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は じ め に

メ ロ ン は， 高級感 を与え る 晴好品 と い う イメ ー ジ が消

費者の聞で定着 し ， イチ ゴ と並んで最 も 人気の高 い果菜

類のひ と つ に挙げ ら れ る 。 こ う し た 人気の高 ま り と 相 ま

っ て ， ア ーノレ ス 系 の い わ ゆ る 高級 な ネ ッ ト メ ロ ン か ら ，

庶民的 な露地 メ ロ ン に 至 る ま で， 年間 を 通 じ て様々 な品

種が庖頭 を飾 っ て い る 。 ま た ， 高収入が見込 ま れ る 重要

な換金作物であ る た め ， 生産者 に も 歓迎 さ れ， 各地で産

地が形成 さ れて い る 。

と こ ろ で， 多様な 品種が流通 し て い る こ と か ら も 明 ら

か な よ う に ， メ ロ ン で は 品種改良が進ん でお り ， 病害抵

抗性 に 関 しで も ， う ど ん こ 病， つ る 割病等 に対 し て抵抗

性 を 有す る 多 数 の 品種が育成 さ れ (瀬古， 1989) ， 農家

の圃場に お い て そ の実用性が立証 さ れて き た 。

し か し な が ら ， こ れ ま で メ ロ ン つ る 割病 に抵抗性 を 有

す る と さ れて き た 品種群が権病化す る 事例が相次 い で報

告 さ れ (小林， 1989: 岩 田 ら ， 1994: 並木 ら ， 1995) ，  

メ ロ ン生産地 は重大な危機 を迎えつ つ あ る と い っ て も 過

言 で は な い。 こ う し た 背景 を踏 ま えて ， 本稿で は メ ロ ン

つ る 割病菌の レ ー ス お よ び系統分化 と そ の遺伝的背景 に

つ い て ， 筆者 ら が得た知見 を 中心 に紹介す る 。

I 日本産メロン つ る割病菌の レ ー ス およ

び系統分化

1 日本産 メ ロ ン つ る割病菌 の レ ー ス 判別

メ ロ ン つ る 割病菌 は， 宿主 であ る メ ロ ン の多様な品種

群に対応 し て 病原性分化が進み， 諸外国では レ ー ス の存

在が報告 さ れて い る (RISSER et  al.， 1976; ARMSTRONG 

and ARMSTRONG， 1978) 。 こ れ ら の う ち ， RISSER et al 

(1976) が提唱 し た レ ー ス 判別法 は， 判別品種が有す る

抵抗性遺伝子 と の 関連性 を持つ と さ れ て い る た め ， 世界

中で広 く 受け入れ ら れて き た 。 し か し な が ら ， レ ー ス 判

別品種 は いずれ も 外国産で入手が困難であ り ， 自 家採種

に よ る 増殖が必須で あ る 。 そ の た め ， わ が国 で発生 し た

メ ロ ン つ る 割病菌の菌株が ど の レ ー ス に該当 す る の か と
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い う 体系的な研究 は こ れ ま で に 実施 さ れ て お ら ず\ 加え

