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『今 月 の 天 候 と 農 作 業』

通巻第５５３３号
７ 月 号

平成２３年７月１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 20 40 40

降水量 九州南部 40 40 20

日照時間 九州南部 20 40 40

【 概 要 】
平年に比べ晴れの日が多いでしょう。
平均気温は、平年並または高い確率ともに４０％です。降水量は、平年並または少ない

確率ともに４０％です。日照時間は、平年並または多い確率ともに４０％です。
<1 週目の予報> ７月 ２日（土）～ ７月８日（金）
天気は、湿った気流や前線の影響で雲が広がりやすく期間の中頃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５０％です。
<2 週目の予報> ７月 ９日（土）～ ７月１５日（金）
天気は、平年に比べて晴れの日が多いでしょう。
<3 週目から 4 週目の予報> ７月１６日（土）～ ７月２９日（金）
天気は、平年と同様に晴れ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。
<次回の発表予定等 >
１か月予報：毎週金曜日 １４時３０分 次回は７月８日
３か月予報：７月２５日（月曜日） １４時
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普通作物

◆早期水稲

も う す ぐ 収 穫 時 期 を 迎 え ま す が 、 最 後 ま で 適 正 な 管 理 を 行

い 、 美 味 し く て 信 頼 の 高 い 「 み や ざ き 米 」 の 生 産 に 努 め ま し

ょ う 。

今 年 の 「 コ シ ヒ カ リ 」 の 出 穂 最 盛 期は、 平年 よ り 数 日 遅れ の

６ 月 ２ ８ 日 頃 で し た の で 、 ７ 月 ２ ８ 日 前 後 が収 穫ピー ク と な り ま

す 。収穫・乾燥調整機械は、事前 に整備点検 を行い ま し ょ う 。

今 年 は 中 干 し 時 期 に 雨 が 多 く 、 葉 色 も 濃 い ま ま 経 過 し た 水 田

も 多 く 見 ら れ ま す 。 気 象 災害 のお それが あ る 場合 は、 農 林振

興 局 等 の 情 報 を も と に 、 適 確 な 事 前 事 後 対 策 を 行 い ま し ょ う 。

１ 水管理

早め の落水は玄米品質が低下す る ので 、収穫の ５ 日 前 ま で

は湛 水 と 落 水 を 繰 り 返 す 間断 か ん水 を 行 い 、根 を健全な状態

に保ち登熟向上に努め ます。

２ 収穫

早 期 水 稲 の 収 穫 は 、 出 穂 か ら ３ ０ 日 目 頃 、 全 籾 の ８ ０ ％ 以

上 が 黄 化 し て い る 時 期 を 目 安 と し ま す 。 早 す ぎ る と 青 未 熟 米

が 、 逆 に 遅 れ る と 胴 割 れ 米 が発生 し や す く な り ま す 。 今 年 は

渇水の影 響で 同 じ 地 区 で も 成熟 期が異な る場 合 も あ る の で、

ほ場ご と に よ く 観察 し、収穫時期を判断 し ます。

３ 乾燥調整

収 穫 後 の 籾 は 蒸 れ な い よ う 速 や か に 乾 燥 作 業 へ 移 し 、 急

激 な 乾 燥 に よ る 品 質 低 下 を 防 ぐ た め に 、 乾 燥 温 度 は ４ ０ 度 以

下で行い、水分 １ ４ ． ５ ～ １ ５ ％ に 乾燥 し ます。

４ 農作業安全

収 穫 作 業は あ せ り や 高 温 に よ り 、 注 意 力 が 散 漫 に な り が ち

で す 。 ゆ と り の あ る 作 業 計 画 と 適 宜 休 憩 を 取 る 等 、 体 調 の 管

理 と農作業安全に努め ま し ょ う 。

◆普通期水稲

１ 水管理

８ 月 上 旬 か ら 「 ヒ ノ ヒ カ リ 」 の 幼穂 形成が始 ま り ま す の で、

中 干 し は ７ 月 下 旬 ま で に は 終 え ま す 。 強 い 中 干 し は 、 根 が 切
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れ て根 の 活力が衰 え る な ど 、 登 熟へ の影 響が大 き く な り ま す。

