
句
と
も
受
け
止
め
ら

れ
る
が
、
戦
後
の
食
糧
増
産
時
に

は
時
局
に
反
す
る
非
科
学
的
農
法

の
批
判
を
受
け
た
。
ま
た
、
自
然

に
順
応
さ
せ
地
域
的
個
別
的
な
技

術
指
導
が
普
遍
的
に
論
説
さ
れ
た

表
現
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
度
々
あ

り
、
正
し
く
真
意
が
伝
わ
ら
ず
低

生
産
性
の
ま
ま
信
者
に
よ
っ
て

細
々
と
続
け
ら
れ
、
長
期
継
続
の

末
に
生
産
性
を
回
復
し
た
例
や
、

懸
命
の
努
力
に
よ
っ
て
生
活
が
成

り
立
つ
一
部
の
成
功
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。

　

近
年
、
明
峯
（
２
０
１
５
）
や

中
島
（
２
０
１
５
）
が
岡
田
の

「
自
然
農
法
」
に
つ
い
て
の
研
究

成
果
を
発
表
し
、
中
島
は
次
の
よ

う
に
評
し
て
い
る
。「
岡
田
は
世

界
救
世
教
の
創
始
者
で
あ
り
、
教

隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

涌
井
・
舘
野
（
２
０
０
８
）
は
日

本
の
有
機
農
法
の
一
つ
と
し
て
、

「
自
然
農
法
」
が
描
く
理
想
像
や

目
標
が
有
機
農
業
と
共
通
す
る
こ

と
を
述
べ
、
土
作
り
か
ら
病
害
虫

回
避
の
実
現
を
図
る
う
え
で
、
植

物
質
堆
肥
の
利
用
や
不
耕
起
を
自

然
農
法
の
技
法
と
見
な
し
て
い

る
。
ま
た
（
公
財
）
自
然
農
法
国

際
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、

自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
）
は
、
自
然

農
法
を
有
機
農
業
の
一
種
（
上
原

１
９
８
８
）
と
考
え
て
、
岡
田
の

思
想
を
ベ
ー
ス
に
全
て
の
人
が
理

自
然
農
法
に
内
在
す
る
健
全
性
と
哲
学

寄
与
す
る
こ
と
」
へ
の
貢
献
に
あ

る
。
そ
れ
は
化
学
工
業
的
な
生
産

方
式
で
な
く
、
自
然
に
依
存
し
自

然
を
活
か
し
た
本
来
の
農
業
的
な

生
産
方
式
を
基
盤
と
す
る
。
上
原

（
１
９
８
８
）
は
こ
れ
を
有
機
農

業
の
一
つ
と
し
て
、「
化
学
肥
料
・

農
薬
・
石
油
化
学
生
産
物
な
ど
、

無
機
質
資
材
に
依
存
せ
ず
、
資
材

と
し
て
有
機
物
を
用
い
て
す
る
農

業
」
と
し
た
。

　

岡
田
は
、当
初
「
無
肥
料
栽
培
」

「
自
然
栽
培
」と
い
う
呼
称
を
使
っ

祖
で
あ
っ
た
。
１
９
３
８
年
か
ら

化
学
肥
料
を
使
わ
な
い
自
然
尊
重

の
農
業
研
究
に
自
ら
着
手
し
て
い

る
。
１
９
５
３
年
に
は
『
自
然
農

法
普
及
会
』
を
発
足
さ
せ
、
教
団

外
へ
の
普
及
活
動
も
積
極
的
に
取

り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
」。
明
峯
（
２
０
１
５
）
は
岡

田
の
い
う
肥
毒
と
い
う
言
葉
に
着

目
し
「
肥
毒
と
は
化
学
肥
料
に
依

存
し
て
地
力
が
落
ち
た
状
態
の
土

の
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
」
と
説

明
し
て
い
る
。
他
に
も
国
公
立
の

研
究
機
関
に
よ
っ
て
、
映
画
「
奇

跡
の
リ
ン
ゴ
」
で
有
名
な
木
村
秋

則
の
リ
ン
ゴ
園
を
対
象
に
自
然
栽

培
を
科
学
的
に
解
明
す
る
農
水
省

の
委
託
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
が
続

け
ら
れ
て
い
る
（
２
０
０
９
︱

２
０
１
７
）。
木
村(

２
０
０
７)

