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を検出で き る も の を 用 い る 。 し た が っ て ， 地図上 に は プ
ロ ー プの位置が プ ロ ッ ト さ れ る o LEONG と そ の共同研究者
(BUDDE et al . ，  1993 : SKINNER et al . ， 1993) は こ の方法 を 用
い て ， い も ち 病菌の RFLP 地図を 作成 し た 。 い も ち 病菌
の 染色体数 は n=6 で あ る と さ れ て い る (YAEGASHI and 
HEBERT ， 1976 : TANAK A  et al . ，  197 9  : LEUNG and WILLlAMS ， 
1987)。 従来， こ の よ う な細胞学的知見 と 遺伝解析 よ り 得
ら れた連鎖群 を 対応づけ る こ と は ， 菌類 において は き わ
め て 困難で あ っ た 。 し か し ， 近年電気泳動法の 改良 に よ
り ， 染 色 体 を ゲ ル 上 で 分 離 し ， “ el ectrophoretic
karyotype" を 分析す る こ と が可能 と な っ た (SKINNER et 
al.， 1991)。 特 に ， CHEF (Conto ur-clamped homog en e
ous electric fi eld)電気泳動法の開発は， こ れ を さ ら に容

易 に し た (CHU et al . ，  1986) 0 LEONGのグ'ル ー プは ， 本法 を
用 い て ， い も ち 病菌の各染色体 を 分離す る こ と にほぽ成
功 し ， n=7 で あ る と 結論 し た (BUDDE et al. ， 1993 : 
SKINNER et al.， 199 1 ，  1993)。 さ ら に ， こ のゲlレ をササ. ン プ
ロ ッティ ン グ し ， 各連鎖群の代表的な RFLP マ ーカー を

プロ ー プ と し て ハ イ プ リ ダ イ ゼー ショ ン を 行い ， RFLP 

連鎖群 と 染色体 と の対応関係 を明 ら か に し た 。 同様の試
み は VALENT の グ ル ー プ に よ っ て も 報告 さ れ て い る が
(HAMER et al . ，  1989 : VALENT and CHUMLEY， 1991 : 
SWEIGARD et al. ，  1993)， 両 グ ル ープの報告に共通 し て興味
深 い 点 は ， ゲル上で分離 さ れた 各染色体のサイ ズが菌株
間でか な り 異 な る (多型が認 め ら れ る ) こ と ， さ ら に転
座が確認 さ れた こ と で あ る 。 こ れ は， い も ち 病菌が染色

体 レベル にお い て か な り ダイ ナ ミ ック な変異 を起 こ し て
い る こ と を示唆 し てお り ， 本菌の生殖的隔離， 病原性変
異等 と の関連にお い て興味深 い 。

3 MGRとParallel RFLPマッピング

HAMER et a l .  ( 1989) は ， イ ネ い も ち 病菌 の 核ゲノム 中
に 高頻度に存在す る 繰 り 返 し配列の フ ァ ミ リ ー を見 いだ
し， こ れ を M GR (M agnaporth e g ris ea repeat) と 命名

し た 。 そ の特徴 は次 の とお り で あ る 。 ①すべて の 染色体
上 に 散在す る 。 ② フ ァ ミ リ ー の メ ンバー の 聞 で か な り の

多型 を示す。 ③ イ ネ 菌 に はゲノム 当 た り 40�50 コ ピ ー存
在す る が， イ ネ科雑草菌のゲノム 中 に は非常 に わずか し
か存在 し な い 。 こ の配列 は ， い も ち 病菌のゲノ ム 解析，
さ ら に系統関係の解析， 生態学へ と 多方面 に 利 用 さ れて
い る (HAMER ， 1991)。

イ ネ い も ち 病 は ， 日本 を含む イ ネ 栽培地域で最 も 重要
な病害の一つであ る が， 近年， 植物病理学 にお け る モ デ
ル実験系 と し て も 世界的 に 注 目 さ れ る よ う に な っ た
(V ALENT ， 1990)。 特 に 1980 年代 よ り DNA解析技術が糸
状菌 に応用 で き る よ う に な る と ， 多 く の研究者が本菌 を
材料 と し て 用 い る よ う に な り ， 現在 で は植物病原糸状菌
の 中 で最 も DNA解析 の 進 んだ菌 のーっ と な っ て い る
(VALENT and CHU MLEY， 1991)。 本稿では， い も ち 病菌 にお
け る DNA解析の現状 を ， こ の 新 し い技術が植物病理学
の諸分野 に及ぼ し た 波及効果 を 考 え な が ら 概観 し た い。

