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ベ ト ナ ム に お け る稲作 と ト ビ イ ロ ウ ン カ の発生
よ し と わ だ
芳人 ・ 和 田

すず き

鈴木 節

(93 万 ha) に 分 け ら れ る が， 多 か れ少 な かれ年中様々 な
成育段階の イ ネ が存在す る 。 春作 と 夏秋作 で は 直播栽培
が広 く 普及 し て い る 。 ト ビ イ ロ ウ ン カ 抵抗性遺伝子 を も
っM TL 58， IR 64， IR 36 等 の 品 種 が栽 培 さ れ て い る
が， 後述す る よ う に 抵抗性品種の感受性化が問題化 し て
お り栽培品種 は速やかに 変化 し て い る 。 乾季に 栽培 さ れ
る 春作の最大 の 作付 け制限要因 は， 水不足 と そ れが も た
ら す塩害で あ る 。 一方， 雨季に 作付 け さ れ る 夏作では感
受性の ロ ー カ ル品種が約 60% 栽培 さ れ てお り， 直播率 は
約 50% に 低下す る 。

メ コ ン デル タ で は ， 1969 年に ト ビ イ ロ ウ ン カ の最初の
大発生があり， 1973 年ごろか ら ト ビ イ ロ ウ ン カ 抵抗性遺
伝子 B ph1 を持つ IR 1561， IR 26， IR 3 0 等 の 品種の栽培
面積が増大 し た 。 し か し ， 1976 年に こ れ ら の 品種 を加害
す る バイ オ タ イ プ 2 が出現 し ， 1997 �7 8 年に は 大規模 な
ト ビ イ ロ ウ ン カ の発生が起 こ っ た 。 こ の発生に よ る 米の

減収 は 100 万 ト ンに 達 し た と 推定 さ れ て い る (THU AT，
1991)。 こ れ を 機に 抵抗性遺伝子 b ph2 を持つ 品種群 (IR
36， IR 38， IR 42 等) が導入 さ れ， 以後 1987 年 ま で ウ ン
カ 類の発生 は軽微に と ど ま っ た (図 2)。 し か し ， 1988 年

に ミ ン ハ イ 県 で IR42 が感 受性化 し た の を 発端に ， 新 し
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ベ ト ナム は， 労働 人 口 の約70% が農業に 従事 し て い る
農業国 で あり， 経済に 占 め る 農 業 の 割 合 は き わ め て 高
い。 農産物の な か で も 米 は と びぬ け て 重要であり， 家畜
と 商品作物 を 除 く 食糧生産の約 90% を 占 め ， 同国 の貴重
な輸出品 のーっ と な っ て い る 。

ベ ト ナム に は南部の メ コ ン デル タ と 北部の紅河デル タ
の 2 大穀倉地帯が あ る 。 ト ビ イ ロ ウ ン カ は気候 も イ ネ の
栽培方法 も 異 な る 両地帯に 共通の最重要害虫で あり， 特
に 近年の多発が問題に な っ て い る 。 さ ら に ， 本種の周年
発生が可能な北限に 位置す る 紅河デル タ 一帯は， 梅雨期
に 日本に 飛来侵入 す る ト ビ イ ロ ウ ン カ の一次 飛来源 と し
て も 近年に わ かに注目 を 集 め て い る 地域 で あ る 。 し か
し， ベ ト ナムにお け る 稲作や ト ビ イ ロ ウ ン カ の発生 は，
そ の重要性に も か かわ ら ず こ れ ま で あ ま り知 ら れて い な
か っ た 。 筆者 ら は， 熱帯農業研究プ ロ ジ ェ ク ト 「東 ア ジ

ア モ ン ス ー ン地域にお け る 移動性水稲害虫 の広域発生実
態 の 解 明 J の 一環 と し て ， そ れぞれ 1993 年3�4 月 と
1992 年 4 月 に ベ ト ナム の ト ビ イ ロ ウ ン カ 問題 を 調査 す
る 機会に 恵 ま れた 。 き わ め て 短期間の ， かつ情報収集主
体 の 調査 で あ っ た た め に 得 ら れ た 知見 は限 ら れ て い る
が， 今後の研究の参考 ま でに ， 北部ベ ト ナム に 関す る 調

