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よ
く
、
上
位
葉
付
近
に
お
い
て
も
葉
が

十
分
展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
、
有
機

質
肥
料
区
は
第
３
〜
４
果
房
付
近
で
極

端
に
生
育
が
劣
っ
て
い
ま
す
（
中
野
ら
、

２
０
０
６
）。

果
実
総
収
量
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な

差
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
４
段
目

の
収
量
を
見
る
と
、
化
学
肥
料
区
の
４

０
２
ｇ
に
対
し
て
有
機
質
肥
料
区
は
２

６
８
ｇ
で
、
明
ら
か
に
低
く
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
果
実
の
チ
ッ
ソ
濃
度
は
、

有
機
質
肥
料
区
の
方
が
化
学
肥
料
区
に

比
べ
て
低
く
（
第
１
図
）、

有
機
質
肥

料
を
用
い
た
場
合
に
う
ま
み
の
少
な
い

果
実
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

有
機
質
肥
料
は
そ
の
ま
ま
で
は

化
学
肥
料
に
は
勝
て
な
い

実
際
、
第
２
表
の
肥
効
率
の
例
を
見

る
と
、
牛
ふ
ん
堆
肥
は
チ
ッ
ソ
の
肥
効

率
が
低
く
、
30
％
程
度
に
な
っ
て
い
ま

す
。
理
論
上
は
、
化
学
肥
料
の
約
３
倍

の
施
用
量
で
あ
れ
ば
、
化
学
肥
料
と
同

程
度
の
生
育
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
と
い
う
こ
と
は
、
有
機
質
肥
料
か

ら
供
給
さ
れ
る
養
分
が
、
ト
マ
ト
の
必

要
量
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
見
た
事
例

の
よ
う
に
、
牛
ふ
ん
堆
肥
よ
り
肥
効
率

の
高
い
鶏
ふ
ん
堆
肥
を
混
合
し
て
、
３

倍
よ
り
さ
ら
に
多
い
５
・
４
倍
を
施
用

し
た
場
合
で
も
、
上
位
葉
に
行
く
ほ
ど

先
細
り
に
な
っ
て
い
る
結
果
に
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
理
由
に
は
、
堆
肥
の
多
量
施
用

に
と
も
な
い
ほ
か
の
イ
オ
ン
濃
度
が
上

昇
し
て
い
る
た
め
、
イ
オ
ン
の
競
合
に

よ
り
硝
酸
イ
オ
ン
が
吸
収
で
き
な
い
か
、

塩
類
濃
度
が
高
す
ぎ
て
イ
オ
ン
吸
収
が

阻
害
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
堆

肥
を
増
施
用
し
て
解
決
で
き
る
問
題
で

は
な
さ
そ
う
で
す
。

問
題
の
根
本
は
、
い
う
な
れ
ば
需
要

と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
に
あ
る
と
考
え
ま

す
。
第
３
表
に
、
ト
マ
ト
10
ｔ
の
生
産

写真１

化学肥料と有機質肥料で
育てたトマトの特徴

有機質肥料のみでは全体に葉
色が薄く、上位葉の生育が貧
弱になる。有機質肥料区は、
計算上、混合堆肥（牛ふん堆
肥：鶏ふん堆肥＝２：１）を、
10ａ当たり9 . 8ｔ施用した区
である。

化学肥料区 有機質肥料区

1
有
機
質
肥
料
vs.
化
学
肥
料

環
境
保
全
型
農
業
を
推
進
す
る
た
め

に
は
、
堆
肥
の
有
効
利
用
を
図
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
有
機
物
の
み