RFLP (R estriction F ragment Length Polymorph
ism : 制限酵素断片長多型) は ， 近年， 糸状菌ゲノム解析
の 有 用 な マ ー カ ー と し て 利 用 さ れ る よ う に な っ た が
(MICHELMORE and HULBERT ， 1987)， い も ち 病菌の解析 に も
多方面で応用 さ れ， 大 き な成果 を上げて い る 。

1 類縁関係の解析への応用

い も ち 病菌 は ， イ ネ 菌のほか に ， メ ヒ シパ菌， シ コ ク

ビエ菌 など多 く の菌群が存在す る (加藤 ・ 山 口 ， 1980 : 

八重樫， 1981)。 多賀 ( 1989) は ， 種々 の宿主由来の い も
ち 病菌か ら ミ ト コ ン ド リ ア DNA を抽出 し ， そ の制限酵

素切断パ タ ー ン を比較 し た 。 そ の結果， イ ネ 菌， シ コ ク
ピエ菌， オ ヒ シパ菌， シナダ レ ス ズ メ ガヤ 菌 は相互に近
縁であ る が， メ ヒ シパ菌 は こ れ ら と 遠縁で あ る こ と を示

唆す る 結果を得た。 こ れ は ， rDNA を プ ロ ー プ と し て 用

い た 核DNA の RFLP 分析 に よ っ て も 支持 さ れ た 。 最

近， よ り 広範な宿主 か ら 分離 さ れ た 菌株 を 用 い て 分析が
進め ら れ (森 ら ， 1993 : 林 ら ， 1993)， 単一 コ ピ ー プ ロ ー
プ を 用 い た 核DNA の RFLP 分析の結果 を も と に ， い く
つ か の 表型 的樹状図 (ph enogram) が描か れ て い る
(BORROMEO et al . ，  1993 : LEBRUN et al . ，  1991)。

2 RFLP地図の作成

核DNA の RFLP は， そ れ を示す 2 個体 を交雑 し て そ
の子孫 にお け る 分離 を調べ る と ， 通常， 単純 な メ ン デル
遺伝 を示す。 そ こ で， 多 く の RFLP につい て 分離分析 を
行 えば， そ れ ら の連鎖地図を作成す る こ と がで き る 。 こ
の場合の プ ロ ー プ と し て は， 通常ゲノム 上の単一 コ ピ ー
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彼 ら は ま ず， M GR を RFLP 地図の作成に 応用 し た。
す でに述べた よ う に ， RFLP 地図作成の た めに プ ロ ー プ
と し て通常ゲノム上に 単一 コ ピ ー存在す る も の を 用 い る
が， こ れ は 多 コ ピ ー存在す る も の を 用 い る と 多数のバ ン
ド が現れ， 解析が閤難に な る た め であ る 。 し か し， 多 コ
ピ ー存在す る も の であ っ て も ， M GR の よ う にゲノム 上
に 散在 し ， し か も 個体 (菌株) 聞に コ ピ ー数の極端に 差
があ る も の で あ れば， 逆に 有用 な プ ロ ー プ と な る 。 す な
わ ち ， 多 コ ピ ー を持つ イ ネ 菌 と ほ と んど も た な い雑草菌
を 交雑 し ， そ の F，集団にお い て イ ネ 菌 の各サ イ ズの

M GR バ ン ド が現れ る か否か を調べてゆけば， 一つの プ
ロ ー プで一度に 多 く の遺伝子座の解析がで き る こ と に な
る 。 こ の方法で， 地図上に はゲル上のバ ン ド名が プ ロ ッ

ト さ れ る 。 こ の よ う な散在繰り返 し配列を 用 い た RFLP
マ ッ ピ ン グ は ， Parallel RFLP マ ッ ピ ン グ と 呼ばれて い
る (RU VKUN et al.， 1989) 0 HAMER ら (HAMER and GI VAN， 
1990 ; ROMAO and HAMER， 1992) は本法 を 用 い て ， い も ち
病菌 の RFLP 地図を作成 し ， 表現型形質に 関与す る い く
つ か の遺伝子 を そ の上に プ ロ ッ ト し た 。

