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は　 じ　 め　 に

　日本農薬学会 ホ
ー

ム ペ
ージ残留農薬 Q＆A の 中 に 「残留

基準値違反で 見かける農薬に は殺虫剤が多 い の は なぜ で す

か ？」（Q3−7） とい う も の が あ りま す．私 も経験的 に「殺虫

剤が多 い 」と思 い つ つ ，「実際 に はどうなの か ？」 と疑問 に

感 じて い ました，

　公的機関に よ る農産物の 検査 で 基準値を 超 え る農薬が検

出され る と ， 国産品で は都道府県や政令指定都市か ら， 輸

入品で は厚生労働省か ら公表さ れ
1〕，イ ン ターネ ッ トや新

聞，テ レ ビの 報道等 に よ っ て 知 るこ とがで きます．しかし，

こ れ らは個 々 の 事実を扱 っ た もの に 過ぎませ ん．一
方，検

査結果を取 りまとめ た 資料 と して は，国産晶で は 厚生労働

省か ら
2）

， 輸入品で は農林水産省
3）および国立医薬食品衛

生研究所
4の 等か ら公表され て い ます ．しか し，そ の 目的

が，農林水産省 と厚生 労働省 で は農産物の 安全性確保，国

立医薬食品衛生研究所 で は 「検査項 日選定 の 基礎デ
ー

タを

作成す る」
5）

こ とに あ る こ とか ら，「原因農薬 の 共通点 と残

留超過の 再発防止」 に つ い て は触れ られ て い ま せ ん．

　そ こ で今回，国産品の残留超過に つ い て，イ ン ター
ネ ッ

ト等 で 広 く公表 さ れ，容易 に 人手 で き る資料を調べ る こ と

に よ っ て
＊ 1，基準値を超過す る農薬 の 共通点等を見つ け，

残留超過 の 再発防 IE策 につ い て考えた い と思 い ます．

1． 2002〜2004年度の厚生労働省で公表された結果

　厚生労働省が地 方公共団休 の 検査結果を集計 して い る資

料の うち，最新版 で ある 2002〜2004 年度分
2〕

を用 い て検討

し ま した．

　そ の結果 ， D 殺虫剤の 超過件数が殺菌剤よ りも多い こ

と，2）少数の 農薬が そ の 件数の 大部分を 占め て い る こ と，

3）殺虫剤の 場合，そ れ らの 農薬 は 登 録 され た 時期が 古 い こ

と，4）後作物で の 超過が多 く発生 して い る こ となどがわか

りま した．次 にそ の 詳細 を記 します．

　1．1．残留基準を超過 した農薬

　超過件数は ， 殺虫剤36 件に対して殺菌剤は 7 件で ， 殺虫

剤が殺菌剤よ りも約 5倍多くな っ て い ま す．超過 した殺虫

剤は 13剤で あ り，各農薬の 超過件数 に 対す る割合をみ る

と，EPN が 36．1％ で最 も多 く，次 い で ア セ フ ェ
ー

ト，ダイ

ア ジ ノ ン と デ ィ ル ドリン と なり，こ れら上位 4 剤 で 全体 の

66．6％ を占め て い ま す （表 1），殺菌剤 は ク ロ ロ タ ロ ニ ル と

トリ ク ロ ホ ス メ チ ル の 2 剤の み で ，ク ロ ロ タ ロ ニ ル が 6件

で 全体 の 85．7％ を占め て い ます．

＊ To　whom 　correspondence 　should 　bc　address ．　ed ，
　E−mall ：tanjgawa −motokazu ＠ oMce ．prcf．nara 」9．jp
　◎Pestjcide　Science　Society　ofJapal1

