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Summary

　
「
Fhc　cffccts 　of 　frui匸thinning，defoliation，　and しraining 　methods ，　using 　latcral　shoots 　for　incleasing　leaf　areas ，　on

fruit　soluble 　solids 　content 　and 　yfclds　of　tornatoes　wele 　investigated．　Restricted　fruit　ioad　per　fruit　tluss　by　fruh
thinning　did　not 　rcsult 　in　incrcmcnt　of 　total　yields，　 marke しable 　yields　or　fruit　soluble 　solids 　c 〔｝nten し，　Defoliation
and 　training　methods 　for　increasing　leaf　areas 　did　 not 　influence　total　yields　or　marketablc 　yiclds，　 Fruit　soluble
solids 　content 　was 　lowcrcd　by　dcfoliation　and 　increased　with 　increasing　leaf　aTcas 　by 正eaving 　the　laleral　shoot 　just
bekw 　lhe　fruit　truss．
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緒　　言

　 トマ ト栽培 で は，収量 を 確保 す る と と も に，糖度 の 高

い 果 実 の 生 産 が求 め ら れ て い る，産地 で 1よ 重 さ 200g 前

後 の 大 玉 の トマ トを 収穫 す る た め に 着果個数 を制限す る

こ と （干葉県
・
千葉県農林技術会議，1985），株元 の 通気

を良 く して 病害の 発生を抑制す る こ と を 目的 に，収穫 を

終 え た 果房 よ り下 の 本葉 を 摘除 す る こ と （伊東，1971 ；

鈴木，1997），果実面へ の 日射 を高 め る と果 実品質が 向 ヒ

す る （篠原 ら，1980）と して ，収穫中の 果房周辺 まで 摘葉

す る こ とな どが行わ れ て い る、しか し，こ れ ら の 栽培法

が，トマ トの 果 実 品質 に 及 ぼ す 影響 に つ い て の 報告 は み

ら れ な い ．

　 トマ トの 摘果 （吉岡 ・高橋，1979 ；吉 岡・高橋，1982 ；

Gosselin ら，1996），摘葉 （田 中 ・藤 田，1972b ；吉岡 ・高橋，

1979；吉岡
・
高橋，1982；shishidoら，1993）に 関 す る報

告は ，果実生産 に お け る Source−Sinkに つ い て 検討 して

い る もの が 多く，果実品質 に つ い て は い ず れ の 報告 に お

い て も言及 さ れ て い な い ．

　そ こ で ，本研 究で は，トマ トに お け る摘果 処 理 と摘葉

が 果実糖度 と 収量 に 与え る影響を 検 討 した．さ ら に ，果

実肥大 を促進 し果実糖度を 向上 さ せ るた め に は，葉面積

を拡大 さ せ 物質生産 量 を高め る こ と が 重 要 （吉 岡 ら，

2〔〕〔｝3 年 10 月 1 日　受付．2004 年 4 月 12 日　受 理．
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2〔〕〔〕1）で あ る と考 え，1果房当 た りの 葉数 の 増加 を 図 る た

