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平成11年度の植物防疫事業の進め方に つ い て

農林水産省農産園芸局植物防疫課 古

I 農業全体を取 り 巻〈状況と 植物防疫

農村地域に お け る 過疎化， 高齢化の進行， 担い手の減

少. UR 農業合意等 に よ り ， 農業 を 取 り 巻 く 環境 は 大 き

く 変化 し て き て い る 。

こ の よ う な 中， 平成 10 年 9月に は， 内 閣総理大臣の

諮問機関であ る 食料 ・ 農業 ・ 農村基本問題調査会か ら ，

21 世紀 を 展望 し た 食料 ・ 農業 ・ 農村政策 の 基本的方向

に つ い て 答 申 が出され る と と も に ， ま た ， 周 年 12月に

は， そ の具体的 な政策展開の指針 と な る 農政政革大綱及

び農政改革プ ロ グ ラムが決定された と こ ろ で あ る 。

そ の中で， 国民が必要 と す る 食料の安定的 な供給の確

保等 と 並 ん で， 今後の病害虫防除や農薬の取扱 い に 大 き

な影響 を与 え る と 考 え ら れ る 環境 と 調和す る 持続的な農

業の推進が主な項 目 の一つ に 挙 げ ら れて お り ， さ ら に 農

薬使用 の合理化 に つ い て も 具体的 に 記述された と こ ろ で

あ る 。

E 環境に配慮 し た 植物防疫の推進

病害虫 ・ 雑草防除 と そ の 防除 に 必要 な農薬 は， 農業生

産， 継続的 な営農に 必要不可欠 な 技術 ・ 資材であ る 。 し

か し ， 前述の 農政改革大綱 の 中 で も . I農業 の持続的発

展に資す る 生産方式の定着 ・ 普及jを推進す る こ と と さ

れて い る よ う に ， 可能 な 限 り 環境負荷の少な い農業推進

の視点、か ら ， そ の あ り 方 に つ い て の 見直 し と そ の取 り 組

みが求 め ら れて い る と こ ろ で あ る 。

こ の た め ， 使用者や農産物 に対す る 農薬の安全性の確

保 は 当 然 の こ と ， そ の使用 に あ た り 水資源や大気等 の生

活環境 に つ い て さ ら に配慮す る 必要があ る 。

① 総合的病害虫管理技術の確立

病害虫防除 に あ た っ て は， 高精度 か つ効率的 な発生予

察， 要防除水準の考 え 方や生物農薬等効率的で環境 に や

さ し い技術の 開発 ・ 普及 を 図 る と と も に ， そ れ ら の技術

を組み合わせっつ， 病害虫の発生状況， 防除コスト と 被

害の程度 を考慮 し ， 病害虫 の発生密度 を経済的な許容水

準以下 に 管理す る こ と に よ り ， 農薬の使用 を最小限 に 抑

え る と い う ， 総 合 的 な 病害虫 管理技術 (IPM) を 確立
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す る こ と が重要であ る 。 た だ し ， こ れ ら の技術 は ， 生産

