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農
業
の
始
ま
り
は
今
か
ら
約
１
万
年
前

と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
何
ら

か
の
形
で
肥
料
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
肥
料
は
一
体
ど
の
よ
う
な
歴
史

を
た
ど
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

●
西
洋
の
歴
史

　

植
物
の
栄
養
源
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら

関
心
が
持
た
れ
、
古
く
は
か
の
ア※

１

リ
ス
ト

テ
レ
ス
（
B
．C
．３
８
４
〜
B
．C
．３
２

２
年
）
が
植
物
体
栄
養
源
説
を
唱
え
、「
植

物
の
食
物
は
植
物
体
を
構
成
す
る
成
分
そ

の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
土
壌
中
に
存

在
す
る
」
と
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
科

学
的
な
検
証
は
中
世
ま
で
待
た
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
パ※

２

リ
シ
ー
は
１
５
６
３
年

に
「
ふ
ん
や
収
穫
残
さ
を
土
壌
に
返
す
こ

と
は
、
土
か
ら
取
り
去
ら
れ
た
も
の
を
土

に
返
す
こ
と
に
な
り
、
麦
わ
ら
を
焼
く
と

畑
か
ら
取
り
去
ら
れ
た
塩
類
が
残
り
、
肥

料
と
し
て
役
立
つ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

現
在
、
特
に
日
本
に
お
い
て
有
機
農
業
は

特
別
な
手
法
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

生
物
由
来
の
廃
棄
物
を
有
効
に
利
用
す
る

と
い
う
考
え
方
の
基
礎
は
、
４
０
０
年
以

上
前
と
同
じ
な
の
で
す
。

　

パ
リ
シ
ー
の
物
質
還
元
の
考
え
方
を
、

化
学
的
側
面
か
ら
解
析
し
大
系
化
し
た
の

が
リ※

３

ー
ビ
ッ
ヒ
の
無
機
栄
養
説
で
す
。
こ

れ
を
端
緒
に
化
学
肥
料
の
基
礎
が
構
築
さ

れ
ま
し
た
（
第
1
表
）。

●
東
洋
の
歴
史

①
中
国
や
ア
ジ
ア

　

中
国
の
漢
の
時
代
（
紀
元
前
２
世
紀
）

に
は
、
肥
料
が
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

２
０
０
０
年
以
上
前
の
「※

４

呂り
ょ

氏し

春し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う」

や

「
詩※

５

経
」
に
、
「
草
を
焼
い
て
田
に
入
れ

る
こ
と
に
よ
り
生
産
性
が
上
が
る
」
と
い

っ
た
記
述
が
あ
り
ま
す
。
ふ
ん
が
肥
料
と

し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
記
載
は
、

荀※
６
じ
ゅ
ん
し
子
の
「
富※

７

国
」
な
ど
に
も
あ
り
ま
す
。

生産者と生活者をつなぐ循環の仕組み

※1．アリストテレス…古代ギリシャの哲学者
※2．パリシー…フランス・ルネサンス期の陶工・造園家
※3．リービッヒ…19世紀ドイツの化学者

有機農業の昔、今、これから第2回

〈筆者略歴〉
1995年農林水産省農業環境技術研究所へ。1996年野菜茶
業試験場根圏環境研究室、1997年総理府科学技術庁併
任、2004年農林水産省農林水産技術会議事務局研究調査
官、同年10月より農林水産省農林水産技術会議事務局研
究開発課課長補佐、2008年4月現在に至る。農学博士。
「野菜施設生産における根圏環境のストレス緩和技術に
関する研究」で2002年度、根研究会学術奨励賞受賞。
ベジタブル＆フルーツマイスターの資格も持つ。

肥
料
の
歴
史 

1
　

「
愚
者
は
経
験
に
学
び
、
賢
者
は
歴
史

に
学
ぶ
」
と
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
初
代
宰
相

ビ
ス
マ
ル
ク
の
言
葉
で
す
。
物
事
の
本
質

を
理
解
す
る
う
え
で
歴
史
を
ひ
も
と
き
、

そ
の
流
れ
か
ら
考
え
て
み
る
の
も
有
効
な

方
法
で
す
。
化
学
肥
料
や
化
学
合
成
農
薬

を
使
わ
な
い
有
機
農
業
は
、
長
い
人
類
の

歴
史
か
ら
見
て
特
別
な
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
？　

実
は
そ
の
歴
史
の
方
が
ず
っ
と

長
か
っ
た
は
ず
で
す
。
今
回
は
、
肥
料
と

農
薬
の
歴
史
か
ら
有
機
農
業
を
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

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
上席研究員　

中
なか

野
の

　明
あき

正
まさ

  

※4．呂氏春秋…秦王朝期の宰相が編集させた思想書
※5．詩経…周王朝期に作られた中国最古の詩篇
※6．荀子…中国戦国時代末の思想家・儒学者
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時
代
は
下
り
「※

８

斉せ
い

民み
ん

要
術
」
（
５
３
２

〜
５
４
９
年
）
に
は
緑
肥
の
効
能
に
つ
い

て
、
さ
ら
に
「
農※

９

書
」
（
１
１
５
４
年
）

で
は
、
「
米
ぬ
か
、
わ
ら
類
、
落
葉
の
焼

却
灰
な
ど
に
ふ
ん
尿
を
混
ぜ
て
腐
熟
さ
せ

る
」
と
い
っ
た
堆た

い

肥ひ

化
技
術
に
つ
い
て
も

記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
南
ア
ジ

ア
の
山
岳
地
帯
で
は
、
森
林
を
焼
却
し
て

灰
を
利
用
す
る
焼
畑
農
業
が
営
ま
れ
、
灰

の
肥
料
効
果
は
古
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

②
日
本
（
江
戸
時
代
ご
ろ
ま
で
）

　

