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特集 : 線虫防除の戦略 と 展望 ( 4 ) 

野菜 を 中心 に し た線虫害の現状と防除戦略

き た

三重県科学技術振興セ ン タ ー農業技術セ ン タ ー生産環境部 1 ヒ
がみ
上

と お る

違

は じ め に

我が国 に お い て 土壌線虫問題が初 め て ク ロ ー ズ ア ッ プ

さ れ た の は， 1959 (昭和 34) 年 か ら 始 ま っ た 土壌線虫

対策事業 に お い て ， 農作物の線虫 に よ る 被害が広 く 認識

さ れ る よ う に な っ た こ と が き っ か け で あ っ た 。 そ の こ ろ

野 菜 で 重 要 で あ っ た 線 虫 は， ネ コ ブ セ ン チ ュ ウ 類

Meloidogyne spp. と ネ グサ レ セ ン チ ュ ウ 類 Pratylenchus

spp. (以下 そ れ ぞ れ “ ネ コ プヘ “ ネ グ サ レ" と す る ) で

あ り ， 当時か ら 連作障害の主要な一因 と な っ て い た。 こ

れ ら の線虫 は， 寄主植物の範囲が非常 に広範に わ た っ て

お り ， 現在で も 難防除病害虫 の ー っ と な っ て い る 。 ま

た ， 土壌線虫が植物根部 を加害す る こ と に よ り 土壌伝染

性病害の発病が助長 さ れ る ， い わ ゆ る “線虫複合病" の

発生 が広 く 知 ら れ る よ う に な り (三井， 1988 ; 百 田，

1988) ， 土壌線虫防除 は さ ら に 重要度 を 増 し て い っ た 。

そ の後， 主要な被害作物の若干の変遷 は あ っ た も の の，

こ れ ら 2 属の線虫 は今な お野菜類の 主要加害種 と し て の

覇権 を 争 う が ご と く ， 線虫世界 に 君臨 し続 け て い る 。

こ こ で は， ネ コ プお よ びネ グサ レ に 関 し て ， 野菜 (一

部花 き を含む) に お け る 発生 と 被害 の概況， 防除対策 と

そ の 問題点 に つ い て ， 三重県 の事例 を 中心 に 紹介す る 。

I 三重県 に お け る 線 虫害の現状

三重県 に お け る ネ コ プ被害で は ， ト マ ト ， キ ュ ウ リ に

お い て顕著であ り ， 本県の特産物であ る イ セ イ モ や モ ロ

へ イ ヤ も 被害が大 き い作物であ る 。 ト マ ト や キ ュ ウ リ な

どの果菜類 は ， ネ コ プの寄生 を 受 け る こ と で生育が悪 く

な り ， そ の結果収量が減少す る 。 特 に ， キ ュ ウ リ 等 の ウ
い ち ょ う

リ 科作物 は被害の発現が顕著であ り ， 株全体が萎凋 し ，
ま れ

ひ ど い場合 に は枯死 に 至 る 事例 も 稀で は な い。 イ セ イ モ
い も

で は ， 収穫物であ る 芋の表面 に ネ コ ブが寄生す る こ と で

イ ボ状の ゴ ー ル が多数形成 さ れ， 商品価値が著 し く 低下

す る 。 ま た ， モ ロ へ イ ヤ で は収穫部位が新芽 を 含 む茎葉

であ る た め ， ネ コ プが寄生す る と 生育不良 と な っ て 減収
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す る 。 1994�96 年度 (平成 6�8 年度) に 県下 の 各種作

物 に 発生 し た ネ コ プの種 を 調査 し た と こ ろ ， サ ツ マ イ モ

ネ コ プ M. incognita が最 も 広 く 分布 し て い る こ と が う

かがわ れ た (表 1 ) 。 次 に 検出数が多 か っ た の は， ア レ

ナ リ ア ネ コ ブ M. arenaria で， イ セ イ モ か ら 検出 さ れ る

割合が比較的高 く ， サ ツ マ イ モ ネ コ プ と 混発 し て い る サ

ン プルが多 か っ た 。 キ タ ネ コ プ M. hゅla の検出 数 は 少

な く ， 散発的 な 発生 に 留 ま っ て い る と 考 え ら れ る 。
ネ グサ レ で は ， イ チ ゴ と ダイ コ ン での被害が大 き く ，

