
リ レ ー随�r: : 病;1叶lIílil徐19rのが; lfiJJ( 1 1 )  lfi' ， i-J 1 ー リ，lJîkl'; l ;.!.ül\1j除所の祈fVJ 333 

fす病害虫防除所の活動(1 1 ) … + + • 

福井県病害虫防除所の活動
や ぷ せ よ う も a む

(福井県出業試験場病害虫1\1]除室長 山 瀬孝一)i 
f 私が病害虫防除所 を 初 め て 剣 l っ た の は， 持 及.ll駅 け
す
4 出 し の 20 歳 の 夏 で あ る 。 体の 大 き い 色 の 黒 い 9M:.予
ふ 察員 と と も に ， 敦TI市の 東浦海岸治 い の海 を �L-卜 ろ す: 高 い 谷間 の水が張 つ で あ る 水日 | ま で星空 り ， ア ブ ラ ム シj の よ う な イ ネ の株 に 鮮が る ト ビ イ ロ ウ ン カ を 凡 た 。 す

; ぐ 帰路 は ス ピ ー カ ー を l鳴 ら し 村々 で 防 除 を 呼 び掛 け
令 た 。 車中 で は注意報の話 を し て い た 。 V9澗海岸: では 発; 生がなか っ た 。 仁1 ' 回大陸か ら 飛 ん で く る の で， 取材ïji�;J.; に 多 い の は理解で き る と の こ と で あ っ た 。 そ れ か ら
; 30 年が経過 し 自 分 が 防 除 所 の 職務 に つ い て ， そ の す
? べ て が理解で き た 。
t 1 組織の現状

i 福井 県病害虫防除所 は 2000 作� 4 ) J か ら 佑i引 似 品 業: 試験場病害虫防|徐室 と し て 再 ス タ ー 卜 し た 。: 病害虫防除室 は福井県段業試験場の作物経'P;f�i�， 水
守 稲育種音1\， 園芸パ イ テ ク 古11 ， �U�r.畷境l"ill等 の 名l"ill と |可τ 
+ 絡で， 重要 な{立問付 け が な さ れ て い る 。; 発生予察 は 今 ま で以上 に 病筈虫l"i1\r"J は も と よ り ， fド
I 物， 野菜， #!:樹， 花 き 等の試験研究 グ、 /レ ー プ と の連以; を強め ， 的確な 予察 を 実施 し て い く 必要があ る た め で
T あ る 。 ま た ， 1釣除室 を 今後 も 継続， 発展 さ せ て い く 長

; 則的 な ね ら い も 含 ま れ て い る 。
T 構成員 は室長 ] 名， 次長 1 *" 発生予察凸 7 1'， の ス: タ ッ プ であ る 。 発生予察員 7 *， は出業試験場 ま た は 応|; 芸試験場の研究只 を あ て て お り ， 定}，I�巡回訓資で制 た
; 現場の問題 を附 に つ な げて ， 腕 け る 功舶 を あ げて い
+ る 。 発生予察 を地道 に 継続 し て き た 成梨や そ こ か ら 稿、
↓ わ れ た 予察技術の確か さ を感 じ て い る 。j 県 の北部地域 は 4 地 区 に 分手品 さ れ室長 と 発生視終日; 6 名 で定点巡回調梢 を 実施 し て い る 。 県 の F向附何附抗1\地

; は 次 長 と 発生 予 察 員 l 名 が担 当 ， 1職試験場 に 帥
+ し， 地域特有の い も ち 病の急進展や飛来tl:i'1f!.U の ツ ン
4 カ や ヨ コ バ イ 等の���常発生 に 備 え て い る 。; 2 病害虫発生予察事業の特徴; ( ] )  調査点数 を 多 く 設 け る
; イ ネ 1 1 0 地 点， 刻雑l 殺 6印6 :t地也 点丸， 架 樹 M 川J地也 J点�\， M野!序F
+ 
ψ ; I !日向 。[ 川 Prolccl i川mcc in Fulミ山 日
{o Kou山ichi Y A川 九:\ 1 /\只日 叩lι 5 

t キーワー ド 佐l二 子祭， 制 | 以)

