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は じ め に

全世界の施設栽培面積 は約15 万 ha と 少な いが、 こ の

栽培体系で は 生物的防除 (訳者注 : 主 に 天敵類 に よ る 防

除 を 指す) と IPM (Integrated Pest Control 文末注参

照) が 目 覚 ま し く 発達 し て き た。 施設栽培では， 狭い面積
で高品質の作物 を大量 に生産す る こ と が可能であ る 。 オ

ラ ン ダ を例 に と る と ， 施設栽培 は 200 万 ha の農耕地の

わ ずか 0 . 5% に 当 た る 9 ， 300 ha し か な いが， 1988 年に は

オ ラ ン ダの全農業生産高の 17% (約4 ， 000 億円) も が こ
こ で生産 さ れて い る 。

ほ と ん どの生物的防除の専門家 は， 施設 と い う 保護 さ

れた環境下での野菜栽培は コ ス ト 高であ る 上 に ， 害虫の
被害 に対 す る 許容度が低 い た め ， こ こ に天敵に よ る 防除

を導入す る こ と は難 し い と 考え て い た 。 特 に ， 観賞植物

では， 害虫が l 頭で も 残存し て い る と 輸出がで き な い た

め ゼ ロ ・ ト レ ラ ン ス" (ゼ ロ 許容) が文字 どお り 要求

さ れ， 状況は よ り 深刻であ る 。

施設栽培で高い生産量 を 上 げ る た め に は， よ く 訓練 さ

れた洞察の き く 栽培者であ る こ と が要求 さ れ る が， 彼 ら

は， 総合防除が薬剤防除 よ り は悪影響が少 な い であ ろ う

と い う よ う な理想論的な理由 の た め に ， 害虫 に よ る 被害

を受 げ る か も し れ な い危険 を 冒す よ う な こ と は し な い。

も し薬剤の効果が高 ければ， 彼 ら は 間違い な く そ れ を使

う 。 ト マ ト を例 に と る と ， 害虫防除 に かか る 費用 は全生

産 コ ス ト の 2%以下であ る か ら ， 薬剤防除 に 要 す る コ ス

ト が制限要因 に は な ら な い の で あ る 。

薬剤 に よ る 防除が非常 に簡便で安価であ る と い う 厳 し

い制約に も かかわ ら ず， 施設栽培に お け る 総合防除の発

展 と 利用 は非常 に急速であ っ た 。 生物的防除法が発達 し

た 主 な理由 は， 施設内での数種の主要害虫 (Key pests) 

が農薬に対 し て 抵抗性 を発達 さ せ た こ と であ る 。 生物的

防除や総合防除に す ばや く 切 り 替え ， そ れ ら の知識を適

用 す る た め に は， 研究者 と 開発 ・ 普及 に た ず さわ る 者 と
栽培者間の緊密な連携 プ レ ー が あ っ た。 現在 ま での と こ
ろ ， 施設での総合防除 は， 大部分オ ラ ン ダ と イ ギ リ ス に
お い て 最初 に 成功 し た が， そ れ は 単 に 今 か ら 20 年前 に
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は， 全世界の施設面積の 50%以上が こ の二つ の 国 に存在

し て い た た め であ る 。

現在， 施設で の 主要害虫 で あ る オ ン シ ツ コ ナ ジ ラ ミ

( Trialeurodes vaporariorum) と ナ ミ ノ 、 ダニ ( Tetrany

chus urticae) に対 し て ， 施設栽培を行っ て い る 35 か国

中 20 か国で生物的防除が行わ れて い る 。

施設 に お け る 生物的防除 に つ い て 最近の成果 を知 り た
ければ， HUSSEY and Scop邸 (1985) と VAN LENTEREN and 

