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東京農業大学農学部植物病理学研究室 根

は じ め に

そ う か病 (scab) は ， 別名， 黒 と う 病 (an thracnos e)， 

と う そ う 病 (spot an thracnos e)， 白星病 (w hi te rash， 
w hi te scab) 等 と も 呼ばれ， 植物の地上部全体 に 形成 さ

れ る か さ ぶた状の病斑 ( そ う か症状) や そ れ に伴う 新薬

部の変形 を特徴 と す る 病害 で あ る 。 本病の病徴 は地上部

全体に 及び， 非常 に 顕著な場合が多 く ， 古 く か ら ミ カ ン
や ブ ド ウ 等各種の作物 は も と よ り ， 樹木や 山野草等で も
多 く の観察例が報告 さ れ て い る 。

本病の病原菌 は， 子 の う 菌の一種であ る Elsinoe (不完

全時代 は5 p ha celoma)属菌であ る 。 本属菌の子 の う は一

般に直径約 20�30 川nの球~亜球形で， 子座状の菌糸層

内 に 単独 に 散在 し て 形成 さ れ ， 大 き さ約 10�15 X 4�

7 J.iITlの子 の う 胞子 4�8 個 を 内部 に 形成す る 。 我が国 で

の完全時代の報告事例 は， ウ ド そ う か病 (E . ara liae) 

( 山本， 1956 a，b )と コ ウ ゾか さ ぶた 病 (E . broussonetiae) 

(KUROS AW A  and K ATSUKI， 1956a) の 2 種だ け であ り ， ミ カ

ン そ う か病菌 (E . j awcetti・) や ブ ド ウ 黒 と う 病菌 (E .

ampelina) などは， 完全時代の種名が記 さ れ る こ と が普

通であ る が， こ れ は外国 での記載例 に 基づ い た も の であ

る 。

本属菌の分生子 に は大型 と 小型 の 2 種類が認め ら れ，

いずれ も 宿主植物の ク チ ク ラ層直下か ら 表面 に露出 し た
マ ッ ト 状の分生子 層 上 に 形成 さ れ る 。 大型の分生子 は一

般に 長紡錘形 ま た は こ ん棒状で単胞 ま た は 2 胞， 大 き さ

約 1O�20 x 3�5 J.iITlで， 長 さ 1O J.iITl前後の分生子柄 上 に

形成 さ れ， 小型の分生子 は無色， 単胞， だ円形で， 大 き

さ約 4�7 x 3�5 J.iITlで， 分生子柄 は 非常 に 短いか ま た は

ない。 小型の分生子 は病斑 に 水滴が付着 し た 際 に 非常 に

短時間 に 多 量 に 形成 さ れ， 本病の ま ん延 は 主 に こ れ に よ

る も の と い わ れて お り ， 大型の分生子 は比較的乾燥 し た

場合 に 形成 さ れ る が， そ の役割 は よ く わ か っ て い な い
(W HI TESI DE， 197 5)。 た だ し こ れまでの記載文献等で は， 単

に分生子 と し て 2 種の も の が一括 し て 扱わ れて い る 事例

が多 い た め ， 同 一病害 で あ っ て も 標本 の 扱 い 方 に よ っ

て， しば しば分生子 の形状の記述 に 大 き な差異 を 生 じ る

こ と に な り ， こ の こ と が本属菌 の 同定 ・ 分類 を 混乱 さ せ
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る 原因 の ーっ と な っ て い る 。 こ の ほ か に 直 径 1 μ m の
microconi di a の観察事例が少数 あ る が (BITANC OU RT and 
J ENKI NS， 1940)， そ の存在 は や や 疑 わ し い よ う に思わ れ
る 。

