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北陸地方 に お け る水稲の 作季 ・ 品種 の 変遷

九州 に お け る 近 世代の 稲作技 術史 （第 45報）

嵐 嘉

　著者は さ きに わ が 圜暖地 に お け る 稲作技術の 変遷 に 関

し， 寒地 との 比較を行 な うた め ， 東北地方 に おけるそれ

の 概要 に っ い て 老察 を行 な っ た
1）。本報はそ の ね らい の

続報 と もい うべ きもの で ， 北陸地 方 に っ い て と くに作季

と晶種 の 点 を中心 と して 追究 した もの で，本地方 と東北 ，

ま た は 九 州 地 方 との 違 い に っ い て もい くらか触れた 。 木

地方 に お ける稲作技術 の 動 きは基本的に は 東北地方 とほ

ぼ 同
一型で あ る と思われるが ， 東北地方 に 比 べ

， 営農上

の 進 歩 の 早 か った 地 域を多く含 む木地方で は，作季 や 品

種 の・早化へ の 動きもそ れだ け早か っ た よ うに 思 わ れ る。

　なお 本報で は ， 北陸地方の 稲作技術 の 動きをわ が 国全

体 と して 考 え る 場合の 1 部分 と して も取上 げ よ うと した

た め ， ご く大局的に 必要最小限度で 捉え た の で ，わ ざ と

記 述 や 表 の 掲出な ど を簡易化 し， そ の た め 引用文献 の 出

所な ど をい ちい ち 明確 に し な か っ た もの もあ る こ と を初

め にお断わ りして お く。

　本報で 用 い た 資料中に は，安田健
21

， 清水隆久
3）

両氏

に 負 うた もの が 多い こ と を こ こ に 銘記 し，昭和46年度研

究を委托 され た日本農業研究所 に対する と と もに 深 謝 の

意 を表したい 。

本地 方 の立 地 と営農 の 概要

や 越 中画部平野 で 見 られ た こ とで あ っ て，そ の 他の 地方

一
越前や と くに越後一で は レ ベ ル は ま だか な り低か っ た

よ うだ 。 北陸地方の うちで も農業 の 集約度 は 地域 に よ っ

て か な りの 違 い が 見 られ，例え ば 米 の 反収 で 見れ ば ， 当

時 の 最集約地 の 加賀国 3 郡
一一

石Jl［，能美，河北
一

で は 18

世紀前半の 資料3， で ， 上 ， 中，下日蕘平均1・6〜1・7石 に の

ぼ っ て い た が，明治 IQ年 の 郡 別 反収
6〕

で は 第 1表 の よ う

第 1 表 　 米 の 国別 反当収量 （明 治10年）
6 ）

県　　　扇
反当収
量（石）

郡 別 反収 （L3 石 以 上）

新・ ｛膿
富 山　越 中

・・麗
福井　越 前

0，930
．951

．25　 礪波1．51　射 水 1．32

1．52　　　　石 Jli1．68

　　　　｝可ゴ匕　“倉旨美　・江 沼 1．42

1，000

．75

　本地方 に お け る営農上 の 特色 は ，
こ れ を東北地方 と比

べ る と，と くに 加賀 ・越中 を中核 と して，早 い 時代 か ら

すで に 先 進 的で あ っ た こ と と い え る。171且紀末〜18匱糸己

始 め からすで に これ らの 地方で は ， 石 川郡 の　「耕稼春

秋」
4）

（17G7）や 江沼郡 の 「農事遺 諤二」
5）

（1709）な ど を始

め と し て 内容 的 にす ぐれ た地方農書が 十指 に 余 るほ ど多

数 に 著述 され て お り，そ の 中に は ， 水田の 犂耕，補助肥

と して で は あ るが 油粕 ・鰯肥の 施用，水閏裏作 と して の

ナ タネ ・麦 の 2 毛 作 な どの 記述 も見 られ，種 々 の 点で か

な り集約 先進的要素を持 っ て い た もの と い え る よ うで あ

る。日本海 の 海路に よ る交通 が 早 くか ら開か れた こ と も

幸い で あ っ た し，魚肥 など も早 くか ら北海道 か ら入 っ た。

また ， 当時最先 進 地 で あ っ た近 畿地 方 と も地 理 的 に か な

り近 か っ た こ と もそ の影響 を受け易か っ たもの と思われ

る。

　 し か し，こ れ ら の 点を北陸 4 県全 体 と して 今少し く詳

し く眺 めて 見 る と，上 述の よ うな 先進 的傾向は主 に 加賀

昭 和 47年 10月ユ4日　第47回 講 演 会 で 発表

秋 田　 羽 後

［ls形 　羽 前

宮城　陸前

襯 ｛殿

0．771
．111

．04

ユ．ユ41

．18

な大 きな地域差が 見 られ た。すなわち，県別で は石川県

が 最高，富山県が こ れ に 次 ぎ新潟，福井両県 は 低位で 概

ね東北地方 に 近 か っ た。そ の申と くに高い の は 石川郡 の

1．7石 弱で，こ れ に 富山県の 礪波郡が，　 さ ら に 加賀 の 3

郡 （江 沼郡を加 え る ）が 続い た。こ の 時代で は 最 先 進 地

の 摂津 ・河内 ・大和で の 2ほ 〜ユ．8石 ， 九州最高の 筑後お

よ び熊 本県城北地方で の 1．5〜1．6石 とが 対比 され る。

　水田 立 地 と して は裏 1ヨ本的性格を持ち，もともと湿田，

半湿田が著し く多 か っ たが，そ の 中，石川，富山両県 で

は 藩政期か ら ナ タ ネ を主 と し，そ れ に 麦を加 え た 2 毛作

が 見 られ，そ れ よ りず っ と後代の 明 治44年で は ， 明 治初

年 に導入 さ れ た レ ン ゲ の 作付 が富 山 県で 水 田 の 60％，贋

川 県で 25％ に もの ぼ り，

一方，麦 ・ナ タ ネ作 は 数％ 程度

で あ っ た。しか し，新潟，福井両県で は水 田 の ほ とん ど

が 低湿で 休閑 に お か れて い た 。

稲 作 技 術 の 変 遷

1）栽培法の 概括　本報 の 主体で あ る作季 ， 晶種の 点
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は 後で 別 に 述 べ る こ と と し， そ の 他の 技術を一べ つ し て

