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線虫 を めぐる最近の話題

農林水産省農業研究セ ン タ 青
みず
水 啓

日 本の線虫研究 も ， 20 年間続 い た 日 本線虫研究会 ( 日

本線虫研究会， 1992) か ら 脱皮 し ， 農業線虫 か ら 広 く 線

虫研究分野全体 を 包含 し た 日 本線虫学会 を発足 さ せ た 。

そ し て ， 今年で 3 回 目 の大会 を迎 え た 。

1995 年 10 月 12�14 日 の 3 日 間， 佐賀大学 に お い て 第

3 回 日 本線虫学会大会 (1995) が開催 さ れ， そ の 開催中，

西南暖地の線虫一主 に ネ コ ブセ ン チ ュ ウ と ネ グ サ レ セ ン

チ ュ ウ 防除 の現状 と 展望 と 題す る シ ンポ ジ ウ ム も 行わ れ

た 。 本稿で は ， こ れ ら の大会発表及 び線虫学会誌な どか

ら ， わ が国 の 植物寄生性線虫及 び昆虫 寄生性線虫 の 分

類， 生態， 防除 に 関す る も の を ピ ッ ク ア ッ プ し， 最近の

線虫 の話題 と し て 紹介す る 。

I 線 虫 分 類

植物寄生種 は世界 中 で 2 ， 000 種， そ の 内 わ が国か ら は

っ た 。

2 アイソザイムによる線虫分類

タ ンパ ク 質電気泳動法 を 用 い て ， エ ス テラ ーゼ と リ ン

ゴ酸脱水素酵素の泳動パ タ ー ン を種間で比較す る こ と に

よ り ， ネ コ ブセ ン チ ュ ウ 4種 の分類が可能 と な り ， さ ら

に 出芽細菌の宿主特異性 と 組み合わせ る こ と に よ り ， 簡

便で正確な種の分類が可能 と な っ た 。 本法 に よ る と ， 今

ま で， 本州， 四国， 九州、| に 分布す る ジ ャ ワ ネ コ プセ ン チ

ュ ウ と い わ れ て い た も の は ア レ ナ リ ア ネ コ プセ ン チ ュ ウ

の A 2 型であ り ， ジ ャ ワ ネ コ プセ ン チ ュ ウ は琉球列島 の

八重山諸島 に 分布す る こ と が判明 し た 。

昆 虫 寄 生 性 線 虫 の Steinernema ca 1pocapsae ， S. 

glaseri， S. k附hidai 及 びHeterorhabditis bacterio Pho ra 

は， グ リ セ ロ リ ン酸脱水素酵素の電気泳動ノfタ ー ン の違

い に よ り そ れぞれの種が明確 に 区別 で き る こ と が判 明 し

250 種が記載 さ れ て い る 。 そ し て こ れ ら の 寄生種 は 2 た 。

目 ， 14 科の分類群 に 分 け ら れて い る 。 こ れ ら の線虫の種

あ る い は 系 統 を 正確 に 分類す る こ と は熟練 と 手聞がかか

り ， 線虫 関 係 者 で す ら 専門家 に 同 定 を 委 ね る 場合 が あ

る 。 現場の線虫問題に 日 々 携わ り ， ま ず線虫 の種を把握

し た い人たちに と っ て ， 同定作業 は第一の難関 と い っ て

よ い。 ま た 一方 で， 分類形質 自 体が変異 に富み， 種 ・ 系

統間 で形態計測値の オ ーバー ラ ッ プが存在す る な ど， 種

の判 断の上で混乱 を 招 い て い る 部分が少 な く な い。 そ こ

で最近の分子生物学的手法 を取 り 入れ て ， ク リ ア ー カ ッ

ト な分類 を 行お う と す る 新た な動 き が線虫分野で も 出始

め て い る 。 そ れ ら の い く つ か を紹介す る 。

1 DNA解析による線虫分類

PCR-RFLP 法 に よ り 線虫 の 特定 の DNA 断片の増幅

を行い， そ れ ら PCR 産物 を 用 い て ， 種の識別 に 有効な制

限酵素 を 選抜 し た 。 そ の 結果， Hin f 1 ， Dde 1 ， Taq 

1 ， Hha 1 ， Alu 1の 5 酵素 を処理 し た と き は ， ネ グサ レ

セ ン チ ュ ウ 4 種 で泳動ノf タ ー ン が顕著 に 異 な り ， こ の4

種の識別が容易であ っ た 。

PCR-RAPD 法 に よ り ， マツノザイ セ ン チ ュ ウ と ニ セ

マ ツノザイ セ ン チ ュ ウ は明確に 区別 す る こ と がで き ， 同

一種での産地聞 の 区別 も ， 同手法 に よ り 判定が可能 と な
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E 生 態 と 防 除

