
最近のリンゴ腐らん病の発生 状況並びに研究の現状 519 

最近のリンゴ腐らん病の発生状況並びに研究の現状

す

農林水産省果樹試験場 リ ン ゴ支場病害研究室 5頁

は じ め に

リ ン ゴ を加害す る 病害の種類 は 多 く ， 中 で も リ ン ゴ腐
ら ん病 は 明治期 に 日 本 に リ ン ゴが導入 さ れて 以来， 大発
生 を繰 り 返 し 問題 と なって き た 病害で あ る 。 リ ン ゴ腐 ら
ん病 は 圏 内 に お い て は， 北海道， 東北地方 お よ び長野県
の リ ン ゴ栽培地で広 く 発生 し て い る 。 世界的 に は 日 本以
外 に韓国， 中 国 で そ の 発生が報告 さ れて お り ， 現在 ま で
に発生 は 東 ア ジ ア の リ ン ゴ栽培地 に 限定 さ れて い る 。

リ ン ゴ腐 ら ん病菌 は子の う 菌類 に 属 す る 糸状菌で， 初
期 に は Va lsa mali と さ れ て い た が， 小林 ( 1970) の 研
究 に よ り ， 広葉樹 に 広 く 寄生す る V. cerato ゆerma と 形
態的特徴， 培養性状が酷似 し ， V. mali は V. cerato . 
sþen仰の s ynon ym と さ れ た 。 伝染源 は 子 の う 胞 子 お
よ び柄胞子で， 風媒あ る い は水媒に よ って伝染す る 。 分
生胞子 は ほ ぽ通年形成 さ れ， 3 月 ご ろ か ら 12 月 ご ろ ま
で胞子飛散が続 く 。 子の う 胞子 は ， 晩秋か ら 翌春 に かけ
て形成 さ れ， 主 に 4�6 月 ご ろ に かけて 飛散が多 い。

リ ン ゴ腐 ら ん病 は 昭和 40�50 年代 に かけて， 全 国 の
リ ン ゴ栽培地で大発生 し， 最 も 被害の激 し い時期 に は栽
培面積 の 30%以上 で発生 し た 。 こ の間 に 様々 な 防除対
策が講 じ ら れ， そ の甲斐あって か終息 に 向 か い現在 に 至
って い る 。 本稿で は， か つ て猛威 を 振 る った リ ン ゴ腐 ら
ん病発生の現状 と 最近の研究状況 に つ い て 紹介 し た い。

I リン ゴ腐らん病発生の現状

各県 に おけ る リ ン ゴ腐 ら ん病の発生状況 は次の と お り
であ る 。

青森県 は発生面積 で平成 10 年度全県平均 14 . 9% (平
成 9 年度 は 15 . 1 % ) と ほ ぼ横ば い で推移 し て い る 。 校
腐 ら ん は果台か ら 病原菌が感染 し た と 思わ れ る も の が多
い。 一方， 治療用 の 防除薬剤 と し て ， チ オ ファネ ー ト メ
チ ルペ ー ス ト 剤 ( ト ッ プ ジ ン M オ イ ルペ ー ス ト ) 剤が
普及 に 移 さ れて い る が， 現定部 に使用 し て 枝枯れ を 生 じ
る な ど使用 法 を 誤って か え って樹体 を 痛 め て し ま う 例が
散見 さ れ る と し寸。

秋田 県 は 県北地域での発生が多 い。 発生量 は ほ ぼ横ば
い状態で経過 し て い る 。 発生の様相 は胴腐 ら ん に比較 し
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て 枝腐 ら んの発生が 目 立 ち ， 摘果時 ま た は収穫時 に 果台
か ら 感染 し た と 思わ れ る 病斑が多数 を 占 め て い る 。 防除
対策 と し て ， 胴腐 ら ん の場合 は 土巻 き (泥巻 き ) ， 病斑
の削 り 取 り が行わ れ， 枝腐 ら ん の 場合 は 発病枝の 除去が
行わ れて い る 。

