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は じ め に

Fusarium 属 に所属す る 菌類 は 各種の農作物の さ ま ざ
ま な病害 を も た ら す菌類 と し て植物病理学の分野で重要
視 さ れて い る の は 当然であ る が， 食品衛生 あ る い は食品
微生物学の分野で も カ ピ毒 ( マ イ コ ト キ シ ン) を生産す
る 菌 類 と し て 関 心 が寄 せ ら れ て い る ( 一 戸 ， 1978 ; 
M江崎 1989 ; 芳沢， 1990) 。

Fusarium 属 を分離菌株の 中 か ら 識別す る こ と は そ の
特徴的な新月 形の分生子 を観察す る こ と に よ り 簡単 に で
き る が， さ ら に 菌種の レ ベ ル ま で同定 し よ う と す る と
き ， どの よ う な形質 を 重視すべ き か， い か な る 分類基準
に 沿 っ て種を決め た ら よ い か， と ま ど う こ と が多 い の も
事実であ る 。

従来か ら Fusarium の分類体系 に複数の分類体系があ
り ， そ の間で若干の混乱があ る こ と も よ く 知 ら れて い て
同定者 を戸惑わ せ て き た 。 幸い な こ と に ， 今 日 ， 植物病
原菌あ る い は カ ピ毒生産菌 と し て の Fusaríum に 関 し て
は分類基準が ほ ぽ統一 さ れて き た 。 本稿で は Fusarium
を い か に効率 よ く 分離す る か， 代表的な菌種の 同定の手
順 と そ れぞれの菌種の ど の よ う な形質 を観察す る か に つ
い て 解説 し て， 最後に い く つ か の 分類体系 に つ い て比較
し て みた い。

1 Fusarium の選択的分離

土壌試料な どか ら Fusarium 属菌株 を選択的 に分離検
出 し よ う と す る 試み は 古 く か ら な さ れて き て， NASH and 
SNYDER ( 1962) に よ る Peptone PCNB Agar や駒田培地
(駒田， 1976) が著名で あ る 。 10 年 ほ ど前か ら ， 新 し く
Fusarium 選択培地 を 開発 し よ う と す る 動 き が さ か ん に
な っ て き て ， そ れ ら の 中 に は Fusarium 菌種全般 を検出
し よ う と す る 培地や特定の病原菌 を識別す る こ と を 目 的
と し た培地， あ る い は き わ め て近縁な菌種 を 区別す る た
め の培地な どがあ る 。 筆者 ら も 日 常的 に こ れ ら の培地 を
土壌試料や食品試料 に適用 し て い る の で， 以下 に代表的
な Fusarium 選択培地 を紹介す る 。

一 般 に Fusarium 選 択 培 地 は 基 本 的 な 成 分 と し て
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Czapek-Dox 培地 な ど の処方 に 特定 の 化学物質 (農薬
等 ) の pentachloronitrobenzene (PCNB) や 2 ， 6-
dichloro-4-nitroaniline (Dichloran) ，  sodium taurog. 
lycocholate (Oxgall) な ど を添加 し て 出現菌集落 を小 さ
く し た り ， 邪魔 に な る 菌の発育 を 抑制 し， さ ら に各種の
抗生物質 を 加 え て 細 菌 の培殖 を 抑 え る 処方 に な っ て い
る 。

( 1 )  Peptone PCNB Agar (PP A )  : peptone 1 5  g， 
KH2PO. 1 g， MgSO. ・ 7H20 0 . 5 g に 農 薬 の PCNB
(75%w/w) 1 g と 寒天 20 g を 加 え て蒸留水 I l に 溶解，
pH 5 . 5�6 . 5 に 調整 し て 高圧滅菌， 冷や し て か ら 硫酸 ス
ト レ プ ト マ イ シ ン 300 ppm を 添加す る 。

