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10
月
30
日
に
農
水
省
が
発
表
し
た
平
成

21
年
産
米
の
作
況
は
98
（
10
月
15
日
付
）

で
や
や
不
良
で
あ
っ
た
。
総
収
穫
量
に
つ

い
て
も
、
全
国
平
均
で
例
年
と
比
べ
て

「
や
や
不
良
」
と
予
想
し
、
主
食
用
米
の

予
想
収
穫
量
は
、
全
体
で
８
３
１
万
１
０

０
０
ｔ
。
読
者
の
中
に
も
今
年
の
収
量
に

納
得
で
き
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
あ

ろ
う
。

さ
て
、
今
回
の
特
集
の
テ
ー
マ
は
、
コ

メ
の
増
収
で
あ
る
。
本
誌
読
者
は
、
作
目

が
何
で
あ
れ
、
農
業
経
営
を
こ
と
さ
ら
に

特
別
視
す
る
こ
と
な
く
、
他
業
種
の
事
業

同
様
の
経
営
感
覚
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
方
が
多
い
は
ず

で
あ
る
。
そ
し
て
持
続
的
農
業
経
営
を
確

立
す
る
た
め
の
原
則
は
何
か
と
、
問
わ
れ

た
ら
10
人
中
９
人
が
「
増
収
増
益
」
と
き

っ
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
稲
作
経

営
に
お
い
て
は
、
増
収
に
よ
る
コ
ス
ト
ダ

ウ
ン
（
増
益
）
を
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
少

な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

た
し
か
に
、
統
計
だ
け
を
見
る
と
、
国

内
の
コ
メ
の
需
要
は
減
り
続
け
て
い
る
。

１
９
６
１
年
に
は
１
人
あ
た
り
約
１
２
０

o

だ
っ
た
の
が
、
近
年
で
は
60o

に
半
減

し
た
。
食
糧
供
給
が
安
定
し
、
社
会
の
論

理
も
欠
乏
か
ら
過
剰
へ
推
移
し
た
。
そ
の

厳
然
た
る
事
実
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
稲
作

特集
経営者よ、現状に甘んじることなかれ

民主党政権が実現したことで、これまでの農業政策が転換することが
予想されている。そして戸別所得補償制度を導入する代償として、
米価がより一層下落し、60Oあたり１万円を割り込む可能性も
現実的になってきた。稲作経営者にとっては厳しい状況である。
しかし、「ピンチはチャンス」の格言もあるように、
イノベーションを起こすきっかけにもなるのではないか。
今回は、低米価時代を迎えればこそ新たな意味を持つ
“増収”について考えていく。稲作経営者に向けての特集
ではあるが、他作目の経営者も自らの経営を見直す契機になればと思う。

取材・文／編集部　イラスト／まるやまともや
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経
営
者
は
多
収
を
志
向
せ
ず
、
良
食
味
を

あ
く
ま
で
追
求
す
る
の
も
悪
く
な
い
か
の

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
69
年
以
降
、
過
剰

相
当
分
の
作
付
け
を
禁
じ
ら
れ
た
生
産
調

整
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
農
村

社
会
内
に
コ
メ
の
増
収
を
タ
ブ
ー
視
す
る

〝
空
気
〞
が
漂
っ
て
い
た
せ
い
も
あ
っ
た

の
も
、
そ
の
一
因
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
増
収
増
益
は
農
業
に
限
ら
ず
、

あ
ら
ゆ
る
経
営
の
王
道
な
の
で
あ
る
。
今

一
度
問
い
直
し
て
ほ
し
い
。
良
食
味
と
収

量
は
、
相
反
す
る
も
の
と
勝
手
に
決
め
込

ん
で
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
？
　
よ
り
多

く
の
人
に
自
分
の
作
っ
た
コ
メ
を
届
け
た

い
、
喜
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う
食
の
供

給
者
と
し
て
の
素
朴
な
喜
び
を
忘
れ
て
し

ま
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
？
　
そ
し

て
土
に
生
き
る
者
と
し
て
、
土
の
力
を
軽

ん
じ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
？

規
制
改
革
に
よ
っ
て
産
地
品
種
銘
柄
指

定
要
件
も
緩
和
さ
れ
、
コ
メ
の
作
り
手
が

ブ
ラ
ン
ド
に
も
な
り
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
減
反
面
積
を
拡
大
す
る
と
い
う
矛
盾

を
引
き
起
こ
す
た
め
に
こ
れ
ま
で
に
省
み

ら
れ
な
か
っ
た
、
反
収
を
増
や
す
コ
メ
の

新
品
種
も
誕
生
し
つ
つ
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
経
営
は
多
様
で
あ
り
、
増
収

こ
そ
が
絶
対
に
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。

だ
が
、
民
主
党
政
権
下
で
農
政
が
転
換
し
、

稲
作
経
営
の
あ
り
方
が
変
貌
を
遂
げ
る
可

能
性
が
あ
る
中
で
、
あ
ら
た
め
て
増
収
の

意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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―
―
先
般
、
菅
野
相
談
役
か
ら
お
貸
し
い

た
だ
い
た
『
米
作
日
本
一
20
年
史
』（
註
1
）

と
い
う
書
籍
が
今
回
の
特
集
を
思
い
つ
い

た
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。
戦
後
の
食
糧

増
産
の
社
会
的
な
要
請
の
も
と
に
、
朝
日

新
聞
社
と
農
林
省
、
全
中
お
よ
び
各
都
道

府
県
が
一
体
に
な
っ
て
、
推
進
し
た
事
業

で
す
。
1
9
4
9
（
昭
和
24
）
年
か
ら
1

9
6
8
（
昭
和
43
）
年
ま
で
続
き
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
生
産
調
整
が
始
ま
る
の
と
軌
を

一
に
し
て
、
こ
の
事
業
は
終
わ
っ
た
わ
け

で
す
が
、
こ
の
本
か
ら
は
農
民
自
ら
が
新

し
い
栽
培
技
術
に
取
り
組
ん
で
い
る
様
子

が
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
決
し

て
お
上
に
指
導
さ
れ
る
農
民
た
ち
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
反
収
18
俵
、
1
t

ど
り
を
実
現
さ
せ
た
お
百
姓
も
い
た
わ
け

で
す
。
し
か
し
、
今
の
コ
メ
農
家
を
考
え

て
み
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
に

時
代
は
変
わ
り
ま
し
た
。
一
般
的
な
物
言

い
を
す
れ
ば
、
量
よ
り
質
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
お
客
様
に
直
接
販
売

し
て
い
て
、
よ
り
よ
い
も
の
を
よ
り
安
く

提
供
し
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
増
産
増

収
を
真
剣
に
考
え
て
い
る
農
業
経
営
者

は
、
ま
だ
ま
だ
少
な
い
で
す
。
ま
た
、
そ

の
た
め
に
新
し
い
稲
作
の
技
術
体
系
に
ど

れ
だ
け
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
方

も
、
国
内
に
は
ひ
と
握
り
で
し
ょ
う
。
温

故
知
新
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、

あ
の
時
代
の
気
分
を
ご
存
じ
の
菅
野
相
談

役
か
ら
こ
れ
か
ら
新
し
い
時
代
を
築
い
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
農
業
経
営
者
に