4 MGRとDNAフィンガープ リント

M GR は 菌群 の 起源， 系統関係 の 推定に も 応用 さ れ
た。 HAMER et  al. ( 1989) は， 世界中 か ら 集め た イ ネ 菌が
M GR を有 し て い る のに 対 し て ， イ ネ科雑草菌が そ れ を

ほ と んど持た な い事実か ら ， 世界各地の イ ネ 菌 は共通の
祖先集団か ら 一元的に 由来 し た も の で あり， イ ネ 菌 と そ
の他の菌群 は遺伝的に 隔離 さ れた ま ま 独自に 進化 し て き
た と 考 え た。 さ ら に ， 1980 年代初頭に ブ ラ ジ ルで発生 し
た コ ム ギい も ち 病菌 は M GR をほ と んど持た な い こ と か
ら ， 本菌 は イ ネ 菌由来で は な く ， イ ネ科雑草菌に 由来す
る と 考 え た (HAMER， 1991)。

と こ ろで， ゲノム DNA を適切 な制限酵素で切断 し ， 電
気泳動後ゲノム 中に 多 コ ピ ー散在す る 配列を プロ ー プ と
し てササ。 ンハ イ ブ リ ダイ ゼ ー シ ョ ン を行 う と ， バー コ ー
ド 様 のバ ン ド が得 ら れ る が， こ れが個体 (菌系)， あ る い
は系統に 特有のパタ ー ン を 示 し ， そ れ ら の識別に 利用で
き る こ と が あ る 。 こ の よ う な遺伝子 型特集的 RFLP パ
タ ー ン を 広義に DNA フ ィ ンガー プ リ ン ト と い う (狭義

に は JE FFREYS et a 1. ， 1985 参照 )0 LE VY et al. ( 1991) は
M GR を い も ち 病菌 の フ ィ ン ガ ー プ リ ン ティ ン グ の プ
ロ ー プ と し て利用 し ， ア メ リ カ 合衆国 で3 0 年間に わ た っ
て採集 さ れた イ ネ菌株に つ い て ， そ れ ら の pa tho type と
フ ィ ンガー プ リ ン ト が示す系統関係の聞に関連があ る か
ど う か を検討 し た。 そ の結果， 同 じ pa tho type に 属す る
菌株 はほぽ 同 じ フ ィ ンガー プ リ ン ト を示す こ と が明 ら か
と な っ た。 こ の こ と か ら ， 彼 ら は pa thotype は比較的安
定 な も の で あり， そ のお のお の はほぼ同一系統群に 属す
る 菌系か ら 構成 さ れて い る と 考 え た。 イ ネ の栽培の歴史

の長 い ア ジ ア にお い て 同様 な こ と が成り立つ かど う か は
今後の検討 を待た な け ればな ら な い が， 上記の 報告 は い
も ち 病菌の生態学， 系統進化学に 新局面 を聞い た 価値あ
る 成果 と い え よ う 。

E 遺伝子操作系 の確立

遺伝子 の ク ロ ー ニ ン グ， ク ロ ー ニ ン グ し た遺伝子 の機
能 ・ 発現 の 解析に は 形質転換系 の 確立が不可欠 で あ る
(LEONG and HOLDEN， 1989)。 い も ち 病菌にお い て は ， ①栄
養要求性突然変 異 体 を Asperg illus の 野生型遺 伝子 を
マ ー カ ーに持つ プラ ス ミ ド ベ ク タ ー で形質転換 し て原栄
養体 を選抜す る 系 (PARSONS et al.， 1987 ; DABOUSS I et al.， 
1989) ， ②hygro myc in B 抵抗性遺伝子 を マ ー カ ーに 持つ
ベ ク タ ー で形質転換す る 系 (LEUNG et al.， 1990)が確立 さ
れた。 こ れ ら の系を利用 し て ， あ る 遺伝子 が感染成立に
不可欠 か否か を 検討 し た事例が報告 さ れて い る の で， 紹
介 し た い。

SW E IGA HIl et al. ( 1992 a) は ， い も ち 病菌のクチナー ゼ遺
伝 子 を ク ロ ー ニ ン グ し ， CUTl と 名づ け た 。 次 に
SW EI GARIl et  al. ( 1992 b) は CUTlの 中間領域に 形質転換

