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高温登熟性に優れる「にじのきらめき」

〇特徴
・コシヒカリ熟期の良食味多収品種。
・玄米品質が安定して良好で、
高温耐性は「やや強」（長岡ら 2020）。
・耐倒伏性が強い（短稈）。
・縞葉枯病に抵抗性である。
・耐冷性は弱

にじのきらめき

コシヒカリ

にじのきらめき コシヒカリ
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本発表のポイント

1. 「にじのきらめき」はどれくらい多く穫れるのか？
2. 「にじのきらめき」はどれくらい倒れにくいのか？
3. 「にじのきらめき」はどれくらいおいしいのか？
4. 「にじのきらめき」はどれくらい高温に対して強いのか？

収量性や耐倒伏性、良食味、高温耐性に
ついて、詳しく紹介します
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1．「にじのきらめき」はどれくらい多く穫れるのか？

2020年の新潟県における生産者圃場での多収事例※

※移植栽培．
1窒素成分量．

試験地 圃場面積
(a)

栽植密度
(株/坪)

窒素施用量(kg/10a)1 全刈り収量
(kg/10a)

等級

基肥 穂肥 総量

上越市
板倉区

15 60 9.5 3.5 13.0 665 1

見附市 50 50 9.0 2.0 11.0 700 1

長岡市 100 50 9.0 2.0 11.0 670 1

にじのきらめき コシヒカリ

2020年は「コシヒカリ」の倒伏が著しい年だったが、「にじのきらめき」は倒伏
がほとんどなく、コンバインによる収穫作業をスムーズに行うことができた．

窒素成分で11-13kg/10a
収量は11俵以上

品質は1等米、を記録
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２．「にじのきらめき」はどれくらい倒れにくいのか？
〜2022年9⽉6⽇の台⾵11号の通過に伴う北陸地⽅のフェーン現象〜

コシヒカリ（？） にじのきらめき

2022/9/7 上越市板倉区の圃場の様⼦

台⾵の影響による強⾵でも「にじ
のきらめき」は倒伏しにくい

収穫作業効率を考えるうえで、今
後品種選択の重要な要素に

気象庁上越市⾼⽥
平均⾵速 7.3 m/s
瞬間最⼤⾵速 23.7 m/s
⾵向き 南
⽇最⾼気温 36.4℃

「にじのきらめき」
「コシヒカリ」はこの
時、登熟後期

南
⾵
の
フ
ỽ
ổ
ン
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1．「にじのきらめき」はどれくらい多く穫れるのか？
ー籾数と収量に関する解析－
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• 窒素施用量12kg/10aで精玄米重720kg/10a程度の多収→現地試験を裏付ける結果
• 多収を達成するためには、籾数を確保することが重要→直線的な関係
• 例えば収量700kg/10aを得るためには37千粒/m2の籾数を確保する

試験地：新潟県上越市
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1．「にじのきらめき」はどれくらい多く穫れるのか？
ー穂数と収量に関する解析－
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収量700g/m2

穂数440本/m2

• 『「にじのきらめき」は、穂数で穫る』
• 例えば収量700kg/10aを得るためには440本/m2の穂数を確保する

籾数（粒／m2）＝ 1穂籾数 × 穂数（本／m2）

そもそも分げつ
しやすい品種

試験地：新潟県上越市
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1．「にじのきらめき」はどれくらい多く穫れるのか？
ー茎数の推移（2020年）－
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にじのきらめき N8+4 g/m2

コシヒカリ N4+2 g/m2

出穂30日前

穂肥1回目
（N 3kg/10a）出穂15日前

穂肥2回目
（N 1kg/10a）

出穂期 収穫期

• 「にじのきらめき」は耐倒伏性に優れるため、出穂30日前に施肥可能
• 出穂期は「コシヒカリ」と同じであるが、収穫期は4～8日⾧くかかる
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1．「にじのきらめき」はどれくらい多く穫れるのか？
ー「にじのきらめき」の収穫適期－

「にじのきらめき」の収穫適期は、出穂後
積算気温が1100～1200℃です

1000℃ 1150℃

図 出穂後積算気温が1000℃と1150℃の玄米．篩目は1.85mm.
収穫適期は栽培地域によって大きく異なることが予想されます．

• 「にじのきらめき」では穂が群落に隠れている
• 収穫時期が分かりにくい→生産者の声．積算気温で収穫時期を決める．

コシヒカリ にじのきらめき
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「にじのきらめき」栽培暦（北陸地方向き）

