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インターネットによる病害虫情報の利用
わた

農林水産 省農業研究 セン タ ー研究情報部 渡 遺 朋 也

は じ め に

こ こ 2， 3 年の コ ン ビュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク ( イ ン タ ー

ネ ッ ト ) の一般への 急速 な普及 は め ざ ま し く ， 個人か ら

学校， 企業， 政府に 至る ま で 独自 の ホ ー ム ペ ー ジが無数

に 開設 さ れ， さ ま ざ ま な情報への ア ク セ ス ， 商取引等 の

サ ー ビス が 利用可能 で あ り ， イ ン タ ー ネ ッ ト の 利用 は生

活の一部 と な り つ つ あ る と 言っ て も 過 言で は な い。

さ て イ ン タ ー ネ ッ ト を 中心 と す る 情報技術の農業へ の

応用 ・ 導入 は ど の よ う な状況で あ ろ う か。 農水 省統計情

報部が 2000 年 1 1 月 に 行っ た 農家の パ ソ コ ン 利用状況ア

ン ケ ー ト ( 回 答約 5 ， 100戸， 農林水産統計速報 12- 258)

に よ る と ， パ ソ コ ン を 所有 し て い る 農 家は 34% で あ り ，

一般家庭のノfソ コ ン所有率 38 . 6% (2000 年 3 月 末時点，

経 済企画庁公表統計資 料， 消費動向調査普及率) と ほ ぼ

同程度 であ る 。 し か し， ノfソ コ ン を 農業経 営に 利用 し て

い る 農家は全体の 7% に と ど ま っ て い る 。 利用 率が上が

ら な い原因と し て ， 1 ) 知 り た い農業技術情報が未整備

あ る い は非公開であ る ， 2 ) パ ソ コ ン あ る いは コ ン ビュ

ー タ ネ ッ ト ワ ー クを 利用 し た 農務改 善あ る い は ビ ジネ ス

モ デルの基盤が な い， と い っ た 指 摘が さ れて い る ( 日本

農業新 聞， 2000) 。 農業 ・ 農村の 情 報化 に と っ て ， ハ ー

ド ( イ ン フ ラ ) の整備 よ り む し ろ ソ フ ト ( ア イ デア ・ コ

ン テ ン ツ ) の 充実 が大 き な 問 題で あ る と す る こ の 指 摘

は， 農業 に お け る 情報研究の進展方向 を 考 え る う え で 重

要であ る 。

農業 に は 1 ) 自 然環境が制 御で き な い， 2 ) 対象物の

バ ラ ツ キ が大 き い， 3 ) 地域性が大 き い， 4 ) 相 互作用

が複雑， 5 ) 定量化で き な い情報が 多い， な ど の特 徴が

あ り ， 農業研究 に お け る 情報化 を 遅 ら せ て い る 要 因と さ

れて い る ( 回 測， 1992:松原， 1996 な ど) 。 農林水産技

術会 議で は 1997 年度 か ら 一般別 枠研究 「増殖情報 ベー

ス に よ る 生産 支援シ ス テ ム 開発 の た め の 基盤研究 (増殖

ベー ス ) J を 開始 し ， 上記 の よ う な 特 徴を 持 つ 農業生産

(農業者 の意志決定) を 支援す る 要素技術の 開発 を 進 め

て い る 。 本報告 で は ， 筆者 の所属す る 農業研究 セン タ ー

Internet Technology in the Recent Pest Management in 
Japan. By Tomonari W ATANABE 

(キーワード:インターネット ， Web ， 病害虫管理)

