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な
ぜ
日
本
の
土
壌
分
析
は

進
化
の
歩
み
を
止
め
た
の
か

―
―
前
回
は
現
在
の
化
学
性
ば
か
り
の
土

壌
分
析
に
、
物
理
性
な
ど
の
情
報
を
組
み

合
わ
せ
て
、
よ
り
現
場
の
作
物
生
産
に
関

連
づ
け
た
解
釈
が
重
要
だ
と
い
う
と
こ
ろ

ま
で
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
続
き
に

な
り
ま
す
が
、
日
本
で
は
土
壌
分
析
の
標

準
的
な
方
法
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
何
十
年

間
も
そ
の
や
り
方
が
変
わ
っ
て
い
ま
せ

ん
。
率
直
に
そ
の
こ
と
を
ど
う
捉
え
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？

大
倉
利
明
氏
（
農
研
機
構
・
農
業
環
境
変

動
研
究
セ
ン
タ
ー
・
土
壌
資
源
評
価
ユ
ニ

ッ
ト
長
）　

戦
後
か
ら
１
９
８
０
年
代
ま

で
国
の
事
業
と
し
て
行
な
っ
て
き
た
土
壌

調
査
だ
と
か
、
処
方
箋
・
施
肥
基
準
の
策

定
に
関
わ
る
調
査
と
い
っ
た
公
共
事
業
で

培
っ
て
き
た
知
見
や
、
諸
先
輩
方
が
や
ら

れ
て
き
た
業
績
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
や
は
り
科
学
で
す
か
ら
、
そ
こ
で

止
ま
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
で

は
足
り
な
い
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

私
は
土
壌
調
査
の
結
果
を
ど
う
解
釈
す
る

か
と
い
う
問
題
に
立
ち
返
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
先
人
の
残
し
た
も
の
を
引
き
継
い

で
、
そ
の
上
に
ど
れ
だ
け
新
し
い
技
術
を

積
み
増
し
で
き
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る

と
。
単
に
過
去
の
繰
り
返
し
を
や
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。

―
―
な
か
で
も
、
変
化
が
必
要
だ
と
思
わ

土壌学者（ペドロジスト）はその礎となる土壌調査を行なう土壌のプロフェッショナルだ。
土壌に向き合い、その場に人を集めて、その価値を広めるために現場での土壌調査に
こだわり続ける大倉利明氏に話を聞いた。「土壌保全基本法」の草案に託したのは、
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れ
る
の
は
ど
の
項
目
で
し
ょ
う
か
？

大
倉
　
と
く
に
変
え
て
い
か
な
い
と
い
け

な
い
と
思
う
の
は
、
リ
ン
の
形
態
分
析
で

す
ね
。
作
物
に
必
要
な
リ
ン
が
ど
れ
だ
け

あ
る
の
か
と
い
う
の
と
、
そ
の
土
壌
が
リ

ン
を
貯
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
を

き
ち
ん
と
評
価
す
る
分
析
手
法
は
未
完
成

だ
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
日
本
で
広
く
行

な
わ
れ
て
い
る
分
析
法
は
確
か
に
デ
ー
タ

が
蓄
積
さ
れ
て
い
て
、
経
験
的
な
正
当
性

は
あ
る
の
で
す
が
、
土
壌
の
な
か
で
起
き

て
い
る
化
学
反
応
み
た
い
な
も
の
の
全
容

が
解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
一
般
的
に
は
議
論
が
終
わ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

―
―
そ
の
部
分
を
研
究
さ
れ
て
い
る
方
は

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
？

大
倉
　
そ
う
い
う
研
究
は
誰
も
や
り
ま
せ

ん
よ
。
分
析
法
の
研
究
と
い
う
と
基
礎
研

究
の
な
か
で
も
、
か
な
り
基
礎
的
な
と
こ

ろ
に
な
り
ま
す
。
途
中
で
失
敗
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
し
、
１
年
や
２
年
で
結
果
が

出
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う

研
究
を
許
し
て
く
れ
る
よ
う
な
評
価
シ
ス

テ
ム
に
な
っ
て
い
な
い
の
が
、
現
在
の
日

本
の
研
究
機
関
の
姿
で
す
。そ
う
な
る
と
、

世
界
頼
み
に
な
る
ん
で
す
よ
。
よ
そ
の
国

で
有
効
な
分
析
法
が
確
立
さ
れ
た
ら
、
輸

入
し
よ
う
と
い
う
く
ら
い
の
ノ
リ
は
あ
る

と
思
い
ま
す
か
ら
。

―
―
海
外
の
研
究
に
頼
る
こ
と
で
問
題
は

生
じ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

土
ペ ド ロ ジ ス ト

壌学者に聞く
農地の土壌との付き合い方
～土壌断面調査から読み解く土づくり～

後 編

専門家インタビュー追 悼
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大
倉
　
残
念
な
が
ら
黒
ボ
ク
土
の
リ
ン
の

