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は じ め に

核果類灰星病菌の薬剤感受性の検定 は ， 1970 年代後半

ご ろ か ら 実施 さ れて き た 。 オ ウ ト ウ で は 1978 年， 大沼 ら

が激発 し た 灰星病菌 の 中 か ら べ ノ ミ ル耐性菌 の存在 を初

め て 確認 し ， こ れ ら の 菌が チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル と 交差

耐性 を 示 す こ と を 明 ら か に し た ( 1980， 1984) 。 ま た モ モ

で は 1978 年， 落合がべ ノ ミ ル耐性菌 の 存在 を 明 ら か に

し ， さ ら に モ モ 灰星病菌の分離株 に つ い て 落合 (1980)

及 び広間 ら (1980) は， そ れ ぞ れ独 自 に 実施 し た 試験の

中 で， べ ノ ミ ル と チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル で交差耐性がみ

ら れ る こ と を確認 し た 。 こ れ ら の試験結果か ら ， 防除薬

剤の選択や使用 法が検討 さ れ， 病害の発生生態の解明 と

あ い ま っ て ， 既 に 防除技術が確立 さ れて い る と い え る 。

現在， 我が国で果樹類 に 灰星病 を 起 こ す病原菌 と し て

は ， Monilinia fructigena (ADERHOLD et RUHLAND) HONEY， 

Monilinia laxa (ADERHOLD et RUHLAND) HONEY， Monili

nia fructicola (WINTER) HONEYの 3 種が知 ら れて い る (照

井 ・ 原 田 ， 1968) 。 落合 ( 1970) は 福 島 県 に お け る 核果類

( モ モ ， オ ウ ト ウ ， ア ン ズ ， ス モ モ ) 及 び仁果類 ( リ ン

ゴ， セ イ ヨ ウ ナ シ ) か ら 灰星病菌 を 分離， 同定 し た と こ

ろ ， 核果類か ら の分離株 は そ の ほ と ん どが M. fructicola 

で あ っ た こ と を 報告 し て い る 。 こ れ ま で果樹類灰星病菌

の 各種薬剤 に対す る 感受性 に つ い て ， 種 ご と に 調査 し た

例が外国 に は散見 さ れ る (TATE et al. ，  1974) 。

ま た ベ ン ゾ イ ミ ダ ゾー ル系薬剤 に 対す る 感受性 に 関 し

て は， 発病果実上 に 形成 さ れた 分生胞子 に つ い て直接，

検 定 培 地 上 で 発 芽 試 験 を 行 っ て 検 定 し た 例 が あ る

(SZKONIK and GILPATRICK ，  1977) 。 し か し本系統の薬剤 は胞

子発芽 を抑制す る 効果 は顕著で、 は な い の で， 適切な方法

で は な い と の指摘があ る (上杉， 1981 ) 。

Methods for Monitoring Fungicide Resistance-Brown rot of 
Stone Fruits ( Monilinia frncticola) ー By Tadashi OGATA ; -
J apanese apricot scab ( Cladospo門um carþゆが!um ) . By Kou 
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こ こ で は核果類灰星病菌， M. fructicola に つ い て ， 分

