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は じ め に

PGPR は， Plant Grow th-Promoting Rhizobacteria 

の頭文字 と し て 約 20年 前 に KLOEPI'ER ら が提唱 し た 言葉

であ る (KLOEPPER and SCHROTH ， 1978) 。 植物生育促進性

根 圏細菌 と も 訳 さ れて い る が， 一般 に は PGPR と 英語

の頭文字 を そ の ま ま 使用 す る 場合が多 い よ う であ る 。 こ

の言葉の意味合 い か ら す れ ば， 植物病理学 よ り も 土壌微

生物学 に よ り 深いかかわ り を持つ研究分野の よ う に も と

れ る が， 実 際 に は PGPR に 関 す る 研究 の 中 心的部分 は

植 物 病 理 学 で 行 わ れ て き た 。 そ れ は， KLOEI'PER ら

(1980) の 研究， す な わ ち 蛍 光 性 Pseudomonas 属 に よ

る ジ ャ ガ イ モ軟腐病の抑制効果が シ デ ロ フ ォ ア に よ る 3

価鉄イ オン の吸収阻害 に よ る も の と し て Nature に 掲載

さ れた こ と に よ っ て ， PGPR がバ イ オ コン ト ロ ー ル の

一つ の担い手 と し て一躍注 目 さ れた こ と に よ る も の だ ろ

う 。 1980年 代 の PGPR に 関連す る 研究 は， 植物根圏 に

生息す る 細菌がいか に措抗的 に植物病原菌や植物生育阻

害 性根 圏 微 生 物 (Deleterious Rhizosphere Micro

organisms = DRMO) に働い て い る か， そ う い っ た こ と

が発病抑止土壌 の よ う な現象 を 説明 す る に 足 る か ど う

か， あ る い は分離 さ れた細菌 は バ イ オ コン ト ロ ー ル エ ー

ジ ェン ト と し て効果が あ る の か ど う か， と い っ た こ と が

盛 ん に行われて き た (HANDELSMAN and STABB， 1996) 。

一方， Azosþrillium な ど い く つ か の根 圏細 菌 属 は，
ノ fイ オ コン ト ロ ー ル の作用 を持た ず と も 空中窒素 を 固定

し た り ， 植物 ホ ル モン を 生産 し た り す る こ と で直接宿 主

植物 の 生 長 を 促 す 例 も 多 々 知 ら れ て お り ， そ れ ら も

PGPR に 含 ま れ て き た 。 そ れ ら の微生物 は 植物 と ゆ る

や かな共生関係 を築 い て い る の で あ ろ う が， そ の生長促

進効果が本来の共生微生物 と さ れて い る マ メ 科の根 粒菌

や菌根 菌 に比べ る と か な り 小 さ い の で， 注 目 度 も 低 く ，

知識の蓄積 は ま だ少な い と い わ ざ る を 得 な い 。 た だ し，

こ う し た 半共生的な微生物 は再生が困難な林地での植林

事 業 に 効 果が 見 ら れ る 場 合 も 報 告 さ れ て お り

(C!IANWAY， 1997) ， 今後の途上国での緑化事業 な ど への
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応用が期 待 さ れ る と こ ろ で は あ る 。