は
自
然
栽
培
と
呼
び
福
岡
の
自
然

農
法
に
影
響
を
受
け
た
と
表
現
す

る
が
、「
土
の
偉
力
を
発
揮
さ
せ

る
」
と
い
う
岡
田
の
自
然
農
法
の

言
葉
に
自
然
栽
培
の
未
来
像
を
重

ね
て
い
る
。

　
「
自
然
農
法
」
に
つ
い
て
は
、

こ
う
し
た
哲
学
的
、
経
験
的
、
科

学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
行
わ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て

は
、
研
究
者
間
で
い
ま
だ
大
き
な

想
と
す
る
農
業
技
術
と
し
て
研
究

を
進
め
て
き
た
。

　

著
者
は
自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
が

30
年
間
に
得
た
科
学
的
な
成
果
に

よ
っ
て
、
目
標
と
し
た
有
機
農
業

の
技
術
的
な
骨
格
と
な
る
土
づ
く

り
技
術
や
病
虫
害
防
除
技
術
を
整

理
す
る
段
階
に
至
っ
た
と
考
え
て

い
る
。
岡
田
が
宗
教
的
真
理
と
し

て
説
い
た
自
然
農
法
と
、
科
学
で

は
未
解
明
の
部
分
を
仮
定
説
と
し

て
自
然
農
法
を
現
実
的
な
農
法
の

指
針
と
し
て
融
合
さ
せ
具
体
化
す

る
こ
と
が
著
者
の
期
待
で
あ
る
。

１
．
岡
田
の
自
然
農
法
と
い
う

名
称
と
そ
の
目
的

　

自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
が
定
款

に
掲
げ
る
自
然
農
法
普
及
目
標

は
、「
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
自

然
の
生
態
系
を
利
用
し
た
持
続
可

能
な
生
産
技
術
体
系
に
よ
り
、
自

然
環
境
の
保
全
、
農
業
・
農
村
の

振
興
な
ら
び
に
安
全
か
つ
良
質
な

農
産
物
の
供
給
に
資
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
社
会
に
お
け
る
健
康
的

な
食
生
活
の
一
層
の
定
着
促
進
に
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て
い
た
が
、
時
代
の
要
求
と
堆
肥

等
を
活
用
す
る
実
態
に
合
わ
せ

１
９
５
０
年
に
「
自
然
農
法
」
に

統
一
し
た
経
緯
が
あ
る
。「
吾
等

が
い
う
『
無
肥
料
栽
培
』
と
い
う

こ
と
ば
は
実
を
い
う
と
ピ
ッ
タ
リ

し
な
い
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば

堆
肥
を
用
い
る
の
だ
か
ら
無
肥
料

で
は
な
い
。
自
然
肥
料
と
い
う
の

が
本
当
で
あ
る
。
即
ち
人
造
肥
料

を
や
め
て
自
然
肥
料
に
す
る
こ
と

で
あ
る
」
と
改
名
の
理
由
を
解
説

し
て
い
る
。
同
時
に
、
大
自
然
の

姿
を
規
範
と
す
る
論
文
を
残
し
、

｢

土
の
偉
力
を
最
大
限
に
発
揮
さ

せ
る｣

こ
と
を
自
然
農
法
の
最
大

の
要
件
と
し
た
。
あ
る
時
、
長
期

無
投
入
栽
培
成
功
事
例
を
も
と
に

岡
田
が
土
を
生
か
す
本
質
を
理
解

し
な
い
者
に
向
け
堆
肥
の
入
れ
す

ぎ
を
咎
め
た
が
、
そ
の
後
、
無
施

肥
・
無
投
入
栽
培
を
目
的
化
し
た

多
く
が
生
産
性
の
低
い
苦
難
の
生

活
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま

た
成
功
例
を
根
拠
に
天
地
返
し
を

賞
賛
し
た
こ
と
が
あ
り
、
盲
目
的

信
奉
者
が
耕
盤
層
を
破
壊
し
て
漏

水
田
を
作
り
大
減
収
す
る
契
機
と

も
な
っ
て
、
無
肥
料
栽
培
に
携
わ

る
特
異
性
の
み
が
注
目
さ
れ
る
時

代
が
長
く
続
い
た
。

　

