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特集:斑点米カ メ ム シ類の発生と防除対策

斑点米の原 閃 と な る ク モ ヘ リ カ メ ムシの

発生 と 防除対策
よ こ す か

茨城 県農業総合センタ ー農業研究所 横 3頁 賀 知
ゆき
之

は じ め に

1999 年， 2 000年 と 2 年続 け て 全 国 的 に 水稲 で カ メ ム

シ類が多発 し ， 各地で斑点米 の 発生 に よ る 玄米検査等級

の低下が 問題 と な った 。 斑点米 を 産 出 す る カ メ ム シ類 は

圏 内 で 9 科 65 種が知 ら れ て い る が (友国 ら ， 1993 )， 地

域 に よ り 重要種 は 異 な る 。 「斑点米 カ メ ム シ 類の 発生要

因 の 解析 と 防除対策 に 関す る 検討会」 資 料 (植物防疫

課， 2 001 ) に よ る と ， ク モ へ リ カ メ ム シ は東北地方南部

か ら 沖縄県 ま で 39 都府 県 で発生 し て お り ， 主 に 関東地

域以西 で斑点米発生原因 カ メ ム シ の 重 要種 と さ れ て い

る 。

茨城県 の 水 田で は ， ク モ へ リ カ メ ム シ の 他 に ， ホ ソ ハ

リ カ メ ム シ ， ト ゲ シ ラ ホ シ カ メ ム シ な ど が発生 し て い る

が， 特 に 県北部 の 中 山間地域 で ク モ へ リ カ メ ム シ の 多発

生水 田が見 ら れ， 斑点米 の発生だ け で は な く ， 出穂後の

集 中 的 な 吸汁加害 に よ り 不稔粒や し い な粒の発生 に よ っ

て ， 青立 ち 症状が見 ら れ る こ と も あ る 。 こ こ で は ， 主 と

し て 茨城県 に お け る ク モ へ リ カ メ ム シ の発生生態 お よ び

防除薬剤 ・ 時 期 な ど に つ い て 検討 し た 結果 を 紹介す る 。

I 発 生 生 態

図 1 は， 茨城県 に お け る ク モ へ リ カ メ ム シ の 発生経

過 を 示 し た 模式図 で あ る 。 ク モ へ リ カ メ ム シ の越冬成虫

は 7 月 上旬 ご ろ か ら メ ヒ シ ノ む エ ノ コ ロ グ サ， ヒ エ な ど

の イ ネ 科雑草 あ る い は イ タ リ アンラ イ グ ラ ス ， ソ ル ゴー

な ど の イ ネ 科牧草 の穏 に 生息が見 ら れ る 。 水 田内 で も こ

の 時 期 に 成虫 の 生息が見 ら れ る が， 密度 は 低 い。 7 月 下

旬�8 月 上旬 に な って イ ネ の 出穂が始 ま る と ， 水 田内 の

成虫密度 は 急激 に 上昇す る 。 初 め の う ち は 出穂の早い水

田に 集 中 し て 生息 し て い る が， 周 辺 の 水 田で も 出穂、が始

ま る と 次第 に 移動， 分散す る o 水 田に 飛来 し た ク モ へ リ

カ メ ム シ成虫 は ， 穂 を 吸汁加害す る と と も に イ ネ の葉や

穂に産卵す る 。 ク モ へ リ カ メ ム シ の卵 は ， 直径 1 mm 位
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の椀形で光沢 の あ る 茶褐色 を 呈 し ， 数個�2 0個程度 の

