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モ モ では， リ ン ゴ や ナ シ な ど他の果樹 と は異な り ， 病

害 に対す る 品種の感受性 に 違 い が認め ら れな い こ と が多

い た め， 耐病性品種 に よ っ て被害軽減 を 図 る こ と は現状

では難 し い。 モ モ に 発生す る せ ん孔細菌病 は， 産地 を形
成す る 上で き わ め て影響の大 き い病害であ り ， 本病 を克

服で き な げ れば産地化 は 困難であ る と い っ て も よ い。

モ モ せ ん 孔 細 菌 病 の 病 原 菌 は Xanthomonas

canψes加is pv. ρruni (SMITH ) DYEで あ る と さ れて い た

が ， 高 梨 (1985) は こ の ほ か に Erwinia nig1明悦郎官

WILSON， STARR and BE郎ER と Pseudom棚酒 勾wingae pv. 

勾wi増田 VAN HALLの 2 種 も 病原性 を有 し て お り ， 区別 し

難 い病微 を呈す る と し ， こ れ ら 3 種の病原細菌が関与す

る と 報告 し て い る 。 ま た 本病原細菌 は モ モ だ け で は な

く ， 他の核果類 に も 寄生 し， モ モ ， ニ ホ ン ス モ モ ， ア ン

ズが共通宿主 に な り う る 。

本病 は難防除病害で あ る と い わ れて い る が， こ の最大

の理由 は， 本病 に対 し て有効な 防除薬剤がな い こ と に よ

る 。 本病の 防除 に は 開花前 ま た は収穫後 に ボ ル ド ー液や

無機銅剤が使用 さ れ る が， こ れ ら は生育期 に は銅 に よ る

薬害 を生ず る た め使用 で き な い。 こ の た め生育期 に は硫

酸亜鉛石灰液， ジ チ ア ノ ン剤， ジ ラ ム ・ チ ウ ラ ム 剤， ス

ト レ プ ト マ イ シ ン剤 (SM) ， テ ラ マ イ シ ン剤 (TM) ま た

は SM と TM の混合剤 に 農薬登録があ り 使用 さ れ る 。 な

かで も 本病原細菌に対す る 殺菌効果 は， 抗生物質であ る

SM や TM が優れて い る 。 し か し ， SM に つ い て は モ モ

せ ん孔細菌病で 1970 年代後半 に は す で に 耐性菌 の存在

が報告 さ れて お り ( 1979) ， 福島果試の調査で は， TM に

つ い て も 耐性菌 と 考 え ら れ る 菌株の存在が認め ら れて い

る (1開7) (図ー1) 。
Methods for Monitoring Fun嘩icide Resistance-Peach 

bacterial shot-hole (X，仰th咽隅側回 目別μstris pV. P叩判il . Citrus 
canker (Xanthomon閣 ωmpest市 pV. citri) and Bacterial 
canker of Kiwifruit (角田ldomonas syri昭ae pV. actinidiae) . 
By Tad国hi OGATA and Meisaku KOIZUMI 
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モ モ せ ん孔細菌病菌 に対す る 抗生物質剤の MIC

