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近年イ ネ 病害 の発生様相が大 き く 変化 し た 。 そ の最 も

大 き な変化 は， 種子伝染性病害 の大幅増加であ る 。 そ の

原因の 第一 は， 1970 年以降 の 機械移植 に よ る 箱育苗 の

普及で， 多 く の病害の発生増加 を も た ら し た 。 第二に，

近年の コ シヒカ リ を は じ め と す る 病害抵抗性が弱 い良食

味品種の作付 け 急増， 第三 に 適地適品種作付体系 の崩

壊， 第四 に作期の早期化， 第五に 薬剤耐性菌の発生， 第

六に種子の広域移動の普遍化， 等であ る 。 現在， イ ネ の

重要病害 と し て ， い も ち 病， 紋枯病， ご ま 葉枯病， ばか

苗病， 苗立枯病， も み枯細菌病， 苗立枯細菌病， 褐条病

等があ る が， こ の う ち 種子伝染性病害で な い も の は紋枯

病， 苗立枯病だ けで， 特 に細菌性種子伝染性病害 は効果

の高 い薬剤が少 な い こ と も あ り ， 汚染地域， 汚染程度 の

拡大が進んでい る 。 こ れ ら 種子伝染性病害 を完獲 に 阻止

す る に は種子の完全無病化， い わ ゆ る ク リ ー ン種子 を利

用 す る し か な い。 現在水稲で実用化 し て い る 無病種子 は

な い が， 最 も 効果的 な環境保全型防除技術 と し て ， 種子

の無病化研究 を 進 め よ う と す る 動 き は 芽 生 え 始 め て い

る 。 こ こ では， 種子伝染性病害の 現段階での最新防除技

術， 種子の保菌率低減技術， お よ び開発中の無病化技術

に つ い て概要 を述べ， 今後の無病化技術開発研究 の参考

と し た い。

I 主要種子伝染性病害の近年の発病状況

イ ネ の種子伝染性病害で最 も 恐 ろ し い い も ち 病 は ， 箱

育苗や抵抗性弱品種の急速 な 普及 に よ り ， 効果 の高 い防

除薬剤が数多 く そ ろ っ て い る 現在で も ， 多少の差 は あ っ

て も 毎年発病 し ， 1993 年 の 大冷害年の よ う に ， 一昔前

と 閉 じ 大 き な被害 を 被 る こ と も あ る 。 ま た ， 特 に 1991

年以降， 本田持込み羅病 ・ 保菌苗 に よ る い も ち 病初発時

期の早期化が ま す ま す顕著 に な り ， 現在， 保菌苗の本回

持ち 込み阻止が大 き な 問題 と な っ て き て い る 。

ご ま 葉枯病 は， 肥料不足で発病が促進 さ れ る 病害であ

るため， 第二次世界大戦後， 化学肥料の供給が満たさ れ

る に つれ発病 は 減少 し ， 現在で は特殊な地域での み発病

が見 ら れ， 本病 に よ る 被害 は ほ と ん ど問題 に な ら な い 。
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ばか苗病 は 1970 年以降， 箱育苗が普及 す る に つ れ発

病面積が拡大 し て い っ た が， そ の後効果が卓越す る 種子

消毒剤 (べ ノ ミノレ剤) の普及に つ れ激減 し た 。 し か し ，

1980 年 に 岩手県， 滋賀県 で， 1986 年 に は 日 本 全国でべ

ノ ミル耐性菌 の 発生 が確認 さ れ， 1989 年 に は 発病が最

大 と な っ た 。 そ の後， 新薬剤 の 登場 に つれ再 び減少 し ，

最近では極め て 少発生 に 推移 し て い る が， い ま だ に 本 田

で本病 に よ る 徒長株が 目 に 付 く 水 田 が 時 に 認 め ら れ る 。

細菌性病害 と し て 現在問題 と な っ て い る も み枯細菌病

は， 機械移植 の普及 と と も に 増加 し ( 茂木， 1985) ， 育

苗期 に は苗腐敗， 出穂後 に は も み枯れ を 生 じ ， 時 と し て

大 き な被害 を引 き 起 こ す。 本病 は最初西南暖地の病害で

あ っ た が年々 分布が拡大 し ， 現在で は 日 本全土 に 拡大 し

た 。 関東以北の育苗期 に 加温す る 地域で は 苗腐敗， 西南

暖地で は 穂枯れが主 と し て 問題 に な る が， 1978 年 ご ろ

に は秋田 県大曲市の東北農試圃場で ( 内 藤 ・ 関， 1979; 