卵塊で産下 さ れ る 。 卵 は約 1 週 間 で ふ化 し ， 幼虫 も 成虫

と 同様 に イ ネ の穏 を 吸汁加害 し な が ら 成長 す る 。 幼 虫 は

5齢を 経 て 2 0�25 日 で成 虫 と な る 。 成 虫 は イ ネ の 穂 が

成熟 し て く る と ， 出穂の遅 い 水 田や 畦畔の イ ネ 科雑草 へ

移動 す る 。 こ れ は ， イ ネ の成熟 に と も な い 籾が硬化 し ，

吸汁 に 不適 に な る た め と 考 え ら れ る 。 ク モ へ リ カ メ ム シ

は， イ ネ が収穫 さ れた 後 も し ば ら く は 畦畔や水 田周 辺 の

イ ネ 科の雑草 に 生息 し て い る が， 気温の低下と と も に越

冬地へ移動す る 。 越冬場所 は ， 山林や 防風垣の ス ギ， ヒ

ノ キ な ど の枝葉や下草 の シ ダ類 の葉 で， 成虫 で越冬 す る

(崎村 ・ 永井， 1976 : 清水， 199 0)。

ク モ へ リ カ メ ム シ の 年開発生 回 数 は ， 近畿地方以西の

暖地で は 2�3 回， 東北地方 か ら 中部地方で は 1 �2 回 と

考 え ら れ る (岩 田ら ， 1 976 : 植物 防疫課， 2 001 )。 茨城

県で は， こ れ ま で年 1 回 の発生 と 考 え ら れ て い た が， 近

年， 9 月 に 入 っ て か ら も イ ネ や雑草 で 1齢幼 虫 の 発生が

見 ら れ る こ と が あ る 。 こ の 幼 虫が， 第 l 世代 で あ る か第

2 世代 で あ る か を 確認す る た め ， 野外か ら 採集 し た 第 1

世代 幼 虫 を 自 然 日 長条件下で飼 育し た と こ ろ ， 8 月 下旬

に羽化 し た 個体の半数 は産卵 し ， 9 月 に 羽 化 し た 個体 は

産卵せ ず に 休眠虫 と な っ た 。 こ の こ と か ら ， 9 月 に 発生

す る l齢幼虫 に は ， 第 2 世代 も 含 ま れ て い る と 考 え ら れ

た 。 8 月 に 羽 化 し た 個 体 は ， イ ネ や イ ネ 科 雑 草 に 産 卵
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図 ー 1 ク モ へ リ カ メ ム シ の発11，生態 (茨城県)
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し ， 餌条件が好適 で あ れ ば， 9 月 下旬�1 0月 に 第 2 世代

成虫が発生す る も の と 考 え ら れ る 。 ま た ， 夏季の気温が

平年並 に 経 過 し た 場合 は， 第 1 世代 の 大部分の個体 は9

月 以降 に 羽化 し休眠虫 と な る た め， 第 2 世代の発生 は少

な い が， 高温年 で は第 1 世代成虫 の 発生が 早 く な り ， 産

卵す る 個体が多 く な る た め ， 第 2 世代の発生 も 多 く な る

と 考 え ら れ る o

E 被 害

ク モ へ リ カ メ ム シ の被害 は， 不稔粒や し い な粒の発生

に よ る 収量減お よ び斑点米の発生 に よ る 品質の低下であ

る 。 出穂期 ~乳熟期噴 に ク モ へ リ カ メ ム シ の 吸汁加害 を

受 け る と 匪乳 は成長 を 停止 し ， 不稔粒や し い な 粒 と な

る 。 こ の た め ， ク モ へ リ カ メ ム シ密度が高 い と 不稔粒や

し い な 粒 の 発生が 多 く な り ， 穂 は青 立 ち と な る 。 さ ら

に ， 乳熟 期以降の加害 で は， 吸汁痕の 周 り が褐変 あ る い

は斑紋 と な る 斑点米が発生す る 。 通常， 乳熟期以降 は幼

虫 の成育 期 と な る の で， 幼虫密度が高 い ほ ど斑点米の発

生量 も 多 く な る 。 ま た ， 出穂の遅 い水田 で は， 出穂の 早

い 周 囲 の 水 田 で成長 し た 新世代 の成虫が移動 し て く る の

で， こ の場合 も 前述 と 同 様 に ， 乳熟期頃 ま での加害で不

稔粒や し い な粒が発生 し ， そ れ以降の加害で斑点米が発

生す る 。

皿 防 除 対 策

1 防除薬剤

ク モ へ リ カ メ ム シ成虫の各種殺虫剤 に対す る 感受性 を

明 ら か に す る た め ， 市販の乳剤 を 用 い て 殺虫試験 を 行 っ

た 。 各 供 試 薬 剤 を 1 ， 000倍， 4 ， 000倍 お よ び 16 ， 000倍

に 希釈 し ， 成虫 を 漫漬処理 し て 24 時間後の死虫率 を 調

査 し た 。 供試薬 剤 の う ち MEP， MPP， PAP お よ び エ

ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス は， 16 ， 000倍 の 低濃度 で も 処理 24

