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住友化学工業株式会社農業化学品研究所 づ 、

は じ め に

い も ち 病 は イ ネ の病害の 中 で最 も 被害 の は な は だ し い

病害で， 稲作の安定生産 を 挙 げ る た め に は， 本病 を 的確

に 防除す る こ と が極 め て 重要 で あ る 。

第二次大戦後農薬開発の発展 は 目 覚 ま し い も の が あ る

が， い も ち 病防除剤 に つ い て も 防除効果が 高 く ， 安全

で， し か も 使 い や す い剤 の 開発が著 し く 進展 し た 。 そ の

結果， 作用性の面か ら 予防剤， 治療剤が， ま た 処理方法

と し て は茎葉散布剤， 水面施用剤， 育苗箱処理剤， 空散

剤が， さ ら に安全性 に つ い て も 十分配慮 さ れた 剤が開発

さ れ， た と え 多発 に な っ て も 的確 に 防除で き る よ う に な

っ た 。

本稿 で解説す る 新規 い も ち 病 防除剤 ジ ク ロ シ メ ッ ト

( デ ラ ウ ス @) は ， 住友化学工 業 (株) に よ っ て 開 発 さ れ

2000 年 に 農薬登録 を 取得 し た 薬 剤 で あ る 。 本剤 に は，

育苗箱処理剤 (粒剤) や 本 田 散布剤 (粉剤 DL， フ ロ ア

プル) が あ る が， い も ち 病 に対 し て長期残効性 に よ り 防

除効果 を 発揮す る 。 本剤の化学的特徴お よ び使用 方法に

つ い て は， 本誌の第 54 巻 7 号 に詳 し く 紹介 さ れて お り ，

今回 は使用場面 ご と の特性 に つ い て 述べ る 。

I ジ ク ロ シ メ ッ ト の特性

ジ ク ロ シ メ ッ ト は 図 l の よ う な 化学構造 の 新規化合

物で， い も ち 病菌付着器 の メ ラ ニ ン 生合成阻害 剤 で あ

る 。 い も ち 病菌 は イ ネ体への侵入行動 と し て ， 胞子発芽

→付着器形成→付着器での メ ラ ニ ン蓄積→侵入糸 に よ る

イ ネ 組織への貫通の過程 を た ど る 。 こ の過程の 中 で付着

器 に メ ラ ニ ン が蓄積す る こ と に よ り ， そ の膨圧 を 高 め イ

ネ組織への侵入 を可能 に す る と 言 わ れて い る 。 本剤 は こ
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図 ー 1 ジ ク ロ シ メ ッ ト の化学構造

The New Compound ; Diclocymet. By. Yukio OGURI 
( キ ー ワ ー ド : い も ち 病， ジ ク ロ シ メ ッ ト ， デ ラ ウ ス )
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の メ ラ ニ ン生合成 を 阻害 し て い も ち 病菌 の イ ネ 体侵入 を