Wo町S ( 1988) が参考 に な る し ， こ の分野の発展の歴史 は，

「有害動植物の生物的防除の た め の 国際組織 に よ る 施設

内総合防除 に 関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ記録J (Bul1e

tins of IOBC/WPRS， 1970� 1991 ) に詳 し い。

施設栽培とい う 環境

施設 と 野外 と い う 環境条件の差が， 施設で生物的防除

が成功 し た理由 を あ る 程度説明 し て い る 。 施設内 は まわ

り か ら 隔離 さ れた環境であ り ， 特 に 冬期 は な お さ ら であ

る 。 通常冬期 に始 ま る 作物の植付時 に は， 施設内 の害虫
を " ク リ ーニ ン グ" し た状態か ら 始め る こ と がで き ， し

ば ら く の間， 害虫 ゼ ロ の状態が保た れ る 。 冬期 も 後半 に

な る と ， こ の隔離 に よ っ て ， 害虫の大量の移入が妨 げ ら

れ る 。 こ の隔離の た め と ， 施設栽培の行わ れて い る 国 に

対 象作物の害虫がす べて侵入す るわ け で は な い た め， 施

設 に はわ ずか に 2�3 種類の 害虫 し か存在 し な い の が普

通であ る 。

こ の た め， わ ずか数種の害虫の天敵 を放飼す る だ け で

よ い と い う こ と に な り ， 生物的防除 は よ り 容易 な も の に

な る 。 も う 一つ の ポ イ ン ト と し て ， 近年多 く の重要野菜

に つ い て耐病， 耐ウ イ ル ス 性品種が多 く 育成 さ れた結果，
施設内で は病気の発生が少な く な っ て き た こ と も あ げ ら

れ る (VAN LENTEREN and WOETS， 1988) 。

栽培方法 と 害虫管理プ ロ グ ラ ム は， 単独の施設 ご と に

組み合わ せ る こ と がで き る 。 と い う の は， 施設で は近辺

のハ ウ ス で行 っ て い る 害虫管理に よ る 干渉が ほ と ん ど な

いた め， 各種の防除法がハ ウ ス ご と に独立的 に 適用 で き
る か ら であ る 。 野外の作物では農薬 の ド リ フ ト に よ っ て

し ば し ば天敵に悪影響が出 る が， こ う い う 問題 は施設内

で は起 こ り え な い。

一方、 施設内での病害虫防除 は ， 周 年栽培 と 連続的暖

房 を行 う た め， よ り 複雑 な様相 を呈 し て い る 。 こ の条件

一一一 21 一一一



262 植 物 防 疫 第 47 巻 第 6 号 (1993 年)

下では， い っ た ん害虫が侵入す る と ， そ の害虫の生存 と
生長 に と っ て は こ の う え な い最適な条件を提供す る こ と
に な る 。 あ る 種の害虫 は ， 施設内の環境 に適応 し て， 休

眠 を誘導す る 要因 に 反応 し な く な っ て き て い る (HELLE，

1962) 。 し か し な が ら ， こ れ ら の条件 は ， 生物的防除に と

っ て大 き な問題 と は な っ て い な い。 む し ろ 生物的防除の

た め に は， 低密度の天敵が長期間 にわ た っ て生存可能で

あ る た め， 再放飼の必要がな く な る こ と に よ り ， 好都合

と な っ て い る 。 施設内の環境条件は， あ る 一定の範囲内
で コ ン ト ロ ール さ れ る か ら ， 害虫及び天敵個体群の消長
を 予測す る こ と が野外 に おけ る 個体群 よ り も 容易 で あ

り ， 予測の信頼度 も 高い の で あ る 。

施設栽培 に お け る 天敵利用 の歴史

施設栽培に お け る 天敵の利用 は， 1930 年前後 よ り 始 ま

っ た 。 SPEYER (1927) は， オ ン シ ツ コ ナ ジ ラ ミ の 防除 に オ

ン シ ツ ツ ヤ コ パチ (Encarsia formosa) (以下， エ ン カ ル
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図 - 1 オ ン シ ツ ツ ヤ コ パ チ の 使 用 面 積 推 移 (VAN
LENTEREN . 1992) 
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図 - 2 チ リ カ プ リ ダ ニ の 使 用 面積推移 (VAN LENTEREN . 
1992) 

