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イネの葉枯れ,穂枯れ現象 とそれ らを

原 因 す る病 原 菌-Ⅰ

- タイ､マレーシアおよび台湾産曜病穂か らの分離菌*-

赤 井 重 恭**･大 口 雷 三***

On theWitherin畠 OfLower Leavesand Blightin魚 OfEarsofRice

Plantsand TheirCausalFun色i･II.

- FungiIsolatedfrom l川ghtedSeedsCollectedinThailand,MalayslaandTaiwan-

by

ShigeyasuAKAIandTomizoOGUCHI

Thepresentpaperisconcernedwiththeresult｡fisolationtestsoffungifrom

diseasedseedsofriceplantscollectedinThailand,MalaysiaandTaiwanfrom October

toNovember,1966.Seedscollectedwerediscoloredinbrownandsomeofthem were

immatureorblasted.

From seedsharvestedinnorthernpartofTaiwanandJapan,Phomasp.wasoften

isolated,butnotfrom thosecollectedinThailand,Malayslaandinthecentralpartof

Taiwan(Taichung)･ CurvuZarl'a/unazawasalsoisolatedwithaconsiderablefrequency

fromseedscollectedinTaiwan,ThailandandMalaysia,butrarelyfromseedsobtained

fromShigaprefecture,Japan. Darkirregularlesionsobservedonglumesseemedtobc

main一ycausedbythisfungus･ Trichoconi∫(Alzernaria)padwichz'Z-andLJa7lSfordl-asp.

WereisolatedonlyFrom seedsofThailand. MostortheseisolatedrunglSeemedtobe

abletoinvadegrainsthroughglumcs,andtheywereisolatedfrom bothglumesand

hulledgrLlins.

最近イネの穂枯れ現象が目立 っている(江塚 ･渡辺,1973;木谷,1966;木谷 ･大畑,1967;

森 ･松田,1963;Ohata,1972,1973)｡ 本病はごま葉粘病菌など種々の菌類の侵害によるもの

と考えられ,イネの収量,品質に少なか らぬ影響を及ぼしている (木谷,1966;木谷 ･大畑,

1967;木谷 ･大畑 ･久保,1970b;森 ･松田,1963;横山 ･吉田 ･吉村,1967)｡ 筆者の一人

の赤井は1966年東南アジア諸国を歴訪 した際,タイ,マレーシアおよび台湾において葉枯れ,

穂枯れ症状を呈 したイネを採集 したので,それらか ら菌類の分離を試みた｡葉か らの結果につ
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いては既に報告したが (赤井 ･大口,1973),本報告は曜病籾からの分離結果の一部で あ る｡