の際の選択マ ー カ ー を挿入 し た ベ ク タ ー を構築 し た。 こ
れ ら を 用 い て い も ち 病菌野生株の形賞転換 を行 い ， 破壊
さ れた CUTlが相同組換 え に よ っ て正常CUT1 と 置換
さ れた形質転換体 を得た。 こ れ ら は予想どお り CUT1 を
発現 し て い な か っ たに も か か わ ら ず， 宿主に 対 し 親株 と
同程度の病原性 を 示 し た 。 こ の こ と か ら ， 彼 ら は CUTl
は病原性に 不可欠 で は な い と 結論 し た 。

皿 非病原力遺伝子 のクロー ニン グ

FLOR ( 1956)は， ア マ と ア マ の さ び病菌 の 聞 の 特異性 を
遺伝学的に 研究 し ， r宿主の抵抗性遺伝子 そ れぞれに 対
し， 特異的に 対応す る (け非ド判)病原性 (カ ) 遺伝子 が寄生
者に 存夜す る 」と い う G en e- for-g en e t出he叩or門y (遺伝子対
遺伝子説) を提唱 し た。 こ の理論 は い も ち 病 ( 侶SI山山Ll山UE et 
a札1.， 19叩 92幻 ) を含む多 く の宿主一病原菌系で成り立つ こ と
が証明 さ れて い る (DA Y丸， 1974 ;VA州ND凶凹〉沼澗E日R則貯附ミUザ削J>刊，刊)LA

非病原力遺伝子の実体がどの よ う な も の か は ， 病原菌の
病原性機構， レ ー ス 一品種間特異性の成立機構に かかわ
る 重要 な問題で あ る 。 糸状菌の非病原力遺伝子 のク ロ ー
ニ ン グ に 成功 し た 最 初 の 例 は ， ト マ ト 葉 か び 病 菌
(Cla do ゆo rium ルIvu 1仰 ) のαvr 9で あ る が (VAN K AN et  
al.， 1991)， こ の場合に は非病原力遺伝子 は抵抗性遺伝子
に 認識 さ れ る 特異的エ リ シ タ ー の産生 を 直接 コ ー ド し ，
そ れに 対立す る 病原力遺伝子 を も っ と さ れて い た レ ー ス
は a vr 9の コ ー ド 領域 を全 く 欠失 し て い た 。

非病原カ遺伝子 の ク ロ ー ニ ン グ戦略 と し て は ， 一般に
次 の三つ が考 え ら れ る 。 ①遺伝子産物か ら さ か のぼ る 。
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遺伝子産物が判明 し て い る か， あ る い は推測 さ れて い る
系にお い て は こ の方法が最 も 簡単であろ う 。 先に述べた
a vr 9の例 は こ の方法 を 用 い て い る 。す な わ ち ， a vr 9の産
物 と 推測 さ れ る 特異的エ リ シ タ ー の ア ミ ノ酸配列が わ
か っ て い た の で ， こ れ を参考に オ リ ゴヌ ク レ オ チ ド プ
ロ ー プ を 合成 し ， cDNA ラ イ ブ ラ リ ー を ス ク リ ー ニ ン グ
し て ポ ジティプ ク ロ ー ンに到達 し た。 し か し， い も ち 病
菌の場合 は そ の よ う な産物 は ま だ知 ら れて い なし当。 ②機
能の相補。 非親和性 レ ー ス のゲノ ム DNA ラ イ ブ ラ リ ー
で親和性 レ ー ス を 形質転換 し ， 非親和性に 形質転換 し た
も の を ス ク リ ー ニ ン グ す る 。 い も ち 病菌にお い て は形質
転換系が確立 し て い る の で， 本法 は原理的に は可能であ
る が， 非親和性形質転換体の ス ク リ ー ニ ン グに多大 な労
力 を 要 す る 。 ③ 連鎖 し た マ ー カ ー か ら の ク ロ モ ソ ー ム
ウ ォー キ ン グ。 い も ち 病菌にお い て は す でに か なり詳細

な RFLP 地図が作成 さ れて い る の で， 利用可能であ る 。
V ALENT et al. ( 1991) はAvr l-C039 ( イ ネ 品種C039 に
対す る 非病原力遺伝子) に 連鎖 し た M GR マ ー カ ー を報
告 し て い る 。 VALENT の ク ・ル ー プは， ② と ③ の手法 を 用 い
て い も ち 病菌の非病原力遺伝子 の ク ロ ー ニ ン グ を試みた
(CHUMLEY and V ALENT ， 1991)。 そ の結果， い く つ か の非病
原力遺 伝子 の ク ロ ー ニ ン グ に 成 功 し た よ う で あ る

