
回立科学博物解
鳥取大学グローバJレCOEプ ログラム
「靖続性社会構築に向けた画類きのこ資源活用」

―画類と人との多様なかかわりあい一
●平成23年 10月30日(日)/国立科学博物館 上野本館 講堂
●主催/国 立科学博物館、鳥取大学グ回―バルCOEプ ログラム「持続性社会構築に向けた菌類きのこ資源活用」

画類とは7辛ノヨとは?

自然界でのはたらきから.

人の役に立つはなしまで与

最新の研究からみえてきた
「キノヨのふしぎな世界」を紹介します。

1属纂邸日覇闘隅目田
召摺観田電目)http://rendai.musesetottor卜u.acづp/Japanese_data/gcoe/index.htrnl

&
|

|
|



「画類きのこ遺伝資編の鋼
[鳥取大学大学院連合農学研究科 生物環境科学専攻]

前川二太郎 教授(農学博士)

生物の中で菌類は、酵母、かび、キノコなどを含む

極めて大きい分類群で、その数は150万種以上あると

推定されています。菌類は、植物や動物の分解者と

して自然生態系の維持や環境保全に極めて重要な役

割を果たすとともに、植物の共生者として生長促進

作用や環境ストレス耐性の付与、環境汚染物質の浄

化作用など、その多様な機能が注目されています。

とくに、キノコ類は栄養的に優れた健康食品として広く利用されていますが、最

近では、免疫賦活性、抗酸化性、抗変異原性、抗血液凝集性などの薬用効果にも高
い関心が寄せられています。このように、キノコなどの菌類は人類にとつて有益な

未知の機能や成分を有する遺伝資源の宝庫といえますが、学術的にはほとんど未開

拓の分野です。鳥取大学では、農学部附属菌類きのこ遺伝資源研究センター(FMRC)
が中心となって、新たな菌類キノコ遺伝資源の発掘と活用についての研究を行つて

います。特に平成20年度からグローバルCOEプ ログラム「持続性社会構築に向けた

菌類きのこ資源活用」(文部科学省)に おいて、キノコ類の活用に関して様々な基礎・

応用研究に取組んでいます。また、国立科学博物館植物研究部においてもキノコ類

を含む菌類の分類や菌類の生態系の中での役割等について長年の研究実積がありま

す。本シンポジウムは、先端的な研究を行つている両機関の共催のもと、特にキノ

コ類に焦点をあて、キノコの生物としての特徴、生態的な役割などを紹介するとと

もに、最新の活用に関する研究成果の一端をわかりやすくご紹介いたします。

シンポジウムを機会に、キノコがどのような生物であり、どのような生活をして

いるのか、また私たちの暮らしにどのように役立つのかについて、キノコを含む菌

類を理解していただくとともに菌類を身近に感じていただく一助になれば幸いです。

ぉ寄しよイ
)

公開シンポジウム
「はたらきもののキノコたち」
―画類と人との多様なかかわりあい一

会場/国 立科学博物館 上野本館 講堂

日時/平 成23年10月30日(日)

主催/国 立科学博物館、鳥取大学グローバルCOE

プログラム「持続性社会構築に向けた菌類きのこ

資源活用」

プログラム

13:00～ は じめに(前サ||二太郎)

13:10～ キ ノコのきほん(細矢 剛)

13:40～ キ ノコが創りあげてきた自然界
(白水 貴)

14:20～ 菌 類は優秀な化学者
その化学の力で食の安全安心を守る
(中島慶光)

14:40～ キ ノコで植物の病気を防ぐ!(尾谷 浩)

15:00～ キ ノコによる健康殺害と健康増進
(北村直樹)

15:20～ お わりに(細矢 岡」)