写真 綿 ) I: � 業 試 験 場 1，耳 切 虫 病 "g 1( ll1j l徐 室 の 商々
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92 地点， 花 き 5 地点 で病害虫発生状況 を 継続調査 し ， :
そ の他 に 予察灯 調査 8 か所， 野菜産地調査 7 か所， 予 ?
紫岡場の 設!l( ( イ ネ ， ダ イ ズ， 野菜) ， ト ラ ッ プ調査 +
( い も ち 病 菌， コ ナ ガ ， ハ ス モ ン ヨ ト ウ ) を 刻包 し デ ;
ー タ の収集， Wl�析 に よ り き め 細 か な発生予察 を 心が け ;

キて い る 。 十
( 2 ) 発生予察員会 (第 464 巨1) で報 ・ 連 ・ 相 T 
こ の 会議で は病害虫 の 発生状況の報告， 県 と し て の +

対策， 矧 予報等 を 相 談 ・ 決定 し て い る 。 予察員会の !
JI予 に な っ て か ら 通釦 会議 回 数 は 464 回 を 数 え (2001 ! 
年 l 月 現在) ， 50 年の歴史 が あ る 伝統 の 発生予察員 会 :
であ る 。 十

( 3 ) わ か り や す い病害虫防除資料 「防除だ よ り 」 ; 
の提供 ( N o . 1 44 ) 品

問! 向 の， 形 に と ら わ れ な い附R と し て ， 防l徐の か ;
ん ど こ ろ ， 1切除|時刻J， 新 し い虫や病気 の特徴等 を 印刷 ;
旧布 ・ FAX し て い る 。 近年 は 病斑や 虫 を デ ジ タ ル カ f
メ ラ や デ ジ タ ル マ イ ク ロ ス コ ー プか ら パ ソ コ ン に取 り +
込み， カ ラ ー 印刷 し て い る た め病気や虫が理解 し や す +
ぃ， 速 い と 評判 であ る 。 NO. 1 4 4 は， か つ て 県 内 に 二 ;
つ あ っ た 批病害虫|釣|徐所， 嶺F百病害虫防除所が一 つ ;
に 合111 し 稲 子 J:! 県 病 モ{-.1� 防|徐所 ( 1 987 年) に な っ て か 十
ら 200 1 年 ] 月 ま での連帯であ る o I防|徐だ よ り 」 は 年 +
問 1 0 1百| は発行 し て い る こ と に な る 。 .j.

( 4 ) ユ ニ ー ク で便利 な サ ン プ リ ン グ集計表 ; 
各地 区 ご と に ， 個 別 病 害 虫 の 発生 株数， 発 生株率 ;

( % ) ， 発生面積 (ha) ， 前年発生面積， 平年発生面積 f
を記入 し ， 県青十が 出 せ る 集計 表で あ る 。 シ ン プル だ が +
非常 に 使利 で あ る 。 試行錯誤の末独自 に 考 え だ さ れた 4
も の で， 諮先輩の汗 と 努力 の賜物で あ る 。 : 

( 5  ) 虫の霊 よ 安 ら か に ー虫供養一 (第 四 回 t
4 1 一一
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f 毎年 6 月 4 日 に 農業試験場内 の 虫塚で， 農薬 な どで
+ 駆除 さ れ た 昆 虫 の 霊 を 慰 め る 県植物防疫協会主催の虫
j 供 養 が 営 ま れ る 。 関係機関， 団 体， メ ー カ ー な ど 約
t 70 人 が参列， 厳 か な神事の 中 モ ン シ ロ チ ョ ウ 200 匹

; ほ ど を 虫 か ご か ら 放 し て霊 を 弔 う 。 放虫 の儀 に 用 い る
+ モ ン シ ロ チ ョ ウ は 10 日 間程度飼育後一斉 に 羽化 さ せ
+ た も の だが， そ の飼育マ ニ ュ ア ル は 失敗 を 重ね作成 し
; た 。
; 3 今， 話題の病害虫 の特徴 と 発生予察
; ( 1 ) イ ネ の斑点米 カ メ ム シ類
t 1972 年先輩 が コ パ ネ ヒ ョ ウ タ ン ナ ガ カ メ ム シ 等 が
+ 斑点米 を起 こ す こ と を 発見 し ， 農業技術功労賞 を受賞
; し た 。 本県 の斑点米 カ メ ム シ の種類 は ト ゲ シ ラ ホ シ カ
; メ ム シ， コ ノ 叶、 ヒ ョ ウ タ ン ナ ガ カ メ ム シ， ホ ソ ハ リ カ