お こ う。 入手した 資料の 関係で ， 藩政期で は い ずれも北

陸地方巾の先進地の 事例だ けに限られ て い る 。 概ね18世

紀の 加 賀 の 農霄
一

改作所1日記 （ユ699）3
｝

，耕稼春秋 （1707），

農 事 遺 書 （1709），耕作大要 （1781）7，

な どに よ る と ， 育

苗法に つ い て は とくに 留意 され，苗代 は用水 コ ン ト 卩 一

ル の 効 く 「堅刑 （乾 田 ）が よい と され， 種籾の 水選，

浸種期問 の 短縮， 播種量 の 減少
一

薄い 場合 は早晩稲平均

で 里方 6升，また は 中稲 7〜 8升，19瞳紀前期 で の 中稲

4・6升，晩稲4．2升 な ど一が 見 られ ， 用水管理一
浅水保持

や生育途中の 落水な ど
一

が と くに周到 に行 な わ れ た 。 ま

た ， 肥料 の 分施，干鰯の 追肥な ど もな され た。本地方の

育苗 は，朿北地方に 比べ ，もち ろん い くら か は気象 卜二の

有利性もあろ うが，周到な方法 が と られ た の で ， 刷番さ

れ，苗代日数は33〜35阿の 短 か さで ，そ れ が 早殖に 連 ら

な っ て い た の で あ る 。 こ れ に 対 し，東北 地方で は 明治21

年 ご ろで は なお播捶が お そ く，苗代 日数 は概 ね5  日で あ

っ た。な お，本 田 に おい て も富山県新川郡 の 事例 （1658）

で は，1か ん な べ HS」一水 凵 に 冷水 を溜 め て 温 め る一に よ

る 本田 で の 温 水 化 な ど もは か られ た。以 E一の 点 は ，
い ず

れ も早植 を可 能 な ら しめ る た め の 有力な低 温克服対策で

あ っ た と考え られ る 。

　施肥 に つ い て も進 歩 した面が 多 か っ た よ うだ。18世紀

ご ろ で は もちろ ん 自給肥料が 中心で は あ っ た が ， 油粕 ，

干鰯 な どが い くらか補助肥 と して用い られ た事例 もある 。

こ れ らの 金肥 は稲俘に は 始 め は 苗代用，また は 本田で の

追肥 と して少暈が 施用 され，19世紀 か ら本肥 と して も用

い られ て い る 。 油粕 の 入手は 地元で の ナ タネ 作 とも関係

が あ っ た もの と思 う。 鰊肥料の 施用 は 明治10年ご ろ まで

に すで に近畿， 瀬戸内地方 と ともに本地方 は主要地 域 に

な っ て お り， 明治21年 の 統計で は北海道 か らの 鰊肥の 移

入 は 富山県 を始 め と して か な り多か っ た。当時鰊肥料 は

東北地方で はまだ普遍的で は なか っ た。もう一っ 本地方

の 特色 と して はユ9世紀巾菓 ， と くにそ の 末期 か ら裏作 レ

ン ゲ 俘が 普及 さ れ，そ の 後過燐酸石灰 の 施用 に よっ て そ

の ’［三草量 が 増 大 した。

　以 上 は 北陸地 方中 と くに 繋約 な地域で の 藩政期の 稲作

実態 の 概要で あるが，そ の 他 の 地方 に つ い て は栽培法 に

関する 資料が 乏 しい の で 明確 で はない 。 しか し， 前掲 の

反収 の 変異や 明 治中期以降の 作季，品種の 関係か ら 見 る

と，稲作技術の 集約度 は上 述 の 地 方 に は及 ば な か っ た も

の と考 え て 誤りない で あ ろ う。

　 2）作季の 変遷 　ま ず ，
17世紀末ない し18世紀 の 集約

地 の 石川 ， 富1「．1両県下の 資料 を第2 表で 眺 め て見 よ う。

　　　　　　　　　　 第 2 表 　　藩 政 期 に お け る加 賀 ， 越 中の 水 稲 の 作 季 （新 暦 換 算 ）

一
県 国 翌生L　　　　石 　　　　川

資　　料

浸　　種

播 　　
’
種

県　　　　（加 賀）

　 　 　 　 　 1
農 甑 日誌 8〕

　（1804）　　　…　　　（1844）

江 沼 都　1 江 沼 君1〜

雷　 01　 県 　 （越 巾）

改 作所 旧 記
m

　 （1699）

　 石 川 郡

一一

痴齋 耨厂 1

　　 （1707）

　 　 石 川 郡
　　　　　　　 1

加賀 江 渭志 稿
9）

…
川 合

費籌譜
書 1°）

「
田

柴麗灘貫
u 〕

　　　　　　 ．礪 波郡野尻村　　　 越　　じ｛1
　 　 　 　 　 　 1

献 日細 （33Ht して ）
　 　 　 　 　

左直　　　イ寸　
‘

　5 月23日ヒ頁　（斗三

　　　　喀告貂醜
）
（筒

　　　　 ！上 30 口 眈）麦田

　　　　　　　13 ・」
−1・21日 よ り20i （旧 勵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20日 間

　　　　　　　1日間　　　　 l　　　　　 I

4 ・・2°一
濕 ）

4 月11・12
− 3・ヨ14EiI

　　　　　　　｛33〜3姐 　　 I　　　
I

　　　　　　　 5月15日　（i日4　　4 月19〜 21Ei

　　　　　　　 月 11i旬が 最麌で 1麦 田 5 月 5 日 1
　　　　　　　 お そ い 年 は ド旬　　　　　　　　　ヨ
　　　　　　　 に か カ〉 る ）　　　　　　　　　　　

i

　　　　　は 6月ユ7日 （半
　　　　嶝生 15賄 まで ）

刈 　 　取 1
　 　 　 　 1

　早　稲 190 〜100H

中　稲 120〜130H

　9J92 〜5 ［1
　 （110〜113ED

　9月 30日〜10月
1　1 日　（138，9日）

稲 1秋 土 用 少 前 よ bI10 月 7 〜10日

lll）

旨 刈 始 め ， 土 用 の
1

こ ろ 大 形 刈 仕廻
．

1 う （10丿
一
亅18〜30 ．

1
日頃，　148〜160

（145〜148 日）

刈 始 め

　　 8 月 5 ヒ1

（〜8 月19日

　　　 ま で ）

　　　　　　　3 月 21口 よ り20

、抑 ．、、膿 日
日

33 日　　　　　
旨 33日

5月2°
繍 2

‘月18°

｛二

翻
1
、 ，）F 月31日

（、5E，）

旨　 　
9f！55i

，。畔
．

ll°月1撒 ，

．
1嶋

温，。、 ）
。

｝

3 月 31H よ り10
日間

4月17H

約 30 口

5H18 日

9月 1 日頃
　　　 （106H ）

9 月ユ1日 頃
　　　 （116日 ）

10月 22日頃

　　　 （157H ）

（備 考 ） ＊ 山方 で は さ らに 20日お くれ る o
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播種 は新暦で 概 ね 4 月中 （下）旬 ， 苗代 目数は 意外 に短