環境 と 調和 し た線虫防除技術確立の要請 は ま す ま す強

ま っ て い る (技会事務局， 1995) 。 特 に ， 臭化 メ チ ル は殺

線虫剤 と し て効果が高 い こ と か ら ， 広 く 用 い ら れて い る

が， 近年オ ゾ ン 層破壊の原因物質 と さ れ， そ の使用規制

が高 ま る 中 で， そ の代替農薬 (殺線虫剤) あ る い は代替

技術 (物理的防除 な ど) の早期確立が求 め ら れて い る 。

線虫防除 も IPM (総合的害虫管理) の理念の基 に ， 土壌

生態系 に 調和 し ， 有害線虫以外への影響 を極力減 ら す方

向での防除 を 目 指 し て い る 。 具体的 に は ， く ん蒸性の薬

剤か ら 接触型 の粒剤 タ イ プ使用 への移行， 天敵微生物利

用， 対抗植物利用 ， 抵抗性品種の育成 ・ 導入， 太陽熱利

用， 土壌の熱水処理 な ど を輪作体系 の 中 に 組み入れ， 総

合的 に線虫密度 を 被害許容水準以下 に 維持 し て い く ， 害

虫管理の考 え 方で あ る 。

以下 に ， い く つ か を 紹介す る 。

( 1 )  主要有害線虫 3 種の増殖率 と 薬剤に よ る 増収効

果

植物寄生種の宿主 と な る 植物 (作物 ・ 品種) に は線虫

に と っ て好適 な も の と そ う でな い も の ， あ る い は 中間的

な も の と 様々 だが， そ の程度が直接線虫 の増殖率 に 表れ

る 。 増殖率 に 関与す る 要因 は ， こ の ほ か に 温度 あ る い は

水分 と い っ た 環境条件な ど も あ る が， 宿主が大 き く 関与
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し て い る こ と は 間違 い な い 。 最近 10 年間の全国 の農業試

