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近 年の 強害外来雑草の 農耕地 へ の イン パ ク ト

清　　水　　矩 　　宏

　（農業 環境技術研 究所 ）

は　 じ　 め　 に

　ほ ぽ 全国の 畜産農家の 飼料畑 を中心 に，今 まで見た こ

との な い ような雑草 が 突然発生 して，農家が 問題 に す る

事例が 約10年ほ ど前 から急増 して きた ．イチ ビ は北海

道か ら九州まで 全域 で 急増 し，今や 最 もポ ピ ュ ラ
ーな畑

雑草 となっ て い る．こ の ほ か に も多くの 新しい 外来雑草

が 飼料畑を中心 に 発生 して い る が ，な か に は 数年 に 渡 っ

て 種子 を再生産 し， 二 次的大発生を もた らせ るケー ス も

増加 して きて い る。

　外来雑草は農耕地 を汚染 し雑草 化 して作物生産を阻害

する だ けで な く，そ の 農耕地外 へ の 拡散 は，既存生態系

の 破壊に つ なが りか ねず ，
わ が 国の 植物 多様性保全上 か

らもゆ ゆ しき問題 に な りつ つ ある．こ の ような状況を受

け て 農水省 で はその 対策 を た て る た め に ， 平成 5 年度よ

り特 別研究
「
強害帰化植物 の 蔓延防止技術 の 開発 」 を開

始 した．取 り組 み の 方向と して は 二 面作戦 が 立 て られ ，

そ の
一

つ は侵入 ル
ー トで の 遮断を図 る水際作戦 で あり，

もう
一

つ は 既 に 蔓延 し雑草 害を出して い る種 に 対 する防

除対策 で ある．

　 生物的侵 入 に は，  侵入する 生物の 侵 入 に かかわ る生

物的特E，  侵入をゆ るす生育場所 の 生態的条件，  侵

入を助 ける導入や分散の媒介な ど の 人為的条件が必須条

件 と な る が （鷲谷 ，
1996 ）， 最近 の 外来雑草 の 侵入にお

い て とくに   ，  の観点か ら明 らかになっ て きた こ とを

報告す る．

農耕地 に お け る 急激 な発 生増 加 と イン パ ク ト

生量 を観 察 し た ．そ こ で の 2 年 目 に あた る1994 年 の 結

果 俵 1 ）か ら特徴的 な こ とを拾 うと，イチ ビ は相 当広

範に 蔓延 してお り （水田 に は な い ）， 大発生 して い る圃

場 もあ っ た が ， 前年発生 した 圃場で も除草剤や耕種的攪

乱 に よ っ て 発生が か な り抑制 さ れ て い る 場合 が 見 ら れ

た．ア メ リカセ ン ダ ン グサ は水田 だ け で な く普通畑で も

発生 し， とくにダ イ ズ 畑 の 中に大発生 して い た．ワ ル ナ

ス ビ は トウ モ ロ コ シ 畑な どに か な り侵入 して お り， と く

に ， 放棄 圃場 （イ タ IJア ン ラ イグラ ス 跡）で 大発生 して

い た．シ ョ ク ヨ ウガ ヤ ツ リ （キ ハ マ ス ゲ ）の 発生圃場 で

は 完全 に 圃場全体を制庄 して い る 状況 で あっ た ．ア メ リ

カ イヌ ホ オ ズ キや シ ロ バ ナ チ ョ ウ セ ン ア サ ガ オ とい っ た

毒性 の あ る もの も散見され，前 者は水田 の 土 手 に も発生

が 見 られ た．こ の ように，さまざまな外来雑草 が 畜産地

帯 の 飼料畑 を中心 に蔓延 して い た．

　一
方， 全国的な動 向を把握す る た め に，飼料畑，普通

畑，水 田 と い っ た 農耕地 を対 象 に，外来雑草 の 発生実態

に つ い て ア ン ケ
ー

ト調査 を行 っ た．調査 対象者 の 識別能

表 1 ．栃 木 県那須野 が 原農家圃場 に お け る発生動 向

　　　 （清 水 ら，1995）
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こ
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外
来 雑 草”と いう 言 葉 を 用いたのは，帰化植

に限 ら ず在来 種 で も新 たに 海 外か ら種子が 持ち込ま

て最近 急 増して い ると 思わ れ る も の も含 むため であ

（ 鷲
谷・森 本，1993 ；外来 生物とは意識 的 ・無 意

的 に持ち込ま れ

外国産生物〉 ． 　ま ず ，最近の外来 雑 草 の 発生動 向
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か所 の定 点
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力に精粗 が ある た め 正 確 とは言 えな い が ，現地調査 も加