研究 情 報部が取 り 組む情報研究 の一部 を紹介 し ， 病害虫

管理への情報技術の応用 や今後の展開 に つ い て 述べる 。

な お ， 最 後 に 本 文 に 関 連 す る W ebサ イ ト の U RL

(Uni form R esource Locater) と 簡単 な 解説を 載せ た の

で参考 に し て い た だ き た い。

I モデル ベー ス とMetBroker

こ れ ま で 病害虫 管理 に 関 する 様 々な コ ン ビュ ー タ ソフ

ト あ る い は デー タ ベー ス が 作成 さ れて い る が， 開発者 お

よ び 利用者 ど ち ら か ら も 多 く の 問 題が指 摘さ れ て き た 。

た と え ば 1 ) ソ フ ト の所在や ア クセス 方法 に 関 す る 情報

が周 知 さ れて い な い た め ， せ っ か く 開発 さ れた ソフ ト ，

デー タ ベー ス が十分 に 利用 さ れ な い。 2 ) 入手 し た ソ フ

ト が手持 ち の ハ ー ド ， OS が対応 し て い な い場合 は ， プ

ロ グ ラ ム の 改 変や 新 た な ハ ー ド の 購入 が必 要 に な る 。

3 ) 開発者が ソ フ ト のパ ー ジョン ア ッ プ を 行っ た場合，

ソ フ ト の 配布先 が 多い と メ ン テ ナ ン ス が 負担 と な る 。

4 ) ハ ー ドや OS が発 達す る と 使用 し て い た プ ロ グ ラ ミ

ン グ 言語が対応せ ず， ソ フ ト が使用 で き な く な る 。

研究情報部 で は ， 各種 ソ フ ト ウ ェ ア ， 特 に シ ミュ レー

シ ョン モ デル の所在情報 を 整備 し ブ ラ ウ ザか ら 検索可能

に す る と と も に ， 複数の モ デル聞の連 携， モ デル の栽培

地域 に 応 じ た パ ラ メ ー タ の 自 動 修正等 を 可能 に す る 仕組

みの整備 を 進 め て い る 。 こ の仕組み を 「モ デ ル ベー ス j

と 呼 ん で い る ( 平 藤， 1998) 。 ソフ ト 開発 は イ ン タ ー ネ

ッ ト 上での 利用， モ デ ル の 部 品 の共用 を 効率的 に 行う た

め J a va 言 語 で 開 発 を 進 め て い る 。 ま た 過 去 に

N 88B ASIC や FOR TR AN で 記 述さ れ た ， 有 用 だ が そ

のま ま で は 現在使用 で き な い プ ロ グ ラ ム の J a va 化 も 同

時に 行っ て い る 。

J a va で 開 発 さ れ た ソフ ト ウ ェ ア は 特 定 のハー ド や

OS に 依存せ ずに 動作 す る 。 ま た J a va ア プ レツ ト と 呼

ばれ る 形で記 述さ れた プ ロ グ ラ ム は ネ ッ ト ワ ー クを 通 じ

て ブ ラ ウ ザ に ダ ウ ン ロ ー ド さ れて 実 行さ れ る 。 つ ま り 利

用 者 は 基本的 に は イ ン タ ー ネ ッ ト に つ な が っ た ブ ラ ウ ザ

を 利用 で き る コ ン ピュ ー タ が あ れ ば， どこ か ら で も モ デ

ル を 利用 す る こ と がで き る 。 ま た モ デル の 開発者 は ， 最

新 版を サ ー バ に 登録す る こ と で個 々のユ ー サeに 対す る メ

ン テ ナ ン ス 等 の手聞 を 省くこ と がで き る 。 モ デル ベー ス

に は， 試験 段階で は あ る が い くつ かの病筈虫雑 草関連の
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モ デルや， 作物生育モ デル も 含 ま れ て お り ， 増殖情報 ナ

