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認め ら れ (糸井 ら ， 1978) ， そ の い も ち 病菌 は イ ネ に 対
し て も 病原 性 を 持 つ こ と が 明 ら か に さ れ た 。 八重樫
(1987) は， イ ネ い も ち 病菌 の 感染可能植物 を 整理 し，
イ ネ 科の 76 種 を挙げて い る 。 ま た ， オ オ ム ギ で は イ ネ
い も ち 病菌 を 接種 す れ ば極 め て よ く 発病 し (池上 ら ，
1973) ， 九州 で は ， イ ネ 品種 レ イ ホ ウ を侵害 す る イ ネ い
も ち 病菌 レ ー ス に よ る オ オ ム ギ穂い も ち の 自 然発病が認
め ら れて い る (松本 ら ， 1979) 。 ま た コ ム ギ は 発病 し 難
い 品種が多 い が， い く つ か の 品種 は 接種 に よ り 発病 す
る 。

( 2 ) イ ネ 以外の植物 の病害病斑上での イ ネ い も ち 病
菌の腐生的生存

シ コ ク ビ エ に は い も ち 病の 発生が見られ る が， 通常，
シ コ ク ビ エ い も ち 病菌 は イ ネ に 対 し て は 病原性 を 持 た
ず， 接種 し て も 発病 し な い。 ま た 逆 に イ ネ い も ち 病菌 を
シ コ ク ビエ に 接種 し で も 発病 し な い。 し か し シ コ ク ビエ
上 に シ コ ク ビ エ い も ち 病菌 に よ る 病斑が存在す る と ， そ
の病斑の上では シ コ ク ビ エ に 病原性 を 持た な い イ ネ い も
ち 病菌が生存， 増殖で き る ( 内 藤 ら ， 1981・図 - 1 ) 。 ま
た ， ヒ エ の他種病害 に よ る 病斑上で も イ ネ い も ち 病菌が
生存， 増殖 し て い る 可能性 も 示 唆 さ れ て い る (加藤，
1987) 。

( 3 ) 
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い も ち 病 は ， 作物病害 の 中 で は最 も 古 く か ら 多 く の研
究が行わ れ， 防除技術の最 も 進んでい る 病害であ る 。 防
除薬剤の点か ら み て も 他の病害 に比較す る と ， 効果の高
い優秀な剤が そ ろ っ て い る 。 し か し ， い も ち 病菌 は 多 く
の研究， 防除技術の開発に も かかわ ら ず， 絶滅す る こ と
な く 普 と 変わ ら ず し ぶ と く 生存 し ， 常 に 大被害 を 引 き 起
こ す機会 を 虎視耽々 と 狙 っ て い る 。 こ の い も ち 病 に よ る
被害 を根絶 し ， い か な る 年で も 安定 し た 稲作が行 え る よ
う に す る た め に は， 改 め て い も ち 病菌の 自 然界 に お け る
し た た か な生存戦略 ( い も ち 病菌の環境適応力 ) を 見直
し， こ れ ま での や や対処療法的な傾向があ る 防除体系 か
ら ， 根絶す る に は ど う し た ら よ い か と い う 視点 に 立 っ た
防除技術 を考 え る 必要があ る 。 こ こ で は ， い も ち 病菌の
自 然界 に お け る 環境適応の実態お よ びそ れ に対す る 新 し
い 防除技術 に つ い て概要 を述べ， 今後の参考 と し た い。

自然界 に お け る い もち病菌のしたたかな

生残 り 戦術

I 

水田の水面 ・ 土壌表面， 枯死植物上での腐生的

シ コ ク ピエ い も ち 病斑部 に お け る イ ネ い も ち 病菌
レース 001 の 増殖

注) シ コ ク ピ エ X OOl 分生胞子 :シ コ ク ピ エ い も ち
病斑部 に イ ネ い も ち 病菌 レ ー ス 001 の分生胞子 を
接種 し ， そ こで形成 さ れた胞子 を 新 2 号 に 接積

