
『今 月 の 天 候 と 農 作 業』
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平成２３年１１月４日発行
宮 崎 県
宮 崎 地 方 気 象 台

【 九州南部１か月予報 】
向こう 1 か月の気温、降水量及び日照時間の各階級の予想される確率は次の通りです。

【 確 率（％）】

要素 予報対象地域 低い 平年並 高い
（少ない） （多い）

気温 九州南部 10 20 70

降水量 九州南部 10 30 60

日照時間 九州南部 60 30 10

【 概 要 】
九州南部では天気は数日の周期で変わり、平年に比べて曇りや雨の日が多いでしょう。
期間の前半は気温が平年より高く、かなり高くなる可能性もあります。
向こう１か月の平均気温は、高い確率７０％です。降水量は、多い確率６０％です。
日照時間は、少ない確率６０％です。
<1 週目の予報> １１月 ５日（土）～ １１月１１日（金）
天気は、期間の中頃に高気圧に覆われて晴れる所もありますが、気圧の谷や湿った気流の
影響で雲が広がりやすく、期間のはじめと後半に雨の降る日があるでしょう。
（詳しくは週間天気予報をご利用ください。）
気温は、高い確率８０％です。
<2 週目の予報> １１月１２日（土）～ １１月１８日（金）
天気は、数日の周期で変わるでしょう。
気温は、高い確率５０％です。

<3 週目から 4 週目の予報> １１月１９日（土）～１２月 ２日（金）
天気は数日の周期で変わり、平年に比べて曇りや雨の日が多いでしょう。気温は、平年並
または高い確率ともに４０％です。
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普通作物

◆大豆

１ 収穫

収 穫 適 期 の 目 安 は 、 葉 が 黄 変 し て 落 ち 、 莢 が 淡 褐 色 に な

り 、 莢 を 振 る と 中 で 「 カ ラ カ ラ 」 と 音が す る 時 期 と な り ま す。

大 豆 コ ン バ イ ン で 収 穫 す る 場 合 、 青 立 ち 株 や 大 き な 雑 草 を

一 緒 に収 穫す る と 、 茎汁 や土 で 汚損粒の原因 に な り ま す の で、

作業前に抜き ま し ょ う 。

収 穫 作 業 は 、 茎 水 分 の 高 い 朝 方 や 夕 方 は 避 け 、 晴 天 の 午

前 １ ０ 時 以降の日中に行い ま し ょ う 。

逆 に 、 バ イ ン ダーや草刈機 で 収穫 す る場 合は、 衝撃 に よ る

脱 粒 ロ ス を 防 ぐ た め 、 水分 の高 い早朝か 夕方 に作業 を 行 い ま

し ょ う 。

２ 乾燥

大 豆 は 、 米 麦 と 比 べ 乾 き に く く 、 無 理 な 乾 燥 を す る と 、 し

わ や皮切れの 原因 と な り ま す 。自然乾燥 の場合は陰干 し と し、

機 械 乾 燥 の 場 合は 、高温 で 急激 な 乾 燥 をせ ず送 風 温 度 を ３ ０

度 以下 に設定 し、 と き ど き 撹拌 しなが ら徐々に 乾燥 し ま し ょ う 。

◆ ソバ

１ 収穫

バ イ ン ダ ー や 手 刈 り に よ る 収 穫 は 、 子 実 の ７ ０ ～ ８ ０ ％ が 黒

変 し た 時 期 の 朝 夕 に 行 い ま す 。 刈 取 り 後 は 、 １ ０ 日 ほ ど 島 立

て し子実が粉状になる ま で乾燥し ま し ょ う 。

コ ン バ イ ン の 場 合 は 、 子 実 の ８ ０ ～ ９ ０ ％ が 黒 変 し た と き の

晴 天 日 に 行 い ま すが 、 茎 葉 に 水 分が 多 い と 詰 ま り の 原 因 に な

り ま すので注意 し ま す。

２ 乾燥

乾燥は品質が低下 し な い よ う 直 ち に 行 い ま す 。 米 麦用 の静

置 式 乾 燥 機 な ど で 、 ３ ０ 度 以 下 の 低 温 で 徐 々 に 乾 燥 し ま す。

乾燥後は風選し、粒選別機な どで夾雑物を取 り除 き ます。

◆麦類

１ ほ場の準備

水 田 裏 作 で は 排 水 良 好 な ほ 場 を 選 び 、 深 耕 や サ ブ ソ イ ラ
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で の 湿 害 対 策 を 行 い 、 砕 土 は 丁 寧 に 行 う こ と が ポ イ ン ト で す。