値の頻度分布 (福島果試. 1987) 
図 ー 1

福 島 県 に お い て は SM に よ る 防除効果 の 低 下 が指摘

さ れ る と と も に ， 1987 年， 高頻度 に 耐性菌出現の実態が
明 ら か に な っ た た め ， そ の後， 同薬剤 を 県 の病害虫防除

基準か ら 削除 し た 経緯があ る 。 本病原細菌の抗生物質 に

対す る 感受性 に つ い て モ ニ タ リ ン グ し た 例 は非常 に 少 な

いが， 本稿で は in vitro に お け る 抗生物質感受性の検定

法 に つ い て 解説 し た い。

病原細菌のサ ン プ リ ン グ法

モ モ せ ん孔細菌病 は枝， 葉及び果実 に 発生す る 。 枝で

は春先か ら 前年生育 し た 越年枝上 に 形成 さ れ る 春型枝病

斑 と ， 生育中 の 新檎上 に 形成 さ れ る 夏型枝病斑が あ る 。

いずれか ら も 病原細菌の分離 は可能であ る が， 耐性菌分

布の モ ニ タ リ ン グの た め に は， 新梢 に お け る 擢病葉か ら

採取す る の が容易 で， 必要 な 菌株数 も 得 ら れや す い。

2 病原細菌の分離方法

採取 し た 擢病葉か ら 分離す る 場合， 材料 は で き る だ け

被害初期 の新鮮な も の を供試す る 。 ま た 1 葉か ら 1 病斑

を原則 と し て病斑部 を切 り 取 り ， 切片 を 70% エ タ ノ ー ル

で数秒， 2% ア ン チ ホ ル ミ ン液で 2， 3 分間表面殺菌， 続

いて殺菌水で十分洗浄 し ， ブ ド ウ 糖加用 ジ ャ ガ イ モ 寒天
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培地 (PDA) 平板上 に 置 き ， 250Cで培養 し て発育 し た菌

叢の一部 を PDA 斜面培地 に移植す る 。

E 薬剤感受性の検定方法

本病原細菌の薬剤 に対す る 感受性 を検定す る 方法 と し

て は， 細菌の増殖 を 測定す る 方法 は行わ れず， も っ ぱ ら

対象薬剤の浪度 を 変 え て ， 菌叢 の生育状況 に よ っ て 最小

生育阻止濃度 (MIC) を 求 め る 方法が用 い ら れ る 。 こ こ

で は， 固体培地希釈法 (画線塗抹法) と 水平拡散法 (阻

止円法) に つ い て 解説 し た い。

1 検定培地 と 作製上の留意点

培地の組成 と pH が薬剤感受性 に 及 ぽす影響 は大 き い

と 考 え ら れ る 。 本病の よ う に細菌が対象 と な る 場合 に は

pH 7 で薬剤感受性が高 く な る の で， 特殊な場合 を 除 い て

pH 6 . 8-7 . 2 に調整す る 必要があ る 。 モ モ せ ん羽細菌病

菌の SM に対す る 耐性菌検定 に お い て ， 落合 ら (1979)