　L2，殺虫剤の特徴

　超 過件数の 多か っ た上 位 3剤 の EPN ，ア セ フ ェ
ート，ダ

イ ア ジ ノ ン の 共通点 に つ い て 考え て みま した （デ ィ ル ドリ

ン は後述 し ます）．Ii本農業新聞の 「農薬 ア ン ケ
ー

ト2009」

に よ る と，農薬を選択す る基準と して ， 1．効果， 2．価格，

3．安全性 ， 4，適用範囲 （作物や病害虫）の広さ ， 5．使

い や すさ （剤型や 混 用）の 5 項目が あ げ られ て い ます，こ

れ ら 3剤は価格や登録 内容，生産現場 で の 評価等を踏まえ

る と，EPN が 毒物 で あ る こ と を除けば，い ずれの 条件 も満

た して い る と考え られ ます，

　近年 は低投入持続的農業 （LISA） の 考え方か ら，標的生

物と非標的生物問の 選択毒性の 差の 大きい 化学物質 の 開発

が進 め られ て い ま す
6），しか し，EPN は 1951 年，ア セ

＊ 1
本 調杏 によ る イ ン タ

ーネ ッ トの ア ドレス は，2009 年 9 ∫］現 在

で 公開され て い た もの．
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順位　 農薬名

l　 EPN2

　 ア セ フ ェ
ート

3　 ダイ ア ジ ノ ン

　　 デ ィ ル ドリ ン

5　 ジ ク ロ ル ボ ス

　 　 ピ リ ミホ ス メチ ル

　　 フ J一ン バ レ レ
ー

ト

8 位以 ド，件数 1 の 6 農薬を

　 表外に 示す

表 1． 国産農 産 物 に お け る 殺虫剤 の 基準値超過件 数
a ）

（2ひ 2〜2004年度）

　　　　　　　　　　　　　 件数　　　　　　　割合　（％）

35332226 36．ll3

．98

．38

．35

．65

．65

，6

合計 36

テ フ ル ベ ン ズ ロ ン，ク ロ ル ピ リホ ス，総 DDT ，フ ェ ニ ト

ロ チ オ ン ，プ ロ チ オ ホ ス ，ペ ル メ トリン ．

a ）
厚生労働省 の 取 りま とめデー

タ
2）

に よ る．

フ ェ
ー

トは 1973年 ， ダイア ジノ ン は 1955年 とい ずれ も登

録時期 が 古 く，適用範囲 （作物 や病害虫）が 広 い こ とか ら，

多 くの農産物 。害虫 に 使 うこ と が で き，しか も価格も安 い

「便利 な 農薬」 と して 生 産者 か ら 評価 されて い る もの と思わ

れます．こ の こ とが適用 の な い農産物に も使用 され る こ と

に つ な が っ て い る もの と考え られ，そ の 超過件数は EPN で

B 件中 10件，ア セ フ ェ
ートで 5 件中 4 件 （不明 1件

＊ 2
），

ダイア ジ ノ ン で 3件中 2件 と多 くな っ て い ます （農薬適用

一
覧表　2005年版

7）
で調査

＊コ
）．

　さ ら に，登録の 古 い 農薬 の 特徴と して ，使用で き る時期

の 収穫前日数が 長 く，残留 の 問題か ら栽培 の 実態に合 わ な

い こ とが 起 こ ります．例 をあ げ る と，ナ ス の 場合，営利 日

的 の 生産者が栽培す る
一．一

定規模の 露地圃場で あれば ， 夏以

降，毎日収穫されます．こ の ため， 近年 の 農薬で は そ れ に

合わせ，使用時期 が 「収穫前日ま で 」 に な って い ます，し

か し，EPN 乳剤 ・粉剤 で は 7 日前，ア セ フ ェ
ート水溶剤 ・

水和剤 で は 7 凵前，ダ イ ア ジ ノ ン水和剤 ・乳剤 で は 3 日 前

で あ る た め
7）

， 生産者が害虫を発見 し， 防除 の ため に そ れ

らの 農薬を使川 す る と．収穫 ま で の 日数 が 不足 し，出荷物

を 処分 しな けれ ばな らな い 事態 が 生 じて しま い ま す．

　1．3，殺菌剤 の 特徴

　超過件数 の 多か っ た ク ロ ロ タ ロ ニ ル は ig65年登録 の 古い

農薬 で すが，超過 した 原因は 殺虫剤 と は異 な る と思 わ れ ま

