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種子 は生命の源であ る 。 一見単純 そ う な外観 を し た 小
さ な固い物体か ら ， そ の何万倍， いや， それ以上の大 き
な複雑な形態 を持 っ た 生命体が誕生す る 。 生命の不思議
が濃縮 さ れて詰 ま っ た 小 さ な命の カ プセ ル， それが種子
であ る 。 植物 は こ の種子 に よ り 伝播， 増殖， 進化 し ， 生
活圏の拡大， 子孫の維持 ・ 繁栄 を 図 っ て き た 。 こ の種子
の特性 を う ま く 利用 し ， 子々 孫々 の維持 ・ 繁栄， 勢力圏
の並大 を 図 っ て き た 頭 の 良 い ち ゃ っ か り も の ， それが種
子伝染性微生物であ る 。

作物 の 90%以上 の も の が種子 か ら 栽培 さ れ る と い わ
れて い る 。 翌 年の栽培の た め に 種子 は 特別大切 に 扱 わ
れ， 大事 に保存 さ れ る 。 低温 ・ 乾燥状態での保存 は そ の
中 に 潜む病原微生物 に と っ て も 好都合で， 長期間静か に
生 き 長 ら え る こ と がで き る 。 種子伝染性微生物 はその種
の伝播， 生存， 増殖の た め に 誠 に 賢い 生 き 方 を し て い る
と 感心 さ せ ら れ る 。 と は い っ て も 我々 は安穏 と た だ そ の
生 き 方に感嘆ばか り し て は い ら れ な い 。 な ぜ な ら ， イ ネ
い も ち 病 を は じ め と し て 作物 の重要病害 に は種子伝染 に
よ る も の がす こ ぶ る 多 い のであ る 。

こ の種子伝染性病害の近年の増加 は栽培法や品種の変
遷等， 栽培環境の変化 に よ る と こ ろ が大 き い。 例 え ば，
水稲病害で は現在， 防除 を 要 す る 主 要病害の ほ と ん どが
種子伝染性病筈で， そ れ は 機械移植 に 伴 う 箱育苗 と ， い
も ち 病抵抗性弱品種の普及が主原因で， 特に種子伝染性
細菌病 に よ る 種子汚染は現在 も 拡大傾向 に あ る 。 ま た ，
野菜 や 畑作物 に お い て も 重要病害 の 多 く が種子伝染性
で， 現在の生産環境 は種子伝染性病害 の発生， ま ん延に
好適条件 を提供 し ， さ ら に ， 作物 の 種類 の 多 様化 に よ り ，
伝染機構の多様性対応技術の確立が求 め ら れて い る 。 こ
の よ う に種子伝染性病害 は 日 本 に お い て 重要 な位置 を占
め て い る に も か かわ ら ず体系 的 に 種子病理学 を組織 し よ
う と す る 動 き は鈍 し ま た ， 種子 の無病化か ら 環境保全
型防除 を進 め よ う と す る 動 き も 少 な い。 日 本 に お け る 現
況 は ， 1988 年 の 8 月 に 京都で行 わ れ た 第 5 回 国 際植物
病理学会議の種子病理学部門で， コ ー デ ィ ネ ー タ ー の井
上忠男氏が ま と め に ， 1… 出席者 も 比較的少な く 盛会 と
は言い難か っ た が， …種子伝染性病害 に 関 す る 問題は非
常 に 国際性が高 く な っ て い る 。 こ の度 の 国 際学会 を機会
に ， 今後 ま す ま す こ の分野の研究が発展す る こ と を願 う
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も のであ る 」 と 結 んでお ら れ る が， 残念な が ら そ の 当 時
と ほ と ん ど変わ っ て い な い。 た だ一 つ の救い は 1998 年
3 月 に 名古屋 に お い て1 21 世紀 に お け る 食料生産の た め
の種子伝染性病害管理 に 関 す る 国際 ワ ー ク ショ ッ プj が
種苗関係会社 を 含 め ， 国 内外か ら 多数の参加者 を 得 て 開
催 さ れ， 種子病理学の 必要性が喚起 さ れた こ と であ る 。

種子 は 生命 の 源 で あ る 。 こ の神聖な 種子 に 余計 な ?
も の が混在 し て い て は な ら な い と 思 う のであ る 。 こ れ ま
で種子 と 種子伝染性病原微生物 は好 む と 好 ま ざ る と に 関
わ ら ず共存 し て き た 。 そ ろ そ ろ こ の辺 り で こ の腐れ縁の
鎖弘一万両断 に 断 ち 切 っ て も よ い の で は な か ろ う か。
今， そ う い う 時期 に 来て い る と 思 う 。 種子 を制 し た も の
が世界 を制覇す る と い われて久 し い 。 こ れ を 実現す る た
め に は 良 質 の ， 無病種子 の 生産 が 必須条件 と な る 。 ま
た ， 野菜や果樹等で は種子 だ けでな く ， 苗木や塊茎， 塊
根等栄養繁殖器官で種子 と 同様 な 増殖が行われて い る も
の も 多 い 。 目 指す も の は種子病理学 に 留 ま ら ず 「種苗病
理学j の確立であ る 。

