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非殺菌性農薬の最近の研究 ・ 開発動向 と 将来展望
やま fち いさむ せきぎわ やすはる

理化学研究所微生 物制御研究室 山 口 勇 ・ 関 沢 泰治

は じ め に

非殺菌性農薬 と 称 さ れ る 植 物病害 の 防除剤 に は， 代表

的なもの と し て 二つ の型があ る 。 そ の一つ は病原菌側 に

作用 し て ， 菌の感染過程で必須の メ ラ ニ ン生合成 に か か

わ る 代謝反応 を 阻害 し ， 病原菌の宿主植 物への侵入 を 阻

止す る こ と に よ っ て ， 病害 を 防除す る も の で あ る 。 他の

一つ は宿主側 に作用 し て ， 長期間 に わ た っ て 全身獲得抵

抗性 を賦与 し ， 病害 を 防除す る もの で あ る 。 こ こ で は後

者の， 宿主側 に作用 し て 病害の 防除効果 を発揮す る 型の

農薬 に つ い て述べ る 。 こ の型の薬剤 は， 本 田 での ほ ぼ 20

年の実用経験から， そ の特性のーっ と し て病原菌の薬剤

耐性を誘導 し な い こ と が知られて い る 。 こ の型の薬剤 は，

イ ネ いも ち 病 を 主 な対象 と し て我が固 に お い て世界に先

が け て 開発 さ れた経緯が あ る が， こ こ 10 年 に お け る 欧米

での基礎的研究の展開 は 目 覚 ま し く ， イ ネ だ け でな く コ

ム ギ， ト ウ モ ロ コ シ， ジ ャ ガ イ モ ， ト マ ト な どの作 物 を

対象 と し て ， さ ら に 少薬量で環境安全性の 高い優れた薬

物の探索が活発 に行わ れ る よ う に な っ て き た。 こ の型の

薬剤 は病原菌 に 対 し て 直接抗菌性 を 示 さ な い だ け で な

く ， 植 物体内で活性化反応 を 受 け て 抗菌性 を発揮す る も

の でも な い 。 さ ら に植 物体に適用 し でも， そ の こ と だ け

で強度の誘導抵抗反応が全身 に誘起 さ れて， 長期間維持

さ れ る もの でもな い。 医薬分野で薬理生化学的に プラ イ

ミ ン グ ・ エ フ ェ ク タ ー と 呼ばれて い る 薬 物 と 同様 に ， 植

物体に お い て長時間 に わ た る 正常代謝の著 し い か く 乱も

な い。 し か し な がら， 病原菌感染のご く 初期 に 素早 く 宿

主植 物の膜情報伝達系 を作動 さ せ， 早期 に諸抵抗反応群

を活性化 ・ 誘導 し， 防御機構 を 成立 さ せ て病害 を 防除す

る こ と がで き る 。

I イ ネ の誘導防御機構の仕組み

1 膜情報伝達系 と 細胞内情報伝達系

植 物 ・ 動 物の細胞 を 問 わ ず， 外界の情報 を形質膜 を 通

し て細胞内 に伝達す る 系が あ り ， こ れは細胞内情報伝達

系 に つ な が っ て い て ， 環境の変化や外敵の侵襲等の ス ト

レ ス に対応 し て ， 各種の 防御機構が発動 さ れ る 。 生 物進
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化の過程で獲得 さ れて き た に 違 い な い こ の機能 は ， 動 物

