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　　　　　　　　　　　　　　　　　 Summary

　The　role 　of 　the　endosperrn 　in　releasing　embryo 　domlancy 　was 　investigated　in ℃ ampbell 　Ear且ゾ
grape　seeds ．　Embryos，　with 　or 　without 　their　endospelms ，　whlch 　were 　exdsed 　frQm　 seeds 　 of

maturing 　berries　were 　 cultured 　 in　 vitro 　 and 　 their　gemination 　 rates 　 and 　 growth　 monltored ．
Embryos　without 　endosperms 　germinated　best　wh ¢ n 　berries　were 　taken　a　week 　before　veraison ，
but　the　germinatlon　percentage　thereafter　declined　abmp 重1y　to　a　deep　doπmancy 　level　2　wceks
after 　veraison ．　 On 　the　 other 　hand

，　emb 理os　with 　endosperms 　gradually　increased　the　ge  ination
rate　to　reach 　a　maximum 　percentage　2　weeks 　after 　veraison ，　After　berry　harvest

，
　mature 　seeds

were 　collected　and 　their　embryos 　wjth 　endosperms 　were 　incubated　in　vitro 　for　O，6，12，　and 　24
hours；the　embryos 　were 　isolated　from　endosperms 　and 　cu且tured．　Those　incロbated　for　O　or 　6−hr
neither　gcmination　nor 　rooted ．　whereas 　those　incubated　for　l2−hr　germinated　slightly　and 　some
rooted ．　A 　24−hr　incubation　greatly　improved　the　gelmination　and 　rooting 　percentages．　Although
the　removal 　of 　endosperm 　portion　surrounding 　cotyledons 　and 　epicotyl　did　not 　greatly　reduce

germination　or 　rootingi 　removal 　of　the　endosperm 　surrounding 　the　root 　tip　elicited 　no 　response ，
Microscopic　observations 　revealed 　that　the　root 　tip　on 　embryos 　with 　endosperrns 　incubated　for
24hr 　began　to　e且ongate 　and 　the　endosperm 　cells　adjacent 　to　the　root　tip　became　densely　staineCl ，
indicating　that　the　cells　were 　physiologically　active ，　Therefere，　 we 　conclude 　that　the　mature

endospem 　controls 　the　release 　of 　embryo 　dormancy　and 　tha｛endospenn 　portion　linked　to　the

root　tip　plays　an 　impOrtant　role 　in　regulating 　embryo 　dormancy 　in　grape　seeds ．

Key　Words ： grape　seed ，　endosperm ，　embryo 　dormancy
，
　release ．

緒　 言

　ブ ドウ の種子 の休眠 に 関す る研究は今まで 主 に完熟種

子を用 い た 休眠打破法 の 検討 （Harmon ・Weinberger，
1959；Kang ら，

1968 ；　Kachru ら，1972＞，低温層積貯

蔵種子 内 の 生長 調節物質の 変化 （Chohan ・Dhillon
，

1976；Kachm ら
，
1969） な ど に つ い て な され て きた．

ま た
， 胚培養法を用 い た 胚 の 休眠 に 関する研究は，堀 内

ら （1991）が 果粒 の 成熟 に 伴 う胚 の 発育，胚 の 発芽率の

変化および胚 の 休眠誘導期の 品種間差異 などに つ い て 行

っ て い る．

　ブ ドウ の 種子 は，硬 い 種皮，厚 い 胚乳層 お よ び胚の 三

つ の 器官 か ら構成 され ， 完熟種子 は 休眠現 象を示すこ と

が 知 られ て い る （堀内 ら，1991；Mullins ら，1992；大

井上 ， 1937）．種子 の 休眠 に お い て，こ れ ら の 三 つ の 器

1997年 7 月 25日　受付，1997年 10月 8 日 受理，
本報告 の 一部は園芸 学会平成 9年度春季大会で 発表 した．

官 が相互 に どの よ う な役割を果 た し て い る の か に つ い て

の 研究 は い ま ま で ほ と ん ど な され て お ら ず， 堀 内

（1996）が
‘

キ ャ ン ベ ル ・ア ーリー’
を用 い ，完熟種子 の

種皮 お よ び 胚乳 を取 り除き，胚の み を植付 け た と こ ろ ，

発芽は認 め られ なか っ た の に 対 し，胚 が 胚乳内 に 埋 ま っ

たままの 状態で 培養 し た と こ ろ，発芽 が 認 め ら れ た こ と

か ら，胚 の 休眠覚醒 に は種皮除去後の 胚乳が 関係 して い

るの で はな い か と推察 した研究が あ る の み で ある． し か

し
， 胚 の 休眠覚 醒 に 及 ぼす胚 乳の 役割 に つ い て 不明な点

が まだ多く残 されて い る．

　 そ こ で ，本報 は，ブ ド ウ
‘
キ ャ ン ベ ル ・

ア
ーリー’

