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Summary

　Thc　origin 　of　tendrils　and 　inflorescenses　on 　primry（main 　or　trunk）and 　secondary （latcraりshoots 　i］1
relation 　to　the 　transfoTmation 　of 匚 fictfolia，　and

‘
Campbe ］l　Eariジ and

‘Kyoho ’
grapevines　from 　their

juvenile　thlough 　adult 　phases　was 　studied ．　The 　effccts 　of　growth　rcgulators 　en 　this　transiIion　were 　also

investigated．　ln 区 ficifolia　se じdlings，　thc　nodal 　position　wherc 　the　firsUendrH 　on 　the　secondary 　shoots

formed　 depended　 on 　the　 origin 　 of　the　branch　 on 　 the　 main 　 slloot．　 The　 tendrns　 and 　floral　 clusters

cmergcd 　at 　lower　nodes 　with 　increasillg　nodal 　posi1ions　on しhe　main 　shoo し On 　mature 　vines 　cut 　back
to　a　basal　bud　 or　on 　 rooted ，　 single

−bud　cuttings 　trained　to　the　 single 　stem 　derived　from ℃ ampbcll

Earlジ and
‘
Kyoh げ ，　 the　fiTst　tendrils　differentiated　 at　lower 　 nodes 　than　those　 on 　thc　 mother 　virle ．

FuTthermore，　thc　nodal 　position　that　f〔｝rmed 　the　fir9．　t　 tendril 　on 　cuttings 　taken 　from　 thc　juvcniie　part　of
the　mother 　stem 　tendcd 　to　bc　highcr　than　those　obtained 　from　the　adult 　rcgion ．　The 　nodal 　positions　tha し

formed　infiorescences　on 　dehorned　maturc 　vincs 　or　cuttings 　wcro 　cqual 　to　or　higher　than　those　on 　1he

mother 　 plants．　The 　 percenlage　 of 　cu しtings しhat　 formed　innorescenGes　generaHy 　 increased　 with

increased　nodal 　positions　where 　the　cu し1ings　Qriginated 　on 　1he　mother 　vineg．．The　co 　application 　of　6−

benzylaminopurine （BA ），　gibberellin　A ／i （GA ．1）and 　BA ＋ spermidine 　with 　 a　iiquid　fcr【ilizer　had　 no

innuence　on 　the 　rate　 of　tTansformatlon 　from 　the 　juvenile　to　the 　adult 　stagc 　in 匚 fictfotia　seedlings ．
Howevel ，　trea ユment 　with 　BA 　duTing 　thc　transition　phase　hastened 　it．　Trca 匸mcnt 　of　young 　vlnes 　with 　1−

aminocyclopTopane
−1− carboxyiic 　acid （ACC ）delayed　the　transition 　to　thじ adult 　phase，　whereas しha匸

with 　GAu 　inhibited　the　foTmation　of　infiorcsccnces　on 　ma 【urc 　vines ．

Key 　Words ： BA 　treatments ，　 cluster 　induction，　developmental　phase，　grape　 seedling ，　tenClril
appearancc ・

緒　　言

　木本植物 の 発育相 の 転換を 早 め る こ と は 育種年限短縮

に 直結 す る 重 要 な課 題 と して 広 く研 究 され て き た 、成 木

相 に 転 換 した か ど う か を 知 る た め の 指 標 は，開 花 を確 認

す る こ と で あ る，従 っ て ，開 花 ま で の 期間 の 短縮 は ，実質

的 に は 成木相 に 達す る ま で の 期間の 短縮 （幼若期，過渡期

あ る い は接 ぎ木苗 の 幼樹期間 の 短縮 ）を意味す る，人為的

に 開 花結実 ま で の 期間 を短縮 す る に は，早 期 （幼若期 ）の

栄養生長を促す か ，後期 （過渡期 あ る い は 幼樹期 ）の 栄養

生長を抑 え る か の 相反す る 二 種類 の 方法が 有効 と さ れ て

い る （沈 ・林，1989）．し か し，幼若期 か過渡期 の ど ち ら

が 短 縮可能 で あ る か は ，形 態 的 な 指標 に よ っ て 両 者 を 明

2002 年 8月 6 日　受付．2003 年 3 月 20 日 　受理．
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　 　 　 104 −6591 東京都中央区明 石 町 8 −L聖 路加 タ ワ
ー．

瞭に 分 け る こ とが で きな い た め，明 らか に さ れ て い な い ．

　卓 ら （2002）は ，ブ ドウ 実生 の 主梢上 の 最初の 巻 き ひ げ

着生位置 が 幼若相 と過渡相 と を，最初 の 花房着生位置 が

過 渡 相 と成 木相 とを 形 態 的 に 識 別 で き る極 め て 有 効 な 指

標 で あ る こ と を 明 ら か に した．

　 ブ ドウ の 育種年限 の 短 縮 方法 の ひ とつ と して ，発 芽後

数週間の 実生 シ ュー トを台木晶 種成木か ら育成 した 挿 し

木苗 に 緑枝接 ぎす る こ とが 既 に 実用 化 され て い る．植物

生長調 節物質を 用 い た 発 育相 転換 の 誘導 に つ い て ，Srini−

vasan ・Mu ］］ins（1978）は，発芽後 12〜15週目の ブ ドウ実

生 の 副梢頂芽巻ひ げの 始原体を試験管内 6．benzylamjno−

purine（BA ）を含む培地上で 培養 して ，花房を 誘導 す る こ

とに 成功 して い る．Mullins ら （1992）は さ ら に，ジ ベ レ リ

ン （GAs）と BA を 巻 ひ げ始原体 （anlage ）を 有 す る 茎頂 に

処 理 す る と，GA3 は 巻 き ひ げ を，　 BA は 花 房 を 誘導 す る

こ と も明 ら か に し て い る ．ま た ，Srinivasan・Mullins
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（ユ981）お よ び 原 田 ・細井 （1989）は，BA ，6− （benzy1−