麦 は 酸 性 土 壌 に 弱 い の で 、 石 灰 質 資 材 で 酸 度 を 調 整 し、

堆肥は １ ｔ 程 施用 し ま す。元肥は地区基準に基づき ます。

２ 種子消毒

黒穂病、斑葉病対策 と し て 薬剤 に よ る 種 子消 毒 を必 ず行い

ま し ょ う 。

３ 播種

適 期 播 種は 重 要 で あ り 、 早 す ぎ る と 凍 霜 害 を 受 け や す く な

り 、 遅 れ る と 穂 数 が 不 足 し や す く な り ま す 。 山 間 部 で は １ １ 月

中 旬 頃 、 沿 海 部 で は １ １ 月 下 旬 か ら １ ２ 月 始 め 頃 に 播 種 し 、 そ

の 後 の 安 定 し た 出 芽 苗 立 ち や 生 育 の た め 、 ほ 場 の 周 囲 と、

ほ 場 内 に ３ ㍍ 間 隔 に 作 溝 を 入 れ る 等 の 湿 害 対 策 を 行 い ま し ょ

う 。

（鎌田 博人）

果菜類

◆共通事項

本格的 に 暖房 を 開 始 す る 時 期 と な り ま す 。 １ １ 月 末 ま で は寒

暖 の 差が 大 き い た め 、 こ の 時 期 か ら 内 張 ビ ニ ル を 優 先 し た 保

温 を 行 う と 、 ハ ウ ス 内 の湿 度が 高 ま り 、 軟 弱 徒 長 気 味 の 生 育

と な り 病 害 の 多 発 生 に つ な が り ま す 。 加 温 機 が稼 働 す る 範 囲

で の 内 張 ビ ニ ル の 利 用 を 心 掛 け ま し ょ う 。 ま た 、 比 較 的 低 温

で 管 理す る き ゅ う り 、 ト マ ト 類 は、 最 低気 温が高い日 も あ り ま

す の で 、 内 張 の 開 閉 を 習 慣 づ け ず に 状 況 に 応 じ た 管 理 を 行

い ます。

◆ き ゅ う り

ハ ウ ス 抑 制 栽 培は 子づ る 及び孫づ る の 収 穫 期 と な り 、 成 り

疲 れ に よ り 草 勢 が 低 下 し や す い 時 期 に な り ま す の で 、 適 期 収

穫 を 行 う と と も に 不 良 果 の 摘 果 に 努 め ま す 。 か ん 水 量 は １ .５
～ ２ ㍉ ／ 日 程 度 と し 、 追 肥 量 は 窒 素 成 分 で ０ .２ ㌔ ／ 日 程 度 を
目 安 と し ま す 。 ハ ウ ス 内 の 温 度 管 理は、午前中 ２ ６ ～ ２ ８ 度、

午後 ２ ３ ～ ２ ５ 度、夜間 １ ２ ～ １ ４ 度 と し ま す。

促 成 き ゅ う り は 摘 心 栽 培 、 つ る 下 ろ し 栽 培 と も に 、 早 い も

の で 主 枝 収 穫 か ら 側 枝 収 穫 期 と な り ま す 。 長 期 に わ た り 安 定
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し た 収 量 ・ 品 質 を 確 保 す る た め に は 、 草 勢 を コ ン パ ク ト に 仕

上げ「成 り グ セ 」 を つ け る こ と が 栽 培の ポ イ ン ト と な り ま す。

果 実 肥 大 を 優 先せ ず 、 夜 間 の 温 ･湿 度 を で き る だ け 下げ て 管

理 す る こ と が 必 要 で す 。 内 ビ ニ ル を 解 放 し 湿 度 を 下 げ 、 １ ０

度 を 目 安 に で き る 限 り 低 温 管 理 を 行 い ま す 。 追 肥は 主枝収穫

開始か ら、 １ ０ ㌃ 当た り 窒素成分で ０ . ２ ㌔ ／日 を目安に行い、
か ん 水 量 は ０ .８ ～ １ .０ ㍉ ／ 日 程 度 と し 、 日 中 の 温 度 管 理 は、
ハウス抑制き ゅ う り に 準 じ ま す。