; メ ム シ， ク モ へ リ カ メ ム シ の従来型 に 加 え ， 近年飛均
十 '性の ア カ ヒ ゲ ホ ソ ミ ド リ カ ス ミ カ メ ， ア カ ス ジ カ ス ミ
4 カ メ が増加 し ， 種類が多 い。 発生予察 は 4 月 の越冬量
; 調査， 7 月 の雑草地調査， 稲作期間 の す く い 取 り 調査
; の ほ か予察灯 に よ り 歩行制 メ ム シ ， 飛朔性 カ メ ム シ

; の数量把握 に 努 め ， 防除の 目 安 に し て い る 。
十 ( 2 ) イ ネ の い も ち 病
+ BLASTAM に よ り い も ち 病感 染 好 適 日 が把 握 で
; き ， さ ら に 地域気象， JPp ネ ッ ト 等 の 情報 を 利 用 す
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

る こ と で， 防除予報 を 正確 に だせ る よ う に な っ た 。 ま
た ， 栽培菌 で は ， コ シ ヒ カ リ の 作付 率 が 70% に 増 大
し て い る が， 良食味米稽好で窒素の施用量が控 え ら れ

; て い る 。 ま た ， 全量元肥技術の普及率 も 慨 を 超 え
↓ て ， 予 防粒剤 の施用率 も 50% を 上廻 る こ と 等 か ら い
; も ち 病の発生 は 少 な く な っ て い る 。

; ( 3 )  褐色米
す 2000 年， 出 穏期 に フ ェ ー ン が強 く 吹 い た ， 担 当 者
4 が 「褐色米が出 そ う だ ! フ ェ リ ム ゾ ン剤の散布 を 呼び
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

か け ま す か ? Jo  r カ メ ム シ と い も ち 病の混合剤散布 を
呼 び か け て い る の で， 混 同 す る よ う な こ と は や め よ
う j と 返事 し た 。 そ の後， 県北部平坦地域 に 褐色米が

+ 多発生 し ， 菌の 同定， 対策 に 精 を 出 し て い る が， 防除
+ 室 は情報 を 出 す べ き だ っ た と 反省 し て い る 。
; ( 4 )  直播の初期害虫防除
; 本 県 の 直播 は 4川a に 増加 し た が， 矯種後 に 殺虫

j 剤の散布 を し て い た 。 そ こ で， 種子への カ ルパ ー コ 

f テ ィ ン グ 時 に 殺虫剤 を 同 時粉衣 し て キ リ ウ ジ ガ ガ ン
4 ボ， イ ネ ヒ メ ハ モ グ リ パ エ の 防 除 が で き な い か と 考
よ え ， 種々 の殺虫剤の 中 か ら イ ミ ダ ク ロ プ リ ト 剤 を選定
Z し た 。
; ( 5 )  ラ ッ キ ヨ ウ の ネ ダニ ， 白 色疫病， 乾腐病
+ 本県の特産で あ る ラ ッ キ ョ ウ は， 連作す る と 坪枯れ
ふ す る た め ， 先輩が研究 し ， そ の 原因 は ネ ダニで あ る こ

と を 発見 し た 。 植付時 に エ チ ル チ オ メ ト ン 剤等 を 散布 す
し 防止 に 努め て い る 。 ラ ッ キ ョ ウ の 白 色疫病 も 先輩が +
発見 し た 。 防除法 は 1 0 月 末 か ら 未発病時 に フ ル ア ジ ;
ナ ム 剤等 を散布す る と 効果が高 い。 ま た ， 現役発生予 ;
察員 が ラ ッ キ ョ ウ の腐敗 し た り ん茎か ら 見 つ け 出 し た f