時間で 1 00 % の死虫率で あ った (表 1 ) 0 DEP は 1 6 ， 000

倍 で は死 虫 率 が 3 0 % と 低 下 し た が， 4 ， 000 f音 液 で は

97 % と 高 い死虫率 を 示 し た 。 こ れ ら の薬剤 に 関 し て は，

ク モ へ リ カ メ ム シ に 対す る 殺虫効果 に 問題 はな い も の と

表 ー 1 ク モ へ リ カ メ ム シ成虫 に 対 す る 各種薬剤Iの殺虫効果

供 試 薬 剤
24 時間後補正死虫率 (%)

1 ， 000 f音波 4 ， 000 倍液 1 6 ， 000 倍液

l'vIEP 乳剤 100 100 100 

MPP 乳剤 100 100 100 

PAP 乳剤 100 100 100 

DEP 乳剤 100 97 30 
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス 乳剤 100 1 00 100 

シ ラ フ ル オ フ ェ ン 乳剤 100 30 1 3  

考 え ら れ た 。 一方， シ ラ フ ル オ フ ェ ン は， 1 ， 000倍 で は

死虫率が 1 00 % で あ った が， 4 ， 0 00倍 で は3 0 % と 低 か っ

た 。

図 2 は， ク モ へ リ カ メ ム シ 成 虫 に 対 す る 薬剤 の 残効

を試験 し た 結果で あ る 。 ポ ッ ト 植 え の イ ネ の穂 に 薬剤 を

十分量散布 し ， 散布後 1， 3 お よ び 7 日 後 の 穂 を 成 虫 に

給餌 し て 死虫率 を 調査 し た 。 こ の結果， 散布 1 日 後 はい

ずれの薬剤 も 死虫率が 1 00 % で あ った が， 散布 3 日 後 に

はDEP 乳剤 の殺虫効果が低下 し た 。 散布 7 日 後 に は，

MEP 乳剤， 粉剤 お よ びエ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス 乳 剤 の 殺

虫効果 も 低下 し た 。 一方， シ ラ フ ル オ フ ェ ン粉剤 は， 他

の薬剤 に比較 し て 3 お よ び 7 日 後の死虫率が高 い こ と か

ら ， こ れ ら の薬剤の中で はク モ へ リ カ メ ム シ成虫 に 対 し

残効が長 い も の と 考 え ら れた 。 こ こ で は， 数種の薬剤だ

け を比較 し た が， 試 験結果か ら ク モ へ リ カ メ ム シ成虫 に

対す る 殺虫 剤 の 残効 はそ れ ほ ど長 く な く 5�7 日 程度 と

考 え ら れ る 。 ま た ， MEP の 乳 剤 と 粉 剤 と の 剤 型 聞 に

は， 殺虫効果 に顕著な差 は認 め ら れ な か った 。

水田 に お い て ， シ ラ フ ル オ フ ェ ン乳剤， エ ト フ ェ ン プ

ロ ッ ク ス 乳剤 お よ び MEP 乳剤 を 用 い ， ク モ へ リ カ メ ム

シ に 対す る 防除試験 を 行 った 結果， い ずれの薬剤 も 散布

6 日 後 ま で は成虫お よ び幼虫 の 生息密度 は低 か った (表

-2) 。 そ の 後， エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス 乳 剤 お よ び MEP

乳剤 は散布 1 2 日 後 に 成虫 お よ び幼虫 の 発生が見 ら れ た

が， シ ラ フ ル オ フ ェ ン 乳剤 は散布 12 日 後 ま で発生 は見

ら れ な か った 。 こ の結果， 収穫後の斑点米発生量 はシ ラ

フ ル オ フ ェ ン 乳剤散布 区 で少 な か った 。 シ ラ フ ル オ フ ェ

ン の低濃度 での殺虫効果 は， 他の薬剤 と 比較 し て 低 か っ

た が， 残効 は比較的長 く ， ク モ へ リ カ メ ム シ 防除 に 有効

であ る と 考 え ら れた 。

2 防除時期

ク モ へ リ カ メ ム シ の殺虫剤 に対す る 感受性 は高 い も の

o 20 40 60 80 100 

給餌3 日 後 の 死 虫 率 ( % )

. 散布 1 日 後 日 散布3 日 後 口 散布7 13 後

図 - 2 ク モ へ リ カ メ ム シ成虫 に 対す る 殺虫剤jの残効

一一 12 一一
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ク モ へ リ カ メ ム シ に 対す る 防除効果 ( 1 999)表 2

