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　　日本学術会議公開シ ン ポジウム

「食料生産か ら生物多様性を考え る」

　　　　　　　　平成 23年 7 月 15 口 （金）名古屋大学野依記念学術交流館

主催 ： 日本学術会議農学委員会植物保護科学分科会 植物保護科学連合 （日本植物病理学会，

　　　　日本応用動物昆虫学会，日本農薬学会，植物化 学調節学会，日本雑草学会）

　　　　　　　　　　　　　　　　 （20U 年 8月 18 日受理）

　植物保護科学が果た すべ き役割を議論す る こ とを 目的に，

2009 年 12月に植物保護科学 シ ン ポ ジ ウ ム 「気候変動 と農

業科学・一一一植物保護を考え る．」，2010年 ll月 に は ｝
．r本学術会

議公開 シ ン ポ ジ ウ ム と して 「稲作 と植物保護 を展望す る」

が 開催 されて きた．こ れ らに お け る議論を背景に ， 本年は，

人類と自然の 共生 に 適合した食料生産の た め の学術的基盤

の 確立 に 向けて 「食料 生 産 か ら生 物多様性 を考 え る」 が 開

かれ ， 156名の 参加があ っ た．

　本年は学術会議 21 期の 最後 の 年 で あり，今後 に おける植

物保護科学の 重要性を広く認識して もら う必要が あ る と の

判断 か ら，これ ま で よ り時期を 巳め ， さ らに ， 節蒄 な ど の

会場 へ の 影響を考慮 し名古屋 （名古屋大学）で の 開催と

な っ た．また，シ ン ポ ジ ウ ム に 先立 っ て 行われ た植物保護

科学連合 の 運営委員会 に おい て ，本 シ ン ポ ジ ウ ム の 共催者

で あ る 5 学会の 連合 へ の 参画 と連合規約が承認 され，連合

の 設立が確認され た，植物保護科学連合は ， 植物保護科学

お よ び 関連学問分野 の 研究お よ び教育を推進 し，我が国に

おける こ の 分野 の 発展 と社会的普及 に 寄与す る こ とを 目的

とする団体 で あるが，併せ て 学術会議植物保護科学分科会

と連携 し，こ れを支え る活動 も行 うこ と とな る．

　 シ ン ポ ジ ウ ム で は まず，講演 に 先 立 ち，日本学術会議植

物保護科学分科会委員長の 上野民夫氏か ら開会趣 旨を含め

て 以 下 の よ うな 挨拶 が あ っ た．

　人類は 自然 か らの 恩恵を受け て ， 生物資源を利用 して生

存して き た，植物保護科学とは，生物間の相互作用
一競合

と共 生一
の も と に

“
人類 と 生 態系 の 正 しい 共存 の あ り方

”