問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
欧
米
の
研
究
で

は
埒
が
明
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本

で
は
黒
ボ
ク
土
が
一
番
多
い
の
で
す
が
、

向
こ
う
に
は
な
い
の
で
、
黒
ボ
ク
土
に
適

し
た
分
析
方
法
を
作
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

―
―
具
体
的
に
弊
害
は
出
て
い
ま
す
か
？

大
倉
　
Ｉ
Ｓ
Ｏ
（
国
際
標
準
化
機
構
）
の

土
壌
分
析
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
Ｃ
Ｅ

Ｃ
（
陽
イ
オ
ン
交
換
容
量
）
の
分
析
方
法

は
む
し
ろ
欧
米
や
乾
燥
地
の
土
壌
に
適
し

た
計
測
方
法
が
国
際
標
準
に
な
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。
そ
の
方
法
で
分
析
す
る
と
、
日

本
の
土
壌
の
Ｃ
Ｅ
Ｃ
は
正
し
く
評
価
で
き

な
い
ん
で
す
。
だ
け
ど
、
日
本
は
そ
の
問

題
に
コ
ミ
ッ
ト
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

―
―
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

大
倉
　
Ｉ
Ｓ
Ｏ
は
経
産
省
の
所
管
で
す

が
、
経
産
省
は
農
地
の
土
壌
の
問
題
は
扱

わ
な
い
か
ら
。
逆
に
農
水
省
に
し
て
み
れ

ば
、Ｉ
Ｓ
Ｏ
は
う
ち
の
問
題
で
は
な
い
と
。

そ
う
い
う
縦
割
り
が
生
じ
て
い
ま
す
。
い

ま
の
研
究
環
境
で
は
、
土
壌
学
者
が
そ
こ

に
コ
ミ
ッ
ト
で
き
な
い
ん
で
す
よ
。

―
―
も
ど
か
し
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
状

況
で
あ
れ
ば
、
農
家
が
新
し
い
手
法
を
使

っ
て
、
自
ら
土
壌
分
析
を
行
な
う
よ
う
に

な
る
と
い
う
未
来
も
想
像
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
？

大
倉
　
セ
ン
サ
ー
技
術
次
第
で
し
ょ
う

ね
。
圃
場
で
測
れ
る
と
か
、
そ
れ
も
リ
ア

ル
タ
イ
ム
で
。
雨
が
降
る
前
と
降
っ
た
直

後
と
で
、
簡
単
に
計
測
で
き
れ
ば
、
土
壌

改
良
や
土
づ
く
り
に
活
か
せ
る
よ
う
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
現
段
階
で
は
サ

ン
プ
ル
を
採
っ
て
、
ラ
ボ
に
持
ち
帰
っ
て

分
析
し
て
と
時
間
が
か
か
る
の
で
、
な
か

な
か
普
及
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い

う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
技
術
を
上

手
く
役
立
て
て
ほ
し
い
で
す
よ
ね
。

―
―
最
近
は
、
い
ろ
い
ろ
な
セ
ン
サ
ー
が

出
て
い
る
よ
う
で
す
が
。

大
倉
　
た
と
え
ば
圃
場
で
土
壌
炭
素
を
赤

外
線
を
用
い
て
測
る
セ
ン
サ
ー
を
Ｅ
Ｕ
は

推
奨
し
て
い
ま
す
ね
。
ほ
か
に
も
ア
フ
リ

カ
な
ど
の
途
上
国
向
け
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
土
壌
の
デ
ー
タ
を
取
得
で
き
る
分
析
法

や
分
析
装
置
の
開
発
が
進
行
し
て
い
ま

す
。
彼
ら
は
上
手
く
い
け
ば
Ｅ
Ｕ
圏
内
で

も
積
極
的
に
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
も
や

っ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
そ
う
い
う
取

り
組
み
を
日
本
国
内
で
は
ほ
と
ん
ど
の
人

が
知
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

―
―
セ
ン
サ
ー
技
術
が
進
展
し
て
も
、
標

準
的
な
分
析
方
法
の
見
直
し
と
な
る
と
ハ

ー
ド
ル
が
高
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

大
倉
　
日
本
で
は
現
行
の
分
析
方
法
が
確

立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
、
土
壌
肥
料
学
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
と
し

