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オウトウ幼果菌核病の発生と防除対策

は じ め に

オ ウ ト ウ 幼果菌核病 (Young- fruit-rot) は， 展葉直

後の稚葉への感染 お よ び開花 中 の 柱頭か ら 病原菌が侵入

し， 幼果 を 腐敗 さ せ る 花器感染 に よ る 病害で あ る 。 我が

国で は 1899 年， ヤ マ ザ ク ラ で の 発病が最初 の 報告 で あ

る 。

秋田 県 に お ける オ ウ ト ウ 栽培の 面積 は ， 平成 3 年 ご ろ

か ら 急速 に 増加 し ， 現在で は 秋 田 県 南部 の特産果樹 と し

て好評 を得て い る 。 栽培面積の拡大 と 同時 に 普及 し た 雨

よ け施設 に よ っ て ， こ れ ま でオ ウ ト ウ の重要病害であ っ

た 灰 星 病 (病 原 菌 : Monilinia fruc ti cola) の 発 生 は

徐々 に減少傾向 に 向かっ て い る 。 こ の 要因 と し て ， 雨に

よ る 果実の裂果 を 防止す る た め に 設置 さ れた施設が， 灰

星病 に対 し て好適感染条件 を与 え な い， い わ ゆ る 耕種的

防除効果 を発揮 し て い る と 考 え ら れ る 。 一方， 幼果期 に

発病 し果実 を腐敗 さ せ る オ ウ ト ウ 幼果菌核病 (病原菌 :

Monilin 勿kusanoi l は ， 開花 中 に 病原菌が柱頭か ら 侵

入 し 発病す る こ と か ら ， 雨 よ け施設で の 防除効果 は得 ら

れ な い 。

生産現場での本病 に対す る 防除対策 は， 開花直前 と 落

花 3�5 日後 に 行わ れ る 灰星病 と の 同 時防除に依存 し て

い る が， 十分 な効果 は得 ら れて い な し3。 こ れ は， 本病 に

対す る 発生生態の 解明が十分 な さ れて い な かっ た こ と ，

特に病原菌の柱頭侵入 に 対す る 防除方法が全 く な かっ た

こ と 等があ げ ら れ る が， よ う や く チ オ ファ ネ ー ト メチ ル

( ト ッ プ ジ ン M) 水和剤 が 登録 さ れ (平成 10 年 9 月 25

日付) 防除対策がで き る よ う に な っ た 。

オ ウ ト ウ は単価の 高 い農作物で あ る こ と か ら ， 発病果

率がわ ずか数% であ っ て も 経済的被害 は大 き い。 そ の た

め本病 に対す る 防除法の確立 は オ ウ ト ウ の安定生産技術

と し て 重要であ る 。

筆者 ら は， オ ウ ト ウ 幼果菌核病の 発生生態 と 防除方法

について検討してきたので， これらをとりまとめて紹介

す る o
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我が国で は 1899 年 に 東京の 駒場 で， ‘清国大桜'の 葉

に 寄生 し た Monilia 菌 を 草野俊介が採集 し ， P. HENNING 

の調査 に よ っ て Sclero tiniakusanoi P .  HENNING と し て

発表 さ れた の が最初で あ る 。

本病 を 含 む Monilia 属 菌 は 子 の う 菌 類 に 属す る が，

最初 は 被害植物上 に Monilia 型 の 分生胞子 を 生 じ る こ

と か ら ， 不完全菌類 の Monilia 属菌 と し て 認識 さ れ て

い た も の が多 い。 ま た ， 病徴が果実の褐色腐敗や菌核 を

形成す る 特徴 を 有 す る こ と か ら ， Monilinia 属菌 に よ る

病害 は一般的 に ， 菌核病 あ る い は モ ニ リ ア 病 と 呼称さ れ

る こ と が多 く ， 本病 も 過去 に は こ の よ う に 呼ば れ て い

Tこ。

M. kusanoi に よ る 病名 は ， 1965 年 に 刊行 さ れ た 「日

本有用植物病名録jの 中 で は ミ ザ ク ラ 花腐病， サ ク ラ 花

腐病 と さ れて い た が， 現在 は 陳野 ら ( 1980) がサ ト ザ ク

ラ の発病 に つ い て 報告 し ， 病名につ い て は高橋 (1911)
どん

の報告 に あ る 幼 (撤) 果箇核病が妥当 で あ る と し た 。 そ れ

以後オ ウ ト ウ ， サ ク ラ 幼果菌核病が採用 さ れて い る 。

原因 (1977) は ， ミ ザ ク ラ ， シ ナ ノ ミ ザ ク ラ ， ミ ヤ マ

ザ ク ラ な ど 10 種 の サ ク ラ 属 ( Prunus) で の M.

