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は じ め に

胞子形成法は植物病理学 の 基礎 な ら び に 応用研究 に お

げ る 最 も 基盤的な技法であ る 。 筆者 は さ き に 菌糸切断 ・
BL-B 蛍光灯照射 に よ る イ ネ い も ち 病菌の胞子形成 に つ
いて報告 (大畑， 1999) し た が， 本法が他の い く つ か の
病原菌 に つ い て も 適用 可 能 な こ と が明 ら か に な っ た の
で， そ の概要 を報告す る 。

I 菌糸切断 ・ BL-B 蛍 光灯照射法の基本

と実施上の要点

本 法 の 基本 は， シ ョ糖加用 ジ ャ ガ イ モ 煎 汁 (PS) で
振 と う培養 し た 菌糸 を培地 と と も に プ レ ン ダー で処理 し

て調製 し た 菌糸懸濁液 を シ ョ糖無加用 ジ ャ ガ イ モ 煎汁寒
天 (PA) ， シ ョ糖加 用 ジ ャ ガ イ モ 煎 汁 寒 天 (PSA) ， 
V 8 ジ ュ ー ス 寒 天 (V 8 A) ， Elliott 処 方 V 8 ジ ュ ー ス
寒天 (EV 8 A) 等 の 平板培地 ( プ ラ ス チ ッ ク シ ャ ー レ )
に病原菌 を 移植 し ， BL-B 蛍光灯 (NationalFL15 BL
B) を 間断照射 (明 : 暗， 12 : 12 時間) し な が ら 培養す
る も の であ る 。

試験法の詳細 に つ い て は， 前報 (大畑， 1999) に記述
し た 。 ま た ， 個々 の病原菌 に お け る 好適な培地， 培養期
間， 温度等 の 実験条件 を 表-1 に 示 し た 。 表 中 に 示 し た
培地， 培養期間等 の諸条件 は， 筆者が実施 し た 範囲か ら
示 し た も の で あ る が， 培養期間， 温度等 に は か な り 許容
範囲があ る 。 ま た ， 各病原菌の好適培地 は 常 に 前記4 培
地 を 同時 に 供試 し て比較 し た わ け で は な い の で， 供試 し
な か っ た培地 に優れた も の が あ る 可能性 も あ る 。 本法の
要点、 と 実施上の 留意点 は 次 の よ うで あ る 。

1 前培養 (振 と う 培養) 培地 と培聾期間

培地 は PS が多 く の病原菌の 培養 に 適 し て い る 。 培養
期間 は菌糸が坂 口 フ ラ ス コ の培養液の1/3�1/2 程度 に
程度 に 生育 し た こ ろ が よ い。 菌の種類， 温度 に よ っ て 生
育 に 遅速 が あ る の で， 菌 糸 の 生育状況 を 見 な が ら 決 め
る 。 生育 し た 菌糸の量が多 く な り す ぎ る と フ ラ ス コ か ら
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プ レ ン ダー カ ッ プ に 無菌的 に 移す の が困難 に な る と と も
に ， プ レ ン ダ ー の 回転 に よ っ て 液 が溢れ 出 る こ と が あ
る 。

2 菌糸切断程度 ( ブ レンダー の回転数 と処理時間 )

プ レ ン ダー に よ る 菌糸 の切断程度 は正確 に は判断 し に
く い が， プ レ ン ダー カ ッ プか ら シ ャ ー レ に 流 し 込 ん だ場

合， 長 さ l mm 内外の菌糸 の 懸濁液が平板培地 に ス ム ー

ズ に 広が る 程度 が 目 安 と な る 。 多 く の 病原菌 で は 8 ， 000
rpm で 40� 60 秒で よ い が， 病原菌 に よ っ て は 切断 し に
く い も の が あ り ， ま た 菌 糸 が多 い と 切断 さ れ に く い の
で， 処理時間 を延 ばす。 菌糸が多 す ぎ る と き に は， 一部
を と っ て 処理 し で も よ い 。 プ レ ン ダー を 高速で長時間か
け る と ， 菌糸へ の 障害が強 す ぎ て胞子形成能が低下す る

(大畑， 1999 参照) 。 プ レ ン ダ ー カ ッ プ は ス ク リ ュ ー と

一緒 に ア ル ミ 箔 に 包 ん でオ ー ト ク レ ー プ殺菌 し ， 完全 に
冷 え て か ら 使用 す る 。 な お ， 1 本 の 坂 口 フ ラ ス コ か ら 調
製 し た 菌 糸懸濁液 は， 1 O� 20 個 の シ ャ ー レ に 流 し 込 む

こ と がで き る 。 菌糸懸濁液 は 平板上 に 薄 く 全面 に 広が る
程度 と し ， 流 し 込 み す ぎ た 場合 に は シ ャ ー レ を傾 け て 捨
て る 。

