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産業 と し て の天敵昆虫と花粉媒介昆虫 の利用

I 天敵昆虫利用産業の現状 と 問題点

1 歴史的背景
害虫防除 に天敵 を 利用 と し た 試み は古 く か ら な さ れて

き て い る が， 中 で も 柑橘の害虫であ る イ セ リ ヤ カ イ ガ ラ

ム シ (Icerya purchasi) に対 し て ， 1911 年 に 台湾か ら ベ

ダ リ ヤ テ ン ト ウ (Rodolia cardinaris) を 導入 し 防除 に成

功 を し た こ と は ， 生物的防除技術の先鞭 と し て特筆 さ れ

て い る 事例であ る 。 こ の 当 時の背景 に は有効な化学薬剤

が な かった こ と が大 き な要因 と なって い る が， 以来， 侵

入害虫 の 防除や在来の害虫防除 に 対 し て も 国外や 圏 内 の

多 種類 の 天敵 を 用 い て 防 除 試験 が な さ れ て き て い る

(森 ・ 村上， 1981) 。 し か し， そ の 中 で実用性があ る と 評

価 さ れた天敵 は非常 に 少 な い 。 こ れ ら の一連の試験の特

徴 と し て は， 果樹， 7l<稲， 畑作物な ど露地栽培作物が対

象であ り ， 実施 は公的の試験研究機関 に よ る も の であっ

た 。 た だ 1 例， 1970 年 に ナ シ及 び リ ン ゴの害虫 ク ワ コ ナ

カ イ ガ ラ ム シ (Pseudococc悶 comstocki) の天敵であ る ク

ワ コ ナ カ イ ガ ラ ヤ ド リ パチ (PseudaPhycus malimus) を

T 薬剤会社が天敵見虫 と し て 開発 し市販 も 行ったが (守

本， 1971) ， 農家技術 と し て は成功 を せ ず翌年で販売 も 中

止 と なった 。

防除上 の 問題 を 振 り 返 る と ， 1960 年代後半か ら 急速 に

増加 し た施設栽培で は ， 筈虫 は露地栽培 と は異 な る 発生

パ タ ー ン や発生震 を 示 し 防除回数の増加が始 ま り ， 1970 

年代以降 は， オ ン シ ツ コ ナ ジ ラ ミに代表 さ れ る よ う に ，

相 次 い で外国か ら の侵入害虫 の定着 と それに 伴 う 新た な

被害が発生 し た が， そ れ ら の 防除 に は 開発 目 覚 ま し い化

学農薬の使用が主流 と なった。 し か し ， 一方で は ， 侵入

害虫 を含め て 薬剤抵抗性が極度 に発達 し た 害虫の 出現や

環境保護な ど の観点か ら 化学農薬 に よ る 防除 に対 し て 新

た な 問題 を 提起 さ せ て き て い る 。 こ の よ う な 中 で生物的

防除法が注目 さ れ， 早 く か ら ヨ ー ロ ッ パや ア メ リ カ に お

け る ハ ダ ニ 類 に 対 す る チ リ カ プ リ ダ ニ (Phytoseiulus

persimilis) ， オ ン シ ツ コ ナ ジ ラ ミ ( 丹ialeurodes

uゆorariorum) に対す る オ ン シ ツ ツ ヤ コ パチ (Encarsia

formosa) な どの効果が紹介 さ れ， そ の後わが国 に お い て

も 多 く の作物で研究が行われて， それ ら の実用性 は評価
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さ れ て き た が ( 森 ， 1968 ; 真梶 ・ 森 ， 1976 a ; 真 梶，