amino ）
−9 −（2−tetrahydropyranyl ）

一・9H −
purine （PBA ）

お よ び （2− chloroethyl ）trimethylammonium 　chloride

（CCC ）を茎頂 に 処理す る こ と に よ り，数 品種 の ブ ドウ 実

生 の 過渡相 の 部位で 形成 され る 巻 ひ げ を 花房 へ 誘導 す る

こ と に 成功 した ．し か しな が ら，こ れ まで の 研究 で は，こ

れ ら の 生 理 活性物質 が 幼若相 の 期間 短縮 に どの よ うな メ

カ ニ ズ ム を 介 し て 影響 す る か は 明 らか に さ れ て い な い ．

　ま た，こ れ ら以 外 で 果 樹 の 花 芽分 化 を 促 進 す る こ と が

報告 さ れ て い る 植物生 長調節物質 と して ，エ チ レ ン は 成

木相 に あ る リ ン ゴ，マ ン ゴ ーな と
’
の 花芽分 化 を 促 進 す る

こ とが 知 ら れ て い る が．こ れ に は一定 の 樹体 内栄養条件

が 整 っ て い る必要が あ る と考 え られ て い る （沈
・林，1989；

Chacko，1976）．ま た，リ ン ゴ で は ポ リア ミン 処理 に よ り

花芽分化 が 促進 さ れ る （Costa・Bagni，1983 ；Rohozinski

ら，1986）．しか し，そ れ 以 外 の 植物 に 対 して もポ リ ア ミ

ン が 同様 の 効果 を 有 す る か ど うか は不 明 で あ る．

　そ こ で 本実験 で は ，各 節 位 に 形 成 され る 副 梢上 に 花房

を着 生 す る エ ビ ヅ ル （Vitis　ficifolia　Bunge 　var ．　lobata

（Rege］．）Nakai），副梢上 に 花房 が 着生 しに くい
‘
キ ャ ン ベ

ル ・ア
ー一リー’

（M × labruscana　Bailc｝・）お よ ひ そ の 中間の

性質 を持 つ
‘
巨峰

’
（7 × labruscana　Bailey）を 用 い ，生長

量 と の 関連 に お い て ブ ドウ 実生 の 発育相 の 樹体内分布を

明 ら か に し よ う と した ．まず，エ ビ ヅ ル 実生 の 主梢お よ

び 副梢 の 巻 ひ げ着生 節位 よ り発育相 の 転換 と節位 の 増加

程 度 との 関 連 を検 討 した．次 に
‘
キ ャ ン ベ ル ・

ア
ー

リ
ー’

