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ニ セ ナシサビダニの発生と防除

は じ め に

我が固 に お い て ， ニ ホ ン ナ シ に 寄生す る サ ピ ダニ の被

害 は 1950 年 に は す で に 確 認 さ れ て い る が (松 本，

1950) ， こ の 時点 で は ， 種名 が明 ら か に さ れ て い な い。

そ の後， 1965 年 に 鳥取 県 に お い て 採 集 さ れ た 標本 を も

と に 黄 讃氏 に よ っ て サ ピ ダ ニ の 種 名 が 明 ら か に さ れ

(HUANG， 1971 ) ， そ れ 以 来 圏 内 で は ナ シ サ ピ ダ ニ

Eρitrimerus ρ'yri の種名が使わ れ る よ う に な っ た 。 し か

し ， 上遠野氏 は ， 1979 年 頃 か ら 行 っ た 調査結果 に よ る
と 千葉県下の サ ビ ダニ は こ れ と は 全 く 別 の種， い わ ゆ る

ニ セ ナ シ サ ピ ダニ Erioþhyes chibaensis で あ る こ と を 明

ら か に し た (KA∞NO， 1981 ) 。 さ ら に ， 1 979 年以降 に 鳥

取県， 島根県， 富 山 県 等 の ナ シ産地 に お い て 採集 さ れた

サ ビ ダニ は い ずれ も 本種であ る こ と が明 ら か と な っ た 。

ま た ， 内 田 (1976， 1977) が 当 時ナ シ サ ピ ダニ と し て 調

査 し た サ ピ ダニ の標本や そ の後同一圏場 に お い て 採集 さ

れた サ ピ ダニ は ， い ずれ も ニ セ ナ シ サ ピ ダニ であ っ た 。

こ の こ と か ら ， 現在， 圏 内 に お い て ニ ホ ン ナ シ を栽培 し

て い る 地域で発生 し て い る サ ピ ダニ は， ほ と ん ど の場合

ニ セ ナ シ サ ピ ダニ で あ る と 考 え ら れ る 。 本種 は， 日 本以

外か ら は ま だ発見 さ れて い な い。

な お ， ニ ホ ン ナ シ を加害す る サ ピ ダニ は上述の ナ シ サ

ピ ダニ ， ニ セ ナ シ サ ピ ダニ の ほ か に ， ナ シ ハ ヤ ケ サ ピ ダ

ニ Phyl!ocoþtes þyrivagrans が あ る が， 本種 は 今 の と こ

ろ 千葉 県 の 長 十郎 の 成葉 の み で し か 確認 さ れ て い な い

(KA∞NO， 1985) 。

本稿で は ， ニ ホ ン ナ シ に 発生す る サ ピ ダニ の う ち ， 最

も 被害が多 い ニ セ ナ シ サ ピ ダニ の 発生生態 と 防除法 に つ

い て述べ る 。

I 形 態

ニ セ ナ シ サ ピ ダニ成虫 に は ， 雌 と 雄が認 め ら れ， さ ら

に 雌 に は 雄 に よ く 似 た 第 1 雌 (夏 型 雌， protogyne) 

(図ー1 ) (上遠野， 1993) と 後体部環節上 に 小癒 を 欠 く 第
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図 - 1 ニ セ ナ シ サ ビ ダニ 第 1 雌 (上遠野， 1993) 