離 し た 菌 株 の 菌 叢 生 育 に 対 す る 最 小 生 育 阻 止 濃 度

(MIC) 値 を 求 め て検定す る 方法 に つ い て 解説す る 。

I 検定用 材料の調製

1 病徽 と 病原菌のサ ン プ リ ン グ法

核果類の灰星病 は 果実 の ほ か に 花 や枝 に も 発生す る 。

花が侵 さ れ る と 花弁や尊が褐変 し ， や が て ミ イ ラ 状 と な

り ， 表面 に は灰褐色， 粉状 を お びた 分生胞子塊 を 多数生

ず る 。 ま た 枝 で は単独に病斑 を つ く る こ と は な い が， 被

害果 ( 花 ) か ら 病原菌 が果 (花 ) 模 を 通 っ て 侵入 し た

り ， 被害果 と 接触 し た り す る と ， 枝 に 病斑 を つ く っ た

り ， 枯死 さ せ た り す る 。 果実で は幼果 や 未熟果が侵 さ れ

る こ と は ほ と ん ど な く ， 大部分 は収穫直前 ま た は収穫後

輸送 中 の熱果 に 発生 し ， 発病部位 に は 多数 の 分生胞子塊

を形成す る 。 収穫 し た と き 一見健全の よ う に み え る 果実

で も ， 収穫後 に 発病 し て く る こ と も 多 い 。 い ずれの部位

か ら も 病原菌の分離 は 可能 で あ る が， 耐性菌分布の モ ニ

タ リ ン グ の た め に は ， 花腐れや擢病果実 を 採取 す る の が

容易で， 必 要 な菌株数 も 得 ら れ る 。

な お 供試材料 の 採取 に 当 た っ て は ， 1 園場 当 た り 5 樹

以上か ら 偏 ら な い よ う に ラ ン ダ ム に サ ン プ リ ン グす る こ

と が望 ま し い。

2 病原菌の分離方法

発病部位 の 表面 に は 分生胞子塊 を 多 数形成す る の で，

こ の分生胞子 を 白金線でか き と り ， プ ド ウ 糖加用 ジ ャ ガ

イ モ 煎汁寒天培地 (PDA 培地) に 画線塗抹 し ， 200Cで 3

�4 日 間培養 し て 分離菌株 を 得 る 。 さ ら に 単胞子分離株

を使用 し て検定す る 必要 が あ る 場合 に は ， こ の 培地上 に

形成 さ れた 分生胞子堆 1 個 か ら 胞子懸濁液 を 調製 し ， そ

の希釈液 を PDA 培地 に 流 し 込 み ， 平面培養 し て 単胞子

分離株 を 得 る 。 な お病原菌 の 分離 に 当 た っ て は ， 1 発病果

実 (花腐れ) か ら 1 菌株 を 原則 と す る 。

ま た 発病 部 位 の 分 生 胞 子 が 新 鮮 で な い 場 合 に は ，

Tween 20 (0 . 05%v/v) 加用 次亜塩素酸ナ ト リ ウ ム 溶液

(0 . 5%v/v) で表面殺菌 し ， 風乾後， 8 時間， 滅菌サ ッ カ

ロ ー ス 溶液 ( lO%w/v) に 浸演す る (ELMER， 1993) 。 次 い
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で， サ ッ カ ロ ー ス を 除去後 3�4 日 間室温 (実験室) でイ

ン キ ュ べ ー ト し ， 新た に形成 さ れ た 新鮮な分生胞子 を採
取 し て供試す る 。 こ こ ま で て い ね い に し な く て も ， 水道

水で発病部 の 表面 を 洗 い 流 し て イ ン キ ュ べ ー 卜 すれ ば，
発病部上 に は新た に 分生胞子塊が形成 さ れ る の で， こ れ
を か き と れば新鮮な分生胞子か ら の 分離が可能であ る 。

分離菌株 は菌叢の一部 を か き と っ て PDA 斜面培地 に
移植， 培養 し て保存す る 。

H 薬剤感受性の検定 方法

1 検定用培地

本病原菌は合成培地上での生育 は一般 に 劣 る こ と が知
ら れて い る の で， 原則 と し て 天然培地 を 用 い る 必要があ
り ， 検定用培地 と し て は， PDA 培地が最 も よ い。 市販の
同一 ロ ッ ト の DIFCO PDA な ど を 用 い る と 繰 り 返 し試

験 を行 う 際 に 高 い再現性が得 ら れ る 。
2 検定用 培地の調製

べ ン ゾ イ ミ ダ ゾ - }レ 系 薬剤 に つ い て 検定 を 行 う 際 に

は， べ ノ ミ Jレ水和剤 (50%) ま た は チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ
/レ水和剤 (70%) の市販品 を 用 い る 。 所定濃度の 10 倍液
を 9 倍量の培地 に 添加 し て ， 十分か く は ん し て シ ャ ー レ
に 流 し 込 む。 添加後の 薬 剤 の 有効成分濃度が 100， 50， 
25， 1 2 . 5， 6 . 25， … … (μg/ml) と な る よ う に薬液 を殺菌

水で 2 倍段階希釈 し て使用 す る 。 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， 1 ， 600 ppm と す る 。 な おべ ン ゾイ ミ
ダ ゾ ー ル 系 薬 剤 の 有効 成 分 は 熱 に 安 定 で あ る 。 落合
( 1982) は べ ノ ミ ノレ剤 で は 検定 時 に 培地 に 添加す る よ り も
薬剤添加後 に培地 を 加圧滅菌 し た場合， MIC 値 は低 く な
っ て抗菌活性が高 ま り ， ま た イ プ ロ ジ オ ン剤で は む し ろ
MIC 値が高 く な っ て 抗菌活性 は 低 下 す る こ と を報告 し
た 。 し た が っ て 検定培地への薬剤の添加， 調整 は統ー し
た 方法で実施す る 必要 が あ り ， MIC 値 の 表 示 に は検定法
の付記 を 要 す る と し て い る 。 こ の よ う な こ と か ら べ ン ゾ
イ ミ ダ ゾー ル系薬剤 を検定 に 供 す る 場 合 に は， 薬剤添加
培地 を オ ー ト ク レ ー プで殺菌 し て シ ャ ー レ に分注 し ， 検
定 に 供 す る 方法 に 統一す る こ と に よ り ， む し ろ 再現性が
高 ま る の で は な い か と 考 え て い る 。

一方， ジ カ ル ボ キ シ イ ミ ド 系薬剤 に つ い て検定す る 場
合 に は， オ ー ト ク レ ー プ に よ り 加圧滅菌す る と 有効成分
が失わ れ る の で， 培地の温度が 45�50'C前後の な る べ く
有効成分 に影響 の な い条件下で， 無菌的に供試薬剤 を検
定培地 に加 え る 必要 が あ る 。