は PDA 培地 を 用 い， 高梨 ら ( 1979) は ト リ プ ト ソ イ ブイ

ヨ ン (栄研) に 寒天 2% を加用 し た も の を 用 い て い る 。 こ

の ほ か ， 日 本化学 療 法 学 会 で は MIC 測 定用 と し て ，

Mueller-Hinton broth (Difco) が 採 用 さ れ て い る

(1981 ) 。 一連の 実験 を 継続 し て い る 聞 は 同一材料が使用

可能であ る 必要があ り ， 試験時期 を 隔 て て 反復す る 場合

に は ， 同一製品 の 同一 ロ ッ ト の 感受性検定用培地 を使用

す る こ と が， 実験誤差 を 少 な く す る 意味か ら 重要であ る 。

( 1 )  画線塗抹法

寒天平板の作製 に 当 た っ て ， 供試薬剤 を検定培地 に加

え る 場合 は ， 培地の温度が 45-50・C前後の な る べ く 有効

成分の分解等 の な い 条件下で， 最終濃度 の 10 倍濃度 の液

を 9 倍量の培地 に 添加 し ， 十分か く は ん し て シ ャ ー レ に

流 し 込む。

( 2 )  阻止円 法

こ の 方法 を 用 い る 場合， 平板 は 常 に 水平に保 ち ， 種層

の菌数 を 均一 に保つ必要が あ る 。 検定用平板の厚 さ も 2

mm 程度 に な る よ う 一定 に す る 。

2 供試薬剤 と 浪度

薬剤 に対す る 感受性の み を検定す る 場合 に は， そ の薬

剤 の 純品 を 殺菌 水で所定浪度 に 溶解， 希釈 し て 用 い る

が， 対象 と す る 薬剤が水溶性 と は 限 ら な い の で， 水中で

懸濁が容易 な製剤 を 用 い た ほ う が よ い場合 も あ る 。 こ の

場合 に は 目 的 と す る 主成分だ 砂 で は な く ， 副成分の影響

も 同時 に み る こ と に な る の で， 成績書 に は供試薬剤の剤

型 に つ い て 記載す る 必要があ る 。

供試濃度 は有効成分で 100 ppm (μg/ml) を 最高 と し

て， 2 倍段階希釈法 に よ り 殺菌水で希釈 し て 調整す る 。 す

な わ ち 100， 50， 25， 12 . 5， 6 . 25， … … と 希釈 し， 対照 と

し て O ppm も 必ず用意す る 。 ま た 100 ppm 以 上 の 濃 度

を使用 す る 場合 は ， 200， 400， 800， 1600 ppm と す る 。

抗生物 質 の よ う に カ 価 と し て unit を 用 い る 場 合 で も

ppm を使用 す る 。

3 検定方法

画線塗抹法 と 阻止円 法 の い ずれ を 用 い た 場合 に も ， 薬

剤感受性 に 関す る 結果 に 違い が な いが， 3 回以上の反復

試験が必要で あ る 。 ま た ， 菌 を分離培養後， 長期間保存

し で あ る 場合 に は， 少 な く と も 1 回以上継代培養 し， 培

養直後の菌を使用 す る 。

( 1 )  画線塗抹法

供試薬剤j を所定 の濃度 に 調整 し た 検定用培地 に ， 分離

し た 菌株 を 白金耳 に て 画線塗抹す る が， 菌の突然変異 の

影響 を 少 な く す る た め に 菌液 は 1Q6/ml 程度 に調整す る

のが望 ま し い。 細菌数の定量 に は い ろ い ろ な 方法が開発

さ れて い る が， こ れ に 関す る 記述 は こ こ で は割愛 さ せ て

い た だ く 。

標準の ニ ク ロ ム線ル ー プ (内径 1 mm 前後) は市販 さ

れて い る が， 1Q6/ml の菌液 を こ の標準ルー プで 1 ス ポ ッ

ト 接種 し た 場合， 約 2 ， 000 個 の細菌が接種 さ れ る こ と に

な る 。 こ の 場合 mutant の 出 現 は 極 め て 低 い 確率 で あ

る 。 1 白金耳ずつ約 2 cm の長 さ に 薗線塗抹す る が， 1 枚

の シ ャ ー レ で 10 菌株程度 は 同時 に 画線塗抹が可能で あ

る 。 そ の後 250Cで 24-48 時間 イ ン キ ュ ペ ー ト し， 菌叢の