( 2 ) Selective Fusarium Agar (SF A) : dextrose 
20 g， KH2PO. 0 . 5  g， N aNOa 2 g， MgSO. ・ 7H20 0 . 5  
g， yeast extract 1 g， I%FeSO. ・ 7H20 so!. 1 ml， 
1 %Allisans suspension (50% w /w dichloran) 5 ml と 寒
天 20 g を加え て蒸留水 1 1 に 溶解， 高圧滅菌後， 硫酸ス
ト レ プ ト マ イ シ ン 0 . 1 g， 硫酸オ ー レ オ マ イ シ ン 0 . 01 g 
を添加す る (BURGESS and LIDDELL， 1983) 。

( 3 ) Dichloran Chloramphenicol Peptone Agar 
(DCP A) : peptone 15 g， KH2PO. 1 g， MgSO. ・ 7H20
0 . 5  g， dichloran (0 . 2% in EtOH) lml， ク ロ ラ ム フ ェ
ニ コ ー ル 0 . 2 g に 寒 天 20 g を 加 え て 高 圧 滅 菌 す る

(ANDREWS and PITT， 1986) 。
( 4 )  PCNB 2-AminoButane medium (PAB) : 

sucrose 20 g， KNOa 2 g， KH2PO. 1 g， MgSO. ・ 7H20
0 . 5  g， KCl 0 . 5  g に oxgalI 0 . 5  g， PCNB (75%w/w) 
0 . 5  g に 寒天 20 g を加え て蒸留水 1 1 に 溶解， 高圧滅菌

後， 2-aminobutane 1 g， 硫酸ス ト レ プ ト マ イ シ ン 0 . 6
g， 塩酸 ク ロ ル テ ト ラ サ イ ク リ ン 0 . 05 g を 添加 す る

(JEFFERIS et a!. ， 1984) 。
( 5 ) Czapek Iprodione Dichloran Agar (C2ID) : 

Czapek-Dox broth (Difco) 35 g， trace metal solution* 
lml， dichloran (0 . 2% in EtOH) 1 ml， ク ロ ラ ム フ ェ

ニ コ ー ル 0 . 05 g に 寒天 を 加 え て蒸留水 1 1 に 溶解， 高圧
滅菌後， 冷 や し て か ら 塩酸 ク ロ ル テ ト ラ サ イ ク リ ン
0 . 5% 液 10 ml， 農薬の iprodione の 0 . 6% 液 を 1 ml 添
加す る (ABILDGREN et a!. ， 1987本 原著参照) 。

( 6 ) Demosan PCNB Streptomycin medium 
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(DPS) : 市販 の PDA 粉末 39 g に PCNB 1 g と 農薬 の
demosan (別名 tersan-SP， duPont 社製) 1 g を加 え て
蒸留水 1 1 に溶解， 高圧滅菌後， 冷や し て か ら 硫酸ス ト レ
プ ト マ イ シ ン 0 . 6 g 及 び硫酸 ネ オ マ イ シ ン 0 . 12 g を 添
加す る (USDA， 南東林試 DWINELL博士私信) 。

以 上 に 紹 介 し た Fusarium 選択培地 の う ち PPA 培
地， SFA 培地な ど は土壌試料な ど に適用 さ れ る 一般的な
培地であ る が， DCPA 培地， CZID 培地 は穀類な ど食品原
料 よ り Fusarium を検出す る こ と を 目 的 に 開発 さ れて い
る 。 ま た ， PAB 培地 は ジ ャ ガ イ モ乾腐病の原因菌の土壌
か ら の識別培地 と し て 開発 さ れた も の であ り ， DPS 培地
は マ ツ の漏脂病の原因菌の検出用培地であ る 。

筆者 ら は PAB， DPS 両培地 を 併用 し て こ れ ま で に
ジ ャ ガイ モ 畑， 麦畑， サ ト ウ キ ビ畑 よ り 採取 し た土壌試
料に適用 し て Fusarium を分離 し て い る が， こ れ ら の培
地 は そ れぞれの農作物の病原 Fusa1匂m の み な ら ず， 一
般的な Fusarium 選択培地 と し て優れて い る こ と を確認
し て い る (一戸 ら ， 1992) 。

