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平成 5 年の異 常気象 と 果樹病害

は じ め に

昨年 ， 夏季の 長期にわたる 低温多雨及 び日 照不足によ

り ， 果 樹の多くは 少なから ず影響 を受けたようで ， 果実

の肥大 不良 ， 糖度 不足， 収量の 低下 そして 花芽分 化の抑

制などが ， 栽培面における 被害 と いわれて いる。

と こ ろで ， 昨年の気象における “異常" は概して冷 夏

を対象 として いるように 思われる 。 しかし ， その 低温傾

向は 夏季に 限 つての こ とではなく ， 4 月ご ろから 既にみ

られ ， 9 月 まで 続き ， 果 樹の生 育期 全般に及んで いる。ち

なみに 7 月の 平均気温は 平年比で各地 とも 20C前後の 低

さであった。 一方 ， 7 月の 降水量が 平年比でほ ぽ 2 倍で

あったように ， 梅雨期以 降は 9 月 末 まで雨 天の日が多

く ， 梅雨 明け 知ら ずの 異常年であった。

以 上のような条 件下で ， 糸状 菌， 細菌による果 樹の各

種病害の発生 増が 懸念され ， 発生予察注意報が 常緑果

樹， 落葉果 樹 を対象に合わせて 28 件も出された。図- 1は

各種病害の発生状況 を調査 対象道府県総数を100 とし

て ， 発生 程度 を 異にする道府県数の 割合で 示した。 カ ン

キ ツ 黒点病 ， カ キうどん こ病 ， ブ ド ウ べ と病 ， ナシ黒斑

病などの多発した病 筈もあれば ， リン ゴの そ ニ リ ア病 ，

うどん こ病 ， モ モ 黒星病のようにきわめて発生の 少な

かった病害もあ り ， それ ぞれ 昨年の気象に連 動した特 徴

ある発生 様相 を示して いる。 そ こで ， 樹種別に主要病害 を

主体 とした各種病害の発生 動向 を以下に 述 べてみた い。

I カ ン キ ツ

現在 ， わが 国の カ ン キ ツ 類、では 黒点病 ， そう か病 ， か

いよう病の 3種が主要病害 と 位置付けられて いる。 ただ

し 黒点病は カ ン キ ツ 類に広く発生するのに対して ， そう

か病は主 として ウ ンシュ ウ ミ カ ンに ， またか いよう病は

ネー フ.ル ， ナ ツ カ ンなどの 中・ 晩生 カ ン キ ツ 類に発生し

やす い。 平成5年にお いて ， これらの病害は い ずれも各

地で発生が多く ， 特に 黒点病は著し い発生 増 となった。

黒点病は 梅雨期なら びに秋雨前線停滞期に感染・発病

が多くなる雨 媒伝染性の 代表的病害である。 昨年は特に

梅雨 期の 降水 量が多かったため ， 本病発生の条 件 として

は最適であった こ と ， また 降雨による防除対策の遅延や
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図 ー 1 果樹病告の 1 993 年に お け る 程度別相対発生比率

薬効成分の早期流亡が要 因 となって ， 西日本の 栽培地域

では多発した とみられて いる。

本病の 一次 伝染 源は 樹冠内の 枯れ 枝上に 形成される 柄

胞子で ， 発病した果実や 禁の 黒点病 斑上には 柄胞子が 形

成される こ とはなく ， 二次 伝染は 起 こらな い。 伝染 源 と

な り得る 枯死枝は本 菌の感染によって生 ずる こ とは まれ

で ， ほ とんどは 口 照不足などの 障害による こ とが多く ，

枯れ込みが生じた 後に病 原菌が 寄生 レて 伝染 源の 機能 を

有する こ と となる。 したがって ， 一次 伝染 源量の 減 少 を

目的 とした 枯死校の除 去は本病の防除対策にお いて重要
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であ る 。

