
376 植 物 防 疫 第 47 巻 第 8 号 ( 1993 年)

植物防疫基礎講座

植物病原菌の薬剤感受性検定 マ ニ ュ アル ( 3 ) 

イ ネ ば か 苗 病 菌
叫
入川
井

一
場

タ

験

ン

試

セ

業

術

農

技

立

業

県

農

山

央

問

中立県庫兵

後， 選択培地 に 置床す る か湿室 に 置 い て 組織上 に 形成 さ

せた 菌 を 分離す る 。

組織分離 あ る い は胞子塊 に よ っ て分離 し て 得 ら れた 菌

を検定 に 用 い て も 実用上差 し っ か え な い と 思わ れ る が，

こ れ ら の場合 に は感受性の違 う 菌株が混在 し て い る可能

性があ る の で， で き れ ば単胞子分離菌 を使用 す る 。 単胞

子分離 は ， 顕微鏡下で直接釣 り 菌す る か， 常 法 に 基づい

て培地上の単胞子 コ ロ ニ ー を移植す る 。

2 検定方法

検定 は ， 分離菌の 前培養 →検定培地への移植→培養 →

調査の手順で行い， 寒天希釈法 に よ っ て MIC (最小生育

阻止濃度 ) を 求 め る 。 前培養 及び 検定 の培地 は ， 培地の成

分 に よ る 誤差 を 抑 え ， 再現性 を 高 め るた め に ， 市販 の

PDA 培地 (DIFCO か Nissui) を使用 し ， pH を 7 に 調整

す る 。

① 分離菌 の 前培養 : 28.C前 後 で 7�10 日 間培養 す

る 。 長期間培養 した も の は活性が低下す る お そ れが あ る

の で， 使用 は避 け る 。 検定培地への移植 は 菌叢の周縁部

分 を 炎熱滅 菌 し， 冷却 し た コ ル ク ポ ー ラ ー で打ち 銭 き ，

菌叢面 を 下 に し て 検定培地 と 接す る よ う に 置 く 。

② 検定培地 の 調製 : 市販 の ぺ ノ ミ ル 50% 水和剤 を

蒸留水 に懸濁 さ せ， 所定 の検定濃度 よ り も 10 倍高 い濃度

の薬液 を調製 し ， 容量比で薬液の 9 倍量の培地 に添 加す

る 。 例 え ば， 100 μg/ml の検定培地 を 作 る に は 1 ， 000 μ:g/

ml (水和剤 500 倍液) の薬液 10 ml を 培地 90 ml に添 加

す る 。 ぺ ノ ミ ル水和剤 は水への懸垂性が よ く な い の で，

薬液 は ス タ ー ラ ー でか く は ん し な が ら ， 均一 に拡散 さ せ

る 必要があ る 。 薬液 を添 加 した 培地 は よ く 混和 し， 120.C 

で 15分間殺菌す る 。 ま た ， シ ャ ーレ へ培地 を 流 し込む と

き も 十分 に か く は ん し な が ら 行 う 。

③ 検定濃度 : MIC の頻度 分布 曲線 を 求 め る 場合 は

1 ， 600 w，/ml を 最高 に 2 倍段階希釈 で 800， 4 00， 200， 

100， 50， 25， 12 . 5， 6 . 25， 3 . 13， 1 . 56， 0 . 78 ( 各 月/

ml ) を 設定 す る 。 検定作業 の 能率 を 高 め る 目 的 で あ れ

ば， 1 0  jtg/ml の 1 濃度 だ け設定 し ， こ の濃度 で菌糸が発

育 す れ ば耐性， 発育 し な げ れ ば感受性 と 判 定 す る 。 な

お， 100 jtg/ml と 1 ， 000 μ:g/ml を 加 え る と 耐性程度 の判
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イ ネ の種子伝染性病害 を対象 に チ ウ ラ ム ・ ぺ ノ ミ 1レが