の
施
用
で
は
、
植
物
の
生
長
に
見
合
っ

た
養
分
の
供
給
が
な
さ
れ
な
い
た
め
、

慣
行
施
肥
に
比
べ
て
十
分
な
収
量
や
品

質
が
得
ら
れ
な
い
場
合
が
多
く
な
り
ま

す
。
特
に
、
初
作
に
お
い
て
は
土
壌
中

に
蓄
積
さ
れ
た
肥
料
成
分
が
少
な
い
た

め
、
堆
肥
を
施
用
し
た
場
合
、
生
育
後

期
は
葉
色
の
低
下
と
い
っ
た
、
肥
料
不

足
に
と
も
な
う
と
考
え
ら
れ
る
著
し
い

外
観
上
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

一
つ
の
実
験
例
で
す
が
、
写
真
１
は

化
学
肥
料
と
有
機
質
肥
料
を
第
１
表
の

よ
う
な
量
で
施
用
し
、
栽
培
を
行
っ
た

結
果
で
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、
有
機
質

肥
料
区
に
は
化
学
肥
料
区
の
５
倍
以
上

の
肥
料
成
分
が
投
入
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
外
観
上
は
十
分
な
施
肥

の
効
果
が
出
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

化
学
肥
料
区
の
方
は
全
体
的
に
葉
色
も

2

果
菜
類
生
産
に
お
い
て
堆た

い

肥ひ

を
有
効
に
使
う
た
め
に

〜
有
機
性
液
肥
の
追
肥
効
果
に
つ
い
て
〜

独
立
行
政
法
人
　
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
　
野
菜
茶
業
研
究
所

高
収
益
施
設
野
菜
研
究
チ
ー
ム
　

中な
か

野の

明あ
き

正ま
さ
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に
必
要
な
養
分
吸
収
量
を
示
し
ま
し
た
。

こ
の
ト
マ
ト
か
ら
の
要
求
に
見
合
う
形

で
、
第
４
表
に
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
堆
肥

に
よ
り
肥
料
成
分
を
供
給
す
る
と
し
ま

す
。
一
見
、
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
は
そ
れ

ほ
ど
問
題
の
な
い
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

そ
し
て
、
肥
効
率
を
加
味
し
て
供
給

量
を
算
出
し
、
需
要
と
照
合
し
て
み
る

と
第
２
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
こ

で
は
便
宜
上
カ
ル
シ
ウ
ム
を
１
と
し
て
、

肥
料
成
分
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
示
し
ま
し

た
。
こ
れ
を
見
る
と
、
チ
ッ
ソ
、
リ
ン

酸
、
カ
リ
の
い
わ
ゆ
る
３
要
素
が
、
牛

ふ
ん
＋
鶏
ふ
ん
堆
肥
か
ら
供
給
さ
れ
る

成
分
で
は
十
分
に
ま
か
な
え
な
い
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
ち
な
み
に
チ
ッ
ソ
の

充
足
率
は
、
示
し
た
要
素
中
で
最
低
の

15
％
で
す
。
逆
に
、
こ
れ
ら
の
不
足
し

て
い
る
成
分
を
適
切
に
補
う
こ
と
に
よ

り
、
堆
肥
の
肥
料
成
分
も
有
効
に
利
用

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

有
機
質
肥
料
を
活
用
し

適
切
に
追
肥
す
る
新
し
い
方
法

果
菜
類
の
要
求
に
合
う
よ
う
に
堆
肥

を
混
合
す
る
な
り
、
施
肥
設
計
を
し
て

化
学
肥
料
と
併
用
し
、
施
肥
を
行
う
の

が
王
道
な
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
こ
で
は

あ
え
て
、
有
機
質
肥
料
の
み
で
栽
培
す

る
こ
と
を
考
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
栽
培

体
系
と
し
て
有
機
質
肥
料
の
み
で
生
育

が
維
持
で
き
れ
ば
、
有
機
認
証
へ
の
道

も
開
け
、
さ
ら
に
は
未
利
用
有
機
資
源

を
有
効
に
活
用
し
た
環
境
保
全
型
農
業

と
い
う
、
や
り
が
い
の
あ
る
農
業
を
展

開
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
か
ら

で
す
。

筆
者
ら
は
、
果
菜
類
の
よ
う
に
栄
養

生
長
と
生
殖
生
長
が
同
時
進
行
す
る
場

合
、
潅
水
同
時
施
肥
（
養
液
土
耕
）
な

ど
の
時
間
軸
で
厳
密
に
施
肥
量
を
管
理

で
き
る
施
肥
法
が
、
最
も
理
に
か
な
う

と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
考
え
方
で
前

記
の
問
題
を
解
決
す
べ
く
、
有
機
栽
培

の
可
能
性
を
模
索
し
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
有
機
性
液
肥
を
チ
ッ