査結果 を 中心に 報告す る 。
調査に 際 し て は 多 く の方々に ご助力いただい た 。 と り

わ けベ ト ナム 農業食糧省作物生産保護局 と 作物保護研究
所の方々 は休 日 も い と わず調査にご協力 く だ さ っ たばか

りでな く ， 資料の 発表 を快諾 し て く だ さ っ た 。 ま た ， 当

試験場地域基盤研究部の寒J I !一成 ・ 鶴町昌市両室長か ら
は本稿の ま と めに 際 し 有益な助言 を い ただい た 。 厚 く お

礼 を 申 し上 げ る 。
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熱帯に 位置す る メ コ ン デル タ の 月 平均気温 は 周 年 25
�28 .5 度 の範囲内に あ り 安定 し て い る が， 降雨量 の変化
は大 き く 5�10 月 が雨季， 1 l�4 月 が乾季 で あ る (図
1)。 メ コ ン デル タ の濯滋地帯で は 2�3 期作が営 ま れて い

る 。 栽培時期に よ り主 と し て 1l�3 月 に 栽培 さ れ る 春作
(82 万 ha)， 4�8 月 の 夏秋作 ( 105 万 ha)， 8�1 月 の 夏作

。

図 ー 1 紅 河 デ ル タ ( ハ ノ イ : N ) とメ コ ン デ ル タ ( カ ン

ト ー : S) の 月 平均気温 と 月 間降雨量.
数値 は 1961�90 年の平均値.
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図 - 2 メ コ ン デル タ に お け る ト ピ イ ロ ウ ン カ 発生面積の

年次変動

発生面積 は要防除 と 診断 さ れた面積であ り ， 被害面積

は こ れ よ り 少 な い. 1981�87 年 に つ い て は デー タ を

入手 で き な か っ た が， 発生 は き わ め て 少 な か っ た と い
わ れ る .

い バ イ オ タ イ プが ま た た く 聞に メ コ ン デ ル タ 一帯に 広
が っ た 。 こ の バ イ オ タ イ プ の 特徴 は ， 砂 hl， b ph2， 
めh 4 の いずれ を持つ 品種に 対 し て も 加害性 を示す こ と
で あ る にHAU ， 1990， 1992， 1993 : THU AT et a1 . ，  1992) 。
1990 年以後 メ コ ン デ ル タ で は 毎年 10�15 万 ha の 水 田
に 被害が発生 し てお り， ベ ト ナ ム 政府 は そ の対策に 苦慮
し て い る 。 新た な抵抗性品種の 導入 と リ サー ジ ェ ン ス を
誘起す る 水田初期の不要な農薬散布の抑制が現在試み ら
れて い る 。

H 紅河デル タ の稲作 と ト ビ イ ロウン カ の

発生

1 作期と品種構成

メ コ ン デル タ と 異 なり， 紅河デル タ の気候に は高温多
雨の 5�9 月 (夏) と 低温小雨の 12�2 月 (冬) 及び季節
の 移行期か ら な る 四季が認め ら れ る (図-1) 。 紅河デルタ
は典型的な水稲二期作地帯で あり， 主に 12�6 月 に 冬春
作 (第一期作 : 52 万 ha) ， 7�11 月 に 夏作 (第二期作 : 56 
万 ha) が栽培 さ れ る 。 直播は ほ と ん ど行わ れて い な い。

ト ビ イ ロ ウ ン カ 以外の主要な減収要因 は ， 冬春作で は
い も ち 病 の 発生， 冷害， 酸性土壌に よ る 生理障害 で あ
り， 夏作で は洪水や台風に よ る 風水害であ る 。 し た が っ
て ， 各作期 の栽培品種 と 栽培時期の選択 に はこれ ら の生
産阻害要因対策が重 き を な し て い る 。 1992 年の紅河デル
タ 6 県にお け る 冬春作の作付品種 を み る と ，CR 203 が最
も 多 く 44% を 占 め て い る 。 こ の 品種 は抵抗性遺伝子 b ph
2 を も ち ト ビ イ ロ ウ ン カ 抵抗性であ る ( ち な みに CR は
ト ビ イ ロ ウ ン カ 抵抗性 を意味す る ベ ト ナ ム 語の イ ニ シ ャ