発育状況 に よ り MIC 値 を 求 め る 。

( 2 ) 匝止円法

本法は薬剤の抗菌カ を 定量化す る こ と に優れて い る 。

本法で は ス テ ン レ ス 製円筒 ( 日 本抗生物質学術協議会規

格， 外径 8 mm， 内径 6 mm， 高 さ 10 mm) を 用 い る カ ッ

プ法や， 炉紙 円盤 (市販の抗生物質検定用ペ ーパー デ ィ

ス ク ， 直 径 8 mm ま た は 6 mm， 厚 さ 1 . 5 mm ま た は

0 . 7 mm) を 用 い る ペ ー パ ー デ ィ ス ク 法 な どが あ る 。 い ず

れ も 同一平板内で薬剤聞 の比較 を 行 う に は便利 な 方法 と

い え る が， 1 シ ャ ー レ で 1 菌株 し か検定で き な い 欠 点 が

あ る 。 こ の 中 で は 後者 の ほ う が実験操作が簡便で あ り ，

試料水溶液中 の 有機溶媒 の 高 い 濃度 に も 耐 え 得 る 利点が

あ る (梅津， 1955) の で， 以後， ペ ー パ ー デ ィ ス ク 法 に

つ い て説明す る 。

検定用培地 に細菌浮遊液 (WS/ml) を 9 : 1 の割合で加

え て ， 泡の で き な い よ う に軽 く 振 り な が ら 均一 に 混ぜて

シ ャ ー レ に 流 し 込 み ， 厚 き 2 mm 程度 の 平板 を 作製 す

る 。 一方， 所定濃度 に な る よ う に 調整 し た 各供試薬剤 の

液 に 数分間漫潰 し た ペ ーパー デ ィ ス ク は， 別の殺菌炉紙

で余分な薬液 を吸い取 り ， あ ら か じ め作製 し た検定用平

板上 に 適 当 な 間 隔で置床 し ， 250Cで 24-48 時間 イ ン キ ュ
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ベ ー ト す る 。 な お 大量 の 試料 を 同 時 に検定す る 場合 に

は， シ ャ ー レ の代わ り に パ ッ ト な ど を利用す る 場合 も あ

る 。 ま た SM に つ い て検定す る 場合 に は 問題 は な い が，

薬剤 に よ っ て は検定用平板の寒天中 に お け る 拡散が悪い

た め に ， 阻止円形成 に 影響す る 場合が あ る 。 こ の よ う な

場合 に は平板 を薄 く し た り ， 場合 に よ っ て はペーパー デ

ィ ス ク を検定用平板 に 置床す る 直前 に ， メ タ ノ ール あ る

い は ジ メ チ ル ス ル ホ キ シ ド と の 1 : 1 混合溶媒 を 30�40

μJ シ リ ン ジ で加 え て ， あ ら か じ め 炉紙 に 吸着 し た試料を

溶解 さ せ る と 感度が高 ま る (小林 ・ 小清水， 1981 ) 。

4 検定結果の判定 と 留 意点

( 1 )  画線塗抹法

菌 の 発育が完全 に 阻止 さ れた 最低濃度 を も っ て MIC

値 と す る 。 シ ャ ー レ 1 枚 当 た り の 集落 が 5 個以 内 の 場

合， そ れ ら は変異菌 (Variant) であ っ て ， 全体 と し て は

発育が血止 さ れた と み な し で も よ い。 し か し ， 小 さ な集落

が多数認 め ら れ る 場合 に は， こ れ ら を耐性菌 と 判断す る 。

( 2 ) 阻止円法

阻止円 の形成の有無及 び阻止円 の 大小や鮮明 さ に よ っ

て薬剤感受性 を判定す る 。 阻止円 は縦横 2 方向の直径 を

測定 し て 平均値 を 求 め る 。 対象 と す る 薬剤 に対 し て感受

性の菌で あ れ ば， 感受性の程度 に比例 し て 大 き な阻止円

が形成 さ れ， 耐性菌 で あ れ ば阻止 円 は形成 さ れ な い 。
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一一カ ン キ ツ か い よ う 病菌 ・
キ ウ イ フ ル ー ツ か い よ う 病菌

は じ め に

カ ン キ ツ か い よ う 病 は Xanthomonas campestris pv. 

