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は じ め に

本誌 に 「 ハ ダニ 防除 の た め の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 利
用j と 題す る 小文 (粛藤， 1989) が書 かれて， 8 年が経

過 し た 。 こ の 間 に ， ハ ダニ類の 防除資材 と し て輸入天敵

であ る チ リ カ プ リ ダニ の 農薬登録が複数の企業 に よ っ て

申請 さ れ， 認可が下 り る に 至 っ た 。 わ が国の天敵利用 に

よ る 生物的防除 は， ょ う や く 軌道 に 乗 り 始 め た か に 見 え

る 。 し か し ， そ の天敵 を 生物農薬 と し て 広 く 普及 ・ 実用

化す る た め に は， ま だ い く つ か の 間題が残 っ て い る よ う

に 見 え る 。 そ れ ら は， 利用 す る た め の ノ ウ ハ ウ が必ず し

も 明 り ょ う で は な い こ と ， ま た利用 後 に どの よ う な問題

が起 き る か ( こ れ は 導入天敵全般 に お け る 問題， 広瀬，

1994) が予測 で き な い こ と な ど で あ る 。 こ の よ う な問題

の一部が コ ン ビ ュ ー タ ー シ ミ ュ レ ー シ ョ ン手法の導入に

よ っ て解決可能であ る と 考 え ら れ る が， 残念な が ら い ま
だ に そ の有効性が十分認識 さ れて い る と は い え な い。 あ

る い は， 認識があ っ て も 利用 す る 上で思わ ぬ障害 に ぶつ

か っ て い る よ う に 見 え る 。 そ こ で， 本稿で は， そ の利用
方法を紹介す る と と も に ， シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に つ い て ，
そ の さ わ り を 解説 し た 。

I シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ デル に で き る ニ と

爾藤 ら (1996 a， b) は， 生物 的防除実用化 の た め の

差分型 の チ リ カ プ リ ダニ ハ ダニ の相互作用 系記述モ デ

ル を報告 し た 。 こ の モ デル は ， ①で き る だ け現実に近い

条件設定で， ②で き る か ぎ り 単純で， ③農業 の現場で利

用 で き る よ う に ， 開発 さ れた も の であ る 。 そ の意味で，

驚藤 (1989) で分類 し た モ デル の 目 的 の う ち で， ["効果

予測」 と 「 デモ ン ス ト レ ー シ ョ ン 用」 を 目 指 し て い る 。

ま ず， 驚藤 ら ( 1996 a) の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ デ ル で，

ど の よ う な こ と が可能 に な る の か を 見 て い く こ と に し よ

う 。

1 ハ ダ ニ の発生 と 被害の予測

ま ず， 天敵 ( チ リ カ プ リ ダ ニ ) の 初期値 を ゼロ と お

く 。 予想 さ れ る 温度変化 デー タ を 入力 し ， 現在発生 し て
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い る ハ ダニ雌数， お よ び他の ス テ ー ジ (卵~第二若虫)

を初期値 と し て 入 力 す れ ば， 将来の任意の 日 の被害の発

生状況が予測 で き る 。 ま た ， 複数回 の様々 な農薬の散布

条件 を加 え る こ と が可能 な の で， そ れ を 最初 に 設定 す れ

ば， ダニ剤の散布効果 あ る い は他の害虫防除の た め の薬

剤散布の影響 を 予測す る こ と がで き る 。

た だ し ， こ の よ う な作業 (以下の 天敵利用 の場合 も 同

様 に ) の た め に は， 予測 し よ う と す る 環境の将来の温度

条件の デー タ が必要 と な る 。 そ れ は 入手不可能だか ら ，

平年， 高温年， 低温年 に つ い て の最高気温， 最低気温，

そ れ ら の発生 し た 時間 お よ び平均気温の デー タ フ ァ イ ル

を あ ら か じ め作成 し て ， そ れ ら に よ っ て 幅 を持 っ た 予測

を行 う こ と に な ろ う 。 ま た ， 農薬 に つ い て も ， 現段階の

モ デルでは 当該薬剤 に よ る ハ ダニ の各 ス テ ー ジ別の生存

率 に つ い て の デ ー タ (今 の と こ ろ ， 24 時間以 内 の 生存

率) を あ ら か じ め 入 力 す る 必 要 が あ る 。 温度条件 は 場
所， 時期 に よ っ て様々 な の で， モ デル 内 に あ ら か じ め組

