
ＩＰＭ実践指標モデル（ナシ）

取組内容 メモ

1) 適正な栽植密度を維持することにより、園地の通
風・採光・乾燥を良くして、病害が発生しにくい環境を
作る。

適正な栽植密度は薬剤付着を良好にする。

2) 適正な剪定を実施するとともに、黒星病、胴枯病に
よる被害芽・枝を剪除する。

3) 生育期間中は新梢管理を適正に行い、各種病害の発
生を予防する。

4) 各種の資材や枯死雑草によるマルチ及び機械除草等
による除草剤を使用しない雑草管理対策を実施する。

5) 周辺の除草を行い雑草の侵入や種子の飛来を抑制す
る。

6) 果実袋掛けを幼果期に行うことにより、各種病害虫
の感染や加害を防ぐ。

7) ネットや防風垣を設置し、強風等による傷の発生を
防止することで、病害の発生を助長させないようにす
る。

8) 病害虫の発生源となる誘引ひも、落葉などの残渣の
除去を確実に行う。また、落葉はトラクターで埋め込
む。

9) 黄色灯による夜間照明を行い果樹カメムシ類及び果
実吸蛾類による被害軽減を図る。

黄色灯の光源としては、防除資材として販売さ
れている黄色蛍光灯、黄色ナトリウムランプ、
黄色LEDなどを使用する。

10) クラフト紙などで作成した誘殺バンドを収穫後に主
枝や亜主枝に巻き付けて、冬期に取り外して焼却する。

生物的防除技術
・フェロモン剤

の利用

11) 複合交信攪乱用性フェロモン剤（ハマキムシ類、シ
ンクイムシ類対象）を設置し、対象害虫の繁殖を抑制す
る。

12) 定期的に園内を見回り、各種病害虫の発生状況を確
認する。

13) 黒星病対策は、天気予報に注意し、強風豪雨が予想
されるときは、予防散布を実施する。

台風等の接近が予想される場合は、事前に散布
すること。

14) ハダニ類対策は、葉1枚当たり1頭以上確認された場
合、防除を行う。

15) 生育ステージや気象に応じた防除を実施するため、
病害虫防除所が発表する発生予察情報等を入手確認す
る。

病害虫防除所のホームページアドレス
http://www.mate.pref.mie.lg.jp/bojyosyo

耕種的・物理的
防除技術の導入

16) 黒星病対策として、発病葉、枝は見つけ次第除去す
る。

17) ハダニ類、カイガラムシ類対策として、休眠期(発
芽前)にマシン油を散布する。

18) 農薬を散布する場合には土着天敵に影響の小さい選
択性薬剤を選択する。

19) 当該地域で強い薬剤抵抗性の発達が確認されている
農薬は使用しない。

20) 対象病害虫・雑草に応じた薬剤の選定を行う。

21) 発生状況に応じて十分な効果が得られる範囲で必要
最小限の使用量となる散布方法で実施する。

22) 農薬散布を実施する場合には、適切な飛散防止措置
（防除機器、剤型等）を講じた上で使用する。

23) 農薬を使用する場合には、抵抗性発達を回避するた
め特定の成分のみを繰り返し使用しない。

作業日誌

24) 各農作業の実施日、病害虫・雑草の発生状況、農薬
を使用した場合の農薬の名称、使用時期、使用量、散布
方法等のＩＰＭに係る栽培管理状況を作業日誌として別
途記録する。

ＩＰＭ研修会等
への参加

25) 県や農業協同組合等が開催するＩＰＭ研修会等に参
加する。
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