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は じ め に

デlレ フ ィ ニ ウ ム 属 (DeIPhinium) は キ ン ポ ウ ゲ科の革

本で， ヨ ー ロ ッ パ で は 19 世紀頃か ら 園芸花 き と し て 栽培

さ れて き た 。 日 本へ は 明治以降 か ら 導入 さ れた と い わ れ

て い る が， 夏期の 高温多湿の気候が栽培 に 適 さ ず， ま た

切花 に す る と 花 も ち が悪 い た め 暖地で は あ ま り 一般的で

な か っ た 。 と こ ろ が， 切花 の 延命剤 (鮮度保持剤) が開

発 さ れ， デル フ ィ ニ ウ ム 類 も こ の処理 に よ っ て 花 も ち が

よ く な り ， 切花 と し て の商品性が高 ま っ た 。 こ の た め ，

近年チ ド リ ソ ウ ( ヒ エ ン ソ ウ と も い う 。 D. ajacis L.) を

中心 に ベ ラ ド ン ナ (D. belladonna HORT. ) ， エ ラ ー タ ム

(D. elatum L. ) ， オ オ バナ ヒ エ ン ソ ウ (D. grandijforum 

L. var. chinense FISCH) な ど 及 び そ の 交配種が栽培 さ れ，

各地で面積が拡大 し て い る 。

し か し ， こ れ ら の栽培が各地で盛 ん に な っ て き た 1980

年代後半か ら ， 定植後の苗が黄化， 萎 ち ょ う し ， つ い に

は倒伏， 枯死す る 病害が各地で発生 し ， 問題 と な っ て き

た 。 こ れ ら の 発病株 は 地際部が褐~暗黒色 し て く びれて

お り ， こ れ ら の病斑部か ら 高率 に Rhizocton勿 solani が

分離 さ れた 。 こ の 結果か ら ， 現地で発生 し て い る 病害 は

鍵渡 に よ っ て 報告 さ れた Rhizocton必 solani KÜHN に よ

る デル フ ィ ニ ウ ム 立枯病 (Stem and foliage blight) と

推察 さ れた 。

こ こ で は ， 現地での発生状況， 分離病原菌の性質 な ら

びに本病 の 防除 に 関 し ， こ れ ま で得 ら れ た 知見 を 紹介 し ，

参考 に供 し た い。

I 病徴及 び発生状況

本病の病徴 は ， 茎の 地際部及 び上 方 の 茎 に 大型， 不整

形， 暗黒色の病斑 を 形成す る 。 病勢の激 し い も の で は ， 病

斑は茎の 周 囲 に 及 んだ。 ま た下葉 2�3 葉 に不整形の水浸状

斑 を 生 じ ， 病葉 は速や か に 萎 ち ょ う 枯死す る 。 擢病株 は最

後 に は枯死 し ， 立枯れ状 を呈 し て 乾 固 す る (鍵渡， 1990) 。

Occurrence and Control of Stem and Foliage bl ight of Del-
phinium caused by Rhizoctonia solani， KOHN . By Tuneo 
CHlBA and Seiji UEMATSU 
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筆者 ら の調査で も ほ ぼ同様の症状が観察 さ れ， 秋か ら 初

冬の作付 け で は 12�4 月 ご ろ に か け て発生 し ， 定植直後

の 苗 を 含 め か な り 繁茂 し た株 に も 発生 し た 。 定植直後の

苗では， 初 め 下葉か ら 黄化 し ， 茎葉が し お れた 。 株の し

お れや黄化の進展 と と も に 茎 の 地際部の 周 囲 は褐~暗黒

色 に 変色 し て く びれ， 腐敗 し ， こ の た め 株 は倒伏， 枯死

し た 。 こ の と き ， 地際部や そ の 付近 の 土壌 に 茶褐色の 菌

糸が見 ら れ る こ と も あ っ た 。 生育の 進 ん だ株で は 下葉か

ら 黄化が進行 し ， 地際部 の 茎 は 暗黒~黒色 に 変 じ て く び

れ， 生育 は一時停止 し た 。 重症の場合 は そ の後， 株全体

の茎葉が黄化 な い し 褐変 し て 枯死 し た 。 し か し ， 軽症の

場合 は枯死せ ず に 生育 を 続 け る 株 も 認 め ら れた 。

H 病 原 菌

茨城県 (千葉 ら ， 1991) ， 千葉県 ・ 栃木県 (植松 ら ， 1992) 

