
（５）ナシ
　ア　殺菌剤

ア ク サ ー フ ロ ア ブ ル ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ･ﾌﾙｷｻﾋﾟﾛｷｻﾄﾞ 混合剤 3･7 ◎ ◎ ◎ ◎

ア ミ ス タ ー １ ０ フ ロ ア ブ ル ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ ｽﾄﾛﾋﾞﾙﾘﾝ 11 ◎ ◎ ◎

ア ン ビ ル フ ロ ア ブ ル ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ SBI 3 ◎ ◎ ◎ ◎

イ ン ダ ー フ ロ ア ブ ル ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ SBI 3 ◎ ◎ ◎ ◎

オ ー シ ャ イ ン 水 和 剤 ｵｷｽﾎﾟｺﾅｿﾞｰﾙﾌﾏﾙ酸塩 SBI 3 ◎ ◎ ◎

オ キ シ ラ ン 水 和 剤 ｷｬﾌﾟﾀﾝ･有機銅 混合剤 M04･M01 ◎ ◎

オ ル フ ィ ン フ ロ ア ブ ル ﾌﾙｵﾋﾟﾗﾑ その他 7 ◎

オ ン リ ー ワ ン フ ロ ア ブ ル ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ SBI 3 ◎ ◎ ◎ ◎

カ ナ メ フ ロ ア ブ ル ｲﾝﾋﾟﾙﾌﾙｷｻﾑ その他 7 ◎ ◎ ◎

キ ノ ン ド ー フ ロ ア ブ ル 有機銅 有機銅 M01 ◎ ◎

サ ン リ ッ ト 水 和 剤 ｼﾒｺﾅｿﾞｰﾙ SBI 3 ◎ ◎ ◎

ス ク レ ア フ ロ ア ブ ル ﾏﾝﾃﾞｽﾄﾛﾋﾞﾝ ｽﾄﾛﾋﾞﾙﾘﾝ 11 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ス コ ア 顆 粒 水 和 剤 ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ SBI 3 ◎ ◎ ◎

ス ト ロ ビ ー ド ラ イ フ ロ ア ブ ル ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ ｽﾄﾛﾋﾞﾙﾘﾝ 11 ◎ ◎ ◎

セ ル カ デ ィ ス D フ ロ ア ブ ル ｼﾞﾁｱﾉﾝ､ﾌﾙｷｻﾋﾟﾛｷｻﾄﾞ 混合剤 M09･7 ◎ ◎ ◎ ◎

デ ラ ン フ ロ ア ブ ル ｼﾞﾁｱﾉﾝ その他 M09 ◎ ◎ ◎ ◎

ト ッ プ ジ ン Ｍ 水 和 剤 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ ﾍﾞﾝｿﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ト ッ プ ジ ン Ｍ ペ ー ス ト ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ ﾍﾞﾝｿﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ 1 ◎ ◎ ◎ 塗布

ト リ フ ミ ン 水 和 剤 ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ SBI 3 ◎ ◎ ◎

ナ リ ア Ｗ Ｄ Ｇ ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾞﾝ･ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ 混合剤 11･7 ◎ ◎ ◎

パ ス ポ ー ト 顆 粒 水 和 剤 TPN その他 M05 ◎

バ ッ チ レ ー ト 有機銅 有機銅 M01 ◎ ◎ 塗布

パ レ ー ド １ ５ フ ロ ア ブ ル ﾋﾟﾗｼﾞﾌﾙﾐﾄﾞ その他 7 ◎ ◎ ◎ ◎

フ ァ ン タ ジ ス タ 顆 粒 水 和 剤 ﾋﾟﾘﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ ｽﾄﾛﾋﾞﾙﾘﾝ 11 ◎ ◎ ◎
ﾒﾄｷｼｱｸﾘﾚｰﾄ系剤と交差耐性の事例が報告されているので，同系統の薬剤
の連用は控える。

フ ル ー ツ ガ ー ド Ｗ Ｄ Ｇ ｷｬﾌﾟﾀﾝ･ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞ 混合剤 M04･7 ◎ ◎ ◎ ◎

フ ル ー ツ セ イ バ ー ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞ ｱﾐﾄﾞ 7 ◎ ◎ ◎

ベ フ ラ ン 液 剤 ２ ５ ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩 その他 M07 ◎ 収穫後～休眠期に使用する。

