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野菜に対する

緩効性肥料の使い方

神奈川県農業総合研究所

鎌 海

効の持続性等について期待される。しかし，緩効

性肥料の施用に当つては，肥料の特性や現場の条

件をよく考慮しないと，十分な効果を発揮するこ

とができない。

そこで，緩効性肥料のうち代表的なCDUとI

Bを選び，肥料の無機化，肥効の持続，野菜の種

類作型および，土壌条件への適応性等について考

えてみることにする。

2. 緩効性肥料の分解

緩効性肥料がどのような分解過程を示すかは，

作物の養分吸収との関連で大変興味あることであ

る。緩効性肥料と速効性肥料はその分解過程にど

のような違いがあるだろうか。

硫安のような速効性肥料を土に施すと，土の中

の微生物(亜硝酸菌〉の働きによって，硫安のア

ンモニアは亜硝酸態窒素になり，さらに硝酸菌の

働きによって，硝酸態窒素に変る。この窒素の形

の変化を硝酸化成と呼んでいる。

春田

1. はじめに

緩効性肥料といえば，誰でも CDU化成や 1B 

化成を思い出すことであろう。それほど緩効性肥

料が，野菜の施肥体系の中に組みこまれているこ

とを物語っている。

緩効性肥料の野菜に対する効果は，収量の増

大，塩類濃度障害防止，肥料施用法改善および肥

温度差と緩効性肥料の無機化
(N60mg添加した場合)

第 1図
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区名
生重 (g/p) 比

収量 (g/p) 比

1段 2 段 1段 2段

尿 素 97.5 100 116.3 25.3 100 100 

10 94.4 97 128.6 20.0 111 79 

1 B 40 102.5 105 156.0 20.3 134 120 

(%) 80 107.6 110 146.0 35.3 126 140 

100 102.6 105 107.0 20.3 92 80 

10 104.9 108 103.0 36.3 89 143 

CDU 40 97.9 100 134.6 20.3 116 80 

(%) 80 84.8 87 141.6 28.6 122 113 

100 61. 5 63 81. 0 8.6 70 34 

-N  3.7 4 18.0 15 

第 1表

第 2図
注)5，000分1アール ワグネルポット

N， P205， K20 各々 1g 

区名，%は尿素を緩効態窒素でおきかえたもの

ホウレンソウ 12月7日-3月4日

トマト 4月26日-6月15日
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アγモニア態窒素は土のコロイドに吸着されて

存在するため，肥料の溶脱は認められないが，硝

酸態窒素は土に吸着されないため，雨水によって

流亡し肥効が劣ることになる。

緩効性肥料は水に対する溶解度がごくわずかで

硫安のように水の中でイオンとなる性質がない。

したがって土の中へ入れた場合，土壌水分によ

って徐々に溶解してアンモニア態窒素となり，さ

らに硝酸化成作用をうけ最終的に硝酸態となる。

これは硫安の場合と全く同様であるが，ただ違

う点は，アンモニア態になるまで、に，あるていど

の期間を必要とすることである。

つぎに，緩効性肥料のCDUと1Bの分解特性

について考えてみよう。

第 1図は火山灰土壌に硫安， 1 B， CDUの各

肥料を加え，温度条件を変えて溶出する可吸態の

窒素(アンモニア態窒素と硝酸態窒素〉を定量し

た結果である。

これによると， CDUは温度が250Cの場合で

も，溶出窒素量が他の肥料に比べて劣り， 150C 

になるとさらに急激に減少してくる。また， 1 B 

は初期より比較的分解が良好であることがわかる

このようなことから， CDUは相対的に微生物

分解型であり， 1 Bは加水分解型の経過をたどる

ことが推定できる。

3. 緩効度と野菜の初期生育

野菜のように生育の旺盛な作物では，発芽時，

あるいは定植直後は濃度障害が問題となり，一

方，濃度障害回避直後からは，多量の窒素を必要

とするようになる。

化成肥料のうち，速効性肥料と緩効性肥料の割

合をどう決めるかは，このような問題からでてく

る。第 1表はこれらの問題について検討した結果

である。

冬期のホウレンソウに対する 1Bの効果は，各

割合で収量確保が容易であったが， CDUはその

割合が増すと収量は徐々に低下しており，肥料の

分解が十分でなかったことがわかる。

トマト (4'"'-'6月〉に対する両肥料の効果は，

緩効度 40'"'-'80%が好収量を示したが， 100%の場

合はCDUが劣っていた。

このことから，緩効性肥料のうち緩効態窒素の

割合は40'"'-'50%が妥当で，また，実際の市販肥料

の緩効度が50%であることとよく一致している。

なお，作物生育を通して肥料の分解経過をみた

結果からも， CDUの無機化は 1Bよりも緩慢で

温度条件に対する感応が敏感であり，その分解方

式は微生物分解が主体であると推定できる。

4. 緩効性肥料の肥効持続性

緩効性窒素質肥料は肥効が持続的で，作物の収

量が向上し，濃度障害を軽減できること等が，第

1図および第 1表において明らかにされた。

しかし，実際雨水による肥料の溶脱ロスが考え

られる圃場条件下で， どれほど長期間にわたる効

果を期待できるだろうか。このような問題につい

て検討したのが第2図である。

これは，キャベツ 1回の作付に必要とする窒素

成分量を20kg/10aとして， 2作分の必要肥料40kg

を， 1作の元肥のみに施用した結果である。

キャベツの合計収量は慣行分施区が最も優り，

緩効性肥料の場合には， 2作目の収量確保が困難

であることがわかった。

これは， 1回目の収穫直後には，土壌中に十分

量の窒素が含まれていたのにも拘らず，その後の

降雨によって硝酸態窒素として下層へ溶脱された

ことによるものと考えられる。

<目次>

-野菜に対する

緩効性肥料の使い方…...・H ・..( 2) 

神奈川県農業総合研究所 鎌田 春海

-徳島県のイチゴ栽培・…..，・ H ・...・ H ・...( 6) 

徳島県操業試験場園芸科長 阿部 泰典



(4) 第三種郵便物認可 農 業
司...lInll司・~IIIIIII"'IIIII""・"11111同・.，t llllll""lll・州1I1I~11I111"" 1I 1 1I 1... ・Þ'1I1I1I"'1I 1111 <11111・~1II 111‘・~1I1111... ・"'111111‘....111111....111111..，111111...111111....111111咽・..111111咽・"'111111001II・"'1l1l1l4J.I1I1I11'"・"'111111咽ー111111'"・T-I11I1I1.....UIlU...1U1I1綱・..11/111'"・・111111"'1111114剛山川.剛11111，.