験場の農薬試験の園場での デー タ か ら ， 主要 3 属線虫 の

増殖率 (作物栽培前の土壌中 の線虫数 に対す る 収穫時の

線虫数の比率) と 増収効果 (無処理区収量 に対す る 薬剤

処理区の収量の比率) を ま と め る と ， 以下の と お り であ

る 。

1 ) ネ コ プセ ン チ ュ ウ

1 1 作 物 の 無処 理 区 に お け る 増 殖 率 は 29 . 9�1 . 9倍

で， 高 い順か ら メ ロ ン， ト マ ト ， サツマ イ モ ， コ ンニ ャ

ク ， ピ ー マ ン， ナ ス ， ニ ン ジ ン ， ラ ッ カ セ イ ， ス イ カ ，

キ ュ ウ リ ， シ ョ ウ ガ で あ っ た 。 ま た 寄生程度 (ゴール指

数) は 81 . 7�39 . 7 で， タ バ コ ， キ ュ ウ リ ， メ ロ ン で高か

っ た 。 増収効果 は 159�99% で， ニ ン ジ ン， ピ ー マ ン で高

か っ fこ。

2 ) ネ グサ レ セ ン チ ュ ウ

6 作物 の 増殖率 は 43 . 7�2 . 2倍 で ， 高 い 順 か ら イ チ

ゴ， レ タ ス ， ゴボ ウ ， キ ク ， ニ ン ジ ン， ダイ コ ン で あ っ

た 。 褐変指数 で は 92 .4�39 . 9 で， サ ト イ モ ， ゴボ ウ で高

か っ た 。 増収効果 は 169�108% で， サ ト イ モ ， ゴボ ウ で

高か っ た 。

3 ) シ ス ト セ ン チ ュ ウ

ジ ャ ガ イ モ と ア ズ キ に つ い て そ れぞれの増殖率， シ ス

ト 寄生程度及 び増収効果 を 見 る と ， 前者で は そ れぞれ

5 . 8倍， 79%， 131%， 後者で は そ れぞれ 3 . 6倍， 79%， 

360% で あ っ た 。

( 2 ) 薬剤防除の諸問題

現在多種類の登録殺線虫剤 が あ り ， 線虫 の種類 と 作物

の組合せ で， 効果的 に 使用 さ れて い る 。 く ん蒸性の ク ロ

ル ピ ク リ ン， D-D， DCIP， カ ーノ fム， メ チ ル イ ソ チ オ シ

ア ネ ー ト ， ダ ゾ メ ッ ト 及 び臭化 メ チ ル， 非 く ん蒸型の オ

キ サ ミ ル ， ピ ラ ク ロ ホ ス ， ホ ス チ アゼー ト な ど が畑作

物， 野菜 な ど で用 い ら れて い る 。 く ん蒸剤 と 非 く ん蒸剤

(接触型粒剤) は そ れぞれ長所， 短所が異な り ， 一般 に 前

者 は ガ ス 抜 き が欠かせ な い が， 後者 は そ の必要がな く ，

播種 ・ 定植直前処理が可能の た め 寒冷地 あ る い は 年間栽

培が複数回行わ れ る 野菜栽培地帯で の 利 用 が期待 さ れ

る 。 作用機作の面か ら 前者 は殺線虫性が高 い が， 後者 は

静線虫 的 に 作用 し ， 宿主への侵入行動 あ る い は生育 に 異

常 を 来 す 。 粒剤 に よ っ て は浸透移行の作用 と あ い ま っ

て ， 宿主生育後期 ま で， 線虫 の増殖抑制作用 を 発揮す る

も の も あ る 。 一方前者の 長所で あ る 高 い土壌拡散性 は後

者 で は劣 り ， 線虫 は薬剤 と 接触あ る い は作物 に侵入後，

作物内 に 浸透 し た 薬剤 を 吸収 し て 初 め て 影響 を 受 け る 。

し た が っ て ， そ の作用 は粒剤の拡散 し て い る 範囲に留 ま

り ， 特 に 深根性の作物 (ゴボ ウ ， ダイ コ ン な ど) では薬

剤の届かな い深部 に 被害 を も た ら す こ と が多 い 。 そ こ で

最近鉱散性 を物理的 に 補助 し ， 土壌深部 に 粒剤 を 到達 さ