ルに 由来す る ) が， い も ち 病 に対 し て感受性であ る た め
に 夏作に 比べ作付 け率 は低い。 次 い で栽培面積が多 い の

は， い も ち 病抵抗性でか つ 耐寒性 ・ 耐酸性 を 兼ね備 え た
VT 10， DT 10 で あり， 合わ せ て約 25% で あ る 。 こ れ ら
2 品種は と も に ト ピ イ ロ ウ ン カ に対 し感 受性 で あ る が，
DT 10 は あ る 程度園場抵抗性 を 示す と さ れ る 。 こ の ほ か
に ト ビ イ ロ ウ ン カ に 対 し て CR 203 並 み の 閏場抵抗性 を
示 し (抵抗性遺伝子 は 不明) ， 高収， 耐寒性， い も ち 抵抗
性 の 条件 を み た す IR 17 494 の 作 付 け が近年増加 し て い
る 。 か つ て 最大 の栽培面積 を 占 め て い た IR 8 は 1980 年
以後 しだいに 減少 し て い る が， なお 6% 程度栽培 さ れて
い る 。 一方， 1981 年以来 ト ビ イ ロ ウ ン カ が しば しば多発
し た 夏作 で は CR 203 の作付 け割合が高 く ， 1992 年に は
54%， 1990�91 年に は そ れ以上であ っ た と い わ れ る 。 ま
た 夏期に は 台風が稲作の最大の脅威で あ る の で， ト ビ イ
ロ ウ ン カ に 対 し て は感受性で あ る が光周 期感受性で台風
シ ーズ ン の 後に 開花 し ， 深 水 ・ 低肥条件に 適 し て い る
M oc T uy en ，  Bao Thai 等 の 品種が約 27 % 栽培 さ れ て
い る 。

2 冬春作上のト ビイロウンカの越冬と発生

冬春作 は 栽培時期 ・ 期 間に よ っ て 冬作， 早春作， 春
作， 晩春作に 細分 さ れ る (表 1) 。 こ の う ち ， ト ビ イ ロ ウ

ン カ の発生が問題に な る の は冬作 と 早春作に 限 ら れ る 。
冬作 と 早春作で栽培 さ れ る の は， 酸性度 の 高 い 深 水田に
適 し た 栽培期間の長 い 品種であ る 。 な か で も ， ト ビ イ ロ
ウ ン カ の越冬 と 発生に と っ て と りわ け重要 と 考 え ら れ る
の は冬作で あ る 。 冬春作に 占 め る 冬作の割合 は内陸側の

3 県 で は 5% 以下であり， 湿地帯の 広が る 海側 の 3 県 で
も約 10% と 低 い が， ト ピ イ ロ ウ ン カ の発生量 は最 も 多 い
と い わ れ る 。 1993 年 4 月 上旬に 行 っ た 野外調査にお い て
も そ れが確認 さ れた。

冬作 を代表す る 品種 は Ngoi と 総称 さ れて い る 長稗の
ロ ー カ ル品種群で あり， 浮稲 と さ れて い る 。 Ngoi は ト ピ
イ ロ ウ ン カ に 対 し て 非常に 感受性で あ る ばかりで な く ，
晩生の 夏作が収穫 さ れ る約 1 か 月 前に 当 た る 10 月 中 下
旬に播種 さ れ る た めに ， 夏作で羽化 し た 長麹型成虫が苗
代に 容易 に 侵入 で き る 。 苗代期間 は約 50 日 と 長 く ， 苗が
7 葉期に 達 し て か ら 移植 さ れ る 。これに 対 し て ， 夏作収穫
後の寒冷な 12�1 月 に播種 さ れ る 春作の苗代に ， 夏作か
ら 直接成虫が侵入す る こ と は ま ず な い と い え る 。 と りわ
り 春作の主体 を 占 め る CR 203 の 播種の ピ ーク は 1 月 下
旬 であり， ト ビ イ ロ ウ ン カ がこの 品種上で越冬す る可能
生 は 無視で き る 。

ト ビ イ ロ ウ ン カ の越冬 はお も に成虫態で， 苗代の外に
ひ こ ば え で も 行 わ れ る と さ れ る o 作物保護研究 所 の

THU AT博士の説 明に よ れば， 越冬成虫 の 産卵期 はお も に
2 月 で， 3 月 上~下旬 に 幼虫 が発生 し ， 3 月 下旬�4 月 上
旬に 次 世代成虫が出現す る 。 ま た ， 暖冬年に は 発生 ピ ー
クが早 ま り， 冬期に も 幼虫がみ ら れ る と い う 。 休眠性 は
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表 ー 1 紅河デJレ タ の ピ ン フ ー 県 に お け る 冬春作

f乍期 土壌条件 主製品種 機種適Wl 術移植矧 収機感期

(割合)

