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収穫後は被害残渣を圃場から持ち出し， 

次作の病害虫の発生を抑えましょう。 
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最新の農薬登録内容は，（独）農林水産消費安全技術センターホームページの 

「農薬登録情報提供システム」（http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm ）で 

確認することができます。 

 

詳しくは，病害虫防除所へお問い合わせ下さい。 

茨城県病害虫防除所    Tel :0299-45-8200 
予報内容は，ホームページでも詳しくご覧いただけます。 

ホームページアドレス http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nosose/byobo/ 

フェロモントラップデータ随時更新中 
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Ⅰ．今月の予報 
【注意すべき病害虫】 

 

冬レタス 

 

１．菌核病  

［予報内容］ 

発生時期 発 生 量 発生地域 

－ 多い 県西地域 

 

［予報の根拠］ 

① 10 月下旬現在，発病株率（本年値 6.5％，平年値 1.9％）は平年より高く，発生地点率（本年

値 50％，平年値 37％）は平年よりやや高い。 

 

［防除上注意すべき事項］ 

① 排水不良は発病を助長するため，排水対策を行う。 

② 発病を認めた場合は，菌核が形成される前に発病株を圃場外に持ち出し適切に処分する。 

③ 多発すると防除が困難となるため初期防除を徹底する。 

④ 薬剤散布は，収穫前日数，使用回数等に十分注意し，薬液が葉裏や株元にも届くよう丁寧に

行う。また，周辺作物等へ飛散（ドリフト）しないよう注意して散布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の病害虫】 

作物 病害虫名 発生予測 発生概況及び注意すべき事項 

ナ
シ 

黒星病 発生量：－ 

10 月中旬現在，ナシ黒星病（秋型病斑）の発生

は平年並である。発病葉は翌年の伝染源となる

ため，集めて土中深く埋めるかロータリー耕に

よりすきこむ等，落葉処理を徹底する。 

（平成29年 10月 20日発表 病害虫速報№2参照） 

イ
チ
ゴ 

うどんこ病 発生量：平年並 10 月下旬現在，平年並の発生である。 

ハダニ類 
発生量：平年並 

～やや少ない 

10 月下旬現在，平年並～やや少ない発生であ

る。 
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【その他の病害虫】 

作物 病害虫名 発生予測 発生概況及び注意すべき事項 

促
成
ピ
ー
マ
ン 

うどんこ病 発生量：平年並 10 月下旬現在，平年並の発生である。 

アザミウマ類 
発生量：やや少ない 

～少ない 

10 月下旬現在，平年よりやや少ない～少ない

発生である。 

促
成
キ
ュ
ウ
リ 

黄化えそ病 

発生量：－ 

10 月上旬現在，抑制キュウリにおいて発生を

確認している。媒介虫であるミナミキイロア

ザミウマの防除対策等を徹底する。 

退緑黄化病 

10 月上旬現在，抑制キュウリにおいて発生を

確認している。媒介虫であるタバココナジラ

ミの防除対策等を徹底する。 

秋
冬
ハ
ク
サ
イ 

軟腐病 発生量：多い 10 月下旬現在，平年より多い発生である。 

べと病 
発生量：平年並 

～やや多い 
10 月下旬現在，平年並～やや多い発生である。 

冬
レ
タ
ス 

腐敗病 発生量：多い 10 月下旬現在，平年より多い発生である。 

べと病 発生量：やや多い 10 月下旬現在，平年よりやや多い発生である。 

秋
冬
ネ
ギ 

べと病 発生量：やや多い 10 月下旬現在，平年よりやや多い発生である。 

さび病 発生量：平年並 10 月下旬現在，平年並の発生である。 

ネギハモグリバ

エ 
発生量：やや多い 10 月下旬現在，平年よりやや多い発生である。 

ネギアザミウマ 
発生量：やや少ない 

～少ない 

10 月下旬現在，平年よりやや少ない～少ない発

生である。 

 



 ３

 

 

 