そ う か病 は ， 葉， 果実， 枝 と も 若齢であ る ほ ど発生 し

や す く ， 春葉で は発芽直後， 果実で は落花期が そ れぞれ

防除適期で， 8 月 以降の病勢拡大 は み ら れ な い。 本病の一

次伝染源 は越冬 し た 擢病葉上の分生子で， 多湿条件で多

量 に 形成 さ れ る 。 昨 年 は 3�5 月 の 降水量が全般 に 少 な

か っ た た め ， 本病の初期発生 は抑制 さ れ， 春葉での発生

が平年 よ り も 少 な し ま た 発生時期 も や や 遅 れ気味で

あ っ た 。 し か し梅雨期 に 至 っ て ， 多雨条件が続 き 果実で

の発病が増大 し た 。 ま た 最近， べ ン ゾイ ミ ダ ゾール系 防

除薬剤の効力低下が各地で指摘 さ れ， 効果の優れた 代替

剤が期待 さ れて い る 。

か い よ う 病 は 病原細菌 に 対 す る 薬剤の効力 が不十分

で， 難防除病害の度合い を各地で一層強 め て い る 。 他の細

菌病 と 同様 に ， 本菌の感染 は傷口 や気孔か ら で， 特 に 台風

時の強風雨 に よ っ て 多発す る 傾向 が あ る 。 平成 5 年 は越

冬伝染源量が多 め で あ り な が ら ， 少雨の影響 に よ り 初期

発生 は少な く 推移 し た 。 そ の後， 6 月 以降 に は一転 し て 多

雨条件 と な り 本病の発生は増加 し た 。 特 に 7 月 に 来襲 し

た 3 個 の 台風 に よ り 九州| の各地で は 発病が加速 さ れた 。

H リ ン ゴ

図-1 の程度別発生状況 に示 し た よ う に ， リ ン ゴでは黒

星病がい く ぶ ん多 め の発生で あ っ た 以外， 各種病害 の発

生量 は い ずれ も 例年 よ り 少 な し 特異 な気象条件 に大 き

く 影響 さ れた こ と が推察 さ れ る 。

生育期前半の主要病害であ る 黒星病 は 開花期 ご ろ か ら

発生 し 始 め ， 梅雨後期 ま で続 く の が通常の パ タ ー ン であ

る 。 病原菌 は こ の 時期 の よ う な比較的低い気温を好適条

件 と し て い る 。 昨年の発生初期 は低温傾向があ ま り に 強

く ， 例年 よ り も 初発が遅れ気味で あ っ た 。 し か し そ の後

は夏季 ま で続 い た 長期の低温多 雨 に よ り ， 本病の発生好

適条件が長期間持続 さ れ， 病勢 は 8 月 に 入 っ て も 衰退せ

ず， 各地で多発 し た 。 ま た 東北各県 で は 開花前後の重点

防除期 に ， 開花 そ の も の が低温 に よ っ て 長号 | い た た め薬

剤散布の間隔があ き 過 ぎ た こ と も 発生増の一因 と な っ て

い る 。 だが一方で は ， 開花期前後 に 降雨の 少な か っ た 岩

手県や発病進展期の 5 月 下旬 か ら 少雨で あ っ た 長野県で

は ， 少 な め の発生 に 推移 し た と こ ろ も あ っ た 。

モ ニ リ ア 病は北海道， 東北 の 一部 に 限 っ て常発 し て い

る が， 昨年の よ う な冷涼多湿の 条件下で発生 し や す い こ

と か ら ， 要注意の病害であ っ た 。 と こ ろ が発芽期か ら 展

葉期 に か け て の発生初期 に 降雨が少 な く ， 一次伝染源で

あ る 子 の う 胞子の飛散が抑制 さ れた た め ， そ の後の発生

は平年並か ら そ れ以下で あ っ た 。 な お ， 石川 県下で本病

