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p+産地の研究室か ら /地域ブラ ン ド を育て る ( 6 ) ……… 回 目 巴 圏 圏η

; 1 甘藷 (鳴門金時) 地元農試の生い立ち 1 + I�----------------------� 徳島 県立農業試験場 は明治 26 年 に 創設 さ れた 農商 a

i (徳島県立農業試験場病虫科 縦走) 務省陣試験場四国支場廃止の あ と 問 て， 明治 36 i
年に徳島県農事試験場 と し て 開設 さ れ， 今 日 に至っ て f+ 
い る 。 こ の聞 に 畜産， 果樹部門の分離， 独立お よ び試 +j 甘藷 山マイ モ) の昨今 酬の統廃合な ど数回の組織機構改変の後 昭和 46 年 j

Z 昔は非常食であ っ た イ モ が今や高嶺の花 と は よ く 言 に現在地へ移転 し て い る 。 1 
1 っ た も の で， 焼 き イ モ に化 け た イ モ の値段 を聞いた と 周辺は野菜栽培の盛ん な徳島市の近郊地帯で， 水稲 t
f き ， 誰 し も わが耳 を 疑 っ た 経験があ る の で は なか ろ う や酪農 も 多い。 試験場の研究対象分野は水稲， 麦， 特 f守 げ さ 〈

+ か。 下作な話だがイ モ を食べる と I ? J が出 る と の 良 用作物， 野菜， 花芥等幅広い分野を 受 げ持 っ て い る 。 +
+ か ら ぬイ メ ー ジ の面影は今や務 く ， む し ろ繊維質に富 近年の主要研究テ ー マ は， 一言でい え ば現場に根ざ し も
; んだ健康食品 と の風評 さ え漂 う 。 時の流れ と は真 に不 た実用的で効率的な農業技術の 開発 を め ざ す も のであ tj 臨 も の と 山 。 り 連何々 の障問 ら 山 川 モ の生産阻 ;

甘藷に は カ ラ イ モ， リ ュ ウ キ ュ ウ イ モ な どの別名が 害要因の解明 も そ のーっ と な っ て い る 。 t
+ あ る が， 現在で は サ ツ マ イ モ と 呼ぶ の が一般的であ

4 る 。 そ の名の と お り 中国か ら 1597 年に初めて 宮古島 に 産地のあれこれ A 
j 入 り ， そ の後琉球で普及 し た。 鹿児島へは 1612 年に ル 徳島県北東部に位置す る 鳴門市 を中心 と す る 砂地畑 j
: ソ ン ( フ ィ リ ピ ン) か ら 伝 え ら れた よ う であ る が， 種 栽培地帯では， サ ツ マ イ モ ー ダイ コ ン と い う 農家か ら ;
? イ モ増殖な どで普及 し た の は 1705 年以後 と さ れる 。 し 敬遠 さ れが ち な重量野菜が今なお基幹作物 と な っ て い f;じ

か

ご
:一日時一本

保ι十j間の青木昆陽に始 ま る こ と は学校の教科書な どで 記の よ う な作付体系 と な つ た の は青果用 ダイ コ ンが導

を矧 加取刷り 寄せ た た め， サ 川 モ の名で全国
jf ドr周矧 馴 鵬 恥11悦 蜘い|傑 蜘染糾み

と いわ れる 。 丘の よ う な砂質の沖積地 も あ る が， 積極的に海砂を入 f
+ 栽培地域は南九州が最 も 盛んであ る が， 関東 ま で広 れた造成畑が多 い。 そ う し た 圃場 に は海砂 を 50�60 + 
4 く 栽培 さ れて い る 。 用途は食用， 飼料用及びでんぷん cm の高 さ に客入 し て い る が， 連作 に よ る 砂の 変成や ;

よ 用等幅広 く ， 3 割程度が食用 と し て 消費 さ れて い る 。 ブ 風に よ る 散逸か ら ， 3�5 年に I 回 は 10 a 当た り 約 60 t 
i ラ ン ド名 「鳴門金時j は高系 14 号か ら 地元鳴門市で系 m3 の海砂を補充す る こ と が必要で， そ れに よ り 生産性 tj 統選抜 さ れた も の で， そ の名 の と お り 鮮やかな紅色の が低下す る こ と れ 推乾 し て き たo し か し近年客土す ;
. 表皮 は食欲を そ そ る こ と こ の上な い。 る 砂 (地元では手入れ砂 と 称す る ) がだんだん少な く +

+ な り ， 産地 を維持す る 上で大 き な問題 と な り か け て い 4
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+ る 。 掴園田圏直置圏直田富薗幽歯髄描園田園圃圃圃圃圃圃園田 + 

A サ ツ マ イ モ栽培の変遷 ・E聖立書3・・園・圃圃圃圃圃・・・・・・・・・・ 4 
; 明治~昭和 35 年 ま で一貫 し て 主食の代用 と し て の 圃圃圃・・圃圃圃圃圃・・・ i 
f 品種選抜であ っ た こ と は， 全国的に共通な も のであろ 圃圃圃圃圃園田園田園圃圃圃圃 + 

