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植物防疫基礎購座

植物病原菌の薬剤感受性検定マ ニ ュ アル ( 2 )  

イ 不 し h

は じ め に

我が国で は 1971 年 に 山形県でカ ス ガ マ イ シ ン (以下，
KSM と 称す) 耐性菌， 1976 年 に は新潟県で IBP 耐性菌
が 初 め て 確認 さ れ。 ( 三 浦 ， 1 9 8 4 ; 矢 尾 板 ， 1 9 7 8 ; 
KATAGIRI et al. ， 1980) ， KSM と プラ ス ト サ イ ジ ン S の聞
に ， ま た ， IBP と EDDP， イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (以下，
IPT と 称す) の 聞 に そ れぞれ交差耐性の現象がみ ら れ る
こ と が 明 ら か と な っ た ( 桜 井 ， 1975 ; 中 川 ・ 梅原，
1981 ; 飯島 ・ 寺沢， 1987 ; 深谷， 1987 : 本蔵 ら ， 1987) 。
そ の後， 各地で こ れ ら 耐性菌の 出現に よ る 薬剤の防徐効
果の減退が問題 と な っ た 。 し か し， そ れ に かかわ る 研究
が 進 み ， そ の 成 果 が 防 除 指 導 に 浸透 し て ， 現在 で は
KSM， IBP の両剤や こ れ ら と 交差耐性の関係 に あ る 薬
剤の再使用が可能 と な っ た地域がみ ら れて い る 。 耐性菌
に 関 し て は多 く の研究者が携わ り ， 検定方法 に関す る 成
果 も 数多 く 報告 さ れ て い る 。 こ こ で は ， 検定 の前処理
と ， 簡易検定法 を も 含 め た 比較的操作の容易 な KSM，
IBP 感受性の検定方法 に つ い て紹介す る 。 ま た ， EDDP， 
IPT に つ い て も 参考 ま で に 触れて みた い。

な お ， こ こ で紹介す る 検定法 と そ れに かかわ る 操作方
法 は筆者の経験 に 基づ く も の であ り ， こ れ ま で報告 さ れ
て い る 検定方法な ど と は若干の違いがあ る 。

1 標本の採集 と 保存

① 標本採集地点の選定 は検定結果の利用 目 的 に よ っ
て異な る が， 耐性菌対策のた め の分布調査 は 1 ， 000 ha 程
の狭い面積 を 単位 と し て， 標本採集地点 を抽出す る こ と
が望 ま し い (深谷 ・ 小林， 1982) 。

② 葉い も ち 病斑 は 急性型であ る ほ ど分生胞子の形成
が良好 で あ る 。 病斑が拡大途中 に あ る 標本 を 採集す る
が， 褐点型病斑や伸び き っ た古い病斑 は避 け る 。 採集 し
た ら 葉が巻 く れな い よ う ， 素早 く 適当 な長 さ に切っ て，
葉 の 両端 を セ ロ テ ー プか ホ チ キ ス な ど で台 紙 に 固定す
る 。

③ 穂い も ち で は， 病斑の融合 に よ り 耐性菌 と 感性菌
が混在す る お そ れがあ る の で， 採集 に あ た っ て は穂首節
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位病斑 と 枝梗い も ち が拡大 し て枯れ下が っ た 病斑が融合
し な い も の を選ぶ (深谷 ・ 小林， 1983) 。 擢病籾 を採集す
る 場合は発病 し て 間 も な い も の を選ぶ。

分生胞子 を直接供試す る 検定 に は籾い も ち ゃ枝梗い も
ち よ り も 分生胞子形成量が多 い穂首節位 の 病斑 を 用 い
る 。

④ 採集 し た病斑は陰干 し し た後， 冷蔵庫で乾燥状態
を保ち 保存す る 。 保存状態が よ け れ ば数年は使用 に耐 え
う る 。

2 病斑上での新 た な分生胞子の形成方法

純粋培養 の た め の単胞子分離や病斑上の分生胞子 を直
接感受性検定 に 用 い る 場合 に は， 分生胞子の発芽揃が均
ーであ る こ と が必要であ る 。