非病原性の フ ザ リ ウ ム 属菌 に よ り ， 乾腐病 に対 し て 病 ?
原菌への対抗'性 を 活用 し た 農薬 に 頼 ら な い環境 に や さ +
し い 防除法の 道 を 聞 い た 。

4 病害虫防徐所 ・ 室 で教 え ら れ た こ と

( 1 )  r防除 を さ せ る J こ と が肝心
虫や病気 の 見張 り 番 は 「防除所」 の 仕事であ る 。 し

か し ， い く ら 早 く 病気や虫 を 見 つ け 防 除 を 呼 び掛 け て
も ， 農家が防除 し て く れ な け れ ば な ん の 役 に も た た な
い。 い も ち 病注意報， カ メ ム シ類注意報 を 出 す が な か
な か防除実績 は 上が ら な い 。 「狼 が き た ぞ う リ， r な
れ っ 子 の雀j か農家 は 動か な い。 米側 は下が り ， 減反
が増 え る た め 農家 の 生産意欲 が 低 下 し ， 防除意欲 も

T 
+ 
+ 
4 
十，j， 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

年々 低下 し て い る o 防除 を し た く な る 気持 ち を い か に i
っ く り 出 す か。 ま だ ま だ先の こ と で あ る が， い か に し ;
て ， 防除が少 な く て も 良 い環境 を つ く る か が課題 で あ ;
る o 防除情報の押 し 売 り に な る が， 大規模農家への直 f
接 FAX， イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る ホ ー ム ペ ー ジ の 開設 +
も 時流 に 乗 っ た 一 つ の対策 と 考 え て い る 。 + 

+ 
( 2 ) 枯れ て い く 越前海岸 の松林 と イ ネ ク ロ カ メ ム ;

シ ;
景勝な る 越前海岸の松林 も マ ッ ク イ ム シ に 食 い 荒 ら f

さ れ枯れ て い く が， 環境汚染への配慮 か ら 有人へ リ コ 十
プ タ ー に よ る 防除が中止 さ れ て 久 し い。 海岸沿 い の 水 4
稲 に イ ネ ク ロ カ メ ム シ の 甚 な る 被筈 が 出 始 め て い る ;
が， こ れ は 松林の 落 ち 葉 の 下で イ ネ ク ロ カ メ ム シ が越 ;
冬す る こ と と 関係 が あ り そ う で あ る 。 イ ネ ク ロ カ メ ム 3
シ は 昭和 30 年代 ま で は 多 く 見受 け ら れ た が， ニ カ メ +
イ ガ の 防除が徹底 す る に つ れ姿 を 消 し た 。 近年， 苗箱 ;
施薬 の普及で イ ネ ミ ズ ゾ ウ ム シ ， イ ネ ド ロ オ イ ム シ 等 ;
本田初期害虫 が防除で き る よ う に な り ， ニ カ メ イ ガ の ;
防除 を し な く な っ た 。 こ れ も イ ネ ク ロ カ メ ム シ復活の f
要因であ る 。 自 然 ・ 環境 は ど こ で ど う つ な が っ て い る +
の か， 人間の考 え は ま だ ま だ及 ば な い と 感 じ た 。 ; 

( 3 ) 本 当 に 環境 に や さ し い米がた べた い の か ; 
食糧庁 の基準 に よ る と 着色米が 1 ， 000 粒 に l 粒以上 ?

あ る と 2 等 に 格落 ち に な る 。 斑点米 カ メ ム シ 防除は穂 す
揃期， 傾穂期， 黄熟始 め の 3 回， し か も 4 kg/10 a の +

殺虫剤散布が必要 で あ る 。 ま た ， 近年 イ ネ ア ザ ミ ウ マ ↓
に よ る 黒 い ク サ ビ状 の 米 も 多 く ， 着色米 の 50% で確 3
認 さ れ， 出穂前防除 も 必要 に な っ て い る 。 進 ん だ JA ;
では着色米 は籾摺 り も し く は精米後 に 色彩選別機で抜 十
い て い る 。 消費者 は斑点米 は 少 な く ， 農薬 を 多 く 散布 +