日
本
で
も
焼
畑
が
行
わ
れ
、
草
木
灰
が

肥
料
と
し
て
作
物
生
産
を
支
え
ま
し
た
。

ま
た
、
山
野
の
草
や
樹
木
の
枝
葉
は
刈
敷

と
さ
れ
、
鋤す

き
込
み
肥
料
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
肥
料
に
関
す
る
技

術
は
８
０
０
年
ご
ろ
に
中
国
か
ら
伝
わ
り
、

本
格
的
に
人
ふ
ん
尿
が
肥
料
と
し
活
用
さ

れ
始
め
た
の
は
鎌
倉
時
代
（
１
１
８
５
年

ご
ろ
〜
１
３
３
３
年
）
か
ら
で
す
。
さ
ら

に
、
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か

け
て
新
田
開
発
が
急
速
に
進
み
、
刈
敷
が

得
ら
れ
る
山
野
が
減
少
し
、
ふ
ん
尿
を
農

地
に
返
す
重
要
性
が
増
し
ま
し
た
。

③
日
本
（
江
戸
時
代
）

　

ふ
ん
尿
の
循
環
の
仕
組
み
は
、
江
戸
時

代
の
ふ
ん
尿
売
買
に
お
い
て
完
成
を
迎
え

ま
す
。
日
本
に
お
い
て
肥
料
の
売
買
が
始

ま
っ
た
の
は
、
享き

ょ
う

保ほ
う

時
代
（
１
７
１
６
〜

１
７
３
６
年
）
で
す
。
日
本
の
人
口
動
態

を
見
る
と
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
大
き
く
人
口

が
増
加
し
、
特
に
江
戸
に
お
い
て
人
口
集

中
が
始
ま
り
ま
し
た
。
近
郊
の
農
民
が
江

戸
か
ら
下
肥
を
購
入
す
る
仕
組
み
は
、
１

７
５
０
年
ご
ろ
に
は
確
立
し
て
い
た
よ
う

で
す
。

　

ま
た
、
新
田
開
発
や
人
口
増
加
に
と
も

な
い
、
ま
す
ま
す
生
産
性
の
確
保
が
重
要

と
な
り
、
寛か

ん

政せ
い

年
間
（
１
７
８
９
〜
１
８

０
１
年
）
に
は
江
戸
の
下
肥
の
値
段
は
延え

ん

享き
ょ
う

（
１
７
４
４
〜
１
７
４
８
年
）
・
寛か

ん

延え
ん

（
１
７
４
８
〜
１
７
５
１
年
）
年
間
の
３

倍
に
も
な
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
こ
ろ
に

な
る
と
、
農
民
に
よ
る
下
肥
の
値
下
げ
運

動
す
ら
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
直
接
農
民
が

町
民
と
契
約
を
結
ぶ
以
外
に
、
仲
介
業
者

も
発
達
し
た
よ
う
で
す
。
裕
福
な
農
民
は

船
で
町
に
出
て
行
き
下
肥
を
集
め
て
、
そ

れ
を
農
村
に
運
搬
し
利
益
を
上
乗
せ
し
て

農
民
に
販
売
し
て
い
ま
し
た（
60
頁
参
考
）。

こ
の
よ
う
な
船
を
用
い
た
効
率
的
な
売
買

は
、
明
治
時
代
（
１
８
６
８
〜
１
９
１
２

年
）
ま
で
続
き
ま
し
た
。
こ
の
後
、
世
界

で
も
あ
ま
り
例
の
な
い
完
成
さ
れ
た
下
肥

の
有
効
利
用
の
シ
ス
テ
ム
は
、
お
よ
そ
２

０
０
年
の
歴
史
を
も
っ
て
終
息
に
向
か
い

始
め
ま
す
。

④
日
本
（
明
治
時
代
）

　

明
治
時
代
に
入
る
と
、
化
学
肥
料
が
最

※7．富国…国家を豊かにすることについて書かれた論説
※8．斉民要術…北魏王朝期に書かれた中国最古の農学書
※9．農書…南宋王朝期に水田農法を紹介した農学書

第1表　有機、化学肥料、農薬の歴史
  国・地域

文明発祥地域
ローマ
ギリシャ
ギリシャ
ローマ
日本
中国
スイス
フランス
日本
日本
ヨーロッパ
イギリス
日本
フランス
ドイツ
ドイツ
イギリス
ドイツ
イギリス
イギリス
フランス
ドイツ
イギリス
フランス
ドイツ
ノルウェイ
ドイツ
日本
ドイツ
アメリカ
アメリカ
スイス
アメリカ
イギリス
ドイツ
日本
アメリカ
イギリス
デンマーク
日本
アメリカ
日本

