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植 物 病 原 菌 の 殺 菌 剤 耐 性

　　　　　 昭和 56 年 8 月 3 日〜 6 日

於　The　International　Agricultural　Centre，　Wageningen ，
　　 The　Netherlands

　 1981年 8 月 3 日か ら 6 凵 ま で ， 植物病原菌 の 殺菌剤耐

性 に 関す る 国際 シ ン ポ ジ ウ ム が
， オ ラ ソ ダ の ワ ーゲ ニ ソ

ゲ ソ の 国際農業 セ ン タ
ー

（写真 1 ） で 開催 され た ，ワ ー

ゲ ＝ vtr
“
v の 農科大学 （当時国立 農業学校） に 植物病理

学研究室が開設 され て 今年で 75 周年 で あ り， ま た 植物

病 理 学研究室 が ユ ト レ ヒ トに あ る TXO 有機化学研 究所

と植物 の 内科治療 の た め の 研究グル ープを結成 して 30

周年で も あ る．こ の シ ン ポ ジ ウ ム は ，こ れ らの 記念行事

と し て ワ ーゲ ニ ン ゲ ン 大学 Dekker 教授 に よ り主催 され

た も の で あ る．現在 ，農科人学 の 植物病 理 学研究室 は

Prof．3 人 ，　 Dr ・6 人，そ の 他 5 人 の 計 14 人 の 研究員 か

ら 構成 さ れ ，　Fun8icides ，　Epidemiology 　and 　discasc

resistance ．　 Soi1−borne　 pathogcns お よ び Physio 工ogy

of　parasitism を 主要 な研究 テ
ー

マ と し て 主導的な研究

活動 を行 な っ て い る ．内 科 治 療 の た め の 研究 グル ープ

は ， 植物体内 へ 浸透す る 化合物 に よ っ て 病害 を防除す る

可能性 を調 べ ，その 作用機構 に つ い て 研究 し て きた ．本

シ ン ポ ジ ウ ム に 参加 した 研究者 は 約 60 名で ， オ ラ ン ダ・

ドイ ツ ・イ ギ リス ・
ア メ リ カ

・
イ ス ラ エ ル な ど 14 力 国

か ら集 ま っ た ．日 本 か らは 筆者 の ほ か
， 本間 氏 （理 化学

研究所）， 若林氏 （三 菱化成）の 3 名が 出席 した．ア メ

リ カ 在住 の 中西氏 （University 　of　Maryland
， 三 共 よ り

留学）も出席 し て お られ た ．「作物保護 に お け る殺菌剤耐

性 」 とい う テ
ー

マ の lnternational　Postgraduate 　Course

（農科大学の post−graduate　course の た め の 財 団 と 国際

植 物病理 学 会 の 化学防除 委員会 が FAO と 共同 し て 主催

した ）が ， 7 月28 冂か ら 8 月 5 日 ま で同じ場所 で 開催 さ

れ，その 参加者 も本シ ソ ポ ジ ウ ム の
一

部 に 出席 した ．参

加 した 研究者 は ， 機会が あれば積極的 に他の 研究者 と情

報交換や討論を行な っ た ．一
般講演の 発表時間が 15 分

と 短か っ た せ い で も あ る の か ， 講演時間中だ け で な く ，

コ
ー

ヒ
ーブ レ イ ク や 昼食」晦問 あ る い は エ ク ス カ

ー
シ ョ ン

の 際 の 車 巾で とい っ た よ うな機会 に
