
カ
メ
ム
シ
大
発
生
の
年
、

殺
虫
剤
な
し
で
も
一
等
米

昨
年
の
北
海
道
の
稲
作
は
、
史
上
ま
れ
に

み
る
カ
メ
ム
シ
（
ア
カ
ヒ
ゲ
ホ
ソ
ミ
ド
リ
メ

ク
ラ
ガ
メ
）
の
異
常
発
生
に
よ
り
、
一
等
米

率
が
低
下
し
た
ば
か
り
か
大
量
の
規
格
外
米

が
出
て
、
そ
の
処
理
に
莫
大
な
費
用
が
か
か

る
な
ど
、
農
家
経
済
に
深
刻
な
影
響
を
与
え

た
。私

が
ハ
ー
ブ
防
虫
畦
畔
、
い
わ
ゆ
る
「
香

り
の
畦
み
ち
」
に
取
り
組
ん
で
一
〇
年
以
上

経
過
し
た
が
、
昨
年
は
初
め
て
そ
の
確
か
な

効
果
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
農
園

の
殺
虫
剤
を
使
用
し
な
い
特
別
栽
培
の
面
積

は
五
・
六
ha
、
水
稲
作
付
面
積
の
七
五
％

に
相
当
す
る
が
、
そ
の
一
等
米
比
率
は
六

〇
％
で
あ
っ
た
。
品
種
別
で
は
「
き
ら
ら
３

９
７
」
と
「
ゆ
き
ひ
か
り
」
が
全
量
一
等
米

で
「
ほ
し
の
ゆ
め
」
の
み
三
等
米
で
あ
っ
た
。

農
薬
を
使
用
し
て
い
る
自
主
流
通
米
で
大
量

の
規
格
外
米
を
出
し
た
農
家
が
多
い
中
、
当

農
園
で
は
殺
虫
剤
を
使
用
し
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
規
格
外
米
は
一
俵
も
な
い
。
地
域
の

平
均
的
な
成
績
と
遜
色
な
い
結
果
を
出
す
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

近
隣
の
被
害
状
況
を
見
る
と
、
も
し
あ
ぜ

の
対
策
を
せ
ず
に
無
農
薬
栽
培
を
し
て
い
た

ら
結
果
は
惨
憺
た
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
想

像
で
き
る
。
当
農
園
で
は
現
在
、「
北
海
道

チ
ャ
レ
ン
ジ
ク
リ
ー
ン
事
業
」
で
大
規
模
な

「
香
り
の
畦
み
ち
」
造
成
事
業
を
行
っ
て
い

る
最
中
で
あ
り
、
ミ
ン
ト
の
被
覆
率
が
低
い

と
こ
ろ
で
カ
メ
ム
シ
被
害
が
一
等
基
準
を
下

回
る
原
因
に
な
っ
た
。
あ
と
二
〜
三
年
経
過

す
る
と
、
昨
年
の
よ
う
な
カ
メ
ム
シ
大
発
生

年
に
な
っ
て
も
全
圃
場
ま
ず
大
丈
夫
だ
ろ
う

と
考
え
て
い
る
。

高
温
で
カ
メ
ム
シ
の
活
性
が

高
ま
っ
た
こ
と
だ
け
が
原
因
か
?

そ
れ
に
し
て
も
、
昨
年
の
北
海
道
で
の
カ
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今橋道夫さん
（安場修撮影）

カ
メ
ム
シ
大
発
生
年
に
斑
点
米
を
防
い
だ
!!

今橋　道夫

「
香
り
の
畦
み
ち
」
で

無
農
薬
で
も
一
等
米



メ
ム
シ
に
よ
る
被
害
は
過
去
最
大
級
の
も
の

だ
っ
た
。
当
農
園
で
も
、
特
別
栽
培
米
全
量

一
等
米
出
荷
の
記
録
が
一
二
年
目
で
途
切
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

試
験
研
究
機
関
か
ら
は
、
こ
の
大
発
生
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
。
要
点
を
記
し
て
み
る
と
、「
カ
メ
ム
シ

の
発
生
は
平
年
と
比
べ
や
や
多
い
程
度
。
し

か
し
斑
点
米
の
発
生
は
き
わ
め
て
多
い
。
そ

の
要
因
は
、
▼
出
穂
か
ら
三
〇
日
間
の
平
均

気
温
が
三
・
二
度
高
く
、
こ
の
こ
と
が
カ
メ

ム
シ
の
活
性
を
高
く
し
た
。
▼
そ
の
結
果
、
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一
頭
当
た
り
の
吸
汁
加
害
が
多
く
な
っ
た
。

