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阿蘇地方に お け る水稲直播 と水田冬期灌漑の 慣行

九 州 に お け る 近世代 の 稲作技術史　（第14報）

嵐 嘉

（て ん 菜 研 究 所 支 所 ）

　本報で は，阿蘇地方 の 旧慣行 で あ る水田冬期灌漑 （冬

水） と，こ れ と直接的な関連 は な い が，阿蘇谷 の 1部地

方 に か っ て行 な わ れ た直播栽培 の 実態を紹介する。ご く

1部 は文献に よ っ たが ， 著者 の 日1｛和24年以降最近 まで の

3 回の 現地聴取 を主体 と して い る 。 冬水に 関する 現 地試

験 成 績 を頂 い た 熊本農試木下部 長 お よ び直播調査 に 関 し

多大 の ご協力を頂い た同場工 藤次長に 深謝する 。

　水 田冬期灌漑 水閏の 冬水慣行 は東，申 日木 で は 実例

が か な り多い が ， 酉 日本で は簸川平野 に か っ て 広 く見 ら

れ たが
D ，九州で は む しろ 稀 な 例で は な い か と思 わ れ

る 。

　本例 の 起原は 口下 の と こ ろ 不明 で あ る が，現地の 立 地

条件か ら見て 恐 ら く古 くか ら存在 して い た もの と 思わ れ

る 。 現地 で は こ れを 「水肥 し」 と呼 び，金肥の 入 る 以前

は きわ め て 重 要 な意義を持ち，これ の か か る水田 は 等級

が高 く， また夏期 よ りも冬期に 水げん か が起 っ た とい う。

　冬水慣行が 阿蘇で 広 く行なわれた原因は ， （1）豊富な湧

水 の 給源が あ る こ と，（2）用 水が と くに 養分 に 富み 冬季水

温 が割合高い こ と，（3）湿 田 が 多 く， 乾田で も裏作が きわ

め て 少な か っ た こ と （冬季は 水肥 し田か レ ン ゲ の 自然生

え ）な どで，概 し て 貧農の 多か っ た こ の 地方で 立地条件

が よ く適 合 した こ とに あ る と思 う。

　冬水の 実施地域は ， 概ね第 1 図の よ うで，松木
2） に よ

る と，阿蘇 谷 で は古城村 1．帯 の 湿 田，宮地町 （塩井川 ，

白粧原，Vlソ 内）より中通村 （西井乎，下原，西河原，

片隅） に連な る地域 と ， 阿蘇駅北側の 北黒川，成川 の線

か ら ニ ベ 塚 周辺 に 至 る 地 域 が こ れ に 当り，南郷 谷で は長

陽 ， 久木野 ， H水村 の 大 部 分 で あ っ た と い う。 冬水 田 の

密度か らい え ば 阿蘇谷 よ りも南郷谷に 高か っ た 。 肥 料事

情の わ る い 終戦後に もか な り行 な わ れ，昭和26年度 で は

阿蘇谷200町，南郷谷300町 に実 施 され，南郷 谷 で は そ の

前年 に は久木野200町 （45％ ），白水10 町 （20％ ），長陽

高森に各々25町歩位あっ た 。

　 こ の慣行の 衰退 は 金肥 の 入手事情 と至大 の 関係が ある

と思 わ れ，主に 自紿肥料 に 依存 して い た 時代 で は冬水 の

効果 は 相対的 に
一・

層高 か っ た もの と思 わ れ る。阿蘇谷に

　 昭 和43年 8月 2 日　第40圃講演会で 発表

第 1 図　　阿蘇 地 方 の 直 ま播と 冬 水 慣 行
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過燐酸石灰 や 大豆 粕の 入 っ た の が 大正 7〜10年 ご ろ で 硫