せ る た め に 深耕混層 ロ ー タ リ ー に よ る 処理が行わ れ る よ

う に な り ， 効果 を あ げて い る 。 た だ し 現状で は登録要件

であ る 施薬量の規制 を 受 け ， 通常の耕土層 に 適用 す る 濃

度 を施用 し な く て は な ら な い た め ， 深耕す る こ と に よ っ

て薬剤濃度が薄 ま り ， 効果 を 十分発揮 し 得 な い結果 と な

っ て い る 。

く ん蒸性薬剤 は， 殺線虫効果並び に 土壌拡散性 に優れ

て お り ， かつ薬剤費 も 殺線虫剤 の 中 で は比較的安価 な こ

と か ら ， 主 と し て ， 土壌 に 生息 し ， 作物 に 甚大 な 被害 を

も た ら す有害線虫 の防除 に 広 く 利用 さ れて き た 。 し か し

以下 に述べ る 技術的 な側面 と 社会的側面か ら ， く ん蒸性

薬剤の使用 に 関 し て 検討の必要性が高 ま っ て い る 。 前者

の問題点 と し て は ， く ん蒸剤 と い え ど も 土壌 中 す べ て 万

遍 な く 拡散 し ， す べ て の 有 害 な 線虫 を 殺す わ け で は な

く ， 土壌温度 あ る い は 土壌水分 と い っ た 処理条件が十分

満足 さ れな い場合， 一部 に 残存 し た 線虫 が増殖 し ， 収穫

時 に は無処理 区同等 な い し そ れ以上の線虫密度 に な る こ

と が あ げ ら れ る 。 こ の ， い わ ゆ る リ サ ー ジ ェ ン ス 現象 は

関係者の頭を悩 ま せ て い る 。

こ の 原因 と し て は， 土壌生態系 に 生息す る 有用 生物 を

死滅 さ せ る 結果， 天敵 と な る 微生物が消滅 し ， 薬剤 を 処

理 し な い場合 よ り も 線虫密度 の 回復 が早 く ， 増殖が高 ま

る 結果 と 説明 さ れて い る 。 特 に ネ コ ブセ ン チ ュ ウ の よ う

に増殖率が高 く ， 年間世代数の多 い種で は 環境温度が高

い施設栽培や暖地で顕著に 起 こ っ て い る 現象 で あ る 。 そ

の た め ， 土壌消毒 は 毎作慣行的 に 行わ ね ばな ら ず， お の

ず と 薬量 も 高 ま る 傾向 に あ る 。

後者 の社会的側面 と し て は ， 近年環境保 全 の 立場 か

ら ， 土壌生態 系 に 調和 し た 薬剤 の 選択が求 め ら れ て お

り ， 死滅 を ね ら っ た 薬剤 は敬遠 さ れ る 傾向 に あ る 。 ま た

わが国 の耕地の縮小が進行 し ， 農村 と 都市の混住化が拡

大す る 中 で， 大気中 に 拡散す る 刺激性の く ん蒸剤 の 使用

は 隣接住民の反対 を 受 け ， 各地で規制 を 余儀な く さ れて

い る 。 特 に臭化 メ チ ル剤 は冒頭 に も 述べた よ う に 使用規

制が高 ま っ て お り ， 農用臭化 メ チ ル 剤 は 代替薬剤 (防除

法) の検討が急務 と な っ て い る 。 試験研究 に お い て も そ

の 解決の た めの特別プ ロ ジェ ク ト が組 ま れ よ う と し て い

る 。

( 3 ) 生物農薬の現状

化学農薬が害虫防除 に と っ て 欠かす こ と がで き な い こ

と は い う ま で も な い が， 前述 し た よ う な種々 の 問題 を 含

んでい る こ と も ま た 事実 で あ る 。 そ こ で近年環境保全 を

背景 に 登場 し て き た の が， 天敵生物 を利用 し て害虫 を防
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除 し ， 化学農薬 の抱 え る 種々 の問題 を解決 し よ う と い う