ワインによる麦種子の消毒、硫黄の散布

『古語拾遺』に山椒や塩の混合物を散布の記事

松田内記による｢家伝殺虫散｣（トリカブトや樟脳などの混合物）の発明

除虫菊やデリス根の利用が始まる

田面に鯨油などをまきウンカなどを捕捉する注油法の開発
Le Berryaisが剪定した枝に泥を塗布しカビの感染を防止

グリソンによる石灰硫黄剤の開発 

硫酸銅に石灰を混ぜたボルドー液の発見

日本初の農薬合成工場がクロロピクリンの生産を開始

StanfordとBroaｄfootが生物防除の概念を導入
ミュラーがDDTに殺虫活性があることを発見

パラチオンの開発

　　　　　　　　　　　  農薬取締法の大改正と使用禁止農薬の拡大
KloepperらによるPGPRの提唱
　　　　　　　　　　  ポジティブリスト制度の導入

農業の開始  
潅がいや客土などによる土壌の肥よく化

ホメロスが『オデッセイ』で堆肥に言及
アリストテレスの腐植説「植物は養分を腐植様の基質から得る」
大カトー「よい農業は、よい耕うん、よい家畜番、よい施肥を意味する」

『農書』 「米ぬか、わら類、落葉の焼却灰などにふん尿を混ぜて腐熟させる」
パラケルスス、イオウ（有機物）、水銀（水）、塩（無機物）による三成分説
パリシー｢植物燃焼灰のアルカリ（無機物）が植物の栄養として重要｣

宮崎安貞『農業全書』

タルによる土壌粒子説『馬力中耕法』

テーアの有機栄養説『合理的農業の原理』
スプリンゲルの無機栄養説の始まり
チリ硝石輸入開始
リービッヒの無機栄養説『農業および生理学に応用する有機化学』
ペルーグアノ輸入開始
ローズなどが、最初の人造肥料として、過リン酸石灰製造開始

岩塩鉱床からカリウム肥料の製造開始
トーマスリン酸肥料製造開始

コークス製造過程において生じるアンモニアからの硫酸アンモニウム製造
アーク放電による空中チッソの固定
ハーバー・ボッシュ法による空中チッソの固定

シュタイナー「バイオダイナミック（BD）農法」
ゲーリックらによる実用規模の養液栽培の開始

アーノンとスタウトによる植物必須元素の基準
ハワード『農業聖典』

日本における養液栽培の導入
ロデイル『有機農法』
土壌協会設立
植物工場の実用化、クリステンセン農場
日本有機農業研究会設立

有機農業推進法成立

肥料関連 農薬関連
出来事など        　

B.C.8000
B.C.3000
B.C.3000

B.C.900‒800
B.C.350
B.C.200
807
1154
1531
1563
1600
1697
1700ごろ
1731
1750ごろ
1785
1809
1828
1830
1840
1840
1843
1851
1860
1879
1880ごろ
1890
1907
1913
1921
1924
1930
1931
1938
1939
1940
1944
1946
1946
1951
1957
1971
1980
2006

年



●
深
刻
だ
っ
た
病
害
虫
の
被
害

　

野
生
の
植
物
で
も
病
気
や
害
虫
の
被
害

に
あ
い
ま
す
が
、
農
作
物
は
、
人
間
の
嗜し

好こ
う

に
あ
う
よ
う
に
選
抜
さ
れ
て
き
た
過
程

で
、
野
生
よ
り
も
病
害
虫
に
弱
い
性
質
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ま
と
ま

っ
た
区
域
に
均
一
に
栽
培
さ
れ
る
た
め
、

病
気
が
蔓
延
し
や
す
い
環
境
に
お
か
れ
て

先
端
技
術
と
し
て
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
時
期
は
ま
だ
ふ
ん
尿
は
貴
重

な
肥
料
で
し
た
。
明
治
初
期
に
使
用
さ
れ

た
肥
料
の
中
心
は
、
自
給
肥
料
で
は
人
ふ

ん
尿
・
堆た

い

厩き
ゅ
う

肥ひ

・
刈
敷
・
藁わ

ら

・
草
木
灰
で
、

購
入
肥
料
で
は
乾ほ

し

鰯か

、
鰊

に
し
ん

〆し
め

粕か
す

な
ど
の
魚

肥
類
、
菜
種
油
粕
な
ど
の
油
粕
類
、
酒
粕
、

石
灰
で
し
た
。

　

当
時
、
人
ふ
ん
尿
の
効
果
は
明
ら
か
で

し
た
が
、
農
家
が
長
期
間
貯
蔵
し
た
場
合
、

ア
ン
モ
ニ
ア
を
揮
散
さ
せ
て
効
果
が
低
く

な
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
輸
送
に
不
便
で

衛
生
的
に
も
よ
く
な
い
と
い
う
理
由
で
、

１
８
７
５
年
か
ら
国
の
主
導
で
乾
ふ
ん
製

造
試
験
が
始
ま
り
ま
し
た
。
製
造
所
は
東

京
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
、
悪
臭
に
対
す

る
近
隣
住
民
の
苦
情
に
よ
り
頓と

ん

挫ざ

し
た
よ

う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
ふ
ん

尿
の
肥
料
と
し
て
の
利
用
は
江
戸
時
代
か

ら
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
引
き
続
き
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
東
京
近
郊
で
は
昭
和
40
年

ご
ろ
に
な
っ
て
そ
の
使
用
が
停
止
さ
れ
ま

し
た
。

●
化
学
肥
料
の
開
発
と
そ
の
展
開

　