◆ ピー マ ン

促成ピーマ ン は、上 旬か ら 中 旬 に か け て 収 穫量が多 く な り、

最初の収穫最盛 を迎 え ま す 。収穫遅れは草勢低下 を招 き、 う

ど ん こ 病 等 の 発 生 を 助 長 し ま す の で 、 適 期 収 穫 を 心 掛 け ま し

ょ う 。 ま た 、 草 勢 維 持 の た め 、 果 実 の 着 果 状 況 に 応 じ た か ん

水、施 肥管理 を行い ま すが、目安 と し て 、 か ん水量は株当た

り １ .２ ～ １ .５ ㍉ ／ 日 、 追 肥は １ ０ ａ 当 た り 窒 素 成 分 で ０ . ２ ㌔ ／

日 と し ま す 。 下 旬 か ら 収穫 の終了 し た 第 ３ 分 枝 の フ ト コ ロ 枝 を

順次除去 し、通風、採光を図 り ま し ょ う 。

◆ ト マ ト

促 成 大 玉 ト マ ト 、 ミ ニ ト マ ト と も に 収 穫 が 始 ま り ま す 。 果 実

肥 大の促進 と 草勢維持 の ため、か ん水 と 追肥 を 行 い ま す 。追

肥 は 、 草 勢 を 見 て 大 玉 ト マ ト で ３ 段 、 ミ ニ ト マ ト で ５ 段 開 花 時

か ら 開 始 し ま す が 、 開 花 段 ご と に １ ０ ㌃ 当 た り 窒 素 成 分 で １ ㌔

ず つ行い ま す 。 ハ ウ ス 内の温度は、午前中 ２ ５ ～ ２ ８ 度 、 午後

２ ２ ～ ２ ５ 度 、 夜 間 ８ ～ １ ０ 度 と し ま す 。 ミ ニ ト マ ト の 夜 温 は 大

玉 ト マ ト よ り １ ～ ２ 度高め に管理 し ます。

（郡司 孝幸）

葉茎菜類及びいも類

◆ レ タ ス

外 葉 が １０ 枚 前 後 に な ると 結球 を 始め ま す。 生 育適 温は

１ ５ 度 か ら２ ０ 度 で 、 １ ０度 以下 で は生 育 が遅 れ 、５ 度以

下 で は 低 温障 害 が 発 生 し ます 。品 種 にも よ りま す が温 度が

高 す ぎ る と筍 球 等 に な り やす く、 低 すぎ る と生 育 遅延 や硬
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く 締 ま っ たチ ャ ボ 玉 （ 小 玉） にな り やす く なり ま す。 気象