シ ア と 絡す ) を使用 す る 方法 を 開発 し た が， こ の方法 は

1945 年 ま で に ヨ ー ロ ッ パ各 国及 び そ の 他 の 国々 で適用

さ れ， 成功 を収め た 。 第二次大戦後， エ ン カ ル シ ア の利

用 は中 断 さ れた が， こ れ は 当 時新た に 導入 さ れた殺虫剤

が， ほ と ん どすべて の施設栽培の作物 に利便で効果の 高

い防除 を可能 に し た か ら であ っ た。 し か し な が ら ， 数年

に し て こ れ ら 殺虫剤の ナ ミ ハ ダニ ( T. urticae) に対 す る

感受性低下の徴候が現れた 。

そ の後， BRAVENBOER ( 1963) は ， ナ ミ ハ タ守ニ の捕食性天

敵であ る チ リ カ ブ リ ダニ (Phytoseiuli附 抑rsimilis) が効

率的に ナ ミ ハ ダニ の密度 を低下 さ せ る こ と を明 ら か に し

た 。 こ の チ リ カ プ リ ダニ が大規模に使用 さ れ る た め に は，

な お 数年の年数が必要であ っ た 。 チ リ カ ブ リ ダニ の使用

を促す大 き な刺激が， 意外に も 農薬業界 よ り も た ら さ れ

た。 選択性殺菌剤 ミ ル カ ー ブの 出現であ る 。 こ れに よ っ

て， ナ ミ ハ ダニ と う ど ん こ 病の 防除の た め に ， ミ ル カ ー

ブ と チ リ カ ブ リ ダニ を共力 的 に使用 す る こ と が一般的 に

な っ た。

こ の チ リ カ プ リ ダニの成功がエ ン カ ル シ ア の再導入 を

促す結果 と な っ た 。 と い う の は， 1970 年代前半， オ ン シ

ツ コ ナ ジ ラ ミ の大量発生が問題 と な っ た か ら であ る 。 エ

ン カ ル シ ア が有効な寄生蜂であ る こ と が思い起 こ さ れ，
エ ン カ ル シ ア に よ る 防除プ ロ グ ラ ム が作成 さ れ， い く つ

かの試験を経て， エ ン カ ル シ ア の大量増殖法 と 放飼法の

技術が開発 さ れた 。 こ の エ ン カ ル シ ア の再登場以降， 施

設での生物的筈虫防除は確立 し た と い え る (図-1 参照) 。

施設に おけ る 小規模な チ リ カ ブ リ ダニ の利用 は， 1968 

年に始 ま っ た 。 1970 年以降， エ ン カ ル シ ア が再登場 し た 。

そ の後， ほ か の 天敵が次々 に選抜 さ れ， 試験 さ れて ， 商

業ベ ー ス の総合防除の プ ロ グ ラ ム に組み込 ま れて い っ た

(表 1) 。 表 1 中の 「使用 開始年J と い う の は， 西 ヨ ー ロ

ツ パ に お い て商業的規模で利用 さ れ は じ め た 年 を 示す。

現在各種の天敵が施設での使用 を 目 指 し て ， 試験 さ れ

て い る (表 2) 。施設内で使用 す る 天敵の生産会社の数は，

1968 年の 1 社か ら 1992 年 の 30 社 に ま で増加 し て い る

(図-2 参照) 。

1990 年 に 開催 さ れた IOBC/WPRS 主催の施設栽培 に

おけ る 総合的害虫防除 に 関 す る 会議の報告書 に よ れば，
ほ と ん どすべて の種類の天敵の使用 が増加 し て い る と い
う (IOBC/WPRS， 1990) 。 エ ン カ ル シ ア と チ リ カ プ リ ダ

ニ の使用 の増加や， ハ モ グ リ パエ の寄生蜂 Bacillus thur，・

igiensis， ア ザ ミ ウ マ類の捕食性天敵 Amblyseius spp. の

急速な伸長 は， 施設に おけ る 天敵利用 が ま だ ま だ伸 び続
け る こ と を示 し て い る 。 表 3 は ， 1970 年以降の全世界の

施設栽培に おけ る 天敵利用面積の増加の様子 を 示 し た も
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表 ー 1 商業的 に生産さ れ て い る 施設用天敵 (VAN LENTEREN and WOETS， 1988 及 び RAVENSBERG， 1991) 

天 敵 名

チ リ カ プ リ ダニ (J初rytoseiulus persimilis) 

オ ン シ ツ ツ ヤ コ パチ (Encarsia jon即時)

コ マ ユパチ ( 印!us μII加s)

カ プ リ ダニ (Amblyseius barkeri) 

コ マ ユパチ (Dacnusa sibi rica) 

ヒ メ コ パチ (D忽lyph附 加ea)

BT (Baα;lli師 thuringiensis)

昆虫寄生性線虫 (Heterorhabditis spp.) 
ス タ イ ナ 一線虫 (Steinernema spp.) 
カ プ リ ダニ (Amblyseius cucumeris) 

ク サ カ ゲ ロ ウ (Chrysoperla carnea) 

シ ョ ク ガ タ マパエ (Aphidoletes aphidimyza) 

ア プ ラ パ チ (Aphidius matricariae) 

ハ ナ カ メ ム シ ( Ori師 insidiosus)

