
（３）カーネーション
　ア  殺菌剤

エ ム ダ イ フ ァ ー 水 和 剤 ﾏﾝﾈﾌﾞ M03 ◎ ◎

サ ン ヨ ー ル DBEDC M01 花 花:【花き類・観葉植物登録】

ジ マ ン ダ イ セ ン 水 和 剤 ﾏﾝｾﾞﾌﾞ M03 ◎ ◎

ダ コ ニ ー ル １ ０ ０ ０ TPN M05 ◎

タ チ ガ レ ン 液 剤 ﾋﾄﾞﾛｷｼｲｿｷｻｿﾞｰﾙ 32 ◎

バ シ タ ッ ク 水 和 剤 ７ ５ ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 7 ◎

ポ リ オ キ シ ン Ａ Ｌ 水 溶 剤 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ複合体 19 花 ◎ 花:【花き類・観葉植物登録】

ポ リ ベ リ ン 水 和 剤 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩･ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ M07･19 花 花:【花き類・観葉植物登録】

リ ゾ レ ッ ク ス 水 和 剤 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ 14 花 ◎ 花 花 花:【花き類・観葉植物登録】

注）苗立枯病の対象病原菌の表記　Ｒ:Rhizoctonia
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（３）カーネーション
　イ　殺虫剤

ア ク セ ル フ ロ ア ブ ル ﾒﾀﾌﾙﾐｿﾞﾝ 22B 花 花:【花き類・観葉植物登録】

ア グ ロ ス リ ン 乳 剤 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ 3A ◎ 類 類:【ヨトウムシ類に適用】

ア グ リ メ ッ ク ｱﾊﾞﾒｸﾁﾝ 6 花 花 花:【花き類･観葉植物登録】

ア デ ィ オ ン フ ロ ア ブ ル ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ 3A ◎

ウ ラ ラ ５ ０ Ｄ Ｆ ﾌﾛﾆｶﾐﾄﾞ 29 モ モ:【モモアカアブラムシに適用】

オ ン コ ル 粒 剤 ５ ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ 1A 花 花:【花き類･観葉植物登録】

カ ス ケ ー ド 乳 剤 ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ 15 ◎

カ ネ マ イ ト フ ロ ア ブ ル ｱｾｷﾉｼﾙ 20B ◎

サ ン マ イ ト フ ロ ア ブ ル ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ 21A ◎

ス ミ チ オ ン 乳 剤 MEP 1B ◎ ◎

ダ ブ ル シ ュ ー タ ー Ｓ Ｅ 脂肪酸ｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ･ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ 5 花 花 花:【花き類･観葉植物登録】

ダ ニ カ ッ ト 乳 剤 ２ ０ ｱﾐﾄﾗｽﾞ 19 ◎

ダ ニ ト ロ ン フ ロ ア ブ ル ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ 21A 花 花:【花き類・観葉植物登録】開花期に薬害がでる恐れがある

ダ ン ト ツ 水 溶 剤 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ 4A 花 花 花:【花き類・観葉植物登録】

テ ル ス タ ー フ ロ ア ブ ル ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 3A ◎

ト レ ボ ン 乳 剤 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 3A ◎

ハ チ ハ チ フ ロ ア ブ ル ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ 21A  花 花:【花き類・観葉植物登録】

ピ ラ ニ カ Ｅ Ｗ ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ 21A ◎

ペ ン タ ッ ク 水 和 剤 ｼﾞｴﾉｸﾛﾙ 2A 施 施:【施設栽培登録】

ポ リ オ キ シ ン Ａ Ｌ 水 溶 剤 ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ複合体 19 花 花 花:【花き類・観葉植物登録】

マ ブ リ ッ ク 水 和 剤 ２ ０ ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ 3A ◎ ◎

モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 4A 花 花 花:【花き類・観葉植物登録】

モ レ ス タ ン 水 和 剤 ｷﾉｷｻﾘﾝ系 UN ◎

ヨ ー バ ル フ ロ ア ブ ル ﾃﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ 28 花 花:【花き類・観葉植物登録】
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ヨ ト ウ コ ン － Ｓ ﾋﾞｰﾄｱｰﾐﾙｱ ◎  【シロイチモジヨトウが加害する農作物で登録】

ロ デ ィ ー 乳 剤 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ 3A 花 花 花:【花き類・観葉植物登録】

ロ ム ダ ン フ ロ ア ブ ル ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ 18 花 花:【花き類・観葉植物登録】

〈 く ん 煙 剤 〉

シ ー マ ー ジ ェ ッ ト ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ･BPMC 21A･1A ◎

テ ル ス タ ー ジ ェ ッ ト ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 3A 花 花:【花き類・観葉植物登録】

マ ブ リ ッ ク ジ ェ ッ ト ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ 3A ◎ ◎

モ ス ピ ラ ン ジ ェ ッ ト ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 4A 花 花:【花き類・観葉植物登録】