変 動 の 大 きい 月 な の で 下 旬に はト ン ネル 資 材を 設 置し 、急

激な寒波に対応できるように準備しましょう。

◆ブ ロ ッ コ リ ー

７ ～ ８ 月蒔 き の も の は 収穫 期と な りま す が、 収 穫の 目安

は 頂 花 蕾 の出 蕾 後 １ ０ ～ １５ 日と な りま す 。花 蕾 の小 花が

ひ と つ で も開 く と 等 級 が 落ち ます の で、 収 穫遅 れ にな らな

いように注意しましょう。

◆ た まね ぎ

普 通 栽 培（ ４ 月 以 降 に 収穫 ）の 定 植時 期 とな り ます 。植

付 け の 深 さは ３ ～ ４ ㌢ と しま す。 深 植え す ると 縦 長球 （レ

モ ン 球 ） の発 生 が 多 く な りま すの で 注意 が 必要 で す。 植付

け 後 ３ ～ ５日 間 は 株 元 を 中心 に か ん 水 を 行 って く だ さ い。

◆ ら っ き ょ う

分 球 を 始め る 時 期 で す 。分 球及 び 生育 促 進の た め、 １０

㌃ 当 た り 窒素 成 分 で ５ ㌔ 程度 を施 用 し、 土 寄せ を 行っ てく

ださい。

◆食用かん し ょ

収 穫 ・ 貯蔵 の 時 期 で す が、 腐敗 防 止の た め罹 病 いも や傷

い も 等 を 選別 し て 貯 蔵 し ます 。 い も は ９ 度 以下 で 腐 敗 し、

１ ８ 度 以 上で 萌 芽 し ま す 。貯 蔵の 適 温は １ ３度 、 適湿 度は

９ ０ ％ で すの で 貯 蔵 庫 の 温湿 度管 理 に留 意 しま す 。収 穫直

後 の い も は呼 吸 作 用 が 大 きい ので 一 度に 大 量に 入 庫す ると

庫 内 の Ｃ Ｏ２ 濃 度 が 上 昇 した り、 湿 度が 増 え結 露 する 場合

が あ り ま す。 空 調 が あ る 場合 は入 庫 時か ら 空調 で 結露 を防

止 し ま す が、 空 調 が 無 い 場合 は貯 蔵 適温 の 時間 帯 に換 気し

て庫内を除湿し新鮮な空気と入れ替えましょう。

◆ さ と い も

中 生 種 の出 荷 期 で す が 、収 穫が 遅 れる と 割れ い もが 発生

し ま す の で、 適 期 収 穫 を 行っ てく だ さい 。 また 、 来年 の種

芋 と し て 優良 系 統 を 株 単 位で 選抜 し まし ょ う。 芽 つぶ れや

センチュウ害のあるいもは除去します。

（河野健次郎）
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果樹

１ 常緑果樹

◆中晩生かん きつ全般

肥 料 が 吸 収 さ れ る に は 、 １ ２ 度 以 上 の 地 温 が 必 要 と さ れ、

今 月がそ の 時 期 に 当 た り ま す 。年 明 け に収 穫 さ れ る 日 向 夏や

不 知 火 な ど の か ん き つ 類 で は こ の 時 期 の 施 肥 が 、 翌 年 の 花

芽 の 充 実 に有 効 と さ れ て い ま す 。 １ １ 月 中 旬 ま で に 施肥 を 行 い

ま し ょ う 。

◆完熟 きんかん

こ の 時 期 は 、 ビ ニ ル を 被 覆 し た こ と に よ り 、 ハ ダ ニ が 発 生

し や す く な り ま す 。 ま た 、 収 穫 直 前 の 防 除 は 、 果皮 の 裂 皮 を

引 き 起 こ し ま す 。 ハ ダ ニ の 発 生 に注 意 し 、 早 め の 防除 を 心が

けま し ょ う 。

秋 季加 温 を行 っ て い た 園 で は、 昼温 、夜 温 と も に 徐 々 に 下げ

ていき ま し ょ う 。

◆マ ン ゴー

マ ン ゴ ー の 花 芽 形 成 に は 秋 季 の 低 温 が 最 も 重 要 な 要 因 と

な り ま す 。 昼間 の温度 を で き る だ け 外気温 に近い 温度で 抑 え、

夜 間 の 最 低 気 温 ８ 度 程 度 を 維 持 す る こ と で 、 自 然 に 花 芽が 伸

長 し 始 め ま す 。 十 分 な 花 芽 の 発 生 を 確 認 し た う え で 、 ハ ウ ス

の 温度 を 徐 々 に上げ て い き ま す 。 急速 に花 芽 を 伸 長 さ せ る と、

花 粉 の 形 成 不 良 や 子 房 の 生 育 不 良 を 引 き 起 こ し 、 結 果 不 良

や ミ ニ マ ン ゴ ー の 発 生 を 引 き 起 こ す こ と が あ り ま す 。 開 花 が

始 ま る ま で 、 で き る だ け 高温 を避け、 じ っ く り と 花 芽 を 生育 さ

せ ま し ょ う 。

２ 果樹園共通

台風等の強風か ら 果樹 を守 る防風林や防風 ネ ッ ト の整備は、

冬 の 仕 事 で す 。 防 風 林 は 、 あ ま り 密 閉 状 態 に せ ず 、 適 度 に

風 が 通 る よ う に 整 理 し ま す 。 防 風 林 が 高 す ぎ た り 、 密 閉 度 が

高 い と 、 発 芽 が遅れ た り 、 ア ザ ミ ウ マ 類 な ど の 害 虫 被 害が多

く な るので注意が必要です。

防 風 ネ ッ ト は 、 網 目 の サ イ ズ と 支 柱 や 根 石 の 大 き さ が 重 要

な ポ イ ン ト と な り ま す 。 傷 ん で い る 部 分 は し っ か り と 補 修 し ま
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し ょ う 。

