
薬
用
作
物
の
サ
フ
ラ
ン

　

私
は
途
切
れ
か
け
て
い
た
、生し

ょ
う

薬や
く

サ
フ
ラ
ン
の
生
産

を
復
活
さ
せ
よ
う
と
、活
動
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
農
業
が
現
在
、農
業
従
事
者
の
高
齢
化
や
後

継
者
不
足
、耕
作
放
棄
地
の
増
加
な
ど
、数
多
く
の
問
題

に
直
面
し
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。し

か
し
、薬
用
植
物
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
知

る
人
は
あ
ま
り
い
ま
せ
ん
。薬
学
の
分
野
で
は
、漢
方
薬

原
料
の
こ
と
を
生
薬
と
呼
び
ま
す
。生
薬
と
は
、薬
用
植

物
の
薬
用
部
位
を
洗
っ
た
り
切
っ
た
り
し
て
か
ら
乾
燥

し
た
加
工
品
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。簡
単
に
、漢
方
薬
の

原
材
料
を
生
薬
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

こ
の
生
薬
は
現
在
、約
８
割
を
中
国
か
ら
の
輸
入
に
依

存
し
て
お
り
、日
本
で
の
生
産
量
は
１
割
強
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。医
薬
品
で
あ
る
漢
方
薬
の
原
料
を
特
定
の
国

に
依
存
す
る
状
況
は
、国
民
の
健
康
を
守
る
う
え
で
リ

ス
ク
に
な
り
ま
す
。

　

レ
ア
ア
ー
ス
問
題
を
覚
え
て
い
ま
す
か
？ 

２
０
１
０

年
頃
に
世
界
市
場
の
９
割
以
上
の
レ
ア
ア
ー
ス
を
生
産

し
て
い
た
中
国
が
輸
出
を
制
限
す
る
と
発
表
し
た
際
に
、

日
本
の
製
造
業
は
混
乱
に
陥
り
ま
し
た
。規
模
は
異
な

り
ま
す
が
、日
本
の
漢
方
薬
産
業
に
お
い
て
も
同
様
の

問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、「
生
薬
が
第
二
の
レ
ア
ア
ー
ス

と
な
る
可
能
性
も
示
唆
さ
れ（
特
産
種
苗
第
16
号
１
、２

頁
）」て
い
ま
す
。現
に
、「
価
格
面
で
は
数
年
前
の
数
倍

以
上
に
な
っ
て
い
る
生
薬
も
あ
り
、生
薬
の
価
格
高
騰

が
進
行
し
て
い
る（
前
出
資
料
）」状
況
で
す
。

　

日
本
で
の
生
薬
の
生
産
量
は
、需
要
に
対
し
て
１
割

強
の
状
況
で
す
。そ
の
原
因
は
農
業
問
題
と
同
様
で
あ

り
、薬
草
や
生
薬
の
先
行
生
産
地
で
あ
る
奈
良
県
や
富

山
県
な
ど
で
は
生
産
者
数
が
減
じ
て
い
ま
す
。薬
学
の

領
域
で
は
、生
薬
や
漢
方
薬
の
安
定
的
供
給
に
貢
献
す

る
た
め
、薬
用
作
物
の
栽
培
や
加
工
方
法
に
つ
い
て
調

査
・
研
究
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、薬
用
作
物
と
い
う

新
た
な
品
目
に
対
し
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
生
産
者
へ
の

栽
培
技
術
指
導
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
も
あ
り
ま
す
が
、私
は
静
岡
県
出

