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は じ め に

水稲作の機械化作業体系 は， 完成 さ れた と 言われて 久
し い が， 経営規模の 拡大や大区画化が進展す れ ば， 現状
の体系 では十分 と は言 え ず， よ り 省力 的 で高能率， 高精
度の機械化が要望 さ れ る 。

水稲作 に お け る 高生産性， 低 コ ス ト化， 省力化 に お い

て ， 機械の 負担面積の増大， 圃場の大区画化， 作業期間

の拡大等新た な 条件 に 十分答 え ら れ る 作業方式や機械化

技術の 開発が不可欠 であ る 。

ま た ， 担い手不足 の 解消や， 労働負担の軽減等 に対 し

て は ， 歩 く 農業 か ら 乗 る 農業 へ の 進展 は も ち ろ ん の こ

と ， 乗 る 農業 に よ る 高能率化， 高精度化 と と も に 省力化

や快適性が な お一層重要 に な っ て い る 。

こ の よ う な背景を踏 ま え ， 全農 では， 乗 用田植機 の汎

用化 を 目 的 に ， 極付装置 を取 り 外 し た 田植機 を走行部 と

し て 利 用し ， こ れ に 搭載す る 液剤少量散布機の 開発研究

を平成元年度か ら 開 始し ， 実 用化の域 に 達 し て い る 。

ま た ， 生研機構 では ， 昨年の農業機械化促進法の改正

に より ， 高性能農業機械の 開発 ・ 実 用化 を行 う 事業が開

始さ れ， こ の事業の一環 と し て 平成 5 年度か ら 専 用機 と

し て の水田 用栽培管理 ピ ー ク ル と こ れ に 搭載す る 液剤少

量散布機及び粒状物散布機 を 開発中 であ り ， 平成 7 年度

に は水田 用栽培管理 ピ ー ク 1レ と 液剤少量散布機が実 用化

さ れ る 予定 であ る。

こ こ では， 新た に 開発 さ れた 液剤少量散布技術 に つ い

て， そ の 具備す べ き 機能 に つ い て 紹介す る。

I 均一散布方式 に よ る 確 実 な 施用

生研機構 「水田 用栽培管理 ピ ー ク ルJ (以下， ピー ク

1レ) 及び全農 「パ ン ク ル ス プ レ ー ヤ J (以下， パ ン ク ル) ・

に採 用さ れて い る 圃場内移動 に よ る 液剤少量散布機 は，

今 ま でに は な い 高精度 な 自 動均一散布作業 を 可能 に し

た。 こ の 方式 は環境 に や さ し い省力防 除技術 と し て ， 薬

剤登録の進行 と と も に ， 今後の有力 な水田防 除のー技術

と し て 普及 拡大が期待 さ れて い る 。

The New Low Volume Ground Spray Technique Developed 
and the Functional Requirements for Sprayers to be Used in 
the Technique. By Kouichi TOZAKI and Kenpachi TOKUNO 
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こ れ ら の液剤散布機 は 少量散布方式 の目 的 に か な う 確

