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特集: JPP-NET を活用 し た発生予察 ( 1 )

JPP-NE1、を活用したイネいもち病の発生予察
一ー より高精度かつ効率的な発生予察を目指して一一
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は じ め に

植物防疫事業 は ， そ の発足以来， 各都道府県 に設置 さ

れた病害虫防除所 を核 と す る 全国斉一な情報の収集， 交

換及び こ れ に 基づ く 発生予察 と こ れ に 却 し た 防除指導等

に よ り ， 農業生産の安定化， 生産性の 向上等に 大 き な役

割を果た し て き た 。

昨年 5 月 に閣議決定 さ れた 地方分権推進計画に お い て

も ， こ の よ う な植物防疫事業の有す る 性質か ら ， 病害虫

防除所の必置規制 に つ い て の必要性が確認 さ れ， 維持 さ

れ る こ と と な っ た 。 ま た ， そ の予算的裏付 け で あ る 植物

防疫事業交付金に つ い て は， 財政構造改革の推進に関す

る 特別措置法 (平成 9 年法律第 109号) に お い て ， r国

の安全の確保等 に関す る も のj と し て制度的補助金に分

類 さ れて い る 。

一方， 近年食料の安全性や環境問題への国民の関心が

高 ま る 中， 昨年 9 月 の 「食料 ・ 農業 ・ 農村基本問題調査

会答申」 に お い て ， 環境に対す る 負荷軽減を 図 っ て い く

こ と が主要な柱の一つ に位置づげ ら れた 。

こ の よ う な中， r植物防疫事業 の運営改善に 関 す る 検

討会」 が昨年秋か ら 開催 さ れ， 病害虫防除所 を中心 と し

て 実施 し て い る 圏内病害虫防除対策の今後の あ り 方 に つ

い て 検討が行わ れて い る 。 本検討会では， 本稿 を作成 し

て い る 現在， こ れか ら 進むべ き 事業の あ り 方 を示すべ く

熱心 な議論が続い て お り ， 本誌が発行 さ れ る こ ろ に は具

体的方向が示 さ れて い る こ と であ ろ う 。

発生予察事業 は ， こ の よ う な圏内病害虫防除対策の柱

と し て ， 昭和 16 年 に 水稲 を 対象 と し て 発足 し て 以来，

農業の生産動向等に応じ対象を果樹， 野菜， 花きと順次

拡大 し な が ら 運営 さ れて き て い る 。 ま た ， 調査技術や発

生動向 に 関す る 研究開発の成果 を事業 に 取 り 入れ， 予察

精度 の 向上や効率化 を 図 っ て き て い る 。 そ の中で最近注

目 さ れ て い る 技術が B LA STA M ( プ ラ ス タ ム) を は じ
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め と す る コ ンビュー タ に よ る デー タ 処理技術を 活用 し た