1981 ; 真 梶 ・ 森 ， 1977 b ; 矢 野 ， 1988 ; 矢 野 ・ 東 ，

1982) ， 公的機関か ら の継続的な配布や民聞か ら の市販 に

は至 ら ず， 天敵昆虫産業 は育た な かった。

2 開発か ら 登録 ま での現状 と 問題点
と こ ろ が， 近年， ヨ ー ロ ッ パ に お け る 急速 な 生物的防

除の普及 と 環境保護の 問題か ら ， わ が国 で も 生物的防除

への関心が高 ま り ， T 社 を筆頭 に 数社が次々 に 天敵の試

験を行い登録の取得計画が開始 さ れ， 1995 年 に な り 待望

久 し い チ リ カ プ リ ダニ と オ ン シ ツ ツ ヤ コ パチ の登録がお

り て初 め て 市販が可能 と な り ， 農家 の使用 あ る い は農家

への指導が可能 と なった。 さ ら に ， 日 本植物防疫協会の

1995 年度生物農薬連絡試験 の計画 で は天敵 昆 虫 及 び天

敵微生物が 20 種あ る な ど， 新た な天敵の 防除効果が試験

さ れて い る 現状か ら ， 今後登録 さ れ市販 さ れ る 天敵の種

類 も 増加す る と 予想 さ れ る 。 し か し な が ら こ こ で試験 さ

れて い る 天敵の特徴 は， ヨ ー ロ ッ パや ア メ リ カ です で に

市販 さ れ実用性が認め ら れて い る 種類であ り ， わ が国固

有の天敵 は今後の計画 を 含 め て 非常 に 少 な い。 つ ま り ，

最近の天敵昆虫産業 の 実態 は， そ の 開発 と 生産 を 外国 に

依存 し た も の で あ り ， 天敵 と し て の 登録取得 と 販売 を 扱

って い る に す ぎ な い。

ヨ ー ロ ツ パ や ア メ リ カ で は 天敵昆 虫 の 市販 に 際 し て

は， わが国の よ う に一般薬剤 と 同様な 登録が必要 と い う

こ と は な い 。 そ の た め ， 会社 は 独 自 に海外か ら の有力種

を探索 し て そ の大量生産技術 を 開発 し て市販 し ， 農家 の

評価が高 ければ普及す る シ ス テ ム と なって い る 。 市販 ま

での諸経費 も 少 な く て す む こ と か ら 小 さ な会社で も 市場

に参加で き る こ と に な り ， そ の こ と が突発的の侵入害虫

や マ イ ナ ー害虫 に も 迅速 に 有力 な天敵の 開発 に 対応可能

な基盤が あ る 。 ま た ， 農作物 に は 多種類の害虫が発生す

る の で， 農薬で も 多種類の薬剤 を 使用 し て 防除が行われ

て い る よ う に ， 実際の防除 を 行 う 上 に は天敵 も 同様 に 多

種類の 天敵が用 意 さ れ て い る こ と が必 要 で あ る 。 し か

し ， わが国で は 登録制度が あ る こ と に よ り 多 く の天敵の

登録 に は長時間 を 要す る こ と に な り ， 生物的防除の迅速

な普及 に は 阻害の一要因 と なって い る こ と は否め な い 。

ま た ， 会社 と し て採算の と れ な い天敵 は登録 を行わ な い

な ど採択権 がす べ て 会社 の 意志 に ゆ だ ね ら れ て い る た

め， 外国での新天敵の開発 に よ り 今 ま での天敵が急 に生
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産中止さ れ登録が と れで も 市販で き な い恐れ も あ る 。

