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は じ め に

青 か び病 (病原菌 : Penicillium italicum) ， 緑 か び病

(p. digitatum ) は カ ン キ ツ に お け る 貯蔵病害の 中 で最 も

被害が大 き い。 こ れ ら の病原菌が， 各種薬剤 に対 し て 耐

性 と な り や す い こ と は， 諸外国で も 報告 さ れて お り ， 今

ま で に SOPP， ビ フ ェ ニ ー ル， 2 ア ミ ノ ブ タ ン及び本稿

で取 り 上 げ る べ ン ゾイ ミ ダ ゾー ル 系薬剤 ( チ ア ベ ン ダ ゾ

ー ル， ベ ノ ミ ル な ど ) で耐性菌 が知 ら れ て い る (深見

ら， 1983) 。

わ が 国 で は ， 諸外国 と は異 な り ， 収穫後の果実への薬

剤処理 は 行 っ て い な い が， べ ン ゾ イ ミ ダ ゾ ー ル系薬剤の

収穫前立木散布 は ， 1971 年以降広 く 行わ れて い る 。 わ が

国 に お け る ， べ ン ゾイ ミ ダ ゾ ー 1レ 系薬剤耐性青か び， 緑
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か び病菌 は 1974 年 に静岡， 神奈川 の両 県 で初 め て 確認 さ

れて 以来， 各地で検出， 報告 さ れて い る 。 そ の 1 例 を 表

- 1 に示すが， 菌の分離法 を 含 め て 耐性の検定方法が統ー

さ れて い な い た め ， 試験結果の 解釈や比較が容易 で は な

く ， 十分に デ ー タ が生か さ れて い な し ミ。 そ こ で， 平成 5 年

度 の果樹課題別研究会での討議 も 踏 ま え ， 現時点で妥当

と 考 え ら れ る 耐性の検定方法 に つ い て 以 下 に 述 べ る 。

I 検 定 方 法

1 菌の分離方法

( 1 )  果実の採集

薬剤散布後 に 発病 し た 果 実 に 由来す る 菌 は ， 薬剤 に よ

る 淘汰 を 受 け た 後 に残 っ た 菌 で あ る 可能性が大 き い 。 し

た が っ て ， こ う し た 菌 を 調査 に 用 い た 場合， 耐性菌の比

率 は 必然的 に 高 く な る の で， 調査年度 の 耐性菌 の発生状

況 を代表 し て い る と は 言 い 難 い 。 ま た ， 本来 は薬剤散布

表 ー 1 静 岡 県 に お け る 耐性菌分布の年次別調査結果 (静岡 県柑橘試験場， 1992) *) 

耐性菌株数

調査年月 調査地区 分離菌株数 Th-M8) Benomylb) 

1�5ppm') 350ppm 1ppm 83ppm 

1975 . 10 西部防除所管内 22 。 。 。 。

1976 . 10 H 25 。 。 。 。

1977 . 10 IJ 22 。 。 。 。

1988 . 12d) H 33 30 1 1  
1989 . 1 1 H 32 25 5 
1990 . 12 IJ 都 田 ) 20 20 2 

IJ 中部防除所管内 22 22 。

1991 . 1 1 IJ 13 13 4 
H 東部防除所管内 20 20 l 

1992 . 12 東部防除所管内
中部防除所管内

31 
20 IJ 

26 14 
8 2 

a) チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル水和剤
b) べ ノ ミ ル水和剤
c) 1975 年は有効成分 2 ppm， 1976�1989 年 は 1 ppm， 1990 年 ・ 1991 年 は 2 . 5 ppm， 1992 年 は 5 ppm で検定 し た 。
d) 1988 年は腐敗防止剤散布後の果実か ら 菌 を分離 ・ 検定 し た 。
本 ) 静岡 県柑橘試験場編 : 平成 4 年度果樹に関す る 試験成績書 (病害虫 ・ 発生予察編入 31�32. よ り 引 用
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後 に 残 っ た 耐性菌の次年度以降 に お け る 蓄積 に つ い て も

