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雑 　穀 　 と　 は

　現在世 界中 に 広 く栽培 さ れ て い る 主要 な イネ科穀 類

は， コ ム ギ （TriticurTt　 aestivunz 　 L．）， イネ 〔Oryza

sativa 　L．）， トウ モ ロ コ シ （Zea　 mays 　 L ）や オオム ギ

（HordeUin　vu 　lga　re　L．）で ある．われ わ れ は や や もす

る と， こ れ ら の 主要 な穀類 だ け を利用 した 食生活 を昔か

ら ず っ と続 け て きた と思 っ て い る こ とが 多い ．しか し，

よ く考 えて み る と， こ れ は ご く最近定着 した 食生活様式

に 過 ぎな い こ とに気付 くで あろ う．伝統的 に は もっ と多

種 多様な穀類を栽培 し，そ れ らをうま く利用 した 食生活

に 生活 の 基礎をお い て きた 地域 が 多い の で あ る．こ の よ

うな穀類 は そ の 多 くが 雑穀 と総称 され て い る．

　
’
雑 穀

”
とい う言葉 は 明確に定義さ れ た 用語で な く，

人 に よ っ て い ろ い ろな意味 に 用 い られ て い る．こ こ で は

イネ 科 の 穀類 の 中で もア ワ ， キ ビ， ヒ エ などの 総称で．

英 語 の ミレ ッ ト〔millet ）の 訳語 と考え て い る．雑 穀 に

含まれ る穀 類 の 種類 は，雉穀 の 定義 を ど う と る か に よっ

て異な っ て くるが，雑穀 とは 小 さい 種子 をつ け ，
お もに

夏 雨型 の 半乾燥地域 ，熱帯 ま た は 亜 熱帯の サ バ ン ナ的な

生態 条件や 温帯 モ ン ス
ーン 気候 の 地 域 で ドメ ス テ ィ ケ イ

ト（domesticate ； 栽 培化 1さ れ，お もに 夏作物 と して

栽培 され る一
群 の イネ 科穀類 と定義す る こ とが で きる．

　世 界に は種 々 雑 多な雑穀が知 られ て い る が ，．．E述 の よ

うな定義 に 従 っ て 世 界 各地 で 栽培 され て い る雑穀を調べ

て み る と ， 表 1 に 示す よ うに 20種 をか ぞ えあげ る こ と

が で きる．こ の 表 は お の お の の 雑穀 の 学 名，所属する イ

ネ科 の グル
ー

プ で ある族 （連 ： tribe），呼称 （和名），

表 1 ．20種 の 雑穀の 所 属，呼称，染色体数 お よび 地 理的起 源 （阪本　1992 ）．

栽　培 　穀 　類 　学　名

Tribe　Andropogoneae （ヒ メ ア ブ ラ ス ス キ族）

　　Sorghum 　 bicoior　Moench
Tribe　Chlorideae　（ヒ ゲ シ バ 族 ）

　 　 Eleusine　 coracana 　Gaertn ．

　　Eragrestis　a　byssinica　Schr．
Tribe　Festuceae（ウ シ ノ ケ グ サ 族 ）

　　Bromus 　 mango 　E．　Desv ．

Tribe　Maydeae （トウ モ ロ コ シ 族 ）

　　Coix　lacrymav
’
obi 　L．

　　 var ．ηη ツ岬 η （Roman ，）Stapf
Tribe　 Paniceae （キ ビ 族）

　　 Brachiartla　de；f7exa（Schumach 〕C．E ．　Hubbard

　　 Brachiaria　ramosa （1．．）Stapf
　　Digitaria　 cruciata （Nees）A．　 Camus

　　∬）iSiita　ria 　exilis （KipPist）Stapf

　　1）瑠4α κα iburua　Stapf
　　Digitaria　 sanguinaiis （L ．）ScOP．

　　Ecizinochloct　frumentacea　Link
　　 Echinochloa認 躍50hwi 　 et　 Yabuno
　 　 Panicunt 〃ii／liaceκin　L．
　　 Panicum 　 sono 厂u〃 n 　 Beal．
　　 Panictfm　 sumatrense 　 Roth ．