なお，緩効性肥料の比較では， CDU化成は50

%， 100%いずれの場合も，収量は 1B化成より

向上しており，肥効の持続性が 1B化成より優る

ことが明らかであった。

以上で，緩効性肥料の特性が十分お解りできた

ことと思う。次いで，野菜栽培のいろいろな場合

について，緩効性肥料の特性を生かした施用法と

その問題点について考えてみたいと思う。

5. 緩効性肥料の作型別施肥効果

緩効性肥料の施用法について，作物の養分吸収

特性と作型を考慮、した 1作物の，栽培期間内にお

ける施肥体系を考えてみよう。

作型別施肥法の検討結果は，第2表のとおりで

ある。

これによると，全量元肥系列は夏作ニ γジンで

はCDU化成， 1 B化成ともに比較的多収を示し

た。

しかし夏から秋にかけて栽培される秋キャベツ

で、は，両肥料とも30%程度の減収を示している。

春キャベツの 1B化成は高度化成とほぼ同様で

あるが， CDU化成は減収した。

分施系列は，緩効性肥料だけの分施は夏作ニ γ

ジンで両者の差がなく，標準に比べて約20%減収

し，秋キャベツの 1B化成は夏作の傾向と同じで

あり， CDU化成は劣る傾向があった。春キャベ

ツでは両者とも標準に比べて10%程度増収し，そ

の効果が顕著であった。

元肥に緩効性肥料を施用して，追肥に速効性の

高度化成を用いた系列は，夏作ではCDU化成の

効果が顕著で12%増収し， 1 B化成はやや劣って

いる。

秋作ではいずれも20%程度標準に比べて劣って

第2表施肥法と作型別収量

と 科 昭和46年11月1日
品 ι
寸ー

いたが，春作では両者の効果が著しく， 1 B化成

は20%，CDU化成は14%それぞれ増収していた。

高度化成の分施は，夏秋の両作では全量元肥よ

り約20%劣り，春作では15%増収していた。これ

ら施肥法の相違と作型別収量比の関係を示せば，

第 3図のとおりである。

以上の結果から，葉根菜類で気温上昇期でかつ

雨量の多い作型では，元肥に緩効性肥料特にCD

U化成の効果が期待できる。

気温の徐々に低下する秋作では，高度化成>1
B化成>CDU化成の傾向があり，窒素無機化の

良好な肥料が適することになる。

秋作直後に作付される春どりキャベツは，初期

生育を促進することが，施肥技術上のポイ γ トで

ある。

したがって，全量元肥としては 1B化成が適し

第3図 施肥法の差と作型別収量比
(高度・化成・全量元肥を100とする)
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分施
注)1.ニンジン(夏) 2.キャベツ(秋)

3.キャベツ(春)

(kg / 10a) 

区 名
ニンジン 秋キャベツ 春キャベツ

商品重 全 重 商品重 fユ¥二 重 商品重 f丘、二一 重

量I全7E E 

1 無窒素 1153 ( 63) 1463 ( 60) 604 ( 11) 1940 ( 35) 
2 高度化成 1837 (100) 2421 (100) 5388 (100) 5471 (100) 3500 (100) 3874 (100) 
3 1 B化成 1644 ( 89) 2480 (102) 3917(73) 4289 ( 78) 3357 ( 96) 3736 ( 97) 
4 CDU化成 1729 ( 94) 2200 ( 91) 3698 ( 69) 4065 ( 74) 1957 ( 56) 2720 ( 70) 

分
5 高度化成 1539 ( 84) 2155 ( 89) 40098(( 74) 43291(( 79) 4032 (115) 4276 (110) 
6 1 B化成十高度化成 1707(93) 2597 (107) 4348 ( 81) 4599 ( 84) 4203 (120) 4417 (114) 
7 1 B化成+IB化成 1518 ( 83) 2364 ( 98) 4595 ( 85) 4737 3930 (112) 4254 (110) 

施 8 CDU化成+高度化成 2049 (112) 2867 (116) 4275 ( 79) 4435 81) 3997 (114) 4165 (108) 
9 CDU化成+CDU化成 1522 ( 83) 2432 (100) I 3721 ( 69) 4117 ( 75) 4000 (114) 4226 (109) 

注)施肥量 ニンジン，秋キャベツ 20kg (高度:10十5+5，緩効:緩15十高 5) 
春キャベツ 25kg (ク : 10+ 5 + 5 ， '" // 15+ '" 5 + '" 5 ) 

商品重ニンジン 50g以上 キャベツ 700g以上
( )は収量比をしめす。
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剰現象を起すおそれがあるので，注意が必要であている。 CDU化成を元肥に施用し，春先になっ

て追肥を行なうと，収量の向上が著しいことか

ら緩効性肥料による春先追肥は施肥期に幅を与

えることになり，養分吸収を満足させ，更に施肥

の省力を可能とし，栽培施肥技術の安定化をもた

らすことができる。

6. 土壌・作物・作型別の施肥効果

土壌，作物および作型を変えた場合の，緩効性

肥料の効果について調査した結果が第3表であ

る。果菜類のキュウリ①は島畑(伊勢原市)，② 

は粒径のあらい火山砂土壌(秦野市〉における栽

培成績である。

緩効性肥料の施用によって，島畑は

4"-'7%増収したが，火山砂土壌は15

，%内外が減収した。

火山砂土壌で緩効性肥料が減収した

理由は，肥料の分施回数が少なかった

ことと，土壌の養分保持力が小さい

(粒径があらい〉ため，降雨による窒素

の損失が犬きかったためと考えられる

したがって， この種土壌の果菜類に

対しては，慣行施肥体系と同一頻度で

分施することが特に大切である。

火山灰土壌にトマトを栽培した結果

では，緩効性肥料の効果が15%内外認

る。

7. おわりに

野菜に対する緩効性肥料の施用法について，肥

料の特性と野菜に対する適応性を総括し第4表に

示した。

緩効性肥料の上手な使い方は土壌条件，野菜の

種類，作型ならびに気象条件等を総体的にとらえ

たうえで，施肥期や施用量をきめることである。

これら諸条件は，各地域によって異なるため，

地域ごとの施肥基準を参照することが望ましい。

今後，野菜に対する施肥法や養分吸収の解明が

第3表土壌・作物・作型と収量の関係

上物収量(10a ) 上 4均 比

作物名 土壌 1 B CDU 1 B CDU 
慣 行

化成 化成
慣行 化成 化成

!ー1)キ(6上ュ~ウ7リ下) 河火成山堆灰積 83126 (本) 86545 88753 100 104 107 

(g) キ(6下ュ~ウ8リ下)
火山灰 49834 (本) 43033 42366 100 86 85 

()3 ) (ト7上マ~ト9 中) 
イシ 6665 (kg) 7777 7616 100 117 114 

一1)ス(7下イ~カ8 ド) 
。 1490(コ) 1582 1415 100 106 95 

。2)キキ((57 ャ23ベ)ツ
今 6619 (kg‘) 7156 100 107 

⑥ ヰベツ 今 4647 (kg) 4971 5048 100 107 109 

二fγ7iニ(12ン.2ン3)ン 。 3916 (kg) 4046 4244 100 103 108 

注)施肥量は慣行・緩効ともスイカの他は同一

施肥回数は慣行 3-5回，緩効 1-2回

作物名( )は収穫期

められた。この場合の施肥回数は，高 第4表露地野菜に対する緩効性肥料の分解適応と作型適応

度化成による慣行分施区が 4回，緩効

性肥料区は 2回であった。

果菜類は栄養生長と生殖生長が同時

に進行するため，養分供給はある水準

を，長期間にわたって平均的に維持す

る必要がある。

したがって，果菜類に対する緩効性

肥料の効果的な施用法は分施 (2"-'3

回〉によって，肥料の無機化と養分吸

分解適応性(土壌) 作型適応性(作物)

果菜 葉根菜類
分解型

PH 温 度 * 分 夏 春夏 夏秋 秋春

加水分解 大 高温で促進 高水分状態ほ 分⑨施
。

元重⑨肥点
分⑨施

型(IB) (広い) 低温でも分解 ど容易

微解(C生D物U型分) 
高温で促進

容ででイ遅水足量進延80(湛%水ま 分⑨施
元重⑨肥点

。
分⑨施

(狭い) 低温では遅延

注)効果期待度 ⑨>0 

収のバター γを合致させることである

果菜類に，元肥重点主義で緩効性肥料を施用す

ると，夏期は肥料の無機化が比較的早く，降雨と

の関連で窒素の損失を招いたり，一時的な窒素過

進むにつれ，緩効性肥料の妙味発現の場が倍加さ

れ，施肥技術の安定化と収量確保が達成されるで

あろう。
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十 昭和46年11月1日

徳島県のイチゴ栽培

徳島県農業試験場園芸科長

阿部泰典

最近のイチゴ栽培は各地で早出し競争が行なわ

れており，株冷蔵，電灯照明，ホルモ γ剤の利用

などによって，各地でいろいろな栽培体系がとら

れている。

徳島県も第1図のように，大阪中央市場におけ

る早出し産地として，重要な地位を占めている

が，芳玉という独特の品種を用い， このような特

殊な操作を必要としない栽培であり，他県からも

注目されているので，この技術の概要について紹

介したい。
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第 1図 大阪中央市場における早期

出荷の主要産地の市場占有

1・ 品種の特性 率 (lI(j46il'.) 