関 ら ， 1978) ， 1995 年 に は埼玉 県で本病 に よ る 重症穂の

多発が見 ら れ， 穂、枯れ も 全国 的 に生 じ て い る 可能性が あ

る 。 苗立枯細菌病， 褐条病 は 主 に育荷期で苗立枯れ を 生

ず る が， 同病害 と も 近年全国的 な拡大 を示 し た 。 こ れ ら

の細菌性病害 は， い も ち 病 と と も に 現在最 も 防除対策が

問題 と な っ て い る 難防除病害で あ る 。

E 種子伝染の様式

種子伝染 あ る い は保菌種子 と は ど ん な も のか に つ い て

は， 岸 (1976) が“保菌種子 を め ぐ る 諸問題" と し て概

説 し て い る 。 そ れ に よ る と ， イ ネ の 種子 は 外生型種子

で， 種子が外部 に 露 出 し て 形成 さ れ る た め 病原菌 に よ り

直接侵害 さ れや す い。 さ ら に種子伝染 の 方法弘種子組

織に病原菌が侵入 し て い る 侵入型伝染， 種子の表面 に だ

け病原菌が付着 し て い る 付着型伝染， 菌核や，寵病組織片

が種子 に 混入 し て い る 混入型伝染 に 分 け ， 侵入型伝染 の

も の を真性の種子伝染 と し た 。 イ ネ の種子伝染性病害で

あ る い も ち 病， ばか苗病， ご ま 葉枯病， も み枯細菌病，

苗立枯細菌病， 褐条病 は侵入型伝染で あ り ， 墨黒穂病，

稲 こ う じ病 は付着型 あ る い は混入型伝染 と 見 な さ れ る 。

皿 もみに お け る 病原菌の主 な潜在組織

的確 な種子消毒お よ び ク リ ー ン種子の 開発 に お い て ，
目 的 と す る 病原菌が種子 の ど の組織 に 存在す る か を 明 ら
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かに す る ことは 極めて重要であ る 。 も み殻と玄米 でば か
苗病菌の分離率を比較 し たと こ ろ， も み殻 では 約 67%
であっ たが 表面無洗浄 の玄米 では 約 7.3%と格段に 低い
(内藤， 1995) 。 ま た， い も ち病菌 もば か苗病と同様， 玄
米 では 保菌率が絡段に 低 く， 分断き れないか ま たは 極め
て低率 であ る 。 細 菌性病害であ る も み枯細 菌病では玄米
を軽 く 水洗 す る ことに より 保菌程 度が も み殻に比較 し激
減す る (芦津， 1997 ) 。 こ の よ うに イ ネ の種子 で病原菌
の存在部位と して重要な組織は も み殻 であ る 。 こ の事 実
は 以前か らば か苗病等に おいて多 く の研究者が指摘 して
い るが， こ れ ま でそ の知 見は 生かさ れて いなかった。 こ
の事 実は 無病化種子 の生産にと って重要な知 見であり，
注目に値 す る 。

W イネ種子の病原菌による侵害過程

現在， 種子伝染 性病害のすべ てで汚染 機作が 解明さ れ
て い るわ けでは ない。 ば か苗病を 例にと ると， 擢 病枯 死
株に 形成さ れた分生子は 主に夜 間に 飛散 し (佐々木，
1987 ; 山下 ら， 1993)， 開 花期ごろ の も みの穎 内に侵 入，
あ る いは 内外頴組織を貫 通 し て侵 入す る 。 ま た， い も ち
病では， 開 花中 の頴 内へ の分生子 の落下， 閉穎 後の約骸
か ら の頴 内へ の侵 入， 頴 表皮 の毛茸 か ら の侵 入等が あ る

