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前
の
記
事
に
出
て
く
る
安
村
さ
ん
ら

は
、
米
ヌ
カ
で
灰
色
カ
ビ
病
が
止
ま
る

と
言
っ
た
が
、
驚
い
た
こ
と
に
、
米
ヌ

カ
ボ
カ
シ
を
使
え
ば
菌
核
病
や
ウ
ド
ン

コ
病
ま
で
減
る
と
い
う
農
家
が
い
た
。

し
か
も
や
は
り
通
路
に
生
え
た
カ
ビ
の

胞
子
が
飛
ん
で
防
ぐ
と
い
う
。
大
分
県

緒
方
町
の
西
文
正
さ
ん
が
そ
の
人
。
な

ぜ
？
　
ど
ん
な
や
り
方
？
　
興
味
津
々

で
大
分
に
と
ん
で
み
た
。
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ボ
カ
シ
に
す
れ
ば
、

菌
核
も
ウ
ド
ン
コ
も
抑
え
る
！

編
集
部

「葉っぱをこんなに捨て
ても病気になりませ
ん」。米ヌカにまみれた
ナスの葉を持つ西文正
さん。大分県農業賞を
受賞するなど、地域の
リーダー的存在

大
分
県
緒
方
町
　
西

文
正
さ
ん
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ハ
ウ
ス
も
畑
も
牛
舎
も
菌
で
満
ち
満
ち
て
い
た
！

西
文
正
さ
ん
は
六
二
歳
。
三
町
五
反
あ
る
耕
地
の
う
ち
、
ハ
ウ

ス
ト
マ
ト
が
一
反
、
ハ
ウ
ス
ナ
ス
が
一
反
三
畝
、
そ
の
ほ
か
露
地

ナ
ス
も
つ
く
り
、
繁
殖
牛
も
飼
う
。
兼
業
化
が
進
む
緒
方
町
に
お

い
て
は
数
少
な
い
専
業
農
家
で
、
手
の
少
な
い
人
の
た
め
に
水
稲

苗
の
委
託
育
苗
も
請
け
負
う
地
域
リ
ー
ダ
ー
だ
。
西
さ
ん
は
、
一

七
年
前
か
ら
島
本
微
生
物
農
法
（
カ
コ
ミ
）
に
取
り
組
ん
で
い

る
。そ

ん
な
西
さ
ん
の
ハ
ウ
ス
や
畑
、
家
ま
わ
り
は
さ
ま
ざ
ま
な
菌

で
満
ち
満
ち
て
い
た
。

家
の
前
に
あ
る
作
業
小
屋
に
は
、
米
ヌ
カ
ボ
カ
シ
が
い
く
つ
も

の
山
に
分
け
て
積
ま
れ
て
あ
る
。「
こ
の
小
屋
で
遊
ぶ
孫
が
ね
、

い
い
菌
に
囲
ま
れ
て
遊
ん
で
る
せ
い
か
、
風
邪
ひ
と
つ
引
か
な
い

ん
で
す
よ
」
と
西
さ
ん
。

次
に
、
こ
の
米
ヌ
カ
ボ
カ
シ
を
た
っ
ぷ
り
入
れ
た
ト
マ
ト
の
ハ

ウ
ス
に
入
る
と
、
な
ん
だ
か
麹
く
さ
い
よ
う
な
気
が
し
た
。
見
る

と
、
通
路
に
は
ト
マ
ト
の
葉
が
無
造
作
に
捨
て
ら
れ
、
そ
こ
に
米

ヌ
カ
ボ
カ
シ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。「
大
丈
夫
で
す
か
。
葉
っ
ぱ
を