こ の よ う に PGPR は ， 最終的 な 効果が植物生長促進

であ っ て も ， そ の作用機作か ら 大 き く 二つ の タ イ プ に 分

け ら れ る の で， BASHAN ら ( 1998) は ， 接種効果 が バ イ

オ コン ト ロ ー ル に よ る 細 菌 を バ イ オ コン ト ロ ー ル

PGPB (Plant Grow th-Promoting Bacteria) ， そ れ以

外の植物 の 生長 を直接促す細 菌 を 単 に PGPB と呼 ぶべ

き だ と 提案 し て い る 。 な お， こ の 提案 に 対 し て PGPR

電子 ニ ュ ー ス レ タ ー で は意見 を 募集 し て い る 。 ウ ェ プサ

イ ト ア ド レ ス は http : //w w w .ag.auburn.edu/pgpr で

あ る 。

さ て ， バ イ オ コン ト ロ ー ル PGPB で あ っ て も PGPB

であ っ て も ， こ の種の微生物の接種試験 に は非 常 に頭の

痛い 問題が存在 し て い た 。 接種効果の不安定性 の 問題で

あ る (KLOEPPER e t  a l . ，  1989) 。 こ の 問題 を 解決 し な い 限

り ， PGPR に 対 す る 現場 で の 信頼 は 勝 ち 得 なし3。 こ の

問題 に対 し て研究者達 は ど の よ う に対処 し ， ど の よ う な

知見 を獲得 し て き た の であ ろ う か。 そ し て ， そ れ ら の知

見 は こ れか ら ど の よ う に 生か さ れて い く の で あ ろ う か。

I メ カ ニ ズム の解明 と 接種効果の安定性

PGPR 関連の研究発表 は ， こ の 10年 余 り で 4 ， 000 件

も な さ れて い る (BASHAN and HOLGUIN ，  1998)0 PGPR が

世 に 出 て か ら し ば ら く は， ど の よ う な細菌が PGPR で

あ る の か， と い っ た話題が研究者 の 関心 を 引 く こ と も 多

か っ た が， バ イ オ コ ン ト ロ ー ル PGPB の 多 く が

Pseudomonas 属菌や Bac抑制 属 菌が 占 め て い る こ と が

わ か っ て く る と ， 研究の主眼 は 防除効果の メ カ ニ ズ ム に

移 っ て い っ た。 な ぜ な ら ， 詳細 な メ カ ニ ズ ム がわ か れ

ば， 効果の 高 い 菌株 と 効率の 良 い手段 を組み合わせ て 防

除効果の安定性 を 高 め る こ と が望 め る だ ろ う し ， そ れ に

何 よ り ， 目 に見 え な い メ カ ニ ズ ム の追求 は恒常 的 に 科学

的 プ ロ セ ス の根 幹 で も あ る (BOULTER， 1999) 。 ま た， そ

の よ う な物質 的な ア プ ロ ー チ が， こ れ ま での 生物生産技

術に大 き な貢献 を し て き た こ と に疑 い の余地 は な い。

そ こ で明 ら か に さ れて き た の が， シ デ ロ フ ォ ア や シ ア

ン 化合物産生の シ グ ナ ル伝達 レ ベルでの メ カ ニ ズ ム で あ

り ， ま た ， phenazine -1-carboxylic acid (PCA) に f-t

表 さ れ る フ ェ ナ ジン 系 化 合 物 や 2 ， 4- diacetylphlorog・

lucinol (Ph]) と か pyoluteorin や pyrrolnitrin の よ う
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な ポ リ ケ チ ド 系化合物産生の分子 レベルでの メ カ ニ ズ ム