田 面 に 足 跡 が 付 く 程 度 か ら 軽 い ヒ ビ が 入 る 程 度 で 、 中 干 し 期

間 は ５ ～ ７ 日 位 を 目 安 に 行 い ま す 。 中 干 し が 終 わ り 入 水 す る

時 には、走水を １ ～ ２ 回 行 った後 に入水 し ます。

２ 病害虫の防除

葉 い も ち 、 ウ ン カ 、 コ ブ ノ メ イ ガ が 発 生 す る 時 期 で す 。 水

田 で の 観 察 と 病 害 虫 防 除 ・ 肥 料 検 査 セ ン タ ー の 予 察 情 報 を

参考に防除 し ます。

３ 追肥

西 臼 杵 な ど は ７ 月 下 旬 頃 か ら 、 北 ・ 西 諸 県 で は ８ 月 上 旬 頃

か ら が 穂 肥 の 時 期 で す 。 幼 穂 の 長 さ が １ ０ ㍉ に な っ た ら 、 葉

色に合わせて適量を施用 し ます。

◆大豆

１ 施肥

リ ン 酸 は根 と 茎 葉 、 根 粒 菌 の 増 加 を 促 し 、 生 育 の 初 期 か ら

必 要 で す 。 リ ン 酸 は １ ０ ㌃ あ た り ４ ㌔ 程 度 施 し ま す 。 窒 素 は ２

㌔ 程度 で す 。 ま た 、 大豆は 土壌 ｐ Ｈ ６ ． ０ ～ ６ ． ５ を 好 むの で、

石灰を １ ０ ㌃ あ た り ６ ０ ㌔程度施用 し ます。

２ 耕起 、 整地

水 田 な ど 排 水 の 悪 い ほ 場 は 、 十 分 な 排 水 対 策 を 行 い 高 畦

に し ま す 。 ま た 、 発 芽 を 揃 え 、 雑 草 の 発 生 を 抑 え る た め に、

耕耘は ３ 回程度丁寧に行い ます。

３ 播種

平坦地域の適期は ７ 月 の上旬～中旬です。条間 ６ ０ ～ ７ ０ ㌢、

株 間 ２ ０ ～ １ ０ ㌢ く ら い に 播 き ま す 。 覆 土 の 厚 さ は ２ ～ ３ ㌢ に し

ま す。

早 く 播 種 し て 茎 や葉 を 大 き く す る と 多 収 が期 待で き ま す 。 ７ 月

下旬以降の遅めの播種にな る場合はやや密植に し ま す。

除 草 剤は播種直後 に 散 布 し ま す 。 散 布 後 に 追播 す る と 発 芽 し

な い の で 、 播 種 も れの な い よ う に 作 業 機 の 播 種 状 況 を確 認 し

なが ら播 き ま し ょ う 。

(鎌 田 博人）
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果菜類

◆夏秋野菜の高温対策

中 山 間 地 域 の 露 地 き ゅ う り 、 雨 よ け ト マ ト 、 ピ ー マ ン な ど

は本格的な収穫時期 とな り ま す。

雨 よ け栽培 では梅雨明け後の高温対策が重要 と な り ま す 。ハ

ウ ス は 日 中 で き る 限 り 解 放 し 換 気 に 努 め る と と も に 、 寒 冷 紗

な ど を 利 用 し ２ 割 程 度 の 遮 光 を 行 い 、 ハ ウ ス 内 の 気 温 を 下 げ

果実や葉の温度が上が らない よ う に管理 し ます。

特 に 、曇 雨天 後の晴天 日は萎れやす く な る の で 、早朝か ら の

か ん 水 、 翌 日 が 確 実 に 晴 れ の 場 合 の 前 日 夕 方 の か ん 水 も 効

果的です。

な お 、 薬 剤 散 布 は 、 高 温 時 に 行 う と 葉 焼 け 等 の 障 害 が 発 生

しやすいので、午後温度が低下す る時間帯に行い ま す。

◆いち ごの育苗管理

年 内 の 収 量 を 確 保 す る た め 、 ７ 月 中 旬 ま で に は 採 苗 を 終 え

良 質苗 の 生産 に務め ま し ょ う 。 採 苗後 のか ん水は、晴天時は

早朝 に 充 分 行い ま す が、 乾 燥 す る よ う で あれば午後 に も 夜間

に過湿にな ら ない程度にかん水 し ます。

子 苗 時 期 の 施 肥 量 は 、 多 す ぎ な い よ う に 注 意 し 、 施 肥 は 鉢

底か ら根が確認でき る時期か ら行い ます。

今年は タ ン ソ 病 の発生がやや多い と の発生予察情報がで て い

ま す 。 定 期 的 な 薬 剤 散 布 を 行 い 、 発 病 が 疑 わ れ る 場 合 に は

周 辺 の 株 と あ わ せ 直 ち に 処 分 し て だ さ い 。 ま た 、 う ど ん こ 病

に つ い て も 育 苗 床 で の 徹 底 防 除 が 重 要 と な り ま す 。 肥 料 で あ

る ケ イ 酸 カ リ を １ 株 あ た り ２ ～ ３ ㌘ 施 用 す る こ と に よ り 発 病 を 抑

制する こ とが で き ます。

（ 郡 司 孝 幸 ）

葉茎菜類及びいも類

◆かん し ょ

４ 月 植 付 け の マ ル チ 栽 培が収穫期 と な り ま す 。 植付 け後 １ １

０ ～ １ ３ ０ 日 が 収穫 の 目安 で すが、今年は天候が悪 く 、 い も の

肥 大 が 遅 れ て い る こ と が 予 想 さ れ ま す 。 １ ０ ０ 日 を 経 過 し た ら
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試 し 堀 り を 行 い 芋 の 肥 大 を 確 認 し て か ら 収 穫 を 始 め て く だ さ