か くて30日余 りで，田 植は 5月中下旬で あ っ た。こ の 平

坦部の 基準 に対 し，山閼部で はかなりお くれ ， 富山県礪

波郡 の 例 で は20日前後 お くれて い た 。 また，平坦 部 の 麦

作田 で は 6 月中旬ご ろ で あ っ た。刈 取 期は 早稲で 8月下

旬〜9月上 旬 （1部の 特早稲 は もっ と早い ），　 中稲 で 9

月中下旬 ， 晩稲で 10月中 （下）旬ご ろで ， しか も晩稲が

多 か っ た 。

　上 述 の 作季の 傾向 は 明 治20年 ご ろ で も，第3 表の よ う

に，上 記 の 集約地域で は ほ ぼ 「司様で あ っ た。安田
1 

の 示

した富山県 5郡 の 事例 （1881〜87）で も ， 播種は 概 ね平

坦 部で 4月中下旬，山閥部で 5月中旬 とな り，ま た堅田

の 方が 沼 田 よ り数 口お そ い 。田 値 も 5 月中旬が 最盛 で ，

堅田や山間部は 5月下旬〜6月中旬 とな り，収穫期 は前

述 の 藩 政期 の 期 日 と ほぼ 同様で あ っ た 。 こ の 作季 は か な

り地 方差が 認 め られ，石川 県で は 能登が や やお くれ た 。

　一方， 新潟 ， 福井両県で は 藩政期の 資料が きわ めて 乏

しい 。
19世紀前半の 若 狭pa24｝で は，早 植地で は早稲を主

と し た 4 月中旬播，
5月下旬植 が と られ た が，一般 的 に

は 5 月上 旬播，6 月上 旬植 な い し 5 月中旬播 ，
6 月 下旬

　（夏至 ）植が多く， 最 も晩 れ た も の は 7月始 め （半夏生）

植 に まで お よぷ 場合 もあ っ た。明 治 20年 頃 で は作 季 は 上

記 の 時代よ り全体と して早 まっ て い る。こ の 2 県で は ，

上記 の ほ か に は 比較す べ き藩政期 の 資料 が な い の で ，明

治前期 に っ い て 先進 地 の 石 川 ， 富山両県 との間で 比較し

よう。 こ の 2県で は，先進 2 県 に比 べ
， 播種，田植期が

お そ く， と くに それ らの 終期が 大 き くお くれ て い た。こ

の 両県で は福井 の 方がか なり早か っ た 。 収穫期 に っ い て

は 表 を省略 した が ， そ の 始期は両地 域 と も大 差 は な い が，

終期は 石川，富由両県が 10月半ば まで で ある の に 対 し，

新潟 ， 編井両県で は 11月始め となり， 収穫期全 般 と して

も あ る程度 お くれて い たもの と思 われ る。こ の こ とは，

晩稲 の 多 か っ た こ とを示 して お り， 福井県 で 最 も水田の

広 い 坂井郡 で も明治21年 の 農事調査
23｝

で 「従来晩稲 ノ ミ

ヲ 作 リ シ モ ー ・
漸 々 早中稲 二 変 ズ ル モ ノ ノ 如 シ 」 と あ る 。

こ の 両県で は藩政期 に お い て もこ うした事情は恐 らくあ

ま り変 っ て い な か っ た の で あ ろ う。

　 な お，この時代 の 作季 は，石川，富山両県 は 当時九 州

地方で 多か っ た早稲早植栽培 に，新潟県 は概 ね 東北地方

で の
一

般栽培 に近 似 し，福井県は そ れ よ りや や 早か っ た

が，播種 ・田植な どの 各作季 の 始め は もち ろん 東北地方

よ り早か っ た とい え る 。

　 次 に は，こ の 作季の 明治20年〜4．4年 （便宜．．ヒ明治後期

と呼 ぶ ） と 明 治44〜昭 和 8 年 （大 正期と呼ぶ ） との 両期

第 3 表 　　北 陸 ・東 北 地 方 各県 の 水稲作季 の 郡別変異 （明治20年頃）

月　　　　　 4 5 6
地 方 　県　別

日　 10
　　　　　 　

　  

02 031 10　　 20　　 31
、　　　　　　　　　 I　　　　 I　　　　 I

01 02 0
−

3

　

12

ー

ユ

　

　

　

　

　

　

　

さ

ユ　
　

　　
　

　　　
ヨ

潟

山

川

井

新

富

石

福

　

陸

　

北

11DO／

335

　 　 　 　 　 　 　 　 i （B）
2　 4　 7　 3i

　　　　　　　　 il

　　 l　　　 i／

4　 　 2

323

ユ

4

3142 5　 　 3　 　 4　 　 3

−弊

2

1　　 3　　 2　　 1　　 2

　 　 1　　 7　　 5

1　 　 2　　 4
　 　 　 　 4　 15　　 2

1

田

形

城

島

秋

山

宮

福

　

北

　

東

　 　 　 　 4　 　 2　 　 2　 　 1

2　 　 2　 　 2　 　 5　 　 2

　 　 　 　 3　 　 2　 　 8　 　 1　 　 3

　 　 　 　 　 　 11　 　 9　 　 2

（備 考 ）   播 種 期 ， 〔B｝田 植 期，各県統 計書 に よ る。

第 4 表 　 北 陸 ・東 北 地 方 の 累 別 の 水 稲 作 季 の 動 き

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 播

地 方　　 県　　 　
一一

　　　　　　　　 ｝IJj評台20向三頃 13＞

種　　　　期 田　　　 植　　 　　期

　　　　月 日　 丿」日

潟 工2）　　　4．　5〜5．20

しLI　　　　　4．10〜4．18

」［｛　　　　　4．15 〜 4．23

井
23＞

　　　4．　8〜5．　5

明治 44年 14）

　 昭 和 8 年
ls｝
　 明 治 20年頃　　 明治44年　　　昭和 8年

北陸

新
自

石

福

旬
下

中

…
司
　・
　

　・

．
丿
4
　

　

4

〃

4．巾 〜 5．上

月旬
4．下
4．中
4．154
，20

月 日　 月 日　　　 月 旬
5．5〜6．26 　 　 6，上

5．20〜5．30 　 5，中 〜 6．上
5．　18〜6．　10 　 5．　1ill〜5．下

5．21〜 6．20　 5．下 〜6．．中

　

　

上

旬

中

鴫

月
賎

下

　

　

5，
〃

5 末 〜 6 初

　 　 　秋

　　　山
東北
　 　 　宮

　　　福

田

形

城

島

4，20〜4．30

4．2 〜5．　5
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4．20〜 5．　1
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　4．中下

4．下 〜 5．上

　4．中下

4．
’『
ド〜5．一丘：
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6．　7〜 6．30
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中

下

下

ヒ
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〜
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ー

中
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間内に お け る 動きを，第 4 表に よ っ て 見 よ う。北 匿 全 体

