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【 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 30 40 30

降水量 九州南部 20 40 40

日照時間 九州南部 40 40 20

【 概 要 】
平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。

期間の前半は気温の変動が大きい見込みです。２週目はかなり低くなる可能性
があります。
向こう１か月の降水量は、平年並または多い確率ともに４０％です。日照時間
は、平年並または少ない確率ともに４０％です。
<1 週目の予報> １２月 ３日（土）～ １２月 ９日（金）
天気は、数日の周期で変わり、３日と期間の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６０％です。
<2 週目の予報> １２月１０日（土）～ １２月１６日（金）
天気は、冬型の気圧配置となりやすく、平年と同様に九州南部では晴れの日が
多いでしょう。気温は、低い確率６０％です。
<3 週目から 4 週目の予報> １２月１７日（土）～１２月３０日（金）
天気は、数日の周期で変わり、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。
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普通作物

◆早期水稲

１ 土づ く り

土 づ く り は 、 気 象 災 害 に 強 く 品 質 の 良 い 米 づ く り の 第 一 歩

で す。近年は自給飼料 と し て 稲わ ら が収集 され、その後 に た

い 肥 を 施 用 し な い ケ ー ス が 多 く 、 こ の た め 有 機 質 不 足 に よ り

地力が低下 し て き てい ます。

た い 肥 の 施 用 に つ い て は 、 前 作 物 や 土 壌 条 件 で も 異 な り

ま す が 、 牛 ふ ん た い 肥 の 場 合 は １ ０ ㌃ 当 た り １ ｔ 程 度 投 入 し ま

す 。 ケ イ 酸 質 資 材 の 投 入 は 稲 の 葉 茎 を 硬 く し 、 受 光 体 勢 を

良 く し た り 、倒伏やい も ち病 に も強 く な る効果があ り ま す。

プ ラ ウ 耕 は作 土 層 を 深 く す る 他 に 、防 除の難 し い 多年 生雑

草 の 塊 茎 （ イ モ ） を 厳 寒 期 の 低 温 や乾 燥 に さ ら す こ と で 死 滅

させ る効果 もあ り ま す。

深耕に努め根域を １ ５ ㌢以上確保し ま し ょ う 。

２ 種子の準備

自家採種 し た種子は異品種の混入や、い も ち 病、 イ ネ シ ン

ガ レ セ ン チ ュ ウ な ど 種 子 伝 染 性 病 害 虫 の 発 生 の 恐 れ が あ る

ので、更新し ま し ょ う 。

３ 害虫防除

ス ク ミ リ ン ゴ ガ イ 対 策 と し て 、 冬 場 に ロ ー タ リ ー 耕 を 行 う こ

と で 、 地 中 の 貝 を 破 砕 し た り 、 低 温 に よ る 凍 死 で 密 度 低 下 を

図 る こ と が で き ま す 。 発 生 ほ 場 では ロ ー タ リ ー 爪 の 回 転 数 を

上げて低速で耕 うん し ま す。

◆麦類

１ 播種

平坦地で の播 種の適 期は １ １ 月 下 旬 か ら １ ２ 月 上 旬 で すが、

適期か ら １ ０ 日 遅れ る ご と に 播種量 を地区基準の １ 割 増 量 し て、

穂 数 を 確 保 し ま す 。 発 芽 や そ の 後 の 生 育 で 湿 害 を 受 け な い

よ う 、作溝 し て排水対策に努めま し ょ う 。

（鎌田 博人）
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施設野菜

◆共通事項

暖房用燃料の節減対策は万全で し ょ う か ？

す で に 暖 房 機 の 点 検 や ハ ウ ス サ イ ド の 高 保 温 性 資 材 の 設

置 な ど の 対 策 は 取 ら れ て い る と 思 い ま す が 、 暖 房 機 や 自 動

開 閉 装 置 の 設 定 温 度 と 実 際 の 管 理 温 度 に 差 が な い か 、 今 一

度 確 認 し ま し ょ う 。 ま た 、 内 張 ビ ニ ル の つ な ぎ 目 に 隙 間 が あ

る と、暖房効率が大き く 低下 し ますので、注意 し ま し ょ う 。

か ん 水 は 、 晴 天 時 の 午 前 中 に 行 い 、 地 温 低 下 を 防 ぎ ま す。

◆ き ゅ う り

促成 き ゅ う り の 摘 心 栽 培 で は 、 子 づ る ～孫 づ る 、 つ る 下 ろ

し栽培では主枝 となる子づ るの収穫期 とな り ま す。