防 風 だ け で な く 、 防 虫 ま で 考 え る の な ら 、 園 の 上 面 も 覆 う

多目的防災網の設置 も有効です。

（山口和典）

花き

◆電照ギ ク

１ １ 月 に な る と 気温が低下 し、結露 しやすい状況が続 き ま す。

曇 雨 天 で 夜 温 が 高 い と 加 温 機 が 作 動 せ ず 、 白 さ び 病 が 発 生

し や す く な り ま す 。 親 株 床 か ら 予 防 を 徹 底 し 、 本 ぽ へ の 持 ち

込 み を 防 ぐ と と も に 、 ハ ウ ス 内 で は 送 風 等 で 結 露 を 防 ぐ な ど、

各対策を組み合わせて予防を行い ま し ょ う 。

ま た 、夜 温が急激 に 下が っ て き ま す の で 、 開花 の不 揃い を

防 ぐ た め に も ハ ウ ス の 夜 温 管 理 をむ ら の な い よ う に し っ か り と

行 い ま す 。 年 末 出 荷 作 型 は 摘 蕾 期 に な り ま す 。 花 首 の 徒 長

防 止 や 花 の ボ リ ュ ー ム を 出 す た め に 摘 蕾 作 業は 適期 に 実 施 し

て く だ さ い。

◆ス イー ト ピ ー

採花 が開始 さ れ ま す 。 草勢 や花 の ボ リ ュ ー ム と 気 温 等 を 考

慮 し な が ら 出 荷 開 始 時 期 を 決 め ま し ょ う 。 １ １ 月 は 曇 雨 天 に 伴

う 落 蕾・落花が発生 し や す い年が続い てい ま す 。天候の変化

に 十 分 注 意 し 、 曇 雨 天 が 予 想 さ れ る 場 合 は 液 肥 ・ か ん 水 を

控 え る な ど 草 勢 に 応 じ た 肥 培 管 理 を 行 っ て く だ さ い 。 １ １ 月 上

～ 中 旬 に は 施 設 の サ イ ド を 閉 め る 気 温 に な り ま す 。 灰 色 か び

病の初発の時期 にな り ま す の で、必ず予防散布 を行い、微生

物農薬のダ ク ト 散布 を早めに始め ま し ょ う 。

◆デル フ ィ ニ ウム

中 山 間 地 域 の １ 番 花 の 収 穫 が 終 了 し た ほ 場 は 、 ロ ゼ ッ ト を

打 破 さ せ る た め に ハ ウ ス を 開 放 し 、 低 温 に 遭 遇 さ せ て く だ さ

い 。 ２ 番 花 を ３ 月 に 出荷 す る た め に 、 ス ケ ジ ュ ール ど お り の 温

度 管 理 を 実 施 し ま し ょ う 。 沿 海 地 域 で は 花 穂 伸 長 期 か ら 収 穫

期 に 入 り ま す 。 カ ル シ ウ ム 資 材 を 活 用 し 、 茎 の 硬 化 を 図 り、

収穫後は適切な前処理を行い ま し ょ う 。
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◆ ト ル コ ギキ ョ ウ

生 育 後 半 の 過 剰 施 肥 と 曇 雨 天 に よ り ブ ラ ス チ ン グ が 多 発 し

ま す の で 、 追 肥は 発 蕾前 に は 終 え ま し ょ う 。 １ ０ 月 に 定 植 し た

も の は チ ッ プ バ ー ン 等 が 発 生 し や す い 時 期 に 入 り ま す の で、

一 時 か ん 水 を 控 え 、 根 域 を 広 げ る と と も に カ ル シ ウ ム 剤 の 葉

面散布や潅注処理を行い ま し ょ う 。

◆ ラ ナ ンキ ュ ラ ス

植 え付け直後は乾燥 さ せな い こ と が 重要 ですが、過か ん水

は 葉 や 球 根 の 腐 敗 の 原 因 に な り ま す 。 活 着 後 は 徐 々 に か ん

水 間 隔 を 広 げ て 根 の 伸 長 を 図 っ て く だ さ い 。 最 低 気 温 が ５ 度

を 切 る よ う に な る と 保 温・加温が必要に な り ま す が、昼間は １

５ 度 ぐ ら い を 目 安 に で き る だ け 換 気 を 行 い 品 質 の 向 上 に 努 め

ま し ょ う 。 ラ ナ ン キ ュ ラ ス の 球 根は 小 さ く 、 そ れ ほ ど 養 分 を 貯

蔵 し て い な い の で 、 開 花 が 始 ま っ た ら 草 勢 が 落 ち な い よ う に

液肥の施用を行い ま し ょ う 。

（中村 広）

畜産・飼料作物

１ １ 月 は 先 月 に 続 き 朝 晩 の 気 温 差 が 大 き な 時 期 で す が 、 気

温 の 下 が り も 大 き く 徐 々 に 空 気 も 乾 燥 し て き ま す 。 本 格 的 な

寒 気が 来 る 前 に 早 め の 防 寒 対 策が 必要 と な り ま す 。 特 に す き

ま 風 等が 入 ら な い よ う 畜 舎 の 破 損 部 分 や 出 入 り 口 等 の 補 修 を

行 う と と も に 、 シー ト や コ ン パ ネ 等 を 利 用 し て 防 風 対 策 に 取 り

組 み 、 冷 た い 空 気 が 直 接家 畜 の 体 に 当 た ら な い よ う 注 意 し ま

し ょ う 。 ま た 、 畜 舎 を 密 閉 す る こ と に よ り 換 気 が 悪 く な り ま す

の で 、 カーテ ン や 換気扇で 換気量 を調整 し ま す 。 牛舎 では日

中に南側を開放す るな ど換気に注意 し ま し ょ う 。

ル ー メ ン の 発 達 し て い な い ３ ヶ 月 以 下 の 子 牛 は 特 に 寒 さ に

弱 く 、 下痢等 で死亡す る こ と も あ り ま す 。牛房の敷料等 を こ ま

め に 変 え て 保 温 効 果 を 高 め る よ う 注 意 し ま し ょ う 。 本 格 的 な

寒 さ が 来 る 前 に 、 早 め の ワ ク チ ン 接 種 に よ り 呼 吸 器 疾 患 の 予

防 を 徹底 す る と と も に 、 換 気 や気 温 ・ 湿 度の 管 理 に心 掛け家

畜の早期治療や隔離を実施 し ま し ょ う 。

飼 料 作 物 の ソ ル ガ ム は 、 平 均 気 温 が １ ５ 度 を 下 回 る と 生 育

は止 ま り 、 そ の後の生育は見込め ま せんの で、早め に冬作の
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作 付 け を 行 い ま し ょ う 。 イ タ リ ア ン な ど の 冬 場 の 牧 草 は 収 穫

