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水稲の 代か き同時土 中点播栽培に お け る播種後の

　　　　水管理 が 生育 ・収 量 に及ぼす影響
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　　　　　　　　 （九 州農業試験場）

Effects　of 　 water 　management 　subsequent 　to　submerged 　hil互seeding

　　　　　　 on 　the　growth　and 　yield　of 　rice 　plants

Satoshi　YosHINAGA，　Tatsushi　ToGAsHI，1〈unji 　StllMoTsuBo　and 　Kenzo 　WAKIMoTo

　　　　　　　　　　　 （Kyushu 　Natl、　Agric，　Exp ．　Stn．）

　九 州農業試験場で 開発 した代か き同時土中点播機を用

い た水稲 の 直播栽培法は，作業性，水稲 の 生 育 の 安定性

に 優 れ る （下 坪 ら　1996a，1996b，吉永ら　1997a）こ と

から，今後の 普及 が期待さ れ て い る 。 本機 は
， 代か き直

後の 土壌中に IOmm 程度 の 播種深度 を確保 して 点播を行

うこ とが 可 能 で ，
一

般的 な湛水直播法 に 比較 して 播種深

度が深い こ とが 特徴 の
一つ とな っ て い る 。 播種深度 の確

保 は，浮苗，転 び苗の 発 生 や 転 び型倒伏 を 防ぎ，生育 の

安定化に寄与す る （芳賀 ら　1997，寺島ら　1997）反面 ，

出芽 ・苗立 ちが不安定 に なる （藤井 ら　 1986，瀬古ら

1987）こ とが 危惧 され る。

　
一

方，湛水直播栽培 に お け る 苗立 ち の 確 保 に関 して は
，

播種後落水 して 出芽 させ る 「落水 出芽方式」 の 有効 「生が

示 され （吉永 ら　1997b），本 方式が 全国的 に導入 され つ

つ あ る （大場　1997）。こ の 「落 水 出 芽方式」の 特徴 に

関 して は，長所と して 出 芽
・
苗 立 ち の 安定化や ス ク ミ リ

ン ゴ ガ イに よ る食害 の 回 避，短所 と して 雑草の 発 生 が 顕

著 に なる こ とお よび雀 に よ る食害 を受けや すい こ とが あ

げられ る。

　そ こ で ，本試験 で は代 か き同時± 中点播栽培 に お け る

出芽 ・苗立ちの 安定化 お よ び ス ク ミ リ ン ゴ ガ イ の 食害回

避 を目 的と して，播種後の 水管理条件が，点播水稲 の 苗

立 ち，生育 ・収量 に 及 ぼ す影響 に つ い て 検討 した。

　　　　　　　　材料お よび方法

1．供 試品種 に は ヒ ノ ヒ カ リ を 用 い
， 九州農業試験場

　（筑後 市） 内 の 試 験 圃 場 で 栽培 した 。 播種期 は 1996 年

　6 月 19 目で ，カ ル パ ーコ ー
テ イ ン グ （乾籾重 の 2 倍

相 当）した 種籾 を用 い ，代か き同時土 中点播 （条 間

　30cm × 株間平均 25cm ）を行 っ た。

2，播種後水管理条件 と して ， 播種後入 水し，落水 を行

　わない 湛水区，播種後 7 日間落水す る落水 7 日区，14

　日聞落水す る落水 14 日区お よ び 2工 日 間落水す る落水

　21 目区 の 4処 理 を 設 け
，
3反復 で 試験 を行 っ た

。

3 ．施肥 は 基肥 と して llO 日溶 出型 の 被 覆尿 素窒素を

　80％，速 効性窒素 を 20 ％ 含有す る 複 合 肥 料 を窒 素成

分 で 6kg／ ユOa施用 した u ま た，穂 肥 と し て 出 穂 20 お

　よ び 10日前に，NK 化成を窒素成分 で 3お よ び 2kg／

　 ユOa施用 した 。

4 ．苗立 ち 調査 は
， 播種後 20B 目 に彳

』
v っ た が ，落水 区

　は 3処理区 の 平均値 とした。また，生 育期間中に 5 回

　の 抜 き取 り （1 区 16株）を行い ，地 上 部乾物重 ， 葉面

積 お よ び NC ア ナ ラ イ ザーを 用 い て 窒素吸収量 を測定

　した 。 さらに，成熟期に坪刈 りを行 い ，収墨お よ び収

量構成要素 の 調 査 を行っ た 。

　　　　　　　　結果お よび考察

1 ．水管理 条件 が 苗立 ち お よ び 茎数の 推移 に 及 ぼ す影響

　苗立ち率は湛水区 の 56．8％ に 対 し， 落水区 は 70．7％ で

あ り，落水に よ る苗立 ち率の 向 上が 認 め られ た （第 1表）。

こ れ に よ り，苛 立 ち数 ／ rn
ヨ
に差 を生 じ　湛水区で は 57．4

本／   で あ っ た の に対 し，落水区 は 72，0本／   とな っ

た。なお，出芽深度 は 約 10mm で 差 を生 じなか っ た。

　湛水 区 で は，分 げ つ 初期 に は苗立ち数低 下 の 影響が 認

め られ ，落水区 に 比較 して 茎数が少 ない が ，そ の後の 分

げつ 増加程度が 大 き く，最高分げつ 数 は落水区 に 比較 し

第 1表　水管理 条件が苗 立 ちに及ぼ す 影響
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て 増 加 し た （第 ／図 ）。一
方，落水期 間の 差 に つ い て 落