E 同 定 の 準 備

1 単胞子分離

各種の基質か ら 分離 し た Fωanum 菌株に つ い て必ず
行 う べ き こ と で， 既 に そ れぞれの実験者が工夫 を し て い
る が， 筆者 ら が常用 し て い る 方法 は 素寒天上 に分生子懸
濁液 を 塗布 し て 18�20 時間後の発芽 し た 単胞子 を 実体
顕微鏡 下 で 釣 り 上 げ る 簡単 な 方法 で あ る ( 一戸 ら ，
1978 ; 一戸， 1990) 。

2 培 地

従来， Fusarium 属 の 同定用培地 に は ポ テ ト シ ュ ー ク
ロ ー ス 寒天 (PSA) が よ く 使わ れて き た が， 近年の モ ノ
グ ラ フ 類 (BOOTH， 1971 ; GERLACH and NIRENBERG， 1982 ; 
NELSON et al. ， 1983 ; BURGESS and LIDDELL， 1983) で は ポ テ
ト デキ ス ト ロ ー ス 寒天 (PDA) あ る い は オ ー ト ミ ール寒

天 (OA) が基準培地 と さ れて い る 場合が多 い。 し か し な
が ら ， PDA 培地で は 同定 の 重 要 な 指標 に な る 大型分生
子の形成が よ く な か っ た り ， 形態の そ ろ っ た分生子が得
ら れな い場合があ る の で， む し ろ 供試菌の色調や生育の
度合い を み る た め に 用 い る 。 形態観察の た め に は， よ り
低栄養性の カ ー ネ ー シ ョ ン ・ リ ー フ ・ 寒天 (CLA) あ る

菌 し た葉片 を 用 い て好結果 を 得て い る (一戸， 1990) 。
CLA 培養で は 大部分の菌種が ス ポ ロ ド キ ア (分生子

塊) を形成す る の で実体顕微鏡下で そ の一部 を か き 取 っ
て プ レ パ ラ ー ト 標本 と す る 。 ま た ， 実体顕微鏡の観察で
は 分生子形成様式 (後述 の ポ リ フ ィ ア ラ イ ド か， 単純
フ ィ ア ラ イ ド か を指す) も 識別で き る の で， そ の部分 を
か き 取 っ て標本 と す る 。

SNA 培地の処方 は KH2PO. 1 g， KN03 1 g， MgSO. 
・ 7H20 0 . 5  g， KCl 0 . 5  g， glucose 0 . 2  g， sucrose 0 . 2  
g に 15 g の 寒 天 を 1 1 の 蒸留 水 に 加 え て 高圧滅菌 し て
作成す る 。 SNA 培地上で は ほ と ん ど の Fusarium は 無
色 と な る の で， 菌集落の色調や生育の速 さ を観察す る た
め に は PDA 培養 を併行 し て行 う 必要があ る 。 SNA 培養
で光照射が分生子形成 を促進す る こ と は CLA 培養の場
合 と 同様であ る 。 場合に よ っ て は 固化 し た SNA 培地上
に 5 mm 角 の滅菌 ろ 紙 を の せ て支持体 と す る と CLA 培
養 と 同 じ よ う な効果が得 ら れ る (NIRENBERG， 1981，  1989) 。

3 同定の手順

ま ず， PDA 平板培養 ま た は斜面培養で菌集落 の 色調
を みて ， 赤色系か非赤色系か を 区分す る 。 次 い で CLA ま
た は SNA 培養で作成 し た プ レパ ラ ー ト 標本で大型分生
子あ る い は小型分生子の有無， 形態 を観察す る 。 封入液
に は 0 . 15% ゼ ラ チ ン 液 ま た は 0 . 1% 酸性 フ ク シ ン乳酸
液 を使用 す る が前者 は 分生子の観察， 測定 に 最適 で あ
り ， 後者 は分生子形成細胞の観察 に 適 し て い る 。