種苗伝染性病害の 防除技術 は， 明治中頃， ム ギ黒穂病
類 に 対 し 種子消毒法 と し て 混湯 浸法 お よ び冷水温湯浸
法， 風呂湯浸法 に 始 ま り ， 種子や ジ ャ ガ イ モ 塊茎の有機
水銀剤 ウ ス プル ン に よ る 消毒 を 経て 昭和 40 年代以 降化
学薬剤 に よ る 種子消毒が全盛期 と な っ た 。 そ の後， 安全
性， 環境汚染， 薬剤耐性菌 の頻発等 の 問題 に よ り ， 現在
で は 低毒性で耐性菌 の 出 に く い EBl剤 等 に よ る 種子消
毒が主体 と な っ て き て い る 。 こ れ ら の薬剤 は 極 め て効果
の高 い も の が多 い が， 実用栽培の場面で完全殺菌 を 行 う

こ と は不可能 に近い。 そ れ は 現代稲作 に お け る 箱育苗の
環境が， 殺菌後残存す る 極少量 の病原菌 の再増殖 を 可能
に し ， その後の発病 に つ な が る こ と か ら 明 ら かであ る 。

こ の こ と は ， 種子消毒剤の廃液処理問題等 の安全性 ・ 環
境汚染問題 も 相 ま っ て ， 現在の栽培法が続 く 限 り ， 種子
の完全無病化以外 に 種子伝染性病害 を 防除で き る 手段 は
な い こ と を示 し て い る 。

種苗伝染性病害 は こ れ ま で防除が困難 な病害 と 考 え ら
れて き た 。 し か し ， よ く 考 え て み て ほ し い 。 特 に 種子伝
染性病害では病気 を起 こ す病原微生物が種子 に 局在 し て
い る こ と が明 白 な のであ る 。 そ の上， 種子での病原菌潜
在部位 は ほ ぼ穎や ， 果皮， 種皮等種子組織の外層部 に 限
ら れ， それ以 上， 庇乳や， 旺 ま で侵害 さ れた も の は大抵
積子 と し て は使われ な い 。 こ の よ う な保菌種子 を無菌に
さ え すれば病気 は 出 な い はずで， 考 え よ う に よ っ て は種
子伝染性病害 ほ ど 防除， いや， 根絶が容易 な病害 は な い
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のであ る 。 人 は言 う ， ["そ ん な 簡単 に は い か な い よ ， 種子

伝染だ け し か し な い も の は 少 な い よ ， …J と 。 「種子伝染
す る も の は 土壌伝染 も す る よ ， 穣病稲わ ら や周 り の発病
固か ら も 伝染 す る よ ， …」 と 。 し か し ， こ の批判 は ち ょ
っ と 生態の因果関係 を 冷静 に 考 え て みれば簡単 に却下 さ
れ る はずであ る 。 例 え ば， そ の畑の土壌が汚染土壌であ
れば， 一定期間， そ の土地の徹底的な土壌消毒， 輪作，
湛水等 の 耕種的， 生物的殺菌， 除菌操作等 を す れ ば よ
い。 そ の後 は無病種苗の利用で発病がな く な り ， 汚染土
壌は消滅す る はずであ る 。 い も ち 病の伝染源のーっ と な
る 擢病稲 わ ら も 無病種子 か ら は 生産 さ れ な い はずであ
る 。 ま た ， 周 辺発病固か ら の伝染 に対 し て は無力 な無病
種子 は， 少な く と も ー水田団地全体が， で き る だ け広範
囲 に 無病種子 を利用 す る よ う 指導す る 必要があ る 。 こ の
よ う に し て病原微生物が， 少 な く と も 耕地か ら 消滅すれ
ば， 種子伝染性病筈 に対 し ， 抵抗性品種育成 の必要 も な
く ， ま た ， 種子消毒や本田， 本圃での 防除の必要 も な く
な る 。 こ う 考 え る の は あ ま り に も 単純 す ぎ る で あ ろ う
か。 イ ネ い も ち 病 を 例 に 取 る と ， も し， 広範囲 に 無病種
子 を 用 い， 擢病稲わ ら 処理 を 確実 に 実施 し て も ， な お発
病 し て き た と すれば， こ れ ま での い も ち 病生態研究 を も
う 一度見直す必要がでて く る 。 し か し ， 筆者 は先輩諸氏