， 熱心 な討論 が なさ

れ た ．こ の よ うに ，本シ ン ポジ ウ 1 で最新の 実験結果と

そ れ に つ い て の 考察が 紹介 さ れ た 以 上 に ，研究者相互 に

詳細な情報や意見交換 の で きた こ と は意義深 く ， 今後の

研究の 進展 に寄与す る こ とで あろ う．

　 J．Dekker 教授 が ワ ーゲ ニ ン ゲ ン の 植物病 理 学研究室

の 75年間の 変遷を紹介 し ， 続 い て Dr ．　A ．　K ．　Sijpesteijn

（TNO ）が 殖物 の 内科治療 の た め の 研 究 グル ープ の 30 年

間 の 活動を振 り返 っ た ．そ の 後 3 日間 に わ た り ，
セ

ッ シ

． ン に 分か れ る こ とな く
一

つ の 会場 で 9 題 の 招待講演

と，新しい 知 見 に つ い て の 29 題 の 短報が 発表 され た ．

　 招待講演で は ， そ れ ぞ れ の 専門分野 で 著名 な研究者 が

30〜40 分 の 時間 を か け，最近 の 研究成果 を 発表した ．

M ，S．　Wolfe は 薬剤耐性菌 の 出現 と ， そ の 後 の 選抜 に よ

る 耐性菌集団形成の dynamics の 現象 を各種 の 要素 に 分

析 し ，そ の 過程 をモ デル で 表わ した ．そ れ に よ る と ， 耐

性菌集団 の 形成 は 耐性菌お よ び感受
1

「生菌 の 最 初の 存在頻

度，両菌の 薬剤処理 お よび無処理 植物体上 で の 適応性 ，

薬剤処理 され た 面積の 比率 ， 薬剤処 理 後の 世代数 な ど に

よ っ て 決定され る．ethjriIno1 の 場合を例 と し て 挙げ説

明 を試み た ．J．　c ．　Zadoks も同様 に ， 疫学的見地 か ら耐

性菌 の 発生過程 の モ デル 化を試み た ．た と えば，宿主
一

寄生 者一環境 の 3 者 の 変化 と発 病 の 関 係，と く に殺 菌 剤

の 存在と発病の 進展程度 ， 病原 菌の 適応性 と 発病 の 進展

程度 ，菌株 間 の 競合 現 象 な ど の 数 式 化 を試 み た．今後 モ

デ ル 化 の 基礎データ を得る 実験の た め に多くの労力と時

闇 を 必要 とする が ， 殺菌剤耐性菌 の p ・pulatiQn　dynam −

ics を モ デ ル 化す る こ とは 可能 で あ る し ， モ デ ル 化 に よ

り耐性菌対策を見 い だ す こ と も で き る で あ ろ う と 結 ん

だ ．H ．　D ．　Sislerらは ，
　 amphotcricin 　B を含む 培地 を

使 っ て Ust・ilago　maydis か らエ ル ゴ ス テ ロ
ール 欠損変異

株 を得 た ．こ の 菌 は 生育が 遅 く ，
エ ・レ ゴ ス テ 卩

一ル 合成

阻害剤を処 理 し た U ．ma ・ydis野生株 で 蓄積 の み られ る

ス テ V 一ル 類を もち ， 上 記薬剤を処 理 した 野生株 で覯察

され るの と同じ異常形態 を し て い た ．変異株 の fenari−

mo1 お よ び rniconazolc に 対す る 感受性 は 50 倍程 度 低
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下 して い た が ，な お 感受性 で あ っ た．こ の 結 果か ら ， 両