で も あ る (図 1 ) (THOMASIIOW and MAVI山口1 ， 1997) 。 こ れ

ら の業績が， 筆者 ら の科学知識 の 向上 に 貢献 し て き た こ

と は 間違い な い が， PGPR が頼れ る バ イ オ コン ト ロ ー

ル技術 と し て 確立 し て い く に は ， ま だ困難な道の り が残

っ て い る と 思わ ざ る を 得 な い 。 なぜな ら ， 土壌や根 圏 は

難培養性微生物 も 含め て 多様な生物間の相互 作用 が無数

に起 こ っ て い る 系 で あ る か ら ， 接種 し た PGPR が う ま

く 働 く か ど う か は そ う い っ た相互 作用 の最終的な結果 と

し て ， 目 的 の 微生物 vs 植物， あ る い は 微生物 vs. (植

物 vs. 微生物) の因 果関係 を成立 さ せ な け れ ば な ら な い

か ら で あ る 。 そ う だ と す れ ば， DE LEIJ ら ( 1997) が指

摘 し た よ う に根 圏での微生物の生態 を個々 の メン バーで

は な く コ ミ ュ ニ テ ィ と し て と ら え ， そ の機能 を把握 し て

い く こ と が重要 と な っ て く る であ ろ う 。

と こ ろ が， 根 圏での微生物 コ ミ ュ ニ テ ィ 機能 を と ら え

る こ と は簡単 な こ と で は な い。 筆者 ら がカ ナ ダの林地土

壌 で， PGPR で あ る 蛍 光 性 Pseudomonas 属 3 菌 株 と

Bacillus 属 3 菌株 を使 っ て 行 っ た 実験で も ， PGPR 接種

に よ っ て 土壌や根 圏の微生物 コ ミ ュ ニ テ ィ の機能 的様相

(炭素源分解パ タ ーン ) は変化 し た が， そ の 変化 に 一定

の 傾 向 は 見 い だ さ れ な か った (SHlSHlDO and CHANWAY， 

1998) 。

し か し， こ れ は 考 え て み れ ば当 然 の こ と か も し れ な

い。 土壌や根 圏での生物的因子 は そ れ こ そ 無数 に あ り ，

因 子聞の相互 作用 を 示す関数は無限の行列式 と な る 。 し

か も ， 因子 同士 は強 い つ な が り や弱 い つ なが り と い っ た

ギル ド を形成 し て お り ， 個々 の因子 の機能 を ひ っ く る め

れ ば全体の機能 に な る よ う な単純な構造 に は な っ て い な

い。 さ ら に ， こ れ ら の因子 そ の も の や ギ ル ド は時間 と 共

に変化す る 。 こ の よ う な複雑系 を呈 す る 土壌や根 圏 に お

い て ， PGPR の よ う な イン プ ッ ト に 対 し て 微生物 コ ミ

ュ ニ テ ィ の反応 に 安定性 を 求 め る ほ う が間違 っ て い る と

も 考 え ら れ よ う 。 例 え ば， コ ム ギ根 圏 で Pseudomonas

aureofaciens 30-84 が phenazine を 生産 す る の に は N 

acyl-homoserine lactone (AHL) が シ グ ナ ル物質 と し

て使われて い る が， 他 の根 圏 Pseudomonas 属 菌 の 産 す

る AHL に よ っ て も 30-84 の phenazine 産生遺 伝子 が活

性化す る こ とが 示 さ れて い る (PIERSON et aI. ，  1998) 0 in 

vitro での実験結果が in situ で う ま く 再現 さ れな い問題

は今に始 ま った こ と で は な い。 し か し， そ の原因がい ま

だ に大 ま か な推論で し か説明 さ れて い な い現実 も 認識 さ

れな ければな ら な い だ ろ う 。
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H 内生菌と 誘導抵抗性

