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『今 月 の 天 候 と 農 作 業』

通巻第５５３０号
４ 月 号

平成２３年４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 40 40 20

降水量 九州南部 50 30 20

日照時間 九州南部 20 30 50

【 概 要 】
天気は数日の周期で変わるでしょう。平年に比べ晴れの日が多い見込みです。
平均気温は平年並または低い確率ともに４０％、降水量は、少ない確率が５０％です。

日照時間は、多い確率が５０％です。
<1 週目の予報> ４月 ２日（土）～ ４月 ８日（金）
向こう１週間は、期間の前半は気圧の谷の影響で曇りの日が多く、雨の降る所があるでし
ょう。後半は高気圧に覆われて晴れる日が多いでしょう。
（詳しくは週間天気予報をご利用ください。）
気温は、１週目は、九州南部で低い確率が７０％、奄美地方で低い確率が８０％です。
<2 週目の予報> ４月 ９日（土）～ ４月１５日（金）
天気は数日の周期で変わるでしょう。平年に比べて晴れの日が多い見込みです。
<3 週目から 4 週目の予報> ４月１６日（土）～ ４月２９日（金）
天気は数日の周期で変わるでしょう。九州南部は平年と同様に晴れの日が多く、奄美地方
は平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
<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４月８日
３か月予報：４月２５日（月曜日） １４時
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普通作物

