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lま じ め

イ チ ゴ う ど ん こ 病 (病 原 菌 : Sphaerotheca aphanis 
var. aphanis) は イ チ ゴ栽培 に お け る 最 も 重要 な病害で
あ り ， そ の薬剤防除 は必須であ る 。 現在， 防除薬剤 と し
て DMI 剤， キ ノ キ サ リ ン 系剤， イ オ ウ 剤 な ど が散布 さ
れて い る が， 最 も 効果が高 く ， 頻繁 に 使用 さ れて い る の
が ト リ プ ル ミ ゾー ル な ど に 代表 さ れ る DMI 剤 の グ ル ー
プで あ る 。 し か し ， DMI 剤 は 耐性菌が出現 し や す く ，
イ チ ゴ う ど ん こ 病菌 で も ， 1986 年 に ベ ル ギ ー に お い て
DMI 剤 に 対す る 感受性の低下 と 防除効果の 低下が報告
さ れた (BAL and GILLES， 1986) 。 日 本 に お い て も 1992 年
に 圃場 レベル に お け る 防除効果の低下 と ， 感受性低下菌
の確認が報告 さ れ て い る ( 中 野 ら ， 1992 ) 。 現在， 薬剤
感受性 の ベ ー ス ラ イ ン デ ー タ が存在 し な い た め DMl i\lIJ
に対す る 感受性低下の実態 は明確で は な い。 し か し ， 感
受性検定 に お い て 50%阻止濃度 (EC50 値) の分布が 40
倍程度の範囲 に 広が っ て お り ， ま た ， 防除効果が低下 し
た と い わ れ る 園場か ら 採集 さ れた 菌株は感受性が低 い傾

向 が見 ら れ る 。 こ の た め ， 既 に 防除効果 の低下 を招 く 程
度の感受性低下が起 こ っ て い る 可能性が推測 さ れて い る
(武田 ら ， 1996) 。

イ チ ゴ う ど ん こ 病菌の DMI 剤 に 対 す る 感受性検定 方
法 と し て は， ラ ン ナ ー先端小葉 を 用 い る 方法 (中野 ら ，
1992) と リ ー フ デ ィ ス ク を 用 い る 方 法 (稲 田 ・ 松 崎，
1994 ; 岡 山 ら ， 1995) が報告 さ れて い る 。 ラ ン ナ ー先端
小葉 を 用 い る 方法 は ラ ン ナ ー の確保がやや難 し し か な
り の イ チ ゴ株 を 必要 と す る 。 稲 田 ら の リ ー フ デ ィ ス ク 法
は発病 し た 葉 を く り ぬ き ， そ の再生 に よ っ て判定す る 点
で簡便であ る が， 菌叢の新 し さ に よ っ て 再生の程度 に 違
い が出 る こ と が考 え ら れ， 多 数の 菌株の感受性 を 横並 び
で比較す る 場合 に は適用 し に く い と 思わ れ る 。

本稿では， 比較的簡便で， 適用 範 囲 の 広 い と 思わ れ る
岡 山 ら の リ ー フ デ ィ ス ク 法 を 改良 し た 感受性検定法 に つ
い て 紹介 し た い 。

I う どん ニ 病菌 のサ ン プ リ ン グ

サ ン プ リ ン グ す る に は ， 分生胞子 を 十分 に形成 し た 新
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図 ー 1 イ チ ゴ う ど ん こ 病菌 の DMI 剤 に対す る 感受性検定方法

H 接種源の準備

採集 し た サ ン プル が新鮮で， 病斑面
積が十分 な ら ば， そ の ま ま 湿 っ た 炉紙
を 敷 い た 大型 シ ャ ー レ 内 で 1 週間程度
静置 し 分生胞子が多量 に形成 さ れた 段
階で検定 し で も よ い。 し か し ， 通常 は
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圃場か ら 採集 し た 葉上 で は ， 感受性検定 に 供す る に は十
分 な分生胞子が得 ら れ な い場合が多 い。 そ の た め ， い っ
た ん う ど ん こ 病 フ リ ー の イ チ ゴ葉 に 接種， 増殖 し て か ら
検定 に供試す る 。

( 1 )  供試植物 : う ど ん こ 病 フ リ ー の 条件下で育成 し
た イ チ ゴ苗の展葉後間 も な い複葉 を切 り 取 り ， 湿 っ た炉
紙 を敷 い た 大型 シ ャ ー レ 内 に 並べ る 。