み込む こ と は 困難だ ろ う が， 各種農薬の 殺ダニ効果 に つ

い て は， そ の種類が限 ら れて い れ ば， 農薬名 ・ 使用 濃度

等 を 入れれば自動的 に そ の効果 を モ デル 内 に組み込む よ

う に将来改良す る こ と は容易 であ る 。

2 カ ブ リ ダ ニ の効果予測

本モ デル の 主要 目 的 は， チ リ カ プ リ ダニ を 放飼 し た と

き に ， ど の ぐ ら い の期間でハ ダニ を 防除で き る の か， そ

の時期 ま で に ハ ダニ が ど の ぐ ら い の 数 に 達 し ， ま た ど の

程度 の被害がで る の か を 予想す る こ と に あ る 。 1 で述 べ

た デー タ に 加 え て ， 放飼 カ プ リ ダニ 雌数 を最初 に 入力す

る こ と で， こ れ ら の デ ー タ を 得 る こ と がで き る 。 結果 を

参照 し な が ら ， 初期放飼 カ プ リ ダニ 数 を 適宜変更す る こ

と で， 希望す る 時期， 希望す る 被害程度 に 防除す る た め

の適正な カ プ リ ダニ数 を 割 り 出 す こ と も 可能であ る 。

3 適正 な放飼 カ ブ リ ダ ニ 数の算 出

2 の最後 に 書 い た 方法で も ， 希望 す る 防除効果 を 得 る

た め の放飼 カ プ リ ダニ数 を計算で き る が， か な り の試行

錯誤が必要で あ る 。 そ こ で， そ れ を簡便化す る た め に ，

希望す る 防除 日 を入力 す る こ と で， そ れ を達成す る た め

に必要な放飼 カ プ リ ダニ雌数 を自動的 に 算 出 で き る よ う

に し た 。 た だ し ， 被害程度 に つ い て は， あ ら か じ め そ れ

を設定 し て 必要な カ プ リ 夕、ニ 数 を算 出 す る ル ー チ ン は組

ま れて い な い。 そ れ に は， 植物の 生育 と ハ ダニ の加害 と

に よ っ て 決 ま る 「被害の発生状況J を シ ミ ュ レ ー ト す る
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ナ ミ ハ ダニ の発育速度 と 温度 (HAZAN et al.， 1973 

よ り 作成)

白丸が HAZAN et al .， 1973 が報告 し た ， ナ ミ ハ ダニ

赤色型 で測 っ た デー タ ， 直線 は モ デル 内 で使用 し た

回帰直線 (本文 の め = b X T. + c に 相 当 ) で あ る .

な お， 回 帰 直 線 は ， SAITO ( 1979) の ナ ミ ハ ダ ニ 緑

色型 の デー タ を加え て 計算 さ れて い る た め ， プ ロ ッ

ト さ れた デー タ と 一致 し な い.

20 
温度 (OC)
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じ み の， f い ろ い ろ な 温度条件下」 に お け る ふ化率や 発