す．超過件数 6件中 5件 が 「かぶ の 葉一で 発tkして い ます．

ク ロ ロ タ ロ ニ ル は
一
か ぶ 」 に は粉剤で 播種時 1 回 の 適用が

＊2
「その 他の き く科野菜一とあ り，特定 する こ とが で き な か っ た，

＊3
当時の 農薬適用

一
覧が入 手で きな かった の で，2005年版を使用，

H本農薬学会誌

あ り
7〕，こ の 使用条件を守れば残留基準以

．
ドに なります ．

こ の こ とか ら，超過 の 原因 は生産 者 の 不適 正 な 時期や 回数，

ある い は そ の 両方で の 使用 と思われます，

　1．4．土 壌残留性農薬 に よ る後作物残留

　殺虫剤 の 超過件数 で ，ダイ ア ジ ノ ン と並 ん で第 3 位に

な っ た デ ィ ル ドリ ン は 上壌残留性農薬で す．ま た，類似農

薬で あ る ア ル ドリン も土壌中で デ ィ ル ドリン に 変化 し，農

産物中か らはデ ィ ル ドリ ン と して 倹出されます．両農薬と

も 1971年 に 「土壌残留性農薬 1に指定 され，そ れ 以降 は実

質的に使用が 中［Lされて い ま す．しか しそ の 後 も，過去 に

使用 さ れ て い た圃場か らウ リ類を中心 に 基準値を超過す る

農産物 が続出 して 大 き な 問題 とな り，1970年以降，多 くの

研究が 発表 さ れて い ます
＆−15）．

　残留基準 を超過 した 農産物 は，食品衛生法第 H 条第 2

項およ び第3 項に よって 販売が禁止 され て い ま す．そ して ，

多くの場合，生産者に よ る自主的な 出荷の 停止，回収等が

行 わ れ ます．しか し
，

デ ィ ル ドリ ン に よ る 残留超過 は国に

よ っ て 登録された農薬を ， 1司じ く国が定 め た農薬安全使用

基準 に 基 づ い て 生産者が正 しく使用した に もか かわ らず，

現在まで も土壌中に 残留 して い るた め に 発生 した もの で す，

製造中止か ら艮 い 年月が 経過 して い るた め に，場合 に よ っ

て は，農産物を出荷 し た生産者当人が 使用 した の で は な く，

親 の 代で使用された 可能性も十分 に あります．そ れを他 の

残留超過 と同列に 扱い ，生産者に だ け責任を問う こ とに つ

い て は疑 問 を感 じ ます，

2． 2006 年の ポジ テ ィ ブ リス ト制度施行以降の

　　　　　　　　 残留超過

　20〔｝6 年 5 月の ポ ジテ ィ ブ リス ト制度施行に よ っ て，残留

基準 が 設定 さ れて い な い 作物 に は一
律基準が 適用 され，規

制 の 対象とな る農薬が大幅 に 増加 しました．そ こ で ，2006

年以降 につ い て 調べ ようとしました が，資料は先 に述べ た

とお り2005 年以降は あ りま せ ん．直近の 国産品の 安全性に

関して は，都道府県の発表や新聞社の報道等に 基づ い て ，

私的機関が イ ン ター
ネ ッ ト上で 公表して い る もの があ りま

すが，今1口1は本稿 の 趣旨に あ っ た 「国内農薬ニ
ュ
ー

ス 」
16）

（2006 年 4　A　− 2009 年 9 月末 まで ） を用 い ま した． こ の

ニ ュ
ー

ス は 福島県 の 渡部和男氏 が 収集して い る も の で す，

こ の た め，公的機関 に よ る検査結果を今 て 網羅 で き て い る

わ けで は な い こ とや ， JA や生協等が 実施 した 自主約 な検査

結果 も記載され て い る こ と に注意 が必要で す．

　2．1．残留基準を超過 した農薬

　ポ ジ テ ィ ブ リス ト制度以降の 超過件数 は 78件 （こ の う

ち，除草剤 2 件，不明 1f牛） と，先 の 調 査 の 43 件 よ り も大

幅に 増加 して い ま す．こ の 理 由と して は ， 制度 の 施行 で 当

N 工工
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初 か ら予想 され て い た よ う に ，