本来， 天敵昆虫産業 と し て は， 新 し い天敵の 開発一大

量生産技術の 開発一大量生産一登録の取得一品質管理一

販売一防除指導 を一貫 し て 行 う 会社の 出現が理想であ る

が， こ の よ う な会社 は， 経費上の点か ら も 数社 に 限定 さ

れて く る も の と 考 え ら れ る が， 一方では天敵の開発あ る

い は大量生産の み を扱 う 会社 の 出 現 も 予想 さ れ る 。

3 市販か ら 実用化ま での現状 と 問題点
現在市販の天敵 は 前述の 2 種で あ り ， 当 然 こ れ ら の 防

除効果 は期待で き る が， わ が 国 の イ チ ゴ栽培 をーっ と っ

て も 栽培条件 は 複雑で あ る た め ， 登録時条件の 放飼時

期， 放飼量及び回数な ど で全 て の栽培型 に は適用 で き な

い と 思われ る 。 ま た ， 殺菌剤 を 含 め た薬剤の直接の影響

や残効性 に つ い て は登録条件 に は な い の で， 今後の実用

化に は平行 し て 多 く の試験研究機関の協力が な い と 普及

は し な い と 予想 さ れ る 。 さ ら に ， 農家段階では， 例 え ば

A 薬剤がハダニ に 効果が低下 し た の で A 天敵 に 代 え て

み る と い う 安易 な考 え で対応す る こ と が多 く ， 今後の普

及 に は相 当 の ト ラ プルが生 じ る も の と 予想 さ れ， 生物的

防除法の理論の理解 と 技術 を 習 得 さ せ る こ と が早急に必

要 と なって い る 。

ヨ ー ロ ッ パで見 ら れ る よ う に 作物 ご と に一貫 し て各種

の天敵 を組み入れた 防除 を 請 け 負 う 会社， あ る い は害虫

発生の モ ニ タ リ ン グ と 天敵の販売 を 行 う 防除会社がわが

国で も 必要 に なって き て い る 。 特 に ， 施設園芸で は従来

の栽培面積 よ り 広大化傾向 に あ り ， 1 ha 単位の ガ ラ ス 温

室が登場 し つ つ あ る が， こ う し た施設で今後生物的防除

を進め て い く 上 に は， 防除 を 請 け 負 う あ る い は防除指導

を し な が ら 天敵 を販売す る 会社の存在が必要 と なって く

る 。 む し ろ ， そ う し た 会社が出 て く る こ と が， わ が国 の

生物的防除の早期 に ， し か も 健全 な 普及 を 図 る 上 に は好

ま し い と 考 え ら れ る 。

害虫防除 に 対 し て 化学農薬の依存度 を低下 さ せ る こ と

は時代 の 流れ と なって い る の で， そ の手法の一つ であ る

生物的防除の実用化の た め に は天敵昆虫産業 の潜在的需

要 は 非常 に 高 い と 考 え ら れ る 。 し か し， 生物的防除技術

の習得は難 し く ， 指導者及び農家 と も こ の先長 い時間 を

必要 と す る と 予想 さ れ る こ と か ら ， 今後の天敵見虫の産

業化 に つ い て は長期的見通 し の も と に ， 会社の み な ら ず

研究機関， 指導機関， 農家 な ど多方面の協力 で進め て い

く 必要があ る 。

E 花粉媒介昆 虫利用 の効用 と 問題点

1 歴史的背景
わ が国で は ， 農作物 は 自 然 に 交配す る も の と 多 く の人

が認識 し ， そ の 地 に お け る 花粉媒介昆 虫 ( ポ リ ネ ー タ

ー) の存在 に は か な り 無関心で き た と 思 え る 。 事実虫媒

を必要 と す る 多 く の農作物 に ど の よ う な花粉媒介昆虫が

あ る か は果樹な ど で少数の報告 が あ る が (小林， 1972 : 