水 7 凵 区お よ び落水 14 日 区を⊥ヒ較す る と，落水 14 日区

の 茎数が 低く推移 し，最高分げつ 数 も減少 した 。 この た

め
， 落水期間が 長 くな る と，生 育 初 期 の 分げつ 発生が 抑

制 され，茎数増加速度 が 低 ドす る と考え られ た。

2 ．水管 理 条件 が 直播水 稲 の 生 育特性 に 及 ぼす影響

　水管理条件 に よ る地 上 部乾物重 の 差 は ，最 高分げつ 期
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ま で は落水7 日区の 乾物 重が 高 く，湛水区 の 乾物重が低

く推移 した が ，幼穂形成 期 以 降 は水管理 に よ る差 は 認 め

ら れ な か っ た （第 2 表）。

　水管理条件が 葉面積指数 （LAI ）に 及 ぼ す影響をみ

る と
， 落水区の 中で は落水 7H 区の LA 丁が 高 く推移 し

た が，穂揃 い 期 に は 落水期 間 1に よ る 差 は 認 め られ な く

な っ た （第 2 図）t、一方，湛水 区 は 幼穂形成期，穂 揃 い

期 と もに ， 落水区に 比較 して LAI が 大 き く推 移 した 。

こ の よ うに ，地上 部乾物 重 に関 して は水管理 の 影響は幼

穂形成期以降認 め られ な くな っ た の に 対 し，LA 工は幼

穂形成期以降湛水区と落水区の 薙が大 きくな っ た ，，

　そ こ で，両 者 の 比で あ り，草型 の 指標 と なる 葉 面積比

〔LAR ） を 比 較 す る と，生 育初 期 に は 落水 区 の LAR

が高い が，そ の 後差 は小 さ くなり，幼穂形成期以降は逆

に 湛水区で 高 くな る傾 向が 認め られた （第 3 表）。穂揃

い 期 の LA 工お よび LAR か ら，湛水 区 で は 屮1穂 期 前 後

に は落水区に 比較 して 過繁茂状態 と な っ た と考え られ る。

　 こ の よ うな 生 育特性 の 達 い を生 じ させ る要 因と して ，

水管理 条件 の 違 い に よ り窒 素吸収 に差 を生 じる こ とが考

え られ る 。 そ こ で ，分 げつ 期 か ら穂揃 い 期 の 窒素吸収量

と LA 丁 との 関係 を見 て み る と，両形質 の 問に は高 い 正

第 2 表 水管理 条件が地 上 部乾 物 重 （g／m2 ） に及 ぼす 影響 第 3 表　水管理 条件が LAR （cmZ ／g）に 及 ぼ す影響
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第 4 表　水管理 条件が 収量お よび 収量 構成 要 素 に及 ぼす 影響

試験 区　 精 玄 米 重 　屑 米 重 　　穂 数 　　1穂 籾 数　　 籾数　 登 熟歩合　千粒 重
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の 相 関関係 が 認 め られ た （第 3 図）。 こ の た め，湛水 区