か ら 採取 し た 擢病株 よ り ， 素寒天 (WA) を 用 い て 常法で

菌 を 分離 し た と こ ろ ， 高率 に Rhizoctonia solani 菌が分

離 さ れた 。

分離菌の 病原性 を 確認す る た め ， 土壌 フ ス マ 培養菌 を

接種 し た 土壌 に チ ド リ ソ ウ の 苗 を 定植 し ， 250Cの人工気

象器内 に 保 っ た と こ ろ ， 植付 け 4�5 日 頃 よ り 葉が黄化 し

て 茎葉が し お れ ば じ め ， 10 日 後 に は 地際部が黒褐変 し て

く びれ， 株 は そ の部分か ら 倒伏 し て ， 枯死 し た (表-1) 。

こ れ ら の 病 斑 部 よ り 菌 の 再 分 離 を 行 っ た と こ ろ

Rhizoctonia solani が高率 に 分離 さ れ た 。

鍵渡 に よ る と 本病菌 の 形態的特徴 と し て ， 新 し い菌糸

の分岐が先端細胞の 付近で起 こ り ， 分岐点 の近 く に 隔壁

を生 じ ， か つ 分岐点 に は く びれが認め ら れ る こ と 。 隔壁

は ド リ ポ ア 隔壁で あ る こ と 。 か す が い連結， 根状菌糸束

及び分生胞子 の形成 を 認 め ず， 菌核 に は皮層 と 内層 の 区

表 - 1 デ ル フ ィ ニ ウ ム 立 枯症 状 よ り 分 雛 し た Rhizoctonia

solani の Delphinium ajacis ( ヒ エ ン ソ ウ ) に 対す る 病

原性 (千葉 ら )

区 分

接 種
無 接 種

供試株数 発病株率 (枯死株率)

100% (80% ) 
o ( 0 ) 

4 
4 
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別 が な い こ と 。 主軸菌糸 の 幅 は 5-8 μm， 平均 6 . 6 μm，

菌糸細胞の核数 は 4-14 個， 平均 8 . 4 個 であ る こ と を報

告 し て い る 。 ま た ， 培養的特徴 と し て PSA， HOA， PDA 

及 び HDA 培地上で， 25・C， 72 時間培養後 に 菌叢がペ ト

リ 皿 (径 9 cm) の全面 に 及 び， 生育温度 は PSA 培地上

で 5-350Cで活動が見 ら れ る が， 10-30'・Cで生育 し ， 最適

は 250Cであ る こ と 。 さ ら に 生育酸度 は pH 3 . 5-9 . 5 で，

最適 は pH 6 . 5 で あ る こ と を報告 し て い る 。

筆者 ら の分離 し た 菌株で も ， 同様の形態的観察が認め

ら れた 。 PSA 培地上 で は ， 初 め 無色の菌糸が伸長 し ， 後

に 茶褐変 し て 輪帯状 に 小菌核 を 形成 し た 。 さ ら に ， 菌糸

の生育適温 を 知 る た め ， 9， 17， 21，  25， 300Cの 5 段階 を

設定 し て ， PSA 培地上で 4 日 間培養 し た と こ ろ ， 図-1 の

よ う に い ずれの温度で も 生育 し た が， 21-250Cの 聞 で菌

糸伸長が旺盛 と な り (千葉 ら ， 1991 ) ， 鍵渡の報告 よ り や

や低温で伸長す る 菌株で あ っ た 。 ま た ， こ れ ら の菌株に

つ い て 既知の R. solani (AG-1-AG-6 及 び AG-BI) と

の菌糸融合の有無 を 調査 し た と こ ろ ， す べ て 菌糸融合群

AG-2-1 (培養型 II ) と 融合 し た が， 一部 AG-BI と も 融

合す る も の が認め ら れた (植松 ら ， 1992) 。 生越 ( 1975)

