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は　 じ　 め 　 に

　 ス ギ 花粉 は，うららか な 春 の 日 に 多 くの 日 本人 を 呂
：

し

め る ，「ス ギ 花粉症」 の 発 生 源 で あ る ．「1本 に お け る ス

ギ花粉症 は ，
1964 年 に 栃木県 El光 に お い て 初 め て 報告

さ れ た D ．当時 ス ギ花粉症 は ， メ ジ ャ
ーな ア レ ル ギ ー

性

の 疾患 で は なか っ た た め に，あ ま り注 目されな か っ た。

し か し，1970 年 以 降か ら急 激 に ス ギ花粉症患者が 増加

し，現 在 で は 函民 の 約 10％ が ス ギ 花粉症 と もい わ れ て

い る，こ の よ うに ス ギ 花粉症 の 患者 が増加 した 理 けに し

て は ，太平洋戦 翁後 の 復 旧お よ び 拡大造林 の 時代 に 傾栽

し た ス ギ が 生殖成長 を 始 め る 時期 に 達 し た こ と ， 公 害 に

よ る 入間の 生 活 環 境お よ び 食 生 活 の 変化 ，な ど が ξえ ら

れ て い る．近年，ス ギ 花粉症 に 関す る研 究が 飛 躍的 に 進

歩 し，ア レ ル ゲ ン （allergen ）の 発見，環境要 因 との 関

連が 明 ら か に さ れ て きた ．し か し ，
ス ギ 花粉症 が 報告 さ

れ て 以 来 ，約 30 年 以 上 も経過 し て い る 現 在 で も，そ の

完全な治療 の 手段お よび 有効 な花粉飛 散防止 の 手段 は ，

ほ と ん ど 開発 され て い な い ．とか く悪 玉 と して 登 場 しが

ち な 「ス ギ 花粉 」 で は あ る が ， 木材 と し て は 利用価値 が

高 く良質材 を 生 産 す る ス ギの 育種，地層年代 の 決定 な ど

に有効利用 され て い る 事実 も忘れ て は な らな い ．こ れ ま

で に も，ス ギ 花粉症 に 関す る林業的な総説
2〕 は あ るが ，

こ こ で は ス ギ 花粉症 を一
層 理 解 す る た め に ，発生源 で あ

る花粉 の 形態 ， 生理 お よ び花粉症防除 に 関す る 値物学お

よび 医学の さ まざまな ア プ ロ
ー

チ に つ い て 紹介 す る．

ス ギ花粉と ス ギ花粉症発生 の メ カ ニ ズ ム

　1． ス ギ花粉形成 お よび花粉の 形態，生理

　ス ギ （Cr．vPtomeria 　．iαPonioa　l）・DON ）は 裸 子 棺 物

に 属 し，雌 雄同株 で そ の 花 は 雄花 と雌花 とい う よ うに ，

花性 に よ り独 立 した 花 を 着生 す る 単性花で あ る ．図 1に

ス ギ の 雄 花 お よ び 雌花 を 示 す．ス ギの 雄花 は 1個 当 り長

さが 数 mm か ら 1Cm 程 度で ，数 個 あ るい は 数十 個 か

ろ 構 成 さ れ る
一
つ の 集 団を形成す る．花を 着生 させ る 樹

齢 は 自然状態 で 約 20 年前後 ， 植物 ホ ル モ ン の ジ ベ レ リ

ン 〔G ．N）を 用 い る と 発芽当年 の 苗 木 で も 雄花を著生 さ

せ る こ と が 知 ら れ て い る ．図 2 に ス ギ の 生 殖 サ イ ク ル を

示す．ス ギ 雄花 は 6 月 下 旬 か ら 9 月下旬 に ，雌 花は 7fj

中旬か ら 9 月中旬に 形成 され る．そ して ，雄花 の 葯 中で

花粉母細 胞 か ら花粉四分子 を 経 て 細 胞 分 裂 を 行 な い ，

ll 月 ま で に は 成 熟 した 状 態
3） の 花 粉 と な り雄花 の 開葯

を待 ち ， 関 東近 辺 で は 2 月 か ら 3 月に か 1ナて 開花する ．

ス ギ の 花 は 風媒花 の た め ，大量の 花粉 が 生 産 され る．そ

の 花粉 の 量 は ， 雄花 且個当 り約 40 万 個 と推 定 さ れ て い

る
1）．表 1 に ス ギ花粉の 飛散条件 を示す．ス ギ 雄花の 開

花 は ， 日射量， 日 照時間 ， 最高気 温，平均 気 温 ，降水

量
s） お よ び IO° C 以 上 の 日 数

6）
な どの 気象条件 と関連 の

あ る こ とが 示 唆さ れ て い る．ま た， こ れ ま で の 報告 で ，

積算温度 とス ギ の 開花に は，関連 の あ る こ とが 報告さ れ

て い る
T・s ）．図 3 に 成熟 し た ス ギ 花粉 の 形 態 を 示す．成

熟 した 花粉 は ， 栄養核 と 生 殖核 の 二 っ の 核を もっ 二 核 性

の 花粉 で あ る．ス ギ 花粉 の 大 き な 形 態 的特徴は ，花粉

外壁部 に 指 状突起 〔パ ピ ラ ）がみ られ る こ とで あ る．ま
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　 図 1　 ス ギ の 雄花 お よ び 雌花

　　　　 m は 雄花 ，
f は 雌花．
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図 2　 ス ギの 生殖 サ イ ク ル

