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は じ め に

神奈川 県三浦半 島 は海洋性の温暖な 気 候を利用 し， 昔
か ら 冬 ダイ コ ン ・ キ ャ ベ ツ の産地 と し て知 ら れて お り ，
ダイ コ ン で は 寛 永年聞か ら 栽培 さ れて い た こ と が相模風
土記 に 記載 さ れて い る 。 現在で も 冬ダイ コ ン の 全国有数
の産地であ り ， 京浜首都圏への 生 鮮野菜の供給基地 と し
て重要な役割 を果た し て い る 。

最近， 12�1 月 収穫 の ダ イ コ ン 根部 に 直径 5�10 mm
程度の黒色の リ ン グ状斑紋が年 に よ り 発生 し， 問題 に な
っ て い る 。 本症状 は 三浦半 島 で は UFO (ユー ホ ー ) ， オ
リ ン ピ ッ ク な ど と 呼 ばれ て い る が， 1995 年 に 農林水産
省野菜茶業試験場主催で開催 さ れた対策会 議 に お い て ，
全国的 に 発生 し 問題 と な っ て お り ， 症状がほ ぽ同一であ
る こ と ， 名 称は 当面わ っ か症 と す る こ と が確認 さ れて い
る 。

わ っ か症の発生生態 と 防除対策 に つ い て は 既 に金磯，
(1996 a， b) の 詳細 な報告が あ る が， 今回， 神奈川 県 に
お け る 発生実態の調査 を行い， 接種試験 を 実施 し た と こ
ろ 原因の一部が明 ら か に な っ た た め こ こ に 紹介す る 。

I 神奈川県での初発生の記録

ダイ コ ン わ っ か症が神奈川 県 で い つ 頃か ら 発生 し て い
た か は 明 ら か で な い が， 1977 年 に 農林水産省野菜試験
場が実施 し た ダイ コ ン 根部異常症状 に 関 す る ア ン ケ ー ト
に は 同様 の 症状 の 記載 は な い (竹内 ら ， 1978) こ と か
ら ， わ っ か 症は 1977 年以前 は 発生 して い な かっ た か，
発生 し て い て も 全 く 問題 と な ら な い 程度だ っ た と 考 え ら
れ る 。 神奈川 県 に お け る わ っ か症 の 記録 は， 1986 年 に
当 時 の近岡 一郎専門技術員 が撮 影 し た 写真が残 っ て お
り ， こ れが神奈川 県での最初の公式記録で あ る ( 口絵写
真②， 小林 ら ， 1997) 。 表-1 に 示 す よ う に ， 三浦市農協
の新 聞で は 1987 年 にわ っ か症の記事が初 め て 登場 し ，
そ の後は 頻繁 に 記事が載っ て い る こ と か ら ， 神奈川 県で
わ っ か症が問題 と な っ た の は 約 10 年 ほ ど前 か ら と 推定
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さ れ る 。

E ダイ コ ン品種の変遷 と わっか症の発生

三浦半 島 で の ダ イ コ ン 品 種 の 変 遷は 表-1 に 示 す と お
り で， 1978 年以前 は 在 来 の 三浦ダ イ コ ン を 長 年栽培 し
て き た が， 1970 年代後半 に 消費者 の 曙好 の 変化 に 伴い ，
青首ダイ コ ン の導入が検討 さ れ た 。 三浦市農協 の 出 荷予
約注文 で は， 1979 年 よ り 青首ダ イ コ ン の 数 字が現れ，
そ の 後は市場で高値で取 り 引き さ れ る た め 急激 に 数量が
増加 し， 1989 年以降 は 99%以 上が青首ダイ コ ン に な っ
て い る 。

青首ダイ コ ン の 品種では導入当初 は耐病総太 り ( タ キ
イ 種苗) が 主 力 品 種 で あ っ た が， 1988 年か ら は 青さ か
り ( み か ど育種農場) に 主 力 品種 が変 わ っ た 。 1993 年
以降は統計が青首ダイ コ ン ひ と ま と め に な っ て し ま っ た
た め ， 品種別 の作付面積 は 明 ら か で な い が， 作付 け さ れ
る 品種 は 多様化の傾向 に あ る 。

ダイ コ ン わ っ か症 は 神奈川県 で は 1986 年 の 記録が初
発生 と 考 え ら れ， そ の後 は頻繁 に 多発の記録が残 っ て お
り ， 青首ダイ コ ン の普及 と と も に 問題 と な っ た 障害 と 考
え ら れ る 。

皿 ダイ コ ン白さび病の発生 と わっか症の

発生の関係

ダイ コ ン 白さ び病 に 関 し て の， 神奈川 県全域での発生
の年次変動の数字は残念な が ら 残 っ て い な い。 ダ イ コ ン
白さ び病の初発生の時期 も 定か で は な い が， 三浦市農協
の新 聞で は， 1987 年 の わ っ か 症 が 多 発 し た 年 の 記事 に
ダイ コ ン 白さ び病の 多発が挙げ ら れ て い る (表 一1) 。 そ
れ以前の新 聞記事に は ダイ コ ン 白さ ぴ病の記載 は な く ，
防除指導の項 に も 見 当 た ら な い こ と か ら ， 発生 し て い な
か っ た か， 発生 し て い て も 全 く 問題 と な ら な か っ た と 考
え ら れ る 。

