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中国の 慣行農法 に おける現地栽培事例につ い て
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　一般 に 慣行栽培技術は それぞ れの 地域 に 見合 っ た 固有 の 技術 と して 成立 して い る場合が 多い ． こ れ ら

は慣行化 して 今日 の 機械化，近 代化農業に お い て も，なお もそ の 機能を 発揮 し，在来技術と して 存続 し

て い る もの が少な くな い．こ れ らは
一
般 的に は非近 代手法 と して み られ が ち で あ るが，筆者 らは技術的

に ある い は農法的 に極め て 高い 科学的合理性がそ の 中に 存在す る こ とを既 に国内の 慣行技術の 事例調査

か ら指摘 して き た ．こ の よ うな事例は 古来，わが国農業に 多大の 影 響を与え て きた中国に お い て も各地

域 の 栽培技術の 中に み る こ とが 出来 る はずで ある．昨年度，本学 と交換留学生に 関する協定大学 の 折江

大学 （杭州 ♪ を訪れ る機会を得た 。 幸い こ の 機を利用 して 中国慣行農法に 関す る事例調 査を行 うこ とが

で きた ，

　調査期間は 1988年 8 月の 3 週間で あ っ た，図 1に 示 した 調査地 は大阪　上海 ．．西安 ．一昆明 ．．西双版

納 一一昆明
一一北京 一杭州一一広 州一上海 ．一大阪 の ル ー

トで調 査地 σ）移動は全て航空機に よ っ た．主 な調査

地域 の 気象概要 （表 1 ）を み る と，以下 の とお りで あ る．

表 1　 主要調査地の 平均気温 と降水量

　 　 　 　 　 　 　 　 　 りゆ゚N

　　　　　　　　 「
）　 丶 月　 平　均　気　温

地　名　　 1 月　　 5 月　　 8 月　 10 月　年平 均

西 安 一〇．3℃ 23．1℃ 28．6℃ 16．4℃ 15．8℃

毘 明 9．5 　10．T

広 州 13．3 　26．7

名 古 屋　 3．2　 17．8

20，9　　16．4　　 16．1

29．2　　　23．9　　　22，2

26．9　　　16，6　　　14．7

降　水　量

地 名 　 1月 　 5 月 　 8 月 10 月 年合計

西 安 　 8mm 　48mm 　99礪隅 　41ロ繭 490画圏

毘　明　　10　　 109

広 　　列刈　　　46　　　　251

名 古屋 　 　52　 　 160

2f8　　　　　76　　　1029

244　　　　　58　　　1643

209　　　　133　　　1540

（理 科 年 表 よ り ）

図 1　 乾燥度に もとつ く中国 の 気温 と現 地調査

　　地 （● 印）（地理 ： 3i（4）， 1986，中華人民

　　共和国気候図集 よ り）
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気温 ：　 ｝ ） 炬熱帯に 属す る広州で の 年平均気温 は20．2℃ と高く， 1 月の 月tt均 も13，　ll℃ と高 い ．