味 して 蔓延 の 概略 は 把握で きた．わ が 国 の 農耕地 に最近

蔓延 して い る もの として ， イチ ビ，ハ リビ ユ ，オ オ オ ナ

モ ミ， ワ ル ナ ス ビ ， シ ロ バ ナ チ ョ ウ セ ン ア サ ガ オ
，

オ オ

ケ タ デ， ヨ ウ シ ュ ヤ マ ゴ ボ ウ，
ホ ソ ア オ ゲ イ トウ，カ ラ

クサ ガ ラ シ，ア レ チ ウ リ，ア メ リ カ セ ン ダ ン グ サ
，

ア メ

リ カ オ ニ ア ザ ミ，ハ キダ メ ギ ク， シ ョ ク ヨ ウガ ヤ ツ リ，

セ イ ヨ ウ タン ポポ，
マ ル バ ル コ ウ，セ イ ヨ ウ ヒ ル ガ オ ，

ア メ リ カ イヌ ホ オ ズ キなどが 指摘 された．

　 こ れ らの 中 で 分布域 の 観点 か ら 注 目す べ き点 と し て

は，熱帯 原産 で あ る た め従来西南暖地 に 限定 され て い た

ハ リビ ユ が ，群馬県 の 河川敷 の 放牧草地 に群生 して い た

り，東北地方 まで そ の 発 生 が 拡 大 して い る点 で ある．ま

た，10数年前栃木県 で発見 され た 多年生 の シ ョ ク ヨ ウ

ガ ヤ ツ リの 分布が 全国的に か な り拡大 して い る こ とも判

明 した．外来雑草 の 発生場所 は， トウ モ ロ コ シ や ソ ル ガ

ム の 飼料畑 が 中心 で あ る が，普通畑 ，転換畑 ，樹園地 ，

野 菜畑 ま で 拡大 し て き て い る． とくに
，

ワ ル ナ ス ビ の よ

うに 草地 の 多年生雑草 と認識 され て い た もの が，飼料畑

へ も急速 に 拡 大 し て きて い る点 が 注 目され る．

　現在 とくに 農耕地 に お い て雑草害を引 き起 こ し問題 と

な っ て い る種 に つ い て，そ の 特徴，被害 の 態様 な ど をま

とめ る と次 の ようで ある．

1 ）イチ ビ （Ab ” tilon　theePhrasti　Medic ．）

　 イチ ビ は，ア メ リ カ の み な らず ヨ ー
ロ ッ パ で も難防除

雑草 に あげられ ， 広葉 の 大型 の 草姿か ら時に は トウ モ ロ

コ シ を被圧す る た め 収量に大 き く影響する．各種試験 の

データか ら競合 に よる滅収 は20 〜30％ に 上 る もの と推

定 され る．ま た ， 葉部は強烈 な異臭を放 ち， トウ モ ロ コ

シ サイレ ージ な ど に混入 した 場合，牛乳 へ の 移行 に よ る

異常風味 が 懸 念され る．また，茎が しなや か な （もとも

と繊維作物 と して利用 され て い た）ため コ
ー

ン ハ
ーベ ス

タ に くい 込 ん で 機械収穫を不可能に す る とい っ た 思わ ぬ

被害 まで 惹起 して い る．こ の ように さまざ まな被害 を引

き起 こ すた め 飼料畑 で は放置 で きない 重要雑草 で あ る．

　過去か らの イチ ビ の 発生動向を知 る た め に，岡山大資

源 生物科学研究 所 と倉敷市 自然 史博物 館 の 標 本合計43 ’