citri に よ っ て起 こ り ， そ の 防除 に は無機銅剤が使わ れて

い る 。 我が国 で は ス ト レ プ ト マ イ シ ン剤及びカ ス ガ マ イ

シ ン銅製剤 も 使わ れ る 。 無機銅剤 に つ い て は現在 ま で，

効果の減退は認め ら れて い な い 。 ス ト レ プ ト マ イ シ ン の

場合， 1 年 に 3 回ずつ連用 し た 園 で， 2 年 目 ， 通算 6 回散

布後 に 耐性菌の比率が増加 し た 。 し か し ， 3 年 目 で も 防除

効 果 の 減 退 は 明 ら か で は な か っ た ( 小 泉 ・ 山 田 ，

1972) 0 1979 年， 長崎県下 3 か所か ら 病原菌 を 分離 し て ス

ト レ プ ト マ イ シ ン及びオ キ シ テ ト ラ サ イ ク リ ン感受性 を

調べた 結果， ス ト レ プ ト マ イ シ ン常用 地 区 か ら 同薬剤 に
強い耐性 を 示す分離株が見 い だ さ れた (小泉， 未発表) 。

キ ウ イ フ ルー ツ か い よ う 病 は Pseudomonω りringae

pv. actinidiae に よ っ て起 こ る 。 防除 に は カ ン キ ツ か い よ

う 病 と ほ ぼ同様な薬剤が用 い ら れて い る が， 主 な被害部

位が枝幹部で あ る こ と か ら ， 抗生物質の 主幹部注入 も 行

わ れた 。 ス ト レ プ ト マ イ シ ン及 び カ ス ガ マ イ シ ン処理区

か ら 採取 し た 菌株の 中 に は ， そ れぞれに対す る 耐性菌が

認め ら れた (牛山， 1993) 。 一方， 本菌 に は銅剤 に対 し て

耐性 を示す系統 も あ り ， そ の性質 は プ ラ ス ミ ド 依存性で

あ る こ と が明 ら か に さ れた (後藤 ・ 藤田， 1992) 。

植物病原細菌の 中 で は ， ア メ リ カ や メ キ シ コ で ト ウ ガ

ラ シ や ト マ ト の 斑 点 病 を 起 こ す Xanthomonas

campestris pv. vesicatoria が， 銅剤及 びス ト レ プ ト マ イ

シ ン剤 に対 し て 耐性 を 発達 さ せ， 問題 に な っ て い る (Rl

CHIE and DITTAPONGPITCH . 1991 ) 。 ま た ， こ れ ら 耐性 に 関与

す る 遺伝子 は プ ラ ス ミ ド に コ ー ド さ れて い る 。 し た が っ

て ， わ が国 に お い て も 銅剤の連用 に よ っ て 圃場 に お い て

耐性の発達す る 可能性が あ る 。

I 病原細菌の分離， 培養， 保存

1 カ ン キ ツ か い よ う 病菌

培 地 : Xanthomonαs 属細 菌 の 培 養 に は GYCA 培地

(1% (W!V) o-g!ucose， 0 . 5%酵母エ キ ス ， 3%CaC03， 

2%寒天) が最 も 広 く 使わ れて い る 。 ほ か に ， GPPYA 培

地 (l%o-g!ucose， 0 . 5%proteose peptone， 0 . 5%酵母エ

キ ス ， 2% 寒 天 ) や ， SPA 培 地 (2%sucrose，

o . 5%proteose peptone， O .  05%K2HP04， O .  025%Mg 

S04， 1 . 5%寒天) 等 も 用 い ら れ る 。 い ずれ も pH は 7 . 0 に

調整す る 。

分離法 : 分離 に 用 い る 組織 は ， で き る だ け新鮮な病斑

が望 ま し い。 古い病斑 に は雑菌が多 い た め ， 病原細菌 を

分離す る の は難 し い。 古 い病組織 を使 う 場合， 少量の滅

菌水 と と も に磨砕後， ナ ツ ミ カ ン の新葉 な ど に 穿刺接種

し ， あ る い は懸濁液の上清 を 取 っ て 着生葉 に葉肉注射接

種 し， 1�2 週間後 に 形成 さ れた 新 し い病組織か ら 分離す

る ほ う カま よ い。

こ の よ う な病斑の水浸状部分 を切 り 取 り ， 少量の滅菌

水 と と も に 乳鉢で磨砕， 滅菌水で段階希釈す る 。 ペ ト リ

皿中 の GYCA 平面培地 に 1 滴置 き ， 滅菌 し た ガ ラ ス 棒
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で拡 げた後， 28'C に保つ。 培養 3 日 後 に観察 し ， 小型，