図ー1 イネ厚l漠細胞壁の壁孔といもち病菌菌糸 の進展
一上回限細胞壁と壁孔(くびれた部分)
一下盟主孔を通過し 進展するいもち病菌のイネJI;!J肢

細胞内菌糸

が (平野・ 後藤， 1963;堀野・ 進藤， 1986)， 分生子 の
飛散時期は夜 間が 主体であ る等の こと か ら， 開頴中に 分
生子が頴中に 飛び込む頻 度は 極めて低いと 考え られる 。
詳細 な侵 害経過は明 ら かでない部分が 多 いが， い も ち病
菌は イ ネ表皮に 存在する大型 のふ毛 や毛茸 か らは侵入し
やすいよ う で， 早期に侵 入が認 め ら れる 。 毛茸 内侵 入菌
糸は毛茸 基部細胞壁が 表皮細胞・皮下厚膜細胞と接触 し
て い る部分や隣接 す る皮 下厚膜細胞聞 の細胞壁に 多数存
在す る壁孔 (pit) を 通過す る ことに より， 容易に組織
内を 進展 す る ことが でき る (図 ー1) 。 ま た， も みの表面
に 付着， 残存 し て い る約骸は 病原菌の も み内腔へ の早期
侵 入に 重要な役割を し て い る 。 一例と し て， イ ネ褐 色葉
布!i病に お け る不完全粒 発生経過を 見ると， も みの上部に
多い付着約骸 では 感染， 菌糸の進展が 良好で， 菌糸は そ
れに 続 く 花糸を 通っ て容易に も みの内腔へ侵 入す る (内
藤， 1982) 。 ま た 内外頴に挟 ま れた状態で残存 す る約骸
も 多 く (図-2)， そ こ では 進展 菌糸はさ らに 容易に も み
内腔へ侵 入でき る 。 次いで、， も み内腔に 残存す る約骸 や
内外頴 の内面組織 も感染 し， そ れ ら の感染組織 では 早期
に 分生子 の形成が 生 じ る 。 柱 頭は こ れ ら の感染組織に接
触 する ことに より， ま た分生子が 付着す る ことに より 感
染 し， 病原菌の菌糸は あたか も 花粉 管が伸 長す る よ うに
花柱， Jff珠へと 進展， !ff嚢に達 す る (図 3) 。 こ の よ う
な侵 入経過か ら， 褐 色葉枯 病では約骨去を 早期に洗 い落と
すと不完全粒 の発生が軽 減さ れる 。 ば か苗病や他 の種子
伝染 性病害に おいて も開 花， 閉頴 後の残存約骸が 病原菌
の種子 内侵 入に大 き な役割を 果た し て い る可能性が あ
る。 細 菌性病害の も み枯細 菌病で も， も みの感染は開 花
と密接 な関係に あ る ことが知 ら れて い る (TSUSIIIMA et 
al.， 1995) 。

ク リ ー ン種子 の生産のためには， まず 立毛中 の本田で

図-2 イネの開花後内外穎に挟まれて残存する約骸
RA:残存約， Pa:内頴， Le:外頴
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図-3 イネ穎花 の構造
A 約， Em: JIf のう，
G ・言M��， Le 外頴，
Lo 鱗皮， 0 子房，
p:花粉， Pa:内頴，
Pe 小枝梗， SG 副
議頴， St:柱 頭 ，
Sty 花柱

いかに き れいな種子 を生産す
る かが第 一に 重要で， こ こ で
無病種子が 生産さ れれば 最 も
簡単 で理想 的であ る。 し か
し， 通常， 採 種園 と いえど も

完全 無病種子 の採 種は 困難
で， いかに 病原菌によ る汚染
程 度が 低い種子 を生産する か
が 問題 と な る。 そのために も
種子 の病原菌によ る侵 害機作
の詳細 な研究が 必要であ る。

V 種子における病原低減

技術と綬絶技術

イ ネでは 種子伝染性 病筈が
現在主流 と な っ てお り ， 本病
の防除には 無病種子 ， すなわ
ち ク リ ー ン種子 の活用が 最 も
省 力， 効 果 的， 環境保全 的
で， 現状に 最 も適合 した望ま
れる 防除法であ る。 こ こ では
種子伝染性 病害に 対し， ク リ
ー ン種子 を得るた めの病原低
減法， 新 し い種子 無病化法に
つ いて概要を述べ る。