の 胚

の 休眠覚醒 に 及 ぼ す胚乳の 役割をさ ら に 詳 し く明 らか に

する目的 で
， 以 下の 実験を行 っ た．

材 料 お よ び 方 法

実 験 1．ベ レ ー
ゾ ン 期 前 後 に お け る 胚 お よ び 胚

　　　　十 胚 乳 の 発 芽 率 の 変 化
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　1994年に大阪府立大学農学部実験圃場に栽植 され て

い る 34年 生
‘

キ ャ ン ベ ル
・ア ーリ

ー’
（W 趣 labrtLscana

Bailey）を供試 し， 胚 の 休眠誘導が開始する こ と が 知 ら

れ て い るベ レ
ーゾ ン期の 2週間前に あたる 6 月 28 日か

ら胚 が 生 理 的休眠 に 入 ると思われる ベ レ
ーゾ ン 期の 3 週

間後 （堀 内ら，1991）に あたる 8 月 4 日に か けて，生長

の 揃 っ た 10果房か ら 1週間毎に 無作為に 50果粒を採取

し，発育段階の 揃 っ た種子 を 100粒摘出した．種子 は有

効塩素濃度が 1％ の ア ン チホ ル ミ ン 水溶液で 15分間表

面殺菌 し た 後 ， 滅菌水で 2 回洗淨 し
， 堀内ら （1991）の

胚培養法 に 従 っ て ， 胚 の発芽率 を調査 し た．基本培 地 に

は，Murashige・Skoog （MS ） （1962）に シ ョ 糖 30　g ・

liter
− 1

， 寒天 7g ・liter
’1

を添加 した もの を 用 い た．培

養は ， 直径 20mm ，長さ 150　mm の ガ ラ ス 試験管に 10

ml 分注 した固体培地上 に 1個の 胚 を置床 し ， 25℃ ，
12

時間日長 ， 3，　OOO　lxの 条 件下 で 行 っ た．培養 3週間後 に

幼根が伸長し，子葉が伸展 し て い るもの を発芽胚 ， す な

わ ち ， 未休眠胚 と し，20個 の 胚 の 発芽率を求め ，胚の

休眠の 深 さの 目安 と し た．

　同時期の 種子 か ら種皮 を取 り除き，胚が胚乳内 に埋 ま

っ た まま の状態 （第 1 図 A の 状態 で
， 以下 ，

胚十胚乳

と略す）で摘出し，前述 と同 じ培養法 と評価法で 20 個

の 胚十胚乳の 発芽率を調査 し た．

実 験 2．胚 十胚 乳 の 培 養 時 間 が 胚 の 発 芽 率 お よ

　　　　び 発 根 率 に 及 ぼ す 影響

　 1996年 8 月 に 成熟 した
‘

キ ャ ン ベ ル
・

ア
ーリー一・’の 果

粒か ら摘取し た種子 を洗淨後 ， 室温下 で 3 日間乾燥 し ，

5 °
C の 冷蔵庫内で 保 存 し た．9 月 に 乾燥保存種子 を 48

時間水 に 浸漬後，有効塩素濃度 が 1％ の ア ン チ ホ ル ミ ン

水溶液で 15分間滅菌し ， 滅菌水 で 2 回洗淨 し た後，無

菌条件下 で ピ ン セ ッ トと解剖用骨切鋏 とを用い
， 種子 か

ら種皮 を取 り除 い た胚 十胚乳を実験 1 と同 じ培養条件下

で ， そ れぞれ O，
6

，
12

，
24時間培養 し た，培養完了時

に 胚十胚乳か ら 胚 の み を摘 出し，新し い 培地 に置床 した．

培養 3週間後 に 幼根が伸長 し ， 子葉 が 伸展 して い る もの

を休眠 が覚醒 した 胚 と し，20個の 胚 の 発芽率 お よ び発

根率を求めた．また
， 胚十胚乳の培養区を対照区 と した。

実 験 3．胚 十 胚 乳 の 形 状 が 胚 の 発 芽 率 お よ び 発

　　　 根 率 に 及 ぼ す 影 響

　実験 2 と 同様 の 方法で 種子 か ら摘出し た胚十胚乳を第

1図の模式図に示 した A と し
，

こ れ をさ ら に B ，
C

，
　 D

，

E
，
F

，
　 G の 形状に メ ス と ピ ン セ ッ トで 調整 し ， 実験 1

と同 じ培養法 で 培養 し た．図中の 点線 で 示 し た部位は除

去し た胚乳部位を示 し た もの で あ る．すなわち ， A 区

は 胚 十 胚乳の 状態 で 培養 し た区 （対照区）， B 区は胚乳

の 両 サイ ドか ら横径の 1！3 程度を取 り除い た 胚十胚乳区 ，

C 区 はさらに B 区か ら子葉の 先端よ り胚 乳の 縦径の lf3

程度を取 り除 い た 胚十胚乳区，D 区は 胚 の 根端 を取 り

囲ん で い る胚乳の 部位 の みを残 した胚十胚乳区 ，
E 区は

D 区と反対に胚の根端 を取 り囲ん で い る胚乳の 部位の

み を取 り除 い た胚十胚乳区，F 区は胚十胚乳 か ら胚 の み

を単独に摘出 し た区 ，
G 区は胚乳を半切 し ，

い っ たん

胚十胚乳 か ら摘出した胚 を再び胚 の 埋 っ て い た胚乳の 部

位に 戻 し た区である．ま た ， 培養条件お よび胚 の 休眠覚

醒 の 評価は 実験 1 と同様と した．

実 験 4．休 眠 状 態 お よ び 休 眠 覚 醒 状 態 の 胚 と 胚

　　　　乳 の 内 部 形 態 の 観 察

　 実験 3 と同 じ種子 を用 い ，48 時間水に浸漬後，実験 1
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と同 じ方法で 胚十胚乳を摘出 し
， 培地 に 24時間培養 し