プログラムの概要
「グ回―バルCOEプ ログラム」とは、文部科学省の事業で、

世界最高水準の研究基盤のもと、世界をリードする創造的

な人材育成のための教育研究拠点の形成を支援しています。

鳥取大学では平成19年度に 「乾燥地科学拠点の世界展開」、

そして平成20年度に 「持続性社会構築に向けた菌類きの

こ資源活用」と、2件ものプログラムが採択されています。

プログラムの特色
鳥取大学大学院連合農学研究科 (博士課

程)が 中心となり、工学研究科 ・医学系研究

科とも連携を図りながら、菌類キノコ資源科

学についての幅広い教育研究を行つています。

鳥取大学農学部は、学部から大学院修士課程

までの教育コースに 「植物菌類資源科学コー

ス」を設置 しています。国際的に活躍できる

人材を育成するために、大学院博士課程では

海外実習を設けるなど、菌類キノコに関する

体系的な特色ある教育を行つています。

また、拠点の中核となつている 「菌類きの

こ遺伝資源研究センター」は、国内唯一の菌

類キノコに関する教育研究組織で、「(財)日

木きのこセンタ
ー菌章研究所」

から分譲された

菌類キノコ遺伝

資源を核として、約1,300種13,000株を保有

しています。本プログラムでは、これらの遺

伝資源を活用するとともに、海外の拠点や協

力機関とのネットワークの形成により、さら

なる遺伝資源の発掘と活用、情報交換や人材

育成の充実を図つています。そのために、海

外での調査 ・研究に博士課程学生を派遣して

経験を積ませるとともに、学術交流の発展を

図ることを特色としています。

「はたらきもののキノコたち」
―首類と人との多様なかかわりあい一
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成果の普及と実用化

●拠点リーダー/前 川二太郎
●専攻名等/連 合農学研究科生物環
境科学専攻、工学研究科化学 生
物応用工学専攻

●事業推進担当者/「 基盤研究グル
ープ」(児玉基一郎、前川二太郎、

松本晃幸、伊藤真一、難波栄二、中
桐 昭)、「活用研究グループ」(中
島廣光、會見忠貝U、河田康志、久
留一郎、尾谷 浩、 舞瀬英司、荒
瀬 榮、井藤和人)



「キノコ」の正体は菌類。
その存在は、自然界に
なくてはならない調和役。
「キノコ」は、そのかきの色や核 柄の太き、

さらに柔らかいものから、硬いものまで

実に多種多様。ではキノコとは何なのか。

その真相をズバリ教えます :

ノ
コ
と
い
え
ば
、

柄
の
上
に
か

さ
が
広
が

っ
た
形
を
思
い
浮
か

べ
る
人
が
多
い
で
し
よ
う
。
し

か
し
そ
の
基
本
的
な
形
で
も
、

キ
ク
ラ
ゲ

の
よ
う
に
柔
ら
か
い
も
の
、

サ
ル
ノ
コ
シ

カ
ケ
の
よ
う
に
硬
い
も
の
と
、

か
さ
の
色

や
形
、

柄
な
ど
は
実
に
様
々
で
す
。

で
は
、

キ
ノ
コ
と
い
う
の
は
ど
ん
な
も

の
を
い
う
の
で
し
よ
う
。

例
え
ば
シ
イ
タ

ケ
を
ち
ぎ
っ
て
み
る
と
、

柄
は
縦
に
裂
け
、

糸
状
の
繊
維
か
ら
で
き
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

こ
れ
は

「菌
糸
」
と
呼
ば
れ

る
構
造
で
す
。

落
葉
や
木
材
か
ら
生
え
る

キ
ノ
コ
を
見
て
み
る
と
、

キ
ノ
コ
の
下
に

は
菌
糸
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

キ
ノ
コ
は

植
物
に
例
え
れ
ば
、

花
の
よ
う
な
も
の
。

植
物
の
根

・
茎

・
葉
に
あ
た
る
部
分
は
、

す
べ
て
菌
糸
で
す
。

植
物
は
種
で
増
え
ま

す
が
、

キ
ノ
コ
は
ひ
だ
の
豪
側
に
担
子
器

と
い
う
構
造
が
あ
り
、

こ
の
上
に
で
き
る

胞
子
で
増
え
ま
す
”