考慮すべ き で は あ る が， 青か び病菌 ・ 緑か び病菌の年度

を 越 え た 生存 に つ い て は い ま だ に 不明の 点が多 い。 以上

の こ と か ら ， こ こ で は調査年度 に 限 っ た場合の検定 に つ

い て 記す こ と と し ， 薬剤散布前の 果実 を 採集す る よ う に

す る 。 次 に ， 地上 に 落 ち て い る 果実 は Rhizopus 等の生育

の速い藻菌類が付着 し て い る こ と が多 く ， 青か び病菌，

緑かび病菌の分離 に 支 障 を 来た し や す い の で， な る べ く

樹上の発病果 実 を 採集 す る 。 発病果 実 に は 多量の胞子が

付着 し て い る の で， 手 に胞子がつ か な い よ う 注意 し な が

ら ピニ ル 1 袋 に 発病果実 を 1 個ずつ入れて持ち 帰 る 。

( 2 ) 菌の分離

発病果 実 は ， 外見上 1 種類の Penicillium 属菌の み

が 感 染 し て い る よ う で あ っ て も ， 実 際 に は 複 数 の

Penicillium 属菌が分離 さ れて く る こ と が多 い 。 特 に ， ま

だ果汁 を 沢 山 含 ん だ柔 ら か い 果 実 で は こ の 傾 向 が大 き

い。 し た が っ て ， 果実上の胞子 を 直接， 保存用培地 に移

植す る こ と は 避 け る べ き で あ る 。 果実上の胞子 は ま ず滅

菌 し た 白 金 耳 で か き 取 っ て ， 滅 菌 水 中 に 移 す 。

Penicillium 属菌 の胞子 は 挽水性 に 富 み， そ の ま ま で は

水面 に 浮遊す る の で， Tween 20 を数滴加 え ， 水中 に均一

に 懸濁 さ せ る 。 こ の懸濁液 を 1 白 金耳取 り ， ス ト レ プ ト

マ イ シ ン ， ク ロ ラ ム フ ェ ニ コ ー ル と い っ た細菌用抗生物

質 を加 え た PDA 培地上で荒 く 画線培養す る 。 糸状菌 の

場合， 細 か く 画線す る と 単 コ ロ ニ ー を 得 る の が難 し く な

る 。 28"Cで 24�36 時間培養後， 単 コ ロ ニ ー を保存用培地

に 移植す る 。 培養時聞が長す ぎ る と 他の コ ロ ニ ー 由来の

胞子 に 汚染 さ れ る 場合があ る の で， 遅 く と も 48 時間以内

に こ の作業 に 移 る 。 接近 し た コ ロ ニ ー か ら 釣菌す る 場合

に は， ルーペ等で単一 コ ロ ニ ー に 由来す る 菌糸部分 を確

認 し て か ら そ の部分 を 移植す る 。

2 検定方法

( 1 )  検定用培地の調製

PDA ま た は PSA 培地 に ， 所定 の 濃度 に な る よ う に薬

剤 を加 え る が， チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル は培地 と 混ぜた後

オ ー ト ク レ ー プ処理 (5 分程度) す る こ と が望 ま し い。 こ