花 き で は キ ク が主 な被害作物 と な っ て い る 。 イ チ ゴ は根

部 を 加害 さ れ る た め 地上部が生育不良 と な り ， 収量の低

下 を 招 く 。 特 に 春期以 降 は ， 気温 (地温) の上昇 に 伴 っ

て ネ グサ レ が急増 し て株が萎凋 し ， 枯死 に 至 る 著 し い被

害 に 及ぶ、場合があ る 。 こ の よ う な 圃場で イ チ ゴの 株 を 調

査す る と ， 根 1 9 当 た り 1 ， 000 頭以上 の ネ グ サ レ が検出

さ れ る こ と も 珍 し く は な い。 ダ イ コ ン で は ， 根部表面 に

白斑~黒褐色化 し た 加害痕が発生 し ， 商品価値が低下す

る 。 さ ら に ， 初期密度が高 い場合 に は奇形根や短根 と な

り ， 品質 ・ 収量 に 与 え る 影響 は 大 き い。 キ ク で は 草丈が

短 く な っ た り ， 茎が細 く な る 等 の 生育不良 や， 花径が小

さ く ， 葉の色 つ や が悪 く な る 等 の 品質低下が著 し い。 ま

た ， 根の機能の低下 に よ っ て 萎凋症状が発生 し や す く な

る 。 な お ， 三重県 に お け る ネ グ サ レ の種の分布調査 は 近

年実施 し て い な い。

表 - 1 三重県で採集 さ れた ネ コ プセ ン チ ュ ウ の種 と 主 な

寄主植物 (三重県農業技術セ ン タ ー ， 1994�96 年)