▼
移
動
量
が
大
き
く
、
水
田
内
へ
の
侵
入
が

増
え
た
。
▼
防
除
後
の
密
度
の
回
復
が
早
か

っ
た
」
な
ど
で
あ
る
。

夏
の
平
均
気
温
が
三
度
も
高
い
と
い
う
の

は
た
い
へ
ん
な
こ
と
で
あ
る
。
北
海
道
が
北

陸
ま
で
南
下
し
た
の
に
相
当
す
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
カ
メ
ム
シ
と
気
温
と
の

関
係
は
北
海
道
で
は
古
く
か
ら
研
究
さ

れ
て
お
り
、
カ
メ
ム
シ
の
発
生
数
が
平

年
並
み
で
も
高
温
年
で
は
確
か
に
被
害

粒
が
多
発
す
る
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
こ
と
に
異
論
を
は
さ
む
つ
も
り

は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
こ
れ
で
す
べ
て

説
明
さ
れ
る
と
な
る
と
、
今
後
は
、
農

家
が
捕
虫
網
に
よ
る
カ
メ
ム
シ
す
く
い

取
り
調
査
を
し
て
も
防
除
の
判
断
が
困

難
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
あ
て
に
な
ら

な
い
こ
と
を
す
る
よ
り
も
防
除
。
そ
れ

も
地
域
あ
げ
て
一
斉
防
除
を
四
〜
五
回

組
み
込
む
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
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り
か
ね
な
い
。

異
常
事
態
！
　
七
月
に
水
田
内
で

幼
虫
が
発
見
さ
れ
て
い
た

そ
こ
で
私
は
、
試
験
場
か
ら
の
詳
細
な
デ

ー
タ
を
グ
ラ
フ
化
し
て
、
カ
メ
ム
シ
発
生
の

推
移
を
調
べ
て
み
た
。

図
１
は
、
北
海
道
中
央
農
業
試
験

場
予
察
田
の
水
田
内
カ
メ
ム
シ
成
虫

す
く
い
取
り
結
果
を
グ
ラ
フ
に
し
た

も
の
で
あ
る
。八
月
二
半
旬
ま
で
は
、

平
年
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
成
虫
数
で

推
移
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
だ
か

ら
こ
そ
昨
年
は
被
害
予
測
が
し
に
く

か
っ
た
と
い
え
る
。

次
に
昨
年
の
カ
メ
ム
シ
発
生
状
況

を
別
の
面
か
ら
調
べ
直
し
て
み
た
。

先
ほ
ど
と
同
じ
水
田
の
、
幼
虫
す
く

い
取
り
結
果
を
グ
ラ
フ
に
し
た
の
が

図
２
で
あ
る
。
こ
こ
で
意
外
な
事
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
七
月
に
水
田
内

で
大
量
の
幼
虫
が
発
見
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
北
海
道
で
は
少
な
く
と
も
過
去

一
九
年
間
、
七
月
中
に
水
田
内
で
幼
虫
が
発

見
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
明
ら

か
に
異
常
で
あ
る
。
し
か
も
初
発
は
六
月
か

ら
で
あ
り
、
昨
年
の
カ
メ
ム
シ
大
発
生
の
サ

イ
ン
が
こ
の
時
期
に
す
で
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
探
る
こ
と
は
、
カ
メ
ム

シ
と
い
う
害
虫
を
知
る
う
え
で
き
わ
め
て
重

要
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
水
田
内
で
幼
虫
が
見
ら
れ
る

の
は
、
八
月
の
出
穂
期
頃
か
ら
の
三
世
代
目

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
カ
メ

ム
シ
は
イ
ネ
科
植
物
を
寄
主
植
物
と
す
る

が
、
イ
ネ
科
な
ら
な
ん
で
も
よ
い
わ
け
で
は

な
い
。
イ
ネ
科
で
も
比
較
的
小
型
の
雑
草
で

あ
る
ス
ズ
メ
ノ
カ
タ
ビ
ラ
な
ど
は
常
に
大
好

物
だ
が
、
イ
ネ
に
は
出
穂
す
る
ま
で
は
近
寄

ら
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
ケ
イ
酸
植
物
で

あ
る
イ
ネ
の
硬
い
茎
葉
か
ら
は
吸
汁
で
き
な

い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ネ
が

カ
メ
ム
シ
の
寄
主
植
物
と
な
る
の
は
出
穂
後

の
乳
熟
期
か
ら
な
の
だ
。

斑
点
米
多
発
の
「
ほ
し
の
ゆ
め
」

ほ
ど
不
時
出
穂
が
多
か
っ
た

そ
れ
で
は
な
ぜ
昨
年
は
、
六
月
下
旬
か
ら
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図3 半旬別水田内カメムシ幼・成虫の発生状況