Fusarium に は小型分生子 と 大型分生子 を 形成す る 菌
種があ る が， 小型分生子では単胞か， 1�2 個 の 隔壁があ
る か， 形状 は こ ん棒形， だ 円形， 紡錘形， 卵形， 洋梨
形， 球形な ど を記録す る 。 分生子柄の長短， 分岐の有無
の ほ か に ， 分生子形成細胞が単純 フ ィ ア ラ イ ド か ポ リ
フ ィ ア ラ イ ド かの識別 は重要 な ポ イ ン ト であ る 。 ま た分
生子形成細胞の先端で集塊状 に な る か， あ る い は連鎖状
に な る かの識別 は CLA 培養， SNA 培養 し た も の を直接
低倍の顕微鏡で観察す る 。

大型分生子で は形状の他， 隔壁の数， 長 さ ， 幅 に つ い
て ， 各隔壁の数の分生子 ご と に 20�30 個 を測定す る 。 分
生子形成細胞の単純 フ ィ ア ラ イ ド か ポ リ フ ィ ア ラ イ ド か
は 同定 の 際 に 重要 な形質であ り ， 特 に気中菌糸 か ら 形成
さ れた分生子柄由来の分生子 に は 注意 を は ら う 必要があ

い は Synthetic Nutrient Agar (SNA) (NIRENBERG， る 。
1981) に植菌 し て典型的な分生子 を形成 さ せ， さ ら に こ
れ ら の培地上で分生子形成様式 を確認す る 。

皿 代 表 的 菌 種

CLA 用 の カ ー ネ ー シ ョ ン葉片 の 作製法 に は い く つ か 今 日 ， 一般 に 祈吊 し て い る Fusarium の モ ノ グ ラ フ 類
の 方法があ る が (TOUSOUUN and NELSON， 1968 ; FISHER et で は 同定の基準 と し て 分生子の形態， 厚膜胞子の形成の
al. ， 1982 ; 外側， 1992) ， 筆者 ら は エ チ レ ンオ キ サ イ ド 滅 有無及びそ の性状， 胞子形成器官の集合体あ る い は形状
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な ど に よ っ て ， 大 き く section (節， ま た は 亜属) に 分
け ， さ ら に species 種) ， variety (変種) を 認 め て い
る 。 例 え ば， BOOTH (1971) は 12 section， 45 species， 7 
variety を認め， GERLACH and NIRENBERG ( 1982) は 11
section， 90 species あ ま り を あ げて お り ， NELSON et al. 
(1983) は 13 section， 54 species を採用 し て い る 。 し か
し なが ら ， 植物病原菌 を含め て 自 然界に 広 く 分布 し て い
る 菌種は お よ そ 30 種 く ら い で あ る の で， こ れ ら の菌種に
つ き ， 最近 よ く 流布 し て い て ， 形態識別の参考 と な る 分
生子の写真の美 し い NEL鉛N et al. ( 1983) の モ ノ グ ラ フ に
準拠 し て解説す る 。

1 Section Arachnites 

ム ギ類の紅色雪腐病菌や イ ネ の褐色葉枯病菌 と し て 著
名 な F. nivale が代表的な菌種で， PDA 培地上では赤色
色素 を つ く ら ず， 集落の生育 は比較的遅 い。 時に ム ギ の
穂に発生 し て赤かぴ病症状 を示す こ と が あ り ， 赤かび病
菌の一つ に あ げ ら れて い る 。 し ば し ば子の う 殻が観察 さ
れ る が， 継代培養 を 重ね る と 急速 に 形成能が失われ る 。
分類学的位置 に つ い て は議論の 多 い菌であ る がそ の詳細
は省略す る 。 F. nivale は赤かぴ毒素の一種の nivalenol
と の関連か ら カ ピ毒生産菌 と す る こ と があ る が， 本来の
F. nivale は既知の カ ピ毒 を生産 し な い (ICHINOE et al. ， 
1985) 。