ピゲ ー タ AgrIn foの モ デル ベー ス 関連ペ ー ジか ら 利用

でき る 。

病害虫 管理 に 関 わ る ソ フ ト に は 気象情報が欠 かせ な い

が， こ れ ま でに 作成 さ れた 気象 デー タ ベー ス は配布の 困

難性や デ ー タ 形式 の不統ー に よ り ， 応用 ソ フ ト を 開発 し

て も 使用 す る 気象 デー タ に 応 じ て そ の 都度 プ ロ グ ラ ム を

書 き 直す と い っ た 無 駄な 作業が必要 と な り ， こ の効率の

惑さ が農業情報 シ ス テ ム 開発 の 大 き な 障害 と な っ て き

た 。 LAUIIEN�州 et a l. (2000) に よ っ て 開発が進め ら れ て

い る 「異 な る 気象 デー タ を一 貫した 方法で利用 す る た め

の イ ン タ フ ェ ー ス を 提供 す る 仕組 み Jであ る M etBr o

ker (気象 ブ ロ ー カ ー ) は ， こ の よ う な 問 題点 を 解決す

る 方法 を 提案して い る ( 図 1) 0 M etBr oker は登録 さ れ

た 気 象 デー タ ベー ス の デ ー タ 構造や デー タ の や り と り の

た め の情報 を 持 っ て お り ， 形式等 の 違 い を 吸収 し一定の

形 でユ ー ザ に 気象 デー タ を 提供す る こ と が でき る 。 デー

タ ベー ス 開発者 は M etBr oker に デー タ ベー ス の構造や

イ ン タ ー ネ ッ ト か ら 利用 す る 場合の手続 き を登録す れ ば

よ い。 プ ロ グ ラ ム 開発者 は ， デー タ ペ ー ス ご と の 扱い や

デー タ 構 造を 気 に す る こ と な く ， M etBr oker を 利用 す

る 手順 と 結果 の イ ン タ フ ェ ー ス さ え 知 っ て い れ ばよ し当。

こ れ に よ り モ デル開発者 は ， 気象 デー タ を 提供す る た め

の プロ グ ラ ミン グ や デー タ 収集 の 負担か ら 解放さ れ る 。

ユ ーザ は広範囲かつ 最新の デー タ を 利用 でき る た め， た

と え ばあ る 害虫発生 予測モ デル を全国の気象 デー タ と 組

み合 わ せ て 実 行す る と い っ た 作業 が極 め て 容易 と な っ

た 。 現在 M etBr oker に は 5 か 国 7 種類の気象 デ ー タ ベ

ー ス が登録 さ れ て い る (一部 は 利用 に パ ス ワ ー ド が必

要) 。 さ ら に ， 日射量 な ど の 作物生産 に 有効 な 気 象 デ ー

アプリケーション

気象観測

タ を持 っ た デー タ ベー ス を 充実 さ せ る た め ， 国 内 の 国公

立農業関係試験場や大学等 教育機関 で測定 さ れて い る 気

象 デー タ の 登録が 望ま れ る と こ ろ であ る 。

H 天敵カル テ シ ス テム

天敵 カ ル テ に つ い て は す でに 多 く の 解説や紹介記事が

あ る た め ( 回 中， 1999;大野， 2000 な ど) 詳細 は 省き ，

基本的な考 え か た に つ い て 述べる 。

農家に と っ て 効果が明 ら か と な っ て い な い 新 しい 技術

(品種， 栽培， 病害虫 管理方法) に 試行錯誤 で取 り 組 む

の は極 め て リ ス クが大 き い 。 普及担 当 者 に と っ て も 情報

不 足の新技術 は 農 家に 勧め に く い。 様々 な栽培 ・ 環境条

件に 応 じ た 新技術の指導 マ ニ ュ ア ル や ， 詳細 な シ ミュ レ

ー シ ョン モ デ ル が 利用 で き れ ば良い が， そ れ ら の 作成 に

は 膨大 な時間 と 労力 を 必要 と す る 。 と こ ろ で， 日常社会

に お い で あ る 問 題解決 を 行う 際に ， 個 々 の事例が非常 に

多様 で， 一定 の規範だ け では対応 でき な い場合， そ の規

範 と 過去 の 同様 な事例 解決方法の両方 を 利用 す る こ と が

一般的 であ る (法律 と 判例 な ど が そ の 例 ) 。 そ こ でこ れ

ま での経験 ・ 過去の事例 を 大量 に 蓄積 し (事例 ベー ス ) ， 

解 く べき 新 た な 問 題が与 え ら れた場合に過去の事例 か ら

近い も の を 取 り 出 し， そ こ か ら 解決策 を 導 い て い こ う と

す る ア プ ロ ー チ が現れ た 。 こ れ を事例 ベー ス 推論 と 呼ん

でい る ( 島津， 1996) 。 天敵 カ ル テ の 考 え 方 は ま さ に こ

の事例 ベー ス そ の も の であ る ( 田 中 ・ 渡過， 2000) 。

さ ら に 天 敵 カ ル テ シ ス テ ム は ， 一 定 の 様 式 に 従 っ た

「カ ル テ 」 の 収集， 公 開 だ け でな く ， 関連情報 と して ，

生物農薬試験成 績検索 (木浦 ・ 石塚， 2000) ， 文献 デ ー

タ ベー ス と 検索 シ ス テ ム ， メ ー リ ン グ リ ス ト を 含 ん でい

る 。 メ ー リ ン グ リ ス ト に は 現 在 約 120 名 が参加 して お

気象
データベース

/� 
MetBroker 

Eヨ
図 ー 1 気象データベース仲介サーパ MetBrokerの概念図. それぞれのデータベース ， アプ

リケーションは MetBrokerとのインタフェース を準備するだけであらゆる組み合わ
せの利用が可能になる. M. L^UllIèNSON et al . (2000) より ， 許可 を得て一部改変転載.
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り ， こ こ での 議論 は デー タ ベー ス 化 さ れ検索可能 な事例