者 に と っ て は必ず し も 従来の方法 と 比べ て 低 コ ス ト 化や

省力化， あ る い は 農業所得の増大 に 結 びっ く も の で は な

い こ と か ら ， こ れ ら 技術の持つ意義に つ い て ， 農業生産

者及び消費者双方 の理解 を 深 め る よ う な活動 も 併せ て 行

い つ つ普及定着 を 図 っ て い く こ と が重要 で あ る 。

② 高精度 ・ 効率的な発生予察

近年の病害虫発生状況 を 見 る と ， 野菜等園芸作物の施

設栽培化 に よ る 生産 の 周 年化等 に 伴 い ， 新規 に 発生す る

病害虫が問題 と な っ て い る 事例が増加 し て お り ， そ の被

害 ・ ま ん延の防止 の た め ， こ れ ら の病害虫 の発生予察手

法 を確立 し ， 発生予察情報 を提供す る こ と に よ り 適時的

確な防除 を推進す る こ と が緊急の課題 と な っ て い る 。

こ の た め ， 既存の病害虫 の 発生予察調査手法 を 活用 し

た新た な手法に よ り 新規発生病害虫発生予察手法 を 確立

す る と と も に ， こ れ ま で現地巡回調査 に よ っ て 病害虫発

生状況の 自 動調査技術， コ ンビ ュ ー タ ー ・ シ ミ ュ レ ー シ

ヨ ン ・ ソ フ ト ウ ェ ア を 用 い た 省 力 的 な 発生予察手法等 を

導入 し て ， 発生予察業務の省力化 を 図 り ， 発生予察事業

を効率的 に 推進す る 。

③ 臭化 メ チ ノレ対策

平成 9 年 9月に 開催された モ ン ト リ オ ー ル議定書締約

国会議 に お い て ， 検疫用途以外の臭化 メ チ ル使用 の全廃

の時期が， そ れ ま での 2010 年か ら 5 年早 ま っ て 2005 年

と な っ た 。

こ れ を 受 け て 圏 内 の削減計画 も 従来 よ り さ ら に ペ ー ス

を前倒 し し て 進め る 必要 が あ り ， 全国 の植物防疫関係者

が一丸 と な っ て代替防除技術 の 開発 ・ 普及等 の対策 を 進

め る 必要があ る 。

皿 中山間地域農業対策の推進

中 山 間地域 は， 全国土の約 7 割 の面積 を 占め て い る ば

か り で は な く ， 農家数， 農業生産 は全国の約 4 割 を占め

て お り ， 日 本の農業生産 の 中で， 重要な役割 を 担 っ て い

る 。 し か し 同地域で は過疎化， 高齢化の 進行が著 し く ，

農業生産 に 支障が生 じ て い る 事例 も 多 く み ら れ る 。

ま た ， こ の よ う な 中 山 間地域の 中 で は ， 野生鳥獣 に よ

る 被害が顕在化 し て お り ， 有効な対策の実施に苦慮 し て

い る 地域が見 ら れ る 。

こ の た め， 鳥獣害対策 と し て は， 農業生産体制強化総
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合推進対策 の 中 の「鳥獣害防止 シ ス テ ム 実証事業」を拡