2 Section Arthrosporiella 

典型的な ポ リ フ ィ ア ラ イ ド 型 の 分生子形成様式 を示す
F. camptocerus， F. pallidoroseum を含むが， 前者 は赤色
色素 を生産 し ， 後者 は非赤色系 で， 従来 F. semitectum と
さ れて き た菌種であ る (B∞TH and SUTTON， 1984) 。 一般 に
腐生菌 と み な さ れて い て ， 温暖 な地域か ら 土壌菌 と し て
分離 さ れ る 。 F. 仰llidoroseum は 最近， タ イ 国， 中国 な ど
か ら 輸入 し た ハ ト ム ギ穀粒か ら 優先 Fusarium と し て分
離 さ れ， ハ ト ム ギ の カ ビ毒汚染の原因菌 と 考 え ら れて い
る (成田 ら ， 1992) 。

3 Section Discolor 

植物病原菌 と し て ， あ る い は カ ピ毒生産菌 と し て も 重
要な F. gramineamm， F. ωlmorum， F. crookwellense， 
F. sambucinum を含むが， こ れ ら 赤色系集落で， 大型分
生子の み を形成す る 菌種の識別 は Fusarium を扱い慣れ
た 実験者で も やや難 し い。 む し ろ ， そ の菌株の分離源，
例 え ばム ギ類や ト ウ モ ロ コ シ の赤かぴ症状 を呈 し た も の
や， カ ー ネ ー シ ョ ン立枯病な どか ら 分離 し た も の で あ れ
ば F. graminearum であ る 可能性が高 く ， 子の う 殻を形
成 す る こ と か ら ， 同 じ く 赤 か び 病 菌 と な る F.
avenaceum と は容易 に識別 で き る 。 ま た ， ジ ャ ガ イ モ の
病害 に 関連す る 菌で あ れ ば F. sambucinum が考 え ら れ

る 。 F. crookwellense は， 近年に な っ て BURGESS et al. 
( 1982) が新種 と し た も の で あ り ， そ の カ ピ毒生産性が注
目 さ れて い る が (MILLER et al.， 1991) ， 病原性 に つ い て は
ま だ不 明 の 点 が 多 い 。 い ずれ に せ よ ， 識別 の 決 め 手 は
CLA 培地上での大型分生子の形態観察 に あ る 。

4 Section Elegans 

多 彩 な 植物病原性 を 示 す と こ ろ か ら ， 最 重 要 な F.
0;\汐ゆomm が代表であ る が， 同定 は比較的簡単で， 小型
分生子 と 大型分生子の存在で容易 に識別で き る 。 し か し
なが ら ， 土壌菌 と し て ， 大量 に 存在 し ， 地域的 に も ど こ
に で も い る 菌 な の で， そ の病原性の確認 に は慎重な接種
試験 を要求 さ れ る 。 分化型 (forma specialis) に 関 し て
は筆者の専門外な の で， 従来の成書 (B∞TH， 1971 : 松尾

ら ， 1980) を参照 さ れた い。 近年， さ かん に試み ら れて
い る 生物学的防除 に は病原菌， 非病原菌 を 含 め た 土壌性
Fusarium の 評 価 が 必 須 で あ る が ， さ き に 紹 介 し た
Fusarium 選択培地が役 に 立 つ であ ろ う 。