一
方
、
岡
田
は
「
除
草
、
手
入

れ
に
も
不
断
の
勤
労
を
惜
し
ま
な

い
。
無
肥
成
功
者
は
全
部
精
農
で

あ
る
」
と
し
な
が
ら
、「
無
肥
料

に
な
る
と
草
の
生
え
方
が
違
う
。

米
の
生
長
す
る
力
が
強
く
な
る
か

ら
雑
草
の
生
え
る
力
が
弱
く
な

る
」、「
一
番
手
数
の
か
か
ら
な
い

で
楽
な
や
り
方
ほ
ど
良
い
」、「
労

働
時
間
は
今
に
一
日
四
時
間
で
よ

く
な
る
」、
と
労
働
生
産
性
向
上

に
役
立
つ
と
も
説
い
て
い
る
。
労

働
時
間
の
大
半
を
占
め
る
施
肥
・

耕
起
と
除
草
の
必
要
性
が
下
が
れ

ば
、
当
然
な
が
ら
労
働
時
間
は
短

縮
す
る
。
し
か
し
、
有
機
稲
作
で

は
有
効
な
除
草
剤
が
使
え
ず
、
む

し
ろ
、
除
草
労
働
が
自
然
農
法
や

有
機
農
業
の
耕
作
面
積
拡
大
の
制

限
要
因
に
な
っ
て
お
り
、
除
草
コ

ス
ト
の
低
減
化
が
必
須
で
、
除
草

作
業
の
軽
労
化
が
最
大
の
研
究
課

題
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
実
情
も
踏
ま
え
て
、

自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
で
は
、
自
然

農
法
に
は
永
続
性
が
あ
り
、
充
分

な
生
産
量
を
確
保
で
き
、
誰
で
も

取
り
組
め
て
、
環
境
保
全
に
貢
献

し
、
人
類
を
幸
福
に
導
け
る
農
業

技
術
で
あ
る
と
い
う
条
件
を
設
定

し
た
。
そ
し
て
理
想
と
現
実
と
の

乖
離
を
埋
め
る
た
め
の
土
の
偉
力

を
発
揮
さ
せ
る
方
策
を
育
土
と
仮

定
し
、
歪
曲
化
さ
れ
た
無
肥
料
の

意
味
を
問
い
直
す
こ
と
で
、
公
益

的
な
役
割
を
示
す
こ
と
を
目
標
と

す
る
自
然
農
法
探
究
に
特
化
し
た

研
究
を
継
続
し
て
き
た
。

２
．
目
標
実
現
の
た
め
の　
　

雑
草
制
御
研
究

　

著
者
が
自
然
農
法
に
よ
る
雑
草

制
御
を
最
優
先
の
課
題
と
し
て
取

り
組
み
始
め
て
７
年
目
に
、
無
施

肥
水
田
の
移
植
時
湿
潤
土
壌
の
無

機
態
窒
素
含
量
を
測
定
し
最
高
分

げ
つ
期
の
雑
草
優
占
度
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
一
定
の
肥
沃
度
に
あ
る

水
田
に
お
い
て
雑
草
の
発
生
量
が

減
少
し
生
産
性
が
高
ま
る
こ
と
を

確
認
し
た
（
図
１
）。
水
田
土
壌

の
持
つ
窒
素
供
給
能
力
に
焦
点
を

当
て
た
の
だ
が
、
有
機
施
肥
で
増

加
す
る
可
給
態
窒
素
量
が
雑
草
重

量
を
増
や
す
と
い
う
実
験
結
果

（
図
２
）
も
得
て
、
水
田
雑
草
制

御
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
そ
も

そ
も
地
力
窒
素
が
何
か
、
水
田
土

壌
の
望
ま
し
い
肥
沃
度
は
施
肥
由

来
窒
素
と
分
け
て
考
え
る
必
要
性

が
示
唆
さ
れ
た
。
さ
ら
に
甲
信
越

地
域
の
有
機
水
田
に
お
い
て
、
雑

図１　土壌無機態窒素（Win-N）と水田雑草優占度
無施肥圃場 26、移植 10 日頃の表層土壌と無除草の雑草被度比。
浮き草、藻類を含まない（岩石 2001）。