ソ
源
と
し
て
連
続
的
に
施
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、
ト
マ
ト
生
産
が
可
能
と
な
る

と
考
え
ま
し
た
。
液
肥
と
し
て
選
定
し

た
の
は
、
チ
ッ
ソ：

リ
ン
酸：

カ
リ
＝

３：

３：

２
の
Ｃ

　
※
　
　

Ｓ
Ｌ
（
コ
ー
ン
ス
テ

ィ
ー
プ
リ
カ
ー
）
で
す
。
当
研
究
所
の

近
隣
に
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
原
料
の
製
糖

工
場
が
あ
る
の
で
す
が
、
全
国
に
あ
る

同
様
の
工
場
で
は
年
間
15
万
ｔ
も
の
Ｃ

Ｓ
Ｌ
が
副
産
物
と
し
て
生
産
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
新
た
な
活
用
方
法
が
求
め
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

最
初
に
考
案
し
た
シ
ス
テ
ム
は
、
カ

ル
シ
ウ
ム
や
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
と
い
っ
た

Ｃ
Ｓ
Ｌ
に
は
含
ま
れ
な
い
成
分
を
、
カ

（N/株） 

処理区 施用肥料・堆肥 肥料原体 
施用量 

チッソ 
（Ｎ） 
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（K2O） 
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マグネシウム 
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CDU化成 + 石灰苦土肥料 

牛ふん堆肥 + 鶏ふん堆肥 
 + バーク堆肥 
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60 + 16 7.2

55.6

7.7
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9.3

第１表　施用した肥料と成分量  

第２図　トマトが必要とする肥料の 
　　　　割合と堆肥から供給される 
　　　　肥料成分の割合 
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第３表　トマトにおいて10ｔの収穫物を生産 
　　　　するのに必要な養分吸収量 
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第４表　家畜ふん堆肥の化学組成例 

※便宜上、カルシウムとマグネシウム
の肥効率をそれぞれ70％、80％と想
定した。 

 

トマト必要量　　 
牛ふん + 鶏ふん（２：１） 

※ 

（ ） 

トマト果実のチッソ濃度（％） 

第１図　化学肥料および 
　　　　有機質肥料で生育させた 
　　　　トマト果実のチッソ濃度 
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※入手可能な製品としては「大塚オーガニック332」などがあります。（タキイ通販での取り扱いはありません）
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キ
殻
石
灰
な
ど
ほ
か
の
生
物
系
廃
棄
物