に よ る と ， AG-2-1 群 は菌株 に よ っ て AG-BI と も 菌糸融

合す る も の が あ る と い わ れて い る 。 こ れ よ り ， 分離菌株

は す べ て 菌糸融合群 AG-2-1 (培養型 II ) と 同定 し た 。 な

お ， こ の 結果 は 鍵渡の報告 し た 培養型 IB と は異 な っ た 。

皿 防 除 法

1 )  耕種的防除

リ ゾ ク ト ニ ア 病 に 対す る 一般的 な耕種的防除法 と し

て ， ①連作 を 避 け ， 少 な く と も 2-3 年 は イ ネ 科 な ど病原

c m  
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図 - 1 デ ル フ ィ ニ ウ ム 立枯病菌の培獲温度 と 菌糸伸長の関

係 (千葉 ら ， 1991) 

菌の寄生が な い作物 で輪作す る ， ②ス ベ リ ヒ ユ ， ハ コ べ

な ど寄生 を う け る 雑草 は 早 め に 除草す る ， ③未熟有機物

は 病原菌の繁殖 を 旺盛 に す る の で， 有機物 は な る べ く 早

め に施用 し て ， 作付 ま で に 地力 を つ け て お し ④圃場の

排水 を 良好 に 維持す る ， ⑤生育中 の耕起， 土寄せ な ど は

発病 を助長す る お そ れが あ る の で避 け る ， は デル フ ィ ニ

ウ ム に お い て も 適用 で き る と 思わ れ る 。 し か し ， こ れ ら

耕種的防除法 だ け で本病の発生 を 回避す る こ と は か な り

難 し い。

2) 薬剤の土壌滋注 に よ る 防除効果

試験 は 1990-1991 年 に 千 葉 県 館 山 市 の 本病 が 常 発 す

る ピ ニ ル ハ ウ ス を 用 い て 実施 さ れ た 。 供 試 品 種 は チ ド

リ ソ ウ “Light blue" で， 1990 年 10 月 16 日 に 栽植間隔

25 X 25 cm の 3 条植 え で定植 し た 。 そ の 後 10 月 29 日 よ

り 約 1 か 月 間 隔 に 3 回 ず つ 供試 薬 剤 を m2 当 り 3 1 ず つ

株元 を 中心 に ジ ョ ロ で土壌濯注 し ， 定植後約 1 か 月 間隔

で各処理区 の発病株数 を 調査 し て 防除効果 を 判定 し た 。

そ の 結果， 表-2 の よ う に 無処理区での発病 が 1 1 月 中

旬か ら み ら れ， 12 月 下句 か ら 病勢が激 し く な り ， 2 月 に

は 約 70%が枯死 し た の に 対 し て ， ぺ ン シ ク ロ ン 水和剤

1000 倍液及 び ト ル ク ロ ホ ス チ メ ル 水 和 剤 500 倍液 を 3

回土壌濯注 区 で は 発病 を か な り 抑制 し た 。 し か し ， キ ャ

プタ ン水和剤 500 倍液の処理 区 で は無処理区 と 発病 が ほ

と ん ど変わ ら ず， 防除効果 は認 め ら れ な か っ た (植松，

1992) 。

3) 土壌 く ん蒸剤 に よ る 防除効果

試験 は 1991 年 に 千葉県館 山 市 の 本病発生 ピ ニ ル ハ ウ

ス を用 い て 実施 さ れ た 。 表-3 の 供試薬剤 を 8 月 27 日 に

所定量処理 し ， 処理後直 ち に ポ リ エ チ レ ン フ ィ ル ム で被

覆 し た 。 定植 は 10 月 20 日 に チ ド リ ソ ウ “Light blue" を

栽植間隔 25 X 25 cm の 3 条植 え と し ， そ の後約 1 か 月 間

隔 に発病株数 を 調査 し て 防除効果 を 判定 し た 。

表 - 2 デ ル フ ィ ニ ウ ム立枯病 に対す る 数種薬剤の 土場濯注 に

よ る 防除効果 (植松 ら ， 1992) 

供試 降 病 株 率 ( % )

