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ト ル コ ギ キ ョ ウ う どん こ 病 の発生生態
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は じ め に

ト ル コ ギ キ ョ ウ は リ ン ド ウ 科 Eustoma 属 の 一年草 ま

た は 二 年 草 で， 原 産 地 の 北 ア メ リ カ で は Eustoma

gra ndiflorum ，  E. exaltatum， E. barkleyi の 3 種が知 ら

れて い る 。 こ の う ち 園芸品種 と し て 広く栽培 さ れて い る
ト ル コ ギ キ ョ ウ は E. gra ndijiorum 種であ る 。 以下園芸

品種の ト ル コ ギ キ ョ ウ (E. gra ndijiorum) を ト ル コ ギ

キ ョ ウ と 表記す る 。

ト ル コ ギ キ ョ ウ の う ど ん こ 病 は ， KOIKE ら (1995) に

よ っ て 報告 さ れた カ リ フ ォ ルニ ア での発生事例が世界で

最初の記録で あ る 。 こ の と き 報告 さ れた病原菌 は 内部寄

生性 の Leveillula taulica で あ り ， 我 が国 で は ピ ー マ ン

う ど ん こ病 な ど の 原因菌 と し て 知 ら れて い る 菌 と 形態的

に 同ー の病原菌で あ っ た 。 し か し ， 1999 年 に 大分 県 で

ト ル コ ギ キ ョ ウ に 新発生 し た う ど ん こ病 ( 岡本， 1999) 

は表皮寄生性で あ り ， 病原菌の形態が L. taulica と は 明

ら か に 異 な っ て い た 。 そ こ で， 形態 を詳 しく観察す る と

と も に ， rDNA の ITS 領域 の 塩基配列 を 解析 し た 。 そ

の 結 果 ， 病 原 菌 の 不 完 全 世 代 は O i d i u m 属

Pseudoidium 亜属 (C∞K et al . ， 1997) で あ る こ と ， お

よ び ITS 領 域 の 塩 基 配 列 が オ シ ロ イ パ ナ ( Mirabilis

jalapa) の う ど ん こ病菌 と 100%一致 す る こ と が明 ら か

と な っ た 。 そ こ で， オ シ ロ イ パナ う ど ん こ病菌の ト ル コ

ギ キ ョ ウ に対す る病原性 を検討す る と と も に ト ル コ ギ キ

ョ ウ う ど ん こ病菌の 由 来 に つ い て 考 察 を 行 っ た の で紹介

す る 。

I 症状 と 発生状況 ( 口 絵参照)

ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病 は ， 1999 年 3 月 31 日 に 大

分県三光村の施設栽培圃場で初確認 さ れた。 発生闘場 は

周 囲 を 水田 に 囲 ま れた 7 a の ビ ニ ルハ ウ ス で， 日 当 た り

は よ く， 聞 き 取 り に よ る と ハ ウ ス の サ イ ド を 午前 10 時
前後に 聞 い て い た と い う 。 そ の た め 闘場内 は ， 高温多湿

の 条件 と 風通 し が よ く比較的湿度が低 い条件 と が ほ ぼ毎
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日 繰 り 返 さ れて い た と 推測 さ れた 。 ま た ， 地上部 の病害

虫 が 目 立 た な か っ た た め 農薬 の 散布が 1 か 月 以上行わ れ

て い な か っ た 。 圃場 内 に は ‘ エ ク ロ ー サ プル ー フ ラ ッ シ

ユ 九 ‘ エ ク ロ ー サ ブル ー ピ コ テ ィ '， ‘ エ ク ロ ー サ ピ ン ク '，

‘ キ ン グ オ ブ ス ノ 一 二 ‘ は ま の 宴' の ト ル コ ギ キ ョ ウ 5 品

種が栽培 さ れ て い た 。 こ の う ち ‘ は ま の宴' を 除く 4 品種

で発病が認 め ら れ， 特 に ‘ エ ク ロ ー サ ブル ー フ ラ ッ シ ュ '