　　　PMC は 花粉母細胞，　 EMC は 胚 の う細胞，

表 1 ス ギ花粉 の 飛 散条件

1234

5，

温 暖で 乾燥 した 日に 飛散す る．

最高気温が 10℃ に 達 した 日に 飛 散す る．
強 風 に よ り飛 散す る ．

雨降 りの よ う な 湿度 が 高 い 日 に は あ ま り飛散 し

な い．

雨 の 翌 日の 晴天 に 飛散す る．

図 3 成 熟 した ス ギ 花粉 の 形 態

　　　e は 花 粉外壁 ，
i は花粉内壁，11 は 栄養核ま た

　　　は 生殖核 ， p は指状突起 （パ ピ ラ）．

た，花粉壁 は 内壁 （intine） と外壁 （extine ） に 分け ら

れ ， さ ら に 外壁 は 内層 （nexine ）と外層 （sexine ）の 二

層 構造 とな っ て い る．ス ギ 花粉 は 吸水す る と容 易 に 花粉

外壁が 割 れ て ， 花粉内壁 に 包 ま れ た 花粉原形質体が 現れ

る．

　2． ス ギ 花粉 に 含まれ る花粉症発生因子

　 ス ギ 花粉申 に は こ れ まで に Cryj　IP），　 Cryj　II］°〕
と い

う 2 種類 の メ ジ ャ
ーア レ ル ゲ ン （mal ・r　alle ・gcn ）が

同 定 さ れ て い る ．こ れ らは，塩 基 性 の タ ン パ ク質 で 40

kDa 前後 で あ る． しか し ， 両者 は N 未端 ア ミ ノ 酸配

列 に は ほ と ん ど 相同性 が み られず，抗 原 性に 関 して もお

互 い に 交差反応 の な い ，独 立 した もの で あ る と考え ら れ

て い る ．Cryj 　I は お もに 花 粉 外 壁 の 外層表面 と オ ービ

ク ル （orbicle ） に 存在 し，花 粉 細胞 質 の ゴ ル ジ 体 に も

極微 量 に 存在 して い る t1・1z）．　 Cryj　II は 花粉壁 に は 存在

せ ず ， 花粉細胞質内の ア ミ ロ プ ラ ス ト内 デ ン プ ン 粒 に 局

在 し て い る
12），こ れ ら の こ と は ， Cryj　l と Cryj 　ll と

に は 器官特異性 の あ る こ とを示 唆 して い る．

　3．　 ス ギ花粉症発生の メ カ ニ ズ ム

　 ス ギ 花粉症 は ，IgE 抗体 の 蓄 積 に よ り 発生す る ．ま

ず，鼻 粘 膜 や 結 膜 に 花粉 が 吸着 し，水分 に よ り膨潤 し花

粉外壁が 割れ，花粉原 形 質体 が 現 れ る．そ の 後，抗原 で

あ る Cryj　i，　 Cryj　H 抗原分子 は ， 粘 膜 内 に 吸 収 され

上 皮下 に 存在す る 抗原提示細胞 の マ ク ロ フ ァ
ー

ジ に 貧食

さ れ る ．マ ク ロ フ ァ
ージ は ，抗原物質 を 細 胞 内 の 代謝 に

よっ て修 飾 し，マ ク ロ フ ァ
ー

ジ 細胞表面 へ 提示 し ， そ の

情報 を ヘ ル パ ー T 細 胞 が 特異 的に 認識す る ．ヘ ル パ ー T

細胞 は ， 抗原 に 特異的 に 働 く B 細胞 の 分 化 増 殖 を 行 な

う．そ の 後 B 細胞 は ， IgE 抗体 生 産 細 胞 に 誘導 ， ク ラ

ス 変換 さ れ る．こ の 細胞 が，IgE 抗体 を 生 産 す る ，こ

の IgE 抗体生産細 胞 は 扁桃 ，　リ ン パ 節，腸管粘膜に 多

く認 め ら れ る．こ の ように して 生 産 さ れ た 1gE 抗体 は，

鼻粘膜や網膜な どの 肥 満細 胞 ，好塩 基 球 表面 の IgE レ

セ プ タ ーと結合 し花粉症 の 症状 が 発現する
13 ）．

ス ギ花粉の 諸問題

　L 　ス ギ花粉症の 現状

　 ス ギ花粉症が初め て栃木県 日光 で 確認 され て 以来，現

在 に 至 る まで ス ギ 花粉飛散 量 の 増加 と と もに 花粉 症 患者

数 は 増加 して い る 〔図 4）．こ の 原因 と し て は ， 次 の 項 目

（1〜3）が考 え られ る．

　D 　 ス ギ 人 工 造林 に よ る 影響

　ヨ本 の 森林面積 は 2462 万 ha （日 本 国 土 面 積 の 66％）

で ， こ の な か の 450 万 ha （日 本 国 土 面 積 の 11．9％） が

ス ギ人 工 林 で あ る．と くに ， 秋 田 ， 奈良，徳島，大分，
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図 4　ス ギ花粉 の 飛散量 と花粉症患者数 の 変化

　　 花粉飛散量 は 国立相模原病院の 調 査 に よ る ．

　　 初発病者数 は 調 査 対象 395人 に っ い て の 調 査

　　　（東京医 科歯科大学） に よ る．斎藤洋 三
Sl）か

　　　ら引用改変．
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図 5 地域特性 とア レ ル ギ ー性鼻炎の 有症率