芳玉は昭和31年，徳島県農業試験場藍住分場園

芸試験地で，福羽に代る耐暑性品種(福羽は高温

に弱く，西南暖地での育首は困難である。〉とし

て育成されたもので，昭和39年までは県内の需

要をみたすだけで，県外出荷は全く行なわれなか

っfこ。

40年，はじめて大阪市場に出荷されたが，鮮明

な光沢，形質，風味など，他県産の早出し品種と

比較して抜群であったことから注目され，徳島イ

チゴとして好評を博すようになった。

また，イチゴを早出しするばあい，花芽分化後

の早期保温開始〈ピニ{ル被覆〉が必要で、あるが，

保温をはじめるためには，一定量の低温にあたっ

て休眠がさめていなくては， iわい化」して正常

な発育が行なわれない。

この低温は5
0

Cが一応基準となり，それぞれれ

の品種によって， 5
0

C以下何時間で休眠がさめる

といろ基準があり，早生の品種ほど，これらの低

温経過時間が短かく，晩生の品種ほど長時間経過

しなくてはならない。

芳玉は5
0

C以下の低温に50"'-'80時間，宝交早生

は450時間，ダナーでは 500"'-'600時間で体眠がさ

めるため，芳玉はダナ~，宝交早生などに比して

短かく，それだけ早期被覆による早出しが可能な

わけである。

しかし，最近では，すでに述べたように，宝交

早生，ダナーなども低温処理による休眠打破や，

休眠に入るのを防ぐため，ジベレリン処理や電灯

照明によって， 1，-.....， 3月収穫が行なわれるように

なったが， 芳玉は， rはるのか」などとともに，

このような処理によらなくても 1"'-'3月出しが可

能なことが， この品種の大きな特徴である。

2. 育苗

最近までイチゴは，比較的小苗の方が奇形果の

発生が少なく，良苗といわれてきた。

しかし，後述のように，奇形果の発生がほぼ完

全に防止されるよろになった現今では，大苗の方

が大果が収穫されるし，生産力が高いため，かな

りの大苗が使用されるようになってきた。

大苗とは老化苗ということではなく，若わかし

い大苗ということである。 8月中旬の採苗で，初

期には肥料分を効かせ， 9月下旬の定植期には，

l株20，-.....，30gを目標に育苗する。

このためには，ほ場にもよるが， a当たり窒素

分で 0.5kgの施肥を必要とする。しかし，後半，

花芽分化促進のため，肥料分を切る必要があり，

液肥などの施用が望ましい。

3. 定植

イチゴは従来より，花芽分化を確認して定植す

るのが一般常識となっているが，分化後の定植と

なると， 10月中旬となり，天候などの関係で更に

おくれるばあいが多い。

ところが，第 2図のように定植期がおくれると，

根量が少なく，とくに早期保温を行なったばあい，

おそ植えに，わい化現象がつよく現われることが

確認された。
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第 2図 採苗期，定植期と芳玉の根の生育
(12 f-il211調 1969 徳島農試)

すでに述べたように，早期保温開始によ るわい

化現象が，低温経過不足によるもの ばかりでな

く，定植期がおそく ，根の伸張が十分行なわれて

いない ものに，早 くから保温をすると，花芽の発

育が開始され，生殖生長と栄養生長のバランスが

くずれるため，わい化が助長されるのではなし、か

と考え られる。

このため，徳島県では，分化前の 9月下旬'"'-10

月上旬に定植を行ない，保温開始まで-に，できる

だけ根の伸張を促進するようにつとめているが，

このように花芽分化前の定植は，育苗中の「ずら

し」を兼ねることになり，花芽の分化促進にもな

ってし、る。

4. 施肥

イチゴは野菜類の中で も最も肥やけを起しやす

いもので，大きな失敗といえば，元肥による肥料

障害であった。 このため有機質の油粕，魚粕など

が使用されてきたが，最近では緩効性の化成肥料

などが使用されるようになった。

とくにCDU化成な どは全く安心して使用でき

る肥料で，徳島県においても， CDU-682の使

用が非常に多い。

施肥量は収量の増加にともない， しだいに多く

なり，県の標準施肥基準は，窒素23， りん酸17，

カリ 18kgで，その60%を元肥として使用している

が，一般では更に多い。

5. その他の管理

(1) ビニール被覆: 11月下旬がビニ ーノレ被

覆による保温開始期であるが，定植期が10月中旬

と 科 学 第三種郵便物認可 (7) 

以降となると，被覆期をおそくし12月上旬とする。

12月中旬以降となると，収穫期がおそくなるば

かりでな く，徒長，過繁茂の生育となり，収量は

あがらない。

(2) 奇形果の防止: 従来ビニール早出し栽

培で最も問題になった点であるが，ハウス内にミ

ツバチの巣箱を設置し， ミツパチによる受粉媒助

でほとんど完全に防止できることを確認し，徳島

県では大部分利用しており， ミツパチはイチゴの

ハウス栽培の必需品となっている。

芳玉のハウス栽培 (1月上旬)

しかし極度の低温，高温などによる花器障害に

注意 し，花器の健全発育をはかつておかなくては

ならない。

(3) 摘芽，摘果: 芳玉は側芽の発生 が多

く，放任すれば，葉数は多く なるが，小葉が密生

し，果実も小さ くなる。このため第 1花房の開花

期までは中心芽を 1芽とし， 以後， 側芽を 2芽

とし，草勢によ って各芽 8'"'-'10果に制限する。

6. 収穫

11月下旬の保温開始で， 1月下旬から収穫はじ

めとなり， 5月下旬まで連続収穫が可能である。

4月上旬までに300g入， 8，000箱が10a当たり

の収量で，大阪市場出荷となる。 この時期までに

如何に多く収穫するかが， この栽培のポイントで

ある。

その後は県内出荷で， 全期を通じて， 3.5'"'-'4t 

が平均収量である。
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自民党の

総合農政基本案

自由化を積極的に推進?

