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特集 : 花の新病害 ( 3 )
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は じ め に

植物の マ イ コ プラ ズ マ 病 は ， マ イ コ プ ラ ズ マ様微生物

(Mycoplasmalike organism， 以下 MLO と 略記) に起因

す る 病気であ る が， い ま だ に 病原体の 分離培養が困難な

た め ， そ の 微生物学的性質 は不明の ま ま であ る 。 最近 に

な っ て ， 分子生物学的手法 を 用 い た研究 も 始 め ら れ， 新

た な発展が期待 さ れて い る 。

我が固 に お け る 植物 の マ イ コ プ ラ ズ マ 病 は 約 50 種 ほ

どが知 ら れて い る が， 大部分 は野菜で花 の マ イ コプ ラ ズ

マ病 は わ ずか に 5 種 に す ぎ ず， そ の な か に は媒介昆虫や

宿主植物が不明 の も の も あ る 。 表 1 に こ れ ら を ， 媒介見

虫， 宿主植物及び発生地域 と と も に 示 し た 。 エ ゾ ギ ク 萎

黄病 は北海道 で ジ ャ ガ イ モ て ん ぐ 巣病 と と も に発生 し た

病気で， エ ゾ ギ ク 萎黄病 MLO が ジ ャ ガ イ モ に感染す る

と ， ジ ャ ガ イ モ 紫染 萎 黄病 と 呼 ば れ て い た (村 山 ら ，

1967) 。宿主範囲が相 当 広 く キ マ ダ ラ ヒ ロ ヨ コ バ イ で媒介

さ れ る 。 香料ゼ ラ ニ ウ ム て ん ぐ 巣病 は ， 1960 年頃か ら 香

川 県小豆島な ど で発生が確認 さ れ ( 奥田 ら ， 1969) ， そ の

媒介昆虫 は上原 ら (1971) に よ っ て キ マ ダ ラ ヒ ロ ヨ コパ

イ で あ る こ と が確認 さ れた 。 病徴 は ， 葉が黄化 し て 小枝

が叢生 し ， て ん ぐ 巣状 に な り 枯死す る の が特徴であ る 。

こ れ ら 上記の両病 は そ の 後発生 は確認 さ れて い な い。 リ

ン ド ウ て ん ぐ 巣病 は岩手， 福島で初 め て 発生が確認 さ れ

( 奥田 ら ， 1972) ， そ の後， 栃木， 山 梨， 長野， 新潟の各

県で発生が認 め ら れ， 栽培地 に よ っ て は か な り の被害が

あ っ た 。 キ マ ダ ラ ヒ ロ ヨ コ バ イ に よ っ て 媒介 さ れ， 現在

で も 発生地で散発的 に 発病が認 め ら れて い る 。 ス タ ー チ

ス て ん ぐ 巣病 は 1979 年 に 神奈川 県 で発生が認 め ら れ た

(鍵渡 ・ 山下， 1986) 。 病株 は 黄化 し て 竹箸の よ う に な っ

て 叢生症状 を 示す。 花茎 は退緑黄化 し ， 細長 い小枝様の

花茎 を 叢生す る 。 媒介昆虫及び宿主範囲 に つ い て は不明

であ る 。 ニ チ ニ チ ソ ウ 萎貧病 ( 奥田 ， 1977) は東京 と 神

奈川 で発生が確認 さ れた が， 媒介昆虫， 宿主植物 な ど は

不明であ る 。

近年， 土地利用型農業の進展に 伴 い ， 水回 転換畑への

野菜や花 き な ど の 導入， 作付体系 の変化な ど に よ り ， 各
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地でマ イ コ プ ラ ズ マ 病の 発生 が漸増の傾向 に あ る 。 特 に