て
お
墨
付
き
が
出
る
か
と
い
う
と
、
難
し

い
で
し
ょ
う
ね
。
農
業
工
学
の
ほ
う
で
開

発
し
て
も
、
土
壌
肥
料
分
野
の
人
は
誰
も

使
わ
な
い
と
か
。
こ
の
分
野
に
限
ら
ず
、

よ
く
異
分
野
融
合
と
い
う
錦
の
御
旗
を
掲

げ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
が
あ
り
ま
す

が
、
分
野
に
よ
る
縦
割
り
が
根
底
に
あ
る

の
で
、
独
創
的
な
デ
バ
イ
ス
や
ツ
ー
ル
を

開
発
し
て
も
、
現
場
で
は
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
日
本
で
は
よ
く
起

き
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
も
っ
た
い
な

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

科
学
は
、
世
の
中
の
権
威
や

常
識
へ
の
挑
戦
に
あ
る

―
―
土
壌
の
研
究
は
、
化
学
性
や
物
理
性

に
比
べ
て
、
生
物
性
に
つ
い
て
は
世
界
的
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分
野
に
よ
る
縦
割
り
が
根
底
に
あ
る
の
で
、

独
創
的
な
デ
バ
イ
ス
や
ツ
ー
ル
を
開
発
し
て
も
、

現
場
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る



14農業経営者 2019 年 7 月号

土
壌
学
の
世
界
に
も
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
、

わ
か
っ
た
つ
も
り
で
い
て
実
は
そ
う
じ
ゃ
な
い

と
い
う
こ
と
が
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

に
到
達
し
て
い
な
い
と
い
う
お
話
が
あ
り

ま
し
た
ね
。

大
倉
　
ま
だ
発
展
途
上
で
す
ね
。
日
本
独

自
の
方
法
が
世
界
標
準
に
な
る
可
能
性
も

あ
る
の
で
、
そ
の
分
野
の
専
門
家
に
は
ぜ

ひ
そ
こ
を
目
標
に
研
究
を
進
め
て
い
た
だ

き
た
い
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
れ
以
前
に
土

壌
微
生
物
学
者
や
土
壌
生
態
学
者
は
そ
う

い
う
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
を
自
覚
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。

認
識
し
な
い
ま
ま
書
か
れ
た
論
文
が
ど
こ

の
役
に
立
っ
て
い
る
の
か
は
知
り
ま
せ

ん
。
昇
給
に
は
役
立
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
け
ど
。

―
―
そ
こ
は
黒
塗
り
に
し
ま
し
ょ
う
か
？

大
倉
　
黒
塗
り
に
し
た
ほ
う
が
何
が
書
か

れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
っ
て
、
読
ん
で
い
る

人
も
興
味
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
ね

（
笑
）。
で
も
、
大
丈
夫
で
す
よ
。
そ
う
い

う
の
に
影
響
さ
れ
な
い
人
間
で
す
か
ら
。

―
―
で
は
、
本
題
を
続
け
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。
研
究
者
が
現
場
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら

れ
な
い
の
は
、
要
す
る
に
研
究
機
関
の
内

部
評
価
と
社
会
貢
献
が
一
致
し
な
く
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

大
倉
　
一
致
し
て
な
い
で
す
ね
。
日
本
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な