今後， 各種薬剤 に 対 す る 耐性 菌 の 検 定 を 実施す る 場
合， 培地の調製方法 に つ い て は， あ ら か じ め そ れ ぞれの

薬剤 に つ い て 検討 し て お く 必要が あ る と 考 え ら れ る 。

3 分離菌の前培養

検定 し よ う と す る 分離菌 は， あ ら か じ め PDA 培地で
前培養す る 必要 が あ る 。 本病原菌 は暗黒下で 20'C， 4 日
間 イ ン キ ュ べ ー 卜 す る と ， 菌叢直径 は ほ ぽ 5�6 cm (直径
9 cm の シ ャ ー レ を使用) と な る の で， こ の時期 に 菌援の
周縁部か ら コ ル ク ボ ー ラ な どで デ ィ ス ク を打 ち 抜 き ， こ

れ を 白 金線です く い 取 っ て ， 菌叢聞が下 に な る よ う に 反
転 し て検定用培地 に 置床す る 。 打 ち 抜 く デ ィ ス ク の大 き
さ は直径 2�4 ml11 程度が一般的 で あ る が， あ ま り 大 き く

な い ほ う が よ い。 福島果試 で は 図一 1(Î)の よ う に 丸ぺ ン を
逆 さ に し， 白 金線挟 み の 先 の 締 め ネ ジ を は ず し て ， 割れ
目 に は さ ん で使用 し て い る 。 最近で は 丸ぺ ン を手 に 入れ
る こ と が難 し い の で， こ れ に 代 わ る 安価 な も の が な い か
検討 中 で あ る 。 ま た 白金線の代わ り に ニ ク ロ ム 線 を使用
し て い る が ( 図 一 1@) ， 曲 が っ た 先端 を 少 し 平 ら に つ ぶす

と 菌叢 の す く い取 り が容易 で あ る 。
4 検定用 培地での培 養 と 判 定

福島果試では検定用培地 を 流 し 込 む シ ャ ー レ は， 図-2

図 1 白金か ぎ と コ ノレ ク ポ ー ラ の代用品

図 2 耐性菌検定用 シ ャ ー レ
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(株， 感受性菌 | 中等度耐性菌 | 高度面惟薗

1 1 1 
令 1州 l i 1 1  怠 | l i i i 空 | l I l i 
'><' 5叫 i l i l 

， ? 、
l \ _... ー弘、o.  -- -- .... - _ ... ー ・ - - -'*"- ・

札05 札1 0.2 0.39 0.78 1.56 3.12 6.25 12.5 25 50 lÕO ( ppm) 
図 ー 3 ベ ン レ ー ト に対す る モ モ 灰星病菌の感受性 (福島果

試， 1983) 

の よ う な 10 mm 方眼が印刷 さ れ て い る フ ラ ッ ト シ ャ ー

レ を使用 し て い る 。 検定用 培地 は厚 さ が 2 mm 程度 に 一

定 に な る よ う に 分注 し ， 培地が十分固 ま っ た 後， 置床す

る ス タ ー ト 場所 を マ ジ ッ ク イ ン キ で あ ら か じ め 決 め ， 供

試菌株の菌叢デ ィ ス ク を番号順 に 方眼 の 交点 に 置床 し て

い く 。 置床後 は ， 暗黒下で 20.C， 2 日 間 イ ン キ ュ ベー ト

し ， 菌叢生育の有無 を 判別 し ， MIC 値 を 求 め る 。

落合 ( 1982， 1 983) は モ モ 灰星病菌の ぺ ノ ミ ル剤 に対す

る 感 受 性値 を 検討 し た と こ ろ ， 供 試 菌 株 の MIC 値 が

0 . 10......0 . 39 ppm の菌群， 1 .  56......3 . 12 ppm の菌群， 2 5  ...... 