時 の 硝 酸 態 窒 素が 比較的高 く な る 傾 向 に あ り ま す 。 作 付 け時

に 適 正 な 施 肥 に 努 め 、 特 に 未 熟 堆 肥 の ほ 場 へ の 大 量 投 入 は

避 け ま し ょ う 。 も し 収 穫 し た 牧 草 が 心 配 で あ れ ば 、 近 く の 普

及 セ ン タ ー で 硝 酸 態 窒 素 の 含 有 量 を 無 料 で 調 べ る こ と も で き

ま すので相談 し て く だい。

最 後 に 、 １ ０ 月 か ら の 新 た な 家 畜 伝 染 病 予 防 法 の 施 行 に よ

り 、 飼 養 衛 生 管 理 基 準 が 改 正 さ れ 消 毒 設 備 の 設 置 や 畜 舎 等

の 消 毒 実 施 、 家 畜 の 健 康 観 察 の 励 行 な ど が 義 務 化 さ れ ま し

た 。 こ の 飼 養 衛 生 管 理 基 準 を 守 っ て 畜 舎 周 辺 へ の 石 灰 散 布

な ど の 衛 生 管 理 を 徹 底 さ せ 、 伝 染 病 の 侵 入 か ら 農 場 を 守 り ま

し ょ う 。

（小坂昭三）

特用作物

◆茶

１ 寒害対策

本 年 も １１ 月 の 気 温 は 平年 並～ や や高 い と予 想 され 、降

雨 も 多 く 、耐 寒 性 獲 得 の 遅れ によ る 急激 な 低温 の 被害 が懸

念されます。耐寒性の弱い品種（ゆたかみどり、あさつゆ、

さ え み ど り、 お く み ど り 等） や中 切 ・深 刈 した 更 新茶 園と

幼木園では特に注意が必要です。

① 防 霜 施 設を 用 い た 対 策と して は 、耐 寒 性が 付 与さ れる

１ ２ 月 下 旬 ～ １ 月 上 旬 ま で に 越 冬 芽 の 耐 寒 性 を 見 な が

ら 温 度 セ ン サ

－

設 定 温 度 を １ １ 月 は ２ 度 、 １ ２ 月 は ０

度から段階的に温度を落としていきます。

② 耕 種 的 対策 で は 、 秋 と春 の２ 回 整枝 と して 、 秋整 枝を

高 め （ 最 終 摘 採 高 さ よ り ８ ㌢ 程 度 ） に 整 枝 し 、 越 冬 芽

の凍害状況と葉層の確保（８㌢以上）を確認しながら、

春 整 枝 で 最 終 摘 採 面 よ り ３ ～ ５ ㌢ 上 げ た 高 さ で 整 枝 す

ることで被害の回避を図ります。

③ 幼 木 園 では 、 幹 割 れ 防止 のた め 、株 元 の土 寄 せを 実施

し ま す 。 ま た 、 敷 草 を 畝 間 全 面 施 用 は す る と 射 冷 却 を

助 長 す る た め 中 央 に 寄 せ ま す 。 ８ 月 の エ ン 麦 や ５ 月 の

ソルゴ

－

の 条播による防風・防寒対策も有効です。
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④ こ の 他 、寒 風 ・ 凍 結 対策 とし て 防風 垣 、防 風 ネッ トの