と
‘
巨峰 実 生 を 用 い て ，主 梢 の 切 戻 しや そ の 節位 別 の 挿

し木をお こ な っ た 時 の 巻 き ひ げ お よ び 花房 出現 位置 の 変

化を調査 した．さ ら に，卓ら （2002 ）の 報告 に し た が っ て ，

2nd　　　4th　　　6山　　　8血

C ロ 爬 血 雪hoo ［

0 貨malure 　Vlne

11にト12血 nodc

9th40 にhn ｛｝de

7th−8th 別o 血

Sth＿6th　nodc

3rd−4thnode

　 　 　 　 Primary　shoot 　　　　 Nodal　posltion

Fig」 ．　 Diagram 　of 　the　relationship 　betwccn しhc　primary （main ）

　　 shoot 　and 　 thc　position　of　the　lateral　 shoots 　on 　the　emcr −

　 　 gence 　of 童he　first　tendri且s　on 　U．丿Ficifolia 　sccdlings ．

巻 き ひ げ と花房 の 出現 を 指標 と して 幼 若 相 と過 渡 相 に あ

る ブ ドウ 実生 に BA な ど数 種 の 植 物 生 長 調 節物質 を 処 理

す る こ と に よ り両相 の 期間短縮 が 可能か ど うか を 検討 し

た ．

材 料 お よ び 方 法

実 験 1．実生 に お け る 副梢 の 着 生 節位 と 副 梢 上 の

　　　　 巻 き ひ げ 着 生 節 位 と の 関 係

　当年 生 の エ ビ ヅ ル の 実 生 30個 体 を ， 1995 年 に 卓 ら

（2002）と 同様 の 方法 で 育成 し た ．各実生 は 第 1図 に 示す

よ うに 基部 か ら 茎頂 まで ，各節当 り 1本 の 副梢 を 伸長 さ

せ ，1節 に 2個以上 の 副梢 が 発生 し た 場合 は 1個を残 し，

他 は 摘除 した ．同年 8月 10日に ，主梢 の 3−4節 （a），5−6

節 （b），7−・8節 （c），9・・10節 （d），11’−12節 （e）に 形成 さ れ

た 副梢上 の 最初の 巻き ひ げ着生節位を調査 し た ．ま た，

1995年 5月に は，20年生成木の 新梢 （春梢 ）上 に お け る巻

ひ げ着 生 節位 を 調 査 した ．

実 験 2 ．母 樹 か ら の 挿 し 穂 採 取 節 位 と そ の 挿 し 木

　　　　 個体 に お け る 新 梢 上 の 巻 き ひ げ お よ び 花

　　　　 房 の 着 生 節 位 と の 関 係

　材料 に は
‘
キ ャ ン ベ ル ・ア

ー
リ
ー／

お よ び
‘
巨峰 の 実

生を用 い た ．1993 年 8月 1日 に，卓 ら （2002）の 方法 で 種

子を採取 し，層積貯蔵後，翌年 の 2月上旬に 無加温 ハ ウ ス

の 苗床 に 播種 した．1994年 4月 23 日 に，両品種 と も 61

個体をそ れ ぞ れ 181iterの プ ラ ス チ ッ ク製容器 に 定植 し，

屋 外 で 生育 さ せ た ．同 年の 生育期間中に 各実生 の 巻 き ひ

げ の 初生節位を 調 査 した ．1995 年 3 月 3 日 に 両品種 の 実

生 の そ れ ぞ れ 30個体 を基部 か ら ユ節 を残 し て 切 り戻 し，

採取 し た 前年枝 3〔〕本 の う ち 生 育中庸 な 15本 を 1節 ご と に

切断 して ，節位別 の 挿 し穂 と し た ．こ れ ら の 挿 し穂 の 基

部を 3−indole　butylic　acid （IBA）1，000　ppm 水溶液 に 浸

漬 した 後，電熱線 シ
ー

トで 地温を 25℃ に 保持 し た バ ー
ミ

キ ュ ラ イ ト床 に
一

芽挿 し し た ．挿 し木 の 基部膨大期 あ る

い は 発根開始期 に，植 え 痛 み を防 ぐた め，挿 し穂 をバ ー

ミ キ ュ ラ イ トを 入 れ た 8 × 5cm の 新聞紙製袋 に 植込 ん で

露 地 に 移 植 し，そ の 後伸 長 して き た 新梢上の 最 初 の 巻 き

ひ げ 着生 節位 を調 査 した ．8 月 18 日 に は そ れ ぞ れ の 挿 し

木個体 の 茎 径 ，地 上 部 の 長 さ お よ び 節数 を 調 査 し た ，

1995年 の 生育期終了後，休眠枝を木化 し た 部分 ま で 切 り

戻 し，1996年 5月初旬 に ，全個体数 に 対す る 花房着生個

体 の 比 率，お よ ひ 着花個 体 に お け る初生 花房着 生 節位 お

よ び 前年枝長 を 含 む 初生 花房着 生 節ま で の 長 さ を 調 査 し

た、各 項 目 の 値 は挿 し穂 の 採 取 節位 5 節 ご と の 平 均 値 で

不 した ．

　 1995年 3 月 3 日 に 1芽 を残 して 前年枝 を取 り除い た 30

個 体 は
一

本 仕 立 て で 育成 し た．一方 ，地 上 部を 切除 しな か

っ た 実生 31個 体 は ，頂生 枝 お よ び 頂端か ら 10節 ご と に 萌

出 させ た 側 枝 を 生 長 させ た．／995 年 6月 に，す べ て の 個

体 の 巻 き ひ げ 初 生 節位 を 調 査 し た ．地上 部 を 切 除 し な か
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っ た 実生 は，同 月 に ，基部 か ら頂生 枝先 端 ま で の 長 さ と

節数 ，全 個 体 数 に 対 す る花房着生 個 体 の 比 率，お よ び 着

花個 体 に お け る初 生 花 房 着 生 節 位 お よ び個 体 基 部 か ら初

生花房着生節ま で の 長 さ を 調査 した．基部か ら 1芽 に 切

り戻 した 個体 の 花房 は ユ996 年 5 月 に 同様 の 項 目に つ い て

調 査 を行 っ た ．

　 な お，巻 き ひ げ お よ び花房 の 着生 節位 は，そ れ らが 着

生 して い る側 枝 上 の 節位か ら側枝基 部 ま で の 節数 とそ の

側枝 が着生 して い る主 梢上 の 節位 か ら 個 体基 部 ま で の 節

数 を合算 して 表 した．

実 験 3 ．液 肥 お よ び 生 長 調 節 物 質 処 理 に よ る 実 生

　　　　 の 巻 き ひ げ お よ び 花 房 の 誘 導

　液 肥 処理 の 材料 と し て ，当年生 エ ビ ヅ ル 実 生 30個 体 を

供試 し た．液 肥 施用 は 市販 液肥 （ハ イ ポ ネ ッ クス
 
原液，

ハ イ ポ ネ ッ ク ス ジ ャ パ ン ，N ：P205 ：K20 ＝8：8；8）を 1，000

倍 に希釈 し，3葉期 か ら 1か月 間，毎週 2回 ず つ 葉面散布

す る こ とに よ り行 っ た．生 長調節物質処理 は 当年生 エ ビ

ヅ ル 実 生 を 用 い ，3葉期 か ら BA 　50　ppm，　BA 　100　ppm，
BA 　100　ppm ＋ ス ペ ル ミ ジ ン （Spd）300　ppm を 1か 月間連

