
Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition

NII-Electronic Library Service

Japar ユese 　Soclety 　of 　Soll 　Sclence 　ar ユd 　Plar ユt　Nutrltlon

社会 ・教育 179

9・1・7 我が国で用い られて い る ISSS法の 土性お よび粒径区分に つ い て
一 ISSS 法は国際法か ？一

【は じめ に】わが 国で は 国際土壌学会（ISSS）法 の 土性お

よび粒径区分が広 く用い られて い る．土性 だ けで は，多

くの 土壌 の 性質 を 知 る こ とは で きない もの の ．土 壌 の 物

理的・化学的性質 ひ い て は土壌 の 肥沃度の 基礎的な情報

を概観す る こ とが で きる た め重要で ある と考え られ て お

り，近年出版された 土壌 の 専門書 に お い て も，土性 は必

ずと言 っ て 良い ほ ど取 り上 げ られ て い る．さ らに、土性
は我 が 国の 土 壌分類体系に お い て も，下位 カ テ ゴ リーを

分 け る 上で 重要 な 指標で ある．しか し，近年発表 され た

論文や専門書で ISSS法の 区分の 拠 り所（大元 の 出自）が

記載 され て い る もの は な か っ た．そ こ で，我 が 国の 土 性

お よび 粒径 区 分 と して 用 い られ て い る ISSS法 の 出自を

調べ た の で，こ こ に 報告す る．
【土 性 の 出自】今 日で は，土 姓 は各粒径画分 の 組成に よ っ

て 決まる もの として 認識 されて い るが，こ れは各地域の

農家が土壌 の 性質を表す呼称を端緒 と し，こ の 土 性の 区

分 と現地土 壌調査 で 手触 りな どに よ っ て 得 られ る 土 壌 の
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物理化学的性質を照合す る試 み の 中で 整備 されて きたも

の を，さらに実験室 で 得 られ た 各粒径画分の 組成 に 当て

は め る こ とを 目的 に 三 角図が 作成 さ れ て き た．
【ISSS 法の 土性お よび 粒径区分】我 が 国で 用 い ら れ て き

た粒径画分 の ISSS法 は Atterberg が 1910年 に ISSS の 前

身の 国際農学地質学者会議 に 提案し．1913年 に承認 され

た方法で ，ISSSで も 1928年の 第 1回会議で 認め られ，国

際法と して 広 く世界 に認識され て きた．一方，土 性 に つ

い て は Tommerup が，1934年 に ISSSの 土壌物理委員会

の 会議で 提案 した 区分を基 に して い る．こ の 区分 は ，当

時の 米国の 土性区分 を Atterbergの 粒径画分 に 当て は め

るた め に作成 され た．　
’rommerup の 提案 した 区分 は T 太

平洋戦争後，我が国で 普及す る ように な っ た．さらに，
山中（1955 ；農及園，30 ：1409−1413） が ，我が 国の 土 壌

の 実情 に 合わせ て 修正 した もの が，今 日の ISSS 法 の 土

性区分 で あ る，しか し．この 土 性区分は IUSS や FAO な

どで ，認知 され て い な い 我 が 国独 自の もの で ある ．

　　　　　　環境教育における土壌観察がヒ トの 脳波に及ぼす影響
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［背景
・
目的］近年 T 自然が もた らす ヒ トの 心身 へ の 影

響につ い て は，多 くの 研究が な さ れ，科学的データが徐々

に 蓄積 さ れ て い る。しか しなが ら．土 壌 に触 れ る と い う

自然体験が ヒ トに与える影響に つ い て の 研究は少な く．
デ ータ も不 十 分 で あ る。本 研 究 は，自然 体験 を 重 要 視

す る環境教育の 中 で，土壌 と触れ 合 う自然体験 の リ ラ ク

セ ーシ ョ ン効果を脳波か ら明らか にす る こ とを試 み た。
［方　法］対象 は．男子大学生 お よ び大学院生 13名 （24．3
± L5歳）を封筒法 に よ っ て 無作為 に 割付け，土壌観察

を行うもの （以 下 A 群 ） とビーズ観察 を行うも の （以 下 B

群）に分けて行っ た。A群 と B群 は，日 を変えて実施し

た。脳波の 測定 に は 国際脳波学会標準電極法（10−20法）

に定め られ て い る電極配置の 両 前頭 極部と左耳朶に前額

部二 極点脳波測定器（FM −929ブ レ イン プロ ，フ ユ
ー

テ ッ

クエ レ ク トロ ニ ク ス 社製）を装着 して A 群 と対 照 群 と し

て B 群の 脳波を測定 した 。 脳波の 解析 に用 い た 周波数は，
θ波 8Hz 未満，α 1波 1L5以．．ヒ 14．OHz 未満 ，α 2波 9．0以
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上 ll．5未満 ，α 3波 7．O以 上 9．OHz未満 ，β波 14以上 30Hz
未満 と して Excelで 2分間の 各脳波の 平均（μ V）を算出