す な わち
“
人類 と 自然 と の 共生

”
を求 め る科学で ある．し

か し，そ こに は，人口増加と食料の 安定供給，自然生 態系

と農業生 態系，環境 問 題 と経済発 展，と い う大 き な 課題 が

あ る．ま た
， 土 壌 ・

陸水系の 保全 は今後ま す ます 電 要 な 課

題 とな る，作物保護の 議論 は や や もすれば食料生産 と安定

供給 に 偏 りが ちで あ るが，こ の シ ン ポ ジ ウ ム で は，生物多

様性 の 維持 に 向けて 植物保護科学 が もた ら して い る最新の

成果を展望 し， 人類 と自然 の 共生 に 適合 した 食料生産の た

め の 学術的基盤 の 確立 に植物保護科学が 果た す役割 に つ い

て 議論を深 め た い．

講演の 演者と演題およ び論旨は以下 の ような もの で あ っ た，

特別講演 「吐界に おける ミツ バ チの 現状と減少 の 原因」

　　　　　 門脇辰彦 （名古屋大学大学院生命農学研究科）

　 さ ま ざま な農作物の 申で昆虫な ど に よ る受粉を必要とす

る作物の 割合 は 約 45％ で あ り，そ の 90％ が ミツ バ チ に よ っ

て 行わ れて い る．2006 年秋か ら 20 7年春に か けて 米国の 22

州 に おい て蜂群の 大規模な消失 （30−90％）が報告され，そ

の 後 も毎年30％ 以 Lの 蜂群が減少して い る．匪界 に おける

ミツ バ チ 減少の 要因 と して，1） ネオ ニ コ チ ノ イ ド系を代表

とす る殺虫剤の影響，2）寄生虫お よ び病原体 に よ る疾病，

が考 え ら れる．しか し，イ ミダ クロ プ リドな どを代表 とす る

ネオ ニ コ チ ノ イド系殺虫剤の n然条件下に おける ミツバ チ

の 発生，行動，お よび生態へ の 影響は 明 らか で は な い，
一

方，ミツ バ チ に は さ ま ざ ま な寄 生 虫 （ヘ ギ イ タ ダ ニ や ア カ

リン ダニ ） と病原体 （ウ イル ス，ノ ゼ マ 微胞 予虫，腐蛆病

菌，お よ び ハ チ ノ ス カ ビ） が 存在 して お り，こ れ らが ミツ

バ チ 減少 の 主要因 で あ る と考え ら れる，園芸農業の 発展の

ため に は今後 も養蜂家に よ るセ イ ヨ ウ ミツ バ チ の 安定供給

と効果的な花粉交 配 は不可欠で あ り，また，日本在来種 で

あ るニ ホ ン ミツ バ チ の 保全は 里 山をは じめ とす る豊か な 国

内生態系の維持に必須で ある．こ れ らを実現するた め に は，

産 ・学 ・官 の 協力に よ る長期的な 取組み が求め られ る，

「途上 国農業か ら見た生物多様性 と私達 の 食卓」

　　　　　　 夏秋啓子 （東京農業大学国際食料情報学部）

　現在，お よそ 14億人 の 人 々 が 1 日約 1 ドル 半以下 で生活

し，清潔な水，食べ 物，住居，保健衛生，教育な どの 機会

に 恵 ま れ な い ま ま で い る と され る。途 上 国 の 農業開発 は食

料問題 の 解決の た め に も，ま た，経済 の 向上の た め に も必
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写真 1　開会挨拶をす る 日本学術会議植物保護科学分科会委員