ハ ウ ス 内の温度管理は全作型 と も に 、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。

摘心 栽培では採光・通風 を良 く す る た め に 、孫 づ る ま では

規 則 的 に 摘芯 し 、ひ 孫以 降は成長点 を ２ ～ ３ 本 確 保 し なが ら、

込 み 合 っ た 場 所 の 枝 を 中 心 に 整 理 し ま す 。 追 肥 は 、 １ ０ ㌃ 当

た り 窒素成分で、月に ５ ～ ６ ㌔ をかん水時に施用 し ます。

つ る 下 ろ し 栽 培 で も 着 果 が 安定 し て き た ら 、 ハ ウ ス 内 湿 度

を 確 保す る た め に 、午前中はで き る だ け内 張 り ビ ニ ル の開閉

に よ る湿度調節を行い ま す。

追肥は、摘芯栽培 と同様に行い ます。

◆ ピー マ ン

促 成 ピ ー マ ン は 収 穫 に 合 わ せ 、 フ ト コ ロ 及 び 側 枝 の 整 理

を 行 い ま し ょ う 。 低 位 節 か ら 発 生 し て い る 徒 長 枝 は 根 元 か ら

除去 し ます。

第 ３ ～ ４ 分 枝 の フ ト コ ロ 枝 は 、 収 穫 が 終 わ っ た ら 適 宜 切 り

戻 し ま す 。 第 ５ 分 枝 以 降 の 側 枝 に つ い て は ２ ～ ３ 節 で 摘 芯 を

行い ます。

追 肥 は 、 ２ 月 ま で は 月 に １ ０ ㌃ 当 た り 窒 素 成 分 で ３ ～ ４ ㌔ ず

つ 行 い ま す 。 ハ ウ ス 内 の 温 度 は 、 午 前 中 ２ ６ ～ ２ ８ 度 、 午 後

は ２ ４ ～ ２ ６ 度 と し 、夜間は １ ８ 度 と し ま す。
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◆ ト マ ト

促 成 の 丸 ト マ ト 、 ミ ニ ト マ ト と も に 収 穫 時 期 と な り ま す 。 追

肥は、開花段 ご と に １ ０ ㌃ 当 た り 窒 素成分 で １ ㌔ を 目 安 に 行 い

ま す 。 ハ ウ ス 内の温度は、午前中 ２ ６ ～ ２ ８ 度 、 午後 ２ ３ ～ ２ ５

度 、 夜 間 １ ０ ～ １ ２ 度 と し ま す。 ミ ニ ト マ ト は こ れ よ り １ ～ ２ 度 高

め に管理 し ます。

◆いち ご

い ち ご は 、 頂 花 房 の 収 穫 と 第 １ 腋 花 房 （ ２ 番 果 ） の 肥 大 期

と な り ま す 。 着 果 負 担 も 大 き く 、 草 勢 が 低 下 す る と 第 ２ 次 腋

花 房 （ ３ 番 果 ） 以 降 の 収 量 、 品 質 に 影 響 す る た め 、 遅 れ な

い よ う 追 肥 を 行 い ま す 。 追肥は、液肥 を主体 に、月 に窒素

成 分 で １ ０ ㌃ 当 た り ２ ～ ３ ㌔ を 施 用 し ま す 。 ハ ウ ス 内 の温 度は、

午 前 ２ ５ ～ ２ ８ 度 、 午 後 ２ ０ ～ ２ ５ 度 、 夜 間 ５ ～ ８ 度 を 目 標 に 管

理 し ます。

（郡司 孝幸）

葉茎菜類及びいも類

◆ア スパ ラ ガ ス

地上部 を刈 り 取 る 時 期 で す。刈 り 取 り は 茎葉が完全 に黄化

し た後が望 ま し く 、 おおむね １ ２ 月 下旬が適期にな り ま す。

し か し 、 下 旬 か ら １ 月 上 旬 に か け 、 株は 休 眠 か ら 覚 め て 萌

芽 で き る 状 態 に な る の で 、 早 出 し を ね ら う 場 合 は 、 中 旬 ま で

に刈 り取 り を終 え ま し ょ う 。

◆ごぼ う

ト ン ネ ル 栽 培 は 上 旬 に は 播 種 を 終 え ま し ょ う 。 発 芽 適 温は

２ ０ ～ ２ ５ 度 で 、 ３ ０ 度 以 上 で は 発 芽 率 が 低 下 し ま す 。 そ の た

め 、 高 温 に な る と き に は 換 気 が 必 要 で す 。 特 に ト ン ネ ル ビ ニ

ル が 新品 の 場 合 は 、高 温 に な り や す い の で 注 意 し ま し ょ う 。

◆に ら

促 成 栽 培 の 収 穫 期 で す 。 無 加 温 栽 培 で は 、 過 湿 に よ る 白

斑 病 の 発 生 や 凍 害 に よ る 葉 先 の ヤ ケ が 心 配 さ れ ま す 。 白 斑

葉 枯 病 の 予 防 的 な 防 除 を 行 い 、 発 生 源 と な る 残 渣 を ハ ウ ス

外 に 持 ち 出 す と と も に 、 除 湿 保 温 に 気 を 配 り ま し ょ う 。 加 温
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栽培では、最低夜温 を ５ 度 に設定 し ま すが、刈 り 取 り 後 ３ ～ ４