菌
糸
で
で
き
て
い
る
、

と
い
え
ば
、

力

ビ
も
そ
う
で
す
。

実
は
、

キ
ノ
コ
は
カ

ビ
と
同
じ

「菌
類
」
な
の
で
す
。

菌
類
に

は
カ
ビ

。
キ
ノ
コ
の
ほ
か
に
酵
母
が
あ
り

ま
す
。

菌
類
の
基
本
的
な
体
制
は
菌
糸
と

い
え
ま
す
。

菌
糸
が
集
合
し
、

目
に
見
え

る
大
き
さ
と
な
っ
て

一
定
の
構
造
を
も
つ

胞
子
の
形
成
構
造
を
、

キ
ノ
コ
と
呼
ぶ
の

で
す
。

で
す
か
ら
、

キ
ノ
コ
は
分
類
学
的

な
ま
と
ま
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
か
ら
は
、

キ
ノ
コ
に
限
ら
ず
菌
類

全
般
に
共
通
の
性
質
を
紹
介
し
ま
す
。

菌

糸
は
先
端
だ
け
が
伸
び
、

栄
養
物
の
中
に

き
り
の
よ
う
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。

そ
し
て
先
端
か
ら
酵
素
を
分
泌
し

て
、

色
々
な
も
の
を
分
解

・
吸
収
す
る
の

で
、

自
分
よ
り
は
る
か
に
大
き
な
も
の
を

栄
養
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
、

優
れ
た
体

制
を
持
っ
て
い
ま
す
。

栄
養
と
な
る
の
は

大
抵
、

植
物
や
動
物
の
遺
体
で
す
。

で
す

か
ら
、

植
物
を

「生
産
者
」
、

動
物
を

「消

費
者
」
と
い
う
の
に
対
し
て
、

菌
類
の
こ

と
を
自
然
界
の

「分
解
者
」
と
い
う
人
も

い
ま
す
。

菌
類
は
、

分
解
に
と
ど
ま
ら
ず
色
々
な

生
活
を
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、

キ
ノ
コ

の
多
く
は
樹
木
の
根
と
共
に

「菌
根
」
と

い
う
構
造
を
成
し
、

植
物
と
栄
養
の
や
り

取
り
を
し
て
共
生
し
て
い
ま
す
。

痩
せ
た

土
地
で
生
き
る
樹
木
に
と
っ
て
、

菌
類
は

な
く
て
は
な
ら
な
い
バ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。

そ
の

一
方
で
、

色
々
な
生
物
に
寄
生
し
て

殺
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。　

一
見

悪
い
印
象
な
の
で
す
が
、

自
然
界
で
は
あ

る
程
度
の
生
物
が
間
引
か
れ
る
こ
と
は
必

要
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、　

一
方
で
は
生
物
を
育
て
、

ま
た

一
方
で
は
個
体
数
を
抑
制
す
る
よ
う

に
働
き
、

菌
類
は
自
然
界
が
調
和
を
保
つ

上
で
重
要
な
働
き
を
持
っ
て
い
ま
す
。

萌

細失 目J(ほそゃつょし)

東京生まれ304年 から

現耽 r菌類の市民権

の向上Jを モッ トーに

菌類の面白さを普及じ

目に見えないほど小さ

い 「チヤワンタケ」と

いうきのこの仲間の分

類が専門s

1拶
文を縁摘名うちし―



「キノコ」が存在しなければ

へ 私たちの目の前にある

陸上生態系は存在しないP
ヒトが生きる陸上の生態系は、「キ

ノヨ」をはじめとする菌類の様々な

働きによつて支えられている。まさ

に 像 の下の力持ち
″

だ。

「菌
根
」
と
呼
び
ま
す
。

菌
類
は
こ
こ
で

地
中
の
水
や
養
分
を
集
め
植
物
に
渡
し
ま

す
。

一
方
で
、

植
物
は
光
合
成
で
作
っ
た
糖

類
を
菌
類
に
与
え
て
い
ま
す
。

こ
の

ク協

力
関
係
ク
が
４
億
年
以
上
も
前
か
ら
続
い

て
い
る
可
能
性
が
、

化
石
や
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
研

究
に
よ
り
見
え
て
き
ま
し
た
。

主
要
な
生
物
が
水
中
か
ら
陸
に
上
が
っ

た
の
は
オ
ル
ド
ビ
ス
紀

（約
４
億
５
０
０

０
万
年
前
）
と
呼
ば
れ
る
時
代
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
時
代
の
植
物
の
根
の
化

石
を
薄
く
切
っ
て
顕
微
鏡
で
覗
く
と
、

植

物
の
細
胞
の
中
に
菌
類
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

こ
の
菌
類
が
、

植
物
の
祖

先
が
地
中
か
ら
養
分
や
水
を
集
め
る
手
助

け
を
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
し
、

こ

の
よ
う
な
菌
類
と
の
協
力
関
係
が
な
け
れ

ば
、

植
物
は
陸
に
上
が
る
こ
と
が
で
き
ず
、

今
の
よ
う
な
森
や
草
原
は
誕
生
し
て
い
な

か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

高
校
の
生
物
の
教
科
書
に
は
、

植
物
は

光
合
成
を
し
て
炭
水
化
物
を
作
る

「生
産

者
」
、

動
物
は
植
物
な
ど
を
食
べ
る

「消

費
者
」
、

菌
類
は
植
物
や
動
物
の
遺
体
を

分
解
す
る

「分
解
者
」
で
あ
る
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。

普
段
は
目
に
見
え
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
な
く
地
味
な
存
在
の

