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共
に
育
つ
自
然
育
種
園
を
め
ざ
し
て

中
川
原
　
敏
雄

中川原さんの自然育種園　夏の一コマ

　
自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
の
タ
ネ
の
特
徴
の
一
つ
に
、
草
生
栽
培
と
い

う
一
般
と
は
異
な
る
環
境
の
中
で
選
抜
・
育
成
す
る
と
い
う
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
当
セ
ン
タ
ー
育
種
圃
場
の
草
生
栽
培
は
、
外
部
か

ら
の
有
機
物
の
投
入
を
極
力
控
え
、
ム
ギ
・
マ
メ
類
と
野
菜
を
輪
作

し
な
が
ら
両
者
を
交
互
に
作
付
け
し
、
畝
間
に
多
年
生
牧
草
を
生
や

し
て
そ
の
牧
草
を
定
期
的
に
刈
り
取
っ
て
野
菜
の
株
元
に
敷
く
と

い
っ
た
方
法
で
、
野
菜
に
と
っ
て
厳
し
い
環
境
の
中
で
生
命
力
・
自

立
力
の
あ
る
品
種
を
見
い
だ
し
ま
す
。

　
自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
の
特
別
研
究
員
と
し
て
「
自
然
農
法
セ
ン

タ
ー
の
タ
ネ
」シ
リ
ー
ズ
の
礎
を
築
い
て
き
た
中
川
原
敏
雄
さ
ん
は
、

定
年
退
職
後
も
タ
ネ
の
開
発
と
普
及
に
携
わ
り
、
草
生
栽
培
を
独
自

の
理
論
と
経
験
か
ら
進
化
さ
せ
続
け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
中
川
原
さ
ん
に
ご
自
身
の
草
生
栽
培
を
基

に
し
た
農
園
の
技
術
を
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
自
然
農
法
に
よ
る

野
菜
づ
く
り
や
健
康
づ
く
り
の
コ
ツ
を
学
び
ま
す
。
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オーチャードグラスと雑草に覆われた草地

　

私
が
一
反
百
姓
を
始
め
て
今
年

で
６
年
に
な
り
ま
す
。
10
ａ
ほ
ど

の
農
地
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
、
定
年
退
職
を
契
機
に
本
格

的
に
野
菜
の
自
給
に
取
り
組
ん
で

み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。
機
械

や
農
業
資
材
を
使
わ
ず
に
無
理
な

く
で
き
る
や
り
方
を
考
え
、
鍬
や

鎌
な
ど
の
農
具
だ
け
で
で
き
る
、

自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
で
取
り
組
ん

で
き
た
草
生
栽
培
を
ベ
ー
ス
に
し

ま
し
た
。
草
生
栽
培
は
主
に
果
樹

栽
培
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
方

法
で
、
イ
ネ
科
の
牧
草
を
下
草
に

生
や
し
、
そ
れ
ら
の
根
を
利
用
し

て
農
地
の
土
壌
を
管
理
し
ま
す
。

生
え
た
ま
ま
の
草
に
は
、
土
壌
流

出
を
防
い
だ
り
有
機
物
を
補
給
し

た
り
す
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ま
で
草
生
栽
培
で
野
菜
の
育
種

を
し
て
き
て
学
ん
だ
こ
と
は
、
肥

料
、
農
薬
を
使
わ
ず
耕
さ
な
い
自

然
な
栽
培
で
は
、
収
穫
量
は
少
な

い
け
れ
ど
も
、
病
害
虫
の
発
生
が

少
な
く
、
野
菜
の
根
張
り
が
良
く

な
り
味
や
日
持
ち
が
よ
く
、
タ
ネ

の
寿
命
が
長
い
こ
と
で
す
。
せ
っ

か
く
野
菜
を
自
給
す
る
な
ら
生
命

力
の
強
い
野
菜
を
育
て
、
タ
ネ
も

育
種
し
て
、
栽
培
と
育
種
が
一
体

と
な
っ
た
自
給
菜
園
「
共
に
育
つ

自
然
育
種
園
」を
め
ざ
し
ま
し
た
。

　