50ppm の 菌群 に 分 か れた こ と か ら ， こ れ ら の菌群 を 順

に 感受性菌 ， 中 等 度 耐性菌， 高 度 耐性菌 と し た ( 図 -

3) 。

こ れ に 従 え ば， 広範囲 の調査地点 に お い て ぺ ン ゾイ ミ

ダ ゾー ル系薬剤 に対す る 耐性菌の 出 現状況 を把握す る 必

要 が あ る 場合 に は ， 供試濃度 の 段 階 を 0 . 10ppm，l . 56 

ppm，25ppm の 3 濃度で検定す る こ と も 可能であ る 。

ジ カ ル ポ キ シ イ ミ ド 系薬剤 ( イ プ ロ ジ オ ン剤) に対す

る 核果類灰星病菌の耐性 に つ い て は， 圏 内 に お い て は こ

れ ま での と こ ろ 報告 さ れて い な い。 福島県 に お い て は昭

和 63 年 ま で ( そ の後調査 は 実施 し て い な い ) 培地上 に お

け る 検定， 及 び現地闘場 に お げ る 本系統の薬剤 の効果比

較 を 行 っ て き た が， 耐性菌 の 出現や薬剤の効力低下 は認

め て い な い。 し か し 諸外国 に お い て は M. fructicola の

ジ カ ル ポ キ シ イ ミ ド 系薬剤 に対す る 耐性菌出 現 に つ い て

の報告があ り ( PENROSE et al. ，  1 985) ， 今後 も 我が固 に お

い て は本系統の薬剤が使用 さ れ る の で， 耐性菌の継続的

な モ ニ タ リ ン グ は 必要 と 考 え ら れ る 。

皿 耐性菌 と 防除効果

有袋栽培で管理 し た 成熟巣 を供試 し ， ぺ ノ ミ ル水和剤

2 ， 000 倍， ペ ノ ミ ル ・ TPN 水和剤 1000 倍 ま た は チ オ フ

ア ネ ー ト メ チ ル ・ ピ ン ク ロ ゾ リ ン水和剤 1 ， 000 倍 を 十分

表 - 1 ぺ ン レ ー ト に対 す る MIC 値 の 異 な る 菌株の接種 に よ る 果

実発病度 の推移 と 高度耐性菌 に 対す る 他剤の防除効果 (福

島果試， 1984) 

供 試 菌 株 果実発病度 の推移(%)
供試薬剤 使用機度

の MIC 値 3 1 5 1 7 19 日 ・

ベ ン レ ー ト 水和剤 2 . 000 倍 0 . 20 ppm 。 。 。 10 

ベ ン レ ー ト 水和剤 2 . 000 1 . 56 14  36  84  100 

ベ ン レ ー ト 水和剤 2 . 000 25 1 2  48  80  100 

ダ コ レ ー ト 水和剤 1 . 000 25 。 6 14 44 

ヒ ッ ト ラ ン 水和剤 1 . 000 25 。 2 4 16 

無 散 布 区 0 . 20 18 52 92 100 

無 散 布 区 1 . 56 28 100 100 100 

無 散 布 区 25 26 52 96 100 

注 * は保存後 日 数。 発病度 は発病程度 を (指数 1 : ;果面の 20%以下

が発病) ， (指数 3 : 果面の 21�40% が発病) ， (指数 5 : 果面の

4 1%以上が発病) に 分 け て 指数 を与 え 次式 に よ り 算出 し た .

l: (発病程度別指数 × 発病程度別果数)発病度 (%)
- \7U7n'l=，.x..I"'�:....����r: '1=/.x..fJ:J""""�1 x l00 

調査果数 X 5

量噴霧 し ， 風乾後 に ベ ノ ミ ル MIC 値 が 25ppm， 1 . 56 

ppm， 0 . 20 ppm の 3 菌 株 の 分 生 胞 子 懸 濁 液 を 噴 霧 接

種， 20.C の 湿 室 に 保 っ て 発病 の 有無 を 調査 し た ( 表 -

1) 。 そ の結果べ ノ ミ ル水和剤 2 ， 000 倍 は感受性菌 に 対 し

て は高 い 防除効果 を 示 し た が， 中等度及び高度耐性菌 に

対 し て は 防除効果が認め ら れ な か っ た 。 ま た べ ノ ミ ル ・

TPN 水和剤や チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル ・ ピ ン ク ロ ゾ リ ン

水和剤 は 1 ， 000 倍で高度耐性菌 に 対 し て 高 い 防除効果 を

示 し た 。 MIC 値 の 異 な る 菌株 を 接種 し ， 薬剤散布 し な か

っ た 区 に お い て は ， 発病度 の推移 に は大 き な差が認 め ら

れ な か っ た こ と か ら ， 供試 し た 各菌株の果実 に 対す る 病

原性 に 差 は な か っ た も の と 考 え ら れ る 。

こ の こ と か ら ， ベ ン ゾ イ ミ ダ ゾー ル系薬剤 に対す る 中

等度及び高度耐性菌の 密度 が高 い 条件 で は ， ぺ ノ ミ Jレ ・

TPN 水和剤， チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル ・ ピ ン ク ロ ゾ リ ン

水和剤 な ど， 異 な る 成分 と の 混合剤が有効で あ る 。

お わ り に

近年 は 灰 星病 に 対 し て 高 い 防除効果 を 示 す EBI 剤 が

実用化 さ れ て い る 。 EBI 剤 は そ の 作用機作か ら MIC 値

に よ る 耐性菌検定 に は 不向 き で あ る 場合が多 い 。 そ の た

め 50% 生育阻止濃度 (ECso ) な ど に よ る 検定 が採 用 さ れ

る こ と に な る 。 こ れ ら の薬剤 に対す る 耐性菌の 出現 は 当

分考慮す る 必要 は な い と 思わ れ る が， 感受性 に対す る ベ

ー ス ラ イ ン デー タ は 必要 と 考 え ら れ る 。
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(尾形 正)