1 病原低減技術

こ こ で述べ る技術は 種子 の
汚染程 度や， 処理条件によ っ
ては 種子 の完全 無病化が 可能
な場合 もあ るが ， 基本的に 無

病種子 を直接 生産す る た めの技術 では な く ， 本田で発病
を抑 止 し， 種子 生産の場であ る採 種闘 で可能な限 り ク リ
ー ンな種子 を生産す る ための技術 であ る。 こ れは ま た，
無病種子 生産のための基盤 的技術 で もあ る。

( 1 )  種子 消毒 と施用技術
① 種子 消毒
耐性 菌の発生の危険性 を低 く し ， かつ高精 度の効果を

得る こ と を 目 的 と し ， い も ち病， ば か苗病， ご ま葉枯 病
等糸状菌に 対 し エノレ ゴ ス テ ロ ール生 合成阻 害剤 (EBI
剤) が 現在の種子 消毒剤の 主流 と な っ て い る。 ま た，
1990年には こ れ ま で実用的な効果を有す る 薬剤が ほ と
ん どなかっ た イ ネ の も み枯細 菌病等の細 菌病に 対し専門
薬 と してオキソ リ ニッ ク 酸 剤が 登録さ れ， 難防除病害 と
しての細 菌性 病害に も 防除対応が 可能 と なっ た。 現在，
い も ち病等の糸状菌およ びも み枯細 菌病等の細 菌によ る

種子伝染性 病害の同時種子 消毒剤 と し て， 多 くは EBI
剤 とオキソ リ ニッ ク 酸 剤あ る いは銅 剤 と の混 合剤が 用い
ら れて い る。 処理方法には 種子 浸漬 ， 粉衣 ， 塗沫 ， 吹 き
付 け処理等があ る。

② 種子 消毒の効果増進技術
効果の高 い種子 消毒剤でも十 分な量が 病原菌存在部位

に到達 しない と その実力 を発揮 でき ない。 イ ネの苗立枯
細 菌病菌， も み枯細 菌病菌は ， も みの穎 と玄米 の聞に 多
く 潜在 し て い る こ と から ， 浸透移行性 のない薬剤では も
みの内腔に 薬液が侵 入 し な い と 効果が十 分発揮 で き な
い。 そのため， 既 存の種子 消毒剤の効果を安定 的に高 め
る 方法 と し て真空 浸漬 法が開 発 さ れた (太 田， 1995， 
1996)。 本法によ れば も み内腔 ま で短 時間で薬液が 浸透
し， 防除効果が高 ま る。 さらに ， 大量に 処理す る た め，
野菜産地にあ る大型の真空冷却装 置を利用すれば 一度に
3 t の も みを処理でき る。 ば か苗病に 対 し て も 減圧 種子
消毒で効果が 向上 す る こ とが認 めら れて い る (岡 田，
1988)。

( 2 ) 育苗箱 施薬 と薬剤の水面施用
① 播 種時処理
も み枯細 菌病， 苗立枯細 菌病， 褐 条病には カ ス ガマ イ

シ ン・ メタ スルホ カルア粉 剤の播 種前覆土 ま たは床土混
和， カ ス ガマ イ シ ン粒 剤の培土混 和およ び播 種面散粒 ，
液剤の播 種前i波注で効果が高 い。 本法は 種子 消毒 と と も
に 行う とよ り 効果が 上が る。 ま た， 最近， い も ち病に 対
し カルプロパ ミ ド 剤等の長期効果持 続型薬剤の播 種時施
用法が開 発 さ れて い る。

② 緑化期処理
近年 の い も ち病多発の要因であ る擢 病苗の本田持込 み

を防 ぐため， 育菌 期に 発病 し た場合には即座にト リ シ ク
ラゾ-}レ水和剤， イソプ ロ チオラ ン水和剤等の散布剤で
防除 し， 本田持込 み伝染源密 度の低減に努 め る。