ア プラ パチ (Aphidius colemanil 

対象害虫

ナ ミ ハ ダニ ( Tetranychus urticae) 

オ ン シ ツ コ ナ ジ ラ ミ ( Trialeurodes vaporariorum) 

タ バ コ コ ナ ジ ラ ミ (Bemisia tabaci) 

ナ ス ハ モ グ リ パエ (Liriomyza bηloniae) 

ネ ギ ア ザ ミ ウ マ ( Thrips tabacil 

ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ (Frankliniella occidentalis) 

ナ ス ハ モ グ リ パエ (Liriomyza bryoniae) 

マ メ ハ モ グ リ パエ (Liriomyza trijoliil 

ハ モ グ リ パエ (Liriomyza huidob陀nsis)

ナ ス ハ モ グ リ パエ (Liri・omyza bryoniae) 

マ メ ハ モ グ リ パエ (Liriomyza t悶ifolii)

ハ モ グ リ パエ (Liriomyza huidobrensis) 

り ん麹 白 書虫
キ ン ケ ク チ プ ト ゾ ウ ム シ ( Otiorrhynchus sulcatus) 

キ ノ コ パエ (Sc即1'dae)

ネ ギ ア ザ ミ ウ マ ( Th門11s tabaci) 

使用 開始年

1968 
1970 

(初導入 1926)
1988 
1980�1983噂
1981�1990・
1986�1990・
1981 
1981 
1990 
1984 
1984 
1990 
1983 
1984 
1984 
1985 

ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ (Frankliniella occidentalis) I 1986 
ア プラ ム シ類

ア プラ ム シ類

モ モ ア カ ア ブ ラ ム シ (Myzus ρersicae)

ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ (Frankliniella occidentalis) 

ワ タ ア プ ラ ， モ モ ア カ (A. gossipii， M. pe月icae)

1987 
1989 
1990 
1991 
1992 

-該当天敵の使用 中止年. 和名のな い も のは科名 で示 し た .

のであ る 。

現在の生物的防除

以上述べて き た天敵の ほ と ん ど は， そ れぞれの 国や作

物 に よ っ て殺虫剤 と 天敵の使用 の 度合 は 異 な る に し て
も ， IPM (総合的害虫管理) 体系 に組み込 ま れて い る 。
IOBC/WPRS の ワ ー キ ン グ グル ー プ に よ る 農薬が天敵

に及ぽす影響 に つ い て の報告書 『農薬 と 有益節足動物J

は， 天敵の活動 に対 す る 農薬の影響 を最小限 に す る た め

に は， どの よ う な農薬 を使 う べ き か を知 る た め の手助 け

と な ろ う (HASSAN et al.， 1987 参照) 。

た と え 適当 な選択性の高い殺虫剤が利用 で き な い と き

で も ， ほ か に い く つ か の 方法 は あ る 。 す なわ ち ，
1 )  天敵が農薬 に よ っ て影響 を 受 け に く い と き に農薬