2 雌 (越 冬 雌， deutogyne) が あ る 。 第 1 雌 は 体 長 が

170 μm 内外， 体幅 60 μm 内 外 の う じ 虫型 の 微小 な ダニ

であ る 。 後体部環節上 に は癌が多数配列 さ れて い る 。 卵

は球形で半透明 の 乳 白 色 を 呈 し て い る 。 一方， 第 2 雌 は

第 l 雌 よ り 色が濃 く ， 後体部環節上 に 癌が な い 。 雄成虫

は雌 よ り や や小型で あ る ほ か は 第 1 雌 と 形態 的 に 類似す

る 。 若虫 は成虫 と 同様 に ウ ジ虫型 で あ る が， 体長 に比べ

て 体幅 の 割合が大 き く 成 虫 よ り や や ず ん ぐ り と し て い

る 。

E 生 態

HALL ( 1967) に よ れ ば， フ シ ダ ニ の 生 活 環 は 3 タ イ

プに分かれ， 年聞 を 通 じ て 同一形態 の雌 と 雄の み で世代

を経過す る 単純型， 2 型 の 雌 (第 1 雌， 第 2 雌) が 出 現

す る 複雑型， さ ら に は 生活環 は 2 型 と 同 じ で あ る が， 卵

胎生の雌が生 じ る 型が あ る 。 こ の う ち ニ セ ナ シ サ ピ ダニ

は 2 番 目 の タ イ プ に 属 す る 。 活動期 は ， 主 と し て 第 l 雌

と 雄で経過 し ， ナ シ葉上で見 ら れ る 。 や が て越冬期が近

づ く と 第 2 雌が現れ， 越冬 に 好適 な 場所へ移動 し ， 越冬

は す べ て 第 2 雌で行わ れ る 。 春期 に な る と 越冬場所 を 離

れ て 新薬 に 第 1 雌 と 雄 に な る 卵 を 産 み ， 再び両者 を 生 じ

る 。
1 世代 に つ い て み る と ハ ダニ 類 は 卵 → 幼虫→第 1 若虫

→第 2 若虫→成虫 と い う 発育経過 を と り ， そ れ ぞれの発

育 ス テ ー ジ へ の 変化 の 前 に 静止期 を 経 て 脱皮 す る 。 一

方， フ シ ダニ 類 は 幼虫期 を 欠 き 卵→ 第 l 若虫→第 2 若虫

→成虫 と い う 発育経過 を た ど り ， ハ ダニ と 同様 に そ の 聞

に 静止期があ る 。
ニ セ ナ シ サ ピ ダ ニ の 1 世代 に お け る 発育所要 日 数 は，
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27DCで 5 . 66 日 で あ り (上遠野， 1995) ， ミ カ ン サ ピ ダニ

の 9 . 04 日 (関， 1979) に 比 べ る と 短 い 。 こ の こ と は ナ

シ サ ピ ダニ の卵 か ら 成虫 ま での経過 日 数が極 め て 短 く ，

繁殖が旺盛で あ る こ と を 示 し て い る 。 な お ， 本種の発育

零点 は ， 他の フ シ ダニ類 に 比 べ て か な り 低 い 7 . 3DCで あ
り ， 1 世代 の 有効積算温度 は 1 13 . 4 日 度で あ る 。

ニ セ ナ シ サ ピ ダニ の 生殖方法 は ， ハ ダニ と 同様， 半数

倍数性産雄単為生殖で， 受精卵 か ら 雌， 未受精卵 か ら は

雄が産生 さ れ る 。 ハ ダニ の雌成虫 は雄成虫 と の交尾に よ

っ て 受精 し ， 産卵す る の に対 し ， ニ セ ナ シ サ ピ ダニ は直

媛的 な交尾 を行わず， 雌成虫 は雄成虫が葉面 に 産下 し た
精包 を 腹部 中 央 に あ る 生殖 口 に と り こ み 受精 す る 。 な

お， 本 種 の 雌 が一生 に 産下 す る 総産卵 数 は ， 30�40 個
程度で あ る 。

本 種 の 内 的 自 然 増 加 率 は ， 上 遠 野 ( 1995 ) が
0 . 0586 ( 1 6DC) �0 . 1863 (27DC) で あ る こ と を 明 ら か に

し て い る が， こ れ を 植物寄生性 の ハ ダニ 類 に 比 べ る と

Tetranychω 属 の ハ ダ ニ 類 (0 . 201�0 . 29/ 日 ， 25DC) よ

り 低 い も の の ミ カ ン ハ ダ ニ Panonychus citrぜ や リ ン ゴ

ハ ダ ニ P. ulmi (0 . 162�0 . 185/ 日 ， 25DC) と ほ ぼ 同 程

度 で あ る 。

移動， 分散方法 に つ い て ， フ シ ダニ 類 は ， 風， 鳥， 昆

虫 に よ っ て 分散す る こ と が明 ら か と な っ て い る が， 本種

の 分散 に は ， 風が最 も 大 き く 関 与 し て い る (上遠野，

1995) 。

皿 被 害

ニ セ ナ シ サ ピ ダニ の ナ シ に お け る 被害 は伸長中 の新梢

(発育枝) に 限 ら れ る 。 ナ シ で は 一般 に 5 月 上旬 頃 か ら
新梢が伸長 し 始 め る が， サ ピ ダニ の 寄生が多 く 見 ら れ る