病害虫発生予察技術であ る 。

本稿 を含む今回 の特集で は ， 平成 9 年度か ら 本格稼働

し た J PP-NET を活用 し た デー タ 処理 に よ る 発生予察

技術の現状及 び今後の課題等 に つ い て ， J PP-NET活

用促進委員 を努め て い た だ い て い る 都道府県職員の 方 と

協力 し て 取 り ま と め， 全国の 関係者各位の有効活用 に資

す る こ と と し た い。

I 高精度いもち病発生予察システムの

確立

1 葉いもち感染好適条件判定モデル BLASTAM

( 1 )  い も ち 病 は ， 稲作に と っ て 最 も 重要 な 病害で あ

り ， 特に天候が不順な年は早期か ら 発生 し， 広 い地域で

波状発生す る た め， 大 き な被害 を も た ら す。 こ の た め，

い も ち 病の 発生予察 に 当 た っ て は， 広域 的 な 視野 の 下

に ， 発生時期 を早期 に予測 し ， 防除適期 に 的確 な 防除が

実施で き る よ う な仕組み を 作 る こ と が重要 と な る 。

( 2 )  葉 い も ち 初発時期の予測 は ， こ れ ま で は 経験 と

勘に頼っ て い た 。 こ の た め， 数多 く の地点 を 実地調査 し

な く て は な ら な か っ た 。

B LA STA M は ， ア メ ダス デー タ の み を利 用 し て 葉 い

も ち 感染好適条件 を判定す る モ デルで， 越水幸男氏 (元

東北農業試験場) ら に よ っ て 開発 さ れた も の で あ る 。 こ

れ ま で東北地域 を中心 に 多 く の 県 で利用法が検討 さ れ，

県 に よ っ て は独自の葉 い も ち 発生情報ネ ッ ト ワ ー ク の中

心的モ デル と 位置づ け て い る 。 ま た ， B LA STA M は 判

定の基準が明確であ り ， 感染好適条件が出現 し た 地点 を

地図上に表示(図ー1 :アメダス観測地点、ごと)したり，

期間内 に感染好適条件が出現 し た 臼 を帳票表示 に よ り 知

る こ と がで き る 。

2 葉いもち発生シミ ュ レーションモデル BLASTL

(プラ ストル) 及 び穂いもち発生シミ ュ レーショ

ンモデル PBLAST (ビープラ スト)

( 1 )  こ の二つ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ デル は， い も ち

病の発生 に 関与す る 様々 な 要因及びそ の相互関係 を 実験

結果 に基づい て 数量化 し ， 実際の い も ち 病発生過程 を模
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図-1 BLASTAM指標地図