阻害す る 予防剤 で あ る 。

本剤 は浸透移行性 と 長期 の残効性 を 有 す る た め ， 育苗

箱処理で長期 に わ た り 安定 し た い も ち 病防除効果 を 示 す

と と も に ， 茎葉散布剤 と し て も 優れ た 特性 を示す薬剤で

あ る 。

E ジ ク ロ シ メ ッ ト 粒剤の育苗箱処理

での特性

1 播種時処理 に よ る 育苗期の い も ち病防除効果

本国 に お け る い も ち 病防除の徹底 を 図 る た め， 伝染源

の密度 を で き る だ け低 く す る こ と が大切で， と く に苗か

ら の伝染源 を 本 田 に 持 ち 込 ま な い よ う な留意が必要で あ

る 。 こ の た め育苗中 の い も ち 病発生 に は格別 の 注意が払

わ れて い る 。

育苗期の い も ち 病 に は擢病種子 を伝染源 と す る 苗い も

ち や そ れか ら の二次伝染 に よ る 苗の 葉 い も ち ， あ る い は

育苗箱以外 に 存在す る 伝染源 に 由来す る 苗の 葉 い も ち 発

生が あ る 。 種子消毒の必要性 は い ま さ ら い う ま で も な い

が， そ れだ け で こ れ ら 育苗中 の い も ち 病 を 防 ぐ こ と は容

易 でな く ， 場合 に よ っ て は苗への薬剤処理が必要 と な っ

て く る 。

と こ ろ で ジ ク ロ シ メ ッ ト 粒剤 を揺種時 に 処理す る と ，

種子伝染性の苗い も ち に対 し て 種子処理剤で あ る チ ウ ラ

ム ・ べ ノ ミ ル水和剤や オ キ ソ リ ニ ッ ク 酸 ・ プ ロ ク ロ ラ ズ

水和剤 に 匹敵す る 防除効果 を 示 し た (表一1 ) 。 ま た ， 育

苗期間 中 に 外部か ら 飛散す る い も ち 病菌 に よ っ て 発病す

る 苗の葉 い も ち に も 防除効果 を 発揮す る こ と が明 ら か と

な っ た (表 2) 。 こ の こ と か ら ， ジ ク ロ シ メ ッ ト 粒剤 を

播種時 に処理す る こ と は 育苗期 間 の 葉 い も ち の 発生 を抑

制 し ， ひ い て は本 田 への伝染源の持 ち 込み を 極力 少 な く

す る 手段 と な り 得 る と 考 え ら れ る 。

一方育苗箱への薬剤処理 は イ ネ に対す る 薬害が懸念 さ

れ る が， 播種時， 緑化期 お よ び移植時処理の い ずれ も ，

も み の発芽， 根張 り ， 茎葉の伸長 に 異常 が認 め ら れな か

っ た 。 た だ， 薬剤が片寄 っ て散布 さ れた よ う な場合 に ，

葉輸 に褐点、 を 生ず る こ と が あ っ た が， イ ネ の生育 に は影

響がな く ， 本田移植後 に は正常 に 生育 し 問題 と な る 薬害

と は考 え ら れ な か っ た 。 以上の結果 を ふ ま え ， 本剤 は播

種時か ら 移植当 日 ま でい つ で も 処理 で き る よ う 処理時期
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の拡大 申 請 を 行 い 2000 年 9 月 に 登録 さ れた。

2 育苗箱処理 に よ る 本田 での い も ち病防除効果

( 1 )  病苗か ら の病斑進展阻止効果

ジ ク ロ シ メ ッ ト 粒剤 を 処理 し た 擢病苗 を本田 に移植す

る と ， す で に 形成 さ れて い る 病斑の拡大阻止効果 は な い

も の の新 し い感染， 発病が阻止 さ れた。 こ れ は 主 と し て

根か ら 吸収， 移行 し た 薬剤 に よ っ て 擢病葉 よ り 上位葉が

防除で き た こ と に よ る と 考 え ら れ る が， 薬剤処理 し た イ

ネ の病斑上 に 形成 さ れ る 臨子数の 減少や胞子の環境耐性

低下 も 一因 と 思わ れ る 。

( 2 ) 置苗での発病防止効果

栽培慣行 と し て ， 本 田 の 片 隅 に 補植用苗 を 置 く こ と が

多 い。 こ の置苗 は 密植状態の た め 移植 さ れた イ ネ よ り 葉

い も ち の 発生が多 く ， 本 田 の ま ん延源 に な る こ と が多

い。 し か し， 本剤 を箱処理す る と 置苗の発病が長期 に わ

た っ て 防止 さ れ， 上記の よ う に 本 田 へ の伝染源 と な る こ

と は無い。 も ち ろ ん置苗 を い つ ま で も 放置す る こ と な く

補植後速や か に取 り 除 く 必要の あ る こ と は い う ま で も な

表 - 1 矯種時処理に よ る種子伝染性苗い も ち病 防除効果

薬 剤 処理濃 度 防除効果(%)