! ぅ 。 し か し こ れ と 平行 し て， 大正剛か ら 青果用 と し .歯菌圃圃園田・圃園_ f 圃園田園圃圃圃園圃圃園田園圃圃・・・・・ + 
i て の生産があ っ た の は， 京阪神に近い地理的要素拘 置圏圃園園田園圏直園圃園・ ; 4 っ た か ら と 思われる 。 そ の後昭和 27�28 年頃か ら早掘 圃圃・E薗圃・圃E盟圃・E置圃盟盟圃圃・圃薗謹盟国・ + 
i り 栽培で経営の安定化が図 ら れ る よ う に な り ， 30 年以 ・園園田園置園圃瞳掴臨調圃圃・・臨置 : 
? 後 は徳島県産野菜の 中で常に ト ッ プク ラ ス の品 目 と な 慣掴・・・園田覇軍司・圃彊掴・E伊掴量購圃・・・園固・ ? ? ち な "柑ー '!" 
T っ て い る 。 因み に平成 6 年に は栽培面積 1 ， 273 ha， 生 定植桶苗直後の ほ場風長 T 
4 産収量 3 . 1 万 t， 販売額 90 億円 で， ニ ン ジ ン の 103 億 + 
4 円 に 次 ぐ 実績であ る 。 グが同時に可能な機械一貫作業体系が確立 し， 現在に 4
i 鳴門金時の元 と な れ古系 14 号は， 昭和 27�28 年 至 っ て い る + i に初め て現地試験がみれ， 早掘 り 用品種 と し て 定着 なお突発み生 し た 病害 に つ い て は， 7�8 年前に ア メ ;j し たo さ ら に 脚の短いの が う け て， 独特の さ ぐ り 掘 リ カ で多 く 見 ら れ る 放線菌に起因す る 立枯病であ る こ ;

り (マ ル チ の 中へ手 を入れ， 収穫可能な も の か ら 随時 と が確認さ れた。 +
+ 

+ 出荷す る 方法で， 普通 は 7 月 頃か ら 始 ま る ) 用品種 と + 
; し て 36�37 年 を境に地域全体に導入 さ れ， こ こ に 品種 産地の今後 ; 

; が統一さ れた。 こ こ 20 年 く ら い は順調であ っ た こ の砂地栽培地帯 f

f そ の後 し ば ら く の聞 は果梗が短かい特性が災 いす る で も ， 大 き な二つの懸案事項 を抱 え て き て い る 。 t

+ こ と があ り ， 乾燥年に丸イ モ (球状の も の で値段が安 一つ は， 現在の品質， 収量 を維持す る に は， 新 し い +
4 い) や表皮の 日焼 砂が発生す る な ど， なお問題が残 っ 海砂の客入が必要であ る が そ れが乏 し く な っ て い る こ 4j て 山 と こ ろ が早熟効果を ね ら つ 山チ栽培に よ と であ る 。 連作す る と 砂の粒子が細か く な り ， 保水 性 ;
+

り ， こ う し た欠点が克服 さ れ， 昭和 55 年以後は鳴門金 や矧 水性等物理性が劣化す る と と も に， pH や養分等 +
す 時 と し て ゆ る ぎな い栽培産地 と な っ た。 化学性の悪化 も 確認 さ れて い る 。 こ れ ら は栽培の根幹 f
+ に関わ る こ と だ りに事態 は深刻で， 各種の砂が比較検 +
; 生 産 を 阻害 す る も の 討 さ れて い る が， 現在 ま での と こ ろ 海砂 に優 る も の は ii ィ…山一…l�tl3-r'I;I: � "J :b ー し 今後 … ー資材の :

あ る が， 連作す る と や は り 病害の発生被害 は著 し い。 探索 も 必要 と な ろ う 。 ; 
A 昔か ら黒あ ざ病や黒斑病な どの被害防止のた め， 種イ 今一つの問題は， 連作が進んでい る た め 土壌病害虫 f
+ モ消毒に関す る 防除試験が幾度か試み ら れ， 大過な く の汚染が進み， 土壌消毒が欠かせな い こ と であ る 。 セ +

4 き て いた。 と こ ろ が昭和 49�52 年に突如 と し て イ モ の ン チ ュ ウ 類に つ いて は数種の薬剤 に効果があ り 代替剤 A

i 表面に 1�2 C111 の黒斑 (かい よ う 病斑， 通称あ ばた) に苦労 し な いが， 立枯病に は ク ロ ル ピ ク リ ン ほ ど特効 ;

f が大発生 し， 産地全体を大 き く 揺さ ぶっ た。 的な薬剤 は見当た ら な い。 そ の う え一部では混住化が ;
f こ れ ま でに 見 ら れなか っ た症状のた め， 原因究明 を 進み， 周辺への影響の小 さ い マ ル チ畦内消毒で も ， 時 f
+ 急いだ結果， かい よ う 病 と 判明 し， ク ロ jレ ピ ク リ ン に と し て ク ロ jレ ピ ク リ ン の飛散に よ る 影響が顕在化 し始 +

4 よ る 土壌消毒効果が著 し く 高 い こ と がわか っ た。 そ の め て い る 。 こ の た め代替剤の探索は も と よ り ， 立枯病 4
1 ほ か植付 時の苗消毒， pH， EC お よ び土嬢水分の i適趨 正 防除に有効な資材あ る い は そ れ ら と の併用 に よ る ク ロ Z
? 化 に よ る 土壊環境の改善， 苗活着の促進を図 る 等が重 jルレ ピ ク リ ン使用量の低滅化技術の開発が急務 と な つ て ;

; 一一一用肌一一し口……てU一一ク知山ロ叫レ … … 一 「一」片を一M…し凶も
; 要な防止対策 と な る こ と が明 ら か と な つ た。 さ ら に マ い る 。

要で省力 的な う え， 周辺への影響 も 小 さ い畦内消毒技 芳 し く な い。 研究機関に は地元 と 一致協力 し て， こ う +
術を開発 し た。 そ の後直ち に畦立て 消毒ーマルチ ン した問題点 を解決 し て ゆ く 大 き な使命があ ろ う 。 ，j.
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