点 を点検 し た と こ ろ，岡山県に お い て も，1905年 か ら

始ま っ て 1990年代まで，ほぼ まんべ ん な く標 本 が 存在

して お り野 生状態 で の 分布が あっ た こ とが 確認 され た．

また ， 1909年に 西 ヶ 原 の 農事試 験場 で ，1924 年に駒場

農学校 で 採 集 され た 標 本 が あ る こ と，ま た，1930年 の

岡山県下 で の採集標本ラベ ル に 「
栽 こ ぽれ 」 の 記載が あ

る こ とか ら，栽培 され て い た こ とが 裏付 け ら れ る．こ の

ように
， イチ ビ そ の もの は，か な り古 くか らわ が 国 に 入

り （榎本，1997），しば しば栽 培 もされ農家 の 近 くに エ

ス ケ
ープ して い た よ うで ある が ，畑雑草 としての 認 識は

ほ とん どな か っ た．最 近 の 蔓延 は こ れ ら 過 去 の 自生種 が

突然増殖 した とは 考えられ ない ．

　 イチ ビ の 除草 剤 に 対 する 反応性 と して は，ア トラ ジ

ン
，

ペ ン デ ィ メ タ lj ン ，メ トリブ ジ ン
，

プ ロ ジ ア ミ ン の

土壌処理，ベ ン タゾ ン
， アイ オ キ シ ニ ル の 茎葉処理 で枯

死す る こ とが 認 め られ て お り， 感受性 は比較的高 い と判

断 され た （内 田 ら，1995 ）． しか し，広島県で の 圃場試

験 で は ，
ペ ン デ ィ メ タ リ ン ，ア トラ ジ ン

， リニ ュ ロ ン な

ど の 播種期 土 壌処理 の 効 果は十 分 で は な く， トウ モ ロ コ

シ や ソ ル ガ ム へ の 薬害 回 避 か ら 濃 度 も加減する 必 要性 を

考慮する と，イチ ビ が 残 っ て収穫 時 に は結実 して しま

い ，完全 な 除去 は不 可 能 と判 断 さ れ て い る （佐原，

ユ992 ）．また ， 播種時に 除草 剤 の 土 壌処 理 を
一

回行 う場

合， トウ モ ロ コ シの 早播 きで，除草剤 の 処理効 果の 持続

期 間以降に 発 生 す る イチ ビ が あ り
， 慣行法 で は防除の 目

を逃れ て い る よ うで あ る （佐原，1992）．イチ ビ 種子 は

圃 場 に 落 下 し た 場 合 は，長 期 に わ た り発生 す る た め 土 壌

処理 と茎葉処理 の 体系 が 必要 と され て い る が ，実際の 農

家は実行 して い ない ．

2 ）シ ョ ク ヨ ウガ ヤ ツ リ （キ ハ マ ス ゲ 〉

　　 （（）yPerus　esculentus 　L．）

　栃木県那須や石 川県 などで 発見され た ハ マ ス ゲ の仲間

で，水陸両用 の 特性 を持 ち飼料畑や九州 の 早期水 田 で は

高密度 で 発生 して い る，ハ マ ス ゲ に 比較 して 草丈が 大 き

く，小 さ な塊茎が 密生 して い る．塊茎 の 増 殖 力は大 き

く， 九州地域 で は ， 普通期水稲の 中干 し時期 に 発生 した

場合，水稲 の 遮蔽に よ り地上部 の 生育 は ほ ぼ 完全 に 抑制

され る が ，塊茎 は 20倍 に 増 殖 す る こ と が 認 め ら れ て い

る （児嶋 ら，1995）．地 下茎が 極め て 弱 く，抜 き取 る と

すべ て切 れ て 地 中に 塊茎が 残 っ て しまう と い う巧 み な繁

殖戦 略 を持 っ て い る．また，塊茎が 形成される と直 ちに

休眠に 入 り，乾燥 に 適応 した機能が あ る こ と， ハ マ ス ゲ

に比べ て 塊茎 の 萌芽温度が 低 く，発生時期，分布が 異 な

る． ハ マ ス ゲ は 20℃以下 で は 萌芽 しな い の に 対 し12℃

で も十分 萌芽 す る （村岡ら ，
1996 ）．水 中で も出芽 で

き，ま た，塊茎 が 大 き い 場 合は 20cmの 深 さ か らで も出

芽 す る．冬期 の 耕耘 に よ り地表 面に露出した塊茎は主 と

して 乾燥に よ っ て 死 滅す る の で，凍結 の 効果は小 さい ．

こ の ように， シ ョ ク ヨ ウ ガ ヤ ツ リ は わ が 国の 農耕地 に 適

応す る能力が 高 く， 多年生雑草 と して脅威になる可能 陸

が 高い と考え られ る．

3 ）ワ ル ナ ス ビ （Solanum　carolinense 　L．）

　ワ ル ナ ス ビ は ， 草地 に 侵 入 し， 地 下茎 と種子 に よ り繁

殖す る 多年生帰化雑草 と して 知 られ て い た．しか し，最

近は今 まで 見 られ な か っ た 飼料畑 に も蔓延 して きて い

る．草高は 60〜120cm．茎や葉 に 鋭 い トゲ を もち， 家畜

一36 一
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を寄せ 付けな い た め 草地 が 荒廃す る．垂直根 と水平根が

