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は じ め に

1960 年代 に 確立 さ れ た 農作物 の 有害生物 の 総合管理

(I PM) の コ ン セ プ ト は， 個体群生態学 の成果 を結 集 し

た科学的な作物保護理念 と し て ， 以 後の研究 ・ 技術開発

に指導 的役割 を 果 た し て き た 。 IPM の 本 来 の 理念 は 農

生態系 の十全な理解 に 基づ く 包括 的有害生物管理であ る

が， こ の理念が生 ま れた 契機 は有機合成殺虫剤の不用意

な多用 が も た ら し た難 防除害虫 の 出現であ っ た た め に ，

当初 は害虫対策 を 中 心 に 展 開 さ れ た 。 IPM の 理 念 は桐

谷 ら に よ っ て ， い ち 早 く 洗練 さ れた 形で 日 本 に 導入 さ れ

た (桐谷 ら ， 1971) 0 IPM を 念頭 に 置い た 害虫管理の取

り 組み は 日 本 で も 既 に 約3 0 年の歴史 を も ち ， 害虫管理

の基礎研究か ら 実用研究， 制御手段の 開発か ら 利用法の

開発 にい た る ま で， こ の理念が果た し て き た貢献の大 き

さ は は か り し れ ない 。 一方， こ の 間 に病害虫管理 を 取 り

巻 く 環境 は大 き く 変わ り ， IPM に 対す る 認識 も 著 し く

混乱 し た 。 当初の IPM 理念 は 今 な お 色 あ せ る こ と の な

い 理想 と映 る 。 し か し ， 1970 年代 か ら IPM の 普 及 が

遅々 と し て進んでい ない とい う 問題意識が繰 り 返 し提起

さ れ始め， そ の原因 と 普及率 を 高 め る た め の 方策 を め ぐ

る 論 議 が 盛 ん に な っ た (小 山， 1985 ; 久 野， 1988 ; 
すう

WEARING， 1988) 。 こ の趨勢 は 年々 加速 こ そ す れ衰 え る 気

配 は ない 。 そ れ と 平行 し て ， IPM と銘 う っ た 害虫管理

の大部分が， 当 初 の IPM の 理念 と は か け離れてい る 実

態 も 広 く 認識 さ れ る よ う に な っ た 。 理念の混乱 は， 技術

開発の指針 に 混乱 を招 く ばか り で な く ， 明確な ビ ジ ョ ン

の喪 失 ま で も た ら し か ね ない 。

こ の 試論 は ， 作物保護 の 原点、 に 返 っ て ， IPM の 理念

と 技術開発 を 抜本的 に 見直 す 試 み で あ り ， 第 43 田町、 動

昆大会小集会で用い た 資料であ る 。 ま だ未整 理 な段階で

あ る が， 将来の展望 を 議論す る た め の一検討資料 に し て

いた だけ れ ば幸い で あ る 。 原稿 に 対 し て 意見を 寄せ ら れ

た 多 く の 方々 に感謝す る 。

'現， 農林水産省農業研究センター
Critical Review of IPM Concept. By Yoshito SUZUKI 
(キーワード: IPM， 経済的被害許容水準， 害虫個体郡管理モ

デlレ， 理念の二元性)
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1 IPM の歴史的展開

IPM 理念の成立 と そ の 後 の 展 開 に つい て は 日 本 で も

い く つ か ま と ま っ た 解説 が あ る (深谷 ・ 桐谷 ， 1973 ; 桐

谷 ・ 中筋 ， 1971 ; 桐 谷 ら ， 1971 ; 久 野， 1984 ; 中筋 ，

1997) の で， こ こ で は補 足的 な説明だ け に と ど め る 。

IPM 理念の ベ ー ス と な る 議論 は， 有機合成殺虫 剤 が

多 用 さ れ始 め る と ま も な く 多 方 面 か ら 巻 き 起 こ っ た

( B ARTLETT and  O RTEGA ， 1 9 5 2 ; SOLOMON ， 1 9 53 

WIGGLES WORTH， 1945) 0 1960 年代 に 定式化 さ れ た 理念形

成 に は， カ リ フォ ル ニ ア の研究者 に よ る 「殺虫剤 と 天敵

利 用 の 有機的統合」 お よ び 「被害発生水準 (biological

injury leveO に代わ る 経済的被害許 容水準 (economic

injury leveO J と ， オ ー ス ト ラ リ ア の研究者 に よ る 「農

生態系 内 の生活系 の理解 に 基づ く 害虫個体群の低密度管

理j の ア イ デ ア が深 く か か わ っ てい る (GElER， 1966 ; 