精玄米
1 . 000 粒
当 た り 斑
点米粒数

ク モ へ リ カ メ ム シ 寄生虫数 (20 株)
希釈
倍数

19 日 後

成虫 幼虫 計

1 2 日 後

成虫 幼虫 計

6 日 後

成虫 幼虫 計

散布 1 日 後

成虫 幼虫 計

散布前 日

成虫 幼虫 計

1 . 8  

6
ι
9

 

-d!!
の〆M
n同υ

'i
η/“

 

8 

'ι-
AHU
門J'

4

1
 

8 

》〉
AZ
民d

;
l

 

。

1

5

2

 

。

l
o


-‘
内Fu
n，“

。

llL
AHυ
内〈d

:

1

1

 

。

、，a
nリ
00

:
l

 

。

1
0

7

 

。

れHυ
nHv
'E且

。

'i
nv
po

 

。

'i
nHV
戸、υ

AU
Aリ
ハリ

。

'Ea
ハHU
F、υ

5 

噌Ea
aA噌
phu

。

0

1

0

 

5 

-a
つd
po

2 . 000 

2 . 000 
1 . 000 

供試薬剤

シ ラ フ ル オ フ ェ ン

乳剤 (19%)
エ ト フ ェ ン プ ロ ッ

ク ス 乳剤 (20%)
MEP 乳剤 (50% )

無防除

ク モ へ リ カ メ ム シ に対す る 防除効果 ( 1 994)表 3

組玄米 1 . 000 粒

当 た り 斑点米粒数

ク モ へ リ カ メ ム シ 生息密度 ( 10 回振す く い取 り )

8 月 8 日

(穂揃前)
8 月 1 6 日

1 4 . 8 粒

9 . 6  

9 月 9 日
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虫

虫

虫

虫

虫

虫

成

幼
成

幼
成

幼

薬剤散布 日

38 . 8  無防除

こ と に よ り ， 幼虫密度が低下 し 斑点 米の発生が少な く な

る こ と が明 ら か と な っ た 。

斑点 米の 発生 を 防止す る に は ， 登熟 期 の 幼虫密度 を 低

下 さ せ る こ と が必要であ り ， 薬剤散布 の 時 期 が重 要 と な

る 。 こ の た め に は ， ①成虫飛来 期 ( 出穂時 期) に 薬剤散

布 を 行 い ， 成虫密度 の低下 と 産卵数の減少を 図 る ， ②幼

虫 の ふ化 期 ~若齢期 に 薬剤散布 を 行 い幼虫密度 を 低下 さ

せ る ， の 2 時 期が重要 な 防除時 期 と な る 。 し か し ， 多発

生条件下 で は ， 薬剤散布後 に 再 び成虫 の 飛来が見 ら れ加

害 と 産卵 を 行 う 場合が あ る 。 ま た ， 産卵 が始 ま っ て か ら

の薬剤散布 で は ， 薬剤の残効が切れた 頃 に ふイじ す る 幼虫

の発生 を 防 げ な い場合 が あ る 。 し た が っ て ， 薬剤防除 に

あ た っ て は ， ク モ へ リ カ メ ム シ 成幼虫 の 発生状況 を 確認

し て 散布時 期お よ び回数 を 決定 す る 必要 が あ る 。 発生の

少な い と こ ろ で は 出穂 期 ~穂揃 期の成虫防除 あ る い は登

熟 期の幼虫防除 の い ずれ か l 回 の 防除 だ け で十分で あ る

が， 発生 の 多 い と こ ろ で は 両 時 期 の 2 回 防 除， さ ら に

は， 幼 虫 の 発生状況 に 応 じ て 追加 防 除 を 行 う 必 要 が あ

る 。 し か し ， 実際に は 農家 の兼業化 や 高齢化， さ ら に は

減農薬 を 求 め る 声が強 い こ と か ら 複数 回 の 薬剤 を 行 う こ

と は 困難な状況 と な っ て い る 。 こ れ ら の事情 に よ り 1 回

し か薬剤散布 を行 え な い場合に は ， 穂揃 期 に 成虫 を対象

と し て 防除 を 行 う よ り も ， や や 時 期 を 遅 ら せ て 幼虫 を対

象 と し た 防除 を 行 う こ と を 勧め た い 。
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注) 矢印 は薬剤散布 を 示 す . 薬剤 は MEP 粉剤 2 DL を 用 い， 3 kg/ lO a 散布 し た .

