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特集 : イ チ ゴ炭 そ 病 ( 3 )

イ チ ゴ炭 そ 病の伝染環と発病制御技術

1987 年， 奈良県大和郡山市の イ チ ゴ育苗圃で炭 そ 病が

突発的 に 大発生 し ， ほ ぽ全株が枯死す る 惨状 を 呈 し た 。

そ の後， 本圃で も 急性萎 ち ょ う 症状 を 伴 う 発病が確認 さ

れ， 本病 に対す る 緊急な 防除対策が要望 さ れた。

イ チ ゴ炭そ病の発生 は ， 既 に徳島県 に お い て 「芳玉J

に Colletotrichum fragariae に よ る 炭 そ 病 ( 山本， 1971) 

が発生 し ， そ の後奈良県で も そ の発生が記録 さ れた (小

玉， 1978) 。 し か し ， 1987 年 に 育苗圃 で発生 し た病害の病

原 は ， 発病株上及び培養中 に 子 の う 殻 を形成 し， VON ARX 

の分類 に し た が っ て ， Glomerella cingulata であ る こ と

を 明 ら か に し た ( 岡 山 ， 1988) 。 本 菌 の 分生子 は 形 態 的

特徴及び完全時代が G. cingulata であ る こ と か ら ， VON 

ARX ( 1957) 及 び SUTTON (1980， 1992) の 検 索 表 に 従 っ

て ， C. gloeosporioides (Penz. ) Sacc. と 同定 し た。 本菌

は フ ロ リ ダ で は 果実被害 を 起 こ し ， 仁 fヤ'agariae に 比

べ て 分生 子 の 大 き さ が わ ず か に 異 な る と さ れ て い る

(HOWARD et al. ，  1984) 。

筆者 は既報 に お い て ， 本病の病原菌お よ び発生生態 に

つ い て報告 し た ( 岡 山， 1988) 。 こ こ で は そ の後の研究成

果 を加 え ， 本病の伝染環並 び に 発病制御技術 を 中心 に 述

べ る 。

I 伝 染 環

G. cingulata は集合種で， 宿主範囲が広 い と さ れ (SUT

TO:-l， 1980 ; 徳永， 1984) ， イ チ ゴ炭 そ 病菌 は マ メ 科雑草の

一種であ る Cassia oM制約lia に 寄生 し て伝染源 と な る

可能性があ る (HOWARD et al . ，  1973) 。 接種試験の結果， 本

菌 は無傷でイ チ ゴ の ほ か に ， ソ ラ マ メ ， エ ン ド ウ ， シ ク

ラ メ ン， ノ ゲ シ， ア ボ カ ド 果実 に 寄生性があ り ， 有傷で

は こ の ほ か に ， サ サ ゲ ， リ ン ゴ果実 に 寄生性が認め ら れ

た 。 し か し ， チ ャ ， ツ ノ f キ ， ア オ キ ， ア ジ サ イ ， ヒ イ ラ

ギ ナ ン テ ン， カ キ ， ウ リ 科及びナ ス 科野菜 に は寄生性が

認め ら れず， 寄生範囲が限 ら れて い た 。 ま た ， 育苗圃近

辺 に 生育す る マ メ 科雑草， ノ グ シ か ら 本菌 は検出 さ れて

い な い 。

促成 イ チ ゴ の育苗 は， 採苗圃 で増殖 さ れた苗が 7 月 に

仮植圃 に植 え ら れ， 9 月 中旬 に本 圃 に 定植 さ れ る 。 病原菌

Disease Cyc1e and Disease Management of Strawberry 
Anthracnose. By Ken'o ÛKAYAMA 