STERN et al. ，  1959) 。 頻繁 に 引 用 さ れ る FAO の 定義

(FAO， 1966) に は環境へ の 負荷 軽減 は 含 ま れ てい ない

が， IPM の提唱者達 は 当 初 か ら ， IPM が農業生産 の 収

益 性 に加 え て 環境か く 乱 の 最少化 を 目 指す こ と を 明言 し

てい る (SMITH and van den BOSCH， 1967) 0 [" 生態系の十

全かつ包括 的理解 に 基づ く 害虫個体群の低密度管理j を

基本理念 と す る IPM は， 今 日 で は し ば し ば戦略的 IPM

(strategic IPM) と 呼 ばれ る 。

IPM 理念 に 基づ く 害虫管理 を 強力 に 推進 し た の は 天

敵利用 の メ ッ カ で あ っ た カ リ フォ ルニ ア 学派 で あ る 。 こ

の た め ， 主要な 1 種の害虫個体群の管理が ク ロ ー ズ ア ッ

プ さ れ る 天敵 と 農薬 の併 用 重視 の 考 え 方 が， IPM の建

て前 と は裏腹 に ， IPM 研究で は 当 初 か ら 色濃 か っ た 。

IPM が提唱 さ れた 時期 は ， 食 品 の安全性お よ び環境問

題 に 対す る 市民 の 関心 が高 ま り 始 め た 時期 に 重 な る 。

IPM プ ロ ジ ェ ク ト の提唱者 は ， IPM の 環境 に 対す る 負

荷軽 減効果を 前面 に打ち 出 す こ と に よ っ て ， 研究予算を

獲得 し 主導権 を握っ た ， と す る 見方 が あ る 。 そ れが必ず

し も 当 を 得 てい る と は 思 わ ない 。 し か し ， IPM の 目 標

の二元性， す な わ ち ， 経済的最適性 とい う 農家 の意思決

定基準 と ， 環境への 負荷 軽減 とい う 社会的基準 とい う ，

必ず し も 相容れない 独立 し た 二 つ の判断 基準が並列的 に

置かれた ま ま放 置 さ れて き た こ と は大 き な 問題 で あ る 。
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IPM 理念の混乱 の一因が こ こ に あ る と 考 え る 。