ネ コ プの種 検出件数 主 な 寄主植物

MI 38 ト マ ト ， キ ュ ウ リ ， モ ロ へ イ ヤ， イ

セ イ モ ， イ チ ジ ク ， ハ ク サ イ ， ダ イ

コ ン

MA 3 イ セ イ モ ， モ ロ ヘ イ ヤ

MH 2 シ ソ ， ト マ ト

MI + MA 12 イ セ イ モ ， イ チ ジ ク

MI : サ ツ マ イ モ ネ コ プ， MA : ア レ ナ リ ア ネ コ プ， M H : キ

タ ネ コ プ.
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H 防除対策 と 問題点、

1 化学的防除

( 1 )  化学合成農薬

線虫防除対策 の 中心的役割 を 担 っ て い る の は ， 現在の

と こ ろ 化学合成農薬であ る 。 化学合成農薬 は価格， 作業

労力等の経済性や 防除効果 の安定性か ら 判断す る と ， 非

常 に効率的 な線虫防除手段で あ り ， 農作物 の安定生産 に

果たす役割が極 め て 大 き い こ と は 周 知 の事実であ る 。 し

か し ， 近年 く ん蒸型 の薬剤 は 作業者 の安全性， 臭化 メ チ

ル を は じ め と す る 地球環境 に 対す る 問題の顕在化 な ど，

農薬 を取 り 巻 く 社会情勢の変化 に よ り 使用 が難 し く な っ

て き て い る 。 一方で， 防除効果 の 高 い接触型殺線虫剤の

登録が増 え て お り ， く ん蒸型か ら 接触型へ の殺線虫剤の

転換が進んでい く と 考 え ら れ る 。 さ ら に， 最近では接触

型の薬剤 も 含 め て ， 化学合成農薬全体の使用 を 削減 し て

い こ う と す る 動向 (有機農産物生産 を は じ め と す る 環境

保全型農業への志向， そ の 手段 と し て の IPM へ の 関 心

の高 ま り 等) が強 ま っ て い る 。 今後， 線虫防除 に お け る

化学合成農薬の担 う 役割 は， 今 ま で と は 少 し 違 っ た も の

に な っ て い く の で は な い だ ろ う か。

( 2 ) 化学的防除の 問題点

化学合成農薬 は， 非常 に 有効 な線虫防除対策の一つ で

あ る が， 様々 な 問題点 を 含 ん で い る こ と も 事実であ る 。

ま ず， 防除効果 に 直接かかわ る 薬剤感受性の問題があ

る 。 キ タ ネ グサ レ p. ρenetrans が D-D J'fIJ等 に 対 し て 感

受性が低 い こ と は 従 来 か ら 指摘 さ れ て い る (後藤 ・ 大

島， 1964 ; 近 岡， 1966 ; 他 に 数例 の 報告 あ り ) 。 ま た ，

サ ツ マ イ モ ネ コ ブ に つ い て も D-D 剤 等 に 抵抗性 を 獲得

し た 可能性 を 示 す 事例 が あ る (近岡 ・ 竹津， 1982) 。 薬

剤抵抗性発達の可能性 は， 接触型 の 殺線虫 剤 を 含 め て 十

分考 え ら れ る 。

次 に ， 防除後の線虫密度 の復元が あ る 。 防除効果 の高

い薬剤 を使用 し で も ， 1 回 の処理で長期 間 に わ た り 線虫

を低密度 に保つ の は ま ず不可能 で あ る 。 ご く わ ずかで も

生 き 残 っ た 線虫 や， 薬剤処理後 に 圃場 に 侵 入 し た 線虫

が， い ずれ は そ の勢力 を 盛 り 返す結果 と な っ て し ま う 。

特 に ， く ん蒸型薬剤の場合， 処理後の土壌中の生物相が

単純化す る た め か， 意外 と 早 く 密度が回復 し て し ま う こ

と が あ る 。 ま た ， 化学合成農薬 は 生物や そ れ を取 り 巻 く

環境 に 及 ぽす影響の評価 と 対策が困難で あ る 。 影響 を軽

減す る 手法 は 非常 に 難 し い 問題であ る が， こ れ は ク リ ア

す る 必要があ る だ ろ う 。

2 耕種的 防除

耕種的防除 に は輪作， 対抗植物や抵抗性品種の利用 ，
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有機物の施用， 線虫 を 圃場 に 持 ち 込 ま な い な ど の手法が

あ る 。 こ こ で は 対抗植物の利用 に つ い て 紹介す る 。

( 1 )  対抗植物

対抗植物 を 線虫防除 に利用 し よ う と す る 試み は古 く か
ら 検討 さ れ て お り ， 我 が国 に お い て も ， 既 に 30 年以上