て レ ー ス の分布状況や ， レ ー ス 内 に 変異 系統が存在す る

か否か も 把援 さ れて い な か っ た 。 そ こ で， 全国各地か ら

メ ロ ン つ る 割病菌 の菌株 を 収集 し ， 日 本で栽培 さ れて い

る メ ロ ン品種， メ ロ ン の変種 に 位置 づ け ら れて い る マ ク

ワ ウ リ お よ び シ ロ ウ リ の 品 種， 並 び に RISSER et al 

( 1976) が用 い た レ ー ス 判 別 品種 に 対 す る 病原性 を 調査

し た (NAMIKI et al . ， 1996 b) 。

そ の 結果， 日 本産 メ ロ ン つ る 割病菌 は， r ア ム ス ( メ

ロ ン の感受性品種) J ，  r大井 ( メ ロ ン の抵抗性品種) J お

よ び「黄金九号 ( マ ク ワ ウ リ ) J に 対 す る 病 原性 の 違 い

に基づ き ， 大 き く 四 つ の 系 統 に 類別 さ れ た 。 さ ら に ，

RISSER et al . ( 1976) の レ ー ス 判別品種 に 対 す る 病原性

を 調 査 す る と ， こ れ ら 4 系 統 は レ ー ス 0， 1 ，  2 お よ び

1， 2  y と 一致 し ， r ア ム ス J ， r大井j お よ び 「黄金九号j

を 用 い れ ば， レ ー ス 判別 が可能であ る こ と が明 ら か と な

っ た (表一1 ) 。

2 レ ー ス 1，2y の発生概況と 宿主範囲

1984 年， 高 知 県 下 で本病抵抗性品種 で あ る 「 ア ー ル

ス 東海 R 230J や 「 ア ー ル ス 東海 R 240J が，曜病化 し ，

発病株か ら 分離 さ れ た 菌株の病原性検定 に よ っ て ， 従来

未記録の新 し い レ ー ス ( レ ー ス 1， 2 y) で あ る こ と が判

明 し た (小林， 1989) 。 そ の 後， 同様 な 菌 系 に 関 す る 報

告 は な し そ の存在が半 ば忘れ ら れか け て い た 。 と こ ろ

が， 1993 年 5 月 に 北海 道 夕 張市富野お よ び沼の 沢 地 区

に お い て ， 本病抵抗性台木「金剛 1 号J あ る い は 「夕張

改良 1 号」 に 接 い だ 「夕張 キ ン グ」 の葉が著 し く 黄化す

る 萎 ち ょ う 性病害が発生 し た 。 発病株の維管束 は褐変 し

て い た が， 葉 と 茎部の病徴 は従来か ら 道内 で見 ら れた メ

ロ ン つ る 割病の症状 と は 明 ら か に 異 な っ ていた 。 メ ロ ン

の組織内か ら 分離 さ れた菌株の病原性検定 を 行 う と ， 本

表 - 1 日 本 産メ ロ ンつ る 割l病菌の簡易レース判別

判別品種
レ ー ス 番号

ア ム ス 大 井 黄金九号

レ ー ス 0 + 

レー ス 1 十 + 

レース 2 + 十

レ ー ス 1 ， 2 y + + + 

+ : 病原性あり，一: 病原性 な し



病抵抗性品種や共台品種 を 激 し く 侵す こ と から， 道内で

は新 し い 系統であ る こ と が判 明 し た ( 岩 田 ら， 1994) 。

な お ， こ れ以外の都道府県では本 レ ー ス の 発生 は確認 さ

れて い な い。

メ ロ ン ， マ ク ワ ウ リ お よ び シ ロ ウ リ の各品種に対す る

レ ー ス 1， 2 Yの 病原性 を 表 -2 に 示 す。 本 レ ー ス の 菌株

は， メ ロ ン， マ ク ワ ウ リ お よ び シ ロ ウ リ の全供試品種 に

病原性 を 示 し ， 非常 に 強力 な菌系であ る こ と が明らか に