育期間 の デー タ に 基づい て計算 さ れ る 率 (変化速度) 変

数 で あ る 。 ダ ニ の よ う な 変温動物 で は， dh d2 と も に

温度 に よ っ て 変化す る か ら ， い ず れ も 温度 Tt ( t 日 の

温度) の 関数 と し て 書 く こ と が で き る 。 例 え ば， d1 と

温度 と の 関係 は， 図-1 に 示 す よ う に ， 基本 的 に 温度 の

上昇に 伴 っ て め が高 く な る 。 そ れが直線で近似で き る

な ら ， 回帰直線 に よ っ て 温度 と め の 関係 を 以 下 の よ う

に 設 定 で き る だ ろ う 。 d1 = b x れ + c， た だ し ， b と C

は 回帰係数 で あ る 。 ゐ に つ い て も 同 じ よ う な 式 が 書 け

る 。 ま た ， も し 関係が直線的でな い と き は ， そ れ ら を 曲

線回帰 ( 多 次 多項 式 回 帰) す る か， 図-1 の よ う に ， 各

測定値聞 を 直線で補完 し て そ れ ぞ れ の 直線式 を 作 り (2

点 を 通 る 直線 を 導 け ば よ い ) ， 温度 に 応 じ て そ れ ら の 直

線式 を選ばせ れ ば よ い。

具体的 な プログ ラ ム の 流れ を例示す れ ば， ま ず t 日 目

の温度 れ が入力 ( あ ら か じ め読 み 込 ん で お り さ れ る

と ， 次 に そ の温度が該当 す る 率変数 を 式が決定す る ( あ

る い は， 2 点間直線補完 の 場合 で は ， 温度 の 値 に よ っ て

論理式 で場合分 け を す る ) 。 つ ま り ， 式 に Tt を 代 入 し

て ， d1 ( あ る い は ぬ) を 得 る 。 そ の め と ぬ を式 ( 1 ) に

入 れ， 同 時 に 既 に 数値 の 入 っ て い る l 目 前 の 状 態 変 量

(X1，t - 1 と X2， t - 1 ) を 使 っ て ， X2， t が計算 で き る は ず で あ

寮藤 ら (1996 a) の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

モ デル

E 

モ デル の概要 を解説す る の が本文 の 目 的であ る が， こ

こ で そ の 全体像 を示す と ， そ れがか え っ て煩雑 さ の た め

に理解を妨 げ る お そ れが あ る の で， こ こ で は そ の 中か ら

具体的 な例 (関係) を二つ取 り 出 し て ， こ の モ デルの作

ら れ方 に つ い て 解説す る こ と に す る 。 モ デルの全体像 に

つ い て は 原論文 を参照 さ れた い 。

1 温度 と ハ ダニ の発育

シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し よ う と す る 系 内 の t 日 目 のハ ダニ

の幼虫数 を fX2，d と 書 く こ と に す る 。 fX2.d は， 基本

的 に は， 1 日 前 ( t -- l ) に 卵 で あ っ た ハ ダ ニ fX1.ト1J

の一部が発育 し て ， 新た に 「幼虫J に加わ っ た も の と ，

l 目 前 の 幼虫 数 fX2.トd か ら ， 第一若虫 に 発育す る こ

と で 「 い な く な っ た 分」 を差 し 引 い た 残 り で あ る 。 こ れ

を式 (差分式) で書 け ば，

x2. t = d1 X X1. t -1 + X2.t -1 一 ゐ X X2.ト 1 . . . . . . ・ H ・ . . . ( 1 ) 

な お ， こ こ で d1 は卵がふ化す る 速 さ ( 日 当 た り ふ化

率) で あ り ， ぬ は幼虫が第一若虫へ発育 す る 速 さ (幼

虫発育期間の逆数) で あ る 。

と こ ろ で， dl と ぬ は， 昆虫や ダニ の研究者 に は お な

一一 16 一一一

サ プモ デル の精度 を 高 め る 必要が あ る 。 現在 こ の作業中

な の で， 完成次第， 本モ デル に組み込む予定であ る 。

4 作物別効果予測

驚藤 ら (1996 b) は， シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ デル の適合

性テ ス ト を行っ た 結果， 1 種の作物 に お け る 生物的防除

を ほ ぼ完全 に シ ミ ュ レ ー ト で き る モ デル (のパ ラ メ ー タ

値) を ， そ の ま ま 別 の作物 に 適用 す る と 適合性が悪 く な

る こ と を 見 い だ し た 。 ま た ， チ リ の捕食効率 と 分散率 を

変化 さ せ る と 適合度 が劇的 に 改善 さ れ る こ と か ら ， 作物

に よ る モ デル の適合度 のふれ は ， チ リ の餌ハ ダニ発見効

率 に よ っ て 決 ま る 「捕食効率J と 餌不足 に よ っ て起 こ る

「分散率」 を 主 な 原因 と し， こ れ ら に は作物 の 持 つ 物理

的形状が強 く 影響 し て い る 可能性が高 い こ と を 示 し た 。

実際 に ， イ チ ゴ と キ ュ ウ リ での結果か ら ， 捕食率 は前

者が後者 の 1 . 25 倍高 い と 推定 さ れ た 。 こ の よ う な 推定

は， も と よ り 他のパ ラ メ ー タ が確定 さ れて い る こ と が前

提 と な っ て い る が， そ の前提が正 し け れ ば， こ の モ デル

を 用 い て ， 形状が異 な る ( ほふ く 性， つ る 性等) 作物 ご

と に上記 2 パ ラ メ ー タ を 実測 さ れた生物的防除の経過デ

ー タ か ら 推定す る こ と がで き る だ ろ う 。 こ れ は， 本来あ

ら か じ め と っ て お く べ き だが， 実際に は採取困難な デー

タ で あ る 。 天敵 に と っ て の環境の物理構造の効果 を モ デ

ル か ら 推定す る と い う ， モ デル の別の使い 方の一例 と し

て紹介 し て お く 。
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0 図 - 3 チ リ カ プ リ ダニ 第一若虫 の 最大捕食率 (餌が十 分

あ る と き の 1 頭 の 捕 食 卵 数) の 温度 に よ る 変 化
(TAKAFUJI an d CHANT， 1976 を も と に作成)

こ の 関 係 は， プ ロ グ ラ ム 内 で は ， 10�15"C未 満，
15�25.C未 満， 25�30.C未 満 お よ び 30.C以 上 (矢
印) が 4 本の直線の 式 に よ っ て 記述 さ れて い る .