供 試 薬 剤 1 回 の処理量剖 株数 12 月 l 月 2 月
(株) 20 日 25 日 19 日

ペ ン シ ク ロ ン 1000 倍 ， 1 1 1  0 . 9 6 . 3  34 . 2  
25% 水和剤 3 11m' 
ト ル ク ロ ホ ス メ 500 倍， 1 1 1  9 . 9 9 . 9  35 . 1 
チ ル50% 水和剤 3 11m' 
キ ャ プタ ン80% 500 倍， 103 16 . 5  23 . 3 76 . 7  
水和剤l 3 11m' 

無 処 理 1 15 14 . 8 30 . 4  68 . 7  

.) 1990 年 10 月 29 日 ， 12 月 20 日 ， 1991 年 1 月 29 日 の 3 回処理
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表 - 3 デル フ ィ ニ ウ ム 立枯病 に対す る 数種土壊 く ん蒸剤の 防除効
果 (植松 ら . 1992) 

供試 発 病 株 率 (% )

供試薬剤 処理濃度 株数 1 1 月 12 月 1 月 2 月
(株) 29 日 7 日 10 日 1 日

ク ロ ル ピ ク リン 3lJ .'!10a 356 0 . 8  0 . 8  0 . 8  1 . 7 

80% く ん蒸�J
ク ロ ル ピ ク リン 40 1!10a 356 。 。 。 1 . 1  

32% ・ 臭化メ チ
ル 14% く ん蒸剤
メ チ ル イ ソ シ ア 40 1!10a 359 。 0 . 6  1 . 1  2 . 2  

ネ ー ト 20% ・

D-D 40% 油剤

ダ ゾ メ ッ ト 30kg!10a 356 1 . 7  2 . 0  2 . 0  

98%粉粒剤

無 処 理 504 4 . 0  3 . 7  6 . 0  9 . 1  

そ の 結果， 表ー3 の よ う に 比較的無処理区の発病がやや

少な か っ た が， ク ロ Jレ ピ ク リ ン 80% く ん蒸剤， ク ロ ル ピ

ク リ ン ・ 臭化 メ チ ル く ん蒸剤， メ チ ル イ ソ チ オ シ ア ネ ー

ト ・ D-D 油剤及びダ ゾ メ ッ ト 粒剤 の 各処理 と も 防除効果

が認め ら れた (植松， 1992) 。

お わ り に

以上の よ う に ， 近年デル フ ィ ニ ウ ム 栽培で問題 と な っ

て い る 立枯症状 は ， Rhizocton勿 solani に よ る 立枯病 と

判 明 し た 。 な お 鍵 渡 は ， デ ル フ ィ ニ ウ ム 立 枯 病 を

Rhizoctonia solani の 培養型 IB が 関与 し て い る こ と を

報告 し て い る が， 今回採取 し た 茨城， 千葉， 栃木各県 の

生産地で発生 し て い る 本病の病原菌 は 菌糸融合群 AG-2

1 (培養型 II ) で あ っ た 。 こ の こ と か ら ， デル フ ィ ニ ウ

ム 立枯病 に は こ れ ら 二つ の グ ル ー プか ら な る 病原菌の 関

与が考 え ら れ る 。

ま た ， 本病 に対す る 防除薬剤 と し て ， 定植前 に ク ロ ル

ピ ク リ ン ・ 臭化 メ チ ル く ん蒸剤 な ど を 用 い た 土壌消毒，

定植後 に は発病初期か ら ぺ ン シ ク ロ ン水和剤 ま た は ト ル

ク ロ ホ ス チ メ ル水和剤 な ど の 土壌濯注処理で い ず れ も 防

除効果が認め ら れた 。 さ ら に ， こ れ ら を組み合せ る こ と

に よ り 本病 を 防除で き る も の と 思わ れ る 。 し か し ， こ れ

ら の薬剤 は い ずれ も デル フ ィ ニ ウ ム に対 し て 未登録であ

り ， 今後 は早期の 登録が期待 さ れ る 。

引 用 文 献
1 ) 千葉恒夫 ら ( 1991) : 関東病虫研報 38 : 121  � 122. 
2) 鍵渡徳次 ( 1990) : 東京農大農学集報 34 : 2 15�220. 
3) 生越 明 (1975) ・ 農技研報 C 30 : 1�63. 
4) 植松清次 ら ( 1992) : 関東病虫研報 39 : 167� 169. 
5) 渡辺文吉郎 ・ 松 田 明 (1966) : 指定 試 験 病 害 虫 7 : 