一
律基準 に よ る違反 の 増加

と思われます．

　殺虫剤と殺菌剤 の 比較で は，殺虫剤 57件 に 対 して 殺菌剤

18件で あり， 殺虫剤 が殺菌剤 よ りも約 3 倍多 くな っ て い ま

表 2．国産農産物 に お け る 殺虫 剤の 基準値超過件数　
b｝

（2006年 4 月〜20 9年 9月末）

順位　 農薬名 件数 割合 （％）

1 ヘ プ タ ク ロ ル

2　ホ ス チア ゼ ート

3　 EPN

　 　 フ ェ ニ ト ロ チ オ ン

5　 ア セ フ ェ
ート

　 　イ ソ キサ チ オ ン

　 　ピ リダ フ ェ ン チオ ン

8　 NAC

　 　エ トフ ェ ン プ ロ ッ クス

　 　シ ア ノ ホ ス

　 　ダ イア ジ ノ ン

　 　フ ェ ン トエ
ート

　 　プ ロ チ オ ホ ス

　　メ タァル デ ヒ ド

15位以 下，件 数 1の 15農薬を

　表外に 示す

654433322222221558003335555555087755533333331

合計 57

XMC ，イ ン ドキ サ カ ル ブ，エ ン ドス ル フ ァ ン，カ ズ サ ボ

ス，クロ チ ア ニ ジ ン，ク ロ ル フ ェ ナ ピ ル，クロ ル ベ ン ジ

レ
ー

ト，ジ ク ロ ル ボ ス，ジ メ トエ ート，フ ェ ン バ レ レー

ト，フ ェ ン プロ キ シ メート，フ ェ ン プ ロ パ トリン ，フ ル バ

リネ
ート，メ ソ ミル ，メ タ ミ ドホ ス，

b〕
国内農薬ニ ュ

ース の データ
L6）

に よ る、

表 3． 国産農産物 に おけ る殺菌剤 の 基準値超過件数
C］

（20e6年 4 月〜2009年 9 月末）

順位　 農薬名 件数 割合 （％）

1　ジ クロ シ メ ッ ト　 　 　 　 　 　 　4

2　ア ゾ キ シ ス トロ ビ ン 　　　　　 3

3位 以下，件 数 1 の ll農 薬を　　 ll

　表外 に示す

22．216

．7

18

イ プ ロ ベ ン ホ ス ，イ ミ ノ クタ ジ ン
， カル ベ ン ダ ジム ，チオ

フ ァ ネートメ チル ，トリア ジメ ホ ン，トル ク ロ ホ ス メ チ

ル ，フ ル トラ ニ ル，プ ロ シ ミ ドン，ミク ロ ブ タ ニ ル ，メ パ

ニ ピ リム ，酢酸 フ ェ ニ ル 水銀，
c ）

国内農薬ニ ュ
ー

ス の デ
ー

タ
1°）

に よ る．

解説　539

す （表2，3），ま た，超過し た殺虫剤は 29剤あり，超過件

数に占め る割合は ，
ヘ プ タク ロ ル が 10．5efeで 最 も多 く，ボ

ス チア ゼート，EPN ，フ ェ ニ トロ チ オ ン
， ア セ フ ェ

ー
ト，イ

ソ キ サ チ オ ン，ピ リダ フ ェ ン チオ ン と な り，こ れ ら上位 7

剤 で 全体の 49．2％ を占め て い ます，殺菌剤で は ， ジ ク ロ シ

メ ッ トとア ゾキ シ ス トロ ビ ン の 上位 2剤 で 全体 の 38．9％を

占め て い ます．

　2．2．後作物残留で の 超過

　
一
律基準の 設定 に伴う後作物で の 残留超過，ある い は そ

の 疑 い の あ る もの が多 く発生 して い ます．殺虫剤 で 最も多