捨
て
て
？
」。「
大
丈
夫
で
す
。
み
ん
な
見
た
目
が
悪
い
と
か
、
捨

て
た
葉
か
ら
ウ
ド
ン
コ
病
や
葉
カ
ビ
病
が
ま
ん
延
す
る
と
か
心
配

し
ま
す
が
、
通
路
に
は
乳
酸
菌
と
か
放
線
菌
と
か
い
い
菌
が
い
っ

ぱ
い
い
ま
す
か
ら
、
腐
ら
ず
、
う
ま
く
発
酵
し
て
く
れ
ま
す
」

さ
ら
に
牛
舎
も
案
内
し
て
も
ら
う
と
、
敷
料
に
も
米
ヌ
カ
ボ
カ

シ
が
ま
か
れ
て
お
り
、
エ
サ
に
も
混
ぜ
て
牛
に
与
え
る
の
だ
と
い

う
。「
う
ち
は
こ
の
ボ
カ
シ
の
お
か
げ
で
白
痢
を
八
年
間
出
し
た
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米
ヌ
カ
で
病
害
虫
を
防
ぐ

牛舎にも米ヌカをふる！白痢
が出なくなり、ハエもわかない

ふつうこうした花ビラから灰カ
ビがつくのだが西さんのハウス
では、灰カビが見られない

島
本
微
生
物
農
法

こうじつくり技術を生かし
た微生物農法の老舗。この農
法の酵素原菌であるバイムフ
ードは、乳酸菌などの細菌、
酵母菌、糸状菌から成る。こ
れに米ヌカや山土などを混ぜ
てつくったボカシ肥料には病
原菌の最も強力な失敬である
放線菌や、たくさんの酵母菌、
糸状菌が含まれ、病原菌の活
動を抑制する作用があるとさ
れている。



こ
と
が
な
い
し
、
ハ
エ
も
わ
き
ま
せ
ん
よ
」。
最
初
は
西
さ
ん
も
、

ハ
エ
が
わ
か
な
い
こ
と
が
信
じ
ら
れ
ず
、
ビ
ン
の
中
に
一
○
○
匹

の
ウ
ジ
と
米
ヌ
カ
ボ
カ
シ
を
入
れ
て
実
験
し
た
の
だ
と
い
う
。
す

る
と
、
ボ
カ
シ
を
入
れ
た
ほ
う
は
、
ウ
ジ
に
カ
ビ
が
つ
い
て
蛹
に

な
れ
ず
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。

農
薬
散
布
は
半
分
以
下
に

こ
ん
な
ふ
う
に
土
中
に
も
空
気
中
に
も
い
い
菌
が
多
い
と
、
病

原
菌
は
繁
殖
し
に
く
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
西
さ
ん
の
農

薬
散
布
は
ハ
ウ
ス
を
始
め
た
頃
に
比
べ
る
と
、
半
分
以
下
に
減
っ

て
い
る
と
い
う
。

例
え
ば
、
ト
マ
ト
の
場
合
、
防
除
は
お
よ
そ
四
〇
日
に
一
回
で

す
ん
で
い
る
。
今
年
は
九
月
の
定
植
時
に
一
回
目
の
防
除
、
ト
マ

ト
が
な
り
か
け
た
頃
に
二
回
目
、
十
一
月
か
ら
収
穫
を
始
め
て
十
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二
月
の
二
十
五
日
に
三
回
目
、
お
じ
ゃ
ま
し
た
四
月
一
日
の
一
週

間
前
に
四
回
目
と
い
う
具
合
だ
か
ら
驚
き
だ
。
防
除
の
対
象
は
ハ

モ
グ
リ
バ
エ
や
ス
リ
ッ
プ
ス
、
オ
ン
シ
ツ
コ
ナ
ジ
ラ
ミ
な
ど
の
害

虫
が
主
で
、
病
気
は
葉
カ
ビ
が
ち
ょ
っ
と
手
ご
わ
い
く
ら
い
。
菌

核
や
灰
カ
ビ
、
ウ
ド
ン
コ
病
は
ほ
ぼ
農
薬
に
頼
ら
ず
に
す
ん
で
い

る
。そ

の
秘
密
は
鉄
や
ケ
イ
酸
な
ど
が
入
っ
た
米
ヌ
カ

ボ
カ
シ

そ
の
秘
密
は
米
ヌ
カ
ボ
カ
シ
の
材
料
に
あ
る
（
図
）。

西
さ
ん
の
米
ヌ
カ
ボ
カ
シ
に
は
微
量
要
素
が
し
っ
か
り
入
っ
て

い
る
。
微
量
要
素
と
は
、
こ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
セ
ル
カ
（
貝
殻

