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前回講義の要点

• 農業農村工学／農業土木の歴史
– 農業農村工学概説
– （資格試験のための農業農村工学必携）

• 国際農業開発プロジェクト
– （農地環境工学（第２版） p.288-300 ）
– 農業農村開発に関する世界の新しい情報
– 海外情報誌 ARDEC

• http://www.jiid.or.jp/ardec/ardec56/index.html

灌漑排水と農地整備 ＋地域の開発・保全

http://www.jiid.or.jp/publish/ARDEC.html
http://www.jiid.or.jp/ardec/ardec56/index.html


前回のレポート課題の講評
２０５０年までに実現したい地域の姿
をパワポ１枚にして提出しなさい。

• アイディアが意外に陳腐
– 既に実現しているのが多い
– もっと型破りで良い

• 都市型の農業
– 農村を知らな過ぎるもっと現場を見る
– 都市と農村のバランスを考える
– 著作権

• 世界の農業
– 発展途上国の農村開発が重要
– 国際開発農学の使命みんなガンバレ！

•スマート農業コレクション

http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/research/jit/


今日のテーマ：地域の課題にどう取り組むか？



飯舘村の農業農村の再生

溝口勝

大学院農学生命科学研究科（教授）

認定NPO法人ふくしま再生の会（副理事長）
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6
引用：菅野宗夫氏の講演スライド



飯舘村の場所

http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/3252e06
11ebc1eabd36195cede8a2231



日本国内の放射線量 2015年11月現在

http://fukushima-radioactivity.jp/world-mapsearch.php

http://fukushima-radioactivity.jp/world-mapsearch.php


放射性セシウムの濃度(2011.5.24)
実線：不耕起水田，破線：耕起水田

塩沢ら：福島県の水田土壌における放射性セシウムの深度別濃度と移流速度,
RADIOISOTOPES誌，８月号，2011 より引用 9



反転耕水による土壌撹拌・除去

表土削り取り

農地除染対策の技術書概要
【調査・設計編、施工編】

平成２４年８月

農地の除染法
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2015年5月 https://www.facebook.com/FukushimaSaisei

飯舘村の現状

https://www.facebook.com/FukushimaSaisei


中山間地の水田
雑草イノシシ

http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/fsoil/PAWEES131030.pdf

掘り返された農地





農家自身でできる
農地除染法の開発
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飯舘村小宮地区での稲刈風景
2013.10.6

飯舘村小宮地区での田植え風景
2013.5.26



飯舘村ーNPO法人ー大学の連携

農学生命科学研究科
（農学部）

RI施設

福島復興農業工学会議 サークル
までい

農業委員会

住民との信頼関係 15



田車による除染実験（2012年4月）
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までい工法（実践）

2012.12.1

汚染土の埋設

よいとまけ（土の締固め）
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泥水強制排水法 （小宮, 2013.5.18）

18
定点カメラ画像(2013.7.6)

（動画）
土壌採集

正面（その１）、正面（その２）
側面

file:///C:/Users/mizo/Videos/2013-06-22/404.MOV
file:///C:/Users/mizo/Videos/2013-06-22/393.MOV
file:///C:/Users/mizo/Videos/2013-06-22/394.MOV
file:///C:/Users/mizo/Videos/2013-06-22/395.MOV


除染土壌の処理実験

洗い流した泥水を溝に蓄積しておき、干上がった後に溝の底と側面の土
壌をサンプリングして深度別に放射能測定した結果。

セシウムは土の中に浸みこまない。
19



土の濾過機能

泥水は砂の層を通るだけで透明になって出てくる。放射性セシウムのほとんどは粘土粒子に
強く吸着（固定）されているので、セシウムだけが水中に溶け出ることはない。

農地の下の土はこの実験の砂の層よりも厚い上に、砂よりも細かい粒子で構成されているこ
とが多いので、放射性セシウムを固定した粘土はそれらの粒子の間に次々に捕捉される。20

http://www.youtube.com/watch?v=J3fHtWNLXh4&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=J3fHtWNLXh4&list=UL
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イネの作付実験 （H24～）



イネの栽培試験（H24年度）

交換性カリ（K2O）を20㎎/100ｇ乾燥土壌以上に保つ

白米の放射性セシウム濃度は、すべて10Bq/kg以下
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2012年

2013年

佐須
前田
（小宮）



汚染表土を埋設した
水田土層内の放射線測定
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○溝口勝1, 3 ・板倉康裕2・菅野宗夫3・田尾陽一3

1東京大学大学院農学生命科学研究科
2（有）ミサオネットワーク

3認定ＮＰＯ法人ふくしま再生の会

2015.9.2
農業農村工学会

@岡山大学



汚染土は素掘りの穴に埋めれば良い

50cmの深さに埋めれば放射線量は1/100 ～ 1/1000 になる

Depth (cm)

