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は じめ に

　 こ の ま ま砠室効果 ガ ス 濃度 の 上昇 が続 け ば，21 世紀末 に

年平均気温で 約 1．4 − 5．8°C の 温暖化 が 起 こ る と予 測 され

て い る （IPCC 第
一

作業部会報告書 ，
2001），気候温暖化 に

よ る果樹栽培へ の 影響は ，年
’
ド均気温 と冬季 の 最低極温 の

変化予測か ら判断 して 栽培適地 が 北進し，逆 に 南部 で は 夏

季高温化の 影響で 品質不 良が 発生 しや す く経済栽培が 困難

に なる と推測され る （杉浦 ・横沢，2004），さ らに ，秋冬期

の 高温化 が お こ る と落葉果樹 の 自発休眠覚醒に 必要な低温

に 十 分 な時間遭遇 し な い こ とが予想 さ れ，そ の 場 合休眠 が

正常に 終了せ ず，発芽や 開花 の 不揃 い や生育異常，開花期

間の 長期化な どが顕在化す る で あろ う，現に ，一
部地域の

ニ ホ ン ナ シ 施設栽培で は 仮称 「眠 り病 1 と呼ば れ る 低温不

足 が関連 し た 発牙 ・開花不 良障害が 発 生 し始 め て い る （藤

丸 2004；松 田 ，
2004），こ の よ うに 温暖化に よ る将来の 果

樹栽培へ の 影響を考える時，「休眠」 と 「開花 1とい う植物

季節現象 は 寒候期 に 起 こ る 温暖化 の 影響を解析す るの に 有

益 な指標と な る．

　 こ こ で は，想定 され る温暖化気候に よ り落葉果樹 の 休眠

と開花 に ど の よ うな影響が 牛 じる か を論議す る た め，ニ ホ

ン ナ シ を対象 に 温暖化時 に 休眠や 開花現象は どの よ うな影

響を 受ける か と と もに，ある地点を対象 に気温 h昇時の ニ

ホ ン ナ シ の 開花に 対す る 影響予測 を行 い，同時 に 現在 の ニ

ホ ン ナ シ 産地 で開花 口は 実際 に どの よ うな変動を示 し，果

実生産に どの よ うな影響が 現れ て い るの か を比較検討す

る．最後に 将来 の 温暖化気候時 に お げる 落葉果樹栽培へ の

影響 を緩和す る試験 ・研究 の
一

端 を紹介 した い ．

量 が 満た され な けれ ば，萌芽 ・開花の 遅延や不 揃 い を招き，

結局結実や果実の 成長 に 影響が で る （Saure，1985）．その た

め ，冬季温暖な地帯で 落葉果樹 を栽培す る と自発休眠の 覚

醒 が正 常 に 終了せ ず，栽培上 の 阻害要囚 とな っ て い る （本

條ら，1998，2006；K［inac・Geddes，1995；Nakasuら，1995；Petri

ら，2002；White，2002）．例えば年
’
ド均気温 が 2eC ．E昇 した

とす る と，東京 の 気温 が現在 の 鹿児島 と同 じ に なる，す る

と，自然条件下 で の ニ ホ ン ナ ン の 自発休眠覚醒時期は 単純

に試算す る と東京 で は現在よ り 2 週間ほ ど遅れ る と推定さ

れ る．また，芽 の 生理 過程 に 対 す る 低 湍 の 連続性の 不足や

高温 の 影響 で
， 冬季が 温暖 な ほ ど 自発休眠の 覚醒に 必 要 と