ジ ク ロ シ メ ッ ト 粒 剤 50 g/ 育苗箱処理 97 . 4  

チ ウ ラ ム ・ ベ ノ ミ ル 7 . 5 倍液吹 き 付 け処理 98 . 9  

水和 剤 (30 m l/ kg seed) 

オ キ ソ リ ニ ッ ク 酸 ・ 7 . 5 倍液吹 き 付 け処理 99 .6  

プロ ク ロ ラ ッ ズ 水和 剤 (30 ml/ kg seed) 

無処理(発病 苗率%) (84 . 3%) 

表 - 2 播種時処理に よ る育苗期 の葉い も ち 防除効果

薬剤 処理濃 度
防除効果(%)

播種10日後 播種14日後

ジ ク ロ シ メ ッ ト 粒 剤 50 g/ 育苗箱処理 92 . 3  92 . 1  

無処理 (発病 度%) (48 . 8%) (66 . 3%) 

緑化期 に 隣接 し て 擢病 苗を 置 い て 接種源 と し た .

し � o

( 3 ) 本田 での葉い も ち ， 穂 い も ち 防除効果

本剤 の箱処理 に よ る 葉 い も ち 防除効果 は 1995 年 か ら

98 年の 4 年間 に わ た る 日 本植物防疫協会一般委託試験，

さ ら に 1997 年か ら 99 年の本剤の特別連絡試験の 結果，

日 本の各地でい も ち 病の発生型， イ ネ の栽培時期 に かか

わ ら ず高い 防除効果が認め ら れた 。 ま た 特別 の 激発 田 を

除 い て ， 本剤 の箱処理だ け でほ ぼ満足で き る 防除効果が

得 ら れ， 補完防除の必要 は な い場合が多 か っ た 。

一方， 穂 い も ち 防除効果 に つ い て も 上記 の 試験 を 通 じ

て検討 さ れた 結果， 通常 の発生であ れ ば補完防除不要の

事例が あ り ， 特 に 西 日 本 の 地域でそ の傾向が明瞭であ っ

た 。 し か し 北 日 本の地域 で は ， 穏い も ち へ の伝染源 と し

て の葉い も ち が少量で も 残存す る と 穂い も ち の 多 発 に な

る こ と か ら 補完防除が必要 な場合が多 か っ た 。 し か し ，

そ の場合従来の よ う に 穂 ば ら み， 穂揃期 の 2 回散布 を 穂

揃期の 1 回散布だ け で高 い 防除効果が得 ら れた 。
3 籍処理 し た ジ ク ロ シ メ ッ ト 剤のイ ネ体内の推移

別 に行 っ た 基礎試験 に よ る と ， 本剤 に よ る い も ち 病菌

付着器 の メ ラ ニ ン 化 組害濃度 ( セ ロ ハ ン膜上) の EC90

は 約 0 . 1 ppm， ま た い も ち 病 防 除 効 果 濃 度 の EC90 は

0 . 26 ppm で あ っ た 。

本剤 は ， 播種時， 緑化期， 移植時の い ずれの育苗箱処

理で も 速や か に イ ネ 体 に 取 り 込 ま れ る が， そ の濃度 は上

記の濃度 よ り か な り 高 く 推移 し て い た 。 前述の よ う に本

剤が育苗中 の い も ち 病 に対 し 高 い 防除効果 を 発揮す る の

は こ の た め と 考 え ら れ る 。

一方， 箱処理 し た 本剤の本田 に お け る イ ネ 体 内 の濃度

は イ ネ の生育 と と も に 低下す る 傾向 が見 ら れ る が， 穂揃

期 ご ろ で も 葉， 穂軸 と も 上記 の 有効濃度 を 維持 し て い

た 。 本剤が長期残効性い も ち 剤 と し て 前述の よ う に本 田

で高 い 防除効果が認 め ら れ る の は， こ の 結果 に 起因 し て

い る と 推定 さ れ る 。

箱育苗中 は た びた び潜水す る の で箱底部か ら の漏水 に

表 - 3 育苗箱処理に よ る本国 で の い も ち病 防除効果

薬剤 処理濃 度

ジ ク ロ シ メ ッ ト 粒 剤 50 g/ 育苗箱処理

カ ル プ ロ パ ミ ド 箱粒 剤 50 g/ 育苗箱処理

処理日

移植当日

移植 7日前

緑化期

播積時

移植当日
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防除効果(%)