前 に そ の利用 に 関 す る 研究が報告 さ れて い る (西津 ら ，

1963) 0 対抗植物 は ， 線虫 の 種 に よ っ て 効果 の あ る も の

と な い も の が あ る 。 し た が っ て ， 導入す る に 当 た っ て は

あ ら か じ め 圃場で発生 し て い る 線虫 の種 を 同定 し て お く

必要があ る 。

対抗植物 と 言 え ば， ま ず思 い 浮か ぶの は マ リ ー ゴ ー ル

ド で あ ろ う 。 神奈川 県 の三浦 ダ イ コ ン を対象 に キ タ ネ グ

サ レ に対す る マ リ ー ゴ ー ル ド ( ア フ リ カ ン ト ー ル) の利

用法が精力 的 に研究 さ れ (近 岡 ら ， 1971 ; 大林 ・ 近岡，

1973) ， 普及が図 ら れた こ と は あ ま り に も 有名 で あ る 。

キ タ ネ グサ レ に対す る マ リ ー ゴ ー ル ド の 防除効果 は安定

し て 高 く ， し か も 土壌 中 の 深 層 部 ま で発揮 さ れ る 。 ま

た ， フ レ ン チ マ リ ー ゴ ー ル ド も 各種 ネ グ サ レ に 対 し て 高

い効果 を 示 し， イ チ ゴ の ク ル ミ ネ グ サ レ P. vulnus を長

期間抑制 し た と い う 事例 が あ る ( 阿部 ・ 柿崎， 1996) 。

ネ コ ブ で は ， “ キ タ ネ グ サ レ = マ リ ー ゴ ー ル ド " の よ

う に安定 し た 効果が得 ら れ る 対抗植物 は な い。 し か し ，

ク ロ タ ラ リ ア 属 の 一種 Crotalari・'a sþectabilis は ， サ ツ マ

イ モ ネ コ ブ に対 し て比較的安定 し た 効果 を 発揮 す る 。

そ の他， ギ ニ ア グ ラ ス ( ネ コ プ類， キ タ ネ グ サ レ ) ， 

エ ンバ ク 野生種 A vena stri.き;osa ( キ タ ネ グサ レ ) な どが

対抗植物 と し て 市販 さ れて い る 。 特 に ， エ ンバ ク 野生種

は寒冷地での栽培や秋冬作 と し て の利 用 も 可能 で あ り ，

導入時期の幅が広 い と い う 利点が あ る 。 ま た ， 緑肥作物

と し て 広 く 利 用 さ れて い る ソ ル ガ ム で も ， サ ツ マ イ モ ネ

コ ブ に 対 し て 効 果 の あ る 品 種 が育成 さ れ て い る (北 島

ら ， 1997) 。

( 2 ) 耕種的防除の 問題点

輪作や対抗植物 は ， 基幹 と な る 作物 と の 関係 で導入品

目 や時期が限 ら れて し ま う 場合が多 く ， 導入作物 (対抗

植物 を 含 む ) の経済性 も 重要 な 品 目 選定 の ポ イ ン ト で あ

る 。 ま た ， 対抗植物 で は 3 か 月 以 上 園 場 を 占 有 す る た

め ， 施設栽培で は利用が難 し い場合が あ る 。 た だ し ， イ

チ ゴ の よ う に 夏期 に 長期間箇場が空 く た め ， 導入 し や す

い作物 も あ る 。

有機物の施用 は遅効的で， 効果の安定性 に 欠 け る 。 効

果発現の メ カ ニ ズ ム が未解明 の た め ， “ や っ て み な け れ

ばわ か ら な い " と い う 面が多分 に あ る 。

そ の他， 抵抗性品種の普及 に は市場で の 高 い 評価が伴

う こ と が必要であ る 。 線虫 の 圃場への侵入防止 は現実 に
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表 - 2 ト マ ト の栽培法， 太陽熱消毒の有無 と サ ツ マ イ モ ネ コ プセ ン チ ュ ウ

お よ び褐色根腐病の発生程度 (千葉県農業試験場. 1999 を 一部改変)

線虫根 こ ぶ指数 褐色根腐病発病度
栽t音法 土壌消毒法

1995 年 1996 年 1997 年 1995 年 1996 年 1997 年

根域制限 太陽熱 3 . 1  5 . 1  9 . 2  15 . 6  12 . 5  7 . 5  

無処理 36 . 9  77 . 2  79 . 2  19 . 1  72 . 7  88 . 3  

地床 太陽熱 5 . 9  20 . 3  23 . 8  12 . 8  3 1 . 3  10 . 4  

無処理 44 . 4  72 . 0  59 . 2  30 . 9  90 . 2  95 . 8  

根 こ ぷ指数 ・ 褐色根腐病発病度 = { l! (階級値 × 個体数) /調査個体数 X 4 } X lOO

階級値 : O (無) -4 (甚) の 5 段階評咽， 太陽熱消毒 は毎年実施.