シ コ ク ピ エ病斑単独 : シ コ ク ピ エ い も ち 病斑の
分生胞子を 新 2 号 に 接種

種接シコクピエxOOl分生胞子 シコクピエ病斑単独 無
イ ネ品種「新 2 号」の発病

図-1
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栽培法や品種が ど う で あ れ， い も ち 病菌 を根絶で き れ
ばい も ち 病 は発生 し な い は ずであ る 。 そ れ な ら なぜ効果
の 高 い 防除剤が あ る に も かかわ ら ず， 時 と し て い も ち 病
の大発生が生 じ る の だ ろ う か。 こ の疑問 に つ い て ， い も

ち 病菌 の 自 然界 で の 種々 な 生 き 方 の 面か ら 考 え て み た

1 イ ネがない所でイ ネいもち病菌 は生き残れるか

い も ち 病菌 は生 き て い る イ ネ を侵害す る だ け でな く ，
他の植物 を も 侵害 し ， ま た 腐生的 に も 生存で き る た め ，
そ の 自 然界 に お け る 生存法 は 多岐 に わ た っ て い る 。

( 1 )  雑草や イ ネ 以外の植物での生存
雑 草 で の イ ネ い も ち 病 菌 の 生 存 に つ い て ， 成 田 ら

(1956) は オ ニ ウ シ ノ ケ グ サ， エ ゾ ノ サ ヤ ヌ カ ク サ に い
も ち 病の 自 然発生 を 認め， ま た イ ネ 科植物への イ ネ い も
ち 病菌の接種試験で 23 属 38 種の植物 に 発病 を 認 め た 。
ま た 小野 ら (1963) は ， 生 き た 植物体 よ り 枯死した も の
で胞子形成が良好で あ る こ と ， ま た ， ツ ク シ や ア シ ボ
ソ ， オ オ バ コ ， タ モ ノ キ ， シ ロ ツ メ ク サ等の生体上で も
胞子形成 を認め た 。 さ ら に ， タ ケ の い も ち 病が島根県で
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種子消 毒 1 無処理 1 種子消 毒 2 無処理 2

種子消 毒の有無

図 -2 種子消毒に よ る 苗い もち 防除効果
(1992 年福島農試成績 より作図)

生存
小野 ら (1963) に よ れ ば， イ ネ 葉 に 自 然発病で形成 さ

れた い も ち 病菌胞子 は水面 に 落下す る と そ の 約 80% の
も の が水面 に浮遊 し ， 温度が 23�28'Cの場合 に は そ の
約 70%の も の が胞子 を 形成 す る 。 ま た 土壌表面 に お い
て も ご く わ ずか に胞子が形成 さ れ る 。 さ ら に ， 枯死 し た
雑草や下葉等 の枯死部分， あ る い は落葉上で も い も ち 病
菌 は比較的容易 に 生存 し ， 胞子形成が可能であ る 。

以上述べた よ う に ， イ ネ 以外の場所での イ ネ い も ち 病
菌の生存， あ る い は腐生的な増殖が， 実際場面での イ ネ
の い も ち 病発病 の伝染源 と し て ど れ ほ ど の意味 を 持 っ
か， い ま だ明 ら かで な い部分が多 い。 し か し， こ れ ま で
の多 く の研究結果か ら ， こ れ ら が常 に イ ネ の作期 に お け
る い も ち 病の伝染 源 の 主体 に な っ て い る と は 考 え が た
い。 こ れ ら の場所で い も ち 病菌が生存可能で あ る と い う
こ と は， イ ネ が な い時期 お よ びた と え イ ネ の栽培がな く
な っ た と し て も ， イ ネ い も ち 病菌が 自 然界で生 き 延 びて
い く た め の 一つ の 重 要 な 種 の保存手段で あ る と 考 え ら
れ， ま た ， 時 と し て イ ネ い も ち 病の伝染源 と な り え る こ
と を示唆す る か も し れ な い 。