向
け
て
お
言
葉
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

菅
野
祥
孝
（
ス
ガ
ノ
農
機
!
相
談
役
）

私
が
こ
の
本
を
読
ん
で
の
感
想
は
、
コ

メ
中
心
で
経
営
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
み
な

さ
ん
は
、
農
業
で
食
べ
て
い
く
こ
と
の
夢

や
喜
び
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
な
ぁ
と
率
直
に
思
い
ま
し
た
ね
。

そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
は
、
そ
れ
な

り
の
理
由
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
水

田
の
規
模
を
拡
大
し
た
ら
経
営
効
率
が
よ

く
な
る
と
い
わ
れ
て
、
か
え
っ
て
苦
労
ば

か
り
を
背
負
い
込
ん
だ
ケ
ー
ス
が
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
農
機
代
、
人
件

費
、
自
ら
汗
を
か
く
代
償
に
対
す
る
不
安

ば
か
り
が
募
っ
て
、
そ
の
先
に
あ
る
技
術

革
新
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
ま
た
、
多
く
の
方
が
日
本
特

有
の
作
業
体
系
で
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
、
そ
う
い
う
固
定
観
念
に
縛
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
て
い

る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

菅
野

稲
作
の
作
業
体
系
が
田
植
機
を
基

準
に
し
た
も
の
な
ん
で
す
ね
。
重
く
し
た

ら
土
に
沈
ん
で
し
ま
う
と
思
い
込
ん
で
、

小
さ
く
て
軽
く
低
速
の
ト
ラ
ク
タ
ー
に
乗

る
。
ロ
ー
タ
リ
ー
を
つ
け
て
水
田
の
土
の

表
面
を
練
る
も
の
で
す
か
ら
、
排
水
性
も

悪
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
練
っ
て

し
ま
え
ば
、
土
の
力
は
引
き
出
さ
れ
ま
せ

ん
か
ら
、
コ
メ
の
収
量
も
食
味
も
落
ち
ま

す
。
病
気
に
も
な
り
や
す
い
。
だ
か
ら
、

効
き
が
い
い
化
学
肥
料
を
頼
る
よ
う
に
な

る
。
農
薬
も
使
う
。
そ
し
て
コ
メ
の
品
種

は
化
学
肥
料
に
反
応
し
や
す
い
も
の
を
開

発
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
同
時
に
多
肥

栽
培
し
て
も
倒
伏
し
に
く
い
品
種
が
出
回

る
よ
う
に
な
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
作
物

を
育
つ
条
件
で
は
な
く
、
人
間
の
都
合
な

り
思
惑
だ
け
を
追
い
求
め
た
の
が
今
日
の

結
果
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
「
人
間
の
都
合
」
と
い
う
の
は
、
さ

っ
さ
と
農
作
業
を
終
え
て
工
場
に
働
き
に

出
る
と
い
う
働
き
方
を
選
ん
だ
方
々
、
兼

業
農
家
の
都
合
で
す
よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
、

あ
の
時
代
に
お
い
て
は
そ
う
い
う
選
択
肢

も
あ
っ
て
当
然
で
す
し
、
農
村
社
会
の
中

で
多
く
の
人
が
そ
の
道
を
選
び
ま
し
た
。

菅
野

そ
の
お
か
げ
で
、
農
機
業
界
、
肥

料
業
界
、
農
薬
業
界
は
儲
か
っ
た
わ
け
で

す
が
（
苦
笑
）。
ま
た
当
時
は
、
米
価
も

高
か
っ
た
の
で
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
ん
だ

と
農
業
経
営
者
も
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
で
す
か
。
運
動
会
を
一
生
懸

命
走
ら
な
く
て
も
い
い
よ
と
言
わ
れ
て
い

!



却
し
、
世
界
と
共
通
の
技
術
を
導
入
す
る

こ
と
、
不
可
欠
に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

―
―
最
近
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
米
・
み
つ
ひ

か
り
（
註
2
）
を
試
験
栽
培
し
て
い
た
読

者
か
ら
「
反
収
で
13
俵
と
れ
た
。
来
年
か

ら
本
格
的
に
始
め
よ
う
と
思
う
」
と
い
う

声
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
外
食
業
の
評
価

と
し
て
、
食
味
は
コ
シ
ヒ
カ
リ
と
遜
色
な

い
と
い
う
意
見
が
増
え
て
い
ま
す
し
、
私

自
身
も
試
食
し
て
そ
う
感
じ
て
い
ま
す
。

る
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
ね
。

―
―
ソ
フ
ィ
ア
・
ロ
ー
レ
ン
主
演
で
『
苦

い
米
』
と
い
う
イ
タ
リ
ア
映
画
が
あ
り
ま

す
が
、
あ
の
時
代
は
ど
こ
の
国
で
も
田
植

え
を
し
て
い
た
。
だ
け
ど
、
い
ま
だ
に
先

進
国
で
稲
を
移
植
し
て
栽
培
し
て
い
る
の

は
日
本
、
そ
し
て
韓
国
だ
け
で
す
。
他
の

国
々
で
は
直
播
が
一
般
的
な
技
術
に
な
っ

て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
生
産
調
整
も
あ

り
、
高
米
価
だ
っ
た
と
い
う
時
代
背
景
が

あ
っ
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ

れ
か
ら
世
界
と
競
争
を
し
て
い
く
に
あ
た

っ
て
は
、
日
本
独
自
の
技
術
体
系
か
ら
脱

た
だ
、
か
つ
て
は
13
俵
ど
こ
ろ
か
、
1
t

ど
り
で
き
て
い
た
方
が
い
た
の
も
事
実
な

の
で
す
。
品
種
も
多
収
米
か
つ
質
よ
り
量

が
重
視
さ
れ
て
い
た
時
代
だ
と
は
い
え
、

あ
の
戦
後
間
も
な
い
時
代
に
お
い
て
平
均

収
量
の
倍
以
上
を
収
穫
し
て
い
る
先
人
た

ち
が
い
た
こ
と
に
、
素
直
に
驚
き
と
称
賛

の
気
持
ち
を
持
た
れ
る
で
し
ょ
う
。

菅
野

当
時
で
反
収
18
俵
で
す
か
ら
ね
。

今
の
品
種
で
、
黙
っ
て
て
も
13
〜
14
俵
を

と
れ
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
て
は
困
り
ま

す
ね
。
も
っ
と
も
っ
と
頑
張
っ
て
い
た
だ

か
な
い
と
。
そ
れ
に
増
収
す
れ
ば
、
コ
ス

ト
ダ
ウ
ン
ど
こ
ろ
か
、
同
じ
コ
ス
ト
で
利

益
が
何
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
増
え
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
か
ら
米
価
が
1
万
円
を
切
る
な

ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
け
ど
、
増
収
す
れ

ば
た
と
え
1
万
円
切
る
事
態
が
来
た
と
し

て
も
怖
く
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

―
―
今
と
比
べ
て
か
つ
て
の
農
家
は
、
深

耕
に
対
す
る
科
学
的
な
裏
付
け
を
持
っ
て

い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
よ

ね
。

菅
野

土
を
練
り
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
る
生

産
性
低
下
の
弊
害
、
そ
れ
を
克
服
す
る
不

練
栽
培
は
北
海
道
庁
農
務
部
と
北
農
中
央

会
で
活
躍
さ
れ
た
、
水
稲
専
門
家
の
原
正

市
先
生
（
註
3
）
に
教
え
を
請
け
ま
し
た
。
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菅野 祥孝氏
スガノ農機!相談役

1933年生まれ。敗戦で旧満州よ
り旧制中学2年で帰国。72年、ス
ガノ農機!の3代目社長に就任。
80年、日本のプラウ開発を目指
し、茨城県土浦市に進出。2005
年、相談役に就任。07年、北海
道功労賞を受賞。
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昔
か
ら
不
練
栽
培
（
註
4
）
は
あ
り
ま
し

た
し
、
プ
ラ
ウ
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
の
で
す
。

―
―
北
海
道
は
洋
鋤
で
、
本
州
は
和
鋤
、

ロ
ー
タ
リ
ー
文
化
だ
と
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
し
た
ね
。
プ
ラ
ウ
、
サ
ブ
ソ
イ
ラ

を
使
う
意
味
が
な
か
な
か
分
か
っ
て
も
ら

え
ず
、「
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
仏
教
徒
に
回

収
さ
せ
る
ぐ
ら
い
大
変
だ
な
ぁ
」
と
嘆
い

て
い
ら
れ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
で
す

が
、
反
転
、
心
土
破
砕
、
乾
土
を
す
る
よ

う
に
な
っ
た
我
が
読
者
た
ち
は
「
播
種
は

大
雑
把
で
も
た
い
し
た
問
題
は
な
い
」

「
コ
メ
も
麦
も
同
じ
な
ん
だ
」
と
一
様
に

言
い
ま
す
。
要
は
き
ち
っ
と
し
た
作
土
が

重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
よ
う
に
な

っ
た
の
で
す
か
ら
、
大
き
な
進
歩
で
す
ね
。

菅
野

「
農
業
を
好
き
だ
か
ら
と
に
か
く

や
る
ん
だ
、
俺
は
少
々
苦
労
す
る
け
ど
、

面
白
い
」
…
…
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
新

し
い
作
業
体
系
の
中
で
こ
そ
思
え
る
よ
う

に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
夢

を
持
て
る
時
代
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
。
農
業
の
未
来
は
明
る
い
、
私

は
心
か
ら
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
よ
。

―
―
農
水
省
が
経
営
者
だ
っ
た
時
代
は
過

ぎ
、
個
々
の
農
業
経
営
者
が
再
び
時
代
を

リ
ー
ド
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
量
と
質
を
二
項
対
立
で
考
え
る
の
で

は
な
く
、
ど
ち
ら
も
追
う
こ
と
こ
そ
こ
れ

か
ら
の
コ
メ
経
営
者
に
は
欠
か
せ
な
い
姿

勢
だ
と
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

＜註1＞

朝日新聞社から刊行、現在は絶版。「はじめに」には「米作

日本一とは、『米の収穫量の向上と卓越せる民間技術の進歩

を記する』ことをその目的とした」事業とある。またこの事

業がきっかけとなって、農林省に「稲作における土壌と水の

特別研究」が組織されたとも。名実共に生産者がコメ作りを

リードした時代だった空気が伝わってくる。

＜註2＞

三井化学!（現・三井化学アグロ!）が開発したハイブリッ

ト品種。全国平均で12～13俵前後とれるなど、収量性が高い。

大手外食企業も使うなど、食味についても一定の評価がある。

http://www.mitsui-agro.com/mitsuhikari/index.html

＜註3＞

1917年、北海道岩見沢市出身。北海道大学農学部卒業後、北

海道庁入庁。74年農務部首席専門技術員を務めた後、北農中

央会入り。82年、中国・黒竜江省へ水稲栽培の指導者として

派遣される。以降全中国に水稲畑苗移植栽培技術の移転に努

めた結果、全国の水田43％に普及、それによる増産は米で約

1,300万tと試算される。日中両国での表彰多数。2002年没。

＜註4＞

スガノ農機提供資料『不練レーザー耕法』によると「稲の生

育に最も悪い状態にする一つは、代かきのとき必要以上に土

を練ってしまうことです。昔から土を練らず田を劣化させな

い栽培法を不練栽培と言われています」。本誌95年12月号で

は「新不練栽培の提案」という記事を掲載したので、一読い

ただきたい。
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COLUMN
●480O（8俵）未満……9人
●480O（8俵）以上540O（9俵）未満……19人
●540O（9俵）以上600O（10俵）未満……19人
●600O（10俵）以上660O（11俵）未満……4人
●660O（11俵）以上720O（12俵）未満……1人
●720O（12俵）以上……1人

●考えている……34名
［その理由］
・耕作面積拡大は考えていないため。
・味にはこだわらなくてもいい、系統に出
荷している分については増やしたい。
・売り先であるほとんどの外食業者は味よ
りも「質・安全、そして低価格」のコメ
を求めている。よって増収することがコ
スト削減につながる。たとえ味を上げて
も高値で買うことはない。
・生産コスト増に対して増収でカバーしな
いと、採算が取れない。
・毎日食べるコメが値が高いとお客様が困る。

●考えていない……19名　
［その理由］
・増収を狙うと食味が落ちる。
・野菜類に力を入れているので、コメに回
す余力がない。また栽培に適さない条件
の悪い水田にコメを植えているので、こ
れ以上の増収は期待できない。
・収量アップでは低タンパク化につながら
ない。いかに今の収量を減少させずにタ
ンパク等品質を上げること、コストダウ
ンすることが今後の課題。
・この位（510O）がちょうどいい。

●その他・無回答……2名

●480O（8俵）未満……2人
●480O（8俵）以上540O（9俵）未満……6人
●540O（9俵）以上600O（10俵）未満……6人

●600O（10俵）以上660O（11俵）未満……9人
●660O（11俵）以上720O（12俵）未満……7人
●720O（12俵）以上……4人

●賛成……13名
［その理由］
・基本的には賛成だが、販売農家すべてを
対象とするのはいかがなものか。すべて
の補償制度、補助金に言えることだが、
政策誘導を伴わないと死に金になる。補
償対象を認定農家に限定するなど、どん
な農家を育成するかも示すべきである。

・現在では再生産も不可能な状態であり、
不安定なので期待を持ちたい。

・ＦＴＡが締結されるならば、欧米なみの
戸別補償しかない。飼料用トウモロコシ
の代用としてのエサ米も必要では。

●反対……16名
［その理由］
・減反されないので、助成はされない。法
人が赤字経営に助成されても、金融機関
は貸出しないと思う。補償制度に迷わさ
れず自力で頑張る。