宮崎(2012)より引用



方法
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2013年度
福島県飯舘村佐須滑の水田

（約8m×16m）

までい工法による汚染土の埋設
2014.5.18

汚染表土埋設
・水田の中央に帯状

（幅2m, 長さ16m, 深さ50-80cm）
・非汚染土で覆土



• 土壌くんの兄弟（姉妹？）
– 観測孔内の放射線を簡便に
測定する測定器

• 土壌くん
– GM管を1cmの鉛板で
挟んで水平に4本配置

– 深さ8cmの土壌放射線
量を2cm間隔で測定

– 測定時間 3分

• 長尺くん
– GM管を鉛板なしで鉛直に10
本配置

– 深さ1mの放射線量を10cm
間隔で測定

– 測定時間 3分 27

放射線測定器（長尺くん）



配置図

・帯状（幅2m,長さ16m,深さ50-80cm）に汚染表土を埋設(2012年12月）

・埋設汚染土の周囲に放射線・地下水位・土壌センサを埋設

200 cm

50 cm

80 cm

150 cm

Cs-soil

Cover soil

VP tube



埋設汚染土は安全なのか？

NPOによる田植え (2014.6.1)



水田土層内の
放射線量

30

• 埋設汚染土層の下の
方（130cm付近）の方
が表土層よりも小さい
– 放射性Csの移動がない

• 表土層よりも空気中の
上方の方が大きい
– 水田周辺の山など影響

D
ep

th
 (

cm
)

Radiation (cpm: count per min)

2015.3.21の実測値



データ解析（基礎式）

図1．測定点と地表の放射性物質の位置関係

（参考）空間線量率の計算
2011年6月 (2011年7月追加)
京都市立芸術大学 藤原隆男
http://w3.kcua.ac.jp/~fujiwara/nuclear/air_dose.html

𝐼 𝑟, ℎ =  
𝑎

𝑏 𝑝𝑒−𝜇 (𝑟−𝑐)2+ℎ2

4𝜋 (𝑟 − 𝑐)2+ℎ2
2𝜋𝑟𝑑𝑟𝐼 =  

0

∞ 𝑝𝑒−𝜇 𝑟2+ℎ2

4𝜋 𝑟2 +ℎ2
2𝜋𝑟𝑑𝑟

r: 汚染土壌の半径
h: GM管検出位置
a: 土壌くんの半径
b: 汚染土壌の最大有効半径
c: GM管の検出長さパラメータ

p: 地表面の土壌の汚染濃度



土層内放射線量のシミュレーション
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𝐼 ℎ =  
𝑎

𝑏 𝑝𝑒−𝜇 𝑥2+(𝑦−ℎ)2

4𝜋 𝑥2 + (𝑦 − ℎ)2
2𝜋𝑥𝑑𝑥

𝑥：地表面上のパイプ中心から水平向きの半径(cm)
𝑦：鉛直上向きの距離(cm)
ℎ：パイプ中心にある GM管の位置(cm)
𝜇：放射線の減衰係数

（土壌：50cmで1/100，空気：0と仮定）
𝑝：汚染土の濃度
𝑎：パイプの半径(5cm)
𝑏：埋設汚染土の半径(cm)



エクセルによる近似計算

デモ

33

../../../研究/福島放射線/農工会議/iitate-1/土壌放射線測定/放射線モデル/Soil_radiation_calculation(choshaku)150530demo.xlsm
../../../研究/福島放射線/農工会議/iitate-1/土壌放射線測定/放射線モデル/Soil_radiation_calculation(choshaku)150530demo.xlsm
../../../研究/福島放射線/農工会議/iitate-1/土壌放射線測定/放射線モデル/Soil_radiation_calculation(choshaku)150530demo.xlsm


水田土層内の
放射線量
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• 埋設汚染土層の下の
方（130cm付近）の方
が表土層よりも小さい
– 放射性Csの移動がない

• 表土層よりも空気中の
上方の方が大きい
– 水田周辺の山など影響



飯舘村の居久根（屋敷林）
内における空間線量率の測定

35

○溝口勝1・板倉康裕2

小原壮二3・高橋正二3 ・田尾陽一3 

1東京大学大学院農学生命科学研究科
2（有）ミサオネットワーク

3認定ＮＰＯ法人ふくしま再生の会

2016.9.1 農業農村工学会@仙台
2016.9.24 放射線計測勉強会＠郡山



居久根（イグネ）

36
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気象計

気温・相対湿度・
降水量・風向風速

【Cs濃度測定】
・落葉（L層）
・腐葉土（F層）
・土壌（A層）

2016年1月に10m間隔

で放射線計を格子状に
４台（ABCD）を設置

1m高さの空間線量率
をモニタリング



各層の放射性Cs濃度(kBq/kg湿)
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数字は土壌5cmの
平均Cs濃度