での発病程度が高か っ た 。 病斑 は 白 色粉状で あ り ， 典型

的 な う ど ん こ病 と し て 容易 に 診断 さ れた 。 発病 は 主 と し

て 上位 葉 の 表 裏 に 認 め ら れ， 一部 は 花梗 に も 認 め ら れ

た 。 し か し ， 茎や 下位葉， 花弁 に は認め ら れな か っ た 。

病斑の 大 き さ は， 発病程度 の 高 い ‘ エ ク ロ ー サ ブ ル ー フ

ラ ッ シ ユ ' で は直径が l cm を 超 え る も の も 見 ら れた が，

多く の病斑 は せ い ぜ い l cm 前後で あ っ た 。 し か し l 枚

の葉 に いく つ か の病斑が発生 し た場合 は互 い に 融合 し て

大 き な病斑 を形成 し て い る 事例 も 認 め ら れた 。 ほ と ん ど

の発病葉 は葉 の 変形 を 伴 っ て い た 。 さ ら に ， 病斑下の 葉

の組織 に 黄化や褐変が認め ら れ る 場合 も あ っ た 。 こ の よ

う な病徴 は ， ト ル コ ギ キ ョ ウ の切 り 花 と し て の 品 質 を 著

しく低下 さ せ る も の で あ っ た 。 し か し ， 葉全体が う ど ん

こ病菌 に 覆 わ れ て 白く な っ た り 枯れ上が っ た り す る ほ ど

の激 し い症状 は認 め ら れな か っ た 。

な お ， ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ病 は こ の三光村の 1 圃

場が現在 ま で の 唯一 の 発生事例であ り ， そ の後 の 新 た な

発生 は認め ら れて い な い 。

E 病 原 菌

1 病原性

採取 し た ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ病菌 の 分生子 を ト ル

コ ギ キ ョ ウ ‘ あ ず ま の 波二 イ ソ マ ツ 科 の シ ユ ッ コ ン ス タ

ー チ ス ‘ ブル ー フ ァ ン タ ジ ア 100' ， ナ ス 科 の ホ オ ズ キ ，

マ メ 科の ス イ ー ト ピ ー の健全葉 に 払 い落 と し病原性 を 検
討 し た 結果， ト ル コ ギ キ ョ ウ に の み病原性が認 め ら れ

た 。 し か し 接種 に よ り 発病 し た う ど ん こ 病 は 菌 叢 が薄

く， 病斑上 に 分生子の形成 は認め ら れた も の の， 現地圃

場の ‘ エ ク ロ ー サ ブル ー フ ラ ッ シ ュ ' に 見 ら れた よ う な 明

瞭な標徴 は 再現 さ れ な か っ た 。

2 病原菌の諸形態

ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ病菌の菌糸 は ， 葉や花梗枝の
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表面 に 分岐 し な が ら 表生 し ， 幅 5�7 (平均 5 . 8) μm，

そ の と こ ろ ど こ ろ に 付着器 と 分生子柄 を形成 し た 。 付着

器 は 掌状 で 幅 7�10 (平均 8 . 8) μm で あ っ た 。 分生子

柄は菌糸 か ら 直立 し ， 基部 は 湾 曲せ ず， 通常 3 細胞で，

Foot-cell は 6�10 x 32�60 (平均 7 . 9 x 44 . 7) μm で あ

っ た 。 分生子 は分生子柄上 に 単生 し ， 内部 に フ ィ フ。 ロ シ

ン体 を 欠 き ， 無 色， 単 胞， 長 楕 円 形~樽型， 大 き さ は

33�52 x 13�20 (平 均 44 . 0 X 17 . 4) μm で， 多 数 の 液

胞 と 頼粒状内容物 を有 し て い た 。 本菌 は分生子の端部か

ら 発芽 し ， 発芽管の先端 に 比較的複雑 な こ ぶ し状の付着

器 を形成す る こ と か ら ， 平 田 (1955) の 記述 し た Eη'SZ'