　　 有症率 （％）＝ （ア レ ル ギー
性鼻炎岐 内反応陽

　　　　　　　　　性者）× 100

　　 東京慈恵医科大学調査 （1972 −・1981 年），竹

　 　　中 ら 32）
か ら 引 用 ．

宮崎 の 各県 で は ，
ス ギ 人 工 林の 面積が 大 きい ．ス ギは 建

築材 や家具材として 優良材質 で あ り，日本 の 気候に 適 し

て い る ．そ の た め ，ス ギ植栽 の 歴史 は古 く ， 江 戸時代 に

は 人 工 造林 に よ る林業が 行なわ れ て い た ．日 本 の 有名林

業地 の
一つ 吉野 も 18 世 紀に は ，本格的 に ス ギの 植栽を

行 な っ て い る．全 国的な規模で ス ギ 人 工 造林が 行な わ れ

た の は，明治 か ら 大正 時 代 に か け て の 1899 年 か ら 192正

年 と 太平洋戦争後 の 1950 年か ら 1970 年 代 前 半 頃 ま

で
ll ）で あ る．前者は 木材需要，荒廃林地 の 増加 に と もな

っ た 国有林経営 の た め ，後者 は 太平洋戦争 で 生 じた 荒 廃

林地 の 復旧 造 林 お よ び そ の 後拡大造林 の た め に，ス ギ造

林地 が増加 した ．と くに ， 太平洋戦争後 の 復旧お よ び 拡

大造林の 時代 に は，高度経 済成長 対策に よ り， 木材需要

の 緊 迫 し た 社会的請求 に よ っ て ， 経済価値の 高 い 良質材

で あ る ス ギ ，
ヒ ノ キ は 大規模 に 造林され た．現在で は ，

ス ギ の 人 工 造林 は 減 少 して い る た め ，ス ギ 林 の 面積 は 増

加 し て い な い ，しか し ，
ス ギ 人 工 林 を 構成す る 樹齢 は

30 年前後 で ， 生 殖成長 が 盛 ん な 時期 で あ る た め に ，花

粉生産量 の 減少 は 望めな い ．

　2）　大気汚染に よ る 影響

　 ス ギ花 粉 症 と大気汚染 の 関連が 明 ら か に され る 以 前か

ら ， SO 、 や NOx が 大気 汚 染地域 の 気管支 喘息 の 原因 で

あ る こ とが 注 目 され て きた
L5）．図 5 に 地 域 特 性 と ア レ

ル ギ
ー
性鼻炎 の 有症率 を 示 す ．有症率 は 工 業 都市 が も っ

と も多 く，大都市，小 都市，農漁村の 順 とな っ て い る
16冫．

こ の こ と か ら大気汚染 と花 粉 症 に は ， 関連 の あ る こ と が

考え ら れ る．しか し，ス ギ 花粉症 は IgE に 由来 す る た

め に ， そ の 原 因 は SO τ や NOz で あ る と は考えに くか

っ た．1986 年 に 初 め て デ ィ
ーゼ ル 内 燃 機 関排 気物質

（DPE ）が ，マ ゥ ス の IgE 抗体の 生 産 を 高 め る こ と
17）

が 明 らか に され て 以来 ， 大気汚染 と 花粉症 との 関連が 示

唆 さ れ て い る ，現在，DEP と IgE 抗体生産 の 関連の

研究 は 続けら れ て い るが ，
ヒ トの 免疫性 に 関 す る研 究 は

や っ と 始 め られ た ば か りで あ る．

　 3）　食生活 の 変化 に よ る影響

　 こ れ まで ，
ス ギ花粉症 と食生活 の 問 題 に つ い て は 詳 し

い 報告 は ほ と ん どみ られ な い ．そ こ で ，
ス ギ 花 粉 症患者

の 年齢分布か ら，食 生 活 と の 関 連 を 推察 した．図 6 に

ス ギ花粉症患者 の 年 齢 分 布 を 示す．昭和 54 年 に は 30

歳代 で もっ と も思 者が 多 く， こ れ を ピー
ク に 50 歳以 上

の 高齢者 で は 花粉症患者 が 極端 に 少な い ．また ， 平成 3

年 に は昭和 54 年と 比較 して ， 花粉症患者 の 低年齢化 が

進 行 して い る．日本国民 の 栄養 素等摂取量 の 年次推 移 で

は ， 昭和 30 年以 降急激 に 動物性脂肪お よ び 動 物性 タ ン

パ ク質 が 増加 し て い る
IB）．こ の こ とか ら，食生活 は 世代

の 違 い に よ っ て 異な る こ とが 示 唆 され る ．す な わ ち，年

少者 に 花粉症 が 増加 して い る こ と と 食生 活 とに は ， 何 ら

か の 関連 の あ る 可能性が者 えられ る．
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図 6　 ス ギ 花粉症患者 の 年 齢分布