と し て 蓄積 さ れて い る 。 こ れ ら の情報や仕組み には イ ン

タ ー ネ ッ ト を 通 じ て 「誰で も ど こ か ら で も j ア クセス あ

る い は参加す る こ と がで き る 。 つ ま り お 互い の知 識や経

験 を ， 時間や地域 あ る い は 立場 を 越 え て 共有す る 事が可

能であ り ， シ ス テ ム 全体で 「推論 Jを 支援す る 形 にな っ

て い る 。 こ の よ う に天敵 カ ル テ シ ス テ ム は 「天敵普及 と

い う 実 践的かつ全国的 な活動 を ， イ ン タ ー ネ ッ ト を活用

し た シ ス テ ム で 支援す る 」 と い う ， 情報技術 を応用 し た

こ れ ま で にな い新 し い害虫 管理 支援シ ス テ ム を 提案し て

い る 。 同様な シ ス テ ム は薬害発生， 除草剤効果な ど の 膨

大な事例 蓄積が あ り ， 人的ネ ッ ト ワ ー クが構成可能 な場

合に応用 で き る の で は な い か と 考 え ら れ る 。

皿 インターネッ ト を利用し た病害虫情報の

提供と利用

天敵の よ う に資材投入 の 時期 の 判断が 良い結果 を 導 く

た め に重要 な 要素 と な る 場合 には ， 病害虫発生の 同定診

断 も 迅速 に 行う 必要があ る 。 病害虫発生現場で収集 し た

画像 を 含 む情報 を ， イ ン タ ー ネ ッ ト を 通 じ て 専門家に送

り ， 同定診断 を 迅速 に 行う シ ス テ ム が， フ ロ リ ダ大学食

糧 ・ 農業研究所情報科学部 門 (University o f  F lorida ， 

Institute o f  Food and Agricultura l Science ， In forma 

tion Tec hnologies ， IF AS-I T) で 開 発 さ れ て い る 。

DD lS (Distance Diagnostic and Identi fication Sys 

tem， 遠隔同定診断 シ ス テ ム ) と 呼 ばれ る こ の シ ス テ ム

は， 普及担当 者 が 病害虫 ・ 作物 な ど の 写真や 撮影 し た 場

所， 時間 な ど の情報 を ネ ッ ト ワ ー クに送信す る と 特定 の

専門家 ( フ ロ リ ダ 内 で 病害虫， 線虫， 雑草約 50 名) に

診 断 ID が メ ー ル で 送ら れ る 。 専門 家は そ の ID を 基 に

し て サーバか ら 写真な ど の デー タ を 取 り 出 し 診断 し ， そ

の結果 は ま た サ ー バに送ら れ ユ ー ザ にメ ー jレ で連絡が 届

く 仕組み で あ る 。

情報の サ ーパへの転送 を 現場 閏場か ら 直接 行え る と さ

ら に 有用 で あ ろ う 。 携帯情 報端 末 (PD A) は 日本 で 急

速 に発 達し て お り ， 闘場情報収集 に も 極 め て 有効 で あ

る 。 す で に茨城大学 に よ り PD A を 利用 し た 病害虫特定

支援シ ス テ ム が 作成 さ れ て い る ( 億田 ら ， 2000) 。 天敵

カ ル テ にも 現場発生情報 と し て 画像を 利用 し た 情報交換

シ ス テ ム の 導入が開始 さ れ る 予定であ る 。

お わ り に

こ こ で紹 介 し た モ デ ル ベー ス ， MetBro ker， さ ら に

天敵 カ ル テ シ ス テ ム は ， そ の プ ロ グ ラ ム ， デ ー タ の大部

分が知的所有 権に配慮 し つ つ無 料で公開 さ れて い る 。 こ
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れ は シ ス テ ム 開発や コン テ ン ツの 充実 の た め には ， そ れ