は 困難 き わ ま り な い。 彼 ら は “ あ の手 こ の手 (水， 土，

風， 農機具， 植物， 動物等々 ) " を駆使 し て ， 我々 の 防

衛 ラ イ ン を い と も 簡単 に 突破 し て し ま う 。

3 物理的防除

線虫 の場合， 主 に “熱" を利用 し た 方法であ る 。 一般

的 に は土壌の太陽熱処理や蒸気消毒， 種苗 (苧) 類の温湯

浸漬法が あ る が， 熱水 に よ る 防除法 も 検討 さ れて い る 。

( 1 )  太陽熱処連

施設 に お い て 夏期 に 実施す れ ば， 線虫 の み な ら ず各種

土壌病害虫 に 高 い 防除効果が期待で き る 。 実際 に現地で

は， 土壌病害防除 を兼ねて行わ れ る 場合が多 い。 ま た ，

太陽熱処理圏場 に お い て遮根 シ ー ト 等 を 用 い て 土壌深層

部 と 隔離す る こ と に よ り ， 効果 の持続性が高 ま る こ と が

千葉県農業試験場 に よ っ て 確認 さ れて い る (表-2) 。

( 2 ) イ セ イ モ種芋の加温 ・ 加湿処理

イ セ イ モ ( ナ ガ イ モ 属) は 三重 県 固 有 の 特産物 で あ

る 。 こ れ に ネ コ プが寄生す る と 芋表面 に イ ボ状の ゴ ー ル

を形成 し ， 商品価値が著 し く 損 な わ れ て し ま う 。 イ セ イ

モ は 水稲 と の 輪作 (水稲 が 2----3 年) が行わ れ て い る た

め ， 定植時の圏場か ら は ネ コ プが全 く 検出 き れな い 。 一

方， 種芋の 中 に は ネ コ プの寄生が認 め ら れ る 芋が含 ま れ

て お り ， 被害発生 の 主 因 は 種芋 に よ る 圃場への持 ち 込み

であ る と 考 え ら れ る 。 そ こ で， 水稲用育苗器 ( ス チ ー ム

式出芽器) を利用 し て 種芋 を加温 ・ 加湿処理 (40.C ・ 湿

度 100% で 24 時間処理) し た と こ ろ ， 収穫芋 で の 被害

が少 な し 高 い 防除効果が認 め ら れ た (表-3) 。 同様の

方法は， 千葉県 の ヤ マ ト イ モ でサ ツ マ イ モ の キ ュ ア リ ン

グ施設 を利用 し た 蒸熱処理 と し て効果が確認 さ れて い る
(萩谷. 1990) 。

( 3 ) 物理的防除の 問題点

太陽熱処理 に は 夏期 に 1 か 月 程度 の 処理期 聞 が必要

で， 天候 に よ っ て効果が左右 さ れ る 場合があ る 。

種苗類の温湯浸漬等 の熱処理では， 発芽等植物体への

影響 を 考慮す る 必要があ る 。 処理条件 を正確 に 制御 し た

り ， 大量の種苗類 を処理す る 場合 に は， そ れな り の施設

表 - 3 イ セ イ モ 種芋の加温 ・ 加湿処理 に よ る 収穫苧の ネ コ プ

セ ン チ ュ ウ 被害防除効果 (三重県農業技術セ ン タ ー ，

1997) 

区名 調査芋数
ゴ ー ル着生程度別芋数

o 2 3 4 
寄生率 根 こ ぶ指数

処理 236 216  8 3 9 0 8 . 5  % 4 . 3  

無処理 130 81  18 13  16 2 37 . 7  % 19 . 2  

三 重 県 多 気町現地闘場試験. 収穫芋の ゴ ー ル 着 生 程度 は O (無)

-4 (甚) の 5 段階.

根 こ ぷ指数 = { l! ( ゴ ー ル着生程度 × 苧数) /調査苧数 X 4 } X lOO

が必要 と な る 。

4 生物的防除

線 虫 に は， ウ イ ル ス ， 細 菌， 糸 状 菌， 原 生 動 物， 線

虫， ダニ， 昆虫 な ど多数の寄生性天敵， 捕食性天敵が知

ら れて い る (西津， 1984) 。 ネ コ プの 天敵 で あ る 出 芽細

菌 Pasteuria ρenetrans (以下， パ ス ツ リ ア と す る ) は ，

シ ス ト セ ン チ ュ ウ に 寄生す る P. nishizawae を 見 い だ し

た 西津 務氏 に よ っ て 我 が 固 で広 く 知 ら れ る よ う に な っ

た 。 以来， 有望 な生物防除素材 と し て 多 く の研究者 に よ

り 精力 的 な研究が行わ れ， 実用化 に 向 砂 た 試験が実施 さ

れて き た 。 そ し て ， 1998 年 12 月 に サ ツ マ イ モ ネ コ プ に

対 し て ト マ ト ， キ ュ ウ リ 等 の 果菜類で登録 を取得す る に

至 っ た。

( 1 )  パ ス ツ リ ア

パ ス ツ リ ア は ， 土壌中 に存在す る 内生胞子が ネ コ プ二

期幼虫 に 付着， 感染す る 。 こ の胞子 は 高温， 低温や乾燥

等 の環境耐性が強 く ， 土壌中 で長期間 (数年間) 生存す

る こ と がで き る 。 し か も 臭化 メ チ ル と ク ロ ル ピ ク リ ン を

除 く 薬剤 に 対す る 感受性が低 い 。 こ れ ら の特徴か ら ， パ

ス ツ リ ア が い っ た ん ネ コ プ密度 を低減 さ せ れ ば， そ の効

果 は非常 に 長 く 持続す る と 期待 さ れ る 。 ト マ ト を 用 い た

ポ ッ ト 試験 で は ， 2 作 目 以降効果が発現 し 始 め ， 9 作 目

に お い て も サ ツ マ イ モ ネ コ プ の 寄生 を 顕著 に 抑制 し た

(図ー1) 。
パ ス ツ リ ア の効果発現 は遅効的で あ る 。 パ ス ツ リ ア の
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図 ー 1 パ ス ツ リ ア 処理 に よ る ト マ ト の サ ツ マ イ モ ネ コ プ