IPM が国際機関や各国 の 政策 レ ベ ル で取 り 上 げ ら れ

る よ う に な っ た 背景 は 多様で あ る が， 環境問題 に対す る

先進国 の関心の高 ま り が原動力 の一つ で あ る こ と は確か

で あ る 。 今 日 で は 世界 的 に 見 れ ば， IPM が農業関係者

の枠 を超 え て ポ ピ ュ ラ ー な概念 に な っ た とい わ れ る 。 た

だ し ， 日 本 は そ の 例 外 で あ る 。 概 念 の 通俗 化 に 伴い ，

IPM は 結果 と し て 環境への 負荷 軽減 に貢献 す る 技術で

は な く ， し ば し ば環境へ の 負荷 軽減の た め の技術， さ ら

に は よ り 短絡 的 に 化学的防除手段の使用量 を削 減す る た

め の 技術 に 置 き 換 え ら れ てい る 。 す な わ ち ， IPM を 殺

虫剤管理 と同 一視す る 見方が拡 が っ てい る 。

こ れ に は そ れ な り の 根拠が あ る 。 害 虫 の 発生 を 監視

(モ ニ タ リ ン グ/ ス カ ウテ ィ ン グ) し ， 害虫密度が要防除

水準 CControl threshold ; CT) に 達 し た ら で き る だ け

天敵 に対す る 影響の 少 ない 薬剤 を散布す る 方法 を ， 戦略

的 IPM と 区別す る た め に 戦術的 IPM Ctactic IPM) と

呼ぶ。 現実 に 先進国で実施 さ れてい る IPM の ほ と ん ど

が， こ の戦術的 IPM な の で あ り ， IPM の達成度 を 防除

関連 コ ス ト と 農薬使用量の削 減率で示す こ と が多い 。 戦

略的 IPM の理念 を か か げて 技術開発 プ ロ ジ ェ ク ト が推

進 さ れた地域 に おい て も ， 実際 に 普及 し てい る 技術が戦

術的 IPM で あ る こ と に 大 き な違い は ない 。 例 え ば フ ロ

リ ダで は ， モ ニ タ リ ン グ に 基づ く 害虫管理の実施率 を も

っ て IPM 実施率 と み な し てい る ほ どであ る 。

環境問題 に 対 す る 関心の 高 ま り は ， 戦略的 IPM の理

念 を 農業生産体系管理 (crop and farm management) ， 

広域生態系管理， あ るい は低投入持続的農業 とい う ， よ

り包括 的理念 に包 含 さ せ る潮流 を生んだ。 し か し， こ れ

ら の 理念 の 背景 に あ る哲 学 は 多 様 で あ り (立 川 ， 1995 

参照) ， 病害虫管理の 技術開発 と は必ず し も 直結 し ない

の で， こ こ で は 取 り 上 げ ない 。 ま た ， IPM の 推 進 に よ

る 反収増加が将来の世界的食糧 不足 の た め に必要であ る

とい う 議論や， 農業生産の現場 に 生物多様性論議 を安易

に 持 ち 込む姿勢 と は一線 を画 し て議論 を 進 め たい 。

11 IPM の基本理念の検討

IPM Cstrategic IPM) に は三 つ の 基本概念が含 ま れ

てい る と さ れ る ( 中筋 ， 1997) 0 r経済的被害許 容水準」

「 す べ て の適切な 防除手段/方法の合理的統合J r害虫個

体群管理 シ ステ ム J で あ る 。 重点、 の置 き 方 に は違い が あ

っ て も ， 害虫個体群密度 を あ る闇 値以下 に 管理す る ， そ

のた め に様々 な手段 を 統合す る ， とい う 基本 コ ン セ プ ト

は 関係者の 間 で共通認識 と な っ てい る 。 こ こ で は も う 一

つ の重要 な コ ン セ プ ト で あ る 環境への 負荷 軽減 をひ と ま

ずおい て ， こ の三つ の概念 を 実用技術開発の観点か ら 検

討 し て みたい 。

1 経済的被害許容水準 (EIL) と 要防除水準 (CT)