◆早期水稲

昨 年 は 、 田 植 え 後 の 寒 波 、 強 風 に よ り 葉 先 枯 れ が 発 生 し 生 育 が 遅 れ ま し

た 。

今年 も 、 低温や強風の情報に注意 し 、 適切な水管理を行い ま し ょ う 。

１ 水管理■

田 植 え 後 の １ ヶ 月 は 、 早 期 に 分 げ つ を 確 保 す る た め に 丁寧 な 水 管理 が 必

要 で す 。 特 に 活 着 ま で の 約 １ 週 間 は 、 植 え 傷 み と 低 温 や 強 風 か ら 保 護 す る

た め 深 水 に し ま す 。 活 着 後 は 暖 か い 日 中 は 浅 水 と し 、 水 温 を 上 げ て 生 育 と

分げつを促 し ます 。

２ 病害虫対策■

補 植 用 の つ け 苗 は 、 葉 い も ち が 発 生 し や す く 、 発 生 源 と な り ま す の で 、 補

植が終了 し た ら 早めに処分 し ま し ょ う 。

３ 除草剤■

除 草 剤 に は 、 ノ ビ エ の 葉 期 で 処 理 晩 限 が 表 記 さ れ て い ま す 。 早 期 水 稲 で

の ノ ビ エ の 葉齢の展開日数の目安は 、 一葉期が移植後 ９ 日目 、 二葉期が １ ２

日 目 と な り ま す 。 た だ し 、 代 か き か ら 移植 まで の日数や天候に よ っ て は ノ ビ エ

の 生育 が早 く な る 場 合が あ り ま す の で散布が遅れ ない よ う に 注 意 し ま し ょ う 。

軟 弱徒長 し た苗 は 、 深 水で傷みやす く 、 田 植 え直後の苗は 、 低 温に遭 う と

衰 弱 し て し ま い 薬 害 が 出や す く な り ま す 。 苗 が 弱 っ て い る 場 合 は 、 除 草 剤 の

処理期限内まで苗の回復を待っ て散布 し ま し ょ う 。

近 年 、 投 げ 込 み 型 の パ ッ ク 剤 や フ ロ ア ブ ル 剤 等 の 手 軽 な 除 草 剤 が 普及 し

てい ますが 、 一方で処理時の水深不足に よ る薬害の発生が増加 し てい ます 。

薬剤の拡散を促すために 、処理時は最低 ５㌢の水深を確保 し ま し ょ う 。

水 管 理 の 良否 が除草効果 に 大 き く 影 響 し ま す の で 、 散 布 前 は畔や水尻 か

ら 漏 水 が な い か 確 認 し 、 散 布 後 は 掛 け 流 し に せ ず １ 週 間 程 度 は 水 尻 を 閉 め

止水 し ま し ょ う 。

４ 用水不足対策■

今 年 は 、 １ 月 か ら 降 水 が 少 な く 用 水 の 少 な い 地 域 で は 、 水 不 足 が 懸 念 さ

れ てい ますので 、 次の点に注意 し て く だ さ い 。

分 げつ期は 、 ２ ～ ３ 日 ご と に 走 り 水 程度の かん水 で間に合わせ 、 除草剤の

散 布 は 、 用 水 が 十 分 に 確 保 さ れ る ま で 見 合 わ せ ま し ょ う 。 ま た 、 い も ち 病 の

抵抗性が弱 く な り ま すので 、 早期発見に努め防除を行いま し ょ う 。

◆麦類

１ 排水対策■

降雨が続 く と 湿 害が発生 し ますので 、 排水溝を整備 し ます 。

２ 病害虫防除■

赤 かび病 の予防 の た め 、 穂 ぞ ろ い 期 と そ の ７ 日 ～ １ ０ 日 後 の ２ 回 の 薬剤防除

を徹底 し ま し ょ う 。

(小 森 盛三 ）
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果菜類

◆ピーマ ン

４ 月 に 入 る と 、 夜 間 の生 育適温 が高 い ピ ー マ ン で も 内 カ ー テ ン を 下 ろ す と

加 温機 が 作動 す る 時 間 が 短 く な り ま す 。 そ れ に よ り 、 夜 間 の 空中 湿度 が 高 く

な り 、 病 害 が 発生 し や す い 条件 が 続 き ま す 。 こ の た め 、 ハ ウ ス 外 の 最低気 温

が １ ４ ℃ 以 上 の場 合 に は 、 内 カ ー テ ン は 開放 し 、 暖 房 機 が 稼働 す る よ う に 管

理 し ま す 。 さ ら に 、 １ ６ ℃ 以 上 の 場 合 に は 外 ビ ニ ル も 開 け て 湿 度 低 下 に 努 め

ます 。

ま た 、 日 中は内 カー テ ンや遮光資材 を利用す る こ と で 、 日 射量 を調 節す る

と と も に 、 換気に努め 、 ハ ウ ス内の温度を ３ ０ ℃以下で管理 し ます 。

◆ ト マ ト ・ ミ ニ ト マ ト

ミ ニ ト マ ト は 気 温 上 昇 に と も な い 、 裂 果 が 多 く な る の で 、 か ん 水 量 に 注 意 し

ます 。

ま た 、 空 中湿度 を下げ る た め日中の換気 を徹底 し 、 １ 日 お き に 収穫 を行い

ます 。

ト マ ト は 、 高 温 で 乾 燥 す る と 尻 腐 果 の 発 生 が 多 く な る の で か ん 水 量 を 多 く

し ま す 。 ま た 、 草 勢 が低下す る と 小 玉 果 が発生 し ま す の で 追肥 が遅れ な い よ

う に注意 し ます 。

◆いち ご

次年度の育苗時期にな り ます 。

｢さ が ほ の か ｣は 、 炭 疽 病 が 発 生 し や す い 品 種 な の で 、 薬 剤 防 除 と 以 下 に

示す耕種的な防除対策を組み合わせて行 う こ と が 重要です 。

①感染 してい ない健全な親株を使用す る 。

②伝染源か らの病原菌の飛散を防止す る 。

特 に 、 感 染 株 を 早 期 発 見 し 除 去 す る こ と が 重 要 な 対 策 と な り ま す 。 怪 し
い株 を発見 した場合には 、 周辺の株 も使用 し ない こ と が重要です 。

③発病 させな い環境条件づ く り に努め ます 。

育苗床 は ビ ニ ルで被覆 し 、 高設 ベ ン チ で育苗 を行 い 、 降雨 に よ る 伝染 を
防 ぎ ま す 。 ま た 、 か ん 水 は 水 が 跳 ね 返 ら な い よ う に か ん 水 チ ュ ー ブ 等 で
行い ます 。