か
ら
生
産
さ
れ
る
資
材
に
よ
り
供
給
さ

せ
る
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ト

マ
ト
の
長
段
栽
培
が
可
能
に
な
る
シ
ス

テ
ム
が
構
築
で
き
（
中
野
ら
、
２
０
０

１
）、
一
部
の
農
家
で
は
実
証
的
な
栽
培

も
行
わ
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
（
川

嶋
ら
、
２
０
０
６
）。

堆
肥
に
つ
い
て
は
、
カ
キ
殻
石
灰
同

様
カ
ル
シ
ウ
ム
や
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
に
富

み
、
連
続
施
用
に
よ
る
集
積
が
懸
念
さ

れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
成
分
を
有

効
に
利
用
す
る
た
め
に
も
、
Ｃ
Ｓ
Ｌ
に

よ
る
追
肥
が
有
効
な
施
肥
法
に
な
る
と

考
え
ま
し
た
。

堆
肥
と
液
肥
に
よ
る
追
肥

効
果
の
検
証
（
中
野
ら
、
２
０
０
７
）

堆
肥
の
増
施
用
に
よ
っ
て
は
、
収
量

の
増
加
は
達
成
で
き
な
い
と
し
ま
し
た

が
、
そ
の
施
用
上
限
に
関
す
る
知
見
も

重
要
で
す
。
そ
こ
で
、
Ｃ
Ｓ
Ｌ
の
追
肥

効
果
と
併
せ
、
堆
肥
の
施
用
量
を
変
え

て
の
検
討
も
行
い
ま
し
た
。
処
理
区
は

無
肥
料
区
（
10
ａ
当
た
り
０
ｔ
）
が
１

区
と
、
牛
ふ
ん
と
鶏
ふ
ん
を
２：

１
で

混
合
し
た
堆
肥
を
、
10
ａ
当
た
り
そ
れ

ぞ
れ
４
・
２
ｔ
、
８
・
４
ｔ
、
16
・
８

ｔ
の
割
合
で
施
用
し
た
３
区
（
堆
肥
区
）

の
計
４
区
お
よ
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
に

対
し
て
Ｃ
Ｓ
Ｌ
で
追
肥
し
た
区
（
＋
Ｃ

Ｓ
Ｌ
区
）
の
４
区
、
合
計
８
区
を
設
け

ま
し
た
。
栽
培
終
了
時
（
定
植
後
１
３

６
日
）
ま
で
の
Ｃ
Ｓ
Ｌ
に
よ
る
平
均
追

肥
量
は
、
87
㎎
Ｎ
／
株
／
日
で
し
た
。

堆
肥
の
増
施
用
と
Ｃ
Ｓ
Ｌ
の

追
肥
効
果

そ
の
結
果
、
堆
肥
区
で
は
施
用
量
の

増
加
に
と
も
な
っ
て
、
葉
の
硝
酸
イ
オ

ン
濃
度
の
上
昇
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
が

（
第
３
図
）、
総
収
量
は
同
程
度
で
し

た
。
た
だ
、
５
段
目
の
収
量
は
施
肥
量

が
増
え
る
に
と
も
な
い
増
加
し
ま
し
た

（
第
４
図
）。
＋
Ｃ
Ｓ
Ｌ
区
に
お
い
て

は
堆
肥
区
に
比
べ
葉
色
の
緑
化
が
認
め

ら
れ
ま
し
た
が
、
総
収
量
は
堆
肥
区
と

同
程
度
に
な
り
ま
し
た
。
糖
度
は
堆
肥

区
が
＋
Ｃ
Ｓ
Ｌ
区
に
比
べ
て
高
く
、
平

均
０
・
４
B
r
i
x
％
の
上
昇
が
認
め

ら
れ
ま
し
た
。
茎
お
よ
び
果
実
の
チ
ッ

ソ
濃
度
は
、
＋
Ｃ
Ｓ
Ｌ
区
が
堆
肥
区
に

比
べ
て
高
く
（
第
５
図
）、

同
様
に
ア

ミ
ノ
酸
濃
度
も
高
く
な
り
ま
し
た
。

果
実
の
チ
ッ
ソ
濃
度
を
高
め
た
そ
の

チ
ッ
ソ
は
、
や
は
り
Ｃ
Ｓ
Ｌ
に
由
来
し

た
の
で
し
ょ
う
か
？
　
果
実
の
δ

※
デ
ル
タ

Ｎ
値

を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
検
証
し
た
と

こ
ろ
（
詳
細
は
中
野
、
２
０
０
７
に
記

載
）、

Ｃ
Ｓ
Ｌ
に
由
来
す
る
チ
ッ
ソ
が

果
実
チ
ッ
ソ
の
55
〜
84
％
を
占
め
て
お

り
、
有
機
物
で
あ
っ
て
も
追
肥
チ
ッ
ソ

は
速
や
か
に
吸
収
さ
れ
、
果
実
の
チ
ッ

ソ
お
よ
び
ア
ミ
ノ
酸
濃
度
を
高
め
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

堆
肥
を
多
量
に
施
用
す
る
こ
と
で
、

ト
マ
ト
果
実
の
チ
ッ
ソ
濃
度
を
、
化
学

肥
料
を
与
え
て
得
ら
れ
る
ト
マ
ト
果
実

の
チ
ッ
ソ
濃
度
で
あ
る
２
％
程
度
に
ま