で 見 る と，播種明 にっ い て は ， 朋治後期 ， 大 iE期 ともあ

ま り明瞭な 変化 は示され て い ない が い く らか早 ま っ た と

も見 ら れ ， 田 値は 明治後期 に
「
ドまり，大正 明で は ほ ぼ 同

じか 却 っ て ｛⊥ カ な 晩れ の 兄 られ る と こ ろ もあ っ た。地域

的 に は 潘種， 田 値期 と も新為，佃 井両県 の 方が い くらか

早まりが が大 きい よ うで ある 。 しかし，石川，高山両県

と新潟，福井 両 県 との 間で は 作季の 左 が 依然 と して
’
3V め

られ ， 前者の 万がかなり早か っ た。 昭和始 めで は新潟県

の 作季が 最もお くれて い た。刈取期は両時期とも全休と

して や や 早くな っ たが
， と くに 明治後期 の 刈取終朋の 早

まりが 著 しか っ た。一
方 ， 未北地方で は t 北陸地方 に 比

ぺ る と，播種期 は あ ま り茉 が な か っ たが ，大正 期で は 秋

田，山形 力 甲ま り， 田柏期は両時 1田とも早化 が は っ きり

見られ てい る 。 刈取期の 早化も北陸地方 に比 し，全体 と

して 大 き く，やは りそ の 終期 の 早化が 明 治 後朋 で は と く

に 朞 し く， 大 TFmaで もか なり大で あ っ た。

　 しか し，第 4表の ような県
一

木 と して の 大 ま か な脅季

の 表示の 仕方 で は，旬凵一と くに
’
卜旬

一
以下の 比較僅小

な差 は 覆われ勝ちで ， 上 述の 考 察 も大変大雑把 な もの で

あ る こ とは免 が れな い 。

　 そ こ で ，幕末 か ら昭和前半期まで の 作子：の ］／bき を さ ら

に 丁確 に捉 え うる
．・

資料 と して ， 石川 郡館畑村許佳の 粕

農家松娠
一

秀氏の 同 郡一一i」に 関す る 。己泳
16）

を整 殫 する と，

第 5 表の よ うで あ る。本 衣 で は幕末か ら の IIi陣 や 作季の

第 5 表　 石川 郡 に お け る 水 稲 の 川 種 と 作季の 勳 き
1 

攤 無 代

響

月

贓 曩穫譜
巾百 （幕末）期　　〜1．860　4．20　　　　　　　　 1 プ1、

大場前半期　1860 〜 19004 ，20　　　　　　　　 8 合

”
後半期　1900〜ユ915　4．⊥0　　　　　　　　 5 合

千 葉 錦 期 1915〜19314 ．10

農林 1 ・琴｝萋輿　　1933〜ユ950　4．10

　　　 （9．10）＊

　 5．16　　9．10
5．F戸旬　　8．30

（備 考）　巾 着 （晩）， 大場（中 ノ 早），千果 銅 （早 ），

　　　　農 林 1．号 （re4s）
　　　

＊

後 年 の 大 拗 は 系統 分 離 に よ り早 熬 化 し た

　　　　 と云 う

動 き力 実 に 明瞭に 示 さ れ，穂皇型 晩 （また は 中 ノ 晩 ） 稲

の 巾着の 晩播晩｝「旦栽培（4月20出播，5 月25日植，10月上

旬刈）か ら概 ね 昭和 8 年以降の 偲数型特甲稲の 農林 1 弓

の 早播早栢栽培 （4 月 10口播，5 月半 ば植 ，
8 月30E 「刈）

となり，そ の 間で 播種，田 桓期 は そ れ ぞ れ 1  目同ずっ 早

まり，刈取期 は漸次早熟種 が 採用 され て 実に 35〜 40 日の

早化を冕た の で あ る 。

　こ の よ うに，技術の 変遷過程 か ら兄 る と， 北陸地 方 に

お い て も，暖 地 ほ どの 大 きな作季の 動きは ない に して も，

晩稲晩値 か ら早稲早値 へ と， PipSt と作季とが組に な っ て

は っ きり動い て い る こ とが わ か るの で あ る。作季 と晶種

の 熟期との 関連を今少 し く北陸地万 に つ い て 眺め て 見 よ