を使用す る (時間差散布) 。
2) 株 ご と の害虫の発生密度が最 も 高い場所だ け に散

布す る (重点ス ポ ッ ト 散布) 。

こ れ ら を行 う た め に は， 天敵生産会社や指導 ・ 普及機

関 に よ る 殺虫剤 と の組み合わ せ に つ い て の適切な ア ド パ

イ ス が絶対 に必要であ る 。

IOBC/WPRS の ワ ー キ ン グ グル ー プ に よ る 報告 『害虫

と ダニ類抵抗性の育種』 は， 将来の天敵利用 に重要な改

善 を も た ら す も の であ ろ う 。 食植性昆虫の個体群生長が

速す ぎて寄生蜂や捕食性天敵が そ れ に追い つ か な い作物

では， 育種家 は害虫の個体群生長 を遅 ら せ る 部分抵抗性

品種を探索す る 。 そ の最初の成果 は， オ ン シ ツ コ ナ ジ ラ

ミ と ナ ミ ハ ダニ の そ れぞれに対 す る ト マ ト と キ ュ ウ リ の

部分抵抗性品種であ る (DE PONTI， 1982) 。 品種の育成 に よ

っ て生 じ た 思いが け な い形態学的変化が， 天敵に よ る 寄

主の探索 を促進 さ せ る こ と も あ る 。 キ ュ ウ リ の 品種改良

の過程で葉の単位面積当 た り の繊毛の数が減少 し て い っ
た が， こ れに よ っ て エ ン カ ル シ ア に よ る コ ナ ジ ラ ミ の寄

生率が上昇 し た (VAN LENTEREN and DE  PONTI， 1990) 。

天敵の利用 の 幅 を 広 げ る も う 一つ の 方法 と し て は， 殺

虫剤抵抗性系統の天敵の利用 であ る 。 実際， 有機 リ ン剤
抵抗性の チ リ カ プ リ ダニ は ， 施設栽培の IPM に す で に

利用 さ れて い る 。 さ ら に施設内の環境条件管理 に よ り 天
敵の効率 を 向上 さ せ た り ， 病害虫の発生 を抑 え る こ と も ，
IPM プロ グ ラ ム の一部 と な る であ ろ う 。

数年前 ま で に は， IPM は 主 に 害虫の 防除 に 限 ら れて い
た が， 過去 10 年の聞 に線虫 と 病菌の非農薬防除の研究が

始め ら れて い る 。 IOBC/WPRS 地中海支部の最近の会議

では， r施設内作物 に お け る 総合防除」 に つ い て 次の よ う
な報告がな さ れて い る 。 「土壌の 太陽光照射の線虫 と 病菌
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表 - 2 試験中の天敵類 (VAN LENTEREN and WOETS， 1988 及び

RA VENSBERG， 1991) 

天 敵 名 対 象 害 虫

昆虫病原菌， 捕食性 ・ 寄生性天敵 | ア ザ ミ ウ マ類
寄生性天敵 | ワ タ ア プ ラ ム シ
昆虫病原菌， 捕食住 ・ 寄生性天敵 | ア プ ラ ム シ類
寄生性天敵 | ハ モ グ リ パエ類
Ascherson必 aleyrodis. Verticillium I コ ナ ジ ラ ミ 類

lecanii 

核多角体病 ウ イ ル ス
線虫

シ ロ イ チ モ ジ ヨ ト ウ
土犠害虫

Metarhizium anisoPliae キ ン ケ ク チ プ ト ゾ ウ ム シ
Bacillus thuringiensis var. israelensis I キ ノ コ ノ fエ (Sciaridae)

表 - 3 1970 年以降の施設での生物的防除の面積

年 対象害虫 天 敵 防除面積 合計
(ha) (ha) 

1970 ノ 、 ダニ P. pe月imilis 295 
コ ナ ジ ラ ミ E. fo抑制 115 410 

1980 ハ ダニ P. ρe悶imilis 3 ， 340 
コ ナ ジ ラ ミ E. formosa 1 . 180 
ハ モ グ リ 類 D. sibirica 40 
ア プ ラ ム シ類 A. aρhidimyza 10 4 . 570 

1990 ハ ダニ P. persimilis 7 . 000 
コ ナ ジ ラ ミ E. formosa 4 . 200 
ア ザ ミ ウ マ Amblyseius spp. 1 . 200 
ハ モ グ リ 類 D. isaea 1 . 000 
ア プ ラ ム シ類 A. aphidimyza 350 
土壌害虫 線虫 50 13 ， 800 

学名 は表一1 参照.

に対す る 効果J. r病菌 を減少 さ せ る 可能性の あ る 抑止土

壌の役 割J. r括抗菌の使用 に よ る 地上病害の防除の可能
性J な ど (IOBC/WPRS 1991) 。

IPM プロ グ ラ ム の一つ の具体的例 を以下に 示す。 総合

防除 に使用 で き る 農薬 は ， そ の剤の登録や開発状況 に よ

っ て 国 ご と に異な る の で， 具体的な薬剤名 は示 さ な いが，

そ れ ら は前述の IOBC の報告書中 に み ら れ る 。

1 ト マ ト に お け る IPM

ト マ ト で生物的防除が成功 し た理由 は， そ の比較的単

純な病害虫相 に よ る も の であ る 。 定植前の土壌の蒸気消

毒 に よ り ， ト マ ト モ ザ イ ク ウ イ ルス (TMV) . フ ザ リ ウ

ム ， パー テ ィ シ リ ウ ム の よ う な土壌病菌， ナ ス ハ モ グ リ

パエ， マ メ ハ モ グ リ パエ， シ ロ ス ジ ヨ ト ウ 等の害虫 を 除

去す る こ と がで き る 。 さ ら に酋 ヨ ー ロ ッ パの多 く の ト マ

ト の品種は， TMV， ク ラ ド ス ポ リ ウ ム， フ ザ リ ウ ム に対

し抵抗性 を持つ も のが多 い。 TMV に 耐性でな い 品種 は
幼苗期 に TMV の弱 毒 ウ イ ル ス が接種 さ れ， TMV に対

表 - 4 ト マ ト に お け る IPM で採用 さ れて い る 防除法

対象病害虫

オ ン シ ツ コ ナ ジ ラ ミ
ナ ミ ハ ダニ
ナ ス ハ モ グ リ パエ
マ メ ハ モ グ リ パエ
ハ モ グ リ パエ
ア プ ラ ム シ類
シ ロ ス ジ ヨ ト ウ
イ チ ジ ク キ ン ウ ワ パの 同属種
BotηItis cinerea 