福島 県 は会津地域で も と も と 腐 ら ん病の被害が多かっ
た が， 近年， 比較的発生 の 少 な かった 県央部 の 園地 に お
い て も 発生が見 ら れ る よ う に なって き て い る 。 発生の様
相 は秋田 県 と 同様， 校腐 ら ん の発生が多 く ， 特 に 摘果時
に果柄か ら 感染 し た と 思わ れ る も の が多 く 見 ら れ る 。 ま
た ， 園場管理が行 き 届 い て い な い 園 で発生が多 い と い わ
れて い る 。

長野県で は リ ン ゴ腐 ら ん病 は 全 県 的 に 発生 し て お り ，
こ こ 数年 15%前後の 発生面積で推移 し て い る 。 や は り ，
摘果時 に残った 果柄か ら 感染 し た と 思わ れ る 被害枝が多
く を 占め る が， 伝染源密度 を 減 ら す 目 的で胴腐 ら んの削
り 取 り も 励行 し て い る 。 ま た ， 平成 7 年 に セ イ ヨ ウ ナ シ
園で腐 ら ん病が多発 し た 。 発生 は局地的で は な く ， 長野
県北~中部地域 の 広 い 範 囲 で発生が確認 さ れて い る 。 特
に ， 樹齢の 古い 園地での発生が 目 立 つ と い わ れて い る 。

こ の よ う に ， 各県 と も 腐 ら ん病 の 発生推移 は現在 ほ ぽ
横ばい の状態 を 示 し て い る 。 腐 ら ん病の発生 は圃場管理
の行 き 届 か な い 園 で多 い傾向 に あ る 。 就 農人 口 の減少 に
よ り 労働力 が減少 し 続けて い る こ と か ら ， 管理不良園，
あ る い は放任菌が今後 さ ら に増加す る も の と 思わ れ， 近
い将来， 防除 に 手 の かか る 腐 ら ん病が一気 に 大発生す る
可能性 は否定で き な い 。