・コメなど一番日本では楽に栽培できる作
物に補償するよりも、水田でコメ以外の
作物を作付することが大切。コメは余っ
ているのだから。

・共産国ではないのだから、自分の努力が
報われる社会を作らなければならない。

●どちらでもない……26名
［その理由］
・制度としては良いと思うが基準がどうな
るのか心配。

・くれるというものはもらうが、本来強い
農業、儲かる農業とはほど遠い。

・主食としてのコメの消費は低迷しているの
で、それ以外のコメ生産に取り組みやす
い点は評価できる。しかし、戸別所得補
償についてはこれまで私に委託してきた
農家が再び営農するため契約解除する動
きがある。

・本当にできればいいが、一般国民と同じ
ように時給1,000円を農家に支払ったと

したら、10ａの生産費は20万円を超える。
それが支払われればいいが、現実的には
できないだろうし、米粉の需要があれば
補助金の出しようもないし、水利がキー
プされなければ水田をどう維持せよとい
うのか。よく分からない。

●良い効果が予想される……6名
［その理由］
・これまでより良い方向になるのではとい
う淡い期待を持っている。
・生産コストを確保できる。

●悪い効果が予想される……19名
［その理由］
・農業一本で食っている専業農家からすれ
ば、補償の対象にもなる兼業農家はズルい。
農政は「農地」を守りたいのか、それとも
「農業」を守りたいのか。このままでは農
地を守る前に農業がなくなると思う。
・コメも十分世界と戦っていけるし、それ
によって強い農業ができると思う。内向
きの政策は、赤字農家にとって有利だが、
本来の政策は世界と戦っていく意欲のあ
る農家に力を貸すべきものだと思う。

●ほとんど変わらない……15名
［その理由］
・自民党政権終期から国の政策に期待も持
たなかったし、関係を持とうとは思わな
かった。国の政策よりも身近な地域でど
う農業を活かしていくかに関心がある。
国の政策には期待できない。
・自分で作ったものは自分で価格設定して
売るので政策に左右されるものではない。
・農政が今までうまくいったことはない。

●分からない……15名
［その理由］
・まだ詳細がはっきりしていない。
・今のところ予想ができない。とりあえず
貸しはがしに合わないことを祈る。自分
の経営は市場を見て行なうので予想をし
ても仕方ないので予想しない。動き出し
たら柔軟に対応するつもり。



【この年の各国のコメ生産量】
●1位：中国＝5,621万7,596t●2位：インド＝
5,349万4,496t●3位：日本＝1,616万444t●4位：
バングラデシュ＝1,442万6,184t●5位：インドネ
シア＝1,208万4,000t●6位：タイ＝1,015万t●7
位：ベトナム＝899万7,400t●8位：ミャンマー＝
683万4,100t●9位：ブラジル＝539万2,477t●10
位：韓国＝467万9,000t

【農業をめぐる動向】
●1960年：農用原動機が2戸に1台普及。動力脱穀
機、籾すり機も増える●1961年：業基本法公布、
農業近代化資金助成法公布●1963年：国農民総連
盟結成●1964年：肥料価格安定等臨時措置法公布
●1965年：人力土付稚苗用田植機販売開始
【社会の動向】
●1960年：日米新安保条約成立。所得倍増計画が
閣議決定●1961年：東ドイツ、ベルリンの壁封鎖
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中国

水稲生産量　－ １９６１年 － 

インド タイ
ベトナム

ミャンマー
ブラジルインドネシア

バングラデシュ
日本

生産量
（万ｔ）

6,00０

４,00０

２,00０

０

【この年の各国のコメ生産量】
●1位：中国＝1億1,642万8,568t●2位：イン
ド＝5,886万7,952t●3位：インドネシア＝1,939
万3,600t●4位：日本＝1,545万500t●5位：バン
グラデシュ＝1, 513万3,678t●6位：タイ＝
1,241万3,000t●7位：ベトナム＝1,074万8,200t
●8位：ミャンマー＝735万6,800t●9位：ブラ
ジル＝676万641t●10位：韓国＝649万6,000t

【農業をめぐる動向】
●1968年：農林業人口が労働者の2割にまで低
下●1969年：政府が自主流通米制度を閣議決定
●1970年：減反政策決定。農地法改正公布。こ
の前後、乗用型トラクタ、田植機、自脱型コン
バインの導入が急速に進む
【社会の動向】
●1971年：ドルショック●1972年：田中角栄、
「日本列島改造論」発表

水稲生産量　－ １９７２年 － 

中国
インド タイ

ベトナム
ミャンマー

ブラジルバングラデシュ
日本

インドネシア

生産量
（万ｔ）

1５,00０

10,00０

5,00０

０
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FAOの統計で驚かされるのは、日本のコ
メ生産量の低下もさることながら、中国と
インドでのコメ生産の急増だろう。特に、
世界最大のコメ生産国である中国の勢いは
ものすごいものがある。日本と同じ中粒種
を生産している黒竜江省などの北方では年
1回しか収穫ができない。しかし、言うま
でもなく中国は国土は広い。地域によって
稲作の形態も違えば、品種も異なる。南方
ではインディカ米を年3回収穫が可能だか
らこそ、この生産量になっている。
さて興味深いのは、反収である。九州大
学大学院農学研究院・伊東正一教授が開設
しているホームページでは「世界の食料統
計」及び世界の穀物の国際価格を調べるこ
とができる。下に掲載したのが、日本の生
産面積と反収である（註・ホームページ上
では「単収」としてあるためそのままとし
た。また生産量等の数値は編集で単位を変
更した）。反収が頭打ちとなり、生産効率
が頭打ちとなっている現状がよくわかるだ
ろう。ちなみに、生産量世界一を誇る中国
はどうかといえば、2005年で反収約450O。
20年前は250Oに過ぎなかった。多収米を
栽培していることを割引いても、生産効率
が日本と遜色ないところに来ているのかも
しれない。なお、米国は2005年の段階で
日本とほぼ同じ約550O、韓国480O、オ
ーストラリアは約700Oであった。米産業
が世界に打って出ていくには、やはり増収
によるコスト削減は不可欠であるといえる
だろう。 http://worldfood.apionet.or.jp/

生産面積と単収（精米換算）
(1000ha) (kg/10a)
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【この年の各国のコメ生産量】
●1位：中国＝1億7,666万2,482t●2位：
インド＝8,533万8,704t●3位：インドネシ
ア＝4,007万8,192t●4位：バングラデシ
ュ＝2,312万624t●5位：タイ＝1,842万
8,272t●6位：ベトナム＝1,510万2,600t●
7位：ミャンマー＝1,368万8,400t●8位：
日本＝1,328万4,000t●9位：ブラジル＝
1,042万5,100t●10位：フィリピン＝853
万9,852t