身
で
九
州
に
は
縁
は
あ
り
ま
せ
ん
。従
っ
て
２
０
１
２

年
に
九
州
保
健
福
祉
大
学
に
赴
任
し
て
き
た
際
に
は
、

ま
ず
は
九
州
の
薬
用
植
物
を
知
ら
な
い
と
い
け
な
い
と

思
い
、九
州
各
県
を
調
査
し
て
ま
わ
り
ま
し
た
。そ
の

時
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
の
が
、元
熊
本
大
学

薬
学
部
附
属
薬
用
資
源
エ
コ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

長
の
矢
原
正
治
先
生
で
、「
大
分
県
竹
田
市
で
サ
フ
ラ
ン

の
栽
培
・
生
産
を
し
て
い
る
か
ら
見
て
き
た
ら
」と
御

教
授
い
た
だ
き
ま
し
た
。サ
フ
ラ
ン
と
は
、薬
用
植
物

サ
フ
ラ
ン
の
雌
し
べ
を
乾
燥
し
た
も
の
で
、香
辛
料
と

し
て
使
用
さ
れ
る
ほ
か
女
性
の
月
経
不
順
や
月
経
前
に

気
分
が
落
ち
込
む
Ｐ
Ｍ
Ｓ
と
呼
ば
れ
る
症
状
に
対
し
て

使
用
さ
れ
る
生
薬
で
も
あ
り
ま
す
。

　

早
速
、竹
田
市
の
農
協
に
問
い
合
わ
せ
、元
サ
フ
ラ
ン

生
産
部
会
長
の
渡
部
親
雄
氏
を
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

渡
部
氏
か
ら
は
、竹
田
市
で
は
１
９
０
３
年
か
ら
サ
フ

ラ
ン
の
栽
培
が
開
始
さ
れ
、国
内
生
産
量
の
ほ
と
ん
ど

を
占
め
て
い
る
こ
と
、生
産
者
の
高
齢
化
、生
産
者
の
人

数
や
生
産
量
が
減
っ
て
い
る
こ
と
、後
継
者
が
い
な
い

大
学
と
農
業
生
産
者
が
タ
ッ
グ
を
組
み

希
少
な
国
産
生
薬
の
サ
フ
ラ
ン
を
生
産

宮
崎
県
延
岡
市

九
州
保
健
福
祉
大
学
薬
学
部

渥
美 

聡
孝
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こ
と
な
ど
か
ら
、こ
の
ま
ま
で
は
先
人
が
培
っ
て
き
た

栽
培
法
が
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、と
い
う

心
配
を
抱
え
て
い
る
こ
と
な
ど
を
伺
い
ま
し
た
。渡
部

氏
は
後
継
者
が
い
な
い
危
機
感
か
ら
、日
本
の
ど
こ
で

も
い
い
か
ら
竹
田
の
栽
培
法
を
受
け
継
い
で
欲
し
い
と
、

本
来
で
あ
れ
ば
門
外
不
出
と
も
言
え
る
サ
フ
ラ
ン
の
栽

培
法
を
快
く
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

「
竹
田
式
栽
培
法
」を
継
ぐ

　

サ
フ
ラ
ン
は
海
外
と
日
本
で
栽
培
方
法
が
異
な
り
ま

す
。ま
ず
、サ
フ
ラ
ン
の
生
活
環
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

サ
フ
ラ
ン
は
地
中
海
東
部
沿
岸
が
原
産
と
さ
れ
、乾
燥

し
た
気
候
・
土
壌
を
好
む
植
物
で
す
。球
茎
で
増
え
る

植
物
で
、球
茎
を
植
え
て
お
く
と
10
月
ご
ろ
か
ら
花
芽

と
葉
を
出
し
、翌
年
５
月
ご
ろ
ま
で
光
合
成
や
栄
養
繁

殖
を
し
ま
す
。３
倍
体
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お

り
、花
は
咲
き
ま
す
が
種
が
で
き
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。サ
フ
ラ
ン
の
薬
用
部
位
は
柱
頭（
雌
し
べ
）で
あ
り
、

10
～
12
月
に
咲
く
花
を
ち
ぎ
り
、ひ
と
つ
ひ
と
つ
手
作

業
で
雌
し
べ
を
収
穫
し
て
い
き
ま
す
。

　