ベ ル ク ー ト フ ロ ア ブ ル ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩 その他 M07 ◎ ◎ ◎

ベ ン レ ー ト 水 和 剤 ﾍﾞﾉﾐﾙ ﾍﾞﾝｿﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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ボルドー液（硫酸銅・生石灰） 塩基性硫酸銅 無機殺菌 M01 ◎ ◎
ボルドー液の輪紋病登録は，マルア硫酸銅，ヤマタ印ボルドー液用粉末
生石灰のみ。

ユ ニ ッ ク ス 顆 粒 水 和 剤 ４ ７ ｼﾌﾟﾛｼﾞﾆﾙ ｱﾆﾘﾉﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ 9 ◎

ラ リ ー 水 和 剤 ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ SBI 3 ◎ ◎

Ｉ Ｃ ボ ル ド ー ４ ８ Ｑ 塩基性硫酸銅 無機殺菌 M01 ◎
注）ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩とｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩は,成分が「ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ」として取り扱われるので,使用の際は有効成分の総使用回数を超えないように注意する。



（５）ナシ
　イ　殺虫剤

ア ク タ ラ 顆 粒 水 溶 剤 ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ 4A ◎ ◎ ◎ ◎

ア グ ロ ス リ ン 水 和 剤 ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ 3A ◎ ◎ ◎ ◎

ア ド マ イ ヤ ー 水 和 剤 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ 4A ◎ ◎
ア ル バ リ ン 顆 粒 水 溶 剤
ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤

ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ 4A ◎ ◎ ◎ ◎

ウ ラ ラ Ｄ Ｆ ﾌﾛﾆｶﾐﾄﾞ その他 29 ◎
エ ク シ レ ル Ｓ Ｅ ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ ｼﾞｱﾐﾄﾞ 28 ◎ ◎ ◎
オ リ オ ン 水 和 剤 ４ ０ ｱﾗﾆｶﾙﾌﾞ ｶｰﾊﾞﾒｰﾄ 1A ◎ ◎ ◎ ◎
カ ネ マ イ ト フ ロ ア ブ ル ｱｾｷﾉｼﾙ 殺ﾀﾞﾆ 20B ◎
キ ッ ク オ フ 顆 粒 水 和 剤 ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ･ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ 混合剤 28･4A ◎

コ テ ツ フ ロ ア ブ ル ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ その他 13 ◎ ◎

コ ロ マ イ ト 水 和 剤 ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ 6 ◎

コ ル ト 顆 粒 水 和 剤 ﾋﾟﾘﾌﾙｷﾅｿﾞﾝ その他 9B ◎ ◎

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 ﾌｪﾛﾓﾝ 果 果 果 果:【果樹類登録】

サ ム コ ル フ ロ ア ブ ル １ ０ ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ ｼﾞｱﾐﾄﾞ 28 ◎ ◎

サ ン マ イ ト 水 和 剤 ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ 殺ﾀﾞﾆ 21A ◎ ◎ ﾊﾀﾞﾆ類【ﾐｶﾝﾊﾀﾞﾆを除く】

ス カ ウ ト フ ロ ア ブ ル ﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ 3A ◎ ◎ ◎

ス タ ー マ イ ト フ ロ ア ブ ル ｼｴﾉﾋﾟﾗﾌｪﾝ 殺ﾀﾞﾆ 25A ◎

ス ミ チ オ ン 水 和 剤 ４ ０ MEP 有機ﾘﾝ 1B ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
落葉等の薬害事例あり
ヒノキのおわせ系統に枯死事例
あり

ダ ニ コ ン グ フ ロ ア ブ ル ﾋﾟﾌﾙﾌﾞﾐﾄﾞ 殺ﾀﾞﾆ 25B ◎

ダ ニ サ ラ バ フ ロ ア ブ ル ｼﾌﾙﾒﾄﾌｪﾝ 殺ダニ 25A ◎

ダ ン ト ツ 水 溶 剤 ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ 4A ◎ ◎ ◎ ◎

デ ィ ア ナ Ｗ Ｄ Ｇ ｽﾋﾟﾈﾄﾗﾑ ｽﾋﾟﾉｼﾝ 5 ◎ ◎

テ ッ パ ン 液 剤 ｼｸﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ ｼﾞｱﾐﾄﾞ 28 ◎ ◎ ◎