わが国の農業はこれまで，食管制度に基づく米

作などのように，一般的に制度的保護や財政補助

によるものであったが，今後は，国際競争力を持

つ農産物を中心とする積極的農業へ転換すべきだ

とし，自民党総合農政調査会〈会長・根本竜太郎

氏〉主査の湊徹郎氏は去る10月20日「総合農政メ

モー湊私案」をまとめた。

湊私案は総合農政調査会や，自民党農林部会幹

部の了解のもとにつくられたもので，近く正式に

調査会部会にはかつて決定される見通しである

が，今後，自民党の長期農政の基本骨格となる訳

である。

湊私案は，総合農政を展開するため，①前提条

件，②重点指標，③財政指標の 3本の柱からなっ

ている。そしてこの 3つの柱を指標に，わが国農

業の今後の基本方向を示したものであるが，現行

の食管制度や農地制度の改善などの政策について

は，総合農政調査会の各専門委員会で， この基本

方向にそってまとめるが，私案自体には，思いき

った具体策がもりこまれている。

たとえば，農作物の自由化については，①完全

自給，②半自給，③大半を輸入するーの 3つの項

目に分けて具体的に品目を例示するとともに，育

成助長の対象農家の選定に当っては，年間 200万

円以上の農業所得，すなわち水田なら 4ha以上と

いった「営農単位」や「生産単位Jをかかげ，基

準以下の農家については，数戸が協業した場合な

どに限って，補助対象とするなど，相当思いきっ

た「切りすて政策」を打出していることが注目さ

れている。

湊私案の概要は次のとおりである。

前提条件:農業を総合農政の見地から，どうと

らえるかを問題として，明治以来一貫してとって

きた農業保護政策を改め，自由化をとるべきだと

し，その理由として一高級野菜やタマゴなどでは

わが国は労働力集約的な営農によって世界一安い

農産物を生産している。このような“盆栽農業"

的な農産物は，十分に輸出競争力を持つので，農

業の主体をこれに移し，麦やトウモロコシなど，

いわゆる粗放大農経営に適した農産物は，輸入に

よるのが適当だーとしている。

また農産物の流通，加工，消費対策には， これ

まで農林関係予算の30%以下しか支出されていな

いが， このように生産政策だけに片ょった政策を

改善するとともに，過疎・過密問題をも含めた総

合的な農業政策とすることが，総合農政展開のた

めの前提になるーとしている。

重点指標:米，食肉など主要食糧農産物の自給

度と，自立経営農家，農業団地の育成についての

諸指標が主なものである。すなわち

A・自給目標:については，

①完全自給品目一野菜，豚肉，鶏肉，タマゴ。

②ほぼ自給可能なものー果実，果実加工品，牛

乳，乳製品，牛肉，牛肉加工品，生糸。

③大半を輸入するものー豆類，麦類，砂糖，で

ん粉原料，飼料。

とし，同時に輸入調整基準設定の必要を指摘し

ている。

B・自立経営農家の育成については，

昭和52年の段階で，現在の 200万円に相当する

農業所得を「所得単位」とする基準を設け， この

単位以上の農家を育成する。

具体的には，この所得単位は，水田なら 4ha以
上，夏はニンジン，冬はキャベツを栽培する西日

本の温暖地方では野菜畑 1・5ha以上とするな

ど，地域，作物別の「営農単位Jに置きかえ， こ

の単位以上の農家を対象に助成策を講ずる。

また， この「営農単位」をまとめて，作物別に

「生産単位」という基準を設けるが， その単位

は，水田なら40ha以上とし，これに対しては大型

機械購入などに補助金を交付する。

財政指標・予算編成の際の重点事項，地域別配

分の検討などのほか， 46年度農業総予算のうち，

米作関係でを48.3%占めるというような米作偏重

でなく，野菜，果実，畜産などの比重を高めるこ

とが必要だと指摘している。

以上が湊私案の概要であるが，自民党は去る44

年秋にも， i総合農政実施大綱」を作成し，農業

の体質改善をはかったが流産に終ったことがあ

り，野党の攻勢などを考えると，いろいろ問題が

出るものと予想されている。
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あまりええ話がのうて

この頃は気重じゃのう

いよう，これは珍らしい。けさがた婆さんがしきりに

“あなた今日はきっと珍らしい方が見えますよ。障子に

鳥影(とりかげ〉が指しましたのでね……。"と云いお

った。その珍らしい方というのが君だとは…。アハ…。

まあ，そう変な顔をせんでもええ。それどころか，本当

は誰か来て呉れんかと，心待ちにしとったところじゃっ

た。この頃は，とんと出不精になってのう。駅前までさ

え出たことがない。

何?それこそお年のせいでしょうとーとんでもない。

こう見えても， 1，000m級の山を蹴渉したり， 結構， 相

手のベースで酒席を勤めるくらいの健康は持合せとる

よ。アハ・

ところで，今日の君の用件は?…と訊かんでも、君の

顔に書いてある。雑誌の埋め草に，この懐(わし〉の話

を聴〈き〉こうというのじやろう。

と云うては見るものの，健とて，これという格好なネ

タがある訳ではない。有ると云えば，春先きからの異常

気象が結局最後まで尾を引いた悪い話ばかり….

10月15日現在で調査された，ことしの産米の予想収獲

量は，とうとう 1，085万 8千トソと， 9月15日現在の作

況95を更に一段と下回って， 93という，昭和29年の92以

来の不作は決定的になったようじゃ。しかも，冷害によ

る被害総額1，300億円， 10月29日， 農林省が公表したと

ころによると， 45年度の農業所得は50万 8千円で，農外

所得88万5千 2百円と合計した農家所得こそ139万3千 2

百円と， 44年度のそれに比ベ11・5%の増加となっとる

が，農業所得だけでは44年の 4%減，農家所得に占める

農業所得の割合(農業依存度〉は36.5%と， 44年度の42.3

%に比べ実に 6.8%も陥込んどるーというおまけまでつ

いては，万年「強気」の慢も， さすがにこの頃は，農業

問題を口にするのもいささか億劫(おっくう〉になってき

ょった。イヤ，イヤこれは決して年のせいではのうて，

気重い感じというたら判ってもらえよう。

そう，そう， さっき昭和29年の不作と云うたが，あの

ときは28，29と続いた冷害年じゃったが，健にはこんな

経験がある。

昭和29年は，たしか春先きから冷え冷えとした天候が

続き，そのまま梅雨に入ったが，その梅雨が明けるどこ

ろか， 6月中をほとんど降り続き，月替りの 7月になっ

たら止むと思いきや，そのまま12日までどショピショと

降り止まず， 7月の土用だというのに，なんと 3月初旬

頃の気温になってしもうた。

憶いおこす29年の冷害

盆の13日に，相衣を着込み小名浜へ

ちょうどその頃，先約があって，慢は当時の日本水素

工業を訪問することになっとった。約束の日は 7月13日。

ところが，いま云うたとおり 12日も朝から雨。がうかり

しながらも，旅装を整えて床に入札翌朝日をさます

と，何んと /12日まで低くたれ込めとった暗雲は跡方も

のうて，盆の13日にふさわしいカンカン照りと相成った。

ところが，その朝，上野駅へ急ぐ慢のいでたちは如何

ーと見てあれば，下着は相の上下それも長めの物，服も

相の上下にチョッキ，その上に更にスプリングコートを

はおって，暑さを感じないどころか，列車内では，意識

して陽光の照る窓ぎわに席をとり，スプリングコートを

着たまま，腕を陽光に当てていると，ょうやく温みを感

じるとし寸有様じゃった。こんな風じゃから，上野を出

て鴬谷(うぐいすだに〉下を列車が通る頃には，窓とい

う窓を全部おろさねばならなんだ。なぜか?窓をおろさ

なんだら，寒うてかなわんのじゃよ。

あの年一昭和29年の冷害も，主として関東以北が激甚

じゃったが，いま云うたとおり，その冷涼さたるや， 7 

月のさ中に相の装束で身を固めようとは，さすがの僕も

びっくりしてしもうた。

周期的にみて，気象の異常はまだ当分続くものと見な

ければなるまい。米がダメなら麦という訳でもあるまい

が，この頃“麦を作りましょう"というようなムードが

出はじめとるようじゃが，あれがダメならこれ，これが

ダメならそっちで行こう一式の発想で，農政をあげつら

うべきではないと慢は思うがどうじゃ。

と云うて，慢は今度農林省が野菜の生産と消費を担当

する野菜部のほか，現在，農林経済局内にあって食品行

政を担当しとる企業流通部 (5課〉とで流通局を新設す

るという話を，とやかく云うつもりはない。ないどころ

か，今からでも遅くはないーと云いたし、ところじゃが，

食品流通の現実は，今日あまりにも問題が多すぎる。

こうした機構の新設や，それに伴う配置替えをしたと

ころで，問題点の一端でも解決できるかどうか，何んと

のうその点が気がかりじゃなあ。

まあ，この話はこのくらいにして，肥料が作物別にど
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昭和46年11月1日