Csの多くが表層の腐葉土に留まり土壌中への移動していない

2016年4月＠比曽，飯舘村



イグネの除染実験
2016年6-8月＠比曽，飯舘村

詳細（ポスター）

イグネ内の環境モニタリング

←除染作業（動画クリック）

https://www.youtube.com/watch?v=vWDOZepp-sw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vWDOZepp-sw&feature=youtu.be
http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/poster/sp16.pdf
http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/poster/sp16.pdf
http://ns2.misao.co.jp/hiso/


除染後の農地の課題

飯舘村松塚地区 （2015年3月）

40（2015年9月）



排水不良

https://www.youtube.com/watch?v=1YlaKdTu8kg
https://www.youtube.com/watch?v=1YlaKdTu8kg




全村田畑の

土壌硬度分布（圃場内のばらつき）

https://script.google.com/macros/s/AKfycbyH6ZSuWvi6Q6uRHiz_pgb9qOem0fdiq-iKI2YAwJnPH_xbOKMS/exec
https://script.google.com/macros/s/AKfycbyH6ZSuWvi6Q6uRHiz_pgb9qOem0fdiq-iKI2YAwJnPH_xbOKMS/exec


暗渠排水 （日本が誇る究極のSDGｓ）

粗朶切りー飯野町日向 (2018.4.21-22)

暗渠工事ー飯舘村松塚地区 (2018.4-28-29)

http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/lecture/underdrain180428.pdf
http://data01.x-ability.jp/FieldRouter/vbox0160/
http://data01.x-ability.jp/FieldRouter/vbox0160/


ICT営農管理システムで地域復興

• 農地モニタリング
– ハウス栽培
– 農地・作物
– 放牧牛

• ICTインフラ整備
– 通信特区

• 合宿所
– 若者を呼び込む

• 人材育成
– 学習塾

牛の放牧地＠飯舘村松塚地区 (2018.5.6)

http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/monitoringsite.html
http://data01.x-ability.jp/FieldRouter/vbox0160/


農業再生に向けて
ふくしま再生の会活動報告会(2013.2.22)で提案

• 飯舘三酒
– 飯舘大吟醸
– 飯舘芋焼酎
– 飯舘濁酒

• 飯舘特産農産物
– 飯舘特産の肴（さかな）
– 伝統的な味付けを活かした調理法

• 海外展開と消費者との連携
– Fukushima/Iitateブランド
– 徹底した品質管理（Global-GAP）
– レシピの開発

46
農学科と家政科との連携



子どもたちに対する農学教育

博物館での土の教育(2015.8.2)

http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/jst_sc/150802-3/150802lec.pdf
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/12/post_12703.html
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/12/post_12703.html


現地土壌博物館

松塚 (2015.10.11)

松塚土壌博物館(2018.4.29)

松塚 (2018.2.11)



支援体制
地域住民-NPO-学生の連携

• 生きがいサポート

–飯舘花壇

• 情報発信



生産者と消費者をつなげる

学生の報告をもとに、24名の参加者が
思い思いの意見を述べてくれました。

横浜の地産地消レストラン「ハチマル・ハチマル」
店長で「金川食べる通信」編集長の赤木さん

（資料提供：フェリス女学院大学高雄先生）



学生の現場見学会

51
東大五月祭対話集会

(2013.5.19) 東大農学部の学生見学会(2012.10.6)

東大農学院生の調査 (2013.2.6)



活動の記録
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文部科学省原子力基礎基盤戦略研究イニシア
ティブ「原子力と地域住民のリスクコミュニケーショ
ンにおける人文・社会・医科学による学際的研究」
(研究代表者:中川恵一)成果報告書

自分の農地を自身で除染したい百姓魂

http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/media/J83_150331.pdf
http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/media/J83_150331.pdf
http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/media/150831mizo.pdf
http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/media/150831mizo.pdf
http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/media/150831mizo.pdf
http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/media/150831mizo_raw.pdf
http://www.iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp/mizo/edrp/fukushima/media/150831mizo_raw.pdf


課題

前回のレポート課題「 ２０５０年までに実現したい地域
の姿」の作品の中から２つ選んで、それぞれについて

– そのアイディアの良い点

– さらにより良いレポートにするためのアドバイス

をA４で１枚にまとめて提出しない。

ファイル名：氏名

締切： 2018年5月24日（木）11:59

提出先： iae-report@iai.ga.a.u-tokyo.ac.jp



試験情報

• 試験日： 5月29日

• 予想問題（溝口担当分）

–国際農業工学とICT農業（IoT農業）に関する記述

–原発事故後の地域復興に関する方策