エ 病害虫防除法（カーネーション）

（ア）萎凋細菌病 Burkholderia caryophylli
（防除のねらい）

病原細菌は被害残渣とともに残存し，土壌伝染する。発病後の防除は困難なので耕種的防除法

を徹底し，病原細菌の侵入を防ぐことが大切である。

発病株は茎を水にさすと白濁した菌液が切口から流れ出す現象がみられる。

（耕種的防除法）

（１）健全土壌に栽培する。

（２）無病苗を用いる。

（３）発病株は除去処分する。

（４）採穂する場合は水揚げしない。

（イ）萎凋病・立枯病 Fusarium oxysporum，Fusarium avenaceum，Fusarium tricinctum，Gibberella zeae
（防除のねらい）

地際や根に傷がつくと発病しやすい。発病ほ場から健全ほ場への出入に注意する。

発病してからの防除は効果が劣るので，土壌消毒を行う。

（耕種的防除法）

（１）無病苗を用いる。

（２）茎根に傷をつけない。

（３）健全土壌に植え付ける。

（４）発病株は早期に除去する。

（ウ）さ び 病 Uromyces dianthi
（防除のねらい）

ハウスでは周年発生する。ニシキソウが中間寄生となり越年してさび胞子を形成し，感染する。

発病しはじめると防除が困難になるので予防散布を行う。

（耕種的防除法）

（１）被害茎葉を早期にできるだけ除去，焼却する。

（２）施設栽培では換気を図る。

（３）耐病性品種を栽培する。

（エ）灰色かび病 Botrytis cinerea
（防除のねらい）

病原菌は被害植物体上の菌糸，菌核や土壌中の菌核で越年する。ハウス栽培の多湿条件で発病

しやすいので，湿度を下げることに重点を置く。また，被害花の摘除後に薬剤散布を行う。

（耕種的防除法）

（１）被害花を除去する。

（２）換気を行う。

（オ）斑点細菌病 Burkholderia andropogonis
（防除のねらい）

病原細菌は被害残渣とともに残存し，伝染源となる。降雨によって伝染する。

耕種的防除を徹底する。

（耕種的防除法）

（１）罹病葉を除去する。

（２）過湿にならないようにする。

（３）かん水は茎葉に直接かからないようにする。



（カ）斑 点 病 Alternaria dianthi
（防除のねらい）

病原菌は被害茎葉とともに菌糸や分生胞子の形で土壌中に残存して伝染源となる。ハウスでは

周年発生し，露地では降雨が多い時期に多発する。早期発見に努め初期からの防除に重点を置く。

（耕種的防除法）

（１）発病株から採穂しない。

（２）被害茎葉は早めに除去する。

（３）加湿にならないようにし，施設では十分換気する。

（キ）茎 腐 病 Rhizoctonia solani
（防除のねらい）

発病菌は土壌生息菌の一種で腐生生活を営んでいる。高温期の仮植床や定植まもないころに発

生が多く，腐植の多いほ場ではさらに多発しやすい。

（耕種的防除法）

（１）排水を良くする。

（２）有機物は完熟したものを用いる。

（３）発病株は除去する。

（ク）アザミウマ類

（防除のねらい）

成幼虫が寄生すると花弁を傷つけたり，葉の表層を吸汁する。発生初期の防除に重点を置く。

（ケ）アブラムシ類

（防除のねらい）

ワタアブラムシとモモアカアブラムシが寄生し育苗期に発生すると生育が悪くなる。ウイルス

も媒介するので生育初期の発生に注意する。

（コ）タバコガ類

（防除のねらい）

成虫は葉裏に１個ずつ産卵するので，幼虫の被害も点在する。若齢幼虫は芯部を加害し，老齢

幼虫は蕾に食入するので商品性を低下させる。

（耕種的防除法）

（１）タバコ畑近くのほ場では被害が多いので注意する。

（２）施設では換気部，出入口に防虫網を設置し，成虫の侵入を防ぐ。

（サ）シロイチモジヨトウ

（防除のねらい）

幼虫は葉・花を食害するが，特に芯への加害が多い。被害は８～10月にかけて多い。幼虫が大

きくなると薬剤の効果が劣るので，ふ化直後から定期的に防除する。

（シ）クロウリハムシ

（防除のねらい）

成虫が葉を食害し，特に新芽を好む。

（ス）ハダニ類

（防除のねらい）

ナミハダニが主体で年間の発生回数も多く，ハウスでは冬でも発生する。茎葉が繁茂すると薬

剤がかかりにくく，発生が多くなると防除が困難になるので，早期発見に努め，新芽や葉裏まで

むらなくかける。同一薬剤は連用しない。


