
（１）果樹共通
　ア　殺菌剤，イ　殺虫剤

〈 殺 菌 剤 〉

ト ッ プ ジ ン Ｍ ペ ー ス ト ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ F:1 ◎ 注１）

〈 殺 虫 剤 〉

ア カ リ タ ッ チ 乳 剤 ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉ脂肪酸ｴｽﾃﾙ ◎ 【りんご・おうとうを除く】

オ レ ー ト 液 剤 ｵﾚｲﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ ◎ 【ナシを除く】

コ ン フ ュ ー ザ ー Ｎ ｵﾘﾌﾙｱ･ﾄｰﾄﾘﾙｱ･ﾋﾟｰﾁﾌﾙｱ ◎ ◎ ◎ ◎

ス カ シ バ コ ン Ｌ ｼﾅﾝｾﾙｱ ◎

ス ワ ル ス キ ー ｽﾜﾙｽｷｰｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ 施 施:【施設栽培登録】

ス ワ ル ス キ ー プ ラ ス ｽﾜﾙｽｷｰｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ 施 施:【施設栽培登録】

バ イ オ リ サ ・ カ ミ キ リ ﾎﾞｰﾍﾞﾘｱ ﾌﾞﾛﾝﾆｱﾃｨ ◎

ハ マ キ コ ン － Ｎ ﾄｰﾄﾘﾙｱ ◎ ◎

ロ ビ ン フ ッ ド ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ I:3A ◎ ◎ 注２）

フ ー モ ン ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ ◎ 【リンゴを除く】

【 Ｂ Ｔ 剤 】

エ ス マ ル ク Ｄ Ｆ BT（生菌，kurstaki） I:11A ◎ ◎ ◎ 【リンゴを除く】

ゼ ン タ ー リ 顆 粒 水 和 剤 BT（生菌，aizawai） I:11A ◎
デ ル フ ィ ン 顆 粒 水 和 剤
フ ァ イ ブ ス タ ー 顆 粒 水 和 剤

BT（生菌，kurstaki） I:11A ◎ ◎

ト ア ロ ー 水 和 剤 Ｃ Ｔ BT（死菌，kurstaki） I:11A ◎ 【リンゴを除く】

ＲＡＣ
コード
F：殺菌
I：殺虫

注２）ロビンフッドの果樹類としての登録は，かんきつ，りんご，なし，びわ，もも，すもも，うめ，おうとう，ぶどう，かき,マンゴーを除く果樹類であり，適用病害虫名はカミキリムシ類とスカシバ類である。
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注１）トップジンＭペーストの果樹類としての登録はもも，りんご，なし，かき，マルメロ，かりん，いちじく，かんきつ，おうとう，小粒核果類，びわ，キウイフルーツ，ぶどう，くり，オリーブを除く果樹類である。
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ウ 病害虫防除法（果樹共通）

（ア）白紋羽病 Rosellinia necatrix
（防除のねらい）

感染初期や軽症の場合は地上部に異常は認められないが，り病部位の拡大に伴い地上部の生育

は衰え，葉の褐変，早期落葉が起こり枝が枯れ，最終的には枯死に至る。早期発見に心掛け，発

見後は直ちに処理する。また定植前は前作物の発病の有無を確かめ，発病している場合は必ず土

壌消毒を行う。

（耕種的防除法）

（１）無病苗を植える。

（２）樹勢を衰弱させないように肥培管理する。

（３）粗大有機物は本病菌の繁殖源となるので施用しない。

（イ）カメムシ類

（防除のねらい）

チャバネアオカメムシ及びツヤアオカメムシが主な加害種で，被害は年による変動が大きい。

この外，カンキツではミナミトゲヘリカメムシ，ナシ，カキ及びモモではホソヘリカメムシによ

る被害も発生する。

前２種の越冬成虫は４～６月に見られる。幼虫はヒノキ及びスギの毬果で発育し，新成虫は７

月以降に発生する。果樹園への飛来は，通常９月中・下旬頃，早い年は８月中旬頃から始まる。

飛来数の多少はヒノキ及びスギの毬果における幼虫の発生量，誘殺灯及びフェロモントラップで

の誘殺状況により予測できる。

防除は飛来の早期発見，早期防除がポイントで，特に多発時は広域的な防除が効果的である。

前年秋季の発生が多くかつ暖冬の年は越冬成虫が５～６月にハウスミカン及びモモ園等に集中的

に飛来することがあるので注意する。露地栽培のカンキツ類では新梢や花蕾を加害することもあ

るが，実害はほとんどない。

（物理的防除法）共通事項の項参照。

（１）防虫網の設置：網目 ４mmの防虫網で被覆すると効果的である。

（２）電灯照明：チャバネアオカメムシの被害の多いほ場では，黄色蛍光灯（500～600nm）を集

団点灯すると効果的である。

（ウ）果実吸蛾類

（防除のねらい）

果実吸蛾類は多食性で様々な果実を加害する。カンキツ類の中では果皮のうすい早生温州，香

りの高いオレンジ類，ポンカン及びキンカン，落葉果樹ではナシ，ブドウ，モモで被害が多い。

ほ場によって被害の発生程度は異なるが，山間部に孤立して少面積存在するほ場及び幼虫の食

草（アケビ，ムベ，カミエビ）が近辺に自生するほ場，各種の果樹が混植されているほ場では被

害が発生しやすい。

果実吸蛾類の発生は年次変動が大きいため，異常飛来により思わぬ被害を受けることがあり，

毎年被害が多いほ場では恒久的な防除対策を講ずることが大切である。

（耕種的防除法）

幼虫発生源の除去：幼虫の食草となるアケビ，ムベ，カミエビ等を極力除去する。

（物理的防除法）共通事項の項参照。

（１）袋掛け：袋の種類や時期を考慮して行う。

（２）防蛾網の設置：網目0.5～1.0㎝の防蛾網で被覆する。

（３）電灯照明：毎年被害が多いほ場では，恒久対策として黄色・青色蛍光灯を集団点灯する。

アケビコノハには黄色（600nm），エグリバ類には青色（350nm）蛍光灯の効果が高い。

点灯数は立地条件によって異なるが，カンキツでは40Ｗ黄色灯を10ａあたり３～４灯設置

する。落葉果樹の棚仕立てでは棚上灯40Ｗ黄色灯２灯，棚下灯５灯，立木では樹冠上部ナト

リウム灯220Ｗ１灯，赤道部，すそ部にそれぞれ40Ｗ黄色灯６灯を設置する。園内照度１ルッ

クス以上を確保するため，園地の地形によって適時追加する。