草
の
優
占
度
と
収
量
の
関
係
を
調

べ
た
図
３
か
ら
、
有
機
水
田
に
お

け
る
雑
草
の
優
占
度
は
水
稲
の
生

産
性
を
決
定
す
る
ほ
ど
重
要
な
指

標
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
調
査
結
果
の
再
現
性

の
高
さ
や
事
実
を
認
め
て
、
自
然

農
法
の
条
件
を
言
い
換
え
る
な
ら

ば
、
地
力
が
高
く
肥
料
が
不
要
と

な
り
、雑
草
が
生
え
に
く
く
除
草
・

耕
起
が
不
要
と
な
り
、「
無
肥
料
・

不
耕
起
・
無
除
草
」
栽
培
が
成
立

す
る
説
明
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま

り
自
然
農
法
の
理
想
と
は
土
の
能

力
を
生
か
し
土
を
育
て
る
育
土
を

進
め
、
自
然
の
反
応
や
土
の
肥
沃

度
に
合
わ
せ
て
不
要
と
な
る
施
肥

と
耕
耘
を
調
整
す
る
技
術
と
し
て

軽
労
化
を
は
か
る
楽
々
農
法
と
な

る
。
そ
し
て
土
や
作
物
、
人
類
の

生
活
に
と
っ
て
の
健
全
性
を
最
終

目
標
と
し
、
農
薬
に
依
存
せ
ず
に
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肥
料
、
耕
起
、
除
草
の
必
要
度
を

低
減
す
る
理
想
的
か
つ
最
適
な
方

法
を
展
開
す
る
農
業
技
術
の
確
立

を
目
標
に
し
よ
う
。
と
考
え
た
の

で
あ
る
。

　

自
然
農
法
や
有
機
農
業
を
理

想
的
に
定
義
づ
け
る
だ
け
で
な

く
、
農
業
の
現
実
を
目
標
と
な
る

理
想
に
近
づ
け
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
雑
草
や
病
虫
害
の

根
本
的
な
解
決
策
に
は
、
自
然
の

仕
組
み
を
理
解
し
て
、
雑
草
や
病

害
虫
の
繁
殖
力
の
源
に
な
る
肥
料

を
減
ら
す
こ
と
が
有
効
な
手
段
で

あ
る
。
ま
た
近
年
頻
出
す
る
集
中

豪
雨
や
局
在
す
る
旱
魃
な
ど
の
気

象
変
動
の
原
因
に
挙
げ
ら
れ
る
温

室
効
果
ガ
ス
、
二
酸
化
炭
素
や
メ

タ
ン
ガ
ス
、
亜
酸
化
窒
素
の
土
壌

圏
か
ら
の
流
出
を
抑
え
る
た
め
に

も
、
発
生
源
と
な
る
有
機
肥
料
の

利
用
量
を
減
ら
し
地
力
を
高
め
る

栽
培
が
効
果
的
と
な
る
。
そ
れ
は

同
時
に
土
壌
の
炭
素
固
定
能
力
を

高
め
て
、
肥
沃
な
土
壌
を
育
て
る

自
然
農
法
や
有
機
農
業
の
目
標
に

も
叶
っ
て
い
る
。
限
ら
れ
た
人

た
ち
だ
け
の
短
期
的
な
利
益
や

便
利
さ
追
究
に
現
状
を
肯
定
し

た
「
一
つ
の
時
代
の
終
わ
り
（
原

２
０
１
１
）」
に
、
大
局
的
視
点

を
も
ち
、
理
想
実
現
の
た
め
に
努

力
を
傾
注
す
る
新
し
い
時
代
の
幕

開
け
を
迎
え
て
い
る
。

　

農
業
の
公
共
性
を
主
眼
と
し

て
、
自
然
を
尊
重
し
順
応
す
る
自

然
農
法
実
践
者
が
謙
虚
な
姿
勢
を

と
り
、自
然
と
向
き
合
う
な
か
で
、

地
域
に
根
ざ
し
た
社
会
的
な
貢
献

が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
自
ら
の

判
断
で
実
践
す
る
技
術
に
対
し
て

は
、
限
定
、
制
約
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
が
、
農
産
物
を
生
産
、
流

通
、
販
売
す
る
消
費
者
と
の
間
で

共
有
す
る
考
え
方
に
は
約
束
を
設

け
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
れ
が

肥
料
、農
薬
な
ど
を
含
む
資
材
や
、

機
械
の
利
用
、
流
通
に
つ
い
て
お

互
い
の
約
束
事
に
な
り
、
一
定
の

約
束
・
制
度
を
活
か
し
た
産
消
提

携
が
成
立
す
る
。
岡
田
の
示
し
た

人
類
の
幸
福
追
究
を
は
か
る
な
ら

ば
、
自
然
農
法
が
社
会
に
役
立
つ

上
で
は
、
生
産
技
術
に
と
ど
ま
ら

ず
、
本
来
の
農
業
に
求
め
ら
れ
る

生
産
基
盤
や
流
通
と
い
っ
た
社
会

的
共
通
資
本
の
運
用
方
法
に
つ
い

図２　土壌可給態窒素（Wav-N）量と水田雑草量
春耕有機施肥田田植え３日後の土壌（2 ～ 15cm 深）可給
態窒素量と最高分げつ期雑草量（岩石ら 2008 未発表）。