花の生産 と 舷大 は農業生産の 中 に あ っ て 目 を 見張 る も の

が あ り ， 生産 さ れ る 種類 は 多岐 に わ た り ， 品種の変遷 も

激 し い た め 病害虫の発生 も 多 く な っ て い る 。 こ こ 数年来，

当研究室に も 萎賛叢生症状 を 示す 花 の診断依頼が多 く な

り ， 表-2 に 示 す よ う に ， い く つ か の 材料で MLO が認め

ら れ花の マ イ コ プ ラ ズ マ 病 と し て 明 ら か に さ れた 。 こ こ

表ー1 花 に発生 し た マ イ コ プ ラ ズ マ病

病 名 媒介昆虫 宿主植物 発生地域

エゾ ギ ク婆黄病 キ マ ダ ラ ヒ ロ ヨ コ パ イ キ ク科 .ナ ス 和 北海道
Sclerorac凶ftatゆc加 マ メ 科な ど

香料ゼ ラ ニ ュ ウ ム キ マ ダ ラ ヒ ロ ヨ コ ノ T イ フ ウ ロ ソ ウ 科 香川.愛媛

て ん ぐ巣病 Scleroracusメlaz砂仰s キ ク科 ， ナ ス fl
リン ド ウ キ マ ダ ラ ヒ ロ ヨ コ バ イ キ ク科 .タ デ 季 岩手，福島

て ん ぐ巣病 Scleroracus ftaゆic加 ナ ス 科 .セ リ季 栃木，山梨

リンドウ科など 長野，新潟
ニ チニ チソ ウ 不明 不明 東京 ，

萎貧病 神奈川
ス タ ー チス 不明 不明 神奈川

て ん ぐ巣病

表-2 最近新 た に発生 し た 花 の マ イ コ プ ラ ズ マ病

病 名 媒介昆虫 宿 主範囲 発生地

アネ モ ネ ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ ノマイ ナ デ シ コ ， ト マ ト 静岡
て ん ぐ巣病 Macrosteles striifro間 アネ モ ネ ， カ ボチャ

な ど 13 科 32 種
アイ ス ラ ン ド ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ ノfイ ヒ ナ ギ ク.ナ パ ナ 千 葉
ポ ピ ー萎黄病 Macrosteles striifro1U. シ ネ ラ リア， セ リ

セ キ チク. ト マ ト

な ど 28 科 67 種
シ ネ ラ リア ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ ，�イ レタ ス ， ト マ ト 埼玉

て ん ぐ巣病 Macrosteles striγro1U. エン ド ウ ， カ プ

な ど 13 科 30 種
ホワ イ ト レー ス ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ ノマイ ナ デ シ コ .ナ ス 千葉
フ ラ ワ ー萎 黄 携 Macrosteles stri，許制 タ ガ ラ シ .セ リ

な ど 15 科 41 種
ツ ワ プ キ て ん ぐ キ マ ダラ ヒ ロ ヨ コ バ イ ハ クサ イ ， ナ ス 宮崎
巣病 Sclero町制ftazゆic似 アズ キ ， ニ ン ジ ン

な ど 20 科 66 種
マ ー ガ レツ ト ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ ，�イ ト マ ト ， シ ュ ン ギ ク 千葉
萎貧病 Macrosteles striifrons ミ ツ ノ�.カ ボチャ

な ど 12科31 種
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で は ， こ れ ら 花の新病害 に つ い て ， 発生状況や病徴， 媒

介昆虫及び宿主範囲 な ど を 中心 に 述べ て み た い。

I アネモネてんぐ巣病

1986 年 12 月 に ， 静岡 県 の ハ ウ ス 栽培の ア ネ モ ネ に 発

生が確認 さ れた (加藤 ら ， 1989 a) 。 病徴 は ， 古 い展開葉

がやや黄褐色 と な り ， 新葉 は展開が不充分で小葉 と な り ，

株元か ら 多数叢生 し て 萎縮 し て ん ぐ 巣症状 を呈す る ( 口

絵) 。 根 は 新根が少 な く 褐色 と な り 一部脆弱化す る 。 こ れ

ら の 病葉 の節部 に は 多 数 の MLO が認 め ら れ た 。 本病

MLO の媒介虫 を検定す る た め に ， 健全 ヒ メ フ タ テ ン ヨ

コ バ イ ， キ マ ダ ラ ヒ ロ ヨ コ バ イ を 用 い て伝搬試験 を 行 っ

た 結果， ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ パ イ の みが MLO を伝搬 し た 。