葉い も ち 穂い も ち

7/ 27 8/ 3 8/ 9 9/ 20 

97 98 94 96 

97 97 93 92 

97 96 97 94 

97 97 97 93 

97 98 97 91 
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伴 っ て薬剤の流亡が懸念 さ れる。 3 週間に わ た る育苗期
間中， 1 固に 1 1 の水を 日 に 3 回泌水 し た場合， 箱底昔11
か ら の全流亡薬量 は 全処理量のわ ずか 0.12%に過 ぎず，
こ の流亡に よる防除効果への影響 は ほ とん どないものと
考え ら れる。

皿 ジ ク ロ シ メ ッ ト 粒剤 DL お よ び フ ロ ア ブル

剤 に よ る 防除効果

いもち病の防|徐方法と して育苗箱処理や水面施用 の他
に茎楽散布があり ， こ の茎業散布は現在でも各地でかな
り の面積に対 して行われて いる。4 ジ ク ロ シ メ ッ ト 粒剤 に よ る い も ち 病 防除の利点、

近年我が国の稲作に お いて は低 コ ス ト化， とり わ け省
力化が重要とな っ て き た。 こ れ は米の低価格化維持， 良
家の経営形態の変化， 農業従事者の高年齢化な どに 伴 っ
て生じ た 問題で， 病害虫防除に おいて も無視で き ない課
題である。

ジクロ シ メッ トの茎葉散布剤である粉剤 DL . フロ ア
プル剤は， 本田散布剤 と して もいもち病防除効果を示す
(図 2) 。 ポッ トを用いた 試験に よると， 薬剤散布2時間
後に人工的に|経雨処理を して も防除効果を示す こ とが確
認 さ れて おり ， 多雨期に いもち病が発生 し や す い こ とに
関連 して いもち病防除剤と して安定 し た効果を示すと考
え ら れる。 ま た， 本剤の特徴と して茎葉散布すると， 処
理後展開 して く る葉に も薬剤が移行 して防除効果を発揮
するとともに ， 粒剤の特性で述べた よ う に胞子形成の限
害や形成さ れた分生胞子の環境耐性の低下をもた ら す こ
とで二次感染を阻止するこ とがで き る。 こ のた め， 箇場
に お いて粉剤で 0. 3%， フ ロ ア フ・ル 剤 で50�75 ppm と
いう 低薬量で葉いもち， 穂、いもち防除効果を発揮する

前述の諸事項か ら ジクロ シ メツ ト 粒剤の箱処理は次の
利点、が考え ら れる。

1 )  農家の都合のよい時に薬剤処理がで き る。
2) 種子消毒は別と して育苗期のいもち病防除が省け

る。
3) 本田のいもち病防除回数が軽減 で き る。
4) こ れ ら の こ とか ら いもち病防除の低 コ ス ト化， 省

力化を図るこ とがで き る。

粉剤DL
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20 

。

フロアブル剤

100 

80 

60 

40 

20 

0 
処理7日後 処理旧後 処理7 日 後 処理14日後

ロフラサイド粉剤 (3kg/10a) 口ジクロシメットフロアプJレ ( X 1 ∞0) ロ トリシクラゾール水和剤 (XlOOO)

図 - 2 予防効果 と 残効性 ( ポ ッ ト 試験)

