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I シ ン ポ ジ ウ ム の概要

「 ア ジ ア ナ シ 国際 シ ン ポ ジ ウ ム 」 が， 11J取 り，� Þ，f."fHî に

お い て 平成 1 3 年 8 月 25�29 日 ま での 5 [ [ 11\1 に わ た っ て

|銅催 さ れ た 。 本 シ ン ポ ジ ウ ム は， ブ シ の 1 / 1 で も 特 に ニ ホ

ン ナ シ ， チ ュ ウ ゴ ク ナ シ な ど ア ジ ア 産の ナ シ を 課題 に 取

り 上 げた は じ め て の 国際 シ ン ポ ジ ウ ム であ る 。

ナ シ は， 世界的に も 広 く 知 ら れ た 裂物 で は あ る が， 洋

の w 凶 に よ っ て こ れ ほ ど 印 象 の興 な る 食べ物 も 珍 し い。

欧米でブ シ と い え ば， 素晴 ら し い脊 り を 行l ち ， J収舷後の

追熟 を 待 っ て 食 さ れ る セ イ ヨ ウ ナ シ ( Pyms C1i1l/J11//J'liS， 

L.) を }�}， い浮かべ る であ ろ う 。 ーカ， [ [ 2ド を 1\ む 京 ア ジ

ア 地域 で は ， 独特の サ ク サ ク と し た I生ilfJ�l り と 切出な梨汁

を 持 つ ニ ホ ン ナ シ ( P. þyrifolia Naka i ) ゃ チ ュ ウ ゴ ク

ナ シ ( P . 118SI1 riensis M!lXI^ 1 お よ び P. brelsd/lleideri 

RE I I I l . ) が想起 さ れ る 。 最近， 我 が 固 で洋 な し の 人 気が

上界 し て い る 一方で， ア ジ ア 地域 に |製 ら れ て い た ニ ホ ン

ブ シ や チ ュ ウ ゴ ク ナ シ の持つ特性が /l J:Jj'jl に 認 め ら れ， 市

場や生産地 を 広 げて い る 。 当 然 ， こ れ ら ア ジ アPß.の ブ シ

に l刻 す る 試験研究 も 各国 に お い て 進め ら れ る よ う に な っ

て お り ， 本 シ ン ポ ジ ウ ム の 開催 は ， ま さ に 時WI を 得 た も

の と い え る 。 こ の よ う な背景 を 反 映 し て か， 参加者」 も ア

ジ ア ナ シ の 主要 な産地であ る 日 本， r l l pil お よ び斡同 の み

な ら ず， 同 じ ア ジ ア 地域 の タ イ や台前， ;1仁 川 1米や ヨ ー ロ

ツ パ は も と よ り ， 中東 の イ ラ ン ， オ セ ア ニ ア の ニ ュ ー ジ

ー ラ ン ド ， 南 米 の ブ ラ ジ ル な ど か ら の 参加 も あ り ， 1 5  
か国， 1 50 �，余 り に上 っ た 。

会議で は ， 招待講演か ら な る 六つ の シ ン ポ ジ ウ ム ， 研

究発表 を 行 う 九 つ の オ ー ラ ル セ ッ シ ョ ン お よ びポ ス タ ー

セ ッ シ ョ ン が行わ れ た 。 そ の 内 容 は ， 1 1I:Jj'jl名固 に お け る

ア ジ ア ナ シ の現状 と 研究動向 に は じ ま り ， Ji'l伝， T守穏，

休|収 ・ IÆ:tËや成熟の生理か ら ， ポ ス ト ハ ー ベ ス ト に 至 る

ま で広範['fl l に わ た っ て お り ， そ の 仁l ' のーっ と し て病害に

関 す る シ ン ポ ジ ウ ム も 開催 さ れた 。 以」 ーの よ う に ， 21正 シ

ン ïl� ジ ウ ム は， 必ず し も 病害虫 を メ イ ン に 収 り J . げた も

Illlprcssi oJ1 of l n lernational Sylllposiulll りn 八日éln Pcars 

ßy Yosh i h i l、 o AI lI\C I I I  
( キ ー ワ ー ド : ア ジ ア ナ シ ， ナ シ 校 村i r�1 I  (，'i 11与， I�'npillia 