う消費されとるか，ちょっと検討してみよう。

肥料の需要低下傾向も

この辺で底を衝くか?

いちばん注目されるのは，何と云うても米と麦。この

2作目の窒素肥料の消費量割合を示すと， ご覧のよう

米 麦 に，米，麦ともに33年を基準と

昭33年 46.3 18.5 

39年 40.7 14.0 

40年 42.0 11. 0 

41年 38.1 9.0 

42年 39.1 7.8 

43年 39.4 6.4 

44年 40.1 5.8 

45年 38.6 5.2 

して，年々消費量割合が低減

し， 46年度はこれまでの最低に

なろうと云われとる。これは窒

素肥料と云うても化学肥料分に

限り，都道府県肥料需要調査か

ら算出されたものをあげた訳じ

ゃが，これに引替え，いわゆる

成長作物と云われとる野菜，果

46年 34.6 3.9 樹，飼料作物はと見ると，この

果樹野菜飼肥料作物通り数字はこれら 3

昭33年 11.0 4.9 0.7 

39年 13.4 7.5 3.7 

40年 15.3 9.2 4.6 

41年 16.2 9.9 6.3 

42年 16.3 10.6 6.4 

43年 16.8 11. 5 6. 5 

44年 18.4 11. 3 6. 7 

45年 19.4 11. 5 6. 2 

者の位置づ、けをハッ

キリと示しとるのが

判る。特に野菜の消

費量は46年は33年度

の約 2倍，果樹は同

じく約 2.5倍，飼肥

料作物に至っては，

41年以降経過中の動

46年 21. 4 12. 3 7. 6 向は6.3~6. 7%と横

ばいながら， 46年の消費量割合は33年に比べると，実に

10倍と著増しとる。

一般的に，米生産調整が避けがたいものとなってか

ら，肥料消費量は低減の傾向を免れんようじゃったが，

最近の情報によると，肥料の消費傾向は， 46年度を底と

して一気に上昇気運をたどらぬまでも，これ以上悪化す

ることはあるまいと云われとるようじゃ。

健もそのように考えたいが，ここで指摘しておきたい

のは，一般的に粗大有機物の給源が不足しとるというこ

と。これは，むしろ労働力の不足によるものであろうと

する意見もあるが，これは肥料を供給する方と，消費す

る方とで真剣に考慮を要する重大な問題じゃと思う。問

題は，再び原点に立帰ったということになるかのう。

果樹生産費中に

肥料費はどのくらい占めるか

さて，最後に君の取材の参考になるように，農林水産

統計速報から， 44年度の各種果樹類の地代資本利子を算

入した10a当りの第 2次生産費中に占める肥料費をあげ

てみよう。

と 科 学

これでみると，各主要果樹に10a当りどのくらい肥料

が投下されとるか，また地代資本利子を算入した第2次

生産費に対して， どの程度の割合になっとるかが判ろう

これはもっと詳細にデーターを上げて説明する必要が

あるが，そこまで触れたら l回で済ます訳に参らん。

それでは話はこの辺できり上げて…実はとって置きの

“菊正"の特級がある。老妻もそれを承知で，酒菜(さ

かな〉をみつくろいに出かけたらしし、から，まあゆっく

種 類

りしてチクとやって行き給え。

集計
戸数

肥料費
次
費

2
産

第
生

-温州、|みかん

普通温州

早生温州

・夏みかん

.はっさく

・ネーブ、ル

.伊予柑

・りんご

国光

紅玉

スターキング

ゴールデン
デリシヤス

デリシャス系

・も も

大久保

白桃

倉方早生

缶桃

-日本なし 94 

二十世紀 58 

長十郎 39 

・西洋なし 9 

・ぶどう 107 

デ、ラウェア 24 

同ジベ処理 31 

キャンベル
ア{リー 13 

マスカット
ペリーA 13 

ネオマスカット 15 

・温室ぶどう 5 

柿 68

・びわ 5 

・く り 31 

382 

325 

80 

24 

19 

10 

5 

169 

96 

81 

35 

13，886 116，314 

13，996 117，029 

13，280 117，514 

15，896 90，885 

15，198 100，885 

28，378 119，601 

15，025 119，643 

7，377 97，730 

7，566 99，429 

6，383 86，109 

7，656 95，111 

ウ

'

門

i

ρ

O

A

U

Q

U

ワ

臼

可

d

1

i

n

u

n

b

咽

i

1

i

5，044 137，595 

5，919 114，550 

8，850 106，136 

7，212 95，283 

10，876 118，215 

8，188 90，865 

4，800 72，387 

12，387 159，582 

11，697 179，007 

13，248 135，041 

5，484 70，782 

9，057 146，109 

7，410 105，490 

10，483 157，809 

5，874 123，380 

7，335 129，965 

11，184 143，170 

16，747 624，161 

10，552 76，412 

15，163 86，828 

2，610 23，414 

-うめ 3 6，868 66，178 

(温室ぶどうは建造物の建坪面積330nf当り〉
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こんにゃくと

CDU化成の肥効

群馬県富岡農業改良普及所

吉 田正

全国の約 3害jを占める

群馬県のこんにゃく栽培面積

こんにゃくは， r務務Jと書く。てんなんしょ

う科の多年生草本で，地下に大きな球茎がある。

高さは約 1m。葉は根生し，鳥駈状の複葉に分裂

する。夏，てんなんしように似た奇形の紫褐色の

花を開 く。

前述の球形が「苑務玉J(こんにゃくだま〉で，

主要成分はコ γ ニャクマンナンである。原産地は

イソド，セイロ γ地方といわれてお り，わが国へ

は仏教とともにもたらされたと云われている。

最近におけるこんに ゃくの栽培面積は17，600ha

その収量は 131，300トンと推定されている。栽培

はほぼ全国にわた っているが，主産県は下記の12

県である。

県名栽培面積 比率 県 名 栽 培 面 積 比 率

群馬 5，130 29. 1 高知 595 3.5 

福島 1，920 10.9 静岡 574 3.3 

茨城 1，310 7.4 長野 566 3.2 . 
宮城 1，120 6.4 岐阜 537 3.1 

埼玉 840 4.8 岡山 333 1.9 

広島 774 4.4 その他 3，225 18.2 

山梨 676 3.8 

群馬県は全国の約 30%を占める “こ んにゃく

県“であるが，当富岡農業改良普及所管内は県下

でも有数のこんにゃ く生産地帯で， 栽培面積

こんにゃく展示圃の現況 (CDU化成区)