日 だ け は 、 １ ０ 度 に 設 定 に す る と 、 萌 芽 が 早 く 、 丈 夫 な 株 に

な り ま す。

◆ レ タ ス

ポ リ な ど の ト ン ネ ル の 必 要 な 時 期 を 迎 え ま す 。 レ タ ス の 生

育 適 温 は １ ５ 度 か ら ２ ０ 度 で す 。 ト ン ネ ル の 開 閉 は こ の 温 度 に

合 わ せ て 行 い ま す 。 た だ し 、 規 模が 大 き く て ト ン ネ ル の 開 閉

が 労 力 的 に 無 理 な と き は 、 不 織 布 等 の べ た 掛 け 資 材 を レ タ

ス に か ぶ せ た 上 で 、 ト ン ネ ル の 裾 を 常 時 す か し て お く 方 法 も

可 能 で す 。 た だ し 、 特 に 冷 え る 夜 に は 裾 を 閉 め る こ と が 必 要

です。

（河野健次郎）

果樹

１ 常 緑果樹

◆露地柑橘の害虫防除

今年は秋季 の高温 に よ り 、 か ん き つ類のハダ ニが平年 よ り

も 多 く な っ て い ま す 。 ハ ダ ニ や カ イ ガ ラ ム シ 類 の 越 冬 虫 数 を

減 ら す た め 、 マ シ ン 油 乳 剤 を 散 布 し ま し ょ う 。 こ の 剤 は 、 虫

が呼吸す る気門 を塞 ぐ こ と で 殺虫 す る の で、効果の低下が見

ら れ ま せ ん 。 枝 や 葉 に 十 分 な 量 を 散 布 し て く だ さ い 。 な お、

樹 勢が弱 っ た樹 には冬の散布は避け、 ３ 月 上旬頃 に散布 し ま

す。

◆完熟 きんかん

１ 月 中 旬 か ら は 、 完 熟 き ん か ん の 収 穫 が 始 ま り ま す 。 今 年

は 、 秋 季 の 高 温 と 多 雨 に よ り 、 果 皮 が 弱 く な っ て い ま す 。 こ

れ か ら の 高 温 と 高 湿 度 は 、 水 ぐ さ れ 症 や 裂 皮 の 発 生 を 助 長

し ま す の で 、 昼 間 の 温 度 は １ ５ 度 程 度 を 目 安 に 管 理 し 、 早 朝

の換気に よ り 、施設内湿度を低 く 維持 し ま し ょ う 。

◆マ ン ゴー

最 初 に 出 て く る 花 芽 は 、 分 化 が 不 十 分 な た め 、 花 と 共 に

葉 も 着 生 し ま す 。 芽が 小 さ い う ち に 葉 を 切 り 落 と し ま し ょ う 。

１ か ら ２ 割 の 花 穂 で 開 花 が 始 ま っ た ら 、 受 粉 用 の ハ チ を 導 入

し ま す 。 曇 り や 雨 の日が多い と 、 温度が足 り ず に ハ チ の飛び

が 悪 く な る だ け で な く 、 葯 (花 粉 の 入 っ た 袋 )が 開 か ず に 花 粉
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が出 て こ な い の で 、 結果不 良や ミ ニ マ ン ゴー発 生の原因 と な

