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ミ ミ ズ とその 糞土 に つ い て

松 本貞 義
＊

・ 柘植利 久
＊

　 1． 緒　　　言

　土壌動物 で あ る ミ ミ ズ に 関す る研究 は ，博物学 や生態

学 の 立場 か らの 調査研究 は 多 くあ る
1樹 が， ミ ミ ズの 土

壌中で の 活動，働ぎ，土壌に 与え る影響，糞土 の 理 化学

性な ど につ い て の 土壌肥料学の 側面 か らの 考察 は 比較的

少な く思わ れ る
5・6＞

。 し か し，す で に 1881 年 に DARWIN

は ミ ミ ズ の 働 き に つ い て 詳細 な 研 究 観察 を 行 い ，
“The

Formation　 of 　Vegetable　Mold 　 threugh 　the 　Action　of

W 。rms 　 with 　on 　 Their　 Habits”（邦訳 ： 土 とみ みず）
7〕

と題 し て 公衰 し，広 く世間を啓蒙 した。

　 ミ ミ ズ は 生活史 に お い て ， そ の
一生を湿潤な 土壌ま た

は それに 近 い 環境 の もとで 過 し， 有機物や有機物を含ん

だ 土砂を摂食 し なが ら移動排糞を伴う。こ れ らの 活動に

よ っ て 土壌 は 耕転攪拌 が なさ れ て ，土壌環境は 変化せ し

め られ る。た とえ ば気相率D は 8〜30％ を高まる ともい

わ れ，通気や透水性に 関す る穴の tNt）e：　loo〜1，4001m2 ，

糞土
5，7，1ユ｝は 67〜135t ！ha／y で あ る と もい わ れ て い る。

こ の よ うに ミ ミ ズ は総じて 土壌の 肥沃化に か な りの 役割

を に な うもの と考えられ る。

　本報告で は ， 落葉 を餌料 と した ミ ミ ズ の 飼育実験 よ り

得 られ た結果と，そ の 糞土の 理化学的性質 などに つ い て

の 概要を述 べ て 参考 に 供す る。

　 2．　 実 験 方 法

　1） 飼育の 方法

　供試土壌と して，耕地 土壌 （水 田土壌）と有機物の 少

ない 未耕地土 壌 （鉱質赤黄色土壌） の 2 点を 風乾細土 で

a150 ，000 ポ ッ トに 2．5kg 入 れ，土層 の 深 さを 記録 して

お く。 つ ぎに こ の 表面 に 野 外 よ り採集 した ミ ミ ズ 50g

（15〜 20 匹相当）を 放 ち，さ ら に こ の 上 に 落葉 250g を

均
一

に 敷きつ め る 。 そ し て 各試験区 とも，常時湿潤す る

程度に 水を適宜 同量加 え て湿気を もた せ，さ らに ポ ッ ト

上 部 に 防虫網 を か け て 外部 か らの 異物，昆 虫，小動 物 の

侵 入 を 防ぎ，じゅ うぶ ん な管理 の もとで 2 ヵ 月飼育 し た 。

　 2）　 ミ ミ ズ の 摂食量 お よび 活動調査

　 飼育期聞中の ミ ミ ズ の 摂食状況や活動の よ うす を 知 る

方法とし て ， 飼育ポ ッ トに 物指 しを差し込み，ポ ッ ト上

＊
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　　第 1 図　 ミ ミズ の 動 きと摂食に よ る落葉而の 推移