ら を 自 分た ち だ け の 資産 と し て保護す る (外部 に利用 さ

せ る 場合 は ラ イ セン ス 料を 取 る ) の で は な し積極的 に

公開 し 多 く の人々 の協力 を 得 て よ り 良い シ ス テ ム に し よ

う と す る ， い わ ゆる オ ー プ ン ソ ー ス の 考 え 方 で あ る 。

冒頭 に農 家の 営農へ の パ ソ コン 利用 率 の 低さ の 要 因と

し て 取 り 上 げた が， 病害虫発生情報 を 含 む農業現場か ら

収集 さ れた情報 は ， 地域， 都道府県 あ る い は ， 専門分野

内 での み の 利用 に と ど ま り ， 外部 には 未 (非) 公開 と な

っ て い る 場合が し ば し ば見ら れ る 。 多 く の場合， 産地形

成な ど にお け る 情報 提供側 の 利益の保護が理由 と し て あ

げ ら れ る 。 し か し 各地か ら の セー フ ガ ー ド 適用 要 請 に代

表 さ れ る よ う に ， 今 日海外か ら 輸入 さ れ る 農産物価格，

品 質問 題は ， 国 内 の 産地 問競争以上 に深刻 で あ り ， 国 内

農業 の体質強化 は 急務 の 課題 と な っ て い る 。 オ ー プ ン ソ

ー ス の立場か ら 言え ば， 国 内 の地域 を 越 え た 情報 交換を

積極的 に行い， お 互い の レベル ア ッ プ を 図 る と と も に新

た な 独自 性 を 獲得 し て ゆ く こ と が必 要 で は な い だ ろ う

カミ。

も ち ろ ん そ の た め には 病害虫 管理だ け を 考 え て も ， 発

生予察情報の収集 ・ 提供 シ ス テ ム ， 防除指導方 針を 根本

的 に問 い 直す こ と につ な が る た め ， 多 方面 か ら の 真撃な

議論 を必要 と す る 。 現在す で に多 く の 病害虫防除所の ホ

ー ム ペ ー ジには， 具体的 な 発生情報や 防除指 針， さ ら に

は 詳細 な 病害虫図鑑や 解説記事が掲載 さ れ て お り ， ユ ー

ザ は 地域内 に限 ら ず全国 の情報収集が可能で あ る 。 ま た

メ ー リ ン グ リ ス ト で は ， 所属や地域 を 越 え て 病害虫 に関

す る 問 い 合わ せ や 議論が毎 日飛び交 っ て い る 。 ハー ド ，

イ ン フ ラ の整備が整 う の を待 つ の で は な く ， 柔軟な ア イ

デ ア と そ れ に対応で き る 人 的 ネ ッ ト ワ ー クを で き る と こ

ろ か ら 組み あ げ る だ け で も ， こ れ ま で にな い情報 交換シ

ス テ ム が す で にで き あ が っ て い る の で あ る 。 3 か 月 単位

と い わ れ る 急速な情報技術の 発 達を 営農 支援に最大限 に

利用 し て ゆ く には， 研究 ・ 行政 ・ 農業者 そ れ ぞれが既存

の 枠にと ら わ れ な い発想 や 行動 を 起 こ す こ と が大 切で あ

る 。

本文に参考とな る Webサイ ト の URL

政府資料
農家のパソコン普及率 (農林水産省統計情報部資料)

http://www.ma仔go .jp/toukei! sokuhou/ data/ 12- 258.pdf 