一一一 42 一一一
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十 し た米が ほ し く な い の な ら ， 着色米基準 を 1 ， 000 粒 に た 。 8 月 ， 抜 き 取 り 調査 を し た が， カ メ ム シ の 子実被 十

+ 3 粒 ま で容認 し ， 出穂後 の 殺虫剤散布 を極力減 ら し ， 害 は 数% と 少 な い 。 カ メ ム シ 注 意報 を 出 す 根拠 が な 寺
み 安全で環境負荷の 少 な い 米 に す べ き だ と 思 う 。 く ， 1防除 だ よ り 」 で カ メ ム シ 防除の徹底 を 呼 び か け +
; ( 4 )  そ れで は ダイ ズ カ メ ム シがか わ い そ う た 。 夏場 は 昨年同様高温乾燥で， ダ イ ズ ‘ エ ン レ イ ' は ;
; 1999 年， 2000 年 は ダ イ ズ ‘ エ ン レ イ ' で 「青立 ち 」 ま た も 「青立 ち 」 が大発生 し た 。 9 月 末収穫直 前 の 株 ;
? が発生 し 不作団地圃場が多 か っ た 。 を調査す る が， カ メ ム シ の 被害粒 は 20%程度。 「背立 ?
+ ‘' 1 999 年， ダ イ ズ の 「青 立 ち 」 の 原 因 は カ メ ム シ ち j の原因 は カ メ ム シ単独で は 起 こ り に く い こ と が判 +
4 だ。 なぜ， ダ イ ズ の カ メ ム シ 注意報 を 発令 し な か っ た 明 し た 。 主因 は 開花期以降の 高温乾燥で， 着爽が少 な も
; の か七 県庁や JA の 担 当 者 か ら お 叱 り の 声。 1999 年 く ， 窒素が茎や葉柄 に 蓄積 し た ま ま と な り ， い つ ま で ;
+ 10 月 の予察員 会 で は ， ダ イ ズ カ メ ム シ は 見 回 り 調査 も 葉柄 が落 ち な い 現 象 と 推察 さ れ て い る 。 ダ イ ズ の ;
? を し て も 明確 な 数字が得 に く い の で， 来年 8， 9 月 は 「青立 ち 」 は 1100% カ メ ム シ の 吸汁 加 害 が 原 因 だ t
+ ダイ ズ の抜 き 取 り 調査 を 実施 し ， 子実の カ メ ム シ被害 栽培面 に 原因 は な い J ， と し て 片 づ け て き た と こ ろ に +
品 を調査す る こ と に な っ た 。 翌年， 播種直後か ら カ メ ム 問題が あ る と 考 え て い る 。 ↓ 
; シ の 発生動向 に は 大 変気 を 配 っ た 。 2000 年 6 月 ， ヵ 今後， 防除室 は IT を フ ル活用 し 正確 な 予察， 早 い ;
; メ ム シ は 多 く な い が， フ タ ス ジ ヒ メ ハ ム シ が 多 か っ 予報 を 出 せ る よ う 努力 し て ゆ き た い。 ; 
丸+++++++++恥io+++++++++++←+.++，++.+

: 新農薬紹介 :

「除草剤」
ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン 水和剤 ( 13 . 4 . 26)
べ ン ゾ ビ シ ク ロ ン は， (株) エ ス ・ デ ィ ー ・ エ ス パ イ

オ テ ッ ク に よ り 開発 さ れた非 ホ ル モ ン型の水稲用 除草剤
で あ る 。 作用機作 は， 湛水処理 さ れ た 本 剤 が 雑 草 の 根
部， 幼芽部， 茎葉基部 よ り 吸収， 茎葉部 お よ び根部 に移
行 し ， 処理後 に 抽 出 ・ 展 開 す る 雑草 の 新 薬 を 白 化 さ せ
る 。 そ の後雑草 は ネ ク ロ シ ス 症状 の進展 と 共 に 生育が抑
制 さ れ枯死 に 至 る 。 こ の 雑草 に対す る 白 化作用 は， カ ロ
チ ノ イ ド 生合成 の停止 に 伴 う ク ロ ロ フ ィ ル量の減少 に よ
り 引 き 起 こ さ れ る と 考 え ら れ て い る 。

