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　農業環境におけるリスクを広義にとらえると、さまざまな関連することがらが浮かびます。
地球温暖化やそれに伴う極端な気象は、農作物の収量や品質に影響するだけでなく、土壌侵
食や砂漠化などにより耕作可能な土地の減少を引き起こします。外来生物のなかには、農耕
地に侵入・定着・まん延して農作物の収量や品質に影響をもたらすものや、河川や湖沼に拡
がって用水路の通水や漁業に悪影響を及ぼすものもあります。少子高齢化は、農業従事者の
減少や耕作放棄地の増加の要因となるし、世界の人口増加や食文化の変化は、農作物の輸出
入を介して穀物価格の変動に結びつき、輸入大国の日本ではその影響は極めて大きいと予想
されます。
　化学合成農薬（以下、農薬とする）は、わが国の生物多様性国家戦略において、第３の危
機、すなわち人間が持ち込んだ生態系攪（かく）乱の危害要因（ハザード）として位置づけ
られています。農薬は、土壌に吸着して農耕地にとどまるだけでなく、時に降雨などによっ
て土壌中を縦横に移動し、水系に入ればその流れに沿って動き、大気に拡散すれば風任せで
浮遊します。また、環境中で分解・消失する一方、一部は生物に取り込まれ、その成育に影
響を与えたり、食物連鎖によって高次捕食者に生物濃縮されたりします。そのため、農薬の
登録に際しては、農作物を食べるヒトの健康への影響はもちろん、環境中の生物に対する毒
性などの生態系影響まで、幅広いリスクを想定した審査がおこなわれます。
　ところで、Connell は 1978 年に「中規模攪乱仮説」を提唱しました。これは、種の多様性
が最も大きくなるのは、人為的または自然による攪乱が中程度の場合であるというものです。
実際、刈払いや放牧のような人為的攪乱が適度におこなわれる二次的または半自然草地は、
在来種の宝庫になっていますが、これらの頻度が高すぎると生物多様性が減少してしまいま
す。一方、何もしないで放置すれば、競合力が強い植物が優占するため、やはり生物多様性
は減少してしまいます。つまり、攪乱は程度によって、生物多様性に対してプラスにもマイ
ナスにもなるのです。
　農薬に限らず、リスクの要因である多くのハザードは、良い面も合わせもっています。ま
た、リスクを回避するための安全策やより良い効果を求めるための対策には、多くの場合は

副作用があります。リスクトレードオフとよ
ばれる関係です。
　実効性のある技術開発に向けた研究では、
それがもたらす現象が人為的に制御可能かど
うかを見きわめ、リスクとベネフィットの両
面からそれらの特性を俯瞰（ふかん）的かつ
バランス感覚を持って把握する必要がありま
す。農業環境におけるさまざまなリスクを低
減し、持続可能な農業を実現するために、こ
のような問いかけをたえず続けながら研究を
進めています。
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農業環境とリスク研究

マウスなどの動物実験から得られた結果を、横軸に摂取量（用量）、縦軸

に反応をとってプロットすると用量-反応曲線が得られます。（統計的有

意な）影響が見られなかった用量のうち最大のものを無影響量（no 

observed adverse effect level, NOAEL）、影響が見られた最低の用量を最

低影響量（lowest observed adverse effect level, LOAEL） とします。こ

れを不確実性係数（uncertainty factor, UF）で割って、耐容一日摂取量

（tolerable daily intake, TDI）などを求めます（農薬などでは耐容→受容

と言葉が変わりますが基本的に同じ概念です）。不確実性係数はマウスの

結果を人間に外挿するための10（人間はマウスの10倍弱いと仮定する）、

人間の個体差を考慮した 10（感受性の差が化学物質に強い人と弱い人

で 10 倍程度あると仮定する）などを用います。

図１　化学物質の有害性評価の基本的な概念図

「リスク」という言葉はよく見聞きするわりに、きちんと

した定義を問われれば言葉に詰まる人が多いのではない

でしょうか。似た概念として「安全」という言葉があります。

リスクと安全はどう違うのでしょうか。ここではその定義

について簡単に説明したいと思います。

リスク＝ 結果の重大さ × 発生確率

　リスクは基盤として「結果の重大さ × その発生

確率」と表現されます。例えば、破局的噴火や小

惑星衝突など、その結果は重大だけど発生確率は

低いという性質のものがあります。東日本大震災

やリーマンショックもその一つでしょう。反対に、

蚊にさされたり紙で指を切ったりなど、その結果

はささいだけれど発生確率は高いという性質のも

のもあります。これらは性質が大きく異なるもの

の、ともに「リスクは低い」と表現されることに

なります。また、結果の重大さを「人の死」等に

固定すると、単に発生確率でリスクを計算できる

ようになります。例えば、2017 年の交通事故によ

る年間死者数は 3694 人でした（警察庁統計）。こ

れを 2017 年末時点の人口 1 億 2660 万人で割ると

10 万人あたりの年間死者数 2.9 人となります。ま

た、2000 ～ 2009 年の落雷による年間平均死者数

は 3.0 人（警察白書）ですので、同様に 10 万人あ

たりの年間死者数は 0.0024 人と計算されます。交

通事故による死亡リスクは雷の 1208 倍ということ

になります。

化学物質のリスク

　基本概念は前述のとおりですが、具体的なリス

クのとらえ方は分野ごとに異なります。例えば化

学物質のリスクは、有害性 × 曝露（ばくろ）量で

表現されます。食塩でいえば、半数致死量 =150 g/

人であり、これは一度に 150 g の塩を食べると半

分のヒトが死ぬという意味です。これが有害性の

強さです。また、平均的に日本人は男性で 11 g、

女性で 10 g 程度の食塩を摂取しており、これが曝

露量になります。この曝露量は半数致死量を下回っ

ているので、食塩の急性中毒でヒトがバタバタと

死ぬおそれはない、ということになります（ただ

し慢性的には高血圧の原因となります）。また、リ

スクを減らすには、有害性か曝露量のどちらかを

減らせばよいことになります。有害性を減らすに

は他の有害性の低い調味料に変えたり、曝露量を

減らすには食塩の摂取量を減らせばよいのです。

　次に化学物質のリスク評価について、もう少し

実務的な側面を見ていきます。図 1に示すのは用量

- 反応曲線と呼ばれるものです。化学物質の有害性

評価においてはマウスなどを用いた動物実験を行

うのが一般的です。化学物質の摂取量が増加して

いくと反応（悪影響を示した個体の割合）が増加

していく様子がプロットされています。無影響量

が決定されると、不確実性係数で割って耐容一日

摂取量が算出されます。これを超えなければヒト

に実質的な悪影響はないものと判断されますので、

これを超えないように環境や食品中含有量に基準

生物多様性研究領域　化学物質影響評価ユニット
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特集『リスクの基本的な考え方』

リスクって何？安全って何？