の， そ の残効が十分でな い こ と か ら ， 薬剤散布 を 行 っ て

も 再度の成虫飛来が見 ら れた り ， す で に 産下 さ れて い る

卵か ら 幼虫 が発生す る な ど， 被害が出 る 場合が多 い。 こ

の た め ， ク モ ヘ リ カ メ ム シ に対す る 効果的な 防除時 期 を

明 ら か に す る た め に ， 多 発生水 田に お い て ， 薬剤散布時

期 を 変 え て ク モ へ リ カ メ ム シ の 防除試 験を 行 っ た (表-

3) 。 薬 剤 は MEP 粉剤 2 DL (3  kg/ l 0 a) を 使 用 し ， 散

布 は 8 月 8 日 (穂 揃 期) お よ び 8 月 16 日 に 行 っ た 。 8

月 8 日 の散布時 に は ， す で に 産卵が始 ま っ て お り ， さ ら

に ク モ へ リ カ メ ム シ若齢幼虫 の生息が認め ら れ て い た 。

穂揃期 に あ た る 8 月 8 日 の薬剤散布 で は ， 散布 1 日 後の

生息密度 は低下 し た 。 散布 4 日 後 に は幼虫 の 生息密度 は

回復し た も の の， 収穫 期 ま で無防除 区 の 約 1/2 程度 の密

度で経 過 し た 。 薬剤散布後の幼虫密度 の 急激 な増加 は，

供試薬剤の殺卵効果お よ び残効性が不十分であ り ， 散布

前 に 産下 さ れて い た 卵がふ化 し た た め と 考 え ら れ る 。 一

方， 8 月 16 日 の 散布 区 で は ， そ れ ま で 高 い 密 度 で発生

し て い た 幼虫 は激減 し ， 収穫 期 ま で生息密度 は低 く 推移

し た 。 斑点 米の 発生量 は， 8 月 8 日 の 散布 区 で無防除 区

の約 1/3 と な り ， 8 月 16 日 の散布 区 で は ， 8 月 8 日 散布

区 よ り も少な か っ た 。 何年か に わ た り 同様の 防除試 験を

行 っ た 結果， 穂揃期 の薬剤散布で は す で に 産下 さ れて い

る 卵がふ化す る と と も に ， 再 び成虫 が飛来 し 産卵す る た

め に ， 散布 1 週 間後に幼虫が高密度 と な る こ と が観察 さ

れた。 一方， 穂揃期以降の幼虫 に 対 し て 薬剤散布 を 行 う
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W 天 敵