と 科 学 第三種郵便物認可 (11) 

1，540haと県下全栽培面積の約30%を占め，栽培

農家戸数は 4，340戸， 管内農家戸数の約50%がこ

んにゃくを栽培している訳である。

栽培品種は在来種と支那種が，それぞれ50%の

割合で，支那種は主として平坦地で，在来種は山

間傾斜地で栽培されている。

なお，管内の主要作目と栽培面積(または飼育

頭数〉および栽培戸数 〈または飼育戸数〉を示す

と次のとおりで，

栽培面積 栽培戸数 飼育頭数 飼育戸数

水稲1，526ha 6，664戸酪農3，266頭 1，611戸

桑園2，355 6，454 

こんにゃくは，養蚕に次ぐ重要作物となっ てい

る。

3カ年の実績が示す

CDU化成の安定性，持続性

さて，こ んにゃくに対する施肥は，一般的に耕起

時に施し，植付時は無肥料とする。植付け10日後

頃に畦上に芽出し肥として施肥， 30日後頃に畦溝

に元肥として施肥 し，その後30日程度に追肥する。

3年生の状況(葉柄長70cm)

標準施肥量は10a当り N12'"'-' 15kg， P 10'"'-' 12kg 

K13，...__，16kgが普通で，燐酸は全量を元肥に，窒素

と加里は元肥と して80%を施肥する。な

お，堆肥 1へ 6.5トンを植付時に施す。

元来， こんにゃ く用の肥料としては，

有機質肥料でなければな らないという考

え方が非常に強 く， これまで大豆粕，ナ

タネ粕に人気が集中していた。いまでも

一部では，有機質肥料や有機配合肥料が

重点的に施用されている。

最近では，各種の肥料が使用されてい
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るが，そのなかで緩効性肥料が好成績を示してい

る。 CDUがこんにゃく用の肥料として，県下に

普及されはじめたのは昭和43年頃からである。

ここに，当所管内で過去3カ年にわたり実施し

てきた，現地展示圃の成績を発表して，ご参考に

供する。

これらの表で気がつくことは，昭和43年度はD

d入，チオ高度， CDUが標準より高い成績を示

し， 44年度はASU，有機入， CDUの順で，チ

オ高度， D d入りは後退している。また45年度で

はアヅミ γ化成， D d入り，こんにゃく複合，チ

オ高度， CDUの順になっいる。

昭和 43年 度 成 績 しかし，

:に(
健全芋 かんぷ病程度別内訳

多 r_l" 小

コ数重量 ゴ数重量コ数重量ゴ、数重量

チオ高度
g g g g 

29.5 8，550 4.5 800 3.5 900 1.0 250 

MBT高度 29.5 6，650 3.5 800 2 500 4 900 

G D U 35 7，850 1 300 3.5 750 3 700 

Dd入高度 25.5 7，550 4 900 5.5 1，000 7 1，400 

標 準 28.0 5，700 3.5 500 3.5 850 4.5 650 

有機入 855 29.5 7，400 4.5 1，200 0.5 150 3 800 

昭和 44年 度 成 績

合 計 肥 mz 
大 量

コ数重量 率 上ヒ

g 倍 % 
38.5 10，500 7.00 136 

39.0 8，850 5.90 115 

42.5 9，700 6.46 125 

42.0 10，850 7.23 140 

39.5 7，700 5.13 100 

37.5 9，550 6.36 123 

生

コ数

g 

487 

455 

488 

447 

397 

387 

子

重量

g 

3，900 

3，625 

3，875 

3，550 

3，275 

3，150 

CDUは43

年度125%，

44年度 109

%， 45年度

は108%と，

他の緩効性

肥料の成績

がバラツキ

を示してい

注ぞi健全芋 病 芋 合計

コ数重量 コ数 重量 コ数重量
肥大率

100 生

分比 コ数

子

重量

るのに対し，比較的安定

した成績を示しているこ

とで， これはこの肥料の

一つの特性である安定性

持続性を物語るものであ

ろう。

標 準 26.5 8，150 8.5 

C D tJ 30.5 10，000 4.0 

A S N 31. 5 10，300 3.0 

D d 入 32.5 9，900 2.5 

チオ局度 27.5 8，500 7.5 

有機入 28.5 10，300 6.0 

トご1健全芋

コ数重量

標 準 21. 0 9，150 

C D U 21. 0 9，550 

D d 入 23.5 10，650 

チ オ 高度 22.5 10，300 

A T C 20.0 9，250 

アヅミン化成 26.0 12，000 

こんにゃく複合 24.0 11，050 

こんにゃく有機入 18.0 7，800 

1，500 35.0 9，650 4.3 

650 34.5 10，650 4.7 

940 34.5 11，240 5.0 

'350 35.0 10，250 4.5 

1，450 35.0 9，950 4.4 

950 35.0 11，450 ~~ 
昭和 45年度成績

病 芋 l口b、 計

コ数 重量 コ数 重量

6.5 1，300 27.5 10，450 

8.0 1，825 29.0 11，375 

3.5 1，375 27.0 12，025 

5.0 990 27.5 11，290 

8.5 1，590 28.5 10，840 

3.5 800 29.5 12，800 

4.0 1，125 28.0 12，175 

10.0 1，315 28.0 9，115 

100 66 

109 62 

116 72 

104 77 

102 72 

118 84 

肥大率
1 0 0 

分比

4.78 100 

5.17 108 

5.64 117 

5.24 109 

4.96 103 

5.81 121 

5.39 112 

4.095 85.6 

700 

610 

620 

790 

800 

900 

生

コ数

121 

122 

120 

122 

113 

148 

146 

105 

こんにゃく用肥料も，

省力に伴なう追肥を省略

子

重量

1，450 

1，250 

1，450 

1，450 

1，300 

1，800 

1，700 

1，200 

する傾向が強いの

で， とりわけ土壌

による保持性と，

肥効が高いCDU

化成に対する関心

は今後一層高まる

ものと考えられ

る。
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20年間腐心の結果が

美事に花開いた白石町(佐賀)の乾田直播

脊振山地の三瀬峠を越え

“肥前白石米"の産地白石町へ

福岡市の中心から西南へはぽ30分も車で行 くと ，道は

次第に登りとなって脊振山地 (主峰は脊振山1055m)の

三瀬峠に着く。紅葉まではまだ幾らか聞がありそ うだ

が， 10月下旬ともなれば，北九州でもさすがに山間には

秋の気配が濃い。

最近できたばかりだという，簡素ながら小椅麗なドラ

イヴインで，名物?だという“月見 うどん"で昼食をす

ました後(噂にたがわずうまい/)脊振山地を一気に下

り，小城羊かんや相撲の“小城の花"で知られた小城町

を過ぎると， “肥前白石米"の産地として知られる佐賀

県杵島郡白石町は，そこから10分ほどの距離にあった。

この辺いったいは， もと有明湾の一部を埋立てた早た

く地で，農業を営むあちこちの集落がやがてまとまって

“白石町"となっただけあって，いかにもそれらしい町

である。

“機械化省力とい うのは，農業の技術革新の方向であ

るが，このこともよく研究して，機械の導入をはからな

ければ，利益が高まるとはかぎらない。"が，一方，農

家は， “手持ちの機械を上手に活用したい。新しい機械

は動力刈取機以外は買いたくない。そしてこれらの機械

を使って，超省力の米づくりをやりたい。"ーと思案す

る。

“この考え方にぴったり適応するのが，稲のばらまき

栽培である。ばらまき栽培であれば，手持ちの機械に動

力刈取機を加えただけで，規模拡大に対応できる技術で

もある。"