窒素施用量：「コシヒカリ」の1.5～2.0倍が目安
収穫適期は1100～1200oCが目安

※詳しくは各地域の栽培暦をご参照ください
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３．「にじのきらめき」はどれくらいおいしいのか？
ー施肥量と玄米タンパク質含有率ー

調査項目 試験年

にじのきらめき コシヒカリ

無施肥
0+0N

（60株植）

標準施肥
8+4N

（60株植）

標準施肥
8+4N

（43株植）

標準施肥
4+2N

（60株植）

玄米タンパク質
含有率
(％)

2019 5.36 5.73 5.89 5.87

2020 5.49 5.87 5.77 6.00
2021 5.82 6.75 6.72 6.68

平均 5.56 6.12 6.13 6.18

※2021年は登熟期後半の日射が寡少だった

窒素施用量が2倍でも、「にじのきらめき」のタンパク質
含有率は「コシヒカリ」と同レベル
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４．「にじのきらめき」はどれくらい高温に対して強いのか？
ー新潟県における2019年度の登熟期異常高温の影響ー

にじのきらめきコシヒカリ

日
平

均
気

温
（
℃

）

コメの外観品質
に影響の大きい
出穂後20日間

8/14と15に最高
気温40℃を超え
るフェーン

• 2019年の新潟県の「コシヒカリ」1等米比率は過去最低水準の20％
• 「にじのきらめき」の外観は明らかに「コシヒカリ」よりも良い

• 「にじのきらめき」の高品質安定生産の栽培技術とは？

8月
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４．「にじのきらめき」はどれくらい高温に対して強いのか？
ー新潟県・群馬県・岐阜県における玄米外観品質評価ー

整
粒

歩
合

（
％

）

出穂後20日間の日平均気温（℃）

黒：にじのきらめき（NJK）
白：コシヒカリ（KSH）

Ishimaru et al. 2022. Plant Stress

「にじのきらめき」では出穂後20日間の日平均気温が28.0℃未満であれば、
一等米の基準である整粒歩合70％程度を達成できる確率が高まる

生産者に対し、高品質米生産の作付けスケジュールに関する有益な情報を与える

試験地：表記3県の試験場内
および生産者圃場
「にじのきらめき」45点
「コシヒカリ」42点
篩目は1.85mm
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４．「にじのきらめき」はどれくらい高温に対して強いのか？
ー新潟県と群馬県のJAからのデーター

「にじのきらめき」の優れた高温登熟性は玄米外観品質の高位安定化に貢献

中農研ニュース（2022年1月）より
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余談：「にじのきらめき」はなぜ高温に対して強いのか？
ー登熟期の穂温の実測と推定ー

「コシヒカリ」

「にじのきらめき」

• 「コシヒカリ」は穂が見えるのに対して、「にじのきらめ
き」は穂が群落の中に隠れている

• 27℃以上の高温では、「にじのきらめき」の方が穂の温度が
上がりにくい

１）穂が直射日光を受けにくい？
２）葉の蒸散による冷却効果の恩恵を受けやすい？

「にじのきらめき」では「コシヒカリ」に比べて、

『高温回避性』という
新しい概念の導入
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まとめ
• 「にじのきらめき」で11俵程度の多収を得るためには、窒
素成分を11-13kg/10a施用する。

• 多収でも高い玄米外観品質（1等米）や良食味を維持できる
• 登熟後期の強風でも倒伏しにくい
• 収量700kg/10aを得るためには37千粒/m2の籾数、440本
/m2の穂数を確保する

• 多収の場合の「にじのきらめき」の収穫適期は、出穂後積
算気温が1200℃程度

• 「にじのきらめき」の外観品質を維持するために、出穂後
20日間の日平均気温を28.0℃未満に抑える作付けスケ
ジュールを組む

• 「にじのきらめき」の穂が群落内に隠れる草型は『高温回
避性』の付与に寄与しているかもしれない
「にじのきらめき」は非常に栽培しやすい品種です。
ご興味のある方は是非、良食味・多収にチャレンジしてみてください。



ご清聴ありがとうございました
農研機構上越研究拠点
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