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は じ め に

平成5 年 12 月 の ウ ル グ ア イ ・ラ ウ ン ド農業合意 に よ

る 米の ミ ニ マ ム ア クセ ス 受 け入 れ に よ って ， 我が国の農

業 は 国際化 を迫 ら れ， 米生産の低 コ ス ト 化が求め ら れて

い る 。 こ の よ うな 中 で， 高齢化した 農家や 兼業農家 の水

田 を 集積し， 10 ha を 超 え る 個別経営体や 5 0 ha を 超 え

る 法人経営体が出現し始 め て ， こ れか ら の地域農業の担

い手 と 目 さ れて い る 。 こ の よ うな経営体で は， 春季の育

苗， 移植作業お よ び秋季の収穫作業の作業適期が短期間

に集中 す る た め ， 労働力 が不足し経営規模拡大の障害 と

なって い る 。 ま た ， 稲作 と 園芸作物の複合経営体では水

稲 の 育苗， 移植時期 に 園芸作物 と 農作業 の 競合が起 こ

り ， 水稲 の育苗， 移植作業の省力化が求め ら れて い る 。

こ の よ うな背景か ら ， 省力・低 コ ス ト 化 を 目 指した直播

栽培技術の確立が求め ら れて い る 。

直播栽培 は種籾 を直接播種す る た め， 出芽 ・ 苗立 ち 期

の低温や溢水条件下での酸素不足等 の 影響 を 受 け て ， 初

期生育が移植栽培に比べ不安定で あ り ， 苗立 ち 数の安定

的な確保が最重要課題 と なって い る 。 こ の よ うな直播栽

培水田へ鳥類が侵入して ， 種籾や発芽直後の幼苗 を食害

す る た め大 き な問題 と な って い る 。

北 陸農業試験場では潤土直播栽培 シ ス テ ム の確立 を 目

指して「平坦水団地帯 に お け る 大規模米生産 シ ス テ ム の

確立」の地域先導技術総合研究が行わ れた。 こ の研究の

一環 と して 潤土直播栽培 に お け る 鳥害 を想定した 苗立 ち

期の被害許容水準の 目 安 を検討した の で， そ の概要 を紹

介す る 。

I 直播載培と鳥害

湛水直播栽培で は種籾 に 酸素供給剤 (過酸化 カ ル シ ウ

ム ) を 粉衣して 播種し， 出芽・苗立 ち の 向 上を 図って い

る 。 北陸農業試験場で開発した 潤土直播栽培 は ， 代か き

後落水して 酸素供給剤 を 用 い な い で種籾を播種し， そ の

後 も 種籾に 酸素を供給す る た め落水状態 を保 ち ， 出芽 ・

Experimental Analysis of the Ð amage Caused by Birds on 
Direct Seeding Rice at t he Establishment of Seedling. By 
Shingo ÛYA 

( キ ー ワ ー ド : 直播栽培， 苗立ち 期， 鳥害， 被害解析)