い 。 収 穫 が 遅 れ る と 皮 色 や 形 状 が 悪 化 し ま す の で 適 期 収 穫

を心掛け ま し ょ う 。

◆ さ と い も

芋の肥 大 には 土壌水 分が大 き く 影 響 す る た め、か ん水 を行

い草勢の維持に努めて く だ さ い。

石 川 早 生 が 収 穫 期 と な り ま す 。 数 株 試 し 堀 り を 行 い 肥 大 を 確

認 し て か ら 収 穫 を 始 め て く だ さ い 。 収 穫 が 遅 れ る と 「 水 晶

芋」が発生 し 品質低下 に つなが り ま す の で、収穫は計画的 に

行い ８ 月中旬には終了す る よ う心掛けて く だ さ い。

中 晩 生 種 は ７ 月 上 旬 か ら 子 芋 の 肥 大 、 孫 芋 の 着 生 時 期 と な り

ま す の で 、 梅 雨 明 け 頃 を 目 安 に 追 肥 ・ 土 寄 せ を 行 っ て く だ さ

い。

◆ し ょ う が

普通栽培では、 上旬が １ 回 目 の追肥 の適期 と な り ま す 。 １ ０

㌃ 当 た り 窒 素 成 分 で ３ ～ ５ ㌔ を 施 用 し 、 追 肥 効 果 を 高 め る た

め に 土 寄 せ も 併 せ て 行 っ て く だ さ い 。 ま た 、 梅 雨 明 け 後 の 高

温 乾燥期は乾燥害 を受 け やす く な る た め、適 宜か ん水 を 行 い

ま す が、 畝 間 に 湛 水 す る 場 合は 滞水 し な い よ う 注 意が 必要 で

す。

◆ア スパ ラガ ス

５ 月 か ら ６ 月 に か け て 、 親 茎 と し て 伸 ば し た 茎 （ 立 茎 ） で

生 育 の 悪 い も の は 、 今 月 の 内 に 新 し い 茎 に 更 新 し て く だ さ い。

立 茎 の 目 的 は 、 夏 秋 芽 へ の 養 分 供 給 と 貯 蔵 根 へ の 養 分 供 給

で す が 、 茎 の 更 新 は ９ 月 ま で に 終 え な い と 効 果 が あ り ま せ ん。

遅 れ な い よ う に 更 新 し ま し ょ う 。 立 茎 す る 茎 は 、 径 が ９ ～ １ １

㍉ の も の が 適 し て お り 、 こ れ よ り 太 い も の や 、 細 い も の は 避

けて く だ さ い。

(河 野 健 次 郎
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果樹

１ 常緑果樹

◆温州みかん

７ 月 中 旬 か ら 収 穫 前 ま で が 仕 上げ摘 果 の 時 期 に な り ま す。

今 年 の 温 州 み か ん は 、 天 候 不 順 に よ り 生 理 落 果 も 多 か っ た こ

と か ら 、樹や園に よ る 結果量のば ら つ きが多 く な っ てい ま す。

極 早 生 温 州 で は 、 ７ 月 １ ０ 日 の 果 実 横 径 は 、 ３ ８ ～ ４ ８ ㍉ が 理

想 です。結果量が多 く 、 肥大の悪い樹 につい ては早め に仕上

げ摘果を開始 し、結果量が少な く 、肥大の良い樹については、

仕上げ摘果を遅 らせ ま し ょ う 。

結 果 部 位 に よ っ て も 摘 果 時 期が異 な り ま す 。 樹 冠 下 部は 早 め

に 、 樹 冠 上 部は 遅 め に 摘 果 す る こ と で 、 適 正 な 肥 大 を 確 保 し

ま し ょ う 。

樹 冠上 部 の天 な り 果 を 摘果 す る と 、 夏 枝が発生す る の で 、収

穫時に除去 し ま し ょ う 。

◆完熟 きんかん

開花期の アザ ミ ウ マ 類 や灰色 カ ビ 病の発生は、果実品質 を

大 き く 低 下 さ せ ま す 。 開 花 期 の 防 除 を 実 施 す る と と も に 、 枝

をゆす っ て、花び ら落 と し を行い ま し ょ う 。

◆マ ン ゴー

７ 月 下 旬 以 降 の 剪 定 は 、 第二 新 梢 の 充 実が 悪 く な る こ と か