ク モ へ リ カ メ ム シ の 天敵 と し て ， 卵寄生蜂， ク モ ， シ

へ ン チ ュ ウ な ど が観察 さ れた 。 こ れ ら の 天敵の 中 で は，

卵寄生蜂が最 も 重要 な 天敵 と 考 え ら れ る 。 こ れ ま で， 茨

城 県で は へ リ カ メ ク ロ タ マ ゴパチ ， ホ ソ へ リ ク ロ タ マ ゴ

パチ お よ び カ メ ム シ タ マ ゴ ト ピ コ パチ の 3 種が確認 さ れ

て お り ， こ の う ち ， へ リ カ メ ク ロ タ マ コ守 パチ が優 15種 と

考 え ら れ た (横 須 賀， 1998) 。 水 田で の 寄 生 卵 率 は，

5 0% を越 え る こ と も あ り ， ク モ へ リ カ メ ム シ に対す る 密

度抑制効果 は大 き い と 考 え ら れ る 。 現在の と こ ろ ， イ ネ

の カ メ ム シ類 に 対 し て 天敵 を利用 し た 防除技術 は確立 さ

れて い な い が， 今後 は こ の よ う な土着天敵の活動 を損ね

な い よ う な薬剤 を選択 す る こ と も ， 防除体系 を組み立 て

る 上で は 必要 と 考 え ら れ る 。

お わ り に

近年 に な り ， ク モ へ リ カ メ ム シ の被害が少 な か っ た 東

北地方 に お い て も ， 本種 に よ る 斑点、米や青立 ち の被害が

発生 す る な ど (永野 ・ 梅津， 1999 ; 藤 田ら ， 2 0(0)， 発

生地域が拡大 し て い る と 考 え ら れ る 。 ク モ へ リ カ メ ム シ

の発生が増加 し た 原因 と し て は ， 移植時 期の前進化 と 夏

季の高温 に よ り 出穂が早く な っ た こ と か ら ， ク モ へ リ カ

メ ム シ越冬成虫 に と っ て 良好な餌植物 で あ る イ ネ に 早 い

時 期か ら 生息が可能 と な り ， 好条件で吸汁 ・ 産卵が行 え

る な ど， 本虫 の増殖 に適 し た 環境 に な っ て い る こ と が考

え ら れ る 。 ま た ， 同 時 に ク モ へ リ カ メ ム シ の発生時 期 も

早 ま る こ と に よ り ， 第 2 世代虫が増加 し加害 期間が長 く

な る と と も に ， 越冬虫 の 密度 も 噌加 し て い る こ と も 考 え

ら れ る 。 全国的 に カ メ ム シ 類 の 多発が伝 え ら れ て い る 中

で， 八谷 (2 000) は ， ア カ ヒ ゲ ホ ソ ミ ド リ カ ス ミ カ メ に

よ る 斑点米 の 多 発生原因 を ， 割れ 籾の発生量や高温 に よ

る カ メ ム シ の斑点米生産能力 の増大 な ど に 求 め て い る 。

一 方， 八 尾 (2 000) は ， 1999 年 の 斑 点 米 の 多 発生 原 因

を ， ト ゲ シ ラ ホ シ カ メ ム シ の雑草地で の 多 発 と ， 夏季の

雑草の枯れ i二が り に よ る ト ゲ シ ラ ホ シ カ メ ム シ の水田侵

入の楠加 と し て い る 。 こ の よ う に カ メ ム シ の種類 に よ り

多発生の原因 は 異 な る た め ， 全国的な斑点米の多発原因

を一律 に 結論づ け る こ と は 難 し い も の の ， 初夏以降の気

象要因が カ メ ム シ類お よ び斑点米 の 多 発生 に 関係 し て い

る も の と 考 え ら れ る 。

こ れ ま で， 国研あ る い は 各都道府 県がml別 に そ れぞれ

の発生種 に つ い て 試 験研究 を 行 っ て お り ， 斑点米 カ メ ム

シ類に対す る 情報 は 最富な も の と な っ て い る 。 し か し ，

多発要因の解明 や発生予察技術 に つ い て は， ま だ不十分

な 点 が 多 く ， こ れ か ら 進 め な け れ ば な ら な い 課題 は 多

い。 今後 は ， 全 国 的 な↑育報交換 と 共同研究 に よ り ， 問題

解決 を 図 る 必要 が あ ろ う 。
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穫7 日前 ま で， 茶:チャハ マ キ ・ チャ ノ コカ ク モ ン ハ マ
キ ・ チャ ノ ホ ソ ガ ・ ヨモ ギ エ ダ シャ ク:収 穫2 1 日前 ま
で : 2 回

「殺菌剤J
フ エ ノキサ ニ ル粒剤

アチ ー フ在府 7 (2 0660 : 日本農 薬， 2 0661 : ビ ー エ ー エ ス エ
フ アグ ロ ) 1 3 . 8 . 16 

フエ ノ キサ ニ ル7 . 0%
稲:いも ち病:葉 いも ち に 対 しては 初 発7 �1 0 EI前 ， 穂、 いも

ち に 対 しては出総 1O�2 5 日前 : 湛水散布:3 回

ア ゾキシス トロ ビ ン ・ フ エ ノキサ ニ ル粉剤

ア � Ã タ ー アチ ー ア湯舟↓ JJL (2 0662: 0本農薬) 1 3 . 8 . 1 6  
アゾキ シ ス トロ ビ ン 0 . 50%
フエ ノ キサニル 0 . 60%
稲:いも ち病 ・ 紋枯病:収機 14 日前 ま で:3 回

「殺虫殺菌剤j
ブ プロフェジン ・ フ エ ノキサ ニ ル ・ フル ト ラ ニ ル粉剤

ア チ ー プ ア プ ロ ー ド モ ン カ ッ ト F 粉剤 DL (2 0663 : 日本農
薬) 1 3 . 8 . 1 6  

ブeプ ロ フ ェ ジ ン 1 . 5%
フエ ノ キサニル 1 . 0%
フ ルトラニル 2 . 0%

稲:ウ ン カ類 ・ ツ マ グ ロ ヨ コバ イ ・ いも ち 病 ・ 紋枯病 : 収穫
14  1I前 ま で:3 回

メトキシフェノジド ・ ぺ ン シクロ ン粉剤
ぞ ン 官 レ シ ラ ン ナ ー湯舟JJL (2 067 9: !ゴ本ノf イ エ ル アグ ロ ケ
( 1 8 ペ ージへ続 く )

一一一 14 一一一