なお東南アジア諸国訪問は京都大学東南アジア研究センターの援助によって行なわれた｡記 し

て謝意を表する｡

Ⅰ 実験材料および方法

供試籾は1966年10-11月,タイ,マレーシア,台湾の各地で採集 したものであって,対照と

して滋賀県産の籾を用いた｡分離には供試粗を80% ethylalcoholに瞬時浸漬した後, 0.1%

昇泉水に30秒間浸 し,殺菌水でよく洗浄してジャガイモ寒天培地上におき,28℃の恒温器内に

10日間保 った後,室温に2- 3日間置いて発育 した菌叢を検鏡,同定 した｡

II 実壌結果および考察

供試 した籾は採集時期の関係もあって稔実が悪 く, 枇 も少なくなかった (枇率 25-90%)0

筆者 らは供試籾を稔実籾と稔実不良または枇とに分けて,それぞれから菌類の分離を試みた｡

結果は以下の通りである(Tablel′-6)｡

台湾北部 (台北県)の龍滞 (Lung-Tan), 泰山 (Tai-Sham)産の粗 (Tablel)か らは,

Phomasp･が多く分離され (分離頻度 43-100%), ついで Curvu/ariaZunaza,N2'gros2ora

oryzae,AZternariaoryzaeなどが分難されたが,台湾中部の台車 (Ta主-Chung)産の籾からは

Phomasp.は全 く分離されず,CurvuZar3'aZmataの分離が最も多く (分離頻度 42-71%),

ついで NZirosPoraoryzae,HeZminzhosAm'umoryzae,Fu∫ar2'umspp.,AZternan'aoryzaeな

どが分離された (Table2)｡同一地区の水稲でも,栽培場所, 栽培品種によって分離される菌

の種類,頻度に差が認められ, 台申553号からは N2'grosPoraoryzaeがかなりの頻度 (33-38

%)で分離されたが, 台申65号か らは全 く分難されなかった (Table2)｡ また稔実籾と枇とを

比較した場合,龍滞産の籾 (Table1)ではPhomasp.,CurvuZarz'aZunazaなどの分離率が枇

においてやや低い場合 も認められた｡ 一方,タイ国産の籾の場合,P/zomasp.は全 く分離さ

れず,Cuyvu/ariaZunata,HeZm2'nthosPorz'umoryzae,NZlgrosAoraoryzaeなどの分離が多く,

Tr2'choconil∫2aゐ′2'chi2',Hansford2'asp.などの分離 も認められた (Table3) (赤井 ･大口,

1967)｡ とくに Trz'{hocom'sPaゐ′Zlchz'2'は枇から高い頻度で分離 されたが, 本菌 はイ ン ド

(Ganguly,1947;Padwick,1950;Pavgi,Singh,Dulas,1966), 中国 (魂,1975), 米国

(Godfrey,1916;Ou,1972;Padwick,1950)において, 報告されており, 最近わが国におい

ても,鈴木 ･倉本 ･山口(1974),田村(1975) らによって報告されているが,Hansford2'asp.

はなお本邦未確認の菌のようである｡ しかし, 最近 Ellis(1971)は Tr2'ChoconisPadw2'ChZ●3̀

を AZzernaria属に移 し, A/zernar2'a2aゐ ノ2'Chz'iと訂正 しているが,本菌を AZternarZla属に
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Table1 FungiisolatedfromdiseasedriceseedscollectedinTaiwanandtheirisolationfrequency

place SampleNo. Maturltyofseeds Fungiisolated

Phomasp.
CurvuZariaZu?iota

NZkrosporaoryzae
AZternariaoryzae
Others
Bacteria

Blasted

Good

Blasted

Good

Blasted

Lung-Tan

i-a

I-b

Lung･Tan II

Ta主-Sham

ⅠⅠ Good

Phomasp･
NZirosporaoryzac
CurvuZariaZunata

AZternariaoryzae
Others
Bacteria

Phomasp.
CurvuZariaZunata

Nigrosporaoryzae
Fu∫ariumoxysporum
Others
Bacteria

PAomasp.
NZirosporaoり′Zae
CurvuZariaZu73ata

AZtcr7tariaoryzae
Bacteria

Pho masp.

CuryuZaria Zun ata
NigrotTAoraoり′Zae
AZternariaoり′Zae
Helminthos20riumoryzae

Fu∫ariumoxysporum
P eniciZZium sp.
Bacter!a

Phomasp.
NなrojPoraoり′20c
curvuZariaZunata

Fu∫ariumsp.
Bacteria

Phomasp.
CurvuZariaZunata

Nzlgrosporaoryzae
AZternariaoryzac
Fu∫ariumoり′SPorum
Bact.eria

Phomasp.
NlirosPoraoryzae
CuryuZariaZunata
Others
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seedsused.
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Table2 FungllSO】atedfromdiseasedriceseedscollectedinTai･Chung,Taiwanandtheirisolation
frequency

Cultivar Maturityofseeds Funglisolated

Good

Blasted

Good

Blasted

CurvuZarialunala

NigrosPoraoryzae

Helminlhospon'umoryzae

FuSariumroseum

AZternariaoryzae

Others

Bacteria

Curvularialunaza

Nlirosporaory6-ae

/fe/minlhosPoriumoryzae

Fu∫ariumoxysporum

Altcr7Zariaoり′Zae

Others

Bacteria

Ta主-Chun g 5 53

Tai-Chung65

*SeeTable1.
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_fIf9竺_e_PCy"040
45.8(ll/24)

37.5(9/24)

25.0(6/24)

12.5(3/24)

4.2(1/24)

8.3(2/24)

54.2(13/24)

41.7(5/12)

33.3(4/12)

25.0(3/12)

8.3(1/12)