kusanoi の 寄生 を 報告 し ， ま た ， 野日 ら (1982) は 青森

県 に お け る 本病の 発生 に つ い て 報告 し て い る 。 そ の後原

田 ( 1985) に よ っ て ウ メ‘豊後'に も 寄生 す る こ と が報

告 さ れて い る 。 原 田 (1977) に よ る と ， 国外で は 朝鮮 に

お い て 本病の記載が あ る の み で あ る 。

富樫は， 1917 年 に 発行 さ れ た 「実 験 果 樹 園 芸 (上

巻) Jの 中 で， オ ウ ト ウ の 幼果菌核病 の 発生 に よ り 収穫

皆無 に な る 場合 も ある と し ， 本病の 多発に つ い て 述 べ て

い る 。 ま た ， 原 (1934) は オ ウ ト ウ の 葉 お よ び果実被害

と と も に ‘吉野桜'の病徴 に つ い て も 記載 し て い る 。

E 発 生 生 態

オ ウ ト ウ 幼果菌核病 は 葉， 幼果， 新檎な どに発病 す

る 。 葉での病徴 は ， 十分展開 し て い な い葉 ( 稚葉) あ る

い は 展葉直後の若い葉 に 最初 は褐色の 不正形病斑 を 形成

す る 。 病斑 は 主 と し て 中肋あ る い は 主脈に沿っ て 拡 大

し ， や が て 白色の粉質の 小塊 (分生胞子塊) を 豊富に生

じ ， 葉 は 奇形化す る 。 病斑が拡大 し続ける と 葉柄か ら 花
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葉 叢 の 基部 に 達 し ， 開花前 あ る い は 開花 中 の 花が枯死

(花腐れ) し た り 葉叢全体が枯死す る 。

果実感染 に つ い て は ， 開花中 の花 の 柱頭か ら 病原菌が

匪珠内 に 侵入 し て ， 発育途中 の果実が発病す る (幼果腐

れ) 。 病原菌 に 柱頭か ら の侵入 を 許 し た 果実 は， 幼果期

の 5 月 中句ご ろ か ら 緑色 の果実表面が不定形に 褐変， し

だ い に 褐色部が広が り 果実全体が褐色 あ る い は 暗褐色 を

呈す る よ う に な る 。 こ の 聞 は果実の肥大速度 は 健全果 と

同様であ る 場合が多 い 。 発病果 に は褐変部が幼果か ら 果

梗部 に拡大す る も の も あ り ， 果梗基部 ま で病斑が拡大す

る と 果叢全体が枯死す る (株腐れ) が， オ ウ ト ウ では果

梗基部 ま で進展す る も の は ま れであ る 。 やがて 発病果 は

萎縮 し ， 多数の し わ を 生 じ ， 果実お よ び果梗上に徹密 な

分生胞子堆を 形成す る 。

楠木 ら ( 1984) が行 っ た M. kusanoi の 子 の う 胞子，

し 越冬 J 
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分生胞子の サ ク ラ 類新梢葉へ の 接種試験 に よ る と ， い ず