　　 馬場 ・森 a3）か ら引用改変，

　 2． ス ギ 花粉症 へ の 医 学 的 対 応

　 1）　 ス ギ 花粉症患者 の 症状

　 表 2 に ス ギ 花粉 症 患 者 の 症状 を 示す．鼻症状 が 発 現 す

る 患者が もっ とも多 く次 に 目 症状，咽 喉頭 症状 ， 神経症

状 ， 皮膚症状，全身症状，耳 症 状 の 順 と な っ て い る ．ま

た ，圧 倒的 に 多い 鼻症状 の なか で も鼻閉，鼻汁 ， く しx・

み の 症状 が 多 い と さ れ て い る．こ れ は ア レ ル ギ
ー
性鼻炎

の 特微 で あ る 3 症状
19） と一

致す る ．

　 2）　 花粉症 の 薬物療法

　 ス ギ 花粉症 で あ る か 否 か を 判断し ない か ぎ り治療 は 難

しい ．そ の た め に は ，
ス ギ 花粉症 の 検査試薬 に よ る 判断

を必要 とす る ．こ の 検 査 試薬 は ．ス ギ 花粉症 の 抗原 を 用い

た もの
2° ） で ， 1980 年代 に Pharmacia 社 に よ っ て 販売

され て 以 来，各 薬 品 メ ーカ ー
に よ っ て さ ま ざ ま な 検査試

薬が 開発 され て い る ．こ れ らの 検査試薬 に よ りス ギ 花粉

症 と判断 され た 後 に は ，他の ア レ ル ギ ーと 同様 に 抗 ア レ

ル ギ ー
剤 （抗 ヒ ス タ ミ ン 剤 な ど）や 副 腎 皮 質 ホ ル モ ン

（ス テ ロ イ ド剤） を用 い た 治療法
21） が 広 く用 い られ て い

る．しか し， こ れ ら の もの は ，

一
時的な症 状 の 緩和 に 他

な ら な い ．ま た ，抗 ア レ ル ギ ー
剤 の 前投 与 は ス ギ 花粉症

の 予防効果 が 期待 で きる 可能性
22 ）

も示 唆 され て い る．以

上 の こ と か ら，薬晶 の 組 み 合 わ せ に よ り花 粉 症 は コ ン ト

ロ
ール で きる もの と考 えられ る ，しか し， 花粉症を完全

に 治癒 させ る 方法 は，未だ 発 見 さ れ て い な い ．

　 3）　 花粉症 の 非薬物療法

　
一
般的 に 花粉症 の 非薬物療法 に っ い て は ，な る べ く花

粉 に 接 し ない よ う に す る こ とが ，大切 で あ る と 考え ら れ、

て い る．しか し，日常生活 で は 花粉 の 飛散 量が 多 い か ら

と い っ て ，外出 しな い わ げに は い か な い ．そ こ で ， 花粉

症患者 が 外出す る 際 に は，マ ス ク を 着 用 す る こ と，花粉

情報 を 利 用 し，花粉飛 散 量 の 多 い 日に は ，花 粉飛 散量 の

比較的少 な い 早 朝 に 外出し，な る べ く早 く帰 宅す る こ と

が 必要 で あ る