商品名 : シ ョ ウ エ ー ス フ ロ ア プル
成分 ・ 性状 : 製剤 は， 3- (2ー ク ロ ロ ー4ー メ シ ルベ ン ゾ イ

lレ) ー2- フ ェ ニ ル チ オ ビ シ ク ロ [3 . 2 . 1 J オ ク タ ー2 エ ン
4 オ ン を 5 . 7%含 む 類 白 色水和性粘欄懸濁液体で あ る 。
純 品 は 黄色結 晶 性 固 体 で， 比 重 (20 . 50C) は 1 . 45， 融
点、 は 187 . 30C， 蒸 気 圧 は < 5 .  6 X 10-5 Pa (250C) ， 溶 解
度 (g/ I， 200C) は 水 0 . 052 (mg/ l ) ， ヘ キ サ ン < 0 . 12，
ア セ ト ン 9 . 3， 酢酸エ チ ル 2 . 6， ジ ク ロ ロ メ タ ン 144 . 0，
ト ル エ ン 1 . 2， キ シ レ ン 0 . 53， メ タ ノ ー ル 0 . 39， オ ク
タ ノ ー ル 0 . 05 で あ る 。 熱 に 対 し て は 1500C ま で は 安定
であ り ， 酸 ・ ア ル カ リ に 対 し 不安定。 光 に は易分解。

(構造式)
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適用雑草名 お よ び使用方法 : 表 1 参照。
① 使用 前 に 容器 を 軽 く 上下 に 振 る こ と 。
② 本剤 は雑草の 発生前か ら 発生始期 に 有効 な の で， ノ

ビ エ の l 葉期 ま で に ， 時期 を 失 し な い よ う に散布す る
こ と 。 な お ， 多 年生雑草 は 生育段階 に よ っ て効果 に ふ
れ が 出 る の で， 必 ず適期 に 散布 す る よ う 注 意 す る こ
と 。 ホ タ ル イ は 発生始期 ま で が本 剤 の 散布適期 で あ
る 。

③ ヒ メ ミ ソ ハ ギ多 発 田 で は効果 に ふ れが生 じ る こ と が
あ る の で， 有効 な 剤 と の体系処理 で使用 す る こ と 。

④ 苗の植付 け が均ー と な る よ う に 整地， 代か き を て い
ね い に行い， ワ ラ く ず な ど の 浮遊物 は 出 来 る だ け取 り
除 く 事。 未熟有機物 を施用 し た 場合 は ， 特 に 代か き を
て い ね い に 行 う こ と 。

⑤ 散布の 際 は水 の 出 入 り を 止 め て ， 通常 の 湛水状態 の
ま ま 本剤 を 水回全面 に ゆ き わ た る よ う に散布 し ， 散布
後少 な く と も 3�4 日 は水深 3�5 cm の 溢水状 態 を 保
ち ， 図 面 を 露 出 さ せ た り ， 水 を切 ら し た り し な い よ う
に す る 。 ま た ， 落水や か け 流 し を 行わ な い こ と 。

⑥ 移植前 に 散布す る 場合 は ， 散布後 4 日 以上 の 間 隔 を
あ げ て 苗 を 移植す る こ と 。 ま た ， 移植時 に や む を得ず
落水す る 場合 は ， 一度 に 大 量 の 田 面水 を 流 さ な い よ う
に 注意す る こ と 。

⑦ 下記の よ う な条件で は ， 初期生育抑制 を 生ず る 恐れ
があ る の で， 使用 を避 け る こ と 。

特 に ， こ れ ら の 条件が重 な る 場合 は ， 初期生育が著
し く 抑制 さ れ る の で注意す る こ と 。
・ 異常高温の時， あ る い は散布後数 日 以 内 に梅雨明 け

に な る な ど異常高温が予想 さ れ る 時
- 活着遅延 を 生ず る よ う な異常低温 の 時
- 砂質 土壌 の 水 田 及 び漏 水 の 大 き な 水 田 (減水深 2

cm/ 日 以上)
・ 軟弱 な 苗 を 移植 し た 水 田
. 極端な浅植の水田
・ 植 え 穴の も ど り が悪 い 水 田


