
七
年
前
の
平
成
元
年
の
夏
。

板
倉
町
の
コ
メ
農
家
、
小
林
信

哉
さ
ん
含
ι
は
稲
の
直
播
（ま
）

き
を
試
み
た

一
反
ほ
ど
の
田
ん

ぼ
で
、
稗

（ひ
え
）
の
よ
う
に

た
く
ま
し
い
姿
の
株
を
見
つ
け

た
。
こ
れ
が
小
林
さ
ん
が
コ
メ

づ
く
り
の
方
法
を
根
本
か
ら
変

え
る
き

っ
か
け
だ

っ
た
。
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小
林
さ
ん
は
大
学
の
園
芸
学

部
で
培
養
や
遺
伝
子
を
研
究
。

父
親
の
新
内
さ
ん
，
Ｃ
は
、
農

林
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
ほ
ど
の

コ
メ
作
り
の
名
人
だ
が
、
自
分

は

園
芸
を
中
心
に
や
る
つ
も
り

で
就
農
し
た
。
直
播
き
の
試
行

は
省
力
が
狙
い
だ

っ
た
。

小
林
さ
ん
は
直
播
き
の
特
性

を

「本
来
の
稲
の
活
力
を
発
揮

で
き
る
栽
培
法
」
と
考
え
た
。

し
か
し
、
直
播
き
を
本
格
的
に

や
る
に
は
新
た
に
播

（は
）
種

機
の
購
入
が
必
要
。
直
播
き
の

特
性
を
生
か
し
つ
つ
、
従
来
の

田
植
え
機
を
使
え
る
方
法
は
無

い
も
の
か
。
考
え
た
末
、
翌
年

か
ら
胚

（は
い
）
乳
が
付
い
た

苗
を
植
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ

の
年
は
、
過
繁
茂
状
態
と
な

っ

た
が
、
見
事
な
穂
を
作

っ
た
。

「偶
然
だ

っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
あ
れ
で
本
気
に

な
れ
た
」
と
小
林
さ
ん
は
ふ
り

返
る
。

「東
北
や
北
陸
の
産
地

に
負
け
な
い
コ
メ
」
を
目
標
に
、

こ
の
苗
に
合

っ
た
栽
培
方
法
の

研
究
に
取
り
組
ん
だ
。

過
繁
茂
の
反
省
か
ら
、
二
年

目
、
三
年
目
と
肥
料
を
減
量
し

て
い
く
う
ち
、
化
学
肥
料
を
使

っ
た
今
ま
で
の
栽
培
方
法
は
こ

の
手
法
に
合
わ
な
い
こ
と
が
分

か

っ
た
。
「自
然
農
法
」
。
昔
、

道
楽
で
読
ん
だ
本
の
タ
イ
ト
ル

を
思
い
出
し
た
。

こ
の
自
然
農
法
は
戦
後
、
愛

媛
県
の

一
農
家
、
福
岡
正
信
氏

が
考
え
た
不
耕
起
、
無
除
草
、

無
農
薬
な
ど
を
柱
と
し
た
作
物

の
栽
培
理
論
。
小
林
さ
ん
は
こ

れ
を
応
用
し
、
自
分
な
り
の
自

然
農
法
に
挑
戦
し
た
。
小
林
さ

ん
の
方
法
は
、
九
月
上
旬
の
稲

の
収
穫
の
際
、
藁

（わ
ら
）
を

田
に
ち
ら
し
、
雑
草
も
生
え
る

ま
ま
に
し
て
お
く
。
二
月
ご
ろ

表
面
だ
け
を
軽
く
耕
し
、
大
型

連
体
の
こ
ろ
に
水
を
張

っ
て
苗

を
植
え
る
。

「稲
が
最
も
栄
養

を
必
要
と
す
る
時
期
、
つ
ま
り

穂
を
作
る
時
期
に
、
草
や
藁
が

肥
料
と
し
て
効
い
て
く
る
」
の

だ
と
い
う
。

一■
，一一織
難
一紺
轟
一群
菫
一

国
内
で

一
般
的
に
行
わ
れ
る

稲
の
栽
培
法
で
は
、
田
植
え
の

前
と
稲
穂
が
で
き
る
時
期
に
肥

料
を
や
り
、
稲
が
伸
び
過
ぎ
る

の
を
抑
え
た
り
、
穂
の
大
き
さ

を
調
節
し
て
い
る
。

「だ
が
、

そ
れ
が
で
き
る
た
め

に
は
本

来
、
そ
の
年
の
天
候
を
見
な
が

ら
肥
料
を
変
え
た
り
、
作
物
の

生
育
状
況
な
ど
を
見
抜
く
名
人

の
目
が
必
要
」
。
だ
れ
も
が
で

き
る
こ
と
で
は
な
い
。
小
林
さ

ん
は

「
自
然
の
中

で
は
、
土
と
植
物

自
身
が
名
人
の
役

割
を
果
た
す
」
と

考
え
て
い
る
。

小
林
さ
ん
は
こ

の
農
法
に
取
り
組
む
ま
で
、
農

薬
や
化
学
肥
料
を
使
う
こ
と
に

あ
ま
り
抵
抗
を
感
じ
て
い
な
か

っ
た
。
十
数
年
ほ
ど
前
、
小
林

さ
ん
の
も
と
に
日
本
の
文
化
研

究
の
た
め
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
し
て

い
た
米
国
青
年
に

「何
で
農
薬

を
使

っ
て
る
ん
だ
」
と
問
い
詰

め
ら
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
小

林
さ
ん
は

「
ま
ず
は
生
産
量
を

上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
君

が
旅
し
た
イ
ン
ド
に
も
飢
え
て

い
る
人
は
た
く
さ
ん
い
た
ろ

う
」
と
答
え
た
と
い
う
。
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自
然
農
法
や
無
農
薬
、
有
機

栽
培
は
こ
れ
ま
で
、
そ
れ
を
求

め
る
消
費
者
が
い
る
か
ら
、
と

い
う
理
由
で
作
ら
れ
る
ケ
ー
ス

が
多
か

っ
た
。
し
か
し
、
最
近

は
小
林
さ
ん
の
よ
う
に
付
加
価

値
を
高
め
る
と
と
も
に
、
コ
ス

ト
削
減
を
目
的
に
取
り
組
む
農

家
が
全
国
的
に
増
え
て
い
る
。

特
に
兼
業
農
家
に
と

っ
て
は
、

省
力
化
は
利
益
を
確
保
す
る
数

少
な
い
手
段
の

一
つ
の
も
し
本

当
に
手
間
を
省
け
る
と
分
か
れ

ば
、
迷
わ
ず
取
り
組
む
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
そ
れ
は
売
れ
る
コ
メ

で
も
あ
る
。

群
馬
の
コ
メ
農
家
の
八
割
以

上
は
兼
業
な
の
だ
。

冬草の伸び具合や土の柔 らか さを確

かめる小林 さん。 「田んぼの見か け

の悪さが難点かな」 と苦笑する

自然農法
コス ト削減