た もの と しな か っ た もの をパ ラ フ ィ ン 切片 の 材料に 供 し

た．胚 十胚 乳 は それ ぞれ FAA （ホ ル マ リ ン ： 酢酸 ：

70％ エ タ ノ
ー

ル ＝5 ：5 ：90）で 固定 し，5 ℃ の冷蔵庫

内 に 保存 し た．胚 十 胚 乳をエ タ ノ
ー

ル 系列 の 各溶液 で 脱

水 し，パ ラ フ ィ ン 包埋 後 ， 15μm の 切 片を作製 し た ．

染色は 1％酸性 フ ク シ ン と フ ァ
ース トグ リ ン で 行っ た．

結　 果

実 験 1．ベ レ ーゾ ン 期 前 後 に お け る 胚 お よ び 胚

　　　　十胚 乳 の 発 芽 率 の 変 化

　ベ レ ーゾ ン 期前後に お け る胚 お よび胚十胚乳 の 発芽率

の 変化を第 2 図 に 示す．調査開始 日に あた る 6 月 28 日

の 胚 の 発育は前胚 の 段階 に あたり，摘出は きわ め て 困難

で 摘出 で きた胚 を培養 して も発芽率 は 0％ で あ っ た． し

か し
， その 後 ， 胚の 発芽率は急激に増加 し， 7 月 5 日〜

7 月 12 日の 1週間に は 95％以上 の 胚 が発芽 し，胚 は未

休眠状態 を示 し た．ベ レ ーゾ ン 期直後の 胚の 発芽率 は 急

激 に 低 下 し ， 休眠が誘導 された．7 月 27 日に は胚 の 発

芽は完全 に認め られなくな り，生理的休眠状態 と な っ た．

　
一

方 ， 胚十胚乳 の 発芽率は ， 6 月 28 日 に は 0％ で あっ

た が
， 以後徐々 に増加し，7 月 5 日と 7 月 12 日に は ，

そ れ ぞ れ 10％ と 20％ と な り ，
ベ レ ーゾ ン 期 の 2 週間後

に あ た る 7 月 27 日には ， 95％ と最 も高い値に 達し，胚

の 発芽率 の 変化 と は 全 く逆 の パ タ
ー

ン を示 し た，

　ベ レ ーゾ ン期前後の 胚培養後 の 生長 の 様 子を第 3図に

示す．ベ レ
ーゾ ン期 の 1週間前 の 胚 は，培養 3 週間後に

は 下胚 軸 と上 胚軸 と が と もに 伸長 し
， 子葉 と本葉が 2 枚

つ つ 展葉 し て い る 幼植物体が 得 られ た （第 3 図，A ）．
一

方 ，
ベ レ ーソ ン期の 2週 間後の 胚 は

， 植付 けた 状態 の

ま ま で と ど ま っ て お り， 発芽 は全 く認め られな か っ た

（第 3 図 ， B）．
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　 ベ レ
ーゾ ン 期前後 の 胚十胚乳培養後の 胚 の 生長の 様子

を第 4 図 に 示す．ベ レ ーゾ ン 期の 1週間前 の 胚十胚乳 は ，

培養 3 週間後に お い て もほ と ん どの 胚 は 発芽 しなか っ た

（第 4図 ， A −D が，発根し て も子葉は 展開 し ない まま

で 胚乳中に と どま っ て おり ， その 後 の 生長が途中で停止