され る低湍遭遇時問が 長 くなる ともい わ れ （丙 元，1991），
わ が 国の 西 南暖地 で は よ り大ぎな影響 が 懸念 され る、さ ら

に，施 設 栽 培 で は 自発休眠が 終 ゴした か ど うか が 加温開始

時期の 決定，即 ち開花や 収穫期 に 関係 し，経営戦略上非常

に 重要となる．

　先ず，温暖化を 想定 した 気温 上 昇 が 自発休 眠 の 覚醒 や 開

花現象に 及ぼす影響を検刮す るた め に，こ こ で は宇都宮を

例 と して 取 り上 げ，日最高 ・最低気温 の 平年値 （気象庁観

測平年値，統計期間 1961−199  ）に 対 し て，そ れぞれ ＋1 〜

＋10DC ま で，1℃ ず つ 上 昇させ た 場合 の 自発休眠 の 覚醒 に

必要な低温遭遇時間 の 推移と ニ ホ ン ナ シ
‘

幸水
’

の 自発休眠

覚腥 と開花時期 に 及ぼ す影響を解析した．自発休眠覚醒に

必要な 低温量 の 指標 に 用 い られ る 7．2℃ 以 下 の 低温遭遇時

第 1表　宇都宮 の 平年気温 （最高・最低）の 口別 値か ら気温 を

　　 ＋1 〜．16°c 上昇 させ た 場合の 72 °C 以下低温持続時間の

　 　 到達 凵の 変 化 （本 條，20U4〕

我が国での温暖化を想定 した気温上昇の影響予測

1，低温遭遇時間の 到達日の 遅延

　落葉果樹が 自発休眠か ら脱 して 成長をP 開す るた め に
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一
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間を求め る に は，日別 の 平イr値 （最高・最低気温）に 清野

ら （1981）の 最低 ・最高気温を用 い る推定式に よ り，
一

日

毎 の 7．2°C 以 ドの 低温持続峙問を 求め 積算 した．始 め に 平

年値と ＋ 1〜＋6°C の 場 合 の 7．2°C 以下 の 低温持続時間 の 目

標値 へ の 到達 日を示 した 〔第 1表）．

　 こ の よ うに 7．2°C 以下 の 低温持続時間 ぽ，現在 の 気温か

ら ＋4°C ま で は ，
1°C1 ／昇 ご とに 到達 口が 6 〜7H 遅れ る よ

うで あ っ た．＋4°C で は 約 1 か月遅延す る こ とに な る，こ れ

は，あくま で 平年値に 対 して の 温 度 E昇を 想定 した 結果 で

ある が，年次変動を も考慮す る と平均 で 1 〜2℃ の 温度上

昇があっ た 場合に は，樹種や品種 に よ り自発休眠覚醒時期

が非 常に 遅 延 す る場 合 も予 想 され る．こ の よ うな低温持続

時間の 到達 日が 遅延す る 影響 は，字都宮 よ り暖地 ほ ど深 刻

で あ り，温暖化 した場合 に は 自発休眠 が覚醒して も，そ の

後の 樹体 の 生 育反応 〔開花 ・発芽）に 覚醒時期 の 遅れの 影

響が 出て くる こ とが 予想 され る，

2．ニ ホ ンナ シ
‘
幸水

’
に おける自発休眠覚醒時期 の 遅延

　 こ こ で は，自発休眠覚醒 と開花現象に つ い て の 動的 モ デ

ル が 開発さ れ て い る ニ ホ ソ ナ シ
‘
幸水

’