1973 年 に 農薬 と し て 登録 さ れ， ベ ン ゾ イ ミ ダ ゾ ー ル剤が

全 国 的 に使用 さ れ て 以降， ばか苗病 の 発生 は 鎮静化 し

た 。 し か し ， 1980 年 に ぺ ノ ミ ル 耐 性 菌 が 小 川 ・ 諏訪

(1981) や北村 ら (1982) に よ っ て 発見 さ れて 間 も な く ，

1984 年 に ばか苗病が突如全国的に 多発生 した 。 そ の後，

ぺ ノ ミ ル耐性菌の発現が ばか苗病の 多発生の一因で あ る

こ と が明 ら か と な った が， 1987 年 に は ベ ノ ミ ル耐性菌が

既 に 37 道府県 に お い て認め ら れ (吉野， 1988) ， 種子の

流通が広域化， 活発化 し た 現在では， ぺ ノ ミ ル耐性菌 は

普遍的 に 分布 し て い る と み ら れ る 。

ぺ ン ゾイ ミ ダ ゾー ル剤 に は ぺ ノ ミ 1レ の ほ か に チ オフ ア

ネ ー ト メ チ ルや チ ア ベ ン ダ ゾ ー ル も あ る が， いずれ も ぺ

ノ ミ ル と 交差耐性が認め ら れ る の で， こ こ で はぺ ノ ミ ル

に対す る 感受性検定法 に つ い て記載す る 。

1 検定材料の調製

ばか苗病菌の分離材料 と し て は種子， 苗， 本田羅病株

が あ る が， 分離材料 は 目 的や状況 に 応 じ て選択す る 。 各

分離材料 と も エ タ ノ ー ル 70% 液 に 数秒， ア ン チ ホ ル ミ ン

10 倍液 に 2， 3 分浸潰 し て 表面消毒 し ， 滅 菌水で洗 った 後

次の処理 に移 る 。

高率 に保菌 し て い る こ と が あ ら か じ め わ か っ て い る 種

子 で あ れ ば， 種子 を選択培地 (駒田培地) に置 い て直接

分離す る 。 し か し， 保菌率が不明か低 い種子 を供試 した

場合， 大型の容器 に 水 を含 ま せた 事紙 を敷い て種子 を搭

き ， 種子の 周 囲 に 発育 した 菌 を 分離す る 。

苗か ら の分離 は根や種子 に ばか苗病菌 に 特有の赤紫色

の菌叢が認め ら れ る 徒長苗 を選ぴ， 葉鞘基部 を供す る 。

また ， 本田擢病株 も 同様 に薬輸基部 を供す る が， 泥が付

着 し て い る の で よ く 水洗す る 。 い ずれ も ， 表面消毒 した
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図ー1 培養 日 数 と MIC の頻度分布の変化