に お い て は 多 く の研究が な さ れて い る が， 高等植 物， な

かでも食糧生産 に か か わ る 作 物での膜情報伝達系 と ， 共

役す る 細胞内情報伝達系 に つ い て は 4 年程前 ま で何も

わ か っ て い な か っ た 。 病原菌の感染 を宿主が感知す る の

は， イ ネ いも ち 病菌の場合 に は 同 病原菌の細胞壁 を構築

し て い る 巨大分子化合 物由来の 物質で， 今の と こ ろ 3 種

があ る と 考 えられて い る 。 そ の う ち で， 最も よ く 研究 さ

れて い る の は ， いもち 病菌の細胞壁の最外部 を取 り 巻 い

て い る プ ロ テ オ グル コ マ ン ナ ン 由来の糖タ ン パ ク 質であ

る (岩田ら， 1982 ; 岩田， 1984) 。 約 25 KD a から 35 KD a

の範囲 に あ る 分子量の比較的小 さ い糖 タ ンパ ク 質 フ ラ グ

メ ン ト で， 活性 に必須の部分 は αーマ ン ノ シ ド 結合であ る

こ と が確認 さ れて い る が， 宿主 と の相互作用 で さ ら に 糖

鎖 フ ラ グ メ ン ト が開裂 し て 活性 を発揮す る の か と い う 点

を含め て ， 糖化学からの詳細 な研究が今後残 さ れて い る 。

こ の プ ロ テ オ グル コ マ ン ナ ン (以下， 本稿で はエ リ シ タ

ー と 称す る ) を ， パ ン チ (1�2 mm) し た イ ネ 葉組織 に

適用す る か， 葉身細胞の プ ロ ト プラ ス ト に加 え て刺激 す

る と ， 02" 生成 と αー リ ノ レ ン酸の遊離が観察 さ れ る (関沢

ら， 1987 ; 1990 a ; 1990 b) 0 02" 生成 は ， パ ン チ葉身組織

(6 mm デ ィ ス ク ) で は ， 分析法 に よ る がエ リ シ タ ー に よ

る 刺激後約 15 分位で， プ ロ ト プ ラ ス ト で は 02 に よ る 化

学発光 を自記計測す る と ， 刺激後約 2 分で観察 さ れ る 。

エ リ シ タ ー に よ る 刺激後ご く 初期 に 引起 き れ る 02" 生成

の酸化還元酵素系 と ホ ス ホ リ バ ー ゼ A2 の 活性化反応 ま

での 聞 に は膜情報伝達系 と そ れ に 共役 し た 細胞内情報伝

達系が存在す る と 考 えられ る 。 そ こ で， 18�20 種の分子

プ ロ ー フ. を 用 い て ， 02" 生成酵素系 と ホ ス ホ リ パ ー ゼ A2
の二つの酵素活性 を 指標 と し て ， パ ン チ し た 葉身組織 よ

り 調製 し た 葉片 に お け る エ リ シ タ ー刺激後の活性動態 と

各分子プ ロ ー プの与 え る 効果 を比較解析 し た 。 ま た ， イ

ネ の プロ ト プ ラ ス ト をエ リ シ タ ー で刺激 し ， ホ ス フ ァ チ

ジ ル イ ノ シ ト ー ル 4， 5 ー ジ リ ン酸 (PIP2) 及びイ ノ シ ト ー

/レ 1， 4， 5- ト リ ス リ ン酸 (IP3) の消長 を 測定 し た 。 そ れら

の結果 を総合考察す る と ， 膜情報伝達系 と し て ， 動 物細

胞の場合 と き わ め て 類似 し た ホ ス ホ リ バ ー ゼ C 系 の 存

在が推定 さ れた (加納ら， 投稿中) 。 さ ら に ， 連鎖 し て存

在 し て い る 各機能素子の性状が調べ始められて い る 。 現

在の と こ ろ 葉身組織 よ り 得 た 調製品 に よ る 実験で 2 次
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メ ッ セ ン ジ ャ ー で あ る Ca2+ と 細胞内情報伝達系 を つ な
ぐ役割 を し て い る 機能素子 は ， Ca2+ 調節 タ ンパ ク 質であ
り ， こ れ に依存 し た 細胞質 タ ンパ ク 因子類の リ ン酸化反