こ の接種効果の不安定性 に 対処す る 方策 と し て ， 近 年

注 目 さ れて い る の が内生菌 と 誘導抵抗性 で あ る 。 PGPR

が根 内 に 着生で き れば土壌や根 圏の複雑 な相互 関係 を あ

る 程度 は 回避で き る だ ろ う し ， し か も ， そ れ ら の 多 く が

宿 主 の全身抵抗性 を誘導 す る と い う 報告が相次い で い る

(第 4 回 PGPR ワ ー ク シ ョ ッ プ， 1997) 。

PGPR に よ る 抵抗性誘 導 の メ カ ニ ズ ム は ， ま だ解明

し な け れ ばな ら な い こ と が山積 し て い る 状況 で あ る が，

具合が良 い の は過敏感反応 に よ っ て誘導 さ れ る 全身獲得

抵抗性 (SAR) と い う 比較検討 で き る モ デ ル の 存 在 で

あ る 。 た だ し， PGPR 接種で は宿 主根 の 過敏感反応 に

よ る 壊死 は起 こ ら な い か ら ， 同 じ作用機構 と い う わ け に

は い か な い だ ろ う 。 例 え ば， PGPR 接種 は フ ァ イ ト ア

レ キ シン を 蓄積 さ せ る の で は な し む し ろ PGPR は宿

主の感受性 を 高 め て ， 宿 主 が病原菌 に侵入 さ れた と き に

産生す る フ ァ イ ト ア レ キ シン 量 を増加 さ せ て い る ら し い

(V AN PEER et al . ，  1991 ) 。 また ， エ リ シ タ ー と し て は

Pseudomonas 属 で は シ デ ロ フ ォ ア 類や リ ポ多糖 類 が有

力視 さ れて い る が， 中 に は SAR の よ う に サ リ チ ル酸 を

産生 し て 灰色かび 病 の 発病 を 抑 制 す る Pseudomonas も

報告 さ れて い る (DE MEYER and HOFTE， 1997) 。 し か し ，

サ リ チ ル酸の増加な し に誘導抵抗性の 発現が見 ら れた例

も あ り (PIETEllSE et al . ，  1996) ， PR タン パ ク質 が関与せ

ず と も PGPR に よ る 誘導抵抗性 は 発現 す る (HOFFLAND

et al . ，  1995) こ と を 考慮す る と ， や は り PGPR に よ る

抵抗性誘導 は い わ ゆ る SAR と は 違 った シ グ ナ ル伝達経

路で ( も ) 起 こ っ て い る と 考 えた ほ う が良 さ そ う であ る 。

実際に 抵抗性 を 誘 導 す る PGPR が 圃 場 で も 効果 を 示

すか ど う か に つ い て は， KLOEPPER の グ ル ー プが勢力 的 に

仕事 を し て い る ( 1998 年 ア メ リ カ 植物病理学会要 旨集

S 2， S 65， S 102 ，  S 103) し ， ま た ， 日 本 で も 相 野

(1999) が， 内 生 Pseudomonas 属 菌 を 使 っ て ト マ ト 青

枯病やハ ク サ イ根 こ ぶ病 に対 し て 圃場 レ ベ ル で比較的安

定 し た 防除効果 を あ げて い る 。 さ ら に ， 最近 の傾向 と し

て バ イ オ コン ト ロ ー ル エ ー ジ ェン ト と し て細菌 を 用 い る

場合， そ の タ ー ゲ ッ ト が地下部 か ら 地上部病害 に も 移っ

て き た (相野， 1999) こ と を 考 え 合わ せ て も ， 内生菌の

利用 と 抵抗性誘導が， よ り 効果が安定 し た バ イ オ コン ト
あか

ロ ー ル技術 と し て 期待 さ れ， 注 目 さ れて い る 証 し であ ろ

フ 。

皿 PGPR の未来

予測カ の あ る 土壌生態学 を構築す る こ と は難 し い (古
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図 ー1 PGPR で あ る Pseudomonas 属菌が康生す る 主 な抗菌性化合物 (THOMASHOII' and MAVRODl ， 1997) 