の こ れ ま で築 き 上 げて き た成果に誤 り は な い と 信 じ て い
る 。 と い う の は ， 筆者 は あ る 時期， か ね て か ら 疑 問 を 抱 い
て い た い も ち 病の種子伝染説 に つ い て ， そ の真否 を確認
し よ う と 観察 を行い， そ の結果， 種子伝染 を認めざ る を得
な い事実 に遭遇 し た 経験が あ る 。 こ の観察結果 に つ い て
は初発機構解明研究の 中で， い つ か報告 し た い と 思 う 。

こ れ ま で種苗伝染性病害 に対す る 防除体系 の多 く は対
症療法的であ っ た 。 し か し ， 前述の よ う に ， 種苗伝染性
病害 は， 種苗 を 無病化で き れば そ れ ら 病害の根絶 さ え夢
で は な い のであ る 。 文明開化の 明治以降， 多 く の研究が
な さ れ， 立派な論文がた く さ ん あ る けれ ど も ， 今 ま で に
防除の必要性が な く な っ た種苗伝染性病害が極 め て 少 な
い の は ， そ の 当時， 発生生態 の解明がい ま だ不十分であ
っ た こ と に も よ る が， 伝染源の根本 を 断つ た め の 多様な
技術開発への認識が不足 し て い た ので は な い か と 思 う 。
今一番大事な こ と は ， こ の辺で思考の転換 を 図 り ， 斬新

な発想、に基づ く 研究 ・ 防除技術確立戦略 を早急 に た て ，
実行す る こ と であ る 。

最後 に ， ク リ ー ン種苗生産技術研究 の 内容に つ い て ，
以前， 整理 し た も の があ る ので， そ の概要 を参考 と し て
述べ， 巻頭言 と し た い。

「高機能性 ク リ ー ン積苗の生産 ・ 管理 に よ る
省力 ・ 環境保全型作物生産体系 の確立j

I. 種苗の特性 と 病害 に よ る 種苗感染 ・ 保菌機構の解明
各種作物種苗の形態的特性， 機能 に基づ く 種特異的病

害感染 ・ 保菌機構 を 解明 す る 。
1 . 各種作物種苗の形態 ・ 生理 ・ 生態的特性の解明
2 . 種苗の感染 ・ 被害機構の特性解明

3 . 種子伝染性病原微生物 の生態的特性の解明
Il. 種苗の非破壊 ・ 高精度病害汚染診断技術の確立

PCR 法等の遺伝子診断技術や そ の 他 の 新手法 を 導入

し た種苗伝染性病害の高精度 ・ 簡易診断技術お よ び生産 し
た無病種苗の品質保証のた め の保菌検査技術を確立す る 。
III. 病原微生物の生態系 か く 乱 に よ る ク リ ー ン種苗生産

技術の確立
種苗伝染性病原微生物 の 生 態 系 に お け る 動 態 を 解明

し ， 措抗微生物 ・ エ ン ド フ ァ イ ト の導入 ・ 利 用 ， そ の 他
の生物的， 物理的手法の活用 に よ る 病原微生物の生活環
か く 乱， 不活化技術の開発に よ る 無病種苗生産 ・ 増殖技
術 を 確立す る 。

1 . 病原微生物 に よ る 汚染回避 ・ 発病抑止 に よ る ク リ
ー ン種苗生産技術の 開発

2 . 伝染源の物理的除去 に よ る 無病化技術 の 開発
3 . 伝染源の不活化 に よ る 無病化技術の 開発

1) 桔抗微生物， エ ン ド フ ァ イ ト 等生物学的手法 に
よ る 無病化技術

2) 熱， 光線， 機能水等 に よ る 無病化技術
3) 化学的手法 に よ る 無病化技術

IV. 種苗組織の耐ス ト レ ス 機能， そ の 他有用機能の増強
に よ る ク リ ー ン種苗生産技術の 開発

種苗の各組織 は病原微生物の巣 に も な る が休眠や生育
促進， 病原微生物の侵入阻止等有用 な機能 も 持つ 。 こ れ
ら の 機能 を 解 明 す る と と も に ， 有 用 機能 を場強， 付与
し ， 無病化の み な ら ず生産性の 向上， 栽培の省力 化 の た
め多機能 を 付与 し た 高機能性無病種苗 を 開発す る 。

1 . 種苗の も つ有用機能の解明 と 利 用技術の 開発

2 . ス ト レ ス 防御機能発現関与物質の 解明 と 利用技術
3 . 栽培管理省力化 の た め の 多機能化技術 の 開発
4 . 人工穣子 の 開発

v. ク リ ー ン種苗再汚染防止 の た め の栽培管理技術， 保
存法の確立

高機能性無病種苗の再汚染防止， 機能保持 の た め の適
切な栽培管理法， 保存技術 を確立す る 。
VI. ク リ ー ン種苗生産 ・ 管理 シ ス テ ム の確立

ク リ ー ン種苗 を簡便， 大量 に 生産す る た め の機器， 装
置の開発 と 生産 シ ス テ ム お よ び供給種苗の 品質維持 の た
め の検査 ・ 管理 シ ス テ ム の 開発。
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