E 果台(果柄) 感 染による枝腐らんの発生

リ ン ゴ腐 ら ん病 は ， 主幹お よ び主枝等 に 発生 し た も の
を胴腐 ら ん， 4�5 年生以下 の 枝 に 発生 し た も の を 枝腐
ら ん と 発生部位 に よ り 区別 し て い る が， リ ン ゴ栽培各県
に おけ る リ ン ゴ腐 ら ん病の発生様相 は胴腐 ら ん に比較 し
て枝腐 ら ん の発生が 目 立っ て い る 。 枝腐 ら ん の発生 は果
台が病原菌の侵入門戸 と なって い る 場合が非常 に 多 い。
雪田 ( 1992) は ， 青森県の リ ン ゴ歯で腐 ら ん病の発生状
況 を 調査 し ， 病原菌の侵入門戸 と し て 果台 か ら の感染で
発生した 枝腐 ら ん が 多 く ， 園 地 に よ っ て は 総病斑数の
70�90% が果台 か ら 発病 し て い た こ と を 報告 し た 。 果台
か ら 発生 し た 病斑 に お い て は ， 果台 に 果柄が残って い る
場合が少 な く な い こ と か ら ， 残った 果柄 と 果台発病 と は
密接 な関係が あ る と 考 え ， 果実の収穫時 に人為的に残 し
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た 果柄 に 腐 ら ん病菌 を接種 し発病過程 を追跡調査 し た 。
発病 は接種翌年の春か ら 夏 に かけて始 ま り， 果柄 を残 し
た 果台 に お い て は残 さ な い果台 に比較 し て 発病率が は る
か に 高くな る と い う 結果が得 ら れた 。 ま た 果柄は収穫時
だ け で なく摺果時に も 多く残 さ れ る た め ， 摘果時 に残 さ
れた果柄 に つ い て も 腐 ら ん病菌 を接種 し発病の経過 を調
査 し た と こ ろ ， 接種 さ れた 菌 は約 1 か月 以 内 の短期間に
果柄 を 通 っ て 果台 に侵入 し て い た 。 こ れ に 対 し ， 収穫期
に 果柄 に 接種 さ れた菌 は翌年春以降 に 果台 に侵入す る 場
合が多 い こ と を 明 ら か に し た 。 特に収穫時期 に は果柄か
ら の腐 ら ん病菌の感染 に注意 を 要す る と 思わ れ る 。 雪田
(1993， 1994) は さ ら に リ ン ゴ 数品種 を 供試 し， 摘果後
お よ び収穫後の果柄感染 に よ る 果台発病の 品種間差異 に
つ い て検討 を 行 っ た 。 摘果 は は さ み を使 っ て行 う た め 果
柄 は 通常 1�2 cm 程度残 さ れ る が， 時 間 の 経過 と と も
に 離層が形成 さ れ果台 か ら 脱落す る 。 し か し， 果柄脱落
ま での 日 数 は 品種に よ り異 な る 。 摘果後 に 残 さ れた 果柄
に腐 ら ん病菌 を接種 し， 数品種 を 用 い果柄の残存率 と 発
病率 を 品種間で比較 し た 結果， 果柄の脱落 し に くい 品種
(北斗， ふ じ ， 国光) で は 発病率が高く， 果柄の脱落 し
や す い 品種 ( ビ ス タ ベ ラ ， つ が る ， 金星， 陸奥， 王林)
で は 発病率が低 い と い う 結果が得 ら れた 。 摘果期 に果柄
か ら 感染 し た 病原菌 は短期間で果台 に達す る が， 果柄の
脱落 しやす い 品種 に お い て は病原菌が果台 ま で達す る 以
前 に 果柄が脱落す る た め に 果台発病が少 なし果柄の脱
落 し にくい品種 に お い て は病原菌が泉台 に 達す る ま で時
間的余裕が あ る た め発病が多くな る も の と 考 え ら れた 。
同様 に ， 校腐 ら ん の 自 然発病 を闘場で観察 し た場合 も ，
や はり果柄の脱落 し や す い 品種で は枝腐 ら ん の発生が少
なし脱落 し に くい品種で は 多 い と い う 結果が得 ら れ，
接種試験の結果 と 一致 し た 。 収穫後の果柄感染の 品種間
差異 も ， 収穫時 に残 さ れ た 果柄 に 腐 ら ん病菌 を接種す る
こ と に よ り 果柄の 残存率 と 発病率の 品種間差 を 調 査 し
た 。 摘果時に残 さ れた果柄 と 同様 に ， 収穫時 に残 さ れた
果柄 も 時間の経過 と と も に 離層が形成 さ れ脱落す る が，
や はり品種間で脱落の し や す さ に差が見 ら れ， 果柄脱落
し や す い 品種で は発病が少 なし果柄脱落 し にくい品種
では発病が多 い傾向 を示 し た 。 枝腐 ら ん は各県で発生が
目立 ち ， 果台発病 し た も のが多 く を占め る と い わ れ て い
る 。 果柄感染 に よ る 果台発病の メ カ ニ ズ ム が明 ら か に さ
れた こ と に よ り， 発生量の 多 い枝腐 ら ん に対 し て 的確な
防除対応がな さ れ る こ と が期待 さ れ る 。

皿 セイヨウナシ腐らん病の発生

腐 ら ん病の病原菌で あ る V. cerato 司perma は， 広葉樹
に 広く寄生す る と さ れ る が， 従来， 腐 ら ん病の発生 は リ
ン ゴが主であ り ， ナ シ類での発生 は こ れ ま でに 北海道で

の み 報 告 さ れ て い る (斉 藤 ら ， 1972) 。 最 近， 川合 ら
(1997) は長野県 内 の セ イ ヨ ウ ナ シ 園 に お い て 腐 ら ん病
が多発 し た こ と を報告 し て い る 。 彼 ら の調査 に よ る と ，
発生地域 は長野県内， 北信~中信地方 と 広 い範囲 で発生
が見 ら れ， 南信地方で は発生が見 ら れな か っ た と し て い
る o 病徴 は リ ン ゴ腐 ら ん病 と 酷似 し ， 病斑 は赤褐色~黒