の は新梢先端部 の や や赤味 を おびた 毛 じ の 多 い幼葉で あ

る 。 枝の伸長 に 伴 っ て サ ピ ダニ は上部へ と 移動 し ， 新た

に 展開 す る 幼葉 に つ ぎ つ ぎ に 被害 を 与 え る 。 被害 を 受 け

た 葉 は ， そ の裏面が 「サ ビJ 症状 を 呈 し ， 褐変す る 。

葉 に お け る 被 害 の 時期 的 な 推 移 は 図-2 に 示 し た 。 こ

れ に よ る と 「 サ ピj 症状がわ ずか に 認 め ら れ る 少程度 の

被害葉 は 5 月 下旬 に 見 え 始 め ， 6 月 上旬 に は被害葉が急
激 に 増加 し ， 葉が内側 に 巻 き 込み や や小形化す る 中程度
の 被害葉が見 ら れ る よ う に な る 。 7 月 上句 に な る と 新梢

の伸長が停止 し 始 め 上位葉が下方 に 向 か つ て 舟底形 に わ

ん 曲 す る 。 先端葉 ほ ど サ ピ ダニ の 密度が高 く ， 被害が強

く 出 る こ と に な る 。 被害 の甚 し い葉 は ま も な く 枯れ込み
を 生 じ て 早 い と 7 月 中旬 に は落葉 し 始 め ， 7 月 下旬 に は
薬 の被害が最高 に な る 。 発生の 多 い 園 で は すべて の発育
枝 の 先端部 が落葉 し ， 返 り 咲 き を す る こ と が あ る 。 一
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図 - 2 ・二十世紀' 発育枝葉 に お け る ニ セ ナ シ サ ピ ダ ニ に
よ る 被害推移 ( 内 回 ， 1976) 

方， 枝が加害 さ れ る と 葉 と 同様 の 「サ ピj 症状が表皮 に

現れ， 黒 ず ん だ枝 と な っ て し ま う 。 本種 に よ る 葉の 「サ

ビ」 症状 と 早期落葉 は 同化作用 を 妨 げ， 当 年の果実肥大

への悪影響や樹体への貯蔵養分の蓄積が著 し く 損 な わ れ

る こ と に な る 。

ナ シ の 品 種 に よ る 被害程度 に つ い て は ， 青 ナ シ の ‘二

十世紀'， a ゴ ー ル ド 二十世紀' お よ び‘早生二十世紀' な ど

が最 も 被害 を 受 け や す く ， 赤 ナ シ の ‘豊水二 ‘幸水' お よ

び ‘長十郎' な ど は比較的被害が少 な い 。 被害の 品種間差

の 要 因 と し て ， 葉 に お け る 毛 じ の 多 少 が あ げ ら れ て い

る 。

W 発 生 消 長

越冬 は 第 2 雌で行わ れ， 新梢， 短呆枝の芽 な ど の基部
や， 表皮の割 れ 目 ， 古 い せ ん定切 り 口 等 に 潜 ん で い る 。
第 2 雌 の 休眠覚醒 に は ， グCの 低 温 に 約 3 か 月 遭遇す る

必 要 が あ る 。 越冬場所か ら の 離脱 は 最 高 気 温 が 18DC を

越す頃 (3 月 ) か ら 始 ま り ， 最初 に 芽 内 に 侵 入 す る 。 芽

内 で栄養摂取 し た 後， 卵巣 を 発達 さ せ， 産卵す る 。 こ の

卵か ら 発生 し た l 世代 目 の ダニ は若 い枝上で過 ご し ， 発

育 し た 後第 1 雌 と な る 。 第 2 世代 目 以降 の ダニ が， 葉上

に 出現す る 。 新梢の上位葉 で発生が見 ら れ る の は ， 5 月
上旬頃か ら で あ る 。

ニ セ ナ シ サ ピ ダニ は ， 新梢上位の 展葉後あ ま り 日 数が

経過 し て い な い毛 じ の 多 い ， や や 赤味が残 っ た 幼葉 に 好

ん で寄生 し ， 密度が高 い場合 は 葉 1 枚当 た り 数千個体の

成若虫が寄生す る 。 本種 は 葉 の 毛 じ の 聞 で盛 ん に 吸汁加

害 し て お り ， 特 に 毛 じ の発生密度が高 い 葉裏 で の 発生が

多 い (上遠野， 1995 ; 伊津 2000 a) 。 新 梢 が 伸 長 し ， そ
れ ま で寄生 し て い た 葉が硬化す る と そ れ よ り も 上位 の 柔