ら 、 翌 年 の 花 芽 形 成 を 悪 く す る こ と が わ か っ て い ま す 。 早 め

に剪定を行 う よ う 心がけ ま し ょ う 。

既 に 剪 定 を 終 え た 園 で は、 葉面 散布 や新 梢の整 理 に よ っ て、

新梢の充実促進を図 り ま し ょ う 。

施 肥 は 、 土 壌分 析 の 結 果 を見 て か ら 、 必 要 に 応 じ て 実 施 し ま

し ょ う 。

２ 果 樹全般

◆夏季の管理

梅 雨 が 明 け 高 温 と 乾 燥 が 続 く と 、 果 実 肥 大 の 遅 れ や 日 焼

け が 発 生 し た り 、 ぶ ど う の 着 色 不 良 等 が 見 ら れ ま す 。 敷 き ワ

ラ や 遮 光 ネ ッ ト 、 袋 掛 け 等 で 被 害 の 防 止 に 努 め る と と も に、

過度な乾燥が見 られる場合は、かん水を実施 し ま し ょ う 。

（ 山 口 和 典 ）
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花き

◆キ ク共通

日差 しが強い日が続 く と 、 葉焼け な ど の障害の発生が懸念

さ れ る 時 期 に な り ま す の で 、 本ぽ に お い て は 遮 光 等 を 行 い、

葉 温 の 低 下 を 図 り ま し ょ う 。 ま た 病 害 虫 が 発 生 し や す い の で、

予 防 散 布 や発 生 初 期 の防 除 を 徹 底 し て く だ さ い 。親 株 ほ場 に

お い て も 防 除 を 徹 底 し 、 苗 と と も に ア ザ ミ ウ マ 類 や ダ ニ 類、

白 さび病を本ぽに持 ち込 まない よ う 気 を付け ま し ょ う 。

◆夏秋ギ ク

「 フ ロー ラ ル 優香 」の ８ 月 出荷 で は花芽 分化・ 発達 を促 す

た め に 消 灯 後 か ら １ ２ 時 間 日 長 の シ ェ ー ド 栽 培 を 実 施 し て く だ

さ い 。 期 間 は ２ 週 間 を 目 安 と し 、 そ の 後 は 天 葉 の 状 況 や蕾 の

生 育 を 見 て 再 シ ェ ー ド を 行 う な ど 調 整 し ま す 。 夜 間 は シ ェ ー

ド を 解 放 し 、 気 温が高 く な ら な い よ う 管 理 し て く だ さ い 。 高温

や消 灯 遅れ、多肥 に よ っ て 貫 生 花の 発 生が 多 く な り ま す の で、

適正管理に努めま し ょ う 。

◆秋ギ ク電照

キ ク は 節 間 伸 長 や 生 育 の 揃 い を 良 く す る 目 的 で ２ ～ ４ 度 で

冷 蔵 処 理 を 行 い ま す が 、 主 力 で あ る ｢神 馬 ｣系 品 種 は 穂 の 冷

蔵 期 間 が 長 くな る と定 植 後の 活着 が 悪い 傾 向に あり ますの

で 冷 蔵 期 間 は ３ 週 間 を 目 安 と し ま し ょ う 。 「 神 馬 ６ ６ -

４ 」「 神 馬２ 号 」 は高 温 に遭 遇 すると腋芽が出にくくなり、

穂 が 不 足 する 場 合 が あ り ます の で、 親 株床 はで き るだ け 涼

し く し 、 親株 の株 数 も 余裕 を 持 っ て 植 え付 け を 行 い ま し ょ う 。

◆洋花類

秋 に 定 植 す る ほ 場 の 土 壌 診 断 を 実 施 し 、 分 析 ・ 診 断 結 果

に 基 づ い た 施 肥 を 行 い ま し ょ う 。 ハ ウ ス 内 の た ん 水 及 び 陽 熱

消 毒 を 実 施 す る な ど 、 連 作 障 害 の 回 避 に 努 め て く だ さ い 。 ト

ル コ ギ キ ョ ウ 、 デ ル フ ィ ニ ウ ム は 冷 房 施 設 等 を 利 用 し た 育 苗

期 に な り ま す の で 、 適 切 な温 度 管 理 を 実 施 し て 、 早 期抽 だ い

やロゼ ッ ト 防止 に努めて く だ さ い。
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◆ホオズキ