【農業をめぐる動向】
●1984年：日米農産物交渉、日本が牛
肉・オレンジの輸入を増やすことで決着。
農家戸数が450万戸を割ったことが判明●
1985年：秋田食糧事務所、大潟村入植者3
名を食管法違反で告発●1987年大潟村あ
きたこまち生産者協会設立●1988年：
GATT理事会が日本の農産物輸入自由化を
勧告

COLUMN

水稲生産量　－ １９８７年 － 

中国
インド ベトナム

ミャンマー
日本

ブラジルタイ
バングラデシュ

インドネシア

生産量
（万ｔ）

20,00０

10,00０

０

【この年の各国のコメ生産量】
●１位：中国＝１億8,739万7,460ｔ●２
位：インド＝１億4,457万ｔ●３位：イン
ドネシア＝5,715万7,436ｔ●４位：バン
グラデシュ＝4,305万7,000ｔ●５位：ベ
トナム＝3,586万7,500ｔ●６位：タイ＝
3,209万9,401ｔ●７位：ミャンマー＝
3,261万ｔ●８位：フィリピン＝1,624万
194ｔ●９位：日本＝1,089万3,000ｔ●10
位：ブラジル＝1,106万700ｔ

【農業をめぐる動向】
●2002年：米政策改革大綱が決定●2003
年：改正農薬取締法施行。コメ、1993年
以来の不作●2004年：京都で鳥インフル
エンザ発生。世界イネ会議開催●2005
年：有機農業推進法案成立。都道府県で
遺伝子組換え作物栽培規制する動き広ま
る●2007年：バイオエタノール生産が本
格化●2008年：原油高騰にともなって化
学肥料価格が上昇。穀物価格が急騰

水稲生産量　－ ２００７年 － 

中国
インド タイ

ミャンマー
フィリピン

日本ベトナム
バングラデシュ

インドネシア

生産量
（万ｔ）

20,00０

10,000

０
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新
潟
市
北
潟
で
22
ha
の
稲
作
経
営
者
平

野
廣
明
氏
（
56
歳
）。
そ
の
他
、
8
ha
の

作
業
請
負
も
こ
な
す
が
、
労
働
力
は
奥
さ

ん
と
2
人
だ
け
。
地
域
の
B
L
コ
シ
ヒ
カ

リ
の
平
均
収
量
は
8
〜
9
俵
。
だ
が
、
平

野
氏
の
収
量
は
全
面
積
平
均
で
12
俵
前

後
。
ち
な
み
に
、
平
野
氏
は
B
L
で
は
な

く
従
来
の
コ
シ
ヒ
カ
リ
を
作
っ
て
い
る
。

新
潟
県
で
は
食
味
を
維
持
す
る
と
い
う
理

由
か
ら
8
俵
を
目
標
に
し
た
指
導
を
し
て

い
る
が
、
コ
メ
業
者
は
競
っ
て
平
野
氏
の

米
を
求
め
て
く
る
。
12
俵
を
と
る
平
野
氏

の
食
味
評
価
が
高
い
か
ら
だ
。
平
野
氏
の

販
売
価
格
は
地
元
相
場
の
1
俵
1
万
5
0

0
0
0
円
、
皆
と
同
じ
値
段
だ
。
で
も
、

4
俵
の
増
収
だ
か
ら
そ
れ
だ
け
で
他
の
人

よ
り
10
a
当
た
り
で
6
万
円
利
益
が
多

い
。
し
か
も
肥
料
は
窒
素
成
分
に
し
て

1
・
5
o
。
リ
ン
酸
、
カ
リ
は
ゼ
ロ
だ
。

「
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
昔
な
が
ら
の
こ

と
」
だ
と
言
う
、
平
野
氏
の
経
営
観
と
技

術
を
あ
ら
た
め
て
聞
い
た
。
な
お
、
平
野

氏
は
2
0
0
4
年
の
9
月
号
で
「
ス
ー
パ

ー
読
者
の
経
営
力
が
選
ぶ

あ
の
商
品
こ

の
技
術
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
に
登
場
し
て

い
る
。
本
誌
の
定
期
購
読
者
に
は
ネ
ッ
ト

上
で
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
閲
覧
が
可
能
な

の
で
、
併
せ
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

「
早
生
品
種
は
と
も
か
く
、
通
常
品
種
な

ら
ひ・

こ・

ば・

え・

の
出
る
稲
作
り
で
は
コ
メ
の

食
味
は
上
が
ら
な
い
よ
」

収
量
と
食
味
の
関
係
に
つ
い
て
話
が
及

ん
だ
時
、
平
野
氏
は
そ
う
言
っ
た
。
言
わ

れ
て
平
野
氏
の
収
穫
後
と
他
の
水
田
を
見

比
べ
て
驚
い
た
。
周
辺
の
田
は
こ
と
ご
と

く
ひ・

こ・

ば・

え・

が
出
て
い
る
の
に
、
平
野
氏

の
田
は
刈
り
取
っ
た
ま
ま
の
稲
株
が
枯
れ

上
が
っ
た
ま
ま
だ
（
写
真
q
w
）。

ひ・

こ・

ば・

え・

は
地
力
の
あ
る
田
や
暖
地
だ

か
ら
出
る
の
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、

「
肥
料
が
過
剰
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ

が
食
味
を
落
と
す
」
と
平
野
氏
は
い
う
。

先
述
の
通
り
平
野
氏
の
施
肥
は
窒
素
単
肥

で
1
・
5
o
だ
け
。
そ
れ
も
元
肥
ゼ
ロ
の

い
わ
ゆ
る
V
字
稲
作
だ
。

「
過
剰
で
は
な
く
、
足
り
る
だ
け
の
栄
養

を
吸
収
さ
せ
、
稲
の
命
を
き
ち
ん
と
全
う

さ
せ
て
や
れ
る
田
を
作
り
、
施
肥
量
は
必

要
最
小
限
す
る
こ
と
。
肥
料
で
増
収
す
る

わ
け
で
は
な
い
」

実
を
つ
け
る
と
は
、
次
世
代
を
残
す
と

い
う
こ
と
。
稲
を
き
ち
ん
と
死
な
せ
る
稲

作
り
が
健
全
な
子
実
を
も
た
ら
す
。
だ
か

ら
食
味
も
上
が
る
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
ん

な
ひ・

こ・

ば・

え・

が
出
な
い
ほ
ど
に
肥
料
を
限

定
的
に
し
て
い
る
平
野
氏
は
、
春
に
元
肥

は
や
ら
な
い
が
、
肥
料
分
を
使
い
き
っ
た

と
思
う
よ
う
な
田
に
は
3
年
に
1
回
く
ら

い
秋
起
こ
し
の
前
に
お
礼
肥
え
を
施
す
。

食
味
計
を
新
潟
県
で
は
経
済
連
と
同
時

期
に
2
0
0
0
万
円
も
投
資
し
て
購
入
し

た
と
い
う
平
野
氏
は
、
作
業
を
請
け
負
っ

て
い
る
農
家
の
米
の
食
味
値
を
出
し
て
情

報
提
供
し
て
い
る
。
お
客
さ
ん
へ
の
情
報

提
供
と
い
う
だ
け
で
な
い
。
食
味
の
チ
ェ

ッ
ク
を
含
め
て
、
地
域
の
農
家
の
作
業
を

qひこばえのまったく出ていない平野氏の田。w周辺の田。平野氏は、早生種でもないのにひこばえが出るのは過剰施肥
の結果で、それでは食味は上がらないという。e肥料分はその作毎に使いきる地力でこそ増収も可能に。３年に一度位、
秋にお礼肥えをやる。