り ま す 。 昼 間 は ２ ５ 度 以 上 に 温 度 を 上 げ て 、 ハ チ の 活 動 と 開

葯 を促進 し ま し ょ う 。

２ 落 葉果樹

◆元肥の施用

落 葉 果 樹 は 、 か ん き つ 類 な ど の 常 緑 果 樹 と 違 い 根 の 活 動

が 始 ま る の は ２ 月 上 旬 頃 と 早 い 傾 向 に あ り ま す 。 こ の た め、

な し、 く り 、か きな どは年内に元肥を施用 し ま し ょ う 。

◆ く り の剪定

剪 定 は 落 葉 後 に 行 い ま す 。 主 枝 を ２ ～ ３ 本 に し て 、 １ つ の

主 枝 に 亜 主 枝 を ２ ～ ４ 本 程 度 確 保 し ま す 。 樹 高 が ３ ． ５ ㍍ 以

下 になる よ う 主幹部の切 り 下げを早い時期に行い ます。

大 玉 多 収 生 産 の た め に は 、 太 さ ８ ㍉ 以 上 、 長 さ ５ ０ ㌢ 以 上 の

結果母枝を １ ㎡ 当 た り ５ 本程度 になる よ う に整理 し ま す。

３ 果 樹園共通

◆石灰の施用

土 の 酸 性 化 は 肥 料 の 吸 収 や 根 の 生 育 を 阻 害 し て 、 樹 勢 低

下 を 招 き ま す 。 土 壌 分 析 を 行 い 、 酸 性 の 場 合 は 石 灰 質 資 材

で調整 し ま し ょ う 。

（山口和典）

花き

◆花 き全般

１ １ 月 は 曇 雨 天 や 高 夜 温 が 続 い た た め 、 さ ま ざ ま な 生 育 障

害 が 発 生 し 、 栽 培 管 理 が 難 し い 月 で し た 。 １ ２ 月 前 半 も 気 温

が高 く な る 可能性が あ り ま すの で、昼間の換気の徹底や病害

発生に備え、定期的な予防散布等を実施 し て く だ さ い。

◆電照ギ ク

品 種 、 作型 、 生育 ス テ ー ジ に あ っ た 温 度 管 理 を し っ か り と

行 っ て 、 品 質 の 高 い キ ク 生 産 に 努 め ま し ょ う 。 県 総 合 農 試 選

抜 「 神 馬 ６ ６ -４ 」 の 基本 的 な栽 培管 理は「神馬 ２ 号 」 と 同 じ

に な り ま す 。 「 神 馬 」 系 統 は 電 照 期 間 中 に １ ０ 度 以 下 の 低 温

に 遭 遇 す る と 開 花 遅 延 を 起 こ し や す い 品 種 で す。 消 灯 ま で は
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夜 間 の 温 度 を １ ３ 度 （ 実 温 ） で 管 理 す る 必 要 が あ り ま す 。 低

温 に 遭 遇 し た 場 合 は 、 消 灯 ２ 週 間 前 か ら の 夜 温 １ ５ 度 で 予 備

加 温 を行 っ て く だ さ い。 消 灯 後は １ ８ 時 か ら １ 時 ま で は １ ５ 度 、

１ 時 以降は １ ２ 度 の変温管理を行 う と 大幅 には開花が遅れず、

暖房 コ ス ト の削減が可能です。

◆ス イー ト ピ ー

本年は １ ０ ～ １ １ 月 の 曇雨天、高 夜温 に よ る 落蕾・落 花、高

温 に よ る 生 長点異常等が発生 し 、例年 よ り も 出 荷が遅れ てい

ま す。生育が不安定 と な っ て い る ほ場 も多 いの で、ほ場条件

や 品 種 を 考 慮 し 、 つ る 下 げ や 腋 芽 の 除 去 、 葉 面 散 布 の 活 用

に よ っ て 草 勢 管 理 を 行 い 、 本 格 的 な 出 荷 に 備 え ま し ょ う 。 ま

た 、 花 シ ミ や 灰 色 か び 病 を 防 止 す る た め に 、 微 生 物 農 薬 の

活用や暖房制御装置の効果的な活用を行い ま し ょ う 。

◆デル フ ィ ニ ュ ウム ・ エ ラ ー タ ム系

収 穫 前 か ら ２ 番 花 の 抽 だ い が 始 ま っ て い る 株 も あ り ま す の

で 、 出荷計 画 に あわせ た温 度・ 肥培 管理 を行 っ て く だ さ い。

１ 番 花 出荷 終了 後の夜 温管 理は、 ロゼ ッ ト を 回 避 し て １ ～ ２ 月

に 出 荷 を 行 う 作 型 で は 抽 だ い ま で １ ５ 度 、 ロ ゼ ッ ト を 打 破 し て

３ ～ ４ 月 に 出 荷 を 行 う 作 型 で は 一 定 期 間 低 温 で ロ ゼ ッ ト を 打

破 し た 後、 １ ０ ～ １ ５ 度 で 加 温 を 行 っ て く だ さ い 。 さ ら に 電 照 を

行 う 必 要 も あ り ま す の で 、 地 域 の 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー に 相

