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農林水産省農業研究セ ン タ ー 中 むら
村 かず お

和 雄
1998 年 を 迎 え て ， 20 世 紀 も 残 り 3 年 と な っ た 。 遠 い

先 と 思 っ て い た 21 世紀 も も う 秒読 み の段階 に入 っ た 。

農業 を取 り 巻 く 環境の厳 し さ は， 今 に 始 ま っ た こ と で

は な い が， 昨年秋頃か ら ま た 一段 と 厳 し さ が強 ま っ た 。

そ う い っ た情勢の下で， 現在， 新 し い農業基本法が検討

さ れて お り ， 本年中 に は制定 さ れ る 見通 し であ る 。 現農

業基本法 は農業 と 他産業 と の 聞 の 生産性 ・ 生活水準の格
差是正 を 目 標 に ， 農業生産の選択的誌大 を 図 っ て き た 。
そ の結果， 高生産性品種の 導入や連作がな さ れ， そ れ を
支 え る 技術 と し て 化成肥料の大量施用 と 化学農薬中心の

病害虫防除が行わ れ， 生産性 は著 し く 増大 し た。

そ の反面， 窒素 に よ る 地下水の汚染や薬剤抵抗性害虫

の 出現な ど， 多 く の副作用 を も た ら し た 。 一方， 地球的
規模 の環境破壊が進み， そ れ ほ ど遠 く な い 未 来 に お い
て ， 食糧不足が起 こ る と 警告 さ れて い る 。 こ う い っ た 状
況下 に あ る 現在 に あ っ て ， 新農基法で は 環境に配慮 し た
農業生産が う た わ れ る と い う 。

こ れ よ り 先 に， 農水省 は 「環境保全型農業J の必要性
を 打ち出 し た 。 そ れ以来， r環境保全型」 と い う 言葉 が
頻繁 に使わ れ， こ の た め の 研究 が盛 ん で あ る 。 そ こ で
は， 化成肥料や化学農薬の投入量 を 減少 さ せ る こ と が，
す な わち 「環境保全型農業」 と さ れ る こ と が多 い。

農薬や肥料の投入量 を 減少 さ せ る こ と が環境汚染 を 防
ぐ面か ら 重要 な こ と は い う ま で も な い が， r環境保全型

農業」 は， r農業 の有す る 物質循環機能 な ど を 生 か し ，

生産性の向上 を 図 り つ つ 環境への負荷の軽減を配慮 し た
持続的な農業」 と 定義 さ れて い る よ う に ， そ れだ け が 目

的で は な い。 む し ろ ， r物質循環機能 な ど を 生か し た 」

「持続的な 農業」の展開 こ そ が必 要 で あ る 。 そ の 観点か

ら い う と ， 持続的農業 Sustainable Agriculture と い う
言葉の ほ う が適 し て い る 。

高生産 を 求 め て ， 多肥料 に 適 し た 高 収量 品種 を 連作

し， 病虫害防除の た め に 殺菌， 殺虫 ス ペ ク ト Jレ の広い農
薬 を 使用 し 続 け た 結果， 農地が本来持 っ て い た物質循環
機能や生物個体群の 自 然制御機構が破壊 さ れ， 機能が低

下 し て し ま っ た 。 こ の 系 は， 肥料 と 農薬 を投入 し続 げ る
こ と に よ っ て維持 さ れて き た が， そ れ に も 限界があ る 。
こ の悪循環 を 絶っ て ， 自 然の持つ本来の機能 を 回復 さ せ
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る こ と に よ っ て ， 農耕地が支 え う る 生産量 を 確保 し ， 維
持 ・ 発展 さ せ る こ と が今， 求 め ら れて い る の で あ る 。

病害虫防除， と り わ け害虫防除の た め に は， 古 く か ら

総合防除 な い し 総合的病害虫 管理C IPM) の 必要性が

訴 え ら れ， そ れ に 向 げ て の研究が行わ れて き た 。 そ こ で

は， 種々 の 防除法 を組み合わ せ て ， 害虫個体群密度 を 一

定 レベル以下に保持 さ せ る こ と を 目 標 と す る 。 そ れ は，

自 然生態系 が本来持 っ て い る 個体群の制御機構 を 人為的
に 補完 し て ， 最大 限 に 発揮 さ せ よ う と す る も の と い え

る 。 し た が っ て ， IPM は， 持続的農業 の た め の 重 要 な
構成要素であ る 。

IPM は， 害虫個体群 を わ れわ れが望 む よ う に 管理 す

る も の であ る か ら ， こ の確立の た め に は個体群動態 の解

析 と 防除資材の制御機構の解析が十分行わ れ な け れ ば な
ら な い。 例 え ば， 天敵研究 で は， “生物農薬" に 向 け て

の天敵の増殖や実用化試験は盛んであ る が， 害虫個体群
密度 に 対 す る 天敵 の 反 応 の 解析 は あ ま り 行わ れ て い な
い。 ま た ， 天敵 と 一 口 でい っ て も ， 個体群の増殖に対す

る 抑制効果 は， 寄生者 と 捕食者 と で同一 な の か， 在来天
敵 と 輸入天敵 と どち ら が有利 な の か な ど の ， 古 く て 新 し

い課題 も あ る 。 天敵 を害虫個体群 を 制御す る た め に健用

す る た め に は， 天敵の動態 を 害虫個体群の動態 と の 関係
で と ら え る こ と が ど う し て も 必要 と な る 。

い う ま で も な く ， 1 種の害虫の 管理が確立 し た と し て

も ， 実用 的 に は あ ま り 意味がな い。 必要 な の は， あ る 作
物の主要 な病害虫 を管理す る こ と で あ る 。 さ ら に ， 特定

の 畑 を 考 え て も ， そ こ に は時間的 に も 空間 的 に も 様々 な
作物が作付 け さ れ る 。 し た が っ て ， 求 め ら れ る の は， 対

象 と す る 時空間での病害虫管理であ る 。 し か し ， わ れわ
れは， ま だ そ の た め の手法 を 完全 に は持っ て い な い。 そ
の た め の方法論の確立が ま ず な さ れ な り れ ば な ら な い。
IPM の た め の 実用化の 研究 は も ち ろ ん 必 要 で あ る が，

そ れ と 同 じ か そ れ以 上 に ， IPM の 確立 に 向 け て の 基礎
研究がな さ れな け れ ば な ら な い の で あ る 。

厳 し い農業情勢の 中 に あ っ て ， わ れわ れ に 課せ ら れて

い る 植物防疫上の任務 は大 き い。 こ の任務 を 果 た し， 社
会の要請 に 応 え て い く た め に は， 目 の前 の 問題だ け に 目

を 向 け る の で は な く ， 将来 も 見通す幅広い視野 と ， 一般
に 受 け 入 れ ら れ る 論理性 を 持 っ た 戦略 と が求 め ら れ よ
う 。
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