( 2 ) 接種方法 : 採集 し た擢病葉， 擢病果上 の病斑か
ら 分生胞子 を滅菌 し た筆でか き 取 り ， 上記の イ チ ゴ葉 に
は た き 落 と し て 接種す る 。 シ ャ ー レ は パ ラ フ ィ ル ム で密
閉 し ， 水分 を保つ よ う に し て 維持す る 。

( 3 ) 培養条件 : 20oC， 蛍光灯照明下 ( 12 時間/ 日 照
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明) に 置 き ， 薬剤感受性検定 に 十分 な量 の分生胞子が得
ら れ る ま で維持す る 。 こ の段階で十分 な量の分生胞子が
得 ら れ な い場合 は， 現れた病斑 を新た に 移植 し直 し て ，
病原菌の増殖 を 図 る 。

う ど ん こ 病菌の移植作業 は 原則 と し て ク リ ー ンベ ン チ
内 で行 う 。 移植 に は市販の絵筆 を 用 い る が， サ イ ズ と し
て は 6 号の平筆が使 い や す い 。 絵筆 は エ タ ノ ー ル に 浸潰
し て滅菌 し ， ク リ ー ンベ ン チ 内 で一晩風乾す る 。

皿 薬剤感受性の検定方法

( 1 )  供試植物 : う ど ん こ 病 フ リ ー の 条件で育成 し た
イ チ ゴ苗の展葉後間 も な い複葉 を切 り 取 り ， 径 9 mm の

コ ル ク ボ ー ラ ー で リ ー フ デ ィ ス ク を
打 ち 抜 く 。 硬化 し た 葉や傷の 付 い た
葉 で は う ど ん こ 病菌 が 感 染 し に く
く ， ほ と ん ど発病 し な い た め検定で
き な い。 こ の段階で使用 す る 葉 を慎
重 に 選ぶ こ と が検定 に お け る 最 も 重
要 な 点 で あ る 。 ジ ベ レ リ ン 25�50
ppm を イ チ ゴ 苗 に 散布 し て お く と
柔 ら か い 葉 が 得 や す く な る ( 岡 山
ら ， 1995) 。

イ チ ゴ う ど ん こ 病菌 に は， 少 な く
と も 「 と よ の か」 お よ び 「女峰j に
対 し て 病原性 を 異 に す る 二つ の レ ー
ス が あ る こ と が報告 さ れて い る ( 内
田 ら ， 1996) 。 す な わ ち ， ["女峰j か
ら 採 集 し た 菌株 の 中 に は 「 と よ の
かJ 上 で 生 育 し な い も の が あ る 。
「 と よ の かJ， ["女蜂j の 両 品 種 に 病
原性 を 示す う ど ん こ 病菌株 を 用 い た
場合， ど ち ら の 品種 を供試 し て も ，
DMI 剤 に 対 し て 同様 の 薬量反 応直
線 を 示 し ， EC50 値 も 大差 は な か っ
た (図 2， 3) 。 し た が っ て ， 検定 に
使用 す る 品種は， 菌株 を 採集 し た ホ
ス ト を 考 慮、 し て ， [" と よ の かj か
「女峰J を 用 い る と よ く ， そ れ に よ
っ て 得 ら れた 感受性値 は ど ち ら の 品
種 を 用 い た 場合で も 同列 に比較で き
る と 考 え ら れ る 。

( 2 ) 供試薬剤 : 原体 を メ タ ノ ー
ル に 溶 解 し (10 ， 000 ppm) ， - 30oC 
で保存 し た も の を蒸留水で希釈 し て
所定 の濃度 と す る 。 メ タ ノ ー lレ の濃
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図-2 イ チ ゴ う ど ん こ 病菌 4 菌株の 異 な る 品種上 に お け
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図-3 イ チ ゴ う ど ん こ 病菌 4 菌株の異 な る 品種上 に お け
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ま た ， そ れ ぞれの菌株
の EC50 値 と 対照 の 感 受
性菌株の EC50 値 と の 比
を， そ の菌株の耐性度 を
表 す 指 数 Res i s tance
factor (Rf) と す る 。
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( 8 ) 菌株の保存 : 第