（北海道中央農試稲作部調査、1999）



カ
メ
ム
シ
幼
虫
が
水
田
内
に
発
生
し
た
の
か

と
い
う
疑
問
が
わ
く
。
カ
メ
ム
シ
第
一
世
代

の
雌
成
虫
が
六
月
か
ら
イ
ネ
を
寄
主
植
物
と

と
ら
え
イ
ネ
に
産
卵
し
た
と
す
れ
ば
、
昨
年

の
イ
ネ
は
通
常
と
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
イ
ネ
の
茎
葉
自
体
が
軟
弱
に
育
ち
、

田
植
え
直
後
か
ら
寄
主
植
物
に
な
っ
た
と
い

う
の
は
考
え
に
く
い
…
…
。

そ
う
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
昨
年
の
イ
ネ

の
異
常
出
穂
を
思
い
出
し
た
。
昨
年
は
、
積

雪
地
帯
で
は
融
雪
期
が
極
端
に
遅
れ
、
水
田

へ
の
移
植
が
予
定
よ
り
遅
れ
た
傾
向
が
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
苗
が
老
化
し
て
植
え
ら
れ

た
イ
ネ
、
と
く
に
「
ほ
し
の
ゆ
め
」
に
、
七

月
中
旬
か
ら
不
時
出
穂
が
数
多
く
見
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
カ
メ
ム
シ
が
何
を
感
知
し
て
イ

ネ
に
産
卵
を
始
め
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い

が
、
こ
の
時
期
に
出
穂
が
あ
れ
ば
、
第
一
世

代
の
雌
が
早
々
と
イ
ネ
に
産
卵
し
た
と
し
て

も
不
思
議
で
は
な
い
。

一
般
に
カ
メ
ム
シ
は
成
虫
に
よ
る
被
害
が

強
調
さ
れ
る
が
、
実
は
幼
虫
も
加
害
し
て
い

る
。
加
害
発
生
能
力
は
成
虫
の
三
分
の
一
か

ら
二
分
の
一
程
度
と
い
わ
れ
る
が
、
発
生
数

が
多
け
れ
ば
無
視
で
き
な
い
。
試
験
場
デ
ー

タ
か
ら
は
、
図
３
の
よ
う
に
、
八
月
二
半
旬

に
第
二
世
代
成
虫
と
第
三
世
代
幼
虫
の
ピ
ー

ク
が
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ

る
。
一
般
水
田
で
は
防
除
さ
れ
て
い
る
の
で

量
的
に
は
違
う
レ
ベ
ル
で
の
話
だ
が
、
傾
向

と
し
て
は
類
似
し
て
い
た
の
で
な
か
ろ
う

か
す
な
わ
ち
七
月
か
ら
水
田
内
に
ま
ん
べ
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ん
な
く
広
が
っ
た
第
二
世
代
の
カ
メ
ム
シ

が
、
八
月
上
旬
に
成
虫
と
な
り
、
さ
ら
に
高

温
に
よ
り
短
期
間
で
第
三
世
代
の
幼
虫
も
出

現
し
た
た
め
、
乳
熟
期
を
迎
え
て
い
た
イ
ネ

は
成
虫
と
幼
虫
の
両
方
か
ら
加
害
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
推
測
が
的
を
射
て
い
れ
ば
の
話

で
は
あ
る
が
、
昨
年
の
大
被
害
、
と
く
に

「
ほ
し
の
ゆ
め
」
に
斑
点
米
被
害
が
集
中
し

た
原
因
と
し
て
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
。

今
後
は
、
昨
年
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
農
家

自
ら
と
関
係
機
関
が
一
体
と
な
っ
て
予
察
組

織
を
作
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
無
駄
な
農

薬
を
省
き
、
か
つ
色
彩
選
別
機
と
い
う
コ
ス

ト
の
合
わ
な
い
機
械
を
使
わ
ず
に
一
等
米
生

産
を
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

羽
が
あ
っ
て
も
、

エ
サ
が
十
分
な
ら
移
動
し
な
い
!?