８ 月 出 荷 分 は 上 旬 か ら 段 階 的 に ピ ン チ ・ 摘 葉 ・ 着 色 の た め

の ホ ル モ ン 処 理 を 実 施 し て く だ さ い 。 ホ ル モ ン 剤 散 布 の １ 週

間 前 ま で に は ア ザ ミ ウ マ 類 ・ ダ ニ 類 ・ う ど ん こ 病 等 の 防 除 を

徹 底 し て く だ さ い 。 ホ ル モ ン 剤 散 布 後 の 高 温は 色 ム ラ 発 生 の

原 因 に な り ま す の で 、散 布は で き る だ け 涼 し い 早 朝 に 実 施 し、

散布後数日は必ず寒冷紗に よ り遮光 して く だ さ い。

◆シキ ミ

春 に 定 植 し た 苗 に つ い て は 、 梅 雨 明 け 後 の 急 激 な 高 温 ・

乾 燥 に よ り 枯 死 す る 危 険 性 が あ り ま す の で 、 か ん 水 の 実 施 や

株元に敷きわ らな ど を実施 し、極度な乾燥を防ぎ ま し ょ う 。

（ 中 村 広 ）

畜産・飼料作物

今 月 は 、 本 格 的 な 酷 暑 の 時 期 を 迎 え ま す 。 曇 雨 天 後 の 晴

天 日 は 気 温 が 急 激 に 上 昇 し 、 家 畜 に と っ て 大 き な ス ト レ ス に

な る と と も に 、 食 欲 不 振 に よ り そ の 後 の 生 産 性 に 大 き く 影 響

す る こ と に な り ま す 。 こ れ か ら の 具 体 的 な 暑 熱 対 策 は 以 下 の

ポ イ ン ト に 留 意 し て 、 快 適 な 畜 舎 環 境 づ く り に 努 め ま し ょ う 。

①「熱源」を減 ら す

西日 を遮 断す る た め に 寒冷 紗や よ し ず を 利用 す る と と も に 、
日 中の暑 い時間 帯の屋根へ の散水 も 畜舎内の 温度低下に
効 果 が あ り ま す 。 ま た 、 飼 育 密 度 を 少 な く し 除 糞 を こ ま め
に行いま し ょ う 。

②「風」を利用す る

畜 舎 内 の 通 風 を 良 く す る と と も に 、 扇 風 機 等 を 利 用 し て 家
畜の放出熱 を畜舎外に運びだ し ま し ょ う 。

③「水」を利用す る

新 鮮 で 冷 た い 水 を 常 時 飲 め る よ う に 工 夫 し ま し ょ う 。 ま た
給水槽に溜ま っ た水は こ まめに取 り替 えま し ょ う 。

④「飼料給与」に注意す る

牛 は 良 質 な 粗 飼 料 を 多 く 給 与 し て 嗜 好 性 を 高 め ま し ょ う 。
ビ タ ミ ン 、 ミ ネ ラル を切 ら さ ない よ う 注意 し ま し ょ う 。

今 月 下旬か ら と う も ろ こ し の収穫が始 ま り ま す 。 サ イ レ ー ジ
に す る 場合は 、 栄 養価 も 高 く 最 適 な水分含量 で あ る 黄熟期
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を目安に収穫 し ま し ょ う 。