談 し ま し ょ う 。

◆ホオズキ

早 い 地 域 で は １ 月 か ら 植 え 付 け が 始 ま り ま す 。 ほ 場 の 消 毒

や、親株の地下茎の堀上・調整な ど準備を始めて く だ さ い。

特 に 白絹 病 等の 立 ち 枯れ 性病や ネ コ ブ セ ン チ ュ ウ が発生 し た

ほ 場 は 充 分 な 土 壌 消 毒 を 実 施 し 、 植 え 付 け る 地 下 茎 の 選 別

・消毒を十分に行 っ て く だ さ い。

◆ ラ ナ ンキ ュ ラ ス

内 ビ ニールの開 閉 を し っ か り 行 い、 昼間は換気 を徹底 し て

品 質 の 向 上 に 努 め ま し ょ う 。 ハ ウ ス 内 の 気 温 を 下 げ す ぎ る と

生 育が停滞 し 、 収量が あが ら な いの で １ ５ ～ ２ ０ 度 を 目 標 に 温

度 管 理 を 行 い ま し ょ う 。 １ 番 花 の 収 穫 が 始 ま る と 草 勢 が 低 下

す る ケー スが見 られ ま す の で、 硝酸 態 チ ッ ソ の 割合の多 い液
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肥 を適宜施用 し て草勢の維持 を図 り 、 安定的な採花 を行い ま

し ょ う 。

（中村 広）

畜産・飼料作物

冬 場 に 入 り 、 朝 夕 の 気 温 が 急 激 に 低 下 す る 時 期 で す 。 寒

さ や 温 度 変 化 は 家 畜 の 生 産 性 を 低 下 さ せ ま す の で 、 防 寒 対

策 を し っ か り 行 い ま し ょ う 。 特 に 子 牛 ・ 子 豚 な ど の 幼 畜 は 寒

さ に 弱 い の で 、 隙 間 風 が 直 接 当 た ら な い よ う に す る と と も に 、

必要に応じ て加温施設を設置 し ます。

冬 場は 換気不足 に な り が ち で す 。 牛 舎内 に ア ン モ ニ ア ガ ス

な ど が充満す る と 、 家畜の生産性が急激 に落 ち る 原因 に も な

り ま す の で、 気温の上がる 日中 に畜舎 カーテ ン を 開け、換気

扇 や フ ァ ン を 回 す な ど こ ま め な 換 気 を 行 い ま し ょ う 。 床 が 乾

燥 し す ぎ る と 、 ま い あが っ た埃や 塵 を 家畜が吸い込み呼吸器

疾 患 を 発 生 し や す く な り ま す の で 、 極 細 か な 霧 を 噴 霧 す る な

ど程度な湿度を保つ よ う に心がけて く だ さ い。

冬場の牧草は、硝酸態 を比較的多 く 含む も のが あ り ま す。

特 に 緑 が 濃 い も の は 要 注 意 で す 。 家 畜 が 硝 酸 塩 中 毒 に な ら

な い よ う に 、 普 及 セ ン タ ー で 事 前 に チ ェ ッ ク し 、 安 全 を 確 認

し た上で給与する よ う に し て く だ さ い。

こ こ 数 年 、 国 内 に お い て 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ の 発 生 が 見 ら れ

ま す 。 本 県 に お い て も 今 年 初 め に 高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ

が 発 生 し 、県 内 の畜 産 に 大 き な打 撃 を 及ぼ し た と こ ろ で す。

鶏 舎 や 農 場 内 の 石 灰 散 布 と 、 防 鳥 ネ ッ ト の 点 検 ・ 補 修 を 徹

底 し 、 野 鳥 や野 生 動 物 の 侵 入 を 防 ぎ ま す 。 ウ イ ル ス は ヒ ト や

車 両 か ら も 侵 入 す る の で 、 農 場 内 へ の 出 入 り 時 に は 衣 服 の

着 替 え や 、 車 両 の 消 毒 を 必 ず 行 い ま す 。 沢 水 や 井 戸 水 を 利

用 し て い る 農 場 で は 、 定 期 的 に 水 質 検 査 を 実 施 し 、 塩 素 剤

な どで消毒 し ま し ょ う 。

（須﨑 哲也）
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特用作物

◆茶

１ 越冬芽の凍害対策

越 冬 芽 に つ い て は 、 整 枝 後 の 高 温 傾 向 に よ り 、 遅 れ 芽 や

再 萠 芽 が 見 ら れ 、 一 部 寒 害 が 見 ら れ ま す 。 今 後 、 耐 寒 性 が

徐 々 に 獲 得 さ れ ま す が 、 急 激 な 低 温 も 予 想 さ れ ま す の で、

被 害 を 受 け や す い 早 生 品 種 や 中 切 り 園 を 中 心 に 凍 害 （ 芽 つ

ぶれ）発生に注意が必要です。

防 霜 フ ァ ン や ス プ リ ン ク ラ ー を 利 用 し た 防 寒 対 策 の 温 度 設

定は １ ２ 月 は ０ 度 で すが、 セ ン サーの温度 チ ェ ッ ク と 越 冬芽の

耐寒性を確認 しなが ら実施 し ま す。

２ 越冬 ダ ニ防除

春 先 に 急 激 に 増 殖 し 、 一 番 茶 芽 へ の 影 響 が 大 き い カ ン ザ

ワ ハ ダ ニ は 、 冬 期 で も 産 卵 や 幼 虫 ふ 化 が 見 ら れ る た め 、 越

冬 前 後 の 防 除 に よ る 密 度 低 下 が 重 要 な ポ イ ン ト に な り ま す。

防 除 の 際 は 、 裾 部 や 葉 裏 へ の 散 布 状 況 を 確 認 し な が ら、

防除基準を遵守 し、散布 して く だ さ い。

３ 新改植園の準備

新 植 園 の 枯 死 や 生 育 不 良 園 と な る の は 、 浅 植 え に よ る 乾

燥 や 除 草 、 病 害 虫 防 除 等 の 管 理 不 足 、 凍 寒 害 の 影 響 の他、

土 壌 の ア ル カ リ 性 が 高 い 場 合 や 排 水 の 悪 い ほ 場 が 原 因 と 思

われます。

品 種 、 ほ 場 の 選 定 と あ わ せ て 土 壌 の 物 理 性 、 化 学 性 の 改

善 を図 る た め、土 壌調 査 を実施 し 、適 正な施肥 に努め て く だ

さ い。

茶 の 有 効 土 層は ６ ０ ㌢ で す が 、 細 根 （ 白 色 根 ）は １ ㍍ 程 度

伸び る と 言われ て い ま す 。 こ の た め、 少な く と も ６ ０ ㌢ 、 で き

れば １ ㍍以上の深耕、天地返 しな ど混層改良を行い ます。

（岩切健二）

◆ しいたけ

１ 原木の玉切 り

原 木 伐 採 後 、 １ ～ ２ ヶ 月 程 度 の 葉 枯 ら し 乾 燥 が 済 ん だ ら 玉

切 り 作 業 を 行 い ま す 。 玉 切 り の 適 期 は 、 ① 若 木 で は 、 木 口

面 に 半 径 の ３ 分 の ２ 程 度 、 老 齢 木 では 樹 皮 近 く ま で ひび割れ
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が 入 っ た と き ② 小 枝 を 折 り 曲 げ る と サ サ ク レ 状 に 折 れ る と き