最
初
の
販
売
肥
料
は
19
世
紀
の
初
頭
に
、

刃
物
の
柄
に
使
っ
た
骨
な
ど
の
削
り
く
ず

を
材
料
と
し
て
利
用
し
た
も
の
で
す
。
こ

れ
を
酸
で
処
理
し
て
リ
ン
酸
の
肥
効
を
高

め
た
肥
料
と
し
て
販
売
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
食
塩
の
採
掘
時
に
生
じ
る
廃
物
か

ら
カ
リ
ウ
ム
を
分
離
す
る
技
術
が
開
発
さ

れ
、
肥
料
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
チ

ッ
ソ
は
ハ10

※

ー
バ
ー
の
直
接
合
成
法
が
１
９

０
９
年
に
開
発
さ
れ
、
ボ11

※

ッ
シ
ュ
ら
が
工

業
化
を
図
り
、
化
学
合
成
さ
れ
た
チ
ッ
ソ

肥
料
と
し
て
世
界
を
席
巻
し
ま
し
た
。

　

日
本
で
も
、
１
８
９
６
年
に
副
生
硫
酸

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら

輸
入
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、
１
９
０
０

年
代
初
頭
に
カ
リ
ウ
ム
肥
料
や
過
リ
ン
酸

石
灰
肥
料
が
輸
入
さ
れ
ま
し
た
。
１
９
０

１
年
に
自
国
で
も
副
生
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

ム
が
生
産
さ
れ
、
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
発

展
を
続
け
ま
し
た
。
そ
の
後
戦
争
で
壊
滅

的
な
打
撃
を
受
け
ま
す
が
、
戦
後
は
尿
素

な
ど
の
工
業
生
産
で
は
世
界
を
リ
ー
ド
し
、

１
９
６
０
年
以
降
に
は
化
成
肥
料
や
高
度

化
成
肥
料
、
さ
ら
に
は
微
量
要
素
を
添
加

し
た
高
機
能
肥
料
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
。

１
９
７
０
年
代
以
降
に
は
緩
効
性
肥
料
が

開
発
さ
れ
、
１
９
８
０
年
代
に
は
被
覆
肥

料
が
開
発
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

●
化
学
肥
料
開
発
後
の

　

有
機
質
肥
料
の
位
置
付
け

　

特
に
先
進
国
で
は
、
化
学
肥
料
は
20
世

紀
に
入
り
目
覚
ま
し
く
普
及
し
ま
し
た
。

一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
有
機
物
を
施
用
す
る

そ
れ
ま
で
の
「
慣
行
農
業
」
は
、
衰
退
の

一
途
を
た
ど
り
ま
し
た
。
有
機
劣
勢
の
展

開
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
思
想
家

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
本
は
温
暖
・
多
湿

の
環
境
で
あ
る
た
め
、
冷
涼
・
寡
雨
な
欧

米
に
比
べ
、
病
害
虫
や
雑
草
が
繁
殖
し
や

す
い
環
境
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
病
害
虫
の
大
発
生
が
飢き

饉き
ん

に
ま
で
発
展
し
た
例
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
１
８
４
５
年
か
ら
１
８
４
９
年
の
４

年
間
に
わ
た
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
で
大

農
薬
の
歴
史 

2 ル12

※

ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
自
然
や
生

命
に
つ
い
て
独
自
の
理
論
を
展
開
し
、
バ

イ
オ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
農
法
を
提
唱
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
人
工
肥
料
反
対
運
動
で
、
現

在
の
ド
イ
ツ
の
有
機
農
業
団
体
で
あ
る
デ

メ
タ
ー
も
こ
の
思
想
家
の
流
れ
を
く
む
組

織
で
す
。
以
後
、
ア13

※

ル
バ
ー
ト
・
ハ
ワ
ー

ド
が
イ
ン
ド
ー
ル
式
堆
肥
製
造
法
を
も
と

に
有
機
農
業
運
動
を
展
開
し
、
こ
の
流
れ

を
受
け
た
ロ14

※

デ
イ
ル
は
有
機
農
業
の
啓
蒙

活
動
を
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
流

れ
は
現
在
も
脈
々
と
続
い
て
い
ま
す
。

　

20
世
紀
に
入
る
と
農
業
の
工
業
化
が
顕

著
に
な
り
、
環
境
汚
染
や
生
態
系
の
破
壊

な
ど
が
顕
在
化
す
る
に
つ
れ
、
農
業
の
根

本
を
考
え
直
す
必
要
に
も
迫
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
間
、
本
来
農
業
に
含
ま
れ
る
べ
き
生

命
へ
の
尊
厳
な
ど
、
思
想
的
な
色
彩
が
強

調
さ
れ
た
運
動
と
し
て
展
開
す
る
流
れ
が

強
く
な
り
ま
し
た
。
研
究
と
し
て
は
、
現

在
で
も
、
環
境
保
全
型
農
業
の
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
も
科
学
的
視
点
に
立
ち
、
本
来

農
業
が
備
え
て
い
た
豊
か
さ
を
再
評
価
し
、

工
業
化
さ
れ
す
ぎ
た
農
業
を
修
正
し
、
環

境
に
調
和
し
、
人
間
性
に
も
調
和
す
る
方

向
で
、
軌
道
修
正
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま

す
。

　