応が両指標 を活性化す る と 推定 さ れ る に至 っ て い る (加

納ら， 投稿中 ; 関沢， 1991) 0 Ca2+ 調節 タ ンパ ク 質 と は植

物 カ ル モ ジ ュ リ ン及 ぴ Ca2+ 依存 ・ 脂質非依存性 プ ロ テ

イ ン キ ナ ー ゼ の い ずれか， あ る い は両者 を意味す る と 考
え ら れ る (HARPER， J .  P. et al.， 1991 : YUASA， T. et al.， 

1992) 。

2 細胞内情報伝達系 と 防御機構 を構築す る 酵素群の

誘導生成

上記の 02" 生成 は ， 被侵入細胞の過敏感死 に か か わ る

が (道家， 1983) ， そ れ と と も に内 因性エチ レ ン の生合成

の最終ス テ ッ プ に 関与 し て い る (芳賀ら， 1988 : 関沢 ら ，

1990) 。 生成す る 内因性エチ レ ン に 依存 し て ， リ ポ キ シ ゲ

ナ ー ゼが誘導 さ れ (関沢 ら ， 1990) ， 前述 し た信号依存型

の ホ ス ホ リ バ ー ゼ A2 の 活性化反応 に よ っ て形質膜から

切 り 出 さ れた t リ ノ レ ン酸 は ， ぺJレ オ キ シ ド を経て ヒ ド

ロ キ シ 不飽和指肪酸 と な る (関沢 ら ， 1981 : 志村 ら ，

1983) 。 ヒ ド ロ キ シ不飽和脂肪酸類 に は抗菌性があ り (志

村ら， 1981) ， ま た被侵入細胞の過敏感死 に かかわ り (生

居ら， 1991) ， さ ら に イ ネ葉身の フ ァ イ ト ア レ キ シ ン類の

生合成系の作動 を誘導す る (LI ， W. X. et al.， 1991) 。 一

方， 内因性エチ レ ン は フ ェ ニ ル ア ラ ニ ン ア ン モ ニ ア リ ア

ー ゼ及びペ ル オ キ シ ダー ゼ な ど を誘導 し ， 物理的 な 障壁

と し て の リ グニ ン生合成系 の誘導 に 関与す る 。 な お， 内

因性エチ レ ンが防御機構の成立 に か か わ る 酵素群 を誘導

す る こ と は， 分子生 物学上からも， こ れら酵素 タ ンパ ク

質の構造D NA の転写， 翻訳がエチ レ ン に よ っ て 始動す

る こ と に よ り 示 さ れて い る (ECKER， J .  R.， 1987) 。

E 全身獲得抵抗性 を賦与 す る プ ラ イ ミ ン

グ剤の概観

1 プ ロ ペナ ゾー ル

プ ロ ベ ナ ゾール は ， イ ネ いも ち 病 を 主 な標的 と し て ，

実用 に供 さ れて い る 防除薬剤で あ る 。 化学構進 ( 1 )  (3 

- ア リ ルオ キ シ ー 1， 2-ベ ン ツ イ ソ チ ア ゾー lレー1， 1- ジ オ キ

シ ド) を有す る 。 薬学での定義 に よ れば， 化合 物 ( I )

は化合物 ( II ) の プ ロ ド ラ ッ グ に 当 た る こ と と な る 。 化

合物 ( 11 ) は ， カ ル ボ ニ Jレ基 と ス Jレ ホ ン基の影響で N 原

子が電子欠乏状態 に な り ， 水素原子がプ ロ ト ン と し て放

た れ る 。 す な わ ち ， ( 11 ) は H+ 解離性の酸 (pKa 3.6 付

近) で， イ ネ根系からの 吸収が本田 の土質な ど に よ っ て

低下 し ， 効果が変動す る こ と が考 えられた の で， 吸収 を

よ く す る た め に ( 1 ) への薬学的手段が適用 さ れた の で

叫に ほ
( 1 )  ( ll )  
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(V) 
図 - 1 植物 に 全身獲得抵抗性 を 賦与す る 化合物