図 - 2 チ リ カ プ リ ダニ第一若虫 の捕食量 と 発育率の関係
T AKAFUJI an d CHANT ( 1976) の デ ー タ を も と に 計
算 し た . た だ し ， 横軸 は Tefranychus ρacificus の第
一若虫 を供給 し た と き の デ ー タ を 卵 に 換算 し た も の
で あ る . そ の た め， 密度が必ず し も 捕食量 と 一致 す
る と は 限 ら な い が， ほ ぼ そ れ を 反映す る と 考 え ら れ
る .

数 ( こ れ も 温度 に よ っ て 変わ る )

法 を と っ て い る 。

2 チ リ カ ブ リ ダ ニ に よ る ハ ダ ニ の捕食

天敵であ る チ リ カ プ リ ダニ がハ タ。ニ の 発生 し て い る 系

に お い てどの よ う に そ れ を 捕食 し ， ま た 食べた量 に 応 じ

て自分 自 身が発育 ・ 産卵す る か と い う 部分が， こ の シ ミ

ュ レ ー シ ョ ン モ デル に お い て 最 も 複雑 で難 し い部分であ

る 。 こ こ で は， チ リ カ プ リ ダ ニ (以 下， チ リ と 略称 す

る ) の第一若虫 (以下， 単 に 若虫 と 略称， な お ， 幼虫 は

餌を食べ な い ) に つ い て ， そ の骨格 を 示 し て み よ う 。

ま ず， r t 日 目J に お け る チ リ の 若虫 の 数 を 九t と す

る 。 Y3. t は餌が十分食べ ら れ る 条件であ れ ば， 式 ( 1 ) で

示 し た ハ ダニ と 同様 に ，

Y3， t = e2 x Y3，t - 1  + Y3，t- 1 ー の × 日.t - l … H ・ H ・ . . . ( 2 ) 

と な る 。 た だ し ， e2 は 幼虫， の は 若虫 の 日 当 た り 発育
率であ る 。

では， 式 ( 2 ) に お い て ， チ リ 若虫がハ ダニ を食べ る と

い う 「効果」 は ど こ に 反 映 さ れ る の だ ろ う か。 幼虫 は餌

を食べず に 若虫 に な れ る か ら ， の は ハ ダ ニ を 捕食 す る

こ と と 無関係であ る 。 一方， 若虫が次 の ス テ ー ジ で あ る

第二若虫 に 発育す る に は， 一定量 の ハ ダニ を食べ る こ と

が不可欠 だ か ら ， ぬ が捕食 に 関係 す る こ と に な る o e3 

は ， し た が っ て ， 餌が十分食べ ら れ る と き (最大捕食率
実現時) を最大備 と し て ， 実際に食べ ら れた餌が減少す

る ほ ど小 さ な値 に な り ， 餌 を 全 く 食べ ら れな い な ら ゼロ

に な る よ う な， r食べ る こ と の で き た ハ ダニ 数」 の 関 数
であ る こ と がわ か る だ ろ う 。 た だ し ， 式 ( 2 ) は 単純化 し

を 割 り 当 て る と い う 方
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る 。 要 は ， コ ン ビ ュ ー タ プロ グ ラ ム に お い て ， 命令の 実