うe 藩 政朋 の 地方農書で は，作季 は 早中晩
一

本 と して 記

載 され て お り， こ れだ けで は早晩 に よる 違 い が は っ きり

しな い 。　しか し，「耕稼春秋」
4）

（1707）で は 田植期 は 5

月 15日 頃 と して
一

イで 示 さ れ なが ら も， 施 肥 法の と こ ろ

で ｝ま植付肥の 施用期を早稲 5 月上 中旬，中晩稲 5 月下旬

と して い る こ とか ら両者 の 田植婀 に い くらか差 の ある こ

とが 推定 さ れ，　 ま た
， 「耕作大要」

7〕
（1781） で は 「早稲

ハ 五 八 日モ 早 ク植ル
， 早桶旭 ト云 ， 中稲晩稲 ハ 遅 ク植 ル ，

大田植或 ハ 人 サ ツ キ トモ 云，亦数凵 カ カ リ植 ル モ ノ ア リ」

とい っ た ll［！述も見 られ る 。 さ らに ， 石川，富山両県 の 統

苛亠
・
及び新潟県の 晟 争調査 の 郡朋 資料 に よ る とs 明治20

年 ご ろで は 田柏期は 郡 に よ っ て は早晩 稲 と もに 同時 で あ

っ た とす る と こ ろ もあ る が ，弄 邑 の
一
5 め られ るJ−i合で も

早
一一

中生 間で 最大 5 〜6 日程度，中一晩生閥で それ よ り

い くらか 大きくせ い ぜ い 数 日 〜 10日位 で あ っ た。こ うし

た こ とか ら，多 くの 地力農書で は作季 をた だ一
本 と して

r，dkaしたの で あ ろ う。こ の よ うに 品 種 の 熟期 と作季 との

生態的関係 は仔細 に見 れ ば，北匡地方で も明暸に 保た れ

て はい たが ， 暖地 の 場合ほ どそれらの 変化 の 程度 は 大 き

くは なか っ た。

　上述の ような作季は終戦期まで は 殆ん ど動か な か っ た

が，戦後 に い た り，11！i和24年 か らの 保温折衷苗代， それ

にっ つ く畑 面代 ， さ らに トン ネ ル 苗代 とい う
一

連の 保護

育由の 導入に よ っ て
一一一

入促進 を見 た 。 戦 晦 の 口然 条 件 下

の 短冊水苗代 の 場合で は ，
い か に育苗 に 周到な管理 を行

な っ て もすで に」褐直の 可能 な 限度 に まで 来 て い たの が ，

保勢 盲代 とい う新 しい 低温 克賑 丁段 の 採用 に よ っ て，田

植期の
一

層 の 促 進 を可 詑 な ら しめ た わ けで ある 、 こ の よ

うな一
層の 早柏が ま た早稲の 性能の 発揮 を

一
入高 め た 。

　3）品種の 変遷 　熟期 と 「 型 と を主対象 と して 考察を

第 6 表　 藩政期 に 、」 け る 水稲 の 早晩別
目
種数

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ’ll枉 数
県 鍼 4” 　 XK

吋 ・ 
弸 文献

　　　石 月1郡　　　　1707　　　29　20　　33　　　　耕 稼春秋
4 ｝

　　　加　頁　1737〜384473 　92　　加州産 物帳
3）

石 1［1
　　　能 　　登 　　　　　

”
　　　　　35　35　4工　　　　台旨少N　　” 　　3）

　　　　口十　　　　　　　　　　　108　128　166（41％）

　　　走匙　　F［
．［　1737〜38　52　47　103　　　　越 ｛S・1匡産物 　辰3）

出 「⊥亅　　了薦波郡　　　　1788　　　　9　24　　33　　　私 家 農業淡
m

　　　　
受

十　　　　　　　　　　　　61　71　ユ36（51％ ）

福井 越 前 ・7353 ・ 37 ユ28（65％ ）韆騨
井
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進 め る 。