な っ た (NAMIKI et al. ，  1996 b) 。 現在 ま でに ， 本 レ ー ス

に対す る 有効な抵抗性素材 は 国 内外 を 問 わ ず見い だ さ れ

て い な い。 本 レ ー ス の 分布域が拡大 し た 場合 に は， 全国

の メ ロ ン生産地 に 激甚な被害 を も た らす こ と が予想 さ れ

る た め ， 厳重 な注意が必要であ る 。

3 レ ー ス 1 の発生概況と 宿主範囲

1994 年 5 月 ， 滋賀 県湖 南地 方 の 農 家 圃 場 に お い て ，

本病抵抗性品種 「園研台木 2 号」 と rFR ア ム ス 」 に 接

い だ 「 ア ム ス 」 の葉が収穫直前 に著 し く 黄化 し ， そ の後

急速 に 萎 ち ょ う ・ 枯死す る 症状が多発 し た 。 ま た ， 発病

株の維管束や根部 は褐変 し て い た 。 当 初 は レ ー ス 1， 2 Y 

の発生が懸念 さ れた が， RISSER et al. ( 1976) の レ ー ス

判別品種に対す る 病原性検定 の結果から， 日 本では従来

未記録の レ ー ス 1 であ る こ と が判 明 し た (並木 ら ， 1996 

a) 。 な お ， 他 の 都道府県 で は 本 レ ー ス の 発 生 は 報 告 さ

れて おらず， 滋賀県下 に お い て も 現在 の と こ ろ ， 湖 南地

方 に の み分布域が限定 さ れて い る 模様であ る 。

メ ロ ン， マ ク ワ ウ リ お よ び シ ロ ウ リ 各品種 に対す る レ

ー ス 1 の 病原性 を 表 -2 に 示 す 。 本 レ ー ス の菌株 を メ ロ

ン各品種 に 接種す る と ， r ア ム ス J， rサ ン ラ イ ズJ お よ

び 「 ホ ー ム ラ ン ス タ ー 」 と い っ た 感 受 性 品 種 に 加 え ，

「 メ ロ ン パ ー ト ナ ー」 を 除 く 全供試品種 に病原性 を 示 し

た 。 し か し な がら， マ ク ワ ウ リ お よ び シ ロ ウ リ 各品種 に

対 し て は 「長崎潰瓜」 を 除 い て 病原性 を 示 さ ず， レ ー ス

1， 2 Y と は 明らか に 宿主範囲が異 な っ て い た (並木ら，

1995) 。

こ れら は 幼首 を 用 い た 病原性検定 の 結 果 で あ る が，

「 メ ロ ン パ ー ト ナ ー 」 を 台木 と し て 利 用 す れ ば本 レ ー ス

に よ る 被害 を 回避で き る 可能性が あ る と 考 えられた 。 そ

こ で， 前年度 に 本 レ ー ス に よ る 病害が激発 し た 滋賀 県湖

南地方 の 農家 圃場 に お い て ， r メ ロ ン パ ー ト ナー 」 お よ

びマ ク ワ ウ リ の血 を受 け継ぐ 「園研台木 3 号J の抵抗性

検定 を 行 っ た (表-3) 。 白根栽培 の 「 ア ム ス J お よ び レ

ー ス 1 に感受性であ る 「園研台木 2 号」 に 接い だ 「 ア ム

ス 」 で は， 発 病 株 率 は 100% と な っ た 。 こ れ に 対 し ，

「 メ ロ ンパ ー ト ナ ー」 お よ び 「園研台木 3 号」 に 接 い だ

「 ア ム ス 」 で は， 発病株率 は 10%未満 に と ど ま り ， 本 レ
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表 - 2 メ ロ ン， マ ク ワ ウ リ お よ び シ ロウ リ 各品種に 対す る 日本 産メ

ロ ン つ る 劉病菌4 レー ス の病原性
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+またはー