単生の コ ロ ニ ー で黄色色素 を 産生， 多糖質 で表面が平

滑 ・ 凸面， 周縁 も 平滑 な も の を選 び， 白金線でか き 取 っ

て斜面培地 に 画線す る 。 1 試料か ら 少 な く と も 3 コ ロ ニ

ー を 選び分離株 を得 る 。

病原性の確認 : 斜面培地 よ り 1 白 金耳か き 取 り ， 生理

食塩水 ま た は リ ン 酸緩衝生理食塩水 (PBS) に 懸濁 す

る 。 ナ ツ ミ カ ン (オ レ ン ジ で も よ い， た だ し ウ ン シ ュ ウ

ミ カ ン は不可) の新葉 (発芽後約 1 か月 ) を葉柄 を付け

て切 り 取 り ， 針で穿刺 し た 後 に 先 の懸濁液 を脱脂棉で塗

り ， 湿室 中 で葉柄 を 水 に 漬 け ， 全体 を ポ リ エ チ レ ン袋で覆

っ て 28'Cの 暗黒条件 に 保 つ 。 病原 菌 の 場合 に は 5�6 日

目 ご ろ か ら 接種部が 白 く 盛 り 上が り ， 透過光で み る と 傷

の周辺部 に鮮明 な輪郭 を 持 っ た 病変組織が認め ら れ る 。

保存 : 常時使 う 場合 に は， 斜面培地 を 50Cの 冷蔵庫 に

保 ち ， 月 1 回， 新 し い培地 に移植す れば よ い。 長期保存

に は， 真空凍結乾燥か L 乾燥が よ い 。 流動パ ラ フ ィ ン で

封入 し た も の は， 病原性の変異が起 こ り や すい。

2 キ ウ イ フ ル ー ツ か い よ う 病菌

培地 : Pseudomonas 属細菌 の 分離 に は 緑色蛍光色素

の産生 を調べ る た め に キ ン グ B 培地が用 い ら れ る が， キ

ウ イ フ ル ー ツ か い よ う 病菌 に は本色素 を産生 し な い も の

が あ る た め ， 普 通 寒 天 培 地 (0 . 5% 肉 エ キ ス ，

l%proteose peptone， 0 . 25% NaC!， l %g!ucose， 1 . 5% 

寒天， pH 7 . 0) で よ い。 牛山 (1993) は PPGA ( ジ ャ ガ

イ モ ・ ペ プ ト ン ・ グル コ ー ス ・ 寒天) 培地 を用 い た 。

分離法 : 春先， 2 月 ご ろ に枝幹部 の皮 目 ， 枝分岐部あ る

い は切 り 口 か ら 溢出 す る 白濁菌液 を直接採取 し， 滅菌水

で段階希釈 し て 平板培地 に塗 り 付 け ， 培養す る 。 溢出液

が褐色 に な っ た 場合 に は 雑菌が多 く ， 分離は難 し い 。 枝

幹部 か ら 直接分離す る に は ， 病組織 の 皮 層 部 を 切 り 取

り ， ペ ト リ 皿中 で軽 く エ タ ノ ー ル で表面消毒す る 。 葉の

病斑 は， 径 2�3 mm で不整形， 褐色斑点で周 囲 に 黄色の

か さ を 持 っ た新鮮な病斑 を 選ぴ， エ タ ノ ールで軽 く 表面

消毒す る 。 こ れ ら の小片 を 少量 の滅菌水中で磨砕， そ の

1 白金耳 を取 っ て 前記 と 同様， 平板培地 に塗 り 付 け， 培養

す る 。 培養温度 は 15�250C と し ， 24�48 時間後 に コ ロ ニ

ー を観察， 単生， 白色で多糖質， 表面が凸面で平滑， 周縁

が丸 く 平滑な も の を 選 び， 白 金耳でか き 取 っ て 斜面培地

に 取 る 。 1 試料か ら 少 な く と も 3 集落ず つ分離株 を 得 る 。