世
界
最
大
の
サ
フ
ラ
ン
生
産
国
で
あ
る
イ
ラ
ン
で
は

露
地
栽
培
方
式
で
あ
り
、一
年
中
球
茎
が
土
に
植
わ
っ

た
状
態
で
す
。収
穫
者
は
毎
日
畑
を
歩
い
て
花
を
ち
ぎ

り
、家
や
作
業
小
屋
の
中
で
花
か
ら
雌
し
べ
を
収
穫
し

て
い
き
ま
す
。一
方
で
、日
本
の
気
候
は
原
産
地
と
異
な

り
、雨
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
す
。そ
の
た
め
、イ
ラ
ン

と
同
様
に
球
茎
を
植
え
っ
ぱ
な
し
に
し
て
お
く
と
、土

壌
湿
度
の
高
さ
に
よ
っ
て
病
気
が
発
生
し
、球
茎
が
腐

敗
し
て
し
ま
い
ま
す
。竹
田
市
の
記
録
で
も
、栽
培
の
黎

明
期
で
は「
全
滅
し
た
」な
ど
の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

原
産
地
と
日
本
と
の
気
候
の
差
を
解
消
し
た
の
が

「
竹
田
式
サ
フ
ラ
ン
栽
培
法
」に
な
り
ま
す
。日
本
で
多

雨
多
湿
と
な
る
梅
雨
前
に
、露
地
で
栽
培
し
て
世
代
交

代
し
た
サ
フ
ラ
ン
を
収
穫
し
、球
茎
を
室
内
の
土
蔵
の

中
で
保
管
し
ま
す
。水
分
管
理
を
し
な
く
て
も
、も
と
も

と
サ
フ
ラ
ン
は
乾
燥
に
強
い
た
め
干
上
が
っ
て
し
ま
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
ま
ま
秋
口
ま
で
室
内
保
管

し
て
い
る
と
９
～
10
月
ご
ろ
に
花
芽
が
上
が
っ
て
き
て

開
花
し
ま
す
。開
花
す
る
の
に
、土
・
水
を
必
要
と
し
な

い
の
で
す
。室
内
で
開
花
す
る
と
い
う
特
徴
に
よ
っ
て

露
地
栽
培
と
比
べ
て
高
密
度
で
開
花
し
て
い
る
た
め
作

業
効
率
も
ア
ッ
プ
し
ま
す
。立
っ
た
状
態
で
収
穫
で
き

る
た
め
、作
業
負
担
も
少
な
い
と
い
う
の
も
特
徴
で
す
。

さ
ら
に
、サ
フ
ラ
ン
の
主
要
成
分
は
水
溶
性
で
光
に
弱

い
た
め
、開
花
し
て
雌
し
べ
に
雨
が
当
た
っ
た
り
日
光

渥美 聡孝　あつみ としゆき 延岡産サフラン
1982年静岡県生まれ。金沢大学薬
学部で薬用植物学・生薬学を学び、
2012年より宮崎県延岡市の九州
保健福祉大学薬学部薬学科に赴任。
みずからの専門分野である生薬の
国内自給問題の解決と、大学がある
メリットを地域の人に還元するこ
とをめざし、薬用植物の栽培研究お
よび薬用作物の産地化指導に取り
組む。宮崎県内の企業と薬用植物
を使った商品開発にも積極的に取
り組んでおり、生産者に利益を還元
できる体制づくりをめざしている。

漢方薬原料である生薬は国内自
給率が12％程度であり、第二のレ
アアースとなる可能性が示唆され
ている。生薬の国産化と耕作放棄
地や遊休農地の解消のため、宮崎
県延岡市において冬期の水田を
活用できるサフランについて栽培
と生産を開始。延岡市の特徴でも
ある、大学の薬学科が介在するこ
とで栽培研究や医薬品規格での
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携によって高品質なサフランの生
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が
当
た
っ
た
り
す
る
と
品
質
が
低
下
し
ま
す
が
、室
内

で
あ
れ
ば
こ
れ
ら
の
心
配
が
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
よ
う

な
栽
培
の
特
徴
に
よ
っ
て
、竹
田
市
の
先
人
た
ち
は
世

界
で
も
最
高
品
質
の
サ
フ
ラ
ン
を
生
産
す
る
方
法
を
編

み
出
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
特
徴
的
な
栽
培
法
を
次
世
代
に
残
す
た
め
、私

は
大
学
教
員
と
し
て
栽
培
方
法
の
調
査
を
開
始
し
ま
し

た
。サ
フ
ラ
ン
の
栽
培
地
に
１
年
を
か
け
て
通
い
、土
づ

く
り
か
ら
管
理
、収
穫
の
仕
方
に
つ
い
て
一
緒
に
作
業

を
し
て
修
得
し
、論
文
と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。し
か
し
、

論
文
と
し
て
ま
と
め
る
だ
け
で
は
生
き
た
情
報
と
し
て

生
産
方
法
が
残
り
ま
せ
ん
。私
は
大
学
の
あ
る
延
岡
市

で
産
地
化
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

と
考
え
ま
し
た
。

大
球
茎
め
ざ
し
生
産
者
が
研
究

　

