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は　 じ　 め　 に

　食品中 に 残留する農薬，動物用医薬品およ び 飼料添加物

（以下，「農薬等」 とい う，） に 関す る ポ ジ テ ィ ブ リ ス ト制度

が ’
ド成 18年 5月 29 日か ら施行 された．ポ ジ テ ィ ブ リス ト

制度 は，食品中 に残留す る農薬等 につ い て，一
定量を超え

て 残留す る食品の 販売 ・流通等を規制す る制度 で あ る．残

留農薬等に 関す る ポ ジ テ ィ ブ リス ト制度に 対応す るた め
，

農業の 生産現場に おける 注意点を解説す る とともに，農薬

の 登 録制度 お よ び安全性評価 につ い て も解説す る．

L 　農薬の 登録制度

　農薬は，農薬取締法
1）

に よ り，「農作物 （樹木及 び農林

産物を含む）を害す る菌，線虫，だ に，昆虫，ね ず み そ の

他 の 動植物又 は ウ イ ル ス の 防除に用 い られ る殺菌剤，殺虫

剤 そ の 他 の 薬剤 （殺 そ剤 や 除草剤等 が含 ま れ る）及 び農作

物等 の 生理機能 の 増進又は抑制 に 用 い られる成長促進剤，

発芽抑制剤 そ の 他 の 薬剤」 と定義 さ れて おり，病害虫 の 防

除 に 川 い られ る天敵 や微生物 も農薬 とみ な され る，

　農薬取締法で は，農薬の 登録制度を設け，販売及び使川

の 規制を行 うこ と に よ り，農薬 の 品質 の 適 正 化 とそ の 安全

か つ 適正 な 使用 の 確保を図り，農業生産 の 安定 と国民 の 健

康の 保護，生活環境 の 保全を図 っ て い る．農薬の 製造者又

は 輸入者 は，農林水産大臣の 登録を受けなければ，農薬を

製造 もし くは加工
， 輸入 して はな らな い こ と とされ て い る，

ま た ， 農薬の 登録を受け る に あ た っ て ， 農薬の 製造者ま た

は輸入者は，そ の 農薬の 品質や安全性を確認す る ため の 資

料と して ， 病害虫等 へ の 効果，作物 へ の 薬害，人畜に対す

る毒性， 動物体
・植物体中で の代謝 （代謝・分解経路と分

解物 の 把握），水産動植物に 対す る毒性，作物 へ の 残留性

等 に 関す る試験成績等 な らび に 農薬 の 見本を，独立 行政法

人農林水産消費安全技術セ ン タ
ー

（以下，「セ ン タ
ー
」とい

う．）を経由 して 農林水産大臣に 申請する必要が ある．農林

水産大臣は，そ の 農薬 の 見本に つ い て 検査をす る よ うセ ン

タ
ー

に指示す る．セ ン タ
ー

で は，提出され た試験成績等に

基づ い て，農薬の 品質 の 適正 化 とそ の 安全か つ 適正 な使用

の 確保の た め
， 農薬の 薬効， 毒性 ， 作物や 土壌に対す る残

留性等につ い て総合的 に検査 し，そ の 結果を農林水産大臣

に報告し，農薬取締法第3 条第1項で 定め られ た農薬登 録

保留基準に該当 しな い 場合，農林水産大臣は 当該農薬を登

録す る （図 1）．
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2．農薬 の 安全性評価

　農薬の 登 録申請を受 けた 農林水産省は，厚生 労働省 に，

そ の 申請 を連 絡す る．厚生 労働省 は，農林水産省 に 食品衛

生法
2）

に 基づ く資料提供 の 要請を行 い ，農林水産省 よ り人

畜 に関する毒性等 につ い て の 試験成績が 提出される，

　厚生労働省 は，内閣府食品安全委員会に 食品健康影響評

価を依頼 し
3），食品安全委員会 は，そ の 農薬を

一
生涯 にわ

た っ て毎 日摂取 し続けた と して も，危害を及 ぼ さない と見

なせ る体重 1kg 当た りの 許容摂取量 （Acceptable　Daily　In−

take： ADI）を決定す る．登録申請時 に提出され る ラ ッ トや

マ ウ ス 等の 動物を用 い た反復経口投与等 の 長期毒性試験の

結果 を基 に ， 影響が認 め られな か っ た 投与量と して無毒性

量 （No 　Observed　Adverse　Effect　Leve1；NOAEL ）が求め られ

る．動物実験 の 結果で あ る こ と，人 に お け る個人差が あ る

こ とを考慮 して ，不確実性係数 （通常は 11100）を乗じて ，

人体 に影響を 及 ぼす恐れ の な い 量が求め られる．この 値が

ADI とな る．　 ADI は体重 lkg 当た りの 許容摂取量で あ る の

で，こ れ に 日本人 の 平均体重を乗 じる こ とに よ り，日本人

1人当た りの 摂取許容量が 求 め られ る，

　 こ の ADI に 基づ き，厚生労働省に お い て ，登録申請時 に
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i第1項に該当する