メ ロ ン

ア ム ス

ア ン デ ス

ア ス ワ ン
ベ ー ス

コ サ ッ ク

ク レス ト 春秋系
ク レス ト 秋冬系
ア ー ル ス セ イ ヌ夏1

アールス フ ェ ポ リ ッ ト +またはー
春系

ア ー ル ス ナ イ ト 夏系
1 号

アールス 東海 E G 360

ア ー ル ス 東海 PF 80

ア ー ル ス 東海 R 210

ア ー ル ス 東海 R 230

園研台木 2 号
ふ か みど り
ホー ム ラ ン ス タ ー
ノ、ネ デ ュ - PF

健 脚
金剛1 号

強 栄
メ ロ ンパー ト ナ 一

大 井

大井新 l 号
ノ-e，-eイ ヤメ ロ ン

真 珠

真珠100

サ ン ラ イ ズ

US1 号

+またはー

レー ス O

+ 

+ 

+ 

+ 

植物名 お よ び品種名

マ ク ワ ウ リ
コ ロ ナ

銀 泉
金 銘

金太郎
ニ ュ ー メ ロ ン

黄金九 号

大 型菊メ ロ ン

シ ロウ リ

育大長縞瓜
阿波みど り

桂大 白 瓜

長崎演瓜

白 は ぐら
東京大 白 瓜
よ かう り
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表 - 3 抵抗性台木を 用 い た レー ス 1 に よ る メ ロ

ン つ る 割病 の 防除

品種名

アム ス (自根)

園研台木 2 号
メ ロ ン パー ト ナ ー

園研台木 3 号

発病株数/供試株数 (% )

8/ 8 000.0 ) 

16/ 16 000 .0 ) 

16/ 200 ( 8 .0 ) 

12/ 200 ( 6 .0 ) 

いず れ も 穂木に は ア ム ス を 用 い た .