発病 し た ハ ウ ス 周辺の雑草で採集 し た ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ

バ イ を ， 個体接種 に よ り 媒介虫率 を調べた と こ ろ ， 最終

世 代 成 虫 (10 月 �1 1 月 ) に も か か わ ら ず媒 介 虫 率 は

12 . 5% を 示 し た 。 本病 MLO の宿主範囲 を 明 ら か に す る

た め ， ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ バ イ を媒介虫 と し て 15 科 34 種

の検定植物 に 接種 し た と こ ろ ， 病原 MLO は 広 い宿主性

を 示 し ， ナ デ シ コ ， タ ネ ツ ケ パ ナ ， カ ボ チ ャ ， ト マ ト ，

シ ュ ン ギ ク ， タ マ ネ ギ な ど 13 科 32 種の植物 に発病 し た

が， ミ ツ バて ん ぐ 巣病 MLO が発病 さ せ る ゲ ン ノ シ ョ ウ

コ ， オ オ バ コ に は発病 は認め ら れな か っ た 。 発病 し た植

物 は い ずれ も 典型的な萎黄叢生症状 を 示 し た 。 静岡県 に

発生 し た ア ネ モ ネ て ん ぐ 巣病の病原 MLO は ， 媒介見虫

が同一で宿主範囲 に つ い て も 類似す る こ と か ら ， タ マ ネ

ギ萎貧病 (加藤 ら ， 1987) と 同一の病原 MLO に よ る も の

と 同定 し た 。

E アイスラ ン ドポピー華黄病

1987 年秋， 房 州地方で栽培 さ れて い る ア イ ス ラ ン ド ポ

ピ ー に ， 萎黄叢生症状 を 呈す る 病害が多数発生 し 問題に

な っ た (加藤 ら ， 1989 b， 1990 a) 。 発生 は館 山市 を 中心

に 白浜， 千倉な ど， 主 に 露地栽培 (8 月 末�9 月 上句定植)

で見 ら れ， ハ ウ ス 栽培 に も 一部認め ら れた 。 本病の発病

調査を館山市 内 で行 っ た と こ ろ ， 州 ノ 宮地区が 26 . 3% と

最 も 多 く 発病が確認 さ れた (表ー3) 。 定植 1 か 月 ご ろ (10

月 �1 1 月 ) か ら 発生が認 め ら れ， 新葉 は 淡黄色で細 く な

っ て 叢生 し ， 成葉 は 黄褐色 に な り 病状の進む に 伴い赤褐

色 と な り ， 重症株 は生育不全で枯死す る 。 花 は花弁が不

完全 と な っ て 奇形化 し ， 葉化す る 場合 も 見 ら れ る ( 口 絵) 。

こ の よ う な病株の葉脈 を 電顕観察 を す る と ， 飾部細胞 に

多数の MLO 粒子が観察 さ れた 。 ア イ ス ラ ン ド ポ ピ ー畑

周辺で採集 し た ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ パ イ ， ト パ ヨ コ バ イ 及

びマ ダ ラ ヨ コ バ イ な ら び に 当 研究室で飼育 し て い る キ マ

ダ ラ ヒ ロ ヨ コ パ イ を 用 い て 発病株 よ り MLO を 獲得吸汁

さ せ， ア イ ス ラ ン ド ポ ピ ー ， シ ュ ン ギ ク ， ミ ツ バの各幼

苗 に 接種 し た と こ ろ ， ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ パ イ だ けが本病