iか どうか の 基準

i（登録保留基準）

図 L 農薬の 登録検査の 流れ，

提出され る作物残留性試験結果から得 られた残留量を基 に

某準値が 設定され る，基準値と食品摂取量 か ら暴露量が求

め られ ， ADI か ら求め られ た 国民平均 の 摂取許容量 よ り少

な い こ とを確認す る，ま た ， 暴露量評価 は ， 国民平均以外

に も，幼少児 （1〜6歳），妊婦，高齢者 （65歳以上） に つ

い て も行わ れ る．こ の と き，残留量 は気象条件等の 種 々 の

外的要因に よ り変動す る可能性が あ る こ とか ら，基準値は ，

あ る程度の 安全率を 晃込 ん で 設定 され る，ま た，残留基準

の 設定 に 当た っ て は，外国の 基準値 や 国際基準等 も考慮 さ

れ る，

　農林水産省は，残留基準に 照 ら して 登録検査を行 うこ と

となる，登録 の ある農薬 につ い て は，ラ ベ ル に 表示 されて

い る使用方法を守 っ て 使用すれ ば，農薬 が残留基準を超 え

て 残留 し，人の 健康が 脅か され る恐れは な い とい え る．

3．ポジ テ ィ ブリス ト制度

　従前の 食品衛生法 の 規制に お い て は，残留基準が 設定 さ

れて い な い 農薬等は，食品中に残留が認め られて も販売禁

止等の 措置を行うこ とが困難で あ っ た．一
方，国内で使用

され て い な い が，海外で 使用 され て い る農薬は，わ が 国で

登録の ある農薬以 上 に た くさん ある．しか し， そ う した農

薬を使用 した農産物で ，万が
t，残留農薬が確認された場

合で も規制 で きず に輸入 され て い る こ と に 対 して，消費者

は不安感 を持 っ て い た こ とか ら ， 平成 7年の食品衛生法の

一
部改正 に 伴い，衆参両院の 厚生委員会で ポ ジテ ィ ブ リス

ト制度導 入 に つ い て 検討 す る こ とが 付帯決議 と され た．

　こ の よ うな食の 安全 ・安心 へ の関心 の 高ま りを背景に ，

平成 ［5 年にfti’rb’T に 残留す る農薬等に つ い て ，
一

定の 量 を超

え て 農薬等 が 残留 す る食品 の 販売等 を 原則 禁 止す る ポ ジ

テ ィ ブ リス ト制度を導入す るべ く食llrl
「

軍衛生法が 改正 され，3

年以内 に 施行す る こ と とな っ た 4）．平成 17年 5月 29 日か

ら食品衛生法 に 基 づ く農薬等 の 残留基準 に つ い て の ポ ジ

テ ィ ブ リス ト制度 が 導入 さ れ，1年後 の 平成 18年 5月 29

日に施行された
j〕，

　ポジテ ィ ブ リス ト制度 の 導入 に おい て，現行基準，暫定

基準，

一
律基準 ω の 三 つ の 基準が設け られ た．基準値等が

設定されて い た農薬は ， 現行基準値が そ の ま ま維持 され ，

基準値が な い 農薬で も国際某準等が あ る もの は，そ れを参

考に 暫定的な 基準 が設定され た．そ れ以外 に つ い て は，原

則
一
律基準 （0．Olppm ）が適用 され る．「人 の 健康を損な う

お そ れ の な い 量一12）とい うの が い わ ゆ る
一
律基準で ，「許容

さ れ る摂取量」，「暴露量」 に つ い て の 国際的評価機関で の

データ，わが 国 の 国民 の 食品摂取量等を踏まえ て 検討 さ れ

た もの で あ る，こ の 基準は EU 諸国で も採川 され て い る．

　 こ の 制度は，輸入品だ けで な く国産品に も適用 され，国

内外で 使用 される農薬すべ て に 残留基準また は
一

律基準 が

設定 され，食品中に 基準値を超え る 残留 が 認 め ら れ る 場合

は販売禁止等 の 措置 が と られ る．

4．農業生産現場へ の指導

　残留基準 （暫定基準を含む）が設定 されて い ない 場合 に

は，一
律基準が適用され る こ ととなる こ とか ら，今 まで と

同様，農薬 の 使用 基準を遵守す る と と もに，今 まで以上 に，

農薬散布時の飛散防止対策が 重要とな る （図2），

　4．1．農薬使用 基準の遵守 （適正 使 用 ）

　食用農作物等へ の 農薬使用 に あた っ て は ， 使用基準 の 遵

守を徹底す る必要が あ る．す な わ ち，農薬の ラベ ル の 記載

事項 を よ く確認 し，適用 作物，使用 量 ま た は 希釈倍数，使

用時期，使用回数を遵守して使用す る こ とが求め られ る．
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區 ］：熱蹴 ナ 。適。作物としての登，、。、、、 　 8
　 　 　 　 　 ●ポジティブリス ト制度が導入されることから、コ マ ツナ へ の 農薬残留が心配