するもの も認め られ ， 胚乳が黒変する 現象も観察 され た

（第 4 図 ， A −2）．一方，ベ レ
ーゾ ン 期 の 2 週間後 の 胚十

胚乳は ，培養 3 週間後 に は す で に 子葉 が正常 に 発育 ・展

葉 し，ク ロ ロ フ ィ ル が 形成 され，胚乳は黒変 せ ず ， 内容

物 の 消 費 され て し ま っ た 様子 が 認 め ら れ た （第 4 図 ，

B）．

実 験 2．胚 十 胚 乳 の 培 養 時 間 が 胚 の 発 芽 率 お よ

　　　　び 発 根 率 に 及 ぼ す 影 響

　胚十胚乳の 培養時間が胚の 発芽率および発根率 に 及 ぼ

す影響を第 5 図に 示す．培養 3週間後 の 胚 の発芽率お よ

び 発根率は，胚 十 胚乳 区 （対 照 区）で は，そ れ ぞれ

80％ で あ っ た．0 と 6 時間培愛区で は ，と も に 0％で あ

り， 12時間培養区で は，それ ぞれ 5％ しか 得 られず， 対

照 区 に比 べ そ の 差は 明 ら か で あっ た．24 時間培養区で

は
，

そ れぞれ 80％ ， 75％ とな り，対照区とほぼ同 じ値

で あっ た．

実 験 3．胚 十 胚 乳 の 形 状 が 胚 の 発 芽 率 お よ び 発

　　　　根 率 に 及 ぼ す 影響

　胚十胚乳 の 形状が胚 の 発芽率お よび発根率 に 及ぼす影

響を第 6 図に 示す．培養 3週間後 の 胚 の 発芽率および発

根率は，胚十胚乳 区 （A 区，対照区）で は，それ ぞれ

85％ と 60％ で あ っ た．B 区 と C 区で は，い ずれ も 85％

と 60％ で あ り， A 区 と全 く同 じ値 を示 した ．　 D 区では

ともに 5％ で あ り，A 区に比べ 大幅 に 低下 し た ．　 E 区，

F 区と G 区で は
，

い ずれも 0％ で あ っ た ．

実験 4．休 眠 状 態 お よ び 休 眠 覚 醒 状 態 の 胚 と 胚

　　　　乳 の 内部 形 態 の 観 察

　休眠状態お よび休眠覚醒状態 の 胚 と胚乳の内部形態を

6／28 　　　7 ／ 5　　7 ！1　2　　T11 　9　　7！27 　　　8 ／4
　 　 　 　 　 　 　 　 　 Date

Fig．2．　Changes　in　germination　of　embWo 　with 　or　without 　endoy

　 perm　during　berry　matUration ．　Arrows　indicate　the　time　 of

　 veraison ．

F穂。3．Growth　of 　embryo 　 exp 且ants 　excised 　from　 seeds 　 a

　　 week 　before　veraison （A ）and 　2　w   ks　 after　veraison

　 　 （B）．
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分は胚乳 とは密着して お らず，間隙が観察され た （第 7