一一 : 菌糸の発育が き わ め て わ ずかな状態 ( :t )  
と 判定 し た MIC， ・ … ・ ・ : 土 を + と 判定 し た MIC

別 に利用 で き ， 精度 も 向上す る 。

④ 検定培地での培養 日 数 : 培養 は 280Cで行 う 。 MIC

は培養 日 数 に よ っ て 大 き く 変動 し ， 培養 2 日 後 と 5 日 後

では大 き な差が認め ら れ る (図 1) 。 し た が っ て ， 感受性

と 判 定 さ れ る MIC ・ 2 . 5 μg/ml の ピ ー ク が変動 し な い

で， 頻度分布のパ タ ー ン が安定 し た 時期， す な わ ち 培養

5 日 後 に MIC を判定す る の が適当 であ る 。 ま た ， 培養期

聞が短い と 菌糸の発育が き わ め て わ ずかで + か ー か判定

に 迷 う よ う な微妙な状態 ( :t : 口絵写真 A) がみ ら れ る

が 5 日 間培養す る と 発育の有無 は 明 り ょ う と な っ て誤

差が少 な く な る ( 口 絵写真 B) 。 特 に ， べ ノ ミ ル 100 μg/

ml 以上の培地では， 培養 2 日 後 に判定す る と ， 耐性菌で

あ っ て も 菌糸 の発育が不明 り ょ う ( 口 絵写真 C) で感受性

菌 と 見誤 る お そ れが あ る の で， 判定 は 培養 5 日 後 に 行

う 。 な お ， 薬液の濃度や培養 日 数 に よ る 菌糸の発育程度

の詳細 に つ い て は入江 (1988 b) を 参照 さ れた い。

⑤ 判定基準 : MIC と 種子消毒効果 と の 関係 か ら ， 感

受性菌 と 耐性菌の判別境界濃度 は MIC 2 . 5 μg/ml と 25

μ:g/ml の 間 に あ る と 考 え ら れ， 2 . 5 μg/m l 以下 を 感 受

性 ， 25 μg/ml 以上 を 耐性 と 判定 す る 。 し か し ， 一般 に

MIC の 頻 度 分 布 曲 線 の ピ ー ク は 2 . 5 μg/ml 以 下 か

1 ， 600 μg/m l 以上 に局在化す る こ と が多 く ， 耐性か感受

性 か の 判 別 は 比較的容易 に で き る 。 ま た ， 25 /-lg/mト

1 ， 600 μ:g/m l の 中 間値 を 示 す 菌株 に つ い て は MIC の 高

低 と 消毒効果 と の 間 で一定の傾向が認め ら れず， 実際に

耐性程度 の異な る 菌株が存在す る か否か は 明 ら か で は な

し ' 0
3 そ の他の留意点

( 1 )  分離菌の病原性

分離 し た 菌株が形態的 に Gibberellafujikuroi の 特徴

を備 え て い た と し て も ， 病原性 を 示 さ な い菌株がみ ら れ

る 。 耐性菌の分布調査 な ど の 結果 を 防除対策上 さ ら に 有

意義 な も の と す る に は ， で き る だ け病原性の確認 を 行 う

必要が あ る 。 調査方法の一例 を示す と ， ま ず PDA 培地 な