冬作 深水田 ロ ー カ /レl171磁 ， C 180 1 0 月 F句 7 梨l羽 5 月 中 句

( 10% ) C37， 268 10 月 下旬 7 梨JtJJ 5 月 中旬

早春作 深水田 DTlO， V N 1 0， N N75四 I 1 1 月 F句 6�6.5 主�l羽 5 月 下旬�6 月 上旬

(25%) XlIan so 6， I R 17494 1 1 月 下旬 6�6.5 禁JVl 5 月 下旬�6 月 上旬

春作 不完全縫I飯田 V 1 4 ，  1 548， I R8， 1 2 月 上旬 6 楽j別 5 月 下旬�6 月 上旬

(50%) CR203， N9 l 月 中旬 3.5 主E期・ 5 月 下旬�6 月 上 旬

晩春作 完全襟獄図 LlIa la i ，  Tap giao 5， 1 月 下旬 3.5�4 1l!>1羽・ 6 月 中句

05%) CN2， QlIe Tieu 2 月 上旬 3.0�4 X主l羽・ 6 月 中 句

X 1，000 ha  

- 冬春作
nm fl作

トピイロウンカ発生面積

図 - 3 紅河デ ル タ に お け る ト ピ イ ロ ウ ン カ 発生而般の年

次変動

発生面積の説明 は 図 2 参照.

行 っ た 結果 も そ れ を支持 し て お り ， 冬春作上の ト ビ イ ロ
ウ ン カ 発生面積 は l 月 の 平均気温 と 高 い 正の相闘があ り
(図-4 ) ， 他の 2 変数の影響 は有意で、 なかっ た 。 ト ビ イ ロ
ウ ン カ の多 発 を 招 く 暖冬 は ， こ の季節 と し て は 例 外的 な

南風の頻度が高い結果 も た ら さ れる。 しかし ， ト ビ イ ロ
ウ ン カ の 発生が 1985 年以後 に 冬春作上で急増 し た 原因
に つ い て は不明である。

4 バ イ オ タ イ プの 発達

紅河デ ル タ の ト ピ イ ロ ウ ン カ は 1987 年 ご ろ に バ イ オ
タ イ プ lから 抵抗性遺伝子 Bph 1 を 持 つ 品種 を 加 害 す

るバ イ オ タ イ プ 2 に 変化 し た 。 作物保護研究所 で毎年実
施 さ れて いる検定結果 に よ れ ば， 紅河デ ル タ の ト ビ イ ロ
ウ ン カ は 1992 年 も な お バ イ オ タ イ プ 2 の ま ま で あ り ，

1993 年 4 月 上旬 に 実施 し た 野外調査 に お い て も 抵抗性
遺伝子 bþh 2 を も っ CR 203から は ト ビ イ ロ ウ ン カ を 全

く 発見で き なかっ た 。 こ れ に 対 し て ， メ コ ンデ ル タ で は

す で に 1988 年 ご ろから 抵抗性遺伝子 bþh 2 を持 つ 品種
を加 害 で きるバ イ オ タ イ プに個体群が変化 し て いる。 こ

れ は ， ベ ト ナ ム の南部 と 北部 の 間 で は ト ビ イ ロ ウ ン カ の
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どの発育段階 に つ い て も 知 ら れて い な い。 越冬場所 と し
て の ひ こ ば え と 苗代 の相対的重要性 に つ い て は， 質問 し
た すべて の闘係者が一致 し て苗代が よ り 重要であると 考
え て お り ， そ の理由 と し て ， 乾季 に あ たる冬期 に は ひ こ
ば え の発生 自 体が き わ め て 少 な い こ と を指摘 し た 。 ト ビ
イ ロ ウ ン カ の発生が問題 に なるの は冬作 と 一部の早春作
に 限 ら れて いる事実 も ， 苗代が主 要 な越冬場所であるこ
と を示唆 し て いる。