設 置 が 有 効 で す 。 零 下 １ ０ 度 以 下 で 発 生 す る 赤 枯 れ は

品 種 間 差 は あ り ま す が 、 早 め に 秋 肥 を 施 用 し 、 肥 料 の

後効きを避けることが重要です。

２ 越冬ダニの防除

近 年 、 カン ザ ワ ハ ダ ニ は春 先 に 増 加 傾 向 とな っ て お り、

これを防ぐには越冬前の防除が重要となっています。

飛 散 防 止と 散 布 ム ラ に 注意 し、 裾 葉や 葉 裏へ の 散布 状況

を 確 認 し なが ら 、 専 用 ノ ズル の使 用 と適 正 な散 布 に心 掛け

ましょう。

（岩切健二）

◆しいたけ

１ 原木の伐採

原 木 の 伐 採は 、 な る べ く 晴天 が続 き そう な 時期 を 選ん で実

施 し ま す 。ク ヌ ギ や コ ナ ラの 場合 、 葉が ３ ～７ 割 程度 黄葉

す る １ １ 月下 旬 頃 ま で が 、樹 木内 の 貯蔵 養 分が 多 く、 伐採

に 適 し て おり 、 樹 皮 の 剥 がれ にく い ほだ 木 とな り ます 。良

いほだ木づくりのため、適期伐採を心掛けましょう。また、

伐採後は、葉枯らし乾燥を１～２カ月程度実施しましょう。

２ 発生操作

品 種 の 特性 に あ っ た 最 低気 温に な って か ら、 ほ だ起 こし

や散水等の発生操作を行います。

な お 、 低温 性 の 品 種 な ど、 発生 操 作前 に はほ だ 木に 雨が

か か ら な いよ う に し た 方 が、 安定 し た発 生 を期 待 でき る場

合 が あ り ます の で 、 品 種 の特 性に つ いて 、 種菌 メ ーカ ーに

事前に問い合わせると良いでしょう。

（田中 貴司）

◆葉たば こ

１ 病 害 の 耕 種 的 防 除 の た め に 、 冬 期 耕 う ん を 最 低 ３ 回 以 上

は 行 い 、 菌 密 度 の 低 減 と 土 壌 消 毒 剤 の 効 果 向 上 を 図 り ま し ょ

う。

２ 土 壌 検 定 の 結 果 、 改 良 が 必 要 な 場 合 に は 、 石 灰 、 よ う り

ん 等 の 散 布 を 行 い ま し ょ う 。 石 灰 散 布 の 注 意 点 と し て 、 石 灰

散布と土壌消毒との間隔が１ヶ月以上必要となります。
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３ 土 壌 消 毒 を 実 施 す る 際 に は 、 薬 害 、 公 害 の な い よ う 十 分

注 意 し 、 農 薬 使 用 基 準 に 則 っ て 使 用 し ま し ょ う 。 ま た 、 土 壌

消 毒 剤 の 空 缶 は 、 地 域 で 決 め ら れ た 方 法 で 適 切 に 処 理 を 行 い

ましょう。

４ 良 質 堆 肥 １ ０ ㌃ 当 り １ ２ ０ ０ ㌔ 施 用 へ 向 け て 、 堆 肥 の 材

料 を 十 分 に 確 保 し ま し ょ う 。 ま た 、 未 熟 堆 肥 投 入 を 避 け る た

めにも定期的に切返しを行い、腐熟促進を図りましょう。

(中矢恭輔 )

内容の詳細について

１１月の天候と農作業の詳細内容について。執筆は県営農支援課及び環境

森林課、日本たばこ産業南九州原料本部が担当しています。各作物の病害

虫の防除対策、気象災害の事前事後対策等の詳細は最寄りの支庁・農林振

興局（農業改良普及センター）へ

「今月の天候と農作業」はホームページにも掲載しています。

（http://mawi.sakura.ne.jp/）
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なになに農業アラカルト

施設野菜 ・ 花 きの病害対策

気 温が 下 が っ て き ま し た 。 野 菜 や花 き を 栽 培 す る ビ ニ ルハ

ウ ス な ど の 施 設 で は 、 施 設 側 面 の ビ ニ ル を 閉 め き っ た り 、 多

層 ・ 多 重 被 覆 な ど の 保 温 対 策 を行 っ た り 、 暖 房機 を 稼 働 さ せ

て保温する時期に入っ てい ます。

低 温 に 備 え て 夕 方 に 施 設 を 閉 め切 る と 、 湿 っ た 空 気が 滞留

し て 病 気が出 や す い 環 境 に な り ま す 。 季 節が進 ん で 、 更 に低

温 の 時 期 に な る と 、 暖 房 機 が 常 に 稼 働 す る よ う に な り ま す の

で 、む し ろ 夜間 の湿度が下が っ て 病 害の発 生 に適 し た 環境 に

な る 時 間 は 短 く な り ま す 。 し か し 、 暖 房 機 が 稼 働 し な い か、

稼 働 時 間が短 く 施 設 を 閉 め 切 っ て い る こ と の 多 い １ １ 月 は 、 最

も病気の発生に注意が必要です。

ま た 、 １ １ 月 末 ご ろ か ら 「 さ ざ ん か梅 雨 」 と い われ る 季 節 の

変 わ り 目 の 連続 し た 雨 が 降 り ま す の で 、 週 間 天 気 予 報 等 に注

意 し て、自分の栽培施設が病害の発生に好適な環境に な り そ

う な と き に は 、 適 切 な 予 防 を 行 う こ と が 必 要 で す 。 暖 房 機 の

４ 段 サ ー モ や モ ヤ コ ン 、 送 風 タ イ マ ー 、 循 環 扇 な ど を 活 用 し

て 、 湿 っ た 空 気 が 滞 留 し な い よ う に 定 期 的 に 送 風 す る こ と は

病害対策 と し て有効です。

保 温 対 策 と し て 多 層 ・ 多 重 被 覆 を す る と き に 、 昨 年 使 用 し

た ビ ニ ル 等 の 資 材 を 再 利 用 す る こ と が あ り ま す が 、 一 度 使 っ

た 資 材 に は 以 前 栽 培 し た と き に 発 生 し た 病 原 菌 が 着 い て い る

も の と 考 え て 、 資 材 の 設 置 後 に 薬 剤 に よ る 防 除 を 行 う こ と が

必要です。

農 業 用 ビ ニ ル な ど の 被 覆 資 材 に は 、 防 霧 効 果 や 防 滴 効 果

が 付 与 し て あ っ て 、 病 害 防 除 に 有 効 な 資 材 が あ り ま す 。 し か

し 、 再 利 用 を 繰 り 返 す と 、 こ れ ら の 効 果 が 失 わ れ る こ と が あ

り ま す の で 、 施 設 の 内 張 り フ ィ ル ム な ど は 状 況 を 見 な が ら 新

品 を 使 う こ と が 重 要 で す 。 も し 栽 培 の 途 中 で 、 こ の よ う な 機

能 性 が 低 下 し て い る と 判 断 で き る 場 合 に は 、 例 年 よ り も 病 害

対策に注意 し て、適切な病害対策を行い ま し ょ う 。

（黒木 修一）
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被覆資材の結露
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向こう１か月間における農作物の主な病害虫の発生量と防除対策

