
Mo担ilinia jト71ctigena によるリ ン ゴ灰星病の発生生態 415 

Monilinia fructigena に よ る リ ン ゴ灰星病 の発生生態

は じ め に

Monilinia fructigena に よ る リ ン ゴ灰星病は. 1993 年
の ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド . 1994 年 の ア メ リ カ と， 相 次 い で
解禁 さ れた リ ン ゴ生果実の輸出 に かかわ る 検疫対象病害
虫のーっ と し て， に わ か にク ロ ー ズ アッ プ さ れた果実腐
敗性の病害であ る 。 し か し， 本病 は わ が国 に お い て， 落
下果実や加工用果実な どの 障害果 の ほ か， ご く ま れ に貯
蔵果実 (照井. 1959) に 発生す る 程度で， リ ン ゴ園か ら
の被害報告 は全 く み ら れて い な い。 青森県 で は 1918 年
に初め て り ん ご病害虫防除暦を作成 し， こ れ以降種々 な
病害虫の発生動向 に 応 じ て 改訂を繰 り 返 し て き た が， こ
れ を み て も 今 日 ま での聞 に一度 も 本病 を 防除対象 と し て
取 り 扱っ た こ と がな い。 こ の た め， 発生生態や防除法 に
つ い て は， ほ と ん ど未検討 の ま ま に な っ て い る。

こ の よ う な こ と か ら， リ ン ゴ生果実の輸出指定園地で
は本病の防除対策の み な ら ず， そ れぞれの国別 に定め ら
れた 「輸出 り ん ご検査実務要領」 で求め ら れて い る 発生
調査等 を 円滑 に 遂行で き な い お そ れ も 想定さ れ る 。 そ こ
で， 各種の接種試験 を行っ て花腐れの症状や果実の感受

性推移， 伝染源， 菌生菌 と し て 知 ら れて い る チ ャ イ ロ ミ

菌核病菌 Lanbertella corni - rnaris 原 田 ら . 1990) の

リ ン ゴ園 内 で の本菌菌核への寄生な ど を 明 ら か に し た

(雪国 ら . 1995 a. b. 1997) 。 こ れ ら の発生生態解明 は，
輸出指定園地での防除対策や発生調査等の参考 に な る と
恩われる の で， そ の概要 を紹介す る。

I 接種試験で発現 し た 花腐 れの症状

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 向 けの リ ン ゴ輸出指定園地では， 開
花期 に お け る 発生調査が求め ら れて い る が， わが国では

こ の 時期 に 本病が発生 し た と い う 報告 は み ら れ な い。
Monilinia 属菌 は一般 に， 分生子聞 に分離器 を 有す る 有
分離器群 と こ れ を 欠 く 無分離器群 に 大別 さ れ. M. fur
uctigena. M. fructic叫α お よ び M. laxa の 3 種が無分離
器群 に 区分 さ れ て い る (原 田. 1985 ; BATI1A. 1988) 。
有分離器群の子の う 胞子 では発芽後間 も な い稚薬が感染
し て葉腐れ を生 じ る の に対 し， 無分離器群の子の う 胞子
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では花弁が感染 し て花腐れ を 生 じ る と い う 特徴があ る 。
そ こ で， ポッ ト 植 え ‘ふ じ ' の 中心花が開花直前 と な っ た
と き に， 花 そ う の全体に本菌 を噴霧接種 し， 花腐れ発生
の有無 を検討 し た。 接種源 と し て， 本菌の子の う 盤 を野
外か ら 採取す る こ と も， 人工培養す る こ と も 困難であ っ
た の で， ‘ 国 光 ' の 果 実 で培養 し た 分 生 子 (原 田 ら，
1993) を 接種 に 用 い た。 接種後 の ポッ ト は 200C ・ 湿室

に 1 日 間保持 し た の ち， 温室で 2 週間管理 し， そ の後野

外へ移 し た。
そ の結果， 接種 1�2 日 後 に 発病が認 め ら れ， 花弁 に

は淡褐色~褐色， 不 正形の病斑 を 生 じ た ( 口 絵写真①) 。
こ れ ら の花弁 は萎凋 し て 花 そ う か ら 自 然 に脱落 し た が，
一部 は そ の ま ま 残 っ て花弁全体が褐変 し， や が て が く 片
や子房， さ ら に は花柄か ら 果台へ と 病斑が拡大 し た。 接
種 7�10 日 後に な る と， 花 そ う 全体が萎凋 し て 花腐れ と
な っ た ( 口 絵写真②) 。 野外 に 移 し て 間 も な く， 果 台 の
付近に 少量の分生子堆 を形成 し た が， こ れ以降は翌年の
5 月 末 ま で分生子堆の形成 は認め ら れな か っ た。