5 Section Eupionnotes 

F. aquaeductuum， F. merismoides が所属す る が， い
ずれ も 集落の生育の遅い菌で， 粘液性， 大型分生子 の み
を形成す る 。 分生子形成細胞 は あ ま り 発達 し て い な い の
で観察が し に く い。 頻度 は 高 く な い が土壌中 に も よ く み
ら れ る が， 前者 は暗赤色か ら 櫨黄色の色調 を呈 し ， 後者
は 白色か ら ク リ ー ム 色で気中菌糸が束状 に な る こ と が多
い。 元来 は湿潤な環境 に 生息 し て い て ， 汚水， 樹液か ら
分離 さ れ る こ と が多 い 。 特 に ， 春先 に ， 伐採 し た 広葉樹
の大 き な切 り 株か ら 滝の よ う に 流れ出 た樹液 を オ レ ン ジ
色に染め て い る の は こ の仲間の菌であ る 。 こ の 2 種の ほ
か F. dimerum が知 ら れ， 2 胞な い し 3 細胞の大型分生
子 は F. nivale と よ く 似て い る が， 樟黄色の集落の色調
か ら 識別で き る し， 分類頻度 は 高 く な い 。

6 Section Gibbosum 

F. acuminatum， F. equiseti が代表的 な菌種で， い ずれ
も 大型分生子の先端の細胞が細長 く 伸びて い る の が特徴
で， 前者 は赤色色素 を生産 し ， 後者 は非赤色系 で あ る 。
いずれ も 穀類や土壌 中 か ら よ く 分離で き る が， 病原性 は
弱い と さ れて い る 。

7 Section Liseola 

F. moniliforme を代表 と す る section だが分類学的な
議論の多 い と こ ろ で， 植物病理の分野で も ， 近年， 薬剤
耐性菌の多発な ど改め て注 目 さ れて い る イ ネ 馬鹿苗病菌
や， 南西諸島の リ ュ ウ キ ュ ウ マ ツ 漏脂病の原因菌 も こ の
仲間 に含 ま れ る 。 ま た ト ウ モ ロ コ シ な ど に 着生 し て い る
section Liseola の 菌 は フ モ ニ シ ン， モ ニ リ ホ ル ミ ン な ど
の カ ピ 毒 を 生 産 す る と こ ろ か ら 問 題 視 さ れ て い る
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(NELSON et al. ， 1991， 1992) 。
F. moniliforme は分岐 し た 単純 フ ィ ア ラ イ ド型の分

生子形成細胞か ら 連鎖状 に 小型分生子 を つ く る が， F. 
prol扮ratum は ポ リ フ ィ ア ラ イ ド 型 の分生子形成細胞の
先端か ら 短い連鎖状 に 形成す る 。

F. subgluti抑制 の小型分生子 は ポ リ フ ィ ア ラ イ ド 型
の 先端 に集塊状 に形成す る 。 こ の仲間の菌 は PDA 培地
な どで は大型分生子 を ほ と ん ど形成 し な い が， CLA 培養
で は よ く っ く り ， 互い に よ く 似て い る 。 最近， こ れ ら 3
種の菌 を識別す る 培地 と し て Czapek solution agar の
sucrose を 20% と し た 培地 を 推奨 し て い る 報文 が あ る
(CLEAR and PATRICK， 1992) 。

section Liseola に対応す る テ レ オ モ ル フ の Gibberella
世 代 に つ い て も よ く 研 究 さ れ て い る が (KUHLMAN，
1982) ， 自 然界で見い だ さ れ る こ と は少 な い 。

8 Section Martiella 

F. solani を代表 と す る section で， 植物病原菌 を 多 く
含む。 集落の色調 は 白色， ク リ ー ム 色， 淡褐色な どかな
り 多彩であ る が赤色系 の色素 を生産す る こ と は な い。 識
別 はやや長い小型分生子柄の先端に 集塊状 に 形成 さ れ る
単胞 ま た は 2 細胞の小型分生子の存在で容易 に で き る 。
大型分生子 は両端の細胞の鈍頭が特徴的であ る が近縁菌
の のlindrocaゆon 属 と よ く 似て い る 。 ジ ャ ガ イ モ の乾
腐病菌の一種の‘ F. solani var. coeruleum は PDA 培地
上で青緑色の集落 を つ く り ， ふ つ う の F. solani よ り も
低温域 に至適発育温度 を示す点が特徴であ る (一戸 ・ 陶
山， 1987) 。