どで平板培養 し た も の に 滅菌水 を 注 い で筆 で菌体 を か き

混ぜて懸濁状 と す る 。 そ こ に ばか苗病菌 を 保菌 し て い な

い種子 を 20�30 粒浸潰 し て 250C前後 で 1�2 日 開放置

す る 。 種子 を 引 き 上 げ て パー ミ キ ュ ラ イ ト を 床土 と し た

小型の容器 に 播 き ， 2�3 週間育苗 し て 徒長の有無 を調査

す る 。

( 2 )  チ ウ ラ ム ・ べ ノ ミ ル の種子消毒効果

い も ち 病や ご ま 葉枯病の 同時防除剤 と し て 多 く 使用 さ

れて い る チ ウ ラ ム ・ べ ノ ミ ル に つ い て ， 薬剤感受性 と 実

用面での種子消毒効果の 関係 に つ い て 要約す る 。

耐性菌 を保菌 し た 種子 に対す る 防除効果 は， 接種種子

を使用 し た 場合 は 低濃度液 ・ 長時間浸漬消毒及び湿粉衣

消毒 と も 劣 る が， 自 然感染種子 に は 高 い 防 除効果 を 示

す。 特 に ， 湿粉衣， 吹 き 付 け あ る い は 高濃度液 ・ 短時間

浸演の各消毒処理 は， 一般 に 流通 し て い る よ う な保菌率

の低い種子 に対 し て ， 実用 的 に は支障の な い程度 に 発病

を抑制す る 。 一方， 感受性菌保菌種子 に 対 し て は接種 に

よ っ て高率に保菌 し た 種子であ っ て も 消毒方法や消毒条

件 (薬液混度 な ど) に 関係 な く き わ め て 高 い 防除効果 を

発揮す る (入江 ・ 二井， 1987 ; 入江 ・ 前川 ， 1989) 。

ま た ， 育苗セ ン タ ー な ど で は種子消毒， 浸種 に 続 い て

催芽機処理や脱水機 に よ る 水切 り が行わ れ て い る こ と が

多 い。 低濃度液 ・ 長時間浸潰消毒あ る い は 湿粉衣消毒 し

た後に こ れ ら の処理 を行 う と ， 感受性菌保菌種子で あ れ

ば防除効果への影響 は ほ と ん ど み ら れな い が， 耐性菌保

菌種子 で は 薬 剤 の 防除効果が か な り 低下 す る (入江，

1988 a ; 入江 ら ， 1990) 。

引 用 文 献
1) 入江和己 ・ 二井清友 (1987) : 関西病虫研報 29 : 65. 
2) -- ( 1988 a) : 同上 30 : 82. 
3) 一一一一 ( 1988 b) : 植物防疫 42 : 326�330. 

一一一 35 一一一



378 植 物 防 疫 第 47 巻 第 8 号 (1993 年)

4) 一一一一 ・ 前川 和正 (1989) : 日 植病報 55 : 106 ( 講
要) . 

5) 一一一ー ら ( 1990) : 向上 56 : 134 (講要) .
6) 北村義男 ら (1982) : 同上 48 : 380 (講要) .
7) 小川勝美 ・ 諏訪正義 (1981) : 北 日 本病虫研報 32 : 160 

(ま需要l .
8) 吉野嶺ー (1988) : 植物防疫 42 ・ 321�325.

(入江和己)