③小枝の内樹皮が褐色に変わる と き と され てい ます。

２ 植菌

玉 切 り 後 は 、 害 菌 や 害 虫 の 侵 入 防 止 の た め 早 め に 植 菌 を

行 い ま す 。困難な場合 には、 原木 を直 に 地面 に置かない よ う

に 集 積 し 、 笠 木 等 で 覆 い 、 直 射 日 光 と 乾 燥 を 防 ぎ な が ら、

植菌 までの間適切に管理し ます。

種 菌 の 種 類 は 、 種 駒 、 成 型 駒 な ど が あ り ま す の で そ れ ぞ

れ の 種 菌 の 性 質 を 理 解 し 、 栽 培 条 件 や 栽 培 目 的 に 合 っ た 品

種を選定 し ます。

植菌数は末口直径（㎝） の ２ 倍 以上 と さ れ て お り 、 間隔は

縦 に 長 く 、 横 に 短 く し 、 千 鳥 状 に 行 い ま す 。 原 木 の 太 さ に よ

っ て 数 を 増 や し た り 、 樹 皮 に 傷 が あ る 場 合 や 枝 の 切 り 口 が あ

る 場 合 に は 周 囲 に 余 分 に 植 菌 し て 、 害 菌 の 侵 入 を防 ぎ ま し ょ

う 。

（田中 貴司）

◆葉たばこ

本 年 も 、 品 質 ・ 収 量 の 安 定 化 に 向 け て の 取 り 組 み に 努 め

ていただ き、あ りが と う ござ い ま した。

今月 も来年作に向けての準備が主な作業 とな り ま す。

１ 病 原 菌 密 度 の 低 減 と 土 壌 消 毒剤 の 効 果 促 進 を図 る た め

に 、 ロ ー タ リ ー を 用 い た 冬 期 耕 う ん を 最 低 ３ 回 以 上 は行 い

ま し ょ う 。

２ 土 壌 消 毒 を 実 施 す る 際 に は 、 農 薬 使 用 基 準 に 沿 っ て 薬

害、公害のない よ う 最大の注意をは ら い ま し ょ う 。

ま た 、 ピ ク リ ン 剤 で 全 面 消 毒 を 実 施 す る 場 合 は 植 付 ３ ヶ 月

前 ま で と し 、 特 に 本 年 作 に グ レ ー 葉 が 生 出 し た ほ 地 で は

使用時期 と使用量に十分注意 し ま し ょ う 。

３ 練 り 畦 防 止 の た め に 、 土壌 水 分の 良 い時 期 に施 肥 畦立

等 を行 い ま し ょ う 。 ま た 、病害 の耕種的防除 と 除塩対策 の

ために、溝堀機等を用いて排水溝を完備 し ま し ょ う 。

４ 異 物 ・ 異 臭 ・ 虫 害 防 止 の た め に 作 業 場 お よ び 貯 蔵 庫

の清掃を徹底 し ま し ょ う 。

(中 矢恭輔 )
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内容の詳細について

１２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

う り 類 の 黄 化 え そ 病 （ Ｍ Ｙ Ｓ Ｖ ） の 発 生 が 急 激 に 増 え て い ま

す。

適切な準備 と対策 を ！ ！

◆はじめに

こ の 病気 は ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ が媒介す る ウ イ ル ス に よ

る も の で 、 う り 科 作物 に 感 染 し 、 特 に き ゅ う り や メ ロ ン で は、

感 染 し た株の 葉は枯れ、場合 に よ っ ては果実 を奇形 に す る た

め 、 栽 培 初 期 に 感 染 す る と 収 量 が 著 し く 低 下 す る こ と に な り 、

き ゅ う り や メ ロ ン 産 地 に 大 き な 被 害 を 及 ぼ す 恐 れが あ り ま す。

こ の 事 態 に 県 で は 、 今 年 １ ０ 月 に 「 病 害 虫 発 生 予 察 注 意

報 」 を 発 表 し 、 県 民 に 広 く 注 意 を 呼 びか け て い る と こ ろ で す。

ウ イ ル ス の 地 域 で の 拡 散 防 止 と ほ 場 で の 感 染 拡 大 を 防 ぐ

ため、適切な準備 と対策 を行い ま し ょ う 。

◆対策の基本は「入れない、増やさない、出さない」

①「入れない」対策

防 虫 ネ ッ ト や 近 紫 外 線 除 去 フ ィ ル ム 、 光 反 射 マ ル チ な ど
を 利 用 し て 、 育 苗 段 階 を 含 め ウ イ ル ス を 持 っ た ミ ナ ミ キ イ
ロ ア ザ ミ ウ マ が ほ 場 に 侵 入 す る 数 を で き る だ け 減 ら し ま す。
ほ場の中や周囲 に雑草が あ る と 、 そ こ が ウ イ ル ス の伝染

源 に な る 恐れが あ る た め、可能な限 り 除 草 し ま す 。特 に、
ハ ウ ス サ イ ド の 保 温 ビ ニ ル の 間 や 暖 房 機 等 の 機 材 の 下 は
見逃 しが ちなので要注意です。

ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ の 初 期 防 除 を 徹 底 す る た め 、 育
苗時及び定植時の粒剤の使用も効果的です。
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②「増や さ ない」対策

ウ イ ル ス に 感染 し た場合、その株が伝染源 に な る た め、
早 急 に 抜 根 し な ければな り ま せ ん。 感 染 し た株 を 早 く 発 見
し て 抜 根 す る と 、 数株 の発生 で終息 す る こ と が あ る 一方 で、
感 染 株 を 放 置 し た た め に 数 百 株 単 位 で 発 生 し 、 改 植 を 余
儀な く され る事例 もあ り ま す。

ま た 、 ウ イ ル ス が ま ん 延 し な い よ う に 、 ウ イ ル ス を 媒 介
す る ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ を 適 切 に 防除 す る こ と も 必 要 で
す 。 薬 剤 に よ る 防 除 を 行 う 場 合 は 、 ７ 日 間 隔 の ３ 回 散 布 を
徹 底 し ま し ょ う 。 使 用 す る 薬剤 に つ い て は、 薬 剤 の 効果が
地 区 に よ っ て 異 な る た め 、 地 区 の 最 新 の 防 除 暦 を 確 認 し
選択 し ま し ょ う 。