( 1 )  葉い も ち病斑

切 り 取 っ た病斑部の表面 を 1% 素寒天の平板上 に 張 り
付 け ， 容器 は ラ ッ プ フ ィ ル ム な ど で覆 い を す る 。 た だ
し ， 病斑上 に 水滴が つ か な い よ う ， 3 cm 間隔でフ ィ ルム
に 2�3 mm の穴 を あ け る 。 こ れ を ， 250C， 蛍光灯照射下
に 24�48 時間保 ち ， 分生胞子の形成 を促す。

( 2 )  穂い も ち病斑

病斑部位 を適当 な長 さ に切 り 取 り ， 表面 を 流水で洗浄
し た 後， 30�60 分間水道水 に漬 け る 。 そ の後， 吸湿性の
高 い紙で手際 よ く 水滴 を拭 き 取 り ， 湿室 に並べ (標本 は
水滴がつ か な い よ う に乾い た ス ラ イ ド グ ラ ス の上 に 並べ
る ) ， 標本が乾燥 し な い よ う ふ た を し て 280Cで 48 時間保
つ 。籾の場合 は水道水 に漬 け る 時間 を 20�30 分程度 と 短
く す る 。

葉い も ち ， 穂い も ち 共 に病斑部位 に 水滴が付着す る と
分生胞子の形成が悪 く ， ま た ， 雑菌 (特に細菌類) の繁
殖がお う 盛 に な る の で注意す る 。

3 供試菌株の前培養

検定 に菌糸 を 用 い る 場合 は ， 単胞子分離 ( ミ ク ロ マ ニ
ピ ュ レ ー タ な ど に よ る 分離， ま た 平板 に分生脂子懸濁液
を流 し込み， 発芽生長 した単胞子由来の コ ロ ニ ー を か き
と る 方法 な ど に よ る ) し た 菌株 を 使用 す る 。

純粋培養 し た 菌株 は ペ ト リ 皿 に 2 mm の厚 さ に 流 し込
んだイ ネ 生葉煎汁寒天培地で 1 週間程培養す る 。 こ こ で
使用 す る 培地の pH は調整す る 必要がな い。
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検定 に は先端部の新 し い菌叢 を 供試 し， 菌叢デ ィ ス ク
を移植す る 場合は， 直径 4�5 mm の コ ル ク ポ ー ラ で抜 き
取 っ た も の を 用 い る 。

4 検定培地の闇製方法

( 1 ) イ ネ生業煎汁寒天培地の調製方法

PDA 培地での検定 で は感受性が鈍 く な る 場合があ る
の で， 検定 に は イ ネ 生葉煎汁寒天培地 を 用 い る ( 山村
ら ， 1975) 。

薬剤散布 さ れて い な い若 い イ ネ 葉 ( こ の場合， イ ネ 苗
葉 を 用 い て も よ い) を 用 い， 蒸留水で 2 時間煮沸 し ， 生
葉 100 g 当 た り 2 ， 000 ml の煎汁 を つ く る 。 こ れ に サ ッ カ
ロ ー ス 2%， 寒天 2% に な る よ う に添加す る が， f 2 次分
枝法J や 「分枝法」 で検定す る 場合 は ， サ ッ カ ロ ー ス
1%， 寒天 1% と す る 。