2 イ ネいもち病はどうして 毎年発病するのか

一一い も ち 病菌 は貯蔵 し て い る イ ネ 種子や稲 ワ ラ で
長期間生存で き る

い も ち 病 は種子伝染性病害で， 最初の発病 はJ曜病種子
に よ り 育苗箱 内 で苗 い も ち と し て輸葉や 葉輸 に発生す
る 。 こ れ ら の，寵病苗が本田での伝染源 と な る 。 そ の た め
本病防除の た め に は ま ず健全種子の利用 と 種子消毒の徹
底が重要 と な る ( 図 ー2) 。 ま た擢病 ワ ラ が育苗期 の 苗箱
の近 く に あ る と 伝染源 と な る 。 こ れ ら の擢病種子， 稲 ワ
ラ で， い も ち 病菌 は分生臨子， 菌糸 で越冬 し ， 乾燥状態
に あ れ ば分生胞子 は 約 1 年， 菌糸 は 4 年以上生存 し伝染
源 と な る (栗林， 1928) 。
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図 - 3 イ ネ 葉耳の毛茸での非親和性 い も ち 病菌 レ ー ス の
生存

口 : 親和性 レ ー ス ，図非親和性 レ ー ス

3 いもち病菌 レ ー ス は侵害できる品種が栽培§れて

いない水田でも生き残れるか

一一イ ネ 体で は イ ネ の棄 を侵害で き な い レ ー ス (非

親和性 レ ー ス ) で も 生存で き る 場所が あ る
( 1 )  イ ネ の薬耳， 葉舌， 穂で は 非親和性 い も ち 病菌

レ ー ス で も 生存で き る
イ ネ い も ち 病菌 に は 多 く の レ ー ス (菌型) があ り ， そ

れ ぞ れ の レ ー ス に よ り 侵害 で き る 品種 が異 な る 。 し か
し， イ ネ 体の葉耳の毛茸や葉舌， 穂の各組織では そ の 関
係があ い ま い で， 葉身 を通常侵害 で き な い非親和性 い も
ち 病菌 レ ー ス で も 侵害 で き る (越水， 1970 ; 内 藤 ら ，
1985) 。 そ の た め 葉 を 侵害 で き る 品種がな く て も そ の レ
ー ス は細 々 な が ら 消滅す る こ と な く こ れ ら の 部位 で 生
存， 増殖 し ， 勢力 を盛 り 返す機会 を待 っ て い る ( 図 3) 。
穂は こ れ ら 非親和性 レ ー ス に よ っ て も 発病 し ， 穂い も ち
での分布 レ ー ス は一般 に 葉 い も ち よ り 種類が多 い 。

( 2 ) イ ネ の葉 に 親和性 レ ー ス に よ る 病斑が あ る と ，

そ の病斑上で非親和性 レ ー ス も 生存で き る

前述 し た シ コ ク ビエ い も ち 病 の場合 と 同様 に ， あ る 品
種の上でそ の 品種 に 病原性 を持つ親和性い も ち 病菌レー
ス の病斑が存在す る 場合， そ の病斑上では非親和性 レ ー
ス も 生存 ・ 増殖で き る ( 内 藤， 1979) 。 そ の た め い も ち
病菌 は こ の方法に よ っ て も 侵害で き る 品種が な く て も 生
き 延び る こ と がで き る ( 図 4) 。

4 抵抗性品種が栽培されて もなぜ絶えないか

一一い も ち 病菌の病原性 は変異 し や す い
こ れ ま でい も ち 病 に対す る 多 く の抵抗性品種が育成 さ

れ， 栽培 さ れて き た 。 特 に 外国稲の抵抗性遺伝子 を 導入
し た 高度抵抗性品種の育成 は 1940 年 ご ろ か ら 進 め ら れ，

い く つかの 実用 品種が普及 し た が， こ れ ら の 多 く は普及
後数年で激 し く 発病す る よ う に な り ， い わ ゆ る 抵抗性の
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007 033 303 
各品 種か ら の分離 レ ー ス