剤 の 第
一
次 f乍用点 は C −14 脱 メ チ ル 阻害 に 基 づ い て い る

と考え られ て い るが ，感受性 の 低 い 他 の 作用 点 も あ る と

推定され た ．A ，　Fuchs は 殺虫剤 （天然お よ び合成 ピ レ

ス ロ イ ドや フ ； P モ ソ ）の 研究 に おい て ，光学異性 は 重

要な意義をも っ て い るが ， 殺菌剤分野で も注目すべ きで

あ る と強調 し ，
triadimeno1 の 異性体の 生物活性 お よ び

代 謝 の 差 に 関 す る 最近 の 研究 が ， 新殺菌剤発見 へ の 糸r［

と な る 卩i
．
能性 を 示唆 した ，M ．　A ．　 de　Waard は ，　 AsPer −

gillu・s　nidulans が そ の 菌 1本内に 取 り込ん だ fenarimol を

能動的 に 体外 に 排出す る 作用 を もつ こ と を見い だ した ．

fenarimo1 耐性菌は fenarimol を 菌体外 へ 排出す る能力

が 高 い ため 感受性を低下 して い る と考え られ た．ま た ，

こ の 排出作用 が エ ネ ル ギ
ー

依存性 で あ る こ とか ら ，

CCCP や oljgomycin の よ う な エ ネ ル ギー代謝阻害剤 や

captafol な ど は，菌体内 の fcnarimol 量を増力「1させ る こ

と に よ り共力作用 を 示 す と述 べ た．J・M ・c）ga ・va らは ，

カ リ フ ォ ル ニ ア の 果樹園 で 発 生 し た benomy1 耐性

flfon・ilinia勉 5面 ω 」α の 性質とその 防除法 に つ い て 述べ

た ．発生初期 の 耐性菌 は 低度 の 耐性 で あ っ た が ， そ の 後

benomy1 を単剤 あ る い は 混合剤 と し て 使 う と ， 耐性 の

程度 ， 耐性菌 の 数 が と も に 増加 した ．耐 性 菌 ｝よ感 受 性 菌

と同様に花に感染し病徴を生 じた が ， 呆実 で は 侵害力が

弱 か っ た ．耐性程 度 や 耐 性 菌 密度 が 低 く，小発生 で あ れ

ば beuomyl の 散布に は 効果 が 認 め られ た ．しか し ， 多

発 生下 で は 単剤 お よ び captan との 混合で は 防除 で きな

か っ た 、本聞氏 らは ，炭酸 ソ
ーダが キ ュ ウ リ うどん こ 病

や カ ソ キ ツ 緑か び病に 阻害効果を示す こ と ， とくに グ リ

セ リ ン 脂肪酸 を 加 え て 粘着性 を 強 め た 状態 で 安定 し た 効

果が 得られ る と発表 し た．bcnomyl 耐性緑か び 病 歯の

防除 に も効 果が あ るた め ，こ れ らの 菌 の 防除 に 困 っ て い

る人 々 の 注 口を集め k ．他に下記2 題 の 講演 が あ っ た ．

）1

）ワ一

F ，J．　Schwinn ：　Socio−econo 皿 ic　impact 　of 　fun−

gicide　 resistance

F ．J．　OppenQorth ： What 　can 　be　learned　from

noarly 　40　years　 of 　development 　 of 　inscGticide

resistance ⊇

　一
般講演 は ほ ぼ 以 下 の 4 点 の 話題 に 集約 で き る ．

　  エ ル ゴ ス テ P 一ル 合成阻害剤 の f乍用機構 と耐性菌

　　　問題 （7 題）

　  環状 イ ミ ド系殺菌剤の 耐性菌問題 （8 題）

　  　metalaxyl の 作用 ｝幾構 と耐性菌問題 （5題）