さ
て
、
カ
メ
ム
シ
に
と
っ
て
イ
ネ
は
出
穂

後
に
初
め
て
寄
主
植
物
と
な
る
と
い
う
特
殊

な
関
係
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
し
く
み
が
、
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ミントで覆われたあぜには、ハチやハナアブ、ク
モ類などの生き物が豊富
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防
虫
あ
ぜ
「
香
り
の
畦
み
ち
」
の
効
果
の
根

拠
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
。
も
し
、
カ
メ

ム
シ
が
田
植
え
後
す
ぐ
に
水
田
内
に
産
卵
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
い
成
虫
数
で
あ
っ
て

も
、
水
田
で
繁
殖
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
薬
剤
防
除
で
な
け
れ
ば
対
策
が
困
難
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
通
常
の
年
で
あ

れ
ば
、
少
な
く
と
も
カ
メ
ム
シ
が
イ
ネ
に
産

卵
を
す
る
七
月
中
下
旬
ま
で
は
、「
香
り
の

畦
み
ち
」
効
果
で
水
田
周
辺
に
カ
メ
ム
シ
が

い
な
け
れ
ば
、
出
穂
後
の
水
田
へ
の
飛
び
込

み
も
確
実
に
減
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
カ
メ
ム
シ
対
策
は
こ
れ
だ
け
の
理

由
で
効
果
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に

「
香
り
の
畦
み
ち
」
が
完
成
す
る
と
カ
メ
ム

シ
は
完
全
に
い
な
く
な
る
。
し
か
し
「
羽
を

持
つ
成
虫
（
幼
虫
は
羽
を
持
た
な
い
）
は
自

由
に
飛
べ
る
か
ら
、
あ
ぜ
の
み
の
局
所
的
な

対
策
で
は
効
果
が
薄
い
の
で
は
な
い
か
」
と

い
う
心
配
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

じ
つ
は
、
こ
の
問
題
こ
そ
「
香
り
の
畦
み

ち
」
効
果
の
鍵
を
に
ぎ
る
部
分
で
あ
る
。
私

は
、
長
い
あ
い
だ
の
カ
メ
ム
シ
観
察
か
ら
、

「
カ
メ
ム
シ
は
寄
主
植
物
が
十
分
あ
れ
ば
移

動
し
な
い
」
と
い
う
結
論
を
出
し
て
き
た
。

だ
れ
も
学
問
的
に
証
明
し
て
い
な
い
か
ら
一

種
の
仮
説
で
は
あ
る
が
、
最
近
の
カ
メ
ム
シ

対
策
の
動
き
を
見
る
と
、
ま
ず
ま
ち
が
い
な

い
だ
ろ
う
と
考
え
る
。「
イ
ネ
科
雑
草
が
あ

れ
ば
カ
メ
ム
シ
が
多
く
、
そ
の
周
り
の
水
田

で
は
被
害
も
多
い
」
と
い
う
経
験
則
か
ら
き

た
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ネ
の
害
虫
と

し
て
の
カ
メ
ム
シ
は
収
量
害
を
与
え
る
ウ
ン

カ
な
ど
と
違
い
、
発
生
数
の
レ
ベ
ル
も
格
段

に
低
い
。
餌
の
競
合
も
少
な
い
。
し
た
が
っ

て
餌
が
十
分
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
移
動
す
る
必

要
も
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

逆
に
い
え
ば
、
カ
メ
ム
シ
の
生
息
に
不
利
な

水
田
環
境
を
作
っ
て
お
け
ば
、
未
然
に
カ
メ

ム
シ
斑
点
米
の
発
生
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
一
般
の
水
田
環
境
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
一
般
に
水
田
あ
ぜ
は
、
イ
ネ
科
雑
草

が
不
思
議
な
ほ
ど
多
い
も
の
で
あ
る
。
湿
気

に
強
い
雑
草
が
生
き
残
る
た
め
に
、
イ
ネ
科

雑
草
ば
か
り
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
メ
ム

シ
に
と
っ
て
は
最
適
な
環
境
を
提
供
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
水
田
内
は
も
ち
ろ
ん
あ
ぜ