Ngoi に 代表 さ れる冬作 は ， 中 国南部へ長距離移動す
るト ビ イ ロ ウ ン カ の発生源 と し て も 重視 さ れる。 冬作 は
夏期に 入 り 洪水が発生する前 に収穫するた め収穫期 は 5
月 中旬 で あ り ， 主 要 な 春 作 の 収穫期 よ り 約 2�5 週間早
い。 紅河デ ル タ 起源の ト ビ イ ロ ウ ン カ が中国南部で 2 世
代増殖 し た の ち に梅雨期の 日 本 に 飛来 すると 仮定 す れ
ば， 遅 く と も 5 月 上旬 に紅河デ ル タから 移出する必要が
あるが， こ の時期 ま でに ト ピ イ ロ ウ ン カ の長麹型成虫密
度が十分高 まるの は冬作 と 一部の早春作 に 限 ら れる。

3 ト ビ イ ロ ウ ン 力 発生面積の年次変動

紅河デ ル タ で は1981 年 に 夏作上で ト ピ イ ロ ウ ン カ が
初 め て 大発生 し た 。 発生面積 は1984 年 ま で冬春作 よ り 夏
作で多かっ た が， 1985 年 に 逆転 し ， 以後 は一貫 し て冬春
作上の発生が上 回 っ て いる(図 3) 。 そ の原因 と し て 指摘
さ れて いるの は ， 1985 年以後 C R203 の作付け割合が夏
作で増加 し た こ と で ある (Icll， 1991 ) 。 しかし ， 夏作上の
ト ビ イ ロ ウ ン カ 発生面積 に は 最近12 年間 に 明瞭な減少

傾向が認め ら れず， 発生面積の逆転 は 1985 年以後の冬春
作上の発生急増 に求 め ら れ よ う 。 最近 8 年間の冬春作 に
お ける発生面積の年変動幅 は 4 倍以 内であ り ， 発生 は 高
水準 に安定する傾 向 を 示 し て いる。 (図-3) 。

冬春作上の ト ビ イ ロ ウ ン カ の発生面積の変動袈因 と し

て ， 冬 期 の 気 温 の 変 動 が 考 え ら れ て いる (THO and 

TIIUAT， 私信) 。 入手で き た 1986 �92 年のデ ー タ を用い

て ， 最寒月 ( 1 月 ) の 平均気温， 前年夏作上の発生面積及
び冬期 の 降雨量 を 説明変数 と し て 段階的重回帰分析 を

事 : 一種の保混苗代で育苗 さ れ る .
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図 - 4 紅河デル タ に お け る 最寒月 ( 1 月 ) の平均気混 と 冬

春作上の ト ビ イ ロ ウ ン カ 発生面積の 関係

気温は ハ イ フ ン 県 に お り る 測定値.

遺伝的交流が き わ め て限 ら れて い る こ と を 示 し て い る 。

将来バ イ オ タ イ プ3 が出現 し た 場合に は IR 50401 など
の品種を導入す る こ と が検討 さ れて い る 。

紅 河 デ ル タ で は 1985 年以来CR 203 が 高 い 作付 け 率
を維持 し て い る が， す でに述べた よ う に 砂 h2 遺伝子 を
持つ 品種の プ レ イ ク ダ ウ ン の兆 し は ま だ み ら れな い。 そ
の理由のーっ と し て ， 冬春作期に ト ビ イ ロ ウ ン カ がお も
に 侵入 し発生す る の は抵抗性遺伝子 を持た な い 品種主体
の冬作 と 早春作で あ る こ と ， す な わ ち 冬春作期に は 品種
加害性に 関 し て 淘汰がほ と んど働 か な い こ と を あ げ ら れ
よ う 。