苗立 ち の 向 上 を 図って い る (津村， 1988) 。 ま た ， 湛水

土中直播栽培で も ， 地域 に よ って は播種後落水して ， 出

芽・苗立 ち の 向 上 を 図 る よ う に な っ て き た (酒井，

1998) 。 こ の よ う に 直 播栽培 で は， 苗 立 ち 数 の 確保 に

様々 な工夫が な さ れて い る 。 しかし， 水 田 の均平の む ら

に よ る 湛水した場所で は ， 出芽・苗立 ち 数が減少す る こ

と が認め ら れて い る 。

落水状態 に す る と カ ラ ス ， ハ ト ， ス ズ メ が飛来して，

種籾や幼苗 を食害して問題 と な る 。 直播栽培では 苗立 ち

数の確保が最重要課題であ る こ と は 先 に 述べた が， 鳥害

は苗立 ち 数の予測がで き な い 出芽・苗立 ち 期 に首立 ち 数

を直接減少 さ せ る の で， 苗が生 え 揃う ま で栽培者 に 精神

的な不安 を与え て い る 。

落水状態で加害す る 鳥類の行動 を概観して み た い。

1)  カ ラ ス

ハ シ プ ト ガ ラ ス と ハ シポ ソ ガ ラ ス が加害す る 。 カ ラ ス

は春か ら 夏 に か け て の繁殖期 と 秋か ら 冬 に か け て の 集団

生活期 に分 け ら れ る 。 直播栽培の 播種時期 は 繁殖期 に 当

た り ， 動物質 の 餌 を 多 く食 べ る と い う (犬 飼・羽賀，

195 3) 。 繁殖中 の カ ラ ス は つ が い を 形成 し， 縄張 り を 持

って い る の で集団を 形成す る こ と は な い 。 繁殖 を 行わ な

い個体 は小規模な群 を形成し餌場 を 中心 に 生活す る 。

直播栽培水田 が つ が い の 縄張 り の 中 に 位置 す る と ， 縄

張 り を持った 個体 に よ って他個体の侵入が阻止 さ れ る の

で， 群れた カ ラ ス に よ る 食害 は 防止 さ れ る 可能性が あ る

(中村雅彦， 私信 ) 。 しかし， 縄張 り を 持った個体 に よ る

食害 は免れな い。

2) ハ ト

キジバ ト と ドバ ト が農作物害鳥 と して 知 ら れて い る 。

キ ジバ ト は農耕地周辺の林や森林 に 生息す る が， ドバ ト

は人家， 工場， 神社等 の 周 辺 に 多 い。 両種の 繁殖 は春か
ひな

ら 秋 ま で長期間 に わ た って お り ， ピ ジ ョ ン ミ ルクで雛 を

育て る た め 周 年 に わ た って 植物質の餌に依存し て い る

(松岡， 1996) 。 ドバ ト は 周 年 に わ た って 集団 を形成して

い る こ と が多く， 直播栽培水田へ集団で飛来して加害す

る 。

3 )  ス ズ メ

ス ズ メ は春か ら 夏 に か け て 繁殖期で あ り ， 繁殖期の ス

ズ メ は 昆虫 な ど動物食が 30�40% を 占 め て い る (佐野，
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1984) 。 繁殖期 の ス ズ メ は巣 を 中 心 に 縄張 り を 持 っ て い

