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講 演 要 旨

マ メ 科 作物 に お け る草型 と根群 の 分布に っ い て

田 　　中　　　　典

（佐　　賀　　大　　農 ）

幸

　落花生25品種 （立 性15，半立 性 5 ，ほ ふ く性 5 ） お よ

び い ん げ ん 8 品種 （つ る性 4 ，わ い 性 4） そ の ほ か 2
，

3 の 作物 を供 試 して 草 型 と 根群 の 分布 に つ い て の 関係 を

観察 した。 そ の結果ω 草型 と 主根 の肥 大 形態 との 間 に は

一・paの 関係 が冕出され た 。 す な わ ち，つ る 性や 立 性 で は

主根 の 肥 大 が か な り下部 まで お よん で 棒状 の 形態 を示 す

の に対 して ， わ い 性や ほふ く性 の 主 根 は洩戸状を呈 す る

傾向が 認 め られ た 。 こ の こ とは 2 次 根の 形状と深 い 関係

を持 ち （既報）分岐根の 根径， 根長がほ ぼ親根の 根径 と

正 の 相関を示す こ とか ら，つ る性 や 立性 の もの で は 比較

的根径が 太 く，長 い 分 岐 根 が主 根 の 基 部か ら離れ た位置

に 発 達 す る こ とに な り，結果と して 深根性を示 す の が 認

め られ た。（2）しか し ， 根群の 分布は根鬪の 土壌状態 に よ

っ て 強 く影響 され る の で ， 両者 の 閲 に は 従 来報告され て

い る よ うな きわ め て 高い 相関を常に見出す こ とは で き な

か っ た e

被 覆 栽 培 と タ バ コ の 光 合 成

第 1 報　トン ネ ル 内の CO2 濃度 が タ バ コ の 生長に 及ぼ す影響

宮 崎 督 三 ・飯 田 文 吉

　　　 （鹿 児 島 た ば こ 試）

　黄色種 タ バ コ で IS−一・般 に本ぽ 初期 に お い て トン ネ ル 被

覆栽培が行なわれ て い るが，トン ネ ル 被覆 をす る と 日 中

トン ネ ル 内の CO ， が外気の ％〜殖に 低 下 す る こ とが 知

られ て い る。そ こで トン ネ ル 内の CO2 濃度 の生長に対

す る影響 を知 る た め ，トン ネル 被覆期間中 トン ネ ル の片

方か ら外気を送 り込み， トン ネル 内に CO2 ガ ス 濃 度 の

勾配 を作 る こ とに よ り生 長に 対す る CO2 の 影響 をみ た 。

　その 結果，トン ネ ル 内の CO2 濃 度 は外気取入 口 か ら

反 対 側 の 出ロ へ と行くに従 っ て 徐 々に 低下す る 濃度勾配

が得 られ ， こ れに応 じて タ バ コ の 乾物生 産 も入 口 か ら 臨

口 に か け て 小 さ くな り，CO2 濃度 と乾物生 産 との 問に 極
め て 高 い 正 の 相 関 の あ る こ とが 明 ら か となっ た。また

CO2 濃度 の 高 い 所 で 生育したもの ほ ど 被覆期 間 中の 出

藥速度 が大 き く，か つ 葉 色 も濃 い 傾向が 見 られ た 。

宮 崎県 に お け る 早期水稲刈 り取 り後 の ミ ズ ガ ヤ ッ リ の

　　　　　　　　　生 態 と防除 に つ い て

　　猪 ノ 坂 正 之 ・
田 中 耕 作

（宮 崎大農学 部 ）　（宮崎県 え び の 農 業 改 良普及所）

　解 奇県
’『
ドの 早期水稲栽培地帯 に お け る稲刈後 の ミズ ガ

ヤ ツ リの 生 態 と防除法 を知 る 屬的で 行 な っ た。現地 の 乾

田 お よ び湿田 を供試 し， ミズ ガ ヤ ッ リの 生 育 を調 べ る と

共 に 薬剤散布を行 な い 次 の 結果が 得 られ た。

　（1） 地上部 の 生育は 9 月上 旬より盛 ん とな り下旬に は

最 高茎 数を示 し，草丈 は60  程度 と なる。出 穂 は 9 月下

旬 よ り始 ま り10月中旬 に 最 高出穂茎数をが す が 出穂 茎 に

対す る 聞花茎 の 比率 は低 か っ た。塊茎 形成肥大 は 9 月上

・中旬に 始 ま り， ユ2月一L旬に は 1　m2 当 り 6，000 個 に 近

い 数 に な る。早 く形 成 を始 め た塊茎 は 10月中旬 に 1ま肥大
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を終わ る 。

　（2） 塊茎 形戊前，　即ち 9 月一「二旬 に 2．4− D 十 A ．T ．　A

（市販名 カ リ ア ト
ー

ル ） お よ び さ らに A ・　T ・　A を加 えて

散布 を行 な っ た結果，・f
−
i］」れ の 場合 も地 上 部 を枯死 させ る

と共 に塊茎 形成 を阻止 し，さ らに 翌春の 発生 抑制 に 対 し

て も効果 が認 め られ た 。

幼穂形成期 以降 の 気温が 水稲 の 稔実に お よ ぼ す影 響

金川 　修造 ・ 梅木　佳良 ・神近 　牧 男 ・竹前

　　　　　　（宮　崎　県　総　合　農 　試 ）

彬

　暖地 に お け る登熟不良の 原因 を，幼穂形成 期 以 降の 気

温 の 面か ら検 討 す る た め ，簡易型 人 工 気 象 室 を使 用 して ，

早期水稲 （コ シ ヒ カ リ，宮崎 1 号）お よ び普通 期水稲 （農

林18号，タチ ヵ ラ ） につ い て ，幼穂形成期〜出穂期，出

穂期〜成熟期，幼穂形成期 〜 成 熟期 の 3 期 に勢 け て，各

々 高温，中温 ， 低温処理 をお こ な っ た。試 験の 結果 を要

約す る と次の とお りで あ る。（1）早期水稲で は幼穂形成期

〜出穂 期 の 低温 （17−」 4℃ ）が不稔籾 の 発 生 と，ま た 出穂

期〜成熟期の 高温 （22 ・と 4℃）が 発育停止籾 の 発生 と密接

な 関係が 認 め ら れ た 。 （2）普通期水稲 で は幼穂形成期〜出

穂期の 高温（32 土 4 ℃ ）が 不稔 籾 の 発生 と，また 出穂期〜

成熟期の 高温（3e± 4 ℃ ）が 不稔籾並 び に 発育停止籾 の 発

生 と密接 な 関係 が認 め られ た。

　宮崎県 に お い て は過 去早期水稲並 びに 普通期水稲に 原

因不明の不稔が発生 して い る が，本試験を通 じて ， 気温

の 影響 が 少 な くない こ とが 推察で きた 。
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