一一 ウ メ 黒星病菌

は じ め に

黒星病 は， 果実の外観 を 損 な う 要因 と し て ウ メ での重

要病害のー っ と な っ て い る 。 本病 の 防除 に は各種の殺菌

剤 が登録 さ れ て お り ， 特 に チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル 剤 は

1976 年に使用が開始 さ れて 以来， 主 要 な 防除薬剤 と し て

年間数回の散布が広 く 行わ れ て き た 。 し か し ， 近年 に な

っ て 各地でチ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル の効果の低下が認め ら

れ， 大分県， 福井県 の ウ メ 産地 で は ベ ン ゾイ ミ タq ゾー ル

系薬剤耐性黒星病菌が出現 し ， 防除効果 の低下 に 関与 し

て い る こ と が確認 さ れ た ( 竹 田 ら . 1990 ; 本 多 ・ 川 久

保. 1992) 。 ま た ， 和歌山 県 に お い て も ウ メ 産地でチ オ フ

ア ネ ー ト メ チ ル 剤 の 効 果 の 低下 が 問題 と な っ た こ と か

ら ， 検定 を 行 い ， 耐性菌 の 出 現 を 確認 し た ( 島 津 ・ 夏

見. 1987) 。 一方， 茨城県 に お い て は ， チ オ フ ァ ネ ー ト メ

チ ル剤 の効力低下 は み ら れ て い な い が， 同剤耐性菌が検

定 さ れて い る (仲間 ・ 富 田 ， 1994) 0 ウ メ 黒星病菌 の耐性

検定 に 関 す る 報 告 は 少 な し 病原菌 の 分離， 検定方法

等， 検討 を 要 す る 部分 も 残 さ れて い る が， こ こ で は筆者

ら がチ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル に対す る 耐性検定 に 用 い た 方

法 を 主 に紹介す る 。

1 菌の分離方法

ウ メ 黒星病菌 は枝や果実 に 病斑 を 形成す る の で， こ れ

ら か ら 分離す る 。 分離材料 は 圏全体か ら 目 的 に 応 じ た 量

を採集す る 。 筆者 ら は ま ず， 休眠校の病斑か ら 組織分離

に よ り 得た 菌株で耐性検定 を行 っ た 。 組織分離 に よ り 菌

株 を 得 る に は ， 病斑部 と 健全部の境界付近 の小片 を切 り

出 し ， 表面殺菌後， 殺菌水で洗浄 し た も の を分離用培地

に 置床 す る o 分離用培地 に は ス ト レ プ ト マ イ シ ン 100

ppm 加用 PDA 培地 を 用 い， 200Cで培養 す る 。 ウ メ 黒星

33 

病の病原菌 は Cladosporium carþoρhilum THU;\IE:\ で あ

る が， Cladosporium 属菌 は 自 然界 に 広 く 存在 し ， 病原菌

以外の も の も 多 い の で， 分離菌が黒星病菌 で あ る こ と を

確認す る 必要が あ る 。 こ の た め に は接種 に よ り 病原性 を

み る の が確実で あ る が， 黒星病菌 は果実での潜伏期聞が

長 く ， 室 内 での接種試験 は難 し い と 思わ れ， 多数の菌株

に つ い て病原性 を 調べ る こ と は 困難 であ る 。 こ の よ う な

場合 に は ウ メ 黒星病菌 で あ る こ と が確認 さ れて い る 菌株

(標準菌株) と 菌叢， 分生胞子の形態 に つ い て 比較 し ， 判

別す る の が よ い と 思ゆ れ る 。 休眠枝 の病斑か ら 分離 し た

菌株 は ， こ の 方 法 で判 別 し ， 耐性検定 に 供 試 し た 。 ま

た ， 検定 に 用 い る 菌株 は ， で き れ ば培地 に 形成 さ れた 分

生胞子 を単胞子分離 し て 得た も の を使用 す る の が望 ま し

し 〉 。

2 検定方法

( 1 )  分離菌の 前培養 : PDA 培地で 20'C， 10 日 間培

養す る 。 検定 に 際 し て は ， 直径 4 mm の コ ル ク ボ ー ラ ー

で菌叢周縁部 を 打 ち 抜 き ， 菌叢 デ ィ ス ク を 表面が検定用

培地 と 接触す る よ う に 置床 す る 。

( 2 ) 検定用培地の調製 : 市販 の チ オ フ ァ ネ ー 卜 メ チ

ル水和剤 (有効成分量 70% ) を蒸留水 に 懸濁 し ， 培地へ

添加 し た 後の有効成分濃度 が 0 . 39， 0 . 78， 1 . 56， 3 . 12， 

6 . 25， 12 . 5， 25， 50， 100， 200， 400， 800 ppm と な る よ

う に ， PDA 培地 と 薬液 を 9 : 1 の割合で混合 し て 十分か

く は んす る 。 こ れ を オ ー ト ク レ ー プで滅菌 し て シ ャ ー レ

