
 

 

 

委託試験成績（平成２７年度） 

担当機関名 

 部・室名 

鹿児島県農業開発総合センター 

園芸作物部 作物研究室 

実施期間 平成 27～29 年度 

大課題名 Ⅰ 大規模水田営農を支える省力・低コスト化技術の確立 

課題名 

 

高密度育苗による省力・低コスト化技術（早期栽培） 

目的 

 

 

農業従事者の減少，高齢化が進むなか，担い手農家等への土地集積

や規模拡大が急速に推進されている。水稲専作等の大型農家において，

大規模化で育苗箱数が増加することは，コスト・労力の面から課題と

なっている。 

一箱当たりの播種量を高密度にし，苗の掻き取り量を少なくするこ

とで，単位面積当たりの育苗箱数を削減し，育苗に係る資材類の低コ

スト化および労働力の軽減について検討する。 

担当者名 園芸作物部作物研究室 室   長 若松 謙一 

           主任研究員 山根 一城 

１．試験場所鹿児島県農業開発総合センター内ほ場 

D8（シラスを母材とする灰色低地土）9a，D9（黒ボク土）9a 

 

２．試験方法 

 

1 箱当たりの播種量を栽培基準の乾籾 150g に対して，200g・250g の高密度に播種

し，田植機の掻き取り量を減らすことで，10ａ当たりの苗の使用量を削減する。 

(1) 供試機械名 乗用型 6 条田植機 

（YANMER RG6X-XU-Z および YANMER RG6X-XU-Z 改良型） 

(2) 試験条件 

 品  種  コシヒカリ 

選  種  風選 

 種子消毒   スポルタックスターナ 200 倍 浸漬 1 昼夜 

            スミチオン乳剤 1,000 培 浸漬 1 昼夜 

 浸漬・催芽 水に 6 日間浸漬，30℃で 1 昼夜催芽処理 

 育  苗  箱育苗（25 日苗） 

 床  土   くみあい合成培土 2 号 

  覆  土  早期水稲床土（N:P:K=0.8g:2.0g:1.0g/4L） 

 播 種 期  平成 27 年 3 月 16 日 

 出  芽  30℃の出芽器で 3 日間実施した。 

 緑  化  土落とし後，ミラーシートで被覆した。 

 管  理  昼間は 30℃以上にならないようハウス内で移植期まで管理した。

 全量基肥  平成 27 年 3 月 31 日 

       N:P:K=0.48:0.48:0.40kg/a，早期水稲一発くん(N:P:K=12:12:10) 

代 か き   平成 27 年 4 月 8 日 

 移  植  平成 27 年 4 月 10 日 

 栽植密度  70 株/坪 

 除 草 剤  平成 27 年 4 月 23 日 ザークＤ1kg 粒剤 

 病害虫防除 箱施薬剤はなし 

       平成 27 年 6 月 29 日 トレボン乳剤 

       平成 27 年 7 月 7 日 ブラシンフロアブル，バリダシン液剤 5， 



 

 

 

 アルバリン顆粒水和剤 

  水 管 理  移植直後はやや深水，活着後は浅水とした。 

       中干しを 5 月 27 日から 6 月 4 日まで実施した。 

       7 月 31 日に落水した。 

(3)試験区の構成 

 

               乾籾播種量     田植機掻き取り量の設定 

              （g/箱）       設定   横送り     縦送り 

 

               150g      標準   11mm/26 回   13.0mm 

                  200g    ×   少量   11mm/26 回   9.0mm 

               250g       改良    9mm/30 回    7.5mm 

 

             注 1）播種は，手播き 

2)2 区制 

 

３．試験結果 

 

 いずれの播種量においても，苗の葉齢，第一鞘高長，乾物重は目標とする苗と差が

なく概ね同等の生育であった。苗の草丈は，ハウス内での育苗であったため，各区と

も目標に比べ高かった（表 1）。 

 対照となる 150g 播種で標準掻き取りした区では，苗の使用量は 10a 当たり 21.5 箱

で，本県の目安である 20 箱とほぼ同等であり，標準的な作付けができた。掻き取り量

の差をみると，播種量に関係なく，少量区，改良区では標準区に比べ，苗の使用量を 3

～5 割程度削減できた（表 2，図 1）。また，少量区，改良区では標準区に比べ，欠株

率が高かったが，一箱当たりの播種量を 200g や 250g の高密度にすることで，欠株率

を 1.9～3.2％に抑制させることができた（表 2，図 2）。 

 少量区，改良区の移植時における植付本数や移植 30 日後の茎数は，標準区に比べ少

なかったが，最高分げつ期になるとほぼ同等となった。（表 2･3）。最終的な成熟期で

の穂数も各区ほぼ同等であった（表 4）。 

 150g播種で標準掻き取りした区の収量は 44.6kg/aで平年に比べやや低収であったも

のの，各区概ね同等であった（表 5）。 

 