屋， 1999) 。 抵抗性 を誘導 す る 内生菌が， PGPR 接種効

果の安定 の た め有望であ る こ と は述べた。 し か し， 接種

効果が安定 し て い る こ と がバ イ オ コン ト ロ ールの最終 目

的で は な い。 バイ オ コン ト ロ ー ル は， 経済的 に有効な レ

ベ ル の 防除効果が あ っ て 初 め て 有用 技術 と な る の で あ

る 。 接種効果の安定性 は ， 経済的 に有効 な レベルの防除

効果 を 予測す る た め の必要条件 に 過 ぎ、 な い。 仮 に非 常 に

効果の安定 し た PGPR があ っ た と し て も ， そ の 防除効

果が減収許容水準 を下回 る も の であ っ た な ら ， 一体誰が

そ ん な も の を使 う だ ろ う か。

そ こ で， 有効な菌株の防除程度 を予測す る 知識 と そ れ

を 高 め る 技術が必要 と な ろ う 。 バ イ オ コン ト ロ ー ル に よ

る 防除効果 を帰納的 に 回帰式で示 し た例 は い く つ か あ る

(e. g.， RAAIJMAKER et al . ，  1995 ; SCHISLER et a l. ，  1997) が，

演鐸的 に 防除効果 を 予測 で き る モ デル は ま だ少 な い。

MONTESINOS ら ( 1996) は， 三 つ の モ デ ル， す な わ ち マ

イ ナ ス 指数関数モ デル と 飽和双曲線モ デル と ロ グ ノ ー マ

ル確率分布 を 基 に し た プ ロ ビ ッ ト モ デルの有効性 を 4 組

の病原菌ーバイ オ コン ト ロ ー ル エ ー ジ ェン ト を使 っ て検

証 し て い る が， こ の三 つ の 中 で は マ イ ナ ス 指数関数モ デ

ルでパ ラ メ ー タ の平均標準誤差が最小であ っ た 。

マ イ ナ ス 指数関数 モ デ ル は， ]OHNSON ( 1994) が病原

菌の接種密度 一発病度 を 予測 す る 指数関数 を 使 っ た モ デ

ル をバ イ オ コン ト ロ ー ルエ ー ジ ェン ト の影響 も 含め て ，

す な わ ち 二つ の 指数関数 を使 っ て ， バイ オ コン ト ロ ー ル

エ ー ジ ェン ト の接種量 に対す る 発病抑制効果 を 予測 す る

た め に 発展 さ せ た も の であ る 。 そ の式 は ，

y = l - exp( - kr{l - A[l - exp( - cz)] } )  ( 1 ) 

で表 さ れ る が， こ こ で U は 発病度， X と z は そ れ ぞ れ

病原菌 と バ イ オ コン ト ロ ー ル エ ー ジ ェン ト の 接種量， k 

と C は病原菌 と バ イ オ コン ト ロ ー ル エ ー ジ ェン ト の効

果 を 示す定数， そ し て A は 漸近 線パ ラ メ ー タ ， す な わ

ち バイ オ コン ト ロ ー ル エ ー ジ ェン ト に よ る 防除効果が，

何 ら かの 要因 で頭打 ち に な る と き の割合 を示 し て い る 。

も し， バ イ オ コン ト ロ ー ル エ ー ジ ェン ト の効果が 100%

発揮 さ れ る 理想的条件であ れ ば A = l と な り ， 式 ( 1 ) は

図 2 の よ う な 曲 線 を 示す。

と こ ろ で， バ イ オ コン ト ロ ー ル エ ー ジ ェン ト であ る非

病 原 性 Fusarium oxysþorum Fo - B 2 菌 株 (雨 宮 ら ，

1993) を 使 っ て ， ト マ ト 萎凋病菌 (F. oxy宅porum f. sp. 

lycopersici) に 対 す る 接種量 発病抑制 曲 線 を プ ロ ッ ト

し て み た の が 図 3 であ る 。 残念 な が ら ， こ れ は PGPR

を使っ た 試験で は な い が， バ イ オ コン ト ロ ー ル エ ー ジ ェ

ン ト と し て の参考 に は な る であ ろ う 。 図 2 と 図 -3 を 比

較す る と 確か に 接種量 に対す る 発病抑制度 は帰納的 に も

マ イ ナ ス 指数関数的 な様相 を呈す る 。 特 に病原菌の接種

濃度が高 い (106 spores/ml ) と き に よ り モ デ ル と 一致

し て い る よ う であ る 。 こ の傾向 は MONTESltoiOS ら ( 1996)
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グ リ セ ロ ー ル の 存 在 下 で 産 生 が 活 発 化 す る こ と ，