借
り
た
農
地
は
、
当
初
か
ら
多

年
生
牧
草
の
オ
ー
チ
ャ
ー
ド
グ
ラ

ス
と
雑
草
が
混
在
し
た
草
地
で
し

た
の
で
、
こ
の
ま
ま
草
生
畑
に
す１m 幅の短冊状に草を剥いで畝とした
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る
た
め
１
m
幅
の
短
冊
状
に
草
を

剥
い
で
こ
れ
を
畝
と
し
、
隣
は
牧

草
を
幅
１
m
残
し
て
、
畝
と
牧
草

の
区
画
が
交
互
に
な
る
よ
う
に
整

え
ま
し
た
。
畝
と
牧
草
の
幅
は
従

来
と
同
じ
で
す
が
、
さ
ら
に
区
画

の
境
界
に
溝
を
切
る
と
い
う
新
し

い
試
み
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で

は
刈
っ
た
草
は
敷
草
に
し
て
い
ま

し
た
が
、
風
で
飛
ば
さ
れ
た
り
し

て
な
か
な
か
畑
に
蓄
積
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
ん
な
時
に
ヒ
ン
ト
に

畝上に残した、前年の野菜や雑草の残渣

前年の残渣を両脇によける

溝を切り、腐植土を畝に掘り上げる

前年残渣を溝に入れる

溝切りによる有機物の循環方法

下層土は腐植が少ないが根穴が多く、
根がよく伸びる

上層土は腐植と植物の根毛が多く、
溝に野菜の根が密生する

牧草と畝の境に溝を切り、牧草の刈り草、除草した雑草、収穫
終了後の野菜残渣など、すべて持ち出さず溝の中に入れて踏み
込む。溝の中に溜まった有機物はミミズなどの土壌動物のはた
らきで分解され溝の底に腐植土がつくられる。

夏作・秋作が始まる前に溝の中の未熟な有機物をよけて、その
下にできた腐植土を畝の上に掘り上げて新たに溝切りをし、畝
をつくる。

溝は生き物のオアシスのような環境、野菜の根が密生し、土壌生
物の住処になり有機物の分解が早い。前年に入れた野菜残渣の中
から自然生えして自生野菜になるものも多い。

100cm
15cm

70cm

15cm
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な
っ
た
の
が
、
窪
地
に
吹
き
溜だ

ま
っ
た
落
ち
葉
の
下
に
ふ
か
ふ
か

し
た
腐
植
土
が
で
き
て
い
る
こ
と

で
す
。こ
れ
を
畑
に
再
現
す
れ
ば
、

畑
の
中
で
自
然
に
腐
植
土
が
作
ら

れ
、
外
か
ら
有
機
物
を
持
ち
込
ま

ず
に
畑
の
植
物
だ
け
で
土
を
肥
や

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
区
画
の
境
界
の
牧
草
側

に
幅
15
㎝
の
溝
を
切
り
（
深
さ
15

〜
20
㎝
）、
草
生
の
刈
草
だ
け
で

な
く
株
周
り
の
除
草
し
た
草
や
前

作
を
片
付
け
る
時
に
出
る
野
菜
残

渣
、
タ
ネ
が
着
い
て
し
ま
っ
た
雑

草
も
、
大
事
な
有
機
物
と
し
て
踏

み
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。
溝
の
そ

ば
か
ら
出
る
有
機
物
を
そ
の
ま
ま

入
れ
る
の
で
有
機
物
を
運
ぶ
手
間

も
か
か
り
ま
せ
ん
。
溝
の
中
は
有

機
物
が
溜た

ま
っ
て
土
が
乾
燥
し
に

く
い
た
め
ミ
ミ
ズ
や
土
壌
動
物
が

棲
み
つ
き
、
腐
植
土
を
せ
っ
せ
と

作
っ
て
く
れ
ま
す
。
１
年
か
け
て

溝
の
底
に
で
き
た
腐
植
土
は
、
翌

春
、
鍬
で
掘
り
上
げ
て
畝
の
上
に

広
げ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
畑
で
つ
く
ら
れ
た

有
機
物
を
腐
植
土
に
し
て
畝
の
表

面
に
も
ど
す
有
機
物
の
循
環
を
実

際
に
目
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
畑
の
生
き
物
す
べ
て
が
こ
の