こ の よ う な発病推移か ら， 本病の花腐れは花弁感染 に
起 因 す る と 考 え ら れ た。 そ こ で. 200C ・ 湿室 の 条件下

で， ‘ふ じ ' の花弁， が く 片， 子房お よ び展葉直後の新檎
葉そ れぞれに， 分生子 を 無傷 ま た は有傷接種 し た。 そ の
結果， 花弁 に対す る 無傷接種では褐色の病斑が花弁全体
に広が り， が く 片や子房， さ ら に は花柄へ と 連続的に病
斑が拡大す る こ と を再現で き た (表- 1) 。 こ れに対 し て，
が く 片， 子 房お よ び新梢葉 で は無傷接種， 有傷接種 の い
ずれに お い て も， ほ と ん ど発病 し なか っ た。

北島 (1989) は， 北海道 に お い て 1894 年 と 1901 年 に
本菌 に よ る 病害 と し て報告 さ れた 果樹の モ ニ リ ア病 ま た

表 - 1 無傷接種した花弁からの各部への発病 推移

接種後の日数と 発病程度b)
調査部 位

3 5 7 10 

花 弁a) + + + +  + + +  + + +  + + +  
が く 弁 + + + +  + + +  
子 房 + + +  + + +  
花 柄 + +  + + +  
a ) : 1 枚の花弁中央部に (品種 : ふ じ ) 分生子を無傷接

種し ， 200C ・ 湿室で培養.
b ) : は発病な し ， + は数が多い ほど発病程度が高い .
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は花腐れ病は， リ ン ゴ モ ニ リ ア病 (M. mali) と 混同 し
た も の であ ろ う と 考察 し て い る。 本接種試験で発 現 し た
花腐れ も ， 外観的 に は リ ン ゴモ ニ リ ア病の花腐れ と 類似
し て い た が， 以下の点で両者 を 明確に識別 で き た。 す な
わ ち ， リ ン ゴ モ ニ リ ア病では葉に褐色， 不 正形の病斑を
形成 し て 特有の臭い を発 す る が， 本病では葉に病斑 を形
成せず， 特有の臭い も なか っ た。

E 花鹿 れの 自 然発生

筆者 ら は， 青森県の リ ン ゴ 園 に お い て， 1994�96 年
の 3 年間 に合計で約 180 か所の 園地 を調査 し た が， 本病
の 花 腐 れ を 全 く 確認 で き な か っ た (未発 表) 。 ま た ，
1994 年 と 1995 年 に は， 殺菌剤無散布の約 10 年生 ‘ふ じ '
の樹冠上部 に伝染源 と し て多量の分生子 を形成 し て い る
被害果 を 吊 り 下げて 自然感染 を試みた。 そ の結果， 1995 
年に供試 し た 3 樹の う ち の 1 樹 に ， 1個の花腐れが発 生
し た。 こ れ を詳細 に観察す る と ， 伝染源に直接触れ る 位
置 に あ っ た 花 そ う が発 病 し た も の で， き わ め て特異な事
例 と 判定 さ れた。

青森県 の リ ン ゴ 園 で は 5 月 上旬 の 開花直前 に ， 黒星
病， 赤星病お よ び う ど ん こ 病 を 防除す る た め に， ピテ ル
タ ノ ールやト リ フ ル ミ ゾー ル な ど の EBI 剤 を散布す る。
こ れ ら の薬剤 は， 本病の花弁感染 に対 し て も 高い防除効
果 を 示す こ と が室内試験で明 ら か に さ れて い る (雪田，
未発 表) 。 よ っ て ， 輸出指定園地 に お い て も 本病の 防除
対策上， 特別 な散布体系 を組む必要 が な い と 考 え ら れ
る。

今後の検討 課題 と し て子の う 胞子 を接種源 と し た場合
の試験が残 さ れて い る が， 120 年間 あ ま り の リ ン ゴ栽培
の 中 で花腐れの報告がな い こ と ， 殺菌剤無散布の条件下
で も 花腐れの発 生が き わ め て ま れであ っ た こ と ， 現在使
用 さ れて い る 薬剤の ほ と ん どが高 い防除効果 を示す こ と
か ら ， 実際の リ ン ゴ園では本接種試験で発 現 し た よ う な
花腐れが発 生す る 可能性 は き わ め て低い と 考 え ら れた。