EIL は IPM の説明 に は 大変便利 な概念 で あ る が， 厳

密 に 定義す る こ と は困難 を極 め ， 実際 に様々 な 定義 や 解

釈 が さ れ てい る (久野， 1988 ; 中筋 ， 1997) 。 収益 な ど

の農家 の 目 的関数 を 最大化す る 最適害虫管理法， とい う

前提 に立つ と ， 害虫密度 と 収量 の 関係 (被害動態サ プモ

デル) は必要 と な っ て も ， EIL を 定 め て か ら 防除対策 を

決め る わ け で は ない の で， 管理方法の策定過程で は E IL

とい う 量 を 必要 と し ない 。 さ ら に詳 しい 説明 は省略す る

が， 理論的 に 厳 密 を 期 す ほ ど EIL は 実体 の ない 概念 と

な る 。 そ こ で， こ こ で は 実 際 の 害虫管理 に 使わ れ る CT

を 主 に 取 り 上 げ る 。

IPM あ るい は殺虫剤使用削 減 を 推進 す る た め に 何 が

必要か， とい う聞い に対 し て ， ま ず CT を 策定す る こ と

であ る とい う 回答が今 日 で も 最 も 多 く 寄せ ら れ る 。 農産

物の価格変動 を 考慮 し な け れ ば， こ れ ら の水準 を 決定 す

る こ と は必ず し も困難 で は ない よ う に 思わ れ る 。 そ れ に

も か かわ ら ず， 同 じ 回答が過去 30 年近 く の 間， 変 わ る

こ と な く ず っ と 繰 り 返 さ れてい る 。 い っ たい こ れ は 何 を

意味す る の だ ろ う 。 EIL!CT を 決め る こ と が必要か つ 有

益 と は ， 誰 も 本気 で思 っ てい ない 証拠 で は ない だ ろ う

カ〉 。

経験的 に 定 め た 防除の 目 安 に か わ る 精密 な CT 策定が

無意味 と な る 例 を 以下 に示す。

( 1 ) 即 効性で効果の 高い 農薬 を使 う 場合 に は害虫密度

が EIL に 達 し た と き に 散布 す る ケ ー ス も あ り う る が，

多 く の場合 は 要防除の判定か ら 防除実施 ま で の 時間 的 ゆ

と り ， 防除の省力性 と 効率 な ど を 考慮 し て ， 害虫の加害

が問題 と な る 作物の生育段階 よ り も 早い 時期 に 合わ せ て

CT が決め ら れ る 。 防除要否判定時期が早い ほ ど， そ の

後の害虫発生量の予測 の 不確実性 は 増す。 CT は厳 しい

基準 に な ら ざ る を 得 ない 。 C 2 ) CT の 決定 に 天敵 の 密度

が考慮 さ れれ ば予測 の精度 を 上 げ る こ と が原理的 に は 可

能で あ っ て も ， 一作物の 主要害虫だ け で も 通常複数種が

存在 す る こ と を 考 え れ ば， そ れ を取 り 入れ る こ と はモ ニ

タ リ ン グの コ ス ト か ら 見 て 非現実的で あ る 。 天敵の よ う

に 遅効的/持続 的 な 防除手段 を 使 う 場合 に は， CT を 決

め る こ と が実質 的 に 意味がない ケ ー ス も あ り う る 。 C3 ) 

害虫が も た ら す作物被害 は ， 害虫 の 密度 ばか り で な く ，

土壌 ・ 肥 料 ・ 水 な ど の作物栽培条件， 気象条件， 作物の

生育段階な ど， 多 く の要因 に 依存 す る 。 さ ら に 農家 に よ

っ て 被害 の許 容度 に は 大 き な 差 が あ る 。 し た が っ て ，

CT は動的 に な ら ざ る を 得ない が， 単純 で ない CT は 普
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及 し難い 。 農業現場の 多様性 に対応で き る CT を 公的機