あ り， 前者は主 として栄養貯蔵 の 役割 を持 ち翌年 の 再生

に 寄与し，後者は増殖に関与 して い る．根が 深 く全体 に

不定芽 を保持 し， 切 断 に よっ て ど こ か らで も出芽する こ

となどか ら，飼料畑 で ロ
ータ リー耕な ど を行 う と

一
気 に

拡散する こ と に な り， 最近 の 機械農法 の 変化 に 適応 して

い る とも言える．夏か ら秋に か けて果実が 熟し， 1果実

に 多 くて 200粒 位 の 種子 を つ け，種子 に よる拡散 も起 こ

る．

4 ）シ ロ バ ナチ ョ ウ セ ン アサ ガ オ

　　 （Datuia　stramonium 　L，）

　熱帯ア ジ ア 原産の ナ ス 科 の
一

年草 で ， 草 丈90〜120cm

に なる．種子 に ア ル カ ロ イ ドを含む毒草で あ る．同類 に

ヨ ウ シ ュ チ ョ ウ セ ン ア サ ガ オ ，
ケ チ ョ ウ セ ン ア サ ガ オ，

チ ョ ウ セ ン ア サ ガ オ が あるが ，い ずれ も乾草に 混 入 して

中毒 を起 こ す． 1 株 で 何千 もの 種子 をつ け る の で ，注意

を怠 る と大発生に つ なが る． こ の ような毒草は 1 本侵 入

して も問題 を起 こ す可能「生が あり，量的な広が りを問題

にするだ けで は解決 しない
一

面を持 っ て い る．

5 ＞オ オ オ ナ モ ミ

　　 （Xanthium 　occidentale 　Bertoloni＞

　きわ め て 牛 の 嗜 好性 に 劣 る雑草 で ， 夏季 は全 く採 食さ

れず，晩秋 に 黄化 が 始ま っ て葉部 の み 食べ ら れ る程 度 で

あ る ．果実 に 2 種類 の 刺 が あ り，
こ れが 牛 に 異物感 を与

え るよ うで ある．草 丈は光競合 の な い 場合は 150cm 程度

で ある が ，作物 との 競 合 下 で は 27〔〕〜280cm に もな っ

て， こ れ が 混 入 した サ イ レ
ー

ジ も，家畜 の 嗜好 陸 と採食

率が 大き く低下す る．さらに 刺 は ビ ニ
ー

ル フ ィ ル ム に容

易 に 傷をつ け る た め
，

バ ッ グ サ イ ロ や最近急速に 広 まっ

て い る U 一
ル ベ ー

ル ・ラ ッ プサ イ ロ などは注意が必要 で

ある．な お，短 日植物で，成長期間に か かわ らず， 8 月

下 旬に開花 し 9 月上
・
中旬 に 結実 す る 〔佐 原

・
中 山，

1989）．

6 ）　ヒユ 業頁 （Amaranthus 　spp ．）

　イ ヌ ビ ユ とア オ ビ ユ （ホ ナ ガ イ ヌ ビ ユ ）が 代表 的 な強

害草で あるが ， 飼料畑 で は大型 の ホ ソ アオゲ イ トウも作

物 との 競合を引 き起 こ し問題 となる．最近は 西南暖地を

中心 に ハ リ ビ ユ が飼料畑 に蔓延 して きて い る，ハ リビ ユ

は鋭 い 刺を持 っ て い る た め 物理 的に作業や 採食 の 障害と

なる．い ずれ も多量 の 種子 を形成 し繁殖す る た め
，

一次

発生段階で の 防除が 肝要で あ る．休眠性が 低 く，成熟種

子 は 容易 に 発芽 す る． こ の た め
一

夏 で 世 代交 代 が 起 こ

り， ホ ソ ア オ ゲ イ トウ と ハ リ ビ ユ は 2 回 ， イヌ ビ ユ とホ

ナ ガ イ ヌ ビ ユ は 3 回 の 交代 が 可 能 で あ る （野 口 ，

ユ994）．

7 ） ア レ チ ウ リ （Sic），os　angulatus 　L．）

　北 ア メ リ カ原産 の
一

年草の つ る性雑草 で あ る．つ る の

生育速度が非常に速 く， トウ モ ロ コ シや ダイズを被覆 し

て し ま う．また，湿 っ た 畦畔 に 生育 した もの が 水田 に侵

入する場 合 もある． こ の 雑草 は 群 生する こ とか ら ， 管理

を誤 る と減 収，収穫作業 の 障害，雑草種混入 に よ る飼料

品質 の 低下 など，さまざ まな害を惹起す る．面白 い 例 と

して は ， ア レ チ ウ リが 群生 して その 花 に蜂が 集結 して 人

間 に危害を与えた例 もあ る．毎年 ， 同 じ場所 に お い て 良

好な生育 を示 す こ とか ら，一度侵入 する と防除が 困難 と

な る．

8 ）ア メ リ カ セ ン ダ ン グサ （Bidens　frondosa　L．）

　一
年生 の 大 型雑草 で，最近水田 な ど で 目立 つ ．寒冷地

・温暖地 で は しば しば問題 になるが ，九 州地域で も水田

に 発生するよ うにな っ て い る．と くに，管理 の 粗放化 し

た と こ ろ に 発生 が 多 く，水陸両用 で ，水 田，休耕田 ば か

「）か
，

ダ イ ズ 畑 な ど で も強 害草 と な っ て い る．畦畔 や路

傍，水路 に も生育 して雑草源 の シー
ドバ ン ク と な り， 水

路 を通 じ て 拡散す る。本 草 種 は ，個体 の 生育量が 大 き

く， 茎が 木化す る こ とか ら，水稲 の 減収ば か りか 収穫作

業 の 障害 と な る ．岐阜県に お け る調 i査で は （鍵 谷，

1992）， 5 月か ら 8 月上旬に か けて 出芽 した もの は い ず

れ も開花期が 9 月中 ・下旬 に集中する こ とか ら，日長反

応性 を有 して い る こ とが うか が え る．生育期 間が 長 い ほ

ど 生育量 が 大 き く種 子生産 も多 くなる．種子 生産量 は ，

最大個体 当 た り10万粒程 度 と推 定さ れ ，か な り遅 い 発

生で も種子をつ け る （中山， ユ996）．種 子 の 寿命は， 4

年間地 中 に あ っ て も高 い 発芽力を維持す る こ とが 認め ら

れ て お り （鍵谷，1992），

一
度大量 に種 子 を落下 させ る

とか な り長期 間 に 渡 っ て雑草化する可能1生が ある．

　鍵谷 （1992）は 土 中埋 没深 お よび水深 と 出芽率 と の

関係 を見 て い る が，土 中 lcm埋 没で は 50％， 3cm で は

10％で あ っ た が ，
5cm 以下 で は 全 く出芽 し な か っ た，

また， 5cm水深で は 半減 し， 7cm以下 で は出芽 が 見 られ

な か っ た．防除 の た め に は深水栽培が有効 と考えられ る

が， こ の 水深 に よっ て 出芽抑制 され た 種
．
f・は，中干 しな

ど で 出芽 が 可能 となる こ とが考 えられ，最近 の
一．一

発処理

体系の 普及 が ア メ リカ セ ン ダ ン グサ の 発生 を助長 して い

る 可能性が高 い ．

9 ）カ ラ クサ ガラ シ

　　 （CoronoPus 　didymus （L ）J．E．　Smith ）

　冬作 の 雑草 で，九州地域 で 発生 して い る．きわめ て 強

い 異臭を放 つ た め ， た と え少量 で も異臭が 牛乳に移行 し

て 問題 を起 こ す．

　佐藤 ら （1995）は，イ タ リア ン ラ イ グ ラ ス な ど の 冬

作 の 飼料作物に侵 入 して い る カラクサ ガ ラ シ の 発生 ・成
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長 を，冬作物 の 密度を増加 させ る こ とに より耕種 的 に 抑