ひこばえ（再生稲）におけるイネ縞葉枯病の発生状況と防除対策 

 県内 82地点の水田において，ひこばえ（再生稲）におけるイネ縞葉枯病の発生状況を調査しました。

ひこばえは，病原ウイルスの媒介虫であるヒメトビウンカの増殖・越冬場所となります。ヒメトビウ

ンカの密度を高めないため，ひこばえのすき込みや畦畔等の除草に努めましょう。 

 

［現在の発生状況］ 

 ① 平成 29年 9～10 月に調査した 

結果，すべての地点でイネ縞葉 

枯病の発生を確認した（図）。 

 ② 県西地域の平均発病株率は 

16.3％と県内で最も高く，次い 

で県南，県央，県北，鹿行の順 

であった（表）。 

 ③ 市町村別の最高発病株率は， 

0.3～68.7％と幅があった。また， 

下妻市，筑西市，八千代町では， 

50％より大きな値であった（図， 

表）。 

［防除対策］ 

 ① ひこばえは，病原ウイルスの媒 

介虫であるヒメトビウンカの増 

殖・越冬場所となるため，収穫 

後はすみやかに耕起する。 

 ② 畦畔，土手等のイネ科雑草は， 

ヒメトビウンカの越冬場所とな 

るため，除草を徹底する。 
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図 ひこばえ（再生稲）における 
イネ縞葉枯病の発病株率（各地点の最高値） 

注 1）調査した 5 圃場/地点のうち，最も高かった圃場のデータ 注 2）1 圃場あたり 300 株の見取り調査 

表 ひこばえ（再生稲）におけるイネ縞葉枯病の各市町村別の平均発病株率および最高発病株率 

日立市 0.9 3.7 鹿嶋市 0.1 0.3 守谷市 0.5 1.3

常陸太田市 3.6 14.3 神栖市 0.6 1.0 つくばみらい市 1.3 3.0

高萩市 0.9 1.7 鉾田市 1.3 4.7 利根町 0.3 0.7

北茨城市 0.8 2.3 潮来市 1.3 2.3 県南平均 6.0 -

常陸大宮市 0.6 1.7 行方市 2.8 7.0 下妻市 24.2 68.3

大子町 4.6 10.0 鹿行平均 1.4 - 筑西市 22.6 68.7

県北平均 2.0 - 土浦市 6.3 11.0 桜川市 9.3 20.7

水戸市 1.8 4.0 石岡市 7.6 20.0 結城市 19.0 45.7

ひたちなか市 5.2 10.3 かすみがうら市 8.2 16.3 常総市 8.9 24.7

那珂市 6.5 13.0 龍ケ崎市 1.5 2.3 八千代町 22.5 62.0

小美玉市 8.6 23.0 牛久市 1.6 2.7 古河市 20.8 35.0

茨城町 3.3 6.3 稲敷市 1.5 4.0 坂東市 3.7 10.7

大洗町 2.0 3.7 美浦村 20.9 31.3 五霞町 5.1 7.0

東海村 1.4 3.0 阿見町 6.3 13.3 境町 15.7 29.0

笠間市 1.3 4.7 河内町 1.5 5.3 県西平均 16.3 -

城里町 2.2 5.0 取手市 0.4 0.7 7.7 -

県央平均 3.3 - つくば市 9.9 35.3

1) 各市町村1～6地点の平均値。1地点あたり5圃場調査（300株/圃場）

2) 市町村内で最も高かった圃場のデータ

最高

県
南

県
西

全県平均

県
北

県
央

平均

鹿
行

県
南

地
域

市町村
平均1)

発病株率（％）発病株率（％）地
域

市町村
地
域

市町村
発病株率（％）

最高2) 最高 平均



 ４

 

本年のブドウ主要病害の発生経過と今後の防除対策 
 本年のブドウにおける主な病害の発生状況をまとめました。病害の発生した圃場では，休眠期の防

除対策を徹底してください。 

 

１．晩腐病 

本年は 8 月下旬から発生を確認し，発病果房率（本年値 6.2％，平年値 2.1％）は平年よりやや

高くなった（表）。 

症  状 果実表面に鮭肉色の胞子粘塊を生じ，果皮にしわがよってミイラ果となる（写真）。 

感染経路 病原菌は結果母枝等に潜在的に感染しており，5～7月頃の降雨により果実に伝搬され，

その後の酸度低下・糖度の高まりとともに発病する。 

防除対策 ◇病原菌の越冬場所となる結果母枝，巻きひげ，果梗の切り残し等を剪定時に取り除き，

適切に処分する。 

◇発芽前の休眠期防除を徹底する。 

◇多発した園では，袋かけを行い，雨よけ栽培の導入を検討する。 

 