め，側枝 の 利用 に つ い て も検討 した 、

材料 お よ び 方 法

　試験 は ，千葉市緑区に あ る千葉県農業総合研究 セ ン タ
ー

生産技術部野菜研 究 室 圃場 で 実施 し た．土 壌 は 表層腐植

質黒 ボ ク土で あ っ た．品種 は い ずれ の 試験 と も
‘
ハ ウ ス 桃

太郎
’
を用 い た．2001年 ユ0月 16日に 播種 し，10月 31 日

に 直径 10．5　cm の 黒 ポ リポ ッ トへ 鉢上げ し，12月 7 日 に

定 植 を行 っ た．試験 1 と 試験 2 は，別 棟 の 鉄骨 ハ ウス で 実

施 し た ，栽植様式は ，ベ ッ ド幅 60cm ，通 路 幅 70　cm ，株

間 40cm ，1条植 え （1，
923 株 110　a），仕立 て 法 は斜 め 誘引

と し，2002 年 4 月 12 日に 第9 花房の 上 位 2葉を残 して 摘

心 し た．着果促 進 の 植物 ホ ル モ ン 剤 は ，15ppm の 4−

CPA （トマ ト トーン 100倍希釈液 ）に 5ppm の GA3 （ジ ベ

レ リ ン 酸 ）を 添 加 した もの を用 い，各花房 3花開花時 に 噴

霧処 理 した．施肥量 は ，10a 当 た りの 総成分 量 で 窒 素 16

kg，リ ン 酸 24　kg，加 里 14kg と し た ，試験 圃 場 の か ん 水

は，テ ン シ オ メ
ー

タ （大起理 化工 業，DIK − 8332）で 地
一
ド

15cm の 土 壌水分張力 を 測 定 し，第 3花房開花期以降，土

壌水分張力 が pF　25 に 達 した 時，10mm1 回 を か ん 水 チ

ュ
ーブ （三 井化学 プ ラ テ ッ ク，エ バ フ ロ

ーA 型 ）で 行 っ た．

試験規模 は ，1 区 10株 の 4 反復 と し た．収穫調査を毎週

2回行 っ た．果実重を測定 し，空洞 果，乱 形 果，窓 あ き果

な どの 奇形果，80g 未満の 小果 を 除い た もの を 上 物 果 と

した，

　果 実糖 度の 測 定 に は，試験 1で は 収穫調 査 の た び に 各 果
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房 ご と に ，試験 2 で は お お む ね 7 日間隔 に 1回，そ れ ぞ れ