ρhe ρolygoni 型 に 一致す る と 考 え ら れた 。 ま た ， 閉子の

う 殻 は 現在 ま で未確認で あ る (表一 1 ) 。 こ れ ら の 結 果 か

ら Oidium 属 Pseudoidium 亜 属 の う ど ん こ 病菌 で あ る

こ と が明 ら か と な っ た 。

3 rDNA ITS 領域の シ ー ク エ ン ス

大分県 の ト ル コ ギ キ ョ ウ で発生 し た う ど ん こ 病発病葉

上の不完全世代の菌糸か ら DNA を 抽 出 し ， rDNA ITS 

領域 の塩基配列 を 解析 し た 。 そ の結果 を こ れ ま で に 解析

さ れ た Oidium 属 Pseudoi百ium 亜 属 の う ど ん こ 病菌 と

照合 し た と こ ろ ， オ シ ロ イ パ ナ う ど ん こ 病菌 の塩基配列

と 100%の相同性 を持つ こ と が明 ら か と な っ た 。 ま た ，

後 に 述べ る 接種 に 用 い た オ シ ロ イ パ ナ う ど ん こ 病菌 も 同

様 に 解析 を行 い ， 過去の解析結果 と 同 じ で あ る こ と を 確

認 し た 。

解析 さ れた 塩基配列 デ ー タ に DNA デ ー タ ベ ー ス 上で

公開 さ れ て い る 塩基配列 デー タ を加 え て 系統解析 を行 っ

た結果， ト ル コ ギ キ ョ ウ と オ シ ロ イ パ ナ の う ど ん こ 病菌

は， マ メ 科の l々cia spp. に 発生 す る Eη'siphe baeumleri 

お よ びア カ ク ロ ー パ に 発生す る E. lrifolii と ， 高 い信頼

度で同ーの ク レ ー ド を 形成 し た 。 ま た ト ル コ ギ キ ョ ウ と

オ シ ロ イ パ ナ の う ど ん こ 病菌 は ， 遺伝子系統樹の一番派

生的な グ ル ー プ に 属 し ， 比較的最近 に な っ て 分化 し た 菌

であ る と 考 え ら れ る 。

国 オ シ ロ イ パ ナ う どん ニ 病菌 の

ト ル コ ギ キ ョ ウ に対 す る 病原性

rDNA の ITS 領域 の 塩基配列 が ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど

ん こ 病菌 と オ シ ロ イ パ ナ う ど ん こ 病菌 と で完全 に 一致 し

た と い っ て も ， 必ず し も 両者が同ー の 菌 で あ る こ と を 示

し て い る わ け で は な い。 そ こ で， オ シ ロ イ パ ナ う ど ん こ

病菌が ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病菌 の 由来 と な り 得 る か

ど う か を検討す る た め ， ト ル コ ギ キ ョ ウ 120 品種 に オ シ

ロ イ パナ う ど ん こ 病菌 を 接種 し た 。 そ の 結果， 120 品種

の う ち 81 品種で発病が認 め ら れ 77 品種で病斑上 に 分生

子 の 形成が認め ら れた (表-2) 。 接種 に よ っ て 発病 し た

表 ー 1 ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病菌， お よ びオ シ ロ イ パナ う ど ん こ 病菌 を 接種 し て 発病 し た植物上の病原菌の諸形態

寄主植物 ト ル コ ギ キ ョ ウ オ シ ロ イ ノ f ナ ト ル コ ギ キ ョ ウ ト ル コ ギ キ ョ ウ ト ル コ ギ キ ョ ウ

(品種) ( エ ク ロ ー サ ( エ ク ロ ー サ プルー) ( あ す かの調) ( あ ず ま の微笑)

プル ー フ ラ ッ シ ュ )

採取年，
1999， 大分県三光村 2001 ， 大分県別府市 2001， 大分県別府市 2001 ， 大分県別府市 2001， 大分県別府市

採取地

菌 の 由 来 自 然発生 オ シ ロ イ パ ナ の萄接種 オ シ ロ イ パナ の菌接種 オ シ ロ イ パナ の 菌接種 オ シ ロ イ パ ナ の 菌接種

分生子

長 さ × 幅 33-52 x 13-20 33-49 x 14-20 32-50 x 13-19  31 -52 x 12-19  31 -47 x 13-19  

(μm) 

(平均) (44 . 0 X  1 7 . 4 ) (42 . 4 X  16 . 5) (41 . 4 X  15 . 8) (4 1 . 6 X  15 . 2 ) (40 . 2 X 1 5 . 9) 