制で きる こ とを報告 して い る．イタ リア ン ラ イグラ ス の

播種量 を 2 倍 に した 密植 区 で は，イ タ リ ア ン ラ イグラ ス

の 成長 に 伴 い カ ラ クサ ガ ラ シ の 成長 を十分抑制で きる こ

と，花器 の 形成 も十分抑 制 され 以降 の 蔓 延 を防止 で き

る．

10）キ シ ュ ウ ス ズ メ ノ ヒエ

　　 （PasPalum 　distichum　L，）

　ア メ リカ大 陸 か ら東南 ア ジ ア まで 広 く分布 し，水湿 地

に大群落を形成する．水湿地 を埋め尽 くすほ どに繁殖 し

た り， クリ
ー

クを両岸か ら覆い ，ほか の 水生植物 の 生育

空間 まで も占有する．ま た，本種 は 水 田に も発生 し九州

地 方で は 1979年 以降発生 面積 比率 はほぼ 直線 的 に増加

し，最近で は 発生 面積比率が 10％ を越 え ， 在 来の ク ロ

グ ワ イを凌駕 して い る （森 田 ， 1991）．農耕地周辺集団

な ら び に 水 田 集団 間 で 相 互 に 種 子 の 供 給 源 と な っ て い

る．

草地 ・飼料畑 へ の 侵入 経路の 推 定

　草 地 ・飼料 畑 へ の 外来雑草 の 侵 入 経路 として
， 従来

は，た とえば エ ゾ ノ ギ シ ギ シ の ように輸入牧草種子 へ の

混 入 が 第
一

に 考 え ら れ た が ，輸 入 種子 に つ い て は 日本飼

料作物種子協会 の 検査 が 行 われ て お り， こ の 証 明 種子 で

あ る か ぎ り異物は 取 り除か れ て い る た め， こ の 経路 の 可

能性 は きわめ て 小 さ い と考え られ る．しか し， こ の ル
ー

ト以外で も輸入 さ れ て お り，それ ら に は 多少混 入雑草種

子 が検出 され た が ， 最近 の 大量発生 して い る種 で は なか

っ た．

　 こ れ に 対 して ， 輸入飼料 へ の 雑草種子の 混入 が 疑わ れ

た．シ ョ ク ヨ ウ ガ ヤ ツ リで は ，輸 入 ヘ イキ ュ
ーブ に 開

花
一結実期 の 乾草 が 混 入 し， そ の 子実 が ユ0％ も発芽 し

た こ とが 確認 され て お り （近内ら， 1990＞，こ れ が 侵入

原因 と確定 され て い る．また，農家が 糞尿捨 て 場 に 利用

して い る 圃場で バ ー ミュ
ーダ グラ ス などが 大発生 した例

が ある こ とな どか ら，輸 入飼料 に 混 入 した種 子が 家畜 の

糞を通 して 圃場に散布 さ れ た 可餬 生が 高 い こ とが 示唆 さ

れ た．

　輸 入 飼料に は 粗飼料 と して の 牧乾草 （ヘ イ キ ュ
ーブ を

含む ）と濃厚飼料 と して の 穀物 が ある．ア メ l！カなどか

らの 輸入牧乾草 は
一

定 の 品質が 維持 され ， 上位 の 等級 の

もの は雑草混入率が 5 ％未満に 抑 え られ て い るが，あ く

まで牧草 として の 品質面か らの 配慮で あ っ て， 雑草侵 入

抑止 の 立場か らは こ れ で も問題 の 残る とこ ろ で ある．し

か も，チ モ シ
ー

ミ ッ クス と呼ばれる乾草 の よ うに，雑草

の 混 入 した もの が 酪 農家に 回 さ れ て い る の も問題 で あ

る．代表 的 な輸 入品で あるヘ イキ ュ
ーブ の 輸入経路か ら

み て，雑草 種 子 へ の 影響を与 える 可能性 の あ る要因 と し

ては， コ ン テナ で の くん蒸 （ホ ス トキ シ ン ）と植物検疫

で あ る ．しか し，前者は 害虫 対象で あ り
， 種 子を殺すに

は効果 が な い で あろ うし， 輸 入牧乾草 の 輸 入時 の 植物検

疫チ ェ ッ クは，
一

部 害虫 の 侵 入防止 の た め カ モ ジ グサ，

ム ギ，イナ ワ ラの 混入が チ ェ ッ クされるだけ で ， 雑草種

子 の 混 入につ い ては全 くフ リ
ーパ ス の 状況で ある．

　濃厚飼料 と し て は， トウ モ ロ コ シ，マ イ ロ 〔ソ ル ガ

ム ）， 大麦，綿 実 ， ダ イ ズ な ど が ， そ の ままあ る い は 圧

片 な ど に 加 工 さ れ て 輸 入 され て い る．輸 入 時 の 植物検 疫

で も全 く雑草種 子は ノー
チ ェ ッ クで ， とくに 綿実 に み ら

れ る ように発芽可能な もの が 入 っ て い る こ と は，雑草種

子 も生 存 した まま混 入 して い る可能性 が 高 い ．日本 の 飼

料畑 で の 雑草 を問題 とするならば，牧草地 で 生産され る

牧乾草 よ り
， 同 じ生態系 で 生産 さ れる こ れ ら濃厚飼料 の

方に 注 意を向け る必要が あ る と考えられ た．

　外来雑草 の 動向 を知 る一つ の 方法 は
， 侵 入 元 の 実態 で

ある。予防的な観点 からは ， こ の 情報収集が 今後は大切

と考 えられ る．まだ 日本に 入 っ て い な い もの に つ い て

も， 世 界 の雑草移動 の情報は的確に つ か ん で お く必要が

あろ う．その 意味 で 現実的 に は，飼料 の 輸 入 元 と して 大

きな シ ェ アを占める ア メ リカ の 情報は ， わ が 国へ の 外来

雑草の侵入防止 に 欠 か せ な い もの と考えられ る．ア メ リ

カ に おける雑草発生 の 実態 を， とくに 濃厚飼料 の 原料 と

な る トウ モ ロ コ シ ， ワ タ ， ダ イ ズ に つ い て見た報告 が あ

る の で （竹 内，1989），それ を検討 して み よ う．

〈 トウ モ ロ コ シ 畑 〉

　草丈が トウ モ ロ コ シ と 同等か それ よ り大 きい イチ ビ，

シ ロ ザ ， ヒユ 類，ア サ ガオ類 は トウ モ ロ コ シ を 日陰 に す

る強害雑草 と さ れ て い る．ア メ リ カ で行われ て い る除草

剤処理 とそ の 殺草 ス ペ ク トル か らみ て除草 剤によ っ て防