続 して 毎 日 1回，面 相 筆 で 茎 頂 に 塗 布 処理 した．各処 理 と

も 30個 体 を供 試 し，処 理 溶 液 に は，界 面 活 性剤 と して ア

プ ロ
ーチ B 【

  500ppm を添加 した．対照区 に は ア プ ロ
ー

チ BI　
0500

　ppm を加 え た蒸留水 を処理 した．9月上旬 に，

各処 理 の 実 生 の 巻 き ひ げ お よ び 花房 の 初生 節位，地上 部

の 長 さ，花房が 着 生 した 実生 の 割合を調査 した．

　 さ らに ，8月下旬 に ，鉢植 え の 4 か 月齢 エ ビヅ ル 実生

140個 体 を無加 温 ハ ウ ス に 搬入 し，そ れ ぞ れ の 主梢 の 巻き

ひ げ着生 節位 よ り も上 位 の ，基 部か ら 15−20節目に 着生

した 長 さ 25　一・30　cm の 副 梢 3〜5本 を 選 び ，そ の 茎頂 に ，
GA310ppm ，1− aminocyc ］opropane − 1−carboxylic 　acid

（ACC ）100　ppm ，　 Spd　300 　ppm，　 BA 　50　ppm ，　 BA 　100

ppm，あ る い は BA 　100　ppm ＋ Spd 　300 　ppm 水溶液を毎

日 1回，1か 月間連 続 して 面相筆 で 塗布処理 した．1処理

12　
．

10

8
　

　　
　

6

＝

2

言
象

暑。
Z4

2

OPrimary

　　 a

shoot

bC

［
⊥

，d

Lateral　shoot

Curr巳nt 　 Lmteral
巳hoot　of 　 8hoot 　of
mature 　 mature

匿「apes 　　　grape8

Fig．2．　The 　nodal 　position　of　the　firsUendril　on 　the　primary　and
latera且shoots 　on 　Z 　ficiftフlia　 seed ］ings．

区は 20個体 と した ．10月 上 旬 以 降 は，こ れ ら の 個体 を 昼

！夜温 25 ℃ ／20 ℃ に 制 御 され，日没 か ら 4時間蛍光灯 で 補

光 し た ガ ラ ス ハ ウ ス 内 に 設 置 さ れ た 小 型 の ビニ
ール ハ ウ

ス で 生育 さ せ た．12月 5 日 に 副 梢 か らの 萌芽数，新梢 の

長 さ ，花房 が 着生 した 個体数 お よ び 実生 当 りの 花房数を

調査 し た．

結　　果

実 験 1 ．実生 主梢 上 の 副 梢 の 着 生 節 位 と 副 梢 上 の

　　　　 巻 き ひ け
’
着 生 節 位 と の 関 係

　実生 主 梢上 の 副梢 の 着生節位 と 副 梢 上 の 巻 き ひ げ 着生

節位 の 調査結果 を 第 2 図 に 示 し た ，主 梢 の 最初 の 巻 き ひ

げ着生 節位 は 10．3節目で あ っ た ，副梢 の 発生の 節位 と そ

の 副梢 に お ける 巻 きひ げ着生節位 と の 間 に は 高い 負 の 相

関 （R2＝−O．87）が認 め ら れ た．主梢 の 巻 き ひ げ着生節 の 上

位節か ら発生 した 副梢 （e）の 巻きひ げ着生節位 は 3，2 で あ

り，20年生成木 の 新梢 （春梢 ）の 巻 き ひ げ着生節位 3、0 と

ほ ほ 同 じで あ っ た ，しか し，成木 の 副梢 は 2節 目 に 巻 き ひ

げ が 着 生 し，成木 の 新梢 の 3 節 よ り平 均 で 0．9 節 低 か っ

た ．

実験 2 ．母 樹 の 挿 し 穂採 取 節位 と 挿 し 木後 萌芽 し

　　　　 た 新梢 上 の 巻 き ひ げ お よ び 花 房 の 着生 節

　　　　 位 と の 関 係

　
‘
キ ャ ンベ ル ・ア

ー
リ
ー’

実生 よ り採取 した 枝 の 挿 し木

に お い て ，花房着生個体率 な らび に 花房着生個体 の 花房

数 は ，母樹 の 30節 ま で は，挿 し穂採 取 節位 が 高 くな る に

従 い 増加 す る 傾向が あ り，
’
巨 峰 実 生 で も 同様 に ，あ る

節位 ま で は ，基部 か ら節位 が 上 が る に つ れ て 花 房 着 生 個

体率 な ら び に 花房着生個体 の 花房数 が 概 して 増加 した ．

ま た ，い ず れ の 実生 で も，母 樹 の 上 位節 か ら採 取 した 穂

木 は 低位節 か ら 採取 した 穂木 に 比 へ て発生 して き た 新梢

の 巻きひ げお よ び花房初生節位 は 低 下 し，花房着 生節位

ま で の 新梢基部 か らの 長 さ も短縮 さ れ た （第 1，2 表 ），

1994年 の 生育期間中 に
’
キ ャ ン ベ ル ・

ア
ーリー’

と
‘
巨峰

’

実生 の 巻きひ げの 初生節位 は そ れ ぞ れ 12．3 と 12．2 で あ っ

た ．一
方，穂木 の 採取 節位 が 高 い 挿 し木個 体 ほ ど そ の 新

梢 の 茎径 は 細 く，茎 長 が 短 くな る と と もに 総 節 数 も少 な

くな っ た ，
‘
キ ャ ン ベ ル ・ア

ー
リ
ー’