か っ たヘ プ タ ク ロ ル，同 7 位の ピ リダ フ ェ ン チ オ ン，殺菌

剤で は第 1位 の ジ ク ロ シ メ ッ トが こ れ に 該当 します．次 に

こ れ らの 詳細 を記 します．

　ヘ プタ ク ロ ル は 1957年に登録され ま したが ， デ ィ ル ドリ

ン と同様に 土壌残留性が問題と な り，1975年に失効しま し

た，2006 年に 基準値 を超え る農薬 が 検出さ れた と きに は，

聞き取 り調査の 結果， 失効後 に は使用 されて い ない こ とが

確認されま した
1T）．に もかか わ らず，栽培したカ ボチ ャ か

ら検出された こ と か ら，30年以上 前 に 散布 された ヘ プ タ ク

ロ ル が 吸収された と考えられ て い ます，実績ある検査機関

で あれば，ヘ プ タク ロ ル が カ ボチ ャ か ら検 出され る事実 は

知られ て い た そ うで すが
且8）

， 基準の設定に よ っ て一一挙に顕

在化 した もの と思われます．こ の と きも，先 の デ ィ ル ドリ

ン と同様 に生産者に対し出荷責任が問われ ， 直ち に在庫品

の 回収，出荷の 臼粛 作付けを控え る な ど の対策が取られ

ま した
19）．ま た，「食品衛生 法 ヒの 処分」 の 検討が さ れた

こ と （実際 に は行われな か っ た）
L7）

や，当該 カ ボチ ャ は
「
有

機栽培」 と して 出荷されて い た と伝え られて い るの で
20），生

産者の 受 けた シ ョ ッ クは 測 り知れ ま せ ん．

　ピリダ フ ェ ンチオ ン は 1973年に登録さ れ ま した が，2006

年度か ら生産量 は ゼ ロ で あ り，在庫分を除 い て 流通 して い

な い 農薬 で す
2D ，超過件数 3件 中 2件 は オ オ バ で 発生 しま

した．生産者は オオ バ で は使川 して お らず，
−F．壌中か ら ビ

リダ フ ェ ン チ オ ン が検出 さ れ た こ とか ら，上 壌残慴が原因

とみ られて い ます
22，23） （1件は適川外使用），

　 ジ ク ロ シ メ ッ トは い もち病 の 防除で，主 に箱施用 剤 と し

て 用 い ら れて い ます．超過件数4 件中 1 件は ア ス パ ラ菜で

発生 しま したが，本剤は ア ス パ ラ菜に は使用 され て お らず，

同
一

の 施設 で 水稲の 育苗 に 使用 され，そ の 残上 が ア ス パ ラ

菜の 栽培上 壌 に混入 した こ とが 原因 と さ れて い ます
24）．ま

た，残 り 2件 につ い て も⊥壌残留が指摘され て い ま す
2S〕．

　2．3．殺虫剤の 特徴

　超過件数 の 多か っ た ヒ位 7 剤 の う ち，ヘ プタ ク ロ ル と ピ

リ ダ フ ェ ン チ オ ン以 外の 農薬は ど うで し ょ うか，1992年 に

登 録 され た 比較的新 しい 土 壌処理剤 の ボ ス チ ア ゼ ートを除
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き，そ の ほ か の 農薬 は フ ェ ニ トロ チ オ ン の 1961年，イ ソ キ