！s）と指摘 され て い る．い ず れ に し ろ ， で ぎ

る だ け花粉 を 吸入 しな い よ うな ， 物理的対策 が 必要 で あ

る ．

　 3， ス ギ花粉症 へ の 植物学的対応

　 b 　 ス ギ 林 の 伐採 に よ る 対策

　 も っ と も 単純 な ス ギ 花 粉症対策 と して は ，
ス ギ 花粉症

の 発 生 源 の ス ギ を 伐採 す る 方 法 が 考え ら れ る ．あ る 県 で

は
一
定面積 の ス ギ林を，皆伐 した実例 もあ る ，ス ギ は EI

本 の 主要 造林樹木 で あ り，占くか ら建 築材 を は じめ 多 く

の 用 途 で 利 用 さ れ ， 良質材 と し て 珍重され て ぎた ．そ の

た め，ス ギを植栽 し て い る林業従事者は多 く，目本の 国

土面積 の 10％ 以上 が ス ギ 人工 林 で あ る．こ の こ とか ら、

単純に 行 政 的に ス ギ人 工 林の 伐採 を 行 な う こ と は ，非現

実的 で は な い だ ろ うか ．しか し，都市近 郊 の ス ギ林の 一．・

部を伐採す る こ とは，都市部 に 飛散 して くる ス ギ花粉量

を，あ る 程 度減 少さ せ る 効果 が 望 め る か も しれ な い ．た

だ し ，
ス ギ 花粉 の 飛散距離 は ，100knl と もい わ れ て い る

こ と か ら，ス ギ 人 工 林 の ik採 は 実 用 的 か っ 有効的 な 対 策

と は 考 え に くい ．い ず れ に せ よ，ス ギ は 冂 本固有 の 種 で

あ る た め に ．伐採 を 行 な う に は 慎重 な 検討 が 必 要 で あ る ，

表 2　 ス ギ 花粉症 の 症状

部　位

鼻症状

眼 症 状

耳症状

皮膚症状

咽喉頭症状

神経症状

全 身症状

罹患者数 （％）

225　〔98．1『ン∂
143　（55．0『1も）
22　（　8．5「1・6）
33 　（12．70・6）

98　〔37．7「冫o 〕
44 　Cl6．9『7b〕
32　〔12．3「｝o ）

1981 年 か ら 1986年まで の 調査 （大分 医科大学 耳鼻咽喉科 ）

　　　　　　　　 　症 　　状

鼻閉，鼻 汁，く し ゃ み ， 嗅覚障害，そ の 他

か ゆ み ，涙，異物 感，ま ぶ た は れ ぼ っ た い ，そ の 他

耳閉感 ， 聴覚障害 ，耳鳴，そ う痒感，そ の 他

そ う痒感 ，そ の 他
咽喉頭異常 感 ，咽 頭痛，呼 吸 障害，た ん ，嗄声

頭痛 ， 嘔感

悪寒，熱感

　　　　 茂木 ・
黒野

34 ） よ り引用改変．
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図 7　 ス ギ 花芽 形 成，開 花 の 促 進 お よ び 抑 制効果 の な ら れ る 化合物