3 後培養の培地 ・ 期 間 (BL-B 蛍 光 灯照 射 期 間 ) ・

温度

表ーl の 中 で胞子形成量 が安定 的 に 多 か っ た 培地 に ア
ン ダー ラ イ ン を 付 け た が， 多 く の病原菌 で は 他の培地で
も か な り よ く 形成 さ れた 。 全体的 に 見れ ば EV 8 A が広
範囲の病原菌 に 適 し て い る よ うで あ っ た 。 し か し ， Cer
co.ゆo.ra 0.η'zae， Paracerco.sþo.ra eg enula で は PSA が，
Pseudo.cerco.司po.rella herpo. tricho.ides で は PA が 明 ら か
に優れて い た 。

多 く の病原菌 で は 後培養 (BL-B 蛍光灯照射) 期 間 は
5� 7 日 で， BL-B 蛍 光 灯 の 連 続 照 射 よ り も 明 : 暗
(12 : 12 時間) の 間 断照射で よ り 多 く の胞子が形成 さ れ
た 。 し か し ， Clado.者po.rium cucumerinum，  Fulvia 
ルlva は 暗 黒 下 で も よ く 胞 子 を 形 成 し ， P. heゆo. tri
cho.ides は 連続照射で よ く 胞子 を 形成 し た 。 本 法 の 適 用
に 当 た っ て は ， あ ら か じ め 培養期間， BL-B 照射条件 を
検討 し て お く こ と が望 ま れ る 。 BL-B 蛍光灯の代 わ り に
使用 し た 一般室 内 用 蛍光灯で も よ く 形成 さ れた 病原菌 も
あ っ た の で， 他の 蛍光灯で代用 で き る 可能性が あ る 。
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菌糸切断 ・ BL-B 蛍光灯照射に よ る 胞子形成法適用病原菌表 - 1

後培養
温度

("C) 

後培養

期間
( 日 )

前培養

期間
( 臼 )

後培養培地
胞子

形成
菌原病

A lternaria braぉici，ωla (D) 

A .  dauci (D) 

A .  kikuchiana (D) 

A .  mali (D) 

A . ρor1ぜ (D)

A .  radicina (0) 

A. solani (0) 

Botηtis cine間 (M)

Cercmψora betiωゐ (0)

C. k偽'uchii (D) 

C. Oη'zae (0) 

Cladoゅon・'um cucumerinum (D) 

BiPolaris leersiae (0) 

Elsinoë fawcettii 

Fulvia ルl叩 (D)

Helminthoψoriu間 sig四oideum

var. irregula陀 (D)

Paracerc刀ゆ0叩 egenula (D) 

l司旨stalotio.卯is me判ezesia四a (M) 

Pseudoαyωゆorella

heゆotrichoides (D) 

乃lricularia 0η居間 (M) 0 EV8A. PA. V8A 

注) 前培養 : シ ョ 糖加用 ジ ャ ガ イ モ煎汁に よ る 振 と う 培養， 後培養 : プラ ス チ ッ ク シ ャ

ー レ の平板培地に BL-B 蛍光灯 を 間断照射 し な が ら 培養. PA : シ ョ 糖無加用 ジ ャ
ガイ モ煎汁寒天. PSA : シ ョ 糖加用 ジ ャ ガ イ モ煎汁寒天. V8A : V8 ジ ュ ー ス 寒天

(処方 は大畑. 1999 参照) . EV8A : El l iott 処方 V8 ジ ュ ー ス 寒天 (処方は大畑. 1999

参照) . ア ン ダー ラ イ ン : 供試培地の う ち で胞子形成 の 多 か っ た培地. 0 : よ く 形

成. @ : 非 常 に よ く 形 成. (0) : Dematiaceae (暗 色 分 生 子 柄 科) . (M) : 

Monil iaceae (無色分生子柄科) ，
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な か っ た 。 供試 P. teres は 分離後保存期聞 が長 か っ た た
め に 胞 子 形成 能 を 失 っ た の で は な い か と 思 わ れ る 。

Alternaria alternata で も 分離後 20 年以上 経過 し た 菌株
で は本法で胞子形成が見 ら れな か っ た が， 新 し い菌株で

は本法で胞子が よ く 形成 さ れ る こ と を ， 別 の 試験で経験
し て い る 。 供試病原菌 の な か で は ， Cerco.ゆora 属 菌 は
保存期聞が長 く な る と 胞子形成能が急速 に 低下す る 傾向
が強か っ た 。

以上か ら 本法 は Dematiaceae お よ び Moniliaceae に
属す る 他の病原菌 に も 適用 で き る の で は な い か と 推察 さ

れ る 。 本報で は E. jawce t tii を除い て 他科 の 病原菌 に つ
い て は検討 し て い な い の で， 本法が適用 で き る か否か不

明であ る 。

一般 に は胞子 の形成適温 は生育適温 よ り や や低 い と こ
ろ に あ る が， 本法で は 多 く の病原菌が 250Cで よ く 胞子
を形成 し た 。 Bo tηtis cinerea， C. cucumerinum， F. 