一一DMI 剤一一

は じ め に

近年， イ ネ の種子消毒剤 と し て 数種の DMI 剤が開発

さ れ， こ れ ら はベ ン ゾイ ミ ダ ゾ - }レ系剤耐性の ばか苗病

菌 に も 効果が高 い こ と か ら ， 現在で は全国的 に 広 く 普及

し て い る 。

DMI 剤の う ち ， ト リ プ ル ミ ゾールでは， MIC (最小生

育阻止濃度) が 1 ， 000 μg/ml を超 え る ばか苗病菌の存在

が知 ら れて い る が， こ れ ら の低感受性菌 は イ ネ に対す る

病原性が き わ め て 低 い と 報告 さ れ て い る (HAMAMURA，

1989) 。 一方， MIC3 . 12� 100 μ:g/m l の菌では ト リ プ ル ミ

ゾール の効果がや や劣 る こ と が筆者 ら (井上 ら ， 1991， 

92) に よ っ て 明 ら か と な り ， 鳥取県では ト リ ア ル ミ ゾー

ル消毒種子でばか苗病の多発 し た 圃場か ら ， 同様の菌が

高率に検出 さ れて い る (長谷川 ・ 吉田， 1992) 。 ぺ フ ラ ゾ

エ ー ト ， プ ロ ク ロ ラ ズ で は 現在 ま で， 防除効果の劣 る よ

う な感受性低下菌の報告 は み ら れな い。 し か し ， 今後 も

当 面 は DMI 剤 の使用 が続 く と 思わ れ る の で， 年 1 回 の

使用 と い え ど も ， 薬剤感受性の低下が懸念 さ れ る 。 こ こ

では， ト リ ア ル ミ ゾー ル を 中 心 に 感受性の検定方法 を説

明 し て参考 に供 し た い。

1 菌の分離方法

ばか苗病菌の採集 に は， 擢病籾， 擢病苗， 本田 の権病

株か ら 分離す る 方法 と 駒田梼地 を 用 い て水田 に飛散す る

菌 を ト ラ ッ プす る 方法 と が あ る 。 こ れ ら は試験の 目 的 に

応 じ て使い分 け れ ば よ い が， 薬剤感受性 の モ ニ タ リ ン グ

に は一般 に 前者が適 し て お り ， 擢病苗 擢病株か ら 分離

す る の が よ い 。 種籾 の保菌状況 を あ ら か じ め 知 る た め

に ， 種籾か ら ばか苗病菌 を分離す る こ と も あ る が， こ の

場合， ばか苗病菌以外の Fusanum 属菌が混入 し や す い

の で注意す る 。 擢病苗や擢病株の サ ン プ リ ン グ は育苗箱

や圃場の広範囲か ら 行 う 。 菌の分離 は ， 苗の場合 は鞘葉

や不完全薬 を取 り 除 い た 茎の基部， 移植後の株で は外側

の葉鞘 を 剥 い だ得の基部か ら 行 う と よ い。 こ れ ら を 2%

ア ン チ ホ ル ミ ン で表面殺菌後， 殺菌水で洗浄 し て ， PSA 

平板培地 に 置床 し ， 20�250Cで培養す る 。 約 1 週間後に

伸長 し た ばか苗病菌 を PSA 斜面培地 に移植 し て 保存す
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る 。 な お ， 分離用 の 培地 に は ， PCNB 水和剤 1 ， 000 μ:g/