　  ベ ソ ズ イ ミ ダゾール 系殺菌剤 の 耐性 歯問題 （7 題）

　糸状菌 の エ ル ゴ ス テ 1・　一ル 生合成 を 阻害す る殺菌剤

は，主 と し て 欧州 の 麦 の 病害防除を 目的 と し て ユ970 年

ご ろか ら使用 さ れ始め た 、そ れ 以後同様 の 作用機構 を も

つ 化合物が 数多 く発見 さ れ ， 現在で は 果樹 の 分野 で も使

用 さ れ る よ う に な り，農業用殺菌剤 の 大 きな部分を占め

る よ うに な っ た ，こ れ ら の 殺菌剤 に 対す る 耐性 菌は in

vitro で 見つ か っ て い る が ， 圃場 で は ま だ発生事例が報

告 され て い な い ．in　vitro で 得た 耐性菌は い ず れ も野生

株 に 比 べ 適応性 が 劣る た め ， 野外で は 発生 ・蔓 延 す る こ

とが 難 し い の で あ ろ うと考え られ て い る．本 シ ソ 　・k
”
ジ ウ

ム で は ， イ ギ リス で オ オ ム ギ う どん こ病 に 対 し効 力低 下

の 傾向を 示 す結果が 発表 され ，圃場 で の 耐性菌発 生 に 危

惧 の 念 が 示 され た ． J・D ・Gilpatricl｛ は ，　 in　 vitl’O で

iMonilinia 　fructicolaよ り CGA −64251 耐｛生 菌を分
・
離 し

た ．こ の 耐性菌 は ，感受性菌が 1ppm で 完 全に 生育 を

阻害 され る の に 対 し ，
1ppm で 生育す る こ と が で き，

prochloraz、　 bitertano］，　 fenarimo1 お よび trjferineに

対 し て も感受性 が 低か っ た ．しか し，こ の 耐性菌 に 対 す

る CGA −64251の 植物体 で の 効果に は 感受性菌に対す る

効果 と 差が 認 め ら れ な か っ た ．P ．　Leroux ら は ，
エ ル ゴ

ス テ 卩
一

ル 合成阻害剤 を ，
C 一ユ4 脱メ チ ル を 主 と し て 阻

害す る もの と d8→ d7 イ ソ メ ラ
ー一

ビ を阻害す る もの と の

二 つ の グ ル ープに 分け ， そ れ ぞれ の 薬剤 の 交差耐 性 を 調

べ た ．AsPeygiltus　nidu ・lans．　Botrytis　c・inerea，　Pe7iieillium

exPanStfm の 交差耐性結果か ら も上 記二 つ の グル ープに

分けられ る こ とが確認 で きたが ，
Ustilago　maydis で は

さ ら に細 か く 四 つ の グ ル ープ に 分か れ た ．D ．　W ．　Hol −

10man らは ，　 tridernorph ，　triforine，　triadimenol ，　 ethi ．

rimQI な ど の 殺 菌 剤 に 対す る オ オ ム ギ う ど ん こ 病菌 の 感

受性幅を調べ た とこ ろ ，
tridemorph ，　trifQrine に 対 し て

感受性幅が小さか っ た．triadimcnol の 高い 薬量 で は 感

受性幅は 小 さか っ た が ， 低 い 薬 量で 感受性幅が 大 きくな

っ た ．そ し て ，triadimeno1 を 使用す る と感受性 の 低い

ほ うの 集団が 増加 し た ． ethirimo1 に 対 し て は 最 も 感受

N 工工
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性幅 が 大 き く ，
ethirimo1 を使用す る と 感受性 の 低い 集団