最 後 に 、 毎 月 ２ ０ 日 は 「 県 内 一 斉 消 毒 の 日 」 で す 。 昨 年 の 口

蹄 疫 発 生 か ら １ 年 が 過 ぎ ま し た 。 県 内 で 二 度 と 発 生 さ せ な い

ためにも畜舎の消毒、衛生管理を徹底しましょう。

（ 小 坂 昭 三 ）

工芸作物

◆茶

１ 三番茶摘採 と病害虫防除

三 番 茶 の 摘 採 は 、 二 番 茶 摘 採 か ら ３ ０ ～ ３ ５ 日 後 が 目 安 で

す 。 こ の 時 期 は 硬 化 が 早 く 、 摘 採 期 の 幅 は 同 一 品 種 、 条 件

で ３ 日 程 度 で す 。 摘 み 遅 れ に 注 意 し 、 相 場 と 経 費 を 考 慮 し た

計 画 的 で 無 理 の ない摘 採 を 心がけ ま し ょ う 。 特 に 、 気温が高

い た め 生 葉 管 理 に 注 意 し 、 葉 傷 み 等 の な い 茶 の 製 造 に 努 め

ま し ょ う 。

一 番茶後 の中 切では、中 切 り 後 ５ ５ 日 頃 と ８ 月 上 旬 ま で に ２ 回、

二 番 茶 後 中 切 り で は １ 回 を 目 途 に ３ ～ ５ ㌢ 程 度 に 、 芽 数 確 保

の た め 整 枝 し ま す 。 特 に 芽 揃 い を 良 く す る た め に 、 遅 れ 芽、

徒 長 枝 が 多 い 場 合 、 秋 芽 に か か ら な い よ う ８ 月 中 旬 ま で に は

整枝 し ま し ょ う 。

ス リ ッ プ ス 、 ウ ン カ 類 等 の 吸 汁 性 害 虫 や 、 ハ マ キ 類が 多 い時

期 で す 。 ま た 、 ク ワ シ ロ カ イ ガ ラ ム シ が 多 発 し 被 害 が 懸 念 さ

れ る茶園 では、幼虫ふ化初発 を確認 し 、初発 ７ 日 後 を目安 に、

輪斑病は摘採直後 に地区の防除基準 に従い実施 し て く だ さ い。

２ 幼木園の管理

定 植 初 年 目 の 幼 木 は 根 域 が 浅 く 、 梅 雨 明 け 後 の 干 害 が 心

配 され ます。

植 え 込 み が 浅 く 、 ポ ッ ト 上 部 が 出 て い る と ポ ッ ト 内 の 土 が 乾

燥 し 、 枯 死 す る た め、 埋 め 込 みや土 寄せ し 、 敷 き ワ ラ 等 で 被

覆 し ま し ょ う 。

台 風 の 影 響 が 大 き い １ ～ ２ 年 生 の 幼 木 園 で は 、 ７ 月 中 ～ 下 旬

まで に徒長枝の摘心又は、せん枝を して おき ま し ょ う 。

ま た 、 ソ ル ゴ ー の 間 作 は 防 風 効 果 が 高 く 、 台 風 対 策 に 有 効

です。 ７ 月上旬 まで に播種し て く だ さ い。

（ 岩 切 健 二）
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◆しいたけ

伏込地 の 湿度 管 理 と 高 温 対 策 を徹 底 し 、 し い た け 菌 糸 を ま ん

延 さ せ 、 害 菌 の 侵 入 を 許 さ な い 健 全 な ほ だ 木 づ く り に 努 め ま

し ょ う 。

１ 裸地伏せの場合

笠 木 を 厚 さ ３ ０ ㌢ 程 度 に 補 充 し 、 直 射 日 光 に よ る 高 温 障 害 に

注 意 す る と と も に 、 周 囲 の 刈 払 い を 実 施 し 、 風 通 し を 良 く し

ま し ょ う 。

２ 林内伏せの場合

直射日光が当 た る箇 所 には、 笠木 の補 充や遮光 ネ ッ ト を 設 置

し ま し ょ う 。 特 に 湿 気 が 多 い 場 合は 、 ほ だ 木 の 積 み 替 え や 天

地返 し を 行 う と と も に 、 周囲の刈払い を 実施 し 、風通 し を良 く

し ま し ょ う 。

３ 人工ほだ場の場合

特 に 高 温 ・ 乾 燥 の 害 を 受 け や す い た め 、 遮 光 ネ ッ ト に よ る 庇

陰の調整や散水など に よ り 、温湿度の管理を徹底 し ま し ょ う 。

４ 病虫害の防除

こ の 時 期 は 、 害 菌 や 害 虫 が 活 動 し や す い 時 期 で す の で 、 ほ

だ場の巡回を行い、防除に努め ま し ょ う 。

（田中 貴司）

◆葉たばこ

今月 は、総掻 きが 主 な作 業 と な り ま す 。 熟 度 を 重 視 し た 収

穫 に 努 め る と と も に 立 枯 病 の ク ジ リ 取 り 、 流 れ そ う な 合 葉 の

拾 い取 り 等 、 完全 収穫 を行い 品質向上 と 収量の確保 に努め ま

し ょ う 。

１ 総 掻 き は 、 未 熟 葉 の 収 穫 を 避 け 、 十 分 に 熟 度 を 進 め て 行 い 、

本 葉 の 最 上 位 葉 の 成 熟 を 確 認 し て 開 始 し ま し ょ う 。 成 熟 の 目 安 と

し て は 葉 色 で な く 、 葉 や 中 骨 が 以 下 の 状 態 に な っ て い る か 確 認 し

て く だ さ い 。

①葉が凸凹にな り葉先が枯れる。

② 中 骨 が 白 化 し て ミ ゾ が で き 、 ポ キ ッ と 明 音 が し て 折 れ や

す く な る。

２ 農 薬 は 農 薬 使 用 基 準 に 則 り 適 正 な 農 薬 使 用 に 努 め ま し ょ う 。

３ 残 幹 根 は 土 壌 中 の 菌 密 度 増 加 に つ な が り ま す の で 、 収 穫 終
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了後 、 早 期 に 除 去 し 、 ほ 地 外 へ 持 ち 出 し て 、 耕 種的 防 除 に 努 め て

く だ さ い 。

４ 異 物 ・ 異 臭 ・ 虫 害 発 生 防 止 の た め 、 定 期 的 な 確 認 と 作 業 場 の

清掃 を行 い 、 必 要の 無 い 物は 作業 場 ・ 貯 蔵場 所 に 置か な い よ う に

し ま し ょ う 。

ま た 、 早 期 買 入 に 向 け 、 水 分 ・ 異 物 ・ 虫 害 の 確 認 を 行 い、

出荷包の事前準備を行い ま し ょ う 。

(中 矢 恭 輔 )