ー スに よ る 被害 を 回避で き る こ と が明 ら か と な っ た (並

木 ら ， 1996 a) 。 な お ， 本試験にお い て 発生 し た「 メ ロ

ンパー ト ナ ー」 お よ び 「園研台木 3 号j の発病株は， い

ずれ も 穂木の 「 ア ム ス 」 が長す ぎ た た めに地面に接 し て

発根 し て お り ， 穂木の 白根 を 通 じ て 病原菌が侵入 し て い

た。 し た が っ て ， 接 ぎ木栽培の技術が向上す れ ば こ れ ら

の品種 を 台木 と し て利用で き る 可能性が高 い。

4 レ ー ス O お よ び レ ー ス 2 に お け る系統分化

メ ロ ン， マ ク ワ ウ リ お よ び シ ロ ウ リ 各品種 に対す る レ

ー ス O お よ び レ ー ス 2 の菌株の病原性 を 表 2 に 示す。

レ ー ス O で は ， 供 試 し た メ ロ ン 品 種 の う ち ， r ア ム

ス J， rサ ン ラ イ ズ」 お よ び 「 ホ ー ム ラ ン ス タ ー 」 に対 し

て は， 供試全菌株が病原性 を示 し た が， こ れ ら を 除 く 多

数の 品種に は病原性 を 示 さ な か っ た 。 ま た ， マ ク ワ ウ リ

お よ び シ ロ ウ リ に 対 し て は， r長崎漬瓜」 を 除 い て 病原

性 を 示 さ な か っ た (NAM IK I et al .， 1996 b) 。

他方， レ ー ス 2 に つ い て は ， 供試全菌株が メ ロ ン の

「 ア ム ス J， rサ ン ラ イ ズj お よ び 「 ホ ー ム ラ ン ス タ ー 」

に対 し て病原性 を 示 し た が， レ ー ス O と 同様に， こ れ ら

を除 く 多数の メ ロ ン 品種に は病原性 を示 さ な か っ た 。 ま

た ， いずれの菌株 も マ ク ワ ウ リ お よ び シ ロ ウ リ に対 し て

は ， r金銘J を 除 く 全品種に病原性 を 示 し ， レ ー ス O と

は明 ら かに宿主範囲が異な っ た (NAM IK I et al . ，  1996 b) 。

さ らに興味深 い こ と に は， 表 4 に 示す よ う に レ ー ス O

には メ ロ ン 3 品種に対す る 病原性に よ っ て 区別 さ れ る 六

つ の 系統が存在 し ， レ ー ス 2 に も メ ロ ン 2 品種お よ びマ

ク ワ ウ リ 1 品種に対す る 病原性 に よ っ て 区別 さ れ る 六つ

の系統が存在す る こ と が判明 し た (NAM IK I et al . ，  1996 

b) 。 起源が異 な る 多様 な 育種素材 を 用 い て 品種改良 を

重ねた結果， こ う した病原性の細分化 を招いたのであ ろ

う か。 あ る い は， 病原菌の DNA にわずか な突然変異が

生 じ る こ と に よ っ て ， 容易 に 病原性が変わ っ たた めであ

ろ う か。 い ずれにせ よ ， 病原菌 と 宿主 と の共進化 を 考 え

る う えで格好の材料 と い え よ う 。

な お ， レ ー ス 0， レ ー ス 2 と も に 全国 に 広 く 分布 し て

お り ， メ ロ ン を栽培す る 際 に は， 画場内 に分布す る レ ー

一一一 3

表 - 4 レー ス 0 お よ びレー ス 2 で検出 さ れた 変異系統の病原性

植物名 お よ び品種名

メ ロン

レー ス O レー ス 2

A B C D E F A B C D E F 

ア ー ル ス フ ェ ポ リ ッ ト 春系 + +一一一 + + + 一一一

コ サ ッ ク +ー +-- + + + + + +  
ノ守ノfイ ヤメ ロ ン + +ー + +ー + +ー + +ー

マ ク ワ ウ リ

金 銘 一一一一一一 +一一 +ー +

+ : 病原性あ り ，一 : 病原性 な し

ス お よ び系統 を考慮 に 入 れ て 品種 を 選択す る こ と が重要

であ る 。

H メロン つ る割病菌 レ ー ス聞の遺伝的類

縁性

筆者 ら は 既に， DNA フ ィ ン ガ ー プ リ ン ト 法に よ っ て

ウ リ 科植物つ る 割病菌の分化型聞の識別 が可能であ る こ

と を報告 し た (NAM IK I et al .， 1994) 。 そ こ で， メ ロ ン つ

る 割病菌 に つ い て も ， 病原性 と DNA レ ベ ル の デ ー タ が

一致す る か否 か を 確認す る た め ， 本法に よ り レ ー ス 間 の

遺伝的類縁性 を解析 し た (並木 ら ， 1995: NAM IK I e t  al.， 

1996 b) 。 な お， 染色体上 の 遺伝子 を コ ー ド し て い ない

領域に存在す る 反復 DNA 配列 を プ ロ ー プ と し て ハ イ プ

リ ダイ ゼー ショ ン を行 う と ， 個体問で異 な る 多数のバ ン

ド パ タ ー ン が得 ら れ る 。 こ の バ ン ド パ タ ー ン が， ヒ ト の