（塘 俊一）

葉茎菜類及びいも類

３ 月 は ま と ま っ た 降 雨 も な く 、 ほ 場 が 乾 燥 気 味 と な っ て い ま す が 、 土 壌 が

乾 燥 し た 状 態 で マ ル チ 被 覆 を 行 う と 、 発 芽 不 良 や 生 育 障 害 、 品 質 低 下 に つ

な が り ま す の で適当な 土壌水分 （ 手 で 握 っ て 団子 にな る 程度 ） の 時 に マ ルチ

畝立て を行い ま し ょ う 。

◆ス イー ト コ ー ン

大型 ・ 小 型 ト ン ネ ル 栽培 は 、 ４ 月 上 ・ 中 旬 の雄穂抽出期 が追肥の 時期 と な

り ま す 。 雄 穂 が 出 始 め た ら 窒 素 成 分 で ５ ～ ６ ｋ ｇ を 追 肥 し ま し ょ う 。 追 肥 の 時



 4 

期 が 遅 れ る と 効 果 が あ り ま せ ん の で 適 期 に 施 用 す る こ と が 重 要 と な り ま す 。

雄 穂 抽出後 １ ０ 日 か ら ２ 週 間 後 に 雌穂 （ 絹 糸 ） が 抽 出 し 、 そ の 部 分が果実 と

な り ま す が 、 ボ リ ュ ー ム が あ り 先 端 ま で 充 実 し た ス イ ー ト コ ー ン を 生 産す る た

め に は 、 土 壌 水分 が必要 と な り ま す の で 、 通路 へ の湛水等 を行 う と と も に 、 ト

ン ネ ル 内 の 高 温 に よ る 葉 焼 け 等 を 防 止 す る た め 、 ビ ニ ル の 除 去 及び 開 閉 管

理 に は 細 心 の 注 意 を 払 い ま し ょ う 。 ま た 、 株 基 か ら の 分 げ つ は 、 光 合 成 に よ

る養分確保を行いますので 、 除去 し ない よ う に し ま し ょ う 。

◆ さ と い も

早 生 種 の マ ル チ 栽 培 は 萌 芽 の 時 期 と な り ま す 。 芽 の 日 焼 け は 霜 焼 け よ り

生 育 が 遅 れ ま す の で 、 萌 芽 を 始 め た ら マ ル チ に 穴 を 開 け て 芽 出 し を お こ な

い ま す 。 ま た 、 中 生 さ と い も は植 付期 と な り ま す が 、 マ ル チ内 が乾燥 し て い る

と 、 芋 肥 大 期 の 生 理 障 害 等 を 助長 し ま す の で 、 マ ル チ 被 覆 前 の 適度 な 土 壌

水分が必要 と な り ま す 。

◆食用かん し ょ

マ ルチ栽培の植 え付け時期 と な り ま す 。 苗 床は外気にな ら し か ん水 も 徐々

に 減 ら し 苗 の 馴化 を 図 り ま す 。 採 苗 は 苗 の 養 分 が 最高 と な る 晴 天日 の １ １ 時

頃 か ら １ ４ 時 頃 に 行 い ま し ょ う 。 い も に な る 根 は 、 植 え 付 け 後 、 ２ ０ 日 位 で 決

ま り ま す の で 、 良 苗 と 地 温 ・ 土 壌 水 分 を 十 分 確 保 し て 活 着 を 図 り ま す 。 い も

が丸 く な る 生育環境要因は 、 高温 、 乾燥 、 耕土が浅い等が要因です 。 丸い も

率の高い方は これ らの対策を講 じ ま し ょ う 。

（ 郡 司 孝幸 ）

果樹

１ 常緑果樹■

◆かんきつ全般

今年は表年 に当 た り 、 着 花数 が多い こ と が 予想 さ れ ま す 。 近年は 、 発 芽か

ら 開花 ま での 期間が短 く 、 花 の 充実不足に伴 う 生理落果が見 られ ま す 。 花の

充実のために 、 開花期 までに 、 窒素主体の葉面散布を数回行い ま し ょ う 。

ま た 、 今 年 は 降 灰 の 影 響 に よ り 冬 季 の マ シ ン 油 乳 剤 散 布 が 行 え な か っ た 園

地 が 多 く 見 ら れ ま す 。 発 芽 後 の ダ ニ の 発 生 に 注 意 し 、 発 生 初 期 の 防 除 を 実

施 し ま し ょ う 。

◆完熟きんかん

剪定の終わ っ て い な い園は 、 急 い で実施 し ま し ょ う 。 た っ ぷ り の か ん水 ・ 春

肥 の施用 ・ 土 壌 改良資材や完熟堆肥等の有機物 の投入 に よ っ て 、 樹勢回復

を 図 り ま し ょ う 。 結 果 枝 の 充 実 を 図 る た め に 、 新 梢 の 発 芽 期 か ら 、 窒 素 主 体

の葉面散布を数回行い ま し ょ う 。

◆日向夏

日 向 夏 の 結 果安 定 に は 、 人 工 受 粉 の 実施 が 必 須 と な り ま す 。 適 切 な 条 件

で 花 粉 を 採 取 し 、 精 製 し て か ら 受 粉 に 利 用 し ま し ょ う 。 精 製 し た 花 粉 は 発 芽
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率の調査を し た上で 、 適正な倍率に希釈 してか ら 受粉に利用 し ま し ょ う 。