粉
末
肥
料
）
に
含
ま
れ
る
マ
ン
ガ
ン
や
ホ
ウ
素
、
亜
鉛
、
鉄
、
銅
、

モ
リ
ブ
デ
ン
。
そ
し
て
珪
鉄
に
含
ま
れ
る
ケ
イ
酸
、
鉄
、
マ
ン
ガ

ン
の
こ
と
だ
。
西
さ
ん
は
「
健
全
な
生
育
（
成
長
）
に
は
、
人
間

で
い
え
ば
ミ
ネ
ラ
ル
、
植
物
で
い
え
ば
微
量
要
素
と
い
う
も
の
が

絶
対
に
欠
か
せ
な
い
」
と
考
え
て
使
っ
て
い
る
の
だ
が
、
セ
ル
カ

を
入
れ
る
と
、
入
れ
な
い
と
き
に
比
べ
て
発
酵
が
五
時
間
も
早
ま

る
（
！
）
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
微
量
要
素
が
あ
る
と
微
生
物

は
そ
れ
を
エ
サ
に
し
て
活
動
が
も
の
す
ご
く
活
発
に
な
る
ら
し
い

の
だ
。

そ
う
い
え
ば
、
ナ
ス
名
人
の
池
松
正
章
さ
ん
も
「
ケ
イ
酸
や
鉄
、
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トマトのマルチの下はカビが
いっぱい。ハウスの通路にも
こうしたカビが生え、病原菌
を抑えるもとになっている



ミ
ネ
ラ
ル
な
ど
が
あ
る
と
、
微
生
物
が
喜
ん
で
増
え
る
」
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
（
九
九
年
十
月
号
）。
お
そ
ら
く
、

西
さ
ん
の
米
ヌ
カ
ボ
カ
シ
は
ふ
つ
う
の
ボ
カ
シ
と
違
っ
て
、
微
生

物
が
も
の
す
ご
く
元
気
な
の
だ
。
そ
の
せ
い
か
、
西
さ
ん
の
米
ヌ

カ
ボ
カ
シ
は
近
所
で
も
人
気
で
、
野
菜
に
米
に
牛
に
と
使
わ
れ
、

い
つ
の
間
に
か
「
文
ち
ゃ
ん
ボ
カ
シ
」
と
い
う
名
で
知
ら
れ
て
い

る
。
西
さ
ん
は
、
こ
の
文
ち
ゃ
ん
ボ
カ
シ
を
種
ボ
カ
シ
に
し
て
、

セ
ル
カ
や
珪
鉄
、
有
機
質
肥
料
を
加
え
、
本
格
的
な
ボ
カ
シ
を
つ

く
る
。

一
カ
月
に
一
回
、
米
ヌ
カ
ボ
カ
シ
を
通
路
に
ま
く
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さ
て
、
気
に
な
る
西
さ
ん
の
こ
れ
ら
ボ
カ
シ
の
使
い
方
は
―
―
。

ま
ず
、
元
肥
に
堆
肥
と
ボ
カ
シ
を
入
れ
る
。
堆
肥
は
チ
ッ
プ
カ

ス
と
牛
ふ
ん
で
つ
く
っ
た
も
の
を
反
当
た
り
一
五
t
。
ボ
カ
シ
は

反
当
た
り
六
五
〇
〜
七
〇
〇
㎏
入
れ
て
、
事
前
に
土
の
微
生
物

を
が
っ
ち
り
増
や
し
て
お
く
。

元
肥
を
入
れ
た
ら
、
ウ
ネ
立
て
、
定
植
。
二
ヶ
月
ほ
ど
た
っ
て

収
穫
が
始
ま
っ
た
ら
、
文
ち
ゃ
ん
ボ
カ
シ
（
米
ヌ
カ
ボ
カ
シ
）
を

通
路
に
反
当
た
り
一
〇
〇
〜
一
五
〇
㎏
ふ
り
始
め
る
。
初
期
に

は
農
薬
で
き
ち
ん
と
病
害
虫
を
抑
え
、
収
穫
が
ス
タ
ー
ト
し
た
ら

ボ
カ
シ
で
抑
え
る
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
の
頃
か
ら
葉
か
き
が
始
ま