一
方
で
、
農
村
は
高
齢
化
し
、
国
際
競

争
の
中
で
日
本
の
農
業
が
ど
う
生
き
残
っ

て
い
く
か
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
産

性
を
上
げ
、
輸
出
を
促
進
す
る
と
い
う
こ

と
も
国
策
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

環
境
と
人
と
の
調
和
と
生
産
性
の
向
上
と

い
う
、
一
見
矛
盾
す
る
二
つ
の
目
標
に
ど

う
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
く
の
か
、
新
し

い
農
業
の
展
開
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
す
。

※10．ハーバー…ドイツの物理・電気学者
※11．ボッシュ…ドイツの化学・工学者
※12．シュタイナー…オーストリア出身の思想家

※13．ハワード…イギリスの植物学者
※14．ロデイル…アメリカの有機農業研究者

572009. タキイ最前線 冬春号



発
生
し
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
疫
病
に
よ
っ
て
、

ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
生
産
量
が
激
減
し
た
た
め
、

数
十
万
人
が
餓
死
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
わ
が
国
の
享
保
の
大
飢
饉
（
１
７
３

２
年
）
で
は
、
ウ
ン
カ
の
大
発
生
が
原
因

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
中
期
に

盛
ん
に
行
わ
れ
た
「
虫
送
り
」
の
風
習
は
、

神
仏
に
害
虫
な
ど
の
退
治
を
祈
願
す
る
も

の
で
あ
り
、
「
虫
よ
け
札
」
が
農
地
に
立

て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
病
害
虫

の
被
害
を
食
い
止
め
る
実
効
性
は
望
め
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

大
規
模
な
餓
死
者
が
出
る
例
は
ま
れ
で

す
が
、
現
在
の
世
界
で
も
作
物
の
病
害
に

よ
る
被
害
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
仮
に

病
害
虫
や
雑
草
を
何
も
防
除
し
な
い
場
合
、

潜
在
的
に
生
産
で
き
る
生
産
金
額
の
30
％

に
し
か
届
か
な
い
と
の
推
計
も
あ
り
ま
す
。

現
在
、
日
本
に
お
け
る
病
害
虫
な
ど
に
よ

る
減
収
率
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
被
害
は
甚
大
な
も
の
で
、
農
薬
を
使

わ
ず
に
農
業
生
産
を
行
う
こ
と
が
い
か
に

難
し
い
か
が
分
か
り
ま
す
（
図
）。

●
開
発
の
歴
史

　

作
物
に
減
収
を
も
た
ら
す
病
害
虫
や
雑

草
の
防
除
法
に
は
、
栽
培
管
理
技
術
を
駆

使
す
る
耕
種
的
防
除
、
機
械
や
被
覆
資
材

で
の
物
理
的
防
除
、
天
敵
昆
虫
や
微
生
物

を
利
用
す
る
生
物
的
防
除
、
い
わ
ゆ
る
農

薬
に
よ
る
化
学
的
防
除
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

初
期
に
開
発
さ
れ
た
技
術
的
な
防
除
法

と
し
て
は
、
鯨
油
や
菜
種
油
を
田
面
に
ま

く
こ
と
で
油
膜
を
作
り
、
そ
の
上
に
ウ
ン

カ
を
払
い
落
と
し
て
防
除
す
る
方
法
が
あ

り
ま
す
。
享
保
の
飢
饉
を
機
に
江
戸
幕
府

が
奨
励
を
始
め
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

農
薬
発
展
の
歴
史
は
肥
料
と
似
た
と
こ

ろ
が
あ
り
、
ま
ず
天
然
物
の
活
用
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

１
６
９
０
年
に
タ
バ
コ
を
害
虫
駆
除
に
用

い
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
明
治
・
大
正
時

代
に
、
除
虫
菊
や
マ
シ
ン
油
な
ど
の
天
然

物
の
ほ
か
に
、
硫
酸
銅
と
石
灰
を
混
合
し

た
無
機
化
合
物
の
ボ
ル
ド
ー
液
な
ど
が
農

薬
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

化
学
合
成
農
薬
全
盛
の
時
代
が
訪
れ
ま
す
。

１
９
１
８
年
に
貯
蔵
米
の
害
虫
の
コ
ク
ゾ

病
害
虫
な
ど
に
よ
る

減
収
率（
％
）

収
量
率（
％
）

図　実証試験に基づく防除を一切行わな
　　かった場合の病害虫などによる減収
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第2表　有機農産物のJAS規格で使用が
　　　  認められている農薬

2006年10月

ウ
ム
シ
駆
除
に
、
化
学
合
成
農
薬
で
あ
る

ク
ロ
ル
ピ
ク
リ
ン
が
絶
大
な
効
果
を
発
揮

し
た
の
を
皮
切
り
に
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
に
殺
虫
剤
の
D
D
T
、
パ
ラ
チ
オ
ン
な

ど
有
機
合
成
農
薬
が
欧
米
か
ら
導
入
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ら
化
学
合
成
農
薬
に
よ
る

防
除
は
ほ
か
の
方
法
と
比
べ
効
果
が
高
く
、

し
か
も
一
般
に
省
力
的
で
す
。
そ
こ
で
さ

ま
ざ
ま
な
病
害
虫
、
雑
草
に
対
応
で
き
る

剤
が
一
気
に
開
発
さ
れ
普
及
し
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
初
期
に
開
発
さ
れ
た
化
学
合