対照区 ： ミ ミズ の い ない 区

試 験区 1 ：供試土 壌は 耕地 土 壌 （水 田土壌 ）

試 験区 2 ：供試土壌は 未耕地 土 壌 （鉱質土 壌）

部に 敷 きつ め た 落葉面 の 位置を毎 日定時に 読み 取 り記録

し た 。そ の結果 を第 1 図 に 示 した。

　また ミ ミ ズ に よ る落葉摂食量，糞土量，耕転攪拌量 な

どを総合的 に 知 るた め に ，2 ヵ 月の 飼育後 て い ね い に 落

葉部 （原影が保た れて い る部分　写真 1） を取 り除 く。

さ ら に ミ ミ ズ に よ っ て 摂食 さ れた 落葉残部 （写 真 2 ），糞

土 お よび耕転攪拌 された 土層部，すなわ ち ミ ミ ズ に よ っ

て 最初 に 記録した 土層位置よ り隆起 し た部分 （写真 3 ）

と，それ以下 の 土 層部 （ミ ミ ズ に よ る影 響 の な い 部分 ）

とに 分け て 取 り出 した 。
こ れらの 各部分を 風乾した の ち，

その 重量を測 っ た 。 な お紺照試験区 （ミ ミ ズ の い な い 区）

は そ の 変化 が な い た め，落葉部．土 層部に つ い て 風 乾 秤

量 した。こ れ らの 差引値 よ り摂食量，糞 土 量，耕転攪拌

量 な ど を概算 した 。

　 3）　 糞土 の 理 化学分析

　糞土 は ，先に 風乾 した 部分 よ り，明 らか に ミ ミ ズ の 糞

土 と思 わ れ る固結団粒化した 土粒 （写真 3
，
4）を 選別採

集秤量 し，常法 の 土 壌 の 理化学分析法に 従 っ て 行っ た。

　 3． 結果と考察

　 ミ ミ ズ は一年中活動 し て い る が，春か ら秋に か けて そ

の 個体数が多 く見 られ，特 に 7 月
〜10 月 に そ の 頻度 は

高い
1，9）

。 また 北海道以南に多く醸息す る フ ト ミ ミズ の

類 は 越年 し な い もの が多 く
s），秋 に 産卵 し，翌 春 3 月 ご

ろ に 幼虫 とな る
S）。本飼育実験 も こ れ らの 点 を考慮 し て

7 月か ら 9 月ま で の 2 ヵ 月とした 。
ミ ミ ズ は雑食懷で あ

る が特に 落葉や野菜 くずを好 み 8＞，本実験で は落葉を餌

料と した 。

　第 1 図 は，飼育期間中に お け る ミ ミ ズ に よ る落葉の 摂

ftti）よ うす や，耕転攪拌な どの 運動 の よ うす を，落葉面

の 位置の 上 下移動 よ り推定 した もの で あ る。す なわ ち 実

験開始時の 落葉面 の 高さを零　cm と し， そ れ よ り高くな

れ ば 正，低 くなれば負で 表示 した。 ミ ミ ズ の い な い 対照

試験区 の 落葉面 は 自然低下が わ ず か に 見 られ る程度で あ

る が ， ミ ミズ を 入 れ た 試験区 は そ の 表面は 盛 り上 が っ て
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写真 1　落葉 （摂食前）

写真 2 落篥 （摂食 後）

写真 3　落 葉摂食糞土

　　　　　　 写真 4　有機物の 少ない 糞土

い る 。 こ れは ミ ミ ズが 土中に もぐりこ ん だ り，食物で あ

る落葉層 を活発に 徘徊 し て搬 す るた め Vcdeじた空間隙

などに よ る もの と推定さ れ る 。

　ミ ミ ズに よる摂食，耕転攬拌 の よ うすは ，土壌 の 性質

の 違 い に よ っ

1
て 槻 わ れた。trm“’