れの胞子 も 若葉への感染 に よ る 葉腐 れ と 分生胞子の 形成

が認め ら れ て い る 。 花器へ の 接種試験 で は ， 子 の う 胞

子， 分生胞子 い ず れ で も 柱頭感染 が 可能 で あ っ た 。 ま

た ， 発病後 の 病斑上 に は 多 量 の 分生胞子 が 形成 さ れ る

が， 秋か ら 冬に は 全 く 認め ら れな く な り ， 分生胞子が病

果や病枝上で越冬 し 翌 年の伝染源 と な る 可能性 は 低 い と

考察 し て い る 。

オ ウ ト ウ を 含 め た サ ク ラ 類での伝染環 は ， 越冬 し た 菌

核か ら 飛散 し た 子 の う 胞子 に よ る 稚葉や柱頭へ第一次伝

染 し ， 発病葉上 に 形成さ れた 分生胞子， 子実体か ら の 子

の う 胞子， 発病幼果上 に 形成さ れ た 分生胞子 な ど に よ っ

て 次々 と 伝染 を続ける も の と 考 え ら れた 。

M. kusanoi の培養上 の 特徴 と し て ， 生育適温が 20 ・c

付近 に あ り ， 25 ・ C を 超 え る と 生育不良 が認め ら れ比較

的低温 を好む菌であ る こ と (原田， 1977) か ら ， 樹上で

の主 な活動期間 は 消 雪直後か ら 初夏， オ ウ ト ウ で は着色

直前 ご ろ ま で と 考 え ら れ る 。

発病果実 は 腐敗が進ん だ 5 月 末ご ろ に は ほ と ん どが地

上へ落果 し ， 菌核様の組織 と な り こ れが越冬 し て 翌 春に

子の う 盤 ( キ ノ コ ) を 形成 し ， こ こ か ら 子 の う 胞子が飛

散 し葉腐れの伝染源 と な る 。

皿 子実体(キノコ) の発育

図-2 は， 1995 年の 6 月 上旬 に 試験場 内 の 画場 に 発病

し た 幼果腐れ を 採集 し ， 1996 年 の 子実体発育状況 を 調

査 し た も の で あ る 。 子実体の発育基準 に つ い て は ， リ ン
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図-2 オウトウ幼果菌核病菌の子実体発育経過(1996)
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ゴ モ ニ リア病の発生予察で一般的 に 用 い ら れて い る 子実