βtlva で は胞子形成適温 は 250C よ り や や低 い と こ ろ に あ

っ た 。 P. herpo trichoides は 8�150Cで よ く 胞 子 を 形成

し ， 250Cで は 全 く 胞子 を形成せ ず， 温度 (低温) 依存性
が極 め て 強 い よ うであ っ た 。

菌糸切断 ・ BL-B 蛍光灯照射法の適用

病原菌

E 

本報で は ， 後培養 ( BL-B 蛍光灯照射) は ク リ ー ン ベ
ン チ 内 で実施 し た 。 そ の た め供試菌株数， 反復， BL-B 
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本 法 に よ り 胞子形成が見 ら れた 病原菌 と 実験条件 を

表ー1 に 示 し た 。 本試験で は Elsinoë jawcet tii を 除 い て ，
供 試 病 原 菌 は Dematiaceae (暗 色 分 生 子 柄 科) と
Moniliaceae (無色分生子柄科) で あ り ， いずれ も よ く
胞子 を 形成 し た 。

表-1 に は 本 法 の 適 用 で き る 病原菌 の み を 挙 げ た が，
同時に供試 し た 乃renoPhora teres は 全 く 胞子 を形成 し
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蛍光灯照射の均一性 な ど に 制約があ り ， 各病原菌の最適
培地， 最適温度， 最適培養期間等 を 完全 に は絞 り 切れな
か っ た 。 し か し ， 表ー1 に 示 し た 実験条件 は 絶対的 な も
の で は な し か な り 許容範囲 が あ り 実用 上 は そ れ ほ ど問
題 に な ら な い と 思わ れ る 。

前報で示 し た よ う に ， イ ネ い も ち 病菌で は菌株 に よ り
胞子形成 の 劣 る も の が あ っ た 。 ま た ， 本試験で は供試 し
た菌株数が限 ら れて お り ， 本法の利用 に 当 た っ て は， あ
ら か じ め菌株に よ る 形成能 を検討 し て お く こ と が望 ま れ
る o

表 1 の供試各病原菌胞子 の 病 原性 に つ い て は 調 べ て
い な いが， イ ネ い も ち 病菌 (大畑， 1999) では， 本法で
形成 さ れた胞子の病原カが， 古 田 ・ 関 口 法 ( 1967) に よ
っ て 形成 さ れた 胞子 に 劣 る 事例 は見 ら れ な か っ た 。 一般
に胞子形成が少 な い場合 に は病原カ も 低下 し て い る 傾向
があ る の で， 本法の利用 に 当 た っ て は， 胞子形成量 を あ
ら か じ め検討 し て お く こ と が望 ま し い。

本研究 の 実施 に 当 た っ て は， 元 日 本植物防疫協会牛

書 評

新農学 シ リ ー ズ 『植物保護」
ー谷多喜郎 ・ 中 筋 房夫 箸

B5 版， 164 ペ ー ジ， 本体 3 ， 400 円，
朝倉書唐

本書 は， 同 じ 著者た ち に よ る 『作物保護j (1987 年発
行) の事実上の 改訂版であ り ， そ の後十年余 り の 聞 に 得
ら れた 新 し い知見が盛 り 込 ま れ， 内容の充実化が は か ら
れて い る 。 前著 は， 作物保護学 は 生物資源の 開発， 生産
だ け で な く 生存環境 の 創造 に も 関 わ る 分野 で あ り ， 今
後， 作物 ・ 有害生物 ・ 環境の シ ス テ ム の総合的 ア プ ロ ー
チが求め ら れ る で あ ろ う と の著者た ち の先駆的 と も い え
る 認識か ら ， 植物病理学， 応用 昆虫学， 雑草学 な ど の分
野を 1 冊 に ま と め て誕生 し た 。 そ し て ， 今回の改定 に 際
し て 書名 が変更 さ れた の は， r は し が き 」 に の べ ら れ て
い る よ う に ， 人類 に よ る 環境破壊 に よ っ て 野生生物の減
少な ど諸問題が地球規模で顕在化 し ， 他方 で は 自 然 の保
護， 復 元 へ の 動 き が活発化 し つ つ あ る 現状 を み る に つ
け， 保護の対象 は 「作物J か ら 「植物」 へ と よ り 普遍化
さ れ な り れ ば な ら な い と の 思 い に か ら れ て の よ う で あ
る 。 本書の構成 は ， 前著 と ほ ぼ 同 じ 題名 の 5 章 か ら な
り ， 1 章 「農業， 植物 の 被 害 と 保護」 で は 1980 年以 後
の 主 な植物保護技術 の 発 展 と 「食料 ・ 農業 ・ 農村基本
法j の制定な ど農政の推移が加筆 さ れ， 現場 に疎い者に
は た いへん参考 に な る 。 2 章 「病原体， 害虫 と 雑草の生
物学」 では， 多少の 内容追加の ほ か項 目 の配置換 え程度
で前著 と ほ ぽ岡 山 3 章 「植物 の被害 の種類 と 対策」 で