り
、
葉
は
通
路
に
捨
て
て
い
く
。
す
る
と
通
路
に
カ
ビ
が
生
え
、

そ
の
胞
子
が
飛
ん
で
ト
マ
ト
や
ナ
ス
の

葉
や
実
に
付
着
、
病
原
菌
を
抑
え
て
く

れ
る
。
そ
の
効
果
は
お
よ
そ
一
ヶ
月
。

だ
か
ら
一
ヵ
月
お
き
に
文
ち
ゃ
ん
ボ
カ

シ
を
ふ
っ
て
い
く
。
前
の
記
事
の
安
村

さ
ん
ら
は
生
の
米
ヌ
カ
を
五
日
と
か
一

○
日
に
一
回
ず
つ
ま
い
に
い
た
が
、
西

さ
ん
の
や
り
方
だ
と
一
ヵ
月
に
一
回
で

す
む
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
前
に
も
書
い

た
よ
う
に
、
西
さ
ん
は
通
路
に
摘
葉
し

た
葉
っ
ぱ
を
捨
て
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
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米
ヌ
カ
で
病
害
虫
を
防
ぐ

西さんご愛用「セルカ」と「珪鉄」

西さんの米ヌカボカシのつくり方

文ちゃんボカシ（種ボカシ）

米ヌカ　　　　　300kg
バイムフード　　　 5kg（1袋）
セルカ 　　　　　60kg
水　　　　　　　 40l（夏は60l）

※これはちょうどバイムフード1袋でつ
くれる分量。あくまでも割合。西さん
は仲間の分までつくるので、毎月lt
ほどつくる

ボカシ（１反分）

セルカ 150kg
珪鉄 150kg
ナタネ粕 60kg
綿実粕 100kg
ダイズ粕 40kg
魚粉 100kg
文ちゃんボカシ 100kg



の
葉
っ
ぱ
（
有
機
物
）
を
エ
サ
に
し
て
微
生
物
が
絶
え
ず
活

動
し
続
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
樹
を
見
て
、
肥
料
が
切
れ
た
な
と
思
っ
た
ら
追
肥

を
す
る
。
西
さ
ん
の
追
肥
は
、
通
路
に
捨
て
ら
れ
た
葉
（
分

解
が
進
ん
で
し
ん
な
り
し
て
い
る
）
を
マ
ル
チ
の
下
に
投
げ

入
れ
、
い
つ
し
ょ
に
ボ
カ
シ
を
反
当
た
り
一
○
○
㎏
入
れ

る
と
い
う
も
の
。
ト
マ
ト
な
ら
芯
が
細
く
な
っ
て
き
た
と
き
、

ナ
ス
な
ら
芯
の
紫
色
が
薄
く
な
っ
た
と
き
を
目
安
に
追
肥
す
る
。

ア
ブ
ラ
ム
シ
や
ダ
ニ
も
減
る
！？

そ
れ
に
し
て
も
、
ボ
カ
シ
を
通
路
に
ま
い
て
病
気
を
防
ぐ
と
い

う
の
は
ま
っ
た
く
新
し
い
発
想
だ
。

「
私
が
そ
れ
を
確
信
し
た
の
は
、
こ
こ
三
、
四
年
で
す
。
一
〇
年

く
ら
い
前
、
元
肥
に
入
れ
た
ボ
カ
シ
が
余
っ
た
ん
で
通
路
に
ふ
っ
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た
ら
、
ト
マ
ト
の
青
枯
れ
と
い
っ
し
ょ
に
灰
カ
ビ
も
減
っ
た
ん
で