安は や や そ の 後 とい わ れ て い る こ と か ら，恐 らく冬水は

昭和初期 を境と し て 漸次衰 え 始 め たの で は な か ろ うか。

そ の後 の麦の 供出制度 は こ の 減退 に一
層 拍車 をか け た こ

と と思 う。現 在 で は冬水慣行 は 殆 ん ど見られ ない 。

　灌漑 方法 に つ い て は ， 冬水 は ま ず豊富 な 湧 水源 に っ な

が る こ とが 必要で，古城村で は 外輪山の壁下に，爾郷谷

で は 葭水村村内に ， と もに 水質 の よ い きわ め て 豊富 な湧

水 が あ る。そ の 他外輪山の 急 斜面 の 谷壁 に も湧水 が 見 ら

れる 由で あ る。阿蘇 谷 で は 1部突井戸 の 利用 もある 。

　灌水期 は稲刈 取後 な る べ く早 い の が よい と され て い

る 。
こ れ が 山の 木の 落葉 が 水 に 浮 ぶ 頃 とな るの で，南郷

谷で は 「木 ノ 葉水」 と も呼ば れて い る 。 1珂蘇谷で はず っ

と 以前 は 稲の 取入 れ が お くれ たの で 灌水 が 12〜 1月 ごろ

に な っ た が，その 後 は 早 くな っ た 。 冬水は 田 の 全i　 ｝c ま

ん べ ん な く水を流す こ とが 大切で ， 水 の 通 り易い よ うに

灌水前に い くつ か 鋤講 をつ くる こ と もある。水 を絶 えず

動か す の で ， 湧水温 の 低下が あ る程度防せ がれ る。最初

はやや 浅水 と し ，
3 月末〜 4月上 旬か ら 「水 口 上 げ」 を
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第 1 表 　 冬 水 の 稲 へ の 効 果 （熊 本 農 試 現 地 試 験 ）

試 　 験 　 区　 別 　 　 　 　 玄 米 反 収 　 　 　 　 1司左 比 率

漑

概

既

　

灌

徑

　

　
馳
≧

灌

起

　

耕

起

無

無

耕

石
2．　742

、903

，00

％
100106109

（備 考 ） 稲 に は 等貴 に 石 灰 チ ッ ソ 6 ，渦 石 7 ，塩 加

　　　 2 メ ，レ ン ゲ20G メ　（反 当 b）施 用

や っ て水 を多目に 入 れ る 。 こ れ は 4 〜5 月の 間 に最 も大

きい 「ノ ロ 」 の 繁殖を助 長す る た め で あ る。この 「ノ ロ 」

が よ くた ま る よ うに 稲株の 刈方 に まで 注 意 が 向 け られ

た。灌水 は 5 月の 稲作準備期 まで 続け られ た 。

　冬期灌漑の 効果 ぽ，第 1表 の 1 例が示 す よ うに か な り

大 きい 。こ の 試 験 で は 金肥 が か な り施 され て い るが，施

肥 の乏 しか っ た以前で は さら に大 きな効果 を期待 し得 た

の で は ない か と思 わ れ る。こ の効果の 主体は 灌漑 に よ っ

て 「ノ ロ 」
一

細 か い 藻類 の 集 合一が よ く繁茂 し，そ れ が

土壌中に 鋤込 まれ て稲 の生育に効 く点 が 第 ユに あげ られ

て い る 。 そ の 「ノ ロ 」 の 繁殖が冬水 の水質，水温，サ ン

ソ の 供 給 な どに よ く助 け られ る こ とに な るの で あ ろ う。

水巾の 豊富な燐酸，石 灰 や 温 か い 地 下 湧 水 を絶 え ず動 か

す こ とに よ っ て 水温 の低下 を防い で 藻 類 の 繁茂 を促 して

い る 。 こ の 藻類 に っ い て は残念 な が ら同 定 して い な い Q

　その ほ か ， 長 い 目で 見 れ ば養 分保蓄 の 効果 もあ っ たで

あ ろ う し，さ らに 時代 を遡 っ て 考 え る と ， 水田 耕起 が人

力で や られ た時代で は 灌水に よ っ て 田土 が わ や らか くな

る こ と も喜ばれたようて
’
あ る。これ を要す るに，阿蘇の

冬水慣行 は ご く近 くに 豊富で 良質 な 湧水 源 を持っ て い た

こ とが きわ め て 大切 な要素に な っ て い た と思 う。

　阿蘇谷の 湿 田　直播 の こと を述 べ る前 に，阿蘇谷 の 湿

田 の こ と を少 し く述 べ よ う。　 （南郷谷 は 水田 が 緩傾斜で

第 2 図　 ガ　ン 　ゼ 　キ （田下駄）
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乾田が 多い ）。 阿蘇谷で は湿田が著 しく多 く， 今で も（昭