　　PasPalum 　 scrvbiculatum 　L．
　　 1）llTllllisetu」

・
n 　 aine ．ricanuni （L ）Leeke

　　Setaria　gla“ ca （L．）P．　 Beauv ．

　　 Setaria　 italica（L．）r｝

，　Beauv ．

呼称 〔和名）
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体細胞染 色体数お よび 地球上 の どこ で 起源 したか を示 し

て い る ．こ の 表 か ら明 ら か なよ うに，20種 の 雑穀は 5

つ の 族 に 分類 され る が ，中 で もキ ビ 族 （Paniceae） に

は 多くの 重要 な雑穀が 含 まれ て い る こ とが わ か る．雑穀

の 主要 な 起源地域 は ユ ーラ シ ア とア ブ 11 カで ある．しか

し8 種 の 雑穀に つ い て は染 色体数す ら明 ら か に され て お

らず，あま り研 究 され て い な い 特 殊 な 穀類 が 多 く含 まれ

て い る こ と を示 L て い る．

雑 　穀 　の 　特　徴

　現在 で は イ ネ， コ ム ギ、 トウ モ ロ コ シ の よ うな主要な

穀類 が 卓越 し て 栽 培 され て い る 地域 で も，過 去 の 歴 史を

調 べ て み る と，そ れ ら の 地 域 に お い て 雑穀 が 高 く評価 さ

れ ，そ の 地域 の 食生活文 fヒの 中で 独 自の 重要な役割を果

して きた こ と が 知 ら れ て い る （阪本 19S8 ）．そ の 理 由

と し て は，堆穀 が そなえて い る い ろ い ろ な特徴を あ げ る

こ とが で きる．

　まず第一に，雑穀 は土壌や気候 条件などが 不良な土 地

に もよく生育す る．乾 きす ぎた 場 所や土 壌 が 肥 沃 で な い

所 で も抵 抗性 が 強 い ．穀粒 は 小 さ い が安定 した 収穫 が 得

られ る場 合 が 多い ．表 1 に ホ し た 20種 の 雑穀 の うち，
マ ン ゴ （Bromus 〃nango ）を除 くす べ て の 種 は C4植物

で ある．イネ科 の C ，植物 に は雑草性 の 高い 植物 が 含 ま

れ て お り，強 い 日射 の トで 高温 や 水分欠乏が お こ ゆや す

い 環境 に よ く適 応 して い る植物 が 多い ．こ の こ とは，雑

穀が 夏作の 穀類 として，乾燥 また は 半乾燥 の 環境条件 で

生育 して い た 野 生祖先橦 か ら ド メ ス テ ィ ケ イ トされ た こ

とを物語 っ て い る．ま た それ らが サ バ ン ナ的な環境 で 広

く栽 培 さ れ る に 適 し た 作物 で あ る理 由 で あ る 〔阪本

1994）．

　 第二 に，雑穀 は穂 の ま ま束ね て 貯蔵 して お くと，害虫

もあまりつ か ず長期間 に わた っ て保存が きくの で，不作

の 年 に備 える救荒作物 と して の 役割が 大 きい ．第二 に ，

伝統的な 主 食素材 と して 多様な利用法 が 確立 さ れ て い

る．第四 に，地酒造 りの 原料 と して しば しば 用 い られ て

お り，雉穀 が そ の 地 域 の 農 業慣 行 ， 農耕儀礼 ， 食生活文

化 と強 く結 び付 い て い る．第五 に ， 二，三 の 雉穀を除 い

て は ， 多 くの 雑穀の 近代的な品種育種や組織的 な導 入 が

行 な わ れ なか っ た．そ の た め 各地 に 在来性 の 高い 地方品

種 が 今 な お 栽培 さ れ て い る こ と で あ る 〔阪本 1988 ；

Sakamoto ，
1993 ）．遺伝的変異 も高い の で，地 方品種

群 の 分化や作物に まつ わ る民族植物学的研究に はす ぐれ

た 対象で あ る と考えられ る．

雑穀 の 起 源 と伝播

表 1 に 示 した 20種 の 雑穀の 起源 した 地 域 を 示 した も

砺

　　　　　　　　　　　　　 図 1 ．イネ科穀 類 の 地 理 的起 源地域 （阪本　1988 ）．
1 ： フ ’ 二 才，プ ラ ／t ク7t ； 才 ，ア ニ マ ノレ 7t ニ オ 　2 ： トウ ジ ン ビ エ 　3 ： モ ロ コ シ 　4 ： シ コ クヒ エ ，テ フ 　5 ：キビ，ア ワ