行順序の指示 を 間違 え な け れ ば， こ の部分 は確実 に 動 く

はずであ る 。

な お ， 式 ( 1 ) で は 簡便化 の た め に ， X2， t に 関与す る 二

つ の重要 な 要因 を 除 い て あ る の で注意 さ れた い。 そ れ ら

は ， r t 日 目J に お い て ハ ダニ 幼虫が カ プ リ ダニ に よ っ

て捕食 さ れて 死亡す る 速度 (被捕食死亡率) と ， 植物の

加害 の 進行 に よ る 餌条件の 劣化 に よ る 死亡 ・ 分散率 (1

日 間 で系外 に 分散 ま た は死亡す る 速度) であ る 。 前者 に

つ い て は 次項でふれ る 。

例 と し て ハ ダニ の幼虫数の変化 に つ い て 述べた が， こ

の計算 は す べ て の発育ス テ ー ジ に つ い て ほ ぽ同様 に適用

で き る 。 し か し ， 成虫雌 に つ い て は産卵 と 加齢 と い う こ

つ の 要素がか ら む の で， 式が複雑 に な る 。 雌の加齢 と 産

卵数の変化 は， 従来 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ デ ル に お い

て ， そ れ を 数式化す る 様々 な試みがな さ れ て き た 。 し か

し ， 産卵ノ f タ ー ン に よ く 近似す る 曲線式の提案 は， メ モ

リ ー や計算速度 に制限の あ る 場合 に は重要だが， 昨今の

発達 し た ハ ー ド 環境で は ， 観察値 を そ の ま ま プログ ラ ム
に書 き 込む こ と が可能に な っ て い る の で， 実際の作業 に
は あ ま り 問題 に な ら な い。 む し ろ ， ハ ダニ や カ プ リ ダニ

の よ う に 長命な雌の加齢 を ど う 扱 う か が問題 と な ろ う 。

本モ デルで は， 雌 に 仮想的 な 多 数 の ス テ ー ジ (250Cで 1

日 で経過す る ) を 設定 し て ， そ れ ら の ス テ ー ジ の経過時
聞が温度 に よ っ て変化す る と し， そ の ス テ ー ジ別 に 産卵
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て あ る の で， 実際に は餌が食べ ら れ な い こ と で飢 え て死

亡す る こ と を 別 に 考慮 し な り れ ばな ら な い ( こ こ では省

略) 。

そ れ で は， e3 は 具体的 に ど の よ う に 測 ら れ て い る の

だ ろ う か。 図 -2 に 250Cの 温度条件下での 「食べ る こ と

がで き た餌量J と 「 チ リ 若虫の発育率」 と の 関係 を示 し

た 。 ま た ， 図 3 に は 「最大捕食率j が温度 に よ っ て ど

う 変化す る か を 示 し た ( な お， こ の 図 は TAKAFUjI and 

CHANT ( 1976) の デー タ を も と に し て い る の で餌ハ ダニ

は Tetranychus 仰α万cus であ る ) 。 発育速度 ( 日 当 た り

発育率) が， ハ ダニ の場合 と 同様 に 温度 に 依存す る こ と

は容易 に 理解で き る と 思 う 。 し た が っ て ， チ リ 若虫の発

育率 の は大 ざ っ ぱ に い え ば， r食べ る こ と の で き た ハ ダ

ニ 数J と 「温度J の 関数に な っ て い る こ と に な る 。 コ ン

ピ ュ ー タ ー 内 に ， こ れ ら 餌量別 ・ 温度別 の チ リ 発育率 を

式 に よ っ て組み込んでお け ば， ま ず第一段階の発育率 と
捕食量 と の 関係が決定 さ れ る こ と に な る 。

し か し ， 既 に 気づかれて い る と 思 う が， 上記の 「食べ
る こ と の で き た 餌量」 と い う も の が， 今現在， 環境中 に

い る ハ ダニ の数， そ の存在様式， さ ら に チ リ が そ れ を 発

見 で き る 確率， チ リ の個体聞の競争な ど に 関係 し て い る

こ と は 明 ら かであ る 。 こ れ ら の 関係 を逐一説明す る の は

こ こ で は避 け る が， そ の 中 で特 に 重要 な の は， ハ ダニ の

分布様式 (植物の形態) に 関係 し て 決 ま る チ リ の餌発見

確率であ る 点 は既 に述べた。

ま た ， 上記の の の計算で チ リ がハ ダニ を 食 べ て し ま

っ た わ け だか ら ， そ の食べ ら れた 分 は式 ( 1 ) のハ ダニ の

数の計算 に 反映 さ れな け れ ば な ら な い 。 そ れ は， 式 ( 1 )

に ， t - 1 か ら t の 聞 に 食 べ ら れ て 死亡 し た 幼虫 の 数 を

組み込め ば よ い の で，

X2， t = d1 X Xl， t - l + X2， t - l - d2 x X2， t - l - e3' X X2，ト1 ・
，
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こ こ で ぬ' は幼虫 当 た り 被捕食率であ る 。