レ ー ス 033 と 303 菌対時 接種苗移植 田での 分布 レ
ー ス

口 : コ シ ヒ カ リ ， 四 : シ モ キ タ
分離 レ ー ス 333 : 対時 接 種 親 菌 レ ー ス 033 と 303 の

無性的交雑に より生成 さ れ た と 考
え ら れ る 新 レ ー ス

333 003 

図 -5たちほな み 1 たちほな み 2 たちほな み 3
接 種 品 種

図-4 親和性 い も ち 病菌病斑に お け る 非親和性 い も ち 病
菌 レ ー ス の生存

注) サ サ ニ シ キ 病斑上に レ ー ス C 3 胞子 を接種し，
形成 さ れた胞子 接種

通常 レ ー ス C 3 は サ サ ニ シ キ を侵害でき な い.
接種品 種 : レ ー ス C 3 に 親和性の品 種

ふ系 69

告 さ れ， こ れ以来耐性菌問題が大 き な 問題 と し て認識 さ
れ る よ う に な っ た (三浦， 1984 : 飯島 ら ， 1987) 。

( 2 ) 効果 の 高 い 薬剤 で も い も ち 病菌 を無 に す る こ と
は至難の業で あ る

い も ち 病 は種子伝染が主体の病気で あ る 。 そ の た め ，
種子消毒 を完全に行い， 付着 い も ち 病菌 を 根絶 す れ ば い
も ち 病は発生 し な い。 し か し ， 現在， ど ん な効果の 高 い
種子消毒剤で も 完壁 に い も ち 病菌 を死滅 さ せ， 無病化す
る こ と は で き な い。 こ の残存い も ち 病菌が箱育苗 と い う
好適環境条件下で増殖 し ， 本 田 での発病源 と な る 。

6 極めて少数の生存いもち病菌がイ ネ の発病源 と な

り得るか

一一い も ち 病菌の伝染力 は極め て 強 い
い も ち 病 を根絶す る こ と が困難な 理 由 の 一つ は ， そ の

伝染力 が強 い こ と であ る 。 環境条件が良好の場合 に は 1
個で も 病斑が存在 し た 場合， そ れが増殖 し ， 閏場全体 に
伝染す る の に そ う 時間 は か か ら な い 。 太田 ら が 19 68 年
か ら 数か年 に わ た り 大曲市 の 東北農試間場 で実験 し た 結
果 に よ る と ， 本 田 中央 に l 個 の 病斑 を 持つ株 を 1 株 6 月
13 日 に 移植後， 好適気象条件が 1�2 回訪れ る と そ の 後
の発病増加 は極 め て 急激で， 7 月 下句 に は 1 ， 000 株以上
が発病 し た (越水， 1992) 。

以上， イ ネ い も ち 病 菌 は， 圃 場 に お い て ， 主 と し て
2�6 項で述べ た よ う な 特性 を 最大限駆使 し ， 人 聞 が加
え る 防除圧 に 耐 え ， し ぶ と く 生 き 長 ら え ， 人間への反撃
の機会 を虎視耽々 と う かが っ て い る 。

い もち病 に勝つた め の根本的対策はあ る か

一一新 し い省力， 環境負荷軽減防除技術の開発
近年の農業 を 取 り 巻 く 情勢の大 き な 変化 に 対応 し ， 病
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崩壊現象が見 ら れた 。 そ の代表的 な 品種 に は支那稲系 の
抵抗性遺伝子 を 導入 し た ク サ プエ や ユ ー カ ラ 等， ま た 九
州 に お け る レ イ ホウ の例があ る (松本 ら ， 1965 : 山 田 ，
19 65) 。 こ の原因 は， い も ち 病菌 は 変異しや す く ， 病原
性変異 に よ り こ れ ら の新 し い遺伝子 を持 っ た 品種 を侵害
で き る 新 レ ー ス が生成 さ れた こ と に よ る 。

こ の い も ち 病菌の病原性変異 に よ る 新 レ ー ス の生成 は
突然変異， 有性的交雑， 無性的交雑 に よ っ て起 こ る 。 有
性的交雑 は 日 本の い も ち 病菌が交雑能 を喪失 し て い る こ
と か ら 可能性 は な い。 可能性が高 い と 考 え ら れ る の は複
数の レ ー ス が共存 し て い る 発病 回 に お け る 無性的交雑
(内藤 ら ， 1988 : 斉藤 ら ， 1989) と 突然変異であ る (図-
5) 。

ま た 同一品種 を長期間栽培 し て い る と そ の 品種 と 最 も
仲の良い レ ー ス が徐々 に増加 し ， 主体 を 占 め る よ う に な
り ， そ の結果 そ の 品種は よ り 擢病的 と な り 被害が大 き く
な る 。 コ シ ヒ カ リ 栽培地帯での一つの試験例 に よ れ ば，
最初 レ ー ス 003 が優先 し て い た も の が年毎 に コ シ ヒ カ リ
と 最 も 仲の良 い レ ー ス 001 と 入れ替わ り ， つい に は レ ー
ス 001 が優先 レ ー ス と な る (内藤， 1994) 。