を 対象に，先ず 自発

休眠覚醒時期 につ い て，宇都宮と鹿児島を例 と して 取り L

げ，日最高 ・最低気温 の 平年値 （気象庁観測平年値，統計

期間 1961−1990）に 対して，それ ぞれ ＋1〜＋10°C まで，IDC

ずつ 上 昇 させ た 場合の 白発休眠 の 覚醒に 及ぼす影響 を解析

した （第 1図）．自発休眠 覚醒時期 の 予測 モ デル は，Sugiura・

Honjo （1997＞を使用 した．

　 こ こ で 鹿児島で は ＋4°C，宇都宮 で は ＋ 10°C を想定 した

気淵変化をケ・え る と白発休眠 は，5 月 1 日 まで に 完全 に ば

覚醒で ぎない とい う結果 とな っ た （第 1 図）．鹿児島で は

＋3DC ま で な ら，2 月中 に は 何 とか 自発 休眠 が 覚醒 で ぎる か

どうか とい う限界 に 近づ く，宇都宮で は，現在 12月中下旬

に は 白発休眠が覚醒し てい るが，＋IDC上昇毎 に 5 〜6H 遅

れ る よ うに な り，＋5°C 上 昇で 1か 月遅延 が 予想 され る，そ

れに 対 して
， 温暖な鹿児島 と比較す る と，鹿児島で は 現在

の 平年気温 ドで は 1月 16 日に 自発休眠が覚醒 し，こ れ は宇

都宮 の ＋5°C の 場合 に 匹敵す る．も と も と年平均気温 で

4，6°C の 差異があ る の で 当然 の 結果 とい え よ う．た だ重要

な点は ，鹿児島で 1・XY一
均 で ＋ 2°C の ヒ昇が起 こ る と 自発休

眠覚醒時期が 2 刀初旬 と な り，年に よ っ て ぱ さ ら に 遅延す

る 易合も予想され る，そ の よ うな場合に は施設化 に よ る開

花
・成熟期の 促進 とい う最大 の メ リ ヅ ト は期待 で きなくな

り，さ らに 露地 栽培 で も発芽や 開花 の 遅れ や 不 揃い な どの

生育異 常現象 が 多発す る と考え られ る （藤 丸，2004；松 田，

2004）．

　我が 国 の ニ ホ ン ナ シ 産地 の 平均気温は，例示 した宇都宮

（年平均 13°C） と鹿 児 島 （同 17．6°C）の 間 に 多 くが 分布 し，

刈象地 域が 暖地 で あ る ほ ど気候温暖化 に よる 自発休眠覚醒

時期の 遅延 の 影響は よ り深刻な問題 とな る．

3，ニ ホ ン ナ シ
‘
幸水

’
に おける開花時期の 変動

　前項 と同様に Sugiura。Ho 旦io（1997） の 発育モ デ ル を 用

い て，ニ ホ ン ナ シ
‘
幸水

’

の 開花時期が どの よ うな影響を

受け る か を解析し た 〔第2 図），

　 こ こ で，
一
宇都宮 1」 と 「鹿児島1」は，臼発休眠覚醒の

発育指数 （DVI1〕が 1．0の 時か ら開花予測を行 い，「宇都宮

2」 と 「宇都宮 3」 ば そ れぞれ DVI1＝L9 と 2．2 に 到達後か

ら予測を行 っ た 場合を示 した もの で ある （第 2 図），

　杉浦 （1997）は，DVI
，
が 1．9 か ら2．2 に 到達して か ら開花

中央 日を推定す る ほ うが DVI
，
　
・・

　1．0か ら推定す る よ り も精

度が 高い と し，特 に DVI1− 22 の 使用 を推奨 して い る．鹿児

島で は，現在の 平年値で は DVI
［
が 2，2 に 到達す る が

，
＋1°C

の 上昇で DVI
且
は 4月末で も 19 未満 とな っ た，その た め ，

こ こ で提 示 した 鹿 児 鳥の 開花予 測 H は 実際の 開花中央 日 か

らばや や早 め の 推定値で あ る と考え られ る．し か し，こ こ で

重要な こ とは，＋ ［，＋2℃ まで は 開花日が や や前進す るが，

＋3C で は か え っ て 遅延す る 現象が 予測 され た こ とで ある．

　 こ の 現象は ，宇都宮 に お い て も同様に 観察され，予測 を

開始 し た DVI
］
の 値 に もよ っ て も変化す るが，現在 の 開花

状況の 予測精度 が最 も高い 「宇都宮 3」 に お い て は ＋1℃ か

ら ＋4°C まで は 開花 目が 前進す るが，＋5°C に な る と逆に 遅

延 しは じめ，それ以上 の 昇温を想定す る と完全な 開花に 至

らない 結果が得 られ，非常に 予測が 困難 とな る．ニ ホ ン ナ
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第 1 図　ニ ホ ン ナ シ
‘
幸水