あ る 。 プ ロ ベ ナ ゾー ル は ， 施用 イ ネ で は 40 日 以上も全身

獲得抵抗性が賦与 さ れた状態 を呈す る 。 な お ， 化合 物 ( I )

にも ( II ) にも認むべ き 直接的な 抗菌性 は な い。 化合 物

( II ) の イ ミ ド 基 を メ チ ル化す る と 薬効が消失す る の で，

イ ミ ド 基 は薬効に必須の化学基 と 考 え られ る 。 ベ ン ゼ ン

核の な い誘導体では薬効が低下す る こ と も経験 さ れて い

る (渡辺 ら ， 1977 : 1979 : 関沢 ら ， 1980) 。

2 NPSI 及 び NCI

NPSI (N- フ ェ ニ ル ス lレ ホ ニ ル イ ソ ニ コ チ ン 酸 ア ミ

ド ) は化学構造 (II日 を有す る 。 NPSI に は直接的 な抗菌

性 は ほ と ん ど認められ な い が， イ ネ 体上 で は 高 い いも ち

病防除効果 を示す (吉田ら， 1990 a) 。 し た が っ て 本化合

物もイ ネ 体の いも ち 病 に対す る 抵抗性反応 に か か わ っ て

防除効果 を発揮す る と 考 え ら れて い る 。 そ の化学構造か

ら疎水性の部分構造が必須で あ る こ と が上述 ( I ) ， ( II )  

と 比較す る と 察知 さ れ る 。 し か し ， プ ロ ペナ ゾー ルで推

定 さ れた必須の活性基であ る イ ミ ド 基 は必ず しも環状部

に存在す る 必要が な い こ と を 示唆 し て い る 。

NCI (Nー シ ア ノ メ チ ルー2- ク ロ ロ イ ソ ニ コ チ ン酸 ア ミ

ド ) は化学構造 (IV) を 持 つ 化合 物で， 直接抗菌性が な

い にもかかわらず， 水面施用 でイ ネ いも ち 病 に 高 い 防除

効果 を有す る (吉田 ら ， 1990 b) 。 本物質 は ス ル ホ ン基が

な く ても薬効の あ る こ と を 示 し て お り ， ( 1 )  � (皿〕 と

比較 し て興味深い。 定性 的 に は カ ル ポ ニ ル基の結合 し た

ピ リ ジ ン核の炭素原子 は， 幾分か塩素原子の影響で電子

欠乏状態 に な る と 考 え ら れ る の で， ク ロ ル酢酸 に み ら れ

る よ う な ダイ ポ ー ル ・ ダイ ポ ー ル反発でイ ミ ド 基の水素

原子がプ ロ ト ン化の傾向 を 強め て い る と 推定 さ れ る 。
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3 CGA 41396 