③ 移植直 前処理
種子 消毒の補完 と 本田での早 期二次感染 防止効果等を

目的と して ， い も ち病に 対 し移植前に 育苗箱 への長期効
果持 続性粒 剤の施用は 極めて効果的であ る (内藤， 1 997 
b )。 箱 施薬剤の効果持 続期間は 長 く ， カルプロパ ミ ド ，
プロべナゾーjレ剤等では 施薬後穂ばら み期ご ろ ま で効果
が持 続す る。 そのため， 通常年 では箱 施薬 1回 のみでも
比較 的良好な穂、 い も ち 防除効果が認 めら れ， 総 じ て箱 施
薬が組 み入れであ る 防除体系 では 効果が高 い。 い も ち病
防除に と っ て ， 種子 消毒の徹底は 基本的に 必須 条件であ
るが ， 育苗箱 施薬は 種子 消毒の補完 効果によ る本田持込
み菌密 度の低減， 補 植用置苗での早 期発病阻 止， 本田で
の発病遅延によ る発病室 の軽 減， ひ いては 穂の保菌量低
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減 に 極 め て 有効で， 特 に ， い も ち 病常襲地域での採種栽

培 に は育苗箱施薬の有効活用 が望 ま れ る 。

④ 発病苗治療の た め の育苗箱への薬液濯注， 擢病苗

の根部浸潰処理

ばか苗病 に対 し ， 現在登録 は な い が， 育苗箱への種子

消毒剤 の濯注や， 徒長苗の根部浸潰で徒長苗の 回復， 発

病防止効果が認 め ら れて い る 。 種子消毒剤 の 出芽期濯注

処 理 (古 河. 1989) . 移 植 直 前 に べ ノ ミル 水和剤 の

50�200倍液濯注で ( 内 藤. 1975) . 移植後徒長苗 が 回

復 し ， 潜伏感染苗の発病 も 防止で き る 。 徒長苗の根部 を

薬液 に 約 1 時間浸潰 し て も 治療効果が あ り ， こ れ ら の処

理苗の生育は 無処理 と 変わ ら な い ( 内藤. 1975) 。 ま た ，

プ ロ ク ロ ラ ズ 乳剤 の移植直前育苗箱潜注， 浸漬処理で も

治療効果があ る (長野農事試. 1996) 。

⑤ 長期効果持続型粒剤 の水面施用

本国移植後， 葉 い も ち 対象 に初発期 ご ろ 1団施用 す る

プ ロ ベ ナ ゾ ー ル剤等や穂い も ち 対象 に 出 穂 30�10 日 前

ご ろ に l団施用 す る ピ ロ キ ロ ン剤等があ る 。 省力 的で効
果は高い。 箱施薬 を し た場合に は通常施用 す る 必要 は な

い。 箱施薬 と 同様， 特 に ， い も ち 病常襲地域での採種栽

培で利用価値が高し〉。

( 3 ) 耕種的， 物理的防除技術

① 温度 に よ る 発病抑制

ばか苗病で は 浸種液温 を 100C に 下 げ， 播種密度 を 下

げ る と ， 二次伝染が減少 し 発病が 減 少 す る (長野農事

試. 1996) 。 も み枯細菌病で は催芽， 出芽温度 を 28'Cに

下 げ る と 苗腐敗の発病 は激減す る ( 山下. 1998) 。

② 培土 に よ る 発病抑制

育苗培土 に自然の土 を利用 す る と ， ばか苗病の発病 は

激減 し ， 覆土 に自然土 を利用 す る だ けで も 発病 は減少す

る ( 内 藤. 1994) 。 商い も ち の発生 も 嬬種後覆土 が不完

全で， も みが露 出 し て い る と 容易 と な る ので覆土 は完全

に 行 う 。

③ 湛水 に よ る 発病抑制

育苗箱 を 出芽後で き る だ け早い時期 に 湛水状態の プー

ル に 浸潰 し ， 床土表面が乾燥 し な い よ う に し て お く と

( プー ル育苗法) . も み枯細菌病等 の細菌性病害 に よ る 苗

腐敗や 苗立枯 の 発生 が 激減 す る (林 ら . 1997;林 ・ 費

回. 1983 ; 勝部 ・ 武田. 1997 b ) 。 本 法 の 場合， 病原細

菌 は死滅 し な い ので， 細菌病の性質か ら 採種栽培に は不

向 き と 考 え ら れ る 。

④ 温湯浸漬法

昔か ら 知 ら れて い る 消毒法で， 近年， 種子消毒剤の普

及 に よ り ほ と ん ど省 み ら れ な か っ た が， 再び注 目 さ れ る
よ う に な っ た 。 イ ネ 種子 を 600Cの 温湯 に 5�10 分浸漬