循
環
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
溝
に
溜
ま
っ
た
有
機
物
の
下

に
は
キ
ュ
ウ
リ
の
根
が
密
生
し
て

い
る
様
子
が
見
ら
れ
、
溝
に
近
い

場
所
の
牧
草
も
青
々
と
し
て
い
ま

す
。
溝
に
入
れ
た
野
菜
残
渣
の
中

か
ら
は
自
然
生
え
し
て
く
る
野
菜

が
多
く
、
そ
の
ま
ま
何
年
も
雑
草

の
よ
う
に
自
生
す
る
も
の
も
現
れ

て
き
て
、
自
律
し
て
生
育
す
る
野

菜
が
自
然
に
育
っ
て
い
る
の
に
驚

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
自
生
野

菜
は
な
ぜ
か
固
定
す
る
の
が
早

く
、
こ
の
中
か
ら
有
望
な
品
種
の

候
補
も
生
ま
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

浅
く
幅
の
狭
い
溝
な
の
に
、
野

菜
や
草
だ
け
で
な
く
土
壌
動
物
に

と
っ
て
も
好
環
境
の
よ
う
で
、
そ

れ
ま
で
あ
ま
り
見
か
け
る
こ
と
が

な
か
っ
た
カ
エ
ル
の
個
体
数
も
増

え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
溝

は
生
き
物
の
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
な

場
所
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
の
溝
の
重
要
性
が
だ
ん
だ
ん
と

分
か
っ
て
き
て
か
ら
は
、
こ
の
溝

を
生
か
し
発
展
さ
せ
る
よ
う
な
栽

培
管
理
や
野
菜
の
育
て
方
を
工
夫

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
草
生
の
草
は
定
期
的

夏作準備の畑

巣播きキュウリ

溝の中でできた腐植土は畝の上へ

掘り上げた腐植土

十字鍬による溝切り
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に
刈
り
取
っ
て
株
元
に
敷
い
て
い
ま
し
た
が
、
浅
根

に
な
り
や
す
い
こ
と
か
ら
、
現
在
は
敷
草
を
や
め
土

を
む
き
出
し
に
し
て
い
ま
す
。
裸
地
に
生
え
る
道
端

の
草
は
小
ぶ
り
で
も
畑
よ
り
も
抜
き
に
く
く
、
根
が

強
く
張
っ
て
い
る
の
が
よ
く
分
か
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
作
物
で
も
同
じ
で
は
な
い
か
、
裸
地
に
し
た
方
が

養
水
分
を
求
め
て
根
が
よ
く
張
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
た
か
ら
で
す
。
果
菜
類
の
仕
立
て
方
も
根
張
り

を
考
え
て
株
間
を
広
げ
て
支
柱
を
増
や
し
、
無
整
枝

に
し
て
枝
を
自
由
に
上
方
に
伸
ば
す
よ
う
に
し
て
か

ら
は
、
ス
タ
ミ
ナ
が
落
ち
ず
長
く
成
り
続
け
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