で
高
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
Ｃ
Ｓ
Ｌ
の
追
肥
に
よ
り
、
化
学
肥
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第３図　堆肥の施用量およびＣＳＬに 
　　　　よる追肥がトマト葉の硝酸濃 
　　　　度に与える影響 
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堆
肥
の
増
施
用
に
よ
っ
て
葉
色
は
改
善
し
、
そ
の

施
用
効
果
は
認
め
ら
れ
る
が
、
10
ａ
当
た
り
４
・

２
ｔ
程
度
の
堆
肥
施
用
で
は
、
ト
マ
ト
の
健
全
な

生
育
に
見
合
っ
た
養
分
量
を
供
給
で
き
な
い
。
Ｃ

Ｓ
Ｌ
の
日
施
用
に
よ
り
、
ト
マ
ト
は
堆
肥
の
み
の

区
に
比
べ
、
健
全
に
生
育
し
た
。
バ
イ
オ
マ
ス
も

増
加
す
る
の
で
、
堆
肥
中
の
カ
ル
シ
ウ
ム
や
マ
グ

ネ
シ
ウ
ム
な
ど
を
有
効
に
活
用
で
き
る
。

堆肥のみ 堆肥+CSL
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料
並
み
の
果
実
の
チ
ッ
ソ
濃
度
お
よ
び

ア
ミ
ノ
酸
含
量
に
高
め
る
こ
と
が
可
能

と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

”有
機
だ
か
ら
優
位
“で
は
な
い

有
機
物
に
は
、
土
壌
に
添
加
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
気
相
率
を
増
や
し
保
水
性

を
向
上
さ
せ
る
な
ど
、
物
理
性
の
改
善

効
果
が
あ
る
ほ
か
、
植
物
の
栄
養
素
と

し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
有
機
な
ら
ど
ん
な
も

の
で
も
、
ま
た
量
を
考
え
ず
に
や
っ
て

も
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
、
有
機
物
を
利
用
す
る
に
は
、

化
学
肥
料
を
使
う
以
上
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が

必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
化
学

肥
料
以
上
に
科
学
的
な
知
見
の
上
に
立

っ
て
行
わ
な
い
と
、
決
し
て
長
続
き
す

る
、
そ
し
て
経
営
的
に
成
り
立
つ
栽
培

な
ど
で
き
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
も
う
一
点
強
調
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
の
は
、
過
度
に
有
機
農
産

物
に
期
待
す
る
の
は
危
険
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
例
え
ば
、
有
機
農
産
物
は
栄

養
的
に
大
変
優
れ
て
い
る
よ
う
に
い
わ

れ
ま
す
が
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん（
中
野
、
２
０
０
５
）。

よ
い
場
合
も
あ
れ
ば
悪
い
場
合
も
あ
り

ま
す
。
よ
い
と
し
て
も
成
分
が
倍
増
す

る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
減
少
す
る
有

効
成
分
も
あ
り
ま
す
（
中
野
ら
、
２
０

０
６
）。

む
し
ろ
、
冷
静
に
、
未
利
用

資
源
を
有
効
に
活
用
し
て
い
る
農
産
物

と
し
て
、
き
ち
ん
と
評
価
し
て
も
ら
い

た
い
も
の
で
す
。

有
機
を
化
学
と
対
比
さ
せ
、
そ
の
偏

狭
な
優
位
性
を
示
す
こ
と
が
、
こ
の
よ

う
な
有
機
の
み
で
行
う
栽
培
体
系
の
構

築
に
向
け
た
、
研
究
の
目
的
で
は
な
い

こ
と
を
明
確
に
し
、
本
手
法
の
ま
と
め

と
し
ま
す
。

こ
こ
で
紹
介
し
た
、
有
機
液
肥
の
追

肥
に
よ
る
堆
肥
の
有
効
活
用
法
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
堆
肥
の
中
で
植
物
へ
の
有
効