平 均 的な 果 実を 供試 し た．果実を 8等分 し対角 とな る 2片

を サ ン プ ル と し，ニ ン ニ ク搾 り器 で 搾汁 し，脱脂綿を用

い て 清澄 し，デ ジ タ ル 糖度計 （ア タ ゴ，PR − 101）で 測定

し た．

　栽培終了時 に，枯 死葉を除 い た葉 の 数 を葉数 と して ，地

際部 か ら 切断 した 植物体 の 重 さ を地上 部重 と して ，各果

房 と そ の 直
．
ド葉 の 間 の 部位 を 果房下 の 茎 径 と して 調 査 し

た ．

試 験 1 ．着果 個 数 を 異 に し た ト マ ト の 果 実 糖 度

　　　　　と 収 量

　着果制 限 が トマ トの 果実糖度と収量 に 及 ぼ す影響をみ

る た め，トマ トの 目標着果個数 を 1果 1果房 に した 1果区，

2果 ／果房 に した 2果区，3果 ／果房に した 3 果区，摘果処

理 を行 わ な か っ た 無処理 区の 計 4区を 設 けた．1〜3果 区 の

摘果処理 は ，窓あ き果 や 変形果か ら行 い ，そ れ ぞ れ幼 果

の う ち に 実施 した．

試 験 2 ．整枝を 異 に し た トマ トの 果実糖度 と 収量

　各花房直
．
ドの 側 枝 を本葉 2枚 で摘心 した 側枝利用区，収

穫 を 終 え た 果房 よ り下 の 本葉を 5−6段果房下 ま で 4 回 に

渡 り摘除 し た摘葉区，第 1花房直下 の 側枝 の 花房 と 2次側

枝をす べ て 除去 し，直 立 に 誘引 して 側 枝 長 約 1．5m で 摘 心

し た 側枝 1本区，側枝 を す べ て 除去 し摘葉 を行 わ な か った

無処理 区の 計 4 区を設 け た ，

7．0A

埋　6・5
属
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　 　 4．5

結　　果

試 験 1．着 果 個 数 を 異 に し た ト マ ト の 果 実 糖 度

　　　　　と 収 量

　果実糖度 は，い ずれ の 区も下段果房か ら上 段果房 に 向

か っ て 高 くな っ た が，摘果処理 に よ る区間差 は少 な か っ

た （第 1 図 ）．

　株 当 た りの 総収量 と 上 物収量 は，着果 個数 が 少 な い ほ

ど少 な か った．平均 上 物果 重 は，1果 区 が 216g ，2果 区

が 191g ，3果区が 168　g，無処 理 区が 153　gで ，着果個 数

が少 な い ほ ど 重 くな っ た もの の ，1果区の 平均 上物果重

は，無処理区の 平均上 物果重 の 約 1．4倍に と ど ま っ た．上

物率 に は 区間差 は認 め られ な か っ た．な お，各果房 の 平

均着果個数 は，1果区が 1，0果，2果区が 1，9果，3果区が

2．9 果，無処 理 区が 3．9 果 で あ っ た （第 1表 ）．

　栽 培 終 了 時 の トマ トの 葉数 に は 区間差 は 認 め ら れ な か

っ た が，地 上部重 は着果個数が少な い ほ ど重 くな っ た ．各

果房の 下 の 茎径 は，段数 が進 む に 従 い 着果個 数 が 少 な い

ほ ど太 くな る傾向が み られ た （第 2表）．

試 験 2 ．整枝 を 異 に し た ト マ ト の 果 実糖度 と 収量

　果実糖度を無処理区 と比較す る と，側枝利用区 は常 に

高 く推移 し，平均果実糖度 で 0．2Brix高くな り，摘葉区は

常 に 低 く推移 し，平均果実糖度で 0，2Brix低 くな っ た 、ま

た ，側 枝 1本区 は ，4 月 15 日 ご ろの 収穫中期 ま で は 高 か

1 段 2 段 3 段 4 段 5段 6 段

　　　　　　　　 収 穫 果 房段 数

第 1図 着果個数 を異 に した トマ ト果実糖度の 推移

　　　図中の 縦線は 標準誤差を 表す （n＝4）

7 段 8 段 9 段

第 1表　着果個数 を異 に した トマ トの 収量，上 物果重，上物率お よ び着果個数

試験 区
総収量

（kg／株 ）

上 物 収 量

（kg／株）

上 物 果 重

（9／果 ）

上 物率

　（％ ）

着果個数

（果／果 房 ）

1 果

2 果

3 果

無 処 理

1．88dZ3

，25c4

．31b4

，97a

1．59d2

．64c3

．47b3

．82a

216a191b168cl53

　 c

83208888 1．Odl

，9C2

，9b3

．9a

分散分析
y ＊＊ ＊＊ ＊＊ ns ＊＊

z

同
一

列 の 異 なる文 字 はTukey 法に より5％水準 で 有意差あ り

y
＊ ＊ は 1％水準 で 有意 差 あり，ns は有 意 差 な し
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第 2表　着果個数 を異 に した栽培終了時の トマ トの 葉数，地 上 部重お よ び 茎径

試 験 区
葉数

（枚／株 〉

地上部重

（kg／株 ）

果 房 下 の 茎 径 （c皿 ）

第 1 果房 第 3 果房 第 5 果房 第 7 果 房 　第 9 果房

1 果

2 果

3 果

無処 理

32．332

．232

．032

，0

3．Oa 　
z2

．6ab2

．4ab2

．2b

1．51

，61

．61

．5

1．71

．71

．61
．6

1．7a1

．7a1

．6ab1

．5b

1．6a 　 　 l．4a

1．5a 　 　 l，3ab
1．4　ab 　　　 1．2　ab

1．3b 　 　 Llb
z

散
∠

析
y

ns ＊ ns ns ＊ ＊＊ ＊＊

’
同一列の 異 なる文字 はTukey 法 により5％水準で 有 意差あり

y
＊＊は 1％ 水 準 で 有意差 あ り，＊は 5％水 準 で 有意差 あ り，ns は 有 意差なし

（
埋
属
お）

7．06

．56

．05

．55

，04

，53

／18　3／25　　4／1　　4／8　　4／15　4／22　4／30　　5／7　　5／13　5／20　5／27　　6／3　　6／10　6／17

　　　　　　　　収穫 月 日　（E ／日）

第 2図　整枝を異 に した トマ ト果実糖度の 推移

　　 図中の 縦線 は標準誤差 を表 す （n＝4）

第 3 表　整枝 を異に した トマ トの 収量，上物果重，上 物率お よ び着果個数

試 験 区
総収量

（kg／株）

上物収量

（kg／株）

一ヒ物 果重

（9／果）

上物率

（％）

着 果 個 数

（果 ／果 房 ）

側 枝利 用

摘　葉

側 枝 1本

無処 理

6．095

．826

．625

．66

4．874

．264

．714

．35

168164177161 03178777 4．44

．04

．54

．2
∠

散
∠

析
7’

ns ns ns ns ns
Zns

は有意 差なし

第 4 表　整枝を異 に した栽培終了時 の ト マ トの 葉数，地上部重お よ び茎径

試験 区
葉数

（枚 ／株 ）

地 上 部重

（kg／株 ）

果房 下の 茎 径 （C皿 ）

第 1果 房 第 3 果房 第 5 果房 第 7 果房 第 9 果 房

捕

葉

本

理

炉

搬

日
夙

　

　