8.3(1/12)

8.3(1/12)

50.0(6/12)

Curvu/aria/unaZa

Fusariumroseum

HeZminzhosPorium orJ′Zae

Alternarz'ao7･yZae

Others

Bacteria

Fusariumroseum

CurvuZariaoγzae

IfeZmintAosporiumoryzae

Alternariaoryzae

Others

Bacteria

70.8(17/24)

33.3(8/24)

16.7(4/24)

12.5(3/24)

25.0(6/24)

41.7(10/24)

55.6(5/9)

44.4(4/9)

33.3(3/9)

ll.1(1/9)

ll.1(1/9)

22.2(2/9)

Good

CurvuZaria Zunaza

jIeZminlhoSPoriu mory zae

Fu∫ariumoxysporum

〟 な r osPoraoryzae

A Zze rnariaoryzae

Phom asp.

Bacteria

55.9(19/34)

38.2(13/34)

23.5(8/34)

17.6(6/34)

14.7(5/34)

2.9(1/34)

8.8(3/34)



赤井 ･大口 :イネの菜枯れ,穂枯れ現象とそれらを原因する病原菌-Ⅲ

Table3 FungiisolatedfromdiseasedriceseedscollectedinThailandandtheirisolationfrequency

Place Maturityofseeds Fungiisolated

ChiangMaiI Immature

ChiangMaiII Immature

ChiangMa主III Immatllre

Immature

I31asted

Lamphun

NakhonNayok Immature

Good

Blasted

PrachinBuri

*SeeTable1.

CurvuZaria/unata

He/mi721hosPoriumoryzae
Fu∫ariumoxys4-um
Hansfordiasp.
PenicilZiumsp.
物 rospora oり′Zae
Fu∫ariumra∫eum
FusariumsoZani
Bacteria

PcniciZZiumsp.
NigrosporaCry.-ae
CuryuZariaZunata

HcZmintAoLrPoriumoryzae
Bacteria

PcniciZZiumsp.
AspergiZZu∫sp.
Nt'grosAoraoryzae
/Yansfordiasp.
Fu∫ariumoxysPorum
Others
Bacteria

CurvulariaZunata

HeZminthosporiumoryzae
TricAoconi∫pa血ノichii
Others
Bacteria

Trickoconi∫padwichii
CurvulariaZunata

Helmi711hosporiumoり′ZaC
Others

PeniciZZiumspp･
〟なrosporaoryzae
CurvuZariaZunaza
Fu∫ariumro∫eum

Trichoconi∫pa血ノichii
Others
Bacteria

CurvuZarialunate

Hansfordiasp.
TrichoconispaduJichii
HeZminzhosPoriumoryzac
Fu∫arium∫oZani

Fu∫ariumoxys40rum
Others
Bacteria

Trichoconispa血ノicbii
Handsfordiasp･
NlirosAoraoryzae
Fua∫riumoxysPcrum
Bacteria
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移すにはなお疑問を感ずる｡ マレーシア Penang地区での粉には とくに未熟のものが多かっ

たが,分離された菌類には CurvuZar3'aZunata,Fu∫arz'um spp.,HeZminthosPorium oryzaeな

どが多く,Fu∫arium spp.の分離が目立った (Table4)0

以上の結果を滋賀県産の籾の場合と比較した結果 (Table5,6),筆者 らの分離試験の範囲で

Table4 FungllSOlatedfromdiseasedriceseedscollectedatPenang)Malaysiaandtheirisolation

frequency

Sample Maturityofseeds Fungiisolated

Immature

ⅠⅠ Immature

CurzJulariaZunata

Fusariumoxysporum

HeZminthosporiumoryzae

Fusariumroseum

Phomasp･

Fusariumsolanz'

SchizoPhylZum commune**

Bacteria

FusariumsoZani

PeniciZZiumsp.

Fu∫ariumoxysporum

SchizoP々γZZum commune**

CurvulariaZunaLa

frequency%

43.8(14/32)

37.5(12/32)

21.9(7/32)

15.6(5/32)

9.4(3/32)

3.1(1/32)

3.1(1/32)

21.9(7/32)

21.2(7/33)

12.1(4/33)

9.1(3/33)

9.1(3/33)

3.0(1/33)

*SeeTable1.