る の で， 大 き な集団で直播水田 に 飛来 し て加害す る こ と

は な い。 し か し ， 5 月 中旬以降 に な る と 雛 を連れた家族

が直播栽場水田 に 飛来す る よ う に な る 。

E 烏害を想定した被害解析

鳥害防止対策 を行っ て も ， そ れ ら が危険でな い こ と を

鳥が学習す る と 食害を始め る よ う に な り ， 防鳥網以外の

手段で は鳥害を完全 に 抑 え る こ と は 困難であ る と 言わ れ

て い る 。 作物の収穫期 に お け る 鳥害は直接収量減 に結 び

っくた め ， 被害許容水準 は低く， 完全な 防止対策が望 ま

れて い た 。 し か し， 直播栽培 の 出 芽・苗立 ち 期 の 鳥 害

は， 水稲の生育に伴 う 裕償作用 に よ っ て 収量 に 影響 し な

ければ， あ る 程度 ま で食害を許容す る こ と がで き る 。

鳥害の被害解析を行 う 場合， 鳥 の 営巣場所が林や集落

内 に あ っ て 試験園場 と は異な っ て お り ， 周囲の餌の量等

で鳥 の食害行動が影響 を 受 け る た め ， 水 田 内 で生息す る

害虫 の よ う に加害種， 加害時期， 加害密度 を予測す る こ

と は技術的 に 困難であ る 。 筆者 は移植栽培圃場 に 固 ま れ

た 2 .5 a の直播圃場で播種後数日は 鳥 の 食害を受 け な か

っ た が， ハ ト や カ ラ ス が侵入 を始め て か ら 2 日程で種籾

を食い尽く さ れた こ と が あ る 。

鳥害を想定 し て 播種量 を変 え て種籾を播種 し， 苗立ち

数 の 減 少 が 収 量 に 及 ぽ す 影響 を 解析 し た (大矢 ら ，

1998) 。 潤土直播栽培 は 高 密度散播栽培法 (椛木・金，

1991) で， 播種量 は乾籾で 10 a 当 た り 7� 10 kg (200� 

300 粒1 m りであ る 。 酸素供給剤 を 種子粉衣 し な い で催

芽 籾 を 落水 後 の 水 田 に 散 播 す る た め ， 苗 立 ち 率 は

60�70% であ る 。

1996 年 に 「キ ヌ ヒ カ リ 」を 用 い て 苗立ち 数 を m2 当 た

り 30�25 0 本 ま での範囲 に設定 し た と こ ろ ， 収量 は い ず

れの苗立ち 数で も 10 a 当 た り 約 5 70 kg 前後 と な り ， 苗

立 ち 数の減少 に よ る 減収 は認 め ら れ な か っ た (図 1) 。

椛木・金 ( 1991) は 苗立ち 数が 140�400 本 の 範 囲 で収

量 に差が な い と 述べて い る が， さ ら に 少 な い苗立ち 数で

収量 に差が見 ら れなかっ た 。 首立ち 数が減少す る と 分 け

つが旺盛になって， 株当たり穂数が増加し， 穂は大きく
な っ て l 穂籾数が増加 し て 単位面積当 た り 籾数が確保 さ

れ る 補償作用 が認め ら れた (図 2) 。 同様の試験が「キ

ヌ ヒ カ リ 」 と 「 ど ん と こ いj の 2 品種 を 用 い て 1997 年

に行わ れ た 。 「キ ヌ ヒ カ リ J で は， m2 当 た り 21 本 の 苗

立ち 数で は減収が認め ら れず， 9 . 8 本では約 30% の減収

と な っ た 。 多収性の「 ど ん と こ い J で は m2 当 た り 5 7 .5

本 で 673 kg の 収量 と な り ， 21 .5 本 の 苗立ち 数で約 8%

の減収 と な っ た (表一1) 。 減収 し た 処理区で は， 単位商

積当た り の籾数が少 な し ま た穂が大 き い た め 千 粒重が

小 さ な値 を 示 し て い た 。 こ れ ら の結果 を 総合す る と ， 潤

土直播栽培 で は 苗立 ち 数がm2 当 た り 20 本以上確保 さ

れ る と 大 き な減収 と は な ら なかっ た 。 こ の値は鳥害に よ

っ て 苗立ち 数が減少 し た 水田の被害許容苗立ち 数 の 目安

に な る と 恩わ れ る 。

潤土直播栽培では水田 の均平の む ら に よ る 深水や苗腐

敗病等 に よ っ て 苗立ち が不良 に な る こ と が あ る 。 こ の よ

う な場所で は 水稲の初期生育が遅れ る の で， 被害許容苗

立ち数の 目 安 は適用 で き な い。 ま た ， 苗立ち 数が m2 当

た り 5 0 本以下 に な る と 雑草が繁茂 し や すく， m2 当 た り

30 本以下 に な る と 水稲 の 出穏や 登熟時期 が や や 遅 れ る

傾向が認め ら れた 。 し た が っ て ， 直播栽培の安定化 の た

め に は 鳥 害許容苗立ち 数 よ り 多 い 苗立ち 数が必要 で あ

る 。

こ の試験 は地力 の 高 い 重粘土水田 で行わ れた も の であ

る 。 当然の こ と な が ら 地力 の異 な っ た 土壌条件や気象お

よ び施肥条件では水稲の補償作用 が異 な る も の と 思わ れ

る 。 今後， 各地域 の そ れぞれの直矯栽培様式 に お け る 鳥

害の評価 を行い， 被害許容水準 を 確立 し て いく必要が あ

る 。

皿 直播栽培の被害防止対策

こ れ ま で報告 さ れて い る 農作物の鳥害防止手段 を機能

別 に 示す と 次の よ う に な る 。 水稲の直播栽培 と の かかわ

り か ら 考察 し て み た い。

① 鳥類の視覚， 聴覚 を刺激 し て 作物か ら 追い払い被

害を防 ぐ 方法。

② 鳥 の 嫌 う 物質 (味覚刺激) で被害 を 防 ぐ 方法。

③ 冬期の狩猟お よ び「有害鳥獣駆除J の許可 を 得て

個体数 を減少 さ せ被害を 防 ぐ 方法。

④ 播種時期 を ず ら し た り ， 種子 を 深播 き し て被害を

防 ぐ耕種的な方法。

⑤ 防鳥網 を 用 い て 作物 を 固い込み被害を 防 ぐ 方法。

700 
• • • . . 

2 • • • • . 
量500

ヲ 400
10a � 300 

200 
。 50 100 150 200 250 

1m2当たり株数
図 - 1 萌立ち 数の減少 と 収量の関係 (大矢 ら ， 1998) 
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収穫時株数 同左比
品 種

(株1m') (%) 

キ ヌ ヒ カ リ 182 . 0  100 
66 . 4  37 
21 . 0  12 

9 . 8  5 

ど ん と こ い 201 . 3  100 
84 . 3  42 
57 . 5  29 
21 . 5  1 1  

表 - 1 苗立ち 本数の減少が収量 に 及ぽ す影響 (大矢 ら ， 1998) 

穂数 籾数

(本/株) (本1m') (車立/穂) (x10'/m') 

24 . 9  
28 . 0  
29 . 2  
24 . 2  

28 . 8  
30 . 3  
35 . 3  
31 . 9  

登熟歩合 千粒重 収量 同左比

(%) (g) (kg/l0 a) (%) 

93 . 0  23 . 1  551 . 0  100 
92 . 9  22 . 5  579 . 8  105 . 2  
95 . 0  21 . 9  591 . 8  107 . 4  
93 . 2  21 . 7 382 . 6  69 . 4  

90 . 5  23 . 3  645 . 4  100 
89 . 7  23 . 0  650 . 6  100 . 8  
90 . 3  22 . 1  673 . 6  107 . 5  
88 . 1  21 . 6  595 . 5  92 . 3  