の発生が初 め て 確認 さ れて い る 。

赤星病 も ま た 4 月 に 降雨が少 な く ， 小生子 の 飛散及 び

感染が抑制 さ れ， 発生時期が遅れた う え に 発生量 も 少 な

か っ た 。 リ ン ゴ の う ど ん こ 病 は全国的 に 発生 が少 な か っ

た が， お そ ら く 低温多湿が本菌 に と っ て 不適条件で あ っ

た と 考 え ら れ て い る 。

斑点落葉病 は 生育期後半の 主 要病害で， 通常梅雨以降

に 急増す る 。 す な わ ち 病原菌 は 高温多 湿 を 好適条件 と す

る が， 昨夏 は多雨であ っ て も 気温が低か っ た こ と で， 本

病の発生が抑制 さ れた 。 輪紋病 も 同様 に 病原菌が高 温 を

好む傾向 が あ り ， 昨年の気象条件 は本病発生の 条件 と 合

致 し な か っ た と 考 え ら れ る 。

そ の ほ か の リ ン ゴ病害で， 昨年発生の 目 立 つ た 病害 に

褐斑病が あ る 。 夏季の低温多雨 に よ っ て 各地で特異的 に

発生 し た が， 近年の ボ ル ド ー液使用減退が本病発生増 に

関係 し て い る よ う で あ る 。

皿 カ キ

炭 そ 病 は果実， 新梢 に 発生す る 一般的病害で あ る が，

昨年は 7�9 月 の 多 雨 に よ り ， 主 と し て 西 日 本 の 一部で多

発 し 早期落果の被害がみ ら れた 。

一方， 被害が葉 に 限定 さ れ る う ど ん こ 病 は低湿度条件

下で発生が多 く な る と さ れ て い る 。 と こ ろ が昨年， 本病

は低温多雨の条件下 で ほ ぼ全国的 に 多発 し た 。 本病 は通

常， 5�6 月 ご ろ か ら 発生 し 始 め ， 徐々 に 病勢 を 拡大す る

が， 夏季高温下 で一時 的 に 発病が抑 制 さ れ る こ と が 多

い。 昨夏は低温 に 加 え て 日 照不足 に 経過 し た こ と で， 発

病の停滞は起 こ ら ず， む し ろ 加速 さ れた 状態で発病 を繰

り 返 し た も の と 推察 さ れ る 。

落葉病 に は 角斑落葉病 と 円 星落葉病の 2 種が あ り ， 両

者の発生分布 は地域 に よ っ て 異 な る が， 通常 は 混発す る
こ と が多 い。 昨年 は落葉病の発生 も ま た 多 め で あ っ た 。

両者の う ち ， 病原菌の侵入適温が 1O�200Cで あ る 円星落

葉病が気象条件 に 適合 し ， 発生増 の 主体 を な し た と 考 え

ら れ る 。

IV ブ ド ウ

昨夏の低温多雨条件の も と ， 発生の 最 も 多 か っ た 病害

と し て ， べ と 病が挙 げ ら れ る 。 発生域 は北海道， 東北 の

一部 を 除 い た 全国各地 に 及 び， 特 に 近年発生増 の 方 向 に

あ る 西 日 本で著 し い被害 を 生 じ た 。 本病 は梅雨期後半 ご

ろ か ら 増加す る こ と ， 22�250C を感染好適条件 と し て い

る こ と ， 低湿度 で は 発生 し に く い こ と な ど， 本病の 発生

条件が昨年の 気象条件 と ま さ に 一致 し た と い う こ と がで

き る 。 越冬伝染源の密度が高 ま っ た こ と か ら ， 使用頻度
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の減少 し た ボ ル ド ー 液 を本病防除面で再度見直す必要が