防|徐効果 (三重県段業技術セ ン タ ー， 1 997�99) 

ポ ッ ト 試験. 供試ノマ ス ツ リ ア A 三重県ill1， ß :  NT-
01 懸泌i'í1J. パ ス ツ リ ア は l 作 目 前 に 各 ポ ッ ト 胞子 5

x 10' (悶/m2 を処理.

効果 を少 し で も 早 く 発揮 さ せ る た め に は， 処理後の ネ コ
フ'への胞子付着 を い か に 高 め て や る かが， 一 つ の ポ イ ン
ト と な る 。 パ ス ツ リ ア は 自 ら 能動 的 に 移動 し な い の で，

耕起等 に よ っ て 土 壌 中 で の 分 布 を 均一 に す る 必要 が あ
る 。 ま た ， 土壌水分が多 い ほ う が胞子付 着数が明 ら か に
高 く な り (佐野， 1997) ， 胞子処理後の 潅 水盆 を 多 く す

る こ と で も ， 付着率 を 高 め る こ と が可能であ る ( 図-2) 。

パ ス ツ リ ア を は じ め線虫の天敵は， 一般 に不耕起条件の
ほ う が有利で あ る と 言 わ れ て い る (GASPAI<口， 1994 ) 。 パ
ス ツ リ ア を処理 し た 後 も ， 彼 ら が活躍 し や す い環境 を整
え て や る こ と が紡除効果 を上手 に 発揮 さ せ る こ と に つ な
が る であ ろ う 。

( 2  ) 生物的防除の問題点

パ ス ツ リ ア は遅効的であ り ， 現実的な胞子投入量 の レ
ベ jレ で は 3�4 作 目 以降 でな い と 自 に 見 え る 効果 が現れ

て こ な い。 そ れ ま で は (特に l 作 目 で は 防除効果 は期待
で き な い の で) 他の何 ら か の 防除手段 に よ っ て ， ネ コ プ
に よ る 被害 を抑 え て お く 必要 が あ る 。 た だ し ， 絶対寄生

菌であ る パ ス ツ リ ア は ネ コ プ に 寄生 し な い と 増殖で き な
い た め ， あ る 程度 の ネ コ プ密度は不可欠であ る 。 ま た ，
増殖速度 の適温が約 300C (S川LlNG， 198 1 ) と 高渦性の た

め ， 作物の栽培時期 に よ っ て は十分に増殖で き な い お そ
れがあ る 。 増殖 し た パ ス ツ リ ア を圃場に還元す る た め，

作物恨音1\ は図場外 に持 ち 出 さ な い こ と が肝嬰であ る が，
こ れに よ る 土壌病害対策 を 考慮 し て お く 必要が あ る 。 ま
た， 培地上で人工培養が不可能な の で， 現在の と こ ろ 生

口 2 1/m2illi 水

口 20 1/m'iWí水

AHv

nHv
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1 m' 当 た り パ ス ツ リ 7 }]包子処理E

図 - 2 パ ス ツ リ ア 胞 子処理主; お よ ひ.機水誌の途 い に よ る

サ ツ マ イ モ ネ コ プに対す る 付着ー率の差 (三重県段業

技術セ ン タ ー， 1998) 

ポ ッ ト 試験. 処理 7 日 後に二期幼虫 40 取 を 調査.