先
述
の
レ
ア
ア
ー
ス
問
題
が
起
こ
っ
た
２
０
１
０
年

頃
か
ら
、漢
方
薬
原
料
で
あ
る
生
薬
の
輸
入
価
格
が
上

昇
し
、ま
た
第
二
の
レ
ア
ア
ー
ス
と
い
う
話
題
が
上
が

っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
と
き
は
厚
生
労

働
省
や
農
林
水
産
省
も
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ポ
ー
ト
を
し
、

薬
用
作
物
を
国
産
化
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
活
性
化
し

て
き
た
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。私
は
薬
用
作
物
栽
培
の

話
を
延
岡
市
役
所
に
持
ち
込
み
、市
職
員
の
努
力
に
よ

っ
て
サ
フ
ラ
ン
を
主
軸
と
し
た「
薬
用
作
物
部
会
」が

設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、問
題
点
が
あ
り
ま
し
た
。サ
フ
ラ
ン
に
つ
い

て
は
竹
田
市
で
学
ん
で
き
た
た
め
、私
自
身
、栽
培
方

法
は
あ
る
程
度
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、そ
れ
以
外
に
ど

ん
な
薬
用
作
物
を
生
産
す
る
の
か
、な
ど
の
具
体
的
な

ア
イ
デ
ア
に
欠
け
て
い
ま
し
た
。最
終
的
に
、サ
フ
ラ
ン
、

ム
ラ
サ
キ
、ヤ
マ
ト
ト
ウ
キ
、ミ
シ
マ
サ
イ
コ
、カ
ラ
ス

ビ
シ
ャ
ク
な
ど
の
複
数
の
薬
用
植
物
の
栽
培
を
し
ま
し

た
が
、残
っ
た
の
は
サ
フ
ラ
ン
だ
け
で
し
た
。他
の
作

物
が
続
か
な
か
っ
た
原
因
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

一 　

生
産
者
に
と
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
植
物
で
な
い
た

め
、一
般
管
理
に
戸
惑
い
が
あ
っ
た（
生
産
者
が
受

け
身
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
）。

二 　

薬
草
に
使
っ
て
も
ら
え
る
ほ
場
は
耕
作
放
棄
地
や

遊
休
農
地
が
多
く
、雑
草
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

三 　

収
穫
に
使
用
で
き
る
農
業
機
械
が
無
く
、手
作
業

に
よ
る
収
穫
の
負
担
が
大
き
か
っ
た
。

四 　

野
菜
な
ど
と
は
異
な
り
、洗
浄
や
乾
燥
と
い
っ
た

今
ま
で
に
な
い
加
工
が
必
要
だ
っ
た
。

五 　

野
菜
の
場
合
は
消
費
者
か
ら「
お
い
し
か
っ
た
」な

ど
の
声
掛
け
に
よ
る
達
成
感
が
あ
る
が
、薬
用
の
場

合
は
消
費
者
と
の
距
離
が
遠
く
て
良
品
の
イ
メ
ー
ジ

や
仕
事
の
意
欲
が
湧
き
に
く
か
っ
た
。

六 　

思
っ
た
よ
り
買
取
金
額
が
安
か
っ
た
。

な
ど
で
す
。こ
の
問
題
は
薬
用
作
物
に
取
り
組
も
う
と

す
る
と
ど
の
自
治
体
で
も
発
生
し
得
る
ポ
イ
ン
ト
で
、

あ
ら
か
じ
め
対
策
が
必
要
だ
と
は
思
い
ま
す
。

　