◆マ ンゴー

収穫が近づ く に つれ て 、 果皮が弱 く な り 、 結 露 に よ っ て 表面 の細胞が破裂

し 、 や に 果 が増加 し て き ま す 。 早 朝 の換気や敷 き わ ら 等 に よ る 湿 度調節 に よ

っ て結露を防止 し ま し ょ う 。

ま た 、 新芽の発生の増加に あわせて 、 ア ザ ミ ウ マ類の発生が多 く な り ます 。

発生 し た新芽をすべて除去 し 、 ア ザ ミ ウ マ類の発生を防止 し ま し ょ う 。

２ 落葉果樹■

◆か き

摘 蕾 は 、 生 理 落 果 後 の 摘 果 に 比 べ て 、 樹 体 養 分 の 確 保 や 翌 年 の 花 芽 分

化 に 有 効 で す 。 開 花 始 め の 頃 か ら ２ 部 咲 ま で の 間 に 実 施 し ま し ょ う 。 １ 結 果

枝当た り １ 花 を原則 と し 、 長い結果枝には ２ ～ ３ 花 に し ま し ょ う 。

（ 山 口和典 ）

花 き

◆電照ギ ク

日中 の気温 が高 く な る 時 期 です の で 、 ハ ウ ス の 換 気 を徹底 し 、 茎葉 の し ま

っ た 水 揚 げ の 良 い 切 り 花 に し ま す 。 天 候 は 比 較 的 良 い 予 報 で す が 、 白 さ び

病 が 発 生 し や す い 環 境 が 続 い て い る の で 予 防 中心 の防 除 に 心 が け て く だ さ

い 。 ま た 、 マ メ ハ モ グ リ バ エ 等の害虫の発生 も 多 く な っ て き ま す の で 、 定 期的

な防除 を心がけて く だ さ い 。

秋 ギ ク の親 株育成 の時期です 。 育苗は作型 と 穂 冷蔵の有無等の条件 を考慮

し 、 所要日数 を計算 して計画的に作業を進めて く だ さ い 。

◆夏秋ギク

８月出荷作型の挿し芽を中旬から順次行います。

過 剰 な 肥 料 の 投 入 は 柳 芽 、 貫 生 花 等 の 生 理 障 害 の 原 因 と な り ま す の

で 事 前 に 土 壌 分 析 を 実 施 し て 投 入 量 を 決 め て く だ さ い 。 ５ 、 ６ 月 出 荷

作 型 の 「 フ ロ ー ラ ル 優 香 」 は 、 低 温 に よ り 貫 生 花 の 発 生 が 増 加 し ま す

ので、４月いっぱいまでは１０度、消灯後３週間程度は１６度を保ち、

そ の 後 は ハ ウ ス の 開 閉 を 行 い 温 度 を 保 つ よ う に し て く だ さ い 。 ジ ベ レ

リンの散布は系統により回数、濃度を考慮しましょう。

◆スイートピー

受 粉 ～ 子 実 の 肥 大 期 に な り ま す 。 サ ヤ に つ い て い る 花 弁 は 灰 色 か び

病 の 発 生 原 因 に な り ま す の で 、 天 気 の 良 い 日 に ネ ッ ト を ゆ す り 花 弁 を

落 と し て く だ さ い 。 受 粉 時 期 の か ん 水 、 施 肥 管 理 は 草 勢 を 見 て 必 要 に

応 じ て 液 肥 を 施 用 し て く だ さ い 。 莢 が 大 き く な り 始 め た ら 徐 々 に 薄 い

液肥を施用してください。
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◆ホオズキ

十分 に 光 が当 た る よ う に 、 間 引 き を 早 め に行 い 株 の充実 を 図 り ま し ょ う 。 ７

月 出 荷 予 定 の 作 型 で は ４ 月 中 、 下 旬 か ら 確 実 に 着 果 を 行 う 必 要 が あ り ま す

の で 、 中 、 下 旬に はマル ハナバ チ を導 入 し 着果の促進 を図 り ま し ょ う 。 ま た 、

最 低 温 度 が １ ０ 度 を 下 回 る と 、 花 粉 の 発 芽 が 悪 く 着 果 不 良 と な り ま す の で 、

