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j | … ; さ ん し よ う | 叩……1日…5う を 植 え た の が始 ま り と 推定 さ れて お り ， 昭和 4刊3 年 に +
(和歌山 県農林水産部 み か ん園芸課肥料防疫班 さ ん し よ う 生産組合 を 設立 し 産地化 に取 り 組み， さ ら :; 装鉱挙謡繕総益宣島f〉) ;誌こすfz詰fJf2?;芯Jよふら2官2官!
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+ は じ め に 団地造成等 に取 り 組み， 現在では乾果生産 を 中心 と し +
4 さ ん し よ う は， r小粒ででト ピ リ リ と 辛 しい3リ」 と いわ れ る よ た 日 本一 の産地 と な っ て い る 。 .j.

+ 1 う に ， そ の 用途は香辛料 ま た は薬用 と し て 古 く か ら 利 + 
; 用 さ れて い る 。 さ ん し ょ う は全国各地 の 山地 に 自 生 し 販路の開拓 ; 
f て お り ， み か ん 科 に 属 し 雌雄異株の落葉性低木樹であ 生産物の販売 は 当初， 仲買商人への個人販売の み で f
+ る が， 樹高 は 大 き い も の で 3 m 程度 の も の も み ら れ あ り ， こ の た め， 安値で取 り 引 き さ れ， 収入が安定 し +
品 る 。 な か っ た。 そ こ で段協 と 生産組合が一体 と な り ， 集荷 品; こ こ ー叩で あ る 和一一 一 山 と こ ろ 今度 は 問一一 ;

町の さ ん し ょ う 栽培並び に 今 日 ま での取 り 組み に つ い り ， 新た な販売ル ー ト の 開拓が困難な こ と か ら ， 品質 T
a て ， そ の概要 を紹介す る 。 が良 い に も かかわ ら ず安売 り せ ざ る を 得 な か っ た 経緯 T
+ 清水町は和歌 山 県 の 中央部 を 流れ る 有田 川 の上流に も あ る 。 +
十 あ り ， 年平均気温が 140Cで降雨量が 2 . 000�2 . 300 ミ し か し， し だ い に ぶ ど う さ ん し ょ う の 品質評価が高 4
i リ と 多 く ， 林野率 問 の 山村であ る 。 当地方は， 特産 ま り ， 今では 「清水町の ぶ ど う さ ん し ょ う J と い う 地 jf の 「ふ。 ど う さ ん し ょ う J 栽培 と と も に ， 夏季の冷涼な 域 ブ ラ ン ド が確立 さ れ， 産地問屋や香辛料 メ ー カ ー が， jT 気候 を 利用 し て シ シ ト ウ ガ ラ シ， ト マ ト の抑制栽培が 農協や生産組合 と 直接取引 で価格 を 決定 す る 方式が確 f
i 定着 し， こ れ ら が基幹品 目 と な っ て い る 。 立 さ れて る 。 t+ ; ぶ ど う さ ん し ょ う の特性 試験研究の取 り 組み i 
Z 清水町の さ ん し ょ う の歴史 は古 く ， 古文書に よ る と ， 地域特産物であ る こ と か ら ， 栽培に 関 す る 資料が少 ;
t 700 年前 に 綿， く ず， 茶， はぜ等 と と も に 地域の特産物 な く ， 農業改良普及セ ン タ ー， 農協， 篤農家 の経験等 f
+ と し て の記録が残 さ れ て い る 。 を 聞 き な が ら ， 農業試験場 の 支援の も と ， 昭和 45 年頃 +
+ ぶ ど う さ ん し ょ う は， 当 町の野生種か ら 派生 し た と に施肥設計の現地試験 に 取 り 組 ん だ の が試験研究の始 4
.. -=- J_ ..L-o -r ..l-， V\ jJJ.. ;l!t:. -l-a. -7" ..，. � J."" � ..l，.-， -7" ) ， '7 r +. .j.，o / ，>0 .j.，o .，...1- v\ -7" ... +. '7 + 』 言 わ れ て お り ， 他産地で栽培 さ れて い る 「 あ さ く ら さ ま り で あ る 。 -1-
i ん し よ う J に比べ， 果実 は豊産 性で果粒 は大型であ る 。 仇， 生産安競定 の た め に は病害虫防除附附が澗問題 と な ;

; 馴叩一椴とし て は世界一 の 品種 と 高 く 評価 さ れ て い る 。 際が腐 り ， 立枯れ症状 を塁す る 木が散見 さ れ る よ う に
な り ， そ の原因究明 と 対策が急がれた 。 昭和 48 年， 果 4
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� .跡 群量 盟E 置 し て検討 さ れた 。 そ の結果， 疫病菌 に よ る も の と 判 ;+ 圃廓 糖蜜・圃園開周恩ML22ÆZU+ 園鑑歯幽醐幽E癒着置雌盤緬幡宮瞳幽園週 一��"JIil'l& + + 翻開明言�:Jr..;瓢樹園題璽酪沼盟国脳溢艦 砲聞館料;:L�'5t:;t帽"".-z -1-
; 長義援議題翻軍艦醤.司闇 値幽掴薗画面酋置E冨 +
; 静寂覇躍種田困 層喪主明園田 j
i 凶轟掴菌醤園園田 醤艇習指誌記司ZE j + 爾圃・圃闘醒盟圃臨調圃圃. 圃園陸臨海電そこコ士哩醤量困層 ‘丞滋. :!: ; 陸軍軍歯圃圃圃圃・・・・・E 開函館湘噛AW �司園 + l圃・・・圃 直趨盟通置 j
j ふ ど う さ ん し よ う 果樹園芸試験場本場 ; 
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! \ 四今ζート沼Z ・・圃.r_圃 !+ 安子 γ ・・・・・園田里町、 ゆ園・・・・・ 1 
f 局面両面下一一→同丈高石1 ・・・・・・圃園田盟国・・圃・・圃・・・ f 
+ す す 斑疲現地防除試験 品'*' + 
i 明 し， 防除対策が講 じ ら れた。 サ ン ゴ ジ ュ イ ヌ マ 問 ヤ ノ キ イ ロ ホ ウ マ の発 !
? ま た， 昭和 54 年頃か ら 収穫期 に 近付 く と 果実や棄が 生消長 を 調査 し た 結果， さ ん し ょ う への飛来が多 い こ +
品 茶色 に な る 原因不明の症状の発生があ り ， 品質が著 し と が判明 し た 。 +
i く 低下 し， 関係者で発生原因 に つ い て 検討 し た が， 病 主 な病筈虫 は立枯病， さ び病， ハ ダニ類， チ ャ ノ キ z
j 筈であ る か， 虫害 に よ る も の か さ え わ か ら ず， 最終的 イ ロ ア ザ ミ ウ マ ， カ イ ガ ラ ム シ等であ り ， 昭和 60 年 に ;