実 な 防除作業 を行 う た め に ， 従来 と は 基本的 に 異 な る 機

能 を 具備 し て い る 。

薬剤登録予定 の 散布 量 は 3 00倍 (現行 1 ， 000 倍 の 場

合) 25 //1 0a で， 今 ま での 約 1/4 の散布量 に な る 。 こ の

散布濃度 ・ 量 で施 用効果 と 生産物の安全性 を 確保す る に

は， 散布精度の 向上 な く し て は実現 し な い。 現在， 圃場

内走行散布方式がい ろ い ろ 検討 さ れて い る が， 例 え ば単

に走行台車 に従来の ブー ム ス プ レ ー ヤ を 搭載 し た だ け で

は， 散布精度 の 向上 は ま ず不可能 であ る 。

一般 に散布作業 を 行 う 場合， 散布速度 と 毎分吐 出量 と

は相関関係 に あ り ， 一定面積 に規定量散布す る た め に は

散布速度 に 見合 っ た 吐 出量 を 確保 し な げ れ ばな ら な い。

常 に 一定速度 で作業が でき れ ば散布精度 は 確保 さ れ る

が， 実作業上， こ れ は オ ペ レ ー タ の勘 に 頼 る こ と が多

い。 特 に 同一圃場 で走行条件が異 な る 場合や， 作業開 始

あ る い は作業終了直前 に ， 一定速度 を維持す る こ と は難

し い。 少量散布 を 考慮 し た 場合， 従来方式 では 走行速度

変化が散布ム ラ 発生の大 き な 原因 に な る と 思わ れ る 。

こ の よ う な課題 を 解決す る た め ， 走行速度が変化 し で

も そ れ に 見合 う だ け の吐 出量 を 自 動 的 に 制 御 でき る よ

う ， r ピ ー ク ルJ 及び 「パ ン ク ルj に は次 の よ う な機能が

備 え ら れて い る 。

今後少量散布 を 目 的 と し た 液剤防除機が開発 さ れ る こ

と と 思わ れ る が， 基本的 に こ れ ら の機能が必要 であ る 。

1 速度連動 PTO (取 り 出 し 動力 ) に よ る 噴援用 ポ ン

プの駆動

均一散布 を可能 に す る に は ， 散布速度 に 応 じ た確実な

調量精度 (設定 し た 吐 出量がい つ も 正確) を 保つ こ と が

必要 であ り ， ど ち ら かが狂 う と 散布ム ラ が生 じ る こ と に

な る。 従来の液剤散布機 では， 散布幅 での精度が正確 に

確保 さ れて も そ れ に 見合 う 速度 を一定 に保つ こ と は機構

上不可能 であ る。 こ の こ と は， 少量散布 に な れ ばな る ほ

ど散布ム ラ の発生が大 き く な る こ と を 意味 し て い る。

「 ピ ー ク ルj も 「パ ン ク ル」 も 乗 用田植機 を母体 と し

て お り ， 噴霧 用ポ ン プ を 駆動す る 動力 は 田植機の植付部

駆動 用PTO を 使 用し て い る 。 田植機 では一度株聞 を 設

定す る と ， 走行速度が変化 し で も 常 に 一定 の株聞 を 確保

す る こ と が でき る 。 こ れ は車輸 を駆動す る 動力系統 と 植
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付部駆動軸が連動 し て い る た め で あ る 。 こ の植付部駆動
軸 を PTO と し て 利 用 し l噴霧用 ポ ン プ を駆動 す る と ， 速
度 と 連動 し た 吸水量が確保で き る 。 こ れが田植機植付部
駆動用 PTO を利用 し た 理 由 で あ る 。

2 余水 ゼ ロ ・ 低圧散布方式 に よ る 速度連動散布

均一散布 を 行 う た め に は， 吸水 し た 薬液 を移動速度 に
応 じ て ノ ズ ル か ら 正確 に 散布す る 必要があ る 。 こ れ を実
現す る た め， 1.汲水 し た 薬液の余水 を ゼ ロ に し て 全量;吐出
す る 機構を採用 し て い る 。 こ の結果， 移動速度が遅 く な
れ ば PTO 回転数 も 連動 し て 低下す る た め， 吐出iLI も 少
な く な り ， 移動速度 に連動 し た l噴霧量が得 ら れ， 均一散
布が可能 と な る 。 ま た ， 散布l侍 に お け る 圧力 は 2�3kg/
cm' 程度で， こ の圧力 で も 施用効果が確保で き る ノ ズ ル
を採用 し て い る 。

一方， 一般の液剤散布機 は， 1噴霧用 ポ ン プの駆動回転
数が変動 し て も 吐出量 を落 と さ な い こ と を基本 に， 多 め
に 吸水 し， 1仕出 に あ た っ て は吸水量の 20�30% の薬液を
余水 と し て タ ン ク へ戻 し て い る 。 回転変動が生 じ た場合
に は， 自 動 的 に 余水量が変動 し ， 調量;精度 を一定 に保つ
機構に な っ て い る 。 し た が っ て ， 噴霧用 ポ ン プ を駆動す
る 動力 源 と 走行速度が連動 し て い な い 散布方式や歩行散
布の場合， 移動速度 に 関係 な く 常 に 吐 出 量 は 同 じ に な る
わ け であ る 。 こ の結果， 走行速度が設定速度 よ り 遅 く な
れ ば過剰散布 に な る し ， 速す ぎ る と 散布量が不足す る こ
と に な る 。 極端な例 と し て ， 作業中 に何 ら かの ト ラ ブル
に よ り 停止 し た場合， I ビー ク /レj や 「パ ン ク ル」 では散
布 を 自 動 的 に 停止す る が， 一般の散布機で は散布用 コ ッ
ク を閉 じ な い限 り 一定量の液剤が同 じ場所 に 散布 さ れ る
こ と に な る 。

3 端 数処理作業 で も 正確 な散布

ブ ー ム ス プ レ ー ヤ に よ る 圏場内移動防除作業では， 常
に 全作業幅で作業がで き る と は 限 ら な い。 特 に 作業の終
わ り 付近では， 一部の ブー ム を折 り た た んで端数処理作
業 を し な けれ ばな ら な い。 そ の た め 「 ビー ク ル」 で は ブ
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ー ム が 5 分割 に ， Iパ ン ク ル」 で は 3 分割 に で き ， 薬液の
重複散布が避 け ら れ， 散布l隔 に 左右 さ れな い均一な散布
が可能 に な る 。 一方， 吸水量が全量吐出 さ れ る こ の 方式
では， 全I�lií分の薬液量が端数幅 に 散布 さ れ る よ う に な る
と ， 単位面積当 た り の散布量 に 影響 を及ぽす こ と に な る
た め， ど の よ う な散布幅で も 全幅散布時 と 同 じ 条件の散
布盆 と な る よ う な機構 を採用 し ， 正確な散布がで き る よ
う に な っ て い る 。

お わ り に

以上， 少量散布実現の た め に 必要 と 考 え ら れ る ， こ れ
ま での液剤散布の常識 と は異 な る 新 し い機能 に つ い て説
明 し た。

い ずれ に し て も 25 1/10  a の 少量散布 を 実現す る た め
に は， 100 1/10 a レ ベ ル の 意識か ら 25 m l/1 l11' 散布 レベ
ノレの感度 に よ る 精度 の 高 い散布方式への転換が必要であ
り ， 既存の ブー ム ス プ レ ー ヤ装置 を そ の ま ま ， あ る い は
簡単な 手直 し を施 し た だ け で は， こ の よ う な 少量散布 に
十分対応で き る と は 言 い難い。

今後， I ビー ク ル」 や 「パ ン ク /レJ と 同等以上の高精度
散布機の 開発が期待 さ れ る 。
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