体発育型 を採用 し調査 し た 。
わん

子実体 の 形態 は， 褐色， 肉質で ロ ー ト 状 も し く は椀

状， 直 径 は お よ そ 10 mm， 柄 は 5�20 mm 程 あ り ， 菌

核上 に 1， 2 個， 多 い場合 は 5， 6 個生 じ る 場合 も あ る 。

子の う 胞子の 噴出 が認め ら れ る の は III か ら V 型 に かけ

て で あ る が， 旺盛 に 噴出 さ れ る の は IV 型 で あ る 。 1996

年は消雪日が 4 月 6 日で， 初回 の調査 は残雪下の菌核 を

観察 し た も の であ る 。 4 月 5 日調査で は， IV型 は 4 . 8%，

III 型 を 合 わ せ る と 55 . 9% を 占め ， 消 雪 と ほ ぽ同 時 に 子

の う 胞子の飛散 は 開始 さ れた こ と が推測 さ れ る 。 4 月 16

日の調査 に お い て も III型 は容易 に 認め ら れ た が， 5 月 7

日に はIV 型 は 数個 と な り V 型が多 数 を 占め る に 至っ た。

1996 年の場合， オ ウ ト ウ ‘佐藤錦'の 発芽始 め は 4 月 19

日， 展葉期 は 4 月 29 日か ら 始 ま っ て お り ， 子 の う 胞子

の飛散盛期 は ほ ぽオ ウ ト ウ の発芽か ら 展葉期 に あ た っ て

い る 。

W 菌核 の生存期間

水野 ( 1995) は， 果樹菌核病類の一種であ る リン ゴ モ

ニリア病 (病原菌: M onilin ia mali) に お い て ， 発病後

一冬~三冬経過 し た 菌核 の 子 実体形成 に つ い て ， 一冬

後， 二冬後の二年連続子実体 を 形成 し た も の， あ る い は

一冬後に は形成せ ず二冬後 に 形成 し た も の があ っ た と 述

べ， さ ら に 三冬後の子実体の形成 は全 く 見 ら れ なかっ た

こ と か ら ， 菌核の子実体形成能力 は 発病後か ら 二冬経過

し た 春 ま で あ る と 報告 し て い る 。 一方， 本病 に つ い て は

楠木 ら (1984) がサ ク ラ ‘コ ケ シ ミ ズ 'の 発病果 に 形成

さ れた 子実体の発育経過 を 調査 し て お り ， 同一菌核か ら

二冬後 ま で連続子実体が形成さ れ， 三冬後の春に も わ ず

かなが ら 形成 さ れ， 四冬後 に は全 く 形成 さ れず， 生存期

間 は三冬経過 し た春 ま で と 報告 し て い る 。

V 病原菌 の 所属

原因 (1977) に よ る と ， 日本産 の Moni linia 属菌 は 9

種類 あ る が， 比較的容易 に 検索がで き る 。 す な わ ち M.

kusanoi は 分生胞子聞 に 分離器が存在 し ， P runus 属に

寄生す る 。 ま た ， オ ウ ト ウ に は灰星病菌 と 幼果菌核病菌

の 2 種類 の Monilinia 属菌 に よ る 発病 が見られ る が，

こ の検索方法 に 従 う と ， 病斑上 に 形成 し た 分生胞子の形

態か ら 判別がで き る 。 幼果菌核病菌の場合 は分生胞子聞

に分離器 を形成 し て い る の に 対 し ， 灰星病菌 は分離器が

存在 し な い 。
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羽 品種による感受性 の 差異

陳野 ら (1980) は ， M. kusanoi に よ る 葉 と 幼梢 の 発

病程度 に つ い て サ ク ラ 類 で の 品種別 に 調査 を 行 っ て い

る 。 こ れ に よ る と 開花， 開葉時期 と 被害程度 の 聞 に は そ

れほ ど深 い関係 は な く ， 大部分 の 品 種 に 発生す る と 報告

さ れて い る 。 野呂 ら (1982) は ， 青森 県 内 でオ ウ ト ウ の

5 品種‘ナ ポ レ オ ン 二‘佐藤錦二‘北光 二‘高砂 ‘黄玉'