5 日 本への一次飛来源とし て の可能性

日本， 中国 及 び紅河デル タ で は バ イ オ タ イ プ I か ら 2
への変化がほぼ同時に 起 こ っ たばかりでな く ， 現在 も バ
イ オ タ イ プ 2 に と ど ま っ て い る のに 対 し て ， ベ ト ナ ム 南
部 を 含む他の 東南 ア ジ ア 地域 で は遅 く と も 1987 年以前
広 ， 抵抗性遺伝子 bp h2 を持つ 品種 を加害す る バ イ オ タ
イ プが出現 し て い る (寒川 ， 1992)。 実際に ， 紅河デル タ
と 日本の ト ビ イ ロ ウ ン カ 個体群のバイ オ タ イ プ検定品種
に 対す る 加害特性 は よ く 似てお り， イ ン ド シ ナ 半島南部
の 熱帯個体群 と は明 ら かに 異 な っ て い た ( 和 田 ， 未発
表)。 イ ン ド シ ナ 半島 で は 3 �7 月 ， と りわ け 5�7 月 に は
南西モ ン ス ー ン が卓越す る の で， 中国 南部 の稲作地帯へ
の ト ピ イ ロ ウ ン カ の 飛来が観察 さ れて い る 時期に は， 紅
河デル タ か ら の 移動 を 可能に す る 気流が存在す る 。 さ ら
に 8�2 月 に 卓越す る 北東 モ ン ス ー ン が中国南部か ら の
戻り移動 を可能に す る (CHENG， 197 9)。 こ れ ら の状況証拠
に 基づ い て ， 紅河デ ル タ や海南島， ベ ト ナ ム と の国境に
近い 中国南岸部 など， ト ビ イ ロ ウ ン カ の周年発生が可能
な北限地帯が 日本に 飛来す る 本種の一次 飛来源であ る と
す る 見方が最近有力に な っ て い る 。 胡 ら (1992) の解説

に あ る よ う に ， 中国 に 飛来す る セ ジ ロ ウ ン カ に つ い て も

イ ン ド シ ナ 半島が そ の 主要 な 飛来源 と 目 さ れて い る 。

ト ビ イ ロ ウ ン カ の海外飛来説 が確立 し て 以来， 精力的
かつ多角的な研究に よ っ て 本種の広域移動の実態が し だ
いに 解明 さ れつ つ あ る 。 バイ オ タ イ プの研究が示唆す る
よ う に ， 北ベ ト ナ ム か ら 極東地域に か け て 分布す る ト ピ

イ ロ ウ ン カ は ， モ ン ス ー ン を利 用 し て 長距離移動 を 繰り

返 し つ つ維持 さ れて い る 独 自 の個体群であり， 熱帯の ト

ビ イ ロ ウ ン カ と の遺伝的交流 は き わ め て限定 さ れ て い る
可能性が高 い。 紅河デル タ 一帯が一次 飛来源で あ る こ と

を実証す る た めに は さ ら に 検討が必要 で あ る が， こ の地
帯の ト ビ イ ロ ウ ン カ の研究が， ベ ト ナム ばかりで な く 中
国 ， さ ら に 日本， 韓国 の ト ビ イ ロ ウ ン カ 問題に と っ て 大

変重要であ る こ と は疑 い な い で あろ う 。

お わ り に

ベ ト ナ ム で は ペ レ ス ト ロ イ カ のベ ト ナ ム版 と い わ れ る
ド イ モ イ 政策 の 進展に 伴い ， 農業協同組合 と 個人農家 は

行政的計画組織か ら 除外 さ れ， 強制的な生産 シ ス テム の
適用 を外 さ れて い る (筒井， 1991)。 農地 も 実質的に 個人
所有 と なり， 作付 け 品種， 病害虫防除 を含む肥培管理 は
個々 の 農家 の 自 由意志にゆだね ら れ る よ う に な っ た。 こ
の大 き な農政の転換に ど う 対応 し て い く かが， 農家ばか
りでな く 研究者 の 緊急か つ重要 な課題で あ る と い う 話 を
繰り返 し 耳に し た。 実際に 同一地域内に 作付 げ さ れ る 品
種は き わ め て 多様化 し てお り， 発生予祭や 防除が困難に
な っ た と い わ れ る 。 市場の 自 由化 と 生産手段の私有化に
伴い， 十分 な知識が な い ま ま に 農業機械， 農薬， 新品種
の 導 入 が進行 し て い る こ と こ と に 対す る 危慎 の 声 も 多
か っ た。 情報， 予算， 研究資機材， 研究者 数の いずれ も
限 ら れて い る な か で研究者 の レベルア ッ プが一層必要に
な っ てお り， こ の面での 日本の協力に 対す る 要望 と 期待
は き わ め て 高 く ， かっ真剣 で あ っ た。 ベ ト ナ ム の研究者
と の実質的な共同研究の実現 を 期待 し た い。
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