12�30. 
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o rア ド マ イ ヤ ー」 新発売

日 本ノ T イ エ ル ア グ ロ ケ ム (株) は ， 平成 4 年 11 月 24 日

(火) に 説明会 を 聞 き ， r ア ド マ イ ヤ ー j の 発売 を発表 し た 。

同剤 は 1992 年 11 月 4 日 ， 農水省 よ り 下記 4 製剤 の登録

が認可 さ れ た 。 ア ド マ イ ヤ ー箱粒剤一稲 : イ ネ ミ ズ ゾ ウ

ム シ ・ イ ネ ド ロ オ イ ム シ ・ ウ ン カ ・ ヨ コ ノ f イ 類， ア ド マ

イ ヤ ー l 粒剤一稲 ・ 野菜 : ウ ン カ ・ ヨ コ バ イ 類 ・ ア ブ ラ

ム シ ・ ス リ ッ プス ， ア ド マ イ ヤ ー水和剤一野菜 ・ 果樹 :

ア ブ ラ ム シ ・ ス リ ッ プス ・ ハ モ グ リ ・ ヨ コ バ イ ， ア ド マ

イ ヤ ー粉剤 DL一稲 : ウ ン カ ・ ヨ コ バ イ 類。

ア ド マ イ ヤ ー (一般名 : イ ミ ダ ク ロ ブ リ ド ) は ， 日 本バ

イ エ ル ア グ ロ ケ ム (株) に よ り 1985 年 に 合成 さ れ た ， 昆虫

の神経の伝達 を遮断す る こ と で殺虫活性 を 示す ユ ニ ー ク

な殺虫剤で， 新 し い タ イ プの 化合物 ク ロ ロ ニ コ チ ニ ル系

に 属す る 。 半麹 目 ( ウ ン カ ， ヨ コ バ イ ， ア プ ラ ム シ類 な ど) ，

鞘麹 目 ( イ ネ ド ロ オ イ ム シ， ゾ ウ ム シ類) ， 総麹 目 ( ス リ ッ

プ ス 類) 及び一部の鱗麹 目 害虫 に 対 し ， 低薬量で高 い活性

を 示 し ， 従来の 剤 に 対 し て 感受性の 低下 し た 害虫 に も 有

効。 ま た ， 浸透移行性 を 持 ち ， 箱施用 や植穴処理がで き ，

薬害の 心配 も な く 極 め て 長 い残効性が あ る 。 93 年 2 月 頃

か ら 製品出荷 を 予定。 バ イ エ ル社が世界各地で実施 し た

試験 に お い て も 優れ た 効果 を 示 し ， 現在 フ ラ ン ス ， ス ペ

イ ン な ど数か 国 で既 に 上市 さ れて い る 。

0新会社ゼネ カ (株)発足

ア イ ・ シ ー ・ ア イ ・ ジ ャ パ ン (株) の 親会社の ICI PLC 

(英国) は ， バ イ オ サ イ エ ン ス 関連 の 事業部門 を 分離 し ，

新た に 設立 し た 全額 出 資 の新会社 ZENECA Ltd. に 移管

す る こ と と な っ た 。 こ れ に 伴 い ， 日 本 に お い て は ， 平成

5 年 1 月 1 日 を も っ て ， ア イ ・ シ ー ・ ア イ ・ ジ ャ パ ン (株)

の 農薬事業部， ス ペ シ ャ ル テ ィ ー事業部 (バ イ オ プ ロ ダ

ク ツ 事業 を 含 む ) を ア イ ・ シ ー ・ ア イ ・ フ ァ ー マ 製薬 (株)

に移管 し ， さ ら に 同社の名称 を ゼ ネ カ 株式会社 に 変更す

る こ と に な っ た 。 ア イ ・ シ ー ・ ア イ ・ ジ ャ パ ン (株) の 他

の事業部門 に つ い て は ， 組織及 び陣容 に 変更 な し 。

ゼ ネ カ 株式会社の住所 は従来 と 同 じ 。 電話番号 (代表)

は， 03-321 1-6700， FAX 03-321 1-6750。
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