た だ し 、 ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ は 農 薬 に 強 い た め 、 化
学 農 薬 だ け で な く 、 微 生 物 や 天 敵 、 粘 着 版 等 を 活 用 し た
総合的な防除対策を行 う 必要があ り ま す。

③「出さ ない」対策

次作や近 隣のほ場 に伝染す る こ と を 防 ぐ た め に 、ほ場か
ら 出 さ な い 対 策 も 重 要 で す 。 栽 培 終 了 時 に 施 設 を 閉 め 込
ん で 太 陽 熱 で 殺 虫 し た り 、 残 さ を 適 切 に 処 分 し て ウ イ ル ス
がほ場の外に出ない よ う に し ま し ょ う 。

◆おわ り に

キ ュ ウ リ 黄 化 え そ 病の 蔓 延 防 止 の た め には 、 い ろ い ろ な手

段を組み合わせた対策が必要になります。確実な 防除効果

が出る準備と対策を実施しましょう。

（生産環境担当）
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１２月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

施設果菜類 病害一般 － 暖房経費低減のため、ハウスを多層被覆にしているところでは、施
設内が多湿になりやすく病害の発生が助長されるので、換気や早朝加
温など適切な温湿度管理に努めます。

ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ類 並 タバココナジラミ類は、低密度でもトマト黄化葉巻病やウリ類退緑
黄化病などのウイルス病を媒介します。また、効果のある薬剤が少な
いため、早期発見・早期防除に努めます。

冬春きゅうり べと病 やや多 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初期防除を徹底します。

うどんこ病 やや少 うどんこ病は乾燥時に多発するので、ほ場内が過乾燥にならない
ように管理します。

褐斑病 並 褐斑病の発生は平年並ですが、べと病、うどんこ病の発病後に激
発することがあるので注意が必要です。

黄化えそ病 － キュウリ黄化えそ病(MYSV)の発生が施設栽培等で確認され、今後感
（MYSV） 染の拡大が懸念されることから厳重な警戒が必要です。発病株を確認

した場合は直ちに抜き取り適切に処分するとともに、本病を媒介する
ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 並 ミナミキイロアザミウマの防除を徹底します。

病害虫全般 ウイルス病を媒介するコナジラミ類やミナミキイロアザミウマに対
(改植時の留 － しては、前作のきゅうりを抜根する前の防除を徹底するとともに、抜
意点) 根後は少なくとも20日間蒸し込みます。

また、前作に褐斑病などの発生があった場合には、後作きゅうりの
定植後直ちに予防防除し、感染を防ぎます。

斑点病 やや多 うどんこ病を除く病気の発生が多くなっています。多湿条件で発生
冬春ピーマン しやすいので、ハウス内の温湿度管理、排水対策等を徹底します。

うどんこ病 並 一方、うどんこ病は乾燥時に多発するので、施設内が過乾燥になら
ないように注意します。

菌核病 やや多 いずれの病害も、予防・初期防除を徹底し、罹病した枝葉は感染源
となるので発見したら直ちに除去し、ほ場外に持ち出します。

黒枯病 前年、前々年
より多い

アザミウマ類 やや多 多発してからでは防除効果が低くなるので、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 青枯病の発生がやや多い状況です。発病株を確認した場合は、隣接
する株も含め速やかに抜き取り、圃場外に持ち出し適切に処分します。

青枯病 やや多 トマト黄化葉巻病の発病株は伝染源になるので、必ず株全体を抜き
取り土中に埋めるか、ビニル袋に入れて枯れるまで密閉します。本病

ﾄﾏﾄ黄化葉巻 前年、前々年 を媒介するタバココナジラミ類の早期発見・防除に努めるとともに、
病（TYLCV） より多い 施設内に黄色粘着トラップ等を設置し密度を抑制します。

冬春いちご うどんこ病 やや多 うどんこ病は予防に重点をおき、また、罹病葉・果実は伝染源とな
るので速やかに除去します。

炭疽病 やや多 炭疽病の発生がやや多い状況です。発病した株は早期に除去し、新
たな感染を防止します。

ﾊﾀﾞﾆ類 やや多 寄生数が増加してからの防除は難しくなるので、低密度時に防除を
徹底します。なお、薬剤感受性が低下しやすいので同一系統薬剤の連

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 並 用は避けます。

かんきつ類 ﾐｶﾝﾊﾀﾞﾆ やや多 冬季のマシン油乳剤の散布は、薬剤感受性の低下には影響がなく、
(露地栽培) また、カイガラムシ類との同時防除が可能であるので、樹勢等をみな

がら実施します。

茶 ｶﾝｻﾞﾜﾊﾀﾞﾆ やや少 冬季のマシン油乳剤の散布が効果的です。

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）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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