除しに くい もの が あ る．シ ョ ク ヨ ウ ガ ヤ ツ リは 全域 に み

られ，近年， ミル ク ウ ィ
ー

ド，タ ン ポ ポ類，セ イ ヨ ウ ト

ゲ アザ ミ，シ ャ ッ タ
ー

ケ
ー

ン
， イ ヌ ビ エ

， イチ ビ，ヒマ

ワ リ，ク リ ノ イガ 類， ハ ナ クサ キ ビ などが 増 加 して お

り，大 半が防除 が 困難な要注 意雑草 とされ て い る．

〈 ワ タ畑 〉

　南部平 原 地 帯を中心 に 栽培 され ，初期 生 育 が 遅 く，ま

た機械収穫 の た め に 広 い 畝間 て戴 培 され るため，雑草が

繁茂 しやす い 条件に あ る．こ こ で は， DPA 系除草剤 が

使用 されて きた た め ，
こ れ に耐性 の あるイチ ビ ， オナ モ

ミ， アサ ガ オ 類，ア メ リカ キ ン ゴ ジ カ，ニ シ キア オ イ

類，オ オニ シ キ ソ ウ などが増加 して い る．ま た，セ イバ

ン モ ロ コ シ，ハ マ ス ゲ 類，ア メ リ カ ツ ノ クサ ネム ，テキ

サ ス パ ニ カ ム ，野生 ポ イ ン セ チ ア も問題 に な りつ つ あ

る．
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〈ダイズ 畑 〉

　ダイ ズ の 雑草 の 種類は中西部 と南部で 異 なり，共通種

は 5 種 だ け で あ る ．早 くか ら ダ イ ズ を日 陰 に して しま

う，オナ モ ミ， オオプ タ クサ，イチ ビ，シ ロ バ ナチ ョ ウ

セ ン ア サ ガ オ，ア メ リ カ サ ナ エ タデ ，シ ロ ザ， ヒユ 類な

どの 被害が大 きい ．また
， 防除困難雑草 として は，オ ナ

モ ミ，ア サ ガ オ類，イチ ビ，ヒ ユ 類，カ ガ イ モ 科雑草 ，

エ ノ コ ロ グサ類 ， 野生 ヒマ ワ リ， シャ ッ タ
ーケーン ，ワ

ル ナ ス ビ，セ イヨ ウ ヒル ガ オ，ブ タクサ などが ある．

　以上 の よ うに，ア メ リカの 穀物畑 で 問題 に な っ て い る

雑草 と， わが 国 の 農耕地 で最 近急増 して きて い るもの と

が 比 較的
一致 して い る の が 明 ら か で あ る．こ れ は 全 くの

偶然 とは言 えな い で あろ う．

濃厚飼料 へ の 雑草種子の 混入実態

　濃厚飼料経 由 の 実態 を明 らか にする た めに ， 濃厚 飼料

の 原料 とな る穀物に混入 して い る雑草種子の検 出を，直

接 ， 輸入港 （鹿島港 ）に お い て 1 年 間 に わ た っ て 行 っ た

（表 2 ）．主要 な輸入穀物は， トウ モ ロ コ シ ，
モ ロ コ シ

（ソ ル ガ ム ），麦類 ，
ダ イズ で ，最 近 マ メ科 の ル ーピ ン

も輸入 され飼料 として利用 され て い る．種類 ， 量 ともに

ア メ リカ が群 を抜 い て い る が，南ア メ IJ カ，オ
ー

ス トラ

リア ， ア フ リカ，
ヨ
ー

ロ ッ パ
， 東南 ア ジ ア ， 中国 などほ

ぼ 世界中か ら輸入され て い た．入港す る 船 か ら検疫の 終

わ っ た約 1kg の サ ン プ ル を とり 1 検体 とし，
こ こ か ら手

作業で 雑草種子を選別 した．

　 こ れ らの 飼料原体 か らは
，

い ずれ の 種 類，原産地 を問

わ ず，か な りの雑草種 子が 検出 され た．混入雑草種子 が

皆無 だ っ た の は 1 検体 の み で
，

延 べ 1，482種 の 形 態 を 異

に する種子が 見出され た．なか で も同
一

検体 に ユ00粒以

上 の 大量混 入種 子 が 約 1 割の 141 種 もあっ た．最 多の も

の は ア メ リ カ産ダ イズの ダ ス ト （倉庫 の ゴ ミで 輸 入時 の

重量 バ ラ ン ス の た め 混 入 さ れ て くる）で 65種類 もの 雑

草が 混入 して い る の が 発見 され た．こ れ らを実際 に 育て

て み て同定を行 っ た （清水 ら，1996 ；榎本ら，1996）．

1 ）まず，1994年に ， 100粒以上 の大量混 入種子 が 検 出

され た 117 種 に つ い て 発芽 試験 を行 っ た と こ ろ ，23種

（2割）が 休眠 に よっ て不発芽 で あ っ たが ， ほ かはすべ

て
一定 の 発芽個体 が 得られ た．こ れ らを温 室 お よび 圃場

で栽培 した場合に，夏期 の 高温 に よ っ て 消滅 する イネ科

草種 が 10数種 み られ た が， こ れ ら は 冬雑草 と推定され

た．多くの 種 が 圃場で の生育 も旺盛で ， ほ と ん ど の もの

で 多量 の 種子 が 再 生産 され た．

　 さ ら に ，1995年 に も検 出粒数が 10粒以上 の 350種 に つ

い て 調査 した と こ ろ，約 半分 の 180種 で発芽個体が 得ら

れ た．そ れ ぞ れ の 発芽率 は数 ％ の もの か ら80％ の もの

まで あり，原体や 輸 入 元 な ど に よる一定の 傾 向 は 認め ら

れなか っ た．実際にそれらを圃場 に移植 して生育 させ た

と こ ろ活着 も良 くほ とん ど の もの が 旺盛な生育をし， 大

量 の 種子 を生産する こ とが判明 した．早 い もの で 8 月下

旬に は 種 子 が 生産 さ れ，10月下 旬まで に 大 半 の 種 で は

種子が 成熟 した．

表 2 ．輸 入穀物 か ら検 出され た雑草 種子 （清水 ら，
1995 ）

穀 　物 　名 輸 入先 国名
輸 入　　延検 出
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表 3 ．同定 され た混入 外来雑草種
一覧 （榎本 ら，1996 を

一
部 修正 ）
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2 ）検疫 の た め 臭化 メ チ ル に よ る薫 蒸処理 を行 っ た 種子