fJyrifoliael 

出
・立

ut
且加 彦

の で は な い が， 病特 に |刻 す る 今回 の 講演 は ， 大変興味深

も の であ っ た 。 そ こ で， 本杭で は ， ナ シ病害 に 関 す る líJf

究成果等 を 中 心 に ， シ ン ポ ジ ウ ム の 議論 を 紹 介 し た い。

E ナ シ 黒星病菌 の レ ー ス 分 化

現在， ナ シ黒起病 の |佑除 は ， 専 ら 殺菌剤散布 に 依存 し

て お り ， 抵抗'1�lé品種行成 を 含 む新 た な 防|徐技術の開発が

必要 に な っ て い る 。 最近， 抵抗性の育種素材 と し て ニ ホ

ン ナ シ 在 来 JI lll 磁 てー あ る ‘ I I J 着' や チ ュ ウ ゴ ク ナ シ の ‘紅

梨 ‘蜜梨' が報告 さ れ た (ABI.: and 1く1I1< 1 1 I !1I<A， 1 993 ; ls l l l l  

et .  a l . ，  1 992 ) 。 し か し ， 抵抗性品磁の育成 ・ 利用 を 図 る

う え で は ， 植物側の抵抗性だ け でな く ， 病原菌側 に お け

る 病原性の変化， 即 ち ， 病原性の異 な る 新た な 系統 ( レ

ー ス ) の 出 現 に よ る 抵抗性崩 壊 に 対応 す る こ と が不可欠

であ る 。

本 シ ン ポ ジ ウ ム で は ， ナ シ 黒星病菌 ( Vel1ll1ria 11(/

shicofa) の レ ー ス 分化 の 存在 に つ い て 報 告 さ れ た 。 E!f1

ち ， 種々 の ア ジ ア 産の ナ シ か ら 分離 し た 黒星病菌の病原

性 を 調査 し た 結果， !L1f生 ナ シ と し て 保存 さ れ て い た マ メ

ナ シ 1 2 (乃ms Sp.) か ら 分離 し た 黒星病菌 は ぺ 附e

shico/a と 同定 さ れ た が， マ メ ナ シ 1 2 の み に 病原性 を 示

す も の ( レ ー ス 2) と マ メ ナ シ 1 2 と 幸水 の 両 方 に 病原

性 を 示す も の ( レ ー ス 3) と が見 出 さ れ た 。 一方， 幸 水

か ら 分断 し た 黒星病菌 は ， 幸 水 に は病原性 を 有す る が，

マ メ ナ シ 1 2 に は感染 し な か っ た ( レ ー ス 1 ) 。

現在の と こ ろ ， 抵抗性品種て、 あ る ， r l ] 着' は ， こ れ ら 3

レ ー ス す べ て に 対 し で も 抵抗性 を 示 し ， 極 め て 有望 な育

種素材 であ る こ と が報告 さ れた 。 し か し な が ら ， 黒星病

菌 に は ， 抵抗性品種 を も 打破 す る 未知 の レ ー ス が存在す

る 可能性 も 考 え ら れ る 。

皿 ア ジ ア ナ シ に病原性 を 持 つ Erwiniα 属細菌

ナ シ 枝枯細菌病 は ， 北 海 道 の 岩 見 沢 付 近 で， ナ シ 品

種 身不知[ ' に 発生 し て い た 花叢 の お11死症状 を 同定 し た

も の で， 病原 は Erwi11ia J涜細 菌 に よ る も の で あ る こ と

が明 ら か と な っ て い る ( 谷 井 ら ， 1 976) 。 本 菌 は ， 火傷

病菌 (E. a1'nyLouora) と 類似 し て い る が， 主要な宿主で

あ る は ずの リ ン ゴ に は 全 く 病原性が な く ， 新 し い path

otyp巴 で は な い か と 考 え ら れ て き た ( 谷井 ら ， 1 9 8 1 ; 回
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村 ら ， 1981 ) 。
一方， 韓国南部 の 一部地域 で も ， ニ ホ ン ナ シ に お い て

枝の枯死症状が発生 し ， Erwini，σ 属細菌 に よ る も の で あ
る こ と が報告 さ れた (RI I IM et. aI . ，  1999) 。 本菌 は ， 培養
特性， 免疫学的性質 お よ び一部 DNA に よ る 分析 な ど か
ら ， 火傷病菌 と は別種 と さ れ， Erwinia pyrゆliae NAI<A I  
と 命名 さ れた ( RII IM et. aI . ，  1999 ; KIM et. aI . ，  1999) 。

今回， 日 本産 ナ シ枝枯細菌病菌 (Envinia sp. ) ， 韓 国
産 E. ゑyrifoliae お よ び火傷病菌 の 3 者 を比較 し た 試験結
果が報告 さ れた 。 そ の結果， E. pyrifoliae は ， ナ シ 校枯
細菌病菌 と 同様 に リ ン ゴ に 病原性が な い こ と が報告 さ れ
た 。 ま た ， PCR に よ る リ ボ ソ ー ム RNA 遺伝子 の ITS
領域の検出， プ ラ ス ミ ド ， タ ン パ ク 質 お よ び制限酵素で
切断 し た ゲ ノ ム DNA の 電気泳動ノ T タ ー ン お よ び細胞外
多糖類合成酵素遺伝子の塩基配列 の比較 に よ っ て ， ナ シ
枝枯細菌病菌 と E. pyrifoliae が極 め て 近縁であ り ， 火傷
病菌 と は 明 ら か に 区別 で き る こ と が明 ら か と な っ た 。

