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I 新し い基本法の下での植物防疫行政

1 農政の基本方向

食料 ・ 農業 ・ 農村基本 法が 1999 年 7 月 12 日 に 可決成

立 し， 7 月 16 日 に 公布施行 さ れ た 。 こ の 新基本法 は，

1994 (平成 6) 年 10 月 の 「 ウ ル グ ア イ ・ ラ ウ ン ド 農業合

意 関連対策大綱J に お い て 「農業基本 法 に代わ る 新た な

基本 法の制定 に 向 け て検討 に 着手す るJ と さ れて 以来，

足 か け 6 年 に 及 ぶ議論 を 経 て 成立 し た も の で あ る 。 食

料 ・ 農業 ・ 農村 を め ぐ る 諸情 勢 の 変化 や 国 民 か ら の 農

業 ・ 農村 に 寄せ ら れ る 新た な期待 に 的確 に対応 し て ， 講

ずべ き 施策の基本 方向 を 明 ら か に し て い る 。 新基本法の

基本理念 と し て ，

① 食料の安定供給の確保，

② 多面的機能の発揮 ，

③ 農業の持続的 な発展，

④ 農村の振興，

が掲 げ ら れて い る 。 ま た ， こ れ を 受 け て 2000 年 3 月 24

日 に は， 新基本 法 に 掲 げ ら れた 基本 理念お よび 基本方向

を具体的な も の と す る た め ， 今後 10 年程度 を 見通 し た

基本計画 が閣議決定 さ れて い る 。

併 せ て ， r農業の持続的な発展」 と し て 掲 げ ら れ て い

る 事項の う ち ， r 自 然循環機能 の 維持増進J (第 32 条)

に 関連 し て ， r持続性 の 高 い 農業生産方式 の 導 入 の 促進

に 関 す る 法律」 が 1999 年 10 月 25 日 に 施行 さ れ た 。 こ

の 中 で は ， 持続性の高 い生産方式の 要件のーっ と し て ，

化学的 に合成 さ れた 農薬 の使用 を 減少 さ せ る 効果が高い

病 害虫防除技術」 が挙 げ ら れて お り ， 化学農業 の使用 に

多 く を求 め て い る 現状 の 防除の あ り 方 に つ い て の見直 し

が求 め ら れて い る 。

こ の よ う に 植物防疫の場面 に お い て は， r 食料の 安定

供給の確保」 の た め ， 農業生産 の 安定 を 図 り つ つ ， r農

業 の持続的 な発展」 の た め に ， 環境へ の負荷 が極 力 少な

い防除技術 を推進 し て い く こ と が従来に も 増 し て 重要 と

な っ て い る 。
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2 病害虫防除対策の方向

発生予察情報 に基づ く 適期 ・ 適切な 防除の 実施， 農薬

の適正使用 の徹底， 環境等 に 配慮 し た 安全性の 高 い 農薬

の開発 ・ 使用， 天敵の利用等環境 に優 し い 防除技術 の 開

発 ・ 普及な ど に よ り ， 安全 な 農作物 の安定生産や 環境保

全が図 ら れ て き て い る 。 今後 は ， 1998 年 12 月 の 「植物

防疫事業の運営改善 に 関 す る 検討会 中 間取 り ま と め 」 を

踏 ま え ， さ ら に ， 環境 に対す る 負荷 低減 を 図 り ， 病害虫

防除 を よ り 環境 と 調和 し た も の と し て い く こ と が必要 と

な っ て い る 。

具体的 に は，

① 病害虫 の 防除 に 当 た っ て は， 従来の よ う に病害虫

被害 を 完全 に な く す の で は な く ， 病害虫 の 発生 を 一定水

準以下 に抑制 し て お く と の考 え 方 を基本 と す る 。

② 病 害虫防除が必要 な病害虫の 発生 レベ ル (要防除

水準) を ， 被害が発生す る と 見込 ま れ る 水準 (被害許 容

水準) で は な く ， 原則 と し て 病害虫 の被害額 が防除 コ ス

ト を 上回 る と 見 ら れ る 水準 (経済 的被害許 容水準 ) と す

る 。

③ 化学農薬の み な ら ず， 天敵等 の 生物的防除， 太陽

熱消毒等 の物理的防除 な ど の 多様な技術 を積極的 に 導入

す る と と も に ， こ れ ら 技術 を 総合的 に 組み合わ せ た 体系

的な防除方法 を 導入 す る 。

す な わ ち ， 総合的病害虫管理体系Untegrated Pest 

Management: IPM ) を 確立 ・ 定 着 さ せ て い く こ と が

重要 と な っ て い る 。 短期間 の う ち に こ れ ら を 達成す る こ

と は困難 な面 も 多 い が， こ の 目 標 に 向 け て 一歩 一歩 着実

に推進 し て 行 く こ と が必要 と な っ て い る 。

E 環境への負荷が少な い病害虫防除技術

の開発 ・普及

環境へ の負荷の 少 な い病害虫防除技術 と し て は ， こ れ

ま で も IPM が注 目 され て き て い る 。 こ の 10 年以 上 に

わ た り 個別技術 を 中心 に技術開発， 実証等の様々 な取 り

組みがな さ れて き て お り ， 一定の成果が得 ら れて い る 。

今後 は， そ の成果 を ど の よ う に 普及 ・ 定着 し て い く かが

大 き な課題で あ る 。

そ の 際， 非常 に重要 な ポ イ ン ト は ， い か に き め細 か く

発生予察 の情報 を提供 し ， 農家 自 ら の 防除要否 の判断 に
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つ な げていくか と い う こ と で あ る 。 ま た同様 に重要 な点