B
尺

｛　　
　

　　
イ

45．8az12

．lc47

．3a29

，5b

2．5bl

．l　C3

．3a2

，0　b

1．51

．51

．41

．5

1．51

．51

．41

．5

1．51

、51

．51

．6

1．31

．21

．21

．3

1．lLO1

．11

．1

分散分析
y

＊＊ ＊＊ ns ns ns ns ns
x
同
一

列 の 異 な る文 字 は Tukey 法 により5％ 水準 で 有 意差 あり

y
＊ ＊ は 1％ 水準で 有意 差 あり，ns は有 意差なし

っ た が，そ れ 以降 は 低 くな り，収 穫 後期 で は 試験 区の 中

で 最 も低 か っ た （第 2図 ）．

　総収量，上 物収量，上物 果 重，上 物 率 ，着果個 数 に は

区 間 差 は認 め ら れ な か っ た （第 3表 ）．

　栽 培 終 了 時 の トマ トの 葉数 は，側 枝 利用区 と側枝 1本区

が 46・・47 枚 で 多 く，次 い で 無処理 区が 30枚，摘葉区 が 12

枚 で あ った．地 上 部重 は，側枝 1本区 が最 も重 く，次 い で

側枝利 用 区，無処理区，摘葉区 の 順 で あ っ た．各果房 の
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下 の 茎 径 は い ず れ の 区 も，上 段果房 に 向 か っ て 細 くな る

傾 向が み られ た が ，区間差 は み られ な か っ た （第 4 表 ）．

考　　察

1 ，摘 果 が ト マ トの 果 実 糖度 と 収 量 に 及 ぼ す 影 響

　 トマ ト栽培 に お い て は，市場価値 の 高 い 大 きな 果実を

生 産す る た め に ，果数を制限す る必要が あ る （Cockshull・

Ho ，1995）と考え ら れ た ． しか し，本試 験 で は，摘 果 処

理 に よ っ て 各果房の 着果 を制限す る と，上 物 の 1果 重 は増

加す る もの の ，摘果 した 果 実分の 重 さ を補 え る もの で は

な く，収量 は減少 した．こ の 結果 は，吉岡 ・高橋 （1979），

藤 田 （1984）の 報告 と一致 した ．

　
一

方，高尾
・
田 中 （1984）は，品種

c
東光 K ’