図３　初期雑草優占度と水稲収量関係
　　　信濃川水系有機栽培の実態（長野、山梨、新潟県 2008 年未発表）
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て
も
議
論
が
必
要
に
な
っ
て
く

る
。
原
理
的
な
共
産
主
義
や
資
本

主
義
の
失
敗
と
限
界
を
反
省
し
、

こ
れ
か
ら
は
共
益
的
な
社
会
資
本

の
維
持
と
活
用
を
前
提
と
し
た
コ

あ
り
、田
面
追
肥
は
肥
料
の
害（
肥

毒
）
を
減
ら
し
て
収
量
を
増
加
さ

せ
る
だ
け
で
な
く
産
米
の
品
質
を

高
め
、
雑
草
の
繁
殖
力
を
低
下
さ

せ
除
草
労
力
を
減
じ
て
労
働
生
産

性
を
高
め
る
。
ボ
カ
シ
肥
料
を
使

う
点
で
自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
で
は

有
機
肥
料
不
使
用
を
意
味
す
る
狭

義
の
無
肥
料
栽
培
か
ら
離
れ
た

が
、
米
ぬ
か
や
油
粕
の
発
酵
や
表

面
施
用
等
の
使
い
方
を
工
夫
し
、

徐
々
に
肥
料
依
存
度
を
減
ら
し
て

き
た
。
そ
の
過
程
で
、
時
間
を
か

け
れ
ば
肥
料
不
使
用
で
も
生
産
性

が
高
ま
る
こ
と
と
、
ボ
カ
シ
を
使

う
と
短
い
間
に
地
力
が
高
ま
る
こ

と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
地
力
が
一

定
以
上
に
高
ま
っ
た
後
は
、
減
収

を
回
避
し
た
無
除
草
も
現
実
的
と

な
る
こ
と
を
確
か
め
た
。
こ
れ
ら

の
試
行
錯
誤
を
整
理
し
、
地
力
を

補
強
し
て
雑
草
が
容
易
に
抑
え
ら

れ
る
ま
で
に
、
得
ら
れ
た
技
術
的

な
観
点
で
は
育
土
に
は
５
～
10
年

が
必
要
と
い
う
判
断
と
な
っ
た
。

　

図
５
は
有
機
栽
培
継
続
田
で
の

除
草
時
間
が
短
く
な
っ
た
段
階

で
、
新
た
に
試
験
を
開
始
し
た
隣

接
す
る
慣
行
水
田
４
筆
の
う
ち
２

筆
60
ａ
を
除
草
剤
を
除
い
た
減
肥

栽
培
に
切
り
替
え
、
そ
の
３
～
４

年
目
に
無
農
薬
、
有
機
肥
料
栽
培

に
切
り
替
え
た
有
機
水
田
の
収

量
と
有
機
栽
培
の
除
草
時
間
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
８
年
間

の
有
機
水
田
の
収
量
平
均
は
慣

行
の
７
７
・
７
％
だ
が
、
10
ａ
当

た
り
除
草
時
間
は
有
機
栽
培
１
年

目
（
除
草
剤
を
抜
い
て
か
ら
３
～

４
年
目
）
に
60
時
間
だ
っ
た
も
の

が
、５
年
目
に
は
10
時
間
を
切
り
、

８
年
目
に
は
５
時
間
を
下
回
っ
て

残
草
を
無
く
す
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
。
こ
の
間
、
有
機
水
田
で
の

試
験
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

は
、
耕
耘
と
代
か
き
の
タ
イ
ミ
ン

グ
が
重
要
で
あ
り
、
生
の
油
粕
は

雑
草
の
繁
殖
力
を
極
端
に
高
め
る

こ
と
、
有
機
栽
培
を
継
続
す
る
と

収
穫
残
さ
の
稲
わ
ら
分
解
能
力
が

徐
々
に
向
上
す
る
が
、
同
時
に
田

植
え
以
降
の
急
激
な
稲
わ
ら
分
解

を
避
け
れ
ば
水
稲
の
生
育
が
向
上

し
雑
草
が
温
和
し
く
な
る
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
研
究
の
末
に
、
自
然