皿 果実の感染部位と感受性の推移

台風な どの強風 に よ る 落下や看害， 鳥害な ど で果実 に
生 じ た傷か ら 本菌が侵 入 し や す い こ と は経験的 に知 ら れ
て い る が， 新た に モ モ シンク イ ガ ( Caゆosina niponen
sis) の食入や こ う あ 部裂果 に 伴 う 傷か ら も侵 入 す る こ
と を明 ら か に し た。 こ れ ら の果実は商品価値 そ の も のが
低下 し て い る こ と か ら ， 感染の有無 に かかわ ら ず輸出 さ
れ る こ と は な い。 果実 に 生 じ た 傷の感受性期間 は き わ め
て短 く ， 1 日 後 に は感染が難 し く な る (BYRDE ， 1951 ) 。
し か し ， 輸出指定園地では本菌の密度 を 高 め な い た め に
も ， 落下果実な どの 障害果 を速や か に 処分す る 必要があ
る。

BYRDE ( 1951 ) は ， 傷 を つ け た‘Laxton's Superb' の果
実では比較的気温の高い 9 月 前半 に は高い感受性 を示す
が， 気温の低下す る 9 月 後半 に は感受性が低下す る こ と
を認 め て い る 。 し か し， 図- 1 に 示 し た ‘ふ じ ' の 果 実 を
用 い た 有傷での接種試験では， 6 月 下旬�7 月 上旬 か ら
感受性が高 く な り ， そ の状態が 10 月 下旬 の 収穫期直前
ま で続いた。 こ の よ う な感受性の高 ま り は ヨ ウ 素 ・ ヨ ウ
化 カ リ ウ ム 液 (水 : 100 ml ， ヨ ウ 化 カ リ ウ ム : 5 g， ヨ
ウ 素 : 1 g) 染色 に よ る 果実 へ の デ ン プ ン蓄積の パ タ ー
ン と ほ ぼ一致 し て いた。 デ ン プ ン が消失 し始め る 9 月 中
旬以降 も 感受性の高い状態で推移 し た の で， デ ン プ ン の
蓄積 は感受性の変動 と 直接関係 し て い な い こ と に な る
が， ヨ ウ 素 ・ ヨ ウ化 カ リ ウ ム 液 に よ る デ ン プ ン反応 は，
幼果期 に お り る 感受性の高 ま り を 予測 す る た め の簡 易 な
手法 と し て活用 で き る と 考 え ら れ る 。 な お， 無傷接種で
は全期間 を通 し て ， 全 く発 病 し な か っ た (図 1 ) 。

W 伝染源と し て の越冬菌核の役割

本病の発 生生態 を解明す る た め に は， 伝染源の所在 を
明確 に し な け れ ば な ら な い。 そ こ で， 表-2 に 示 し た 4
種類の菌核 を供試 し て， 子の う 盤の発 生 と 分生子堆の形

100 「 r - - - - ー ー ー噌
1 AMF-9401菌4朱 /

発 50 ト /
病 _ 1 / 
率 100 「 /トι寸-- ー ーす一一←一寸
克 I H- 1440菌株 ノ，/ -i.- : 無傷接種� 50 卜 J'�・ 有傷接種

O L  • I • I • I • I • I • I • I • I 【 I • I • I • I ・
5/31  6/9 6/19 6/28 7/5 7/ 14 7/26 8/1 1  8/25 9/12  9/26 10/1 1 10/30 

接 種 月 日
図 ー 1 園場条件下の ‘ふ じ ' 果実における感受性の経時的変化
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菌核

表 - 2 供試菌核の由来と設置場所

由 来 設置場所
A 1994 年 1l�12 月 ， り ん ご 試 B 13 号 圃

'CG-55' の果実に 自然発病した も の.
B 1994 年 7 月 18 日 ， ‘ふ じ ' の幼果に本菌

を接種し. 20.Cで 2 週間繕養後. f1 日間
流水に浸漬. 6 日間陰干しJ の処理を II
月 中旬 ま で繰 り返した も の.

C 1994 年 10 月 18 日 ， ‘ふ じ ' の果実に本菌
を接種し. 20.Cで 3 週間培養 した も の.