本属菌の形状 は， 完全時代及び不完全時代 と も こ の よ

う な範囲 を大 き く 逸脱す る こ と が なし いずれの菌 も 非

常 に よ く 類似 し て お り ， 形態 に よ る 種の 分類 は 困難 と 考

え ら れ る 。 ま た胞子形成能の 高 い 菌株が得 に く い こ と が
あ り ， 厳密 な接種試験が行わ れた 事例が少な い 。 こ の た

め こ れ ま での本属菌の 同定 ・ 分類 は ， 主 に そ の原宿主 の

違 い に よ っ て 行わ れ て き た 。 筆者の知 る 限 り に お い て ，

現在世界に は約 180 種の本属菌が記載 さ れ， 我が国 に は

そ の う ち約 40 種の発生が知 ら れて い る 。 こ れ ら の大部分

は双子葉植物 に 発生 し ， 単子葉植物ではサ ト ウ キ ピ白星

病 (E. sa ccha ri) 等わずか し か知 ら れて い な い。 本属菌

に よ る 病害 の 中 に は ミ カ ン そ う か病， ブ ド ウ 黒 と う 病，
チ ャ 白星病 (E . leu co四p ila)， ラ ッ カ セ イ そ う か病 (5 .

ara c- hi dis)等 の よ う に ， 農作物 に 大 き な損害 を 与 え る も

の も あ る が， そ の他の多 く は い わ ゆ る マ イ ナ ー な病害で

あ り ， あ ま り よ く 知 ら れて い な い。 ニ ン ジ ン そ う か病や

シ ソ そ う か病 に つ い て も ， 病原菌名 は5 P ha celomasp. と

さ れた ま ま で あ る 。 さ ら に， い わゆ る 雑草 ・ 雑木の類で

の発生であ る も の に つ い て は ， 日 本有用植物病名 目 録中

に も 紹介 さ れて い なし3。 そ こ で今 回 は ， こ れ ら の日 本有

用植物病名 目 録未記載病害 と そ の病原菌 に つ い て 簡単 に

紹介す る 。

な お病害の和名や英名 に つ い て は ， 記載文献 に 記 さ れ

て い な い こ と が あ り ， こ の よ う な場合 に は原則 と し て 和

名 を そ う か病， 英名 を scab と 表記 し た 。 ま た宿主植物の

種名 に つ い て は， 原則 と し て原色牧野植物大図鑑 (北隆

舘， 1983 年発行) 及 び増補改訂日 本草 本植物総検索誌
(井上書庖， 1983 年発行) に よ っ た 。

リュウキュウイチゴ及びホウロクイチゴのそうか病

リ ュ ウ キ ュ ウ イ チゴ (R ubus grayanus) 及 び ホ ウ ロ ク

イ チゴ (R . siebol dii) は パラ科 に属す る 植物で， 暖地 に

生育す る キ イ チゴ の類であ る 。 本病 はK ATSUKI ( 1953 a) 

に よ っ て 発生が報告 さ れた も の で， 病原菌 はE . venet a 

と さ れて い る 。 こ の報告 は 現地で採集 し た錯葉標本の観

察に よ る も の と 思わ れ， 病原菌の 同定 ・ 分類 は行 っ て い

る が， 詳 し い病徴や病原菌の分離 ・ 培養， 接種 に よ る 病
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原性の確認 に つ い て は触れて い なしh ま た 病原菌の形態

に つ い て も 完全時代， 不完全時代 を通じて明 り よ う な記

述が認め ら れ な い。 なお 病原菌 と さ れた E . veneta は，

既に外国 で は キ イ チ ゴ類 (Rubus spp.) の そ う か 病
(an thracnos e) の 病原 菌 と し て 知 ら れ てお り ， 当 初

BURKHOLDER ( 1917)がPle cto discella veneta と し て 記載 し

た も の を ， ] ENK INS ( 193 2) がE lsinoe 属 に 再分類 し た も

の で あ る 。
ヘクソカズラそうか病

へ ク ソ カ ズラ (Pae deria s cann dens)は ア カ ネ科 に属す

つ る 性 の 植物で， 各地 の空 き 地等 に 容易 に 見 いだ さ れ

る 。 こ の植物の花 は な か な か可憐な も の で， ヘ ク ソ カ ズ
ラ と い う 名前 に はお よ そ似つかわ し く な い が， 葉 を つ ぶ