これは本誌9月特集号に掲載されている，香川県農試

の安藤奨先生の“乾田ばらまきの適地と利点を考える"

の一節である。

たしかに，当面のいやこれからの日本の米づくりは，

省力〈低生産費〉→良質→多収→規模拡大につながら な

ければ，経営の意義がない。

さればと云って，その乾田直播が， どことどの県で，

どのくらいの面積で栽培されているかーとし寸質問に対

して，当の農林省でもはっきり返答しかねるほど，デー

ターはキャッチされていないようである。

河見 泰成

ところが，ここ

白石平 野では約

1， 630戸の米作農

家の殆んどが，白

石地区農協営農部

の好リードのもと

に乾田直播と取組

み，元肥と中間追

肥に燐硝安加里

4646，穂、肥とし

てCD U S 855を

施肥体系として，

昭和40年以来“白

石の乾直"として

白石地区農業協同組合事務所 特異の基盤と名声

をきずき上げて今

日に至っている。

今日 (10月19日〉脊振山地を越え て，チッソ旭肥料

(株〉福岡営業所の森山さんと白石地区農協を訪れた目

的は，営農部の陣内(農産)，菰田 (営農〉両課長にお

目にかかり，乾直栽培の指導推進の実際を伺うためであ

った。

“後からついておいでなさい。"筆者が強度の近視で

あるのを知ってか，森山さんは筆者の足もとを気づかう

ように，賛光灯のともらない農協の事務所の裏口へ廻っ

て“ご免下さい。"と 声をかけた。と ，妙令の女性が顔

を覗かせ，森山さんを見るや “陣内さーん"と声をかけ

た。それを待ちかねていたかのように， “森山さんが

来たか"という戸がして，痩せぎすな人物が出てきて，

h まあこっちゃおいで。…。2時半というこっちゃが，

どうせ 3時にはなると思うてな，一服しとったら，誰も

おらん気やすさか，ついウトウトしてしもうてなあ…。"

と挨拶された。白石地区農協営農部農産課長の陣内信夫

さんである。

人気のない農協事務所と云えば，賢名な読者には，こ

の日 “白石地区農協は休みだったんだな ?"とお察しが

つくと思う のまさにそのとおり，本来ならば10月15日の

いま頃，ここを訪ねていた筈であったのだが，九州方面
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の列車は上下線とも非常に混んでいて，なかなか都合の も，ここに落つくまでには甲論乙駁，なかなかなもので

いい切符が手に入らず，14日西下の予定が心ならずも 18 した。こうして 4，500haに対 し約 14%，600ha減の3，900

日に延期せざるを得なくなった訳だが，今度は森山さん haの作付を諒承 してもろうたんですわ…。"

の方から， “先方は幸い承知して呉れましたが，19日は 農協の農産課長とあれば，当然、のことながら誠にご苦

白石地区の祭礼で農協は休日になるのを出てもらう訳で 労なことである。(そして今度は， ことしの異常気象に

すから，よ ろしく…。 "と，クギをさされる仕儀と相成 よる冷害にひ、っくりした農林省は，一転して47年度に減

った。 反緩和説を打出す始末だ。〉

農協内に人気が ところで白石平野の乾田直播は， 表向き昭和40年頃か

ない理由とは一こ ら導入されたとあるが，この点について陣内さんは

ういう訳なのだ “それはそうです。しかしわれわれは既に昭和24，25 

が，人気がな く， 年頃から米作の合理化を考えて乾田直播と取組んで参り

蛍光灯もつかぬ事 ました。しか し初期の試みはいずれも失敗しました。と

務所というもの 云うのも，結局は機械 (或は装置〉が揃わない，除草剤

は，ちょうど誰も がない。特に除草剤のないということが致命的でした。"

いなくなった野球 20年にわたる腐心の結果が美事に実り，皐拓地という

場や競技場のよう 要素欠乏の少ない， 本来的に良質米を生産する素質があ

に，ある不気味さ る白石平野に乾直は花開いた訳だ。

を感じさ せるもの “農業特に稲作は慣行的に田植，除草，収穫に相当数

である。それでも の雇傭労力が要るものです。ところが一般的に農村人口

挨拶がすみ，頭上 の過疎化が目立つにつれて，よう やくこれが顕在化して

に盛光灯がともる きた。しか し今後の稲作は雇傭労力に頼るようではダメ

米で行くからにや

辛いが政府に協力する。
(農協事務所で語る陣内さん〉

乾直が地についたのは40年だが

と，そこには平素

見なれた事務所風

景があった。

研究は24，25年頃から着手されていた

“この白石町を中心とする白石平野は，本来有明湾を

早拓したところで，環境的に非常に米づくりに恵まれて

おる。そういう訳で，この辺の生産農家の米に対する愛

着は非常に強いものがあります。のみならず，これま で

は，ただただ増産一本槍で稲作が推進され新佐賀段階方

式に見られるよ うに，専ら単位当り収量の増収という点

が強調されて参りました。が，事態が一転して米が過剰

となり，生産調整は避けがたいーとなると，今後，“肥前

白石米"として市場性を確保するためには， どうしても

“うまい米ぺ“良い品質の米"として，いわば “売れる

米"を生産して行かなければならん。 "

このとき，彫 り(ほり〉の深い陣内さんの面上に，サ

ッと或る感慨めいたものが浮かんだようであったが，そ

れはそのまま直ぐ消えてしまった。

“しかし“売れる米"を作る というても，この白石平

野の“米"を関係当局がどう考えておるかが当面の問題

な訳ですが，これに対してわれわれは， “需給のパラン

スを図るため，政府が生産調整を積極的に推進する とい

うなら，進んでこの方針に協力しようではないか…。"

ということで一応意見の調整ができた。と云 いまし て

です。この白石地区でも労力の減少は目立っており ます

が，この問題はあくまで，地域で解決しなければならな

いと思います。"

だから，この問題ではツベコベ云わないーと陣内さん

は語るのである。そして

“われわれが推進 している乾田直播方式は，あくまで

経過的なもので，現在の農業人口構成(専業 389戸，第

l種兼業990，第2種兼業250)が大幅に変動を来すよ う

になれば，当然その方式も大型化さなければならんと思

いますが，現時点では小型の動力耕転機や刈取機を利用

して一つまり小型の機械でも取組みゃすい乾田直播方式

を進めている訳です。"と語る。(現在の方式でも2"""'"

3割の省力につながる。)

苗代がいらぬ， 田植からも解放される，現在手もちの

耕転機や刈取機を利用 して，労働生産性の高い乾田直播

方式が，ここ白石平野に胸を張っているのだ。もっとも

乾直方式も普及の限界があるらしいが，広い意味で，こ

こ2，3年すれば恐らく手刈りする人はいな くなるだろ

うと云われているのも，充分うなずけることである。

しか し，ことしの異常天候は白石地区でも例外ではな

く，10月に入ってからは殆んど降雨を見ないままに経過

したが，播種期の天候が悪く，出穂が遅れたうえ中秋の

低温で，積算温度が少ないーなどの影響を受けて，作柄

は96%と “やや不良"というところ。それでも昨年より

良いのだそうな。
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“直播水稲は一般に浸透性が大きく，粒状化した作土