闘 が策定す る こ と は 実質不可能で あ る 。

IPM の普及 を妨 げ てい る 要 因 と し て真 っ 先 に 指摘 さ

れる のが害虫発生 の モ ニ タ リ ン グ コ ス ト で あ る 。 精度の

高い 密度推定 は研究 を 目 的 と す る 場合です ら 一般 に容易

でない 。 省力 的 な 害虫密度推定が可能で あ っ た と し て

も ， そ れが可能 な の は特定の発育段階の個体 に 限 ら れ る

ので， モ ニ タ リ ン グ は経時的 に 行 う 必要が あ る 。 こ の コ

ス ト を単 独の農家が負担で き る 見込み は ほ と ん ど ない 。

密度推定 を省力化す る た め の技術開発 は こ れ ま で精力的

に行わ れて き た が， 農家が使 え る 技術 と し て 普及 し た 例

は極 め て 限 ら れてい る 。

CT を 公的機闘 が決 め る 必要 が 本 当 に あ る の か， CT 

の策定が有効た り 得 る 条件 と は何か， に つい て原点に戻

っ て 検討す べ き 時期 で あ ろ う 。 ま た ， モ ニ タ リ ン グ +

CT とい う 農薬使用法への と ら わ れが， 抜本的 な 解決策

や省力的な害虫管理の ア イ デ ア を 生 む妨 げ に な っ てい た

の で は な か ろ う か。 さ ら に CT に 基づか ない 農薬散布 は

使用量 を増加 さ せ る と 信 じ ら れてい る が， こ の認識 は必

ず し も 正 し く ない こ と も 指摘 し て お き たい 。 発生頻度が

高い 害虫 に 対 し て は， 作物生育初期 の 選択性殺虫 剤 ・

IGR 剤 の 少量散布や 天敵放簡 に よ っ て ， 収穫 ま で の 農

薬総使用量 を削 減 で き る 可能性 は 決 し て 低 く ない の であ

る (河合， 1996) 。

IPM 運動 の画 期的成功例 と し て 取 り 上 げ ら れ る イ ン

ド ネ シ ア で は ， あ ら か じ め設定 さ れた CT は使わ れて お

ら ず， む し ろ CT を決 め る こ と が殺虫剤の多用 を招 く と

認識 さ れてい る 。 こ れ は一面的 な 見 方 を すればお よ そ 非

科学的 な や り 方 と写 る し ， 現地の 農業 の 実態 を 踏 ま え な

ければ誤解 を 生 み や すい 。 イ ン ド ネ シ ア を は じ め と す る

ア ジ ア の 開発途 上国 に おい て 進 め ら れてい る ， 水稲害虫

を対象す る IPM 運動の説明 は省略す る が， 農家 に よ る

農家 の た め の病害虫管理 を 指 向 す る な か で， CT 不要論

が生 ま れた 点 だ け を 指摘 し て お く 。

2 害虫個体群管理モデル

農生態系の十全な理解 に基づ く 科学的 な有害生物の包

括 的管理， とい う 理念の実現に 不可欠 と 考 え ら れて き た

の が シ ステ ム モ デ ル の 開 発 で あ る 。 1972 年か ら ア メ リ

カ で連続 し て 実施 さ れた 二 つ の 大型 プ ロ ジ ェ ク トを は じ

め と し て ， 主要作物を 対象 に シ ステ ム モ デル， さ ら に は

農家 の意思決定を サ ポ ー ト す る エ キ ス パ ー ト シ ステ ム の

開発が次々 に 進 め ら れた 。 以下 に ， こ の ア プ ロ ー チ の是

非 を検討す る 。

改め て 指摘す る ま で も な く ， 理想 と す る モ デル構築 は

通常大変な労力 と 時聞がかか る ばか り で な く ， 必ず し も

高精度 の予測が可能 な モ デル開発が可能 と は 限 ら ない 。

し か も ， モ デル開発中 に は考慮 さ れてい な か っ た 新規病

害虫 の発生や異常気象条件 と の遭遇 な ど の 理 由 で， モ デ