倣す る よ う に 構築 し た モ デル で あ る 。 B LA STL は ， 橋

本 晃氏 (元 福島県農業試験場) ら に よ っ て 開発 さ れ，

福島農業試験場 に あ る い も ち 病指定試験地 を中心 に 実用

化 に 向 砂 た 改 良 が加 え ら れ て い る モ デ ル で あ る 。

B LA STL は， あ る 特定 の 水 田 の 平均 的 な 生育 イ ネ を 想

定 し て ， こ の イ ネ体上での葉い も ち 病斑増加の経時的 な

変化 を い も ち 病菌の生活史に基づ い て 予測す る シ ミ ュ レ

ー シ ョ ン モ デルであ り ， アメダス デー タ 以外に結露計 に

よ る 葉面の水滴保持時間 の デー タ が必要 と さ れて い る 。

こ の た め ， こ の モ デル を 利 用 す る た め に は ， 葉 い も ち 発

生の予測を行お う と す る 地点 に 結露計 を 設置 し ， 水滴保

持時間 の デー タ を収集 し な く て は な ら な い。 福島県農業

試験場い も ち 病指定試験地では， こ の水滴保持時間デー

タ 収集 を 迅速かつ正確 に 行 う た め に ， 結露計の改良 を進

め， 携帯電話 を 用 い た デー タ 収集 シ ス テ ム を開発 し た 。

さ ら に ， 近隣に アメダス 観測地点 の な い 山 間地域ゃい も

ち 病常発地の気象デー タ (気温， 日 照時間， 風速， 降水

量) 及ぴ水滴保持時間 デー タ を収集で き る 気象 ロ ボ ッ ト

に よ る デー タ 収集 シ ス テ ム を 開発 し， 実用化 に 向 付た検

討を行っ て い る 。

( 2 ) ま た ， PB LA STは ， 石黒 潔氏 (現 東 北 農

業試験場) に よ っ て 開発 さ れた， 上位葉 に発生 し た葉い

も ち 病斑か ら の出穂 し た 穂への感染や， い も ち 病菌が感

染 し た 穏の各部位か ら の二次感染な ど に よ る 穂い も ち 発

生を予測 し ， 被害籾率 な ど の被害量 を推定す る シ ミ ュ レ

ー シ ョ ン モ デルであ る 。 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ デルの利点

は， 病勢進展の予測 と と も に ， 種々 の対応策 を講 じ た 場

合の発病程度 の予測が可能で あ り ， そ の予測結果 に基づ

い て 適切な対応策が検討で き る と い う こ と に あ る 。 し た

がっ て ， 実際の闘場 に お砂 る 葉 い も ち 発生状況 と シ ミ ュ

レ ー シ ョ ン の演算結果 と を 対比 し， い つ ど のよ う な 防除

を 行 え ば よ い か を情報 と し て提供す る こ と がで き る 。

n JPP-NET の本格稼働と 高精度

いもち病発生予察システム

1 植物防疫組織における情報ネットワーク整備の経

過 と現状

本稿で述べる 技術 は ， l PP-NET と 関係が深い た め ，

ま ず， 情報ネ ッ ト ワ ー ク 化 の 経過， 現状 を 振 り 返 っ て み

た い。

以前， 都道府県 は発生予察事業 に よ る 病害虫 の現況 デ

ー タ や発表 し た 発生予察情報 を郵送 に 頼 っ て い た 。 し か

し な が ら ， 病害虫 の ま ん延を 防止す る 観点か ら ， よ り 迅

速な情報伝達体制 を構築す る こ と が望 ま れて い た こ と か

ら ， 昭和 60 年代 に 全国 の 病害虫防除所 と 農林水産省 を

オ ン ラ イ ン で結ぶネ ッ ト ワ ー ク が構築 さ れた。 本ネ ッ ト

ワ ー ク は 当 時 と し て は画期的 な も の であ っ た が， 固 と 都

道府県 の 48端末 の ク ロ ー ズ ド シ ス テ ムで あ っ た こ と ，

デー タ ペー ス 機能 が な か っ た こ と な ど か ら 平成 7 年 12

月 に廃止 さ れた 。

こ の よ う な中で， 従来 か ら の発生予察事業の情報伝達

機能 は も ち ろ ん， 各機関で逐次作成 さ れ る 植物防疫関係

情報 を迅速かつ効率的 に 収集 ・ 提供す る と と も に ， 情報

の受砂手であ る 農協等で も 広 く 利用 で き る シ ス テ ム構築

が求 め ら れ る よ う に な り ， l PP-NETが登場 し た 。 現

在， l PP-NETは最新の基本機能 を装備 し， 過去か ら

の発生予察情報， 農薬登録情報， 気象情報， 技術相談掲

示板等デー タ ベ ー ス 機能 も 充実 し た 植物防疫 に 関係す る

情報 を 総合的 に提供す る シ ス テム と な っ て お り ， 植物防

疫関係者は も ち ろ ん， 一般ユー ザー も 対象 に 運営 さ れて

い る 。 特 に ， 昨年 12 月 か ら 本格稼働 し た 農薬登録検索

は ， 農薬の 登録内容 を 適用 作物 な ど の キ ー ワ ー ド で検索

す る デー タ ベ ー ス で あ る が， 個別 に 設定 さ れて い る 基準

値デー タ ベ ー ス と も 関連付砂 ら れ， 農薬 に 関 す る 情報 を

一元的 に 入手で き る シ ス テム と な っ て お り ， 病害虫防除

所等に お け る 防除指導， 防除指針 ・ 防除暦の作成 に 当 た

っ て は効率化が期待 さ れて い る 。

2 JPP-NET を活用 し た高精度発生予察システム

の運営

コ ン ピュー タ を利用 し た 発生予察 シ ス テ ム を円滑に運

営 し て い く た め に は ， 大量の デー タ を 迅速 に 入手 し 処理

で き る こ と が必須条 件 と な る 。 l PP-NETが提供す る

ア メ ダ ス デ ー タ の自動取 り 込 み が可能 と な っ た 本年度

は ， 多 く の都道府県病害虫防除所で B LA STA M に よ っ

て 得 ら れた デー タ が い も ち 病発生予察情報発表の判断資

料 と し て 活用 さ れ た 。 次 年度以降 は ， 平成 10 年 6 月 か
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表 -1 平成10年度か ら新たにJPP-NETで提供される情報
項 目

いもち病発生予測

メッシュ気象情報

内 "‘r・廿
いもち病の感染好適日をアメダスデータか ら推測するプログラムであ

るBLASTAl\1 を 用いて， いもち病発生予察を笑施することができる.
繋いもち発生立を予測するBLASTL， 穂いもち発生誌を予測する

PBLASTは計画中.
アメダスデータか ら計算により得 られた 5kmメッシュ気象データの

利用が可能. 特にアメダスデータ・メッシュデータは， イネいもち病発
生予測シミュレーシヨンシステムなどに直接データ入力するためのフォ
ーマットで， ユーザーの設定により定期的に自動受信することが可能と
なっている.