「
分
解

者
」
で
す
が
、

実
は
こ
の
役
割
が
大
変
重

要
な
の
で
す
。

も
し
菌
類
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、

林
や

森
は
枯
れ
木
や
枯
れ
草
で
あ
っ
と
い
う
間

に
埋
も
れ
、

生
物
の
遺
体
で
覆
い
尽
く
さ

れ
る
で
し
ょ
う
。

地
層
や
化
石
の
分
析
に

よ
り
、

ジ
ュ
ラ
紀
以
前

（約
２
億
年
前
）

に
植
物
の
遺
体
が
分
解
さ
れ
ず
蓄
積
さ
れ

た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま

し
た
。

こ
れ
は
分
解
者
で
あ
る
菌
類
の
数

が
何
ら
か
の
原
因
で
減
少
し
、

結
果
と
し

て
植
物
の
分
解
速
度
が
遅
く
な
っ
て
し
ま

つ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

白
亜
紀
の
終
わ
り
頃

（約
６
５
０
０
万

年
前
）
は
恐
竜
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な

生
物
が
絶
減
し
ま
し
た
。

そ
の
直
後
に
菌

類
が
大
発
生
し
た
こ
と
が
、

地
層
に
含
ま

れ
る
化
石
を
調
べ
る
こ
と
で
分
か
っ
て
き

ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
菌
類
が
生
物
の
遺
体

を
う
ま
く
分
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

ク陸

上
生
態
系
の
再
生
ク
が
促
さ
れ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

そ
う
考
え
る
と
、

「菌
類
に
よ

っ
て
、

私
た
ち
の
目
の
前
に
あ
る
陸
上
生
態
系
が

創
造
さ
れ
た
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

菌
類
の
お
家
芸
と
も
言
え
る

ク
分
解
ク
が
、

陸
上
の
生
態
系
に
ど
う
関

わ
り
、

ど
の
よ
う
な
貢
献
を
し
て
い
る
か

を
考
え
る
と
、

キ
ノ
コ
の

夕
面
白
さ
ク
が
、

も
っ
と
た
く
さ
ん
見
え
て
く
る
。

そ
う
思

い
な
が
ら
日
々
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

萌

白水 貴 しろうずたかけ

「菌類はどのように多

様化 してきたのか」を

解明すべく研究を行つ

ている。植物を分解す

る菌類の分類と系統進

化が専門。

『はたらきもののキノヨたち」
― 菌類と人との多様なかかわりあい一
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ぼ
す
べ
て
の
陸
上
植
物
の
根
に