し た と き の 悪臭 に よ っ て 命名 さ れた 。 本病 はKUROS AW A

and K ATSUK I ( 1956 a) がS. pae de n切 に よ る 病害 と し て

最初 に 報告 し た が， 病名， 病原菌の分離・培養， 病原性

検定の記述 は な い。 本病の病徴 は茎葉部全体に認め ら れ

る 黒褐色の そ う か病斑 と そ れ に 伴 う 茎葉部 の萎縮・変形

で， 東京周辺では よ く 目 に す る こ と がで き る 。 上記の報

告 に よ れば本 菌 の 分 生子 の 大 き さ は 7 . 2�16 . 4 X 2 . 0�
4 .6 J.llTIで， 分生子柄 は 18�29 x 2 .  6�3 J.llTI と さ れ， こ の

形状か ら 判断す る と 観察 さ れた 分生子 は大型の分生子 で

あ る と 思わ れ る 。

イチジクそうか病

本病 は鋳方が 1937 年 に見 いだ し ， 病原菌 をS. cari ca 

と し て日 本語で記載 し た 後， KUROS AW A and K ATSUKI 

( 1956 a) がS. ca ricae と し て 正式に記載 し た も の で， 近

年広島県方面 で発生が報告 さ れた。 本病 は重要な果樹で
あ る イ チ ジ ク (Fi cus cari ca)の病害であ る に も かかわ ら

ず， 日 本有用植物病名 目 録 に 記載 さ れ て い な い。 な お イ
ン ド で は ， THIRMALAC HAR ( 1946) が F. glomerata 及 び

F. religiosa にS. fi ci を幸�告 し て い る 。 KUROS AW A and 

K ATSUK I ( 1956 a) は両菌 は形態が異 な り 別種であ る と し

た が， S. ca ricae は分生子 が 4 .6�7 .  9 x 2 .  0�3 . 9 J.llTI， 分

生子柄 が 8�21 x 3 .  3�4 . 6 J.llTI に対 し て ， S. fi ci は分生
子 が 未 観 察 で ， 分 生 子 柄 が 15 x 2 . 4 J.llTI と さ れ

(T HIRMAL Aじ HAR， 19 46)， こ れ ら の報告か ら 両菌の形態的な
差異 を明確に認め る こ と は困難で は な い か と 恩わ れ る o

記載文献 が明 ら かで は な い が， イ ン ド で は そ の後S. fi・'ci

cari cae と い う 菌 も 記載 さ れて い る ら しく， 今後 こ れ ら の
菌の異同 を明 ら か に す る こ と が必要であろ う 。

ノダケそうか病

ノダケ (Peu ce danum de cursi vum) は薬用植物 と し て

知 ら れ る セ リ 科 の 多 年 生 草 本 で あ る 。 本 病 はS.
ρeu ce dani に よ る 病害 と し てKUROS AW A and K ATSUKI 

(1957)が報告 し た が病名の記述 は な い。 本菌の分生子 の

大 き さ は 4�8 x 2 . 6�4 J.llTIで， 小型 の分生子 と し て は普

通であ る が， 分生子柄 は 21 �50 x 2 .  6�3 . 3 J.llTIで か な り

長め で あ る 。 本報告 に は ， 病徴， 病原菌の分離・培養，

病原性検定等の記述 は な い。
オオバコぞうか病

オ オ バ コ (Plantago asiati ca)は オ オ ノf コ科 に属す る 多

年生草本で， 道端等 に よ く見 か け る 植物で あ る 。 本病 は

初め] ENKINS and BITANC OURT ( 1946) に よ っ て オ オ バ コ 属

植物の一種であ る P. regelii に見 いださ れ た が， 植物病

理学的 な 詳 し い 報告 は 行 わ れ て い な い 。 我 が国 で は
K ATS UK I ( 1 953 b) が初 め て 報告 し ， 宿主植物 は オ オバ コ

と し て い る が， そ の 際 に学名 をP. ma jor var. asiati ca と

し て い る 。 こ の報告 に は， 菌の形態， 病徴， 病原菌の分

離・培養， 病原性検定等 の記述 は な い。

ヤブマメそうか病

ヤ プマ メ (AmP hi ca ゆaea e dge wort hii var.  japoni ca) 

は マ メ科 に属 す つ る 性の 1 年生草本で， そ の種子 は食べ

ら れ る と い う 。 本病の病徴 は植物体の地上部全体 に 認 め
ら れ る 黒褐色の病斑で， 葉 で は しば しば小斑点状， 茎や

爽で は そ の全体 を覆 う 大型病斑 と な る こ と が あ る 。 こ の
よ う な病斑の特徴 は そ う か症状 と やや異 な る よ う であ る