内容の詳細について

７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

ハウスの土壌管理

ハ ウ ス で の 栽 培 作 物 の 収 量 ・ 品 質 を 引 き 上 げ る た め に は、

健 全 で 生 産 力 （ 地 力 ） の 高 い 土 づ く り が 必 要 で す 。 土 壌 診

断 に 基 づ い た 適 正 な 施 肥 を 行 う と と も に 、 有 機 物 の 施 用 や深

耕など、次作に向けた土壌管理に取 り 組み ま し ょ う 。

◆湛水に よ る土壌改善

ハ ウ ス 栽 培 で は 連 作 に よ り 各 種 養 分 が 過 剰 に 蓄 積 さ れ る こ と

が 知 ら れ て い ま すが、併せ て土壌 粒子の細粒化 等 に よ る 三相

分 布 （ 固 相 、 気 相 、 液 相 ） の バ ラ ン ス が 崩 れ 、 根 の 生 育 環

境 が 悪 く な っ て い る 事 例 も 見 受 け ら れ ま す 。 こ れ ら の 改 善 対

策 と し て 湛 水 は最 も 簡易 で 効 果的 な 方 法 で あ り 、 土 壌の 物理

性、化学性の改善が期待でき ま す。

処 理 方 法 は 、 ほ 場 に 湛 水 後 、 軽 く ロ ー タ リ ー 耕 を 行 い １ ヶ 月

程 度 湛 水 を 続け て く だ さ い 。 特 に 、 中 期 展 張ハ ウ ス 等 で は常

時 ビ ニ ル で 被 覆 さ れ て い る た め 、 土 壌 の 劣 悪 化 等 が 懸 念 さ

れ ま す の で 、 最 低 で も ２ 年 に １ 回 は 湛 水 を 行 う よ う に し て く だ

さ い。

◆土壌の深耕

根 が ス ム ー ズ に 生 育 す る た め に は 、 作 土 層 の 確 保 が 重 要 と

な り ま す 。 こ の た め、作土が浅い、排水が悪い、作土の下 に

硬 い 層 が あ る 等 の ほ 場 に つ い て は 、 深 耕 を 行 う 必 要 が あ り ま

す 。作土 層の厚 さ は ２ ０ ㌢ 以 上が望 ま し い た め、浅い ほ場で

は ロ ー タ リ ー を 深 目 に し て ゆ っ く り と 耕 耘 し ま す 。 場 合 に よ っ

て は 深 耕 ロ ー タ リ ー や プ ラ ウ 耕 に よ り 望 ま し い 作 土 層 を 確 保

し ます。

深耕は一度に深 く 耕 起す る と 下層の不良土が作土層に混入 し、

か え っ て生育不良 とな る場合があ るため、 ５ ㌢以下 に と ど め、

たい肥等の有機物を増施 して く だ さ い。

◆有機物の施用

土 づ く り の 基 本 と な る の が 、 た い 肥 等 の 有 機 物 の 投 入 と な り

ま す。たい肥等の有機物は、土壌の地力要因であ る化学性、

物 理 性 、 生 物 性 の 全 て に お い て 効 果 が 期 待 で き る 万 能 な 資

材 と言え ます。
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有 機物 の 施 用 効 果 は 化 学肥 料 等 に 比 べ る と 効 果 が 見 え に く く

緩 や か な た め 、 お ろ そ か に さ れ が ち で す が 、 人 間 の 健 康 管

理 と 同 様 に 、 日 頃 の 地 道 な 管 理 が 経 営 の 安 定 に つ な が る 近

道 と な り ま す 。 た い 肥 の 施 用 量 は 作 物 に よ っ て 異 な り ま す が、

完 熟 し た も の を 、 最 低 で も 定 植 １ ヶ 月 前 に は 投 入 し て お く こ と

が必要 とな り ま す。

ま た 近 年 、 稲 ワ ラ 等 を 施 用 す る ほ 場 が 減少 し て い ま す が 、 粗

大 有機物 で あ る 稲 ワ ラ は 、 土壌改 善効果が高いの で、 土づ く

り 資 材 と し て の 活用 を行 っ て く だ さ い。なお 、稲 ワ ラ施用 に つ

い て は 、 施 用 後 ３ ０ 日 間 は 腐 熟 す る 際 、 ほ 場 の 窒 素 を 取 り 込

む ため、 たい肥 と 同様 に 定植 １ ヶ 月 前 ま で に は投入す る よ う に

し て く だ さ い。

（ 郡 司 孝 幸 ）



有機物 輪　作 客土・深耕 湛　水 改良資材 化学肥料

養分供給 ● ● ● ● ●

養分の持続的供給 ● ● ● ● ●

緩衝能、pH等 ● ● ● ● ●

毒性物質の除去 ● ● ●

保水性、透水性、通気性 ● ● ●

易耕性 ● ● ●

耐食性（表土の流出抑制） ● ●

有機物分解・窒素固定等 ● ● ●

病原菌、害虫の抑制 ● ● ●

きゅうり ３～５ １～１.５ ３～６ ２～６ ３～５

ピーマン ３～５ １～１.５ ３～６ ２～６ ３～５

ナ    ス ３～５ １～１.５ ３～６ ２～６ ３～５

ト マ ト ３～５ １～１.５ ３～６ １～３ 1

メ ロ ン ３～５ １～１.５ ３～６ １～３ 施用をさける

イ チ ゴ ３～５ １～１.５ ３～６ １.５～３ 施用をさける

生
物
性

維持手段
地力要因

　地力要因と維持手段とのかかわりあい

化
学
性

物
理
性

堆肥・稲ワラ等の施用量の目安

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ｔ／１０ａ当たり）

　　　       種類
作物名

堆きゅう肥 稲ワラ バーク堆肥
牛糞オガ
クズ堆肥

豚糞オガ
クズ堆肥
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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