と
‘
巨峰

’
実 生 に お い

て ，基 部 か ら 1節目で 切 り戻 し た 個体か ら 萌芽 した 新梢

は，基部か らそ れ ぞ れ 4．4節 と 6．0節目に 最初の 巻 き ひ げ

を着 生 し，こ の 値 は 1〜5節 か ら採取 した 挿 し木 の 新梢上

の 巻 き ひ げ 初生 節位 の 値 に 近 か っ た （第 L2 表 ）．

実 験 3．液 肥 及 び 植 物 生 長 調 節 物 質処 理 に よ る 実

　　　　 生 の 巻 き ひ げ お よ び 花 房 の 誘 導

　液 肥 を 葉 面散布 した エ ビ ヅ ル の 実 生 は 対照区 に 比べ 伸

長生長 と茎 の 肥大生長が 促 進 さ れ た．花 房着生 節位 で は

葉面散布区 と 対照 区 と の 間 に 差 は な か っ た が，花 房 を着

生 す る 個 体 の 比 率は 葉面散布 区 て 明 ら か に 増加 した （第 3

表 ）．
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Table 　1．Shoot　growth ，nodal 　position　of　first　tendril　and 　inflorescence，　percentagc　of　flowering　plants　and 　nurnber 　of　flowers

per　intlorcscnce　on 　seedlings 　and 　cuttings 　of ℃ ampbell 　Early
’．

1’lant　mate 「ialS

Shoot
　　　　　　　　　　Plant　height　 Number 　of

diameter
　　　　　　　　　　　　　（cm ）　　　　 nodes

（mm ）

　　Nodalpositi

〔
．
m 　of

t
’
irst吐endril

Nodal 　position
　　　 offirst

　　fiowering

正
．leight吐ofloweringnode

（cm ）

　　％ offlowering

　　ptant

No ．　offlowers

3 ．．year
．−
o且d　sccdling

Cut　backy

Cutting

　　　1．．5x
　　　6− 10

　　1
．
1− 15

　　16−20

　　21．−25
　　26．．．30

7．6bZ9

．8a

6、．la5
．5ab5

．3ab5
、5ab5
．lb5
．4ab

243 ．7169
．5

146．8
．
147．6
．
B6 ．3
．
144．7130

．｛
．
）

132．5

56，446
，2

28．627
，926
，227

．426

，025

．4

12．34
、4

4，23

．53
．12
．92
．93

．G

17，918

，2

26．6a24

．3ab25
，la21
．6b22
，5b25

．9a

72．465

．8

ll2，5123

，698

．6108
，1110
．5

．
t
．
16，4

95．8a80

．6b

31．5c36
．2c50

．3b76
．5a77
．3a62
．8ab

．
口 ，88

，3

265868435664

．

xDifi ’
erent 　lettcrs　ropresent 　significant 　difference　at 　P＝0．05　by　LSDtest ．

y2 −
year　 old　seedlings 　cutback 　to　node 　from　the　basc．

xNodal

　position　fromしhc　base　Qfmother 　plants　which 　were 　severed 　from　single 　cutting ．

Table2．　Shoot　growth ，nodal 　positiQn　offirst 　tcndril　and 　inflorescence，　percentage　of　flowering　plants　and 　number 　of 　flowers

　　　　　　　pcr　infleresence　on 　seedlings 　and 　cuttings 　of
‘Kyoho ．

 

Plant　materials

　Sh〔
．
）o宣

　　　　　　　　　　PlanthelghE　Number 　of
diameter
　　　　　　　　　　　　　（cm ）　 　 nodes

（mm ）

　　NDdalpositfon

⊂）f
fi「st　tendri且

Nodal　position
　　　offirst

　　flowering

Ileight　tofi

。weringnodc

（c．m ）

　　％．of
恥 wering

　　Plant

No ．offlowers

3 ．．year．01d 　seedHng

Cu1back》
．

Cut しing

　　　l．．．5x
　　　6− 10

　　11．．15

　　1．6 −2〔
．
｝

　　21　 25

　　26．−30

8．4bill
．3a

6．Oa5

．5ab5
、2bc5

．2bc5
．lbc4
．8bc

184．62
．
15．1

139．7138
．3123
，3

．
127．6129

．2
．
ll3．ll
：t5．7

64．348
．8

35．／
32．23
 ．231
．328
．727
．52
．7．2

20う“
6

5．84
．74
．03
．63
．32
．93
．0

21．720

．8

30．2a27
．6a26

，8ab21
．3b20
．5b19
．6b

107．890
，4

126，5120
．3102
．898
．492
，699
，794
．5

62．3a42
．5b

．
io，6c12
．4c25
．4b

．
i　6，8bc22
，6b35
．7a

8．65
．2

2，63
．34
、24
．57
．26
．05
、3

∠
yXDifferent

　letters　reprcscntsignMcant 　differcnce　at　P三〇，05　b｝
・LSD 　lcst．

2−year
．．old　sccdlings 　cut　back　to　nodc 　from　the　buse、

Nodal 　positien　from　the　base　ofmo 山cr　p】ants 　which 　were 　severed 　from　slngle 　cutting ．

Tab 且e　3．Effect　ofliquid 　fertilizer　on 　the　noda 且position　of 　first　tcndril　and 　in冂orescence 　on μ・fi
「
ctfolia 　sccdlings ・