成
農
薬
の
中
に
は
、
人
や
環
境
に
対
す
る

安
全
性
の
配
慮
が
十
分
と
は
い
え
ず
、
中

毒
や
環
境
破
壊
な
ど
の
問
題
が
起
こ
り
ま

し
た
。
し
か
し
現
在
は
、
こ
れ
ら
の
教
訓

を
踏
ま
え
、
環
境
毒
性
の
低
い
薬
剤
や
、

選
択
性
の
高
い
薬
剤
の
開
発
が
行
わ
れ
る

に
至
っ
て
い
ま
す
（
56
頁
第
1
表
）。

●
有
機
農
業
と
農
薬

　

有
機
農
業
は
、
農
薬
を
使
わ
な
い
と
誤

解
さ
れ
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
化
学
合
成
農

薬
の
使
用
が
制
限
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

使
用
可
能
な
農
薬
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で

す
（
第
2
表
）。
当
然
、
最
大
限
使
わ
な

い
こ
と
が
原
則
で
す
が
、
使
わ
れ
る
も
の

が
普
通
物
と
同
程
度
に
安
全
で
あ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
制
定
当
初

は
認
め
ら
れ
て
い
た
デ
リ
ス
は
植
物
（
天

然
）
由
来
の
農
薬
で
す
が
、
決
し
て
毒
性

が
低
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
マ
シ
ン

油
に
し
て
も
魚
毒
性
が
あ
る
た
め
、
河
川

に
流
す
と
そ
れ
に
よ
り
死
ぬ
魚
も
い
ま
す
。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤
なたね油乳剤
マシン油エアゾル
マシン油乳剤
大豆レシチン・マシン油乳剤
デンプン水和剤
脂肪酸グリセリド乳剤
メタアルデヒド粒剤
硫黄くん煙剤
硫黄粉剤
硫黄・銅水和剤
水和硫黄剤
硫黄・大豆レシチン水和剤
石灰硫黄合剤
シイタケ菌糸体抽出物液剤
炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹
炭酸水素ナトリウム・銅水和剤
銅水和剤
銅粉剤
硫酸銅
生石灰
天敵等生物農薬
性フェロモン剤
クロレラ抽出物液剤
混合生薬抽出物液剤
ワックス水和剤
展着剤
二酸化炭素くん蒸剤
ケイソウ土粉剤
食酢

100%

80%

60%

40%

20%

0%
水
稲
大
豆

ト
マ
ト

キ
ュ
ウ
リ

ナ
ス
イ
チ
ゴ

キ
ャ
ベ
ツ

リ
ン
ゴ

モ
モ
ウ
メ
ミ
カ
ン

カ
キ

レ
タ
ス
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S
規
格
に
適
合
し
た
生
産
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
登
録
認
定
機
関
が
検
査
し
認

定
し
ま
す
。

　

有
機
J
A
S
は
、
平
成
11
年
の
国
際
的

な
基
準
（
有
機
生
産
食
品
の
生
産
、
加
工
、

表
示
及
び
販
売
に
か
か
わ
る
コ
ー
デ
ッ
ク

ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
制
定
を
受
け
、
平

成
12
年
に
有
機
農
産
物
や
そ
の
加
工
食
品

に
関
す
る
J
A
S
規
格
、
そ
の
後
平
成
17

年
に
有
機
畜
産
物
の
J
A
S
規
格
が
制
定

さ
れ
、
表
示
の
適
正
化
と
生
産
物
の
規
格

化
が
図
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
間
、
有

機
J
A
S
規
格
の
認
知
度
が
高
ま
る
一
方

で
、
不
適
正
な
格
付
、
表
示
事
例
も
あ
り

ま
し
た
。
例
え
ば
、
有
機
農
産
物
認
定
を

受
け
た
農
園
が
有
機
農
産
物
で
は
な
い
米

に
「
有
機
栽
培
米
」
と
表
示
し
て
販
売
し

て
い
た
事
態
も
生
じ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
制
度
発
足
以
来
７
年
が
経
過
し
、

有
機
J
A
S
規
格
の
認
定
の
仕
組
み
に
つ

い
て
全
般
的
な
見
直
し
の
動
き
が
あ
り
、

平
成
20
年
２
月
か
ら
「
有
機
J
A
S
規
格

の
格
付
方
法
に
関
す
る
検
討
会
」
が
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。

●
有
機
農
業
推
進
法

　

生
産
面
で
は
、
２
０
０
６
年
12
月
に
有

機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
有
機
農

業
推
進
法
）
が
制
定
、
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
有
機
農
業
は
「
化
学
的

に
合
成
さ
れ
た
肥
料
及
び
農
薬
を
使
用
し

な
い
こ
と
並
び
に
遺
伝
子
組
み
換
え
技
術

を
利
用
し
な
い
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
農

業
生
産
に
由
来
す
る
環
境
へ
の
負
荷
を
で

き
る
限
り
低
減
し
た
農
業
生
産
の
方
法
を

用
い
て
行
わ
れ
る
農
業
」
と
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
目
的
と
し
て
、
第
一
条
に

「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
明
ら

か
に
し
、
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定

め
、
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を

総
合
的
に
講
じ
、
も
っ
て
有
機
農
業
の
発

展
を
図
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一

時
の
化
学
合
成
資
材
偏
重
の
農
業
に
よ
っ

て
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
数
々
の
問
題
に

つ
い
て
、
そ
の
反
省
に
立
っ
て
、
有
機
農

業
そ
の
も
の
が
法
律
制
定
の
後
押
し
も
得

て
推
進
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

●
現
状
に
あ
っ
た
技
術
開
発
と

　

実
践
事
例
の
充
実

　