一般家庭のパソコン普及率 (経済企画庁公表統計資料)

http://www .epa .go.jp/2000/f/0421shouhi!0421shouhi田xls
!T戦略会議 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(I!T基

本法J)
http://www 1.kantei.go.jp/jp/it/index.html 

学会関係
日本応用動物昆虫学会
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http://www.a百rc.go.jp:8001/odokon/index.html
日本昆虫学会
http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/entsocj/home.htm 

(国内外の関連学会にはこの二つのWeb サイトの リンク集からた
どることができる)

農業情報化に関するポー タ ルザイ ト
農業情報利用研究会(農業 インターネットセンター)

http://www.jsai.or.jp/ 
星 岳彦{植物生産のためのインターネット道しるべ)

http://www.fb.u-tokai.ac.jp/plant/production-j 
農業研究センター研究情報部(Agrlnfo)

http://agrinfo.narc.affrc.go.jp/ 
モデルベース

解説(平藤雅之)
http://agrinfo.narc.affrc.go.jp/AboutMB.htm 

利用可能なモデル
http://agrinfo.narc.affrc.go.jp/MBresouce.htm 

メットブローカー
http://www.agmode1.net/MetBroker/MetBroker.html 

病害虫管理に関する情報
日本植物防疫協会( JPP-Net)
http://www.jppn.ne.jp/ 

( リンク集には各地の 病害虫防除所が掲載されている)
天敵カルテ

http://tenteki.cgk2.affrc.go.jp/index.phtml 
天敵利用通信

http://ss.cgk.affrc.go.jp/kiban/tenteki/index.html 
フロ リダ大学食糧・農業研究所情報科学部門

http://ifas.ufl.edu/ (DDIS はhttp://ddis.ifas.ufl.edu/)

書 評

「種子伝染性病害の管理・研究・制御」
一国際ワーク シ ョップの報告からー

企画・編集 農林水産省野菜・茶業試験場
A 5 判， 161ペー ジ， 本体

株式会社 会国農村教育協会

私が小 ・ 中学 生 の こ ろ ， r種 子 ・ 苗半作」 と い う 言葉
を よ く 耳に し た 。 そ し て 種 子伝染病 で あ る 麦 の 腹黒穂
病， 裸黒穂病や イ ネ 薬枯線虫病な どを 予防す る た め に，
風呂場浸法が行わ れ， ま た戦後 は 種 子消毒剤 と し て 有機
水 銀剤が広 く 使わ れ た 。 こ れ ら の処理 を 古人が行っ た の
は， 種 子や苗の 良否が作物の 生育や 品 質， 収量 に与 え る
影響が大 き い こ と を 悟っ て い た か ら で あ ろ う 。