が， 葉裏の 葉脈に沿っ て や や隆起 し た 病斑が生じ， そ れ

ら の病斑が葉の 萎縮・変形 を起因す る 状況は， そ う か病

の典型的な症状 と い え る 。 本病 は 東京周 辺 に よ く見 か け

ら れ， か な り 広 い範囲 に 分布す る も の と 思わ れ る 。

本病 は か つ て我が国 の 東北地方 を 中心 に 大発生 し た ダ

イ ズ黒 と う 病 (E . glycines)の調査時 に一部 で取 り 上 げ ら

れ， い ず れ の 病 害 も マ メ 科 植物体 を 宿主 と す る こ と か
ら ， 病原性 の 異 同 が問題 と さ れ た よ う で あ る 。 そ の 結

果， 本病病原菌であ る S. kuro zawana は ， ヤ プマ メ 及 び
ウ ス パヤ プマ メ (A. e dge wort hii var. t ri司pe rma)だ け に

病原性 を 示 し て い る (北日本病害虫研究会， 1957)。 本菌

に つ い て は倉 田 (1960) が， 後日正式な記載 を 行 う 予定

であ る と 報告 し て い る が， 筆者は そ の後の記載文献 の存

在 を 確認で き な い ま ま で あ る 。
本菌 は分生子 の大 き さ が約 4�7 x 3�4 J.llTIで， ダ イ ズ

黒 と う 病菌 (4 .7�13 X 2 . 1�5 .6， 平均 5 . 5 X 2 . 3 μm) に

近く， 肉質塊状で黒褐色~黒色の 菌叢， 生育の遅 さ 等，

類似す る 点 も 多 い が， 炭素源及び窒素源の利用 に つ い て

は両菌聞 に や や差異が認め ら れ る (倉田， 1960 ; 根岸・

陶山 ， 1993 a)。 ビ タ ミ ン に つ い て は ， こ れ ら 商菌 及 び

ラ ッ カ セ イ そ う か病菌 と い う マ メ 科植物 を宿主 と す る 3
種 の 菌 に共通 し て ， チ ア ミ ン 要求性が 認 め ら れ て い る
(倉田， 1960 ; 根岸・陶山， 1993 a)。
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コヤブタバコそうか病

コ ヤ プタ バ コ (Ca ゅωium ce rnuum) は キ ク科 に属す
る 越年草 で， 花 の つ き か た か ら ガ ン ク ピ ソ ウ と も い わ れ

る 。 本病 はK ATSUKl ( 1953 a) に よ っ て 初め て報告 さ れた

も の で， 病原菌 はs. yos hiiana と 記載 ・ 命名 さ れた 。 本

菌の分生子 の 大 き さ は 8�13 x 3 . 8�5 . 0 J.lITl， 分生子柄 は

1O� 15 x 3 . 8 J.lITlで， こ の分生子 は お そ ら く 大型の分生子

に該当す る も の と 思わ れ る 。 ち な み に本報告 に は分生子

層， 分生子柄及び分生子 の手書 き の図が添 え ら れて い る

が， こ の図か ら 本菌 をSp ha celoma 属菌 と 識別す る こ と

は困難であ る よ う に思わ れ る 。 な お， 本報告 に は病徴，

病原菌 の分離 ・ 培養及び病原性検定 に つ い て の記述 は な
しlo

コセンダングサそうか病

本病 は全国各地の空 き 地や線路際等 に よ く 見 か け ら れ

る キ ク科雑草 の コ セ ン ダ ン グサ (Bi dens 〆losa) に発生

す る も の で， 茎葉部全体 に認め ら れ る き わ め て 激 し い そ

う か症状が特徴であ る 。 激発時 に は新葉部 の奇形， 茎部

の異常肥大や落葉が認め ら れ， 湾曲 し た 茎だ け が残 さ れ

る こ と も あ る 。 本病害 は コ セ ン ダ ン グサの分布 と 同様広

く 全国各地 に 認 め ら れ， いずれの場所で も か な り 激 し い

発生状況 を呈す る こ と が多 い。 病斑上 に は分生子層上に

ほぼ直接形成 さ れた 多数の分生子 が認め ら れ， そ の大 き

さ は 4�7 x 3�5 J.lITlで あ る 。 本病原菌 は本属菌 の 中 で は
分離 ・ 培養が比較的容易 で あ り ， 培地上での 生育 も か な
り 早いほ う で あ る (根岸， 1986)。