の果実発病の調査 を行 っ て お り ， 品種間 での発生 に 差 は

なかっ た と 報告 し て い る 。 こ れ ら の こ と か ら ， 本病原菌

は サ ク ラ 類， オ ウ ト ウ の 品種 を 問 わ ず感染， 発病す る も

の と 考 え ら れ る 。

VD 防 除 方 法

本病 は， 子実体か ら 飛散す る 子の う 胞子， さ ら に 葉腐

れ病斑上か ら 飛散 す る 分生胞子 に よ っ て ， 圏内 に 葉腐

れ， 幼果腐れが ま ん延す る 。 そ れ ゆ え ， 薬剤防除を行 う

う え で葉腐れの発生回避お よ び柱頭感染阻止が幼果菌核

病防除の基本 と な る 。

秋田 県 に お け る オ ウ ト ウ の 着色期前の 防除は， 開花直

前， 満開 5 日以 内 ， そ の 後 は 10 日か ら ほ ぼ二週間 間隔

で保護殺菌剤 を散布 し て い く 体系 を と っ て い る 。 こ の体

系 に お ける 防除対象 の 主体 は 灰星病で あ り ， 灰星病 の 防

除方法 は確立 さ れて い る が， 幼果菌核病 に対す る 防除法

がなかっ た こ と か ら ， 慣行防除の 中 で灰星病 と の 同時防

除 を期待せ ざ る を 得 な い状況で あ っ た 。

本病の 防除方法 に は ， 芽出 し後か ら 開花直前 ま での 聞

の葉腐れ保護防除， 葉腐れ発生 に対 し て の 治療防除， 開

花 中 の 柱頭侵入防止対策が考 え ら れ る 。 し か し ， 本病 に

対す る 防除時期や薬剤の 防除効果 は 不 明 な 点が多 か っ た

こ と か ら ， 防除試験 を 行 っ た 。

開花直前の 防除は， 子 の う 胞子や分生胞子飛散 に よ る

葉腐れの発生 を抑 え ， 幼果腐れの感染源 を減少 さ せ る た

め に 重 要 で あ る 。 子 の う 胞子接種 に よ る 防 除試 験 の 結

果， キ ャ プ タ ン 水 和 剤， ポ リ カ ー パ メ ー ト 水和 剤，

TPN フ ロ ア プル が葉腐れ に 対す る 予防効果 の あ る こ と

が明 ら かに な っ た (表-1) 。

楠木 ら (1983) は， サ ク ラ の 3 品種 に つ い て ， ベ ノ ミ

ル水和剤， チ オ フ ァ ネ ー ト メチル水和剤 を 開花直前か ら

の 4， 5 回散布 に よ っ て 幼果腐 れ に 優 れ た 効 果 が あ る と

報告 し て い る 。 本病原菌 と 近縁な位置 に 属 し ， 感染方法

も 類似 し て い る リ ン ゴ モ ニ リア 病 に 対 し て ， こ れ ら 2 剤

の効果が高 く ， 既に広 く 普及 し て い る こ と か ら ， オ ウ ト

ウ 幼果菌核病 の 幼 果 腐 れ 防 除 の 効 果 を 検 討 し た 結 果

(表 2) ， 開花 中 の 薬剤散布に よ る 防除効果が認められ
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表ー1 オウトウ幼果菌核病のZE腐れに対する各種薬剤の防除効果 ( 1995)

jJt試薬剤 希釈f音数 調査態数 発病策率 調査主主数 発病業率

ポリカーパメー ト水利剤 500 32 。(%) 20 1 。(%)

キ ャプタン水和剤 800 29 。 181 。

TPNフロアフ.ノレ1000 1，000 28 。 2 1 1  。

íA\散布 25 24 140 7.1 

1995.4.27 午前散布， 同日午後接種(子のう胞子淡度は5.0X10"胞子/ml， 2日間

ポリエチレン袋で被袋入5.10調査.

表-2 オウトウ開花期間中 の薬剤散布による防除効果 (]994)

{共試薬剤

べノミノレ水和剤

希釈{語数 調査果数 発病巣率

3.000 

チオファネー トメチノレ水和剤 1.000 

無散布

180 0.6(%) 

94 0 

179 9.3 

1994.5.10 (満開後5日)散布， 5.27調査， ι佐藤新1'自然発病.

た。なお， べンズイ ミ ダゾール系薬剤については， 薬剤耐性菌の出現がオウ ト ウ灰星病で問題 と なってお り ， オウト ウ幼果菌絞病菌に対して も 同様のこ と が懸念さ れたこと か ら ， 秋田県内で採集した幼果菌核病菌 と灰星病菌のベンズイ ミ ダゾーJレ系薬剤に対す る感受性を調査した。その結果， 灰星病菌において は約半数が耐性菌 と判断されたが， 幼果菌核病菌では全 く 認め ら れなかったこ と から ， 幼果菌核病に対して は安定した効果が期待でき る と考えられた。 しかし， 本剤の連年多用に よって耐性菌の出現す ることが否定できず， 今後は感受性の調査を定期的に行う 必要があ る と考え られる 。一方， 耕種的な防除法 として， 葉腐れの摘み取 り がある。 このこと に よって花腐れへの病勢進展の防止や， 病斑上の分生胞子に よ る開花期間中の柱頭への感染を防止する こ と ができ る。 また， 幼果腐れの摘み取 り に は越冬源量を減少させ， 次年度以降の一次伝染源と な る子実体

の発生を阻止す ることが可能 と な る 。
お わ り に

本病の生態については， サクラ類， オウ ト ウそれぞれに解明が進め ら れて い る 。 しかし， サクラ由来の子実体やサクラ類の葉腐れ上の分生胞子な ど とオウ ト ウ幼果菌核病との関係， さ ら に は ウメに発病す る本病原菌のオウトウへの関与な ど， 他宿主相互間での病原菌の動態は不明な点が多い。 子実体の生育や葉腐れの発生程度， サクラ類に発生す る葉腐れや新薬梢の発病程度の経年観察によって， 本病に対す る発生予察法の確立 も 望 ま れる 。防除法について は， 1薬剤が よ う や く 本病に対して登録が と れたのみであ る 。 葉腐れ治療効果のあ る剤や， 灰星病 との同時防除が可能な剤の検索と使用時期の検討など， 検討すべき 課題が残されて い る 。
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