pyrrolnitrin 産生 は フ ル ク ト ー ス や マ ン ニ ト ー ル， そ し

て Zn2+ と NH4M02+ の 混合物で増加す る こ と ， さ ら に

サ リ チ ル酸 は NH4M02+ や グ リ セ ロ ー ル， グ ル コ ー ス

で産生が増加す る こ と な どが判明 し ， 炭素源 と 他の必須

元素のバ ラ ン ス がバ イ オ コ ン ト ロ ー ル関連物質の産生 に

強 く 影響 し て い る こ と も 示唆 さ れた (DUFFY and DEFAGO， 

1999) 。 こ の よ う な抗菌性や誘導抵抗性関連物 質 の 産 生

に 関 す る 環境条件の知見 が集積 す れ ば， 漸近線 A を 高

め に保持 し て お く 技術 も や が て 可能 に な る であ ろ う 。

いぶか
‘未来 を超 え た ' な ど と 書 く と 請 し が ら れ る だ ろ う が，

要す る に 「過去 ・ 現在 ・ 未来」 の次元の話で は な い と い

う こ と で あ る 。 PGPR 技術が生産者 に 受 け 入 れ ら れ る

た め に は， 生産者 自 身 が PGPR 技術 を 受 け 入 れ な け れ

ばな ら な い 。 こ れ は禅問答で も 何で も な い 。 使 う か ど う

か を 決定す る の は科学的な知識 そ の も の で は な し 生産

者 自 身の判断 な の だ と 言 い た い だ け であ る 。 ど ん な 高尚

な科学理論 に基づ く 予測 で も 必ず不確実性 を は ら ん で い

る (HUGHES e t  al . ，  1999) 。 そ ん な と き は客観的な確率論

に基づ く 判断 よ り も ， 当 事者 の 主観的な判断の ほ う が役

に立つ の で は な い だ ろ う か。 厳密 に は決 し て 不確実性か

ら 逃れ ら れな い 系 を相手 に し て い る 以上， 当 て に な る の

は精密な学説 よ り も む し ろ 当事者 自 身 の 常識的な判断の

ほ う で あ る 。 要 す る に ， PGPR に 防除効果 が あ る か ど

う か疑心暗鬼す る よ り も ， う ま く 効かせ る 自 信の あ る 人

だ け が使 え ば よ い の で あ る 。 な ぜ な ら PGPR は 物質 で

は な く 生 き 物 な の だ か ら 。 ち な み に ， こ れ は PGPR に

限 ら ずバ イ オ コ ン ト ロ ー ル技術全般 に い え る こ と で も あ

お わ り に ・・ ・未来 を超 え た物語

lnoculum density o f  F. 0. 1. (spores/mI) 
80 ト j

x = 106 
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。

の PGPR であ る Pseudomonas 属菌 を使 っ た 結果 と も 合

致 し て い る 。 ち な み に ， Fo - B 2 の h と C は そ れ ぞ れ

1 . 006 X 10-6/ spores と 2 . 00 1 X 1 0-6/ spores で あ り ， A

は 0 . 9349 であ っ た 。

こ の漸近線 A が比較的高 い の は， こ の 実験が温室 内

で殺菌土壌 を使っ た た め と 考 え ら れ る 。 で は ， も し こ の

A が圃場 の よ う な環境で ど ん ど ん下が っ て い っ た ら ，

バ イ オ コ ン ト ロ ー ル の効果 は ど う な る であ ろ う か。 そ れ

を プ ロ ッ ト し た の が 図 -4 で あ る 。 図 を 見れ ば明 ら か な

よ う に ， こ の A を い か に 高 め て お く か が， バ イ オ コ ン

ト ロ ー ルエ ー ジ ェ ン ト が実際 に 役立 つ レベル の防除効果

を示すた め の キ ー ポ イ ン ト と な る は ずであ る 。

最近， P. fluorescens CHA 0 を 使 っ た 実験で， Zn2+ や

NH4M02+， そ れ に グ ル コ ー ス が豊富 に あ る と Phl の産

生が促 さ れ る こ と ， 一方 pyoluteorin は Zn2+ や C02+，
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ろ う 。

本稿 を作成す る に 当 た り ， 有益な助言 を い た だ い た 千

葉大学園芸学部 ・ 雨宮良幹教授 に謝意 を表す る 。
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書 評

「種子伝染病の生態 と 防除」
一一盤全種子生産 を め ざ し て一一

大畑貫一 ・ 園安克人 ・ 高橋慶治 ・

栃原比 呂 志 ・ 長尾記明 共編
B5 判， 289 ペ ー ジ

定価 9，030 円 (本体価 格 + 税) ， 送料 380 円
日 本植物防疫協会 発行

種子伝染病 と 聞 い て す ぐ 思 い 出 す の は， い ち ば ん ホ ッ
ト な 去 年 の ス イ カ 果 実 汚 斑 細 菌 病騒 動， 少 し 古 く は