温 度 管 理 に は 注 意 し ま し ょ う 。 立 ち 枯 れ 性 病 害 は ７ ～ ８ 月 に 多 発 し ま す が 、

生育初期か らの防除がポ イ ン ト で すので必ず防除 を行い ま し ょ う 。

◆シキ ミ

春 芽 の 萌 芽 時 期 に な り ま す 。 定 期 的 な 防 除 を 実 施 し 黒 シ ミ 斑 点 病 や サ ビ

ダ ニ類の発生を抑え ま し ょ う 。

◆ ラ ナ ンキ ュ ラ ス

出 荷 が 終 了 し た ほ 場 で 球 根 養 成 に 入 る 場 合 は 、 ウ イ ル ス 罹 病 株 を 抜 き 取

り 焼 却 か 埋 却 処 分 を 行 い ま す 。 養 成 株 に つ い て は 、 蕾 を 摘 除 し 、 球 根 の 肥

大を促 し ます 。

◆一般切花

ト ル コ ギ キ ョ ウ ・ デ ル フ ィ ニ ウ ム な ど の 出 荷 期 が 続 き ま す 。 曇 雨 天 が 続 く と

灰 色 か び 病 が発 生 し や す く な り ま す 。 防 除 を 徹 底 す る と と も に 日 中 の 換気 を

良 く し て 品質の高い切花栽培を心がけ ま し ょ う 。

（ 中 村 広 ）

畜産 ・ 飼料作物

４ 月 は 、 寒 い 日 と 温 か い 日 が 数 日 の 周 期 で 変 わ る 上 、 日 々 の 変 動 が 大 き

いのが特徴で

す 。 気 温 の 大 き な 変 化 は 、 特 に 幼 畜 に と っ て ス ト レ ス に な り ま す の で 、 温 湿

度を十分確保す る と 同時に 、 暖かい日中に換気す る よ う に心 がけ ます 。

害 虫 が 活 動 を 始 め る 時 期 で す 。 ハ エ 等 は 発 生 し て か ら で は 遅 い の で 、 牛

舎 の清掃や消毒 を こ ま め に行 い 、 発生 場所 を な く す こ と が 重要です 。 ふ ん尿

は畜 舎 に溜 め な い よ う に し 、 た い 肥 舎 では 、 切 り 返 し 回 数 を 増 や し 発 酵温度

を上げ る こ と で 、 良 質なたい肥の製造は も と よ り 殺虫 も で き ます 。

今 月 は と う も ろ こ し ・ ソ ル ガ ム の 播 種 時 期 で す 。 飼 料 価 格 は 今 後 も 高 止 ま

り す る こ と が 考 え ら れ ま す の で 、 計 画的 な 作付け 拡大 を行 い ま し ょ う 。 降 灰 の

影響 を避 け る た め 、 作付時期や収穫時期 が重 な ら な い よ う 品 種 を ば ら し て 作

付 け す る よ う に し ま し ょ う 。 ま た 、 適 正 施 肥 、 栽 培 基 準 を 守 る と と も に 、 除 草

剤 の 使 用 に 当 た っ て は 、 他 の 作 物 へ 飛 散 し な い よ う 、 風 が 強 い 日 の 散 布 作

業は避け ま し ょ う 。

暖 か く な る と と も に 、 イ タ リ ア ン ラ イ グ ラ ス の 生育が盛んに な り ま す が 、 倒 れ

る 前 に利用す る よ う に し ま し ょ う 。 イ タ リ ア ン ラ イ グ ラ ス １ 番 草 は栄養価 が高 く 、

子 牛 用 の粗 飼 料 と し て 最 適 で す の で 、 晴 天 が 続 く 時 期 に 良質 の 乾草 を確 保

し ま す 。 な お 、 収穫 し た イ タ リ ア ン ラ イ グ ラ ス に 硝酸態窒素 の含有率が高い こ

と が あ る の で注意 し ま す 。 葉 の 色 が通常 よ り 濃 い場合 な ど は 最寄 り の 西 臼杵
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支庁 ・ 各農林振興局 （ 農業改良普及セ ン ター ） に ご相談 く だ さ い 。