**Contaminated(?)duringtransportationofthesamples･

Table5 FungiisolatedfromdiseasedseedscollectedinShigaprefectureandtheirisolationfrequency

Cultivar

Asahi

Asahi4

*SeeTable1.
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Fungiisolated

Ph omasp･

Fu ∫arium oxysPorum

H eZminthosporium oryzae

Others

Ba cteria

Phomasp.

Fu∫arium oxysPorum

H elminthosporiumoryzae

O thers

B acteria

HeZminthosPoriumoryzae

Phomasp.

Others

Bacteria

Isolationfrequency*%

25.0(6/24)

8.3(2/24)

4.2(1/24)

4.2(1/24)

50.0(12/24)

25.0(6/24)

8.3(2/24)

4.2(1/24)

8.3(2/24)

37.5(9/24)

29.2(7/24)

4.2(1/24)

12.5(3/24)

41.7(10/24)



赤井 ･大口 :イネの葉枯れ,穂枯れ現象とそれらを原因する病原菌-Ⅱ

は後者からは HansjTordz'asp･や TriChocom'52adzeJich2'2'などは全 く認められなかったO 山仲

･大谷(1973)らは滋賀県産イネ (穂首,枝梗)か らCuryuZar2'aぉよび Nz宮rosPora を分離 し

ているが, Padwick(1950),Ou(1972)らによると, 伊藤 ･石山 (1929)が報告 した Brac勿 -

sPorz'um oryzaeは CuryuZarl'aZunazaであると考えられ,また三宅 (1910),木村 (1937)が籾

か ら分離 した EAz'coccum /zyaZoAe∫は N2-gros2oras2haer2'ca であるという(魂,1957;Mason,

1927;Padwick,1950;富永,1969)0 N2'grosPoraory2{aeはイネ某からも分離されるが (Akai,

Table6 FungiisolatedfromhulledandunhulledriceseedscollectedinTaiwan (Lung-Tan)and

iIIShigaprefecture,Japan

Place Sampleandmaturity Fungiisolated

lVellmaturedseeds

Glumes

九4ature

Hulled

grains Immature

Lung-Tan

Shigaprefecture

*SeeTablel.

lVellmaturedseeds

Glumes

Hu一ledgrains

Phoma sp.

CurvuZa ria/unata

jVii rosPoraoり ′Zae

A/ ler n an'aory zae

Helm int/10540riumor y za e

Fu∫ariumoxysPorum

P enz■cz●/hlum sp･

Bacteria

Phomasp.

AZtemarl'aDry--ae

Nz女rosAoraoり′=ae
CurvuZart◆azunata

Trichocom'∫Padwz'chii

Cur乙･uZarT:aZunaza

AZternariaoり′Zae

鞠 rosporaoryzae

C/adosPoriumsp.

He/mintJBosPoriumCry-1ae

PAomasp.
Others

Bacteria

HeZmi7it/10SPoriumorJ,gce

PAomasp.

Nz才rosPoraoりノgae
CurvuZariaZu71ata

AZtcrnan'L20rygae

HeZmi711Aospon'umoryzae

P/20maSP.

NzirosPoraoりノgae
CurでJuZariaZunata

A/ternariaoり′Zae

Fu∫arz'umsp.

Pem'ci/h'umsp.

Isolation*

fr"1uL､-1_CyOo_.

81.5(22/27)

18.5(5/27)

18.5(5/27)

14.8(4/27)

7.4(2/27)

7.4(2/27)

3.7(1/27)

18.5(5/27)

36.4(12/33)

15.2(5/33)

12.1(4/33)

3.0(1/33)

3.0(1/33)

4.8(1/21)

12.5(2/16)

6.3(1/16)

6.3(1/16)

29.2(7/24)

4.2(1/24)

12.5(3/24)

41.7(10/24)

75.8(25/33)

21.2(7/33)

6.1(2/33)

6.1(2/33)

3.0(1/33)

57.8(26/45)

ll.1(5/45)

2.2(1/45)

2.2(1/45)

2.2(1/45)

2.2(1/45)

2.2(1/45)
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1973;赤井 ･大口,1973;木谷 ･大畑 ･久保,1967, 1970a;寺中 ･宮下 ･明日山,1967;富