　？・ よれ ば ミ ミ ズ は 礫

質は 摂食せ ず，細 土，粘土 を 最 もよ く摂食した とし て お

り，また 本実験 に お い て も有機物 の 多 い 耕地 土壌 （水 田

土壌） と有機物の 少な い 未耕地土壌（鉱質土壌）で の 飼育

に お い て ， その 摂食、耕転攪拌 の 違 い が現わ れた 。
こ れ

は ミ ミズが有機物 の 豊富な土壌を好む こ とを示唆す る も

の で あ り， ミ ミ ズ が 土壌有機物を摂食す るた め に 土中 ま

た は土壌表面を 俳徊 し て摂食す るた め，落葉面の 隆起が

未耕地土壌区に 比べ て低 く現わ れ た もの と推定された 。

しか し大部分 の ミ ミ ズ は 餌料で あ る落葉を摂食した もの

と思わ れ る 。 す な わ ち 飼育開始後 10 日前後よ り落葉面

の 低下が見られ る 。 こ の 時点 で 一部試験区の 内部 を観察

する と，落葉層下部の 113〜112 程度の 落葉が・そ の 原

形を ほ とん ど認 め られ ない 程度に摂食され ， 噛み 砕 か れ

た よ うな状況 （写真 2 ）を呈 し て お り，こ
・
の 摂食残部 の

落葉が土中に多く持ち 込 まれ て い る の 力環 ら れ た ・ ま た

第 1 図に 示 され た ご とく落葉面 の 低下が緩慢に な るの は，

ミ ミズ が こ れ ら 粉体化した落葉を主 として摂食した り，

：L中に 持ち込む た め で あろ う と思わ れ る。事実実験終了

時の 取 り出しに お い て ，大部分 の ミ ミ ズ は 土屠に 移行し

て い た 。

　　ミ ミ ズに よ る落葉摂食量，糞土，耕転攪拌量などを本

実験よ り概算して み る と，落葉摂食量は 80〜120g で あ

　り， 糞土 お よび粉体化した 落葉 部 を含む耕転攬拌された

量 は 耕地土壌区で は 300−・350g で あ り・ 未耕地土壌区

　で は 150〜 25eg で あ っ た 。 こ の よ うに ミ ミズ は摂食，

排糞，耕転撹拌な どに よ っ て 土 を動 か す量 は か な り大 き

　な もの で あ る と推定 され るが， ミ ミ ズ は 植生 ， 土壌環境

などに よ っ て個体数が 異な る
’°）

・ 山 口
11｝の 調査で は ハ

　ミ ミ ズは 1〜55加 2
の 棲息密度で あ る とい い T 中村

t
，
lo）・

　望月
t2）らの 調査で は そ の 生存数は沖積土 ， 泥炭土 ， 火山

　灰土 の 順 に少ない 傾向に あ る と して お り，さらに 検討が ．

　必要と思われ るs

　　つ ぎに ， ミ ミ ズの 糞土 の 理化学的性質に つ い て は 第 1

　表 お よび第 2蓑に ま とめ た 。 総 じて 土壌と し て 好 まし い

　傾向に あ る と思わ れ る 。
ミ ミ ズ は粗大 な 有 機物 や 土砂を

　摂食す る こ とに よ り短期間に それ らの 有効成分を濃縮し

　て排糞す る 。 排糞 され た糞土 は ，ミ ミ ズが棲息す る環境

　に よ っ て その 性質，大 きさ な どが異 な っ た。写 真 3，4

　で 示 され た ご とく，有機物の 少な い 場所 で の 糞土 は細粒

　が多 く不均一で ，団塊状な どもみ られ るカ：・有機物の 豊

　富な土壌や 落葉を摂食した糞土 は ．数 mm 前後 の 比較

　的均
一な 粒 状を呈す る 。 こ の 糞土は そ の 周囲 の 土壌 と比

N 工工
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べ て 肥効成分は 豊か で あり，第 1表に 示 され た ご と くそ