な お本菌 を 分離す る と き に は， 茎葉部の病斑部 を滅菌

水に一晩漫潰す る と ， 小型の分生子 の懸濁液がで き る の

で， こ れ を 適宜希釈後 100 pp m程度 の ク ロ ラ ム フ ェ ニ

コ ー ル 等 を 含む PSA培地 に 画線 す る 方法が簡単 で あ

る 。 通常 こ の方法で分離3 日 後 に は， 淡黄褐色でつや の
あ る ド ー ム状の小 コ ロ ニ ー を 多数得 る こ と がで き る 。 本

方法は他の そ う か病菌の分離 に 当 た っ て も 有効であ る 。

本菌 に つ い て は， 分離菌株の一つ に 分生子形成能の非
常 に 高 い も の が あ っ た た め ， コ セ ン ダ ン グサ以外の キ ク

科植物 と し て ， キ ク (Chη'sant hemum mo rifolium)， 

シ ュ ンギク (C. coronarium)， レ タ ス (La c lu ca sati va)， 

ア メ リ カ セ ン ダ ン グサ (B . jト"On dosa) への接種が行わ

れ， いずれ も 感染 が み ら れて い な い (根岸， 1986)。 ま

た ， 擢病植物に隣接 し て 生育 し て い る シ ロ パ ナ セ ン ダ ン
グサ (B . ρilosa var. minor)やセ ン ダ ン グサ (B .

bite rnata) に病徴か認 め ら れな い こ と (端山， 私信) か

ら ， 根岸 ( 1986) は本病原菌の宿主範囲 を か な り狭い も

の と し た 。
コ セ ン ダ ン グサ に 発生 す る そ う か病の報告 は， BITAN 

ι OU RT and ] ENKINS ( 1950) が行 っ て お り ， S. bi dent is が病

原菌 と し て記載 さ れて い る 。 こ の報告 に は簡単な病徴 と

分生子 層 の大 き さ に つ い て の記述だ け が あ り ， 分生子 は

観察 さ れ て お ら ず 病名 の 記述 も な い 。 我 が 国 でS.
bi dentis が 記 載 さ れ た の はKUROS AW A and K ATSUKl 

( 1956b)に よ る も の が最初で， こ こ で は 菌 の 記載だ け が

行わ れ， 病徴， 病原菌の 形態や分離 ・ 培養， 病原性検定

は 行わ れ て い な い 。 ま た 宿主 を セ ン ダ ン グサ と し てS.

bi dentis の新宿主 と し て い る が， そ の学名 に は コ パ ノセ

ン ダ ン グサの学名であ る B . bipinnata を 用 い て い る 。 そ

の後， 根岸 ら (1985) は セ ン ダ ン グサ にSρha celomasp . 

に よ る そ う か病の発生 を 認め た と し た が， 後 に宿主 の再

同定 を行い， S. bi dent is に よ る コ セ ン ダ ン グサ そ う か病
と 訂正 し ， 本病 に関す る 詳細な報告 を し て い る (根岸，

1986)。

コスモスそうか病

コ ス モ ス (Cosmos bipinnatus) は 前出の コ セ ン ダ ン グ

サ と 同様キ ク科 に 属 し ， いずれ も 我が国への帰化植物で
あ る 。 本病 は根岸 ら ( 1986) に よ っ てSp ha celoma sp. に
よ る そ う か病 と し て 報告 さ れ， 当 初発生地 は神奈川 県川