( 2 )  pH の調塗

供試薬剤 に よ っ て検定培地の至適 pH が異な る が， こ
れ に つ い て は検定方法の項で述べ る 。 お の お の pH は緩
衝液 (Mcllvaine 氏緩衝液 pH6 . 0 : M/5 NaHPO. 12 . 63 
m� M/10 ク エ ン酸 7 . 37ml : pH5 . 0  : M/5 NaHPO. 
10 . 30 m� M/lO ク エ ン酸 9 . 70 ml) に よ っ て調整す る 。
し か し ， pH が低 い場合 は培地の殺菌や溶かす 際の加熱
で， 平板の作製の た め にペ ト リ 皿 に 流 し込んだ培地が固
ま り 難 く な る の で注意す る 。 pH4 . 0 の場合 は乳酸水溶液
を用い， ペ ト リ 皿に 流 し 込む直前 に培地 に 添加 し て調整
す る 。

( 3 )  薬剤の調製 と 培地への添加

お の お の の供試薬剤 は原体を用 い る 。
KSM の原体は殺菌水 を 用 い て 水溶液 を調製す る 。
IBP の原体は ア セ ト ン に 溶解 さ せ る (EDDP， IPT も

同様) 。 ア セ ト ン に は殺菌作用 が あ る の で， 分生胞子の発
芽や菌糸の生育に支障を き た す こ と がな い よ う 添加は培
地容量の 1% と す る 。

薬液 は 培地 の 温度が 600C以下 に な っ て か ら 添加す る
が， 薬剤が よ く 混 ざ る よ う に コ ルペ ン で混合 し て か ら ペ
ト リ 皿に 流 し込む。

5 検定方法

検定の基本的操作は KSM， IBP と も 同 じ であ る が， 培
地の pH， 接種 (移植) ， 培養時間 な どが若干異な る 。

( 1 ) KSM 

① 菌叢生育抑制法
pH5 . 0 調整 し た 培地 に KSM 原体 を O μg/ml 及び 10

胤/ml 添加 し た平板 を作製す る 。 前培養で得た寒天デ ィ
ス ク の菌叢面 を 平板上に 接す る よ う に移植 し， 280Cで 5
日 間培養す る (桜井， 1975) 。

② 平板希釈法 (MIC 法)

pH5 . 0 に 調整 し た 培地 に KSM 原体 を， 0 μ:g/ml 及び
12 . 5， 25， 50， 100， 200， 400， 800 μ:g/ml と な る よ う に
添加 し， 平板 を作製す る 。 こ れ に 前培養 し て形成 さ せた
菌叢 を 1�2 mm 程の塊 に な る よ う に か き 取っ て移植 し ，
280Cで 24 時間培養す る 。

なお， 前培養 し た 菌叢 を か き 取 る 際， 寒天片が入 ら な
い よ う に 注意す る 。 寒天片上で菌糸が伸長 し ， 培地上で
の菌糸 の 伸長 の 識別 が 困 難 と な る 場合が あ る た め で あ
る 。 し た が っ て ， こ こ で は菌叢寒天デ ィ ス ク は使用 し な
い (桜井， 1975) 。

③ f 2 次分校法J (簡易検定法)
pH4 . 0 に調整 し た 培地 に KSM 原体 を ， 0 μ:g/ml 及び

12 . 5， 25， 50， 100， 200， 400， 800 μg/ml と な る よ う に
添加 し， 平板 を作製す る 。 こ れ に ， 病斑上 に 形成 さ せ た
新鮮な分生胞子 を塗抹接種 し ， 280Cで 20 時間培養す る 。
本検定法 は 全期 聞 を 通 じ て 無菌 的操作 を 必要 と し な い
(深谷 ・ 小林， 1983) 。

( 2 ) IBP 

① 菌叢生育抑制法
pH6 . 0 に 調 撃 し た 培 地 に IBP 原 体 が O μg/ml 及 び

lO pg/ml に な る よ う に 添 加 し た 平 板 を 作 製 す る
(EDDP， IPT の場合の添加量 は o pg/ml 及 び 5 μ:g/ml
と す る ) 。 前培養で得た 寒天デ ィ ス ク の菌叢面 を 平板上 に
接す る よ う に移植 し ， 280Cで 5 日 間培養す る 。