表 - 4 ジ ク ロ シ メ ッ ト 茎繋散布剤の い も ち 病 に対す る |坊l徐効果

薬剤l

ジ ク ロ シ メ ッ ト 粉河l

処理主1*

事E い も ち 穏い も ち

3 kg/ l 0  a 4 kg/10 a 

カ ス ガマ イ シ ン ・ フ サ ラ イ ド 粉剤 3 kg/ 1 0  a 4 kg/10 a 

フ ェ リ ム ゾ ン ・ フ ザ ラ イ ド 粉剤 3 kg/ 1 0  a 4 kg/ 1 0  a 

ジ ク ロ シ メ ッ ト フ ロ ア プノレ剤 X 1000 X 1000 

x 1500 x 1500 

ト リ シ ク ラ ゾー Jレ水車J1íiJ x 1000 x 1000 

l坊除効果 (%)

� い も ち 穂 い も ち

7/28 8/6 8/16 9/19 

95 93 95 95 

97 96 89 89 

78 78 81 76 

98 98 98 98 
95 97 99 95 

9'1 90 89 82 

* 築い も ち 防除 は ， 初発時 と 7 日 後の 2 回処理， 聴い も ち 防除 は ， 事�1苧期 と 穂折l

期の 2 回処理， フ ロ ア プノレ剤 は ， � い も ち は 100 1/10 a， 穂い も ち 150 1/10 a で散布.
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(表 4) 。 ま た ， い も ち 病の発病が比較的軽 く 推移 し た場

合 に は ， 薬 い も ち と 穂い も ち 防除 に 各 1 回の散布処理で

実用 的 な 防除効果 を示す。

お わ り に

病害虫 の耕種的防除法 と し て 耐病性品種の利用 が先決

であ る が， 我が国 の イ ネ 品種 に つ い て は と か く 良食味が

優先 さ れ， い も ち 病耐病性 に つ い て は必ず し も 重要視 さ

れて い な い傾向が あ る 。 ま た 周 知の よ う に い も ち 病の発

生 は天候 に 著 し く 左右 さ れ， 発生の年次変動が激 し い病

害で あ る 。 こ の よ う な 条件が続 く 限 り い も ち 病の薬剤防

除 は 今後 と も 必要 と 考 え ら れ る 。 一方では病害虫防除の

低 コ ス ト 化， 省力化 は 益々 必要性 を増す こ と が予想 さ れ

る 。

そ の よ う な状況下で育苗期間の い つ で も 処理で き る ジ

ク ロ シ メ ッ ト 粒剤の登場 は ， い も ち 病防除現場で農家労

力 の 分散化 を 可能 と し ， 一層省力 的 な 防除方法 を提供で

き る も の と 考 え て い る 。 ま た フ ィ プ ロ ニ ル な ど の殺虫剤

と の混合箱処理剤 を 開発 し， い も ち 病 と 主要害虫 の 同時

平成 13 年度宇宙環境利用 に
関 す る 地上研究会公募の ご案内
国際宇宙 ス テ ー シ ョ ン の宇宙 に お け る 組立が 1998 年

1 1 月 か ら 開始 さ れ， 本格的 な 宇宙環境 を 利 用 す る 時代
を迎 え よ う と し て お り ま す。 宇宙環境で は ， 微小重力や
高真空等地上で は得がた い環境の下で， 実験 を実施す る
こ と がで き ま す。

我が国 は， 国際宇宙ス テ ー シ ョ ン計画 に 独 自 の 実験棟
「 き ぽ う J を も っ て 参加 し て お り ， 今後， こ の よ う な 宇
宙環境 を利用 す る 機会が飛躍 的 に 増大す る こ と に な り ま
す。

一方， 地上での広範な分野の研究 を宇宙環境 を利用す
る 実験に結びつ け， さ ら に は具体的 な宇宙実験の提案 ・
実施 に 至 る ま で地上 に お 砂 る 関連研究 の蓄積が必要 で
す。