つめ

褐色でア ル コ ー ル臭 を発 し 擢病樹皮 は軟弱 と なり爪で
容易に は がせ る よ う に な る 。 古くな っ た病斑上 に は黒色
小粒点状の子座が形成 さ れ， 黄色の胞子角 が噴出 す る 。
分離 さ れた 菌 は PDA 培地上 で最初淡黄褐色 を 呈 し し だ
い に 灰褐色 と なり， 培地上で柄子殻 を 形成す る 。 柄子殻
お よ び柄胞子 は Cyto sþora 様 で， リ ン ゴ 腐 ら ん病菌v.
cerato sþerma の 無性世代 と 酷似 し て い る と 報告 し て い
る 。 発生の様相 は リ ン ゴ腐 ら ん病 と は若干異 な り， 胴枯
れ症状 (胴腐 ら ん) が枝枯れ症状 (枝腐 ら ん) に 比較 し
て発生量が多く， 発生部位 は主幹， 主枝の よ う な年数 を
経た 部位 に 多 い が， 1�2 年生 の 若 い 枝 に は 発生が見 ら
れて い な い。 腐 ら ん病の発生 し た セ イ ヨ ウ ナ シ 園 は い ず
れ も リ ン ゴ園 と 隣接 し， そ の リ ン ゴ園 で は 腐 ら ん病が多
発 し て い る 場合が多 か っ た こ と か ら ， リ ン ゴ園 か ら 腐 ら
ん病菌が広が っ た と 考 え ら れ る 。 セ イ ヨ ウ ナ シ腐 ら ん病
の病斑か ら 分離 し た 病原菌 を 用 い て ， リ ン ゴ ( ふ じ ) ， 
セ イ ヨ ウ ナ シ ( ラ ・ フ ラ ン ス ) の枝 に 接種を行い病原性
を調べた と こ ろ ， 両方の植物 に 対 し病原性 を示す こ と を
確認 し て い る 。 ま た ， リ ン ゴ腐 ら ん病の病斑か ら 分離 さ
れた腐 ら ん病菌 も 同様 に リ ン ゴ お よ びセ イ ヨ ウ ナ シ に 接
種 し た 結果， や はり両方の植物 に 病原性 を示す こ と を確
認 し て い る 。 こ の こ と は ， 近接 し た セ イ ヨ ウ ナ シ 園 と リ
ン ゴ 園では腐 ら ん病菌が相互 に 行 き 来 し両方の園地で広
が る 可能性 を 示 し て い る 。 長野県 の セ イ ヨ ウ ナ シ は ラ ・
フ ラ ン ス が主体であ る こ と も あ り ， 品種聞 の感受性差異
に つ い て は い ま だ明 ら か に さ れて い な い。 セ イ ヨ ウ ナ シ
腐 ら ん病の大規模な発生 は現在 ま で に 北海道， 長野県以
外の地域では確認 さ れて い な い が， 今後， リ ン ゴ 園 と 隣
接 し た セ イ ヨ ウ ナ シ 園， あ る い は樹齢の進 ん だ セ イ ヨ ウ
ナ シ 園 で は 腐 ら ん病の発生 を警戒す る 必要 が あ る と 思わ
れ る 。