北 諸 県 ・ 西 諸 県 ・ 南 那 珂 地域 を 中 心 に 新 燃 岳噴 火 に よ る 降 灰 が 続 い て い

ま す 。 ほ 場 に 堆 積 し た 火 山 灰 が 多 い 場 合 は で き る だ け ほ 場 外 に 持 ち 出 す と

と も に 、 作 付け前には十分耕起す る よ う に し ま し ょ う 。

（ 須 﨑 哲也 ）

工芸作物

◆茶

３ 月 の 気 温 が低 め に推移 し 、 一 番 茶 の萠芽は 、 早 生 で昨年 よ り ４ ～ ５ 日 程

遅 く 、 今後 も低温が続 く と 摘採は例年並かやや遅い と予想 され ます 。

１ 防霜対策■

生 育 に 合 わ せ た 設 定 温 度 の 確 認 と と も に 、 遅 霜 注 意 報 時 に は フ ァ ン の 首

振 り 、 回 転 方 向 、 ス プ リ ン ク ラ

－

の ヘ ッ ド の 詰 ま り 、 回 転 等 を 再 確 認 し 、 人 為

的 ミ ス に よ る 被害の回避に努めて く だ さ い 。

２ 施肥 と 防除■

萌 芽 状 況 に あ わ せ 、 芽 出 し 肥 は 硫 安 等 の 速 効 性 肥 料 を 摘 採 ２ ０ ～ ２ ５ 日

前 ま でに 、 芽の動 きに遅れない よ う 施用 し ます 。

カ ン ザ ワ ハ ダ ニ は 乾 燥 傾向 で やや 密度 の 高 い 茶 園 で 見 ら れ ま す 。 発 生 を

確認 し 、 地区の基準に準 じ 、 葉裏にかか る よ う 早めに防除 し ます 。

４ 摘採及び製造■

大 震 災 と 景 気 低 迷 も あ り 、 価 格 低 迷 が 懸 念 さ れ ま す が 、 基 本 は 良 質 茶 の

生 産 で す 。 降 灰 対 策 も あ り 、 工 場 の能 力 、 経 費 （ 燃 料 費 ） と 生 育 状 況や雨 天

を 考 慮 し 、 早 め の 計 画 摘 採 が 大 切 で す 。 被 覆 は ５ ～ ７ 日 間 前 後 で 摘 採 遅 れ

に注意 し ま す 。 製茶 時の茶温管理 を守 り 、 欠 陥 の な い荒茶製造に努め ま し ょ

う 。

降 灰 対 策 と 整 枝 後 の 晩 霜 害 防 止 、 摘 採 ・ 製 茶 時 の ト ラ ブ ル 回 避 の た め 、 防

霜 施 設 、 茶 工 場 、 作 業 機 械等 の 事前 の 清掃 ・ 整 備 等 の 再 チ ェ ッ ク を し ま し ょ

う 。 ま た 、 除 灰 や落 ち 葉 等 の 除 去 に よ る 異 物混入 対策 に も 万 全 を期 し て く だ

さ い 。

（ 岩切健二 ）

◆しいたけ

１ 選別■

乾 し い た けは 、 用途に応 じ て 取引 さ れ る の で 、 商品価値 を高めて販売す る

た め に も 、 規 格 表 を参考 に必ず選別 を行 い ま す 。 特 に 、 次 の 点に注意 し ま し

ょ う 。

①異物 （ 虫 、 金 属類等 ） は 絶対入れない 。

②乾燥不良 、虫害 、 カ ビ 、 黒子な ど規格外品は絶対に混ぜない 。

③ ３ ㎝以下は他のサ イ ズに混ぜない 。

④バ レ と縁 に巻 きが あ る も の を混ぜ ない 。

⑤で き る だ け種菌 、採取時期 、日和子 、雨子別に行 う 。

⑥丸形 と変形 と は区別す る 。
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⑦雨の日な ど湿度の高い時には行わない 。