で は 窒素 1及収量が多 くな っ た た め に LAI が 大 きくな り，

LAR も増 大 し た と考え られ る 。

3．水管理 条件が 直播水稲の 収量特性 に 及ぼす影響

　落水区で は，落水期間の 長い 区 の 穂数が 少 なか っ た。

こ れ は
， 落水期 間が 艮くな る と分げつ 発生 が 抑制 され 茎

数 が 少 な く推移す る た め と考 え られる （第 4表）‘、しか

しな が ら，穂数 の 少 な か っ た 区で は，1 穂籾数 が 増大 し

た た め 籾数／ m
”
に は 差 を生 じ な か っ た 。 さ ら に ，登熟歩

合お よ び干粒重の 差 も小 さい た め ，精玄米収量 に差 を生

じなか っ た 。

　こ れ に 対 し，茎数が 多く推移 した 湛水区 で は ，穂数が

多 くな っ たが 1穂籾数 は低下 せ ず，籾数／ m
：

は 落水区 に

比較 して 約 10％ 多 くな っ た。湛 水 区 で は 窒 素吸 収 量 が 多

く，幼穂形成期 の 窒素含有率も高 か っ た （データ省略）

た め に，穂数の 増加に伴う 1穂籾数 の 低下 を 生 じなか っ

た と考 え ら れ る。ま た
， 湛水区の 登熟歩合 お よ び干粒重

は 落水区 に比 較 して 顕著 に 低 下 し，精玄米収量 の 低 ドを

生 じた。こ の よ うな 湛水区の 登 熟歩合 や 千粒 重 の 低下 は，

籾数の 増大お よ び登 熟期間の 過繁茂 が 影響 して い る と考

え られ る 、、

4 ．まとめ

　以上の 結果から ， 播種後 の 落水管理は蛸立 ち率向 ヒに

有効 で あ る こ とが 明 ら か と なっ た。ま た，落水期間が 長

くな る と初期 生 育 の 停滞 を生 じた が ，穂揃 い 期に は 生育

の 差 は 小 さくな り，収量 に も差を生 じなか っ た こ とか ら，

落水期間が 20 円程度 まで で あれ ば 水稲 の 生育面 で の 問

題 は 生 じな い と考え ら れ た。

　
一

方，湛水 ［×：で は 窒素吸収量 が 落水区 に比較 して 大 き

くな る こ と に よ り，穂揃 い 期 の LAI お よ び LAR が 増

大 し，過繁茂 と な っ た 。 窒素条件 と草型 と の 関係 に つ い

て は，水稲 の 水耕栽培 に お い て 培養液窒素濃度 を変化 さ

せ て濃度が 高まる と，比 業 面積 （SLA ）お よ び 葉重比

（LWR ＞の 増大 に よ り LAR が 増大す る 1⊥ 屋 ら

1990＞た め ，本試験の 湛水区 に お け る生 育期間中の 土 壌

中 窒素発 現 量 は，落水区に 比 較 して 多く な っ た と考 え ら

れ る 。 また，湛水区 に おける 減収 の 要因 とな っ た籾数／

  の 増加 も，ヒ壌 中 窒素発 現 量 の 増 大 に よ る窒 素吸収

量 の 増大 に 起因す る と考えられ る。こ の よ うに，播種後

の 水管理 は， 1・1壌中窒素の 動態を変化させ ，水稲の 窒素

吸 収 に影響 を及 ぼ し，水 稲 の 生 育様式 を 変動 させ る こ と

が 示 さ れ た 。

　落水区の 窒素吸収量が 湛水区 に比 較 して 小 さ くな っ た

要 因 の
一

つ と して は，落水 区で は 落水期問中 に 」二壌が 酸

化的条件と な る た め に，土 壌中窒素が ア ン モ ニ ア 態から

硝酸態 に 変化 し，稲体に 吸収 さ れ に くくな っ た こ と，ま

た，硝酸化 した 窒素が 落水期間終 r後 の 減水深 の 増大 に

よ り流亡 を生 じた こ と な どが考えられ る。こ の ため，今

後，播種後水管理 と土壌中窒素 の 動態 との 関係 に つ い て

検討 を行 い
， 落水管理 に お ける 水稲 の 窒素吸収特性 を 明

ら か に して い く必要があ る。

　　　　　　　　　　摘　　要

1 ，「代か き同 時
・．L中 点播機」を用 い た 直播栽培 に お い

　て ，播種後 の 水管理条件が 点播水稲 の 苗立 ら，生 育 ・

収量 に 及ぼ す影響 につ い て検討を行 っ た結果，播種後

の 落水管理 に よ り薗立 ち率が向上 した 。 また ，落水期

間が 長くなる と，生育初期の 分 げ つ 発 生 が 抑制 さ れ，

　茎 数増加速度 の 低 ドが 認 め られ た 。

2 ，落水区で 認め られ た 地上 部乾物重 や 葉面積指数 の 差

　は ，幼穂形成期以降小 さ くな っ た 。　
・
方，湛水区 で は

　幼穂
．
形成期以 降 の 葉画積比 が 落水区に比較 して 高 くな

　る 傾 向が 認 め られ，出穂期前後 に は 過繁茂状態 と な っ

　た 。

3 ．落水区 で は 籾数／ mlt や登熟歩合 の 差 は 小 さ く， 収

量 に差 を生 じな か っ た 。
こ れ に対 し，湛水区 で は，登

熟歩合お よ び 干粒重 は 落水区 に 比較 して 顕 著に 低下 し，

　収量が 低
．
ド した。こ れ は，湛水区 に お け る 籾数／ 1  の

増大お よび登熟期間 の 過繁茂に よ り生 じた と考え られ

　る。

4 ，こ の よ う に，落水期間が 20 口租度 ま で で あ れ ば水

稲 の 生育面 で の 問題 は 生 じな い こ とが 示 され た が ，湛

水区 と落水区で は 窒索吸収 の 違 い に よ り生育 ・収量 に

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Crop Science Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Crop 　Soienoe 　Sooiety 　of 　Japan

30

差 を生 じた 。 こ の た め，播種後水管理 と土壌 中窒素 の

動態 と の 閼係 に つ い て 検討 を 行 い
， 落水管理 に お ける

水稲 の 窒素吸収特性 を 明 ら か に して い く必要 が あ る 。

藤井　薫ら

芳賀光司 ら

大 場 茂 明
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