ml， ス ト レ プ ト マ イ シ ン硫酸塩 1 ， 000 μg/ml を 添加 し て

お く と ， ばか苗病菌 の 生育 は や や緩慢 に な る も の の ，

Tnchoderma 属菌 や 細菌 な ど の 雑菌 が よ く 抑 え ら れ て

分離率が高 ま る 。 枯死茎か ら の分離 も 可能 だが， 他 の

Fusanum 属菌が混入 し や す い の で注意す る 。

1 本の擢病茎か ら 薬剤感受性の 異 な る 菌が分離 さ れ る

こ と も あ る の で， 厳密 な試験 に は単胞子分離が必要であ

る 。 な お ， PSA 斜面培地の器壁 内 に 伸長 し た 菌叢 を 試験

管の外側か ら 直接 100�150 倍で検鏡す る と ， 小型分生子

の連鎖の有無が容易 に観察で き る の で， ばか苗病菌か ど

う か の 目 安 に な る 。

2 検定方法

MIC を 求 め る 方法 : 検定 に 用 い る 薬剤 は ， 市販品 で よ

い。 薬剤 の有効成分濃度が 1 ， 600�0 . 39 μg/ml に な る よ

う に 2 倍段階希釈 (場合 に よ っ て は 4 倍段階希釈) し て

PSA 培地 に加用 す る 。 こ の 際， 薬剤 の希釈 は殺菌蒸留水

で行い， PSA 培地 は オ ー ト ク レ ー プで滅菌後， やや冷め

た も の に薬剤 の希釈液 を 無菌 的 に 加 え ， よ く 混ぜ な が ら

シ ャ ー レ に 15 m l あ て 分注す る 。

分離菌 の 前培 養 は ， 菌 叢 片 を PSA 平板培地 に 接種

後， 250C， 暗黒下で， 7�10 日 行 う 。 菌叢の周辺部分か ら

コ ル ク ボ ー ラ ー (直径 4 mm) で デ ィ ス ク を打 ち 抜 き ， 菌

叢商が検定用培地 と 接す る よ う に 各濃度の検定用培地 に

置床す る 。 実際 に は直径 9 cm の シ ャ ー レ に 20�30 個の

菌叢片 を 置床す る と 実用 的で判定 し や す い。

検定用培地へ移植後， 250C， 暗黒下で 5 日 間培養 し ，

検定用培地への菌糸の生育の有無 を調査 し て ， MIC を 求

め る 。 菌株 と 薬剤の濃度 に よ っ て は， ご く わ ず か (約 1

mm 以下) な が ら 伸長 し て い る も の が し ば し ばみ ら れ る

が， 筆者 は こ れ ら を ( ::!:: ) と 記録 し て お き ， 結果の 集計

に は ( ー : 生育な し ) と し て 処理 し て い る 。

検定条件 と MIC の 変動 に つ い て は ， ト リ プ ル ミ ゾ ー

ルでい く つ か検討 さ れて い る 。 入江 ( 1992) は， ①長期

間 (29 日 間) 前培養す る と MIC がやや高 く な る ， ②水和

剤 と 乳剤の剤型 に よ る MIC の 差 は ほ と ん ど認 め ら れ な

い， @検定用培地 に 移植 し て (25T) ， 4�5 日 後 ま で は ，

MICO . 78 μ:g/ml 以下の菌株 の 明瞭な ピ ー ク は ほ と ん ど

変化 し な い。 し か し ， 6 . 25 μ:g/ml 以 上 で ピ ー ク を 示 す

MIC は培養期間が長 く な る に つ れて 連続的 に 上昇 し ， 4 

�5 日 後 に は 全体 の 頻度分布 曲 線 が ， 3 . 12 か 6 . 25 ，ug/

ml を境界 に し た 2 山型に落ち 着 く ， ④検定用培地移植後

( 5 日 間培養) の 培養温度 に つ い て は ， 230C で 12 . 5μg/

ml 以上の菌株 を ， 270Cで検定す る と 1�2 段階高 い MIC

を示す， な ど の 点 を 明 ら か に し て い る 。
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EC50， EC舶 を 求 め る 方法 : 薬剤添加検定用培地の調製

方法， 前培養の 方法 は MIC 法 に準 じ る が， 薬剤の有効成

分濃度 は 50�0 . 1 j.lg/m l の 2 倍段階希釈濃度 (10 段階)