ら か い葉へ移動 し て い く 。 し た が っ て ， 新梢低位の 葉 で
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は サ ビ ダニ の寄生 は極端 に 少 な い。
一般的 に ， 新梢葉 で の 第 I 雌 の 発生期間 は， 5 月 上旬

か ら 7 月 下旬 ま でで， 6 月 下旬 か ら 7 月 上旬 ま で を ピ ー

ク と す る 単峰型 の 発生 消 長 を 示 す ( 図 3) 。 一 方， 第 2

雌 も 葉上 に お い て は， 第 1 雌 と 同様 に 6 月 下旬 か ら 7 月

上旬 に か け て 発生が多 く な る 。 越冬場所での第 2 雌の発

生量 は， 葉 上 で の ピ ー ク 直 後 (2 週 間 以 内) に 急増 す
る 。 し た が っ て ， 第 2 雌 の越冬場所への 移動 は， 6 月 下
旬頃か ら 始 ま り ， 7 月 に ピ ー ク と な り 8 月 に は， ほ と ん

ど終了 す る 。

V 多 発 要 因

本種が多発す る 要因 と し て 以下の点が考 え ら れ る 。 ま

ず， 第一 の 要因 と し て こ れ ま で使用 し て き た 防除薬剤 の

サ ビ ダニ に対す る 感受性の低下で あ る 。 鳥取県で は ， パ
ミ ドチオ ン液剤 を 本種の重要 な 基幹防除薬剤 と し て 永年

使用 し て き た が， 近年， 一部 の地域 で は感受性が低下 し

て き て お り (伊海， 未発表) ， こ の こ と が地域 的 に 多 発

し た 要因 の ー っ と 考 え ら れ る 。 第二の要因 と し て ， 薬剤

散布量 の 不足等 に よ る 新梢 に お け る 薬液の付着 む ら が あ

げ ら れ る 。 防除方法 と し て ， ス ピ ー ド ス プ レ ー ヤ ， 手散

布 に よ る 方法があ る が， 前者では， 根本的 な 薬剤散布量

の不足， 風等の気象的要因 に よ る 散布液の ド リ フ ト ， 後

者 で は ， 寄生密度 の 高 い 新梢先端部への重点防除 に対す

る 意識の不足が多発 を 引 き 起 こ す要因 と な る 。 第三の要

因 と し て ， 防 除 の タ イ ミ ン グ が あ げ ら れ る 。 鳥取 県 で

は， 発生初期 の 5 月 下旬 と 発生最盛期の 6 月 中旬が一般

的 な 防除適期 で あ る が， そ の年の気象経過 に よ っ て は ，

新梢の生育が早 ま っ た り ， 遅 く な っ た り し て ， 防除の タ

イ ミ ン グ を逃 し て し ま う こ と が あ る 。 第 四 の 要因 と し て

殺菌剤 の変遷が関与 し て い る 可能性が あ る 。 殺菌剤 の な

か に は ， プ ロ ピ ネ ブ剤やチオ フ ァ ネ ー ト メ チル剤 な どの
よ う に サ ピ ダニ に 対 し て 活性の あ る も の が あ る 。 そ れ ら