農薬の効果 閥 を解明 し う 町…「げす 牒閑一樹欄臨一園駐悶一芸韻試
す斑症現地防除試験jが実施 さ れた。 3 年 目 に あ る 農薬 防除法 に つ い て の指導 を 受 け た 。
を問一一散肺帆ん…一布机刊……し凶司一一た旭山一区町…一で吋巾果牒実一一一々付と 一 カ …蜘究機関の協力 を得ー
っ た。 こ の こ と か ら そ の原因 に つ い て 検討 し た結果， 針 が作成 さ れ， 生産安定が図 ら れ産地の強化が進み，
チ ャ ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ の被 害 で あ る こ と が判 明 し 今では 県 内 を 初 め 県外の関係者 の 間 で， さ ん し よ う と ふ

と 。 当時， 果樹問腕 に 2 本の さ ん し よ う が あ り 日清水町 と 言 う よ う に 名 前 が知 ら れ-n" Q o t 

後藤誠太郎氏 (沖縄総合事務局農林水産部農産園芸課値
物防疫係長) は神戸植防業務部国際第三課防疫管理官

皇蓋盤室監 (4 月 1 日 付)
渡辺 信氏 (謂整指導官) は退職 (3 月 31 日 付)
回盛直一氏 (検査第二部有用生物安全検査課長) は検査

第二部化学課長 に

新 刊 紹 介

「植物 ダ ニ 学」
江原昭三 ・ 真梶徳純 編

A 5 判， 419 頁 定価 6，500 円
全国農村教育協会

ダニ学 に お け る パイ プル的存在で あ っ た 「農業ダニ学」
(江原 ・ 真梶著) が出版 さ れて 20 年が経過 し た 。 こ の間
の ダニ学の進歩 は著 し い も のがあ り ， 前書 を 引 き 継 ぐ形
の成書の出版が待た れ て い た 。 本書は こ れに相当 し ， 植
物に 見 ら れ る ダニ類 と こ れ ら を捕食す る ダニ類の最新の
知見が盛 ら れて い る 。 第 l 章の総論に 続 く 各章では， ハ
ダニ類， フ シ ダニ類， カ プ リ ダニお よ びナ ガ フ シ ダニ類，
そ の他の植物ダニ類が， ま た最終の第 6 章では採集， 飼
育， 防除薬剤 な どの 実験法が詳 し く 論 じ ら れ て い る 。

執筆 は各分野の最前線の研究者 14 名 (編者 を含む) が
分担 し て い る が， 各種ダニ類の分類上の記述や， 図表，

西内康浩氏 (総理府公害等調整委員会事務局審査官補佐)
は検査第二部有用生物安全検査課長 に

|坂本 剛氏 ( 農産園芸局植物防疫課課長補佐 ( 農薬第二
班担当 ) ) は調整指導官に

百 弘氏 (検査第二部化学課長) は 農林水産研修所教
務指導 官 に

引 用文献な ど は章， 節 を こ え て よ く 整理， 統一 さ れて 読
み や す く ， 編者， 執筆者 の 苦労が う かがわ れ る 。

各章 は お お むね形態 と 分類， 生態， 防除法 (捕食性 ダ
ニ類で は利用法) と い っ た 節で構成 さ れ る が， 第 2 章の
ノ 、 ダニ で は こ れ ら に加 え て行動， 個体群動態， 生理生化
学， 天敵， 被害 と 発生予察 な ど の節が設 け ら れ る な ど，
最近の 日 本 の ダニ 学 に 関わ る 研究者層 の充実 ぶ り が随所
に う かがわ れ る 。 執筆者 に は国 ・ 地方研究機関の研究者
も 7 名含 ま れ， 基礎， 応用両分野が過不足 な く 取 り 上 げ
ら れて お り ， 第 5 章で は ， 最近農業上問題 と な る こ と の
多 い ホ コ リ ダニ， ム キ ダニ， コ ナ ダニ の ほ か， 生態系活
用型農薬 を展開す る 上 で無視で き な い ササ ラ ダニ が取 り
上 げ ら れて い る 。

こ う し た 内容か ら み て 本書 は ， ダニ学 を 学 ぽ う と す る
者の ほ か， 府県の研究機関， 農業改良普及セ ン タ ー， 農
協の営農指導部門， 防除業 な どで， 時 に ダニ類 を扱わ ざ
る を え な い 立場 に あ る 者 に と っ て も 必携 の 書 と 言 え よ
う 。 (井上雅央 ・ 奈良県果樹振興セ ン タ ー )
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