を用 い て 摘

果 の 試験 を 行い ，1果房当た りの 着果 数を 3果 に 制限 した

区は，1果房平均 4．2果着果 した 対照 区 よ り 1果 平均重 が

42 ％ 重 くな っ た と 報告 し て い る ．本試 験 で 用 い た
‘

ハ ウ

ス 桃太郎
’
に お い て は，平均着果個数 1．0果 の 1果区 の 平

均．上物果重 は，平均着果個数 3．9果の 無処理区の 平均上物

果重の 約 1．4倍 に と ど ま っ た．高尾 ・田 中 （1984）の 結果 と

本試 験 の 結 果 に 違 い が み ら れ た の は ，供試した 品種 が異

な る こ と，仕 立 て 法が 異 な る こ と，本試験 の 方 が 施肥成

分量 が 少な い こ とな ど が 影 響 し て い る もの と思 わ れ た．

　 さ ら に ，本試験 で は，栽培終 了 時 の 地 上 部 重 は ，各 果

房 の 着果個数 が 少 な い ほ ど重 か っ た．こ れ は，トマ トで

は source が sink を上回 っ て お り，同化 産物が 転流 され ず

に 葉 に と ど ま っ た こ と が 報告 さ れ て お り （吉岡
・高橋，

1979 ；吉岡 ・高橋 ，1982），摘果 は 葉 の 糖 や 澱粉 の 蓄積を

高 め た （Gosselinら，1996）た め で あ る と 考 え ら れ た，

　H］中 ・藤 田 （1972a）は，果実肥大中の トマ トの 乾物生 産

に お け る制限要因 と して は，source よ り sink の 可能性が

大 き か っ た と して い る．

　以上 の こ とか ら，本試験 に 供試 した トマ ト品種 で は，摘

果 に よ っ て 果房当 た りの 着果負担を減少 させ て も，果 実

の sink 能 が 弱 く，果 実 の 肥 大 や糖度 の 向上 が 図 り に くい

と 考え ら れ た．

2 ，摘 葉 ・側 枝 利 用 が ト マ トの 果 実 糖 度 と 収 量 に

　　 及 ぼ す 影 響

　Slack（1986）は，摘葉す る と収量 が減少 した と報告 して

い る．本試験の 結果 に おい て は，収穫 を終え た果房よ り
一
ドの 本葉 を摘除 して も収量 が 減少す る こ と は な か っ た．

し か し，摘葉区の 果 実 糖 度 は，摘葉 を 行 わ な か っ た 無処

理 区 と 比 較 す る と常 に 低 か っ た ，こ れ は，摘除 した 本葉

が，果実肥大 に は 大 き な 影響 を 与 え な い もの の ，果 実糖

度 を 向 k させ る た め の 同 化 生 産物 の 供 給源 と して 少 な か

ら ず寄与 して い る もの と推察 さ れ た ，

　な お，地 上 部病害 の 発生 に つ い て は，同
一施設 で 試験

して お り，か つ 薬斉lj散布 も定期的に 実施 した た め，処理

区閭 に 差 は観察 さ れ な か っ た．葉 か び病，疫病 な どの 地

上 部病害の 発生 を抑制す る に は，施設内の 湿 度を低 く抑

え る こ と が 重 要 で あ り （我孫子 ・石井，1986），収穫を終

え た 果房 よ り下 の 本葉を 摘除す る こ と は，病害防除の
一

助 に は な る と思 わ れ た が，果 実 糖 度 の 高 い トマ トを 生 産

す る た め に は，マ イ ナ ス の 要 因 で あ る と考 え ら れ た ．

　花房を除去 した 側枝 を 利用 して も，収量 に は 無処理区

と比較 して 有意 な 差 は認 め られ な か った が，各花房直下

の 側枝 を本葉 2枚 で 摘心 した 側枝利用区 は，果実糖度が

0．2Brix向上 した，ま た，第 1 花房直下 の 側枝を 1本伸長

さ せ た 側枝 1本区 は，収穫中期 ま で は果実糖度 の 向上 が み

られ た ．

　宍 戸 ら （1988）は ，果房直下葉 の 側 枝 の 維 管 束 は，果 房

と直下 葉 の 間に 割 り込ん で 両者 の 連絡を 疎 に して い るが ，

直下 葉の 維管束 は主茎 に 入 る とす ぐに 下方か ら果房 に 連

絡 す る維管束に並走 し，両者間 で は 光合成産物 の 移行 が

容易 に 起 こ っ た と報告 して い る．こ の こ と か ら，果房直

下葉 の 側枝 は ，そ の 直上 の 果房 に 大 きく影響を及 ぽ す も

の と 考え ら れ た．そ の た め，側枝利 用 に よ り葉 面 積 が 増

加 し，光合成産物 が 果実 に 移行 し糖度 が 向上 した もの と

考 え られ た．

　田中
・
藤 田 （1972b）は，近接 し た

一・
群 の 葉 と 花房 が

source
−
sink 単位を形成 して い た と報告し，宍戸 ら（1988，

1991）は ，花房 と そ の 直 上 葉 との 間 に 直接的連絡 が な く，

果 実 の 物質生産 に 対 す る 寄与度 は ，花房 の 直上 葉 を 除 く

花房 の 上 下各2 枚葉 で 高 く，こ れ ら で 果実 の 物質生 産 の

60−8090を賄 っ て い る と報告した ．第 1花房直下 の 1次側

枝を伸長 させ た 側枝 1本区の 果実糖度が，収穫中期まで は

高か っ た が，そ れ 以降，試験区の 中で 最 も低 か っ た の は ，

側枝 に 近 い 下段果房 に は 光合成産物 の 移行 が あ っ た もの

の ，上 段 果 房 に は 十分 に 移行 し な か っ た こ と，加え て 伸

長 させ た 側 枝 が，果 房 が 着生 し て い る 主茎葉 を遮 蔽 して

しま っ た た め で あ る と思 わ れ た ．

　以上の こ とか ら，果房直下 の 側枝 を 利 用 し て 果房周辺

の 葉数を増加 させ る と，果実糖度 の 向上 が 図 られ る もの

と考え ら れた．

摘　 　要

　 トマ トに お け る 摘果処理 と摘葉や 葉面積 を増 や す た め

の 側枝利 用 な ど の 整枝 が，果実糖度 と収 量 に 与え る影響

を検討 した．1果房当た りの 着果個数を制限 して も，総 収

量，上物収量 は増 え ず ，果実糖度 の 向上 に は 結 び つ か な

か っ た．摘葉 や葉面積 を増や す た め の 側枝利用 な ど の 整

枝を異 に して も，総収量，上物収量 に 差 は み られ な か っ

た ．摘葉 は 果実糖度 を低 くし，各果房直下 の 側枝 を利 用

し 1果房 当 た りの 葉数 を 増 や す と，糖度 の 向上 が 図 られ

た ．
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