崎市多摩区 に限 ら れた が， そ の 後東京都豊島 区， 茨城県

取手市， 埼玉県越谷市及 び静 岡県静 岡市で も 発生が認め

ら れ， 我が国 で は か な り 広範囲 に 分布す る こ と が確認 さ

れて い る (根岸 ・ 陶山， 1993 c)。 本病 は 茎葉部 の 激 し い

そ う か症状 を 特徴 と し ， 重症株で は落葉が激 し く ， 病斑

に覆わ れ て 肥大 ・ 変形 し た 茎だ け が林 立 す る こ と も あ

る 。 本病 に つ い て の報告 は こ れまでに全 く 見 あ た ら ず，

こ れが初 め て の も の で あ る 。 な お， 本病発生地付近 に は
しば しば コ セ ン ダ ングサそ う か病の発生が認 め ら れ る 。

本病の宿主及 び発生地の環境 を考慮 し ， 本病病原菌 と

コ セ ン ダ ン グサそ う か病菌 と を 比較 し て み る と ， 分生子

の大 き さ (4�7 x 3�5 J.lITl)， 培地上での菌叢形状， 種々

の炭素源や窒素源利用能が酷似 し て お り (根岸 ・ 陶山，
1993 a， c)， 血清学的反応や可溶性 タ ンパ ク の SDSー ポ リ

ア ク リ ル ア ミ ド ゲル 電気泳動ノf タ ー ン も ほぼ同様で あ っ

た (根岸， 未発表)。 さ ら に両菌の 分生子 形成 を 誘導 し

(根岸 ・ 陶山， 1993 b )， 両宿主 聞 で交互接種試験 を 行 う

じ いずれの菌 も 両宿主 に対 し て 同様の病徴 を 再現す る

こ と が判明 し ， 両菌 は いずれ も S. bi dent is と 見 な さ れて

い る (根岸 ・ 陶山， 1993 c) 0 S. bi dent isの宿主範囲 は，
コ セ ン ダ ン グサに き わ め て 近縁な植物で は なく， 当初の
予想 を 越 え て や や離れ た と こ ろ に あ る こ と が判明 し た わ

け で あ る 。
本病 は毎年ほぽ同 じ場所 に 発生が認め ら れ， また 擢病

植物体上の大 き な病斑 は ， 被害残漬上 に翌春まで明瞭 に
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認め ら れ る た め ， ラ ッ カ セ イ そ う か病 と 同様， 被害茎葉
が重要 な役割 を 果 た し て い る こ と が想像 さ れ た (長井

ら ， 1987)。 こ の た め コ ス モ ス 種子 を播種 し た 上 に 被害残

澄 を 並べて お い た と こ ろ， 多 く の発芽直後の幼植物体に

本病特有の病徴を見 いだす こ と がで き た 。 こ の被害残澄

か ら 完全時代 は見 いだせ な か っ た が， 病原菌の分離が可

能で あ っ たた め， 本病 は 少 な く と も ー冬 は被害残澄中 の

病斑内で菌糸体の ま ま で生残 し ， 翌春 の第一次遺伝源 と

な る こ と が考 え ら れ る (根岸 ・ 陶山， 1993 c)。

お わ り に

我が国に発生の認め ら れ る そ う か病 に つ い て は， 本文

で も述べた と お り ， 日本有用植物病名 目録に記載の な い
も の がか な り あ る 上に， そ の よ う な も の に つ い て は病名

も つ け ら れて い な い こ と が多 い。 ま た こ れ ら の病害 に つ

い て は， 宿主植物の 同定 ・ 分類が必ず し も 十分 と は い え
ず， 病原菌の分離 ・ 培養や病原性検定 も 行わ れ て い な い

も の が多 い。 今回紹介 し た病害 の う ち ， 実際 に筆者が発

生 を 確認で き た も の は ， 最近学会で発表の あ っ た イ チ ジ

ク そ う か病 を含め て も 5 種で， 病原菌の分離 ・ 培養を行

え た も の は 3 種 (病原菌の種数では 2 種) に す ぎず， 十

分な解説 がで き な い病害 も あ っ た 。 こ こ に引用 し た文献

に は古い も の も 多 く ， 筆者に 誤認等が あ っ た場合に は御

容赦願 い た い。 今後 は， こ れ ら 病害 に つ い て の研究を進

め る と と も に， 世界各地 に 発生す る 他の そ う か病 と の比

較検討 を行い， 病原性検定 を 主体 と し て 病原菌相互の関
係を明 ら か に し て い き た し'0
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