② 平板希釈法 (MIC 法)
pH6 . 0 に 調整 し た 培地 に IBP 原体 を ， 0 胤/ml 及 び

5， 10， 15， 20， 25， 30， 35， 40， 45， 50， 75， 100 μg/ 
ml 添加 し た 平板 を 作製す る (EDDP， IPT の場合の添加
量 は O 及び 2， 4， 6， 8， 10， 12， 14， 16， 18， 20， 22， 
24 雌/ml と す る ) 。 前培養 し て 得た 寒天 デ ィ ス ク の菌叢
面を平板上 に 接す る よ う に移植 し， 280Cで五 日 間培養す
る 。

③ 「分校法J (簡易検定法)
硫酸 ス ト レ プ ト マ イ シ ン 5 ， 000 長信/ml を 添加 し ，

pH6 . 0 に 調整 し た 培地 を 直径 9cm の ペ ト リ 皿 に 10ml
分注 し， 平板 を作製す る 。 こ れ に ， 病斑上の分生胞子 を
塗抹接種 し， 280Cで 3 時間培養 し て発芽 を促す。 こ の前
培養 し た も の を， IBP 原体が O μ:g/ml 及 び 2， 4， 6， 8， 
10， 14， 16 μg/ml に な る よ う に 添加 し て 直径 9 cm のペ
ト リ 皿に 10ml 分注 し た 平板上 に ， 分生胞子面が接す る
よ う に 寒天 デ ィ ス ク を 移植 し て 280Cで 21 時 間 培 養 す
る 。 本検定法 は全期間 を通 じ て 無菌的操作 を必要 と し な
い (深谷， 1992) 。

6 間性菌の判定基準

平板希釈法や f 2 次分校法J 及 ぴ 「分枝法j に お い て
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は お の お の ， 菌株の薬剤感受性値の濃度別分布状態， ま
た ， 菌叢生育抑制法 に お い て は各菌株の菌叢生育抑制率
の分布状態が耐性菌 と 感性菌の 2 群 に 大別 さ れ る こ と が
前提条件 と な る 。

( 1 )  菌叢生育抑制法

生育 し た 菌叢の直径か ら 移植 に 用 い た 菌叢デ ィ ス ク の
直径 を差 し 引 い た 長 さ を求め， 各菌株 に つ い て薬剤無添
加培地上での菌叢の伸長 と 対比 し薬剤添加培地上での菌
叢生育抑制率 を算出す る 。 こ れ に よ り ， 分布曲線を描 き
耐性菌群 と 感性菌群を 区分す る 。

表-1 に は， 1988 年に秋田 県全域か ら 系統抽出 に よ り 採
集 し た い も ち 病擢病穂か ら 分離 し た 菌株 に 対す る IBP
の菌叢生育抑制率 を示 し た 。 供試菌株は表の よ う に 2 群
に分かれ， 耐性菌群 に 区分 さ れ る 菌株は抑制率が 10% 以
下に存在 し た 。 ま た， KSM に お い て は さ ら に 明 り よ う な
2 峰性 と な り ， IBP の場合 と 同様 に ， 耐性菌群に対す る

KSM の抑制率 は 10% 以下で あ っ た。
( 2 )  平板希釈法 (MIC 法)

検定平板培地上 に お い て各菌株の新た な菌糸 の伸長が
認め ら れな く な る 最小の濃度 を求め ， 感受性の分布曲線
を描 き 耐性菌 と 感性菌 を 区分す る 。

図-1 は 1986 年に秋田 県全域か ら 系統抽出 に よ り 採集
し た い も ち 病擢病穂か ら 分離 し た菌株に つ い て検定 し た
結果であ る 。 こ れに 示す よ う に， KSM， IBP， EDDP， IPT 
に対す る 反応か ら いずれ も 耐性菌群 と 感性菌群の 2 群に
分 け ら れた 。 KSM， IBP， EDDP は耐性菌群 と 感性菌群の
境界の濃度幅が広 く ， 各薬剤 の MIC 値 が KSM は 400
μ:g/ml， IBP は 75 μg/ml， EDDP は 22 μ:g/ml 以上の菌
株 を 耐性菌 と 判 断 で き た 。 し た が っ て ， 耐性の検定 に