・

・

・

・
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請
け
負
う
こ
と
で
そ
の
土
壌
管
理
の
レ
ベ

ル
が
分
か
り
、
栽
培
方
法
と
収
量
や
品
質

の
差
を
検
証
す
る
貴
重
な
情
報
源
に
す
る

そ
う
だ
。

「
今
年
は
初
夏
の
日
照
不
足
で
不
作
基
調

だ
っ
た
が
、
そ
ん
な
年
だ
か
ら
こ
そ
収
穫

量
も
食
味
も
地
力
の
違
い
が
は
っ
き
り
出

て
い
る
。
8
俵
よ
り
10
俵
と
っ
て
る
人
の

方
が
食
味
値
が
高
い
。
と
れ
な
い
の
は
田

ん
ぼ
を
作
ら
な
い
で
肥
料
を
や
り
過
ぎ
て

い
る
か
ら
。
そ
れ
に
有
機
神
話
に
踊
ら
さ

れ
て
い
る
ね
。
B
L
コ
シ
で
減
農
薬
だ
な

ん
て
、
取
り
返
し
の
付
か
な
い
だ
め
な
土

地
に
な
る
場
合
が
あ
る
よ
。
そ
ん
な
人
に

今
年
は
稲
こ
う
じ
が
蔓
延
し
て
い
る
。
B

L
は
イ
モ
チ
に
は
抵
抗
性
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
け
ど
、
過
剰
施
肥
の
結
果
で
稲
こ

う
じ
が
出
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。
あ
れ
使
え
、

こ
れ
使
え
と
言
わ
れ
て
高
い
資
材
使
っ
て

コ
ス
ト
を
上
げ
、
そ
の
上
、
減
農
薬
で
8

俵
ど
こ
ろ
か
等
外
の
コ
メ
作
っ
て
る
。
そ

れ
で
ど
う
経
営
が
成
り
立
つ
の
か
ね
。
原

価
か
か
っ
て
収
量
が
少
な
い
か
ら
っ
て
所

得
補
償
か
い
、
笑
っ
ち
ゃ
う
よ
ね
」

平
野
氏
が
か
か
わ
る
農
家
に
対
す
る
ア

ド
バ
イ
ス
は
地
力
の
無
さ
に
つ
い
て
の
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
い
う
が
、
稲
作
り
の

プ
ロ
と
し
て
の
自
覚
が
な
い
こ
と
が
最
大

の
問
題
だ
と
い
う
。

「
湿
田
地
帯
の
こ
こ
で
地
力
が
な
い
な
ん

て
の
は
、
も
と
も
と
あ
っ
た
も
の
を
、
い

じ
り
壊
し
て
る
だ
け
だ
よ
。
農
家
は
馬
鹿

だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
い
い
先
生
が
来
て
、

こ
れ
は
い
い
物
質
が
入
っ
て
い
て
も
の
す

ご
く
稲
の
根
を
活
性
化
す
る
と
か
言
わ
れ

ち
ゃ
う
と
、
試
し
も
し
な
い
で
全
部
や
っ

ち
ゃ
う
ん
だ
よ
。
一
般
の
企
業
な
ら
、
裏

付
け
る
デ
ー
タ
が
な
い
と
や
ら
な
い
よ
。

た
と
え
あ
っ
て
も
、
自
分
の
圃
場
に
合
う

か
ど
う
か
試
し
て
調
べ
る
の
が
あ
た
り
ま

え
だ
ろ
。
湿
田
条
件
で
あ
れ
ば
光
合
成
細

菌
も
悪
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
過
剰
施

肥
の
結
果
で
出
る
よ
う
な
病
害
に
は
効
果

が
あ
る
よ
。
水
が
腐
り
や
す
い
よ
う
な
田

で
は
ね
。
で
も
ね
、
人
に
聞
い
た
話
を
真

似
る
の
で
は
な
く
て
、
自
分
で
試
し
、
デ

ー
タ
を
取
り
な
が
ら
検
証
し
な
が
ら
稲
や

田
ん
ぼ
の
生
理
を
確
認
し
て
い
く
よ
う
に

な
ら
な
い
限
り
、
農
家
は
指
導
に
振
り
回

さ
れ
て
行
く
ん
だ
よ
ね
」

平
野
氏
は
71
年
頃
に
新
潟
市
の
中
心
部

か
ら
現
在
の
場
所
に
移
転
し
て
き
た
。
土

地
の
集
積
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
あ
え
て

湿
田
を
選
ん
だ
。

「
湿
田
は
コ
メ
作
り
に
は
最
高
の
場
所
だ

と
思
う
。
な
ん
で
本
来
、
稲
が
好
む
湿
田

と
い
う
条
件
を
変
え
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
。

た
し
か
に
、
乾
田
化
し
て
い
た
方
が
機
械

も
使
い
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
安
定

し
た
減
水
深
も
得
ら
れ
や
す
い
か
も
し
れ

な
い
。
で
も
、
工
夫
次
第
で
そ
れ
は
ど
う

に
で
も
な
る
。
肝
心
な
の
は
、
根
が
健
康

で
硬
盤
の
下
ま
で
き
ち
ん
と
伸
び
て
い
く

よ
う
な
状
態
を
確
保
す
る
こ
と
が
肝
心
な

ん
だ
よ
。
水
は
縦
浸
透
だ
け
で
な
く
、
土

中
で
横
に
も
移
動
す
る
し
表
面
の
水
だ
っ

て
移
動
す
る
。
要
は
き
れ
い
で
酸
素
を
た

く
さ
ん
含
む
水
が
自
由
に
移
動
す
る
条
件

を
作
る
こ
と
」

そ
う
話
す
平
野
氏
だ
が
、同
氏
の
圃
場
も

放
っ
て
お
け
ば
湿
田
ゆ
え
に
ガ
ス
沸
き
は

ひ
ど
く
な
る
と
い
う
。そ
の
対
策
に
つ
い
て

は
後
で
紹
介
す
る
と
し
て
、氏
が
プ
ラ
ウ
に

こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

「
20
数
年
前
、
稲
刈
り
の
後
に
田
の
表
面

に
何
本
か
の
溝
を
切
っ
て
み
た
。
す
る
と
、

rt「湿田こそが理想の水田だ」と語る平野氏だが、プラウを使う。使用しているのは12インチ×7連の水田リバーシブル。
ただし、接地輪は車輪をクローラに付け替えている。そのほうが、湿田作業で耕盤が一定になりやすいという。写真の圃場
はプラウをかけて表面は乾いている。しかし、平野氏は湛水状態で冬を越させる。土は湛水状態でも地力をあがるという。