良薬登録データベース | 段林水産省の登録農薬データをすべて収録したデータベースで， 刻々
と変更される登録情報が 1か 月に一度の頻度で更新されており，農薬名，
病害虫名， 作物名などのキーワードか ら良薬を検索することができる.
また，厚生省や環境庁が定める良薬の各種基準値(残留良薬基準，環境基
準など)ともリンクしており，日本におけるl::J:l!1!lの各種情報がトータルに
入手できる.

検疫病害虫情報 | 植物防疫所か ら発行される「病害虫情報Jのデータベース. 侵入を笹
戒する病害虫・各地で話題の病害虫などの写真・形態図版・解説などが
キーワード入力で検索閲覧することができる.

雑誌「植物防疫J目次 | 雑誌「植物防疫jに掲載された記事を題名・著者名・分野別にキーワ
検索 | ードで検索し， 何巻何号に掲載されているかを調べることができる.
その他JPP-NETで 利用できる情報・機能

1 . 病害虫発生予察情報
3. 病害虫発生現況データ
5 . 都道府県別農薬出荷データ
7 . 天気予報・アメダスデータ
9 .  E-l\1AIL 

2 ウンカ類飛来現況データ
4 病害虫発生l坊除函税
6. 段茶登録速報
8. web 

BLASTAM 
メッシュ版

関東中部標準表示

1998年6月25日

凡 例
1・ 好適条件
2・準好適条件1
3 準好適条件2
4・準好適条件3
5・準好適条件4
6 好適条件なし
7・ 判定不能

図- 2 BLAST Al\1メッシュ版

ら提供したメッシュ気象情報が通年利用できるようにな また， JPP-NE Tでは， 現在のBLAS TAMに加え，

ることから， メッシュ版BLAS TAMの利用をさらに進 BLAS TLの導入に向けた検討を始めている。 本モデル

め， 5 kmメッシュでの葉いもち感染好適条件の判定が の導入によりBLAS TAMによって葉いもち感染好適条

可能となる。 件の判定を行うことが可能となり， そこでの葉いもち病
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勢進展や防除適期の指示をBLASTLによって行うこと