れ は 水 に 加 え た だ け で は実際の作用成分であ る MBC へ

の変換が不十分 な た め で， オ ー ト ク レ ー プ処理 に よ っ て

MBC への変換が ほ ぽ完全 に 行わ れ る 。 こ れ に対 し て ， べ

ノ ミ ル は水中 で速や か に MBC に 変換す る た め ， オ ー ト

ク レ ー プ処理の有無 に よ る 菌糸伸長抑制効果 に 差 は ほ と

ん ど認め ら れな い (宮本 ら ， 1983) 。 ま た ， オ ー ト ク レ ー

プ処理の有無 に よ っ て ， 特 に 中 等度耐性菌の検定結果 に

差が出 る と い う デー タ も あ る (安達喜一 私信) 。 し た が

っ て ， 検定結果の記載 と あ わ せ て 薬剤 の オ ー ト ク レ ー プ

処理の有無 を 記す な ど の工夫が必要で あ ろ う 。

チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル を 用 い た 場合， そ の 抗菌活性が

培地の pH の影響 を 大 き く 受 け る と す る 説 と ， あ ま り 影

響 を 受 け な い と す る 説があ る 。 ど ち ら が適切か を 明 確 に

し た デ ー タ は 現在 な いが， 薬剤の濃度以外の 条件が試験

ご と に 異 な る の は 望 ま し く な い の で， 筆者 は Difco 社製

の PDA を 用 い て い る 。 こ の場合， オ ー ト ク レ ー プ後の培

地の pH は 5 . 6 :t 0 . 2 と な る 。

( 2 ) 供試菌 の 移植 と 培養

直径 9 cm の シ ャ ー レ 1 枚で， 通常 7�10 菌株 の 耐性

検定が可能であ る 。 し か し ， Penicillium 属菌 は胞子の形

成 ・ 飛散が急速 な の で， コ ン タ ミ ネ ー シ ョ ン を起 こ し や

す く ， 判定 を誤 り や す い。 し か し ， 1 菌株 に つ き 1 枚使用

す る の で は膨大 な 数の シ ャ ー レ が必要 と な る 。

そ こ で， 4 区画 に 区切 ら れた シ ャ ー レ を使用 し ， 各 区画

に 異 な る 濃度 の 薬剤 を 添加 し た PDA を 流 し 込 む 。 こ う

す れ ば， 8 濃度 で調べ て も シ ャ ー レ は I 菌株当 た り 2 枚

で済む。 さ ら に ， 仮 に 胞子が形成 さ れ て 飛散 し で も ， 1 枚

の シ ャ ー レ 内 に は 同一 の 菌株 し か培養 さ れ て い な い の

で， 他の菌株の判定 に 混乱 を 生 じ る こ と も な い。 な お ，

ベ ク ト ン デ ィ ッ キ ン ソ ン社製の使い捨て シ ャ ー レ は各 区

画 に 1 �IV ま で数字が刻印 さ れて い て使 い や す い 。

濃度 に つ い て は ， 感受性菌 と 耐性菌 の 区別 が 1 μ:g/ml

に お け る 菌 糸 生育 の 有 無 で判 別 可 能 と す る 点 は 倉本