W 感 染生理， 抵抗性育種， 樹体管理に

おける研究の現状

リ ン ゴ腐 ら ん病 は枝幹 に 発生す る 病害 と し て は ， 病斑
の拡大 が非常 に 急速 で あ る こ と が一 つ の 特徴 で あ る 。
K∞ANE Z A W A ら (1982) は， 病斑 の 急速 な 拡大 に は 病 原
菌の生産す る 生理活性物質 (毒素) が関係 し て い る の で
は な い か と 考 え ， 腐 ら ん病菌の生産す る 生理活性物質の
探索 を行 っ た 。 そ の結果， 腐 ら ん病菌 は 自 ら が毒素 を 生
産 し て い る の ではなく， リ ン ゴ を は じ め と す る Ma lus
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属植物 に 普遍的 に存在す る フ ロ リ ジ ン と よ ばれ る フ ェ ノ
ー ル配糖体が樹体 に侵入 し た 腐 ら ん病菌の働 き に よ っ て
分解 さ れ， そ の結果生 じ た フ ロ リ ジ ン分解産物が リ ン ゴ
に対 し て毒性 を 示 す こ と が明 ら か と な っ た 。 フ ロ リ ジ ン
の樹体内 での役割に つ い て は い ま だ不明 で あ る が， 何 ら
かの代謝系 に お け る 最終産物， オ ー キ シ ン受容体， 抗菌
物質 な ど諸説あ る 。 分解を受 け た フ ロ リ ジ ン か ら 単一の
物質 と し て 毒素が生成す る の で は なく， 分解過程の 中間
体 も 含め複数の物質が リ ン ゴ樹 に 対 し て 毒性 を 示す こ と
が確認 さ れた。 NA TSUME ら ( 1982) は こ れ ら の物質 を 同
定 し ， ブ ロ リ ジ ン 分解産物 で あ る プ ロ ト カ テ チ ュ 酸，
ρー ヒ ド ロ キ シ 安息香酸， フ ロ レ チ ン 酸 等 が リ ン ゴ に 対
し て 毒性 を 示す物質であ る こ と を 明 ら か に し た 。 さ ら に
こ れ ら の物質が腐 ら ん病の被害 を 受 け た 樹皮 に存在す る
こ と も 確認 し た 。 腐 ら ん病菌 は腐生性が強く， 切枝 に対
す る 接種試験を行 う 場合 に は焼傷 を つ け る な ど組織の一
部 を壊死 し た 状態で な い と う ま く発病 し な い 場合が多
い。 筆者 は プ ロ ト カ テ チ ュ 酸等 フ ロ リ ジ ン分解産物 を リ

ン ゴ枝 に処理 し た の ち に 腐 ら ん病菌 を 接種す る と ， 無処
理 に 比較 し て 処理 区 で は 発病率が高 ま る こ と を 確認 し
た 。 こ の こ と か ら ， こ れ ら の物質の樹体内での産生が腐
ら ん病菌の樹体内 への侵入 に 関与 し て い る の で は な い か
と 推測 し て い る 。 さ ら に筆者 ら ( 1997) は リ ン ゴ腐 ら ん
病菌 を は じ め と す る v. cerato ゆerma の種々 の菌株を収
集 し ， そ れ ら の リ ン ゴ に対す る 病原性 と フ ロ リ ジ ン分解
活性の関係 に つ い て 調査 を 行 っ た 。 比較的速やか に病徴
が現れ る 品種で あ る ス タ ー キ ン グ ・ デ リ シ ャ ス の枝 を用
い供試菌の接種 を行い， 病原性 の 強弱 を枝 に 現れた病斑
の長 さ に よ っ て 比較 し た と こ ろ . V. cerat o.ゆen仰の リ
ン ゴ分離株 ( リ ン ゴ腐 ら ん病菌) は い ずれ も リ ン ゴ に対
し強 い病原性 を 示 し た が， リ ン ゴ以外広葉樹か ら の分離
株は リ ン ゴ に 対 し病原性 を 示 さ な か っ た 。 さ ら に供試菌
を フ ロ リ ジ ン を含む培地で培養 し た と こ ろ ， リ ン ゴ分離
株は速や か に フ ロ リ ジ ン を分解 し プ ロ ト カ テ チ ュ 酸等の
毒素が培地中 に 生 じ た の に対 し ， リ ン ゴ以外の 広葉樹か
ら の分離株 に お い て は フ ロ リ ジ ン の 分解お よ び毒素産生
は見 ら れな か っ た 。 斉藤 ら ( 1972) は . r V. cerato 者per .
ma の寄主範囲 は 広 い と さ れ る が， 形態的な差異 は なく
と も 寄生性の異 な る 菌系 の存在す る こ と は否定 は で き な
い。 リ ン ゴ腐 ら ん病 と し て扱 っ て い る 菌株の聞では リ ン
ゴに対する限り病原性の差異は現在のところ認められて

