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( 口 絵解説)
花の病害虫 (20) 一一キ ン ギ ョ ソ ウ一一

1 キ ン ギ ョ ソ ウ の生産状況

地中海原産 の花 き で あ る キ ン ギ ョ ソ ウ は ， ア レ ン ジ メ

ン ト と 花束が需要の主流であ る が， 特 に 白色品種は仏花

と し て も 使用 で き る の で生産額が大 き い (約 70% を 占 め

る ) 。 第 40 次静岡農林水産統計年報ー農林編一 (関東農

政局静岡統計情報事務所， 平成 4�5 年) に よ れ ば， キ ン

ギ ョ ソ ウ は 全 国 で 6 ， 150a の栽培面積 と 2 ， 640 万本 の 出

荷量 と な っ て い る 。

品種面では従来 の タ イ プか ら “ペ ン ス テ モ ン 咲 き " と

呼ばれ る 大輪 タ イ プの栽培が増加 し て い る 。 こ の タ イ プ

は， 生育がお う 盛で茎が太 い 。 ま た 最近 で は ， 八重咲 き

や さ ら に 大輪 の 3 倍体品種 も 育成 さ れて い る 。

栽培面 で は ， 従来の冬~春期 の み で な く ， 夏~秋 に も

ス ト ッ ク の 代 替 品 目 と し て 利 用 さ れ る よ う に な っ て き

た 。

2 キ ン ギ ョ ソ ウ の病害虫の発生 と 防除

総論 : ま ず病害面で は ， 日 本有用植物病名 目 録第 2 巻

第 3 版 (平成 5 年 12 月 発行) に よ れ ば現在 ま で に 1 1 種

類の病害が確認 さ れて い る が， こ の 中 で実際上問題 と な

る 病害 は， モ ザ イ ク 病， 疫病， 葉枯病， 灰色か び病， 菌

核病， 苗腐病の 6 種類で あ る 。 こ の 内， モ ザイ ク 病， 葉

枯病， 菌核病が栽培地域 に 関係 な く 発生す る の に 対 し ，

疫病， 灰色か ぴ病， 苗腐病 は産地 に よ っ て 発生程度が大

き く 異 な っ て い る よ う で あ る 。

害虫 に つ い て は ， 農林害虫名鑑 ( 日 本植物防疫協会，

1980 年) に よ れ ば 1 1 種類が知 ら れ て い る が， ア ブ ラ ム シ

が ほ と ん ど の 闘場で問題 に な る の に 対 し ， ク ロ モ ン キ ノ

メ イ ガ， ヨ ト ウ ガ (ハ ス モ ン ヨ ト ウ ) ， セ ン チ ュ ウ 類 は発

生地域 に偏 り がみ ら れ る 。 他の報告害虫 に つ い て は大 き

な 問題が生 じ た と い う 話 を 聞 か な い 。 な お ， こ の 1 1 種類

以外 に ， 筆者 は伊豆地域でハ モ グ リ パエ の被害 を 時折 目

に し た が， こ れ は上位楽 に 出 る と 実害 を 生ず る 。

病害各論 : キ ン ギ ョ ソ ウ に は ウ イ ル ス が原因 と 考 え ら

れ る 症状がい く つ か発生す る が， ウ イ ル ス の 同定が成 さ

れた の は CMV に よ る モ ザ イ ク 病の み で あ る 。 症状が単

一でな い こ と か ら ， 実際 に は他の ウ イ ル ス も 関与 し て い

る 可能性が あ る 。 口絵の写真 は静岡 県伊豆地域で一般的

な症状であ る が， ウ イ ル ス の 同定 は行 っ て い な し ' 0

疫病， 苗腐病 は と も に 藻菌類 に よ っ て 生ず る 。 苗の水

腐れ症状が特徴であ る が， 苗腐病の発生が発芽直後の小

苗 に 限定 さ れ る の に対 し ， 疫病 は 10 cm 以上 に な っ た 株

や 葉 に も 発生す る 。 葉での発病 は 葉先 か ら 深緑色 に軟化

す る 。 こ の 二つ の病害の 防除 は ， 土壌改良や潅水量の適

正化 と い っ た 排水対策が最重要 で薬剤処理 は 二 の 次 で あ

る 。

葉枯病 は キ ン ギ ョ ソ ウ の病害虫 の 中 で最 も 一般的な も

の で あ る 。 初め褐色 で後 に 中心部が灰 白 色 を 呈 す る 輪紋

様の斑点 を 生ず る 。 大型の病斑が生 じ た り ， い く つ か の

病斑が融合す る と 葉が よ じ れ る 。 ハ ウ ス 栽培 で は 雨水が

かか り や す い一番端の列や被覆 ピ ニ ル の継 ぎ 目 下 に あ る

列 に 発生 し や す い。

灰色 か び病 は 他 の 作物同様， 花 に 発生す る こ と が多 い

が， 茎 に 発生す る こ と も あ る 。 茎 の病徴 は 次 の 菌核病 に

酷似す る 。 病原菌 は 薬剤 に 耐性がつ き や す い の で， 耕種

的防除法 と し て ， 冬期暖房 中 で あ っ て も 換気だ け は し っ

か り 行い た い 。

菌核病 は収穫直前 に な っ て 発生， 急激 に 広 が り 株全体

を枯死 さ せ る の で， 被害 は 最 も 甚大で あ る 。 茎 の 上位か

ら 発病す る 場合 は早 め に 気付 く が， 多 く は株が密生 し た

後 に 地際部か ら 発病す る の で， 早期発見が難 し し ヨ 。 さ ら

に ， 土壌中 に お け る 耐久器官 で あ る 菌核 は土壌消毒 に も

強 く ， い っ た ん発生 さ せ る と 菌核 を 根絶 す る こ と が非常

に 困難であ る こ と も ， 被害 を 大 き く し て い る 原因 と い え

る 。 菌核 は茎内 に 生 じ る の で， 茎が腐 っ て 菌核が土壌中

に 入 り 込 ん で し ま わ な い よ う ， 発病株 は 直 ち に 抜 き 取 り

必ず焼却処分す る 。 土壌生息性菌 な の で， 土中埋没の効

果 は期待で き な い。 ま た ， 常発地 で は ビ ニ ル被覆 1 か 月

後か ら 予防散布 を 数回行 う 。

害虫各論 : ア ブ ラ ム シ は 密度が高 ま る と 葉 の黄化 を 引

き 起 こ す の み で な く ， 排せ つ物 に よ っ て “ す す 病" を併

発す る の で密度が低 い 内 に 対応 し た い。 伊豆地域で発生

し て い る ア ブ ラ ム シ は モ モ ア カ ア ブ ラ ム シ で あ っ て ， 秋

口 と 春先 に 多 い 。 新芽の部分 に 寄生が多 い の で， 9�10 月

と 3�4 月 に こ の部分 に 集 中 的 に 薬剤散布す る 。

ヨ ト ウ ガ の幼虫 は実際 に 目 に す る こ と は 少 な い が， 上

位葉の大 き な食害 と 排せ つ 物 と で確認で き る 。 閏場内 に

分散す る と 防除が困難 に な る の で， 局在 し て い る 若齢 を

早期発見 し ， 集中散布 を 行 う 。

(静 岡 県 中部病害虫防除所 (元 静岡

県農業試験場南伊豆分場) 外側正之)
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