(1981) ， 宮本 ら (1983) と も に 一致す る 。 よ り 高 い濃度

に つ い て は， 1 ， 000 μg/ml 以上 で生育す る 高度耐性菌以

外 に ， 中等度耐性菌が見 ら れ る が， そ の耐性程度 は報告

に よ っ て 異 な り 一定 し て い な い 。 し た が っ て ， 1 μg/m l と

1 ， 000 μg/ml に お け る 検定 は必ず行 う 必要が あ る が， そ

の 聞 の検定濃度 に つ い て ， 現時点で は そ の時々 の労力や

時間 に 応 じ て判断す べ き も の と 考 え ら れ る 。 今後， 中等

度耐性菌 に つ い て の調査が進み， 検定濃度 を 統一す る こ

と が望 ま れ る 。

培地が固 ま っ た ら ， 純粋培養上の胞子 を そ の ま ま 移す

の で は な く ， Tween 20 を 数滴 (滅菌水 10 m l 当 た り 4�

5 白金耳量) 加 え た 胞子懸濁液 (滅菌水 10 m l あ た り 胞子

を 1 白金耳量) の 1 白 金耳量 を 画線す る 。 次 い で， 28"C 

で 60�72 時間培養後， 菌 の 生育 を観察す る 。

や む を 得ず， 1 枚の シ ャ ー レ で複数 の菌株 を 培養 す る

際 に は， 胞子の形成 ・ 飛散 を 防 ぐ 工夫が必要 と な る 。 こ

の場合， 培養 は 暗黒下で 2 日 程度 と す る 。 培養期間 が長

す ぎ る と ， 幾 つ か の 菌株が胞子 を 形成 ・ 飛散 さ せ る こ と

が あ る の で望 ま し く な い。 ま た ， 暗黒条件 は胞子の形成

を あ る 程度抑 え る 。
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( 3 ) 判定

菌糸の生育程度か ら ， 薬剤の MAC (最大生育許容濃

度， 対照の薬剤無添加区 と 同程度 に 菌の生育が認め ら れ

る 最高濃度) ま た は MIC (最小生育阻止濃度， コ ロ ニ ー

の生育が認め ら れ な く な る 最小 の 濃度 ) を 求 め る が，

MIC の場合， 画線す る 胞子濃度が高 い と 微小 な コ ロ ニ ー

が数~十個程度出現 し て判定 を 混乱 さ せ る 。 そ こ で こ れ

を 防 ぐ た め に は， (2) で述べた 胞子濃度 を守 る こ と が必

要 と な る 。

E 問 題 点

青 か び病菌 や 緑 か び病菌 の 耐性検定 で問題 に な る 点

は， 既述 し た よ う に検定法が統一 さ れて い な い こ と の ほ

か に ， 耐性菌の検出率 と 薬剤の 防除効果 と の 関連が明 ら

か に な っ て い な い点が挙 げ ら れ る 。 今後， こ う し た 問題

点の解決が望 ま れ る 。
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一一ブ ド ウ 灰色かび病菌一一

