
りんご情報 №２                      令和６年３月２７日発行 

                ＪＡグリーン長野営農販売部・経済部  

                        ＪＡグリーン長野りんご部会  

◆生育状況について 

１．長野県果樹試験場 Ｍ９台木生育 ※1991～2020年の平均値 

 発芽 展葉 開花 満開 落花 

平年 ３／１７ ４／９ ４／２５ ４／２９ ５／５ 

令和６年 ３／１６     

令和５年 ３／１２ ３／２４ ４／１１ ４／１２ ４／２３ 

２．ＪＡ管内 ふじ生育 

 発芽 展葉 開花 満開 落花 

平年 ３／２８ ４／９ ４／２３ ４／２６ ５／２ 

令和６年      

令和５年 ３／２２ ３／３１ ４／１２ ４／１７ ４／２２ 

令和４年 ３／２９ ４／９ ４／２１ ４／２３ ４／２８ 

令和３年 ３／２２ ３／３１ ４／１７ ４／２１ ４／２６ 

 

◆当面する重点作業について 

１．開花時期の品種差が平年と大きく異なることもあるので、人工受粉を行えるように準備しておく。 

越冬花粉の配布については後日お知らせします。 

２．新わい化栽培では、整枝せん定を行う。特に樹勢が強い場合は、４～５月に太枝(２㎝以上)のせん

定を行う。また、フェザーが水平になっている場合は、フェザーが下垂するように誘引を徹底する。 

３．せん定後の切り口には、必ず塗布剤を塗布する。 

４．腐らん病対策を徹底す、うどんこ病の被害枝除去を行う。 

５．メンチュウ(リンゴワタムシ)対策として、主枝・亜主枝等の太枝の背面にある徒長枝の切り株を、

ノコギリできれい切り取る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆第２回薬剤散布について 

１.散布時期：４月上旬頃 展葉始め（発芽１０日後頃）     散布日   月    日 

散布時期目安は、ふじの花芽から右下図のように、葉が１枚開いたものが２～３芽見えた頃。 

２.調 合 量：水１００ℓ当り ※混用順に記載。 

農薬名 使用量 対象病害虫 収穫前 

展 着 剤 １０mℓ － － 

コロナフロアブル ２５０mℓ うどんこ病 － 

㊞ベフラン液剤２５ １００mℓ 黒星病・腐らん病 展葉期 

３．散 布 量：１０ａ当り＝３５０ℓ以上 

４．留意事項 

①黒星病は、降雨と密接な関係にあり、降雨が多く濡れ時間が長いと感染

しやすい。薬剤防除は、今回から５月下旬までが特に重要。ここで菌密

度を高めてしまうと、以後の感染拡大につながるため注意する。 

②殺菌剤の効果を高めるため、展着剤に代えて、機能性展着剤ドライバー

1,000倍（水100ℓ当り100mℓ）を使用してもよい。 

③コロナフロアブルに代えて、イオウフロアブル500倍（水 100ℓ当り 

200mℓ）を使用してもよい。 

◆特別薬剤散布について 

１.散布時期：第２回から第３回の散布間隔が１０日以上空くと予想される場合は、 

第２回散布から７日後に特別散布する。     散布日   月    日 

２.調 合 量：水１００ℓ当り ※混用順に記載。 

農薬名 使用量 対象病害虫 収穫前 

展 着 剤 １０mℓ － － 

アントラコール顆粒水和剤 ２００ｇ 黒星病 45日前 

３．散 布 量：１０ａ当り＝３５０ℓ以上 

４．留意事項 

 ①昨年、黒星病の発生が見えた園、この時期に降雨が多い場合は、必ず実施する。 

②殺菌剤の効果を高めるため、展着剤に代えて、機能性展着剤ドライバー1,000倍（水 100ℓ当り100mℓ）

を使用してもよい。 

《栽培に関する営農技術員への問合》令和６年４月１日より 

新採用職員予定（篠ノ井西部）：293-4668／外谷（篠ノ井東部）：080-8048-6602 

篠ノ井西部は、当面、寺澤・松坂・佐藤・外谷も対応致します。 

佐藤（信更）：090-7179-9866／伊藤（松代）：080-2239-6816 

松橋（川中島）：090-4816-6297／根津（更北）080-1203-8576 

松澤（若穂）080-1191-5166／寺澤（全域・情報担当・編集）：080-1188-5229 

吉澤（全域・情報監修）：090-2543-0365 

栽培に関しての電話対応は、担当地区関係なく対応できます。園地指導や地区組織関係のお問い合

わせは、地区担当までお願い致します。 

○果樹のアドバイザー（流通センター長兼務）松坂（篠ノ井西部）080-1188-4131 

《栽培・販売に関する問合》各流通センター・共選所／営農販売部（本所）：292-0930 

《資材に関する問合》各ＪＡファーム・営農資材センター・経済部農業資材課：299-3311 

 