久研究所 木 曽 階部長， 元 茨城県農業総合 セ ン タ ー 園
芸研究所 下長根 鴻所長， 島根大学生物資源科 荒瀬 栄
博士， 元 島根県林業技術セ ン タ 一 周藤靖雄博士， 秋田
県立農業短期大学 古屋康光博士， 野菜 ・ 茶業試験場 我
孫子和雄病害研究室長， 元 北陵農業試験場 鈴木穂積博
士， 佐賀果樹試験場 田代暢哉 病害虫研究室長か ら は有
益 な 示唆 を い た だ き ， あ る い は貴重な病原菌 の 分譲 を 受
け た 。 ま た ， 三菱化学横浜総合研究所 植 田 清 之助， 中
山 清， 鈴木 泰， 太 田 博樹， 渡辺久雄 歴代農化研究所

長， 春 日 井啓之， 重松太一郎， 高橋洋治， 神 山洋一， 富
田 啓文 歴代生物 グ ル ー プ リ ー ダー か ら は 常 日 頃温 か い
励 ま し を い た だ い た 。 こ れ ら の 方々 に 心 か ら お 礼 申 し あ
げ る 。
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は ， 病害 の記述が整理 さ れ て 読 み や す く な っ た 。 ま た ，
3 . 5 項で 「鳥獣害J か ら 「鳥類， 晴乳類 の被害 と 自 然保
護j へ と 小見 出 し 名 が変 え ら れ， 3 . 7 項 の 「環境汚染」
と と も に 内容 も 豊か に な り ， 著者た ち の 本書 に か け る 意
気込 み が感 じ ら れ る 。 こ れ は 4 章 「新 し い 植物保護技
術j に も あ て は ま り ， 各種の保護技術の紹介順序が大幅
に 変 え ら れ， 前著 に お い て 官頭で紹介 さ れた 「化学的防
除J が最後尾 に ま わ さ れ， r耐病虫性 品種J が そ れ に 入
れ替わ っ た 。 5 章 「病害 虫 と 雑 草 の シ ス テ ム 管 理J で
は， 5 . 1 項 は 1965 年の FAO に よ る 総合的有害生物管理
(IPM) の 定 義 の 3 つ の概念 に 対応 し て 項 目 が建 て 直 さ
れ て 読 み や す く な っ た 。 さ ら に ， こ の 項 の e. の 小 見 出
し 「発生予察」 に 農家 自 身 に よ る 「発生監視J を 追加
し ， 農家 の 自 助努力 を求 め て い る 点 は 注 目 に 値す る 。 最
終項 5 . 5 r病害虫 ・ 雑草 の 総合 的管理J は あ た ら し く 追
加 さ れた項で， カ リ フ ォ ルニ ア 大学 デ ー ピ ス 校の研究者
た ち に よ る ト マ ト ， ト ウ モ ロ コ シ の 4 年輪作畑 に お け る
有機栽培， エ ネ ル ギ ー低投入栽培 の 病害虫， 雑 草 の 発
生， 被害， 収益， 防除 コ ス ト に 対す る 影響 に 関す る 研究
が紹介 さ れて い る 。 こ の よ う な総合的発想 の で き る 学徒
の養成が著者た ち の願 い な の で あ ろ う が， 本書 に 相応 し
い フ ィ ナ ー レ と な っ て い る 。 さ ら に ， 本書の 末尾 に は 主
要作物の病害虫や雑草の被害 と そ れ ら に対す る 対策が付
表 と し て ま と め ら れ， ま た 章 ご と に コ ラ ム ， 参考文献，
研究課題 な どが用意 さ れ る な ど細 や か な気配 り も 随所 に
み ら れ る 。 本書 は ， 学生の た め の テ キ ス ト と し て だ け で
な く ， 簡潔で軽快 な 文体 と あ い ま っ て ， 最近の植物保護
分野の全貌 を手 っ 取 り 早 く 知 り た い 向 き に は 肩 の凝 ら な
い好個 の テ キ ス ト で あ る 。 (杉本 毅)
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