に分注 し ， 平板培地 を作製す る 。 チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル

は ， オ ー ト ク レ ー ブ処理 に よ り 抗菌活性が高 ま る ( 石

井 ・ 柳瀬， 1983 ; 宮本 ら ， 1983) 乙 と か ら ， 滅菌前 に 加 え

て も 問題 は な い。

( 3 ) 検定用培地での培養 と 結果 の判定

菌叢デ ィ ス ク を検定用培地 に 置床後， 20'C， 暗黒下で

4 日 間培養 し ， 菌糸伸長の 有無 を 調 査 し て そ れ ぞ れ の 菌

株 に 対 す る 薬 剤 の MIC (最小生育阻止濃度) 値 を 求 め

る o 薬剤散布閣 の休眠枝の病斑か ら 分離 し た 菌株の薬剤

感受性分布 を調査 し た 結果， MIC 1 ppm 以 下 の 菌株 と

1 ， 000 ppm 以上の菌株 に 分 か れ ( 図 1) ， こ れ に 対 し て 薬

剤散布 の 全 く 行 わ れ て い な い ウ メ か ら 分離 し た 菌株 の

MIC は 1 ppm 以下で あ っ た 。 こ の こ と か ら ， チ オ フ ァ ネ

ー ト メ チ ル 1 ppm で生育す る 菌株 を 耐性菌 と 判定 し て

よ い と 考 え ら れ る 。 な お ， 感受性の分布 を 詳細 に 調査す

る に は上述の濃度段階 を と る が， 耐性菌 と 感受性菌の 判

別 は 1， 1 0 ，  1 0 0  ppm の 3 濃度 に お け る 検討で可能 と 思わ

れ る 。
3 簡易検定法

ウ メ 黒星病菌 は， 組織分離で は 効率 よ く 分離 さ れ な い
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図 - 1 ウ メ 黒星病菌の チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル に 対す る 感

受性 ( 1987 年， n = 16) 

こ と も 多 く ， 上述の検定方法では菌の分離か ら 結果の判

定 ま で に 多 く の労力 と 長 い期間 を 必要 と す る 。 ナ シ黒星

病 で は簡易検定 法 と し て 「発芽管 隔膜法」 が考案 (梅

本 ・ 長井， 1979) ， 実用化 さ れて お り ， 本講座の 「 ナ シ黒

星病J の項で も 紹介 さ れて い る (石井， 1994) 。 本多 ・ 川

久保 (1992) は， ウ メ 黒星病菌の チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル

に対す る 耐性検定 に お い て も 本法が利用可能であ る こ と

を 報告 し た 。 筆者 ら は ウ メ 黒星病菌の簡易検定 を以下に

述べ る 方法で実施 し た 。

( 1 )  検定材料の採集 と 前処理

ウ メ 園 か ら 擢病果 を 目 的， 規模 に 応 じ て 採集 し ， 1 果当

た り l 病斑 を供す る 。 胞子の量が少 な い よ う で あ れ ば権

病 果 を 20�25.C の 湿室 に 置 い て 分 生 胞 子 を 形成 さ せ

る 。

( 2 ) 検定方法 と 結果の判定

菌叢生育法 と 同様 に 調製 し た 検定用培地 に ， 薬剤無添

加培地か ら 低濃度→高濃度 の薬剤添加培地の順に病斑 を

培地表面 に 押 し つ け て 分生胞子 を移す。 そ の後 20.Cで 3

�4 日 間培養 し ， 胞子の発芽， 発芽管の伸長状況 を観察す

る 。 菌叢生育法 に よ る MIC が 1 ppm 以下の感受性菌 で

は チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル 1 ppm 添加培地で発芽管 に 隔

膜が形成 さ れず， 発芽管 の伸長抑制， 奇形 な ど の発芽異

常が認め ら れ る (表 1 ) 。 こ の こ と か ら ， 1 ppm で発芽異

常 の 認 め ら れ な い場合 を 耐性 と 判定 し て よ い と 思 わ れ

る 。 な お ， 供試濃度 は 1 ， 10，  100 ppm の 3 段階で実施す

れ ば耐性菌 と 感受性菌 を判別で き ， 耐性の度合い も あ る

程度判断で き る と 思わ れ る 。

こ の 方 法 は ， 広範囲の調査園で耐性菌の 出現状況の概

要 を 把握す る よ う な場合 に 適 し て い る と 思わ れ， 詳細 な

検討 を 行 う 場合 に は ， 純粋分離 し た 菌 を 用 い る の が よ

い。 耐性の簡易検定 の一例 を表 2 に 示 し た 。 こ の結果，

一般管理園では耐性菌検出率の高 い 園が多 く ， 耐性菌が

広 く 出現 し て い る こ と が確認 さ れた 。

表 - 1 チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ノレ添加培地上 で の 異常発芽

を示す分生胞子の割合 ( 1 989)