　 　　　 Lt）標高 12α｝m の 昆明は 半湿潤気候て 8Ji の 平均気温が 名占屋よ り 6 ℃低 い が，逆に iJi は

　 　　　　6 ℃ 高 く，年開を通 して 比較的凌 ぎよ い地帯で あ る．

　　　　3 ） 西安は 1 月の 平均気温が 氷点下で あ る の に 対 し， 5 月は23，1℃ で こ の 時期 と して は高 い 気

　 　　　 温 で ある こ とが特徴的で あ る．

降水量 ： 1） 西安は年間降 1k量が 5001mll以 ］Fで あ り，明瞭な乾燥地農業の 特徴を示す．

　　　　2 ）昆明も10L）9mmで やや少な く．広州は概ね 日本 の 平均的 年問降水量に相当する．

栽培事例か らみた主た る技術的特徴は次の ：〜項に 整理で きる．

　　　
・，節水栽培 と畦間灌漑 （ク リーク式農業） ・・…・乾爆 地農業と 2思潤地農業

　　　 二，　焼畑 農業
・・・…

　傾fR斗地農業

　　　二，間作 ……水稲 の 密植 ・短冊型帯状栽培 と各種畑作物の 間作

以 下に こ れ ら技術に っ い て の 概要と特色をあ げる，

水の 不足 と恵み ：

　農業用水に関わ る対照 的な利用形態 は西安 東部郊外の 畑作地帯にみ られ る節水栽培 と広州 の 珠江近辺

の 畦間1蔑漑，あ る い は クリ
ーケ式 の 灌漑 農業で あ る．

「西安］　西安で み られ た 事例で は 水源は 黄河 よ り分流す る渭河 の 支流か 地下水に よ る もの か不明で あ っ

たが，灌漑水はポ プ ラ 艦 木に 覆われた明渠の 水路を流 れ て い た．並 木が作 り出す日 陰は水路か らの 蒸発

を抑制す る効果が 大 きい と思 われ た，こ の 水路際に 展開す る広 い畑作地帯の うち，野菜畑 に は さ らに 各

畑地近 くまで 引かれ た 支線水路の 水が 目的とす る区画圃 まで 鍬で 掘 られた 簡易の 溝を通 して 導水，給水

され て い た ．野菜畑 の 区 当た り面積は 1．8mx3 ，6〜5．Om と極小で あ っ た．区毎の 作物種 もア ス パ ラ ガ

ス，ニ ラ，キ ャ ベ ツ ，ナ ス， トマ ト，カボ チ ャ ，ネギ， トウモ ロ コ シ，ジ ュ ウ ロ ク ササ ゲ，イ ン ゲ ン マ

メ，セ ン ゴ クマ メ，ダ イズ，タ バ コ 等多様で あ る． こ の よ うな極小区画の 例 は チ ュ ニ ジ ア ，モ ロ ッ コ 等

の サ ハ ラ の オ
．
ア シ ス 農業で もみ られ ると の 報告 （朝 凵百科，世 界の 地 理，97，98， 1985） もあ り，乾燥

堰農業に 共通 した 栽培形態の よ う に 思われる A 野菜以 外の ダ イ ズや タ バ コ 等 は天水に 依存 して い る．す

なわ ち，必 要な区画圃に，必 要な時期に，必 要量だ け供給する節水方法で あ る．こ の 辺 りの 普通作物の

作付は コ ム ギ，オ オ ム ギ
．一

ダ イ ズt トウ モ 卩 コ シ の 体系，と くに 後二 者の 間作が 多 くみ られ た．西安周

辺 の 乾爆地を代表する作物 と して ザ ク ロ と ワ タ がある．志麻 （ゴ マ ）や ヒ マ も重要な作物で あ る， イネ

科作物に 限れ ば西安 の 北部は ア ワ，中部が ム ギ ，南部が イネと い う こ と に な るが t 今回は北部は未調査

で あ る．

「
．
広州］　

．一方，中国南部 の 広州 珠江周辺部 の 農村地帯で は南シ ナ 海 に 流れ込 む珠江か ら豊富な水量を

得て ク IJ　一ク式農 業が み られ た．畦輻 と溝幅は作目に よ っ て 異な り，野菜の 場合は 多くは畦幅が 0，9m

〜6，0m 程度で ，溝幅は 0．　Gm 〜1．Om で あ る． しか し，果樹類 とな ると溝幅 も深 さ も相当あ り，小船が

浮か ぶ ほ どの 大 きな ク リーク とな る．年中，水が 豊富で ，気温 も高 い こ とか ら作物の 周年作付が可能で

作物種数 も多 い．水辺で は ア ヒ ル の 飼育が 盛ん で あ る．同様の 栽培形態は雲南省の 西双版納地区で もみ

られ た． こ こ で は 溝幅は 0．3m 程度 と狭か
．
1 たが，畦幅 は 5．　Om 〜6，　em と広 く， こ の 畦 に 多種類 の 野菜
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が栽培 され て い た，こ れ ら水の 豊富な地域は，同時に 水稲作が農業上 ，重 要な位置を占め て い る の で ある．

　　　　　　　　　　　　　　　　
焼 　畑 　農 　業 ：

　調査地点は ラ オ ス と ビル マ の 国境に 近 い西双版

納である．焼畑事例 1（標高1000m，東向き斜面，

勾配 30
°

火入れ後 2〜 3年目の 畑）に お ける作物

配置をみ ると，尾根 に近い 急斜面で はダイズが作

付され．道路に 近 い やや緩やか な沢地帯の 斜面で

は ， トウモ ロ コ シ を は じめ 食用カ ン ナや カボチ ャ

等若 干の 野 菜が 栽培 されて い た （図 2 − A ）， こ

の 作物配置は 傾斜畑 の
一・
般的な 土地 の 地 力分布 と

符合して い る．す な わ ち，土壌の 養水分や，と く

に 表土の 土壌微粒子が流亡 しやす い傾斜地の ヒ部

斜面で は地力が低 い ため マ メ類が 配 置され る，こ

れ に 対 し，比較的肥 沃な下部斜面で は 吸肥性や水

分要求度の 大きい 野菜類等が栽培 される．こ の 点

が さ らに 明瞭 とな っ た の が 焼畑 事例 2 （栽培初年

度 ） の 場合で あ る．こ こ で は陸稲が畑全体に 作付

けされて い た，陸稲の 生育は斜面上 部か ら下部に

かけて 旺盛 とな り草丈，茎数と も大 きな数値を示

して い た （図 2　 B ）．調査 した陸稲 は 開花期 に

あ っ て 生葉数 は 14〜15枚で 活動中心 葉 の 最長葉身

長は 77．　e［
・
m で ，葉幅 は 2．17c【llで あ 一．

・ た．

食

B ：事例 2

　

　

草
茎

70639

上部

面上部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図 2　 西双版納に おける焼畑 の 作物配 置  と陸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 稲〔B｝の 牛育状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ れは調査畑に 近い 棚田 で み られ た水稲 に 比 べ て も異常 に 大き

