
The Crop Science Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Crop 　Soienoe 　Sooiety 　of 　Japan

81

南九州に お け る畑作物の マ ル チ栽培に 関す る研究

H ，甘 し ょ の マ ル チ 栽 培下 に お け る 地温上昇 と生育， 収量

　　及 び養分 吸収 と の 関係 に っ い て の 一考察

内　 　 　村 　 　　 　 　 　 力

　　 （鹿 児 島県 農 業 試 験 場 ）

は 　　 じ　　め　　 に

　第 1報
1）

で 畑作物 の マ ル チ 栽培
一
ドに お け る 生 育反応 の

ち が い を明 ら か に し，中 で も
’
日
’
し ょ ，落花 樵 は き わ め て

増収効果が 高 い こ と を報告 した 。 こ れ ら マ ル チ に よ る増

収効果は ， 保温 に よ る 生育促進，養分溶脱防止 ， 土 壌物

理 徃 の 悪 変 防止 等，一般 露 地 栽 培 で は み ら れ な い 独 自の

土 壌 環 境 と生育反 応の 姿 が ある こ と を指摘 した。本稿で

は マ ル チ 栽培下 に お ける 増収要因解析 の一
っ と して，地

濕 の 上 昇 が 生 育収量 ， お よ び養 分 吸収 に どの よ うに 反映

されて い る か に つ い て ， 検討 をお こ ない 若干の 知見を得

た の で 報告す る 。 本試験 は鹿児島農試大隅支場 で行 な っ

た もの で あ り，そ の 実施 に あ た っ て は，元 大隅支場畑作

営農研究室長 ， 加藤哲明氏，主 任研究員，宮下茂樹氏 に

助譜を賜 っ た。 ま た無機成分の 分 析 は鹿児島農試 ， 主任

研究貴 ， 野 口 純隆氏 の 協力 を得た。こ こ に 深甚の 謝意 を

表す る 。

試　　験　　方　　法

　試験区の 構成 ： L　 低地温区 （マ ル チ 内の 地 温 ．、ヒ昇 を

防ぎ，無 マ ル チ 区 と同地温 に 経過 させ るた め に，透 明 フ

イ ル ム で被覆 し ， そ の 上 に黒 色 火山灰土 を 3〜 5cm程度

被覆した。
2．　中地 温 区 （黒色 フ ィ ル ム を被覆）3・ 標

準区 （透 明 フ ィ ル ム 被覆） 4．　無 マ ル チ 区 。

　供試品種名： コ ガ ネ セ ン ガ ン 　移植時期 11970 年 4 月

23日，施肥 量 （a 当 り） 堆肥 120kg，苦土 石灰10  ，い

も高度化成 6   （N ． 8，PttOs．14，　K20 ・　25）を全 面散衛

し，深 さ15cmに攪拌した。

試 験 結 果 お よび考 察

　1． 設 定 した 区の 地温 の 推移

　各処理区 の 地 温 を午前 9 時 と，午後 2 時 に 測定 しそ の

結果を第 1図に掲げた。 挿苗後 か ら 5 月下旬頃 まで は，

そ れ ぞ れ の 処理区に ほ ぼ 予想 通 りの 地 温 差 が得 られ た 。

す なわ ち， 低地濕区 と中地 温 区 は 9 時 で 1．1℃ 〜2．6℃ ，

2時で は 3〜 5 ℃ 中地 温 区 が高 く経 過 し，低地温区 と標

　昭和50年 1月 24日　第52画 講演 会 で 発 表

準区 とは ，
9 時で 2．1〜4．　7℃ ，2 時で 8 〜1．5℃ の 地 温 差

が み られ た 。 低地温 区 は，無 マ ノレチ Lglとほ ぼ 同程度 に 経

過 した。しか し こ れ らの 処理間差 は 6 月上 旬以降 は ， 地

上部 の 繁茂 に よ り小 さくな っ た。

第 ユ 図 各 処 理 区 の 地 温 の 推 移

　2． 地 温 と 地 上 部重 お よび地下 部収鞏

　地 漏 と地上部重 との 関係 に っ い て み る と，
7月 17日調

査 で は地温 の 高い 区 が 地一ヒ都重 は 重 い 傾向 に あ る が，11

月 2 日の 調 査結果で は，地 温 が 高か っ た順 に衰 退 が ひ ど

く， 地上 部重 は 劣 っ た。こ の よ うに生 育 初 期 に おい て は

初期 の 地 温 上 昇 は生 育 を促 進 し ，
つ る の 繁茂 に 好影響 を

与 え る が，生 育 の 後 半 に お い て は 分 枝 の 枯れ 上 が り，枯

葉 の 発 生 を助長す る こ と が 明 らか で あ る。

　上 い も重 に つ い て は ，
7 月17日の 調査 で は ， 高地 温区

ほ ど顕 著な増加 が み られ る が，11月 の 諞査 結果 に お い て

は ， 生 育前半最 も高地 温 に 経過 した標 準 区 の 肥 大 低下 が

屡立 ち，低地 瀏 × と同 程 度 の 収燉 を示 し，中地温 区より

劣 っ た。こ の よ うに 標 準区 に お け る 生 育前半の 地 温 上 昇
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は，後半の 地 上部衰退 を助長 し，肥 大 蠻 低下 の 原因 と考