9 Section Roseum 

ム ギ類赤 か ぴ病の原因菌の一種 と み な さ れて い る F.
avenaceum が代表で， 穀粒の ほ か， 土壌中 に も 多 い。 圏
内 で は東北， 北海道 に 広 く 分布す る 。 幅の狭い， 長い大
型分生子 と PDA あ る い は CLA 培地上で ス ポ ロ ド キ ア
( 分生 子 塊 ) を よ く つ く る こ と で 同 定 で き る が ， F. 
acuminatum と の識別 に は若干の習熟 を必要 と す る 。

10 Section Sporotrichiella 

F. chlamydoゆorum， F. ρoae， F. ゆorotrichioides，
F. tricinclum な ど カ ビ毒生産菌 を含むので食品衛生の
分野では重要な菌類だが， 植物病原性は弱い と さ れて き
た 。 し か し， 近年， F. sþorotrichioides に ム ギ類に対す る
病原性 を 認 め た 報 告 が あ る の で注意 を 要 す る (VARGO
and BAUMER， 1986 : KOIZUMI et al. ， 1991 ) 。

すべて小型分生子 を形成す る の で， そ の形態 と 分生子
柄の違い か ら 識別で き る 。 特 に F. ゆorotrichioides は典
型的 な ポ リ フ ィ ア ラ イ ド 型の分生子形成細胞の存在で容
易 に 同定で き る 。

以上 に ， こ れ ま で筆者 ら が穀類， 種実類， 貯蔵 ジ ャ ガ
イ モ な ど の ほ か， 農作物栽培土壌， 樹液な どか ら 分離，
同 定 し て き た Fusarium に つ い て 解 説 し て き た が ，
section Lateritium に属す る F. lateritium， 昆虫寄生菌
を含む section Coccophilum な ど に つ い て は分離の経
験 を増や し て か ら 取 り 扱 う つ も り であ る 。

官頭 に述べた よ う に， 国際的 に ほ ぼ統一 さ れた観の あ
る Fusarium 分類体系 であ る が， 個 々 の菌種の分類学的
な位置付 け な ど細部 に つ い て は， ま だ研究者間の見解の
相違が存在 し て ， 各 section に 所属す る 種， 独立 し た種 と
し て の容認， 変種の取 り 扱い に は 問題が残 さ れて い る 。

例 え ば， section Liseola の菌の扱い に は， 表 1 の よ う
な 見 解 の 相 違 が あ り ， 我 が 国 で 分 離 さ れ て い る F.
moniliforme に つ い て も 再 検 討 が 必 要 で あ る 。 F.
avenaceum に つ い て は BOOTH (1971) は ポ リ フ ィ ア ラ イ
ド の存在か ら section Arthrosporiella に所属 さ せ て い
る がほ か の研究者 は section Roseum に入れて い る 。 ま
た， F. sþorotrichioides と F. chlamydosþorum (syn. F. 
ルsarioides sensu B∞TH) の分類学的な扱い に つ い て も
section Arthrosporiella と す る か， section Sporotrichi . 
ella と す る かで見解が分かれて い る 。 い ずれ に せ よ ， 分生
子形成様式が単純な フ ィ ア ラ イ ド 型 (phialidic) な も の
と ， 分生子形成細胞の先端 に 2 か所以上の形成痕 を も っ
ポ リ フ ィ ア ラ イ ド (polyphialidic あ る い は polyblastic)
な も の と を い か に取 り 扱 う かが問題 と な る 。 最近， こ れ
ら の種 に つ い て検討 を加 え ， 大型分生子， 小型分生子 に
つ ぐ 第 3 の 分 生 子 の mesoconidia を 提 案 し た PASCOE
(1990) の論文 は興味あ る も の で あ る 。

お わ り に

本稿で は Fusarium の 同 定 に 関 し て ， あ え て 検索表
(synoptic key， dichotomous key) を 示 さ な か っ た が，
そ の理由 は こ れ ま での何回か の Fusarium の 同定の講習

表 - 1 Section Liseola に所属す る Fusarium の分類学

的位置付 け に つ い て の研究者間の見解の相違

BOOTH GERLACH & NlRENBERG NELSON et al. 