図，B −1）．ま た，根端 と胚 乳 と の 接合部 （胚 柄） の 細

胞は濃 く染色 され ， 活発に活動 して い る様子が うか がわ

れ た 〔第 7図，B −2）．

考　 　察

　堀内ら （1991）は，
‘
甲州

’
を用 い ，開花後 5週 間 目か

ら 19週 間目に か けて 種子 および胚 の 発芽率を調査 し て

い る．その 際，種子の 発芽率は，開花後 5 週間目か ら果

粒の 成熟期 ま で ，すべ て の 時期を通 し て 全 く認 め られ な

か っ た の に 対 し
， 胚 の 発芽率 は開花 5週間 目に は ， 0％

で あ っ た が ， そ の 後急激に 上昇 し，11週 間 目 ま で は高

い 値で推移 し，11週間目か ら急激に低下 し始め，16週

間 目に は完全 に 認 め られ な くな っ た．これ らの こ とか ら，

胚 の 発芽が 認 め られ た開花後 7〜11 週間目の 問に種子 の

状態 で 発芽 しな か っ た原因は胚 自体の 生理的要因に よ る

の で は な く，種皮や 胚乳など胚 以 外の器官 の影響に よ る

もの で あろう と指摘 して い る．本研究で は
，

ベ レ
ー

ゾ ン

期 の 1週間前には ， 堀内ら （1991）の 結果 と同様 に 胚 の

発芽率 は 高 か っ た が，胚 十 胚乳の 発 芽率は 逆 に低い こ と

が 認 め られ た ．この 原因 は 胚自体 に よ る もの で は な く，

胚乳内に 抑制要因が存在す る もの と考えられ る．コ コ ナ

ッ ツ ミ ル ク などの 胚乳液内に は ， 胚 の 生長を促進する が ，

発芽を抑制する物質の存在する こ と が知られて い る （中

島，1972）．従 っ て
，

ブ ドウ の 胚乳中 に も こ の 時期 に は
，

他 の 植物 の 胚乳 に認 め られ るの と同様 の 発芽抑制物質 が

含 まれ て い るもの と推察し た．ベ レ
ーゾ ン期直後に 胚 の

発芽率が低下し始め，その 2 週間後に全く認 められなく

な っ た の は，胚 の 生理的休眠誘導 に よ る もの と考 え られ

る．こ の 時期 に 至 る と，胚十胚乳 の 発芽率 が 逆 に 上昇 し

た 原因は ， 種皮除去 後胚乳内で 未知 の 休眠覚醒物質が生

成 され る よ う に なり，本物質が 胚 に移動 し，休眠覚醒を

促 して い る の で は な い か と推察 で き る．す な わ ち
， 胚乳

の 役割 は 胚発育 の 初 期 に は
， 胚 の 生長 を促す と同時 に 発

芽を抑制 し ， 胚発育 の 後期 に は ， 胚 の 休眠を誘導す る の

で は な い か と考え ら れ る．一方，胚の発育完了後の 時期

に は，種皮を除去すると 胚乳内で 休眠覚醒物質を生成 で

き る よ うに な る もの と推察 され る．

　本研究 で は ， 胚乳 内で 生成 され る と推定 し た休眠覚醒

物質 の 生成および胚 へ の 移動時間 を知 るため，胚 十胚乳

の 状態で 異な る時間培養し た後，胚の 発芽率お よび発根

率を調査 した と こ ろ，6 時間培養区 で は，胚 は 全 く覚醒

せ ず，
12時間培養区 で は

， 胚 は 5％ し か 覚醒 しな か っ た．

し か し ， 24時間培養区で は ， 胚は完全 に覚醒 し た．こ

の結果か ら，休眠覚醒物質は種皮除去後胚乳内で 少 な く

と も 6〜12時間 以 内 に は 生 成 を開始 して お り ， その 後 の

12時間以内に 胚 へ 移動 して くる こ とが 明 らか にな っ た．

　ま た ， 胚乳内 の 休眠覚醒 物質 の 生 成 お よ び移動 と 胚 乳

組織の 部位と の 関係を調査 した結果，子葉 と胚軸 との 両

側 や 子葉 の 先端側 の 胚乳の 組織を 1／3程度取 り除い て も ，

胚 の 休眠覚醒 に は 全 く影響せず ， 子葉と胚軸を取 り囲ん

で い る胚乳組織 を全部取 り除くと，胚 の休眠覚醒効果が

ほ と ん ど認め られ な くな っ た ，こ の こ と か ら，子葉 と 胚

軸を取 り囲ん で い る胚乳組織は休 眠覚醒に とっ て 重要な