の MLO を 伝搬 さ せ る こ と を確認 し た 。 発生の 多 か っ た

園場で月 別 に 捕獲 し た ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ バ イ の媒介虫率

を調査 し た 結果， 8 月 か ら 9 月 ま での 成虫 が最 も 高 い 媒

介虫率 を保持 し て い た (表-4) 。 こ の こ と は ， ア イ ス ラ ン

ド ポ ピ ー の定植前後か ら 感染 が始 ま り ， 10 月 �11 月 頃 に

病徴が発現す る こ と と 一致す る も の と 考 え ら れ る 。

媒介虫 を 用 い て ア イ ス ラ ン ド ポ ピ ー 萎 黄病 MLO の 宿

主範囲 を 調 べ た 。 検定植物 は 42 科 114 種で， う ち 28科

67 種の植物 に 感染， 発病 し ， 萎黄叢生， 赤化な ど の 病徴

が認め ら れ広い宿主性 を 示 し た 。 主 な宿主植物 は ヒ ナ ギ

ク ， チ ト ニ ア ， シ ネ ラ リ ア ， ナ ノ T ナ ， チ ド リ ソ ウ ， ス タ

ー チ ス ， ケ イ ト ウ ， ト マ ト ， カ プ， カ ボ チ ャ ， エ ン ド ウ ，

ミ ツ ノ T， タ マ ネ ギ， タ ネ ツ ケ ノ T ナ ， カ ヤ ツ リ グサ， タ ガ

ラ シ， ア ゼ ナ ， セ リ な ど で あ る 。 発病植物の 病徴 は ア ネ

モ ネ て ん ぐ 巣病の場合 と 同 じ で あ り ， 媒介昆虫 も 同一種

であ る こ と か ら ， 本病 は ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ パ イ に よ っ て

媒介 さ れ る 既知の MLO 病 と 同一病原 MLO に 起因 す る

も の と 同定 し た 。

E シネラ リアてんぐ巣病

こ の病害 は ， 1987 年初冬 に 埼玉県で鉢栽培 を 行 っ て い

表-3 ア イ ス ラ ン ド ポ ピ ー の発病状況

発病地区 花 の大 き さ 発病株数/健全株数 発病株率 ( % )

藤 原 中輪系 51/2400 2 . 13 

州 ノ 宮 小輪系 226/1608 14 . 05 

中輪系 153/1248 12 . 26 

布 沼 小輸系 12/3568 0 . 34 

中輪系 10/2000 0 . 50 

同 上 8/4368 0 . 18 

堺 向 上 9/2600 0 . 35 

小 沼 向 上 8/3200 0 . 25 

* : 1987 年 12 月 調査.

表-4 ア イ ス ラ ン ド ポ ピ 一発病圃場周辺で採集 し た
ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ パ イ の 媒介虫率

採集年月 日 接種植物 接種虫数 媒介虫数 媒介虫率 (% )

1988 . 5 .  8 シ
ク

ュ
幼
ン
苗
ギ 56 。 0 . 0  

6 . 24 36 1 2 . 8  
8 .  3 281 62 22 . 1  
9 .  6 55 9 16 . 4  

9 . 30 20 2 10 . 0  
10 . 19 4 1  4 9 . 8  
11 . 4 22 3 13 . 6  

備考 : 採集地 は州ノ 宮地区.
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る シ ネ ラ リ ア に発生 し た (加藤 ら ， 1989 c) 。 発生率 は全

体の生産数 (約 2........ 3万 鉢) か ら みれ ば 1 %程度 であ っ た 。

発病株は頂部 の新葉が先端 よ り 黄化 し て 芯止 り と な り ，

肢芽 も 伸長 し て 小葉が叢生 し て て ん ぐ 巣症状 を 呈 し ， 株

全体が萎縮す る (口絵) 。 病状の 進展 に 伴い ， 一部花弁が

奇形 と な っ て 開花 せ ず業化状 を呈 し ， 重症株では枯死す

る 。 こ の病株の 飾部 に は 多 数の MLO 粒子が観察 さ れた

が， こ の よ う な 粒子 は 健全株 に は 観察 さ れ な い。 本病

MLO を媒介す る の は ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ バ イ で あ り ， 発