作 物 名 病 害 虫 名 発生量 発 生 状 況 と 防 除 対 策

早期水稲 穂いもち ※※ やや多 今年は梅雨入り後の降水量が多く、いもち病の発生が多いため注意報を
紋枯病 並 発表しています。葉いもちが発生している場合は、穂ばらみ期から穂揃期

の防除を確実に行います。
斑点米ｶﾒﾑｼ類※ 並 カメムシによる被害は、早期米の等級格下げの重要な要因です。穂揃い

期とその7～10日後の2回防除を徹底します。多発して防除後も残存虫が確
認される場合は、さらに追加防除を行います。

普通期水稲 葉いもち ※ 並 移植時に箱施薬をしていないほ場では、防除が手遅れにならないように
注意します。
今年はまだトビイロウンカの飛来は確認されていませんが、今後とも当

ウンカ・ヨコバ 並 センターの発生予察情報等に注意してください｡
イ類 コブノメイガは、飛来世代の次世代の発蛾最盛期に粒剤を施用するのが
コブノメイガ － 効果的です。
スクミリンゴガ やや多 スクミリンゴガイの生息数が多い場合は、捕殺するか粒剤の水面施薬を
イ 行います。

野菜・ アブラムシ類 並 アブラムシ類は、各種のウイルス病を媒介しますので育苗期から周辺の
工芸作物 寄主植物を含めて防除します。育苗施設は野外からの飛び込みを防ぐため

ハスモンヨトウ やや多 に、寒冷紗や防虫ネット等で被覆すると効果的です。
等チョウ目害虫 フェロモントラップによるハスモンヨトウの誘殺数が多く、注意が必要

※ です。ふ化直後に葉裏で集合して加害しますので、この時期の発見に努
め、若齢幼虫期に防除を行います。

ウリ類 黄化えそ病 － 媒介虫であるミナミキイロアザミウマの生息密度を抑制するため、定期
的に防除するとともに、ほ場周辺の除草に努めます。
本病と疑われる症状が発生した場合は、最寄りの農林振興局・西臼杵支

庁（農業改良普及センター）または当センターまで連絡をお願いします。

いちご 炭疽病 ※※ － 親株から採取した葉を検定した結果、過去6年間で最も高い発生であ
(親株) り、注意報を発表しています。親株における本病の検定に努め、感染が確

認されれば適切に処分するとともに、健全な親株への定期的な更新に努め
ます。

果樹全般 果樹カメムシ類 やや多 6月下旬のフェロモントラップによる誘殺数は、平年より多い傾向にあ
※ ります。成熟の早いナシ・ブドウ等の果樹類を集中して加害する恐れがあ

りますので、園内外を見回り、早期発見、早期防除に努めます。

カンキツ 黒点病 並 かいよう病は、発病した枝葉は可能な限り除去し、園外に持ち出し適切
(露地栽培) かいよう病 並 に処理します。また、台風接近時は、事前散布に努めます。

ﾐｶﾝﾊﾀﾞﾆ やや多 いずれも、生息密度が高くなると防除が困難になるので、早期発見・防
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 並 除に努めます。

茶 炭疽病 並 三番茶芽の萌芽期～１葉期に防除します。

ｶﾝｻﾞﾜﾊﾀﾞﾆ やや多 カンザワハダニ、チャノキイロアザミウマは、多発してからでは防除が
ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ やや多 困難になるので、早期発見・防除に努めます。
ﾁｬﾊﾏｷ やや多 チャノコカクモンハマキとチャハマキの防除適期は、初蛾最盛期の7～
ﾁｬﾉﾎｿｶﾞ 並 10日後で、両種の発蛾最盛期の差が10日以内であれば同時防除が可能で
ﾁｬﾉﾐﾄﾞﾘﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ 並 す。
ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 並 クワシロカイガラムシの防除適期は、幼虫ふ化最盛期です。時期を逸す
ｸﾜｼﾛｶｲｶﾞﾗﾑｼ やや少 ると防除効果が低くなりますので、ふ化状況を確認してから薬剤散布を行

います。

１）｢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。
２）※については防除情報、※※は注意報を発表していますので、詳しくはホームページをご覧ください。

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。