す る こ と に よ り ， い も ち 病， ばか苗病， も み枯細菌病 に

よ る 首腐敗， 苗立枯細菌病等 の 主 要病害 を 薬剤処理 と ほ

ぽ同等以上 に 防除で き る (山下. 1996) 。 大量 ・ 高精度

に処理で き る 温湯消毒装置 も 開発 さ れ， 実用化 し て い る 。

⑤ 乾熱消毒

イ ネ の も み枯細菌病 に よ る 苗腐敗 に は 40'Cで 2 日 間

予備乾燥後. 70'C 6 日 間処理で (牧野. 1981 ) . ば か 苗

病 に対 し て は 75'C 8 日 間処理で防除効果 が認 め ら れ て

い る が， 発芽 に 影響が あ る (長野農事試. 1996) 。

@ 電解酸性水 に よ る 種子消毒

電気分解 に よ り 得 ら れ る 酸性水 は pH 2 . 3 と 強度の酸

性であ る 。 こ の強酸性水の種子消毒への適応が現在検討

さ れて い る 。 こ れ ま での結果で は ， も み枯細菌病等 の細

菌性病害 に対 し て は薬剤 に よ る 種子消毒 と 同等 の高い 防

除効果が認 め ら れ る が， ばか苗病等の 糸状菌 に よ る 病害

に は効果が認め ら れて い な い (長野農事試. 1996;高橋

ら. 1996) 。 今後， 適切 な使用 法確立 に よ り ， 特 に 細菌

性種子伝染性病害の種子消毒 に ， お よ び無病化種子生産

過程で実用化の可能性が あ る 。

⑦ 水洗 に よ る 付着胞子 の 除去 に よ る 防除

コ ム ギ な ま ぐ さ 黒穂病で， 電気洗濯機で保菌種子 を 洗

浄す る と ， 付着胞子の 除去効果が高 く ， ま た ， 合成洗剤

を添加 し洗浄す る と さ ら に 除去効果が高 く ， 種子消毒 と

同等の 防除効果が認 め ら れ (野田. 1995) . イ ネ 病害 に

お い て も 付着性種子伝染病害 の種子消毒に利用で き る 。

( 4 ) 生物的防除技術

イ ネ も み枯細菌 に よ る 苗腐敗， 苗立枯細菌病 に対 し ，

数 種 の Pseudomonas 属 菌 が 高 い 防 除 効 果 を 示 し ， ま

た ， や や 防除価 は劣 る が ばか苗病 に対 し て も 防除効果が

認め ら れて い る (角田. 1996) 。 ま た ， 非病原性 も み枯

細 菌 病 菌 の 菌 液 へ の4寵病 種 子 浸 種 (FU RU YA et al.， 
1991) . お よ び蛍光 性 Pseudomonas 属 細 菌 液 の 保 菌種

子播種土中 へ の 濯注， あ る い は 浸漬処理で高 い 防除効果

が認 め ら れ る (大野 ら . 1992) 。

2 根絶技術一一種子の無病化技術

種子伝染性病害で は， 種子が無病であれば発病 し な い

はずであ り ， 少 な く と も 発病 を 大 き く 軽減で き る はずで

あ る 。 こ れ ま で種子消毒は種子消毒剤 に よ り 対応 さ れて

き た が， 優秀な種子消毒剤で も 完全な殺菌効果 を 上 げ る

こ と は極め て 困難で， わずか に 残存 し た 病原菌が箱育苗

と い う 特殊環境下で増殖 し ， 育苗箱内や本 田での発病の

原因 と な る 。 そ の た め ， 種子伝染性病筈 を克服す る た め

に は種子 を 何 ら か の 方法で ク リ ー ニ ン グ し ， 無病化す る

以外に 方法 は な い。 種子の無病化 を達成す る た め に は，

ま ず第一に. 5 章 1節の病原低減技術の い ずれか， ま た
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は各種方法の体系化 に よ り 可能 な 限 り 低保菌量の種子 を
生産す る こ と が重要であ り ， 第二 に ， 病原菌が存在す る
部位 を 明 ら か に し， そ の 擢病組織 を 種子 か ら 除去 す る
か， 何 ら か の 方法で完全殺菌 す る か， 無病化法 を 考 え
る 。 こ れ に よ り 種子の無病化が可能 と な る 。 こ の観点 に
立 っ て筆者 ら は， イ ネ 種子で， 病原菌類の潜在部位であ
る も み殻 を 除去 し ， 玄米表面 を保護膜 と し て ポ リ ア ク リ