と こ ろ で現在 に至っ て も ， 我が国 で は 公的研究機関 に
お い て ， 種 子の 品 質検査 (種苗 管理 セン タ ー ) は 発 芽
率， 発 芽勢等 に限 ら れ種 子病害の研究や調査 は 行わ れ て
いな い。 た だ， 輸出用種 子の 品 質保証の た め の病害検査
の 証明 書の代わ り を 植物防疫所が行っ て い る の が実態で
あ る 。 こ のよ う な 現状 で， 本書 の特 徴は， 1998 年3月
名 古屋市 にお い て f 2 1世紀にお け る 食糧生産 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」 が，
種子病害の世界第一人者 と し て 外国人 6 名， 日本人 4 名
で 行わ れた 素 晴ら し い講演内容 を と り ま と め ， 科学技術
庁の 承認 を 得て 出 版さ れた も の で， 種 子伝染病の世界の
実態 と 動向 お よ び今後の 課題お よ び我が国の今後の方向
を 知 る 上で は こ の上 も な い新 書であ る 。

本 書の構成 は ， ①野菜 ・ 茶試の手 塚信夫氏が種 子伝染
性病害 に関 す る 国 際的 な 動 き と し て ， 15TA， 15HI の
活動 と 我 が国 にお け る 種子伝染性病害研究 お よ び種子検

そのほか
情報通信辞典(e-Words)

http://www.e -words.ne.jp/ 
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査 の 実 態 を 要 点 よ く ま と め て い る 。 ② オ ラ ン ダ の
LANGER泌氏 が 2 1世 紀にお け る 種 子伝染性 病 害 につ い

て ， 2000 年 ま で の種子 伝染病 の 歴史， 食糧生 産 へ の 影
響， 検査方法 の 標準化 お よ び， 2 1 世 紀にお け る 種 子伝
染病の 管理 と し て種 子伝染病の分離， そ し て ， 管理手法
につ い て 事細 か に論 じ ら れ説得力 が あ る 。 結論 と し て 氏
は， 種 子伝染病害の 管理 を よ り 最 適化 す る た め に， 今後
10 年以 内 の 注意点 を 述べ ら れ て お り ， 種 子を 扱う 者 に
と っ て ， 大変参考 にな る 構想 で あ る 。 ③種 子伝染性 ウ イ
ル ス 病， 細菌病， 菌類病 を 易学 的 に 捉え て ， 種 子伝染の
仕組み， 経 済的 重要 さ ， 疫学的ノfラ メ ー タ ー， 伝染源，
伝染源闇値， 広 が り と 進 行， ま と め と し て の成果， 問 題
点， 将来へ の期待。 ④日本 にお け る 野菜類種 子伝染性病
害の発生 ・ 防除 の概況。 ⑤日本にお け る 水稲 ・ 麦類 ・ 大
豆種 子伝染性病害検査お よ び 管理 に求 め ら れて い る 将来
方向。 ⑧健全種 子の 生産。 ⑨日本の 種 子検疫。 ⑩日本 に
お け る 野菜の健全種 子検査で成 り 立 っ て い る 。

前文 は 翻訳 を 含 め 日本文 で あ る が， 後文 には外国人講
演者の 原稿が原文 で載せ ら れ， 種 子伝染病 に関 す る 論文
を 英文 で発表す る の にも 大変参考 にな る よ う 配慮 さ れて
い る のに感銘さ せ ら れ る 。

種 子伝染す る 病原体 は極 め て 多 く ， し ばし ば種子 に 起
因す る 病害 の 発生， ま た は全国的 な 多発生の 原 因 と な る
こ と が あ る 。 海外で は 種 子伝染性病害 の研究， 調査， 普
及活動 は非常 に進 ん で い る 中 で， 我が国 での体制 は ， 研
究， 調査 と と も 真に不十分で あ る 。 今後 ま す ま す 流通が
国 際化 し ， 種 子の 流通 も 国 際化 す る 中 で， 本 書が こ れ ら
の 意 図 に合 っ た 種 子伝染性病害 の 研究， 検 査 に結 び つ
き ， 関係者が種 子伝染病害か ら 種 子を 守る た め の一条の
光明 を 見 出 し ， そ れ を発展 さ せ る 構想 の 書 と し て ， 多 く
の 方 々に是非 お 勧め し た い 。 ( 木曽 蟻)
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