病菌， ウ イ ル ス
土場線虫

防除方法

オ ン シ ツ ツ ヤ コ ノ す チ
チ リ カ プ リ ダニ ， 化学的防除
コ マ ユ パ チ ， 自 然制御
ヒ メ コ パ チ ， 自 然制御
ヒ メ コ ノ f チ
化学的防除， 自 然制御
Bacillus thuringiensis 

Bacillus thuringiensis 

殺菌剤
抵抗性品種， 植物由来物質
植物由来対抗物質

す る 感受性 を低下 さ せ て い る 。 こ の処理 は， 生物的防除

のーっ と 考え る こ と がで き る 。 ま た ， い く つ かの品種は

パー テ ィ シ リ ウ ム と ネ コ プセ ン チ ュ ウ に も 抵抗性が認め

ら れ る 。 こ の た め， 葉面に つ く 害虫 と 灰色カ ビ病だ けが，

直接防除が必要 な の で あ る 。

施設内で "越冬" し ， 土壌消毒に も 生 き の び る 害虫 は，
ナ ミ ハ ダニ と Chη'sode伐is chalcites ( イ チ ジ ク キ ン ウ ワ
ノ f と 同属の種) であ る 。 施設内 に持ち 込む幼苗がほ か の
病害虫 に お か さ れて い る か ど う か は ， 病害虫の初期増殖

を抑え る た め に 重要で あ る 。 過去 5 年の 聞 に ハ ウ ス ト マ

ト の大部分は ロ ッ ク ウ ー ル栽培に切 り 替え ら れて き て お

り ， 土壌消毒の必要 も な く な っ て き て い る (訳者注 : 日

本では ま だ数ノ f一 セ ン ト の普及率であ る ) 。 こ の結果， ナ

ス ハ モ グ リ パエ と そ の天敵や シ ロ ス ジ ヨ ト ウ な どの 多 く

の生物が "越冬" で き る よ う に な っ て き て い る 。 マ メ ハ

モ グ リ パエ は， 温帯の施設内では， 冬期間生存で き な い。
表-4 に ト マ ト に お け る IPM プ ロ グ ラ ム を 示 し た 。

2 他の作物 に お け る IPM

キ ュ ウ リ ， ナ ス ， ピ ー マ ン な どの重要な施設作物 に つ

い て も ， IPM は確立 さ れつ つ あ る (VAN LENTEREN and 

WOETS， 1988) 。 し か し なが ら ， キ ュ ウ り な どの作物では

IPM の継続を脅か す問題害虫が存在す る 。 こ の う ち 最 も
重要な害虫 は ア プ ラ ム シ と ス リ ッ プス であ る 。 ワ タ ア ブ
ラ ム シ は キ ュ ウ リ で し ば し ば発生す る が， 天敵に影響の
少ない有機 リ ン剤であ る ピ リ マ ー で は 効果が低い。 カ プ

リ ダニ (Amblyseius 属) に よ る ア ザ ミ ウ マ類の 防除 は 数

年 に わ た っ て 実用 に供 さ れた が， そ の効果が低い こ と が

判明 し ， 現在で は ほ と ん ど使用 さ れて い な い (訳者注 :

A. bark eri の こ と であ る ) 。 こ の た め， 現在新 し い天敵の
評価が行われて い る と こ ろ であ る 。

最近西 ヨ ー ロ ッ パ に侵入 し て き た ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ

ウ マ (Frank 世ziella occidentalis) は， キ ュ ウ リ 農家 に 危
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機的状況 を 引 き 起 こ し て い る 。 化学農薬 も 天敵に よ る 防