テ ル ス タ ー 水 和 剤 ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ 3A ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ト ラ ン ス フ ォ ー ム フ ロ ア ブ ル ｽﾙﾎｷｻﾌﾛﾙ その他 4C ◎ ◎

ハ チ ハ チ フ ロ ア ブ ル ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ その他 21A ◎ ◎

バ ロ ッ ク フ ロ ア ブ ル ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ 殺ﾀﾞﾆ 10B ◎

フ ァ ル コ ン フ ロ ア ブ ル ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ IGR 18 ◎

フ ェ ニ ッ ク ス フ ロ ア ブ ル ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ ｼﾞｱﾐﾄﾞ 28 ◎ ◎
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ピ ラ ニ カ 水 和 剤 ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ 殺ﾀﾞﾆ 21A ◎

マ ブ リ ッ ク 水 和 剤 ２ ０ ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ 3A ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ミ ク ロ デ ナ ポ ン 水 和 剤 ８ ５ NAC ｶｰﾊﾞﾒｰﾄ 1A 日 日 日 日 日:【日本なし登録】

モ ス ピ ラ ン 顆 粒 水 溶 剤 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ 4A ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 「新高」に薬害事例あり

ロ デ ィ ー 水 和 剤 ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ 3A ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Ｍ Ｒ ． ジ ョ ー カ ー 水 和 剤 ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ 3A ◎ ◎ ◎

【 マ シ ン 油 乳 剤 （ 95 ） 】

機 械 油 乳 剤 ９ ５
高 度 マ シ ン ９ ５
特 製 ス ケ ル シ ン ９ ５
ト モ ノ ー ル
マ シ ン 油 乳 剤 ９ ５
９ ５ マ シ ン