い
の
で
す
が
、
い
か

に
組
織
に
貢
献
し
て

い
る
か
と
い
う
我
わ

れ
の
給
与
体
系
に
直

結
す
る
評
価
基
準

と
、
自
分
の
研
究
や

調
査
を
通
じ
て
社
会

あ
る
い
は
国
家
に
ど

れ
だ
け
寄
与
で
き
て

い
る
か
と
い
う
話
は

共
存
で
き
ま
せ
ん
。

私
は
、
国
策
に
最
も

影
響
を
受
け
る
研
究

機
関
の
内
部
評
価
よ

り
、
研
究
し
た
こ
と

や
調
査
を
役
立
て
た

い
側
の
人
間
で
す
か

ら
、
も
っ
と
勉
強
し
た
い
し
、
も
っ
と
伝

え
た
い
で
す
ね
。

―
―
で
は
、
土
壌
分
析
や
土
壌
診
断
は
ど

な
た
の
働
き
か
け
で
変
わ
っ
て
い
く
の
で

し
ょ
う
か
。

大
倉
　
や
は
り
我
わ
れ
、
土
壌
学
者
で
し

ょ
う
。
同
時
に
、
国
際
標
準
の
更
新
を
も

含
む
情
報
を
広
め
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
る

と
い
う
行
政
の
普
及
の
し
く
み
が
な
い
と

ダ
メ
で
し
ょ
う
ね
。
あ
と
で
お
話
し
し
ま

す
が
、
そ
こ
に
土
壌
保
全
基
本
法
の
必
要

性
を
感
じ
て
い
ま
す
。

―
―
引
っ
か
か
る
の
は
、
何
十
年
も
標
準

的
な
や
り
方
を
放
置
し
て
お
い
て
、
そ
れ

が
科
学
な
の
か
と
い
う
部
分
で
す
ね
。

大
倉
　
そ
う
そ
う
。
現
在
の
土
壌
図
と
本

物
の
土
壌
と
が
違
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ

ろ
が
、
全
国
の
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け

で
す
。
30
年
前
、
40
年
前
に
調
査
し
た
と

き
に
は
、
そ
う
い
う
土
壌
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
、土
壌
改
良
や
基
盤
整
備
、

客
土
が
入
っ
た
り
、
農
地
で
な
く
な
っ
た

り
、
新
た
に
農
地
と
し
て
開
墾
し
た
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
土
は
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
の
状
態
で
は
そ
う
し
た
フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
も
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
か
ら
。

―
―
土
壌
図
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
は
急
が
れ

ま
す
ね
。

大
倉
　
若
く
し
て
老
成
し
て
し
ま
っ
て
い

る
人
た
ち
が
多
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
が

日
本
の
停
滞
感
や
閉
塞
感
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
器
用
に
忖
度

が
で
き
て
、
波
風
立
て
な
い
で
“
蛸
壺
”

に
こ
も
っ
て
生
き
延
び
れ
ば
、
30
年
、
40

年
後
に
は
管
理
職
み
た
い
な
教
授
に
な
れ

る
…
…
そ
ん
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
か
な

▲仲間とともに「とったど～ !!」。
ルーマニアでは、チェルノーゼ
ムの土壌断面調査を行ない、土
壌モノリスを採取した（2018
年９月）

▶︎チェルノーゼムの土壌断面写
真。昔は世界で最も肥沃だと言
われてきたが、いまや日本の黒
ボク土のほうが肥沃で“メタボ
状態”だという
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2018年８月の中国四国土を考える会の夏期研修会（島根県出雲市）にて

大
倉
　
ハ
ハ
ハ
。
土
壌
調
査
は
公
共
財
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ど
ん
な
土
で
も

平
等
に
調
査
し
ま
す
。
最
近
は
い
ろ
い
ろ

な
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
現
地

に
行
っ
て
み
て
ガ
ッ
ク
リ
す
る
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
よ
。

―
―
泥
炭
地
な
ど
が
そ
う
で
す
か
？

大
倉
　
泥
炭
に
限
ら
な
い
で
す
。
で
も
、

土
壌
図
で
泥
炭
と
分
類
さ
れ
て
い
て
も
、

実
際
に
は
泥
炭
に
客
土
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
泥
炭
土
で
作
物
を
つ
く
っ
て
い
る
と