長 （写真提供 ：與語靖洋氏）

写真 2　会場の 様子 （写真提供 ：與語靖洋氏）

要で あ る．一
方，無秩序な農業開発は環境破壊や 生物多様

性へ の 悪影響をもた らす とも心配 され る．私 た ち の 食卓は

凵 々，地理的に も， 歴史的に も多様な背景をもつ 農作物 に

彩られ て い る．農業は 生命 （農作物）を育て て 利用 し，生

命 （ヒ ト） を支 え る 「生 命産業」 で あ る．人類 が 農業を は

じめ て 以来，自然環境や社会環境 の 穏 や かな，あ る い は 急

速 な変化を受け比 め つ つ ，人類 を養 っ て きた．そ の 結果，

先進国に お い て はす で に飽食が問題 とな る新た な 局面を迎

え て久し い．一方， 途 ヒ国は多くが多様な ， あ る い は，未

利用 の 生物資源 を有 しな が ら も，国 づ くりは 困難 の 中 に あ

る，一
部 の 国 々 の 飽食か ら，よ り多 くの 国々 が 「豊食」を

享受で きるよ うに す る の が，農学の 役割で あ る．

　本講演で は，途上 国 の 農業 や 生 物多様性 に つ い て ，途 L

国 の 農作物とそ の 病原 と い う視点 か ら，ヤム イ モ と と もに

広 が っ た ウ イル ス，ジ ャ ガ イ モ の 中で 進化す る ウ イル ス，適

応力 に 富む熱帯果実パ パ イヤ とそ の ウ イ ル ス を取り上二げる．

　「農家の た め の生物多様性〜
環境保全型 害虫管理 技術の

展開」　　　　　　　　　　　大野和朗 （宮崎大学農学部）

　一
連 の 近代農業の 展開は農業生態系か ら自然生態系 の 仕

組み を排除す る 状況を作 っ て きた．そ して ，化学合成農薬

に依存 した 近代農業は 生物多様性に 対す る最大 の 脅威 と

な っ て きた．農業生態系 に お い て 生物多様性 の 向上や維持

を は か りな が ら ， 生態系サ ービ ス の
一

つ の 機能 で あ る 天敵

などに よ る害虫個体群 の 目然制御を実際の 生産現場 で どの

ように 活用するか が，農業 の 持続性 や 環境へ の 負荷軽減 を

図 る 上 で 重要 と考 え ら れ る．総合的害虫管 理 （iPM ） と い

う用語がや っ と一部 の 農家 で 理解 さ れつ つ あ るが，生物多

様性 や 生 態系サ ービス を 生産現場の 農家が実感で 捉え る こ

と は，現段階 で は 難 し い か も しれ な い ．しか し，天敵な ど

を保護す るた め の 選択的農薬の 利用や ， 栽培ほ場に飛来す

る捕食性昆虫や寄坐性昆虫 な どの 土着天敵 の 働 きを高め る

た め の 取 り組 み を通 して ，多様 な種類の 天敵を農家は 畑で

目に する こ とが で き る．生物多様性とそ の 恩恵を農家サ イ

ドで 実感で きるような技術体系を農家に 示す必要が あ る，

「作物の 栽培と雑草の多様性」

　　　　　　　　　　　冨永　達 （京都大学農学研究科）

　農業生産 に影響する生物要因 の
．一

つ で あ る雑草は ， 作物

と ともに 農業生態系に おける有機物 の
．一
炊 生薤者で もあ る．

雑草 の 多様性は，直接 に あ る い は食物網を通 して 間接的に

農業生態系の機能の 基盤をな して い る，ま た，雑草は，植

食性動物の 餌で あ る ばか りで な く，棲み か や 繁殖場所 とな

り，動物 に 空間的，時間的 に 多様 な 環境 を提供 して い る．

農業蛮態系 に おける雑草 の 種組成は，農業の 形態 が変わ る

と大 き く変化 す る，Il本 の 水 田 の 雑草相 は，そ の ほ とん ど

が史前帰化植物で あ る と考え られ て お り ， そ の 歴史は長い

が，湿田の 乾田化，水稲の早期栽培あ る い は除草剤の使用

な ど最近数十年の 水稲 の 栽培様式 の 変化 に よ っ て い くつ か

の 水田雑草は絶滅の 危機 に 瀕して い る．除草剤 の 散布 は雑

草集団 に対 して 強力 な 選択圧 と して 働 き，除草剤が 散布さ

れる と 90％ 以上 の 個体が 枯死す る た め，強力 な ボ トル ネ ッ

ク効果をもた らす，作用機作が同じ除草剤を連用す る と そ

の 除草剤 に 対 して 抵抗性を示す生物型が 進化す る．雑草 の

除草剤抵抗性集団の 遺伝的多様性 の 低下 の 程度 は，種 に よ

り，生育地 に よ り，さ らに 抵抗性 の 起源 に よ っ て さま ざ ま

で ，そ の抵抗性が 出現 して か らの年数，抵抗性出現後の除

草剤 の 使用歴 な ど に よ っ て も左右 され る．一
般 に雑革集団

の 遺伝的多様性は低い が
，

一
定の 多様性を維持 し て い る の

は，埋土種 子集団 の 存在と部分的な他殖 に よる，こ の よう

な特性を もつ 雑草 は，農業形態が 変わ っ て もそ の 変化 に 対

応 し，繁栄 し続け る と考 え られる ，
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　「根寄生雑草と食料生産一
ス トリゴ ラ ク トン か ら見た生物