も
イ
ネ
科
ば
か
り
と
い
う
の
は
、
害
虫
ば
か

り
か
病
害
の
巣
作
り
を
し
て
い
る
こ
と
に
も

な
る
。

強
力
な
イ
ネ
科
雑
草
を
駆
逐
し
、
な
お
か

つ
畑
で
雑
草
化
し
な
い
な
ど
悪
影
響
の
な
い

植
物
―
―
。
私
は
、
こ
ん
な
植
物
に
た
ま
た

ま
巡
り
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
が
「
香

り
の
畦
み
ち
」
の
主
役
、
ミ
ン
ト
で
あ
る
。

ミ
ン
ト
は
シ
ソ
科
の
多
年
草
で
あ
り
、
様
々

な
品
種
が
育
成
さ
れ
て
い
る
。
北
海
道
の
北

見
で
長
く
栽
培
さ
れ
た
ハ
ッ
カ
も
そ
の
仲
間

で
あ
る
。
北
海
道
の
水
田
景
観
に
も
ミ
ン
ト

は
ぴ
た
り
と
合
っ
て
い
る
と
思
う
。

繁
殖
力
強
力
、

ミ
ン
ト
で
イ
ネ
科
雑
草
を
駆
逐

数
多
い
ミ
ン
ト
の
中
で
私
が
選
ん
だ
の
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は
、
比
較
的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
ス
ペ
ア
ミ
ン
ト

や
ペ
パ
ー
ミ
ン
ト
、
ア
ッ
プ
ル
ミ
ン
ト
な
ど

数
種
類
で
あ
る
。
私
の
所
属
す
る
Ｊ
Ａ
み
ね

の
ぶ
の
組
合
員
が
昨
年
春
に
あ
ぜ
に
栽
植
し

た
ミ
ン
ト
を
、
私
と
担
当
農
協
職
員
が
降
雪

直
前
に
調
査
し
た
結
果
で
は
、
ど
の
品
種
も

半
年
で
地
下
茎
が
四
〇
㎝
以
上
伸
び
て
お

り
、
今
年
は
雪
解
け
早
々
に
、
一
ｍ
間
隔
で

植
え
ら
れ
て
い
る
隣
の
株
の
ラ
ン
ナ
ー
と
交

差
す
る
は
ず
だ
。
私
が
期
待
す
る
、
三
年
で

七
〇
％
の
被
覆
率
を
ク
リ
ア
す
る
の
は
確
実

で
な
い
か
と
見
て
い
る
。

各
品
種
に
は
固
有
の
特
徴
が
あ
り
、
一
概

に
ど
れ
が
良
い
と
は
い
え
な
い
。
繁
殖
力
で

は
ア
ッ
プ
ル
ミ
ン
ト
で
あ
る
が
、
草
丈
が
高

く
、
省
力
化
と
い
う
点
で
は
期
待
で
き
な
い

面
も
あ
る
。
独
特
の
香
り
を
嫌
う
人
も
い
る
。

ス
ペ
ア
ミ
ン
ト
は
ア
ッ
プ
ル
ミ
ン
ト
よ
り
繁

殖
力
は
若
干
劣
る
が
、
万
人
向
き
で
あ
る
。

ペ
パ
ー
ミ
ン
ト
は
茎
が
弱
く
草
丈
が
低
い
傾

向
に
あ
り
、
条
件
に
よ
っ
て
は
生
育
が
劣
る

場
合
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
あ
ぜ
草
刈
り

の
省
力
化
を
ね
ら
い
と
し
た
数
種
類
の
比
較

試
験
を
し
て
い
る
が
、
繁
殖
力
や
耐
用
年
数

な
ど
の
点
で
結
論
が
ま
だ
出
て
い
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
前
述
の
品
種
は
い
ず
れ

も
、
イ
ネ
科
雑
草
の
ほ
か
、
多
く
の
畦
畔
雑

草
よ
り
強
力
な
繁
殖
力
が
あ
る
。
私
の
農
園

で
は
除
草
剤
を
使
用
せ
ず
上
記
の
各
種
ミ
ン

ト
の
栽
植
を
行
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
多

く
の
イ
ネ
科
雑
草
、
広
葉
雑
草
に
対
し
て
有

効
で
あ
る
。
草
丈
は
イ
ネ
科
雑
草
よ
り
低
く

経
過
す
る
の
で
、
む
し
ろ
地
下
茎
繁
殖
に
よ

っ
て
他
の
雑
草
の
根
部
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え

る
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
る
。

広
葉
雑
草
に
つ
い
て
は
完
全
に
駆
逐
で
き

な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
完
全
と
い
う
の
は

あ
り
え
な
い
し
、
求
め
る
べ
き
で
も
な
い
と

考
え
て
い
る
。
見
た
目
に
は
一
面
ミ
ン
ト
で

も
、
除
草
剤
を
使
わ
な
い
の
で
、
在
来
雑
草

は
完
全
に
絶
え
る
こ
と
も
な
く
、
ミ
ン
ト
の

葉
陰
で
ひ
っ
そ
り
と
息
づ
い
て
い
る
。
イ
ネ
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イネ科雑草を駆逐しながら生育するスペアミント
（移植2年目）