え られ る。低地温区と無 マ ル チ 区 の 収量 は最終収 か く期

で ユ6％ の 差 異 が み られ たが，こ の 差 は 地 温以外 の 土壌 環

境の 差異 に 塞 つ くもの と 考 え られ る。

よい も重
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育ニセ匚＃UE　7 ／董7 育 生後期11〆2

第 2 図 　地 温 と地一ヒ部雄休重 お よ び 上 い も輩

　3． 窒 素，加 墨 の 吸収量 及 び葉身，茎 中の 窒 素 ， 加 里

　 　 　 比 率

　窒素の 吸 収量 は，地 上 部で は 「ll地 温区 が 最 も多く，次

い で標準区 で，低 地温 区 は最 も少 な か っ た 。 地
．一
ド部 に お

い て は ， 檬準区 と 中地温 区 は ほ ぼ 同程 度で あ っ た が，低

地温区は きわ め て少な く，二 区 の 約 半量 の 吸収量を示 し

た。加里 の 吸収蠻 は地 上 部で は窒素 と同 様 な傾向に あ っ

たが そ の うち葉身巾で は地 温 が高 い 区 ほ ど多 か っ た 。 地

下部 は 高地温区 ほ ど顕著 に増加 し，地 上部，地 下部 の 合

計 で は，地温 の 高い 区 ほ ど多 く， 地温一ヒ昇 に よ っ て 加 里

吸収量 は 明 らか に増加 す る こ と を認 め た 。 ま た無 マ ル チ

区 とほ ぼ 同程度 の 地温で 経過 し た低 地 温 区 と無 マ ル チ 区

を比 較す る と，窒 素 ， 加 里 と もに 低地 温 区 が 多い 吸収量

を示 して い る こ と は，地 温 以外の マ ル チ に よる 土壊環境

の 差異 も養分 吸 収 に影響 して い る こ と を示 唆 し て い る。

　地 温 と甘 し ょ の 養 分吸 収 との 関係 に っ い て ， 津 野 等
2〕

は地温 が 高い ほ ど養分吸収鬣 は 増加 し，特 に 加里 は 顕書
：

な こ と を認 め て い る。本試験 は 窒素 に つ い て は薪干傾 向

を異 に した が，加 里 に つ い て ｝ま同 じ傾向 を認 め た。

　葉身 お よ び茎 中 に お ける 窒素 ， 加里比率 につ い て ： 同

化産物 の 各器官へ の 分配率 と関係 が大 きい と され る
2），

葉 身の 窒 素 と加 黒 の 比 率 に つ い て 各区 を比較す る と， 地

温 が 高い 区 ほ ど窒 素 に対す る 加里 の 比率が 若干 高 ま る傾

向 がみ られた。一
方非億 産 部位 と され る 茎 中に お い て は，

　第 1 表　窒素加 里の 吸収量 （a 当た り 9 ） 7 月17日
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第 2 表 葉身お よ び 茎 中 に お け る N ： K 比 　7 月17日

鋤 導 1
標 準 中墾 鹸 ・・

葉

葉

身

柄

1．工8　　　　1．09

2．ユ3

1．｛，8

2．40　　　 2．41

「無 …

1，042

．　 ，17

地 温 の 高い 区 ほ ど低 い 数値を示 した。こ の こ とは加里が

茎中に 集積 され る割合 が 少 な く，地 温 の 上 昇 に よ っ て 葉

身 に 移行集積 され る もの と考 え ら れ る 。

摘 要

　マ ル チ 栽培
．
ドに お け る 増収 要 因解 析 の 一・

環 と して ，地

温 との 関係 に つ い て 検討 をお こ ない 次 の よ うな 結果を得

た 。

　1，　一・
般 に 用い られ て い る 透 明 フ ィ

ム ル マ ル チ に よ る

地温 上昇に よ っ て ，初期 の 地 ヒ部生育量 は きわ め て 増大

し，い もの 肥 大 量 も増加す る が，生育後半は 地 上 部の 衰

退を助長 し，い もの 肥 大 量 を低 ドさせ る傾向 が 認 め ら れ

た 。 した が っ て さ らに増収 を得 る た め に は，生 育後半 の

肥大量を増加 させ る た め の 検 討 が 必 要 で あ る 。

　2． 無 マ ル チ 区 とほ ぼ 同様 な地 温 の 経過を示 した低地

温 区 と，無 マ ル チ 区間 に 収量 お よ び養分の 吸収量 に差 が

認 め られ た が ，
こ れ は マ ル チ 栽培 下 に お ける 地温以 外 の

一
ヒ壌環境要因の 差異 に よ る もの で ，さ ら に こ れ ら の 要因，
の 解 析 をお こ ない ，検討 を加 え たい 。

　3．　 マ ル チ 栽培下 に お け る 地温 上 昇 は 加里 の 吸収量 を

増加 させ，葉身中に お ける 窕素 に 対す る 加 里 の 比率 を高

め る傾 向 が み られ，い わ ゆ る 「つ るぼ け」 しに くい よ う

な養 分 の バ ラ ン ス が保 た れ て い る こ とは マ ル ナ 効果 の
一

要因 と して 指摘 で き よ う。
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