CGA 41396 (2， 6- ジ ク ロ ロ イ ソ ニ コ チ ン酸) は化学構

造 [ V ) を有す る 。 本化合 物も認む べ き 抗菌性が な い の

に ， 葉商散布， 土壌濯注 あ る い は水面施用 で， イ ネ を含

む 多 種 の 作 物 の 糸 状 菌 病 及 び 細 菌 病 に 薬 効 が あ る

(METRAUX， J. P. et al.， 1991) 。 こ の化合 物の プ ロ ト ン供

与基 は， カ ル ボ キ シ ル基で あ る こ と が注 目 さ れ る 。 し か

し ， い ず れ に し でも な ぜ H+ の供与体の限 ら れたもの に

薬効が あ る の か， ま だわ か っ て い な い。

皿 プ ロ ベナ ゾー ル及 び NCI の作用機作

い ずれの化合 物に つ い ても最終的な結論に は 至 っ て い

な い が， 大要 は把握 さ れつ つ あ っ て ， 二つ の化学構造の

異な る 化合 物で一つ の研究の方向付けがで き て き て い る

よ う に 思 わ れ る 。 前述の 化合 物 [ II J の ナ ト リ ウ ム塩 l

mM 水溶液 5 μJ を， イ ネ 葉身ノ f ン チ点 (2 mm) に のせ，

1 時間後エ リ シ タ ー で刺激 し た 区 と ， し な い 区 を比較す

る と ， 化合 物 [ II J の みの処理で O2 生成 は幾分高進 し ，

エ リ シ タ ー に よ る 刺激で さ ら に増加 し た 。 し か し ， 持続

時聞 は長時間 に わ た ら ず， 約 6 時間以内 に無処理のもの

と 同様 と な っ た 。 こ の実験で， 対照 と エ リ シ タ ー刺激の

区 を比べ る と ， Oi 生成率の最大 を示す刺激後の時聞 は化

合 物 ( II J の処理で約 1 時間早期へ シ フ ト し た 。 一方，

t リ ノ レ ン酸の遊離 は ， 対照 に比べ， 早期相 は抑制 さ れ，

後期棺で著 し く 促進 さ れた 。 こ の後期相での高進 は ， ネ

オ マ イ シ ン B， TPA， ス タ ウ ロ ス ポ リ ン処理時 にも， 同

じパ タ ー ンがみ ら れ る の で， 全身獲得抵抗性 を賦与 さ れ

た状態での αー リ ノ レ ン 酸遊離の 一つ の 型 の 特徴 で あ ろ

う と 推察 さ れ る (加納， 投稿中) 。 こ れ よ り 以前 に ， Oi 生

成動態がイ ネ いもち 病菌の親和也組合せ と 非親和性組合

せ で異 な り ， 非親和性組合せ の ほ う が， 早期 に最大に達

す る こ と ， 化合 物 [ II J の前処理で， 親和性組合せでの

パ タ ー ン が非親和性組合せ での そ れに近づ く こ と が観察

さ れて い た (関沢 ら ， 1987) 0 02 生成が非親和性組合せ

の ほ う で早期 に最大率 に 至 る 傾向 は， フ ェ ニ ル ア ラ ニ ン

ア ン モ ニ ア リ ア ー ゼ， リ ポ キ シ ゲ ナ ー ゼ及びペルオ キ シ

ダー ゼの誘導で も ， そ れ ら のパ タ ー ン を比較解析す る こ

と で確か め ら れて い た 。 前述 し た よ う に ， Oi 生成及び α

ー リ ノ レ ン酸の遊離 は以後の誘導抵抗反応 カ ス ケ ー ド と

共役 し て い る の で， プ ロ ベ ナ ゾ-)レの作用点は， エ リ シ

タ ー の仮想的 レ セ プタ ー か ら OI 生成の酸化還元酵素系

と ホ ス ホ リ バ ー ゼ A2 の 活性化反応 に 至 る ま での機能素

子 の い ずれか に あ る と の 考 え を 支持 し て い る と 思 わ れ

る 。 こ の考 え は ， NCI の作用機構の研究で確実 に な っ て

き た 。 イ ネ 腔培養細胞 に (2-3H) ミ オ イ ノ シ ト ール を添加
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し て細胞膜中の ホ ス フ ァ チ ジ ル イ ノ シ ト ー ル (PI) を標

識 し た後， NCI の添加 区 と 無添加 区 をエ リ シ タ ー で刺激

す る と ， PI の タ ー ン オ ーバ ー が NCI の添加 に よ り 加速

さ れ る こ と が認め ら れて い る (瀬口 ら ， 1992 b) 。 こ れ は

エ リ シ タ ー の刺 激 に よ り ホ ス ホ リ バ ー ゼ C 系 が作動 し

て い る こ と を 示す と と も に ， NCI が PI タ ー ン オ ーバ ー

を加速 し て ， PIP2 を よ り 多 く ホ ス ホ リ パ ー ゼ C に 基 質

と し て供給 し ， イ ノ シ ト ー ル 1， 4， 5 ト リ ス リ ン酸 (IP3)