病圃場 で採集 し た 媒介虫 を ミ ツ パ に 個体接種 を し た 結

果， 媒介虫率 は 8 月 下旬採集虫 で 38 . 7% (19 頭/49 頭) ，

10 月 中句採集虫 で は 20% (5 頭/25 頭) と と も に 高い媒

介虫率 を 保持 し て い た 。 シ ネ ラ リ ア 育成地 に お け る 媒介

虫 の MLO 獲得源 (感染植物) を調べ る た め ， 萎黄症状 を

含む雑草 6 種 25 株 を 採集 し ， 電顕観察及 び媒介虫 に よ る

戻 し 接種 を行 っ た と こ ろ ， 明 ら か に MLO の感染植物 と

認 め ら れた の は 表-5 に 示す よ う に ， コ ゴ メ カ ヤ ツ リ 10

株中 10 株， タ マ ガ ヤ ツ リ 3 株中 2 株， タ ネ ツ ケ パ ナ 2 株

中 2 株， ア ゼ ナ 4 株中 3 株， セ リ 3 株中 2 株であ り ， ヒ

デ リ コ は感染が見 ら れ な か っ た 。 こ れ ら の こ と か ら ， シ

ネ ラ リ ア への感染 は ， 圃場近隣で主要な植相 を 占 め る カ

ヤ ツ リ グ サ や ス ズ メ ノ テ ッ ポ ウ な ど の雑草で媒介虫が繁

殖 し ， そ こ で保毒 し た 虫 が育成床 に 侵入 し て MLO を伝

搬す る も の と 考 え ら れ る 。

ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ バ イ の 接種 に よ る シ ネ ラ リ ア て ん ぐ

巣病の宿主範囲を検討 し た 結果， キ ク 科 ( レ タ ス ， シ ネ

ラ リ ア な ど) ， ウ リ 科 ( カ ボ チ ャ な ど) ， ナ ス 科 (トマト

な ど) ， マ メ 科( エ ン ド ウ な ど) ， ア プ ラ ナ 科( カ プ な ど)

及びユ リ 科 ( ネ ギ な ど) ， セ リ 科( ミ ツ バ な ど) な ど 13 科

30 種の植物が感染， 発病 し た 。 こ れ ら の 発病植物か ら ヒ

メ フ タ テ ン ヨ コ パ イ に よ る 戻 し 接種 を 行 っ た 結果， レ タ

ス ， タ ネ ツ ケ パ ナ ， ミ ツ バ な ど の 戻 し は 50%以上 の 高率

で容易 で あ っ た が， ホ ウ レ ン ソ ウ ， タ マ ネ ギ， ニ チ ニ チ

ソ ウ な どか ら は非常 に 困難で発病率 は低か っ た 。 また ，

ナ ス で は 黄化 を 伴 う 小葉の 症状 を呈す る が， 戻 し 接種の

媒介虫が数 日 以 内 に大部分死亡す る た め 陰性で あ る 。 本

病の病原 MLO は そ の宿主性か ら 見て ， ア ネ モ ネ て ん ぐ

巣病や ア イ ス ラ ン ド ポ ピ ー萎黄病の MLO と 同一病原 で

あ る と 同定 さ れた 。

W ホワイ ト レースフ ラ ワー護費病

ホ ワ イ ト レ ー ス フ ラ ワ ー (Ammi majus L.) は ， 和名

を ド ク ゼ リ モ ド キ と い い， 地中海原産の セ リ 科の植物で，

千葉県丸 山 町 を 中 心 に 栽培 さ れ切花 と し て 出荷 さ れて い

る 。 1988 年 9 月 ， 水田跡地 を利用 し た ピ ニ ー Jレハ ウ ス に

栽培 し て い る ホ ワ イ ト レ ー ス フ ラ ワ ー に ， 黄化叢生症状

を 示す病害が多数発生 し た (加藤 ら ， 1991 ) 。 頂薬及び新

薬が葉縁 よ り 黄化 し ， 叢生状 を 示 し て 萎縮す る 。 軽症の

も の は 開花 す る が重症株 は 黄褐色 あ る い は退緑 し て 白色

と な り 枯死す る (口絵 ) 。 こ の花 は ， 現地で は カ ス ミ ソ ウ

に 次 ぐ 作物 と し て 栽培 さ れて お り ， や っ と 花 を切 り 出 す

時期 に 発生が認め ら れ る の で被害 は 大 き い 。 こ の発病株

の茎葉 を電顕観察す る と 街部細胞内 に 多 数 の MLO 粒子

が観察 さ れ た 。 媒介虫 は 前述 し た 三 つ の MLO 病 と 同 じ

く ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ バ イ で あ る (表-6) 。 こ の 虫 は 春 に は