は
菌
類
が
共
生
し
て
い
ま
す
。

根
に
菌
類
が
共
生
し
た
部
分
を



ミイinmぃ1中島 (農学博士)nt

イネ生育試験

高い有機化合物合成能力。

その化学の力で

食の安全安心を守る。
優秀な化学者でも作れない

″
複雑な有機化合物

″
を作るこ

とができるのがキノコをはじめとする菌類七菌類の高い有

機化合物の合成能力は、現代の農業の救世主的な存在だ。

ノ
コ
を
は
じ
め
と
す
る
菌
類
は

様
々
な
有
機
化
合
物
を
作
り
出

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

有
機
化

学
者
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
有
機
化
学
反
応

を
開
発
し
、

様
々
な
有
機
化
合
物
を
試
験

管
の
中
で
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、

菌
類
は
、

優
秀
な

化
学
者
が
長
い
時
間
を
か
け
て
も
作
れ
な

い
よ
う
な
複
雑
な
化
合
物
を
、

涼
し
い
顔

で
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ

が

「菌
類
は
優
秀
な
化
学
者
で
あ
る
」
と

い
う
所
以
で
す
。

こ
れ
ま
で
菌
類
の
作
る

無
数
の
有
機
化
合
物
が
見
つ
か
つ
て
い
ま

す
が
、

菌
類
が
多
種
多
様
で
あ
る
の
と
同

様
、

ま
だ
ま
だ
未
知
の
有
機
化
合
物
が
見

出
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

私
た
ち

は
、

菌
類
の
作
る
有
機
化
合
物
の
中
か
ら
、

農
業
上
役
に
立
つ
新
し
い
く
す
り
を
見
つ

け
る
努
力
を
長
年
続
け
て
い
ま
す
。

お
い
し
い
お
米
の
と
れ
る
イ
ネ
は
普
通

背
丈
が
高
く
、

収
穫
時
期
の
強
風
で
倒
伏

し
、

収
穫
量
が
減
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、

イ
ネ
の
背
丈
を
短
く
す
る
有
機

化
合
物
を
菌
類
の
作
る
有
機
化
合
物
の
中

か
ら
見
つ
け
る
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。

各

地
で
採
取
し
た
土
か
ら
菌
類
を
分
離
し
、

養
分
を
与
え
て
有
機
化
合
物
を
作
ら
せ
ま

す
。

そ
の
有
機
化
合
物
を
イ
ネ
に
与
え
背

丈
が
短
く
な
ら
な
い
か
調
べ
ま
し
た
。
３

０
０
近
く
の
分
離
株
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

た

っ
た

一
株
キ
ノ
コ
の
仲
間
で
カ
ワ
ラ
タ

ケ
の

一
種
だ
け
に
イ
ネ
の
背
丈
を
短
く
す

る
力
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

ま
た
、

斑
点
米
カ
メ
ム
シ
が
イ
ネ
の
実

の
汁
を
吸
い
、　

一
部
茶
掲
色
に
な
っ
て
し

ま
う
斑
点
米
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ

が
混
ざ
る
と
お
米
の
価
格
が
下
が
る
の
で
、

農
家
は
斑
点
米
カ
メ
ム
シ
を
恐
れ
て
い
ま

す
。

現
在
は
合
成
農
薬
で
防
除
し
て
い
ま

す
が
、

次
々
に
飛
来
す
る
カ
メ
ム
シ
を
防

除
す
る
の
に
大
変
な
手
間
が
か
か
り
ま
す
。

そ
こ
で
、

カ
メ
ム
シ
を
殺
す
の
で
は
な
く
、

寄
せ
付
け
な
い
、

習
心
避
」
と
い
う
方
法

を
考
え
ま
し
た
。

忌
避
さ
せ
る
働
き
を
も

つ
有
機
化
合
物
を
、

イ
ネ
科
植
物
に
共
生

し
て
い
る
菌
類
、

内
生
菌

（
エ
ン
ド
フ
ア

イ
ト
）
に
求
め
ま
し
た
。

植
物
の
中
に
は

病
気
や
害
虫
に
強
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
内
生
菌
の
存

在
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

そ
こ

で
、

多
く
の
イ
ネ
科
植
物
か
ら
内
生
菌
を

分
離
し
、

有
機
化
合
物
を
作
ら
せ
て
、

そ

れ
が
カ
メ
ム
シ
を
忌
避
さ
せ
る
か
調
べ
ま

し
た
。

そ
の
結
果
、

エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
か
ら

分
離
し
た
内
生
菌
の
ひ
と
つ
が
そ
う
い
つ

た
有
機
化
合
物
を
作

っ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

菌
類
の
有
機
化
合
物
を
作
る
能
力
の
高

さ
に
驚
き
つ
つ
、

さ
ま
ざ
ま
な
菌
類
、

有

機
化
合
物
と
の
出
会
い
を
楽
し
み
な
が
ら

毎
日
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。

「はたらきもののキノヨたち」
苗類と人との多様なかかわりあい
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は

リ コの
“
菌糸成が

'が
病害を防毬

リ コの「輝発性抗菌物質」が

新たな病害防除法にもつながる。
環境にやさしい植物病害の防除とし

て注目の 「キノコ」。菌床の活用や

キノヨが持つ揮発性抗菌物質など
″―石三評 の技術にも期待が広がる。

物
に
病
気
を
引
き
起
こ
す
病
原

菌
の
多
く
は
菌
類
で
す
。
し
た

が
っ
て
、

農
作
物
の
病
気
を
防

ぐ
た
め
に
は
病
原
菌
を
直
接
殺
す
殺
菌
剤

を
使
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の
殺
菌
剤

は
健
康
や
環
境
へ
の
影
響
が
大
き
な
問
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
、