平野 廣明氏
新潟県新潟市
平野農場

1989年にエム・エス・ケー東急機械（現・エ
ム・エス・ケー農業機械）を退職後、就農。圃
場機械のほとんどは自ら改造を重ねたもの。経
営面積約22ha。販売は独自ブランドの玄米と
精米を新潟県内の米店に出荷するほか、全国の
個別の顧客にも販売している。

rt
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翌
年
の
稲
で
溝
を
掘
っ
た
場
所
の
色
が
濃

い
。
次
の
年
、
田
を
3
つ
に
分
け
、
父
が

持
っ
て
い
た
プ
ラ
ウ
、
ロ
ー
タ
リ
そ
れ
に

水
張
り
だ
け
を
し
た
区
を
設
け
て
比
較
し

て
み
た
。
す
る
と
プ
ラ
ウ
の
効
果
が
て
き

め
ん
に
出
た
」
と
言
う
。

溝
切
り
を
し
た
だ
け
の
時
、
土
が
乾
い

た
わ
け
で
も
な
い
。
溝
に
は
水
が
溜
ま
っ

た
ま
ま
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
翌
年
の
田

に
は
そ
の
溝
の
通
り
に
地
力
の
差
を
示
す

筋
が
で
き
た
そ
う
だ
。
乾
土
効
果
と
い
う

言
葉
が
あ
る
が
、
土
は
乾
か
な
く
と
も
土

を
動
か
す
、
あ
る
い
は
水
を
動
か
す
こ
と

で
土
が
酸
化
さ
れ
、
地
力
を
発
現
さ
せ
る

効
果
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

今
回
訪
ね
た
折
に
も
数
日
前
に
プ
ラ
ウ

を
か
け
た
と
い
う
田
を
見
た
。
表
面
は
乾

い
て
い
る
。
で
も
、
平
野
氏
は
プ
ラ
ウ
後

に
水
が
あ
っ
て
も
良
い
と
い
う
。
し
か
し
、

プ
ラ
ウ
耕
は
秋
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と

か
。
湿
田
の
平
野
氏
の
田
で
も
一
瞬
で
も

表
面
は
乾
く
。
で
も
、
乾
か
す
こ
と
自
体

は
目
的
で
は
な
い
の
だ
。

秋
に
深
部
の
土
を
上
に
あ
げ
る
。
さ
ら

に
、
上
下
だ
け
で
な
く
土
の
移
動
量
の
大

き
な
プ
ラ
ウ
で
耕
す
こ
と
は
田
の
土
質
を

一
定
に
す
る
効
果
も
あ
る
。
だ
か
ら
完
全

な
反
転
耕
で
な
く
て
も
良
い
の
か
も
し
れ

な
い
、
と
平
野
氏
は
考
え
て
い
る
。

雪
国
の
農
家
で
プ
ラ
ウ
を
使
う
人
の
多

く
は
「
秋
起
こ
し
に
す
る
と
雪
の
た
め
に
、

春
の
土
の
乾
き
が
悪
く
な
る
」
と
言
う
が
、

平
野
氏
は
秋
起
こ
し
に
こ
だ
わ
る
。
同
氏

の
農
法
は
乾
田
化
で
は
な
く
水
田
の
水
を

生
か
す
農
法
だ
か
ら
だ
。
雪
の
下
に
埋
も

れ
る
が
、
氏
の
田
は
冬
季
に
湛
水
状
態
に

あ
る
の
だ
。

平
野
氏
は
、
12
イ
ン
チ
7
連
の
水
田
リ

バ
ー
シ
ブ
ル
プ
ラ
ウ
を
使
う
が
、
5
本
爪

の
プ
ソ
イ
ラ
D
X
も
使
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
同
氏
の
プ
ラ
ウ
や
プ
ラ
ソ
イ
ラ
は
接