おか
奈良県農業試験場 岡

やま

山 健 夫

は 圏場 に 残 さ れた権病枯死株の葉柄や根冠部で越冬 し ，

残溢内 の病原菌 は感染能力 を 8 か月 以上保持 し て い る 。

し た が っ て ， 同一育苗圃 で イ チ ゴ を連作す れ ば第一次伝

染源 に な る 。 イ チ ゴ炭 そ 病菌 は 当初土壌中 で越冬で き な

い と さ れた が (HORN et al . ，  1968) ， C. acutatum に よ る 炭

そ病菌 は土壌中 か ら 回収 さ れ (EASTBURN et al . ，  1990) ， 生

存温度が明 ら か に さ れて い る 。

本病 は高温期 の 降雨で発生 し や す く ， 発病適温 は 250C

以上であ る 。 280C以上 に な る と 枯死株が現れ， 高温 に な

る ほ ど急性萎 ち ょ う 症状が発生 し や す く な る 。 本病の感

染 に は 湿度が重要 で あ り ， 過湿状態 に お く と 感染株 は

200C以下の気温で も 萎 ち ょ う 枯死株が発生 し ， 発病 に は

温度 よ り も 湿度 の影響が強 い 。 イ チ ゴ炭 そ 病菌 は 外見上

健全 な株の根冠内部で越冬 し ， 潜在感染す る 。 潜在感染

株 は低温期 に は病徴が現れ な い が， 翌春 に 発病 し ， 親株

に 使 う と 6 月 上旬 に親株の葉柄か ら 発病 し始 め ， そ の後

ラ ン ナ ー， 子苗 と 伝染 し て い く 。 病斑 は最初親苗の葉柄

に 現れ， 次 い で ラ ン ナ ー に 現れ る 。 高湿度下で は こ れ ら

の病斑上 に分生胞子堆が形成 さ れ， 雨水や護水 に よ っ て

小葉や隣接株へ と 伝染す る 。

潜在感染株 は 現地 に あ る 原種苗増殖施設 に お い て も 発

生 し て お り ， 冬期 に配布 あ る い は購入 さ れた親苗に よ っ

て 広域的 に 運 ばれた可能性が高 い。 こ の よ う な広域的な

伝搬 は海外で も 示唆 さ れて お り ， フ ロ リ ダで果実 に 発病

し た の は カ リ フ ォ ルニ ア で養成 し た 萄が原因 と 指摘 さ れ

て い る (HOWARD et al . ，  1992) 。 し た が っ て ， 栄養繁殖性の

イ チ ゴでは 苗汚染対策が き わ め て 重要であ る 。

感染株 は高温期で も 乾燥状態で は 潜在感染す る こ と が

あ り ， 本圃へ定植 し た 後 あ る い は ビニ ル被覆後 に 急性萎

ち ょ う 症状 を 起 こ す。 急性萎 ち ょ う 株 は根冠が褐変 し て

お り ， 特 に 高温 に 経過 し た と き に 発生 し や す い。 本圃で

の発病 は育苗圃 で感染 し た 株 を 植 え 付 け た こ と が原因 と

考 え ら れ る 。

本状の伝染環 は 図-1 の よ う に な る 。 発病要因 は， 主因

であ る 病原菌， 宿主 と し て 感受性品種や特定 の雑草及び

作物， 環境要因 と し て 高温及 び降雨が挙 げ ら れ る 。 こ の

う ち 主要な第一次伝染源は， 潜在感染株 と 汚染土壌で あ

り ， 風雨 に よ っ て 急速 に 二次伝染 す る 。 イ チ ゴ を侵す炭

そ 病菌 に は C. gloeo者porioides の ほ か に 3 種が報告 さ れ
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図 - 1 イ チ ゴ炭 そ 病の伝染経路 と 発病助長要因
O 司 : 主要な伝染経路，
0→ : 発病助長要因.