へ と移行 し た ．しか し，薬剤 を使わ な け れ ば 感受性 の 集

団 へ 容易に戻 っ た ．J．T．　Flctcher らは ， 1979 年 と 1980

年 に 北 イ ン グ ラ ン ド地 方 の 春オ オ ム ギ の う どん こ 病 菌 の

triadimefon に 対す る 感受性を調 べ た。1979 年 は 少発生

で 殺菌剤 もあま り散布され ず，1980年 は多発生 で殺菌剤

が使用され た。こ の よ うな状況 下 で ，
1980年に 発生 した

菌 の triadimefon 感受性 は 1979 年 に 発生 した 菌 よ り低

か っ た ．しか し調 査 した 圃 場 で の 薬効 不 足 に つ い て は 明

確 に されなか っ た ．M ．　S．　W   1feら も ，
1981 年に束イ ン

グ ラ ン ドで オ ナ ム ギ と ゴ ム ギ の う どん こ 病菌 の triadi−

mefon 感受性 を調ぺ た ．い ずれ の う どん こ病菌に も非感

受性菌 が 認 め られ た ．こ の 菌が 実用場面 で 問題 を起 こ す

か どうか は 不明で あ るが，triadimefon お よび そ の 関 連

化合物 の 広範 な使用が続け ば そ の 危険性 が あ る と警鐘を

鳴 ら し た．

　 環状 イ ミ ド系殺菌剤に対す る耐性菌 が in　vitro で 容易

に 発生 す る こ と は ， 開発 当初 の 1978 年 ご ろ よ り多くの

研究者 に よ っ て 観察され ，そ の 耐性菌の 性質が 調 ぺ られ

て きた ．in　 vitro 耐性菌 は 野生株 に 比 べ ，一
般的 に 性質

の 劣る も の が 多く適応性 も低 い ．こ の 点 に お い て ペ ン ズ

イ ミ ダ ゾー
ル 系殺菌剤耐性 と は か な り異 な っ た 性 質の も

の で あ る と い う認識 が あ る．…
方 ， 最近 日本お よ び 欧州

の
．一
部で 圃場か ら耐性菌 が 分離 され た ．こ の 岡場 よ り分

離され た 耐性菌 は ，
in　vitvo で 得ら れ た 耐性菌 と薬剤感

受性や適応性な どに お い て 性質が 異 な る とい う 点で 共通

して い る よ うで あ る ．今後 の 研究 の 進 展 に 興味が も た れ

る．M ・L ・Gullino らは ，
　 in　 vitro で 得 られた環状 イ ミ

ド系殺菌剤耐性灰色 か び 病菌 と感受性菌 と の 競合試験 を

in　 vitro と in　 viVO で 検討 した ．い ず れ の 場合 も ， 耐性

菌 の 競合力 は 弱 か っ た ．こ の こ と か ら ， 圃場 で の 耐性菌

の 発生事例が少な い の は ， 耐性菌 の 弱 い 腐生力や病原力

に 原因 して い る と考え られ た ．同様 に ，筆者 らも 珈 罐 γ0

で 得た procymidone 耐性灰色か び 病菌 の ナ ス ・バ ラ に

お け る感受性菌と の 競合力を調 べ ，こ れ らの 菌 は procy −

midone を散布す る と 優勢 とな る が ，薬剤散布を 中止す

れ ば 耐性菌の 密度は 急激 に 減少す る こ と を示 した ．こ の

場合で も procymidone は ，慣行薬 剤 区 よ り優 れ た 防除

効 果を 示 し た．ギ リシ ャ で は 環状 イ ミ ド系殺菌剤が 1976

年 ご ろ よ り使用 され 始め た が，1980 年 に
一

部 で 薬効不 足

が 認 め られ た ．そ こ で M ．G ，　Panagiotaku らは，1980

年 ， 1981年 に ハ ウ ス か ら分離した 灰色か び 病菌 の 感受性

を 調べ た と こ ろ ， か な りの 比率 で 耐
’
「生菌が検出され た ．

vinclozolin の 耐性菌 に 対す る ED5 。 は 感受性菌 に 対 す

る EDs 。 の ほ ぼ 10 倍で あ り，ナ ス 果実 で vinclozolin

の 防除効果 は 劣 っ た ．耐性菌の 培地 ヒで の 生育は 遅 か っ

た が ， 胞子発芽率 は 良か っ た ．ま た ， イ ス ラ エ ル の T ．