有
機
農
業
と
さ
れ
る
も
の
で
も
、
特
に

量
的
な
考
え
が
欠
如
し
た
も
の
も
多
く
見

ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
端
的
に
表
現
す
る

と
、
肥
料
で
は
堆
肥
、
農
薬
で
は
天
然
物

有
機
農
業
の
こ
れ
か
ら 
4

●
有
機
J
A
S

　

有
機
J
A
S
マ
ー
ク
は
、
厳
し
い
生
産

基
準
を
ク
リ
ア
し
て
生
産
さ
れ
た
、
有
機

（
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
）
食
品
の
証
し
と
さ
れ

ま
す
。
こ
の
マ
ー
ク
が
添
付
さ
れ
る
も
の

に
は
、
有
機
農
産
物
、
有
機
畜
産
物
、
有

機
加
工
食
品
が
あ
り
ま
す
。
有
機
農
産
物

は
、
「
種
ま
き
又
は
植
え
付
け
前
２
年
以

上
、
禁
止
さ
れ
た
農
薬
や
化
学
肥
料
を
使

用
し
て
い
な
い
田
畑
で
栽
培
す
る
」
「
栽

培
期
間
中
も
禁
止
さ
れ
た
農
薬
、
化
学
肥

料
は
使
用
し
な
い
」
「
遺
伝
子
組
み
換
え

技
術
を
使
用
し
な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
有
機
畜
産
物
は
、
「
飼
料
は
主

に
有
機
の
飼
料
を
与
え
る
」
「
野
外
へ
の

放
牧
な
ど
、
ス
ト
レ
ス
を
与
え
ず
に
飼
育

す
る
」
「
抗
生
物
質
な
ど
を
病
気
の
予
防

目
的
で
使
用
し
な
い
」
「
遺
伝
子
組
み
換

え
技
術
を
使
用
し
な
い
」
と
な
っ
て
い
ま

す
。
山
林
が
多
い
国
土
の
特
色
も
あ
り
、

集
約
的
な
生
産
方
式
と
し
て
発
展
し
た
現

在
の
日
本
の
畜
産
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
取
り
組
み
は
極
め
て
難
し
い
状
況
に
あ

り
ま
す
が
、
逆
に
差
別
化
し
て
付
加
価
値

を
高
め
る
可
能
性
も
秘
め
て
い
ま
す
。

　

有
機
加
工
食
品
は
、
「
化
学
的
に
合
成

さ
れ
た
食
品
添
加
物
や
薬
剤
の
使
用
は
極

力
避
け
る
」
「
原
材
料
は
、
水
と
食
塩
を

除
い
て
、
95
％
以
上
が
有
機
農
産
物
及
び

有
機
農
産
物
加
工
食
品
で
あ
る
」
「
遺
伝

子
組
み
換
え
技
術
を
使
用
し
な
い
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
有
機
食
品
の
J
A

有
機
J
A
S
と
有
機
農
業
推
進
法
の
制
定

3

動
植
物
・
微
生
物
を
一
定
レ
ベ
ル
以
下
に

管
理
し
よ
う
と
い
う
考
え
で
す
。
例
え
ば
、

地
域
の
風
土
に
適
し
た
品
種
・
在
来
種
を

使
用
し
、
化
学
合
成
農
薬
を
制
限
す
る
こ

と
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
生
態
系
を
、
病
害

防
除
能
力
が
機
能
す
る
場
と
し
て
十
二
分

に
活
用
す
る
の
で
す
。
現
在
、
国
や
都
道

府
県
の
試
験
研
究
機
関
で
モ
デ
ル
ケ
ー
ス

が
提
案
さ
れ
、
生
産
現
場
へ
も
普
及
し
始

め
て
い
ま
す
。

「
〝
天
然
＝
安
全
〞
で
は
な
い
」
こ
と
は
、

い
ま
一
度
肝
に
銘
じ
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
施
用
時
期
や
施
用
量
な
ど
、
管
理

の
仕
方
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
天
然
農

薬
で
も
化
学
合
成
農
薬
で
も
同
じ
で
す
。

　

今
後
、
進
む
べ
き
道
は
、
総
合
的
な
病

害
虫
・
雑
草
管
理
技
術
（
I
P
M
）
の
発

展
で
す
。
完
全
防
除
を
目
指
す
発
想
で
は

な
く
、
耕
種
的
、
物
理
的
、
生
物
的
に
さ

ま
ざ
ま
な
技
術
を
組
み
あ
わ
せ
て
、
有
害
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農
薬
を
、
そ
れ
ら
が
安
全
だ
か
ら
と
い
う

理
由
で
、
い
く
ら
で
も
使
っ
て
よ
い
と
い

う
考
え
で
す
。
ど
ち
ら
の
資
材
も
量
を
無

視
し
て
施
用
す
る
と
、
環
境
汚
染
、
健
康

被
害
の
原
因
と
な
り
ま
す
。
や
は
り
、
科

学
的
知
見
に
基
づ
い
て
適
正
な
使
用
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、

地
域
、
作
物
、
作
型
に
対
応
し
た
施
用
量

の
基
準
値
（
目
安
）
が
整
備
さ
れ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
輪
作
体
系
も
、
一
部
事
例
が
あ
る

だ
け
で
体
系
化
と
は
ほ
ど
遠
い
状
況
に
あ

り
ま
す
。
一
層
の
情
報
集
積
と
、
合
理
的

な
栽
培
体
系
の
理
論
化
が
望
ま
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
病
害
虫
、
雑
草
の
管
理
で
は
、