圃場間の距離が 近い とき

隣の 作物の 収穫時期が間近であるとき

飛散が起こ りやすい 散布方法の とき 畛
散布した農薬が

ドリフ トしやすくなる

対策として…

鏃

雛
鶸

嬲

攤鰈韈
図 2，農薬の 飛散防止対策．

　こ の た め，JA が取 り組 ん で い る生産履歴記帳運動等の よ

う な 農薬使用 の 履歴を記録 に 残す こ とが 重要 に な る，こ れ

に よ っ て ，万が一
基準値超過が 起きた場合， 原因 と な る圃

場を素早 く確実 に特定 で き，他の 問題 の ない 農産物は出荷

で き る こ と とな る．ま た，原因を 究明 し再発防止策等に も

役立 て る こ とが で き ， 早急な対策が 立て られ るの で ， 農薬

使用 の記帳の 徹底 は 大事で あ る．

　 4．2．　 ドリフ ト

　散布した農薬が 防除目的外の 作物に飛散 （ド リフ ト） し

た場合 に ，そ の 作物 に 基 準が 設定 され て い な い 場合 は，一

律基準 が 適用されるこ とに なる．こ の た め，農薬散布を行

う場合に は，当該農薬 が散布 される圃場 の みならず，そ の

周辺 で 栽培 され て い る 食用農作物 （以下 「周辺農作物」 と

い う．）の 収穫物 に つ い て も，食品衛生法の 基準を超えた農

薬が残留するこ とがない よう，農薬 の 飛散防止措置 の 徹底

を図る必要 が あ る．

　農林水産省で は，農薬 の 飛散防止対策の た め の 手 引 き を

作成し，指導の 周知徹底が図られ る よ う対応 して い る と こ

ろ で あ る
7），

　（1）地域と して取り組む べ き農薬飛散防止の た め の 体制

　　　整備

　農薬散布に伴う飛散に よ る周辺農作物へ の 影響防止を効

果的に実施す る た め に は ， 地域の 農業者 が協力 して 飛散防

止に 取り組む必要が あ る．

　 こ の た め，都道府県の 農作物病害虫防除指導関係，生産

振興関係お よ び普及関係 の 行政部局，農業者団体等が連携

して ，農薬の 飛散影響防止対策の 指導 ・啓発 の た め の 指導

体制を整備し，都道府県の 対策方針を定め，農薬飛散影響

防止対策 に 取り組む もの と し，地域の 実情に応 じて，病害

虫防除所 ， 普及指導セ ン ター
， 市町村等が 連携して 地域単

位 の 指導体制 （以下，「地域組織」 とい う．）を整備す る も

の と した．そ の 際，農業協同組合等の 生産者団体や病害 虫

防除組織と も連携して 整備す る こ とが望ま しい ，さ らに，農

薬販売者や防除を行う業者等に つ い て も極力参画を得る も

の と し，地域組織 は以下の 取り組み を行 うこ とが望 ま しい．

　  ポ ジテ ィ ブ リス ト制度の 導入に 伴 う農薬使用上 の 問題

　　点 の 抽出と そ の 対応策 につ い て 検討

　  農薬 の 飛散影響防止 の た め の 農業者相互 の 連 絡体制 の

　　整備

　  地域 の 農業者 に対する啓発

　  農薬の 飛散を防止する た め の 防除方法 の 指導

　  農薬 の 飛散 に よる影響が特に大きい と予想 され る場合

　　 に は，厳重な飛散防止対策 の 指導

　  農薬の 飛散に よ り食品衛生法の 基準を超 え る農薬の 残

　　留が あ っ た場合は ， 再発防止 の た め，地域の 作物 i
’ir目，

　　使用農薬，防除方法等に つ い て の 見直し

　（2）個 々 の 農業者が行 う農薬 の 飛散影響防止対策等

　個 々 の農業者に お い て は，病害虫の発生 や被害の有無 に

か か わ らず定期的に 農薬を散布す る こ とを見直 し，総合的

病害虫 ・雑草管理 （lntegrated　Pest　Management：IPM） に努

め る こ とが望ま しい．

　また，農薬使用を行う場合 に は，次 の 事項 の 励行 に 努め，

農薬 の 飛散 に より周辺農作物 に被害を及 ぼす こ とがない よ

うに配慮する．

　  周辺農作物の 栽培者 に 対 して ，事前に，農薬使用 の 目
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　　的，散布日時，使用農薬の 種類等につ い て 連絡す る．