４．主要成果の具体的データ 

 

表 1 苗調査 

区名 草丈 葉齢 第一鞘高長 乾物重

播種量 (cm) （L) (cm) (g/100株)

150 17.0 2.2 3.8 1.06

200 18.3 2.3 4.2 1.07

250 15.4 2.2 3.5 0.91

苗の目標 12～13 2.0～2.3 3.5～4.0 1.0～1.2

注）乾物重は，地上部の重量。  
 

 

 

 



 

 

 

表 2 苗の使用量・欠株率等 

(本/株) (本/㎡)

標準 21.5 a (100) (100) 0.5 c 5.2 (100) (100) 109 (100) (100)

少量 15.1 b (70) (70) 4.3 b 3.9 (75) (75) 80 (73) (73)

改良 12.8 bc (60) (60) 7.0 a 2.4 (47) (47) 50 (45) (45)

標準 21.0 a (100) (98) 0.5 c 6.9 (100) (132) 146 (100) (133)

少量 14.8 b (70) (69) 2.5 bc 4.1 (60) (79) 85 (59) (78)

改良 12.3 bc (59) (57) 3.2 b 3.5 (51) (68) 75 (51) (68)

標準 20.2 a (100) (94) 0.2 c 7.9 (100) (151) 168 (100) (154)

少量 13.7 bc (67) (64) 1.9 bc 4.4 (56) (84) 91 (54) (84)

改良 11.0 c (54) (51) 2.2 bc 3.7 (46) (70) 79 (47) (72)

注1)植付本数（本/㎡）＝栽植密度（株/㎡）×欠株率(%)×植付本数（本/株）とした。

　2)指数①は，掻取量標準区に対する指数。指数②は，「150-標準」区に対する指数。

　3)Tukeyの多重検定により，同じ英小文字間には5％水準で有意差がないこと示す。
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図 1 苗の使用量（箱/10a）        図 2 欠株率(%) 

 

表 3 生育調査 

(cm) 指数 (本/株) (本/㎡) 指数 (cm) 指数 (本/株) (本/㎡) 指数

標準 28.3 (100) 13.2 278 (100) 52.8 (100) 28.7 604 (100)

少量 28.1 (99) 10.2 207 (75) 52.6 (100) 26.7 544 (90)

改良 28.1 (99) 7.9 162 (58) 51.8 (98) 24.1 492 (81)

標準 28.8 (102) 14.9 316 (113) 53.2 (101) 28.8 613 (101)

少量 26.8 (95) 10.0 209 (75) 50.4 (95) 27.3 570 (94)

改良 28.4 (100) 8.0 169 (61) 51.0 (97) 24.5 519 (86)

標準 28.2 (99) 15.2 325 (117) 52.5 (99) 30.7 654 (108)

少量 27.5 (97) 10.5 219 (79) 51.6 (98) 28.2 589 (98)

改良 29.1 (103) 8.9 190 (68) 52.8 (100) 25.0 537 (89)

注1)（　）は，「150-標準」区を100としたときの指数。

　2)茎数（本/㎡）は，欠株率を乗じて算出した。

　3)最高分けつ期の調査は，5月29日に実施した。
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表 4 成熟期調査等 

（月日） （月日） （日） (cm) 指数 (cm) 指数 (本/株) (本/㎡) 指数

標準 6/27 8/1 35 86.2 (100) 17.3 (100) 18.5 388 (100)

少量 6/27 8/1 35 84.3 (98) 18.0 (104) 18.3 372 (96)

改良 6/27 8/1 35 86.4 (100) 17.8 (103) 18.5 377 (97)

標準 6/27 8/1 35 87.7 (102) 17.1 (99) 18.4 391 (101)

少量 6/27 8/1 35 83.6 (97) 18.0 (104) 18.3 381 (98)

改良 6/27 8/1 35 85.7 (99) 18.1 (104) 17.9 379 (98)

標準 6/27 8/1 35 84.0 (98) 17.0 (98) 18.7 400 (103)

少量 6/27 8/1 35 83.5 (97) 17.9 (103) 19.0 397 (102)

改良 6/27 8/1 35 86.2 (100) 17.8 (103) 17.9 385 (99)