と して， 化学農薬 に よ る 防除 に 加 え て， フ ェ ロモ ン や天
敵， 太陽熱消毒 などの多様な技術 を い か に う ま く組み合

わ せて利用 していくか と い う こ と で あ る 。

こ のた め ， 農林水産省農産 園芸局植物防疫課では，
2000 ( 平成 12) 年度 に 次の よ う な事業 を 実施 してい る 。

1 総合的病害虫管理推進事業

農薬 に よ る 環境 へ の負荷 を 低減 し， IPM の推進 を 図

る こ と を 目 的 に ， 都道府県の指導の も と に以下の項 目 が

実施 さ れてい る 。

① 新た な技術 を組み込ん だ総合的病害虫管理体系の
モ デル地区での実証 を行 う 。

② 各関係機関 (都道府県， 市町村， 農協等) の連携

に よ る 総合的病害虫管理実施体制 を整備す る 。

③ 新規発生， 薬剤抵抗性の獲得等で従来 と は異 な る

発生態様 を示す特異的病害虫 に つ いて， 地域 に適応 した

防除技術への改良 を 一体的に推進す る 。 そして， 産地等

地域レベルでの総合的病害虫管理体系の確立 を推進す る 。

2 重要病害虫発生予察事業

近年の病害虫の発生状況の変化 を踏 ま え， 発生予察の

対象 と す る 病害虫 を重点化し， よ り 効果 的 に 発生予察 を

実施す る 。 そ して都道府県の病害虫防除所では，

① 防除指導の現場で， 防除要否の判断が可能 な予察

情報の 作成提供 お よ び技術定着のた め の指導 を行 う 。

② 農家レベルで病害虫発生状況の把握が進む よ う ，

モニタ リ ン グ技術 を確立 し ， そ の技術 を活用した調査結

果の迅速な収集 お よ び発生要因 に 応 じた技術の改良を行

い ， 発生予察 を よ り 効率的かっ高精度 に 実施す る 。

これらの事業は， 全 国 47 都道府県 に お い て， 都道府
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を掲載予定です。 予定 さ れてい る 原稿は下記の と お り

です。

県や農協等が実施主体 と な り 実施 さ れてい る 。

皿 今後 の 課題

以上の よ う な考 え 方 の 下 に 病害虫防除 を 発展的に転換

していく に 当た り ， 以下の よ う な点 に留意が必要で あ ろ

う 。 化学農薬 に よ る 防除 と 比べ， こ れらの 防除方法の効

果が農作物の種類や地域の気象条件等 に大きく左右 さ れ

や すく， そ の導入 ・ 定着 に は よ り 高度 な技術レベルが求

められ る 。 そ して， 地域の 指導機関 ・ 農家等が病害虫の

診断 ・ 調査， 防除要否 の判断等 に 関 す る 高度 な ノ ウ ハ ウ

を修得 す る こ と が重要で あ る 。 ま た， こ れら に 対 す る 適

切 な指導が行 わ れ る と と も に ， こ の よ う な 防除方法 を 実

施 す る た め に 必要 な一層の技術開発が求 められてい る 。

こ のた め ， 今後は前述 し た事業 を有効 に活用 すべきで

あ ろ う 。 そして，

① 高精度かつ効率的な発生予察の実施 と ， こ れ に基
づく現場での要防|徐水準に基づく防除，

② 生物農薬等環境 に や さ し い技術 と 化学農薬 を組み

合わせた防除技術の開発 ・ 普及，

③ 上記 の 技術 を組み 合 わ せ つ つ， 病害虫 の 発生 状

況， 防除コス ト と 被害の程度 を 考慮、した， 農薬の使用 を

最小限 に抑 え る 総合的な病害虫防除体系の 確立，

な どが重要 な課題で あ る 。

な お， こ れらの技術は， 生産者 に と っては必ず し も 従

来の方法 と 比べて低 コス ト 化や省力化 に 結 びつ く も の と

は限ら な い。 そ こ で， こ れら技術の も つ意義 に つ いて，

農業生産者 お よ び消費者双方の理解 を 深 め る よ う な活動

も 併せて行 い つ つ 普及 ・ 定着 を 図って いく こ と が重要で

あ る 。
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