い
う
言
い
方
は
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
土
壌
図
に
は
泥
炭

土
の
ま
ま
載
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
泥

炭
土
が
公
共
事
業
の
改
良
対
策
土
壌
だ
か

ら
。
基
盤
整
備
が
入
っ
て
、
山
土
や
黒
ボ

ク
土
で
客
土
し
て
畑
に
な
っ
て
い
る
の

に
、
地
力
増
進
指
定
地
域
の
ま
ま
解
除
し

て
い
な
い
ん
で
す
。
い
つ
か
再
び
公
共
事

業
が
復
活
す
る
こ
と
を
祈
っ
て
、
残
し
て

い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。私
に
し
て
み
れ
ば
、

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
な
ん
だ
け
ど
、
確
信
犯
的

に
や
っ
て
い
て
…
…
。

―
―
そ
こ
に
は
利
権
が
絡
ん
で
い
る
わ
け

で
す
ね
。

大
倉
　
そ
の
あ
た
り
は
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル

に
な
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
土
壌
は
公
共
財

で
す
か
ら
。
改
良
が
必
要
な
土
壌
に
補
助

は
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を

施
策
と
し
て
実
施
す
る
行
政
も
、
受
益
者

と
し
て
受
け
る
側
も
、
本
当
に
み
ん
な
の

た
め
に
な
る
と
感
じ
て
や
っ
て
ほ
し
い
わ

い
と
こ
ろ
に
、
科
学
な
ん
て
生
ま
れ
る
わ

け
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

―
―
辛
口
な
ご
指
摘
で
す
ね
。

大
倉
　
い
つ
の
時
代
も
、
科
学
っ
て
い
う

の
は
既
得
権
へ
の
反
抗
な
ん
で
す
よ
。
そ

れ
ま
で
世
の
中
で
常
識
だ
と
言
わ
れ
て
い

た
こ
と
に
対
し
て「
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

と
投
げ
か
け
る
と
き
に
は
、
物
凄
い
抵
抗

に
遭
い
ま
す
。
価
値
観
も
含
め
て
人
格
破

壊
ま
で
さ
れ
た
り
し
て
も
そ
れ
を
覆
し
て

き
た
の
が
、
15
世
紀
か
ら
の
科
学
の
歴
史

で
す
か
ら
。
土
壌
学
の
世
界
に
も
わ
か
っ

て
い
な
い
こ
と
、
わ
か
っ
た
つ
も
り
で
い

て
実
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
が
ま

だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
、

い
つ
も
新
し
い
こ
と
を
探
し
て
い
る
ほ
う

が
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ッ
ド
で
し
ょ
！

日
本
の
土
壌
学
者
だ
か
ら

黒
ボ
ク
土
に
こ
だ
わ
る

―
―
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
最
近
の
学

生
に
思
う
と
こ
ろ
が
お
あ
り
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
？

大
倉
　
全
然
期
待
し
て
い
な
い
で
す
よ
。

大
学
院
を
出
ま
し
た
、
博
士
号
を
持
っ
て

い
ま
す
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
業
績
は
判

断
材
料
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
自
分

の
研
究
が
お
も
し
ろ
い
と
い
う
こ
と
は
素

晴
ら
し
い
こ
と
な
ん
だ
け
ど
、
そ
の
研
究

で
仕
事
に
就
け
る
の
か
、
飯
が
食
え
る
の

か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
一
緒
に
穴
を

掘
っ
て
調
査
す
る
と
き
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
で
判
断
す
る
と
、
だ
い
た
い
落
第
で
す

よ
。
僕
が
面
倒
み
る
の
で
、
ゼ
ロ
か
ら
の

ス
タ
ー
ト
で
い
い
ん
で
す
よ
。
そ
の
一
方

で
、
日
本
の
大
学
に
は
危
機
感
を
抱
い
て

い
ま
す
。
人
材
育
成
と
い
う
意
味
で
ね
。

―
―
何
が
足
り
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

大
倉
　
そ
れ
は
、
教
え
る
側
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
で

す
よ
ね
。
相
変
わ
ら
ず
多
く
の
分
野
で
、

輸
入
物
の
翻
訳
ば
か
り
や
っ
て
い
ま
す
か

ら
。
日
本
の
学
問
の
基
礎
を
築
い
た
明
治

の
開
国
初
期
に
は
、
ド
イ
ツ
語
や
ロ
シ
ア

語
、
英
語
の
翻
訳
の
上
手
い
人
が
学
者
さ

ん
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
本
当
の
日
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
学
問

っ
て
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑

問
を
す
ご
く
感
じ
て
い
る
ん
で
す
。

―
―
日
本
独
自
の
学
問
…
…
確
か
に
そ
う

言
わ
れ
る
と
、
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

大
倉
　
だ
か
ら
、
私
は
黒
ボ
ク
土
に
こ
だ

わ
っ
て
い
る
し
、
黒
ボ
ク
土
で
勝
負
で
き

る
の
が
日
本
の
研
究
者
だ
ろ
！
と
言
い
た

い
ん
で
す
よ
。

土
壌
は
公
共
財
な
の
で

公
益
性
を
意
識
し
て
ほ
し
い

―
―
土
壌
調
査
に
は
多
く
の
方
に
は
ぜ
ひ

多
く
の
人
に
立
ち
会
っ
て
ほ
し
い
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
真
意
を
も