考 え 方であ る 。 本来生物的防除 と い う と 天敵 を 放飼 し ，

農生態系の 中 に 定着 さ せ， 以後天敵 と バ ラ ン ス を保っ て

害虫密度 を被害許容水準以下 に 保持 し て い く こ と が理想

であ る 。 し か し ， 現実 に は ほ と ん ど の生物農薬が化学農

薬の よ う に 害虫発生 に 合わ せ て 一定時期野外あ る い は施

設内 に 大量放飼 を行い， 従来の化学農薬の よ う な や り 方

で害虫防除 を行お う と す る も の で， 既 に 実用化 さ れ登録

の と れた も の や 試験段階の も の ま であ る 。 様々 な生物農

薬が世の 中 に 出ょ う と し て い る 。

線虫 を対象 に し た 生物農薬 も 登録 さ れた も の か ら 現在

検討が進め ら れて い る も の ま で様々 だが， 現在登録農薬

と し て は二つ あ り ， そ の う ちの一つ は タ バ コ の ネ コ プセ

ン チ ュ ウ を対象 と し た 天敵糸状菌の モ ナ ク ロ ス ポ リ ウ ム

菌剤であ る 。 タ バ コ の育苗培土に こ の菌 を 混合 し て タ バ

コ を 播種す る と ， 育苗中 に根圏 に 十分本菌が ま ん延す る

結果， 線虫汚染本圃 に処理苗 を 定植後 も ネ コ プセ ン チ ュ

ウ に よ る 根部侵入 を抑制 す る 。 タ バ コ の初期生育阻害 を

防止す る 狙い が あ る 。 も う 一つ は芝の害虫 を対象 と し た

昆虫病原性線虫 の Steine rnema ca rþocaþsae ( ス タ イ ナ

ー ネ マ ・ カ ー ポ カ プサ エ ) に 寄生 さ れた 害 虫 の 体 内 で

は， 線虫 自 身の持つ共生細菌が爆発的な増殖を起 こ し ，

害虫 は敗血症で死亡す る 。 こ の よ う に ， 現在の登録生物

農薬 は タ バ コ ， 芝 に 限 ら れ， 野菜栽培等で問題 と な っ て

い る 線虫 を対象 に し た 資材は世 に 出 て い な い 。 以下 に ，

現在検討中 の生物資材 に つ い て 述べ る 。

[パ ス ト リ ア 剤] Pasteur ia 仰netrans は 出芽細菌の一

種で， ネ コ プセ ン チ ュ ウ に 寄生す る 。 宿主の生育 に 伴 っ

て増殖 し ， 宿主体内 に胞子 を充満 さ せ て 宿主 を倒す。 そ

し て ， 再び土壌中 で遊出 す る 第二期幼虫 に 寄生 し， 線虫

の植物体内寄生 ・ 生育 と と も に増殖 を 繰 り 返す完全寄生

菌であ る 。 そ れゆ え 人工培養が難 し し 現在 ま で完全人

工培地で増殖 に 成功 し た 例 は な く ， 生物農薬の増産 に と

っ て 最 も 難 し い 問題 を 抱 え て い る 。 本細菌 は以下の よ う

な種々 の優れた特性 を備 え て い る 。 ま ず， 環境耐性が高

い こ と が挙げ ら れ る 。 乾燥， 高 ・ 低温 に 強 く ， ま た く ん

蒸性の殺菌剤 を 除 く と 通常濃度 の範囲の農薬では大 し た

影響 を被 ら な い。 ま た 本菌 は宿主特異性が高 い。 ネ コ ブ

セ ン チ ュ ウ 各種 に そ れぞれ寄生す る 系統が あ り ， 同種内

で も 菌の 系 統 に よ っ て増殖に 違 い が あ る 。 現在， 日 本植

物防疫協会か ら 委託が出 さ れて い る 製剤 は サ ツ マ イ モ ネ

コ プセ ン チ ュ ウ に 寄生す る 系統で， 胞子密度 10 9/m2 (10 4 

/g 土壌) の処理で， 単独処理 あ る い は粒剤半量併用処狸

の検討が進め ら れて い る 。 全国の試験研究機関 に委託 さ

れ， ト マ ト な ど を 3�4 作継続栽培 し た 闘場では， 土壌中

の菌の胞子密度が高 ま り ， 線虫 に対す る 胞子付着率及 び

付着数が上昇す る こ と に よ り ， 防除率が向上す る こ と が