　  当該病害虫 の 発生 状況を踏ま え，最小限の 区域に お け

　　る農薬散布に 留め る．

　  農薬散布 は，無風また は風 が弱 い と き に 行 うな ど，近

　　隣 に 影響が 少 な い 天候 の 日や時間帯を選 ぶ と と もに，

　　風向き，散布器具の ノ ズル の 向き等 に 注意す る．

　  特 に，周辺農作物 の 収穫時期が近 い た め，農薬 の 飛散

　　に よる影響が予想 される場合 に は，状況 に 応 じて 使用

　　農薬 の 種類を変更 し，飛散 が少 な い 形状の 農薬を選択

　　 し，また は農薬 の 散布方法 や散布 に用 い る散布器具を

　　飛散の 少ない もの に変更す る．

　  上記 の   か ら  の 対策 を と っ て も飛散が 避 け られ な い

　　よ う な場合は ， 農薬使用者は散布日の 変更等の 検討を

　　行い ，そ の 上 で や む を得な い と判断され る場合に は，

　　周辺農作物 の 栽培者に対 して 収 穫 日の 変更，圃場 の 被

　　覆等に よ る飛散防止対策を要請す る．

　  農薬を使用 した年月日 ・場所 ・対象農作物 ・気象条件

　　（風の 強 さ） ・使用 した農薬の 種類 又 は名称及 び単位面

　　積当た りの 使用量又 は希釈倍数等 に つ い て 記録 し，一

　　定期間保管す る．

　  農薬 の 飛散 が生 じた 場合 に は ，周辺農作物 の 栽培者等

　　に対 して 速 や かに 連絡す る と と もに，地域組織 と対策

　　を協議す る．

　（3）農薬適正使用指導強化協議会の 設置

　農林水産省で は，農薬 の 適正使用等を徹底す るため平成

18年 3月，農林水産省，関係団体 か らな る農薬適正 使用 指

導強化協議会を設置した．企国段階で の 取組強化 と して ，

ブ ロ ッ ク段階に お け る指導者向け研修会を開催す る ととも

に，相談 に 迅 速に 回答す るネ ッ トワ
ークの 構築，情報提供，

広報活動の 強化を 図 っ て い る．県段階 に お け る組織強化 と

して ，生 産，普及部局等の 参画に よ る推進体制を強化 し，

巡回指導チーム を 編成 し指導 を 行 っ て お り，さ ら に，現地

指導体制 と して ，農薬，生産担 当 （普及指導員，JA職員）

に よ る現地巡回指導を展開す る と と もに 相談窓 口を設置 し

対応 して い る と こ ろで あ る．

　 4．3．適正使用の 徹底