う
少
し
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
？

大
倉
　
土
壌
調
査
な
ど
の
知
的
成
果
の
受

益
者
は
誰
か
と
い
う
こ
と
で
す
。ま
ず
は
、

調
査
す
る
土
地
の
所
有
者
と
生
産
者
。
そ

れ
か
ら
生
産
者
に
関
わ
っ
て
い
る
製
造
業

者
、
消
費
者
、
も
ち
ろ
ん
同
業
者
も
含
め

て
、み
ん
な
が
受
益
者
だ
と
思
う
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
オ
フ
レ
コ
の
部
分
も
含
め
て
、

実
際
の
農
業
の
現
場
と
か
、
農
政
の
現
場

で
起
き
て
い
る
こ
と
を
多
く
の
人
に
聞
い

て
も
ら
い
た
い
。
も
っ
と
賢
い
農
業
者
、

賢
い
消
費
者
、
賢
い
研
究
者
に
な
り
ま
し

ょ
う
よ
、
と
言
い
た
い
わ
け
で
す
。
皆
さ

ん
を
無
知
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
ほ
う
が
都

合
の
い
い
人
は
た
く
さ
ん
い
る
で
し
ょ

う
。
だ
け
ど
、私
は
そ
れ
が
嫌
で
す
か
ら
。

―
―
先
生
の
土
壌
調
査
に
立
ち
会
え
た
方

は
、
貴
重
な
お
話
を
伺
え
る
と
い
う
わ
け

で
す
ね
（
笑
）。
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け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
補
助
が

５
％
つ
く
か
ら
や
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う

工
事
が
多
い
と
聞
き
ま
す
。
工
事
に
オ
ー

ナ
ー
シ
ッ
プ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
土
地
に
も
、
土
壌
に
も
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ

プ
を
持
っ
て
い
な
い
ん
で
す
よ
！

―
―
鋭
い
ご
指
摘
で
す
ね
。
最
近
は
黙
認

す
る
ほ
う
が
ス
マ
ー
ト
だ
と
い
う
世
の
中

に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

大
倉
　
こ
う
い
う
こ
と
ば
か
り
言
う
と
、

周
り
が
敵
だ
ら
け
に
な
る
ん
だ
け
ど
、
科

学
的
に
は
ち
ゃ
ん
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
。

し
か
も
、
サ
イ
エ
ン
ス
は
間
違
う
こ
と
も

あ
る
の
で
、
間
違
っ
た
と
き
に
は
ち
ゃ
ん

と
責
任
を
と
っ
て
次
善
策
を
講
じ
て
い
く
、

研
究
を
進
め
て
い
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。 

人
命
に
か
か
わ
ら
な
い
限
り
ね
。
言
わ
な

い
ほ
う
が
正
し
い
っ
て
こ
と
に
な
る
と
、

科
学
で
さ
え
、
も
の
が
言
え
な
く
な
る
ん

で
す
よ
。そ
う
な
っ
て
欲
し
く
な
い
の
で
、

科
学
で
正
論
を
吐
く
と
い
う
こ
と
を
私
は

続
け
て
い
き
た
い
な
と
。
だ
か
ら
、
現
場

の
フ
ァ
ク
ト
（
事
実
）
と
し
て
の
土
壌
断

面
を
前
に
話
を
し
た
い
ん
で
す
よ
。

―
―
先
生
が
土
壌
断
面
調
査
を
通
じ
て
、

筋
の
通
っ
た
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
ら
っ
し

ゃ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

大
倉
　
私
に
言
わ
せ
る
と
、
世
の
中
に
は

角
度
の
つ
い
た
土
管
が
あ
っ
て
、
ち
っ
と

も
先
が
見
え
な
い
ん
で
す
。
こ
れ
で
も
ま

っ
す
ぐ
進
も
う
と
し
て
、
あ
ち
こ
ち
ぶ
つ

か
り
な
が
ら
や
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
私

が
伝
え
た
い
の
は
、農
家
の
皆
さ
ん
に
も
、

土
地
や
土
壌
に
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
自
覚

し
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

“
土
壌
保
全
基
本
法
”構
想

に
託
し
た
思
い
と
は

―
―
土
壌
は
公
共
財
と
い
う
お
話
に
関
連

す
る
と
こ
ろ
で
、
土
壌
を
守
る
と
い
う
意

識
を
広
め
る
構
想
が
あ
る
そ
う
で
す
ね
。

大
倉
　
私
は
ど
う
し
て
も
日
本
に
、「
土

壌
保
全
基
本
法
」
と
い
う
法
律
が
で
き
て

ほ
し
い
ん
で
す
。
そ
れ
が
制
定
さ
れ
る
ま

で
は
死
ん
で
も
死
に
き
れ
な
い
な
と
い
う

思
い
が
あ
り
ま
す
。

―
―
詳
し
く
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

大
倉
　
ト
ヨ
タ
財
団
の
研
究
助
成
を
受
け

て
、
土
壌
学
者
だ
け
で
な
く
、
倫
理
学
に

環
境
思
想
、
そ
れ
か
ら
法
学
と
い
っ
た
文

系
の
人
た
ち
に
も
入
っ
て
も
ら
っ
て
、
土

壌
保
全
基
本
法
の
草
案
を
作
り
ま
し
た
。

そ
の
昔
、
憲
法
に
も
五
日
市
憲
法
と
か
庶

民
が
つ
く
っ
た
戦
後
憲
法
の
原
案
に
相
当

す
る
も
の
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に

相
当
す
る
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
そ
の
草
案
は
、
公
開
さ
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
？

大
倉
　
草
案
自
体
は
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
ま
だ
日
の
目
を
見
て
い
な
い
で
す
け

ど
、
い
つ
か
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
望

ん
で
い
ま
す
。
研
究
成
果
は
、
日
本
土
壌

肥
料
学
会
（
２
０
１
６
年
度
佐
賀
大
会
）

で
発
表
し
ま
し
た
し
、
ト
ヨ
タ
財
団
の
報

告
に
も
載
っ
て
い
ま
す
。（
注
）

―
―
土
壌
保
全
基
本
法
が
で
き
る
と
、
何

が
守
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

大
倉
　
基
本
法
と
い
う
の
は
事
業
が
紐
づ

く
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
皆
さ
ん
あ
ま
り

興
味
を
持
ち
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
憲
法
に

準
ず
る
ぐ
ら
い
の
も
の
で
す
か
ら
、
受
益

者
は
国
民
全
体
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
生

産
者
、
農
場
主
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の

人
に
土
壌
の
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
。
そ

こ
で
何
か
変
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

―
―
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
が
謳

わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

大
倉
　
国
は
ど
う
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
、
自
治
体
は
ど
う
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
、
団
体
は
、
個
人
は
―
―
そ
れ
ぞ
れ
の

努
力
目
標
み
た
い
な
も
の
を
謳
っ
て
い
ま

す
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
が
認
知
さ
れ
る
こ

と
が
必
要
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
知
れ
渡
れ

ば
、
も
っ
と
土
を
調
べ
よ
う
と
か
、
土
の

価
値
っ
て
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
、

あ
る
い
は
こ
ん
な
に
価
値
が
あ
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
本
当
の
国
土
保
全
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

―
―
利
権
に
関
わ
ら
な
い
だ
け
に
、
制
定

ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
の
で
し
ょ
う
か
。

大
倉
　
そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
、
清

く
正
し
く
、
理
念
を
し
っ
か
り
表
明
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
が
根
源
的
土
壌
調
査
と
い
う
の
を
も
う

一
度
や
り
直
し
て
い
る
の
は
、
生
産
者
の

人
も
、
彼
ら
に
関
わ
る
製
造
業
の
人
も
、

研
究
者
も
、
で
き
れ
ば
消
費
者
も
、
土
に

対
す
る
理
解
と
愛
情
み
た
い
な
も
の
を
醸

し
出
せ
れ
ば
い
い
と
思
う
か
ら
な
ん
で

す
。
ラ
ジ
カ
ル
な
話
の
で
き
る
農
家
さ
ん

だ
け
で
な
く
、
そ
の
お
隣
の
農
家
さ
ん
に

も
ぜ
ひ
わ
か
っ
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
。

―
―
今
日
は
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

注
）�ト
ヨ
タ
財
団
の
２
０
１
３
年
度
研
究
助
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
『
自
然
資
源
の
持
続
可
能
な
保
全

に
向
け
た
制
度
設
計　

―（
仮
称
）土
壌
保

全
基
本
法
の
制
定
に
向
け
た
制
度
設
計
』
の

概
要
は
下
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
の
こ
と

http://toyotafound.force.com
/psearch/

JoseiD
etail?nam

e=D
13-R-0053

私
が
根
源
的
土
壌
調
査
と
い
う
も
の
を

も
う
一
度
や
り
直
し
て
い
る
の
は

土
に
対
す
る
理
解
と
愛
情
み
た
い
な
も
の
を

醸
し
出
せ
れ
ば
い
い
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■農地土壌は自然と人間が
共同でつくってきた