’
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‘
幸水

’
の 開花中央 口に 及 ぼす 気温 巳昇 の
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シ の 生態調査資料が得られ て い る 九州か ら東北 ま で の 全 国

30 地点 で，同様 に DVI
］
＝2．2 を用 い て 予測す る と ＋2°C で

正常な休眠覚醒 と開花が 限界に 達す る地点が 10地点，＋3°C

で 8 地点が，さらに ＋49C で 7 地点が 加わ り，　 iPCC の 予測

上限値 ＋5．8℃ が起 こ っ た場合 に は，3地 点 の み が 辛 うじて

残る よ うな状態 とな っ た，い ずれ の 推定値 に お い て も，あ

る閾値以上 の 気温 上昇が 起 こ る と開花 目の 前進 は 起 こ ら

ず，か え っ て 抑制的な面が 強調 され て くる の で，呆樹栽培

へ の影響 は 重大 な も の と な る．さ ら に，発芽や開花 の 不揃

い や生育異常 ， 開花期間 の 長期化が多発す る よ うに なる と

推定 され る．

　 と こ ろ で
， 温暖化 の 影響を開花LIと月平均気温 （＋ 1，＋2，

＋3℃ を想定）の み を用い て 行 っ た 解析例 をみ る と，
’
「i均気

温が 1°C 上昇す る毎に サ ク ラ
‘
ソ メ イ ヨ シ ノ

’
の 開花は 2．7

か ら 4．8 日促進 され，3°CH 昇す る と 3 月 20 凵以前 に 開花

す る 地域 が 大幅に 拡大 し，ウ メ で は
’
「
i
均 6．8Hf ℃ 開花が

促進され る とされ て い る （国立環境研究所，1996）．しか し，
こ の よ うに 自発休眠打破に 必 要な 低温遭遇時間等を 全 く考

慮しな い で 解析 を行 うと
， 温暖化に よ る気温上昇に 伴い 開

花 日は全 国 で 前進しつ づ ける よ うな結果 となる．こ の こ と

は沖縄 の ヒ カ ン ザ ク ラ が よ り低温 に 遭遇 しや す い 北部 か ら

開花 が 始 ま る とい う観測 例 か ら も矛盾 が あ る よ うに 思 わ

れ
， 生物季節 の 解析に生埋現象を無視す る こ とが 出来ない

こ とを 示 し て い る．

温暖化の影響は我が国で発現 して い るか ？

1．温暖化の影響調査と植物季節現象の 重要性

　 こ こ まで，温暖化に よ る冬季の 気温上昇が 落葉果樹 の 休

眠や 開花現象に 及 ぼす 影響を 予測 して きた．しか し，現実

に 温暖化 に 伴う植物 の 開花な ど季節現象へ の 影響は ど の よ

うに 顕れ て い る か を検討す るに は，栄養繁殖され遺伝的に

同
一

で あ る 果樹 は 気象庁 の 生物季節観測対象の サ ク ラ 　
‘
ソ

メ イ ヨ シ プ と同様に 非常 に 有益な情報をテえ る，例 え ば，
こ の 半世紀 の 間に 中部 ヨ

ー
ロ ッ パ で は，温暖化と都市化 の

影響 で オ ウ ト ウ や リ ン ゴ の 開花 が 前進 し （Roetzerら ，
2000），

同様 に 米国北東 部で も リ ン ゴ と ブ ド ウ の 開花前進 が 報告

され （Wolfe，2005），今村 （2006）の 植物季節現象の 傾向解

析 に よれ ば，青森県 の リ ン ゴ
‘
ふ じ

’
で は発芽 か ら開 花 ま

で の 生物季節現象 の 前進化 が 明らか とい う．ま た，気候温

暖化 と都市化の 影響を分離 して 解析す る 手段 として，ニ ホ