Katan は ，環状 イ ミ ド系殺菌剤が ハ ウ ス 栽培 の キ ュウ リ

や トマ トの 灰色か び 病 に 対 し効 力不 足 で あ っ た の で ，胞

子 を採 り検定 した と こ ろ耐性菌 を 認 め た ．こ れ らの 菌に

対 して キ ュ ウ リで 防除効果 が 認 め られ なか っ た ，J．　T ．

Fletcllcrらは ， 1980年に イ ギ リス 各地 か ら 806株 の 灰

色 か び 病菌 を 分離 し て ipredione に 対す る 感受
’
「生 を 調べ

た と こ ろ ， 7 菌株 が 耐牲 （EDso が 約 10−・20 倍）で あ っ

た ．こ れ ら は トマ トで病原 性 や 胞 了．形 成能が 低下 して い

た が ， 室内 で 得た 高度 の 耐性菌 よ り病原性が強 か っ た ．

耐 性 菌 は iprodione 処 理 下 で も発病 を 起 こ した が ，
　 ipro−

dione の 効力低下 は ま だ イ ギ リス で 閻題 に な っ て い な い ，

P ．Leroux らは ， 環状 イ ミ ド系殺菌剤 に 対す る 耐性菌 が

in　 vitro お よ び植物か ら分離され るが ， これ ら の 耐性程

度 は 高度 （1，000 倍以．lt） ま た は 低度 （約 10 倍） で あ る

と述 ぺ た ．こ れ ら の 菌は 種 々 の 芳香族化合物 ，
メ タ ノ ー

ル に交差耐性し ， 糖 ， ポ リオ ール お よ び 塩 に 負 の交差耐

性を示 し た ，低度 の 耐性菌 は
一

般 に 競合 力が 強 い けれ ど

も，高度 の 耐性菌 （in ”癖 0 耐性菌）は iSLJ、ti性が低 く競合

力が 弱 か っ た ．

　 metalaxyl は そ う菌類に 属す る病原菌 に よ っ て ひ き起

こ され る病害 の 防除に 有効 で ， 従来 こ れ ら病害の 防除剤

と して 使用 さ れ て きた ジ チ オ カーパ メ ート系殺菌剤 ，
フ

タ ル イ ミ ド系殺菌剤 お よび 銅 剤などの 保護殺 菌剤 と は 異

な り， 治療効果 ， 浸透移行性な ど の 優れ た 1乍用特性を も

っ た新 しい 殺菌剤 で あ る ．metalaxyl 耐性菌 が P 勿 め艸
一

thora 属菌か ら in　 vitro で 得ら れ て い る．　 in　 vitro で

自然発生的 に 得られ た もの は 適応性 が 劣 り， 植 物体上 で

は metalaxyl に 感 受性 で あ っ た。しか し， 突然 変 異処

理 し た 場合 に は 高度 の 耐性を もち ， しか も病原性 の 強 い

もの が出現 し た ．実際 に 圃場で metalaxy1 が 使わ れ る

と ， 耐性菌の 発生 は 早 く，

一
シ
ーズ ソ 巾 に 数 カ所 で 耐性

菌 の 発生が原 因で 効力不 足 を 生 じ た ．Th．　Staub らは ，

1980 年 か ら 1981年前半 に か け て の metalaxyl に 対す る

耐性菌発生 に よ る効力不 足の事例を幾つ か挙げ ， 耐性菌

の 発生要因 ， 耐性菌 の 性質を分析 し
， 耐性菌対策 に っ い

て 具体的 に 述べ た ．そ の 内容は ， （1）散布剤 と し て 単剤

は便用せ ず ， 保護殺菌剤 と の 混合剤 の み を 開発 す る，

（2）単剤 は 土壌伝染性病害用 と して粒剤 ， 種子粉衣剤の

形 で の み開発す る，と い うもの で あ っ た ．G ．　A ．　 Carter

らは，ジ ャ ガ イ モ の 葉 片 を metalaxy1 溶液 に 浮 か べ ，そ

の 葉 片に Phytopnthora 　infestansの 遊走子懸濁液 を 点滴

接 種 す る こ と に よ り，metalaxyl 感受性を検定する と い

う方法を開発 し ，
1980 年 イ ギ リス の ジ ャ ガ イ モ 畑 の P ．
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infestansの mctalaxy1 感受性を 調査 した ．こ れ らの 圃