　農林水産省は，農薬使用 に お け る 不適切 な使用事例 の 発

生を踏まえ， さ らな る指導 の 徹底を行 っ て い る
9〕。

　（D 農薬 の 適正使用

　農薬の 使用に あ た っ て は ，
ラ ベ ル に 記載され て い る適用

作物 ， 使川時期， 使用方法等を十分 に確認す る とともに，

的確に記帳を行うよう指導 の 徹底を行 う必要がある，

　さ らに ， 農薬の 飛散低減， 適切な作業実施等の 観点か ら

は ， 農薬使用前後の 作業手順等の チ ェ ッ ク リス ト化 ， 実施

状況 の 記録，改善点の 把握等の 取組を導入す る こ とが極め

て 有効で あ る こ とか ら ， GAP （農業生産工 程管理手法）を
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活用 した 農薬関連作業の 工 程管理を推進す る必要が あ る．

　（2）留意点

　最新の 不適 正使用等の 状況 を踏ま え た留意点 は，次の と

お りで あ る．

　  育苗箱，ペ ーパ ーポ ッ ト等 に農薬を使用 す る際は ， 使

　　用 した農薬が周囲 に こ ぼ れ落ち な い よ う慎重 に 防除を

　　実施するこ と．

　  水田に おい て 農薬を使用す る と きは，農薬の ラ ベ ル に

　　記載 され て い る止水 に 関す る 注意事項等を確認 す る と

　　ともに，止水期間を 1週間程度 とす る こ と．また，止

　　水期間 の 農薬 の 流出を防 止するた め に 必要な 水管 理 や

　　畦畔整備等の 措置を講 じ る よ う努 め る こ と．

　  散布前後 の 気象状況 に十分注意を払 い
， 大雨等 に よ り

　　降水量が多くな る恐れがある場合 に は，農薬 の 使用を

　　控え る こ と．

　  農薬の使用前に は ， 防除器具等を点検し， 十分に 洗浄

　　が な され て い る こ とを確認す る こ と，また，農薬 の 使

　　用後 に は，防除器 具の 薬液タ ン ク，ホー
ス，噴頭 ，ノ

　　ズル等の 農薬が残留す る可能性が あ る箇所に注意 して ，

　　洗浄を ト分 に 行うこ と．

　  使用残農薬等 の 処 理 に 当た っ て は，都道 府県 と農業団

　　体 ・農薬販売店等 との 連携を図 り，関係法令 を遵守 し

　　て 適正 に 行い，河川等へ の 廃棄を未然 に 防止す る こ と．
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