表 - 1 2 次分枝形成抑制最低濃度 (MICsb) と 最小生育阻
止濃度 (MIC) に よ る カ ス ガマ イ シ ン感受性の頻度

分布

MICsb 

MIC 12 μg/ml ;呈 25 50 100 200 孟 合計

12 μg/ml ;孟 71 17 89 
25 21 5 26 

50 2 2 5 
100 

200 

400 6 6 

800 18 18 

合 計 94 23 3 24 144 

1) 1981 年に秋田 県全域か ら 系統抽出 し て 採集 し た穂い も ち 病
斑上の分生胞子 を単胞子分離 し て 培養 し た 菌株を供試.

2) 表中 の数値 は菌株数 を示す.

は， 薬剤 を段階的に 希釈 し て 濃度 区 を い く つ か設 げ る こ
と が望 ま し いが， 止む を得ずー濃度で耐性菌 と 感性菌 を
識別 す る 場合 に は， そ の境界の濃度 と し て KSM は 100
紹/ml， IBP は 40 μg/ml， EDDP は 18 μg/ml の各ー濃
度の培地で検定 し， 本培地上で新た に 菌糸の伸長が認 め
ら れ る 菌株 を 耐性菌 と 判定す る こ と がで き る 。 し か し，
IPT に お い て は 感受性が中 間 型 の 菌株 も 認 め ら れた こ
と か ら ， 一濃度 に よ る 検定 は適当 で は な く ， 数濃度の培
地で検定す る 。 こ の結果 を基 に 感受性分布曲線 を 描 き ，
耐性菌 を判定す る 。 検定結果 を 防除対策上の資料 と す る
場合に は 中間型の菌株 を 耐性菌 と 判定す る のが無難であ
ろ う 。 た だ し， 圃場分離株の IPT 感受性 に つ い て は筆者
ら の見解 と は 異 な り ， 一群に収れんす る と い う 報告 も あ
る (Miyagi et al. ， 1983) 。

( 3 )  r2 次分枝法」

検鏡 に よ り ， 各菌株の 2 次分枝 (発芽管か ら 分岐 し た
菌糸 を 1 次分枝 1 次分枝か ら 分岐 し た 菌糸 を 2 次分校
と す る ) を も っ 分生胞子が ま っ た く 認 め ら れ な い 濃度
(MICsb) を求め， 感受性の分布曲線 を描 き 耐性菌 と 感性
菌 を 区分す る 。

菌 60

株 40 
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20 

。

60 

菌 40
株
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菌 40
株
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図 - 1 秋田県全域 か ら 系統抽出 に よ り 採集 し た 穂 い も ち 病斑 か ら

分離 し た 菌株の平板希釈法 に よ る MIC 値の分布
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表 - 2 各菌株の分校 を も っ分生胞子が 50% 未満 と な る 最

低濃度 (MIC b50) と 10 メ，g/ml 添加培地上での菌叢

生育抑制率 に よ る IBP 感受性の頻度分布

中型!fy 4 μg/ml 孟 6 8 10 12 14 合計

0�10 % 24 5 29 

11�20 

21�30 6 1 7 

31�40 l 22 10 33 

41�50 l 29 9 39 

51�100 31 6 37 

合 計 2 88 26 24 5 145 

1) 1988 年に秋田 県全域か ら 系統抽出 し て 採集 し た穂い も ち 病

斑上の分生胞子 を分商量 し て培養 し た 菌株を供試.

2) 表中の数値 は 菌株数 を示す.