地
輪
を
車
輪
か
ら
ク
ロ
ー
ラ
型
の
も
の
に

変
え
て
い
る
。
そ
の
方
が
耕
深
が
安
定
す

る
か
ら
だ
そ
う
だ
。

春
に
水
を
落
と
し
、
表
面
が
乾
い
た
時

を
狙
っ
て
レ
ー
ザ
ー
レ
ベ
ラ
あ
る
い
は
バ

ー
チ
カ
ル
ハ
ロ
ー
で
表
層
を
均
平
・
砕

土
・
鎮
圧
す
る
。
そ
の
ま
ま
無
代
掻
き
で

田
植
え
す
る
こ
と
も
あ
る
。
バ
ー
チ
カ
ル

ハ
ロ
ー
を
使
う
時
期
も
、
乾
い
た
と
言
っ

て
も
表
面
だ
け
、
深
部
に
は
水
を
含
ん
だ

状
態
の
ま
ま
で
あ
る
。
土
練
り
を
心
配
す

る
筆
者
に
、
平
野
氏
は
面
白
そ
う
に
話
す
。

「
ク
ロ
ー
ラ
に
バ
ー
チ
カ
ル
ハ
ロ
ー
を

つ
け
て
表
面
だ
け
を
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
て

砕
土
す
る
。
そ
う
す
る
と
表
面
は
乾
い
て

い
て
も
、
ク
ロ
ー
ラ
の
走
行
で
ク
ロ
ー
ラ

の
下
か
ら
水
が
噴
き
出
す
こ
と
も
あ
る
。

で
も
、
バ
ー
チ
カ
ル
ハ
ロ
ー
の
部
分
で
は

土
埃
が
上
が
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
土
練
り

は
な
い
。
そ
う
い
う
状
態
の
で
き
る
圃
場

条
件
を
作
り
、
前
作
業
を
し
、
作
業
方
法

を
工
夫
す
れ
ば
よ
い
だ
け
。
だ
か
ら
雪
国

の
水
田
で
も
俺
の
場
合
は
プ
ラ
ウ
耕
は
秋

だ
し
、
そ
の
方
が
稲
作
り
に
と
っ
て
は
良

い
と
思
う
」

ト
ラ
ク
タ
は
湿
田
で
あ
る
こ
と
を
前
提

に
し
て
い
る
の
で
基
本
的
に
ク
ロ
ー
ラ
タ

イ
プ
。
ぬ
か
る
ん
だ
水
田
を
こ
ね
ま
わ
す

よ
う
な
作
業
は
ト
ラ
ク
タ
で
も
コ
ン
バ
イ

ン
で
も
し
な
い
。

湿
田
で
の
ガ
ス
沸
き
を
防
ぐ
た
め
に

は
、
土
壌
中
で
い
つ
で
も
水
が
停
滞
し
酸

素
不
足
に
な
ら
な
い
よ
う
な
田
に
す
る
こ

と
。
表
面
水
や
縦
方
向
の
水
の
動
き
だ
け

で
な
く
、
土
中
で
横
に
も
水
が
移
動
で
き

る
よ
う
な
状
態
を
作
る
。
そ
の
た
め
に
は

ま
ず
水
の
豊
富
さ
が
肝
心
で
、
同
氏
の
田

の
一
画
に
は
池
が
掘
っ
て
あ
り
、
水
不
足

の
時
に
は
そ
の
水
も
使
う
。
そ
れ
に
、
表

面
の
溝
切
り
。
と
い
っ
て
も
乗
用
管
理
機

で
田
の
中
を
走
る
だ
け
だ
。
溝
は
排
水
路

に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ

れ
以
上
に
、
表
面
水
も
常
に
動
く
よ
う
な

状
態
を
作
る
。
平
野
氏
の
圃
場
は
大
き
な

も
の
は
2
・
5
ha
以
上
あ
る
。
段
差
の
あ

る
田
を
自
分
で
一
枚
に
し
た
。
だ
か
ら
、

ま
だ
か
な
り
の
高
低
差
が
あ
る
。
で
も
、

水
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
れ
を
自
在
に
使

う
こ
と
で
高
低
差
の
あ
る
田
で
も
、
雑
草

を
抑
制
で
き
、
低
い
場
所
の
苗
も
丈
を
伸

ば
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
。

ガ
ス
沸
き
の
原
因
に
な
る
ワ
ラ
は
走
行

部
を
ク
ロ
ー
ラ
に
変
え
た
ロ
ー
ル
ベ
ー

ラ
で
持
ち
出
し
、
堆
肥
化
し
て
使
う
。
ま

さ
に
、
平
野
氏
の
農
法
は
ま
さ
に
「
水
と

遊
ぶ
」
稲
作
り
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
平
野
農
法
の
考
え
を
表
し
た
自

作
の
試
作
農
機
が
写
真
!0
で
あ
る
。
大
き

な
ド
ラ
ム
に
沢
山
の
棒
が
つ
け
ら
れ
て
お

り
、
移
動
す
る
こ
と
で
田
に
縦
方
向
の
穴

を
作
っ
て
行
く
も
の
。
最
初
は
ユ
ン
ボ
の

yプラウをかけない場所は５連のプラソイラDXで秋起こしする。この場合も、接地輪を車輪から三角形のクロ
ーラに代えている。やはり耕盤を一定にするためだ。u砕土・整地・均平・鎮圧のためのレーザーレベラ。
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先
端
作
業
機
と
し
て
作
り
効
果
を
確
か
め

て
か
ら
今
回
の
試
作
に
至
っ
た
も
の
だ
。

そ
ん
な
平
野
氏
は
、
現
在
の
農
業
の
あ

り
か
た
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。

「
よ
く
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
な
ん
て
言
う
け

ど
、
そ
の
前
に
ま
ず
増
収
だ
ろ
う
。
そ
の

技
術
が
あ
る
農
家
な
ら
わ
か
る
が
。
作
れ

も
し
な
い
で
何
が
コ
ス
ト
だ
。
専
業
の
百

姓
な
ら
1
日
2
、
3
回
圃
場
を
見
ろ
よ
。

朝
と
夕
方
で
何
が
違
っ
て
る
の
か
、
な
ぜ

違
っ
て
る
の
か
、
自
分
の
田
の
こ
と
を
説

明
で
き
る
人
が
ど
れ
だ
け
い
る
？
だ
か

ら
、
自
分
が
使
う
技
術
の
評
価
も
で
き
な

い
。
ま
ず
は
そ
こ
か
ら
だ
よ
ね
。
元
肥
主

義
、
多
肥
栽
培
、
そ
の
上
で
、
倒
伏
す
る

か
ら
倒
伏
軽
減
剤
、
様
々
な
防
除
剤
だ
と

…
。
な
ん
で
そ
の
技
術
を
疑
わ
な
い
の
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
所
詮
、
田
植
機
を
普
及
さ

せ
る
た
め
の
施
肥
で
あ
り
、
農
民
に
資
材

を
沢
山
使
わ
せ
る
だ
け
の
技
術
じ
ゃ
な
い

の
か
。
俺
が
や
っ
て
い
る
の
は
、
そ
ん
な

資
材
や
機
械
に
頼
る
術
の
な
か
っ
た
時
代

に
昔
の
人
が
土
や
田
や
稲
の
こ
と
を
考
え

抜
い
た
方
法
を
現
代
化
し
、
さ
ら
に
発
展

さ
せ
た
も
の
。
だ
か
ら
、
新
し
い
こ
と
や

っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
」

「
湿
田
こ
そ
多
収
と
良
質
米
の
条
件
」
と

語
る
平
野
氏
と
そ
の
技
術
。
多
く
の
読
者

に
と
っ
て
平
野
氏
と
条
件
は
異
な
る
は

ず
。
し
か
し
、
答
え
を
教
え
て
も
ら
う
作

業
員
の
よ
う
な
農
家
に
な
っ
て
い
る
限
り

増
収
も
利
益
も
無
い
。
ま
ず
は
、
権
威
や

教
え
ら
れ
た
知
識
あ
る
い
は
答
え
に
頼
る

だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
デ
ー
タ
を
取
り
な

が
ら
検
証
し
、
自
ら
の
方
法
を
作
り
上
げ

て
い
く
こ
と
の
大
事
さ
を
語
る
の
で
あ

る
。減

反
政
策
が
始
ま
っ
て
、
約
40
年
。
増

収
す
る
こ
と
よ
り
、
収
量
を
減
ら
す
ほ
う

が
〝
褒
め
ら
れ
て
し
ま
う
〞
稲
作
指
導
が

当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
経

営
観
の
異
常
さ
を
も
う
一
度
考
え
直
し
て

み
よ
う
で
は
な
い
か
。

（
昆
吉
則
）

iレーザー受光器を付けたバーチカルハロー。砕土・整地の基本作業機はバー
チカルハローだ。表面の土が乾燥した時にクローラトラクタで高速作業する。
そのため、バーチカルハローで砕土される場所からは土埃があがるが、クロー
ラによって土中の水分が噴出すようなこともあるそうだ。でも、そう押した作
業でも土を練るようなことは無い、と平野氏は話す。その作業条件作りや作業
方法を併せて現地で見て学ばなければ、下手に真似はできない。
o施肥と溝切りに使う水田管理機。溝切りといっても溝切り器を使うわけでは
ない。ただ、車輪で走りまわるだけ。それで効果は十分だそうだ。
!0平野氏は今年試作した水田用作抗機。クローラトラクタに装着して使うもの
で、大きなドラムにハリネズミのように40cm.くらいの太い針が沢山付けられ
たもの。作抗用の太い針は機体の下方に来ると直立固定され、地面深く差し込
まれる仕組み。サブソイラではなく、これで、伝面に無数の縦穴を付けていき、
水の縦浸透をさせる。
!1それに先立ってユンボの先端作業機として田に縦抗を作る作業機でテストを
重ねていた。こんな作業機を自作してしまうところに、平野氏の田と水、そし
て水を移動させる田作りへのこだわりが見える。
!2これも手作りの水稲直播機。今年は苗がなくなったから、播種量1.5O相当で
30a作ったが十分な収量を得た。直播きも作土作り次第だという。
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