6 ： イン ドビ エ ，コ ド，サ マ イ，ラ ィン ヤ ン 　7 ：ハ トム ギ 　8 ： ヒエ 　9 ：サ ウ イ　10 ：マ ン ゴ 　A ： コ ム ギ，オ オム ギ　B ：イ ネ C ： トウ モ ロ コ シ
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図 2 ．ア フ ロ ・ユ ーラ シ ア 大陸 に お け る 推穀 の 起源地域 と伝播 経路 （阪本　1988 ）．

　　 （　） は 起 源 地 域 と そ の 周 辺 部 で の み 載 培 され て い る雑 穀 を示 す．

の が 図 1で ある．こ の 図 に は，現在 ， 世 界の 主要穀類に

な っ て い る コ ム ギ
・オ オ ム ギ （A ），イ ネ （B ）お よ

び トウモ ロ コ シ （C ）の 地理的 起源地 域 も比較の た め

に 示 して あ る （阪本 1988）。前に も述 べ た よ うに
， ま

た こ の 図 で も明 ちかな ように
， 雑穀の 起源地域 と して重

要 な の は ユ ーラ シ ア とア フ リ カ で ある ．と くに 重要 な起

源セ ン タ
ー

はア ジ ア 東部 ， d ン ド亜大陸お よび ア フ リ カ

の サ ハ ラ 砂漠南 縁 か ら エ チ オ ピ ア 高原 に か け て の 地 域

で ，
こ の 2 つ の 大陸 で それ ぞれ 独 自の 雑穀が 成立 した ．

　 ユ
ーラ シ ア起源 の 代表的 な雑穀 はアワ，キビ，ヒ エ ，

イン ドビ エ お よび ハ トム ギ の 5種 で あ り，ア フ リ カ 起源

の もの で は，モ ロ コ シ，シ コ ク ビ エ ， トウ ジ ン ビ エ が 代

表的 で あ る，しか し雑穀の 中に は栽培 の 歴 史は古 い が ，

現在で も特定の 地域 だ け に 局限 され て い る もの が あ る．

イン ドの コ ド，サ マ イ，ラ イシ ャ ン ， エ チ オ ピ ア の テ

フ
， 西ア フ リ カ の フ ォ ニ オ ，

ブ ラ ッ フ ォ ニ オ，ア ニ マ ル

フ ォ ニ オ が そ の 好例 で あ る．新大陸 の 穀類 と い えば トウ

モ ロ コ シ が 代表的 な もの で あ る ．新大 陸 で は メ キ シ コ 北

部に サ ウ イ，南米 の チ ）Jに マ ン ゴ とい う雑穀が ， きわ め

て 限 られ た 地域 に 栽培 され て い た に過ぎない ．

　図 2 は ア フ ロ ・ユ
ー

ラ シ ア に お ける雑穀の きた 道を大

まか に 示 して い る （阪本 1988）．中央ア ジ ア か らイ ン

ド西 北部に か け て の 地域 で 起源 した キビ とア ワ は，ユ ー

ラ シ ア大陸
一

円 に 広 く伝播 し た こ とが 示 さ れ て い る．ア

フ リ カ の モ ロ コ シ，シ コ クビ エ お よび トウ ジ ン ビ エ は ，

雑穀栽培 の 歴 史 の か な り初期 に イ ン ド亜大陸 に 伝 播し，

現 在 もそ こ で 重要 な役割 を演 じて い る．そ の っ ち モ ロ コ

シ と シ コ クビ エ は 日本 お よび そ の 周辺地域 に ま で 栽培が

広 が り， その 過程 で 独特 の 品種群形成が すすん だ こ とが

明 らか に なっ て い る．
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