は じ め に

現在， 果樹の灰色か び病 に は種々 の 登録薬剤が あ る 。

そ の 中 でベ ン ズ イ ミ ダ ゾ ー ル 系薬剤及び ジ カ ル ボ キ シ イ

ミ ド 系薬剤 で は 耐性菌 の 出 現 に よ り ， 防除効果が低下 し

問題 と な っ て い る 。 べ ン ズ イ ミ ダ ゾー ル 系薬剤耐性灰色

か び病菌 は プ ド ウ ， ウ メ ， カ ン キ ツ ， カ キ 及びキ ウ イ フ

ル ー ツ で， ま た ジ カ ル ポ キ シ イ ミ ド 系薬剤耐性灰色か び

病菌 は ブ ド ウ ， カ ン キ ツ ， カ キ ， 及び ウ メ での発生が報

告 さ れて い る 。

わ が国 の プ ド ウ に お け る べ ン ズ イ ミ ダ ゾー ル系薬剤耐

性菌 は ， 野菜類 ( 山本， 1975 : 竹内， 1976) よ り 数年遅

れて 1970 年代後半 に 出現 し (深谷 ら ， 1979) ， 以来 そ の

代替薬剤 と し て 主 に ジ カ ル ボ キ シ イ ミ ド 系薬剤が使用 さ

れて き た 。 し か し 近年， 一部の地域 で本剤 の効力低下が

見 ら れ る よ う に な り ， 今後 さ ら に 耐性菌発生の拡大が懸

念 さ れ る 。 1993 年か ら は ジ エ ト フ ェ ン カ ル プ と チ オ フ ア

ネ ー ト メ チ ルの混合剤 も 防除薬剤 に 取 り 入れ ら れて い る

が， 本剤 に つ い て は す で に 野菜類で耐性菌の 出現が報告

さ れて お り (野村 ・ 小林， 1990) ， そ の使用方法 に つ い て

も 十分な注意が必要 で あ る 。

こ こ で は ， 著者が こ れ ま で行 っ て き た べ ン ズ イ ミ ダ ゾ

ール及び ジ カ ル ボ キ シ イ ミ ド 系薬 剤 に 対 す る ブ ド ウ 灰色

か び病菌の感受性検定法 と ， 検定用標本 の採集方法等 に

つ い て 紹介 し た い。

な お ， 野菜類灰色か び病菌の薬剤耐性検定法 に つ い て

は ， 既 に 木 曽 ( 1994) が詳 し く 述べ て い る 。 ブ ド ウ 灰色

かび病菌の検定法 に つ い て も 基本 的 に は 野菜類灰色か び

病菌 の 方法 と 同 じ で あ る の で本紙第 48 巻第 1 号 を 参照

さ れた い 。

I 検定周標本の採集方法

耐性菌 の 混在 率 は 樹 園 地 ご と に 異 な る 場 合 が多 い の

で， 地域 を対象 と し た 耐性菌調査 は ， 抽出 し た 樹園地 ご

と に標本数 を一定 に す る 必要 が あ る 。 さ ら に ， 採集す る

樹がーか所 に 偏 ら な い よ う に 樹園地内全体か ら 標本 を採

集す る 。 採集 す る 樹が近い と 伝染源が同ーの場合が あ る

の で注意す る 。

本病 は 開花期頃か ら 葉や 花穏 に発生す る の で， こ の 時

期 に 材料 を採集す る と 新鮮な病斑 を 得 る こ と がで き る 。

落花後 に は発病 し た花蓄や支梗 は ， 房か ら 離脱 し や す く

な る の で， 採集す る 果房 の 直下 に 受 け皿 に な る も の を 置

い て 切 り 取 る と よ い 。 葉 に 発生 し て い る 場合 は ， こ れ を

採集す る 。 後 に胞子 を再形成 さ せ る 時 に ， 花穂 よ り も 葉

の ほ う が扱 い や す い た め で あ る 。

E 菌 の分離方法

発病花穂 ま た は葉の被害部 を 流水で洗 い ， ろ 紙等 で水

滴 を取 る 。 病斑部 に 水滴が付 い て い る と 分生胞子の形成

が抑 え ら れ る の で注意す る 。 こ れ を ， 3�4 日 間湿室 に 置

き ， 新た に 形成 さ れ た 分生胞子 を 単胞子分離す る 。 一個

の病斑 は 同一の菌株 に 由来す る と み な し ， 一病斑一菌株

と し て 単胞子分離 し て検定 に 使用 す る 。 ま た 病斑部 か ら

か き 取 っ た胞子塊 を 素寒天培地上 に 接種 し ， 生育 し た 菌

叢の先端か ら 単菌糸分離 し た 菌株 を 検定 し で も よ い。

な お ， 簡易検定 を行 う 場合 に は 病斑上で再形成 さ せ た

分生胞子 を 直接検定 し で も よ い。 こ の場合 に は形成間 も

な い新鮮な胞子 を使用 す る 。

皿 検 定 方 法

1 平板希釈法

( 1 )  べ ン ズ イ ミ ダ ゾ ー ル 系薬剤j に つ い て

市販 の チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル 70% 水和 剤 か べ ノ ミ ル

50%水和剤 を 用 い る 。 両剤 聞 で は 交 さ 耐性が認め ら れ る
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の で い ずれか一つ の薬剤で検定す る 。