２．べと病 

本年は平年よりやや早い 6月下旬から発生を確認し，平年並～やや少なく推移した（表）。 

症  状 若葉では緑色が薄れた病斑，成葉では葉脈に囲まれた角型の黄色病斑を形成し，葉裏に

は毛足の長い白いかびが密生する。果穂に発病すると果実の肥大が停止する。 

感染経路 病原菌は被害葉の組織内で越冬し，5 月の展葉期ごろから雨水や風で葉に到達する。発

病後は葉裏の白いかびから 2次伝染を繰り返す。 

 防除対策 落葉は翌年の伝染源となるため，集めて土中深く埋める等，適切に処分する。 

 

３．褐斑病 

本年は 7月下旬から発生を確認し，その後の増加は見られず，平年よりやや少なく推移した（表）。 

症  状 葉に黒褐色の病斑を生じ，葉裏に黒ずんだかびが見られる。発病が激しいと早期に黄化 

落葉し，果房の着色不良や糖度低下を招く。 

感染経路 病原菌は，結果母枝や枝の粗皮，落葉に付着して越冬する。これらが開花期ごろから風

雨によって飛散し，伝染源となる。 

防除対策 落葉は集めて土中深く埋めるとともに，結果母枝等は剪定時に取り除き，適切に処分す

る。 

 

病害名 調査項目 6月 7月 8月 9月

本年 0 0 6.2 -

平年 0 0 2.1 -

本年 0.1 0 2.6 0.4

平年 0.3 2.5 3.7 7.3

本年 0 0.1 0 0.7

平年 0 1.4 3 15.7

＊収穫済みのため欠測

（％）

発病果房率晩腐病

褐斑病

べと病 発病葉率

発病葉率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防除所レポート防除所レポート防除所レポート防除所レポート

表 晩腐病，べと病および褐斑病の発生推移 

写真 晩腐病による被害果実 

＊ 
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Ⅱ．今月の気象予報 
 

関東甲信地方 1か月予報 

（予報期間  10 月 28 日から 11 月 27 日） 

気象庁（10 月 26 日 発表） 

 

＜向こう 1か月の気温，降水量，日照時間の各階級の確率（％）＞ 

[確率] 

 

 

 
 

[概要] 

平年に比べ晴れの日が多いでしょう。 

 

＜1 週目の予報＞  10 月 28 日（土曜日）から 11月 3 日（金曜日） 

   気温 関東甲信地方 平年並または低い確率ともに 40％ 

＜2 週目の予報＞  11 月 4 日（土曜日）から 11月 10 日（金曜日） 

   気温 関東甲信地方 平年並の確率 50％ 

＜3 週目から 4週目の予報＞ 11 月 11 日（土曜日）から 11月 24 日（金曜日） 

   気温 関東甲信地方 平年並の確率 40％ 

 

要素 予報対象地域 低い(少ない) 平年並 高い（多い） 

気温 関東甲信全域 30 50 20 

降水量 関東甲信全域 30 40 30 

日照時間 関東甲信全域 20 40 40 

 

 

 

農薬を使用する際は 

１ 使用する農薬の「ラベル」と登録変更に関する「チラシ」等を必ず確認し，適用作物，使

用方法，注意事項等を守りましょう。 

２ 散布時には，周辺作物に飛散（ドリフト）しないよう注意しましょう。 

３ 農薬の使用状況を正確に記録しましょう。 

４ 薬剤抵抗性の発達を抑えるため，異なる作用機構分類※（FRAC コード，IRAC コード）の 

薬剤を用いてローテーション散布しましょう。 

※作用機構分類については，病害虫発生予報 5 月号（平成 29 年 4 月 27 日発表）の防除所

レポート参照 

５ 農薬の使用後は，散布器具やホース内等に薬液が残らないように良く洗浄しましょう。 