が 可能となり， 発生予察情報におりる防除指導をさらに

充実することができる。

これらを活用することにより， 小林次郎氏(元秋田県

農業試験場)開発の微気象法による予察法で葉いもちの

広域的初発生期(全般発生開始期)がいつ訪れ， 葉いも

ちの流行開始期 または発病増加開始期はいつごろになる

かということを感染好適条件の出 現頻度から予想し， 実

際に関場を調査することで広域防除の要否並びに回数を

知ることができる。

田 平成10年度に得られた成果

1 BLASTAMに対する評価

全国の病害虫防除所におけるBLAS TAMの有効活用

に資するため， 昨年秋に各地区で開催された植物防疫地

区協議会において， 各都道府県のBLASTAMを活用し

た水稲病害防除事例を収集した。 本調査は11月4日 現

在で32都道府県から回答を得ているが， これによると

その約70%で JPP-NE T版が， さらに独自のシステム

を含めれば約90%でBLASTAMが利用されている。

そのほとんどで「発生予察情報として図表上に展開でき

たため， 地域普及センター及び農協等への情報提供に根

拠が増す」との回答が得られており， 従来にも増して情

報の信頼性が向上するとともに， 各地域の状況が一目で

わかることから， よりきめの細かい情報としても評価を

得ている。

さらに， 判定結果を付けた予察情報の普及センターに

おける 利用価値は非常に高いようで， 約70%の県で

病害虫防除所におけるBLASTAM
活用状況

�!Il自のシス
テム利用

23% 

検討 中 利用 なし
3% ' 6% 

「感染好適日の情報を基に， 発生が見込 まれる時期及び

地域を重点的に指導するなど防除指導の重点化あるいは

効率化が進んだ」と評価されており， 地域によっては普

及センターで直接活用したい旨の希望があがっている

(岡山県等)。

2 コ ン ビュ ータを利用した発生予察 シ ステ ム と 予察

業務

病害虫防除所の行う業務のうち， 予察調査は その約4

割を占めている。 コンピュータを利用した発生予察シス

テムの活用により， 33%の県で病害虫防除所の巡回調査

の軽減等が期待できるとしている。 具体例を挙げると，

岐阜県では「病害虫防除所へのいもち病の問い合わせも

減少した， メッシュ地図で発生程度が示されるため巡回

調査地点が絞り込め調査が効率的となったJ， 鳥取県で

は「この情報を基にある程度農協等でも発生時期の判断

が 可能となり調査が効率化されるとともに， 重点的な防

除指導が期待される」との回答があった。 これは一部の

例にすぎないが， 今後の検討が進めば期待できる， と回

答した県を含めれば， 全体の57%で業務の効率化が 可

能としている。

W 今後の展望及び課題

1 高精度いもち病発生予察 システ ムの定着， 改善，

拡大への取り組み

BLAS T AM， BLASTLは， ともに東北地域を中心

に実用性が評価されたモデルである。 現在， 福島県農業

試験場いもち病指定試験地を主査とし， 岩手県， 新潟

県， 香川県， 佐賀県の農試あるいは病害虫防除所の参加

判定結果を示すことで予察情報の恨拠
がt留す

-ー-JPPネットを
利用
68% 

根拠増す
95% 

普及センタ一指導業務に判定結果を活用
(指導業務の重点化，効率化が期待)

判定結果を活用することで病害虫防除所
の業務も効率化が期待

不明
43% 

期待できる
33% 

検討進めば
期待
24% 

図- 3 平成10年度BLASTAM活用事例の調査結果(植物防疫地区協議会資料か ら )
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に よ る 発生予察技術支援対策事業 高精度情報処理 に よ

る イ ネい も ち 病の発生予察法改善に 関す る 特殊調査ー に

お い て ， B LA STL， B LA ST A M の 葉 い も ち 発生予察

への利用及び高精度化 に 向 け た検討 を行っ て い る 。

ま た ， PB LA STは ， 穂い も ち 発生 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