　まず，熟期 に つ い て は，藩政期の 実態 を示す第 6表で

は，早中晩別の 品種数 は，資料を欠 く新潟を除い た北陸

地方全体 と して は晩稲が 最 も多 か っ た 。 さ ら に こ れを 国

別 に見 る と，晩稲品種割合 は石川県で は 40％ ， 富山県で

は50％，福井県 （越前の み）で は65％を占め，当時の 集

約地域 と推定 され る地方 ほ ど晩稲品種割合 が 低くな り，

相対的 に 早中稲品種割含が 高くな っ て い る。集約度の 低

い と考 え られ る 越後 につ い て は当時 の 資料 を欠 くが，そ

の 後 の 明治17〜21年統計
12）

で は 熟期別作付比率は 早稲27，

中稲33，晩稲40％ を示 して い る こ とな どか ら考 え る と，

そ れ 以前で は恐 ら く晩 稲 率 は さ らに 高か っ た も の と考 え

られ る 。 藩政期で は 加賀や 越中西部の 最集約地域で は

「弥 六 」 （中 晩 生 ），「皆済」（主 に 晩生） な ど の 品種群が

多か っ た 。 こ れ ら は み な 当時の 多収型 で あ っ た 。

　藩政期 に お け る 加 賀 国 の 農 霽 と 思 わ れ る 「理 塵集」
25 ）

（年代不 明）で は 「御領国之 分早稲米 は
一
トケ

ー計也 ， 中

乎米 は 三 歩計 ， 奥手米 は 六 七 歩計多 く作 る ti　］ とあり，

19世紀始 め に 出た 「農業 談 拾遺 雑録 」
20 ）

（1816） の 中 に も

「近 年越 中 に て は昔 の 中稲 を晩 稲 の 様 に 心 得 て 多 く作 る

な り」 と述 べ ，集約地 と考 え られた 富 「［【県西部 （こ の 書

σ）著者 の 住所）で も ，
こ の 時代以前で は な お 晩稲 が 多 か

っ た の が，当時中稲 に 転換 され た こ とが わ か る の で あ る。

ま た，若狭 の 「農家蒙訓．i24］

（1840） で も 「晩稲近†H：利

あ らず」 と して 以前に 多 か っ た 晩稲 の 減少 を ほ の め か せ

て い る よ うに 思 わ れ る 。

　 藩政期の 晶種関係は 明治末期で はかなり大 きな変化が

見 られて い る 。 明治4e年 ご ろ の 加藤 の 調査 資料
19｝

にっ い

て ， 主要品種 の 作付面積を県毎 に 集計 して 見 る と， 石川 ，

富山両県で は中稲が 圧倒的 な普 及 を見せ た の に対し ， 新

潟県で は な お 晩稲品種の 普及が 目立 っ て お り，作付面積

の 表示を欠く福井県 の 分 を明治44年統計
14）で代用する と ，

早26，中36，晩38％ とな り，新潟県 と と もに晩稲 が なお

優占 し なが ら中稲 と相伯仲 して い た 。 こ の よ うに藩政期

〜明治期を通 じて 考え る と ， 晶種の 熟期別作付割合は藩

政期で は晩稲 が 最も多 く，漸次中稲が こ れ に 代 っ て 来た

が，こ の 中稲化へ の 速度は 石JII， 富山両県の ような集約

地域 ほ ど早 く，新潟 ， 福井両県の よ うな集約度の劣る 地

域 ほ ど晩い 傾向が 見 られ て い る。こ の 変遷過程で は19世

紀中葉 （幕末期） に 上記の 集約地域か ら選 出され た中稲

の 大場 （中稲の 早）， 石臼が 明 治中期から大正前半期の

主 力品種 とな っ た が，こ れらは従来の も の よ りや や 短稈

で 中間型 な い しか なり穂数型 の 出色的多収品種 で あ っ た 。

　 ま た，こ うし た晩稲 → 中稲中心 へ の 動 きは，安田
2｝

に

よ っ て 示 された 石川，富山両県 に お ける 贔種の 18世紀前

半期 と20世紀始 め との 間の 生育日数の 変異表を比較 した

第7 表か ら も きわめ て 明自で ある 。 な お，こ の 第 7 裘 は