部分 で あ る が ， 胚 の 全体 を取 り巻 く胚 乳の 1／3程度 が残

っ て い れば，休眠覚醒に と っ て充分 な 量 で あ る こ と が 明

らか と な っ た．一方，根端を取 り囲んで い る 胚乳 の 組織

の み を取 り除 い た場 合 ， 胚 の 休眠覚醒 は全 く起 ら な くな

っ た こ とか ら，根端周囲の 胚乳組織は，胚の 休眠覚醒に

と っ て 不可欠 の 部分 で あ る こ とが 明 らか と な っ た．さら

に，胚十胚乳 か ら摘出 した 胚を直 ちにもとの 胚乳 に 戻 し

培養 して も胚の 休眠覚醒は起 こ らな か っ た こ とか ら，胚

と胚乳の 接続部位が い っ た ん切断 され ると， 休眠覚醒物

質の移動が 妨げられ るもの と考え られ た ．言 い 換 えれば，

こ の 未知 の 休眠覚醒物質は
， 種皮除去後 6〜12時間以内

に胚乳 の ど こ で も生成 されるが ， 胚 へ の移動は ある特定

の 組織，すなわ ち，根端と胚乳と の接合部 （胚柄）を通

して し か 移動 で き な い もの と考 え られ る．

　以上 の 推論を実証 するため，休眠状態および休眠覚醒

状態 の 胚 と 胚乳 の 内部形態を観察 し た．そ の 結果，胚 十

胚乳培養 24時間後の 休眠覚醒状態 の 胚 の 根端 （胚柄）

はすで に伸長を開始 し．胚乳組織 との 連結部位 の 細胞は

活発 に 活動を開始 し て い る こ と が観察され た，ま た ， そ

れ以外の 胚 の周辺部位は 胚乳組織と は密着 して い な い こ

と も明らか と な っ た ．こ の 結果 と実験 2 および実験 3 の

結果 とを総合 して考 えると ， 胚乳 内で 6〜12時間以内に

生成 される こ の 未知 の 休眠覚 醒物質 は 24 時間以内に根

端 と胚乳 と の 接合・部 （胚柄）を通 っ て 胚 へ 移動 して くる

こ と が明ら か と な っ た．

摘　 要

　 ブ ドウ
‘
キ ャ ン ベ ル ・ア ーリー’

の 胚の休眠覚醒に 及ぼ

す 胚乳の 役割 に つ い て 調査 した．

　種子 か ら摘出 した 胚 を胚乳とともに ， あるい は胚単独

で in　 vitro で 培養 して 発芽率 を調 べ た と こ ろ，胚単独で

は ベ レーゾ ン 期の 1週間前に 発芽率 が 最 も高 く， その 後 ，

ベ レーゾ ン期の 2週間後に か けて 発芽率 は 急激 に低下 し

て深 い 休眠状態に 至 っ た ．一方，胚乳を付け た 胚 で は ，

発芽率は徐 々 に増加 して ，
ベ レーゾ ン期 の 2週間後に最

大 とな っ た．

　成熟種子 か ら摘出 した 胚乳付きの 胚を in　vit【o で 0
， 6，

12お よび 24 時間培養 し，その 後 ， 胚乳 か ら切 り離 して

さらに 培養 し た と こ ろ ， 6 時間培養で は 発芽 ， 発根 と も

全 く認 め られな か っ た が
， 12時間培養で はわずか に 発

芽 と発根が認め られ，24 時間培養で は 高い 発芽率お よ

び 発根 率 が 認 め られ た ．
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　子葉および胚軸を取 り囲んで い る成熟胚乳の 外縁組織

を取り除 い て培養 した とき ， 胚 の 発芽率および発根率は

高 か っ た が
， 根端を取 り囲んで い る胚乳 を取 り除 い て 培

養す ると， 胚の 発芽 および発根は完全 に 認められな か っ

た．

　胚乳 を付け た ま ま 24 時間培養 し て休眠覚醒 した 胚で

は ， 根端が 伸長 を開始 し
， 胚乳 との 接合部 の 細胞 が 活発

に 活動 して い る こ とが観察された．

　以 上 の 結果 ， 成熟 し た 胚乳は 胚 の休眠覚醒 を制御 して

おり， 根端 と連結 して い る胚乳組織 が 胚 の休眠覚醒 に重

要な役割 を果 た してい る こ とが 明 らか とな っ た．
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