I
P
M
の
研
究
な
ど
で
得
ら
れ
た
知
見
が
、

有
機
農
業
の
管
理
に
応
用
さ
れ
有
効
に
活

用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
具
体

的
に
は
微
生
物
資
材
の
開
発
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
例
え
ば
２
０
０
７
年
10
月
現
在
、

日
本
で
登
録
さ
れ
て
い
る
病
害
防
除
用
の

微
生
物
農
薬
は
 21
剤
で
す
が
、
こ
こ
５
年

間
の
登
録
が
16
剤
も
あ
り
、
化
学
合
成
農

薬
の
出
荷
減
少
の
中
、
増
加
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
現
状
、
対
象
病
害
が
限
ら
れ
て
い

る
た
め
、
病
害
防
除
面
の
有
機
農
業
を
支

え
る
意
味
で
、
今
後
、
よ
り
広
範
囲
な
病

害
に
有
効
な
微
生
物
農
薬
の
開
発
に
期
待

が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

自
然
と
調
和
し
た
農
業
へ
の
取
り
組
み

は
、
有
機
農
業
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
今

後
も
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
特

に
生
物
の
有
す
る
機
能
を
生
態
学
の
観
点

に
立
ち
、
有
効
に
利
用
す
る
方
向
で
研
究

が
進
む
で
し
ょ
う
。

●
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
資
源
の

　

有
効
利
用
と
節
約

　

有
機
農
業
は
、
単
に
環
境
へ
の
配
慮
と

い
う
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や

資
源
な
ど
の
逼ひ

っ

迫ぱ
く

し
た
状
況
か
ら
も
取
り

組
ま
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
る
で
し
ょ

う
。
肥
料
原
料
急
騰
は
チ
ッ
ソ
、
リ
ン
酸
、

カ
リ
ウ
ム
す
べ
て
に
広
が
っ
て
お
り
、
リ

ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
の
国
際
価
格
は
２
０

０
３
年
か
ら
２
０
０
７
年
末
ま
で
に
２.

５
倍
に
も
上
が
っ
て
い
ま
す
。
原
因
は
中

国
や
イ
ン
ド
な
ど
の
食
糧
増
産
や
原
油
高

に
よ
る
も
の
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

も
、
バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
の
増
産
に
対
応

す
る
た
め
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
生
産
意
欲

が
高
ま
っ
た
と
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。
肥

料
が
よ
り
高
価
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
傾

向
を
考
え
る
と
、
肥
料
成
分
を
含
む
有
機

質
資
材
を
、
貴
重
な
資
源
と
し
て
有
効
に

利
用
す
る
た
め
の
技
術
が
一
層
求
め
ら
れ

ま
す
。
現
在
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
資
源
の
高

騰
は
、
一
定
の
レ
ベ
ル
で
落
ち
着
く
と
は

思
い
ま
す
が
、
再
生
産
不
可
能
な
資
源
で

あ
れ
ば
い
ず
れ
同
じ
よ
う
な
状
況
が
巡
っ

て
き
ま
す
。
こ
れ
を
機
に
根
本
的
な
対
策

　東京のカロリーベース食料自給率は１％
であるとの試算があります。いまや東京は
農業とは無縁の地となりかけています。こ
んな中にあって、農業が生産性以外の面で
評価されています。六本木ヒルズの屋上で
は田んぼが作られ（写真1）、そこに住む子
どもたちが農業体験をしたことで話題を呼
びました。これは農業の教育効果を期待し
たものですが、高層ビルに囲まれた環境で
泥にまみれることは、現代の大都会にあっ
てはむしろぜいたくなことでしょう。
　東京でも、ほんの百数十年前の江戸時代は、米や野菜を供給す
る農村はもっと身近であり、当時の中心、日本橋から10㎞程度の
場所で多くの野菜が作られていました。ゆかりの地名を冠する野
菜があることからもそれが分かります。滝野川（現在の北区）の
ゴボウ、千住（足立区）のネギ、練馬ダイコン（練馬区）、小松菜
（江戸川区）などです。このような野菜の肥料源だったのが、都
市部で出される人ふん尿でした。江戸時代の運河には、ふん尿を
満載した船が行き来していたといわれています。特に江戸周辺は
運河の発達がよく、江戸の町と周辺の農村部を結ぶ重要な経路と
なっていました。ふん尿は運搬船（写真2）により水路を伝って農
村部に運ばれ、肥料として近郊農業を支えていました。そして、
この循環により江戸の町が美しく清潔に保たれていました。かつ
ては都会と農村の間にもっと有機的なつながりがあったようです。

今昔、大都市東京の有機農業
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に
着
手
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
有
機
農
業
に
は
本
来
地
域
が
支

え
る
農
業
の
考
え
が
根
底
に
あ
り
ま
す
。

地
産
地
消
を
進
め
る
こ
と
で
、
輸
送
に
必

要
と
な
る
資
源
を
節
約
で
き
る
可
能
性
も

あ
り
、
こ
れ
も
有
機
農
業
に
期
待
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。

写真1

↑葛
か

西
さい

船
ぶね

と呼ばれた、
ふん尿を運搬する船。
　（葛飾区郷土と天文の
博物館）

←
六
本
木
ヒ
ル
ズ
屋
上
の
水
田
。

写真2