場 で は 皿 ctalaxy1 は 単独で は 使用 さ れ ず，　 manzeb と の

混合 で 1 〜2 回処 理 さ れ た が，耐性菌 は 検出され な か っ

た． L ．　C ．　Davidse と A ．　 Kcrkenaar は ， それ ぞ れ

PhytoPhtho ・
ra 　megasptrma と P ；vthitt

・m 　sPlendens を使 っ

て 1netalaxyl の 作用機構 に つ い て 調べ た ．と もに RNA

合成を強 く阻害す る こ と を 示 1唆す る結果を得 た が ， 詳細

に つ い て は 明催 で な い ．

　耐性菌の 発 生 に よ る ベ ン ズ イ ミ ダ ゾー
ル 系殺菌剤 の 防

除効果の 低下は ，
1970年に シ ク ラ メ ン の 灰色か び病で 初

め て 経験 され た ．こ れ ら殺菌剤 は 適用病害 が 多い た め 広

範囲に 使用 され ，現在 ま で 数多 く の 病害 で 耐 性菌発生 の

た め に 薬効不足 と な っ た事例が 報告され て きて い る ．ペ

ソ ズ イ ミ ダ ゾール 系殺菌剤耐性菌 の 発 生 は，農業川殺菌

剤 の 分野 に 大 き な 衝撃 を与え た 初 め て の ケース で も あ

り，殺菌剤耐性 菌に 関す る先駆的 な 研究が多くなされ て

き た ．西独で は ，1974年 に ベ ソ ズ イ ミ ダ ゾール 系殺菌剤

耐 ［生 リ ン ゴ 黒 星病 菌が果樹園 で 発生 した ．J．　Kiebacher

は ， こ の 耐性 が
・
遺伝了突 然変異 に よ る も の で あ る こ と

を 明 らか に した ．D ．　Martin らは ， リン ゴ 黒星病菌 の ベ

ン ズ イ ミ ダ ゾ ール 系殺菌剤耐性菌 と 感受性菌 との 競合試

験を リ ン ゴ の 実生苗 を使 っ て 行 な っ た ．そ の 結果 ， 耐性

菌 の 比 率 の 対数 が 世代数の 増 h”と直線 関 係 に あ り，そ の

勾配 は 最 初 の 接種薗 量に 依存す る が ， 最初 の 耐性菌と 感

受性菌 の 存在比 に は依存 し な い こ とを示 した ．した が っ

て ， 適 応 性 の 弱 い 耐 性 菌は 接種菌量が 少ない 場合に よ く

生 き残る．E ．　Shabi らは ， リン ゴ 園 か ら分離 した 0・5

PPm 　 benomy1 に 感 受 性 で あ る が 5PPm に 耐性 の

Venturia　inaegU−alis と感受性 菌を 使 っ て
，

リ ン ゴ 実生 苛

で の 競合試 験 を 行 な っ た ．感受性 菌の 胞子 に 耐性菌 の 月包

子 を 19 対 1 の 割合 で 混ぜ ，
benomyl ，　 captan お よ び

benomy ！と captan の 混合物をそれ ぞ れ 散布 した 苗 に 接

種 し，そ の 後 4 回植 え 継 ぎを 行 な っ た と こ ろ ，無処 理 お

よ び captan 散布で は 耐性菌 の 比率 は 変化 しな か っ た が，

benomy1 ま た は benomyl と captan の 混 合散布で は

耐性菌 が 優勢 に な っ た ． P ．　L ．　 Sanders ら は ，芝 生

の Sclerotinia　 homoeocarPa の 防除 に chlorotharoni1 ，

beno 皿 y1 の 単剤散布ま た は それ らの 混合散布や交互散

布を し た が，い ずれ の 場合 も benomyl 耐性菌 の レ ペ ル

に は変化 な く ， 低下さ せ る こ と がで きなか っ た ．

　以 上 ， 筆者の 理 解 で きた 範囲 で シ ン ポ ジ ウ ム の 内容を

説明 した が ，す べ て の 講演を紹介す る こ とが で きず，筆

者の興味に偏 っ た 面 が あ るか も しれ ない ．な お ， 講演要

旨 が Netherlands　Jou〃 nal 　Of　Plant　P αthology （1981）

に 掲載 さ れ る予 定 な の で
， 詳 し く は そ れ を参照 し て い た

だ きた い ．

　農業用殺菌剤の使用場面 で 耐性菌が 発生 し て ， 実際に

経 済上 の 問題 が 生 じ 始 め て 10 年ほ ど経過す るが ，こ の

問 に dodine
，

ピ リ ミ ジ ン 系殺菌剤 ，
ペ ソ ズ イ ミ ダ ゾー

ル 系殺菌剤 ， オ キ サ チ ン 系殺菌剤，kasugamycin ，　poly −

oxin ，　IBP など多 くの 薬剤 で ，耐性菌発生 の た め の 効力

低下 が 経験 さ れ て き て い る．植物病原 菌は ，最適条件が

整 え ば 宿主植物 に 寄生 し繁殖す るが，その 他不利な条件

下 で は 腐生 し た り二 次寄生 し て ま た は休眠 し て ， 次 の 機

会 ま で 存続 す る ．こ の よ うな生態と関連す る の か ，殺菌

剤耐性菌 の 自然界で の population　dynamics は ， 菌 ご

と に 異な っ て い る．こ れ は 耐性 菌の 発生 お よ び蔓延 の 現

象を疫学的側面か ら研究し て きた こ と に よ り明 ら か に な

っ た もの で あ り， 本 シ ン ポ ジ ウ ム で も こ の 種 の 研究発表

が 多く見 られ た ．ま た ，目本 で も多 くの 研究者に よ り，

欧米 の 研究 に 優 る と も劣ら ぬ 耐性菌 に つ い て の 疫学的研

究 が な さ れ て い る ，耐性菌対策 と して 最 も成果 の あが る

方策 と し て ，現 在 ， 作 用機構 の 異 な る他殺菌剤 と の 交 互

使用 ま た は 混合使用が 強調 され て い る．今後 ， 耐性繭 に

つ い て の 疫学的研究 の 成果が 実 り，耐性菌 の 不 利 な 性質

を利爪 し た 効果的な耐性菌防除法 が確立 さ れ る こ と を望

み た い ．

　　　　　　　　 （住友化学工 業株式 会 社　久 田 芳 夫）
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