環
境
に
や
さ
し
い
病
書
の
防
除
技
術
と
し

て
病
原
菌
と
同
じ

ク菌
類
ク
で
あ
る

「キ

ノ
コ
」
に
着
目
し
て
、

キ
ノ
コ
の
機
能
を

活
用
し
た
病
害
防
除
の
研
究
を
行
っ
て
い

ま
す
。

植
物
は
病
原
菌
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
と
、

そ
の
病
原
菌
を
敵
と
判
断
し
て
排
除
す
る

防
御
シ
ス
テ
ム

（抵
抗
性
）
を
持
っ
て
い

ま
す
。

そ
の
性
質
を
も
と
に

「植
物
に
事

前
に
抵
抗
性
を
持
た
せ
て
病
原
菌
の
侵
入

を
阻
止
す
る
」
と
い
う
技
術
に
関
心
が
高

ま

っ
て
い
ま
す
。″

そ
の
根
底
に
あ
る
の
は

「植
物
は
菌
類

で
あ
る
キ
ノ
コ
も

ク
敵
ク
と
み
な
し
て
抵

抗
性
を
持
つ
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。

現
在
、

食
用
キ
ノ
コ
の
多
く
は

「菌
床
」
と
い
わ

れ
る
、

お
が
く
ず
や
米
ぬ
か
な
ど
で
で
き

た
人
工
の
増
地
で
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
収
穫
さ
れ
た
後
の
菌
床
は
大
量

の
ゴ
ミ
と
し
て
捨
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

実
は
こ
の
菌
床
の
中
に
は

「キ
ノ
コ
の

菌
糸
」
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を

熱
処
理
し
、

植
物
の
葉
に
吹
き
か
け
る
、

ま
た
土
壌
に
混
ぜ
て
食
物
を
育
て
る
こ
と

に
活
用
し
て
み
ま
し
た
。

す
る
と
、

植
物

に
病
原
菌
へ
の
抵
抗
性
が
現
れ
、

病
気
の

発
生
が
著
し
く
抑
え
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
技
術
は

「ゴ
ミ
の

減
量
化
」
「廃
菌
床
の
再
利
用
」
、

さ
ら
に

「病
害
防
除
」
と
い
う

ク
一
石
三
鳥
の
技

術
ク
ヘ
と
発
展
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い

ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
、

私
た
ち
が
注
目
し
て
い

る
も
の
に
、

「キ
ノ
コ
が
発
す
る
揮
発
性

の
抗
菌
物
質
」
が
あ
り
ま
す
。

抗
菌
物
質

と
は
菌
類
や
細
菌
な
ど
の
生
育
を
抑
え
る

物
質
の
こ
と
で
す
。

当
大
学
の

「菌
類
き

の
こ
遺
伝
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
」
が
保
有

す
る
キ
ノ
コ
の
中
か
ら

ク香
り
の
あ
る
揮

発
性
物
質
を
放
出
す
る
キ
ノ
ョ
ク
を
選
ん

で
成
分
を
調
べ
ま
し
た
。

す
る
と
食
用
も

含
め
、

そ
の
多
く
が
抗
菌
性
を
示
す
物
質

で
あ
る
と
判
明
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た

「キ
ノ
コ
が
発
す
る
揮
発
性

抗
菌
物
質
」
は
、

ハ
ウ
ス
栽
培
、

貯
蔵
庫

や
運
搬
用
ト
ラ
ツ
ク
の
荷
室
で
の
農
作
物

の
病
害
防
除
、

さ
ら
に
は

一
般
家
庭
や
病

院
内
な
ど
で
の
防
菌
、

除
菌
に
活
用
で
き

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

揮
発
性
物
質
は
室

内
隅
々
に
ま
で
行
き
渡
り
、

換
気
で
簡
単

に
消
す
こ
と
も
可
能
で
す
。

食
用
牛
ノ
コ

の
揮
発
性
抗
菌
物
質
な
ら
、

健
康
や
環
境

へ
の
影
響
も
少
な
い
新
た
な
病
書
防
除
も

期
待
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

鳥取大学大学院
連合農学研究科
生物環境科学専攻

尾 谷 浩 教授 (農学博士)

福井市生 まれ 専 P,

は 「植輸のお医者 さ

ん」 病原菌と植物の

戦いの現場を観察 し

て 「植物の病気を防

ぐ方法」を追求

「はたらせものの手ノコたち」
一菌類と人との多様なかかわりあい一
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少量で劇的な変化を起こす
キノコ研究を進めることは

新薬への可能性も秘める。
獣医があえて注目するのは

″
毒キノコ宅 そこには

微量でも劇的な作用をもたらす成分が隠れている

という発想から。キノコ発の新薬も夢じゃない !