性
が
最
も
不
足
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
チ
ッ
ソ
成
分
を
、
植
物
が
吸
収
し
や

す
い
よ
う
に
少
量
ず
つ
土
壌
に
添
加
し
、

分
解
さ
せ
な
が
ら
吸
収
さ
せ
る
シ
ス
テ

ム
で
あ
り
、
堆
肥
に
大
量
に
含
ま
れ
る

カ
ル
シ
ウ
ム
な
ど
を
有
効
に
活
用
さ
せ

よ
う
と
す
る
発
想
だ
と
い
う
こ
と
で
す

（
第
６
図
）。
こ
の
場
合
す
べ
て
が
有

機
性
の
肥
料
に
よ
り
完
結
で
き
る
シ
ス

テ
ム
で
あ
る
こ
と
が
、
一
番
の
魅
力
だ

と
い
え
ま
す
。

筆
者
ら
が
開
発
し
た
有
機
養
液
土
耕

を
応
用
し
、
か
つ
農
薬
を
使
わ
な
い
こ

と
に
よ
り
、
有
機
栽
培
で
オ
オ
バ
を
生

産
し
て
い
る
農
業
法
人
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
人
は
、
施
設
生
産
で
障
害
者
の

雇
用
を
積
極
的
に
行
い
、
人
と
自
然
に

や
さ
し
い
農
業
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

一
般
に
農
業
技
術
の
伝
達
が
困
難
と
考

え
ら
れ
が
ち
な
障
害
者
が
、
あ
る
程
度

作
業
に
か
か
わ
れ
る
の
は
、
技
術
が
比

較
的
軽
労
化
、
平
準
化
さ
れ
て
い
る
施

設
生
産
の
メ
リ
ッ
ト
で
す
。

従
来
の
有
機
農
業
の
よ
う
な
重
労
働

型
の
も
の
で
は
、
収
益
性
の
あ
る
形
で

の
障
害
者
雇
用
は
困
難
だ
っ
た
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
養
分
供
給
の
量
的
管
理

と
い
う
高
度
な
考
え
方
を
導
入
し
つ
つ
、

各
種
の
有
機
質
肥
料
を
使
う
新
し
い
有

機
農
業
を
提
案
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ

れ
ら
の
試
み
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
、

堆
肥
を
積
極
的
に
活
用
す
る
有
機
養
液

土
耕
に
つ
い
て
も
、
今
後
活
用
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

Ｉ
Ｔ
や
潅
水
同
時
施
肥
装
置
な
ど
の

先
端
技
術
の
力
を
借
り
て
、
誰
で
も
未

利
用
資
源
を
有
効
に
活
用
し
た
有
機
農

業
が
行
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
今

後
の
施
設
生
産
と
有
機
農
業
双
方
に
お

い
て
新
た
な
展
開
と
な
る
と
考
え
て
い

ま
す
（
中
野
、
２
０
０
６
）。
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有機性の液肥を活用することにより、収量を維持し、高品質のトマト 
生産が有機質肥料のみで可能となる。 

化学肥料 

通常の有機質肥料のみでは 
肥効が追いつかないが、 
有機性液肥を使うことにより、 
グルタミン酸を化学肥料施用並みに 
含む、味のあるトマトができる。 

不足しがちなチッソ 
などを速やかに供給 
有機性液肥 

有機質肥料 

大量だが 
緩やかな供給 

有機質肥料のみで 
長段栽培が可能 

少量だが 
速やかな供給 

第６図　化学肥料と有機質肥料の有効性の比較 

化学肥料 有機質肥料 
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