農
法
に
お
け
る
無
の
意
味
は
、
何

も
施
さ
な
い
「
無
肥
料
」
よ
り
も
、

土
壌
の
生
命
力
・
生
産
力
や
機
能

図４　自然農法水田の除草労働時間の変化
　　　自然農法センター　多湿黒ボク土　（松本市 1991~2006）

モ
ン
ズ
と
し
て
の
農
業
生
産
、
制

度
主
義
（
宇
沢
２
０
１
５
）
も
必

要
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し

た
制
度
確
立
の
探
究
も
有
益
な
研

究
課
題
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

自
然
農
法
の
規
範
基
準
は
、
地

域
の
持
つ
風
土
や
自
然
条
件
の
特

殊
性
を
念
頭
に
自
然
力
を
最
大
限

に
活
用
す
る
考
え
の
も
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
農
地
生
態
系
の
有
す
る
自

然
機
能
を
高
め
、
自
然
の
働
き
を

生
か
す
方
法
を
創
意
工
夫
す
る
こ

と
に
あ
る
。福
岡
が
目
指
し
た「
何

も
し
な
い
こ
と
」
以
上
に
、
む
し

ろ
人
間
の
知
恵
で
人
為
を
働
か
せ

る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

図
４
は
自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
が

農
業
試
験
場
を
設
立
し
本
格
的
な

雑
草
研
究
を
開
始
し
て
、
悪
戦
苦

闘
の
末
に
10
ａ
当
た
り
の
除
草
時

間
が
50
時
間
の
水
準
か
ら
５
時
間

水
準
に
な
る
ま
で
の
15
年
の
経
過

で
あ
る
。
田
植
え
直
後
の
土
壌
の

窒
素
肥
沃
度
の
重
要
性
に
気
付
い

て
か
ら
、
堆
肥
の
み
の
無
施
肥
栽

培
か
ら
、
有
機
肥
料
の
施
用
試
験

を
始
め
、
ボ
カ
シ
化
等
の
微
生
物

の
力
を
借
り
た
米
ぬ
か
発
酵
や
堆

肥
化
の
効
果
、
田
面
・
早
期
追
肥

の
効
果
を
確
認
し
つ
つ
栽
培
法
を

随
時
改
良
し
て
き
た
。
堆
肥
や
有

機
肥
料
の
発
酵
は
育
土
に
効
果
が

３
．
自
然
農
法
実
践
に
あ
た
っ
て
の
基
本
解
釈　
　
　
　
　
　
　

（
不
耕
起
、
無
肥
料
、
無
農
薬
、
無
除
草
）
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を
損
な
わ
な
い
肥
毒
の
無
い
「
無

肥
毒
」
や
「
無
肥
満
」
が
、
よ
り

重
要
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
。
つ
ま
り
目
標
は
土
の
能
力
を

高
め
、土
を
生
か
す
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
自
然
堆
肥
は
積
極
的

に
利
用
し
、
有
機
施
肥
で
あ
っ
て

も
土
が
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば

許
容
で
き
る
。
ま
た
雑
草
害
や
病

虫
害
を
放
置
し
て
防
除
を
行
わ
な

い
農
薬
不
使
用
や
不
耕
起
を
目
的

と
は
せ
ず
、
作
物
や
土
壌
の
健
全

性
を
維
持
す
る
働
き
か
け
を
原
則

と
し
て
農
薬
が
不
要
と
な
る
農
法

を
支
持
で
き
る
。
時
に
は
地
力
を

高
め
る
ま
で
、
病
原
菌
や
害
虫
、

雑
草
の
侵
入
を
防
ぐ
ポ
リ
マ
ル
チ

な
ど
の
資
材
や
非
接
触
型
の
天
然

の
薬
剤
等
で
、
経
済
的
な
被
害
を

防
ぐ
限
定
的
利
用
が
許
容
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、「
天
地
有
機
」