球
上
に
は
数
万
種
の
キ
ノ
コ
が

生
存
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、

我
々
が
認
識
し
て
い

る
の
は
そ
の
う
ち
の
ご
く
わ
ず
か
で
す
。

そ
の
わ
ず
か
な
キ
ノ
コ
を
、

我
々
は
美
味

し
い
「食
用
キ
ノ
コ
」
と
、美

味
し
く
な
い
、

健
康
に
害
が
あ
る
な
ど
不
都
合
な

「不
食

キ
ノ
コ
」
に
分
類
し
て
い
ま
す
。

特
に
食

中
毒
を
起
こ
す
も
の
は

「毒
キ
ノ
コ
」
と

し
て
警
戒
し
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
分
類
は

あ
く
ま
で
も
我
々

「ヒ
ト
」
に
と
っ
て
の

価
値
が
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。

未
知
の
キ
ノ
ョ
達
の
中
に
は

「
こ
の

上
な
く
美
味
」
な
も
の
、

「く
す
り
」
と

し
て
病
気
を
治
せ
る
も
の
、

は
た
ま
た
テ

回
の
武
器
と
な
る
よ
う
な

「毒
」
を
含
む

も
の
な
ど
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

現

時
点
で
こ
の
よ
う
な
キ
ノ
ョ
が
非
常
に
少

な
い

（見
付
か
っ
て
い
な
い
）
の
は
、

キ

ノ
ョ
が
産
生
す
る
生
理
活
性
物
質
を
探
索

し
よ
う
と
す
る
研
究
が
あ
ま
り
な
さ
れ
ず

に
来
た
か
ら
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、

私
の
専
門
の
動
物
生
理
学
と
菌
類
キ
ノ
コ

を
融
合
し
た
研
究
は
、

今
ま
で
に
な
い
発

見
に
つ
な
が
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

キ
ノ
コ
毒
と
し
て
有
名
な
も
の
に
べ
二

テ
ン
グ
タ
ケ
が
産
生
す
る
ム
ス
カ
リ
ン
が

あ
り
ま
す
。

発
見
さ
れ
た
の
は
１９
世
紀
半

ば
で
、

動
物
で
自
律
神
経
が
活
性
化
さ
れ

た
時
の
よ
う
な
作
用
を
示
す
初
め
て
の
物

質
で
し
た
。

こ
の
ム
ス
カ
リ
ン
の
発
見
の

お
か
げ
で
、
ヒ
ト
を
は
じ
め
と
し
た
動
物

の
体
の
中
で
神
経
細
胞
同
士
の
連
絡
、

あ

る
い
は
神
経
細
胞
と
他
の
細
胞
と
の
連
絡

を
担
っ
て
い
る
神
経
伝
達
物
質

「
ア
セ
チ

ル
コ
リ
ン
」
の
受
容
体
に
は
二
種
類
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
ひ