1 )  検定用培地の調製 : ブ ド ウ 糖加用 ジ ャ ガ イ モ 煎汁

寒天 (PDA) 培地 に 薬 剤 を 有効成分が 3 ， 200 μg/ml か ら

0 . 19 μ:g/m l ま で に な る よ う に 2 倍段階希釈 し て 添加 し

た 平板 を 作製す る 。 対照 と し て 薬剤無添加区 を 設 け る 。

2 )  検定操作 : 各菌株 を PDA 平板培地で 20'C， 3�4 

日 間前培養 し た 後， 菌叢の周縁部 を コ ル ク ボ ー ラ ー (径

4 mm) で打 ち ぬ い た デ ィ ス ク を， 菌叢面が培地 に 接す る

よ う に 置床 す る 。 次 い で， こ れ を 20'C で 48 時間培養す

る 。

3) 耐性菌の判定方法

( i ) 最小生育阻止濃度 (MIC) に よ る 判定 : 48 時間

培養後， 各濃度 に お け る 菌叢 の 新 た な 生育 の 有無 を 調

べ， 菌糸が ま っ た く 伸 びな く な る 濃度 を 求 め る 。 こ れ ま

での著者の検定結果で は ， ブ ド ウ 灰色 か び病菌の本剤 に

対 す る 感受性債 の頻度分布 曲 線 は 圏 一 l に 示 す よ う に 2

峰性 と な り ， MIC 値 が 800 μ:g/ml 以上の菌群 に 属 す る

菌株 を 耐性菌， 12 . 5 μ:g/ml 以下の菌群 に 属す る 菌株を感

受性菌 と み な し た 。

し か し ， 灰色か ぴ病菌 は生育が速 し 時間 の経過 と と

も に薬剤添加培地上で菌糸が僅か に 生育 し ， 時 に は MIC

の判定 に 苦慮す る 場合があ る の で培養時聞が長 く な ら な

い よ う に 注意す る 。

( ii ) EC50 に よ る 判 定 : 本 菌 の 厳 密 な 耐性検定 は

MIC よ り も EC50 (50%生育阻止濃度) に よ る 方が よ い。

こ れ は ， MIC が と も す れ ば達観的 な判定 と な る の に 対

し ， EC50 は定量 的 に 判定 で き る た め で あ る 。 す な わ ち ，

菌叢の直径 を測定 し ， 薬剤無添加培地上での菌叢生育量

に対す る 各薬剤添加培地上での菌叢の生育比 を 算出 し ，
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図 - 1 プ ド ウ 灰色か ぴ病菌の チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル剤 に
対す る 感受性の頻度分布曲線 (深谷 ら ， 1979) 

