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モモせん孔細菌病には化学的防除、耕種的防除及び 

物理的防除を組み合わせた総合的な防除対策が必須である 
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Ⅰ 新技術の解説 

１ 要旨 

モモせん孔細菌病は農薬による化学的防除だけでなく、耕種的防除（罹病部位の除去）、物理

的防除（果実の袋かけ、防風ネット等の設置による防風対策）といった総合的な防除対策が基本

になる。現地の本病多発ほ場において、これらの防除対策を継続的に実施したところ、大幅に被

害が減少したことから、総合的な防除対策の重要性が改めて明らかになった。 

                                                                                                                        

（１） 福島市内現地の同一のモモほ場（品種「あかつき」）において、2017～2018 年に総合的な

防除対策を実施した。 

（２） 薬剤による防除は、３～10 月にスピードスプレーヤによる現地慣行の防除を実施した。春

型枝病斑のせん除は４～６月（実施回数：３～６回）、果実の袋かけは５月下旬～６月上旬

に実施した。防風ネットは 2016 年の冬季に、ほ場の北面、東面及び南面の一部に設置し、

2017 年以降は生育期間中にネットを展張した（図１）。 

（３） 総合的な防除対策を実施しなかった 2016 年５～７月における発病葉率の最大値は 10.9％、

発病果率は 12.7％であった（表１、表２）。 

（４） 総合的な防除対策を実施した 2017~2018 年５～７月における発病葉率の最大値は 1.0％、

発病果率は 0％であり（表１、表２）、2016 年と比較して被害は大幅に減少した。 

 

２ 期待される効果 

（１） 本病の被害を抑制することができ、高品質な果実の安定生産に寄与できる。 

 

３ 適用範囲 

（１） 県内のモモ生産者 

 

４ 普及上の留意点 

（１） 春型枝病斑の発生は長期間にわたるため、病斑のせん除は複数回実施する。その際は可能な

限り一年枝の基部からせん除する（図２）。 

（２） 果実の袋かけを行う場合は、仕上げ摘果終了後に速やかに実施する。 



 

Ⅱ 具体的データ等 
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表１ 福島市現地ほ場における新梢葉でのモモせん孔細菌病の発生状況 

図１ 福島市現地ほ場における防風ネットの設置状況 
  （防風ネットは北面、東面及び南面の一部に設置） 

図２ モモせん孔細菌病の春型枝病斑の 
せん除位置 

 
表２ 福島市現地ほ場における果実でのモモせん孔細菌病の 

発生状況 

調査果数 調査果数

2016（総合的防除対策は未実施） 300 600

2017（総合的防除対策を実施） 300 0 588 0

2018（総合的防除対策を実施） 300 0 837 0

12.7 3.7

注）2016年は無袋果実、2017～2018年は有袋果実での調査結果。

年次
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収穫直前～収穫期

（７月）調査

発病果 発病果率

調査葉数 調査葉数

2016（総合的防除対策は未実施） 562 657 617

2017（総合的防除対策を実施） 599 0 788 900 0

2018（総合的防除対策を実施） 697 0 770 0 751 0
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モモせん孔細菌病に対する総合的な防除対策を
継続して実施することにより、多発生年であって
も被害を抑制できる。 

【参考】福島市現地ほ場における 2019 年以降のモモせん孔細菌病の発生状況 

発病葉率

（％）

発病葉率

（％）

2019（総合的防除対策を実施） 0.6 0 1.9 0 8.7

2020（総合的防除対策を実施） 0.5 0 2.1 0 17.5 0

注）ふくしま桃の郷づくりプロジェクトにより、県北農林事務所にて調査を実施。
　　2019年、2020年ともに果実の袋かけは未実施。
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