と
つ
が
ム
ス
カ
リ
ン
様
受
容
体
で
す
。

ム

ス
カ
リ
ン
を
動
い
て
い
る
心
臓
に
与
え
る

と
、

心
臓
は
ピ
タ
リ
と
止
ま
り
ま
す
。

と

こ
ろ
が
そ
こ
に
あ
る
植
物
出
来
の
成
分
を

与
え
る
と
心
臓
が
動
き
出
し
ま
す
。

こ
れ

は

「ご
く
微
量
で
も
劇
的
な
変
化
を
も
た

ら
す
成
分
が
、

キ
ノ
コ
に
は
眠
つ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
、

期
待
を
さ

せ
る
現
象
の

一
例
で
す
。

今
で
は
、

こ
れ
ら
の
受
容
体
自
身
の
構

造
や
そ
の
設
計
図
で
あ
る
遺
伝
子
の
配
列

も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

べ
ニ
テ

ン
グ
タ
ケ
の
存
在
無
く
し
て
は
成
し
得
な

か
っ
た
成
果
で
す
。

こ
の
様
に
我
々
の
日

常
生
活
に
は
直
接
的
な
関
わ
り
は
な
く
て

も
、

科
学
の
進
歩
に
貢
献
す
る
こ
と
に
よ

り
、

我
々
の
生
活
を
陰
で
支
え
て
く
れ
て

い
る
キ
ノ
コ
も
あ
る
の
で
す
。

キ
ノ
コ
研

究
発
で
の
新
薬
開
発
は
究
極
の
目
的
だ
と

考
え
て
い
ま
す
が
、

ま
ず
は
毒
キ
ノ
コ
を

研
究
す
る
こ
と
で
、

健
康
増
進
や
、

生
命

科
学
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
作
用
の
あ
る

物
質
を
見
つ
け
た
い
。

そ
う
い
う
思
い
で

キ
ノ
コ
と
向
き
合
っ
て
い
ま
す
。

函
北村直樹 にたむらなお勘

棒戸生まれの獣医師。

神経科学、細胞生理

学が専門。その専門

知識 と経験を生か し

て、キノコが産生 し

動駒に作用する効質

を探索 している。

『はたらせもののキノコたち」
一菌類と人との多様なかかわりあい一
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ごろ国立科学博物館
エッポン&世 界発 ・化学と科学のチカラを知る

目立科学博物解企画展

「はたらきもののキノヨたち」
◆発行:2011年9月 ◆ 発行元:鳥取大学農学部連大総務係(〒680‐8553鳥 取県鳥取市湖山町南4 101 TEL 0857‐31-5445 FAX 0857-3+5683)

httpノ/rettdai.m uses.totto高―u.acづp/Japanese_data/gcoe力ndex.htmi

日本の科学者技術者展シリーズ 第9回

岡ヒ学者展 十二ッポンの近代化学の夜明け一」
日本のノーベル化学賞受賞者は、1981年 に福井謙一博士が初めて受賞 し

てから昨年 2010年 の鈴木章 ・根岸英一両博士まで7名 に上ります。しか

も2000年 以降の受賞者が6名 で、日本の化学研究および化学工業は、今で

は世界 トツプクラスと言えます。幕末のころに西洋の化学を取り入れ始め、

明治30～ 40年 には世界一流の化学研究がされるようになつています。日

本の化学研究の本格的な開花は第2次 世界大戦後になりますが、このよう

に急速に進歩 した背景には、先人たちのたゆまぬ努力がありました。本企

画展では、明治から昭和初期にかけて日本の近代化学、さらに日本の学術

研究体制を築き上げた4人の化学者の軌跡をたどります。

平成23年 9月23日 Q・祝)～12月 11日 (日)
※入館は閉館時刻の30分前まで

午前9時 ～午後5時

|  .  ※ 常設展示入館料のみでご覧いただけます ※ 団体は20名以上

一般・大学生:600円 (団体300円 )高 校生以下および65歳以上:無料

国立科学博物館 日本館1階 企画展示室(東京・上野公園)

毎週月曜日および10月 11日 (火)た だし、10月10日(月・祝)は開館

|     ※開館日、開館時間等について変更する場合がありますので、下記HPをご確認ください

国立科学博物館 httpt〃www,kahaku.gO=jp/ 【お問合せ】ハローダイヤル03‐5777‐8600

「ノーベル賞110周年記念展」
ノーベル博物館巡回展 アルフレッド・ノーベル :革新のネットワーク
及び 日本人ノーベル賞受賞者の功績展示事業 アルフレッド・ノーベルとの対話

「知的基盤社会」の到来とともに、科学技術に関する世界的な競争が激化

しており、我が国においても、次世代を担う科学技術系人材の育成が喫緊

の課題となつております。2008年 には4人、2010年 には2人の日本人科

学者がノーベル賞を受賞し、科学技術 ・学術の意義 ・役割について理解を

深める契機となりました。近年、科学技術立国を目指す我が国にとつて、

科学技術 ・学術の重要性は益々増しており、その意義 ・役割に対する更な

る社会の理解を深めることが必要ではないかと思われます。この機会に、

ノーベル博物館巡回展 「アルフレッド・ノーベル !革新のネットワーク」

を実施するとともに、我が国のノーベル賞受賞者の功績に関する展示 「ア

ルフレッド・ノーベルとの対話」やそれに伴う各種のイベント等を実施し、

広く科学技術 ・学術に関する情報を発信します。

平成23年 11月 1日侠 )～平成24年 1月22日 (日)

※入館は閉館時刻の30分前まで

午前9時～午後5時 (金曜日のみ午後8時まで)

|     ※ 常設展示入館料のみでご覧いただけます ※ 団体は20名以上

一般・大学生:600円 (団体300円 )高 校生以下:無料

国立科学博物館 地球館地下1階 特別展示室

2011年 11月 1自 【火]-2012年 1月 22日 【日〕

日立 科学14物 館 (東京 上野 公田 )
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