チ オ フ ァ ネ ー ト メ

菌株 No
菌叢生育法 チ ノレ濃度 (ppm)
に よ る MIC

。 I 10 

% % % 
l 1 ， 000 ppm 以上 3 . 5  3 . 1  6 . 1  

2 1 ， 000 ppm 以上 2 . 2  1 . 7  7 . 1  

3 1 ， 000 ppm 以上 5 . 7  4 . 8  8 . 0  

4 1 ， 000 ppm 以上 2 . 3  4 目 6 3 . 4  

5 ppm 4 . 0  100 . 0  100 . 0  

6 0 . 5  ppm 5 . 9  100 . 0  100 . 0  

7 ppm 6 . 0  100 . 0  100 . 0  

8 ppm 1 . 3  100 . 0  100 . 0  」
注) 1 菌株 l 濃度 当 た り 約 300 個の胞子 を 調査 し， 発

芽管長の短い も の， 発芽管先端部 の膨潤， 奇形等
の認め ら れた も の を 異常発芽胞子 と し た .

表 - 2 簡易検定法 に よ る ウ メ 黒星病菌の耐

性検定結果 ( 1989)

図 No.
園 の 管 供 試 耐 性'

理状況 病斑数 病斑率

% 

1 一般管理 7 57 . 1  

2 一般管理 7 100 . 0  

3 一般管理 7 85 . 7  

4 一般管理 8 100 . 0  

5 一般管理 6 16 . 7  

6 一般管理 7 71 . 4  

7 一般管理 6 100 . 0  

8 管理不良 9 100 . 0  

9 管理不良 10 100 . 0 

10 放 任 10 10 . 0  

1 1  放 任 10  0 . 0  

キ チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル 1 ppm で分生胞

子 の 異常発芽が認め ら れ な い も の を 耐

性 と し た .

な お ， 果実病斑 に 形成 さ れ て い る 分生胞子か ら 分離 し

た 菌株 は 培地上 で の 生育が遅 く ， 本 多 ・ 川 久保 (1992)

は ， こ の 分生胞子 由 来 の 菌株 を 耐性検定 に 供試 す る 場

合， 前培養， 菌叢生育法での検定 に 要す る 培養期間 を そ

れぞれ 3�4 か 月 ， 20 日 間 と し て い る 。

4 そ の他

こ れ ま での報告 で は ， 耐性菌 の比率や密度 と 園場での

薬剤 の 防除効果 に つ い て検討 し た 例 は な し こ れ ら の 関

係 は 明 ら か で は な い が， 室 内 試験で耐性 と 判定 さ れ た 菌

株の チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル散布果実への接種 に よ る 防除

効果 の低下 は確認 さ れ て い る (竹田 ら ， 1990 ; 本多 ・ 川
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久保， 1992 ) 。 し た が っ て ， 耐性菌率の 高 い園場では， 菌

の感染好適条件下 に お い て 薬剤 の 防除効果 は 劣 る も の と

考 え ら れ る 。 和歌山 県 で は チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル水和剤

の効果の低下が広範囲 に認め ら れた の に 伴 い ， 7.K和祈し黄

剤や ビ テ ル タ ノ ー jレ水和剤等の代替剤 を 主体 と し た 防除

体系 を採用 し， 現在に 至 っ て い る 。

引 用 文 献

1 ) 本多範行 ・ 川 久保幸雄 ( 1992) 北陸病虫研報 36 : 67� 

A

 

..

 

，，v

 

a
--L・
iu

一
よ一

…
だ…

一
界…

一
業一

o 1ベル ク ー ト 水和剤」 発 売 に つ い て 記者発表会開催

ベ ル ク ー ト 協議会 (大 日 本イ ン キ 化学工業， ク ミ ア イ
化学工業， 三共， サ ン ケ イ 化学， 八洲化学工業) では，
1994 年 12 月 21 日 ， 大 日 本 イ ン キ 化学工業本社で記者会
見 を行い， 1べ/レ ク ー 卜 水和剤」 の上市 を 発表 し た 。

ベ ル ク ー 卜 水和剤 (一般名 : イ ミ ノ ク タ ジ ン ア /レベ シ
ル酢酸塩) は， 大 日 本 イ ン キ 化学工業 (株) が， 開発 し
た グ ア ニ ジ ン 系 の 新 し い殺菌剤で， 1 1 月 21 日 付 で農薬
登録 を取得。 同 剤 は ， 既登録 の べ フ ラ ン (一般名 イ ミ
ノ ク タ ジ ン酢酸塩) を一歩進め た も の で， べ フ ラ ン が作
物の種類 に よ っ て は効果 は あ っ て も 薬害 を 起 こ す場合が
あ り ， 使用 出来 る 作物， 使用時期 に 制限があ る こ と を考
慮 し， 薬害 を 回避 し ， よ り 広範囲な作物の病害 に適用が
で き る よ う 研究 さ れた も の で あ る 。 そ の 結果， 効果 は そ
の ま ま で薬害 を 劇 的 に 軽減 し た 同剤 を 見 出 す。