D 1994 年 11 月 7 日 ， ‘ふ じ ' の熟果に本菌
を接種し. 20"Cで 2 週間培養した も の.
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成消長 を調査 し た。
そ の結果， リ ン ゴ樹冠下 に 設置 し た 菌核 A お よ び菌

核 C の み な ら ず， ほ ぽ毎 日 潅水 し て 湿潤 な状態 を保持
し た 菌核 B お よ び菌核 D で も， 1995 年 の 3 月 か ら 96

年 12 月 ま での試験期間中， 本菌の子 の う 盤 は 全 く 発 生
し な か っ た。 こ の た め， 本試験では伝染源 と し て の子 の

う 盤の役割 を 明 ら か に す る こ と がで き な か っ た。 BATRA

ら (1986) は， 1981 年 5 月 に 青森 県 平 賀 町 の リ ン ゴ 園
で子の う 盤 を採取 し， こ れが花腐れの伝染源 と な り得 る
こ と を示唆 し た。 し か し， 本子 の う 盤の発見 は き わ め て
ま れな こ と で， BATRA ら の報告が ド イ ツ， イ タ リ ア， ソ

ビ エ ト (当 時)， デ ン マ ーク お よ び ア メ リ カ に 次 い で 6

番 目 の例であ っ た。 ]ONES ( 1990) も， 子 の う 盤の発 生 は
ま れであ る と 述べ， 樹上 に 残 さ れた被害果の果柄や短果
校腐れ を翌年の主要な伝染源 と み な し て い る。 し た が っ

て， 子 の う 盤が伝染源 と な っ て， 花腐れが生 じ る 地域 は

限 ら れ る も の と 推察 さ れ る 。 な お， ア メ リ カ の メ リ ー ラ
ン ド 州 で は， 過去 に ナ シ の実験問場で本病の発 生 を認め
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て い る が， 既 に 撲滅 さ れ た と 報告 さ れ て い る (JONES，
1990) 。

越冬菌核 に お け る 分生子 堆 の 形成 消長 を 図 -2 に 示 し

た。 分生子 堆 は 1995 年 の 5 月 上 ・ 中 旬 か ら 6 月 上 ・ 中
旬 を最盛期 と し て， 4 月 中 ・ 下旬 か ら 7 月 中旬 頃 ま で長

期間 に わ た っ て形成 さ れた。 分生子 堆 は ミ イ ラ 化 し た 菌

核の表面 に 生 じ， 半 円 球~半 だ 円 球 上 で灰 白 色~淡燈
色， 大 き さ が 2�3 mm であ る ( 口絵写真③) 。 分生子 は
発病直後の果実 に形成 さ れ る も の と 比べ て大 き さ， 形，
病原性 と も 差がなか っ た。 1 菌核 当 た り の分生子 堆形成
量 は 菌核 D > 菌核 C> 菌核 A > 菌核 B の 順 で， 越冬時
に お い て菌核化が進んでい な か っ た も の ほ ど， ま た越冬

後の環境が湿潤な状態 に あ っ た も の ほ ど， 形成量が多 か
っ た。

青森県 で は， 5 月 10 日 前後 に リ ン ゴ が開花 す る。 よ
っ て， 越冬菌核は花腐れの伝染源 に な り得 る も の と 考 え

ら れ る が， 先の花腐れの 自 然発 生の項で述べた よ う に，
そ の 可能性 は き わ め て 低 い。 こ の こ と は， 菌核 A お よ
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び菌核 C を設置 し た リ ン ゴ樹に 花腐れが全 く 発 生 し な
か っ た こ と か ら も 裏付 け ら れ る 。

図 1 に 示 し た 果実の感受性推移 と 図 2 の越冬菌核 に
お け る 分生子 堆の形成消長 を 重ね合わ せ る と， 6 月 下旬
か ら 7 月 中旬 こ ろ ま での約 1 か月聞 が感染時期 と 考 え ら
れ る 。 し か し， こ の時期 は本菌が感染す る よ う な傷が果