(V ALENT e t  al. ， 1993)。

W 転移因子

染色体上の位置 を 変 え る DNA配列， 転移因子 (tr ans

pos ab le element) は， 現在で は原核， 真核 を問わず，
広 く 生物界に存在 す る こ と が知 ら れ て い る (FINNEGAN ，

1989)。 最近， 植物病原糸状菌にお い て も ， 転移因子が
次々 と 発見 さ れ る よ う に な っ た。

転移因子 は， 大 き く 二つ の グル ー プに 分 け る こ と がで
き る (FINNEGAN ， 1989)。 一つ は ， DNA か ら DNA へ と 直
接転移す る も の で あ る 。 植物病原糸状菌にお い て 最初に
報告 さ れた転移因子 は， Fusarium o xy ゆorum に 見 いだ
さ れた Fot1 (DABOUSSI et al . ，  1992) で あ る が， こ れ は こ の
ク .ル ー プに 属す も の で あ る 。 も う 一つ の グ ル ー プ は ，
RNA 中間体 を介 し て 転移す る も の で (DNA→RNA→

DNA)， レ ト ロ ト ラ ン ス ポゾ ン と 呼ばれて い る 。そ の転移

機構の性質上， 逆転写酵素 を持つ こ と が特徴 と な る 。 レ
ト ロ ト ラ ン ス ポゾ ン は ， そ の構造か ら さ ら に LTR レ ト
ロ ト ラ ン ス ポゾンと ポ リ Aタイ プ ( あ る い は non
LTR，  LINE 1 様) レ ト ロ ト ラ ン ス ポゾ ンに 大別 さ れ る 。
前者 は レ ト ロ ウ イ ル ス と 非常に よ く 似た構造 を持つ も の
で， そ の特徴 は両端に あ る LTR (Long T er m inal Re
pea t) と 呼ばれ る 同方向反復配列で あ る 。後者 は LTR を
も たず， 一方の鎖の 3'末端に 特徴的 な ポ リ A配列 を持
つ。 VALENT and ÜIU MLEY ( 1991)，  HAMER ( 1991) は，

M GR が ポ リ A タ イ プ レ ト ロ ト ラ ン ス ポ ゾ ン で あ る 可
能性 を 示唆 し て い る 。

最近特に注目 を集め て い る の は ， LTR レ ト ロ ト ラ ン
ス ポゾ ン であ る 。MC HALE et al . ( 1992) は ト マ ト 葉かぴ病
菌に LTR レ ト ロ ト ラ ン ス ポゾ ン (約7 000bp) を見 いだ

し， CfT - 1 と 命名 し た。 こ れ は， 植物病原糸状菌にお け
る LTR レ ト ロ ト ラ ン ス ポゾ ン の 最初 の報告 で あ っ た 。
続 い て ， DOBlNSON et al. ( 1993) は ， シ コ ク ビ エ い も ち 病
菌 (Eleusine 属に 寄生す る 菌) か ら LTR レ ト ロ ト ラ ン ス
ポ ゾ ン を 分 離 し ， Grass ho pper と 名づ け た 。 さ ら に
LEONGの グルー プ (土 佐 ら ， 1993 ; LEONG et al . ，  1993) は，
イ ネ い も ち 病菌 に LTR レ ト ロ ト ラ ン ス ポ ゾ ン (約

5500bp) を見 いだ し ， M aggy と 命名 し た 。 こ れ ら の報告
で， 見 いだ し た因子 を レ ト ロ ト ラ ン ス ポゾ ン と し た 根拠
は構造上 の類似性， 及 び状況証拠に よ る も の で， 転移す
る こ と の証明は さ れて い な か っ た 。 と こ ろが， LE日RUN et 
al. (1993) は ， い も ち 病 菌 に 導 入 し た nia D (A司þer 
gillus ni dulans の硝酸還元酵素遺伝子) で レ ト ロ ト ラ ン
ス ポゾ ン を ト ラ ッ プす る こ と に 成功 し た。 こ の因子 は塩
基配列 レベルでM aggy と ほぼ同 じ も の で あ っ た 。 こ の
こ と か ら ， M aggy が転移能力 を持つ こ と が間接的に証
明 さ れた。

こ の よ う に ， 最近に な っ て い も ち 病菌 を 中心に レ ト ロ
ト ラ ン ス ポゾ ン の報告が相次 い で い る が， DoBINSON et al. 