和 27年）排水不良田が 阿蘇郡全体 と して 60％ もあ る 。 こ

の 湿 田 は昔 「打田 」 と呼 ば れ，松本
2）

に よる と，古城，

中通 1部，山田，内牧北部 ， 干丁牟田，永草な どに 広 く

あ っ た由で，冬水地帯 と一致 す る部分 が か な りあ る。4

ツ 鍬に よる 入力耕で ，耕起整地の 順序 は荒 打，中打 2回，

植代で ，植代 に は 田 下駄 （ガ ン ゼ キ）一第2 図参照…で

ならす場合と，板代とい っ て 長い 板の両端を 2人で持ち

田面をお さえ なが ら均 ら して行 く場合 とが あ っ た。荒打

は 5月始 め か ら中旬頃 まで に始 め られ た c 打田 に 対 し牛

耕 の で き る 田 を 「鋤 田」 と呼 ん だ 。

　水稲直播栽培 は 内牧町千丁牟 田 で 行なわ れ た （第 1 図

A ）。　 も と もと外輪山内壁颪下 の 湿草原を開墾 し たもの

で ，明治25犀 に 起工 5 ヵ 年で で き上 っ た水 田 集 団 中 の5G

町 歩 で あ る D 以 前は 1枚 が 1畝位 の 狹 い 区画 の 牟田 が 多

か っ た 。 こ の 直播は 昭和初期 まで 続 け られ た。こ れ は恐

ら くづ っ とそ れ 以前に 阿蘚 に あ っ た 直播 の 名 残 りで は な

か ろ うか と考 え られ る。

　栽培様式 は 湿 田 つ まみ 播方式で あ っ た 。 小肥 （厩肥 の

粉末） に催芽種子 をまぜ た もの をつ ま ん で 土 中に 挿込 む

よ うに して 播 き鳥 害 を避 け た 。 後期 に は こ れに 過燐酸石

灰 ，硫安 な どを も加 え た 。 反当種子量 は 初期 は 8 〜10升 ，

後期は 6 升位 。
ユ株当 り5 〜10粒 で 握 りこ ぶ し位の 間隔

で 密播 した 。 ぬ か るみ の ひ ど い と こ ろ は 竹 や 丸太をわた

しそれ に 乗 っ て 播 い た 。 播種期は 5 月始 め 〜終 。 後期で

は 6月上 旬 まで 。 発芽後 しば ら く間断灌水を行なう。 除

草 は 移植田 の 後 まわ し とな る の で 雑 草 に は ひ ど く悩 され

た 。 とっ た草 は 踏込 む。刈取 は別 種 の 田下駄 を用い 根刈

と した 。 反収 は 3俵が よ い 方 で あ っ た が，大 正中期 か ら

金肥の 使用 が 始 ま っ て か ら一躍 4 俵 また は そ れ 以 上 とな

っ た 。 こ うした金肥の 導入 に よ る反収増 が 従来の直播を

漸次移植 に変換 させ た 。 こ こ で は大正 10年頃か ら移植 が

始ま っ て い る 。 燐酸肥料 は樮付 け肥 と され た が，こ の 慣

習 は 阿蘇火山灰系水田で は広 く行 なわ れ て い た。品 種 は

日本型 稲で 移随栽培 と特 に 差は な く， 始 め は 脱粒難 の も

の が使 わ れ，具体的 な品種 と して は 豊後，佐賀坊主，雄

町，神 力，旭 な どが 相 っ い で 供 され た 。 長粒型赤米 に っ

い て は 混入 は 認 め られ た が，すで に こ の 時期で は直播に

供用された こ とは なか っ た。

引　　用　　交　　献

　 1）嵐嘉
一

（1958）： ウ マ ゴヤ シ の 栽 培史，烹 要 地 帯農

業 生 産 力形成史 （上 ）．

　 2）松本友記 （1941）： 阿蘇 農 業 小 誌，研 農 6．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