前 回 ・ 北村， 1965 a ; 前回 ， 1971 ; 津川 ら ， 1967) ， 一般

に は 栽培上特 に 調査 の 必 要 も な かった こ と は確か で あ

る 。 一方， ヨ ー ロ ツ パ や ア メ リ カ で は 花粉媒介昆 虫 に 対

し て 非常 に 関心が高 く ， 虫媒 を必要 と す る 作物の栽培 に

当 たって は， 花粉媒介見虫の調査 は 必須の条件 と なって

い る 。

し か し ， わ が国 の気候的特性 と 植生の 豊か さ か ら く る

昆虫相 の 多様性か ら ， 日 本全土 に わ たって 多 く の種類の

ハエ， ア プ， ハナパチ， チ ョ ウ ， ガ， ハナ カ ミキ リ な ど

の花粉媒介昆虫が生息 し ， 農作物 に お い て も 開花 を すれ

ば当然多 く の個体が訪花 し 交配が完了 す る の で， 特 に花

粉媒介昆虫の存在 を意識 し な い で き て い た の が事実 であ

る 。

西南暖地一帯 で栽培 さ れ る レ ン ゲ ソ ウ や か つ て の 菜

種， 北海道の放牧場の シ ロ ツ メ グサ ( ホ ワ イ ト ク ロ ーパ

ー) では在来の マ ルハナパチ の効果 も 十分 に 高 い が， 主

に 採蜜 を 主体 に ミ ツ バ チ の 導入 を 図っ て き て い る 。 ま

た， ウ メ ， リ ン ゴ， ナ シ， モ モ な ど の低温期 に 開花す る

花では， 野生の花粉媒介見虫 は 主 と し て越冬成虫が訪花

す る の で， 花数 に比 し て個体数が少 な い こ と か ら ミ ツ バ

チ の導入が一部では使用 さ れて い る 。 し か し， 開花時 に

は気温の低い 日 が多 く 訪花が不十分で あ る こ と ， 気温が

上昇 し た 日 は 同 時 に 開花す る 周辺の野生 の 草花 に 多数訪

花す る な ど ミツ バチ に よ る 交配 は 不安定で あ り ， それ に

代わ る 他の有望 な花粉媒介昆虫 も な い た め に現状で は 人

工授粉が古 く か ら 継続 さ れて い る 。

ま た ， 在来の マ メ コ パチ は リ ン ゴや モ モ の花粉媒介見

虫 と し て 高 く 評 価 さ れ ( 北 村 ， 1968 a ; KITAMURA • 

MAETA ， 1969 b) ， 人工巣 の 開発 も 行 わ れ た が (北村，

1983 b) ，  1 年 1 世代 で増殖量 も 高 く な し ハチ そ の も の

の市販 に は い たって い な い が， 現在で も 農家 の 管理の元

に保護 さ れて い る 。

2 近年の花粉媒介昆虫の需要の現状 と 問題点
前述の よ う に ， わ が 国 の 花粉媒介昆虫 は， 果樹で は 関

心が持たれて い た が， 1960 年代後半か ら 栽培圃場の拡大

や栽培圃場周辺の宅地化が進 ん だ こ と に よ り 野生の花粉

媒介昆虫が減少 し ， 人工授粉が以前 よ り 必要 と なって い

る と こ ろ も あ る 。

ま た ， 同時期か ら 施設栽培 も 急増 し ， そ こ で栽培 さ れ

る イ チ ゴ， ト マ ト ， ナ ス ， 採種用 の ア ブ ラ ナ科作物 な ど

の奇形や結実不 良 は 未受粉が原因 で あ る こ と が明 ら か と
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な り ， 花粉媒介昆虫の存在が注 目 さ れた 。 イ チ ゴや採種