が， サ ビ ダニ に対 し て 活性の な い新薬剤 に 置 き 換わ っ た

場合 は， こ れ ま で に比べて 虫密度が高 ま る こ と が考 え ら

れ る 。 第五 の 要因 と し て サ ビ ダニ の 天敵類 に対す る 殺虫

剤の悪影響が考 え ら れ る 。 合成 ピ レ ス ロ イ ド 剤 な ど の多

用 は， こ れ ま でサ ビ ダニ の抑制要因 と な っ て い る 天敵類

に対 し て 悪影響 を 与 え ， 結果 と し て リ サ ー ジ ェ ン ス な ど

の 多発 を 引 き 起 こ す こ と と な る 。 第 6 の 要因 と し て ， 園

の土質 に よ る 新梢伸長期 間 の 違 い が あ げ ら れ る 。 肥沃な

火 山灰土壌 に栽植 さ れた ナ シ樹 は， そ う でな い 土壌 に栽

植 さ れた ナ シ樹 に比べて 新梢 の伸長期間が長 く な る 傾向

て も 後発の サ ビ ダニ に よ る 被害 が多 く な る 。

こ の他 に も 気象条件， 肥培管理， 減農薬栽培の 普及等

の要因が考 え ら れ る 。

目 防 除 方 法

本種の 生育期 の 防除薬剤 に つ い て は ， こ れ ま での 試験

結果か ら ク ロ ル フ ェ ナ ピ ル フ ロ ア プル， ミ ルベ メ クチン

乳剤， フ ェ ニ ソ プ ロ モ レ ー ト 乳剤， パ ミ ドチオ ン 液剤，

酸化 フ ェ ン プ タ ス ズ フ ロ ア ブル の効果が高 い。 防除適期

に つ い て は ， パ ミ ドチオ ン 液剤の散布時期 を 変 え て 効果
試験 を 行 っ た 内 田 ( 1976， 1977) の結果 に よ る と ， 5 月

下旬 か ら 7 月 上旬 に か け て 連続 5 回散布 し た 試験 区 は 最

も 効果が高 か っ た が， そ れ に 次 い で発生初期 の 5 月 下旬

と 発生最盛期の 6 月 中旬 の計 2 回散布の効果が高 い こ と

を 明 ら か に し て い る (表 1) 。 現在， 鳥 取 県 で は， 5 月

下旬 に フ ェ ニ ソ プ ロ モ レ ー ト 乳剤， 6 月 中 句 に ク ロ ル フ

ェ ナ ピ ル フ ロ ア プル を 散布す る 防除体系 を 県基準の ナ シ

病害虫防除暦 に 採用 し て い る 。 な お ， 近年鳥取 県 内 の 一

部の ナ シ 園 で は ， パ ミ ドチオ ン 液剤 に 対す る こ セ ナ シ サ

ビ ダニ の薬剤感受性が低下 し て い る 。 被害が 目 立 つ ナ シ

園 で は ， こ れ ま で使用 し て き た 薬剤の効巣低下が関与 し

て い る 可能性が あ る 。

休眠期 の 防除対策 と し て ， 1 1 月 の 落葉期 か 翌 年 3 月

中旬 に マ シ ン油乳剤 を 散布す る と 越冬密度が低下す る こ

と が明 ら か と な っ て い る 。 し た が っ て ， サ ビ ダニ の 発生

が多 い ‘二十世紀' や ‘ ゴ ー ル ド 二十世紀' 等 の 多毛品種で

は， 休眠期 と 生育期 の 防除 を 行 う こ と に よ っ て ほ ぼ完全

に被害 を 防 ぐ こ と がで き る 。

な お， 薬剤の選定や 防除時期が適合 し て い て も ， 薬剤

散布量が不足 し た り ， 枝葉が混 み合 っ て い る と ， 虫 の 密

表 ー 1 パ ミ ド チ オ ン 液 剤 1 ) を 時期別 に 散布 し た 場合 の ニ セ ナ シ

サ ビ ダニ に 対 す る 防除効果 ( 内 田， 1976 を 一部改変)

散 布 FI 防 除 効 果

5 )Cj 6 月 6 月 6 月 7 月 無， 小被害
被害度2)

26 [1 5 1二l 16 日 26 日 5 日 葉率 (% )

• 68 . 6  25 . 1  

• 67 . 7  24 . 2  

• 78 . 6  19 . 2  

• • 82 . 0  15 . 5  

• • 63 . 9 30 . 0  

• • 75 . 5  20 . 8  

• • 6:3 目 。 29 . 1  

• • • • • 92 . 4  7 . 9  
56 . 0  39 . 6  

が あ り ， そ れ に 同調す る よ う に サ ビ ダニ の 発生期間 も 長 り 使用倍数 : 1 ， 500 低 幻 被害度 = 100 (少被告書E数 X 1 + 中 X 3 十