を よ り 高率 に 生成す る こ と を 示唆す る か， エ リ シ タ ー に

よ る レ セ プ タ ー か ら の信号で， GTP 結合 タ ンパ ク 質 を介

し て起 こ る ホ ス ホ リ バ ー ゼ C の 活性化反応が NCI で加

速 さ れ， 結果 と し て PI タ ー ン オ ー パ ー が加速 さ れた か

の い ずれか を意味 し て い る と 考 え ら れ る 。 し た が っ て ，

こ れ ら の全身獲得抵抗性 を付与す る プ ラ イ ミ ン グ剤 の 作

用点 は， ま さ に膜情報伝達系 の い ずれかの機能素子 に あ

る 公算が大 き く な っ て き て い る 。 こ れ ら 薬 物の作用点 を

明確に す る こ と は， そ の機能素子の性状 を 明 ら か に す る

こ と に つ な が る と 考 え ら れ る の で， よ り 少薬量で環境安

全性の 高 い全身獲得抵抗性の プ ラ イ ミ ン グ剤の分子設計

に寄与す る と こ ろ が大 き い と 思わ れ る 。 NCI の作用機作

の研究 は ， さ ら にも う 一つ の直接的証拠 を与 え た 。 以前

か ら フ ェ ニ ル ア ラ ニ ン ア ン モ ニ ア リ ア ー ゼ の誘導 は メ チ

オ ニ ン経路に よ っ て生成す る エチ レ ン でな く ， グ ル タ ミ

ン酸経路に よ る エチ レ ン に依存 し て い る こ と が， 阻害実

験で示 さ れて い た (芳賀 ら ， 1988) 。 ま た ， 葉身 に パ ン チ

し た イ ネ 苗 ( 4 薬期) に ク* ル タ ミ ン駿モ ノ ナ ト リ ウ ム を

適用 し て ， エチ レ ン 自 動モ ニ タ リ ン グ装置 に か け る と ，

早期 にエチ レ ン生成が観察 さ れ， 次 い で メ チ オ ニ ン経路

に よ る と 考 え ら れ る パ タ ー ン で第 2 相のエチ レ ン発生が

記録 さ れて い た (漆崎 ら ， 1988) 。 著名 な植 物 ホ ル モ ン の

研究者 s. F. YANG 教授 は ， r グ ル タ ミ ン 酸経路 は微生物

特有のエチ レ ン生成系 と 考 え ら れ る の で信 じ難 い こ と で

あ る 」 と コ メ ン ト さ れた が， イ ネ 匪培養細胞 を (U-14C) グ

ル タ ミ ン 酸 と 保温す る と 14Cーエ チ レ ン の発生が確認 さ

れ， し かも NCI の存在で顕著 に加速 さ れた 。 ま た ， 擢病

時の イ ネ 体 に お い て ， 脂質問化作用 の 高進が [1- 14C) 酢

酸 を 用 い た 実験 に よ り 確か め ら れ， こ れ も NCI の存在で

さ ら に 高進 し た (瀬 口 ， 1992 a) 。 こ れ ら の 実験結果 は ，

II の 2 に述べた αー リ ノ レ ン 酸 カ ス ケ ー ド の 防御機構成

立での重要 な役割 と ， 脂肪酸生合成 を支 え る NADPH 供

給系が， O2 生成酸化還元酵素系 の基質 NADPH の供給

系 と し ても働 き う る と 考 え ら れて き た こ と と 符合す る と

考 え ら れ る (関沢 ら ， 1990 b) 。
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植 物病害の 防除 は ， 従来， 植 物病原菌 に殺菌効果 を有