注1)（　）は，「150-標準」区を100としたときの指数。

　2)穂数（本/㎡）は，欠株率を乗じて算出した。

　3)成熟期調査は，7月23日に実施した。
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表 5 収量および収量構成要素 

(本/㎡) (粒) (％) (g) (kg/a)(kg/a) （100粒/㎡)

標準 44.6 a (100) 388 (100) 69.6 (100) 83.3 (100) 19.3 (100) 58.9 0.39 294 (100)

少量 46.2 a (104) 372 (96) 74.5 (107) 86.4 (104) 19.5 (101) 60.1 0.48 301 (102)

改良 47.3 a (106) 377 (97) 75.2 (108) 85.8 (103) 19.3 (100) 65.0 0.56 285 (97)

標準 45.7 a (103) 391 (101) 71.0 (102) 84.5 (101) 19.4 (101) 63.1 0.89 302 (103)

少量 45.1 a (101) 381 (98) 68.1 (98) 80.2 (96) 19.5 (101) 61.9 0.26 297 (101)

改良 45.3 a (102) 379 (98) 71.5 (103) 81.0 (97) 19.5 (101) 65.7 0.92 285 (97)

標準 46.2 a (104) 400 (103) 73.2 (105) 82.6 (99) 19.6 (101) 63.7 0.64 266 (90)

少量 46.4 a (104) 397 (102) 68.5 (98) 86.0 (103) 19.3 (100) 62.4 0.57 295 (100)

改良 47.8 a (107) 385 (99) 72.9 (105) 83.7 (100) 19.3 (100) 68.3 0.50 293 (99)

注1)（　）は，「150-標準」区を100としたときの指数。

　2)「精玄米重」，「わら重」，「屑米重」は，刈り取り株60株の重量に欠株率を乗じて算出した。

　3)「一穂籾数」，「登熟歩合」，「全籾数」は，抜き取り株3株を比重選（比重1.06)で調査した。

　4)「全籾数」は，欠株率を乗じて算出した。

　5)Tukeyの多重検定により，同じ英小文字間には5％水準で有意差がないこと示す。
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表 6 苗箱使用量の分散分析表 

要因 自由度 平方和 平均平方 F値 p値 寄与率％

播種量 2 7.2 3.6 10.1 0.0026 ** 2.7

掻取量 2 253.4 126.7 359.1 <.0001 ** 95.6

ブロック 1 0.1 0.1 0.4 0.5374 0.1

誤差 12 4.2 0.4 1.6

全体 17 264.9 100.0

注）*は5％，**は1％水準で有意であることを示す。  

表 7 欠株率の分散分析表 

要因 自由度 平方和 平均平方 F値 p値 寄与率％

播種量 2 20.3 10.2 8.5 0.0051 ** 26.0

掻取量 2 42.8 21.4 17.8 0.0003 ** 54.8

ブロック 1 0.6 0.6 0.5 0.5016 0.7

誤差 12 14.4 1.2 18.4

全体 17 78.1 100.0

注）*は5％，**は1％水準で有意であることを示す。  

 

表 8 玄米重の分散分析表 

要因 自由度 平方和 平均平方 F値 p値 寄与率％

播種量 2 6.0 3.0 0.9 0.4328 8.8

掻取量 2 5.5 2.8 0.8 0.4643 8.0

ブロック 1 17.0 17.0 5.1 0.0440 * 24.7

誤差 12 40.3 3.4 58.6

全体 17 68.9 100.0

注）*は5％，**は1％水準で有意であることを示す。  

 

５．経営評価 

 

 単位面積当たりの苗の使用量を削減できたことで，育苗に係る費用や労力も削減で

きた。種籾代，育苗箱代，床土代，覆土代の合計を試算すると，高密度育苗して掻き

取り量を少なくした区では，10a 当たり 939～1,558 円のコストダウンが図られた（表

9）。水稲経営における 10a 当たりの所得は 2～3 万円程度であることを考慮すると，有

益であると考えられる。また，育苗箱数の削減に伴い，苗箱の積み込み，積み下ろし

等に係る作業も軽労化され，特に大規模農家にとっては有意義であると考えられた。

ハウスなど限られた施設内での育苗では，単位面積当たりの苗箱数の減少は，スペー

スを有効利用できることから，さらなる規模拡大にも寄与できると考えられる。 

 

 

 

 

 



 

 

 