Treatrnent

Nodal 　position
　　　　　of

　 first　tendrj 且

Heightofseedling

　　（cm ）

Diamctcr　ofstem
　　　　（mm ）

Nodal　position
　　　 offirst．
　inaorcsccnσe

He．ight　to　tlrst

inflo「csccncc

node （cm ）

Ratio　to　allplants

　　　　　（％ ）

Control

Hyponex

Flowering

Non 囗owerlng

Flowering

Non 　flowcring

9．59
，69

．39
．6

77．5bi78
．2b94

．4a80

．6ab

3．｛〕3a2
．65b3

．18a2

．99a

20．5

18．3

69．5

5
．
T．9

12．987
，142

．957
．1

zDifferent
　lctしcrs 　represent 　significantdifference 　at　P ＝0．05　by　LSDtest、

　　3．
．
葉期 の エ ビ ヅ ル 実生 の 茎頂 へ BA を毎 日 1．回 ，1か 月

間 連 続 処理 し た 結
．
果，9・・11節目に お け る 最初の 巻 き ひ げ

が ，形態的 に 不完
．全 で あ る もの の 明 らか に 花 房 へ と 誘 導

さ れ た （第 3図 a ）．ま た，そ の
．
直上 位 の 10数節前後か ら

は 外 観 的 に も正 常 な 花蕾 の 分 化 が 認 め ら れ ，正 常 に 開 花

結実 した （第 3 図 b）．

　　第 4 表に は ，各処理区に お け る 花
．
房着生

．
個体 と未着生 個

体 の 結 果 を 示 し た ，花房 を 着生 し た 個体 と未着 生 の
．
個体

と を 比較 す る と，無．処理 区で は 花房着生 個体 の 新梢基 部

径 は 花房未着生 個 体 よ り
．
有意 に 大 き か っ た ．しか し，す べ

て の 処 理 区 の 平 均 巻 き ひ げ 着 生 節 位 は 対 照 区 と 差 が な か

った ．BA 処理 した 実生 の 節 間伸長量が 低下 し，生 長 は 抑
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制 さ れ，最 初 の 花房の 着生 節位 は下 か り，実生 の 長 さ も

短 か っ た ． BA 　sO　ppm ，　 BA 　100　ppm お よ ひ BA 　100

ppm ＋ Spd　300　ppm 処 理 区 の 花房着生 率 は 対照区に 比べ

高 か っ た　GA3 処 理 区の 花房着生 節位 ま で の 実生 の 高 さ

は 対照 区 と有意 差 か な か っ た　基部茎径 は細 く，花房着

Fig・3　　PhOtOgraphs 　Of 　clusters 　on 　P二　ftctfolta　grapcvmcs

　 　 seedlings 　treated 　w ］th ユ00　ppm 　BA 　for　a　month 　after 　fuli

　 　 expuns 壬on 　ofthe 　third　leaf　of　the　seedlmgs ，　a）after　the　first

　 　 tendr ］1；b）abeut 　the　lOth　node 　above 　the　first　tendril

生率 も低か っ た ．

　 エ ビ ヅ ル の 4 ヶ 月生実 生 樹 の 副 梢 へ の 植物 生 長調節物

質処理 が 副梢上 の 萌芽 と花房着生 に 及 ほ す影響 を 第 5表

に 示 し た．Spd　300 　ppm 処理 は副 梢 の 萌芽 を促進 し た か ，
ACC 処理 は 萌芽を抑制 し た ，　 GA31 〔〕ppm ，　 Spd　300

ppm 処理 は 副梢 か ら 発生 した 新梢 の 伸 長 を 促 進 し，　 BA
50ppm ，100　ppm 処 理 は副 梢 か ら発 生 した新梢 の 伸長 を

抑制 し た．GA310ppm と ACC 　100　ppm 処 理 は副梢 か ら

発 生 した 新梢 の 花房着生を 抑制 し た の に 対 し，Spd 　300

ppm ，　BA 　50　ppm ，　BA 　100　ppm お よ び BA 　100　ppm ＋

Spd　300　ppm 処理 は花房着生 を促 進 した．花蕾 数 は GA3
10ppm 処理 て 減少 し，　 BA 　100　ppm ＋ Spd　300　ppm 処 理

で 増加 した，

考　　察

　Passecker（1944）は リ ン コ の 実 生 の 研究か ら，果樹 の 地

上部 か 幼若 相，過 渡 相 お よ び 成木相 の 三 つ の 相 に 分け ら

れ る こ とを 提唱 し，樹体 の 発 育ソ
ー

ン （development　zc 〕nc

of 　tree）の 模式 図 を 提 示 した．しか し，こ の 場合，過渡

ゾー
ン は あ くまて 仮想上 の もの て ，実 際 上 ，肉眼 で 識別

す る こ と は 困難で あ る．

　本研究 に お い て ，ブ ドウ 実生 の 畏 な る 節 位 に お け る 副

梢上 の 巻 き ひ げ 着生 節位 を 調 査 した 結 果 ，高節 位 に 発生

し た 副梢 ほ と巻 き ひ け の 初 生 節 位 は 低 く，実 生 の 巻 き ひ

げ初 生節位近 辺 に お ける副梢 ヒの 巻きひ げ着生節位 は 成

木相 の 副梢上 の 着生 節位 と ほ ぼ 同 じで あ っ た こ と か ら，節

位 の 、k昇 と と も に 幼若相 か ら過渡相 へ の 相的移行 が 進 ん

で い る こ と か 明 らか と な っ た，

　本実 験 の 1芽挿 しで は，穂木の 採取節位か 高 い ほ と萌芽

して くる新梢 は 細 く，生 長量 も少 な い に もか か わ ら す，花

房着生率は 高 ま っ た ，こ の 結果か ら，ブ ドウ 実生 の 樹体

を第 4 図 の よ うに 巻 き ひ け と花房 の 着生位置 で 幼若相，過

Tab ］e4 ．Effect　of 　plantgrowlh 　regula10rs 　on 　posmons 　of　flrst　tendril　and 　first　in且orescence 　on レ｛ftctfolia　 seedlings