で も発芽 が み られ ， 同処理が種子 を殺すに は無効で ある

こ とが 判明 し た．す な わ ち，輸 入 プ ロ セ ス で の 遮 断 は期

待で きな い ．

3 ）種 の 同定 は岡山大学 の 榎本　敬氏 に よる．現在 まで

に 同定され た 種類は 表 3 に 示す と お りで ある．主要 な点

を列挙する と次 の よ うで ある．

　○イチビ が ，ア メ リ カ産の ダイズ と オ
ー

ス トラ リア産

の ル ピ ナ ス か ら検出 され ， イ チ ビ が 穀物経 由 で 侵 入 し て

い る こ とが 確認 され た．

　○ ヒ ユ 類は，ア オ ゲ イ トウ，オ オ ホ ナ ガ ア オ ゲ イ ト

ウ ，
ハ リビ ユ

， ヒ メ ア オ ゲ イ トウ
，

ホ ソ アオ ゲ イ トウ，

ム ラ サ キア オ ゲ イ トウ な どが 大量に見出され た．原産地

もア メ リカ ， 中国 ， 南 ア フ リカ
，

オー
ス トラ リ ア，ア ル

ゼ ン チ ン と世界中に またが っ て お り，穀物 もトウモ ロ コ

シ ，
モ ロ コ シ

， ダイ ズ
，

ル ピ ナ ス と種類 を問 わ な い ．い

ずれ も，生育は 旺 盛で ， 個体 の 生育量 も大 き く， きわめ

て 多量 の 種 子を生産する た め，蔓延 が 懸念され る． と く

に ハ ））ビ ユ が ア メ リ カ産ダ イズ か ら検出され た こ とは ，

ハ リ ビ ユ の 北方へ の 蔓延 拡大が 穀物経由 で あ る こ と を示

唆 して い る．

　○最 も多く見出さ れ た の は イ ネ科で あ っ た．オ オ クサ

キ ビ は ア メ リ カ ， カ ナ ダお よび オ
ー

ス トラ リア か ら入 っ

て い る．メ ヒ シバ 類の なか に ，
ヨーロ ッ

パ 原産 で ア メ リ

カ に は全土 に 帰化 して い るが わが 国で は確認 さ れ て い な

か っ た 0堰∫如 廟 sanguinalis が 見出され た． ヒエ 類で

も， イ ヌ ビ エ ， コ ヒ メ ビ エ 以外 に 従来見 られ な か っ た

Echinochioa　muricara が あ っ た 。 メ リ ケ ン ニ クキ ビ

が 多数認め られ た が ， ア メ リカお よび オー
ス トラ リア か

ら侵 入 して い た ．多年生 の セ イバ ン モ ロ コ シ も，ア メ リ

カ， アル ゼ ン チ ン
， オ

ー
ス トラ リア か ら入 っ て い た こ と

か ら，侵 入 の 第一歩は 種子 に よ る こ とが 明 らか で あ る．

　 ○出現頻度が 多か っ た もの の 中に，ア キ ノ エ ノ コ ロ グ

サ ，
エ ノ コ ロ グサ ， キン エ ノ コ ロ が あ っ た が ， 実 は こ れ

らは い わ ゆ る帰化植物で は な い ．ア キ ノ エ ノ コ ロ グサ は

日本 の 在来種でア メ リカに 帰化 した こ とが 知 られ て い る

が，逆輸入 の 形 に なっ て い る．こ の ように 同種 の 在来種

が ある もの に，オ オ イ ヌ タデ，サ ナエ タデ，ギ シ ギ シ，

シ ロ ザ， ノ ジ ア オ イ，イ ヌ ホ オ ズ キ，メ ヒ シバ ，ア キ メ

ヒ シバ
， イヌビ エ

，
コ ヒ メ ビ エ

， オ ヒ シバ が あ っ た．こ

れ ら は 在 来雑草 との 形 態的区別は つ か ず，実は 外来の 種

子 に よっ て繁茂 して い る可能性 が 高 い ．

　 ○ タデ類 は ， オオイ ヌ タデ，サナ エ タデが 見出 され た

が，既存の もの と区別はつ か な い ．ア メ リカサ ナ エ タデ

は上記 2 種 とよ く似 て い るが ， 日本 で の 報告 は少な い も

の で あ る。

　 ○草地 雑草 として問題 とな っ て い るギ ジ ギ シ 類 もかな

り含 まれ て お り，外来種子に よる蔓延 もある もの と考 え

ら れ る．

　○ ホ シ ア サ ガ オ，マ ル バ ア メ リ カ ア サ ガ オ，ア メ リカ

ア サ ガ オ とい っ た ヒル ガ オ類 は
，

つ る が 巻き付 き全体を

被覆 する旺盛な生育を示 し，作物の生育阻害能力は大き

い もの と推定され た．

　○ ア メ リ カ キ ン ゴ ジ カ が 多数見出され たが ， ア メ リカ

産 ダイ ズ
， トウ モ ロ コ シ， モ ロ コ シ，オー

ス トラ リア 産

ル ピ ナ ス か ら検 出さ れ た もの で ， 蔓延 が 懸念 され る．

　O ア メ リ カ ， オ
ー

ス トラ リア か ら多数 の ア メ リ カ ツ ノ

クサ ネ ム が あっ た が ， 従来は沖繩 に の み 帰化 して い た も

の で 全 国 に は広 ま っ て い なか っ た ．在来 の 類 似種 はな

い ．

　O 帰化植物 として の 種類が 最 も多い キク科 の 混入が意

外 に 少なか っ た が ， 蔓延 して い る オ オ オ ナ モ ミ，セ イヨ

ウ トゲ ア ザ ミが 穀物経 由で 入 っ て い る こ とが 確 認 され

た．

　O 珍 しい もの として は， ミナ トイソ ボ ウキ ， ギ ン セ ン

ヵ，ノ ジ ア オイ， キビ
，

オ キナ ア サ ガ オ，エ ビ ス グサ，

コ メ ツ ブ ウ マ ゴ ヤ シ，ゴ ボ ウ ， ヒ マ ワ リ，
オ オ セ ン ナ

リ，マ ツ ヨ イセ ン ノ ウ，イ リ ノ イ ヌ ス ビ トハ ギ ， クサ セ