表 9 育苗に係る費用 

種籾代 差額 育苗箱代 差額 床土代 差額 覆土代 差額 合計 同左 差額

播種量 掻取量 （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） 指数 （円）

標準 1,298 0 927 0 1,127 0 744 0 4,096 (100) 0

少量 913 △ 385 652 △ 275 793 △ 334 523 △ 221 2,880 (70) △ 1,216

改良 775 △ 522 554 △ 373 673 △ 454 444 △ 299 2,447 (60) △ 1,649

標準 1,696 398 909 △ 18 1,105 △ 22 729 △ 15 4,439 (108) 343

少量 1,191 △ 107 638 △ 289 775 △ 352 512 △ 232 3,116 (76) △ 980

改良 993 △ 305 532 △ 395 647 △ 480 427 △ 317 2,599 (63) △ 1,497

標準 2,040 742 875 △ 53 1,063 △ 64 702 △ 42 4,679 (114) 583

少量 1,376 79 590 △ 337 717 △ 410 473 △ 271 3,157 (77) △ 939

改良 1,106 △ 191 474 △ 453 577 △ 551 380 △ 363 2,538 (62) △ 1,558

注1)種籾代は，403円/kgとした。その他は，ＪＡ金峰の単価で試算した。

　2)育苗箱の耐用年数は5年とした。

　3)床土の使用量は，2L/箱，覆土の使用量は，1L/箱とした。
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６．利用機械評価 

 

 乗用型 6 条田植機 YANMER RG6X-XU-Z では横送り 11mm，縦送り 13mm を標準としてい

る。本試験では，掻き取り量を少なくするため，同機種で横送りを 9mm，縦送りを 7.5mm

に改良した。その結果，改良した掻き取り量では，明らかに苗の使用量は少なくなり，

特に 250g 播種/箱では最も高い 49％の削減率であった。しかし，欠株率がやや高く，

単位面積当たりの茎数も少なめであることから，掻き取り量が過度に少なくならない

ような調整が必要と考えられる。特に早期栽培は，比較的低温で栽培するため茎数の

確保が重要で，茎数が少ないことが減収に直結する可能性が大きいことから注意が必

要と思われる。 

 

７．成果の普及 

 

 収量を低下させることなく，単位面積当たりの苗箱数を削減できたことから高い普

及性が見込まれる。今後，本成果は，「鹿児島県普及に移す研究成果」として県内全域

に周知する予定である。本県では，乳苗（高密度）に関する試験を平成 3～5 年に取り

組んだ経緯がある。この時は，苗箱の削減と育苗期間の短縮を目的として取り組んだ

が，育苗期間が極端に短く，苗の冠水等で普及に及ばなかった。今回は，慣行どおり

の育苗を実施したうえで苗箱の削減に取り組み，普及を図っていく予定。 

 

８．考察 

 

一箱当たりの播種量を高密度にし，苗の掻き取り量を少なくすることで，単位面積

当たりの育苗箱数を削減し，育苗に係る資材類の低コスト化および労働力の軽減につ

いて検討した。その結果，苗箱の使用量について，播種量，掻取量のいずれにも有意

な関係が認められたが，特に掻取量の寄与率が高かったことから，苗箱の使用量に対

する影響が大きいと考えられた（表 6）。同様に欠株率についても播種量，掻取量のい

ずれも影響が大きいことが認められた（表 7）。玄米重では，播種量，掻取量のいずれ

も有意な関係は認められず，寄与率も低かったことから，播種量や掻取量が変わって

も収量への影響は小さいと考えられた（表 8）。 

 今回，収量を低下させることなく単位面積当たりの苗箱の使用量を 3～5 割程度削減

できることから，高密度育苗技術に係る低コスト化，省力化が有効と考えられた。掻

き取り量を少なくすることが苗の使用量に大きく影響すると考えられるが，欠株の発

生を考慮すると一箱当たりの播種量を 200～250g の高密度で播種することが望ましい。



 

 

 

 

９．問題点と次年度の計画 

 

 掻き取り量を減らすことで確実に苗箱数を削減できるが，その反面，穂数不足で収

量が低下する可能性が懸念される。掻き取り量と箱数の削減率とのバランスが難しい

と思われるが，調整を行えば十分可能と考えられる。次年度は，一株当たりの植付本

数考慮して検討を行う予定。 

 

１０．参考写真 

 

 

図 3 播種量の違い       図 4 苗の様子（100 本当たり） 

左から 1 箱当たりの乾籾重が 150g，200g，250g。 

   

図 5 苗の使用量の差 

左列から 1 箱当たりの乾籾重が 150g，200g，250g。 

上段：標準掻き取り，中段：少量掻き取り，下段：改良掻き取り。 

 

 

 

 

 

 