実 に生 じ る こ と は ま れで， 感染の危険性 は低い。 に も か
かわ ら ず， 菌核 A を設置 し た 園場 に お い て， 摘果作業
に よ っ て地表面 に落 と さ れた果実に本病が発 生 し， 多量
の分生子 堆 を形成 し て い る 事例が認め ら れた ( 口絵写真
④) 。 こ れ ら の果実 は感受性が高 ま り 始 め る 6 月 下旬 に
摘果 し た も の であ り， 精 査 し た結果， 果実 に は ロ ー タ リ
一式の草刈 り機 に よ る 傷が生 じ て いた。 こ れ ら の こ と か
ら， 越冬菌核上 の分生子 が傷の付 い た 摘果果実 に 感染
し， そ の被害果 に形成 さ れ る 分生子 が第二次伝染源 と な
っ て， ‘ ビス タ ベ ラ ' や ‘つ が る ' な ど早生種の熟果の落下
果実や鳥害な どの被害 を 受 け た 障害果 に感染 し， さ ら に
そ れ ら が伝染源 と な っ て， ‘千秋' や ‘ ス タ ー キ ン グ デ リ
シ ャ ス ' な ど 中性種， ‘ふ じ ' な ど晩生種の傷つ い た 熟果
へ と 順次， 感染 を繰 り 返す も の と み な さ れ る 。 摘果果実
が 伝 染 源 と な る 例 は， M. fructicola に よ る モ モ
(LANDGRAF ら， 1982) や ネク タ リ ン (HONG ら， 1997) 

の灰星病で も 認め ら れて い る。

V チャイロ ミ 菌核病菌の寄生

先に述べた子 の う 盤の発 生調査で， リ ン ゴ園の樹冠下
に 設置 し た 菌核 A お よ び菌核 C に， 越冬後の 9 月 以降
に 多数 の子 の う 盤が発 生 し た ( 口 絵写真 5)。 こ れ ら の

子 の う 盤 は盤径 2�11 mm， 菌柄 3�7 mm， 子 の う は大
き さ 1 17 . 0 X 7 . 6 μm， 子 の う 胞子 は大 き な 2 個 の 油 滴
を も ち， 褐色~暗褐色， 単胞， 卵形~だ 円 形， 大 き さ
10 . 4 X 5 . 2 μm であ っ た ( 口 絵写真 6) 。 未熟な子 の う 胞

子 は ほ と ん ど無色で， こ れが成熟す る に つれて褐色~暗
褐色 に な る と い う 特徴 も み ら れた。 本分離菌株 は PDA
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0 

培地や リ ン ゴ果実で培養 し で も モ ニ リ ア型の分生子 を全
く 形成 し な か っ た。 こ れ ら の こ と か ら， 本子 の う 盤 を

TERUI ら ( 1969) が秋田 県花輪町の リ ン ゴ園 で採取 し た
も の と 同 じ， チ ャ イ ロ ミ 菌核病菌 L. corni - maris と 同
定 し た。 し た が っ て， リ ン ゴ灰星病菌 M. fructigena を
リ ン ゴ果実 に接種 し て一定期間培養 し， 越冬 さ せた 菌核
か ら 接種菌 と は異な る 菌の子 の う 盤が発 生 し た こ と に な
る。

こ の不 思議な現象 を解明す る た め， 原因 ら (1990) は
リ ン ゴ果実への同時接種を行っ て い る 。 こ れに よ る と，
果実の腐敗 と 菌核化 は最初， M. fruct�許仰 の ほ う が優
勢に進行す る が， 接種 1 か月 以上経過す る と L. corni
maris の菌核形成が顕著 と な り， 接種 2 か 月 後 に は果実
の ほ と ん ど全体が L. corni -maris の菌核 の み で 占 め ら
れ， 接種 目 か月 後に は L. corni -maris の子 の う 盤が多
数発 生す る。 す な わ ち， リ ン ゴ果実上で M. fructige仰
か ら L. corni-maris への菌の交代が行わ れた の であ る 。
本調査で L. corni-maris の子 の う 盤が発 生 し た理由 も，
こ れに よ っ て説明で き る 。

リ ン ゴ圏 内 に お け る L. corni -maris の子 の う 盤 の発
生消長 を 図 3 に 示 し た。 越冬 1 年 目 の 1995 年 に は 菌核
A， 菌核 C と も 9 月 上 ・ 中 旬 か ら子 の う 盤が発 生 し 始
め， 1 1 月 下句 に 終息 し た。 越冬 2 年 目 の 1996 年 に な る
と， 菌核 C で は 前年 と ほ ぼ同 じ 時期 に子 の う 盤が発 生
し た が， 菌核 A で は 全 く 発 生 し な か っ た。 こ の違 い に
は ネ ズ ミ や ナ メクジ な ど小動物の加害 に よ る 菌核崩壊が
菌核 A で よ り 激 し か っ た こ と が関係 し て い た。 し た が
っ て， 条件が良 ければ同 じ 菌核か ら 少 な く と も 2 年間継
続 し て L. corni-maris の子 の う 盤が発 生 し得 る も の と
言 え る。