あ る か も し れ な い。

灰色か び病 は 開花期 の こ ろ に 低温多雨であ っ た 東北各

県で多発 し ， 花穂、の発病が 目 立 つ た 。 ブ ド ウ に お ザ る 本

病の発生 は こ の 時期 に 通常限 ら れ る が， 昨年 は さ ら に 果

粒肥大期や成熟期 に お い て も 発生がみ ら れた 。

主要病害の晩腐病 は， 中 ・ 四国， 九州、| でや や 多 め の発

生であ っ た 以外， 例年 と 同様の発生状況で， 初期発生時

に 降水量が少な く ， 発生の遅れた黒 と う 病 と と も に 問題

と な る よ う な被害 は 生 じ な か っ た 。 ま た 全国的 に 褐斑病

の発生が主 と し て施設栽培 ブ ド ウ を 中心 に 露地で も 多 く

な る 傾向 に あ る 。

V ナ ン

青ナ シ では黒斑病， ま た 赤 ナ シ で は 黒星病が そ れ ぞれ

主要病害で， 各栽培地 と も こ れ ら を 重点対象 と し て 防除

対策 を組んでい る 。

黒斑病 は二十世紀の 特異病害 と 呼べ る も の で， 夏期の

高温多湿時 に 病勢 を 拡大 す る 。 昨夏 は例年 よ り も 低温が

続いた こ と で， 本病原菌の 活動 に は や や不向 き と み ら れ

て い た 。 確か に 初発生時の発生程度 は並か ら やや少， ま

た発生時期 は遅れ気味であ っ た 。 し か し そ の後， 降水量

多の好条件 に よ り 発生が助長 さ れた よ う で， 最終的 に は

各地で葉， 果実 と も に 平年並以上 の発生量 と な っ た 。 特

に 鳥取県で は ， 平成 4 年 に 多 発 し た こ と で越冬伝染源量

が多 で あ っ た と こ ろ に 好適気象要因が重 な り ， 2 年連続

の多発生 を 被 っ て い る 。 し た が っ て ， 今年 は こ れ ま で以

上の的確な 防除対応が要求 さ れ る で あ ろ う が， 有効薬剤

に対す る 耐性菌の 発生 も あ り ， 菌密度低減 の た め の耕種

的防除の必要性が大 で あ る 。

一方， 開花直後 ご ろ か ら 発生がみ ら れ る 黒星病は黒斑

病に比較 し て 昨年の発生が少 な め で あ っ た 。 例年恒常的

に発生す る 本病 は ， そ の病原菌が低温多湿 を適 と す る こ

と か ら ， ま さ に 昨年の気象要因 に 依存 し て 多発す る も の

と 思わ れ て い た 。 と こ ろ が， 発生初期 の 4 月 中 ・ 下旬 か

ら 5 月 に か け て ， ほ ぽ全国的 に 降水量が少 な く ， 初発時の

病勢 は緩慢で あ っ た 。 そ の後， 梅雨期以降， い く ぶん発

生増 は み ら れた も の の ， 並 の発生で終息 し た 。 特 に 関東各

県では 4 月 の 降水量が記録的 に 少 な く ， 近年 に な く 本病

の 発生 は 少 な か っ た 。 こ れ に は さ ら に 一 昨 年 の 発生消

長， す な わ ち 病勢拡大期 の少雨 に よ っ て 本病の発生が抑

制 さ れ， 伝染源が少 な め で あ っ た こ と も 関連 し て い よ う 。

赤星病の発生 は近年減少傾向 に あ る が， 昨年 も 同様で

あ り ， 気象要因 と の直接的関連 は 少 な い 。 本病 は通常，

黒星病 と 同時防 除 さ れ る が， こ の と き の 散布剤 で あ る
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DMI 剤 の 多 く が本病 に 卓効 を有す る こ と が， 本病の発生

滅 に 最 も 影響 し て い る と 考 え ら れ る o

う ど ん こ 病の発生 に お い て 多 雨 は マ イ ナ ス 要因 と さ れ

て い る が， 大 き な消長変動 は み ら れず， 9 月 以降 に 発生が

増大す る 通常 の発生ノ f タ ー ン に推移 し た 。

輪紋病 は近年， 漸増傾向 に あ り ， 果実の感染期 で あ る

6�7 月 に 降水量が多 か っ た た め ， 感染が助長 さ れ多発す

る も の と 予想 さ れた。 し か し 結果的 に 果実での発病 は 少

な か っ た 。 お そ ら く 低温条件 に よ っ て ， 病原菌の 感染過

程が抑制 さ れた た め と 推論 さ れ て い る 。

VI モ モ

黒星病 は モ モ に と ど ま ら ず他の核果類 に も 生育初期 に 発

生す る 。 昨年は感染期 の 4�5 月 が少雨条件で あ っ た た

め ， 発病が抑 え ら れ各地 と も 平年並以下の発生であ っ た 。

灰星病 は熟果 に 発生 し や す く ， 収穫期 に 降雨が続 く と

多 発 す る o 昨 夏 は 降水量 が 多 く ， 本病多 発 の 条件下 に

あ っ た が， 花腐れな ど の 初期発生が少 な く ， 青森， 岐阜

な ど の数県で多 め の発生で あ っ た 以外 は 予想外に被害 は

少 な か っ た 。 ま た ， 本病 と 類似の 発生過程 を 有す る ホ モ

プ シ ス 腐敗病が各地で散見 さ れた 。

せ ん孔細菌病 も ま た 少雨条件が影響 し て ， 初期発生 は

遅延気味で あ っ た 。 し か し 7�8 月 の 台 風 ま た は 長雨 に

よ っ て病勢 は 強 ま り ， 西 日 本の産地で は や や 多 の 発生量

であ っ た 。

お わ り に

栽培面積 の 多 い順序 に 従 っ て ， 各樹種 に お け る 病害 の

発生動 向 を 昨年の異常気象 と の 関連で整理 し た 。

リ ン ゴ を筆頭 に 果樹類 は 全般 に 冷害 に 強 い と い わ れて

お り ， 確か に 著 し い 障害 を 生 じ た 樹種 は 昨年 の 異常下で

は認め ら れ な か っ た 。 も し も 果樹で樹体の損傷や生理的

衰弱が発生す る よ う で あ れ ば， 校幹性病害や根部寄生病

害が勇躍， 発生増 と な る こ と で あ ろ う 。

そ れぞれの樹種で取 り 上 げた病害 は， い ず れ も 糸状菌

ま た は細菌 を病原 と す る も の で， そ の発生消 長 は 互 い に

類似 し ， 発生量 を 左右 す る 主 要 因 は 温度 と 湿度 と い え

る 。 一般 に 昨年の気象の特徴が低温多雨 に 置か れて い る

が， ナ シ黒星病の 発生事例 に み ら れ る よ う に ， 樹の生育

初期 に 少雨であ っ た こ と が む し ろ 果樹病筈で は 異常 と 考

え る こ と がで き る 。 す な わ ち ， 各種病害 の発生初期 に 何

ら か の 阻害が及ぶ と ， そ の後， 好適条件 に 置 かれ て も 急

速な発生増 に 連動 し な い傾向が あ る 。 こ の こ と は， 防除

の基本 と さ れ る 初期防除の 重要性 を ， そ の ま ま 物語 っ て

い る よ う に 思 え る 。