種
ま
き
方
法
に
つ
い
て
は
、
ウ
リ
科
の
果
菜
類
は

巣
ま
き
法
（
一
か
所
に
た
く
さ
ん
塊
に
し
て
播
く
）

に
し
て
そ
の
中
か
ら
最
も
勢
い
の
良
い
（
根
張
り
が

良
い
）
株
を
残
し
ま
す
。
こ
れ
は
自
然
生
え
の
野
菜

が
適
期
よ
り
も
早
い
厳
し
い
時
期
に
塊
に
な
っ
て
発

芽
し
、
厳
し
い
環
境
下
で
う
ま
く
成
長
し
て
い
る
の

を
参
考
に
し
ま
し
た
。
一
方
、
ナ
ス
科
の
果
菜
類
は

育
苗
期
間
が
長
い
の
で
日
だ
ま
り
育
苗
に
し
て
い
ま

す
。
こ
の
育
苗
方
法
は
、
ま
だ
播
種
適
期
よ
り
最
低

気
温
が
低
い
時
期
に
日
当
た
り
の
良
い
場
所
か
ら
ト

マ
ト
が
自
然
生
え
し
、
早
く
か
ら
実
を
着
け
る
の
を

見
習
っ
た
も
の
で
、
日
中
は
テ
ラ
ス
の
日
だ
ま
り
で

育
苗
し
、気
温
が
低
い
夜
間
は
玄
関
内
に
移
し
ま
す
。

育
苗
用
土
に
は
、
溝
か
ら
掘
り
上
げ
た
腐
植
土
の
混

じ
っ
た
畝
の
表
面
の
土
を
利
用
し
ま
す
。
日
だ
ま
り

育
苗
で
育
っ
た
苗
は
、
じ
っ
く
り
成
長
し
て
コ
ン
パ

ク
ト
な
姿
と
な
り
、
根
量
が
多
く
定
植
後
の
活
着
も

早
い
の
が
特
徴
で
す
。
野
菜
に
と
っ
て
競
争
相
手
が

多
く
、
自
力
で
養
水
分
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

大鎌による草生草刈り 着果期のキュウリと草生

直まきキュウリ

草生帯の刈った草は溝に入れる
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草
生
栽
培
で
は
、
自
律
し
て
生
育
で
き
る
タ
ネ
を
育

て
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
す
。
そ
の
た
め
選
抜
す
る

と
き
は
、
遅
く
ま
で
果
実
が
成
り
続
け
た
（
タ
ネ
を

多
く
残
し
た
）
株
が
タ
ネ
採
り
候
補
と
な
り
ま
す
。

　

機
械
を
使
わ
な
い
草
生
栽
培
で
重
要
な
の
は
、
草

刈
り
、
草
剥
ぎ
、
溝
切
り
に
使
う
農
具
で
す
。
片
手

で
刈
る
鎌
で
は
広
い
面
積
を
刈
る
の
に
時
間
が
か
か

り
腰
も
痛
く
重
労
働
で
す
。
そ
こ
で
林
業
で
使
わ
れ

る
造
林
鎌
の
よ
う
に
両
手
で
持
っ
て
立
っ
た
姿
勢
で

刈
れ
る
大
鎌
を
考
え
ま
し
た
。
長
野
県
信
濃
町
に
信

州
鎌
の
組
合
が
あ
り
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
現
在
で
は

使
わ
れ
て
い
な
い
刃
渡
り
30
㎝
で
薄
刃
の
よ
く
切
れ

る
大
鎌
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
も
と
に
し
て

刈
り
や
す
い
よ
う
に
鎌
の
角
度
を
調
整
し
て
も
ら

い
、
立
っ
て
で
き
る
よ
う
に
長
い
柄
を
取
り
付
け
ま

し
た
。総
重
量
８
０
０
ｇ
ほ
ど
と
と
て
も
軽
い
の
で
、

作
業
効
率
が
向
上
し
た
だ
け
で
な
く
全
身
運
動
に
な

り
体
力
維
持
に
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。
鍬
は
草
剥
ぎ

に
適
し
た
幅
が
狭
く
厚
み
の
あ
る
つ
る
は
し
形
の
十

字
鍬
を
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
従
来
の
も
の
よ
り

柄
を
長
く
し
て
腰
を
曲
げ
ず
に
作
業
で
き
る
よ
う
に

し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
自
然
育
種
園
の
農
作
業
は
試
行
錯
誤

を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
現
場
に
あ
っ
た
や
り
方
を
工

夫
し
見
つ
け
出
す
喜
び
が
あ
り
ま
す
。
次
々
と
作
業

を
省
力
化
し
、畑
に
適
し
た
タ
ネ
が
育
っ
て
く
る
と
、

農
作
業
が
よ
り
楽
し
い
も
の
に
な
り
、
野
菜
に
本
来

備
わ
っ
て
い
る
自
律
す
る
力
が
蘇
っ
て
き
て
野
菜
の

生
育
が
徐
々
に
よ
く
な
っ
て
く
る
の
を
感
じ
て
い
ま

す
。
次
号
よ
り
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
詳
し
く
ご
紹

介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

秋野菜の畑