ル は恒 常的な改善が必要 と な る 。 さ ら に シ ステ ム モ デル

は高い 予測精度 を 目 指 す ほ ど， モ デルづ く り の場の特殊

条件の影響 を 強 く 受 け ， 普遍性 を 失 う 傾向があ る 。 過去

の デー タ に よ く 適合す る モ デル は で き て も ( とい う よ り

デー タ に合 う よ う に パ ラ メ ー タ の値が経験的 に 決定 さ れ

る 例が多い ) ， モ デ ルが構築 さ れ た 時点 で は 既 に 品種や

栽培方法が変わ っ て お り ， そ の ま ま で は将来の予測 に あ

ま り 役立た ない ケ ー ス が多い 。

シ ステ ム モ デルが開発 さ れれ ば， 発生予察 の 高度化や

防除 手段の効果 に 関 す る 事前評価 を は じ め ， 多岐 に わ た

る 活用 が可能 と な り ， 害虫管理戦略の独創 的 な ア イ デ ア

の 開拓 に も 役立 つ て き た 。 モ デル 開発 を 通 し て 得 ら れた

成果が， 害虫管理 に 多大な貢献 を し た こ と は 広 く 認識 さ

れてい る 。 し か し ， 害虫の発生予察 に 関 し てい え ば， 高

精度 の予察 が原理的 に 可能 に な っ て も そ れを 利用 す る た

め に 必要な入力 デー タ 量が多 く な れ ば実用性 は 薄れ る 。

さ ら に 害虫管理戦略 に つい て も ， 既存 の栽培体系 を 前提

に構築 さ れ る シ ステ ム モ デル で は ， 輪作や不緋 起栽培の

導入， 栽培時期の変更 な ど の耕種的方法の活用 が盲 点 に

な り や すい とい う 欠点 を も っ 。

過去の経験か ら ， シ ステ ム モ デル の 開発が効果的 で あ

る た め の 条件 は， 対象 と す る 系が比較的単純 で あ り か く

乱 要因の影響が少 ない こ と であ る 。 す な わ ち ， 単 一作物

の大規模露地栽培 あ るい は 栽培管理が行 き届 く 施設栽培

下で， 系外か ら の害虫の移入が無視で き る か予測可能，

病害虫 の種数が少 ない ， 害虫 の 発生量の 変動が ご く 少数

の要因で説明 で き る ， な ど の 条件が満た さ れ る こ と で あ

る 。 理想 と す る モ デル開発の コ ス ト も こ の ア プ ロ ー チ の

制約条件 に な る 。

シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ デル ・ 解析 モ デル は， 害虫の発生

機構 に 関 す る 未知 の 要因， 防除 手段の独創 的 な活用法な

ど を発見す る 手段 と し て 今後 も 一層重要な役割 を 担 う と

考 え る 。 し か し ， こ の 目 的の た め に 重厚 な デ ー タ に 基づ

く 複雑な シ ステ ム モ デル を 目 指す こ と は決 し て 適切 と は

い え ない (KNIPLING， 1979) 。 理想 と み な さ れて き た ， 農

生態系 の十全かつ包括 的理解 に 基づ く シ ステ ム モ デル 開

発 は， と り わ け デー タ に よ く 適合す る 高い 予測精度 の達

成を 目 的視す る と き に は， エ ン ド レ ス でか つ袋 小路 に陥

る 危険性が高い こ と ， こ の 方針 が効果的で あ る 条件 は 限

ら れてい る こ とを 踏 ま え る 必要が あ ろ う 。 既存 の栽培体

系 を 前提 に し て 農生態系 モ デルが開発 さ れて も ， 実際の

害虫管理 は モ ニ タ リ ン グ に 基づ く 選択的殺虫剤使用， す
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な わ ち 殺虫剤管理 に 落 ち着 き ， か つ 要 防除 の 判定 は 私