病原細菌の長期保存 は真空凍結乾燥か L 乾燥で行 う 。

病原性の確認 : 嬉養 24�48 時間 の新鮮な 細菌 を生理

食塩水 ま た は リ ン酸緩衝生理食塩水 に 懸濁 ( コ ロ ニ ー形

成数 (cfu) で 108/ml) ， あ ら か じ め 用意 し た キ ウ イ フ ル

ー ツ 実生苗の若葉 に 針で穿刺 し ， 懸濁液 を 滴下， 2 個 の ゴ

ム 栓で滴下部分 を 軽 く 圧迫 し て 接種後， 48 時間， ポ リ エ

チ レ ン袋で覆い， ガ ラ ス 室 内 に保つ。 発病適温 は 150C， 発

病限界温度 は 280Cであ る 。 適温では 7 日 後 に 発病す る 。

E 感受性検定法

1 生育阻止 円 法

滅菌 ペ ト リ 皿 中 に そ れ ぞ れ前 記 の 寒天培地 10 ml を

流 し 込み， 固化 さ せ る 。 次 い で培養 24�48 時間の新鮮な

病原細菌懸濁液 (滅菌水で 1 X 108cfu/m l に 調整 : 分光

光度計 を 用 い波長 540 nm 光の透過率 70% が ほ ぼ， こ れ

に あ た る ) 0 . 1  ml を 平面培地 に 滴下， 滅菌ガ ラ ス 様で培

地一面 に 拡 げ， 表面 を乾かす。

供試薬剤 は あ ら か じ め 滅菌 水 で 1 ， 000 な い し 1 ， 500

mg/ l に 溶解す る 。 完全 に 溶 け な い場合 に は 適当 な溶媒

を 用 い て溶かす。 銅剤で は pH を 7 . 0 以下 に す れ ば溶 け

る 。 完全 に溶 け た ら 滅菌水で段階希釈す る 。 検定用炉紙

円板 (直径 1 . 27 cm) に 希釈薬液 0 . 1 m l を 吸収 さ せ， 風

乾す る 。 1 枚の平板培地 に 3 枚ずつ， 先 に 用意 し た 薬剤吸

着炉紙 円板 を置 き ， ガ ラ ス 俸で表面 を よ く 押 さ え る 。 そ

し て， 培養適温 に 2 日 間保 ち ， 円板の 周 囲 に 現れ た 阻止

円 の直径 を測定す る 。 対照 に は薬剤 を 含 ま な い滅菌水 を

用 い る 。

2 殺菌率調査法

滅菌試験管 中 に 供試薬剤 の滅菌水 に よ る 段階希釈液 を

作 る 。 一方， 培養 24�48 時間の病原細菌懸濁液 ( 1 X 108 

cfu/ml) を用意す る 。 滅菌試験管 に 薬剤希釈液 を 1 ml， 

細菌懸濁液 を 1 ml 取 り ， 混合す る 。 対照 に は滅菌水 を 用

い る 。 室温で 2 時間保 っ た 後， あ ら か じ め 用 意 し た ペ ト

リ 血 中 の 平板培地 に 前記混合液 0 . 1 m l を 滴下 し ， 培地

全面 に 拡 げて培養適温 に 保 つ 。 各 区少 な く と も 3 反復 と

す る 。 2 日 後， 培地 に 形成 さ れた コ ロ ニ ー数 を 計数す る 。

こ の 方法では耐性菌 と 感受性菌の比率がわ か る 。

カ ン キ ツ か い よ う 病菌の場合， こ の混合液 を ナ ツ ミ カ

ン切 り 取 り 葉 に 穿刺接種 し ， そ の発病率か ら 生存 し て い

る 病原細菌数 を 算 出 し て 耐性菌 の濃度 を 推 定 し た (小

泉， 1972) 。

3 留 意 点

薬剤耐性 を 示 し た 菌株 は ， 再度， 病原性 を調べて お く 。
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