判明 し た 。 実験的 に は胞子付着率が 80% を 超 え る と 線虫

に 著 し い増殖抑制効果が現れ る こ と がわ か っ て い る 。 土

壌中 の線虫 の 初期密度 (播種時 あ る い は 定植時) が高 い

場 合 に は 本剤 の み で線虫増殖 を 抑 え る こ と は 難 し い の

で， 粒剤 と の併用処理 を行い， ま ず粒剤で線虫密度 を抑

え て か ら ， 本細菌で線虫 を 持続的 に 抑 え 込 ん で い く こ と

が重要で あ る 。 そ の場合の粒剤の施用量 は通常の半量で

十分であ る 。 一度併用処理 を行 い， 線虫密度 を 低下 さ せ

れば， そ れ以降栽培前 の粒剤施用量 は半量で済む こ と が

各地の デー タ で証明 さ れつ つ あ る 。 パ ス ト リ ア は宿主特

異性が高 いゆ え に ， 他の生物 に 負荷 を か け な い生態系 に

優 し い防除資材 と い え よ う 。 ま た 前述 し た よ う に 本来の

生物的防除 の 理想 で あ る 土壌生態系 の 中 でバ ラ ン ス 良 く

線虫密度 を 低下 さ せ る こ と がで き る 防除法 と し て 期待 さ

れ る が， そ の た め に も 今後ノfス ト リ ア と 宿主線虫 と の か

かわ り に つ い て の基礎的研究が深 め ら れね ば な ら な い 。

畑作物 あ る い は野菜 に 限 ら ず， 永年性作物の果樹の よ う

に 新植す る と 改植 ま で長期 に わ た り 同一場所での栽培 を

余儀な く さ れ る 作物への適用 の検討 も 必要 で あ る 。

[卵寄生菌] ダ イ ズ シ ス ト セ ン チ ュ ウ の卵 に 寄生 し ， 卵

の ス テー ジ の段階で線虫 を殺す こ と がで き る 天敵微生物

の探索 と 実用化 に 向 け た 試験が行わ れて お り ， 各種の有

効 な デ ー タ が発表 さ れ て い る 。 そ れ に よ る と 糸状菌 は

P aecilomyces . Verticillium . Fusar ium . Dactirella 属 の

糸状菌で， 人工培地で も 培養可能であ る 。 鉢植 え の接種

実験 に よ っ て ， そ れぞれの 菌 に よ り 生育 に 最適 な 温度 あ

る い は pHの範囲が あ る こ と が示 さ れて い る 。 Fusarium

属 菌 の 場 合 ， 比較 的 そ の 範囲が広 く 20�30 0C . pH は

6. 5 以下 に 最適域が あ る こ と ， そ し て 卵 の 寄生菌率が 8%

に 高 ま る と 非寄生時の 50% に 増殖が抑制きれ る と い う

効率の 高 い結果が得 ら れて い る 。 今後 は大量培養 と 施用

法の確立が待た れ る 。

( 4 ) 耕種的防除

線虫防除の基本が輪作 に あ る こ と は 論 を 待 た な い が，

現実に は連作が行われ， 各地で線虫に 起因す る 連作障害

が起 こ っ て い る 。 商品作物 を徐 く 多 く の畑作物で線虫害

を 回避 し よ う と す る と ， 高 価 な 農薬 に頼 る 訳 に は い か

ず， お の ず と 耕種的防除 に た ど り つ く 。 耕種的防除 と し

て は ， 以下の よ う な も の が あ げ ら れ る 。 非宿主作物， 抵

抗性品種， 対抗植物 を そ れぞれ合理的 に 選択 し ， 栽培体

系 の 中 に組み合わ せ る こ と に よ っ て 線虫害 を 回避す る こ

と ， 畑闘場 を 湛水 (水田化) し ， 一定時間経過す る こ と

に よ っ て 線虫 を死滅 さ せ る こ と ， 太陽熱 を利用 し ， ハ ウ
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ス を 夏季密閉す る こ と に よ っ て 地温 を線虫の生育適温以