圃場周辺での生息密度 は 少 な く ， 夏か ら 秋 に か け て増加

す る た め ， 感染 は 8 月 か ら 10 月 に 保毒虫 の 吸汁に よ っ て

行われ る 。

本病の病原 MLO の宿主範囲 を 明 ら か に す る た め ， ヒ

メ フ タ テ ン ヨ コ バ イ を 媒介虫 と し て 17 科 43 穫の検定植

物 に 接種 し た 結果， 15 科 41 種の植物 に 感染， 発病 さ せ，

ア イ ス ラ ン ド ポ ピ ー 萎 黄病 の 宿 主 範囲 と 同 じ 傾 向 を 示

表-5 シ ネラリア MLO 病発生地で採集 し た 野草類に お け る

MLO の 感染

野草名 株No. 病 徴
シ ュン コ ゴ メ

シネラリア MLO ・3
ギ ク ・ カ ヤ ツ リ

コ ゴ メ l 質化 .萎縮 4/5同 3/3 2/3 
カ ヤ ツ リ 2 穂 の 萎縮 3/5 2/3 1/3 

3 正常 3/3 3/3 2/3 
4 黄化 2/3 3/3 1/3 
5 黄化 ， 萎縮 2/3 2/3 2/3 
6 向上 2/3 3/3 1/3 
7 正常 1/3 2/3 2/3 
8 向 上 2/3 2/3 1/3 

9 向上 1/3 1/3 1/3 

10 向上 2/3 2/3 1/3 
タ マ ガ ヤ 1 黄化 ， 萎縮 2/3 1/3 1/3 

ツ リ 2 向上 3/3 _c) 2/3 

3 正常 0/3 0/6 0/3 
ヒ デリ コ 1 やや黄化 0/6 0/6 0/6 

2 正常 0/6 0/3 0/3 
3 向上 0/3 0/3 0/3 

タ ネ ツ ケ l 質化 ， 萎縮 3/3 1/3 
パナ 2 やや貧化 1/3 2/3 

アゼ ナ 1 正常 0/6 0/3 0/6 
2 質化 .萎縮 4/4 2/3 2/3 
3 向上 3/3 2/3 
4 同上 3/3 2/3 2/3 

セ リ 1 正常 0/6 0/3 0/3 
2 黄化 2/3 1/3 
3 向上 1/3 2/3 2/3 

‘ : 戻し接種植物 叫 : 電顕観察 に よ る 同 : 発病株数/
按種株数 c) : 無試験

+ 

+ 

+ 
十

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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表-6 ホ ワ イ ト レ ー ス フ ラ ワ ー (Ammi 糊j回L.) 自然

発病株 を吸汁 さ せ た ヨ コ バ イ に よ る MLO の伝搬

ヨ コ バ イ の種類 接種植物 発病株数/接種株数

ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ ノ T イ シ ュ ン ギ ク 6/6 
ミ ツ ノ T 2/3 

ホ ワ イ ト レ ー ス 6/6 

フ ラ ワ ー
キ マ ダ ラ ヒ ロ ヨ コ ノfイ シ ュ ン ギ ク 0/6 

ミ ツ ノ f 0/3 
ホ ワ イ ト レ ー ス 0/5 

フ ラ ワ ー

備考 株当 た り 吸汁虫 5頭ずつ放飼 し 7 日 間接種吸汁 さ せ た .