サ チオ ン の 1972年を含め ， 全て 登録 の 占い 農薬で あ り，こ

れ らの 特徴 につ い て は 1．2 節で 述べ た とおりです．また，先

の 調査結果と 同様 に paRJの ない 農産物で多 く検出され ， ホ

ス チア ゼ ートで 5件中2 件 ， EPN で 4 件巾 3 件，フ ェ ニ ト

ロ チオ ン で 4 件中 2 件，ア セ フ ェ
ートで 3 件中2 件，イ ソ

キ サ チ オ ン で 3件 中 1 件 と な っ て い ます （農薬適用
一

覧表

2008 年版
勘

で 調査）．

　2．4．殺菌剤の特徴

　ア ゾ キ シ ス トロ ビ ン の 超過件数 3 件中 2 件 は，農薬使用

法 の 誤 っ た 紹介 に よ っ て 発生 した もの で す
27〕，2002〜2004

年度中の 調査 で 原因の 大部分を占め た ク ロ ロ タ ロ ニ ル は 0

件，トリク ロ ホ ス メ チ ル は 1 件で した．

3．現状と対策

　国内で 発生 した残留超過の 原因は ， そ の 多くが 適用 の な

い 農産物で 発生 して い る こ と か ら，主に生産者の 農薬の 不

適正 使 AJと思われま す．消費者が農産物 に 求め る
一一

番 の も

の は 「安全」 で す．こ の た め ，

一
旦残留超過を起こ して し

ま う と，産地全休が農薬の 不適 正使用 を して い る との 疑 い

が 持 た れ，当該農巌物 の 安全 性が 証明 さ れ る ま で ，出荷 し

て い る市場や流通業者，量販店などで の 取 り扱 い が中止 さ

れ ま す ．こ れ が 風評被害で あ り，甚大 な損害が生 じま す．

こ れ を防 ぐに は，残留超過の発生 は言う に 及 ば ず，発生 に

至 らな い 隠れた ニ ア ミス ま で も記録 し，そ の 情報を共有し

て 対策を講 じる こ とが 肝要 で す，そ の た め に は，「農薬の 不

適正使用 に よ る残留超過を絶対 に 発生 させない一1とい う強

い 自覚の 下，自らに よる農薬の 適正使用 の 確認，生産履歴

の 記帳，GAP コg」 な どを実施す る こ と が 求め られて い ます．

　今回の 調査 で，少数 の 農薬が残留超過 の 相当な部分を占

め て い る こ と が 明 らか に な りま した．そ れ らの 農薬 につ い

て は，生産者に 対 しそ の 特性や使用基準に 関す る情報を十

分 に提供す る こ とが 必要で す，こ れ に は行政機関や 生産者

団体自ら に よ る取り組 み 強化 は 勿論 の こ と，組織 な ど に 属

さず情報の 行 き届きに くい 農薬使用者に 対 して は，農薬販

売店の 協力の 下，販売時 の 対面指導が 有効 と思 わ れ ます．

　 ま た，12 節 で 指摘 しま した が ， 栽培の 実態 に 合わ な い

「収穫前日数 」の 問題があります，多 くの 農薬 で，適応の あ

る農産物で も残留超過 が 発生 して い る こ と か ら，収穫前 II

数の 不足 す る農薬の 使用 が 行わ れ て い る もの と考 え られま

す ．栽培実態 か ら考えて 収穫期 に使用 で きな い 農薬 で あ れ

ば，「収 穫 前○ ○ 目」 と す る の で は な く，…

一
崖育期〜開花前

ま で 1の よ う に し，生産者が 「収穫期 に な っ た ら使用 で き

ない 」 と分か る表記 に す る こ と も
一

案 と思 い ます．

　 さ ら に ，生 娠者の 「責任．と は 言 い 難 い 残留超過，すな

わ ち後作物 で の 残留 超 過 が 多発 して い る こ と が わ か り ま し

H 本毀薬
』
学会誌

た．デ ィル ドリ ン 等 の 有機塩素系の 農薬に つ い て は過去か

ら問題 にな っ て い ました が ， ポ ジ テ ィ ブ リス ト制度 の
一．
緯

基準設定 に よ っ て，新た に問題とな っ た農薬が 現れま した．