ン ナ シ の 開花 日 の 実測値 と予 測値の 誤差 の 解析 か ら逆 に 都

市化の 進行程度を明 らか に す る試み （Ho蜘 ら，2006） も

行 っ て お り， 果樹 の 生態調査資料が 気候変動 に 伴 う生物季

節現象に 与え る影響 の 解析 に 重要な役割 を担 うこ とに 注 目

す る とともに ，毎年の 生態調査に 関わ られ た 多 くの 関 係 者

に 感謝す る次第で あ る．

2．ニ ホン ナシ開花日の年次変動の解析

　温暖化 に よ る冬季の 気温上昇の 影響が 税在 の 開花現象 に

どの よ うに 顕 れ て い る の か ．全国あ るい は 地域 に よ り温暖
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第 3図 埼玉 に お け る＝ホ ソ ナ シ
‘
幸水

’
開花 口の 推移 （本條

　　　ら，2002）

化の 影響 に 差違 は あ る の か な どを 明 らか に してお か ね ば な

らな い ．そ こ で，ニ ホ ン ナ シ の 開花 に 関す る東北か ら九州

ま で の 21 地 点の 生態調査資料 と，近傍の 気象観測所 の 資料

を用 い て，開花 i．1の 変動の 地域的な特徴と白発休眠 の 覚醒

や 開花を推定す るモ デ ル との 適合性の 検討を行 っ た．
‘
幸水

’

の 開花中央 日の 年次変動 を み る と，埼玉 県 で は 10年間で

一〇25 日 t年程度 の 早期化が起 こ り，開花中央H の 前進が 認

め られ た （第 3 図）．

　埼玉 と同様に 栃木 ・千葉など関東を中心 と した 地点で も

宰 水
’

の 開花中央日の 前進傾向が 認め られた．また，伊藤 ・

市 ノ 木山 （2005）に よれ ば，三 電 県で は
‘
幸水

’
に お け る

満開 口 の 前進 は 一〇．37 口 1年と埼玉 よ り人ぎい ，

　それ に 対 して，四 国 ・九州地域で は，前進化傾向が 明ら

か で な い か ，や や 遅延傾向も認め られ る地 点 もあ り，最近

に な る ほ ど年次間の 早晩の 変動が 大きい よ うで あ っ た，し

か も，豊水
’

や
‘
二
．
卜世紀 で は 地点に よ り

‘
幸水 　とは異

なる傾向も認め られ，全 国的な傾向は 未だ 確定 して い ない

（Honjo ら，2004），

　しか し ， 実気温 で 自発休眠覚醒時期を 推定す る と 213の

地 点で 遅延傾向が 認め られ，開花予測 モ デ ル に よ る推定開

花口 と実開花 日 の 誤差 （RMSE ） を み る と，四 国 ・九 州 地

域 に お ける RMSE は 他地域 に 比べ て 変動 が大 きく，温暖な

地域ほ ど推定精度が 低下す る 傾向が認 め られ た．さ らに 地

球温暖化の 影響と同時 に，地 域 に よっ て は 都市 の 温暖化の

影響が あ り， 気象台や 観測 所 と果樹園の 気象環境 との 差異

の 影響等，数多くの 未解決 の 問題 が あ り，温暖化 と都市化

の 影響を 分けて 評価す べ く解明を進 め て い る （Ho 職IQら，

2006），た だ，落葉果樹に お け る温暖化 に 伴 う開花の 前進は，

現在で は逆 に 晩霜害の 危険性を増大させ て い る こ とを忘れ

て は ならない ．

3，開花 日の 変動 と収穫 日 ・成熟日数との 関係

　開花期 の 変動 に 伴 い 成熟期も影響を受け て い る．例え

ば，宰 水
’

と　
‘
笠 卜世紀 で は，両品種ともに前進あるい は

遅延傾向を示 す 場合と　
‘

幸水
’