最近 4 年間 の白 さ び病 と わ っ か 症の発 生量 を 関係者 の
聞き 取 り 認査か ら 推定 し た と こ ろ ， 表 2 の よ う に ダ イ
コ ン 白さ び病 と わ っ か症の発生 に は 年次変動が見 ら れ，
白さ び病が多発 し た 年 に わ っ か症が多 い傾向が認め ら れ
た 。 ま た ， 神奈川 県農業総合研究所三浦試験場 の ダ イ コ
ン栽培園場での 最近の 3 年間 の ダイ コ ン 白 さ ぴ病 と わ っ
か 症の発 生推移 は 表 -3に 示 す と お り で， ダ イ コ ン 白 さ
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表-1 三浦市 農協の ダイ コ ン 品種の出荷予約数 盆の変遷 ( 単位:千ケ ー ス )

青首ダイ コ ン
年 三浦ダ イ コ ン

耐病総太 育き か り そ の 他

1978 3 ， 392 

1979 2 ， 5 41 7 43 

1980 2 ， 717  858 

1981 1 ， 671  2 ， 0 48 

1982 555 2 ， 968 280 

1983 105 3 ， 299 635 

198 4 92 3 ， 856 837 

1985 50 4， 46 4 777 

1986 46 4， 818 859 

1987 70 4， 5 44 130 668 

1988 57 3 ， 293 918 277 

1989 65 1 ， 988 2 ， 091 206 

1990 48 1 ， 10 4  2 ， 828 233 

1991 39 1 ， 282 2 ， 075 1 ， 103 

1992 49 852 1 ， 7 44 1 ， 818 

1993 52 ー--"1 4， 573 

199 4 44 4， 710 

1995 26 4， 589 

1996 33 4， 448 

三浦市 農協新 聞「 農協み う ら」 よ り 抜粋.

備考

白さ ぴ病多発， わっ か症発生

わっ か症発生

わっ か症多発

わっ か症防除対策指導

わっ か症防除対策指導

a) 1993 年以降は 青首ダイ コ ン はひと ま と めに 集計されて い る .

表-2 神奈川県での ダイ コ ン 白さ ぴ病 と

ぴ病 の 葉 で の 病斑 は 10 月 下 旬か ら 11 月 に か け て 初発
し， そ の後漸次増加す る が， ダイ コ ン わ っ か症の発生 は
収穫期 に 近づい て か ら 初 め て 発生 し， 必ず葉 で の 白さ ぴ
病の発生後 に わ っ か症が発生 し て い る 。

わっ か症の発生程度

年 白さ ぴ病発生 わっ か症発生

1993 多 多
199 4 多 多 W ダイ コ ンわっか症の病徴の再現
1995 少 少
1996 やや多 中

注) 発生程度 は県内での 聞き取 り 調査 に よ る .

ダイ コ ン わ っ か症 に つ い て は， い く つ か の機関で原因
究明の た め の試験が行わ れて い る 。 当 所で も 病斑 よ り 常
法 に よ り 糸状菌の分離 を行い， 接種試験 を 実施 し た が病

表-3 三浦試験場の ダイ コ ン予察掴場での 白さ ぴ病お よ び わっ か症の発生推移

199 4年 (9 /18) 1995 年 (9 /1 4) 1996 年 (9 /16)

白さ ぴ病 わっ か症 白き ぴ病 わっ か症 白さ ぴ病 わっ か症
調査月 日 調査月 日 調査月 日

発病 葉率 発生株率 発病 葉率 発生株率 発病 葉率 発生株率

% % % % % % 

10 /20 0 .0 。 。

10 /30 0 .6 0 .0 10 /30 0 .0 0 .0 

1 1 /10 4.8 0 .0 1 1 /1 1  0 .0 0 .0 

1 1 /1 4  0 .0 0 .0 1 1 /20 2 .6 0 .0 1 1/20 7 .8 0 .0 

1 1 /25 28 .8 0 .0 1 1 /30 2 .6 0 .0 1 1 /29 13 .4 0 .0 

12 / 6 8 .9 0 .0 12 /1 1  4.9 5 .0 12 /10 21 .2 0 .0 

12 /15 12 .5 13 .7 12 /13 3 .8 12 /20 3 4.1 0 .0 

12 /23 47 .5 6 .7 12 /30 28 .3 0 .0 

1 /  9 44.4 30 .0 

1 /20 42 .7 60 .0 

注) ( ) 内 は播種 目 .
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徴は再現で き な か っ た 。 今回， 絶対寄生菌で あ る ダイ コ
ン 白さ び病菌 と わ っ か症 の 発生 に 相関 が認 め ら れ た た
め， 葉 に形成 さ れた 分生 胞子が根に感染 し， わ っ か症が
発生す る の で は な い か と 考 え ， 接種試験 を 実施 し た 。