で よ い。 同時に， 薬剤無添加 PSA 培地 も 必ず用意す る 。

菌叢 デ ィ ス ク の菌叢面 を下 に し て ， 検定用培地の中央に

置床す る 。 使用 す る シ ャ ー レ は 無分画 の も の で も よ い

が， 市販の 4 分画の滅菌済 み プ ラ ス チ ッ ク シ ャ ー レ も 利

用 で き る 。 検定 は 1 濃度 に つ き 3 反覆以上が望 ま し い。

検定用培地 へ の 移植後 は ， 250C， 暗黒下で， 無分画

シ ャ ー レ で は 5�6 日 間， 4 分画 シ ャ ー レ で は 2�3 日 間

培養 し， 菌叢直径 を 測定 し て ， 接種源の直径 (4 mm) を

差 し 引 い た 値 を 菌糸生育量 と す る 。 各菌株の薬剤無添加

培地の菌糸生育量 に 対す る 薬剤 の 50%， 及び 90% 生育

阻止濃度 (EC拘 EC90 : μ:g/ml) を パ ソ コ ン用 ソ フ ト な

ど に よ っ て 求 め る 。

DMI 剤感受性検定用 の 全国的 な標準菌株 は な い が， 検

定 の た びに， そ れ ま での検定で感受性が明 ら か に な っ て

い る 代表的 な菌株 を供試菌株 に 加 え て お い て ， 実験上の

エ ラ ー が な か っ た か否 か を 確認す る こ と が必要であ る 。

手持ち の菌株がな 砂 れ ば， 他の研究機関 に 分譲 を 依頼す

る と よ い。

菌株の保存 は， PSA 斜面培地 に シ リ コ ン栓 を し て 10

�WC に お く と ， 半年~年 1 回 の植継 ぎ で長期間保存で

き る 。 保存時の DMI 剤感受性 の 変動 に つ い て は詳 し い

報告 は な い が， こ れ ま での経験か ら ほ と ん ど変動 し な い

と 思わ れ る 。

3 検定結果 と 薬剤の防除効果 と の関連

鳥取県， 兵庫県， 岡 山 県 な ど の 中 園地域で ト リ プ ル ミ

ゾール感受性 を検定 し た 結果では， MIC の頻度分布 は，

MIC 1 . 56 μ:g/ml 以下の感受性の高 い菌株 (S 菌) ， 6 . 25 

�100 p.g/ml の 感 受性 の や や 低 い 菌 株 (WR 菌 ) ， 400 

μ:g/ml 以 上 の 低感受性菌 の 3 山型 か こ れ に 類似 し て い

る (井上 ら ， 1991 : 長谷川 ・ 吉田， 1992 : 兵庫県立中央

農業技術セ ン タ ー， 1993) (図-2) 。 そ し て ， ト リ ア ル ミ

ゾール の 防除効果 は， S 菌 に は 非常 に 高 い が， WR 菌 に は

効果が劣 る こ と が明 ら か に な っ て い る (井上 ら ， 1991， 

1992 : 長谷川 ・ 吉田， 1992) の で， MIC 検定 に よ る 感受

性の差 は 防除効果 と よ く 符合 し て い る 。 し か し， EC50 で

は S 菌 と WR 菌 の 感 受 性 の 差 が MIC よ り 小 さ く な

り ， そ れ ら の 区別 は容易 で は な い。 ま た ， MIC 検定の ほ

う が多数の菌株 を扱 う こ と がで き る の で， 両者の モ ニ タ

リ ン グ調査 を 目 的 と す る 場合 に は， EC50 よ り MIC を 求

め る 方法が適 し て い る 。

W ADA， et al ( 1990) は ， ペ フ ラ ゾエ ー ト の MIC (240C，

3 日 間培養) は 1 . 56 μ:g/ml を ピ ー ク と す る 1 山型の頻度
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図 - 2 岡 山 県 に お け る イ ネ ぱか酋病菌の ト リ プ ル ミ ゾー
ル に対す る 感受性の頻度分布 (MIC)

分布で， 0 . 78�12 . 5 μ:g/m l の範囲 に あ り ， ぺ フ ラ ゾエ ー

ト の種子消毒効果 は， MIC 検定 に よ る 感受性差 と 相闘が

な し いずれの菌株で も 効果が高 い と し て い る 。 プ ロ ク

ロ ラ ズ の MIC の頻度分布 は 1 . 0 μ:g/ml を ピ ー ク と し ，

い ずれ も 10 p.g/m l 以下で あ り (全農農業技術 セ ン タ ー

農薬研究部， 1985) ， こ れ ま で， 防除効果の 劣 る よ う な感

受性 を示す菌の存在 は 報告 さ れて い な い。

DMI 剤 は ， 一般 に 培地上での菌糸生育抑制作用 が あ ま

り 強 く な し 薬剤含有培地上で も 緩や か に 生育す る 場合

があ る こ と や， 調査方法の客観性 (MIC で は検定培地上

での菌糸生育の有無 の判定 に 個人差が生 じ や す い) を 考

慮す る と ， 感受性検定 の 指標 に MIC は 適 当 で な い と 考

え ら れ る 。 し か し， ト リ フ ル ミ ゾー ル に対す る 検定 の よ

う な事例 も あ る の で， 現時点で は 目 的 に 応 じ て使 い 分 げ

る か， 両者 を併用 す る の が よ い と 思わ れ る 。

4 今後の問題点

ばか苗病菌 を採集 し て い る と ， 権病苗や擢病株か ら 分

離 し た に も かかわ ら ず， 病原性が き わ め て低 く ， 形態的

に は小型分生子 を連鎖状 に 形成 し て F. moniliforme と
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み ら れ る 菌が し ば し ば分離 さ れ る 。 そ し て ， こ れ ら の菌

は DMI 剤感受性が低 い こ と が多 い だ け に ， ばか苗病菌

と し て 取 り 扱 う か否か は大 き な問題であ る 。 今後， 簡易

で確実 な ばか苗病菌の 同定法の確立が強 く 望 ま れ る 。

あ る 病原菌が薬剤耐性菌か否か は， 野生型の集団が示

す感受性のベー ス ラ イ ン を基準 に し て論 じ る の が妥当 で

あ る と の指摘がな さ れて い る (石井， 1993) 。 イ ネ ばか苗病

菌 の DMI 剤 に 対す る 感 受性 の ベ ー ス ラ イ ン デ ー タ は ，

ま だ不十分 な の で， 今後明 ら か に し て い く 必要があ る 。
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