い な い が， リ ン ゴ以 外 の 寄 主 か ら 分離 さ れ る v. αr . 
a ω'sþerma も 含 め て ， リ ン ゴ お よ び他の 樹種 に 対す る 寄
生性の分化が あ る か否か を検討す る 必要 が あ ろ う J. と
論 じ て い る 。 リ ン ゴ腐 ら ん病菌 を 含 むV. cerat o.ゆerma
の 中 に リ ン ゴ に対す る 病原性 を 異 に す る も の が あ る と い
う こ と は， リ ン ゴ腐 ら ん病菌の寄生性分化， あ る い は リ ン

ゴ園地内外での腐 ら ん病菌の生態解明 に お い て 興味が持
た れ る 。 ま た ， 菌の フ ロ リ ジ ン分解活性が本当 に 病原性の
強弱 に 関係 し て い る の か明 ら か に し て いく必要が あ る 。

B臨HO ら (1994) は， リ ン ゴ 栽 培 品 種 を 含 む Malus
属植物 に 含 ま れ る フ ロ リ ジ ン含量 と 腐 ら ん病 に 対す る 抵
抗性 の 関係 に つ い て 調 べ た と こ ろ ， 栽培 品 種 で あ る ふ
じ， ス タ ー キ ン グ ・ デ リ シ ャ ス ま た 台 木 品 種 で あ る
M. 26 EMLA. MM. 106 は 腐 ら ん 病 に 弱く， そ の 一 方
で台木 と し て 用 い ら れ る M. sieboldii は腐 ら ん病 に 対 し
抵抗性が認 め ら れた 。 こ れ ら Malus 属植物体 内 で の フ
ロ リ ジ ン含量 は腐 ら ん病擢病性の も の は 多 く， 抵抗性の
も の は擢病性植物の半分以下 と い う 結果 も 得 ら れた 。 彼
ら は「 フ ロ リ ジ ン含量 と 腐 ら ん病抵抗性の相関関係 に つ
い て は い ま だ不明の部分が多 い」 と し て い る が， 樹体内
での フ ロ リ ジ ン含量の種間 あ る い は 品種間差異が， 腐 ら
ん病抵抗性育種 を行 う 上 で一つ の 指標 と な り う る の で は
な い か と 考 え ら れ る 。

青森県 り ん ご試験場で は リ ン ゴ樹の腐 ら ん病抵抗性メ
カ ニ ズ ム を解明す る 目 的で， 樹体の カ ル シ ウ ム 含量 と 腐
ら ん病抵抗性 と の 関係 に つ い て 調査 を行 っ た 。 栽培 リ ン
ゴ を 含 む様々 な Malus 属植物 の 枝 を 供試 し ， 接種試験
に よ る 発病程度 の 差 異 と 枝 の カ ル シ ウ ム 含量 と の 聞 に
は， カ ル シ ウ ム 含量が高 い ほ ど病斑の伸展が抑 え ら れ る
と い う 関係 を 見 い だ し て い る 。 こ の こ と は カ ル シ ウ ム 剤
の散布 あ る い は施肥方法の改良 な ど に よ っ て ， 腐 ら ん病
に かか り にくい樹体管理の可能性が あ る こ と を 示 し て い
る と 思わ れ る 。

V 治療技術の改良

腐 ら ん病 の 防除 は ， 主 に 治療法 と し て ， 病斑部 を削 り
取 っ て病斑の拡大を防 ぐ ， 予防法 と し て 現定， 摘果， 収
穫 に よ り 生 じ る 組織 に 対 し て薬剤 を 散布 し て 病原菌の感
染 を阻止す る ， と い っ た 方法で行わ れて い る 。