用 の ア ブ ラ ナ 科作物では ミ ツ バ チ の 導入が， ト マ ト 及び

ナ ス で は植物 ホ ルモ ン剤の処理が有効で前述の問題は一

挙 に 解決 し た 。 1970 年代後半か ら ， それ ま で農家の手に

よ っ て 1 花ずつ 交配が行われて い た ハ ウ ス メ ロ ン で も ミ

ツ バ チ が利用 さ れ る よ う に な り ， キ ュ ウ イ フ ル ー ツ や柑

橘の 日 向夏， 柿な ど の大規模栽培では花粉媒介昆虫の存

在が注 目 さ れ ミ ツ バ チ の利用 が拡大 し た 。

少数で は あ る が， ア ブラ ナ科野菜や タ マ ネ ギ な どの種

子生産 を 目 的 に ミ ツ バ チ の積極的利用 も 図 ら れて い る 。

野菜の 開花 は ほ ぼ 1 か 月 以内 と 短 し こ の 間曇天や雨天

時では ミ ツ バ チ の訪花 は妨げ ら れ る が， 全天候で訪花す

る マ ルハ ナ パチ の使用 は 明 ら か に種子生産量が増加す る

の で， 施設栽培下の採種生産に お い て は ミツバチ の使用

は減少 し て い る 。

さ ら に， 1990 年 に は数か月 間 の 寿命 と さ れ る 使い捨て

タ イ プで， ミツバチ の働 き 蜂 2 ， 000 頭内外の入 っ た 弱小

群が市販 さ れ る よ う に な っ た が， 比較的多 い 100�300

m2 の施設で栽培 さ れ る 作物 に は む し ろ 好都合であ り ， 周

年栽培の温室 メ ロ ン で は ， 夏期の高温時で も 正常 に 訪花

す る こ と か ら 弱小群が 1 年中使用 さ れて い る 。

こ の よ う に わ が国 に お い て も 農作物栽培 に お い て 結実

を高 め た り 果実の奇形防止 の た め ， 人為的 に 多数の花粉

媒介見虫 を 導入す る 場合 は ミ ツ パ チ の み に依存 し て き た

と い っ て よ い。

し か し ， 一方で ミ ツ バ チ の 入手が困難の地域， 導入に

は 栽培面積が狭 い ， 蜂 ア レ ル ギ ー が あ る な ど の 問題か

ら ， それに代わ る 花粉媒介昆虫 と し て 1970 年代か ら シ マ

ハ ナ ア プが登場 し (深沢， 1972 ; 小林， 1972) ， 民聞か ら

も 市販 さ れ， 一時 は イ チ ゴ， メ ロ ン， 果樹類な どで広範

囲 に 使用 さ れた 。 現在 は 採算面か ら 中 止 と な っ て い る
が， 復活 を希望す る 声 も 大 き く ， 今一度安価 に生産で き

る 産業化の 方法 を 研究す る 必要 も あ る と 考 え ら れ る 。

3 外国産の花粉媒介昆虫の登場 と 問題点
前述の よ う に ， 施設栽培作物では花粉媒介昆虫は全て

ミツバチ に依存 し ， 露地栽培作物で も 野外の花粉媒介昆

虫が不足 し た 場合， ミツ パ チ の導入が補助的 に行われて

い る 。 こ こ で使用 さ れて い る ミツ バ チ は， 明治初期 に ヨ

ー ロ ッ パ な ど か ら 導 入 し た 種類 で セ イ ヨ ウ ミ ツ バ チ

(Apis mellifera) と 呼ばれて い る 種類であ り ， わ が国 に

古 く か ら 生息す る ニ ホ ン ミツ バ チ と は別種で あ る 。 ニ ホ

ン ミツ バチ (Aρis cerana) は セ イ ヨ ウ ミツバチ と 同様の

花 に 訪花 し， 低温活動性 は 高 い の で低温期 に 開花す る 果

樹では花粉媒介昆虫 と し て 有効であ る 。 し か し ， 繁殖力

は弱 く 1 群の働 き 蜂数 も 少 な し 巣 自体 も も ろ い な ど採

蜜に は不適の た め 営利 を 目 的 と し た 養蜂 に は ほ と ん ど使

用 さ れず， 花粉媒介 を 目 的 と し て 巣が市販 さ れた こ と は

な い。 ま た ， 野外で は セ イ ヨ ウ ミ ツ バ チ に盗蜜 さ れ る な

ど競合で き な い た め ， セ イ ヨ ウ ミ ツ バ チ の 導入地で は ほ

ぼ絶滅の状態 に な っ て い る 。

ヨ ー ロ ッ パで は古 く か ら ミ ツ バ チ 以外 に マ ルハ ナパチ

類 も 有力 な花粉媒介昆虫 と し て評価 さ れて い る 。 こ のハ

チ は ミツバチ よ り 口吻が長い こ と ， 低温活動性が高 い こ

と ， 蜜の な い花 に も 花粉の み を 集 め に訪花す る な ど の 特

徴があ り ， リ ン ゴ な ど の低温期 に 開花の果樹類や牧草の

有力 な花粉媒介昆虫 と し て 知 ら れ， 特 に 牧草の ア カ ツ メ

ク サ ( レ ッ ド ク ロ ーパー) の花粉媒介に は有効で， ヨ ー

ロ ッ パか ら ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド や オ ー ス ト ラ リ ア へ導入 さ