の 物理 的性質も明 ら か に異 な り，土 壞構造を変革させ る 。

特 に 有機物 の 少な い 鉱質土壌区に お い て ， ミ ミズ に よ る

落葉 の 持込や，糞土 お よ び耕転攪拌 な どに よ っ て 土 壌 は

黒羯色化 して お り，そ の 手 ざわ りな どか らい わ ゆ る肥 沃

な 土の 感触を与え た 。

　 ミ ミ ズ が落葉や 土壌有機物を 摂食す る こ とは ，糞土 の

化学分析値か ら も容易に 推定 され る 。 第2 表 に ま とめ ら

れ た ご と く，そ の 灼熱減量お よび全炭素値な どに よ く現

われ て い る 。 こ の よ うに ミ ミ ズ は ，土壌に 施用 され た有

機物を摂食 し て そ の 可 給態養分1を濃縮 し，速 や か に 土 壌

に 還元す る 能力 を持 っ て お り，有機物の 自然分解 な どに

よ っ て その 効果を期待す る よ りも，適当量 の 有機物と ミ

ミ ズ が 生存すれば そ の 効果 も よ り大 きく期待 され る 。 た

とえ ば ，＝ ユージ ー
ラ ン ドに お け る草地 の 生産量 と ミ ミ

ズの 間に は高い 正 の 相関が 認め られて い る
1｝

。 また 糞土

が 2・3〜6・1kg ！m2 とすれ ば，炭素量 は お よ そ O．　18〜

0，5kg ／M2 で あ り， 窒 素量 は 0．09〜0．　3　kg！m2 も施用 し

た こ とに な る 。

　 ミ ミズ の 体液 は粘性で pH は ほ ぼ 7．8 の 弱 ア ル カ リ

性で あ り，体内に 石 灰腺 を も っ て い るた め に糞土 に 多量

の Ca が存在 し ， こ れらに よ っ て 土砂は 団粒化す る もの

と思わ れ る 。 ま た ミ ミ ズの 遺体その もの も肥料成分を含

み，そ の タ ン パ ク 含量
9）

は 乾物重 で 54〜72％ もある と

い わ れ て い る。

第 1表　供試土 壌お よび糞土の 物理的姓質

物　　 理　　 性

　 ミ ミ ズ は 土 壌 の 環境を 変化 せ し め る と と もに ，土壌微

生物の 活動に 好適な条件を作 る こ と とな り，よ り土壌 の

肥 沃 化が進行す る もの と推察さ れ る 。 こ の よ うに ミ．ミ ズ

は 土 壌改良 に 相 乗 的に 作用 す る と と もに ，特 に そ の 糞 土

は 周囲 の 土壌 に 比 べ て 顕著な肥 効成分 を 含有して い る こ

とは ， 植物 の 生育に 好ま しい 影響を与 え るであろ うと予

想 され る 。 ま た ミ ミ ズ が雑食性で あ る こ とか ら都市家庭

の 塵 芥処理 ，産業廃葉物 の 処 理 に ミ ミズ を 利用す る こ と

も考えられ（現在す で に実施され て い る）， その 糞土を肥

料と し て使用 す る こ とが 可能 とな れ ば資源 の 有効利用 に

もつ な が り，今後の 研究 が期待 さ れ る。
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供 試 土 壌
お よび 糞土

真比重　仮比重　孔隙率（％）

載地 土 壌　 　 　 　 　2．29　 1．15

試験 区 ユの 糞土 　　 2．39　 0．7049
，7970
，71

未耕地 土 壌　　　　 2．39　　1，／9
試 験区 2の 糞土 　　 2．06　  ，4950

．2176
．21
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第 2 表　供試土壌お よ び糞土 の 化学的性質

供 試 土 壌　　灼熱減量

お よび糞土 　　　（％）

有 　　 　機 物　　 　 　　 　 pH
　 CEC
（me ！1009 ）

可給態養分 （mg ！100　g）

全炭素 （％） 全窒 素（％）　 CfN 　 　 H20 　 KCI Ca 　 Mg 　 Na 　 K 　　 P

耕 地 土 壌　　　　　　　9．68
試験区 1 の 糞土 　 11，39

1，994
．19

0．260
，457

．659
．3工

6．1 　 3．9 　 　 　13．0
5．3　　4．3　　　　18．O

67．6　　25，5　　18．0　　26．・4　　64．O
l32．4　45．4 　10、4 　29，9 ’76．　O

未耕地 土 壌　　　　　　　8．23

試験区 2 の 糞土 　 30．32 9，46 0，34
　 　 　 　 6．5　 3，6
27．82　　　　5、4　　 4．i7

．515

．0
16．9　31．4　　9，7　19，7　

广
3．7

232．4　84．O　l4．0 　44．1　3D，1

N 工工
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