リ ン ゴ腐 ら ん病の 治療法 に つ い て は病斑部の削 り 取 り
に代わ る 方法 と し て か な り 以前か ら ， 園地土壌 に 水 を混
ぜて泥状 に し た も の を病斑 に直接巻 き 付 け て 治療 を 行 う

「泥巻 き 法」が栽培者 の問で実施 さ れ て き た 。 泥巻 き 法
がなぜ効果 を 示す の か に つ い て は様々 な説が あ り ， 土壌
微生物 と 腐 ら ん病菌 と の措抗作用， 樹皮 の水分含量が高
い状態 に保た れ る た め に腐 ら ん病菌の進展が抑 え ら れ る
の と 同時 に 病斑周 囲 の健全部のカルス 化を促進す る こ と
が主 な理由 と 考 え ら れて い る 。 長 内 ら ( 1994) は泥巻 き
法の改良 を試み， 省力的 に 作業可能 な 方法 を 確立 し た 。
青森県 を は じ め と す る 東北地方の リ ン ゴ園 は 火 山灰土壌
であ る 場合が多く， 園地土壌 に 水 を加 え て も 粘着性が出
にくいた め に樹体 に う ま く巻 き 付 け る こ と が難 しし作
業性 を著 しく低下 さ せ て い る 。 そ こ で火 山灰土壌 に 粘土
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鉱物で あ る べ ン ト ナ イ ト を加 え る こ と に よ り粘着性 を増
加 さ せ， 樹体 に巻 き 付 げ や すく改良 し た 。 こ の改良法 に
よ っ て 通常の泥巻 き に比較 し短時間で作業 を完結 で き る
よ う に な っ た 。 ま た ， 10% ま での べ ン ト ナ イ ト 加用 に よ る
泥巻 き の治療効果 に 変化 は 見 ら れな か っ た と し て い る 。

お わ り に

現在 ま で に様々 な 方面か ら 腐 ら ん病 に対 し て の ア プ ロ
ー チ がな さ れ， 様々 な知見が蓄積 さ れ， 効果的 な 防除法
が開発 さ れて き た 。 リ ン ゴ を は じ め と す る 果樹類は永年
性の作物であり個体当 たりの価値が非常 に 高く， 結実 ま
で に 年数 を 要 す る た め に ， い っ た ん腐 ら ん病が発生 し た
から と い っ て ， 即， 改植す る わ げ に は い か な い。 病斑 を
見つけた ら す ぐ に 除去 し ， 圃場内 での伝染源密度 を低下
さ せ る こ と が最重要 と 考 え ら れ る 。 し か し ， 最初 に も 述
べた と おり， 労働力 の減少 に よ っ て圃場管理が不徹底 と

なり， 腐 ら ん病 を 増加 さ せ て い る 園が 目 立 つ 。 園場 を 見
回り， 病斑 を一つ一つ 除 い て いくの は非常 に 手間 と 労力
を必要 と す る 作業であり， 省力 的 な 防除法の 開発が， 今
後の大 き な課題であ る 。
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y 果樹カメムシ類， ミカンキイロアザミウマ �

? 前回(10月9日)以降発令された注意報， 特殊報は以下のとおりです。 �
1 最近は高気圧， 低気圧が交互に通り数日の周期で天候が変化していますが， 不順な天候が続いた f 
t 一部地域では野菜の病害の発生が目立つています。 z
+ 一方， これからは果樹のハダニ等の越冬防除の時期となっていきますので， 今年の発生が多かっ 4 T た地域では各県の発生予察情報に留意し適時適切な防除を行って下さい。 �
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作物名

ア ブ ラ ナ 科野菜
か ん き つ
だ い こ ん
ス イ カ
キ ャ ベ ツ
イ チ ゴ

な す
ス イ カ

作物名

マ リ ー ゴー ル ド

病害虫名

黒腐病
ツ ヤ ア オ カ メ ム シ
軟腐病
灰 白色斑紋病
菌核病
炭そ病

病害虫名

ナ ス 茎腐細菌病
汚斑細菌病
ト ラ フ ア ザ ミ ウ マ
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