図-3 の発 生消長か ら 考 え る と， L. corni - maris が菌
核 A お よ び菌核 C に 寄生 し た 時期 は， 菌核 を 設置 し て
間 も な い 11 月 下旬 こ ろ と 推察 さ れ る 。 な お， 菌核 B お
よ び菌核 D で は子 の う 盤が全 く 発 生 し な か っ た が， こ

4 6 8 9 10 1 1  12 4 6 8 9 10 1 1  12月
1995年 1996年

図 - 3 リ ンゴ灰星病菌の越冬菌核における チ ャ イ ロ ミ 菌核病菌の
子の う盤発生消長

・ : 菌核 A， O : 菌核 C
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図-4 リ ン ゴ灰星病菌の生活環・ ・ ・ ・ ・ は未確認

れ は リ ン ゴ 園 か ら 50�lOO m 離れ た と こ ろ に 設置 し た
こ と に よる と考えられ た。

お わ り に

リ ン ゴ灰星病菌 の 生活環 の模式図を図-4 に 示 し た。
第一次伝染源は越冬菌核上の分生子である。 これ が感受

性の高 ま り 始める 6 月 下旬�7 月 上旬 の 摘果果実 に感染
し て， 第二次伝染源 と な り， 傷つ い た 早生種か ら 晩生種
の熟果へ と 感染する。 これ ら 被害果 は し だい に菌核化が
進み， 越冬 し て 翌年の伝染源 と なる。 これ ら の こ とを考

慮する と， 輸出指定 園地では被害果の処分 と と も に， 摘
果を 6 月 中旬 ま でに終える こ と が望 ま し い。

菌核由来の子の う 胞子あるい は分生子 に よる花腐れ の

感染経路に つ い て は， 不明 な点、 も 残 っ て いる。 し か し，

先に述べた よ う に， 今の と こ ろ 本生活環では重要性が低

い も の と 判断される。
チ ャ イ ロ ミ 菌核病菌の寄生 は， 本菌の生活環を考える

上で軽視で き な い も の と 思われる。 特 に， リ ン ゴ灰星病
菌 に よる熟果腐れ の発生する時期 と チ ャ イ ロ ミ 菌核病菌
の子の う 盤が発生する時期 (9�1l 月 ) が一致 し て いる

こ と は， 寄主菌 と 菌生菌 と い う 両菌の立場の違いを考 慮
に入れる と， 興味ある現象 と いえよ う 。

引 用 文 献
1) BATRA， L. R. and Y. HARADA (1 986) : Mycologia 78 : 

913�917 
2) 一一一一一 (1988) : ib id .  80 : 660�664 
3) BYRDE， R. ] .  W. (1951)  : Ann. Rept. Long Ashton Res. 

Sta. for 1951 ，  128�131 .  
4) 原因幸雄 (1985) : 今月 の 農薬 29 (11 )  : 48�56. 
5) 一一一一 ・ 佐々 木将 人 (1990) : 菌 草 研 報 28 : 275� 

285. 
6) ら (1993) : 日 植病報 59 : 293�294. (講要)
7) HONG， c. X. et al .  ( 1997) : Plant Dis. 81 : 519�524. 
8) JONES， A. L. ( 1990) Compendium of apple and pear 

diseases， APS Press， USA， p. 32. 
9) 北島 博 ( 1989) 果樹病害各論， 養賢堂， 東京， p. 133� 

134. 
9) LANDGRAF， F. A目 et al ( 1982) : Phytopathology 72 : 

185�190 
1 1 ) 照井陸奥生 ( 1959) : 弘大農報 5 :  58�62. 
10) TERUI， M. et al ( 1969) : Trans. Mycol. Soc. Japan 9 ・

13l�136. 
12 ) 雪 国 金 助 ・ 藤 田 考 二 ( 1995 a) : 日 横 病 報 6 1 : 

229�230. (議要)
13) 一一一一 ・ 一一一一一 ( 1 995 b )  : 向 上 61 : 6 4 1  �642 

(議要)
14) -- ( 1997) : 向上 63 : 2 12�213 (講要)

一一一 23