表-1 に は 1981 年 に 秋 田 県全域 か ら 系統抽出 に よ り 採
集 し た い も ち 病擢病穂か ら 分離 し た 菌株の MICsb と 平
板希釈法 に よ る MIC 値 と を対比 し て 示 し た 。 両者 は 耐
性菌 と 感性菌が交わ る こ と がな し い ずれ も 2 峰性の分
布曲線が得 ら れ 2 次分枝法 に お い て は MICsb が 400
μg/ml 以上の菌株が耐性菌 と な る 。 し た が っ て ， 耐性性
菌， 感菌の み の識別の場合 は， そ の境界 と な る KSM 濃度
が 100 μg/ml の培地で検定 し ， 2 次分校 を も っ分生胞子
が存在すれば， そ の菌株は 耐性菌 と 判定す る 。

( 4 ) r分枝法」

検鏡 に よ り ， 各菌株の分校 を も っ分生胞子が 50% 未満
に な る IBP 濃度 (MICb50) を 求 め ， 感受性の分布曲線 を
描 き ， 耐性菌， 感性菌 を判定す る 。

表 2 に は 1988 年 に 秋 田県全域 か ら 系統抽 出 に よ り 採
集 し た い も ち 病擢病穂か ら 分離 し た 菌株の MICb50 と
菌叢生育抑制率 を対比 し て示 し た 。 こ こ で も 両者は耐性
菌 と 感性菌が交わ る こ と がな し い ずれ も 2 峰性の分布
曲線が得 ら れ， 分校法では MICb50 が 12 μ:g/ml 以上の
菌株が耐性蘭 と 判定で き た 。 し た が っ て ， 耐性菌， 感性
菌 の み の識別で あ れ ば， そ の境界 と し て IBP 濃度が 10
μg/ml の培地で検定 し ， 分枝 を も っ 分生胞子が 50% 以
上存在すれば， そ の菌株 を 耐性菌 と 判定す る 。

7 in vitro に お け る 感受性の判定結果 と 防除効果 と

の関係

飯島 ・ 寺沢 (1987) は イ ネ 幼苗での防除試験で， 平板
希 釈 法 に よ っ て MICIOO μg/ml 以 上 と 判 定 さ れ た
KSM 耐性菌群 に 属 す る 菌株 に 対 し て は KSM 剤の予防
及び治療効果が著 し く 低下 し， ま た ， MIC40 μg/ml 以上
の IBP 耐性菌群 に 属 す る 菌株 に 対 し て は IBP 剤の 予防
及び治療効果が著 し く 低下す る こ と を報告 し て い る 。 筆
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図 - 2 IBP， EDDP 及 び IPT の い も ち 病菌 に対す る MIC 値の相互

関係図 中 の 数字 は菌株 を示す .
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者 ら も 供試菌株が少 な い試験で は あ る が， ほ ぽ同様の結
果 を 得て い る 。

以上の こ と か ら ， KSM 及び IBP に対す る 感受性検定
法 と し て の平板希釈法の結果 は こ れ ら の薬剤の防除効果
を反映す る も の と い え る 。 さ ら に ， こ れ と ， 各検定法に
よ る 判定結果 と を対比 し た と こ ろ ， 耐性菌 と 感性菌が交
わ る こ と は な か っ た 。 し か し， 平板希釈法や菌叢生育抑
制法で同ーの感受性値 を示す菌株は， 簡易検定法であ る
r 2 次分枝法J や 「分枝法J に お い て は広 い薬剤濃度域 に
存在 し， こ れ ら の検定法の間で直線的な関係が得 ら れな
か っ た 。 未発表では あ る が， 平板希釈法や菌叢生育抑制
法 の 関係 も 同様 で あ っ た 。 こ の こ と は ， 飯 島 ・ 寺沢
(1987) の IBP に お け る 平板希釈法 と 防除試験結果の関
係 に も み ら れて お り ， 検定の精度 に つ い て は い ま だ不明
な点があ る 。