農作物名 病害虫名 発生量 発 生 状 況 と 防 除 対 策

施設野菜全般 アブラムシ類 やや多 平年よりやや多い発生状況です。アブラムシ類はウイルス病を媒
介するので、施設の開口部には防虫ネット等を張って飛来侵入の防
止に努めます。

ハスモンヨトウ やや多 10月以降平年よりやや多い状況で推移しています。中齢以降の幼
虫に対しては薬剤が効きにくくなるので、早期発見に努め、若齢幼
虫期に防除します。なお、施設開口部には防虫ネットを張って露地
作物等からの成虫飛来を防止します。

タバココナジラミ やや多 冬春きゅうり、ピーマンで発生が多くなっています。
類(ﾊﾞｲｵﾀｲﾌﾟB（ｼﾙ タバココナジラミ類には薬剤の効きにくいタイプの発生が確認さ
ﾊﾞｰﾘｰﾌｺﾅｼﾞﾗﾐ)､ﾊﾞ れていますので、薬剤散布後は防除効果を確認し、不十分な場合は
ｲｵﾀｲﾌﾟQ) 追加の防除を行います。

冬春きゅうり べと病 並 いずれの病害も多発してからでは防除効果が低くなるので、予防
に重点をおき、発生が見られたら直ちに防除します。また、施設内

うどんこ病 やや多 が過湿にならないように換気に努めます。
さらに、窒素切れによる草勢の低下や、逆に効き過ぎによる過繁

褐斑病 並 茂は、発病が助長されるので適正な肥培管理に努めます。

黄化えそ病 ※ － ミナミキイロアザミウマが媒介するキュウリ黄化えそ病(MYSV)が､
(MYSV) 一部施設栽培等で確認され、徐々に拡大傾向にあることから注意が

必要です。
ミナミキイロアザ 並 本病と疑われる症状が発生した場合は、西臼杵支庁・農林振興局
ミウマ （農業改良普及センター）または病害虫防除・肥料検査センターま

で連絡してください。

冬春ピーマン 斑点病 やや多 両病害とも多発してからでは防除が困難となるので、早期発見・
早期防除に努めます。発生後は散布間隔を短くするなど徹底した防

うどんこ病 並 除を行います。うどんこ病は、乾燥した条件で発生しやすいので過
乾燥に注意します。

ミナミキイロアザ 並 10花当りの寄生虫数が1頭から防除が必要とされています。また、
ミウマ 多発してからでは防除が難しくなるので、低密度のうちに防除を徹

底します。

冬春トマト 葉かび病 並 多湿条件で発生しやすいのでハウスの換気を良くします。

トマト黄化葉巻病 前年､前々 トマト黄化葉巻病はタバココナジラミ類によって媒介される病気
（TYLCV） 年より多い で、タバココナジラミ類の発生が多い状況なので注意が必要です。

黄色粘着板等を設置し、媒介虫の早期発見・早期防除を徹底しま
タバココナジラミ類 やや多 す。また、発病株は伝染源になるので、根ごと抜き取り適切に処理

します。

冬春いちご うどんこ病 やや多 うどんこ病は、多発すると防除効果が低くなるので予防に重点を
おき、発病後は散布間隔を短くするなど発生初期の防除に努めます｡
炭疽病が、育苗期から多く発生しており、定植後も同様に多発生

炭疽病 やや多 の状況が続いているため注意が必要です。発病株は、周囲への感染
を防止するため早期に除去し、ほ場外に持ち出し適正に処分します｡

ハダニ類 やや多 収穫期に入り、寄生数が増加してからの防除は困難なので、低密
度時に防除を徹底します。株整理後の葉数が少なくなった時期に薬

アブラムシ類 やや多 剤散布を行うと効果的です。

かんきつ類 ミカンハダニ 並 生息密度が高くなってからでは防除効果が低下するので、寄生葉
率30％または１葉当り虫数0.5～1頭を目安に防除する必要がありま
す。また、収穫前の防除は収穫前使用日数等に注意します。

茶 カンザワハダニ 並 本県のような暖地では冬期でも増殖するので、越冬前に防除し生
殖密度を低下させます。

１）※は注意報を発表しています。
２）「発生量」は、過去１０年間の発生量と比較して、今後の発生量がどの程度になるか予測したものです。
３）病害虫防除・肥料検査センターのホームページアドレスは、http://www.jppn.ne.jp/miyazakiです。
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