紙面の制約で， 本当 に基本的な 関係 に つ い て だ け の紹

介 に な っ て し ま っ た が， BASIC に よ る プロ グ ラ ミ ン グ

は， 数 日 練習 す れ ば誰 に で も 可能な こ と であ る 。 臆せず

に ， 自 力 でプログ ラ ム を 試み る こ と で， 本文がな ん と 当

た り 前 の こ と を 書 い て い る の か が実感 い た だ 砂 る と 恩

フ 。

皿 ど う す れば有効利用 がで き る か

ま と め に 替 え て ， こ の 点 に つ い て 少 し 言 及 し て み よ

う 。 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ デル と い う も の がで き て ， さ て

そ れ を第三者が有効利用 し よ う と す る と き ， ま ず第ー に

ぶつ か る の が， コ ン ピ ュ ー タ プログ ラ ム の理解 と い う 問

題であ る 。 粛藤 (1989) が述べた よ う に ， シ ミ ュ レ ー シ

ョ ン プログ ラ ム は ワ ー プロ タ ッ チ で利用 で き る よ う な汎

用性が高 く ， かつ利用が容易 な も の で あ る こ と が望 ま れ

る 。 確か に そ の と お り な の だ が， 現段階 の プロ グ ラ ム

は， 残念なが ら そ の段階に は 達 し て い る と は い え な い。

こ れ は， 構築者であ る 筆者 ら に そ の責任が あ る と 考 え

る べ き だ ろ う か ? 昨今の よ う に ， 研究成果の 「量」 に

よ っ て 業績が評価 さ れ る 時勢では， 言 い訳が ま し さ を承

知で言わ せ て も ら え ば， 汎用性や使い や す さ を追求す る

よ う な 「実際的 な作業」 は 大学等の研究 目 的 と し て な じ

ま な い の で あ る 。 そ れ を 実行 し よ う と す れ ば， 半年あ る

い は そ れ以上 を プログ ラ ム 改良作業， そ れ も 入力 の容易

さ や分か り や す さ を 向上 さ せ る た め だ け に ， 費す覚悟が

必要 と な ろ う 。 そ れ を す る た め の 時間 を ， 筆者 ら は と て

も 割 け そ う に な い。

し た が っ て ， こ の よ う な作業 は ， そ れ を 実 際 に 利 用 す

る 現場 に 近い技術者や研究者が 中心 に な っ て ， 作成者 ら

と 協力 し な が ら 進 め て い た だ く ほ か は な い の であ る 。 し

か し ， 現実 に は こ の よ う な 重要 な 中 間段階 を 無視 し て ，

プログ ラ ム を 手 に す れ ばす ぐ に 有効利 用 が可能だ と 誤解

さ れ て い る 向 き が な い と は 言 え な い。 同 じ よ う な傾 向

は， 本モ デルが貢献 し よ う と し て い る 生物的防除 そ れ 自

体に も 見 ら れ る よ う に 思わ れ る 。 天敵資材 を増殖 し ， 販

売すれば防除が成功す る と い う 安易 な姿勢が散見 さ れ る

の であ る 。

生物的防除 に し て も ， そ れ を サ ポ ー ト す る コ ン ビ ュ ー

タ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に し て も ， 結局 は そ れ を理解 し ， う

ま く 活用 で き る 人聞がい な け れ ば実用化 は と う て い お ぼ

つ か な い 。 そ の よ う な能力 は ， 大学院 な ど で そ の 分野 を

十分研究 し た 者 に 求 め る べ き だ と 考 え る が， 現場サ イ ド

では， こ の よ う な人材 は， と か く 敬遠 さ れが ち な の は遺

憾であ る 。 と に か く ， 今最 も 必要 な の は ， そ れ ら の技術

を深 く 理解 し ， 実際 に 有効利用 す る こ と の で き る イ ン テ

リ ジ ェ ン ス な の だ と い う こ と を ， 地域の試験研究機関や

企業の責任あ る 人た ち に再認識 し て い た だ き た い も の で

あ る 。 知識 と 能力 を兼ね備 え た 「生物的防除士j の よ う

な職業が社会的 に も 認知 さ れて ， コ ン ビ ュ ー タ シ ミ ュ レ

ー シ ョ ン を そ の一 つ の武器 と し て ， 害虫防除の現場 を よ

り 安全 に ， 確実 な も の に す る こ と が望 ま れ る 。
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