ン ナ等が い ず れ もア メ リ カ か ら入 っ て い た．オ キナ ア サ

ガ オは帰化 の 報告 が きわめ て少ない が，定着 しに くい 機

構 の 解明 も必要か もしれ な い ．

　以上 の よ うに，輸入穀物の 中に は 多種 多様 の 雑草種子

が 生 きた まま混入 して い る こ とが確認で きた．これ らの

中には まだ本邦 で見出され た こ との ない もの もあ り， 今

後の 拡散 ・蔓延 の 可能性 に 注意す る必要 がある．

お 　 わ　 り　 に

　こ の ような外来雑草 の 濃厚飼料 へ の 混入は最近増加 し

た の だ ろ うか ．外来雑草の 過 去 の 侵入歴 を示す証拠 品 と

して 水島植物検疫所 で 1971年 に輸 入穀物 か ら検 出され

た雑草103サ ン プ ル が 岡山大資源生物科学研 究所に保管

され て い た．記録 か ら現在 と同 じ くア メ リ カ か ら の 輸 入

が 主で，カ ナダ，オ
ー

ス トラリア，アル ゼ ン チ ン，メ キ

シ コ
， 南 ア フ リカ か ら も輸 入 さ れ た コ ム ギ， サ フ ラ ワ

ー

（紅花）， ダ イズ
，

マ イロ
， トウ モ ロ コ シ，ナ タネに 混

入 して い た もの で ある．種 子の 形態分類 か らそ の 種 類 を

推定した と こ ろ，最近の 混入雑草 と同 じ， イチ ビ ， ヒユ

類 ， タデ類，エ ノ コ ロ グサ類，ア メ リ カキン ゴ ジ カ，ア

メ リ カ ツ ノ クサ ネム
，

ソ バ カ ズ ラ， グン バ イナ ズ ナ，オ

オ クサ キ ビ，ア マ ， コ メ ツ ブ ツ メ クサ などが確 認 され

た．また ，
1988 年に も名古屋植 物 防疫所管内で 調 査 が

行 われ て お り，上記 とほ ぼ 同様の 種類 の 雑草が確認 され

て い る．こ れ らの こ とか ら輸 入穀物へ の 雑草種子 の 混入

は相当以前か らあっ た こ とが うか が え， 最近 の 多発 は輸
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入量 の 増大だけ で はな く， わが国 の 畜産 の あ りか たに も

大 き な 原 因が あ る もの と推察さ れ る．と くに，こ こ で は

紙数 の 関係 で 示す こ とが で きなか っ た が ， 穀物原体 に 混

入 し た雑草 種 子 が 家畜 の エ サ と して 利用 さ れ，生 き た ま

ま糞 の 中に排泄 される こ とが 判明 した．そ こ で は唯
一

完

全 な堆 肥 発酵 が 種 子 の 死 滅に有効 な こ とが 認 め ら れ た

が ， 農家 の 糞尿処理 の 場面 で は ， 未熟状態 の まま圃場に

投棄され る実態が あ り，外来雑草の 蔓延 の最大の 原因 と

考 えられ る．濃厚飼料依存 とい い
， 飼養頭数 の 増大 に よ

る糞尿処理 の 手抜 き と い い ，わ が 国畜産 の 構造的な問題

が 外来雑草 の 蔓 延 の 原因 と な っ て い る と言 え よ う．

　世界 の 農産物市場は今後 さら に 自由化 が 進 む と考 えら

れ る． こ こ で 明 ら か に した よ うな農産物へ の 雑草種 子 の

大量混 入が続 く限 り， 大輸 出国 で ある ア メ リカ の フ ロ ラ

が 世界 中に広が る 可能陛が あ る．わ が国に お い て も，輸

入穀類 に 依存 し た 畜産 の 構 造的 な変化 が 起 こ らな い 限

り，今後 と も飼料用穀物が 大量に輸入 され ，そ の中に遺

伝 的 に も生態的 に も未知 の 雑草種 が 多量 に 混 入 し， 生 き

た種子 が 農業生態系を中心に大量に とこ ろか まわずば ら

まか れ る こ とは避けられ ない で あろ う．こ の ような植物

の もつ 本来 の 移動 ・散布能力 を超 えた い わば物理的侵略

が続 く限 り，わ が 国の 農業生態系は 未だ 知 D 得て い な い

さまざ まの バ イ オ ハ ザ
ー

ドに 遭遇する恐れ が 高 い ．今後

とも早急 に侵入植物の遺伝的，生態的な分布の 拡大あ る

い は 消滅 の プ ロ セ ス
， 雑草化 の メ カ ニ ズ ム な どを解明

し， 生態系の植物多様陸に与える影響を評価 して い く必

要 が あろ う．
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一外来雑草図鑑 とイン ターネ ッ トで の 利用
一

　 多種 多様な外来雑草 の 蔓延が 明 らか に なっ たが ，それ

らへ の 的確な対処 をする た め に もまずその 雑草が何か を

知 る こ とが 必要 で ある．そ こ で，耕地 に侵入 し雑草化 し

て い る 170 種 と その 周辺 の 類似 の 在 来雑草70種 ， 合計

240種 に つ い て，識別 の た め の 図鑑 「写真で見 る 外来雑

草 」 を作製 した．こ れ に は 識別 の た め の 解説や個体写真

と と もに，種子 の写真 も掲載 して あ る．こ の 図鑑 の解説

や写真 に 加 えて 検索 シ ス テム も加味 した 情報 をイ ン ター

ネッ トで も公開 して い る．

（ア ドレ ス ： http：〃 ss ．ngri ．affrc ．go ．jp／weedlist ／

title．htm1 ）

（1997年 7 月 3 日受領 ）

一 42 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


