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多条 播 栽 培 に よ る 麦 の 生 態 的 特徴 に つ い で

（予 報）

茨 木 和 典 ・ 野 田 健 児

　　　　 （九 州 農 業 試 験 場）

　　1．　 ま　　え　　が　　き

　麦類生産合理化の た め に各種 の 多条播栽培法比較試験

が 行われて い る が，これ ら栽培法 の現段階で の 主 なね ら

い は次の 2 点 に ある もの と考 え られ る。

　  　施肥播種機を 導入 し 除草剤 と組合 せ 使用 す る こ と

　　に よ つ て ，播種管理 行程 （慣行所 要労 力 の ほ ぼ ％ を

　　 し め る ） を省 力 化 す る こ と。

　  利 用 率の 増大密植 iLよ る 増収を はか る こ と 。

　筆者 らも昭和33年度 よ り本試験をと りあげ て 目下継続

中で あ るが ，過去 2 年間の 成績よ りみ て 上 記 2 条件を或

第 1 表 栽 培

程度み た し，将来 九 州主 要裹作麦 地帯 に と り入 れ られ る

可能性が あ る もの と推測 され る。しか し本栽培法 は 慣行

法 とか な り異 つ た形 を と るの で 晶禪，栽植密 度等 更 に 検

討 を 要す る点が多 い 。こ こ で は 本栽賠法 に ほ
．
と ん ど共通

す る不耕起 な らび に 密播 と い う栽培 環 境 か ら生 ず る作物

の 生態的特徴，と くに 倒伏 と根系 に つ い て 考 えて み た い 。

2． 材 料 及 び 方 法

　材料は 小麦農林61号 な らび に 磔麦 ハ ヤ ジ ロ ハ ダ カ で い

ずれ も短稈，耐倒伏性多収型 の 品種で あ る 。 栽培法 は 第

法 覧
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1 表 に 取纒 め しめ した 。 昭和33年度 は 機械使用 の状態 を

想定して手ま きで 行つ た 。 これ ら栽培法 の 共通的な 特徴

は   播種前 の 耕起は ほ とん どの場合行われず，平畦 に 近

い 畦 高 で施 肥 播種機 1行程 で 播種 を完了す る 。   播種利

用 率 を 高 め，密播 して 分げ つ に た よ らな い 。   種子、肥

料 （粒状）量を慣行の 3 〜5 割増とす る。  潘種深度は

約 3cm と して 播種後除草剤 を ま き，生育途 中 の 管理 は な

るべ く加 えな い 。 本試験 の 場合 CAT 　 a 当 り759 ，分げ

つ 肥 を 1月下旬に 硫安 a 当 り7．5  施 した 。

　 ／ 区面積 40m22 区制，圃場 は地 下水位中位，排水中

庸な羽犬塚埴壤土の 水田裏で あ る 。

　　3． 試 験 結 果 及 び 考 察

　1）　収 量 及び所 要労 力　 これ らの 点 に つ い て は後 に 改

÷9
昭 禾L「36年 1 月28E ヨ　　第25回例会 発表

め て詳細に 報告す る こ と と して，大要 の み を第 1 図 に
一

括 して しめ す 。 収量は ド リル 播が最 も高 い 。穴播は 2 年

目に か な り低下 して い るが，こ れ は石灰窒素の 使 い 方 に

悶題 が 残 り，か つ 又 隣接圃場 で 配合肥料 を用 い て 行つ た

結果 で は，平 均 50kg／a の 多収 を え た こ とよ
・bみ て 将来

性は高い もの と考え られ る 。 飛散土播 は 1 年 の み の 成績

で あ るが ，倒伏 し た に も拘 らず多収が え られ今後に期待

で き るの で は あ る まい か。全 層播，全 面播 は や や低収で

あ る 。 さらに ：所要労力をみ る と き，当 試験 圃 の 成績を肩

ちに 当業者 に 適用で きる もの で は ない が，傾向と して ，
こ れ ら栽培法 は慣行法の 半分程度で すむ こ とが 窺 わ れ

る 。 特徴的な の は 穴播で 播種 と くに 覆土作業 に 全体 の 約

半 分 を要 す るた め，大 面積 に利 用 す る こ とが むずか しい

で あ ろ う。ドリル 播は 現 在 の機械が けん 引 型 で あ る た め
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作業 が 2 行程 に わ た り，か つ そ の 操作 が や や 繁雑 な きら

い が あ る。従つ て 収量労力両面 よ り考 えあ わせ る と き大

規模経営 で は飛散土すなわち機械 に よ る削 りす じまきが

こ の ま しい よ うに 考 え られ た。

　　　　　　　　 第　　 1　　図
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第 2 表　各形質閥の 相関係数 （34年 小麦 ）