　2）　植物 成 長 調 節物 質 を 用い た 花粉飛散 の 揶制

　図 7に ス ギ 花粉形成 ， 開花 の 促進 お よ び 抑制効果 の み

られ る 化 合物 を 示 す ． ス ギ は GA 処 理 に よ っ て ，花芽

形成 を 促進 す る．と くに ，（｝Ai，，　GA4 お よ び G 、丶，＋ r が ，

ス ギの 花芽形成促 進 に 有効 で あ る こ とは ，　 般 的 に 知 ら

れ て い る．こ の こ と か ら，GA の 多 くの 生理作用 と 拮抗

作用 の み ら れ る 成長調節物質 を 用 い た花芽形成抑制 の 試

み が行なわ れ て い る．GA の 葉面散布処 理 後 に ，天然 型

光学 活 性 ア ブ シ ジ ン 酸 （｛マ ）
−2−‘z5 ，4一か απs−absclsic

acid ）を 1〜5ppm 濃度 で 根 に 灌注 処 理 を す る こ と で ，

GA 処 理 に よ る 雄花 の 着 生 抑 制 の 効果 が zめ れ る川
（図

8）．しか し，天 然型光学活 性 ア ブ シ ジ ン 酸 は，処 理 時

期 に よ っ て 雄花 の 着 生 を 促 進 す る の で 注 意 が 必 要で あ

る．非天然 型 の 成長 阻 害剤 （矮化剤） の ウ ニ コ ナ ソ ール

P の 処理
25 ｝

や オ
ーキ シ ン に 対 す る 拮抗作 川 を有す る マ レ

イ ン 酸 ヒ ド ラ ジ ドーコ リ ン 塩 の 処 理
L’6）も 花 芽着生抑制

に 効果 が 大 きい こ とが 明 らか に な っ て い る ．また ， 脂肪

酸 の C ｝e 化 合 物 の オ レ イ ン 酸， リ ノ
ー

ル 酸， a 一リ ノ し

ン 酸の そ れぞれ の 処理 は 雄花 を褐変 さ せ る ．こ の うち，

オ レ イ ン 酸 と リ ノ ール 酸 は ，選 択的 に 雄 花 を 褐変 させ る

効果がみ うれ た
2η ．また ，

ア セ トア ル デ ヒ ド も選択 的に

雄 花 を 褐変 さ せ る と い う報告
渦

もみ られ る．しか し ， こ

れ らの 散布 に お い て は ， 他 の 動植物 に 対す る 影響 を 考慮

L ，低濃 度 で か っ 作 用 後 に は 速 や か に 分解す る，自 然 に
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図 8　（＋ ）
−ABA 処理 に よ る 花芽着生抑制効果