し ， ミ ツ パ て んぐ巣病 MLO が感染， 発病 さ せ る ゲ ン ノ シ

ョ ウ コ に は発病 し な か っ た 。 発病植物か ら の 戻 し 接種で

は ， ニ チ ニ チ ソ ウ ， ナ ス ， タ マ ネ ギ， ホ ウ レ ン ソ ウ な ど

は非常 に 困難で低 く ， ナ ス は ほ と ん ど戻 し は で き な か っ

た 。 そ の他の 戻 し は 高率で容易であ っ た 。

V ツワブキてんぐ巣病

ツ ワ ブ キ は西南暖地か ら 東北の海岸 ま で 自 生す る キ ク

科の植物で， 九州南部では食用 と し て利用 さ れて い る 。

本病の発生 し た 宮崎県で も 地域の銘柄品 と し て ， 桑畑

跡 に 棚地作 り と し て 1 圃場 10 a. 全体 と し て は 21 ha の

規模で栽培が な さ れて い た が. 1989 年 7 月 頃 よ り 貧化，

叢生 し て 株が萎縮す る 病害が観察 さ れ. 10 月 以降 に 多 数

発生 し た (加藤 ・ 岩波. 1990 b) 。 発病株率 は 園場に よ っ

て 差 は あ る が. 40�80%の 高率で発生 し被害が甚大であ

っ た (表ー7) 。 本病の特徴 は若 い根生葉が外側 に 巻 き こ む

形で黄化， 叢生 し ， 株全体が萎縮す る 。 病勢が進む に 伴

い ， 新葉の葉面 は波状 を呈 し 固 く な り て んぐ巣症状 を示

す (口絵) 。 こ の 自 然発病株の 茎葉 を 電顕観察す る と ， 健

全 ツ ワ プ キ では認め ら れな い多数の MLO 粒子が飾部細

胞内 に観察 さ れた。 ま た ， 発病圃場で萎黄症状 を示す ヒ

メ ム カ シ ヨ モ ギや ジ シパ リ を 採集 し ， 同 じ く 茎葉の電顕

観察 を行っ た と こ ろ ， 飾部細胞内 に MLO 粒子が観察 さ

れ， 感染が確認 さ れた 。

媒介虫 を確定す る た め ， ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ パ イ ， キ マ

ダ ラ ヒ ロ ヨ コ バ イ 及びマ ダ ラ ヨ コ バ イ の 3 種 を 用 い て 病

株か ら M L O を 獲得吸汁 さ せ ， ツ ワ ブキ ， フ キ な ど の健全

幼苗への伝搬 を調べた 結果， キ マ ダ ラ ヒ ロ ヨ コ バ イ の み

が発病 さ せ た 。 キ マ ダ ラ ヒ ロ ヨ コ バ イ の生態 に つ い て は

報告が少 な し 村山 ら (1967) が発育 に つ い て検討を行

い ， 幼虫期 28�29 日 ， 各齢 に 要す る 日 数 は 3�6 日 と 推

定 し ， 岩波 (1988) は幼虫期 聞 は村山 ら と ほ ぼ一致 し ，

卵期間 は 12 日 ， 成虫 の 生存 は 20�30 日 ， 産卵数 は 1 頭

表-7 栽培 ツ ワ プキ の 婆貧 ・ 叢生症の発生状況

発生場所 圃場No. 発病株数/健全株数 発病株率 ( % )