指紋 (= フ ィ ン ガ ー プ リ ン ト ) と 同様 に 個体 を 識別 す る

標識 と し て 利 用で き る た め ， DNA フ ィ ン ガ ー プ リ ン ト

法 と 呼 ばれて い る 。

各菌株か ら 抽出 し た 全 DNA を 制 限酵素 EcoR V で切

断 し ， ユ ウ ガ オ つ る 割病菌 MAFF 305118 株 の染色体

DNA ラ イ ブ ラ リ ー か ら 単離 し た 4 種類 の 反復 DNA 配

列 ク ロ ー ン と の ハ イ プ リ ダイ ゼ ー シ ョ ン を 行 っ た 。 得 ら

れた DNA フ ィ ン ガ ー プ リ ン ト の 試験例 を 図-1 に示す。

レ ー ス 2 の菌株で は す べ て ， 類似す る バ ン ド パ タ ー ン が

得 ら れ， 他 の レ ー ス の菌株 に 比 べ て バ ン ド 数 が 多 か っ

た 。 こ れに対 し ， レ ー ス O では菌株 に よ っ て 異 な る 2 種

類のバ ン ド パ タ ー ン が得 ら れた 。 こ の よ う に， レ ー ス 2

と レ ー ス 0 の バ ン ド パ タ ー ン は 大 き く 異 な り ， 互い に識

別が可能であ っ た 。 一方， レ ー ス 1 と レ ー ス 1， 2 Yの菌

株のバ ン ド パ タ ー ン は互い に類似 し て お り ， 識別 は 困難

であ っ た 。 し か し ， そ れ ら のバ ン ド パ タ ー ン は ， レ ー ス

O お よ び レ ー ス 2 の菌株のバ ン ド パ タ ー ン と は 異 な っ て

し't.こ。

得られた DNA フ ィ ンガー プ リ ン ト に基づ い て 類縁係
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レー ス 1 . 21' レ ー スI レース 2 レー スO

図ー1 メロンつ る割病菌で検出された

DNA フ ィ ンガ ープ リ ントの試験例

数を算出し， 平均距離法により系統樹を作成した(図-
2)。 その結果， レース2の菌株が単一の迫伝的グループ
を形成し， レースOの菌株は互いに類縁性が低い二つの
迫伝的グループを形成した。 また， これらの遺伝的グル
ープとは別に， レース1 およびレース1，2yの菌株が 一
つの遺伝的グループを形成し， 互いに類縁性が高いこと
が明らかとなった。

皿 メロンつる割病菌の病原性関連遺伝子

の検索

前述したDNAフィンガープリント分析の結果， マ ク
ワウリおよびシロウリに対する病原性が明らかに異なる
にもかかわらず， レース1 とレース1，2 Yとは， 互いに
類縁性が高かったことから， 両者の違いがわずかな造伝
的変異に基づく可能性が考えられた。 そこで， メロンつ
る割病菌のレースにおける病原性の遺伝的背景を調べる
ために， 突然変異誘発剤とREMI(restriction enzyme 
m巴diated integration)法を用いて病原性変異株の分離
を試みた(並木ら， 1996 a ;怯永ら， 1996)。
「 アムスJ， I大井」および「黄金九号」のすべてに病

原性を示すレース1，2y (Mel 02065株) のbud cell に
突然変異誘発剤 メタンス/レホン酸エチルを処理し， 得ら
れた 749 株について病原性を調査した(表5)。 その結
果， ①「アムスjと「大井」に病原性， 黄金九号に非病
原性(=レースlと同様)， ②「アムス」に非病原性，

「大井」と「黄金九号」に病原性， ③すべての品種に非
病原性， の3 種類の変異株が得ら れた。 すなわち， この

一一 4

1 
40 50 60 70 80 90 100 

類 縁係数(%)

レ ー ス 2

レ ー ス O

図-2 DNA フ ィ ンガープ リ ン ト に基づいて作成 した

メロンつる割病菌の系統樹

結果から， レース1，2yに突然変異が生じてレースlに
変化することが示唆された。

次に， ハイグロマイシンB抵抗性遺伝子を指標とす
るREMI法によって， IアムスJと「黄金九号」に病原
性を示すレース2(Me102010 株) の形質転換を行っ
た。 得ら れた約 300 株の形質転換体の病原性を調査する
と， ①「黄金九号」にのみ病原性， ②3 品種すべてに非
病原性， の 2種類の変異株が検出された (表6)。 この
結果から ， IアムスJ， I大井」および「黄金九号」に対
する メロンつる割病菌の病原性は， それぞれ異なる造伝
子領域に支配されていることが示唆された。

お わ り に

これまで述べてきたように， メロンつる割病菌には従
来報告されていた以上に病原性が分化した， 多様な変異

系統が存在することが明らかとなった。 これらの病原性
分化に関する一連の研究は， 本病に対する抵抗性品種の
育成とその適切な利用を図るうえで大きく貢献するであ
ろう。 ある回場に分布しているレースや系統の種類がわ
かれば， 適正な品種を効率的に選択でき， 本病の発生を
未然に防ぐことが可能となる。 また， メロンの品種カタ
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表 - 5 メ タ ン ス ル ホ ン 酸エ チ ル処理 に よ り