EC50 を 求 め る 。 わ が国 で検 出 さ れ る 耐性菌 の ほ と ん ど

は ， EC50 が 100 μ:g/ml 以 上 の 強 (高度) 耐性菌 で あ る

が， EC50 が 5�10 μ:g/ml の弱 ( 中等度) 耐性菌が検出 さ

れ る こ と も あ る 。 ま た感受性菌 に対す る 薬剤 の EC50 は 1

μ:g/ml 以下で あ る 。

( 2 ) ジ カ ル ボ キ シ イ ミ ド 系薬剤 に つ い て

1 )  培 地 の 調 製 と 検 定 方 法 : 市 販 の イ プ ロ ジ オ ン

50%水和剤， ピ ン ク ロ ゾ リ ン 50%水和剤 ま た は プ ロ シ ミ

ド ン 50%水和剤 を 用 い る 。 こ れ ら の薬剤間で も 交 さ 耐性

が認 め ら れ る の で い ずれか一 つ の 薬 剤 を 使 用 す れ ば よ

い。 た だ し イ プ ロ ジ オ ン剤 に 対 し て 菌 は 特異 な生育 ( ポ

リ モ ー ダル生育) を 示 す (木 曽 ら ， 1982) の で注意が必

要 で あ る 。 薬剤 を 有効成分濃度 が 0， 0 . 1， 0 . 5， 1 ，  5， 

10， 50， 100 μg/ml と な る よ う に PDA 培地 に 添加 し て検

定用培地 を 作製す る 。 こ の場合， PDA 培地 を オ ー ト ク レ

ー プで滅菌処理 し た 後， 殺菌水 に 懸濁 し た 薬液 を 添加す

る 。 そ の他の検定操作 は ベ ン ズ イ ミ ダ ゾ ー ル剤 と 同様で

あ る 。

2) 耐性の判定方法 : 本剤 に お い て も 耐性菌 と 感受性

菌の判別 は MIC よ り も EC50 に よ る の が望 ま し い 。

ECso が I μ:g/m l 以下の も の を感受性菌， 3�10 μg/ml 

を弱耐性菌， 100 μ:g/ml 以上 を 強耐性菌 と 判定 す る 。

2 簡易検定法

簡易 な検定法 に つ い て は ， こ れ ま で い く つ か の 報告が

あ る (竹内， 1987 : 田 中 ・ 木 曽 ， 1991 ) 。 こ こ で は王 ・ 深

谷の検定法 (1989) に つ い て 紹介す る 。 本検定法 に 供試

し た 菌株 は 著者が 1985 年 に 秋 田 県 の ブ ド ウ 栽培圏場か

ら 採集 し ， 平板希釈法 に よ り べ ン ズ イ ミ ダ ゾー ル感受性

を検定 し た も の で あ る 。 こ の菌株の菌叢 を ナ ス の果実 に

接種 し て 得 ら れた 分生胞子 を 直接検定 に供 し て い る が，

実際の検定 に 当 た っ て は， ブ ド ウ の花穂や葉の病斑上 に

形成 さ れた 分生胞子 を使用 し で も さ し っ か え な い 。

培養基 は シ ョ 糖加用 ジ ャ ガ イ モ 煎汁寒天 (PSA) 培地

で， 寒天及び シ ョ 糖 を 各 々 1 % 加 え ， pH4 . 0 に 調整 し た も

の であ る 。 こ れ に チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル製剤 を 有効成分

で 200 μ:g/m l に な る よ う に 加 え た 平板 を 作製す る 。

こ の平板上 に 病斑上の分生胞子 を 直接塗抹 し ， 200Cで

22 時間培養 し た の ち 検鏡す る 。 こ の 際， 発芽 し て 200 ，um

以上の菌糸 を伸長 さ せ た 分生胞子が存在す る 場合 は ， そ

の菌株 を 耐性菌 と 判定 す る (表 1) 。 ま た ， 発芽 し な か っ

た り ， 発芽 し て も 発芽管の 形態 が異常 で そ の後の生育 を

停止す る も の を感受性菌 と す る 。

本検定 に あ た っ て は次 の こ と に 注意す る 必要 が あ る 。

早期 に 培地 の pH を調整す る と 加熱 に よ り 固化が阻害 さ

れ る の で， 培地 を ペ ト リ 皿 に 注入 す る 直前 に行 う 。 pH の一一一 42 一一一
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表 - 1 ブ ド ウ 灰色か ぴ病菌株の最長菌糸長が 20.0. jml 以上 と な る
の を抑制す る チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル の最低浪度 (MIC20.0.
jml) と 最小生育阻止濃度 (MIC) の頻度分布

(王 ・ 深谷， 1989) 

MIC 
MIC 1 0. . 8  1 . 6  3 . 2  6 . 3  12 . 5  25 
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注) ナ ス の果実 に菌穫 を 接種 し て形成 さ せ た 分生胞子 を供試。
* : 表中 の数字 は菌株数 を示す。