は前進 しt
‘
二 十 世紀

’
は 遅延

す る場 合 の 3 型 に 分類 で きそ うで あ る．ま た ， 前述 の 21 地

点 の うち 九州を除く代表的な 12地点 の デー
タ を総合す る
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第 4図　ニ ホ ン ナ シ
’
辛水

’
の 幼果期平均気温が果実 成熟 日数

　　　と収穫 「1に 及 ぼす 影 響 〔本條 ら，2005 ）

　　　 それ ぞれ の データ は，秋 田，富城，福島，栃木，茨城，

　　　千葉，新潟 ， 愛知 ， 長野，岡山，山 口 ，愛媛 の 12 公 立

　　　場所 の 調査 データ と近傍 の 気象観 測資料 に 基づ く．

と，
」
幸水

’
で は幼果期

’
ド均気温の 1°C 上 昇が 平均 して 果実

生 育期 間 を 1．6 目短縮す る こ とが 認 め られ，関東 以 北 で そ

の 短縮傾向が明らか で あ っ た （第 4 図），

　 こ の 結果は杉浦 （1997） が提起した満開か ら収穫 まで の

日数 （Y ） を求 め る Y ；−1．24T ＋ 147．2　（T ： 満開後 33 日間

の 平均気温） の 傾 きに 良 く
一
致して い た．しか し，幼果期

以降の 平均気温、と果実の 生育期間に は
一

定の 傾向は 認め ら

れ な か っ た．こ こ で は ，暖候期に 起 こ る開花や果実成長 に

及ぼ す寒候期に 起 こ る 温暖化気候変動 の 影響 の
一

端 を解 析

した が平均的な傾向を示 した に 過ぎず，最近顕著に な りつ

っ あ る夏季 の 高温問題や 気候温暖化 〔Global　warming ） と

都市嚇 汚染 （urb 跏 w   ing） 嚇 響 を どの よ う｝こ 区別，

評価 して い くか が今後重要と な ろ う，

温暖限界地での現状から今後の 気候温暖化に備える

　 こ こ まで，温暖化に よ る冬季 の 気温上昇が 落葉果樹 の 休

眠や 開花現象に 及ぼ す影響を予測 し て きた．我 が 国の 果樹

栽培が 未だ 経験 した こ と の ない 状況 で あ る が，起 こ り うる

事態を 想定 して 対策を検討 し て お かね ばな らな い ，そ こ で ，

気候が 温暖に すぎるた め に r一ホ ン ナ シ 栽培が深刻な影響を

受けて い る 地帯と して ，ブ ラ ジ ル 南部 の 例を挙げる．当地

で の 最大 の 栽培阻害要囚 で あ る花芽異常 （本條 ら，1998，

2006；Nakasu ら，1995；Petriら，
2002）に 関与す る 気象要因

の 解析を行 い ，旬別 の 7，2°C 以下 の 低温持続時間と の 相関

を み る と，花芽異常発生 と 7 月下旬 と，7 刀中 ［・
．
旬の 低 温

持続時間とは か な り高い 負の 相関が 認め られ た．逆 に ，8 〜

9月初旬 の 25℃ 以上 の 高温遭遇時間 との 関係 をみ る と，高

い 止 の 相関が 認め られ た が，Nakasu ら （1995）が 推定 した

冂較差と異常発生 とは関係が低い よ うで あ っ た．生 育 モ デ

ル （Sugi　ura 　
’
　Honjo，1997） に よ り推定 した 現地 で の 白発休

眠 の 平 均 覚醒時期 は 8 月中旬で あ り，各年の 推定休眠 覚醒

時期と開花 H の 実観測値 との 関係か ら，自発休眠 の 覚醒か

ら開花 へ と生育相 の 転換が 起 こ る時間が そ れ まで の 低温遭

遇量 に 比 例 して 変動す る こ と，そ の 相転換 が起 こ る時間 の