　 Treatment

Chemjcals（ppm）

Nodal　posltlon　　Height　QF

　 　 of 　　　　　　　seedhng

first　tendrl1　　　 （cm ）

Diamctcr 　　Nodal　position　　Heightto　first　　 Ratio　to　all

of　stem 　　　　　of　flrst　　　 infloresccnce　　　 plants

（mm ）　 　 lnflercscence 　 node （cm ）　 　 （％）

Control

BA 〔50）

BA （LOO）

BA （100）＋Spd （300）

GA （10）

FloweringNon

　flowermg

FloweringNon

　flowering

Flowermg

Non 　flowcrmg

Floweriロ9Non

　flowerlng

Flowenng

Non 　tlowering

5rO999

．8
【0，37rQgQ

！

9410210

，097

77．5a／

78．2a47

．6b27
．4c450b415b43

．4b387b965

−

llO5a

3．03u265b255bc227d251bc242bcd230cd2

、31cd248
−

2、32cd

205a

12、2bc

107c

10．8c

190

695a

28，7b

220b

27．2b

60．3一

t29

448

48．3

267

3．4

7Different

　letters　represent 　slgnificant 　dlfference　at　P＝O．05　by　LSD 　test
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Tab ］e 　5，Effect　ofplunt 　growth　regulators 　on 　growth　and 　flowering　of 　V．　ficifolia　seedlings ．

Treaしrncnt 　Chemicals 　Numbcr 　ofspouting 　buds　 Length　of　current

　　　（PPm ）　　　　 on 　lateral　shoot 　per　plant　　　 s・　hoot （cm ）

Flowering 　of 　　 No ，　of 　inflorescence　No ．　of 　flowers　pcr
seedling 　（％）　　　　　　　per　plant　　　　　　　infiorcscence

ControlBA

（50）
BA （100）

BA （LOO）＋Spd （3〔〕0）
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Fig．4．　 Schematicrepresentation　of 　the　transition　from　thejuvenile 　to　the　adult 　phases　in　grapevines．

渡 相 ，成木相 を模式的 に 表す こ と が 可能 に な っ た ．

　果 樹 の 実生 の 開花促進 は環境条件 の 改善，栽培技術 な

ど の 園 芸 的 措 置 に よ り可能 で あ り（沈 ・林，1989），具体

的 に は 加 温 栽培 ，接 木，高 接 ぎ な どが 行 わ れ て い る．本

実 験 に お い て ，液 肥 の 葉 面 散 布処理 と GA3 処理 は ，実生

の 生 長 （茎長 の 増加 ）を 促進 した が ，両処理 と も最初 の 巻

きひ げ着生 を早 め る こ と は で き な か っ た ．一
方，過渡相

か らの 液肥 の 葉面散布 は過 渡 相 に あ る節位の 花房着生率

を高 め た が，花房着 生 ま で の 節数 と花房着生節位 まで の

長 さ に は 影響 しな か っ た．こ れ らの 結 果 は，ブ ドウ に お

い て も，栄養条件 を制 御す る こ とに よ り，幼若相 の 短縮

は で き な い もの の ，あ る
・
定 期 間 の 過渡相 を 経過 した 後

に は ，過 渡相 か ら 成木相 へ の 移 行 を 促 進 す る こ と が で き

る こ と を示 す もの で あ る．こ の 現 象 は花成誘 導 で き る ま

で に は
一定 の 栄養 生 長 量 が 必 要 で あ る と の 説 （Wareing ，

1959）を 実 証 す る も の て あ る．　
一
方，

‘
巨峰 お よ び

‘
キ ャ

ン ベ ル ・
ア
ーリー’

実生 で は ，巻きひ げ形成 に 至 っ た母樹

に お い て，基部 ま で 切 り戻 した 場合，あ るい は そ の 剪定

枝 か ら得 た 巻 き ひ げ未形成部位 を挿 し木 した 場合 の い ず

れ も新梢上 の 巻 き ひ げ 初 生 部 位 は，切 り戻 しを行 な わ な

か っ た 母樹 に 比べ て 著 し く低位化 し た ，こ の こ と は，樹

体 の
一

部 （上位節 ）が ，一
旦，幼若相か ら過 渡相 へ 移行 す

る と何 ら か の 質的転換が 樹 体 全 体 に 及 ぶ こ と を示 して い

る か も しれ な い ，た だ し，こ れ らの 切 り戻 しお よ び 挿 し

木 に お い て ，花房初 生 節位 は低位 化 しな か っ た．

　 PBA や BA な ど の サ イ トカ イ ニ ン 類 は ブ ドウ の 巻 き ひ

げを花房 へ と誘導 で き る こ とが 知 ら れ て い る （Mullinsら，
1992 ； Srinivasan　・Mullins，1978，1979，1981），本実