本制度 は， こ の よ う に 「 き ぼ う J を 中 心 と し た宇宙環
境 を利用す る 準備段階 と し て ， 幅広い分野の研究者 に研
究機会 を提供 し ， 宇宙環境利用 に 関連す る 地上研究 を推
進す る こ と を 目 的 と し て い ま す。
・公募制度 の概要

大学， 国立試験研究機関， 民 間 企業 な ど の研究者 の
方々 を対象 に 幅広 く 研究 テ ー マ を 募集 し ま す。
・応募資格

応募者の 国籍， 所属機関の所在地 ( 国 内外) は 聞 い ま
せ んが， 日 本語 に よ る 応募及び面接 に対応で き る 語学力
を 必要 と し ま す。
・公募対象研究分野

微小重力科学， 微小重力物理学， 生物科学， バイ オ メ

防除体系 を 確立す る こ と で本 田 での病害虫防除回数 を 減

少 さ せ る こ と も 可能 と な っ て き た 。

現在， ジ ク ロ シ メ ッ ト の特性 を利 用 し て ， よ り 合理的

な い も ち 病防除体系の確立 を 目 指 し て フ ロ ア プル剤 を 用

い た 箱処理方法や フ ラ メ ト ピ ル と の混 合 に よ る 箱処理で

い も ち 病 ・ 紋枯病 の 同 時防除体系 の検討 を 行 っ て い る 。

ま た ， 空散剤 と し て の 防除効果 に つ い て も 検討 中 で あ

る 。

さ ら に ， ジ ク ロ シ メ ッ ト は い も ち 病 の み な ら ず各種の

細菌性病害 に副次的 な 防除効果 を 示す こ と が証明 さ れて

い る 。 特 に 播種時処理 に お い て は イ ネ も み枯細菌病 に よ

る 苗腐敗症 を は じ め育苗中 に 発生す る 苗の細菌性病害 に

も あ る 程度 の 防除効果 を 示す こ と か ら ， ジ ク ロ シ メ ッ ト

を上手 に 利 用 す る こ と で今後稲作病害防除 に 寄与 で き る

こ と を期待 し て い る 。
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部会発表

デ イ カ ル， 宇宙医学， 宇宙科学， 地球科学， 宇宙利用 技
術開発の 8 分野
・研究費， 研究期間
・ フ ェ ー ズ I 研究 ( A ) 研究費 : 3 千万円以下/年

研究期間 : 1�3 年
・ フ ェ ー ズ I 研究 ( B )  研究費 : 6 百万円以下/年

研究期間 : 1�3 年
・ フ ェ ー ズ I 研究 ( B ) 萌芽的研究 研究費 : 150 万 円

以下 (総額) 研究期間 : l . 5 年
・ フ ェ ー ズ Il 研究 研究費 : 1 千万円程度�1 億円以下/

年 研究期間 : 1�3 年
.選定

財団法人 日 本宇宙 フ ォ ー ラ ム 内 に ， 有識者 に よ っ て構
成 さ れ る 委員 会 を 設置 し ， 応募 さ れた研究 テ ー マ の選定
等 を行い ま す。
・研究形態

研究形態 と し て は， 委託研究 (大学， 企業) ， 共 同 研
究 (国立研究所) ， 招 へい研究の形態 を と り ま す。
.実験施設， 試験施設の提供

研究の必要 に 応 じ て 調整 の 上， 落下塔， 航空機の 微小
重力模擬実験施設等 の利用機会 を 提供 い た し ま す。
. ス ケ ジ ュ ー ル
・ 応募受付締め切 り : 平成 13 年 2 月 28 日 (水) 消 印有効
. 研究開始 : 平成 13 年 8 月 ~

・問 い合わ せ先
財団法人 日 本宇宙 フ ォ ー ラ ム 公募研究推進部募集担当
電話 : 03-3459-1653 FAX : 03-5470-8426 
URL :  http://www2.jsforum.or.jp/ 
E-maiI : koubo @jsforum.or.jp 
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