　そもそも論として、土壌がどの
ようにできたのかを知ったうえで、
土づくりや作物生産に向かってい
く良さが、改めて取りざたされて
います。約 10年ほど土壌調査を
くり返しながら、作土と下層土を
を合わせた土壌体全身の成り立ち
と、人手の関わり方によって土を
どう変えてきたのかについて、私
との対話を通じて初めて知ったと
いう方が非常に多くおられます。
　20世紀の土壌認識論は、近代
科学としての道のりを歩んできま
した。分野を細かく分けて自然現
象を解明するのは、線形の数式で
モデル化できるものについては有
効でした。ところが、土壌は非常
に複雑で、とくに日本の農地土壌
のように自然と人間が共同してつ
くってきたものについては、線形
の理論ではなかなか片がつかない
ことがたくさんあります。

■土づくりは日本独自の概念
　言葉の語源ですが、「土（つち）」
は表形文字で、地表の植物と表層
土、下層土を表しています。一方
の「壌（じょう）」は一度耕して盛
り上がった土を表しています。英
語ではどちらも一言で「Soil」です。
こうしたトリビアから気づきを得
られることもあるでしょう。
　土づくりという農作業行為に該
当する英単語もありません。深耕
をかけたり、同時に堆肥や緑肥を
鋤き込んだり、それをくり返しな
がら地力を維持するのは、地域に
よって土が違うことから生まれた

　去る2月28日に、農研機構・
農業環境変動研究センターが主催
する第９回農業環境インベント
リー研究会がつくば国際会議場で
行なわれた。今年の研究会のテー
マは「土壌情報」で、おもに土壌
資源評価ユニットのメンバーが企
画・準備を進めてきた。例年との
違いは、行政部局や研究開発機関、
大学・民間の研究者らが参集する
研究会の場に、農家・農業法人の
参加を呼びかけたことだ。研究成
果が研究機関あるいは研究者だけ
でなく、実業に携わる農業経営者
にも役立つものであるべきだとい
う発想に基づく。その趣旨に賛同し
た関東甲信越土を考える会の会員
らが、冬期研修会のプログラムと
して参加したのである。会場は満
員の熱気に包まれることとなった。
　６人のスピーカーが登壇し、「土
壌情報」に関わる農業施策、自治
体や国による情報発信の取り組み、
農業経営者による農地管理の事例
について、それぞれ発表した。
　残念なことに、６人目に登壇し
た大倉利明氏にとっては最期の講
演となった。「土壌インベントリー
とは、土壌を資産として記録する
こと」だという。会場のロビーには、
わが国の 10種類の土壌モノリス
と全長６ｍに及ぶ巨大なモノリス
が展示された。約30分の講演は、
近現代の科学だけでなく歴史や思
想にも造詣が深いことから、会場
に集まった研究者、行政関係者、
農業者など土壌に感心を寄せるさ
まざまな立場の人たちに響くメッ
セージだった。その一部を抜粋し
て掲載したい。

日本独自の習慣だと思います。
　農業の大規模化で生じる生育ム
ラですが、基盤整備が終わってす
ぐの圃場で生じるのは、もともと
の地形や母材などによる土壌ムラ
だと思います。ですから、施肥で
うまくコントロールするのが農家
さんの技術でしょう。また、暗渠
排水など土木工事による物理的な
改良などの技術も大きく貢献して
きました。いずれも、相手である
土壌を見て、それに合わせること
を考えたほうがいい場合もあると
思います。それが本当に持続可能
なのか、その部分を視野に入れて
やらなければなりません。

■経験科学としての土壌解釈論
　わが国は戦後、法律を作って、
いろいろな土壌調査事業を行なっ
てきました。ですが、21世紀に入っ
て考え方が変わってきました。世
界的には FAO が地球土壌パート
ナーシップを 2011 年に設立し、
国際土壌年2015につながりまし
た。また、国連のアジェンダ
2030という持続可能な開発目標
にも 17ある大項目のうちの２つ
に土壌のことが取り上げられてい
ます。
　そのなかで農業の果たす役割も
大きく変わってきています。ほか
の産業とは違って公共的であるこ
とを受益者に知ってもらうための
努力が広く求められています。私
は経験科学としての土壌調査の意
義を実感していますが、土壌断面
を介在しての対話を通じて、社会
的な関心を高めていくことが、有
効であることを確信しています。

第９回 農業環境インベントリー研究会
「農業生産における土壌情報の利用　～現状と課題、展望～」

圃場の土壌の成り立ちを理解し持続可能な土壌管理へ
―20世紀の土壌認識論から21世紀の土壌解釈論へ―
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