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水稲 実証 ほ の 取 り組 み

　　　山本　　勇

（佐 賀 県自石農 業改艮普 及 所）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 は じ め に

　白石 平 野 は佐賀県の 南 西部 に 位 i し，西 方 は杵島山の 山

麓部か ら南東 は 有明 海 に 面す る 穀倉地 帯で ，肥沃 な海成

沖積層か らな り，土 地 生 産 性 は極 め て高 い 。

　白石 町 を例 に と っ て も，新佐賀段階米づ く り運動 の 頃

の昭和41年 の 反収 は 625  ！10a（全県平均542  ）， 42年は

648  ／10a（全 県 平 均 540  ）で ， 県 内 有 数 の 米 生産 地 帯 で

あ っ た。また，玉 葱や 蓮根の 生産 も多 く，地域特産物 と

し て 名 を馳 せ て お り，低 コ ス ト栽 培 法 と して 取 り組 まれ

て い る水 稲 の乾 田 直播 も，田植時 の 水不 足 や 労力競合回

避 の 為 に，十 拓地 帯 を 中心 に 行わ れ て い る 。

　しか し ， 佐賀県 に あ っ て 米 作 り地帯で あ る と 言わ れ る

白石 で も，最近 の 収量 の 伸 び は 小 さ く 〔か え っ て 減少傾

向 に 有 り），作 況 指数 104で あ っ た 59年 産 で も575  と

41〜42年に 比べ て 1 俵程度 の 減収 と な っ て い る。

　　　　　　　 水稲栽培 へ の 取 り組み

　昭和 59年度よ り佐賀県 に お い て は ， 水稲高位生産技術

実験圃 を各普及所 ご と に 設 け，県
一

本 で の 技術対応 に 加

え て 各地 区毎の 作況 の 把握
・地 区独 自の 問題 点 の 摘 出 お

よ び 改善 ・実証 を行 う こ と と な り， 白石 普及 所 に お い て

も白石町の 馬洗稲作研究会 の 協力 を得 て 実証展示 圃 を設

置 した。

　 1 ．昭和 59年，60年 に お ける 結果

　 白 石 の 水 稲収量 低 迷 の 原 因 と して は，種 々 と考 え られ

るが，生育 を追 っ て み る と，分 け つ の発生が 多 く後半 は

過繁茂傾向 と な り，後期凋 落 し収量 が 低下す る、

　圃場整 備が 5割程度済 み ， 特に 既 整 備 田 で の 地 力の 低

下 が 大 き く （腐植含量 は 平均 2 ％程度 で ，圃 場整備田 で

は 2％以下）， ま た，は じめ に も書 い た よ うに ， 水稲栽培

面積約6，000ha の 大部分 が 裏作 を お こ な い ，そ の 内の

1，500ha が玉 葱 を作付 し て い る 。

　以上 の こ と か ら，有機物 の 施用 と玉 ネ ギ跡地の 水稲栽

培 を課題 と して ，麦藁施 用 に お け る 資材 の 効 果 ・
前作 と

元肥施用 量 に つ い て 実証展示 を行 っ た。

　麦藁 の 施用 に つ い て は，現 実 に は 焼却 さ れ る こ と が 多

い が ，圃場 排水 の 良い 乾 出 で は，初期 水 管 理 を 適切 に 行

う こ と で 増収効 果 が 認 め られ ，逆 に 湿 田 で は 生育抑制が

お お き く問題 で あ る こ とが，また 施 肥 に つ い て も全 般 に

多 肥 傾 向 と な っ て お り，
玉 葱 跡で は

， 無 肥 料 で さ え初期

生 育 は麦 跡 元 肥 N4 〜5   程度の 生 育を示 し，収 量 は 過

繁茂 の 為 に 玉 葱 跡 は減収 し ， 麦 跡 も多肥 区は 劣 っ た 。こ

の 結果か ら 地区内の 稲の 栽培暦 に お け る 施肥 量 の 変更 を

行 っ た 。

　 2．今後の 問題点

　麦藁の 施 用 法 や 当地 区の 施 肥 に つ い て は，今後 も残 さ

れ た 問題 が多く， 特に 施肥 に つ い て は 籾枯細菌病の 発生

増加．管内主要品 種で あ る レ イ ホ ウ （水稲作付の 5 割程

度）の 収 量低迷 とそれ の 倒伏対策等 を総合的 に 検討す る

必 要 が あ る。ま た技 術 的 問題 と し て は，当地 区 内で ，か

な りの 面積 に 栽培 が 行 わ れ て い る 乾田 直播問題 ， 良質米

の 振興 と し て 取 り組 ん で い る コ シ ヒ カ リの 安定栽培法 の

検討，近年話題 とな っ て きて い る 防除の 効率化〔減農薬）

等が あ る。

　水 稲 に つ い て は ， 大豆 ・麦の よ う に 管理 作業の 差が 直

接収量 に 結 び付 くこ と が 少な く，ま た管理 作業 も平均 し

て い る た め に ， 技術 の 差 を農家 に 認識 して もら う こ とは

なか な か 難 し い 。

　新佐賀段階の こ と は ，農家 の 新技 術 を含 めた 技 術 に 対

す る意欲 は貧 欲 で あ っ た と聞 い て い る。

　 しか し，減反 や 米価 の 抑制で 最近の 農家の 意欲 は や や

低 く，技術 を普及 す る 立場 に あ る普及員の 数 は少 な くな

っ て き て い る 現 在 ，新 技術 や 改 善技術 の 浸 透 を図 る た め

に は，伝達経路 の 再整備 が 必 須条件 と な っ て きて い る 。

　 幸 に も， 白石 普及 所 管 内 6町 村 は ， 同 時 放 送 ・無 線 の

整備 も行 わ れ，また普及所 ・農協 ・共済 ・町村で 組織す

る 指導者連絡会議 を 中心 に，農業試験場 ・専技室 の 現地

指導 を受 け な が ら展 示 ほ の 検討や ， 技術対応 を行 っ て い

る が ，現 場対応技術 の い ち   Lい 確立の 為 に も，よ り
一

層

の 相互 協力体制 の 確立 が 大切 で あ る 。

　　　　　　　　　　お わ り に

　普及 の 現場 に お い て 問題点 を摘出 し ， その 改 tY策 を作

り上 げる た め に は 試験研究機関で の 基礎研究 は，そ の 現

場 の 問題 点 に 直 結 した研究が 望 まれ，専門技術員 の 方 々

に は，よ り新 しい デ
ー

タ ・よ り有意義な 情報の 紹介 ・加

工 を，お 願 い し，そ れ を現 場 で 実証 す る こ とが 大切 で，

普及 と研 究 は
一

体 で な け れ ば な ら な い 。

　 展 示 圃 は，新 しい 技術 の 普及 の 手 段 で あ るが，現 場 の

問 題 点 等 を知 る 大 事 な場 所 で あ り， 特 に 若 い 普及 員 に と

っ て は ， 技術 を 身 に 付 け る絶好 の 研修の 場で もあ る 。 今

後 も展 示 圃 は，十分 に 利 用 して い きた い 。
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