を
語
源
と
す
る
い
の
ち
有
る
農
業

「
有
機
農
業
」
に
お
い
て
、
目
の

前
の
営
利
の
前
に
、
人
々
が
求
め

る
生
命
力
に
溢
れ
高
品
質
な
農
産

物
を
生
産
し
、
永
続
的
に
健
康
に

暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り
を
目
的
と

し
て
、
土
壌
や
自
然
の
持
つ
い
の

ち
を
育
む
と
い
う
姿
勢
で
農
業
生

産
が
営
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
豊

か
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
自
然
と

共
生
す
る
農
業
生
産
を
念
頭
に
、

地
域
内
自
然
循
環
を
基
本
に
有
限

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
化
学
石
油
製
品

な
ど
）へ
の
依
存
度
を
低
下
さ
せ
、

自
然
の
多
様
性
維
持
や
安
定
に
配

慮
し
、
自
然
と
産
業
が
共
存
す
る

図５　機栽培移行時の収量と除草時間
有 機 2005、06 年 に 減 々 で 機 械 除 草。08 年 有 機 1 年 目。 除 草 剤 減 後 3 ～ 4 年
目。 隣接する慣行と有機水田各 2 筆の平均（一部データ 1 筆）。 有機水田の出穂
WFR；2013 年 0.21（最分 0.35) が 2015 年 0.02（有機 7 年目）

と
を「
育
土（
い
く
ど
）」と
呼
び
、

自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
が
造
語
し
て

掲
げ
た
骨
格
的
な
技
術
概
念
で
あ

る
。
育
土
は
堆
肥
施
用
に
よ
っ
て

養
分
を
増
や
す
単
な
る
土
づ
く
り

に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
物
活
性
や
生

物
多
様
性
を
高
め
て
、
地
力
を
高

め
る
と
同
時
に
病
虫
害
や
雑
草
害

を
低
減
す
る
生
物
の
仕
組
み
を
揃

え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
だ
か

ら
、
廃
棄
物
処
理
の
目
的
や
畜
ふ

ん
堆
肥
（
堆
厩
肥
）
の
連
用
で
過

剰
障
害
（
肥
満
、
肥
毒
）
に
繋
が

る
問
題
の
整
理
は
避
け
て
通
れ
な

い
。
成
澤
（
２
０
１
１
）
が
「
菌

根
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
」
の

た
め
に
「
有
機
質
肥
料
は
植
物
起

源
の
も
の
を
」
薦
め
る
よ
う
に
、

涌
井
・
舘
野
（
２
０
１
１
）
が
紹

介
し
た
「
動
物
質
の
有
機
物
を
使

わ
な
い
事
例
と
し
て
自
然
農
法
の

有
機
物
施
用
」
に
つ
い
て
は
、
未

解
明
だ
が
重
要
な
意
味
が
あ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

生
き
も
の
が
育
つ
と
同
じ
よ
う

に
、
年
月
を
か
け
て
偉
力
を
発
揮

す
る
土
が
育
つ
。
お
よ
そ
有
機
物

や
堆
肥
を
栄
養
と
し
て
繁
殖
す
る

土
壌
生
物
の
働
き
と
、
微
生
物
の

繁
殖
条
件
を
決
め
る
適
度
な
温
度

や
水
分
条
件
が
加
わ
り
、
更
に
生

物
活
動
に
必
要
な
時
間
の
経
過
が

必
要
と
な
る
（
図
６
ａ
）。
こ
れ
ら

こ
と
を
条
件
に
加
え
た
い
。
そ
う

し
た
条
件
や
原
則
は
、
方
法
論
的

に
は
異
な
っ
て
も
、
多
様
な
農
法

の
展
開
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
環
境

に
適
し
我
々
が
目
指
す
理
想
的
目

標
と
一
致
す
れ
ば
、
異
論
を
挟
む

余
地
は
な
い
と
思
う
。

自
然
農
法
の
前
提
「
土
の
偉
力
を
発
揮
さ
せ
る
」「
育
土
」

　
「
土
と
い
う
の
は
た
だ
に
生
産

の
一
要
素
た
る
土
で
な
く
て
、
土

に
表
現
さ
れ
る
自
然
全
体
を
包

含
し
た
言
い
方
で
あ
り
、
育
て

る
と
い
う
こ
と
の
中
に
い
の
ち

を
取
扱
う
と
い
う
内
容
が
あ
っ

て
、
命
な
き
も
の
を
制
作
す
る
工

業
と
根
本
的
に
ち
が
う
（
上
原

１
９
８
３
）」。
そ
う
し
た
、
土
の

力
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
農
地

生
態
系
が
成
長
す
る
過
程
と
と
も

に
、
土
壌
が
育
つ
一
定
の
時
間
が

必
要
で
あ
る
。
自
然
の
育
土
は
雨

水
や
河
川
の
氾
濫
が
も
た
ら
す
自

然
循
環
の
土
壌
肥
沃
化
が
原
動
力

と
な
る
。
自
然
の
循
環
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
農
地
や
痩
せ
地
で
の
肥