て お り (MAAS， 1984 : SMITH et al.， 1990) ， 病原菌の類縁関

係 を 明 ら か に す る と と も に ， 他の種 に つ い て も 生態研究

を深め る 必要があ る 。

1987 年 に 採苗圃や本圃 で大発生 し た 原因 に は ， ①新 し

く 栽培 さ れた 品種が本病 に 擢病性で あ っ た こ と ， ②潜在

感染株が親株 と し て 用 い ら れた こ と ， ③有効な登録薬剤

や使用 方法が な く ， 防除が後手 に ま わ っ た こ と ， ④発生

生態や伝染環が明 ら かでな く ， 抵抗性品種であ っ た 「宝

交早生」 と 同様の潜水方法 を 用 い た こ と ， ⑤潜在感染株

を 判別 す る 方法 が な く ， 感染株 を 本 圃 に 植 え 付 け た こ

と ， が考 え ら れ， こ れの 条件が重 な っ て 激発 に 結 び付い

た も の と 推論 さ れ る 。

E 発病制御技術

本病の 防除対策 は 図-2 に 示 し た よ う に ， 伝染環の遮断

を 目 的 と し た 耕種的防除法 と 薬剤 に よ る 防除が有効であ

る 。 健全株 を確保す る た め に は ， 発病圃場か ら 採苗 し な

い こ と が重要であ る 。 し か し ， 第一次伝染源 と し て重要

な も の は潜在感染株であ り ， そ の発見 に は加温に よ る 検

定が有効であ る 。 被検株 を ピ ニ ル袋 に 入れて過湿状態 と

し ， 280Cの 陽光定温器 に 2 週間保つ と 無病徴感染株 は発

病す る 。 こ の検定法 は潜在感染親株や増殖網室 に お け る

原種株の検定 だ け で な く ， 子苗の抽出検査 に も 利用す る

こ と がで き る ( 岡山， 1993) 。

本県では， 秋冬期 に こ の方法に よ っ て 原種苗の感染状

況 を調べ， 夏期 に は発生状況調査 と 除去処分 を 続 砂 た 結

果， 年々 発病株率が減少 し ， 増殖網室での発生がみ ら れ
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〔太陽熱利用 による土壌消毒〕
図 - 2 イ チ ゴ炭 そ 病の発病制御技術

時 : 【主要な制御技術】， → 制御技術〕
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図 - 3 イ チ ゴ炭 そ病の発病 に 及 ぽす底面給水及びス プ リ
ン ク ラ ー の影響

P : 葉柄， L : 小葉 1.  2. 3， ラ ン ナ ー及 ぴ子苗の
発生順位， 口越冬潜在感染株 圏潜在感染株 .

按種株

な く な っ た 。 同様の成果 は香川 県 に お い て も 認め ら れ，

本 病 の 発 病 抑 制 に 著 し い 効 果 が 現 れ て い る ( 楠 ，

1994) 。

育苗闘 の ま ん延防止対策 と し て は， 垂直方向への分生

子 の 分散距離 を も と に 設置 し た 40 cm 以上 の ピ ニ ル 障

壁が有効であ り ， 隣接株への伝搬防止の た め の 緊急避難

的 な 回避策 と し て 実用性が高 い 。 ま た ， こ の 方法は現地

の発生圃場 は も と よ り ， 農薬試験圃 に お い て 無処理区か

ら の 飛散 を 防 ぎ ， 効果試験 の 精 度 向 上 に 役立 つ て い る
(岡山， 1994) 。

雨 よ け育苗 は露地育苗 に比べて発病 を顕著 に抑制 し ，

前年の汚染圃場 に お い て も 高 い 防除効果 を 発揮 し た 。 特

に 「女峰J は汚染圃場の露地栽培で は育苗が不可能であ

り ， 雨 よ げ育苗 は本品種の必須技術で あ る 。 し か し ， 雨

よ け栽培で は潜水法が発病 に 影響 し ， 従来の濯水法で あ

る ス プ リ ン ク ラ ー は発病 を助長 し た 。 こ れ に 対 し て 図-3

に示 し た よ う に ， 底面給水 は 潜在感染株の発病だ げ でな

く ， 発病親株か ら 子苗への伝染 を抑 え ， 健全 な子苗の育

苗技術 と し て 最 も 有効 な方法であ る (OKAYAMA， 1993) 。 こ
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の 方法 は 現地の育苗圃場の み な ら ず， 親苗増殖施設への