れた経緯 も あ る 。

こ の マ ル ハ ナ パ チ の 中 の ツ チ マ ルハ ナ パ チ (Bombus

terrestris) は ミツ ノ f チ が訪花 し な い ト マ ト や ナ ス に も 訪

花す る こ と が知 ら れて い た が， ヨ ー ロ ッ パで人工大量増

殖に成功 し て販売が開始 さ れた こ と か ら ， 一躍施設栽培

の ト マ ト ， ナ ス の花粉媒介昆虫 と し て 注 目 さ れ， 現在 ヨ

ー ロ ッ パで は ト マ ト ， ナ ス で は 全部， そ の他の果菜類，

果樹類で も 急速 に 普及 し て い る 。 わ が国で も 筆者 ら が本

種の花粉媒介昆虫 と し て の成果 に 注 目 し て ， 1992 年の冬

か ら 本種 を 施設栽培の ト マ ト な ど の 果菜類で試験 を し た

と こ ろ ヨ ー ロ ッ パ と 同様の結果 を 得た の で， ト マ ト を 中

心 に 普及 に つ と め た 結果好評 を え て い る (池田 ・ 忠 内，

1992 a ; 1995 b) 。 特 に ， ト マ ト で は， 着果の安定， 果形

の均一， 空洞の な い充実 し た 果実 と な り ， 植物ホ ルモ ン

剤散布の省力， 品質や商品性 の 向上 な ど花粉媒介昆虫 に

よ る 成果が最大 限 に 発揮 さ れ る の で使用農家が急速 に増

え て い る 。

ツ チ マ ルハ ナ パ チ は， 晴天の静穏時であれ ば ほ ぽ 60C

以上で訪花活動 し低温活動性が高 い こ と ， 雨天で も 活動

す る こ と ， 紫外線カ ッ ト の施設内 で も 訪花す る こ と ， 農

薬散布後の訪花忌避 日 数 は ミ ツ パチ よ り 短い こ と な ど農

作物の花粉媒介昆虫 と し て の適応J性 は優れす べ て の作物

に使用 で き る が， ミ ツ パチ に比べて巣 と し て の寿命が短

い こ と ， 高温 に は弱 い こ と ， 高価で あ る こ と な ど， す べ

て の農作物 に お け る 使用 に は 限界が あ る 。

ツ チ マ ルハ ナパ チ と い う 新 し い花粉媒介昆虫 の登場 に

よ り ， 農作物 に お け る 花粉媒介昆虫 に対 し て 関心が高 く

な っ て き て い る が， す で に 果菜や果樹 に お い て は， 花粉

媒介昆虫 に よ る 自 然 の 交配が着果安定， 外観， 品 質 の 向

上 に は最良であ る こ と は周知 さ れて い る 。 し か し ， こ れ

ま で に そ の最適 な花粉媒介昆虫が不足 し て い た た め ， 交

配 に 多 く の労力 を 要 し て き た 経緯があ り 有効 な花粉媒介
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昆虫の要望 と 需要の分野 は広 い。 今後の労力不足の改善

か ら も 花粉媒介昆虫 の需要 は ま す ま す の び る も の と 予想

さ れ る 。 新た な花粉媒介昆虫 の 開発， 野外 に お げ る 一般

の花粉媒介昆虫 の保護な ど も 必要 と なって く る が， 当面

ミツパチ と マ ルハナパチ両種 を 中心 に し て 広範囲の作物

で益々 使用 さ れて い く も の と 思 え る 。
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新 し く 登録 さ れ た 農薬 (7 . 9 . 1'"'-'7 . 9 . 30)
掲載 は， 種類名 ， 有効成分及 び含有量， 商品名 (登録年月 日 ) ， 登録番号 (製造業者又 は輸入業者) ， 対象作

物 : 対象病害虫 : 使 用 時期 及 び 回 数 な ど 。 ( … 日 … 回 は ， 収穫何 日 前何 回 以 内 散布 の 略) 0 (登録番号 19052�

19061 ま での 10 件， 有効登録件数 は 5 ， 589 件)

MEP 液剤

MEP O . 10% 

「殺虫剤」

ス ミ チ オ ン ス プ レ ー (7 . 9 . 7)
19052 (武田薬品) ， 19053 (住友化学) ， 19054 ( ア グ ロ ス )
き く : ア プ ラ ム シ 類 : 発生初期 : 希釈せ ず そ の ま ま 散布 す

る ， ば ら : ア ブ ラ ム シ類 ・ チ ュ ウ レ ン ジ ノ 、 ノ T チ : 発生初
期 : 希釈せ ず そ の ま ま 散布 す る ， さ く ら : ア メ リ カ シ ロ ヒ
ト リ : 発生初期 : 希釈せずそ の ま ま 散布 す る ， つ ば き : チ

ャ ド ク ガ : 発生初期 : 希釈せず そ の ま ま 散布す る
DDVP ( ん薬剤

DDVP 16 . 0% 

殺虫 プ レ ー ト (7 . 9 . 7)
19055 ( 日 嘗商事)
貯穀倉庫 : 米 : コ ク ゾ ウ ・ コ ク ヌ ス ト モ ド キ ・ ナ ガ シ ン ク イ

等 の 甲 虫類 ・ パ ク ガ ・ ノ シ メ コ ク ガ 等 の 蛾類 : 保管 中 : 4 
回以内 : J車内壁際及 び坊の周 囲 に 2 m の 高 さ に 吊 る し て お
し 貯穀倉庫 : 豆類 : コ ク ヌ ス ト モ ド キ ・ ア ズ キ ゾ ウ ム シ