形 　　　質　　　穂　数 1 穂 粒数　 千 粒 重

収

穂

1

　　　　量

”
（偏欄関）

　　　　数

穂　粒　数

十   ，70〔）“e

十 〇，812輯

十 〇．068　　　− 0，526

十 〇，71Sx　　十〇，378
− 0．491　　　 − ⊂）．653

　 　 　 　 　 − 0．042

　2）　収 量 構 成 要 素　第 2 表 に 例示 した よ うに 収量 は穂

数 と最 も相関が 高 く，穂数が ふ え る と増収 す る 。 しか し，

第 1 図に み られ るよ うに 500 本 ／m2 前 後 よ り増加速度は

お とろ え 2 次曲線型 を と る こ とが 推定され る。偏相関係

数 よ りみ る と き，他 形 質 の 影 響が ない 場合 の 収量 と穂数

は 更 に密接な 関係が あ り， 1 穂粒数 もま た 同様 で あ る 。

実際に は 穂数 と粒数 な らび に 千粒重 との 間に ，か な り高

い の の相 関 が あ る た め に 収量
一

穂数関 係 が補償的に ゆが

め られ て 行 くこ とが わか る。実際的 に 最 も大きい 意味 を

もっ こ の 現象が 起 る原因は 何か 。 そ れ に は 次の よ うな種

々 の 原 因 が 考 え られ よ う 。

　   生理 生態的原因

　　 a ．根部 の 競合関係　養水分の 奪 い あい ， 根圏の 土

　　　壌物理性 の 悪変 。

　　 b ．地 上 部 の 競合関係　 うつ ぺ い に よ る 日 照不足，

　　　高温 に よる呼吸消耗量の 増大

　  2 次要 因 と し て の倒伏

　　　椙互 うつ ぺ い に よ る 茎 葉 の 軟弱徒長 よ り倒伏が起

　　 り養分移行が停とん す る。

　同化転流効率 な どを 岡一とす る と き生態的に 次式が一・

般 に 成 立 つ こ とが Robertson ら．1こ よ つ て 証明 され て い

る。

　　　収量生艮 速度＝dy／dt・・NAR × LAI

　 　 　 ＝aF − bF2

この 2次式 は Fopt ．　ma ／2b の 点 で最高値をもつ 2 次曲

線 とな る はず で あ るが，麦の 密植 の 場合今後確 め るべ き

閻題点で あ ろ う。

　3） 倒伏 倒伏 に は 根 ご と起 され る場合，或い は稈 の

彎曲，屈折等種 々 の 場合が あ るが 1 小麦で は 彎曲が最 も

普通 で あ る e こ れを主体とした 倒伏度合 を第 1 図で み る

に 穂数 と密接 な 関係 が あ り，400〜500本／m2 よ り被害甚

大 とな る。土 入 れ等倒伏対策 を と もなう慣行法で は若干

様相が 異 な る で あ ろ うが，一
応 3cm 深度の 密檣無管理 の

場合 これ 以．．［t の 穂数が あ れ ば倒伏の 危険性があ る こ と を

十 分考慮せ ね ば な らな い 。 従来関東地 域 で は 600本無管

理 が 原則 と きれ て い るが，九 州 で は そ れ 以下で 注意 を要

す る。 こ の 差 は何に よ る もの で あ ろ うか。倒伏 の 直接原

因 は出穂期以降の 雨を と もな う風 で あ るが，こ の 期間の

暴風 日数 （風速 10m 〆S 以 上 ）は む しろ九州が 少 い ，原

因はむしろ登熟期以前の 生育環境の 差 に 基づ くもの と考

え られ る。 す なわ ち 斗 月まで の 気温が 九州 に お い て 約

2℃ 高 く，　 H照疇間少 な く，降水量多く （と くに 3 月以

降急増す る）， 相対湿度が 10％程度高 い 等間接的 に軟弱

生長 を助長 す る 。 従 つ て 九州地域で は こ の前期環境 の 特

異性に 対す る倒伏防止 対策が，密条播 の 場合必須 の 条件

となる。

　　第 3表　倒伏度及 び穂桿形質の 順位 （34年 小 麦）

　 形 質 ド リル 全 層 穴 播 飛 散土
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　次に 倒伏の 難易と穂稈 の 各種形質の 連関性 を．管理区