長 短 が 花 芽異 常 の 発生 と負 の 相関関係 が あ る こ とが認め ら

れ た．そ れ故，現地 の 農家 で は 72 °C 以下 の 低温 が 300 か

ら600時間と止 常な休眠覚醒 に は 大幅に 不足 してい るの で，

Dormex 等の 薬剤散布に よ りか ろ う じて発芽 ・開花を促 し，

花芽の 確保に 努め て い る状況で ある，しか し有効な散布時期

や濃度に つ い て は試行錆誤 の 状態に ある （本條ら，
2006）．

　 こ こ で 対象 とす る花芽異常 の 冉現と制御 の た め に露地 で

自発休眠の 覚醒に 小十分 な低温遭遇時間 （必 要 な低温 要求

量 の 50〜80％）を与えた 後，20°C 前後の 人工気象室に 移

動 し人為的に花芽異常発生 の 再現を試み た．花芽の 内部で

小花 の 原基が枯 死 （挫 止 ） し，混 合花 芽 中 の 副 芽が 非常 に

遅れ て 新梢へ と成長を開始す る状態や花芽 か ら貧弱 な小花

の みが 1，2 輪出現した状態など，現地 で 観察される異常症

状 を 肖：現 で きた．遅 れ て 成長 を 開始 し た 新梢 は 発育不十 分

で ，充実した花芽を着生 し に くい た め
，

こ の 障害の 影 響 は

当年だ けに とどま らない．

　そ の よ うな低温不 足 の 状態で の 人為的 な休眠打破に は 多

くの 方法が提案 され，気化冷却 に よ る低温f・1加 や 高温処理，

窒素施用 と灌水処 理，化学物質処 理 な どがある 〔Erez，　1995；

Saurc，1985）．化学物質 と して は，鉱油，　 DNOC ，硝酸カ リ

とジ ベ レ リ ン 等多 くの もの が ある が，現在ニ ホ ン ナ シ に 対

して休眠打破作用 を 持つ 薬剤 として 農薬登録 され てい る の

は ン ア ナ ミ ド液剤だけで ある．しか し，シ ア ナ ミ ド系薬剤

も万 能 で は なく，新た な休眠打破効果を持つ もの として 過

酸化水素の 効果が 報告され て い る （Kuroda ら，2005）．著者

らは反射資材被覆と気化冷却，及 び高温処理 の 組 み合わせ

に よ り薬剤に 頼ら な い 環境負荷 の 少ない 休眠の 制御方法 に

つ い て 検討 を続けて お り，一
部 は す で に 報告 し た （Honjo

ら，2002，2005）．

おわ りに

　もし，わ が 国で ニ ホ ン ナ ン の 開花数が十分に 得られない

よ うな事態 に なれ ば，亜熱帯低地 の 台湾中部で 行われて い

る 「花芽接ぎ 1等 の 方法 も可能で は あ る が 現実的で は な い

（Un ら，1987；Lin。Ljaw ，1990）．そ れ故 ， 栽培的 な対策 と

同時に 低温要求性 の 低 い 品種 の 育成 も今後重要 と なろ う．

2002年 に ブ ラ ジ ル で 開催された 「熱帯・亜熱帯地域に お け

る温帯果樹栽培 に つ い て の ワ
ー

ク シ ョ ッ プ
」

で は，特 に 低

低温要求性 の 品種 や その 育種計画 が 大 ぎな 話題 とな り，
モ

モ で は 7，2°C 以 トの 低温要求量 が 150時間稈度 で，自発休

眠覚醒後に 発芽 ・ 開花 す る まで の 高温要 求量が 少 ない 実用

品種が 注目さ れ て い た，こ こ で は 触れなか っ た が，温暖化

に 伴い 害虫の 世代数の 増加や 越冬困難害虫 の 北進，病害発

生 に よ る影響 も大きく変化す る で あろ 5．専門分野を横断

した 広範な 対応策の 研究と実態調査 の 継続が望まれ る．
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