充 し ， 継続 し て 実施す る こ と に し て い る 。 そ の 内容 は ，

従来か ら 行っ て き た 防護概等被害防止施設の設置及び監

視活動 ・ 駆除活動 を一体的 に実施す る 被害防止 シ ス テ ム

の整備 に 加 え ， 不特定多数の地 区 に 多頻度で出没 し， 短

期 間 に 集 中 的被害 を 及 ぽす と い う 近年の野生鳥獣の行動

パ タ ー ン に対応 し， こ れ ま での取組 に 加 え ， 機動的 な複

数の技術 を 組み合わ せ た ， 野生鳥獣の生息密度 の変化 に

即応 し 得 る 被害防止 シ ス テ ム を 確立 す る こ と と し て い

る o

W 農薬の安全対策の一層の推進

1 農薬安全使用対策

前述 し た よ う に 環境への負荷 の 少 な い 農業の推進が農

政の大 き な柱のーっ と し て位置付 け ら れて い る 。

した が っ て従来か ら 進 め て い る 農薬使用 の安全確保 に

加 え ， よ り 環境 に 配慮 し た 農薬使用 の観点か ら も 農薬の

適正 な使用 に 一層努め る こ と が重要であ る 。 特 に 河川 等

に近接す る 場での農薬の適正な使用， 種子消毒等 の残液

や廃液の適正 な処理 な ど に よ り 水生生物等への被害の発

生防止 に努め る と と も に ， 使い残 し の農薬や空容器の適

切な処分の徹底 を 図 る 必要があ る 。

また ， 適正使用 の推進 に 当 た っ て は， 農薬製造 メ ー カ

ー， 流通 ・ 販売業者， 関係団体等が一体 と な っ て ， 各段

階で着実に 取 り 組む こ と が重要であ る 。

な お， こ の よ う な取 り 組み を支援す る た め ， 従来実施

し て い た 農薬適正使用推進対策事業 を組み替え ， 今年度

か ら 農薬安全使用総合推進事業 を ス タ ー ト させ る 。 そ の

内容 は， 農薬使用 に 伴 う 使用者等への安全確保， 農作物

の残留農薬対策 を 行 う と と も に ， 地域の実情 に応じた き

め細か い農薬の使用指導， 残農薬 ・ 空容器 の処分 シ ス テ

ム の確立等 に よ り ， 農薬 に よ る 環境負荷の軽減対策 を強

化し， 農薬の安全使用 を総合的 に推進す る と い う も の で

あ る 。

2 内分泌か く乱物質対策

化学物質 の 中 に は 内分泌か く 乱物質， い わ ゆ る 環境ホ

ルモン と 呼ばれ， 動物の生殖機能等 に 悪影響を 与え る と

疑わ れて い る も の が あ る 。 こ の よ う な物質 は， 従来の化

学物質 に比べ非常 に 低濃度 で野生生物の形態異常等 を 引

き 起 こ す と の報告がなされて い る が， そ の作用 メ カ ニ ズ

ム 等 に つ い て は ま だ、未解明 な部分が多 い。

農薬 に つ い て は そ の登録に 当 た り ， 2 世代 に わ た る 繁

殖試験や催奇形性試験 を行い そ の安全性 を確認 し て い る

と こ ろ で あ る が， よ り 一層 の 安全性 を 確保す る 観点 か

ら ， 農薬が内分泌か く 乱作用 を 引 き 起 こ す可能性があ る

か ど う か を 高精度 か つ 迅速に判別す る 技術 の確立等 を 行

う 予定であ る 。

V 植物検疫の円滑な実施

輸入禁止植物の解禁 を 求 め る 海外か ら の 要請は相変わ

ら ず多 く ， さ ら に は 解禁条件の緩和 要 求 も 増加 し て い

る 。 一 方， WTO， APEC 等 多 国 間 会 議 の 場 に お い て

も ， 植物検疫案件が貿易 障壁 と し て 取 り 上 げ ら れ て お

り ， 現在 も 議 論されて い る と こ ろ であ る 。 植物検疫 に つ

い て は， 技術的 な 問題 と し て堅実に対応 し て い く と い う

従来の ス タ ン ス に 立脚 し て い く こ と が重要 で あ る 。

こ の よ う な 中， WTO 上級委員会の報告 に お い て は ，

我が国が解禁に 際 し て 品種 ご と に 殺虫試験 に よ り 確認 を

行 っ て い る 現行 の 方法 は ， 十分 な 科学的証拠が な い と の

判断が なされた 。 我が国の主張が受 け入れ ら れな か っ た

の は非常 に 残念で あ る が， 国 際的 な ル ー ル に 従 い ， 今後

は勧告 に つ い て 具体的な対応 を検討す る こ と と な る 。 こ

の検討 に お い て は， こ れ ま で と 同様に病害虫 の侵入 に対

す る 安全性 を確保す る と い う 前提 の 下 に 進 め る 考 え で あ

る 。

刊 関係者と の連携に よ る 事業の推進

植物防疫事業 に お い て は ， 発生予祭事業等， 関係者が

連携 し て 推進 し な け れ ば実効が上が ら な い事業が多 い 。

近年 は 急速な勢い で情報化が進展 し て お り ， 様々な情報

を低 コ ス ト に 入手す る こ と が可能 と な っ て き て お り ， こ

れ ら の情報 を 関係者が共有 し ， 意見 ・ 情報の交換及 び そ

の分析を 行 う こ と に よ り ， 円 滑 に 事業 の 実施 を 図 る こ と

が重要で あ る 。 植物検疫 を担当 し て い る 植物防疫所 と 国

内関係都道府県の病害虫防除関係者 と こ れ ま で以上 に 連

携を 図 り ， 情報 ・ 知見の交換 を 行い な が ら 業務を推進す

る こ と が必要であ る 。

現在， 日 本植物防疫協会 に お い て 運用 を 行 っ て い る

JPP-NET に つ い て も ， た だ の連絡の場で は な し そ の

中 で ど の よ う な情報 を 流通させ， そ れ を 関係者が ど の よ

う に使い こ な す か が今後の運用 の 成否の鍵 と な る 。

農業者， 都道府県， 国及び民間の枠， あ る い は行政，

研究及び普及の枠 を越 え ， 植物防疫 に 関 す る す べ て の 関

係者が一体 と な っ た 取 り 組みが今ほ ど求 め ら れて い る 状

況 は な い。 植物防疫課等国 の 関係機関 も そ の先頭 に 立 っ

て 努力 し て い く 決意で あ る が， 本誌の読者 の 方々を は じ

め， 関係者 に お かれで も ， 我が国 の植物防疫の 発展 と そ

れ に よ っ て も た ら され る 我が国農業 の 発展 に ， 一層 の ご

支援 と ご理解 を お願 い し た い。
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