安田の 原表 を簡易化 して あ る 。 藩政期で は 明治後期 に 比

べ ，品種 の 早晩の 変異幅が 広 く， 晩稲 の 割合が著し く多

い が，そ れが 後 に は中稲 が主体 とな っ て行 っ た姿 が よ く

わ か る の で あ る。
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第 7 表　 晶種 の 生育 日数別変異状況 の 時 代 差
2｝

年 次 亘§8 ユ器是8醤9捻8塞8 計

　 　 　 　 　 　 1　　　 1　　　　 1　　　　 1　　　 、I　　　　 I　 、

1737〜38

1911〜 212113132136206

　72 　 660

113　　528　 413　　　3 1
，
062

（備 考） 生 育 日数 120〜140日位が 中稲 の 範 ［州

　　　 原表で 計 の 数字 が 合わ な い
。

　明 治末期 よ り大正期を経 て 昭和30年ご ろ まで に わた る

北陸地 方 の 品種の 熟期別の 動きとそ の 具体的晶種名を示

す と， 第 8 表の よ うに 要約さ れる （著者は 戦後 の こ とは

第 8 表　 北陸 に お け る水稲早晩別の 動 き2P

　　　　早 　中
．一
醜
一

年　次
　　　　稲 　稲　稲

主 　　要　　品　　種

　　　　　　　　　　明治40年 以 前 ： 大 場，石 臼
　　　　％ 　 ％ 　 ％

明 治 4419 　5328 　　 ” 　 以 後 ： 大場 ， 石 臼 ， 愛国

大 EIO 　225226 大正10乍以 ｛受 ：大 場 愛国，銀坊主

Il召禾0　2　24　44　32

〃 8265 ・ 24 昭和 6 ・4 ・・ 後 牌
1
黜墾

駐

1
’．

15393823

〃　　22　 36　　38　　26

〃 ・・ 453 ・ ・5 昭 和26ff・」後 ・譬場暑鑢
襯

（備考 ） 明 治 44疎分
1窺 ま各県 の 早 晩％ の 平 均

取扱 わ ない こ とに して い る が， こ の 場合は と くに 関連 が

深い の で ，
い く らか 触 れ る ）。　 こ の 期閲内で 明治期か ら

引続い て 中稲が優位 を占 め た の は 昭 和 10年 ご ろ ま で で あ

っ て ，その 後 は漸次中稲 の 主座 は 早稲に よ っ て 置換 え ら

れ，昭和30年で ぽ全 く逆 転 し，さ らに 昭和40年で は皐稲

作付率は60％ に も及 ん だ 。 こ の 早稲化へ の 経 過 で は 農林

1．号お よ び同種を片親 と した新育成種 が きわ め て 電 要な

役割を演 じて い る こ とが わか る。こ れ らの 品種は と くに

基本栄養生長性の 大 きい や や 感温性の もの が主 体 で あ っ

て，戦後，と くに 昭和30年あた り以後保護苗代 に よ る育

苗の 進歩 に よ っ て 作 季 の
一

層の 早化 が 見 られ ， そ の た め ，

こ れ らの 早生種の 性能 ば 『・
入効果的 に発 揮 され る に 至 っ

た の で あ る 。

　か くして，本地 方 の 稲作は藩政期で は晩稲 が 主体で あ

っ た の が，ま ず育苗改善，田植の 早化 と結 ば れ て ，中稲

化 に よ る 熟期の 促進が 見られ，昭和10年 ご ろ か ら現 わ れ

た 早稲増大 の 気運 が 戦後の 保護育苗 の 進 歩 に よ る い っ そ

うの 早植 に よ っ て さ らに 促進 さ れ，
つ い に早稲 の 主 体化

を招来 した の で ある 。

　草型 に つ い て は ， まず明治29
，
30年 に お け る 新潟 農 試

の 品種試験 の 結果
2！｝

を著者 が 整理 した第 1 図 にっ い て 説

明 し よ う。こ の 試験で 供試 されて い ない 福井県 の晩稲を
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除い た北陸の 殆 ん ど全 域 の 品種 と，