　　　花芽形成促進 の た め GA3 を 8 月 に 葉 面散布

　　　 した ． そ して ，
GA3 処理 の 1 週 間後 に （十 ）−

　　 ABA を根 に 灌注 処 理 した ．　 GA は GA3100

　　 PPm 濃度処理，　 ABA1 は 1ppm ，　 ABA5 は

　　 5Ppm ，・XBAIO は 10ppm 濃度 の ABA 処

　 　 理 ．

樹 の な か に は ，不稔性 の もの が 多 く発見 され て い る．こ

れ らの もの で は，ヘ テ ロ 型 の 染 色 体異常，三 倍体 の 染色

体の 異常の もの が 多 い
ao）．しか し ， 不稔性 ス ギ の未熟な

花粉 で あ っ て も，ア ン ル ゲ ン が 合成 さ れ て し ま っ た 後 の

不稔 で は 意 味がな い ．そ こ で ，花粉 形 成 の どの ス テ ッ プ

で 未成熟 と な っ て い る の か が 問題 とな る ．

　5）　遺 伝 子 制御に よ る 花粉飛散 の 抑制

　 ス ギ 花粉症 の 発 生 源 で あ る Cryj 　L 　Cryj 　lI と い う花

粉症 に 関す る メ ジ ャ
ーア レ ル ゲ ン を生産 しな い ス ギ，ま

た は 雄花 の 着 生 しな い ス ギ 品種 の 作出が 望 まれ る ．こ の

た め に は ， Cryj　I，　Cryj　II の 合成抑制遺 伝 子 や ， 雄花

発現 の 抑制遺 伝子 の 導入 が 考え られ る ，こ れ らを 実 現 さ

せ る に は ，ス ギ 遺伝子 の 正 確な解析が 望 まれ る，現在 ，

ス ギ の 遺 伝 子 解析 は 順調 に 進め られ て い る ．しか し，遺

伝子導 入 が 成功 して もそ の 成果が で る の は ， 花芽形成 の

開始する約 20年後 と な る．

ま 　　と　　 め

や さ し い 化 合物 の 利 用 を め ざ す必要 が あ る ．ま た ，散布

方法 （コ ス ト的 な面 も含 め て ）に つ い て ， 十分 な検討 が

必要 で あ る と考え られ る ．

　 3）　林木育種に よ る ス ギ花粉症対策

　林木育種 に よ る ス ギ 花粉 症 対 策 と して は ， 大然林お よ

び 人 工 林か ら 目 的 と す る 形質 を もっ た 品種 を選 抜す る 方

法 と人 工 的 に 品種を作出する方法が考え られ る ，前者 の

代用的な 選 抜基 準 の 内容 と し て は ， （1）雄花を ま っ た

く着生 しない か ，あ る い は 雄花 の 着 生 が 極 端 に 少 な い ，

（2 ）花粉症 の ア レ ル ゲ ン を 保持 し な い か ，あ る い は 極

端 に 少な い ，とい う こ と な ど が 考えられ る．後者 の 内容

と して は ， （i ）放射線照射 に よ る 突然変異体 の 作出 ，

〔2 ）人 」：交 配 に よ り 目 的 とす る 品種 の 作 出な どが 考 え

られ る ．選 抜 お よ び 作出 され 1℃品 種 は，自然状態 で は 雄

花が 着生す る ま で に 年月 が か か る．そ の た め，こ れ らの

品種 の 花芽 形 成 お よ び 花 粉 形 成 に 関 す る 形 質 の 確認を ，

早期 に す る こ とは 難 しい ．そ こ で ，GA 処 理 に ょ り花芽

を 誘 導す る こ とで ， 花芽 お よ び 花粉形成 に 関す る 形質特

性を検討す る こ とが 必 要 で あ る．

　4）　雄性不稔性 ス ギ の 検索

　雄性 不稔種 は ，雄 花 を 形 成 して も，花粉 は 未成熟 の た

め 牛 殖能力 を 保持 し な い ．こ の こ とは ， 雄性不稔性 の ス

ギ 花粉 は，Cryj　L 　 Cryj 　ll と い う ア レ ル ゲ ン を ， 合成

して い な い 可能性 も考 え られ る。 X ギ の 雄性不稔 に 関す

る 報告 を い くっ か 紹介す る と，富 山 産 の 雄 性 不 稔 性 の ス

ギ で は，雄雌花 と もに 有す る か ， GA 処理 を して も成 熟

し た 花粉 が 得 られ な い
29 ）．ま た，各 地 で 選抜 さ れ た 精英

　 ス ギ 花粉症発生要因 や そ の メ カ ニ ズ ム に つ い て は ， 多

くの 研究 に よ り明らか に さ れ て きた．現在 ， 医学的 に 花

粉症 をあ る 稈度 コ ン トロ
ール で きる よ うに な っ た が ， 完

全 に 治癒させ る 方法 は，未だ 発見 され て い な い ．一・
方 ，

植物学的 に も生 化学お よ び 育種 の 面 か ら，ス ギ 花粉症 に

対す る ア プ ロ ーチ が 開始 され て い る が ， 有効 な 手 段 は 開

発 され て い ない ．そ こ で ，こ れ ま で 独 立 的 に 研究 され て

き た 医学的対応 と ， 値物学的防除法を複合 し て 用 い る こ

と も，
ス ギ 花粉症研究 の

一
助 と成 り得 る 可 能性 が あ る の

で は な か ろ う か．多 くの 困難 が 伴 うで あ ろ う が ，こ れ か

ら の 研究成果 に 期待 した い ．

　本総説 の 執筆 に あ た ：丿貴 重 な 助言 を い た だ い た ， 元朿

京農業大学 右 田 一
雄教授，東京農業大学 勝 田　柾 教授，

太 円 保夫教授 ， 中田銀佐久助教 授な ら び に秋田 県林業技

術 セ ン タ ー 佐 々 木 揚 氏 に 深 く感 謝 申 し あ げ る ．
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