は， 地力窒素の放出も少ない。一方土壌の強還元化は小

さく ，水稲の根の活力は高く推移する。" (本誌9月号

出井嘉光氏“省力・安全稲作のための施肥法について")

と云われているが，この点は陣内さんも認めている。す

なわち，収穫を控えた現時点(10月19日〉でも活力の強

いことがハッキリ判るということである。

なお，白石地区の乾田直播方式の推進上，見逃がせな

いことは，昨年から主品種をレイホウにほぼ統ーした

(他に日本晴などがあるが〉ことである。現在普及率は

95"-'96%程度に達しているらしいが，これは耐肥，強

稗，穂数型の品種で，多肥しても米質の悪化につながら

ないーとし寸特徴ある品種である。とは云うものの，実

肥をいつやるか一時期が問題で，穂、揃い期の実肥は米質

を落すから注意、が必要だーと陣内さんは云っている。

C 0 U S 855は気象に対応して

効果のある良い肥料だ

陣内さんのレクチャーが終ってちょうど 1時間半，再

び車で 5分 くらいの距離にある白石地区農業協同組合錦

江支所という看板がかかった建物を訪れた。ここも正面

の扉は堅 く閉ざされていた。その筈だ。 先にも述べたと

おり，白石地区のお祭りで休みなのだ。

これ，この葉をご覧

まだ充分葉緑素が残っとる。
(現闘で乾直水稲を示す張回さん〕

“おらのんかな

あ?"と正面の扉

から内部を見廻わ

していた陣内さん

は今度は裏手に廻

って， “おるかのう

?"と声をかけた

トタン “ウォン ノ

ウォン/"と 声高

く叩(ほ〉えて，土

佐犬とフツレテリヤ

をかけ合せたよう

な大きな犬が飛び

出してきて，われ

われの足許を確か

めるように喋(か)

ぎながら出て行

き，その後から “おお，おるよう"と，これはまた陣内

さんとは対照的に荏洋とした人物が “どおせ，そのうち

にや来るじゃろうとゴロリとしとったじゃ"と云いなが

ら出て来られた。頂戴 した名刺には“白石地区農業協同

組合 ・営農課長菰田博之"とあった。

“時間の関係もあるので，はよ う現場へ行って見る

のところにある乾直田に向 った。

車の中で陣内さんが， “あの辺は慣行栽培のと ころ，

この辺一体は乾直田ですわ。見わけがつきますか ?"と

筆者に語りかけるが，車の中からでは，そのケジメの付

けようはないが，秋の陽ざしにかすかに揺れ動いている

乾直田を見ていると ，他県から視察に見える人達が “白

石に来て，はじめて直播の稲とはこういうものかと判っ

て感激した。"といったというその感激を，筆者は車を

降り て見て新らたにした。

われわれが訪れたところは，構造改善事業区とかで，

農道も立派に整備されている場所であっただけに，余計

その感を深くしたのかも知れないが，そのと き菰田さん

から伺った話の概要を示すと次のとおりである。

“主品種はレイホウ，植付適期は 6月5日前後です。

さて施肥ですが， 3月中旬に珪酸苦土を10ha当り90"'100

kgを散布し，元肥として整地時に燐硝安加盟 4646を10

"'2 0 kg.と中間追肥として同じ肥料を 7月5"'10日の聞

に40~50kg.を施し，更に 8 月 18"'20 日にかけて穂肥とし

てCDU燐加安S855を30"'35kg.施します。"

“なお病虫害防

除としては 6月上

旬に， ウンカ類の

航空防除を行ない

除草は播種後サタ

ン乳剤 800"-'1000

CCを散布するが

葉害は殆んどあ り

まっせん。なお 7

月下旬に倒伏防止

と除草を兼ね 2.4

-Dを散布するほ

か，8月上旬にト

ビイロ， モンガレ

の初期発生防除を

行ないますが，あ

普通植え水稲と

ちっとも変らぬ乾直水稲

とは栽培ごよみ通りです。このほか特に注意することは

土用の中干しと ，間断かん水の 2点ですが，まあご覧な

さい…。"と，中に入って稲を示しながら

“このとおり ，これらの稲はまだ充分葉緑素が残っと

るです。米の品質と収量を決定づけるのは，ーにかかっ

て穂肥のやり方にある訳ですが， CDU燐加安 S855は

気象的変化によ く対応し，安心 して施肥でくる肥料じゃ

と思う。 "

と云い，更に

‘ことしのよ うな異常気象時における穂肥に，特にそ

か"と，こんどは菰田さんの先導で，ここから 5，6分 の効果があるようです。 "
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い建物が見ゆるでしょう。あれは格納庫で， 30馬力のコ

ンパインが 3台入っとりますよ。オベレ{ター?ウンお

るよ， 7人。専門のオベレーターがね。いずれも村の若

い連中の中から選んで，順番に長野へ研修にやっとるで

す。"

と，いうことであった。

と，付け加えられた。

“陣内さん，実はきのう一部分坪刈りをしたんじゃ

が，大体7懐半という数字が出た。 450kf}というところ

じゃが，ことしの天候ではマアマアというところじゃろ

うかの

“ここは大型化を推進しとるのでして，あの向うに白

J=J 11 

期

仏
凡
孔
川
明

日

g
:
l
'

山

総

則

10/20 J盛
期

刈

I[X 

り

-備考第2回追肥と実施は天候により加減する。

稲作の建全化をはかるため，ケイサン苦土石灰を 10a当

り150kg施用する。
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しも終りです。

このところ政治，経済上にいろいろ大きな問題

が出て，底の浅い日本国は大揺れに揺れています

編集子として率直に云わせて貰うならば，むしろ

今日の苦痛はもっと早くなめるべきであったよう

な気がします。

それにしても，今日の苦しみをどう受けとめる

か，好転のきざしが見えたら， トタンにこれまで

の苦しみを忘れるような苦労の仕方では，元のそ

クアミになりましょう。 (K)

主な注意事項

1. 品種と播種

期品種はレイホ

ウを主体とし， ト

ヨタマ， 日本晴で

もよい。播種期は

5月下旬から 6月

上旬とする。

2. 耕起・砕土

・均平 休閑期は

早めに耕起してお

き，均平に努め

る。

3. 種子の予措

芭や枝梗がある

ときは欠株を生じ

やすいので取り除

く。浸種は 1"-'3昼夜で終り，ハト胸程度とする。

4. 播種播種量は 10a当り 3"-'5 kf}とし，条間

25"-'27cmの点播。 3.3nf 当り 75~80株を確保すること。

覆土の厚さは 2"-'3個程度とし，鎮圧は均一に行なう.

5. 雑草防除(10a当り〉

播種直後(水150"-'200O)ニップ乳剤1，000"'-'1， 200cc 

湛水後サターン Sまたはニップ粒 3kf} 

後期除草剤 2.4ー D

6. 湛水入水は徐々に行ない，湛水は 5~6 葉期

とする。

7. 漏水防止湛水時に畦畔の漏水に注意する。

8. 病害防除発芽より入水期までのツマグロ，ヒメ

トピ， 8月以降の紋枯，メイチュウ防除に努める。

9. 水管理 4葉期までの湛水は生育障害になるの

で，極力排力に努める。後は移植に準ずる。

施肥基準と窒素のやり方

成分量 N15kf}， P10kf}， K13kf} 

窒素の施肥割合 C%)
元肥 7月5日 同20日
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水 管理

主な作業

ことしも，押しつまってもう 11月

になりました。年があけたと思う

間もなく，あと 1ヵ月少々でこと
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