比 較参考 と して 東北， 九 州産の 晶種

の 成績 を 掲げて おい た。まず ， 気 の

付 くこ とは 北陸 地 方で は短 稈 （穂数

型 が 主 t た だ し早稲 で は穂数 も多 く

な い もの が多い ）品種 が 多い こ とで ，

当時東北地方 の 品種 に長稈 （＝穂重

型 ）品種が多D・　
＝，た の と著 しい 対照

を示 して い る 。 こ の 時代で は 九 州で

は穂数型 の 神 力 が か な り作 られ始 め

て は い たが ， まだ長稈穂重型 中稲が

広 い 地歩を 占 めて い た。この 九 州の

穂 重 型 品 種 と 比 べ て も北箜の 品 種は

もちろ ん穂数型 の もの が 多 か っ た。

今，第 1 図 の ワ ラ長 の 変異を中央部

の 3．3〜3．4尺 の 問で 2 分 し
， 短稈，

長稈種 に大別す る と， 短桿品種数割

合は早，申稲で そ れ ぞ れ約70％，晩

稲 で 23％ とな る。そ こ で 短稈穂数型

品種を集約栽培向き， 長稈穂重 型晶

種 を非集約栽培向 き とすれ ば，晩稲

で は非集約栽培向き品種 が多 い の に

株

茎

数

3e

16

22

18

i4

iO

：6 30

ワ　 ラ　 長 （切

32 　　 　　　 34 　　　　　 36 3s
’

4e

第 1 図　 北 陸地 方 の 水稲品種 の 草 型 （新 潟農 試
12 ）

， 明治 29，3 年 平 均 ）

対 し，中 稲 （1部 の 早 稲 を含 む） で は 多 くの 集約 型 r碯種

を含み ， 晩稲一〉（早）中稲 へ の 動 きは草型の 方か ら見 て も，

稲作の 集約化 に対応 して い る もの で あ る こ とがわか る。

こ の 点は 暖地 の 揚合，中稲で は 穂重 型 が 主で ，晩稲で は

穂 数 型 が 多 か っ た の とは正 反 対 で あ る。こ の 図 に 示 さ れ

た北陸地方の 全 供試品種71種中，

仁
11中稲の 短桿穂数型品

種 の 割合は実に55％ に も達 して い た。な お，こ の 7】．品種

の 熟 期 別 内 訳 は早稲 13，中稲45
， 晩 稲13で，中稲 が 著 し

く多 か っ た 。

　富由県西部地 方 は 古 くか ら と くに 「種場」 と して 知 ら

れ た とこ ろで あ る が ， 一ヒ記 よ りは い くらか 早い 明治2／年

の 同県五 個上 巾野村 の 採種業者 「拡種社」 の 稲品種 の 広

告書
工゚ 〕

に よる と ， 水 口条件 と 品種 と の 適応関係 が 美票 に

示 され て お り，そ の 場含 の ．冊顳 の 特性 と して は株殖 （分

蘖数〉 の 大小
一

概ね 穂重，穂数 型一
が 選 択 の 対象 とな っ

て い た 。 多蘖種 11，中蘖種28，少蘖種 4 種 とな る が ， 多

蘖種 は そ の 殆 ん どが沃地向 と され ， そ の 中に は 後に 本地

方で の LP 心品種 と な っ た大葉 （大場）， 石薑の 皐
’．1稲 が 含

まれ て い た （こ の 場合 は大葉は 早稲 に 所属 させ て い る ）。

　大場 ， 石 臼は 概ね 大正期か らの 増肥傾向一と くに その

宋期か らの化学肥料の 導入 に よ っ て ， 耐病 ・耐 肥 性に っ

い て 弱点をあ らわ した の で ，ま ず，稲 熱病 に 強 く耐 肥 性

が 大で ，豊凶差 の 少 ない 愛国 （中稲） に，次い で ほ ぼ類

似 した 多収
1

性の 銀坊主 （中 ・晩稲）
一

と もに 当時 の rl： 間

型
一

に 代 っ た が，さ らに 銀坊主に や や お くれ て 眉 和 8 年

ご ろ か ら特早生 穂数型 の 農林 1 号の 普及 が 始 ま り， 漸次

その 普及 率を高め ， 戦後に は こ れを片親 と した 同型 の 早

稲中心 に りJ換 っ た の で ある 。

結 言

　水稲 の 作季 は北陸地方 に お い て も， 戦前で は九 州 の 変

化 の 場合ほ ど の 大差 は ない が ， か な りの 日数 の 早化を見

せ ，そ れ に 応 じて 品種 も菅 の 穂 重 型晩稲か ら穂数型 早 中

稲 重 点 に 美薯 に 動い た。しか も ，
こ の より早熟な品種を

用 い て の 早樵化 は 集糺
「

地域ほ どその 周到な育苗法 に よ っ

て 早い 時代 か ら行 なわ れ て お り，加 賀 お よび越中醐 部平

野 で はすで に中稲早禮栽培 と して 藩政期か ら見 られた。

こ の よ うな集約 地 域で の 早化は東北地方 よ り著 し く早 く

か ら見 られ たが，非集約地域で は東北 とあ まり大差 ｝まな

か っ たようだ。戦後で は 鎌護育西の 採用 に よ っ て 作季 も

一一・層 早 ま り，そ れ に 好適 した早稲が 中心・とな っ た。
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