調 整 は PSA 培 地 100 m l に 対 し て 5% 乳 酸 溶 液 を 1 . 5

ml 添加 し て 行 う 。 供試す る 分生胞子 は前述 し た 要領 で

再形成 さ せ た 新鮮な も の を使用 す る 。

病斑上 の分生胞子 を 直接使用 す る 場合 は雑菌の混入 を

避 け ら れ な い場合が あ る 。 し か し ， 本検定 で は 培地 を

pH4 . 0 に 調整す る こ と で細菌の繁殖 を 抑 え ， ま た ， 培養

時聞 を 22 時間 と す る こ と に よ っ て ， 他の 糸状菌が混入 し

で も 識別が可能な こ と か ら 無菌的操作 を必要 と し な い。

な お細菌の繁殖 を 抑 え る に は ， ス ト レ プ ト マ イ シ ン硫

酸塩 200"'300 pg/ml 添加培地で検定す る 方法 も あ る 。

W 圃場 に お け る 薬剤の防除効果

ペ ン ズ イ ミ ダ ゾ ー ル系薬剤耐性菌が出現 し て い る 圃場

に お い て 各種薬剤 の 防除効果 を検討 し た 結果 を 表ー2 に

示 し た 。 (深谷， 未発表) 。 こ の 圃場での 同剤耐性菌の検

出割合 は 1988 年 に は 94 . 9%， 1991 年か ら 93 年の各年 は

約 80 % であ り ， チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル剤 の 防除価 は 低 く

効果が認 め ら れ な か っ た 。 し か し ， ジ エ ト フ ェ ン カ ル

プ ・ チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル剤散布 区 で は 高 い 防除価が得

ら れた 。 ま た ， イ プ ロ ジ オ ン剤 は 1992 年 ま で は効果が高

か っ た が， 1993 年 に は や や劣 る 傾向が見 ら れた 。 そ こ で

同剤 に対す る 菌の感受性検定 を 行 っ た 結果， EC50 が 3'"

5 μ:g/ml の弱耐性菌が 6 . 9%検出 さ れ (図 2) ， 本剤 に対

す る 感受性 の 低 下 が徐 々 に 進 ん で い る も の と 考 え ら れ

た 。

ま た ， 現在卓効 を 示 し て い る ジ エ ト フ ェ ン カ ル プ ・ チ

オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル 剤 に 対す る 耐性菌 (ぺ ン ズ イ ミ ダ ゾ

ー ル強耐性， ジ エ ト フ ェ ン カ Jレ プ耐性) も 低率 な が ら 確

認 さ れた。 し た が っ て ， 本剤の使用 に 当 た っ て は， 灰色

表 - 2 チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル耐性ブ ド ウ 灰色 か ぴ病菌が発生 し た
園場 に お け る 数種薬剤 の 防除効果 と 耐性菌 の 分離率 ( 深
谷， 未発表)
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チ オ フ ァ ネ ー ト イ プ ロ ジ オ ン ジ エ ト フ ェ ン カ ル プ
メ チ ル水和剤 水和剤 - チ オ フ ァ ネ ー ト メ

年 次 チ ル水和剤

耐性菌 防除価 耐性菌 防除価 耐性菌 防除価
株率 (%) 株率 ( % ) 株率 (%)

1988 ー_ B) 94 . 9  97 . 7  
1991 80. . 8  0. . 0.  72 . 9  1 . 0.  83 . 3  
1992 80. . 0.  0. . 0.  80. . 4  0. . 0.  96 . 2  
1993 79 . 3  58 . 7  6 . 9  64 . 3  1 . 7  82 . 4  

55 

注) 薬剤 の希釈倍数 は チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル水和剤及びイ プ ロ
ジ オ ン水和剤が 150.0. 倍， ジ エ ト フ ェ ン カ ル プ ・ チ オ フ ァ ネ
ー ト メ チ ル水和剤が 10.0.0. 倍
a) 未調査
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図 - 2 プ ド ウ 灰色 か ぴ病菌の ピ ン ク ロ ゾ リ ン 剤 に対す る
感受性分布 (深谷， 未発表)

か ぴ病の重点防除時期 で あ る 開花前 ま た は 落花期の い ず

れか一回の使用 に と ど め ， さ ら に 他剤 と の体系防除 に よ

っ て 耐性菌の 出現 を 回避す る こ と が重要であ る 。

今後， プ ド ウ に お い て も ジ エ ト フ ェ ン カ ル プ ・ チ オ フ

ア ネ ー ト メ チ ル混合剤の使用場面が増 え る の に 伴 い， 同

剤感受性の検定 も 耐性菌対策の 一環 と し て 必要 と 考 え ら

れ る 。
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