す
。
あ
あ
、
乳
酸
菌
や
放
線
菌
や
酵
母
と
か
が
病
原
菌
を
抑
え
る

と
い
う
の
は
本
当
だ
な
、
と
こ
の
と
き
実
感
し
た
ん
で
す
。
そ
の

後
、
同
じ
微
生
物
農
法
の
六
人
の
仲
間
で
つ
く
る
ハ
ウ
ス
ナ
ス
で
、

ど
う
も
自
分
だ
け
病
気
が
少
な
か
っ
た
。
も
し
か
し
た
ら
と
思
っ

て
、
仲
間
に
通
路
ヘ
ボ
カ
シ
を
ふ
っ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
や
っ

ぱ
り
病
気
が
減
っ
た
ん
で
す
」
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ハ
モ
グ
リ
と
ア
ザ
ミ
ウ
マ
に
も
効
く
!

西さんからこの防除法を聞いて実践、さらな
る効果をあげているのは佐賀県神埼町の牟田恵
之輔さん。牟田さんはナス農家で、西さんと同
じ島本微生物農法の仲間だ。
牟田さんは、セルカを加えて発酵させた米ヌ

カボカシを西さんと同じだけの量をふるが、通
路にふる間隔はまちまちで、「収穫が始まって
から気が付いたときにふる」程度。それでも菌
核病は確実に少なくなっている。それどころか、
マメハモグリバエとアザミウマも減る。とくに
ハモグリバエには効果バツグンだという。
これまではハモグリバエがまん延して、１週

間から10日に１回は農薬散布していたのが、こ
のやり方を始めて３年ほど、ほとんど農薬に頼
らなくてもよくなった。「通路やマルチの下に
はびこるカビがハモグリとアザミウマの蛹をカ
ビさせて殺すんじゃなかろか」。そういえば、
ハモグリバエもアザミウマも幼虫が土中に潜っ
て蛹になる。その蛹がカビの感染によって羽化
できなくなれば、害虫密度は減る。カビは病原
菌を抑えるだけじゃなくて、感染して虫も殺し
てしまう力をもっているのか。

追肥は通路でしなびている葉っ
ぱを熊手で集めて、マルチの下
に放り込む。ボカシもいっしょ
に入れて発酵させる
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「
ナ
ス
の
菌
核
は
、
茎
が
白
く
カ
ビ
て
か
ら
で
も
、
文
ち
ゃ
ん
ボ

カ
シ
を
塗
っ
て
や
る
と
止
ま
り
ま
す
。
カ
ボ
チ
ャ
の
ウ
ド
ン
コ
に

は
葉
っ
ぱ
の
上
か
ら
文
ち
ゃ
ん
ボ
カ
シ
を
ふ
っ
て
歩
け
ば
、
そ
れ

以
上
広
が
ら
ん
と
で
す
よ
」（
奥
さ
ん
）

こ
の
や
り
方
は
、
ま
ず
自
分
た
ち
家
族
の
身
体
に
安
全
だ
し
、

農
薬
散
布
が
減
っ
て
ラ
ク
に
な
る
し
、
野
菜
が
お
い
し
く
な
る
の

が
最
高
だ
と
夫
婦
で
絶
賛
し
て
い
る
。

「
そ
れ
に
こ
の
や
り
方
を
す
る
と
、
ノ
ダ
レ
（
ア
ブ
ラ
ム
シ
）
や

ダ
ニ
が
減
り
ま
す
。
通
路
や
マ
ル
チ
の

下
に
小
さ
な
虫
、
そ
れ
に
黒
い
ハ
チ
も

増
え
る
の
で
、
そ
れ
が
食
っ
て
く
れ
て

い
る
か
、
寄
生
し
て
い
る
ん
だ
と
思
い

ま
す
」

微
生
物
が
本
当
に
豊
か
に
な
る
と
、

病
気
も
害
虫
も
恐
れ
る
に
足
り
な
い
、

そ
ん
な
世
界
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
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米
ヌ
カ
で
病
害
虫
を
防
ぐ

西さんのハウスにはこんなダニがいっ
ぱいいる。通路の残渣やマルチの下に
潜んでいる。西さんによれば、「この連
中が夜とか曇天の日にはナスやトマトの
樹に登ってノダレ（アブラムシ）
やダニを食う」（赤松富仁撮影）