形状 長楕円形ー樽型 長楕円形ー樽型 長楕円形ー樽型 長楕円形ー栂型 長楕円形ー樽型

形成様式 単生 単生 単生 単生 単生

フ ィ プ ロ 合 ま ず 含 ま ず 含 ま ず 合 ま ず 合 ま ず

シ ン体

分生子柄

細胞数 2-4 2 -4 2-4 2-3 2-4 

長 さ 80-132 (98 . 4 ) 85- 1 1 2  000 . 0) 75-124 001 . 4) 75- 122 (99 . 5) 68- 125 (96 . 9) 

形状 直状 直状 直状 直状 直状

foot-cell 

長 さ × 幅 32-60 X 6-10 31 -56 X 7- 1 1  38-55 X 7-10 32-66 X 6-10  30-70 X 7-10  

(μm) 

(平均) (44 . 7 X 7 . 9) (4 1 . 0 X 8 . 4) (45 . 8 X 8 . 8) (46 . 1 X 8 . 6) (46 . 4  x 8 .  7) 

付着器 E. ρoかgOnt 型 E. ρolygoni 型 E. polygoni 型 E. jうolygoni 型 E. polygoni 型

閉子の う 殻 未確認 未確認 未確認 未確認 未確認
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表 - 2 オ シ ロ イ パナ う ど ん こ 病菌の ト ル コ ギ キ ョ ウ 120 品種に対す る 病原性 (2000�2001 )

供試品種名 (50 音順) 発病
分生子

形成
供試品種名 (50 音順) 発病

分生子
形成

あ す か の調 + + ソ ヨ カ ゼ + + 
あ す か の新雪 + + ダイ ヤ モ ン ド
あ ず ま の碧波 + + ダブル ピ ン ク 十 + 
あ ず ま の曙 + + っ く し の蒸 + 十
あ ず ま の小春 + + つ く し の 波 + + 
あ ず ま の調 2 号 + + つ く し の羽衣
あ ず ま の 波 十 + っ く し の 雪 + + 