1 ・ 880/2200 40 .0  
2 1210/2200 55 .0 

日 南市 3 924/2200 42 .0  

4 1320/2200 60.0 

5 1760/2200 80 .0  

. 
. 圃場面積 10 a 

20 個平均 と 推論 し て い る 。 こ れ ら の 実験 は 室 内 で行わ れ

た も の で， 野外 に お け る 生態 に つ い て は不明 な点が多 く ，

発生回数や病原 の獲得源お よ び生息地の 高低関係， 越冬

状態 な ど， 更 に 検討が必要であ る 。

本病 MLO の宿主範囲 を検討 し た 結果， ハ ク サ イ ， キ ュ

ウ リ ， ナ ス ， コ ス モ ス ， ア ズ キ ， ソ パ な ど 20科 66 種の

植物 を発病 さ せ た 。 発病植物 の 病徴 は ， ペ チ ュ ニ ア ， ア

カ ク ロ ーノ f， ス タ ー チ ス ， ハ ク サ イ ， シ ュ ン ギ ク ， ニ ン

ジ ン な ど多 く の植物で株全体の 萎縮， 新薬や茎の 黄化，

叢生症状 な ど MLO 病特有の も の で あ っ た 。 キ マ ダ ラ ヒ

ロ ヨ コ バ イ で媒介 さ れ る MLO 病 は ， 本病の ほ か に リ ン

ド ウ て んぐ巣病， 香料ゼ ラ ニ ウ ム て んぐ巣病， ニ ン ジ ン

萎黄病， ウ ド 萎縮病な どが あ り ， と も に 広 い宿主性 を 有

す る が， そ れぞれの病原 MLO と 本病原 MLO と の 異 同

に つ い て は 明 ら かでは な い 。

VI マーガレッ ト 華賛病

1989 年 10 月 ， 千葉県で栽培 さ れ て い る マ ー ガ レ ツ ト

に黄化， 萎縮症状 を 示す病害が発生 し た (加藤 ら . 1991) 。

発病 は 数株であ っ た が， 頂葉が黄化 し 新 薬 は 小型 と な っ

て 展開せ ず， 節聞が著 し く 短縮 し て 肢芽が伸長す る (口

絵) 。 発病枝 は 花 を ほ と ん ど形成せ ず， 同一株上で発病枝

葉 と 外観健全枝葉 と が別 に な っ て い る 状態 を し ば し ば認

め ら れた 。 媒介虫 は ヒ メ フ タ テ ン ヨ コ バ イ で， 発病地で

採集 し た 虫 は . 9 月 下句 で 11 . 8%. 10 月 下旬で 11 . 3% の

媒介虫率 を 保持 し て い た 。 本病 MLO の宿主範囲 を 検討

し た 結果. 12科 28 種の植物 に 感染， 発病 さ せ， 広 い宿主

性 を有す る こ と がわ か っ た 。

お わ り に

植物の MLO は . 1967 年 に 土居 ら に よ っ て ク ワ か ら 発

見 さ れて以来， 現在で も 人工培養 は 成功 し て い な い 。 し

か し ， こ の発見 を 端緒 と し て ， ス ピ ロ プ ラ ズ マ が分離 さ

れ昆虫， ダニ 及 び植物界 に 広 く 分布 し て い る こ と が明 ら

か に さ れた 。 外 国 で は ， カ ン キ ツ の ス タ ー ボ ン病， ト ウ

モ ロ コ シ の コ ー ン ス タ ン ト 病 な ど の 病原体 と し て 確認 さ
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れて い る が， 日 本 で は ま だ確認 さ れ て い な い。 MLO は ，

自 己増殖機能 を持つ微小 な生物体 と し て ， 多 く の研究が

な さ れて お り ， 数年前か ら 分子生物学的手法 に よ る 研究

が進 め ら れて い る 。 い ずれ， こ れ ら の研究 に よ っ て MLO

の発生生態や系統分類が明 ら か に さ れ る 日 も 近い と 思わ

れ る 。
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15 : 40�16 : 30 

『 ピ リ ジ ン環含有除草剤 の 開発 と そ れ ら の 生物活性』

(石原産業 (株) 商品化研究所) 吉井 博 氏

16 : 40�17 : 30 

特別講演 『農薬 ・ 食物の 安全性 と 安心感』

(住友化学工業 (株) ) 宮本純之 氏

18 : 00�20 : 00 懇親会

6 月 19 日 (土) 8 : 30�9 : 30 

『 リ ゾ ク ト ニ ア 菌 に対す る 選択性薬剤の 開発 を め ぐ っ て 』

1 .  パ リ ダマ イ シ ン A (パ リ ダ シ ン )

(武田薬品 (株) ) 松浦一穂 氏

2 . メ プ ロ ニ ノレ (パ シ タ ッ ク )

( ク ミ ア イ 化学 (株) ) 須 田欣孝 氏

3 .  フ ル ト ラ ニ ル ( モ ン カ ッ ト )

( 日 本農薬 (株) ) 荒木不二夫 氏

9 : 30�10 : 20 

fALS 阻害剤 と 生物の 応答J

( ク ミ ア イ 化学 (株) 生物科学研究所) 中 山 礎 氏

10 : 30�11 : 20 

『見虫成長調節剤 の 活性 と 作用 性ー ピ リ プ ロ キ シ フ ェ ン

を 中心 に し て 住友化学工業 (株) ) 波多腰信 氏
11 : 20�12 : 20 

『環境保全 ・ 省力化 を 目 指 し た 雑草防除技術の 展望』

1 .  耕地及 び環境緑地 に お け る 雑草の 総合管理の こ れか

ら ( 日 本植物調節剤研究協会) 小沢啓男 氏

2 .  製剤 ・ 施用技術の こ れか ら

(全農農業技術セ ン タ ー ) 佐合隆一 氏

一一一 15 一一一