か っ た．茎数は 極め て 少な い が
一
穂 粒数は 200粒を優 に 越え て い る．全体と して 植物体 は 日本の 陸稲よ

りも粗剛で あると思われた．栽植密度はおよそ 3（）（／Tll× 30qnの 点播で ，聞き取 りで は収量は籾収量で 150kg／ 10

a 前後 と低 い
。 こ の 地域 の 焼畑で の 作付体系は初年度に 陸稲か トウ モ ロ コ シ、2 年 目に 陸稲と ダイズ，

3 年 目も陸稲 と ダ イ ズ で 4 年 目は雑草が 繁茂す る σ）で 休閑とな る．作期は播種 が 4 月〜 6 月で 収穫 は

10月〜 12月、そ の 後は雨が少な い の で 翌 4 月ま で 休閑 とな る，

間　 　 作 ：

　わが 国に おい て も小規模で はあるが広 くみ られる間作が ，こ こ中国で は通常技術 と して規模の 大小を

問わず調査地周辺 で も普遍的 に 取 り入れ られて い る．今回 の 間作事例で 興味あ る栽植 方式は 三 つ あ っ た．

　 っ 目は西安郊外南部 で み られ た水稲の 短冊型帯状栽培で あ る．こ の 栽植事例は間作 の 中で も帯状間

作に 属す る もの で ，短冊毎に 品種が異な って い る場 合が み ら れ た ． lm 幅の 面積に 20｛：m 　×　15ctnで 密植さ

れて お り．短冊 内部へ は容易に 入れな い ．そ の ため短冊 の 両側部に栽培管理上 3〔［cm の 通 路 （空間〉が取

られて い る、．出穂 して い た品 種 の 植物体は 草丈100cm〜102c【n，茎数 IO．8本／株，．一一
穂粒数 105前後で あ 一

・
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堀内 ・中村
．．
中国の慣行農法に おけ る現 地栽培事例に つ い て

た．こ の 間作方式 の ね らい は小面積 の 独立 した区画圃が設定 されるの で短冊区画間 で 異品種を栽培する

こ とが 可能で あ り，また密植に よ る多収 も期待で きる． こ の た め熟期の 異な る品種 や，粒質の 異な る品

種な ど 自然災害か らの 危険分散効 果や 各目的に あ っ た 複数品種の 栽培が で きる な ど本来，間作が 具備す

る利点があ る，

　二 っ 目は果樹類等の 永年性作物との 組 合せ の 間作で 果樹園の 単作例はむ しろ少な い ．事例と して ザ ク

ロ と志麻，ナ シ と トウモ ロ コ シ や モ モ と ソ バ ，イ ン ゲ ン マ メ 等があ る．わが国で も果樹園で の 牧草 との

草生栽培が あ るが，園内 一
面に 艮稈 の トウ モ rl コ シ が栽培 され る光景は壮観て さえあ る．

　三 っ 目は ク リーク式灌が い 地帯の 野菜類を中心 と した間作で あ る．空 心 菜や サ トイ モ 等に 樋々 の マ メ

類を組み 合わせて い る例が多い ．年中，灌が い 水が供給 で きる こ とか ら多様な作物棟が作付
1
け され る の

で あ る，

　 さ らに tt般 的な間作形態と して ，わが 国で 最 も多い トウ モ 冂 コ シ と ダ イ ズ の 間作が 、中国で も広 くみ

られ，こ こ で は肥料を施用 ずるかわ りに マ メ科作物を入れて 地力を高め る こ とが間作の 主な理 由とな っ

て い た，

　以 上，今回 の 中国慣 行栽培技術の 事例調 査か ら，わ が国の 在来技術を再評価す る とと もに 現在，重要

課題 とな っ て い る水田 の 汎用化や，ある い は過度の 単作 に よ る ｛嬢 生産性の 劣化を防 lhす る意味か ら も

水田 に おけ る磧極的な畦間灌が い 方式や畑 作物を含め た機械化の 吋能な間作様式を取 り入れ る こ とは こ

れ らの 難題を考える上で 極め て 意義深 い 方策で あ ると思われ る．

　最後に本調 査を実施す るに当た り，雲南省で の 調査の 便宜をは じめ温 か い ご協力を頂 い た雲南省農業

科学院の 関係 者の 皆様，と くに 調査中，通 訳 を して 頂 い た李成云 氏，外事課 の 楊桂華氏，調査情報 の 提

供を頂い た 西双版納泰族 自治州農業科学院甘 自知所長，貴重 な助言を頂い た農林水産省熱帯農業研究セ

ン タ
ー

（現在，愛知県山間技術農業実験場 ）井 ヒ正勝氏 に感謝の 意を表 します．また，杭州で の 調査に

お い て 同行頂 い た折江大学戴良撲教授に深謝致 します，さ らに は本調査を背後か ら ご支援矚 っ た清華 大

学恵士博教授，並 び に 北 京林業大学張竹賢副教授に 対 し衷心 よ りお礼串 しあげます．
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