的/公 的 に雇 わ れた ア ド バ イ ザ ー の 経験 に 依存 す る 例 が

多い とい わ れ る 。

3 複数手段の有機的統合

IPM 理念の提唱 と そ れが歓迎 さ れた 背景 に は， 北 ア

メ リ カ に お 砂 る 殺虫剤一辺倒の ワ タ ・ 果樹害虫対策の行

き 詰 ま り が あ る こ と は よ く 知 ら れてい る 。 当時の状況 を

考 え れば， すべて の利用可能な制御手段 を有機的 に 統合

し て害虫 を管理す る ， とい う コ ン セ プ ト は よ く 理解で き

る 。 IPM の原点 は難 防除 害虫 の 管理戦略 で あ る 。 し か

し ， IPM の広範な普及 を 目 指 す今 日 で も な お ， r複数手

段の有機的統合」 とい う コ ン セ プ ト の重要性が強調 さ れ

る こ と に は違和感が あ る 。 一作物の病害虫群 を管理す る

た め に は タ ー ゲ ッ ト の 異 な る 複数の防除 手段 をい か に組

み合わせ る か， が避 け ら れない 課題であ る が， 複数の手

段の統合 とい う 理念は通常 1 種の害虫 に 対す る 管理戦略

と し て 主張 さ れ る か ら であ る 。

例 え ば最 も 普及 し てい る 戦術的 IPM に おい て は， 選

択性殺虫剤 あ るい は IGR 剤が対象害虫 に 対 す る唯 一 の

制御手段 と し て使われてい る ケ ー ス が多い 。 こ れ は土着

天敵の働 き を活用 し てい る か ら 複数の手段 を 用い てい る

と 説明 さ れ る 。 し か し ， 非選択的殺虫剤 を ス ケ ジ ュ ー ル

散布す る 場合で も ， 害虫 に対す る 作物の様々 な抵抗性機

構や天敵な ど の 自 然制御要因 は ， そ れ を意識的 に活用 し

てい ない と し て も ， 程度 の 差 は あ れ働い てい る の で あ

る 。 複数手段 とい う コ ン セ プ ト が強調 さ れ る と き に は ，

「天敵 と 化学薬剤」 が害虫管理 に 不可欠 と す る 思惑 が う

かがえ る 。

病害虫管理 は単純 ， 省力 的， 低 コ ス ト で あ る ほ ど実用

性が高い 。 そ の た め に こ そ 作物， 病害虫， 天敵， 栽培条

件 に 関 す る 従来の知識 を最大限活用 し ， かつ新た に蓄積

し てい く 必要があ る だ ろ う 。 し か し ， 目指すべ き 実用的

技術 は あ く ま で も 単純 で信頼で き ， 農家が受 付 入れ る 管

理法で あ る 。 単 一の簡便な手段， あ るい は耕種的方法で

持続的 な病害虫管理が可能 な ら ば， そ れ に勝る も の は な

い 。 複数手段の併 用 が強調 さ れ る 理由 は， 天敵 あ るい は

殺虫剤 とい う 「単一」 手段の有効性 を過 信 し た 負 の側面

が過 去 に あ っ た か ら で あ る が， む し ろ 持続的管理が可能

な単一の手段/方法の開発を鼓舞 す る 必要があ る と 思 う 。

殺虫剤抵抗性 は す べ て の 害 虫 で発達 し た わ け で は ない

し ， ウ ィ ル ス 病 に 対 し て は抵抗性品種の栽培で問題が永

続的 に 解決 し た 例が多 く 存 在す る 。 持続的効果が期待で

き る 抵抗性形質の特性 ・ 組み合わ せ ・ 利用法の 開発研究

は 遺伝子工学が急発展 し た 今 日 で は と り わ り 重要 で あ

る 。

皿 IPM 理念のニ元性

は じ め に ， IPM の 理念 に 経済性 とい う 農家 向 け の顔

と ， 環境保護 とい う 社会向 け の顔 が混在 し てい る こ と が

IPM の解釈 に 混乱 を招い てい る こ と を 指摘 し た 。 理念

の二元性 とい う 弱点 を解消 し ない 限 り ， 技術開発の指針

も 混迷 し や すい 。 し か し ， こ の二元性 は簡単 に 解消 で き

る 。 病害虫管理 は 農家が使 う 農家 の た め の技術であ る 。

と す れば， も と も と 害虫管理の理念 に は二元性が入 り 込

む余 地 は ない か ら で あ る 。

農業 に 起 因 す る 環境 に 対 す る 負荷 が問題 で あ る な ら

ば， 根拠の あ る 負荷 の許 容度 を政府や 自 治体が策定 し ，

そ れ を達成す る た め の規制 を施す の が望 ま しい 。 農家 は

そ の規制 の枠 内 で， 農家 の利益 の た め に 自 由 に 病害虫対

策 を選択す れ ばいい 。 環境 に対す る 負荷 は， そ れが農家

の直接の不利益 に な ら ない 限 り ， 農家 の基本的関心事で

は ない 。

現実 に は農家 は で き る こ と な ら ば農薬 を減 ら し たい と