イネ科雑草の中のスペアミント。草丈は低いが、
地下茎がイネ科雑草にダメージを与えるのか、強
力な繁殖力を示す（移植２年目）
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科
雑
草
主
体
の
あ
ぜ
と
違
い
、「
香
り
の
畦

み
ち
」
に
す
む
生
き
物
は
ハ
チ
や
ハ
ナ
ア
ブ
、

ク
モ
類
な
ど
豊
か
な
生
態
系
が
見
ら
れ
る
。

広
が
る
「
香
り
の
畦
み
ち
」

昨
年
か
ら
地
元
の
Ｊ
Ｒ
み
ね
の
ぶ
が
「
水

田
畦
畔
に
ハ
ー
ブ
を
栽
植
す
る
」
こ
と
を
正

式
に
採
用
し
、
組
合
員
に
無
償
で
ミ
ン
ト
の

苗
七
六
〇
〇
本
を
配
布
し
た
。
さ
ら
に
本
年

か
ら
は
、
地
域
農
業
振
興
計
画
に
取
り
上
げ

ら
れ
、
三
年
計
画
で
計
画
的
に
推
進
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
本
年
の
取
り
組
み
は
、
組

合
員
八
〇
戸
で
ミ
ン
ト
の
苗
二
万
六
〇
〇
〇

本
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
私
が
所
属
す
る
先

発
の
「
元
氣
招
会
」
分
と
合
わ
せ
る
と
、
延

べ
五
万
ｍ
ほ
ど
の
「
香
り
の
畦
み
ち
」
が
で

き
あ
が
る
。

こ
の
取
り
組
み
は
北
海
道
各
地
で
も
広
が

り
つ
つ
あ
り
、
私
も
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
が

失
敗
し
な
い
よ
う
、
さ
ら
に
様
々
な
試
験
調

査
を
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
。
調
査
結
果
の
一
部
は
、
こ
の
ほ
ど
開
設

し
た
当
農
園
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
内
「
香
り
の
畦
み
ち

研
究
所
」
で
も
紹
介
し
て

い
く
の
で
、
関
心
あ
る
方

は
ご
覧
い
た
だ
け
る
と
幸

い
で
す
。

*

「
香
り
の
農
園
い
ま
は

し
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.infosnow

.n

e.jp/̃farom
-i

（
北
海
道
美
唄
市
豊
葦
町

一
区
）
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アカスジメクラガメ。体長5～7ｍｍ
（平井一男撮影）

メクラカメムシ類は割れモミを好む

昨年・北日本を中心に多発した斑点米は、
アカヒゲホソミドリメクラガメとアカスジ
メクラガメというメクラカメムシ類による
被害がとくに多かった。いずれもよく飛翔
するカメムシだが、メクラカメムシ類は口
針でモミを貫通することができない。モミ
の隙間から吸汁する。地域によっては、割
れモミが多かったことも、斑点米を増やす
一因となったようだ。
昨年の北日本は、夏が暑かっただけでな

く、田植え後からずっと高温傾向が続いて
いた。そのため前半過繁茂ぎみに生育した
イネほど、幼穂形成期には葉色が急速に落
ち込み、穂数や一穂モミ数を減らしたうえ、
モミの大きさを小さくしたと考えられる。
そのうえ、登熟期まで続いた高温はモミの
老化も早めたので、割れモミが出やすかっ

た。
３月号（170ページ）でご執筆いただいた

秋田県農業試験場・専門技術員の柴田義彦
さんにると、無代かき栽培（半不耕起栽
培も含む）のイネは割れモミが少なく、慣
行栽培のイネに比べてカメムシの被害を受
けにくかったという。
無代かき栽培では、透水性がよいために

土壌が酸化的に保たれる。根域が拡大する
うえ、生育中期以降の地力チッソの発現が
多くなる。そのため慣行栽培のような肥料
切れがなく、有効茎歩合を高め、大きな穂、
大きなモミをつくった。加えて、秋まさり
型の生育で登熟期までモミの弾力性が保た
れたこともあって割れモミが少なかったと
いうわけだ。