1973. 74 年の ス イ カ 台 木用 ユ ウ ガ オ つ る 割病の 突発，
さ ら に古 く 1966�68 年の キ ュ ウ リ ， ス イ カ の CGMMV
の大発生， な ど であ ろ う 。 三回 と も 発生 し た 当初は， 被
害の凄さ と そ の あ と の心配 と で， 関係者 を そ れ こ そ 震揺
さ せ た も の だ っ た 。 幸 い な こ と に， そ の つ どの適切な研
究や行政上の対応 に よ っ て ， 数年の 聞 に 下火 と な り 大事
に至 ら ず に 済 ん で来た。 し か し そ の一方で， 種子伝染病
に 関す る 体系 的な研究や こ れ に 関 す る 啓蒙的 な成書の必
要性が強 く 叫ばれて来た 。 幸 い ， 今回 日 本植物防疫協会
の主導で本書が出版 さ れた こ と は， 文字 どお り 時宜 を 得
た 大 ヒ ッ ト と い う べ き であ ろ う 。 本書 を と り ま と め ら れ
た編者， 執筆者の み な さ ん と ， こ れ を推進 さ れた協会当
局の熱意 に ， 心か ら 敬意 を表 し た い。

さ て 内容であ る が， 概読 し た 限 り ， 類書が全 く な か っ
た わ が 国 で， 今 の 時点 で と り ま と め ら れ た も の と し て
は， こ れ以上望 むべ く も な い ほ ど の 出来栄 え であ る 。 大
き く 総論 と 各論 に 分 け ら れて い る が， ど ち ら か と 云 え ば
総論に 力点がおかれ， 内外の文献 を参考 に ， 大胆 に体系
化が試み ら れて い る 。 Seed pathology に 対 す る 体系 的
な研究がほ と ん ど な さ れて 来 な か っ た わ が国の事情 を考
え れ ば， こ れ は 極 め て 適切 な 選択 と い う こ と が で き よ
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う 。 本書 に よ っ て 原型がで き た の で， 今後 は あ と に続 く
人達が， 形 を 修正 し な が ら 次々 と 肉づ け し て行 っ て い た
だ き た い も の で あ る o

執筆者の人達 は先刻 ご承知の こ と だが， わ が 国 で は ，
全体の耕地面積が少 な し そ れぞれの耕地 も 細切れで，
そ の上ハ ウ ス 栽培な ど も 加わ り ， 連作や “隣作" が行わ
れや す い。 そ の た め に 大多数の病原体 に と っ て 厳密な意
味での処女地 と い う も の は ほ と ん ど な く ， 汚染種子 に よ
っ て処女地 に病原体が持ち 込 ま れ る 危険性 は 外国 か ら の
侵入以外全 く な い よ う な状態であ る 。 種子伝染の重要性
や Seed pathology 研究の必要性が， 頭 で は 分か つ て い
て も つ い軽視 さ れて 来た の は そ の た め であ る 。 し か し本
書 の 中 で も 強調 さ れて い る よ う に ， ま た 過 日 名古屋で聞
かれた シ ン ポ ジ ウ ム で も 論ぜ ら れた よ う に ， こ れ は む し
ろ わ が国 の 特殊な事情 に よ る も の で， 世界の情勢 は 全 く
異 な っ て い る 。 国際化が い ま 以上 に進む来世紀に は， 種
子の健全性 に 関 し て も 当然国際的な高水準が求 め ら れ る
こ と に な る が， こ の こ と に つ い て も 本書 で は 随所で指摘
さ れて い る 。

各論で は 33 種 ( お よ び種類) の作物の 96 病害 に つ い
て ， そ れぞれの専門家が健筆 を 振 る っ て い る 。 梅原 に よ
る イ ネ ばか苗病菌の伝染 ・ 汚染経路の記述や， 国安 に よ
る ウ リ 類つ る 割病 と く に ユ ウ ガオ つ る 割病菌 に 関す る 記
述な ど は， さ す が に オ リ ジ ナ ル な研究者 に よ る 記述 ら し
し 読んでい て も も っ と 詳 し く 聞かせて欲 し い よ う な 内
容であ る 。 そ の他の病害 に つ い て も ， そ れぞれの執筆者
が既往の研究 を よ く 調べ て ， 詳 し く 解説 し て く れて い る
の は大変あ り がた い。

本書が種子伝染病 に 関 す る は じ め て の ま と ま っ た 専門
書 と し て ， 植物病理学関係者だ け でな く ， 園芸や種苗産
業界 な ど幅広 い 分野の人々 に よ っ て 愛用 さ れ る こ と を願
っ て 止 ま な い。

( (財) 農業技術協会々 長 岸 圏平)
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