す る 薬剤が使わ れて き た 。 こ れら は 病原菌 に直接の殺菌

カ を持つだ け に 園場 に お い ても卓効 を示すが， そ の反面

で対象外 の 生 物 に 好 ま し く な い 影響 を 及 ぽす場合も あ

り ， ま た 淘汰圧が高 い ゆ え に耐性菌の 出現が問題化 し た

こ と もあ る 。 一方， 非殺菌性植 物病害制御剤 と 称 さ れ る

薬剤 は， 病原菌 に 対 し て 通常の イ ン ピ ト ロ 試験で は認む

べ き 殺菌力が無 い にもか か わらず， 植 物体上 で は 病害制

御効果 を十分 に 発揮 し う る も の で あ る 。 現在， 実用 に供

さ れて い る 薬剤 は ， 予防的 に施用 さ れ， 殺菌性薬剤の よ

う な治療効果 を期待す る こ と は で き な いが， そ れ は薬理

機構が病原菌の感染初期 に お け る 病原性に 阻害的 に 作用

す る か， 宿主植物 に病害抵抗性 を 賦与す る か の い ずれか

であ る からであ る 。 し か し ， こ の こ と は病原菌が植 物 と

の共進化の過程で獲得 し た 病原性 に対す る 薬剤の特異性

を意味 し， 標的生 物以外 に 対す る 影響が小 さ し ま た 耐

性菌出現の可能性の低い こ と を 示唆す る もの で あ る 。 近

年の環境重視の観点から将来の植 物病害防除技術 を 展望

す る と き ， 上述の性質 を 有 す る 非殺菌性病害制御剤 は今

後 ま す ま す重要性 を増すもの と 思わ れ る 。 ただ， こ れ ら

は一般的 に病徴が発現す る 前 に 予防的に施用 さ れ る こ と

に よ っ て そ の効果 を発揮 し う る と 考 えられ る の で， 殺菌

的治療剤 に比べて薬剤の低投量化 を 図 る こ と が難 し い と

予想 さ れ る 。 そ の対応策 と し て考 えら れ る こ と は， 月 並

みで は あ る が， よ り 活性 の 高 い 物質 を検索 し う る 効率的

なバイ オ ア ッ セ イ 技術の 開発であ り ， そ の た め に は基盤

と し て の基礎研究が必須であ る 。 本稿で述べた 作用機構

研究 は そ の一環であ る が， 現在でも な お薬剤の直接の タ

ー ゲ ッ ト ( タ ンパ ク 質 ? ) は不明 で あ り ， 本質的な部分

が欠 け て い る 。 そ の 三次元構造 と 薬剤の結合及び密接す

る 反応様式が明 ら か に な れ ば新規薬剤の検索や デザイ ン

にも大 き く 寄与す る こ と がで き る と 期待 さ れ る が， 基礎

研究 に お け る 興味 と 実際的 な ス ク リ ー ニ ン グ技術 と の接

点 を ど う 見 いだす か が今後 の 展 開 の 鍵 と な る と 思 わ れ

る 。
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0 1993 年度 日 本線虫学会大会

期 日:平成 5 年 5 月 29 日 (土) 13 時�17 時

会 場:京大会館 (京都市左京区吉田河原町 15-9)

日 程:総会及び シ ン ポ ジ ウ ム

佐野善一 (九州農業試験場) r植 物寄生性線虫 の 防除 を

巡 る 諸問題J

石橋信義 (佐賀大学農学部) r有用線虫 に よ る 生 物的防

除一最近の進歩J

多 国 功 (九州大学医学部) r腸管寄生線虫の モ デル と
し て の ネ ズ ミ 糞線虫」

白 山義久 (東京大学海洋研究所) r深海産線虫の生態的

特徴J

連絡先 干 305 つ く ば市観音台 3-1-1

農業環境技術研究所 線虫 ・ 小動 物研究室内

日 本線虫学会事務局 1lel 0298-38-8316 

* 本会 は ， 日 本線虫研究会 をも と に ， 本年新 た に 発足

い た し ま し た 。
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