5 効果の高い防除薬剤を利用 しでもなぜ絶えないか

( 1 )  薬剤耐性菌の発生
い も ち 病菌 に 対 し 同 じ成分 を持つ薬剤 を何回 も 使用 し

て い る と そ の薬剤の効果が劣 っ て く る こ と があ る 。 そ れ
は い も ち 病菌が変異 し て そ の薬剤 に対 し 耐性 を持 っ た菌
株が出現 し た た め であ る 。 こ れ ま で に 耐性菌の 出現 は カ
ス ガマ イ シ ン， IBP， EDDP 等 で認 め ら れて い る 。 カ ス
ガ マ イ シ ン耐性菌 は 1971 年 に 山形県 の庄内で最初 に 報
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害防除 に おい て も 省力， 低環境負荷， 高精度の 防除技術
開発が進め ら れて い る 。

1 いもち病被害の軽減技術

( 1 )  発生予察技術の高度化
的確 な発生予察 は必要最少限 の農薬， 労力 で的確 に病

筈 を 防除す る た め の最 も 重要な技術であ る 。 特 に 現在農
薬以外の実用的防除技術が ほ と ん ど確立 さ れて い な い イ
ネ の病害防除 に お い て ， 発生予察技術の活用 は特に重要
であ る 。 現在最 も 広 く 用 い ら れて い る 予察法は地域気象
観測 シス テ ム (AMeDAS) を 利 用 し た モ デ ル BLAS
TAM (越水， 1988 ; 林 ら ， 1988) で感染好適 日 の 出現
か ら 発病 を 予測す る も の であ る 。 ま た シ ミ ュ レ ーショ ン
モ デル と し て BLASTL (橋本 ら ， 1984) があ る 。

( 2 ) 新 し い低薬量， 低毒性， 高性能農薬の 開発
1) 種子消毒剤
現在の種子消毒剤の主体であ る エ ル ゴ ス テ ロ ー ル生合

成阻害剤 (EBI 剤) は 病原菌 の 細 胞膜 の 主成分 で あ る
エ ル ゴ ス テ ロ ー ル の生合成 を 阻害 し， 病原菌の細胞膜の
機能 を か く 乱 し， 防除効果 を 示 す 薬 剤 で あ る 。 ばか苗
病， ご ま 葉枯病， い も ち 病 な ど の種子消毒剤 と し て 多 く
の薬剤が開発 さ れて い る 。

2) メ ラ ニ ン生合成阻害剤
い も ち 病菌 は稲体 に侵入す る 際表面 に付着器 を形成 し

て か ら 侵入す る 。 こ の付着器の細胞壁 に メ ラ ニ ン と い う
褐色の色素が生成 さ れな い と 侵入で き ず， 発病が阻止 さ
れ る 。 こ の剤の大 き な特徴 は殺菌性がな い こ と で， 本剤
の直接作用 で い も ち 病菌が死ぬ こ と は な い。 最近の育苗
箱施用剤， 本田水面施用剤 ・ 散布剤等 の多 く が こ れ に含
ま れ る 。

3 )  抵抗性誘導剤
プ ロ ベナゾール剤 に代表 さ れ る 本剤 も 殺菌性 は な い。

本剤 は イ ネ に 対 し い も ち 病抵抗性発現 を誘導 す る 機能 を
持つ と い わ れて い る 。 今後， こ の種の薬剤 の 開発が進む
可能性があ る 。

( 3 ) 新 し い剤型， 施用法の 開発
1) 長期効果持続型粒剤
機械移植が普及 し て か ら 育苗箱施用の粒剤や本田での

水面施用粒剤がい も ち 病 を初め紋枯病 に も 開発 さ れた 。
粒剤 は効果の持続す る 期聞が長 し い も ち 病剤では 2 か
月 近 く 効果 を 示 し， 現在， よ り 効果の高い新 し い剤の開
発が続 い て い る 。