く な る 。 こ の よ う な場合 は ， 慣行的 に 2 回 の 防除 を行 っ 多 X 6) /調査薬数 X 6.
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度が最 も 高い新梢先端部の 葉にか け む ら が生 じ ， 思 わ ぬ
被害を 受 け る こ と と な る。 薬剤散布にあ たっ て は ， 薬液
孟 を 十分確保 し ， 散布液が新梢先端部 ま で し っ か り か か
る よ う に心 が け る。

m 要防除水準 と 密度簡易調査法

ニ セ ナ シ サ ビ タe ニ の 要 防除水準 は ， 新梢先端ll";lí の 葉当
たり成若虫数が 50�100 頭前後 で あ る こ と が明 ら か と な
っ て い る (伊津， 2000 a ) 。 こ の 水準に到 達 す るl時期 を

\ \ :fMi テ ー プ
〆、 \、 /� 

でラ/ c> ームー コデr-j く>

①干再 生業 を 二分する

③指 先で こ す る

@長 を 粘着 テ ー プか ら

は がす

!:ß;Jく紙

⑤爪 を 立 て て こ す る

③テ ー プ を は がす

c> 

②品!i�Yf テ ー プ を 紫 に

H占 り つ け る

う ら 返す

!惑水品〔

�感水 紙 に tVi ，Vî' lf!i を

(!，Ij る

中 /司/
感水kll

⑦発色す る

c> L .:.. . . . \/ 
⑤完 成

図-4 高lîU テ ー プ と 感水紙 を併HI し た ニ セ ナ シ サ ピ ダニ

簡易密度調査法 (感水紙発色法) ， (伊f仏 2000 b) 

c> 

c> 

定期的に観察 し ， 防|徐 要 否 を 判 断 す れ ば， 効率的な 防除
を 行 う こ と が で き る。 ただ し ， 本種は体長 が微小で肉眼
や jレ ー ぺ で密度 を 観察 す る こ と が困難で、 あ る。 そ こ で，
伊様 (2000 b) は ， 粘着 テ ー プ と 感水紙 を 用 い た簡 易 密
度調査法 (感水紙発色法) を 開発 し た ( 1豆卜 4 ， 虫密度の
指標 は 図 5) 。 こ の 方法に よ り ， こ れ ま で現地にお い て
困難で、あ っ たサ ビ ダ ニ の 虫 密度 の把握が容易 と な り ， こ
れによ っ て 判定 し た密度 を 要防除水準 と 比較 す れ ば， 防
除聖書否が簡易にで き る こ と と な る。 結果 と し て ， 現在生
育期にお い て 慣行的に2 回 行 っ て い る防除回数 を ， 要防
|徐水準 を も と に し た|坊除 を行 う こ と によ っ て 減 ら す こ と

4・
併記

( 1 )  

\ 2 1  

( 3  ) 

今、s

( ，1 ) 

図-5 感水紙発色法に よ る サ ピ ダニ \'1';伎の打l 定基準

( 1 ) : 50 D}'j， ( 2 ) : 1 00 頭， ( 3 ) : 500 顕， ( 4 ) : 

1 . 000 ilíi 
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が可能 と な る 。

珊 天 敵 類

ニ セ ナ シ サ ピ ダニ の天敵 と し て ， 捕食性 ダニ類の カ プ

リ ダニ類， ナ ガ ヒ シ グニ類， 捕食性昆虫 の ハ ダニ ア ザ ミ

ウマ お よ びハ ネ カ ク シ類， ま た ， 微生物天敵 と し て ハ ダ

ニ カ ピ， Hiruslella 菌， Paecilomyces 菌 な どが確認 さ れ

て い る 。 こ の う ち ， カ プ リ ダニ類 と ハ ダニ カ ビ は， サ ビ

ダニ の 大 き な抑制要 因 と な っ て い る (上遠野， 1995) 。

前者の重要性 を 裏づ砂 る 事例 と し て ， モ モ で は合成 ピ レ

ス ロ イ ド 剤 の 散布 に よ っ て カ プ リ ダニ 類が悪影響 を 受

け ， 結果的 に モ モ サ ピ ダニ の リ サ ー ジ ェ ン ス が生 じ た 事

例があ る (KONDO and HIRAMATSU， 1999) 。 ナ シ に お い て

も カ プ リ ダニ類 は本種の最 も 重要 な抑制要因 と な っ て い
る 可能性が高 い 。

お わ り に

ニ セ ナ シ サ ビ ダニ は， ‘二十世紀'， ‘ ゴ ー ル ド 二十世紀'