除 も 全 く 効果がな い。 現在， 新 し い天敵の探索が開始 さ

れた と こ ろ であ る が， 実際に 防除プ ロ グ ラ ム に組み入れ
る ま でに は ま だ数年はかか る と 考 え ら れ る 。 タ バ コ コ ナ
ジ ラ ミ (Bem幼 tabaci) は も う 一つ の ヨ ー ロ ッ パへの侵

入害虫であ る が， こ れ ま での と こ ろ そ れ ほ ど問題に は な

っ て い な い し， エ ン カ ル シ ア の定期的な放飼 に よ っ て低

密度 に抑 え る こ と が可能であ る (IOBC/WPRS， 1990) 。

IPM プ ロ グ ラ ム は， 菊や ガ ーベ ラ な ど い く つかの花芥

類で採用 さ れて い る が， 非常 に 限 ら れた規模で， 圏内向
けの花の みで行わ れて い る だ け であ る 。 こ れ は花井類で

は害虫の許容水準が極端 に 低 い た め であ る 。

(20ペー ジ よ り 続 く )

エ ト フ ヱ ン プ ロ ッ ク ス ・ オ キ ソ リ ニ ッ ク 酸 ・ ト リ シ ク ラ
ゾー ル粉剤

エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス 0 . 50%. オ キ ソ リ ニ ッ ク 酸 1 . 0%.
ト リ シ ク ラ ゾー ル 0 . 50%

ビーム ト レ ス タ ー ナ粉剤 5 DL (5 . 4 . 26) 
18301 ( ク ミ ア イ 化学)
稲 : い も ち 病 ・ ツ マ グ ロ ヨ コ バ イ ・ ウ ン カ 類 ・ イ ネ ッ ト

ム シ ・ カ メ ム シ類 ・ も み枯細菌病 : 穂ば ら み初期~乳
熱期 (収穫 31 日 前 ま で) : 2 回以 内 : 散布

MEP ・ フ サ ラ イ ド粉淘l
MEP 2 . 0%. フ サ ラ イ ド 2 . 5%
ラ プサ イ ド ス ミ チ オ ン粉剤 DL (5 . 4 . 26) 
18302 ( ア グ ロ ス )
稲 : ウ ン カ 類 ・ ニ カ メ イ チ ュ ウ ・ い も ち 病 : 21 日 4 回
MEp . MTMC ・ フ サ ラ イ ド粉淘l
MEP 2 . 0%. MTMC 1 . 5%. フ サ ラ イ ド 2 . 5%
ラ プサ イ ド ツ マ ス ミ 粉剤 (5 . 4 . 26)
18303 ( ア グ ロ ス )
稲 : ニ カ メ イ チ ュ ウ ・ ツ マ グ ロ ヨ コ バ イ ・ ウ ン カ 類 ・ い

も ち 病 : 21 日 4 回
MTMC ・ フ サ ラ イ ド粉淘l
MTMC 2 . 0%. フ サ ラ イ ド 2 . 5%
ラ プサ イ ド ツ マ サ イ ド 粉剤 (5 . 4 . 26)
18304 ( ア グ ロ ス )
稲 : ツ マ グ ロ ヨ コ ノ T イ ・ ウ ン カ 類 ・ い も ち 病 : 収穫 21 日

前 ま で : 5 回以内た だ し穂 ば ら み期以 降 は 4 回以内 :
散布

ビ ア ラ ホ ス エ ア ゾル
ピ ア ラ ホ ス 2 . 5%
ね ら い う ち (5 . 4 . 26)

「除草剤J

18298 (明治製菓) ， 18299 ( フ マ キ ラ ー)
公園 ・ 庭園 ・ 提 と う ・ 道路 ・ 駐車場 ・ 宅地 ・ 運動場 ・ の

り 面等 : 一年生及び多年生雑草 : 雑草生育期 (草丈 30
cm 以下) : 雑草茎葉噴射

イ マザ ピル液斉j
イ マ ザ ピ ル 1 . 0%
チ ョ ッ パー液剤 (5 . 4 . 26)