あ ず ま の微笑 + + テ ィ フ ァ ニ ー リ ボ ン + + 
あ や の桜 ネ イ ル ス タ ー
あ や の 調 + + ネ イ ルハ ー ト
あ や の 波 + + ネ イ ル ビ ー チ ネ オ
あ や の 春 ネ イ 1レ ピ ン ク
あ や の 雪 + + ネ イ ルマ リ ン ネ オ
ア リ ス パ ー プル ネ イ ル ラ イ ト ピ ン ク
ア リ ス ピ ン ク + 十 ノ T ト ブ ッ シ ュ
ア リ ス ホ ワ イ ト + + は ま の波
ア ロ ハ オ レ ン ジ + + ノ 、 ム レ ッ ト
ア ロ ハ ス ノ ー + + ピ ー タ ー ク リ ー ム + + 
ア ロ ハ ス モ ー ル プ フ イ ト + 十 ピ ー タ ー ピ ー チ
ア ロ ハ ノ T イ カ ラ ー ピ ン ク ピ ー タ ー ブルー ラ イ ン 2 + + 
ア ロ ハ プルー プ イ ン + + ピ ー タ ー ラ イ フ ッ ク
エ ー ス ホ ワ イ ト + + ピ ー タ ー フ ベ ン ダー + 十
エ ク セ ル ク ー ル ピ ン ク + + ピ ッ コ ロ エ ロ ー + + 
エ ク セ ル ド ル フ ィ ン + + ピ ッ コ ロ パ ー プル
エ ク セ ル ホ ワ イ ト + + ピ ッ コ ロ ピ ン ク + + 
エ ク ロ ー サ グ リ ー ン + + ピ ッ コ ロ ピ ン ク フ フ ツ シ ュ 十 + 
エ ク ロ ー サ ピ ン ク + + ピ ッ コ ロ プノレ 一 ピ コ テ ィ + 
エ ク ロ ー サ ピ ン ク プ ブ ッ シ ュ + + ピ ッ コ ロ プル ー プ プ ッ シ ュ 十 + 
エ ク ロ ー サ ブル ー 十 + ピ ッ コ ロ ホ ワ イ ト ート + 
エ ク ロ ー サ プル ー プ ラ ッ シ ュ + + プラ チ ナ キ ン グ + 十
エ ク ロ ー サ ホ ワ イ ト + + プラ チ ナノ T イ オ レ ツ ト + + 
カ タ リ ー ナ プFレー ベル + + 
キ ャ ン デ ィ イ エ ロ ー フ ロ ー ネ グ リ ー ン
キ ャ ン デ ィ イ エ ロ ー ダブル フ ロ ー ネ ピ ン ク フ フ ツ シ ュ + 十
キ ャ ン デ ィ オ ー キ ッ ド 十 + フ ロ ー ネ ブル ー ピ コ テ ィ + 十
キ ャ ン デ ィ ド ル フ ィ ン ベ ガ コ ー フ ル
キ ャ ン デ ィ ピ ン ク + + ホ ワ イ 卜 プー ケ + 十
キ ャ ン デ ィ ホ ワ イ ト 十 + マ イ テ ス カ イ
キ ャ ン デ ィ マ リ ン マ イ テ ノ f イ オ レ ッ ト + 十
キ ュ ー ト ピ ン ク + + マ イ ァ ホ ワ イ ト + + 
キ ュ ー ト ピ ン ク ピ コ テ ィ + + マ イ ア レ デ ィ
キ ュ ー ト プル一 ピ コ ア イ マ リ オ ン ロ ー ズ ピ ン ク
キ ュ ー ト ホ ワ イ 卜 + + ミ ッ キ ー ア イ ボ リ ー
キ ン グ オ プエ ロ ー + + ミ ッ キ ー パ イ カ ラ ー パ ー プル + + 
キ ン グ オ プ ス ノ ー ミ ッ キ ー ピ ー チ 十
キ ン グオ プエ ロ ー ピ ン ク フ フ ツ シ ュ + + ミ ッ キ ー ピ ン ク + + 
ク ラ ラ ミ ッ キ ー ラ イ ラ ッ ク
ク リ ア ピ ン ク ミ ッ キ ー フ ベ ン ダー
ク リ ア マ リ ン ミ ッ キ ー ロ ー ズ + + 
コ メ ッ ト ミ フ マ リ ー ン 2 + + 
サ マ ー キ ン グ + + メ ロ ウ フ イ ム + + 
サ マ ー ク イ ー ン + + リ ッ プノレ ク リ ア ピ ン ク + + 
サ マ ー パ イ カ ラ ー レ ッ ド + 十 リ ッ プル ク リ ア ホ ワ イ ト 十
サ マ ー ピ ー チ + + リ ッ プル ク リ ー ム + 
サ マ ー ラ ベ ン ダー + + リ ネ ー シ ョ ン ピ ン ク
ス ーパー プ リ マ ド ン ナ + + リ ネ ー シ ョ ン ブル ー
セ レ モ 一 一 オ レ ン ジ + + レ ッ ド ベル + + 
セ レ モ 一 一 ス ノ ー + + ロ コ コ ホ ワ イ ト + + 
セ レ モ 一 一 ピ ン ク + + ロ コ コ マ リ ン + + 
セ レ モ ニ ー ム ー ン + + ロ コ コ フ ベ ン ダー
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オ シ ロ イ パ ナ と ト ル コ ギ キ ョ ウ の う ど ん こ 病 を オ シ ロ イ