なお， 飯島 ・ 寺沢 (1987) は， EDDP や 1PT 感受性の
検定 に お い て は 感性菌群 に 存在 し て い る に も か かわ ら
ず， IBP に は耐性菌群に属す る 菌株があ る と し， こ れ に
対す る EDDP 剤や 1PT 剤の 治療効果が低い こ と を報告
し て い る 。 こ れ に 関 し て は， 本蔵 ら (1987) の試験結果
と も 一致 し て い る 。 し か し， こ の よ う に 数種の薬剤 に異
な っ た感受性 を示す菌株は非常 に 少な い (図 2 ) こ と か
ら ， IBP の代わ り に仮 に EDDP や 1PT で検定 し で も 防
除対策上， 大 き な支障 は な い も の と 考 え ら れ る 。

8 検定 に お け る 留意点

( 1 )  検定培地の組成の い か ん に よ っ て菌の薬剤感受
性値が異な っ て く る 。 特 に pH の調整 に は注意す る 。

KSM の検定 に お い て ， r 2 次分校法」 で は pH4 . 0 に ，
そ の他の方法では pH5 . 0 に 調整す る 。 pH が高い と 薬剤
感受性が鈍 く な る 。

一方， IBP， EDDP， 1PT の検定では pH6 . 0 に調整す
る 。 pH が低い と 薬剤感受性が鈍 る 傾向がみ ら れ る た め
であ る 。 飯島 ・ 寺沢 (1987) の IBP に お け る 菌叢生育抑
制法や平板希釈法での検定結果 に よ れ ば， 感性菌群や耐
性菌群の感受性値の幅が筆者 ら の検定結果 よ り も 広 く ，
し か も 感性菌群 と 耐性菌群の境界濃度域が狭か っ た。 こ
れは， pH5 . 0 に 調整 し た培地の使用が関係 し て い る も の
と 考 え ら れ る 。
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( 2 )  KSM 感受性検定 を 平板希釈法で行 う 際， 菌叢
寒天デ ィ ス ク を使用 す る と 感性菌の感受性が鈍 く な り ，
2 峰性の分布 曲 線 を 描 か な い場合が あ り ， 片桐 ・ 上杉
(1974) や三浦 (1984) が本検定法が不適で あ る と 指摘 し
て い る の は こ の た め であ る と 推測 さ れ る 。 し た が っ て ，
接種 に は菌叢の みか き 取 っ て使用 す る が， こ の場合， 若
干の練習 と 経験が必要であ る 。

( 3 ) 移植培養後は速や か に調査， 判定す る 。 時間の
経過 と と も に菌糸が伸長す る の で注意す る 。 KSM 検定
の平板希釈法や 2 次分校法で は ラ ク ト フ ェ ノ ー ル で固定
す る 。 し か し， 寒天 デ ィ ス ク を 用 い る 検定の場合 は 固定
液が 中 ま で浸透 し な い の で， 冷蔵庫 な ど で冷蔵保存す
る 。

( 4 ) 検鏡で判定す る 分枝法や 2 次分校法ではペ ト リ
皿の裏面や移植 し た デ ィ ス ク の上か ら 観察で き る よ う 対
物 レ ン ズ の作動距離の長い顕微鏡が必要であ る 。

お わ り に

薬剤の防除効果の減退は， 主 と し て耐性菌株率 に 負 う
と いわ れ て お り (伊藤 ら ， 1974) ， 耐性菌対策 の た め の検
定 は 統計的 に 信頼性 の 高 い 結果が求 め ら れ る 。 い き お
い， 耐性菌分布調査 に お い て は 多数の標本の検定が必要
と な る 。 し た が っ て ， こ こ で求 め ら れ る 精度の高 い検定
法は， 耐性菌 と 感性菌 と を 明確 に識別で き ， し か も 簡便
で能率的 な方法 と い え よ う 。
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