( 1993) のGrass h op，μr の報告 は 系統進化学的に も 興味
深 い知見 を も た ら し た。 本因子 は ， 日本， ネ パー ル， イ
ン ド ， 西 ア フ リ カ 由来の シ コ ク ビエ菌に は存在す る が，
他の地域由来の シ コ ク ビエ菌， 及 び他の単子 葉植物由来
の菌に は存在 し な か っ た 。 こ の こ と か ら 彼 ら は ， Grass 

ho 仲er は， い も ち 病菌の宿主特異的分化型が形成 さ れた
後， 比較的最近， 水平移動に よ っ て シ コ ク ビエ菌群の一

部に 入り こ んだ と 考 え た。 さ ら に， 現在Grass ho pper を

持 っ て い る 菌系 は ， シ コ ク ビ エ の 伝播に伴 っ て 上記の

国々に 分散 し て い っ た ク ロ ー ン集団であ る と し た 。 こ の

報告 は， レ ト ロ ト ラ ン ス ポゾンが い も ち 病菌 と そ の宿主

の共進化 (K ATO， 1978) の研究の有用 な マ ー カ ー と な る こ
と を 示 し て い る よ う に 思わ れ る 。 と こ ろで， 水平移動が
起 こ っ た と す れば， どの よ う な 機構が働 い た の だろ う

か。 LTR レ ト ロ ト ラ ン ス ポゾ ン は構造的に レ ト ロ ウ イ
ル ス と 非常に よ く 似てお り， 細胞外に出 る 相 を欠 い た レ

ト ロ ウ イ ル ス と考 え る こと も でき る (BALTI MORE， 1985)。
レ ト ロ ウ イ ル ス が感染性 を失 っ て LTR レ ト ロ ト ラ ン ス
ポゾ ンに な っ た の かど う か は議論の余地の あ る と こ ろで
あ る が (GRANDBASTIEN ， 1992)， も し そ う だ と す れば水平移

動を説明 し や す い。CfT - 1が見 いだ さ れた ト マ ト 葉かび

病菌の菌体内に は， 逆転写酵素活性 を も っウ イ ル ス 様 粒

子が認め ら れて い る (MCHALE et al.， 1992)。
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以上 のほかに ， さ ら に 別 の タ イ プの ト ラ ン ス ポゾ ン様
因子 が， い も ち 病菌に見 いだ さ れて い る (SONE et al.， 

1993)。 こ れか ら も ， 植物病原糸状菌か ら の転移因子発見
の報告 は さ ら に 増 え る で あ ろ う 。 転移因子 はゲノム に
様々な変異 を引 き 起 こ し， ま たゲノム の ダイ ナ ミ ツ ク な
再構成に も 関与す る (FINNEGAN， 1989)。 こ れ ま で フ ィー ル
ド で観察 さ れて き た植物病原菌の変異に ， 転移因子 がど
の よ う に かかわ っ て い る の か は 興味深 い問題であ る 。

お わ り に

以上の よ う に ， い も ち 病菌 のDNA解析に 関す る 報告
は最近急激に 増加 し て い る が， そ の成果 を ま と め る と 次
の よ う に な る 。 第ーに， DNA を 分類学， 生態学， 系統進
化学にお け る 有効なマ ー カ ー と し て 利用 で き る こ と が明
ら かに な っ た 。 第二に ， 種々 の遺伝子 を ク ロ ー ニ ン グ，
解析す る た め の準備段階が終わ っ た 。 す な わ ち ， 遺伝子
操作系を確立 し ， 一方で詳細 な RFLP 地図を作成 し ， そ
の上に 表現型に かかわ る 遺伝子 を プ ロ ッ ト で き た 。 こ の
二つ を両輪 と し て ， 今後多 く の遺伝子 の ク ロ ー ニ ン グ，
そ の機能の解明が加速的に進ん で い く であろ う 。 い も ち
病菌 の病原性機構， そ の変異機構がDNA レベルで明 ら
かに さ れ る の も ， そ う 遠い将来で は な い よ う に 思わ れ
る 。

本稿 を 終 え る に あ たり， 最近の い も ち 病研究の動向に
つ い て 有益なご示唆 を 賜 っ た神戸 大学農学部 加藤肇博
士， 岡山大学教養部 多賀正節博士に 心か ら 感謝の意を表
す る 。
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