II 章 で 述 べ た 方 法 に よ
り ， う ど ん こ 病菌の継代
保存を行 え る 。 イ チ ゴ う
ど ん こ 病菌ーは長時間培養
す る と 雑菌が混入す る こ
と が多 い た め， 2 週 間 に
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図 4 イ チ ゴ う と。 ん こ 病菌の DiVlI 剤に対す る 感受性分布 IV DMI 剤 に 対 す る
感受性分布度 は 0 . 1 % を超 え な い よ う に す る 。 濃度段階は薬剤 お よ

び菌株 に よ り 異 な る が， 例 え ば 1 ppm， 0 . 5  ppm， 0 . 2  
ppm， 0 . 1 ppm . . . . . . 0 . 0 1 ppm の よ う に と る 。

( 3  ) 接種方法 : リ ー フ デ ィ ス ク を葉裏を上 に し て ，
湿 っ た伊紙 を 敷い た シ ャ ー レ に 並べ， 高 さ 20 cm 程度，
径が シ ャ ー レ と 同程度 の塩化 ビニ ル製の円筒内 に置 き ，
円筒の上か ら ， う どん こ 病菌の分生胞子を十分 に形成 し
て い る イ チ ゴの複葉を指で軽 く た た い て 均一に 払い落 と
す。

( 4  ) 薬剤処理方法 . 所定濃度 に 調整 し た 薬液 を 径
60 mm シ ャ ー レ に 5 m l ずつ分注 し ， こ れ に 接種 し た リ
ー フ デ ィ ス ク 5 枚 を接種面 を 上 に し て浮遊 さ せ る 。

( 5 ) 培 養 条 件 : 接 種 ・ 薬 剤 処 理 後 ， 2 00C， 
2 ， 000�2 ， 500 lux， 1 2 時間照明下で 6 日 間維持す る 。

( 6  ) 調査方法 ・ 実体顕微鏡下で分生胞子形成 を 伴 う
病斑の面積率 に下記の指数 を 与 え て調査す る 。

指数 o : 1!�発病， 指 数 1 : 病斑面積率 5%以下， 指 数
2 : 6�25%， 指 数 3 : 26�50%， 指 数 4 : 5 1�75%， 指
数 5 : 76%以上。

( 7 )  デ ー タ 解析 : 1 濃度 ( 1 シ ャ ー レ) に つ き 5 枚
の リ ー フ デ ィ ス ク を供試 し て い る の で， 五つ の観測値が
得 ら れ る が， そ の う ち 最少 と 最大の値 を除 く 中間の三つ
の値に よ り ， そ の濃度 に お け る 発病度 を求め る 。

発病度 = 1: (指数 × 該当 リ ー フ デ ィ ス ク 数) /1 5 X IOO
こ れ に よ っ て ， 最少生育阻止濃度 (MIC) を 求 め，

さ ら に無処理区の発病度 と 比較 し た 阻害度 を算出 し て ，
EC50 値 を 求 め る 。

筆者 ら は 日 本各地 (関東， 東海， 四国， 九州、[) で採集
さ れた イ チ ゴ う ど ん こ 病菌 32 菌株 に つ い て， ト リ プ ル
ミ ゾ - }レ， フ ェ ナ リ モ ル， ミ ク ロ プ タ ニ ル の 3 種 の
DMI 剤 に 対す る 感受性 を検定 し た。 3 剤の EC50 値 は，
ト リ プ ル ミ ゾ ー /レ で は O . 1 56�5 . 634 ppm， ブ エ ナ リ モ
ル で は o . 1 80�7 . 749  ppm， ミ ク ロ プ タ ニ ル で は
O .  044� 1 . 843 ppm の範囲内 で一峰'性の頻度分布 を 示 し
た。 ま た ， 3 剤の感受性値聞 に は 高 い相闘が認め ら れた
こ と か ら ， 3 剤 に対す る 感受性 は互い に交差す る も の と
考 え ら れ る (図-4) 。

V 留 意 点

( 1 )  イ チ ゴ う ど ん こ 病菌 に つ い て は， 現在， DMI 
剤に対す る ベ ー ス ラ イ ン が存在 し な いた め， 感受性検定
の結果 は慎重に判断す る 必要があ る 。

( 2 ) 本サ ン プ リ ン グ法で得 ら れた菌株は， 個体群で
あ り 辿伝的に純系 と い え な い。 遺伝的に純系の個体を得
る に は単分生胞子分隊 を 行 う 必要があ る 。
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