の 機能多様性 とそ の 農業利用
一

」

　　　　　 米山弘
一

（宇都宮大学雑草科学研究 セ ン ター）

　種子植物の 1％ （約 4，000種）は寄生植物で あり，吸器 と

呼 ば れ る特殊な器官に よ っ て宿主 の 維管束 と 自身 の 維管束

を連結し，宿主 か ら栄養水分を奪い 取 っ て 生長す る，寄生

す る部位に よ っ て茎寄生植物と根寄生植物と に分 け られる

が ， 世界の 食料生産に よ り大きな被害を与え て い る の が ハ

マ ウ ツ ボ科の根寄生雑草で あ る．根寄生雑草の種子発芽は ，

宿主植物の 根か ら分泌され る発芽刺激物質＝ス トリゴ ラ ク

トン （SL） に よ っ て 誘導 され る，　 SL は植物体内で は地上部

の 枝分 か れを制御す る植物ホ ル モ ン と して の 機能 ももつ ．

現在の と こ ろ SL お よ び そ の 構造類縁体を直接農業 に利用

す る試みは限られて い る．SL が最初は根寄生雑草の 発芽刺

激物質として 発見された経緯か ら，根寄生雑草種子を宿主

の 非存在下で 強制的に発芽 させ る，い わ ゆ る 「自殺発芽 の

誘導」が試み られて い る．しか し，寄生 レベ ル が 有意 に 低

下す るまで シ
ー

ドバ ン クを減 らす た め に は，「自殺発芽の 誘

導」を長期間繰り返 して行う必要が ある．今後， 農業場面

へ の 利用も｛
・’
分期待され る が，そ の た め に は，SL 自身の 生

理 作用 と他 の 植物ホル モ ン と の ク ロ ス トーク に 関す る よ り

詳細な解析が 必要 で ある．SL か ら見 た生物 の 機能多様性の

理解 と そ の 農業利用 に つ い て は黎明期 で あ り，今後 の 進展

が期待され る，

　「欧米に お ける農薬の 生態影響評価 ・最前線」

　　　　 片木敏行 （住友化学 （株）生物環境科学研究所）

　農薬は農地 （屋外）へ 意図的 に散布す る こ とか ら，各種

病害虫 に 対す る有効性 （benefit）に 加 え て，農業従事者 や

作物消費者で あ る ヒ トへ の健康影響や野生生物に対す る影

響 （risk ）を十分に 評価す る必要が あ る．農薬の 安全性評価

に おい て ，哺乳動物を用 い た 各種毒性試験 に 基づ くヒ ト健

康影響評価の 歴史 は長 い が，環境保全 の 観点か ら昨今 で は

野 生生物 を含 め た環境 に対す る既存農薬 の 再評価が行 わ れ，

ま た新規農薬の 開発に は必要不可欠な評価と な っ て い る．
一方，野生生物の 対象は広く，脊椎動物だ けで も哺乳類，

鳥類， 爬虫類， 両生類 ， 魚類とい っ た さ まざまな種類が あ

り， そ の 生態 も多種多様で 生活史自身が不明瞭なもの もあ

る こ とか ら，個別生物種に 対す る安全性評価は非常 に 難し

い．農薬 の 生態影響評価 はおおむね水域 と陸域 に分 けて 行

われ て い る．現在 の 評価体系，実験 。評価 ・解析手法 の 問

題点解決 に 向 け た 継続約 な 研究 に 加 え ， 米国 EDSP （ED

Screening　Progmm ）を含む内分泌撹乱の試験 ・評価手法や ，

確率論的手法，地域特異的シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン，メ タ個体群

モ デ リ ン グ，流水系模擬 tkma 系試験手法など今後 の 進展 ，

実用化が望まれ る．また， さまざまなQSAR毒性予測手法

や Gemmics 技術な どの 将来の 活用性の さ らな る検討 が期待

され る．

　総合討論 は学術会議連会会員 の 自石友紀氏 の 進行 で 行わ

れ た，ま ず演者 か ら食料生産 と生物多様性の 維持につ い て

種々 の コ メ ン トが出された．次い で ， 参加者か ら H本に お

ける農業形態 に 対応 した多様性の 保持，人口増加の 中で の

効率的農業生産 の 可能性，選択的病害虫防除の 重要性 ， 遺

伝子組換植物 の 利用や植物育種 に つ い て の 議論の 必要性な

ど につ い て ， 質問や コ メ ン トが 出さ れ た．

松本　宏 （植物保護科学連合準備委員会委員長，

　　　　　筑波大学大学院生命環境科学研究科）
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