２ 箱詰め■

箱 詰 め は 、 最 初 か ら た く さ ん 入 れ ず に 、 ま ず ２ 分 入 れ て 揺 す り 込 み 、 さ ら

に ４ 分 、 ６ 分 、 ８ 分 と 入 れ 、 最 後 に １ １ 分 ほ ど 入 れ て 丹 念 に 揺 す り 込 み ま す 。

箱詰 め がゆ る い と 、 輸 送途中で欠け葉 を生 じ 、 商 品価値 の低下 を ま ね く 恐 れ

が あ り ま すので注意が必要です 。

（田中 貴司）

◆葉たばこ

今 月 か ら 本 畑 作 業 が 本格 的 に 開 始 に な り ま す 。 適 期 、 適 切 な 作 業 に 努 め

ま し ょ う 。 依 然 、 新 燃 岳 の 降 灰 も 続 い て お り ま す 。 降 灰 の あ っ た 地 域 の 皆 様

方 は 、 生 育 阻 害 が 発 生 す る 場 合 が あ り ま す の で 、 小 ま め な 灰 の 除 去 を 行 い

ま し ょ う 。

１ 土寄作業が開始にな り ま す 。 移植後 １ ヶ月 を目処に行い ま し ょ う 。

２ 降 雨 ・ 降 灰 後に は 、 ほ 地の見周 り を 実施 し ま し ょ う 。 湿 害防止の ため 、

必 要 な 場 合 は排 水 溝 の 手 直 し を 行 い ま し ょ う 。 降 灰 の あ っ た 一 部地 域 の

方は 、排水溝内に溜 ま った灰の除去 を行い ま し ょ う 。

３ 黄 斑 え そ 病 の防除 につ い て は 、 近 隣 の ジ ャ ガ イ モ 等 か ら の 、 ア ブ ラ ム

シ の 飛 来 に注意 が必要です 。 近隣 農家 と 連携 を 図 り 、 共 同防除に努め ま

し ょ う 。

４ 農 薬 使 用 に つ い て は 、 平 成 ２ ３ 年 度 版 葉 た ば こ 用 農 薬 の 使 用 基 準 を

遵守 し 、 使用 し た農薬は 「 農薬使用実績票 」 に必ず記帳 して く だ さ い 。

５ 異 物 混 入 防 止 の た め 、 ほ 地 内 の マ ル チ 片 回収 に 努 め ま し ょ う 。 ま た 、

収穫布のほつれ等 も補修 ・ 更新 を行 っ て く だ さ い 。

６ 乾 燥 作 業 の 準 備 と し て 、 乾 燥 室 の 点 検 を 行 っ て く だ さ い 。 ま た 、 貯 蔵

庫 と 周 辺 の 清 掃 を 徹 底 す る と 共 に 、 セ リ コ の 設 置 を 適 切 に 行 い 、 貯 蔵 害

虫防除に努めて く だ さ い 。

（中島 周）

内容の詳細について■

４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。

（ h t t p : / / m a w i . s a k u r a . n e . j p / ）
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なになに農業アラカルト