2) ノT ッ ク 剤
本田投げ込み型の薬剤がい も ち 病， 紋枯病 に 対 し 開発

さ れた 。 本剤で は特別の 防除機器 は不要で， 大規模型 の
航空防除 に 対 し， 中規模以下の農家 を対象 に省力， 低 コ

ス ト 型防除法 と し て 期待が も て る 。
3) 本田移植時側条施薬
本田移植 と 同時 に 苗の株元に粒剤 を施用 す る 側条施薬

技術の 開発が進 め ら れて い る 。 本法に よ る 防除効果 は高
く ， 今後の省力， 低投入， 低 コ ス ト 防除技術 と し て期待
が も て る 。

4) 地上走行型少量散布機， RC へ リ の利用
地上走行型少量散布機 ( ブ ー ム ス プ レ ー ヤ， 25 L/1O 

a) に よ る 防除技術や ラ ジ コ ン へ リ に よ る 防除が進め ら
れて い る 。 本法 に よ れ ば航空防除 よ り 時間 は か か る が，
薬剤の周辺への飛散 も 少 な し 航空防除がで き な い地域
で の 省力， 低投入， 低 コ ス ト 防 除 技術 と し て 期 待 で き
る 。

( 4 ) 病害抵抗性遺伝子多系品種の利用
イ ネ い も ち 病菌 に は 多 く の レ ー ス が あ る 。 現在存在す

る レ ー ス に 侵害 さ れ な い 品種 を 栽培 し て も 前述の よ う に
抵抗性の崩壊が起 こ る 。 そ こ で， い も ち 病真性抵抗性遺
伝子だ げ が異 な り ， 食味等の他の形質 は同ーの系統 (同
質遺伝子系統) を 多 数育成 し， そ れ を混植す る こ と に よ
り 親和性 レ ー ス の増殖を抑止 し ， 発病 を軽減 し よ う と す
る 技術が開発 さ れた。 現在サ サ ニ シ キ の多系品種が実用
化 さ れて い る 。 こ れ に よ り 薬剤防除回数の大幅低減が期
待 で き る 。

2 いもち病根絶技術

い も ち 病 は， 前述の よ う に 種子伝染性病害であ る 。 い
か に し て健全， 無病の種子 を 生産 す る かが， い も ち 病根
絶の第一歩 と な る 。

( 1 )  健全種子生産技術
現在， イ ネ の病害で最 も 重要 な種子伝染性病害の防除

は， 種子消毒や育苗箱施薬で対応 さ れて い る が， 優秀な
薬剤で も 現実 に は完全な 防除が困難な場合が多 い 。 種子
伝染性病害 で は わ ずか な 汚染種子が混在 し て い て も 後の
発病 に大 き く 影響す る 場合が多 く ， 完全な種子消毒効果
が理想で あ る 。 そ の た め に は 汚染程度 の低 い種子 を 生産
す る こ と が重要で， 種子生産圃での汚染軽減栽培技術，

立毛時防除法の 開発研究が必要であ る 。
( 2 ) 種子の無病化技術
種子の無病化 を達成す る た め に は病原菌が存在す る 部

位 を 明 ら か に し， そ の組織 を 種子か ら 除去す る 方法があ
る 。 こ れ に よ り 種子の無病化が可能 と な り ， 種子消毒が
不要 と な る と と も に種子伝染性病害の本田 での防除 も 不
要 と な る 。 ま た 少 な く と も こ れ に よ り 種子の汚染程度 を
大 き く 軽減す る こ と がで き る は ずであ り ， 種子の 消毒効
果 を あ げ る こ と も で き る 。 こ の 防除技術が確立 さ れ る