パナ健全葉 に 戻 し 接種 し た 結果， い ずれ も オ シ ロ イ パナ

に感染 し病斑上 に 分生子 を形成 し た 。 無接種区の オ シ ロ

イ パナ と ト ル コ ギ キ ョ ウ は発病 し な か っ た 。

オ シ ロ イ パナ は， オ シ ロ イ パナ う ど ん こ 病菌の接種 に

よ っ て 明瞭な標徴 を 伴 っ た う ど ん こ 病 を発病 し た 。 一方

ト ル コ ギ キ ョ ウ は 発病 し た 8 1 品種の す べ て で菌叢 は 薄

く ， 現地圃場の ‘エ ク ロ ー サ ブル ー フ ラ ッ シ ピ に 認め ら

れた よ う な明瞭な標徴 は 形成 さ れ な か っ た 。 ト ル コ ギ キ

ョ ウ での発病 は 主 と し て 上位葉 に認め ら れ， わ ず か に 花

梗 に も 認 め ら れた 。 発病葉 は変形 し ， 病斑下の組織 に 黄

化や褐変が見 ら れ る も の も あ っ た 。 病斑上 に 閉子の う 殻

は確認 さ れ な か っ た 。 発病 し た オ シ ロ イ パナ と ト ル コ ギ

キ ョ ウ ‘エ ク ロ ー サ ブル ー ら ‘ あ す か の調'， ‘ あ ず ま の微

笑' 上 の 病原菌の形態 は ， 園場で 自 然発生 し た ト ル コ ギ

キ ョ ウ う ど ん こ 病菌 と 一致 し た (表 1 ) 。 ま た ， 接種 に

よ っ て 得 ら れ た 菌叢 か ら DNA を 抽 出 し ， rDNA ITS 

領域の塩基配列 を 決定 し た と こ ろ ， 自 然発生 し た ト ル コ

ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病菌の塩基配列 と 一致 し た 。

こ れ ら の結果か ら ， オ シ ロ イ パナ う ど ん こ 病菌 は ト ル

コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病の病原菌 と な り 得 る こ と が明 ら か

と な っ た 。 オ シ ロ イ パナ う ど ん こ 病の ト ル コ ギ キ ョ ウ に

対す る 病原性 は 自 然発生闇場の う ど ん こ 病 に比べて病原

性が弱 い よ う に も 感 じ る が， ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病

を ト ル コ ギ キ ョ ウ に 接種 し で も 菌叢 は薄か っ た こ と ， 現

地圃場 と は環境が異 な る こ と な どか ら ， 自 然発生 し た 病

原菌 と オ シ ロ イ パナ う ど ん こ 病菌 と の 聞 に病原性の違い

が あ る と は断言で き な い。

W 病原菌 の 由 来

近年花 き 類で話題 と な っ た う ど ん こ 病 と い え ば 1995

年 に 広 島， 福 島 (佐藤 ら ， 1996) ， 大 分 (森田 ・ 菊池，

1996) の 各 県 で 新 発 生 し た シ ユ ッ コ ン カ ス ミ ソ ウ

( Gypsophila ρaniculata) の う ど ん こ 病が あ げ ら れ る 。

佐藤 ( 1999) は こ れ を ， ["本宿主 が ナ デ シ コ 科 と い う わ

が国では今 ま で う ど ん こ 病が発生 し て い な か っ た 科 に 属

す る 植物 で あ る こ と J な ど の 理 由 か ら 「衝撃 的 で あ っ

た j と 述べ， 突発的な発生要因が解明 さ れ る こ と へ期待

を込め て い た 。 シ ユ ッ コ ン カ ス ミ ソ ウ う ど ん こ 病菌の完

全世代 は我が国で は 確認 さ れて い な い た め ， 形態的な分

類 に よ る 病原菌の 所属 は判然 と せ ず， 平 田 の 言 う Erysi.

phe ρoligoni 型 の Oidium sp. と さ れ て い た 。 し か し 高

松 ら (2000) に よ っ て rDNA ITS 領域 の塩基配列 が明

ら か に さ れ， 広島県 と 大分県で採取 さ れた 病原菌の塩基

配列 は こ れ ま で に 解析 さ れた ど の 日 本産 う ど ん こ 病菌 と
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も 異 な る が， ヨ ー ロ ッ パ や 中 東 な ど で ナ デ シ コ 科