1 試験方法

接種方法 は， ダイ コ ン栽培圃場 に 自 然発生 し た 白さ び
病の病斑か ら 分生 胞子 を か き 取 り ， 殺菌水 に 懸濁し接種
源 と し た 。 圃場 よ り 収穫適期 の健全 と 思わ れ る ダイ コ ン
を収穫 し ， 傷を 付 け な い よ う に 丁寧に 水洗 い し， 地上部
抽出部分 に 有 傷 ( メ ス お よ び 針) ， 無 傷で白さ び病菌分
生胞子 懸濁液 を 20 μJ接種 し ， 湿 ら せ た 炉紙 を 敷い た シ
ャ ー レ に 入れ， 昼 15 0C， 夜 10 "C， 日 長 16 時間 に 設定 し
た 陽光式低温恒温器で培養 し た 。 品種 は 現地でわ っ か症
が出 に く い と い わ れて い る 耐病総太 り と 出や す い と い わ
れて い る 青さ か り を供試 し た 。 青さ か り は 太い ダイ コ ン
の み， 耐病総太 り は 同一播種目の 太い も の と 細 い も の を
試験 し た 。 太い ダイ コ ン は地上部抽出部分 を上部 と 中部
の 二つ に 分 け 縦に 4 等分 し ， 細 い も の は地上部抽出部分
を そ の ま ま 2 等分 し， そ の 内 の 2 片 を 用 い た 。

2 試験結果

接種試験の結果 は表-4 に 示す よ う に ， 接種 20 日 目 頃
よ り わ っ か症の病徴が再現 さ れた 。 メ ス や 針で傷を付け
た場合に は無傷の も の に 比べ再現率が高 く ， 自 然発生の
わ っ か症の 中 央部 に も 傷の よ う な も の が観察 さ れ る の と
一致し た 。

品種で は， 有傷の場合 は 再現率 に 差は認め ら れな か っ
た が， 無傷の場合 は わ っ か症が出や す い と い わ れて い る
青さ か り での み症状の再現が認 め ら れた 。 し か し ， そ の
後の試験で は 品種間 差よ り も 個体間 差が大 き く ， 今 ま で
の と こ ろ わ っ か症の品種 に よ る 感受性の 差を接種試験で
明 ら か に す る こ と に は成功 し て い な い。

同一播種目の 太い も の と 細 い も の に接種 し た場合， 太
い も の に の み再現が認 め ら れた 。 現地園場の観察で も わ
っ か症 は収穫期近 く に な っ て 急激 に 発生す る 場合が多
く ， 太い ダイ コ ン に 発生が多 い傾向が認め ら れて い る 。

お わ り に

1996 年 12 月 か ら 1997 年 1 月 に か け て 神奈川 県 で発
生し た わ っ か症 は 今回の 試 験の結果 ダイ コ ン 白 さ び病菌
が根部 に寄 生し た 病 斑 と 判断 さ れ る 。 し か し ， ダイ コ ン

表 - 4 ダイ コ ン わっ か症の発生 に及ぽす各要因の 影響

接種 品 種 根部の 接種部 位 傷 発生率.)

月 日 太さ 12 /1 1  12 /13 

1 1 /20 耐病総太り 太 上部 メ ス 2 /12 3 /12 

針 0 /12 1 /12  

無 0 /12 0 /12  

太 中 位部 メ ス 6 /10 8 /10 

針 1 /10  2 /10 

無 。 /10 。 /10

細 全体 メ ス 0 /14 。 /12

針 0 /14  0 /12  

無 0 /14 0 /12  

1 1 /21  青さ か り 太 上部 メ ス 1/10  4 /10 

針 0 /10 3 /10 

無 0 /10 5 /10 

太 中部 メ ス 0 /10 3 /10 

針 2 /10 2 /10 

無 0 /10  0 /10 

1 1 /21 耐病総太り 太 上部 メ ス 0 /12  0 /12 

針 0 /12 0 /12  

無 0 /1 1  0 /12  

太 中部 メ ス 0 /10 0 /10 

針 。 /10 1 /10 

無 0 /10 0 /10 

a) :発生数 /接種 箇所数 .

わ っ か症の黒 い リ ン グ は な ん ら か の刺激 に よ り ダイ コ ン
の細胞が壊死 し た 結果形成 さ れ る も の と 考 え ら れ， こ の
よ う な現象 は 白さ び病菌以外の刺激で も 起 こ る 可能性 も
考 え ら れ る 。 この た め ， 全国で問 題 と な っ て い る わ っ か
症の 中 に は他の原 因に よ る も の も 想定 さ れ， 今後更に 原
因究明 の た め の試験 を 行 う 必要があ る 。

ダイ コ ン 白さ び病菌で起 こ る わ っ か 症 も ま だ研究が始
ま っ た ばか り で， そ の発生生態や発生環境 な ど今後検討
を加え な け れ ば な ら な い 点 は 多 い 。 本菌 は 絶対寄生菌で
あ る た め保存， 取扱 い が難 し く ， 試験実施上問題点 も 山
積 し て い る が， さ ら に検討 を 加 え対策の確立 に 役立て た
し〉。
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