し，各周 波数 帯 の 優勢率 （％）を採 用 した。脳 波解 析 は，
脳波解析 ソ フ トパ ル ラ ッ ク ス ・プ ロ （フ ユ

ーテ ッ ク エ レ

ク トロ ニ ク ス 社製 ） に よ っ た。統計解析 は，混 合 モ デ ル

に よ る Fisher（LSD）多重比較に よ っ た。 尚，本研究 は，
筑波大学生命環境系研究倫理委員会 の 承認を得 て 実施 し

た 。

［結　果］ 土壌 を観察 した 群 で は，観察前 に比 べ て 観察

後 に θ波 が 有意 に低 下 し，α 2波が 有 意 に 増 加 した。α

1． a3 ，β波で は変化が な か っ た。ビーズ観察を行っ た

群で は，観察の 前後 で変化 が なか っ た。今 回 の 実験 で は，
土 壌 に触 れ る こ と に よ っ て α 波の 優勢率が 有意 に 大き

くなる とい う脳波へ の 影響 が 明 らか に な っ た 。 以上 の 結

果 か ら土 壌観察 は ，ビーズ 観察 に 比べ て a 波 の 優勢率

が有意 に出現 した とか ら，土 壌観察 は．ビーズ観察 よ り

リ ラ ク セ
ーシ ョ ン 効果 を も た らす こ とが 期待さ れ た。

東南アジアにおける節水灌漑技術の普及に関する予備的考察
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　AWD は水田 に お ける 間断灌漑の
一手法で あ り，温 室

効果 ガ ス の 排出抑制や節水に効果が あ るた め に ア ジ ア 諸

国で 普及 が 進め られ て い る が．そ の 状況 は あまり芳 し く

な い 。 本研究で は ，AWD 普及 の
一

助 と して ，こ れ と類

似 した 「中干 し」 に 着 目し，その 歴史的な位置付 けや 普

及過程 を探 る。
　 中干 しの 記述 が 初 め て 現れ る の は江戸中期 の 「百姓伝

記』（1681〜 1684年）で あ るが，そ の 後の 『耕稼春秋』（1707
年）で は 「7月中旬頃，二 番草を取 り終えた 後 に排水溝 を

作 っ て 中干 しをお こ なう。 同時に 施肥をお こ なえば土中

に 養分が い きわ た り，収量 は 通常の 5割増 し に な る 」 と

詳述され て い る 。 当時 の 中干 しの 効用は こ の 他 に も「裏

作 に向けた 排水」や「根腐 れ 防止」な どが 挙げられ て い る 。

　 この 時期 の 中干 しの 普及状況 は 不明で ある が，「耕作

噺』 （1776年）で は 「低温 の 年に 中干 しを お こ なう よ うお

触 れ が あ り，そ れ に よ っ て 収 穫 が 増 え た 」 とあ る。濃

業余話』 （1828年）で は 赤枯れ 対策と して 「中干 しが
一

般

的 に お こ なわ れ る」とさ れ，すで に 周知され た技術 で あ っ

た こ とが うか が える。
　しか し，そ の 実践 は用水 の便が 良 い 場所に 限 られ て い

た と い う記述 も多 い 。 用 水 が不 足す る 大和盆地の 農書「山

本家百姓
一

切有近道』（1823年） に は「溜池の 水が どれ ほ

ど あ っ て も田を千す こ と は 薦め ない 」 と あり．『軽邑耕

作鈔』 （1847年）で は 「水田の 水管理 は 深水 よ りも浅水が

良 い 」 と述 べ る一方で「水が 不 足 す る 田 で は早春か ら湛

水 させ て 水が あ ふ れ ん ば か りす るべ き」 と あ る。湛 水 さ

せ た水 田 は貯水池 と して の 役割も兼ねる が，中干し は そ

の 役割 を
一

時 的 に放棄 させ る こ と に繋 が る。そ の た め に

中干 しは，地域 に よっ て は 干魃 リス ク を増大 させ る こ と

と な り，普及が限られて い た の で ある。
　中干 しの 事例 を 踏まえて AWD の 普及を考えた 場合，
こ の 技術 は水田の 貯水機能を低下させ る こ とが 懸念 され

る た め，水不足 が 深刻 な地 域 ほ ど その 普及 は 進 み に くい

可能性が あ る。
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