◆腐らん病対策について（重要） 

腐らん病の発生が目立っています。地域的に蔓

延すると大きな被害になることが予想されます。

一丸となって対策を徹底し、腐らん病の増加を防

ぎましょう。 

１．腐らん病とは 

カビ（糸状菌）による病気です。特徴は以下の

２つ。 

１）主な感染部位は傷口 

  自然条件で起きる凍害や風による枝折れのほ

か、管理作業で発生する摘果や収穫時の果台痕、

せん定痕など。 

２）伝搬を担う胞子は一年中飛散 

傷ができるせん定後、摘果後、収穫後が主な感

染時期＝「重点的な対策が必要な時期」 

２．なぜ、今増えているのか 

以下の点が増加に影響している可能性あり。 

１）病勢進展が早く、重篤化しやすい「わい化 

栽培」の増加。 

２）せん定時期が早まっている（右ページ参照）。 

３）「ふじ」は摘果後の果台が脱落しにくく、枝腐らんに進展 

しやすい。 

４）りんご生産の大規模化や高齢化が進み、対策が徹底できな 

い。 

伝染性の病気なので、何らかのきっかけで増加傾向になると、

多くの伝染源が生み出され、さらに多くの発生を引き起す。病気

は「直線的」ではなく「指数的」に増える。 

増加を実感できる状態は大きな波が押し寄せているとき。 

新型コロナ感染症で経験したように、対策を強化しな

いと波は次々と大きくなり、被害も大きくなる。 

今が手を打つべき時です！ 

３．対策：伝染源の除去 

１）枝腐らんのせん除 

枝腐らんは見つけ次第せん除！！。 

展葉～開花ころから見つけやすくなります。摘果時

にハサミやノコギリを持たない場合は、ビニールひも

を持って、しるしをつけましょう。 

病原菌は枝の表面よりも内部に広く存在するので、

健全な枝や葉そうを複数含めて長めにせん除してくだ

さい。 

 

 

 



２）胴腐らんの処置 

病斑が主幹外周の半分以上に進展している場合は伐採を検討してください。 

①削り取る病斑の下にシートを敷き、削り取った病斑を回収できるようにする。 

②病斑の周辺を軽く削り、病斑の大きさを確認する（この部分に病原菌が存在）。病斑は表面よりも

内部の方が広い範囲に及んでいる。 

③削り取りは専用の腐らんナイフ（腐らん削り）がおすすめ。 

・削り取る輪郭に破線状に腐らんナイフを垂直に挿し、紡錘形にしるしをつける。 

・しるしを線状につなげると、内側の病斑部を剥がし取ることがきる。 

 

 

 

４．ポイント：伝染源除去にあたって 

１）園内の点検 

樹体に傷を作る摘果作業の前には、園内の点検を 

行いましょう。 

展葉～開花期は腐らん病が目立ち始める時期です。

展葉～開花期、摘果前は一斉点検を実施しましょ

う。地域で行うと効果的です。 

２）せん除した枝、削り取った罹病部の処置【重要】 

絶対に園内に放置しないでください。雨にあたる 

など、水分があると胞子を形成して飛散させます。 

焼却するか土中に埋めてください。なお、法に基づき、 

やむを得ず焼却を行う場合は、苦情が出ないよう周辺環境に十分配慮してください。すぐに処分で 

きない場合は、シートをかけて雨が当たらないようにしてください。 

５．ポイント：せん定の順番 

休眠期は樹体の防御機能が働かないため無防備です。近年、降雪量が少ない、経営規模の拡大等の理

由から、せん定時期が早まっていますが、無防備な期間が長くなり、感染リスクが高まります。また、

早いせん定は傷（せん定痕）ができてから春の薬剤散布までの期間が長くなるので、感染リスクが高ま

ります。せん定には次の点に留意しましょう。 

１）他の樹種（もも、ぶどう、なし）がある場合は、りんごのせん定を最後にする。 

２）りんご園の中でも、腐らん病の発生がみられる園、多い園のせん定は最後にする。 

（引用：長野農業農村支援センター～りんご生産者の皆様へ～） 

 

腐らん病に特効薬はありません。地域一丸となった「伝染源の除去」が重要です。 

潜伏期間が長いため、対策の効果を実感できるのは２～３年後です。 

地域のりんごを守るため、根気強い「腐らん病対策」をお願いします。 