料
不
使
用
栽
培
で
は
長
い
間
の
貧

困
状
態
を
耐
え
る
力
が
必
要
と
な

る
。
土
自
ら
が
育
つ
力
や
土
が
育

つ
仕
組
み
を
人
が
手
助
け
す
る
こ
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自
然
農
法
の
一
部
で
広
が
る
自
家
採
種
の
狙
い
と
そ
の
現
状

　

い
う
ま
で
も
な
く
作
物
に
は
そ
の
作

物
に
適
し
た
土
壌
や
時
期
（
旬
）
が
あ

る
。
地
力
発
現
時
期
に
合
わ
せ
低
栄
養

条
件
で
栽
培
を
目
指
す
自
然
農
法
に
適

し
た
品
種
と
し
て
、
在
来
の
固
定
種

等
少
肥
適
応
性
の
あ
る
種
が
存
在
す

る
。
ま
た
、
一
定
の
環
境
で
採
種
を
繰

り
返
す
こ
と
で
地
域
の
環
境
条
件
に
適

応
し
、
耐
湿
性
や
耐
寒
性
、
耐
旱
魃
性

等
を
備
え
る
環
境
育
種
へ
の
期
待
が
あ

る
。
自
家
採
種
の
継
続
で
安
定
生
産
を

挙
げ
る
例
が
報
告
さ
れ
、
自
然
農
法
種

子
に
は
窒
素
固
定
菌
の
共
生
が
報
告
さ

れ
る
（
平
野
ら
２
０
０
１
）
な
ど
、
自

然
農
法
条
件
で
の
選
抜
効
果
や
遺
伝
的

変
化
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
（
２
０
１
６
）
で

は
栽
培
条
件
に
適
応
す
る
育
種
を
勧
め

な
が
ら
、
自
家
採
種
や
少
肥
性
品
種
の

利
用
を
勧
め
て
普
及
を
図
っ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
地
域
の
風
土
や
食
文
化
に

適
し
た
作
物
種
を
選
択
し
、
根
張
り
が

図６　育土の要素と育土の時短

の
条
件
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
作
物
を
健

全
に
育
て
る
力
が
生
ま
れ
る
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
経
験
的
に
育
土
に
５
～
10

年
か
か
る
。
育
土
の
時
間
を
短
縮
す
る

に
は
、
生
物
性
の
良
好
な
有
機
物
を
大

量
に
補
い
、
好
適
な
温
度
や
水
分
状
態

を
保
持
し
生
物
活
性
を
高
め
る
必
要
が

あ
る
（
図
６
ｂ
）。
さ
ら
に
は
圃
場
の
土

壌
の
み
な
ら
ず
、
圃
場
周
辺
環
境
や
生

き
も
の
の
生
活
環
へ
配
慮
し
、
単
に
不

足
を
補
う
の
で
は
な
く
好
循
環
の
波
に

乗
せ
る
と
い
う
視
点
が
肝
要
と
な
る
。

良
く
、
健
全
で
生
命
力
が
強
く
、
美
味

な
特
性
を
備
え
た
個
体
を
選
抜
し
て
増

殖
さ
せ
る
こ
と
を
、
作
物
や
品
種
選
定

の
基
本
と
し
て
、
育
種
や
採
種
生
産
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
目
標
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
社
会
的
共
通
資
本
（
宇
沢

２
０
１
５
）
と
し
て
の
遺
伝
資
源
や
自

然
環
境
を
活
か
し
、
食
料
生
産
に
限
ら

ず
地
域
に
暮
ら
す
人
び
と
に
必
要
と
な

る
暮
ら
し
を
支
え
る
産
業
と
し
て
、
内

部
経
済
の
循
環
力
を
高
め
る
役
割
を
果

た
す
と
と
も
に
、
蔦
谷
（
２
０
１
６
）

が
目
指
す
「
農
的
社
会
を
ひ
ら
く
」
た

め
の
、
拠
り
所
と
な
る
農
業
生
産
方
式

と
な
り
、
地
域
の
自
然
や
人
び
と
の
力

（
偉
力
）
を
発
揮
さ
せ
る
、
尊
厳
有
る

人
と
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
農
業

生
産
方
式
を
追
究
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。