等 の 甲 虫類 ・ ノ シ メ コ ク ガ : 保管 中 : 3 回以内 : 庫内壁際
及び併の 周 囲 に 2 m の 高 さ に 吊 る し て お し 温室 ・ ピニ ー
ルハ ウ ス : き ゅ う り : ア プ ラ ム シ類 ・ ニ セ ナ ミ ハ ダニ : 収

穫前 日 ま で : 3 回 以 内 : ビ ニ ー ルハ ウ ス ， 混室 内 の 中央通

路， 又 は 周 辺部 に 直接作物 に 接触 し な い よ う に 吊 る し て お
し 温室 ・ ビ ニ ー ルハ ウ ス ; な す ・ ピ ー マ ン : ア プ ラ ム シ
類 ・ ニ セ ナ ミ ハ ダニ : 収穫 3 目 前 ま で : 3 回以内 : ビ ニ ー
ルハ ウ ス ， 温室内 の 中央通路， 又 は周辺部 に 直接作物 に接触
し な い よ う に 吊 る し て お く ， 温室 ・ ビ ニ ー ルハ ウ ス : い ち
ご : ア ブ ラ ム シ 類 ・ ニ セ ナ ミ ハ ダニ : 収穫 7 目 前 ま で : 3 

回以 内 : ビニ ー ルハ ウ ス ， 温室内 の 中央通路， 又は周辺部 に

直接作物 に 接触 し な い よ う に 吊 る し て お し 温室 ・ ビ ニ ー
ルハ ウ ス : 花 き : ア ブ ラ ム シ類 ・ ニ セ ナ ミ ハ ダニ : 5 回以

内 : ビニ ー ルハ ウ ス ， 温室 内 の 中央通路， 又 は周 辺部 に直接

作物 に 接触 し な い よ う に 吊 る し て お く

「殺菌剤IIJ

オ キ ソ リ ニ ッ ク 酸 ・ ペ フ ラ ゾヱ ー ト 水和剤

オ キ ソ リ ニ ッ ク 酸 20 . 0% ， ペ フ ラ ソ.エ ー ト 16 . 0%
へル シ ー ド ス タ ー ナ フ ロ ア プル (7 . 9 . 27)

19060 (住友化学) ， 19061 (宇部興産)

稲 : い も ち 病 ・ ご ま 葉枯病 ・ も み枯細菌病 ・ ばか苗病 ・ 褐条

病 ・ 苗立枯細菌病 : 浸種前 : 1 回 : 10 分間種子浸漬 (希釈
倍数 20 倍) ・ 24 時間種子浸漬 (希釈倍数 200 倍) ・ 種子吹
き 付 け処理 (種子消毒機使用) 又 は 塗沫処理 (希釈倍数 7 . 5
倍)

「殺虫殺菌剤」

カ ル ボ ス ル フ ァ ン ・ ト リ シ ク ラ ゾー ル粒剤

カ ル ポ ス ル フ ァ ン 3 . 0%， ト リ シ ク ラ ゾ ー ル 5 . 5%

ビ ー ム ガ ゼ ッ ト 粒剤 55 (7 . 9 . 27) 
19056 ( ダ ウ ・ ケ ミ カ ル)
水稲 (箱育苗) : イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ ・ い も ち 病 ・ イ ネ ド ロ オ イ

ム シ : 移植前 日 ~移植当 日 : 1 回 : 本剤の所定量 を 育苗箱
の苗の上か ら 均一 に 散布す る

「殺虫植調剤」

ベ ン フ ラ カ ル ブ ・ イ ナ ベ ン フ ィ ド粒剤

ベ ン フ ラ カ ル プ 5 . 0%， イ ナ ベ ン フ ィ ド 4 . 0%

オ ン コ ルセ リ タ ー ド 粒剤 (7 . 9 . 27)
19057 (大塚化学) ， 19058 ( 中外製薬) ， 19059 ( ア グ ロ ス )

水稲 (育苗箱) : イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ ・ ヒ メ ト ビ ウ ン カ ・ セ ジ ロ

ウ ン カ ・ ツ マ グ ロ ヨ ク パ イ ・ 下位節間短縮 に よ る 倒伏軽

減 : 移植 3 日 前~移植当 日 : 1 回 : 本剤 の 所定量 を 育苗箱

の苗の上か ら 均一 に 散布す る
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