Gypsophila 属植物 に 発生す る Eη，siphe buhrii と は 完 全

に一致す る こ と が判明 し ， シ ユ ッ コ ン カ ス ミ ソ ウ う ど ん

こ 病菌 は ヨ ー ロ ツ パ ま た は 中東か ら 我が国 に侵入 し た 病

原菌で は な い か と 考 え ら れ て い る 。

ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病 も ， リ ン ド ウ 科 と い う 我が

国で は今 ま で う ど ん こ 病が発生 し て い な い宿主 に 新発生

し た 病害 で あ り ， 病原菌 の 形態 も 平 田 の 言 う Erysiphe

ρoligoni 型 の Oidium sp. で あ っ た こ と か ら シ ユ ッ コ ン

カ ス ミ ソ ウ う ど ん こ 病の よ う に 短期 間 の う ち に 全 国 的 な

発生 を 見 る よ う に な る の で は な い か と 心配 さ れ た 。 し か

し ， リ ン ド ウ 科 Eusto ma 属 の 植 物 に Oidium 属

Pseudoidium 亜属菌 に よ る う ど ん こ 病 が発生 し た 事例

は ， 世界的 に も 本例 を 除 い て い ま だ に知 ら れて お ら ず，

こ の病原菌が海外か ら 持 ち 込 ま れた 可能性 は ほ と ん ど な

い と 考 え ら れた 。 さ ら に ， 現地 で発生 し た ト ル コ ギ キ ョ

ウ う ど ん こ 病で は 一部 の 病斑下 に 組織の褐変が認 め ら れ

た こ と な ど も 考 え 合わ せ る と ， ト ル コ ギ キ ョ ウ は こ の病

原菌の本来の宿主 で は な い と 推測 さ れた 。 一方 オ シ ロ イ

パナ う ど ん こ 病 は ， 我が国 で は 野村 ( 1964) に よ り 記載

さ れた 病 害 で， 九州 で も 普遍 的 に 発生 が 認 め ら れ て い

る 。 ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病菌 と オ シ ロ イ パナ う ど ん

こ 病菌の ITS 領域 の 塩基 配列 が 完 全 に 一 致 し た こ と ，

接種試験 に よ り 多 く の 品 種 に 発病 し た こ と な どか ら ， ト

ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病 は オ シ ロ イ パ ナ う ど ん こ 病菌 に

由来 し ， 薬剤散布が控 え ら れた こ と な ど発病 を助長 す る

要因が重 な っ た 施設栽培 と い う 特殊な環境下で顕在化 し

た の で は な い か と 考 え て い る 。

お わ り に

ウ ド ン コ カ ビ 科 (Erysiphaceae) の 病 原菌 の 大 半 は

宿主特異性が高 し ご く 限 ら れた 範 囲 の植物 に し か寄生

で き な い と 考 え ら れ て い た (SCHMITT， 1955) 。 し か し 近

年， 植物の科 レ ベノレ を 越 え て 広 い 範 囲 の 植物 に 寄生す る

う ど ん こ 病 菌 の 存 在 が 明 ら か に な っ て き た (佐 藤，

1999) 。 オ シ ロ イ パ ナ う ど ん こ 病菌 も そ の よ う な 病原菌

の 一 つ で は な い か と 考 え ら れ て い る 。 Oidium 属

Ps側doidium 亜属 に よ る ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病 の

発生事例 は世界で も 今回が始め て で あ る 。 し か し オ シ ロ

イ パ ナ う ど ん こ 病 は普遍的 に 発生 し て い る の で， そ れ ら

が感染源 と な り 今後突発 的 に ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病

が発生す る 危険性 は あ る の で注意が必要で あ る 。 少 な く

と も 栽培施設内 に オ シ ロ イ パナ を 植 え る こ と は避 け る べ

き と 考 え ら れ る 。

な お， 付 け 加 え る と ， 1999 年 に 鹿児 島 県 で新発生 し
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た ソ ラ マ メ う ど ん こ 病 菌 (大 司 ら ， 2000) も ， ITS 領

域の解析でオ シ ロ イ パ ナ う ど ん こ 病菌 と 100% の相同性

が確認 さ れ， オ シ ロ イ パ ナ う ど ん こ 病菌 を接種す る と 感

染 す る こ と が筆者 ら に よ っ て 確認 さ れて い る 。 そ れ ら の

結果の詳細 は ， ]GPP に 投稿中 で あ る 。

今後， も し ト ル コ ギ キ ョ ウ う ど ん こ 病 が発生 し た 場

合， 遺伝子解析 は も ち ろ ん で あ る が， ト ル コ ギ キ ョ ウ に

対 し て だ け で は な く オ シ ロ イ パナ や ソ ラ マ メ に対す る 病

原性 も 検討 さ れ る こ と が望 ま れ る 。
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