ル樹脂 と 粉末活性炭で二重被覆 し た 無病化種子 「玄米人

工被膜種子J を 開発 し た 。 こ の玄米人工被膜種子 の， ば

か苗病， い も ち 病， も み枯細菌病， 苗立枯細菌病等の種

子伝染性病 害 防 除 効 果 は 高 い (勝部 ら ， 1997 a : 内 藤

ら ， 1997 a) 。 現在， 実 用 化 に 向 け， 現地で試験栽培 を
行 っ て い る が， こ の 防除技術が確立 さ れ る と ， い も ち病
を は じ め と す る 種子伝染性病害の根絶 も 夢では な い 。

VI 種子の無病化 に お け る 問題点と今後の

方向

種子伝染性病害 は そ の伝染源の存在が明確であ り ， そ

の伝染源 を 不活性化 し た り ， 伝染源潜在組織 を 除去す る

こ と に よ り 病原菌がい な く なれば， い か に栽培法が変化

しで も ， ま た ど ん な 発病好適環境が襲来 し で も 発病 し て

こ な い は ずで， こ れがで き れば種子伝染性病害 の根絶 も

可能 と な る 。

種子伝染性病害 の一つであ る い も ち 病 は ， イ ネ に と っ

て 最 も 恐 ろ し い病害で， そ れ は ま た 米 を 主食 と す る 人聞

に と っ て も 最大の敵であ る 。 こ れ ま で人聞 は人間 の 多 く

の疫病 に 対 し ， そ れ を 絶滅す る た め に 多大の努力 を し ，

そ の お か げで我々 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 に 見 ら れ る よ う に 根絶が な さ

れて き た 。 し か る に ， 日 本人の 主食であ る 大切な イ ネ に
きさん

対 し ， そ の最 も 激烈 な被害 を与 え ， 飢鐙の原因 に も な っ

た い も ち 病 は 根絶 に至っ て い なし》。 こ れ ま で， い も ち 病

に よ る 被害 を何 と か軽減 し よ う と 多 く の人々 の真剣な努

力がな さ れて き た の は事実であ る が， 恐 ら し い も ち 病

は 出 る も のであ る と い う 観念 に束縛 さ れ， 根絶の発想、が

出 て こ な か っ た の か も しれな い。 イ ネ の病害で 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 は確かであ る 。 し か し ， い も ち 病 を は じ め と す

る 現在の種子伝染性病筈 は根絶す べ き 病害で， ま た 根絶

が可能 な病害 と 考 え る 。

こ の種子の無病化技術 を 成功 さ せ る ために重要 な こ と
は， ま ず， そ の病害の生態 を精査 し ， 伝染源が種子 の み

であ る か， そ の他 に 伝染源が あ っ て も 擢病稲わ ら の よ う

に種子が無病化で き れば解決で き る も の か， を確証 し な

け れ ば な ら な い。 「 い も ち 病 は 擢 病 稲 わ ら か ら も う つ

る J， と い う が， こ の 擢病稲 わ ら は 権病種子 か ら で き た

も のであ る こ と は 因果関係 を 少 し 考 えればわ か る こ と で

あ る 。 要す る に ， 精密 な生態研究 を 行 う こ と と ， そ の結

果 を正 し く 理解 し ， 根本的防除対策 を 考 え る こ と が必要

であ る 。 無病化の 方法， そ の効果的使い 方 は それか ら 考

え れ ば よ い の で あ る 。 新 し い 観点 に 立 っ た柔軟 な 思 想

で， 根本的防除 を 目 指す新防除技術， ク リ ー ン種子開発

の た め一層の努力 を 願 う も のであ る 。
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