日 本では， 1985 (昭和 60) 年 よ り DF-250 の 試験名 で
公式委託試験 を 開始。 人畜毒性 : 普通物特許は 日 ， 米，
英， íム， 独等 16 ヶ 国で成立。 登録は ミ カ ン等の果樹， ス
イ カ ， キ ュ ウ リ ， リ ン ゴ， ナ シ， モ モ ， ア ス パ ラ ガ ス 等
の野菜で 16 作物 22 病害。 さ ら に 12 月 に 適用拡大登録申
請 を ト マ ト 等で行 っ た 。
同 剤 の 特長。 ①多 く の 病害 に 対 し て 高 い 防 除効果 を 示
す。 子の う 菌類 を は じ め 広範囲の 糸状菌 に 有効。 ②従来
の薬剤 と は異な る 作用性を有 し て い る 。 脂質生合成及び

7 1 .  
2) 石井英夫 ・ 柳瀬 春 夫 ( [983) 日 他病 報 49 : 1 3 4  ( 訴

要)
3) 一一一一 ( [994) 他物防疫 48 : 442�447 

4) 宮本久 美 ら ( 1 983) 和歌山果試研報 7 ・ 51�65

5) 仲 田 辺生 ・ 富 田恭!)l1j ( 1994) 茨城病虫研報 33 ・ 44�
47 

6) 島津 康 ・ 夏見栄生 ( 1 987) 昭和] 62 年度和歌山 果図試

試験研究成縦 1 67�169 
7) 竹田弘美 ら ( 1 990) : 日 槌病報 56 : 92 (諮要)
8) 悔本市作 ・ 長引一雄治 ( 1 979) : 日 梢病報 45 ・ 430�435

(島津 康)

細胞膜機能 に 作用 す る 。 ③接触型 の 予防薬剤。 胞子発
芽， 発芽管伸長， 付着器形成， 侵 入系形成等 を協力 に 阻
害。 ④耐性菌 に対 し て も 優れ た 効果 を 示 す 。 ベ ン ゾイ ダ
ミ ゾ- }レ系殺菌剤， ジ カ ル ボ キ シ イ ミ ド 系殺菌剤及びエ
ル ゴ ス テ ロ ー ノレ生合成阻害剤 な ど と 作用機構が異 な る 。
⑤他薬剤 と の混用性が良好で、幅広 い作物で使用 出 来 る 。
o 1 オ ー ソ サ イ ド 発売 4 0 周 年 キ ャ ン ペ ー ンJ を 実 施

一一全国か ら コ ン テ ス ト 作品 を 募集一一
オ ー ソ サ イ ド は発売 40 周 年 を 迎 え る に あ た り ， 標記 キ

ャ ン ペ ー ン を 実施す る 。 本 剤 は ， 広範囲の病警に優れた
効果を持つ総合殺菌 と し て ， 日 本 に お い て は リ ン ゴ， ナ
シ 等 の 果樹 ・ 野菜 を �I:I 心 に使用 さ れて い る 。

キ ャ ン ペ ー ン は， 1 や さ いj を テ ー マ と し た コ ン テ ス ト
形式で行い， 1写真 ・ 川柳 ・ イ ラ ス ト j の 各作品 を 広 く 全
国か ら 募集す る 。 応募作品の 審査 は j (社) 日 本植物防疫
協 会 の 梶原敏宏理事長 を 審査委員長 に 迎 え る o 優秀日
( 1 2 人) に は 1 1 0 万円旅行券j， 佳作 (30 人) に は 「 ナ シ
ョ ナ /レ ・ マ ル チ カ ッ タ ー j ， さ ら に オ ー ソ サ イ ド 賞 (500
人) と し て 「 オ リ ジ ナ ル ・ レ ジ ャ ー シ ー ト バ ッ グj が贈
ら れ る 。

締 切 平成 7 年 3 月 10 日
問い合わせ先 株式会社 ト ー メ ン ( オ ー ソ サ イ ド 普及

会事務局) ， 生物産業部 ア グ ロ ケ ミ カ ル第一課
富田靖浩氏 Tel 03-3588-7586 FAX 03-3588-9930 
港 区赤坂 2- 1 4-27 国際新赤坂 ビノレ 東館

又 は ， 株式会社 東宣 第一営業部 窪田 覚氏
T巴1 03-3273-0701  FAX 03-3272-0250 
中央区京橋 3-2-18

新 い イ植物防疫」 専用合本 フ ァ イ ル

本誌名金文字入 ・ 美麗装傾
本誌 B 5 判 12 冊 1 年分が簡単 に ご 自 分で製本で き る 。
①貴方の書棚 を 飾 る 美 し い外観。 ②穴 も あ け ず糊 も 使わ ず合本で き る 。
③冊誌 を傷め ず保存で き る 。 ④中 の い ずれで も 取外 し が簡単 に で き る 。

⑤製本費が はぶ け る 。

改訂定価 1 部 7 2 0 円 送料 3 9 0 円

⑥表紙が ビ ニ ー ル ク ロ ス に な り 丈夫 に な っ た 。

ご希望の方 は現金 ・ 振替で直接本会 へ お 申込み下 さ い。
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