利用や 品種育成園場に利用 す る こ と に よ り ， 潜在感染株

に よ る 本病の伝搬 を 完全 に 防 ぐ こ と がで き る と 考 え ら れ

る 。

本病 に対す る 薬剤防除法 と し て は， 土壌消毒， 感染株

の薬剤処理や薬剤散布が有効であ る 。 育苗闘 の く ん蒸処

理は臭化 メ チ ルが有効であ り (HORN et al . ，  1963) ， ク ロ ル

ピ ク リ ン や メ チ ル イ ソ チ オ シ ア ネ ー ト も 有効で あ っ た

(岡山， 1989) 。 本闘では， 多数の病原菌 に有効であ る 太

陽熱利用 に よ る 施設内 の土壌消毒 (小玉 ら ， 1982) が本

病 に 対 し で も 有効 で あ る 。 育苗 圃 及 び本 闘 の 土壌消毒

は， 萎黄病防除 の た め に 既 に 毎年行わ れ て お り ， 圃場 に

残 っ た 炭 そ 病菌 は 同 時 に 防除 さ れ る と 考 え ら れ る 。

薬剤散布 に よ る 防除 は 多数の薬剤が有効であ る が， 効

果の持続期聞 はベ ノ ミ ル剤が 3 週間， 他の薬剤 は l 週間

程度であ っ た 。 べ ノ ミ ル剤 は感染株 に対す る 株浸漬や護

注が高 い 防除効果 を 示 し ， 潜在感染株 に も 有効 で あ る

( 岡 山 ら ， 1989 ， 1990) 。 し か し ， 耐性菌が出現 し て お り ，

こ れ に は ジ エ ト フ ェ ン カ ル プ剤が有効であ る こ と が知 ら

れて い る (楠 ら ， 1992) ， 

県内では， 最近 「 と よ の か」 の栽培面積が増加 し ， こ

れに伴 っ て う ど ん こ 病の被害が大 き く な り ， そ の 防除対

策が課題 に な っ て い る 。 炭 そ 病 に 擢病性品種であ る 「女

峰J， r ア イ ペ リ ーJ も う ど ん こ 病の果実被害が著 し く ，

我が国 に お け る 最近の 主要品種 は， 両病害 に対す る 防除

対策が必要 に な っ て い る 。

う ど ん こ 病 に対 し て は DMI 剤が卓効 を 示 し ， 炭 そ 病

に も べ ノ ミ ル剤 と 同等 の効果が現れる 薬剤が見 い だ さ れ

た 。 す な わ ち ， フ ェ ナ リ モ ル， ビ テ ル タ ノ ー ル， ミ ク ロ

プタ ニ ル は発病初期か ら の 防除で両病害 に有効であ り ，

こ れ ら の薬剤の株浸漬や散布 は耐性菌 に対 し て も 効果が

期待で き る ( 岡 山 ら ， 1992) 。

お わ り に

イ チ ゴ炭 そ 病 は 1987 年 に 大発生 し た 地域では， 上述の

よ う な 防除対策 を立 て る よ う に な っ て ， 被害が著 し く 減

少 し た 。 本病 は イ チ ゴ新品種の育成 に 伴い， 数種の優良

品種 に大発生 し た も の で あ る 。 イ チ ゴ の 品種 は 果 実 の

色， 形， 濃厚 な 味， 硬 さ ， 芳香 な ど 高 品質性が要求 さ

れ， 施設栽培が主 な我が国 の よ う な イ チ ゴ栽培で は ， 抵

抗性品種の育成 は優先 さ れ に く い。 こ の よ う な優良形質

を備 え た 品種の栽培 に は病害対策が必須の 技術であ り ，

農薬の み に偏 ら な い伝染環の遮 断 を 重視 し た 生態的防除

法が ま す ま す肝要 な も の と な る 。 本病 は世界の イ チ ゴ生

産 に と っ て 最 も 重要 な病害であ り ， こ れ ら の発病制御技

術が圏 内 だ け で な く ， 世界の イ チ ゴ生産の安定化 に 貢献

す る こ と が期待 さ れ る 。
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