W ナ シ黒斑病菌が生産 す る 宿主特異的毒素

ナ シ 黒斑病菌 は ， 二十世紀 な ど 特 定 品 種 に の み 感 染
し ， AK 毒素 と 呼ばれ る 宿主特異的毒素 を 生産 す る こ と
が知 ら れて い る 。 AK 毒素 は ， 感受性 ナ シ 品種 に の み毒
性 を 発 揮 し ， 抵 抗 性 品 種 に は 全 く 活 性 を も た な い
(OTAN I ，  1985) 。 本 シ ン ポ ジ ウ ム で は ， 招待講演 と し て ナ
シ 黒斑病菌 の 感染 に お け る AK 毒 素 の 役割 に 関 す る 一
連の研究が紹介 さ れた 。 即 ち ， ナ シ黒斑病菌の 分生胞子
は ， 宿 主 に 侵 入 す る 前， 胞子発芽 の 段階 で AK 毒 素 を
生産 し て 外部 に 放出 す る こ と ， 放 出 さ れた AK 毒 素 は ，
感受性ナ シ細胞 に お い て は特異的 に 認識 さ れ， そ れ に 伴
う シ グ ナ ル伝達 に よ っ て 速や か に 原形質膜の機能障害 を
生 じ る こ と が報告 さ れ た 。 そ の結果， 通常 の 異物侵入 に
対 し ， 本来 ナ シ細胞が有 し て い る は ずの抵抗性の メ カ ニ
ズ ム は 無効 と な り ， 黒斑病菌 の侵入 を 受容す る こ と がわ
か っ た 。 AK 毒素が， 病原菌の感染 を 成功 さ せ る た め に
決定的 な 役割 を 果 た し て い る こ と が明 ら か に な っ た の で
あ る 。 こ の よ う な病原菌の感染 メ カ ニ ズ ム が物質 レ ベ ル
で明 ら か と な っ て い る 例 は， 極 め て 少 な く ， 生物相互間
の認識機構 を 考 え る う え で も 重要 な 知見 と し て ， 注 目 さ

れ る o

V 病害虫抵抗性の遺伝資源 と ゲ ノ ム 分析

減農薬 ・ 環境負荷低減型 の病害虫防除技術 を 展開 す る
う え で重要 と な る の が， 抵抗性品種の利用 と 思わ れ る 。
し か し な が ら ， ナ シ に お い て は黒斑病 を 除 い て ， 抵抗性
品種育成 は必ず し も 進 ん で い な い 。 品 種 を 育成 す る た め
に は ， ま ず， 病害虫抵抗性 を 備 え た 優 れ た 育種素材 を 見
出 さ な く て は な ら な い 。 今 回 は ， 中 国 に お け る ナ シ遺伝
資 源 の 収 集 ・ 評価 の 現状 が 紹 介 さ れ た が， そ れ に よ れ
ば， ‘蒲梨' な ど新 た な黒星病抵抗性 の 素 材 を 選抜 し ， 一
部 は 交雑親 と し て の利 用 を 開始 し て い た 。 ま た ， 黒斑病
感受性 を 示す個体 も 中 国 に は 少 な か ら ず分布 し て い た 。
こ の よ う な遺伝資源 は ， 品種育成 の う え だ け で な く ， ア
ジ ア ナ シ や そ の病原体の起源 ・ 分化 ・ 伝搬 を 考 え る う え
で も 貴重 で あ り ， 国 際 的 な共同研究の推進が， 植物病理
学の側面か ら も 望 ま れ る 。

一 方， 病害虫抵抗性 を 含 め た 品 種 育 成 を 進 め る う え
で， ゲ ノ ム 分析 に か か る 期待 は 極 め て 大 き い 。 た だ で さ
え ， 育種年 限 の か か る 果樹 に お い て は ， DN A マ ー カ ー
を 用 い た 優良形質 の 早期選抜が， 待 ち 望 ま れ て い る 。 こ
の分野で は ， 分子 マ ー カ ー を 用 い た ナ シ の連鎖地図作成
に 関す る 発表が 2 題行わ れ た 。 一 つ は黒星病抵抗性か っ
黒斑病感受性品種の ‘ rlJ 着'， も う 一 つ は ニ ホ ン ナ シ と セ
イ ヨ ウ ナ シ の 雑種で黒星病， 黒斑病 お よ び赤星病 に 抵抗
性 を 示 す ‘大原紅' を 用 い た 研究 で あ る 。 現在の と こ ろ ，
連鎖地図 の精度 を さ ら に 高 め て ゆ く 段階 で は あ る が， 研
究の動向 に は ， 病害虫研究者 も 注 目 す る 必要 が あ ろ う 。
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