を除 く各栽培法聞の順 位 に よ つ て し めせ ば第 3 表の 通 り

で あ る。その 結果飛散土播 で 予測 され た ほ ど稈 径，挫折

抵抗，稈基重等 は 小 さ くな く，わずか に 稈 長 が 倒 伏 順 位

と ほ ぼ
一

致す る に と どまつ た 。 栽培法 の 椙異が 大 きく影

響 した こ とが考 えられ るが，それ を超 越 して 稈 の長 短 が

倒伏 を支配す る要因 で あ る こ とが注目され る 。 従つ て 群

長 抑制の管理法，ひ い て は 贔種の 聞題 が 検 討 さ るべ きこ

と を示唆す る。第 4 表 に こ れ ら若干形質 の 実測値 を あげ

た が，小麦 の 挫折抵抗 は一ヒ位 よ り第 3 節間に お い て 小さ

い こ と も興 味 深 い 。

　一
方穴播 に よ る同

一
栽培法 で 同様 の 関係 を 調 べ た

．
結

果，各形質 の 大小 と倒伏難易 は極 め て よ く
一

致 しだ。
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第 4 衰　稈形質の 比較 （34年小麦）

慣土散

9

飛播

9

穴層

9

全
　
ルリ

9　
位

位

り

獅

上

よ（

分

げ
つ

位

形

質

　r
挫

折

丿
丶

o ｛

1234

弓げ

2113783464414981402332182693171522312ig22633517325725

ユ

328383

156333310

斗0／

50〜

　　　 後 の 値 しか 有 しな い こ とが 粒重 低 下 の
一

要因で あ ろ うと

　　　 考 え られ る。

行　　 土 壌 1．ドの 水分移動が 比較的 に 少 な い 冬 畑作物の 場合，

9　　 養水分の 吸収能率 に は，質的機能 よ り根系の 暈的拡が り

　　　 が 大 きく影響す る 。 耕起，不耕起の 代表例 として 畦立 慣

　　　 行播 及 び穴播の根系を第 2 図に し め し た 。

　　　　　　　　 第 2 図　根系の 比較 （34年 小 麦 ）
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　4） 根系　上 述 の 各栽培法は ド リル 鐇以 外 は不 耕起 で

あ るか ら，根 圏土壤物理性及び 根系は 主 と し て 不耕，耕

起 の 差に 基づ くもの と考えられ る。生 育前，後期 の 土壌

条件に っ い て 第 5 表に 代表的例を しめ した 。

　　　　第 5表　土壤条件の 比較 （34年 小麦）

月 日 　 ド リル 　全 層 　 穴 揺 　飛 散 土 　聴 立

含水 。｛；：i21：：鳥 ：∵ 1：：魯：： 
蠣 ｛1：i2；1：lil：二ll：ll；：ll：：：
　土壤 の含水率 は 生 育 申期まで は 大差 な くわずか e・e 穴 播

に お い て多い て い どで あ るが，登 熟期以降は 多雨 の た め

畦立区 と不耕区 との 閥に 差 を生 じて くる 。 しか し供試 膕

の 容水量は71％ で あ るか ら，この て い どで は水 そ の もの

の 簓響は 大 き くな い 。 湿害は主 に 土壌空 気量の 減少 に よ

つ て 生 じ る。筆者 らが先 に 報告 した よ うに 登熟期空気量

が 20％ 以下 に 低下す る と き暖地で は顕著な 登熟障害 を ひ

き起 す。こ の こ とよ り穴 播が土壌の 圧縮 に よつ て 11％ 前

　　　
　　　　　　　　 地 中 深 度 　 　 （cm ）

　va”ld’二で は縦横 の 拡が りが均衡を保 つ て 大 きい が，穴播

で は 総面積 が 小 さ くか つ 極端 な浅根系とな る。相対的 な

垂直分布を み る と穴播 で は 地表下 10c皿 以内に 密集 し， と

くに 種子頂下 4c 皿 の 範囲に 約80％ が集 ま つ て わ り，畦 立

の 64％ に 比べ る とか な り異つ て い る 。 他 の 栽培法で は そ

れ ぞれ 中閥形を しめ して い る。こ の 根系より考 え る と き

養 分 の 吸 収 効率 は 悪 く，地．ヒ部 の 過繁茂 と 相 まつ て 生理

生態的 に 穂重低下 の 主 因 を なす もの で あ ろ う。

　　4．　 む　　　
．
す　　　 び

　以上の よ うに 九州水 田 裏麦に 多条播栽培法導入の 可能

｛ は 大 きい 。しか し九 州 の 環 境要因 な らび に それ に と も

な う作物の 生態的問題 点，とくに 倒伏 と根系に 注目して

こ れ に 応 じ た 播種作 畦 管理 方式 が 考 え られ ね ば な らな

い 。

原爆稲後代に現わ れ た 三 染色体植物の 発芽性に つ い で

永 松 土 巳 ・ 立 野 喜 代 太

（九 州 大 学 農 学 部）

著者 ら （196U） は前報 に お い て，原爆稲 の後代 に 出現

し た 三 染色体植物 を，形態的に 5型 に 分類 で きた と を明

らか に し たが D ， こ れ ら三 染色 体植物種子 の 発芽性 にっ

い て ．二 三 の 知見 を得 た の で，その 概 要 を報告す る 。 三

註 ）理 論的 に は 四 染 色 体 植 物 （2n ＋ 2） も出現 す る 筈 で あ る が ，実 際 に は 殆ん ど 寓 な い 。
輯
昭 和36年 1 月 29日　第25回例会 で 発 表

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