考 え てい る ， とい う ア ン ケ ー ト 調査結果が多い 。 そ れ も

農家 に と っ て の狭義 の利益 の た め だ け で は 決 し て な し

誇 り の も て る職 業 と し て の農業 を 維持 し たい とい う 思い

が込 め ら れてい る 。 し か し な が ら ， 農家 に は損 を し て ま

で環境や 国土 を守 る義務 は ない 。 農家が滅 農薬害虫管理

を採 用 す る 必要条件 は ， 収益 の増加 ま た は安定性， 省力

達成 に よ る余暇 の確保 な ど， 農家 の利益が保証 さ れ る こ

と であ る 。

農家が採 用 す る た め の 条件 と 「社会的j 要請 を 両立 さ

せ る 技術 と し て 公的機関 の研究者 に 求 め ら れ てい る の

は， 既存 の収益 性 ・ 省力性 を 少 な く と も 維持で き る ， 一

層 の 減農薬栽培 で あ る 。 今 日 流布 し てい る IPM を 平 易

にい え ば こ う な る か も し れ ない 。 個々 の 化学農薬の特性

を無視 し て 十把ひ と か ら げに 農薬 と し て 扱 う 問題点， 削

減 目 的の根拠 と 目 標が不明確であ る とい う 問題点 はひ と

ま ず お こ う 。 IPM を こ う 定義 す る な ら ば， 技術開発の

難 易度 が対象作物 に よ っ て 大 き く 異 な る こ と を 明 確 に

し ， 化学農薬削 減が困難 な作物 に つい て は滅 農薬技術 を

農家 が受 け入れや す く す る た め の具体的施策 を講 ず る よ

う 関係者に 向 け て提言す る こ と が， 研究者の重要な責務

のー っ と な ろ う 。 そ し て 農家 に と っ て は こ の IPM が 関

心 事で は ない ケ ー ス が多い とい う ， 技 術普及の函難 さ も

踏 ま え たい と 思 う 。

お わ り に

IPM は 科学 で は な く て 技術 で あ る 。 技術 は そ れ を 使

う 現場の条件 に あ っ た適正技術で な り れ ば普及 し ない 。
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長い 間 支 配 的 で あ っ た IPM の 理 念 と 技術 開 発 の ド グ

マ ， 既 に 多 く の研究者が現実 に そ ぐ わ ない と 考 え てい る

数々 の固 定観念か ら 解放 さ れ る こ と が， 将来の技術開発

の， そ し て そ れ を サ ポ ー ト す る 基礎研究の ビ ジ ョ ン を確

立す る た め の 出発点 と 考 え る 。

従来の IPM 理念 は 大規模 な単 一作物の企 業的栽培 を

前提 と し た 理念であ る 。 日 本 を は じ め と す る ア ジ ア の小

規模 家族 経営農業の た め の病害虫管理技術開発 に は， 広

大な研究 の フ ロ ンテ ィ ア が聞 け てい る 。 モ ニ タ リ ン グ コ

ス ト が高い か， あ るい は精度 の 高 い モ ニ タ リ ン グが不可

能な場合 に は ， モ ニ タ リ ン グや要防除 水準 を 必要 と し な

い 技術開発 を ， 発生時期 は予測で き て も 量の予測精度 を

高め る こ と が非現実的 な ら ば， そ れ に 応 じ た 技術 を ， 短

期予測 は可能で も 長期予測が不可能な ら ば， そ れ を 踏 ま

え た 技術 を ， で あ る 。 従来の IPM 理念 に は 害虫密度 を

低 く 安定 に 維持す る とい う ， 永続的な閉鎖 系 を 前提 と し

た捕食者ー 被食者系 に 関 す る 理論的研究 の影響 も 色濃 く

反映 さ れてい る 。 こ れ は 小規模栽培の 1 年性作物害虫 に

対す る 天敵の活用 法 に は無縁 で あ り ， 新た な天敵活用理

論， 天敵の潜 在 的能力 の評価法が求 め ら れ てい る (鈴

木， 1966) 。 そ し て ， 様々 な病害虫管理 の 試 み が単 な る

個別知識の蓄積 に終 わ ら ず， 一般性 を も っ認識 に 高 め る

た め に も ， 理論面の発展 も 必要 であ ろ う 。

画 期的な害虫管理技術 の 開発 は ， 害虫 と そ の天敵の行

動， 生態， 生活史， あ るい は 防除 手段の効果 を直接観察

す る なかか ら 生 ま れた着想 がベ ー ス と な っ た ケ ー ス が極

め て 多い 。 創 意工夫 とい う 面白 さ ， や り がい を ， 農家の

方 々 に も っ と 味わ っ て ほ しい 。 ま た そ れ を抜 き に し て は

広範 な IPM の発展 も あ り え ない こ と を 心 し たい 。
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