上 に 高 め ， 線虫 を死滅 さ せ る こ と ， 有機資材 ・ 家畜糞の

利用 に よ り ， 土壌中有用微生物の増加 ・ 活性 を 図 り ， 有

害線虫の増殖 を抑制す る こ と ， 家畜糞の施用 時期 と 播種

時期 を ず ら し て ， 早 く ふ化 し た 幼虫の飢餓 ・ 死滅 を 図 る

こ と ， な どが挙げ ら れ る 。 これ ら の各種手段 を組み合わ

せ る こ と に よ り ， 線虫防 除 に 有効 な 対策が と ら れ て い

る 。

1 ) 対抗植物 ・ 抵抗性作物利用

主 と し て キ ク 科 ( マ リ ーゴ ー ル ド が含 ま れ る ) ， マ メ

科， イ ネ 科植物の中 か ら ， これ ら を栽培す る こ と に よ り

有害線虫の密度 を 低下 さ せ， 増殖 を抑制す る 作用のあ る

植物 を ， 以下 に 挙げ る 。

[ マ リ ー ゴ ー ル ド ]北海道の函館市 に 隣接す る 七飯町

で は平成 6 年度 よ り 4 年計画で， 280 ha のダイ コ ン， ニ

ン ジ ン 圃場がマ リ ーゴール ド の花 で埋め つ く さ れ る と い

う 北海道 な ら で はの壮大 な事業 に 着手 し た 。 近年北海道

は本州 向 けの根菜類の出荷が盛ん に な り ， 連作 に伴 っ て

ネ グサ レ セ ンチュ ウ の密度増加， 被害の顕在化 に悩 ま さ

れて き た 。 そ こで本線虫の対抗植物 と し て， 20 年前か ら

防除効果が実証済みのマ リ ーゴー ル ド が登場 し て き た 。

マ リ ーゴ ー ル ド は その根 に 含有す る 物質 に よ っ て根の周

辺及び根に侵入 し た 線虫 を 有効 に 死滅 さ せ る 作用 を持 っ

て い る 。 品種， 栽植密度， 栽培法 な ど が検討 さ れ， 現在

で は フ レ ンチ， ア フ リ カ ン， メ キ シ カ ン種 を 用い， 移植

栽培 3 か月 と 栽培後の鍬 き 込 みが推奨 さ れてい る 。 特に

ネ グサ レ セ ンチ ュ ウ に 対 し て 高い効果 を 示 し ， 休閑 に比

較 し で も 十分線虫密度 を 低下 さ せ る こ と がで き ， 鍬 き 込

み に よ り ， 3�4 作の長期 に わ た り 線虫増殖抑制作用 を 発

揮す る 。 そ れゆ え に ， マ リ ーゴ ー ル ド 自 体の商品価値 は

無 い に 等 し い が， 薬剤防除 に 要 す る 費用 は 全 く か か ら

ず， 長期的 に み れ ばか な り の経済効果が期待で き る 。 こ

のこ と を も っ と 農家 に徹底 さ せ れ ば， 栽培の手間の割 り

に収入 に つ な が ら ない と い う 消極姿勢が解消 さ れ， 本法

に よ る 線虫防除の普及 ・ 拡大 に つ な が る も の と 思 わ れ

る 。 と も あ れ， 七飯農家 か ら の嬉 しい便 り が待た れ る 。

[ イ ネ 科， マ メ 科植物， 抵抗性作物] イ ネ 科で は野生エ

ンバ ク の 「へ イ オ ー ツ J が ネ グ サ レ セ ンチ ュ ウ 防除 に卓

効 を 示 す こ と ， ギ、ニ ア グ ラ ス ， ソル ガム類 が緑肥 を兼

ね， 線虫密度 も 休閑並み に 下 げ る と こ ろ か ら 対抗植物 と

し て よ く 用い ら れ る 。 マ メ 科ではネ コ プセ ンチ ュ ウ の対

抗植物 と し て ク ロ タ ラ リ ア 属のC. spectabilis が有名 で

安定 し た 効果が期待で き る 。 佐野はサ ツ マ イ モネ コ ブセ

ンチュ ウ の防除のた め輪作作物 と し て ， 26 種， 41品種・

系統 を あ げ， そ れ ら を 栽培す る と 卵の う 形成が認 め ら れ

ず， 線虫密度低下が大 き いこ と を 報告 してい る 。

サ ツ マ イ モ， ジ ャ ガ イ モ， ダイ ズ な ど畑作物で， ま た

ト マ ト な ど野菜で各種線虫 に 対 す る 抵抗性品種の育成が

行われ， 数多 く の品種が栽培 さ れ て い る 。 抵抗性品種の

長期連作 は そ の抵抗性 を 打破す る 線虫系統 を 生 む温床 と

も な る 危険性が あ り ， これ ら 抵抗性品種 と い え ど も 合理

的 に 他作物 と 組み合わ せ て 栽培す る こ と が必要であ る 。

2 ) 家畜糞に よ る ダ イ ズ シ ス ト セ ンチ ュ ウ 防除

松尾は乾燥牛糞 を ダイ ズ シ ス ト セ ンチ ュ ウ 汚染土壊 に

処理 し， 直 ち に ダ イ ズ を 播種 し栽培 し た 結果， 牛糞 を 処

理 し ない区 に 比較 し て ， ダ イ ズの葉の黄化が著 し く ， 多

数の雌成虫が根 に寄生す る こ と を 認 め ， 家畜糞 に 本線虫

の卵のふ化促進効果が あ る こ と を 示唆 し た 。 ダイ ズ播種

時期 と 家畜糞処理時期 に 時間 を お け ば， ふ化 し た 幼虫 は

宿主で あ る ダイ ズ に寄生で き ず， 飢餓 ・ 死滅す る こ と を

防除 に 応用 す べ く 検討 を 進 め て い る 。

お わ り に

昨年， 関東地域の数県 か ら 心枯線虫病の被害発生の連

絡 を 受 け驚いてい る 。 既に 箱施薬等 で解決済み と 思 っ て

いた が， 少 し で も 手 を抜 く と 線虫 は油断で き な い な と 実

感 し た 。 諸先輩が築 き 上 げた 技術 を 有効 に活用 し ， 環境

に配慮 し た 防除 を 実践 し た い も のであ る 。
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