＜宮崎県は農林漁業者等の６次産業化を応援します＞

１ 六次産業化法が施行■

３ 月 １ 日 に 「 地 域 資 源 を 活 用 し た 農 林 漁 業 者 等 に よ る 新 事 業 の 創 出 等

及 び 地 域 の 農 林 水 産 物 の 利 用 促 進 に 関 す る 法 律 」 （ 六 次 産 業 化 法 ） が

施 行 さ れ ま し た 。 「 ６ 次 産 業 化 」 と 「 地 産 地 消 」 の ２ 本 柱 か ら な る 法

律で、新事業の創出や地域の農林水産物の利用を促進する施策を進め、

農山漁村の活性化と国産農林水産物の消費拡大を目的としてます。

２ ６次産業化とは■

６ 次 産 業 化 と は 、 農 林 漁 業 者 （ 第 １ 次 産 業 ） が 加 工 （ 第 ２ 次 産 業 ） や

販 売 （ 第 ３ 次 産 業 ） に も 事 業 展 開 し 、 そ こ か ら 生 じ る 新 た な 付 加 価 値

を 農 林 漁 業 経 営 に 取 り 込 む も の で す 。 （ １ × ２ × ３ ＝ ６ 次 産 業 化 で

す。）

６ 次 産 業 化 に 関 連 す る 取 組 に 農 商 工 連 携 が あ り ま す 。 農 商 工 連 携 は 農

林 漁 業 者 と 商 工 業 者 が 連 携 し 、 互 い の ノ ウ ハ ウ 等 を 活 用 し て 新 し い 商

品やサービスの開発等に取り組むものですが、６次産業化の場合でも、

生 産 か ら 加 工 ・ 販 売 ま で す べ て 農 林 漁 業 者 だ け で カ バ ー し な け れ ば な

ら な い と い う こ と で は な く 、 自 分 の 強 み を 発 揮 で き る と こ ろ ま で や っ

て 、 足 り な い 部 分 を 地 域 内 の 事 業 者 と 連 携 す る な ど 、 さ ま ざ ま な 形 態

が考えられます。

３ 六次産業化法のメリット■

六 次 産 業 化 法 で は 、 農 林 漁 業 者 等 が 自 ら の 生 産 物 や 副 産 物 を 用 い た 加

工 ・ 販 売 の 一 体 的 な 取 組 を 支 援 す る た め の 様 々 な 特 例 措 置 が 設 け ら れ

て い ま す 。 特 例 を 受 け る に は ま ず 「 総 合 化 事 業 計 画 」 ま た は 「 研 究 開

発 ・ 成 果 利 用 事 業 計 画 」 の い ず れ か を 作 成 し 、 農 林 水 産 大 臣 の 認 定 を

受ける必要があります。

事 項 主 な 支 援 措 置 の 内 容

総合的なサポート 認定までの支援と事業実施期間中のフォローアップ

資金の融通 農業改良資金の貸付対象者の拡大、償還期間や据置期間の延長

価格安定制度 産地リレーによる野菜の契約取引の交付金対象産地を拡大

施設整備等の手続き 直売施設等を建築する際の農地転用等の手続きを簡素化

新品種の登録 新品種の品種登録に要する出願料等の減免



 10 

４ 認定を受けるには■

「 総 合 化 事 業 計 画 」 の 場 合 、 経 営 の 現 状 や 事 業 内 容 、 経 営 改 善 目 標 な

ど の 必 要 事 項 を 記 入 し て 提 出 し 、 適 切 な 改 善 を 図 る も の と 認 め ら れ れ

ば農林水産大臣が認定します。

５ 相談窓口■

九 州 農 政 局 や 宮 崎 県 で は 、 ６ 次 産 業 化 に 関 す る 相 談 を 受 け 付 け て い ま

す 。 「 ６ 次 産 業 化 に つ い て 知 り た い 」 、 「 ６ 次 産 業 化 に 取 り 組 み た

い」という方は次の機関にお問い合わせください。

窓口担当部署 住 所 電話番号

九州農政局生産経営 〒 860-8527 096-211-9624
流通部食品課 熊本市春日 2 丁目 10 番 1 号熊本地方合同庁舎

宮崎農政事務所農政 〒 880-0801 0985-22-3184
推進課 宮崎市老松 2 丁目 3 - 17

宮崎県地域農業推進 〒 880-8501 0985-26-7124
課連携推進室 宮崎市橘通東 2 丁目 10 番 1 号

(社)宮崎県農業振興 〒 880-0913 0985-51-2011
公社新農業支援課 宮崎県宮崎市恒久 1 丁目 7 番地 14
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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 いもち病 － 置き苗は、いもち病の発生源や伝染源となるので早めに処分し

ます。箱施薬をしていないほ場で、イネミズゾウムシの発生が目

イネミズゾウムシ － 立ち始めたら粒剤の水面施用を行います。

スクミリンゴガイ － スクミリンゴガイの生息数が多い場合は、捕殺あるいは粒剤を

水面施用します。また、用排水路からの侵入を防ぐため、水の出

入口にネットを設置します。

野菜･工芸作 アブラムシ類 並 宮崎市（佐土原町）の黄色水盤トラップでは、平年並の誘殺数

物 となっています。各種のウイルス病を媒介するので、早期発見・

防除に努めます。

冬春きゅうり べと病 並 いずれの病害も平年並の発生状況ですが、罹病葉は伝染源とな

うどんこ病 並 るので適宜摘葉し、ほ場外に持ち出します。

褐斑病 並 また、ミナミキイロアザミウマの発生がやや多くなっていま

す。キュウリ黄化えそ病を媒介するので注意が必要です。栽培期

ミナミキイロアザ やや多 間中の対処や栽培終了時の処理等について、防除情報を発表して

ミウマ います。

冬春ピーマン うどんこ病 並 いずれの病害も発生が多くなると防除効果が上がりにくいの

斑点病 やや多 で、予防・初期防除に重点をおきます。また、罹病した茎葉は重

黒枯病 前年、前々 要な伝染源となるので速やかに除去します。

より少ない アザミウマ類では、特にヒラズハナアザミウマの発生が多い状

況です。気温の上昇とともにさらに増殖しやすくなるので、発生

アザミウマ類 やや多 初期に防除を行い、中～多発生のほ場では短い間隔で定期的に薬

剤散布を行います。

冬春トマト 灰色かび病 やや多 灰色かび病の発生がやや多い状況です。加温機の稼働時間が短

葉かび病 並 くなり、果実等が結露しやすくなるので、循環扇を作動させる等

ﾄﾏﾄ黄化葉巻病 ― 施設内環境の改善に努めます。

(TYLCV) タバココナジラミ類は、気温の上昇に伴い活動・増殖が活発に

なります。近年、トマト黄化葉巻病などの本種によって媒介され

タバココナジラミ 並 るウイルス病が問題となっていますので、各人が防除を徹底し、

類 地域全体の密度低下に努めます。

冬春いちご うどんこ病 やや多 株整理後の葉数が少なくなった時に薬剤散布を行うと効果が高

灰色かび病 並 まります。いずれも薬剤抵抗性が発達しやすいので、系統の異な

る薬剤をローテーションで使用します。

ハダニ類 やや多 特にオンシツコナジラミについては、地域により薬剤感受性の

オンシツコナジラ ― 低下が確認されているので、地区の普及指導員や技術員の情報を

ミ 参考にして防除する必要があります。

カンキツ そうか病 ― いずれの病害も、罹病した枝葉は重要な伝染源となるので徹底

かいよう病 ― 的に除去します。かいよう病は予防を原則とし、開花直前又は落

弁期に防除します。

ミカンハダニ やや多 ミカンハダニは、発生初期に防除することがポイントです。

茶 カンザワハダニ やや多 薬剤抵抗性が発達しやすいので、系統の異なる薬剤をローテー

ションで使用します。

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）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｡