モ デルであ り ， 福島県農業試験場い も ち 病指定試験地お

よ び東北農業試験場 に よ っ て 精度検証が進 め ら れ て い

る 。 PB LA ST を 穂 い も ち 発 生予察 に 用 い る に は， ま

だ， 未確定要素が多 く ， さ ら に葉 い も ち 病勢進展経過が

鍵 と な っ て い る た め ， 単体 で の 利 用 は 難 し く ， B LA S

TL と の連携が必須であ る と 考 え ら れ， 発生予察への利

用法を含め た検討 を 行 っ て い る と こ ろ で あ る 。

し か し ， 今後 B LA STA M， B LA STLの 活 用 を 一層

進め て い く た め に は， ま ず葉 い も ち 発生様相が異 な る と

思わ れ る 関東以西の地域で， こ れ ら モ デルが活用可能か

ど う か検証す る 必要 が あ る 。 ま た ， J PP-NETか ら 提

供 さ れ る B LA STA M や B LA STL を利用 し た 発生予察

を行 う 場合 に は ， い も ち 病の常発地 あ る い は多発地 と 呼

ばれ る と こ ろ があ る の か ど う か， そ し て ， そ の地域 は気

象条件以外に い も ち 病が発生 し や す い要因があ る の か ど

う か を把握 し て お く 必要があ る 。 さ ら に ， ①地域の防除

体系， 例 え ば， 地域の ほ ぼ全域 に 育苗箱施用剤が処理 さ

れて い る か ど う か， あ る い は ， 葉 い も ち 発生前 に粒剤の

水面施用が行わ れて い る か ど う か を調べ， ② こ れ ら の薬

剤が施用 さ れて い る 場合 に も 葉い も ち 全般発生開始期 は

訪れ る の か ど う か， こ の葉 い も ち 全般発生開始期 は 防除

が必要 な時期か ど う か， ③圃場の状況 は ど う か， な ど を

把握 し て い る こ と が必要であ る 。

こ れ ら ， 実 際 の 園 場 の 情 報 を 踏 ま え た う え で，

B LA STA M や B LA STL を利用 す る こ と で， い つ ご ろ

か ら 葉 い も ち が発生 し ， ど の よ う に増加す る の か， 防除

適期 は い つ か， 防除適期 を逸 し た場合， ど の程度の被害

を 受 け る か， な どの評価が可能 と な る の であ り ， こ れ に

よ り 最適な 防除手法の提示や環境負荷 を軽減 し た 防除体

系の提示 も 可能 と 考 え ら れ る 。

な お， コ ンビュー タ に よ る 発生予察が どれだ け進歩 し

で も ， そ れが どれだ け 実際の圃場の状態 を 反映 し て い る

の か， 常 に 評価 し な く て は な ら な い。 そ し て， 実態 に

「合 う ， 合わ な い」 だ け の論議で は な く ， 合わ な か っ た

場合， r な ぜ合わ な か っ た J の か を 正 し く 評価 し， モ デ

ルに反映 さ せ る 努力 を す る 必要があ る 。 実際， 東海， 中

園地区の一部県では本稿で 目 標 と す る よ う な レベル に近

づ き つ つ あ る が， 複数年継続 し た 努力 が続 け ら れた 結果

であ る こ と は い う ま で も な い。 こ の よ う に ， 発生予察に

利用 さ れて い る モ デル は ， 誰かが作 っ た も の を使 え ば よ

い と い う の で は な く ， 利用 す る 側で， よ り 高精度 な も の

に育て て い く と い う 意識 を 常 に 持 っ て い た い。

2 他の作物への拡大

現在， 発生予測 シ ス テ ムで は ， イ ネい も ち 病の初発 あ

る い は全般発生期 を予測す る た め に B LA STA M が稼働

し て い る が， 今後 は穂い も ち の発生量予測 ま で を行 う 一

貫 し た シ ス テ ムや， イ ネ も み枯細菌病， か ん き っ か い よ

う 病 を初め と し た 各種作物病害虫 も 対象 に 発展 し て い く

と 予想 さ れ， J PP-NET も 活用 し つ つ こ れ ら の シ ス テ

ムの構築， 実用化 を早期 に 進 め る こ と が必要 と な る 。

お わ り に

本稿で示 し た B LA STA M の活用 は， 発生予察 を 高精

度か つ効率的 に 実施す る 手法の一例に す ぎ な い が， こ こ

l 年半 に わ た る 本 シ ス テムの導入 に際 し 各都道府県担当

者か ら な る 運営検討会が設置 さ れ， 関係者 そ れぞれで分

担 し構築す る 体制が確立 さ れ， 広域 に 導入評価 を 行 う こ

と がで き た こ と は意義が あ る 。 こ の前例に な ら い， 今回

特集 し た 手法 を 初 め， こ れ ま で蓄積 さ れて き た 技術 を 関

係者で分担 し て構築 し 広域 に評価 を 実施す る こ と で， 迅

速に発生予察事業 に 導入 あ る い はJ PP-NETで一般 に

も 提供す る こ と が期待 さ れ る よ う に な っ た 。

今後 は， こ れ ら 成果 を 基 に ， J PP-NET及 び関係者

間での人的ネ ッ ト ワ ー ク を活用 し つ つ， 予察調査の効率

化 に つ い て は 特 に 手 聞 の か か る 水稲， 果樹 を中心 に 検討

を進め て い く 予定で あ る 。 ま た ， こ れ ら 新た な手法 を 活

用 し た取 り 組み は， 現在ス タ ー ト し た ばか り で は あ る も

の の検討 を 進 め れ ば， 従来 か ら の定型的な調査業務の負

担が減少す る と と も に ， よ り 求 め ら れ る 情報の作成及び

提 供 に も つ な が る も の と 筆 者 ら は 期 待 し て い る 。

B LA STA M に つ い て は既 に 民間会社が判定結果の み の

情報サ ー ビ ス (有料) を 始 め て お り ， 地域適合性の検証

は な さ れて い な い に も かか わ ら ず， 利用者 も 多 い と 聞 い

て い る 。 こ の こ と は， r必要 な情報 は対価 を 払 っ て で も

入手す る 時代」 であ る こ と を ま さ に認識 さ せ る 事実で あ

り ， 情報の発信者であ る 筆者 ら に は 常に こ の こ と を 念頭

に お き つ つ ， 多 角 的 な手法 を 活用 し て 「利用 さ れ る 情報

提供J を さ ら に進め て い く 努力が必要 と な っ て い る 。
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