ﾏｼﾝ油 天然物由来 落 落 落:【落葉果樹登録】

【 マ シ ン 油 乳 剤 （ 97 ） 】

ア タ ッ ク オ イ ル
ス プ レ ー オ イ ル
ト モ ノ ー ル Ｓ
ハ ー ベ ス ト オ イ ル

ﾏｼﾝ油 天然物由来 ◎ ◎



ウ 病害虫防除法（ナシ）
（ア）赤星病 Gymnosporangium asiaticum

（防除のねらい）

病原菌はビャクシン類の組織内で越冬し，３～４月頃冬胞子層を形成する。これが降雨時に膨

潤，飛散して開花期前後にナシへ伝搬する。さらに，晩春～初夏にかけてビャクシン類へ伝搬し

て寄主交代を行う。

防除時期は黒星病の防除適期と重なるので，同時防除できる薬剤を使用する。発生は，慣行防

除を行っていれば特に問題にはならない。

（耕種的防除法）

ナシ園周辺のビャクシン類（カイヅカイブキ，ハイビャクシン等）はできるだけ取り除く。

（イ）黒星病 Venturia nashicola
（防除のねらい）

病原菌はりん片や罹病落葉で越冬し，３月下旬～６月及び秋季に低温で降雨量が多いと発生し

やすい。「豊水」，「幸水」で発生が多く，「幸水」では果実への後期感染もみられる。

薬剤防除はりん片脱落期～落弁期，４～５月の感染初期，秋季のりん片感染時に重点を置く。

（耕種的防除法）

（１）春季の芽基部病斑及び罹病葉はせん除し，罹病落葉は処分する。

（２）２次伸長しないように肥培管理を行う。

（ウ）輪紋病 Botryosphaeria berengeriana
（防除のねらい）

病原菌は，主に枝のいぼ内に形成された柄子殻で越冬する。柄胞子は２月下旬～10月下旬まで

隘出するが，５月下旬～８月上旬が多い。枝・果実とも５～７月の感染が多く，皮目感染，傷感

染を行う。

「幸水」，「豊水」などで発生が多く，無袋での被害は大きい。

（耕種的防除法）

（１）冬季に罹病枝のせん除または病患部(いぼ皮)の削り取りを行う。

（２）袋掛けを早めに行う。

（３）樹勢を強化するため，排水不良園は排水を良くする(暗きょ排水等)。

（エ）胴枯病 Diaporthe eres
Diaporthe medusaea

（防除のねらい）

病斑は春～初夏に生じ，６～９月にかけて盛んに拡大する。発病は樹齢10年くらいまでの枝に

多い。発病には品種間差があるが，特に「幸水」は弱く程度がひどいと主枝を失うこともある。

また，暖冬年，肥料の過不足時や樹勢が弱ると発生しやすい。

（耕種的防除法）

（１）発病した小枝は切除し，中～太枝は病斑部を削って殺菌塗布剤を塗る。樹液の豊富な傷ほ

ど発病しやすいので，早めに処理する。

（２）土壌改良や肥培管理によって樹勢を強化する。

（オ）うどんこ病 Phyllactinia pyri
（防除のねらい）

病原菌は，主枝，亜主枝及び発育枝に形成した子のう殻で越冬する。子のう殻は，４月頃から

裂開して子のう胞子を飛散する。５月中旬頃から発生して，特に夏から秋にかけて高温乾燥が続

くと多発することがあるが，本県での発生は少ない。

（カ）ナシヒメシンクイ

（防除のねらい）

成虫は４月上中旬，５月下旬，６月下旬，７月中旬～９月に発生する。特に越冬世代と第３～

４世代の発生が多い。袋掛けにより被害を防止できるが，袋掛け前の防除が行われなかった場合

は大きな被害を受けることもある。また，果実袋の上から加害されることもある。



（耕種的防除法）

（１）袋掛け前には必ず薬剤防除を行い，早めに袋掛けする。

（２）秋冬季に粗皮削りを行う。

（生物的防除法）

性フェロモン剤による防除

（キ）ハダニ類

（防除のねらい）

ナシを加害するハダニ類は数種類いるが，優占種は春季がカンザワハダニ，夏季以降がミカン

ハダニであることが多い。抵抗性回避のため，同一薬剤を連用しない。また，合成ピレスロイド

剤の使用は，ハダニ類の発生を助長する可能性があるので注意する。

発生が少ないときは休眠期の防除に重点を置き，ハダニアザミウマ，ケシハネカクシの一種，

捕食性タマバエ，捕食性ダニ，キアシクロヒメテントウ等の天敵類の保護に努める。

（ク）ナシホソガ

（防除のねらい）

成虫は年２回，６月下旬～７月中旬と８月下旬～９月中旬に発生する。枝に食入すると樹勢が

低下するだけでなく，ハダニ類，コナカイガラムシ類，ハマキムシ類等の潜伏場所や，輪紋病，

胴枯病菌の侵入口となる。

薬剤防除は，収穫後の８月下旬～９月に重点を置く。

（ケ）コナカイガラムシ類

（防除のねらい）

優占種はマツモトコナカイガラムシとクワコナカイガラムシで，有袋栽培で発生が多い。

防除は，休眠期の粗皮剥ぎ，マシン油等の散布を行うと共に，袋掛け前及び第１世代幼虫発生

期の６月中～下旬の薬剤防除に重点を置く。

（耕種的防除法）

（１）収穫後，果実袋は処分する。

（２）秋冬季に粗皮削りを行う。

（コ）アブラムシ類

（防除のねらい）

ナシアブラムシ，ナシミドリオオアブラムシ，ワタアブラムシやユキヤナギアブラムシの発生

が見られる。ナシアブラムシは４～５月，ワタアブラムシやユキヤナギアブラムシは５～６月，

ナシミドリオオアブラムシは７月以降に発生が多い。

薬剤防除が遅れ巻葉した場合は，浸透移行性のあるネオニコチノイド剤等を使用する。

（サ）ナシグンバイ

（防除のねらい）

高温乾燥時に発生が多い。通常は他の害虫と同時防除されるが，殺虫剤の散布が少なくなる収

穫期前後から発生が目立つ。また，成幼虫ともに葉裏を中心に寄生する。

（耕種的防除法）

越冬期に粗皮削りを行うとともに，落葉や下草を除去して密度の低下を図る。

（シ）ハマキムシ類

（防除のねらい）

チャノコカクモンハマキとチャハマキの２種による被害が大きい。両種とも幼虫越冬し，チャ

ノコカクモンハマキは年間４～５回,チャハマキは３～４回発生して,いずれも発生期間が長い。

通常は他の害虫と同時防除される。生物的防除法については，ナシヒメシンクイの項を参照。

（耕種的防除法）

越冬期に粗皮削りを行い，密度の低下を図る。

（ス）カメムシ類

（防除のねらい）

常緑果樹・落葉果樹共通（４）カメムシ類の項参照。