こ の よ うな後作物 で の 残留超過 は生産者の 「意識の 向上」

で 解決 で きるもの で は な く，生産者が想像 して い な い 場所

に 残留 し，基準値を超過す る可能性 が あ ります．長期 間 土

壌残留す る有機塩素系の 農薬で は，まず，広範囲 に わた る

調査を実施 して 実態を明 らか に し
9−12，

，そ れ に 基 づ く作付

けの 制限や，ウ リ科以外 の 作物 へ の 転ge　13
−1・s）

な どを行うこ

とが必要で す．

　
一

方，育苗 ハ ウ ス の 水稲育苗箱で の 農薬使用 に つ い て は，

生産者に対し後作物残留につ い て の 注意喚起が必要で あり，

環境省に よ る資料 29〕 や い くつ か の 県 で は実施され て い ま

す 」o −32 ），また，農薬メ
ー

カ ーの 中に は ， 注意事項と して 記

載 して い る とこ ろがあります
33）．

　国内の 公的検査機関 で 基準値超過を検出した場合，食品

衛生法第63 条の 規定 に よ っ て そ の 内容が 発表 さ れます．そ

の と き，検査機関か ら行政 の 食品衛生担当課 に報告され，

農林担当課 と協議された うえで 発表 され る場合は
4¢ ，あ ら

か じめ農林担当課が現地調査 を実施して い るの で ，原因 の

多くは 明 らか に さ れま す，しか し，検出の 事実 と回収 の 実

施等の み が報告 さ れ，原因究明が 行われな い 場合もありま

す．残留超過 の 噂発防1［：に は原因の 究明が不可欠で あ り，

調査の 実施 が望 ま れ ます．

お　わ　 り　 に

　農薬 の 使用 に 当た っ て は，登録 や免許制度 が な い 代わり

に，農薬取締法第 12条第 3項 に 「農薬使用者 は，第 1項

の 基準 （著者注 ：「使用基準．．の こ と）に違反 して，農薬を

使月 して は な らな い 」 と使用者に農薬の 適正使月］を義務付

けて い ます。こ の た め，残留超過が 発生した場脊，「農薬を

適正に 散布 しな い 生産者 が 悪 い ．と一
方的 に 生産者 に責任

を押しつ け て い ま した，しか し，
こ れ だ けで は抜本的 な解

決に は な らな い と考え て い ます．なぜ な ら，こ れ まで 述 べ

て きた よ うに ，残留超過 の 原因 を生産者だ け に 求め る こ と

が で きな い 場合 も多い か らで す．

　我が国 の 農業生産で は，夏期の 高温多湿 な気候や施設栽

培 の 発達，生 産量確保 よ り も品質，特 に 外観 を 重 視 して い

るこ と か ら，病害虫防除 が必要 で あ り，農薬 は 必須 の 資材

と な っ て い ます．一
方，消費者は安全 で 安心 な農産物を求

め て い ます．こ の た め，残留超過 が一・旦 発 生す る と消費者

の 信頼 は一
挙 に 失わ れ，生産者個人 だ け で は な く ， 産地全

体に 重大な被害が及びま す．

　 「誰 が 悪 かった」 とい う処分 だ け で は 残留超過 は 繰 り返 さ

れ ます．そ れ を防止す るた め に は，生産者，国，都道府県，

農薬 メーカーな どが 食 の 安全確保 とい う観点か ら連携して

そ の 原因を調 査 分析 し，そ れに 基 づ い た再発防止策を立て ，

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Pesticide Science Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Pestioide 　Soienoe 　Sooiety 　of 　Japan

liol．35，　No，4，　537−541（2010） 解説　541

そ の 情報を共有す る とい う取 り組みが何よ り必要で ある と

考 え ま す．
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