産 コ ス ト が非常 に 高 く な っ て い る 。

天敵糸状菌 は 人工培養が可能 な も の が 多 く ， 速効的 な
防除効果が期待で き る の で， 有効な利用 法 の開発が待た
れ る 。 し か し ， 土壌中 に お け る 密度 を 高 く 保つ こ と が困

難で， 効果の持続性 に 問題が あ る 。
い ず れ に し て も 害虫 の 天敵 と 同様 に ， 生理 ・ 生態が解

明 さ れ る こ と が前提条件であ り ， そ の能力が最大 限 に 発

揮で き る よ う な 条件 を整 え て や る こ と が重 要で あ る 。 た
だ し ， 土壌中 の環境 は非 常 に 複雑で あ り ， 一筋縄では い
か な い であ ろ う 。

お わ り に 一 今後の 防除戦略 に代 え て 一

人間 は あ ら ゆ る 手段 を 駆使 し て線虫 を効率的 に 防除 し

よ う と 試 み て き た 。 し か し， ど の 防 除 方 法 も 一長一短

で， 一時的 に は有効で あ っ て も 線虫防除の決定打 と は成
り 得て い な い。 け れ ど も 過去 に も 種々 取 り 組 ま れて き た
よ う に ， 複数の防除手段 を組み合 わ せ て 互 い の 短所 を 補
い合い， よ り 精度 を高 め て い く こ と は十分可能であ る 。
土壌中 の 生態系 は 多様性 に 富 ん で お り ， 土壌 自 体の物理
性 ・ 化学性 も 様々 であ る 。 こ の た め， 最適な 防除方法の
組み合わ せ は 図場 ご と に微妙に 異 な り ， 栽培 さ れ る 作物
が変わ れ ば そ の組み合わ せ も 違 っ て く る 。 そ れで も ， い
く つ かの “基幹 と な る べ き 防除技術" は必要であ る 。 例
え ば， ネ コ フ・ に 息の長 い効果 を 発揮す る パ ス ツ リ ア に ，
そ の遅効的 な部分 を 補完す る 防除法 を組み合わ せ る の も
一つ の選択肢であ り ， こ れ は既に検討 さ れ始め て い る 。
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人 間 と 級生、 の 戦 い が記録 さ れ て か ら 世 界 で 200 年以

上， 我が国 で は 100 年余 り が経過 し た (一戸， 1992) 。

今世紀半 ば以降 “人間帝国軍" は ， 化学合成農薬 と い う
強力 な武認 を 手 に 掃討作戦 を 展 開 し て き た。 と こ ろ が
“線虫連邦軍" の 勢 い は 衰 え る ど こ ろ か， 逆 に そ の勢力
は拡大 さ え し て い る よ う に 思 え る 。 彼 ら の ゲ リ ラ 戦術 は

想像以上 に効果的であ り ， 戦況 は泥沼化 し つ つ あ る 。 人
間側が “ 白 旗" を 揚 げ る と は到底考 え ら れず， 作物 を栽

培 す る 限 り ， 戦 い は 果 て し な く 繰 り 広 げ ら れ る で あ ろ

う 。 し か し ， そ ろ そ ろ 戦い 方 を 見直 し て も よ い|時期 に 来
て い る こ と は我々 も 気が付 い て い る 。 “外交" も 敵 を 知
る 上 で立派 な戦略の 一 つ で あ り ， “皆殺 し " や “征服"
だ け がi成果 で は な い は ず で‘ あ る 。 “国境線 ( = 被害許容
水準) " を ど こ に 司 | い て 互 い に共存 し て い く の か， 言 い

古 さ れた こ と であ る が， 改 め て 見つ め直す価値 は あ る と

考 え る 。
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天敵微生物 を 研 究 す る た め の 一通 り の 方 法

OVf究施設， 天敵微生物の探索 ・ 同 定 ・ 培殖等)

の ほ か に ， 近年進歩が著 し い逃伝子解析実験

法 と 天敵微生物 の 目 録 を付す.

我が国 の 段作物 に 被害 を 与 え て い る 主 要 な 鳥

獣 に つ い て ， そ の 分布や生態 と 被筈 防止法 を

詳細 に ま と め た も の で， 本邦初の 鳥獣害対策

の専門ilf と 言 え よ う .

作物病害の 防|徐 を 主 と し て 殺菌剤 に 頼 ら ざ る

を 符 な い 現実 の 中 て二 耐性菌 の 問題 は 避 け て

illíれ な い . 本 訟 は ， 薬 剤 の 試験や現場対応 に

関係 す る 方 々 に と っ て 有益 な 告で あ る .

植物細菌病の 診断 な ら び に 病原細菌の分離 ・

同 定 に 関係 す る 方 の た め に ， 我が固 に 発生す

る 細菌病の定û類 を 取 り ま と め た .
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