験 に お い て も，BA と BA を 含む 化 学物質 の 混 合処 理 は
一

部 の 実生 の 過渡相 を 短 縮 し，花房誘導を 早 め た．しか し，

こ の 反応 に は 個体差が 観察 され ，一
部 の 実生 で は そ れ を

短縮す る こ とが で きな か っ た．本実験 で 強調 す べ き現 象

は ，エ ビヅ ル の 実生 に BA 処理す る こ とに よ り，初生 の 巻

きひ げを花房へ と誘導する こ とが で き た こ とで あ る （第 3

図 a ）．特 に ，21節 目前後の 花房 は 正 常 な 果実 に ま で 発育

し た （第 3 図 b）が 戸 キ ャ ン ベ ル
・
ア
ー

リ
ーt

と
「
巨峰 実

生 に お い て 同様 の 処 理 を行 っ た 試験 で は 正 常 な 花房 は 発

育 し な か っ た （デー
タ 省 略 ）．こ の こ と は ブ ドウ の 種 や 品

種 特 性 と 関 係 して い る もの と 推 測 さ れ，エ ビ ヅ ル は 栽培

種 実生 に 比 べ て 過 渡相 か ら 成木相 へ の 転換 が 容易 で あ る

と い え る，GA3 処 理 は 過渡相 を 延長 さ せ る 作 用 が あ り．

ま た，エ チ レ ン の 前駆物質 で あ る ACC は ブ ドウ に 対 し て

は 開花促進効果を示 さ ず，ブ ドウ の 相転換 に は 影響 しな

い も の と考 え られ る．

　ポ リア ミン （PA ）は高 等植物 に 広 く存在 し，植物 の 生長，

開 花，着果 な どの 生理 を 調 節す る作用 を 有 し て お り，PA
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の 花芽分 化 促 進 効果 は開花 に 必 要 な 構成物質，例え ば，核

酸 ，タ ン パ ク 質 の 合成を促進 す る （Slocum ・F【ores ，
1991），本実験の 幼若相 （3葉期 の 実生 ）に 対 す る Spd　300

ppm と BA 　100　ppm と の 混用処理 は 幼若相を 短縮 で き な

か っ た．しか し，過 渡相 （4か月齢 の 実生 ）に 対す る Spd 単

独 ま た は BA との 混 用 処 理 は 花房着生 率及 び 花房数を明

らか に 増加 させ た．こ の こ と か ら，Spd は 過渡相以 後 に

は 開花誘導作用 を有す る こ と が 明 ら か と な っ た ．

　 以 上 の 結 果 か ら，ブ ドウ実 生 の 地 上 部 を器官形成 の 指

標 に 従 って，幼 若 相 ，過 渡相 お よ び 成木相の 3つ の 相 に 分

け た 場合 に ，幼若相 は BA や GA3 な ど の 植物生長調節物

質処理 に よ り短 縮 させ た り延長 さ せ た りす る こ と は で き

な い が，過 渡 相 は BA や Spd処理 に よ っ て 短縮で き，また ，
GA

：1処理 は 成木相 へ の 移行を遅延 させ る こ と が 明 らか と

な っ た．

摘　　要

　 発 育 相 と の 関 連 に お け る エ ビ ヅ ル お よ び ブ ドウ 実生 の

巻 き ひ げ お よ び 花房 の 出現様式，な ら び に 相転換を 誘起

す る 要因 に つ い て 調査 した．エ ビ ヅ ル 実生 の 主 梢上 の 各

節か ら発生 さ せ た 副梢 の 巻 き ひ げ 初生節位 は，そ の 副梢

が 主 梢 の 幼若相部分 よ り生 じて い る場合 に は，主 梢 の 節

位が 高 くな る に っ れ て 副梢上 の 巻 き ひ げ 出現 節位 が低 く

な っ た．主 梢 の 過 渡相 に 達 した 部分 よ り発生 して い る 場

合に は，巻 き ひ げ 出現節位 は
一．一

定 と な っ た ．
‘
キ ャ ン ベ ル ・

ア
ーり一「

お よ び
’
巨峰 実生 を 1本仕立 て で 生 育 させ，主

梢 上 に 巻 き ひ げ お よ ひ 花房 の 出現 を 確認 した もの を 母樹

と し，翌 年，母 樹 を基 部か ら 1芽 に 切 り戻 し た 苗，お よ び

母樹 の 主 梢を切断 し て 節位別 に 1芽挿 し した挿 し穂 か ら

萌出す る新梢 の 発育相を調査 した と こ ろ，巻 き ひ げ 初生

節位 は母 樹 に 比 べ て は る か に 低位 と な っ た．一
方，花房

初生 節位 は 切 り戻 した 苗およ び 挿 し木と もに 母樹 の 花房

初生 節位 と 同等 か さ ら に 高位化 した ，ま た，節位別挿 し

木で は ，挿 し穂が 主梢 の 幼若相 に あ た る節 か ら採 取 され

た 場合 に は ，成木相 に あ た る 節 か ら採取 さ れ た 場 合 に 比

べ て ，巻 き ひ げ 初生 節位 が 高 くな る傾 向が 見 られ た．ま

た ，母 樹 の 節位 が 高 くな る に つ れ て ，花房を 形成す る 個

体 の 比 率 は 高 ま っ た．当年生エ ビ ヅ ル 実生に 散布処 理 し

た 液 肥，BA ，　 GA3 お よ び BA と ス ペ ル ミジ ン の 混 合溶液

は，巻 き ひ げ の 初生 節位 に は 影響 を 及ぼ さ ない が，BA を

含 む 処理 で は花房 の 初生節位 が 低位化 し過 渡相 が 明 らか

に 短 縮 され た．一
方，ACC や GA3 は 花房 の 形成を抑制

し，過渡相 か ら成木相 へ の 移 行 を遅 延 さ せ た，
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