な ど の青 ナ シ を栽培す る 地域 で は ， 毎年発生す る 重要害

虫 で あ る 。 有効 な 薬 剤 を 選 定 し ， 薬 剤 防 除 を 徹底 す れ

書 評
「農薬学事典j 本 山 直樹 編集

A5 版， 571 ペ ー ジ， 定価 (本体 20，000 円 + 税)
朝倉害届刊 (平成 13 年 3 月 15 日 )

農薬 に 関 す る 待望 の事典が発刊 さ れた 。 編者の千葉大
本 山直樹教授 は 序文 で， “最近， 選択性や人 や 環境 に 対
す る 安全性が強調 さ れ， そ れ ら を 具備 し た 殺菌剤 ・ 殺虫
剤 ・ 除草剤 が 数 多 く 開発 ・ 実 用 化 さ れ た 。 し か し な が
ら ， 残留性や急性毒性が著 し く 高か っ た 過去の農薬 の イ
メ ー ジ に 引 き ず ら れ， マ ス コ ミ や社会， さ ら に は一部の
農業者 で さ え 農薬 を正 し く 理解 ・ 認識 し て い な い。 将来
確実 に 予測 さ れ る 世界的な食糧不足 を 克服す る た め に ，
作物保護 を 通 じ て 農薬 の 果 た す 大 き な役割 を理解 ・ 認識
し て 貰 う に は 正 し い情報 を 提供 す る 必要 が あ る と 痛感
し ， 本書の編集 を 引 き 受 げ た " と 述べ て お ら れ る が， こ
の よ う な 狙 い に ふ さ わ し い 見 事 な 内 容 に 編集 さ れ て お
り ， ま ず編集者 に 敬意 を 表 し た い。

本書 は， 農薬 と は/農薬 の 生産/農薬 の研究開発/農薬
登録の し く み/農薬 の作用機作/農薬抵抗性 問題/非合成

ば， ほ と ん ど問題 と な ら な い 。 し か し ， 近年多発傾向 と

な っ て い る 地域があ っ た り ， 依然 と し て 被害 を 受 げ る ナ

シ 園 も 見受 け ら れ る 。 多発要因 は 前述 し た よ う に 多様 で

あ り ， 園地 ご と に 異 な る 場合が多 い 。 現地 に お け る ナ シ

の栽培条件や薬剤散布 の状況 を 十分把握 し ， 多発原因 を

明 ら か に し た 上 で的確 な 防除 を 行 う 必要 が あ る 。
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農薬/遺伝子組換 え 作物/農薬の 有益性/農薬 の安全性/農
薬中毒 と 治療方法/農薬 と 環境問題/ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ
デル に よ る 土壌環境 中 で の 農薬 の 動態予測/農薬散布 の
実際/農薬関連法規/わ が国 の 主 な 登録農薬一覧の 大項 目
に 分 け ， 現在農薬関連研究等 の第一線で活躍中 の鋒々 た
る 専門家 35 名 に よ っ て 分担執筆 さ れて い る 。

農薬関係 の 書 は ， と も す る と そ れ ぞれの農薬の特性，
作用機作 な ど を 中心 に 解説 さ れ る こ と が多 い が， 本書 は
事典 と 銘 を 打 っ て い る だ け あ っ て ， 農薬 に つ い て ， 研究
開発， 遺伝子組換 え 作物， 有益性 と 安全性 な ど に つ い て
も 具体的 に 記述 さ れ て い る 。 こ れ ま で ほ と ん どふ れ ら れ
な か っ た 農薬 に 関連 す る 遺伝子組換 え 作物や最近 と く に
話題 に な る 環境問題 に 関 し て は ， 農薬 の環境動態， 各種
生物への影響， さ ら に は 内 分泌撹乱化学物質， 農薬 と ダ
イ オ キ シ ン， 土壊環境 中 で の 農薬動態予測 な ど， こ れ ま
での試験研究 の 成果 に 基づ い て ， 要領 よ く と り ま と め ら
れて い て ， 農薬 に 関 す る 必要 な情報 は本書一冊で十分得
ら れ， 座右の書 に ふ さ わ し い好著 と い え る 。 多 く の人が
農薬 に つ い て の偏見 を な く し ， 正 し く 理解 し て も ら う た
め に も ， 版 を 重ね て ほ し い事典で あ る 。 (梶原敏宏 )
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