2 . 7  482 . 8  51 . 5  
6 . 3  408 . 3  68 . 5  

16 . 3  341 . 5  85 . 5  
25 . 8  251 . 0  96 . 4  

2 . 7  536 . 0  53 . 8  
5 . 4  438 . 6  69目1
8 . 5  459 . 5  76 . 8  

17 . 8  381 . 5  83 . 5  

80 

60 

籾穂
数

1 

40 

O 

20 
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12 

AMU

FO

 

-
株
穂数(・

3 

01 ・ ・ 10

o 50 100 150 200 250 300 

1m2当たり株数
図 - 2 苗立 ち 数 と 1 株穂数:， 1 穂籾数 の 関係 (大 矢 ら ，

1998) 

か か し
こ の 中 で①， ② の方法 は案山 子， 防鳥 テ ー プ， 爆音

機， 思避剤 な ど多 く の手段が あ る 。 し か し， 鳥類 は こ れ

ら の刺激が特別危険でな い こ と を 学習す る と 食害 を始め

る よ う に な る 。 ラ ゾー ミ サ イ lレ は プ ロ パ ン ガ ス の爆発に

よ っ て 爆音 と 共 に 羽状の物体 を 打 ち 上 げ， 聴覚 と 視覚に

対 し て二重の刺激 を与え て い る 。 ハ ト ， カ ラス に対 し て

大 き な効 果 が あ り ， 慣 れ も 生 じ 難 い と い う (中 村，
1989) 。 北 陸農試の 総合研究第 1 チ ー ム で は 200 X 52 m 

の大区画水田 にラ ゾー ミ サ イ ル 1 台， 爆音機 2 台 を設置

す る と と も に ， 水糸 を 10 m 間 隔 で高 さ 40 cm に 張 り ，

実質的な被害 を 防 い で い る 。

③の狩猟に よ る 捕獲 は 結果 と し て 個体数の減少 に つ な

が る が， 当 面 の被害防止 に は 役 立 た な い。 新潟 県 のO

農業法人では爆音機 に よ る 聴覚刺激 と 「有害鳥獣駆除J
の許可 を 得 て カ ラス の 水 田 侵入初期 に 数羽 を撃ち 落 と
し ， 実質的 な被害 を 防 い で い る とい う 。

④の耕種的な 防除方法 で は ム ギ類の登熟期 に ダイ ズ を

播種す る と ， そ の前後の播穣時期 に 比べ キ ジバ ト に よ る

ダイ ズの被害が極端 に 減少す る 。 ム ギ の種子が キ ジノ T ト

の餌 と し て利用 さ れ， ダイ ズ の被害が減少す る も のと考

え ら れて い る (松岡 ・ 中 村， 1987) 。 同様 な こ と が コ ム

ギの収穫時期 と ド バ ト に よ る ダイ ズ の被害 に つ い て も 認

め ら れて い る (清水 ら ， 1989) 。 代 か き 後落水 し て 酸素

供給剤 を 粉衣 し た 種籾 を 深 さ O . 5 cm 以上 に 播種す る と

播種直後の種籾は ス ズ メ の食筈 を 受 砂 ず， 出芽 し 始 め る

と 食害 を 受 け る よ う に な る が， 出芽 に 合わせて 湛水す る

と 被害 を 回避す る こ と が で き る (下坪， 1998) 。 同様 に

潤土直播栽培で も ， 5�7 cm に 湛水す る と ハ ト ， カ ラス

の被害 を 回避す る こ とがで き る ( 村松謙生， 私信 ) 。

⑤は鳥害 を 防 ぐ こ と は で き る が， 水稲 の直播栽培 は省

力 ・ 低 コ ス ト 化 を 目 指 し た 技術で あ り ， 防鳥網の利用 は

実用的で は な い。

水稲 の登熟期 に お け る 鳥害や果樹の収穫前の鳥害は直

接減収 に 結びっ く た め ， 被害 を で き る だ け 少 な く す る た

め の対策が採 ら れて き た が， 防鳥網以外 は被害 を完全 に

防 ぐ こ と は 困難で あ っ た 。 直播栽培に お け る 鳥害 は ， あ

る 程度食害 を 受 け て も 水稲 の 生育 に よ る 補償作用 に よ っ

て収量 に差が認め ら れな か っ た 。 し た が っ て ， 直播栽培
では， そ の地域の鳥の種類と密度， 周辺の餌の状況， 直

播栽培面積の規模等 を 考慮 し な が ら ， 追い払い法， 耕種

的 な 防止法， r有害鳥獣駆除」等 を 組 み 合わせ， 収量 に

影響 を 及ぼ さ な い鳥害防止対策 を 確立す る 必要があ る 。
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