サ
フ
ラ
ン
は
、ほ
場
に
植
え
る
時
期
が
冬
の
間
で
あ

り
、水
田
の
裏
作
と
し
て
農
地
の
効
率
的
利
用
に
つ
な

が
る
こ
と
、雑
草
の
管
理
が
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
こ

と
に
加
え
、農
福
連
携
に
よ
っ
て
最
も
時
間
が
か
か
る

花
摘
み
や
雌
し
べ
の
収
穫
作
業
を
福
祉
作
業
所
に
委
託

で
き
た
こ
と
か
ら
、サ
フ
ラ
ン
は
生
産
者
に
受
け
入
れ

や
す
い
品
目
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。し
か
し
、サ
フ
ラ

ン
の
栽
培
・
生
産
に
つ
い
て
も
、当
初
か
ら
順
風
満
帆

だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。サ
フ
ラ
ン
の
生
産
で

は
球
茎
の
大
き
さ
が
、サ
フ
ラ
ン（
雌
し
べ
）の
収
量
に

影
響
を
与
え
ま
す
。近
年
で
は
栽
培
先
進
地
で
あ
る
竹

田
市
で
も
球
茎
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、球
茎

肥
大
方
法
を
確
立
す
る
こ
と
は
大
き
な
課
題
で
す
。当

初
は
延
岡
市
で
も
、球
茎
が
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
う
生

産
者
が
多
く
、サ
フ
ラ
ン（
雌
し
べ
）の
生
産
は
困
難
を

き
わ
め
ま
し
た
。そ
う
し
た
中
で
、大
き
な
球
茎
を
作

る
生
産
者
の
も
と
に
部
会
員
が
集
ま
り
、議
論
す
る
こ

と
で
徐
々
に
大
き
な
球
茎
を
作
る
こ
と
が
で
き
て
き
ま

し
た
。私
も
研
究
者
と
し
て
海
外
の
生
産
方
法
を
参
考

に
栽
培
研
究
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。そ
の
結
果
、い
ま

で
は
１
０
０
㌘
近
い
球
茎（
普
通
は
30
㌘
前
後
）を
作

る
生
産
者
が
出
て
く
る
な
ど
、サ
フ
ラ
ン
生
産
に
重
要

な
、球
茎
肥
大
の
方
法
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　

現
在
、延
岡
産
サ
フ
ラ
ン（
商
品
名
：
延
岡
ひ
な
た
サ

フ
ラ
ン
）は
、宮
崎
市
の
鮮
魚
会
社
を
通
じ
て
宮
崎
県

内
や
大
都
市
圏
の
ホ
テ
ル
・
レ
ス
ト
ラ
ン
を
中
心
に
販

売
を
し
て
い
ま
す
。将
来
的
に
は
医
薬
品
と
し
て
も
販

売
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、ま
と
ま
っ
た
量
が
必

要
と
な
る
た
め
、ま
ず
食
品
か
ら
販
売
を
ス
タ
ー
ト
し

て
い
ま
す
。し
か
し
食
品
で
販
売
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、

品
質
に
妥
協
は
し
ま
せ
ん
。サ
フ
ラ
ン
は
見
た
目
で
は

品
質
が
判
断
で
き
ず
、粗
悪
品
や
合
成
着
色
料
の
存
在

を
消
費
者
が
鑑
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。大
学
薬
学

科
の
特
徴
は
、分
析
機
器
や
道
具
が
揃
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
り
、品
質
鑑
定
は
得
意
分
野
で
す
。上
述
の
農
福

連
携
に
加
え
薬
学
も
介
在
し
た
農
福
薬
連
携
を
展
開
で

き
る
こ
と
が
、医
療
・
福
祉
の
総
合
大
学
を
有
す
る
延

岡
市
に
お
け
る
薬
草
事
業
の
特
徴
と
も
言
え
ま
す
。延

岡
ひ
な
た
サ
フ
ラ
ン
は
生
産
ロ
ッ
ト
毎
に
大
学
で
成
分

分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
で
品
質
を
担
保
で
き
る
こ
と
が

強
み
で
あ
り
、地
域
に
あ
る
大
学
と
し
て
地
元
の
た
め

に
で
き
る
取
り
組
み
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。 
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次号予告
特集は、「世界基準の有機農業」を予定。農林水産省は2021年５月に「みど
りの食料システム戦略」を打ち出し、その中で耕地面積に占める有機農業
の比率を、50年までに25％にするという意欲的な目標を掲げました。目標
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法を営んできた農業者が有機農業に取り組むにはどうすればいいのか。そ
の具体策について紹介します。
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