訳者注 : 本稿 は 1991 年 に エ ジ プ ト で開催 さ れた 「国際生物的

防除会議j用 に執筆 さ れた も の だが， 本誌が出版物 と し て は初

出 と な る 。

著者 は. IPM (総合的害虫管理一本文 中 で は “総合防除" と

も 言 い換え て い る ) に対 し て ， 次の よ う な定義 を与 え て い る 。

害虫， 病気， 雑草に よ っ て 生 じ る 被害 を 防 ぐ の に ， こ れ ら の

生物の個体群生長 を抑 え る 自 然要 因 を 用 い， 必要な ら 適切 な

防除手段 を 用 い る シ ス テ ム で， 環境 に も 経済的 に も 容認 で き

る 持続可能な も の を い う 。 ま た ， 著者 は， pests と い う 言葉 は ，

害虫以外に 病菌， 雑草 も 含 め る と 断わ っ て い る 。 こ こ で は ， 病

菌， 雑草 と 明示 さ れて い る と き を 除 い て . r害虫」 と 訳 し た 。

(翻訳 : (株) ト ー メ ン生物産業部 和田哲夫)
監訳 : 農水省農業研究 セ ン タ ー 中村和雄

18300 ( 日 本サ イ ア ナ ミ ッ ド )
鉄道 ・ 道路 : ス ス キ ・ ヨ シ ・ チ ガ ヤ ・ ト ー Jレ フ ェ ス ク ・

ト ダ シパ ・ オ ー チ ヤ ー ド グ ラ ス ・ コ ヌ カ グサ ・ ギ シ ギ
シ ・ セ イ タ カ ア ワ ダチ ソ ウ ・ ク ズ ・ 雑草生育期 (草丈
50 cm 以下) : 1 回 : 雑草茎葉散布

ピ リ デー ト 水和剤 (NY-712 水和剤〕
ピ リ デー ト 40 . 0%
ヒ ロ グ ラ ス 水和剤 (5 . 4 . 28)
18307 ( 日 本農薬) ， 18308 (八洲化学)
小麦 : 畑地一年生広葉雑草 : 小麦 2�3 葉期 : 1 回 : 雑

草茎葉散布 東北 ・北陸. /J、麦 : 畑地一年生広葉雑草 :
広葉雑草 2�3 葉期 (但 し収穫 60 日 前 ま で) : 1 回 : 雑
草茎葉散布 : 関東以西， た ま ね ぎ : 畑地 1 年生広葉雑
草 : 広葉雑草 2�3 葉期 (但 し た ま ね ぎ 5 葉期 ま で) : 
1 回 : 雑草茎葉散布 : 北海道， た ま ね ぎ : 畑地一年生
広葉雑草 : 広葉雑草 2�3 葉期 (但 し た ま ね ぎ 5 葉期 ま
で) : 1 回 : 雑草茎葉散布 : 東北 ・ 北陸以南， ア ス パ ラ
ガ ス : 畑地一年生広葉雑草 : 広葉雑草 2�3 葉期 (但 し
収穫 3 日 前 ま で) : 1 回 : 雑草茎葉散布 : 全域

ア ト ラ ジ ン ・ ピ リ デー ト 水和剤 (NY-843 水和剤〕
ア ト ラ ン ジ ン 20 . 0%， ピ リ デー ト 25 . 0%
ジ ャ ス パー水和剤 (5 . 4 . 28)
18309 ( 日 本農薬) ， 18310 (八洲化学)
日 本芝 : 畑地一年生雑草 : 春期雑草発生初期 : 2 回以

内 : 散布， 日 本芝 : 畑地一年生雑草 : 秋期雑草発生初
期 : 2 回以 内 : 散布

イ マ ゾス ル フ ロ ン粒剤 (TH-913 粒剤〕
イ マ ゾス ル ア ロ ン 0 . 30%
テ イ ク オ フ 粒剤 (5 . 4 . 28)
18323 (武田薬品)
移植水稲 : 水田一年生雑草 ( イ ネ 科 を 除 く ) 及 びマ ツ バ

イ ・ ホ タ ル イ ・ ウ リ カ ワ ・ ミ ズ ガ ヤ ツ リ ・ へ ラ オ モ ダ
カ (北海道) ・ ク ロ グ ワ イ (北海道・北陸・ 九州 を 除 く ) ・
ヒ ル ム シ ロ (北海道) ・ セ リ (北海道) ・ ア オ ミ ド ロ ・
藻類に よ る 表層剥離 (北海道) : 移植後 10�15 日 (移
植前後 の 初 期 除草剤 に よ る 土 壌 処 理 と の 体 系 で使
用) : 壌 土~埴 土 (減 水 深 2 . 0 cml 日 以 下) : 2 回 以
内 : 溢水散布 : 北海道 ・ 東北 ・ 北陸， 水田一年生雑草
( イ ネ科 を 除 く ) 及びマ ツ バ イ ・ ホ タ ル イ ・ ウ リ カ ワ ・

(31ペー ジ に続 く )
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