得ら れた 突然変異株の病原性

菌 株 判別品種

コ ー ド 番号 ア ム ス 大 井 黄金九 号

Mel 0 206 5 1 5  1 5  1 5  ーーーーーーー唱・ーーー・・ーーー・・崎明ーー悼噌・ー.‘ーー--ーーーーーー・・
EP 6-10 。 。 。
EP 7-1 2 1 5  1 5  。
EP 9- 3  。 1 5  1 5  

E P  1 7- 3  1 5  1 5  。

表中の数字は， 発病株数 を 示 す (各品種 と
も 1 5株ずつ供試).

表-6 REMI 法 に よ り 得ら れ た 突然変異株

の病原性

菌 株 判別品種

コ ー ド 番号 ア ム ス 大 井 黄金九 号

Mel 0 2010 35 。 35 

FMMP 95-1 0 

FMMP 95- 2  0 

FMMP 95- 3  0 

nυ
nu
nu

 

"'・
nHV
AHV

1
 

表 中 の 数字 は， 発病株数 を 示 す (各品種 と

も 35株ずつ供試l.

ロ グ等 に は， 単 に「つ る 割病抵抗性J と 表示 さ れて い る

の みであ る が， 今後 は ど の レ ー ス に対 し て抵抗性であ る

の か を 明示す る こ と に よ っ て ， 品質表示の適正化 に も 役

立つであ ろ う 。 加 え て ， 農業現場で発生 し て い る メ ロ ン

つ る 割病菌の レ ー ス に つ い て は， よ り 広範な調査を継続

実施す る こ と に よ り レ ー ス 分布の今後の変動 を把握 し て

い く こ と が重要であ る 。 特 に ， 現段階で有効な抵抗性素

材が見 い だ さ れ て い な い レ ー ス 1， 2 Yの 動 向 に 関 し て

は， 警戒 を 怠 っ て は な ら な い。

こ う し た 応用研究 に と ど ま ら ず， 基礎研究の側面に つ
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い て も 興味深 い結果が得られて い る 。 す な わ ち ， こ れら

の研究 に よ っ て ， メ ロ ン つ る 割病菌の病原性 と 遺伝的変

異 と の 関係が， 複雑では あ る も の の ， 一定の傾向 を 有 し

て い る こ と が明 ら か に な っ た 。 こ の複雑 さ は ， 病原性 に

加 え て ， 菌糸和合性や地理的隔離等 の様々 な 要因が本病

原菌 の DNA に 反 映 さ れ て き た 結果 で あ る と 考 え ら れ

る 。 し か し な が ら ， 近年 の 遺伝 子操作技術 の 進歩 に よ

り ， 植物病原糸状菌 に 関す る 研究分野で も 様々 な遺伝子

が単離 さ れつ つ あ る 。 本稿で紹介 し た 知見 を 基 に ， そ れ

ほ ど遠 く な い将来 に メ ロ ン つ る 割病菌の病原性 に 関与す

る 遺伝子が単離 さ れ， そ の構造 と 機能が解明 さ れ る こ と

であ ろ う 。 こ う し た研究 を 通 じ て 本病菌の病原性 に 関す

る 理解が深 ま る と と も に ， 病害防除体系 の確立に 向 け た

新た な道が拓かれ る こ と を 切 に 願 う 次第であ る 。

本稿で紹介 し た 研究成果 は ， 名古屋大学， 滋賀 県農業

試験場お よ び 日 本国芸生産研究所 と の共同研究 に よ る も

のであ る 。 ま た ， そ の一部 は 農林水産省農林水産業特別

試験研究補助金 に よ る 。 最後 に ， 貴重 な 菌株お よ び擢病

株を分譲 し て い た だ い た 関係者の皆様 に 心 よ り お礼申 し

上 げ る 。
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