と ， い も ち 病等 の種子伝染性病害の根絶 も 夢で は な い。
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い も ち 病 は イ ネ に と っ て極 め て 恐 ろ し い疫病であ る 。
そ れ は米 を 主食 と す る 我々 人聞 に と っ て も 同 じ で あ る 。
こ れ ま で人聞の多 く の 重要な疫病 に 対 し て は人聞 は そ れ
を 絶滅す る た め に 多大の努力 を し， そ の成果のおか げで
現在の我々 は安心 し て 生活で き る よ う に な っ た 。 農業の
分野で も ウ リ ミ パエ 等 に 見 ら れ る よ う に根絶の努力 がな
さ れて き た 。 し か る に ， 最 も 恐 ろ し い疫病で あ る い も ち
病 に 対 し て は ど う で あ ろ う か。 最近の 防除研究， 薬剤の
開発 は なぜか， い も ち 病 は 出 る も の で， そ の年の被害 を
何 と か抑 え ら れれ ば そ れ で よ い と い う ， い も ち 病 に 敗退
宣言 を し た よ う な気風が 占 め て い る よ う に 思 え る 。 ま た
最近， 環境保全 と い う 言葉 に 熱心 な あ ま り ， い も ち 病菌
も 生 き 物で あ る か ら 殺 さ ず に被害の な い程度 に程々 に抑
制 す れ ば よ い と い う 考 え 方 を す る 人 も い る が， 現実 を知
ら な い極め て 甘 い考 え で あ る 。 平成 5 年の大冷害年 に お
け る い も ち 病の激発状況 は， 科学が進ん だ現代 に おい て
も 一歩間違 う と い つ で も 江戸時代以前 と 同様の激烈 な状
況が襲来す る こ と を 示 し て い る 。

イ ネ の病害 に 絞 っ て み て も ， 根絶が必要 な病害 と そ れ
ほ ど の努力 を し な く て も よ い病害 と あ る こ と も 事実であ
る が， い も ち 病 は根絶す べ き 病害で あ り ， 努力 に よ り 線
絶が可能 な 病害であ る 。
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OThe Third Asia-Pacific Conference of Entomology 

の ご案内
日 時 : 1997 年 1 1 月 16 日 �22 日
場 所 : 台 湾 ・ 台 中 市 館 前 路 ・ 園 立 自 然 科 学 博 物 館
(National Museum of Natural Science) 
参加費 : US$300 ( 1997 年 6 月 30 日 ま で)

US$320 ( 1997 年 6 月 30 日 以後)
US$350 (会場受付 け )

他 に ， 同伴者 は 一律 US$200， 学生参加費 は US$ 120
です。 た だ し 学生参加費 を 申 し 込 む場合 に は 身分証明
書， ま た は指導教授の証明が必要 です。

上記の 会議 は 1989 年， 1993 年 に 第 1 回， 第 2 回 の 会
議がおのおの チ ェ ン マ イ ， 那覇市で開催 さ れ， 今回が第
3 回 目 に 当 た り ま す。 会議 の 内 容 は 次 の 18 項 目 に 分 か
れて講演 を 行 な う 予定です。

1 .  Morphology， Systematics and Evolution 
2 . Insect Physiology 
3 .  Biochemistry and Molecular Biology 
4 .  Behavior and Population Ecology 
5 . Social  Insects 
6 . Insect Conservation and Museum Inventory 
7 . Insects of Medical and Public Health Importance 
8 .  Forest Entomology 
9 .  Apiculture and Useful Insects 

10 . Insects of Agricultural Importance 

11 . Storage Insects 
12 . Pathology and Microbial Control 
13 . Biological Control 
14 . New Approaches to Insecticide Management 
15 . Toxicology and Insecticide Resistance 
16 . Biopesticides 
17 . Acarology 
18 . IPM 
なお， 他 に ポ ス タ ー セ シ ョ ン を 設 け， 各種の小型シン

ポ ジ ウ ム も 企画 中 です。
準備委員会では第 1 回， 第 2 回 の会議 に 負 け な い よ う

な盛会 を期待， 尽力 中 です の で， 大勢の皆様の参加 を お
待 ち し て い ま す。 本 会 議 の 2nd Announcement は 昨年
既 に配布済みですが， ご希望 の 方 に は 申 し 込 み が あ り 次
第， 直 ち に お送 り し ま す。
連絡先

Dr. Chinchang Yeh， Secretariat 
Third Asia.Pacific Conference of Entomology 

P. O. Box 者 17-81
Q. Taichung， Taiwan 40227 

Tel : + 886-4-286-0368 Fax : + 886-4-287-5024 
ま た は
朱耀祈 (Yau・1 Chu) 
台湾 ・ 台北市羅斯福路
園立台湾大学農学院植物病虫害学系
Tel : + 886-2-735-9990 Fax : + 886-2-735-9990 

+ 886-2-735-0872 
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