
「ソバの湿害メカニズムとその対策」
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対照区 3日湛水区 6日湛水区

〇神山拓也1・村上隼1・竹島亮馬4・藤原洋介2・小林省吾3・中野恵子5・渕山律子5・

島武男5・原貴洋5

(1宇都宮大学・2株式会社そば研・3井関農機株式会社・4農研機構作物研・ 5農研機構九沖研)



ソバの作付面積および収量の推移
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米の生産
調整開始1945

終戦
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水田利用
再編対策

2011
農業者個別
所得補償制
度の対象作
物に指定

明治から大正初期
水田面積の少ない畑作地帯や山間地
などでの主食
大正末期から昭和の初期
世界的恐慌による農産物価格の暴落
により雑穀生産地から野菜供給地へ
敗戦後
開田

2(菅原, 1974; e-stat, 2024)

122 kg 10a-1
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令和5年度の収穫量 (収穫量1位から20位)
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水田面積率と収量との関係
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田と畑の違い
一 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
二 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

田は用水路と排水路を持つ
https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/kurasi_agwater/k_tokucyo/ 水漏れ防止、移植効率化など

のために代かき

(不動産登記事務取扱手続準則 第68条)

水をためやすい
ようにできている

1. 圃場外からの侵入
2. 表面排水が不十分
3. 地下排水が不十分 5



水が溜まってしまう
と・・・

1. 圃場外からの侵入
2. 表面排水が不十分
3. 地下排水が不十分

6



土壌過湿状態の長期化

土壌中酸素濃度 ⇓

根の呼吸 ⇓

出液速度 ⇓

気孔閉鎖

葉温上昇光合成 ⇓

生育および収量 ⇓

根の枯死

対照区 3日湛水区 6日湛水区

対照区 湿害区 対照区 湿害区

(Koyama et al.,2019)

(Koyama et al.,2021)

(Koyama et al.,2021)

湿害のメカニズム

7



発芽 子葉期 3葉期 4, 5葉期
開花はじめ

出芽 開花最盛期 登熟期

5-7 23-25播種後日数 36-38

• 一日の冠水で
発芽低下
(工藤と曽根, 2016; 道山ら, 2013; 
Sakata and Ohsawa, 2006)

• 根長が30-
70mmのときの
湛水で出芽低下
(坂田と大澤, 2005)

• 3日以上の過湿や湛水
で収量低下
(koyama et al, 2019, 2021; 杉本と佐藤, 2000)

播種前の排水対策
早期の対処が重要

生育初期ほど湿害に弱い
一方、生育が早い

8



圃場に水をためないためには・・・

https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/kurasi_agwater/k_tokucyo/

1. 圃場外からの侵入
2. 表面排水が不十分
3. 地下排水が不十分 9



水路からの漏水 隣接水田からの漏水

漏水の防止：あぜぬり

10

あぜぬりによる漏水の防止が重要



圃場に水をためないためには・・・

https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/kurasi_agwater/k_tokucyo/

1. 圃場外からの侵入
2. 表面排水が不十分
3. 地下排水が不十分 11

降雨後2,3日
たっても水が
残っている！！

侵入を防いだ



明渠の施工

額縁明渠：畦畔に沿って掘った排水溝
12



耕うん同時畝たて播種

13

培土板
サイドディスク
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(Takeshima et al., 2021)
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対照区

畝立て播種区
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2019 2020 (多雨年) 2021 2022 (暗渠設置年)

畝 平 畝 平 畝 平 畝 平

収量2.03倍 収量皆無 収量2.31倍 収量1.15倍

2019年 2020年 2021年

2021年

(Takeshima et al., 2021)

収量2倍 収量皆無 収量2.3倍



圃場に水をためないためには・・・

https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/kurasi_agwater/k_tokucyo/

1. 圃場外からの侵入
2. 表面排水が不十分
3. 地下排水が不十分 16
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土地改良事業による暗渠の収量への効果

30 mm以上の降雨日数

収
量

(g
 m

-2
)

(Takeshima et al., 2023)

♦あり

21圃場平均

40.1 kg 10a-1
〇なし

♦あり

〇なし

78圃場平均

7.5 kg 10a-1
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暗渠あり 暗渠なし

水
分
飽
和
度

降
水
量

(m
m

)水
分
飽
和
度

降
水
量

(m
m

)

5cm

土地改良事業による暗渠の
土壌含水率への効果

降水量が100㎜を超えて
も飽和せず

5 cmで 35時間飽和
10 ㎝で 65時間飽和

降水量

10cm

(Takeshima et al., 2023)



暗渠機能、地下浸透の改善

(農研機構, 2020)道総研 須田さまより紹介 19



圃場に水をためないためには・・・

1. 圃場外からの侵入
あぜぬりを実施し、水路や隣接水田からの
水の侵入を防ぐ。

2. 表面排水が不十分
額縁明渠を施工する。額縁明渠に耕うん同
時畝たて播種を組み合わせることも有効。

3. 地下排水が不十分
本暗渠を施工する。カットドレーンやカッ
トブレーカーを活用する。

20



播種後に実施できる対策

(河村ら, 2006; 田中と杉本, 2006)

(杉本, 2004)

 まき直し

 中耕培土

 窒素追肥

 亜リン酸液肥の葉面散布 (原ら, 2023)

発芽 子葉期 3葉期 4, 5葉期
開花はじめ

出芽 開花最盛期 登熟期

5-7 23-25播種後日数 36-38

21
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