永 ･土屋,1958),その頻度は季節によって異なるようである (Akai,1973)0

上述は二,三の地域を限定して採集 した少数の籾を供試 した結果であるから,それらをその

ままそれぞれの地区の代表値として取 り扱 うことは困難である｡ しかし,以上の結果か らイネ

の産地によって,また品種,時期 (熟度)などによって籾上の微生物相がかなり異なっている

ことは想像に難 くない｡例えば Phomasp.は台湾北部および日本産の籾か らはよく分離され

たが, 台湾中部 (台中)およびタイ, マレーシア産の粗か らは全 く分離されなかった｡ また

C.Zunazaは台湾,タイ,マレーシア産の籾か らはよく分散されたが,本邦産籾からはあまり顕

著でなかった｡T.2adzeノ2'ch2'iおよび Hansfordz'asp.はタイ国産籾か らのみ分離されたO

上述のように,筆者 らは稔実不良の籾か ら多数の菌類を分離 したが, しかし,それらの菌類

が粗の稔実阻害にどのように関与 しているかはなお明らかでない｡これ らの菌類は単に穎上に

付着あるいは微感染 しているのみでなく,玄米内部か らも分離される (Table6)｡鈴木 (1930,

1931)は玄米か らろ′r2'cu/arz.aoryzae,HeZmz'nthos2orl'umoryzae,Brac々γsAor2'um sp.,P/ly-

1Zo∫12'ctasp.などを分離 して, それ らが翌年の第一次発生源になると報告 している｡このよう

に玄米内部か ら多 くの菌類を分離 しうることは,これらの菌類が粗を侵害 して,稔実阻害に関

与 していることを示す ものとも考えられる｡

上記のように,筆者 らは罷病籾か ら種々の菌類を分離 したが,穂枯れに大きく関与すると考

えられるごま菓枯病菌などは比較的分離されなかった｡その理由の一つに,分離の際の表面殺

菌法などが考えられるので (木谷 ･大畑 ･久保,1970a),昇東による表面殺菌の時間などを異

にして分離を試みた｡その結果,殺菌程度の強化は細菌の分離率を低下させたが,実験の範囲

内では分離菌の種類にはあまり変化は認められなかった｡もちろん,各処理区問に多少の変動

は認められたが,それらは各籾上の徽生物相の相違に起因するものかと考えられる｡木谷 ･夏

目 ･木曽 ･国安 (1966)によると,昇未アルコ-ルによる殺菌時間が60秒を越えた場合にはご

ま葉枯病菌の分離率が著 しく低下するというO なお上記の分離菌を出穂期のイネに接種 したと

ころ,Phomasp.,CurvuZarz'a/u71ata,He/mz◆nthosPoriumorJ･b-aeは穎上に病斑を形成 したが,

Nz'gros20raoryzae,AZternariaoryzae は明 らかな病斑 を形成 しなかった. Trz'cAocoml∫

JPadzeJZ'chz'Zl,Hansfordz'asp･の病原性は明らかにしていないO

Ⅲ 摘 要

1966年10-11月,タイ,マレーシア,台湾の各地から罷病イネ穂を採集 して,それらの変色

粗か ら菌類を分離 し,わが国産のそれと比較検討した.

タイ,マレーシア,台湾の各地で採集 した籾には,採集時期の関係 もあって稔実不良のもの
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も少な くなか ったが,稔実良好なものもすべて著 しく変色 していた｡

分離 した菌類のうち, P/zomasp.は日本および台湾北部産の籾か らよ く分離されたが, 台

湾中部 (台車), タイ,マ レーシア産の籾か らは全 く分離されなか った｡CuryuZar2'aZunataは

台湾,タイ,マ レーシア産粗か らは普遍的にかな りの頻度で分離されたが,滋賀県産の籾か ら

は少なかった｡

TricAoConi∫2adzeJichi2'.Ha7i耳Ford2'asp.はタイ国産粗か らのみ分難された｡またN2'gros2ora

oり′Zaeは台湾,タイ国産籾か らかなりの頻度で分離 された.

これ らの菌類はほとんどすべて玄米中か らも分離 された｡
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