(1971) (1982) ( 1983) 

F. moniliforme F. verticillioid，回 F. moniliforme 

F. moniliforme F. proliferatum F. proliferatum 

var. proliferatum 

F. moniliforme F. sacchari F. subglutina間

var. 四bgluti加問 var. 担bglutinans

F. moniliforme F. anthophilum F. anthophilum 

var. subgluti問問
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を 通 じ て の 経験 か ら ， 限 ら れ た 紙 面 の 中 で ， 個 々 の
section あ る い は種の性状 を 解説す る こ と が難 し い こ と
と ， 検索表 は用語や そ の意味す る と こ ろ が初学者 に と っ
て理解 し に く い場合が多 く ， 一方であ る 程度 Fusarium
を 知 っ て い る も の に と っ て は検索表 は わ ず ら わ し く ，
個々 の記載や， Fusarium 類の存在す る 生態系 の理解の
方が役に立つ と 考 え た か ら であ る 。

同定習熟の早道 は菌株保存機関か ら 標準的な菌株を入
手 し て， 本稿で示 し た よ う な手順 に し た が っ て ， モ ノ グ
ラ フ の一つ を 手 に し なが ら 観察す る こ と に あ る 。

幸い， 既 に た く さ ん の イ ラ ス ト ， 写真が掲載 さ れて い
る モ ノ グ ラ フ類が流布 し て い る の で， あ と は標準菌株 と
滅菌 カ ー ネ ー シ ョ ン の葉片 さ え あ れ ば Fusarium の 同定
は難 し く な い 。 エ チ レ ン オ キ サ イ ド ガ ス 滅菌 し た カ ー
ネ ー シ ョ ン を使っ て みた い 方 は い つ で も 提供で き る の で
筆者あ て御連絡い た だ き た い。
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0第 68 固理事会 ・ 第 49 回通常総会 を開催

5 月 26 日 ， 午後 1 時 30 分か ら 虎 ノ 門パ ス ト ラ ル に お
い て 第 68 回理事会及び第 49 回通常総会が開催 さ れた。
出席者 は 121 名であ っ た。

定刻， 岩本常務理事が開会 を 宣 し ， 梶原理事長が開会
の挨拶 を行っ た 。

【通常総会議事内容】
梶原理事長が議長 と な り ， 岩本常務理事が提出議案の

説明 を行い， 審議が行わ れた 結果， 平成 4 年度事業報告
及び収支決算並び に損益計算報告案 5 年度事業計画及
び収支決算案等 は す べて原案 どお り 議決 さ れた。

役員人事に つ い て は， 宮崎県植物防疫協会， 農薬工業
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会及び全国農業協同組合連合会の代表者交代 に伴 う 次 の
理事の交代が承認 さ れた。

[就任]
尾崎敏弘 (宮崎県植物防疫協会)

[辞任]

徳島秀一 (農薬工業会)
高妻達郎
中井武夫

松尾英章 (全国農業協同組合連合会) 和田英司
なお， 平成 5 年度収支予算 は 次 の と お り 。

【平成 5 年度収支予算 千円)
予算額 前年度予算額 増減

公 益 一 般 会 計 294 ， 142 289 ， 760 4 ， 382 
公益委託試験会計 2 ， 493 ， 234 2 ， 564 ， 619 

収 益 事 業 会 計 177 ， 233 178 ， 152 
国 庫 委 託 費 会 計 8 ， 554 1 3 ， 973 

計 2 ， 973 ， 163 3 ， 046 ， 504 

ム71 ， 385
ム919

ム5 ， 419
ム73 ， 341


