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Summary

　Using　eally 　ripening 　satsuma 　mandarin
‘Miyagawa 　Wase ’

　trees，　yearly　fluctuations　in　yields　of　each

of 　thTce 　trees 　grown　under 　four　different　conditions 　were 　examined 　for　20　yeaTs ：4−23　years　old ．　 The
trees　were 　planted　at　a　density　of 　1，250　trees！ha （2，8　m × 2．8　m ）in　volcanic 　ash 　soit．　 The　cultural

treatments　adopted 　were （A）no 　pruning ＋ no 　fTuit　thinning；（B ）pruning＋ fruit　thinning　under 　no

plowing ＋ less　fcrtilization　condition ；（C）no 　pruning ＋ no 　frult　thinning　and （D）pruning ＋ fTuit
thinning　under 　deep　plowing ＋ standard 　fertilization　condition ．　 The　yields 三n　no 　pruning＋ no 　fruit
thinning　plots（A 　and 　C）a冂d　in　pruning＋ fruit　thinning　plots（B　and 　D ）increased　while 　the　Irees　werc

young 　although 　theTe 　were 　some 　yearly　fluctuations．　 However ，　marked 　altelnate 　bearing　habits　started
at　the　12th　year　in　A 　and 　C 　plots，　and 　at　the　15th　year　in　B　and 　D 　plots．　 Using　the　data　obtained 　from

the　yeaT　when 　a ！ternate　bcaring 　started 　until　the　yeal　 the　experiment 　finished　when 　the　trees　were 　23

ycars　old ，　relationships 　between　the　number 　of 　fruits　harvested　peT　unit 　total　leaf　area 　on 　the　tree　in　a

given　year　 and 　that　in　the　following　year　weTe 　determined　for　each 　plot．　 The 　regress 孟on 　 equation

revealed 　that　the　number 　of　leaves　peT　fruit（leaf：fruit　ratio ）to　attain 　the　same 　yield　the　foUowirlg　year

（no 　alternate 　bearing）was 　approximately 　35　under 　the　no 　plowing ＋ less　fertilization　condition ；tbe

leaf：fruit　ratio　was 　50　under 　the　deep　plowing ＋ standard 　fertilization　condition 、　 Consequently　it　was

concluded 　that　to　ameliorate 　or　plevent　the　alternate 　bearing　tendcncy　of 　mature 　trees　in　plot　B ，　
the

cTop 　needs 　severe 　fruit　thinning　to　Teduce 　the　leaf；fluit　ratie　to　35，　 Under　plot　D ，　the　crop 　Ioad　needs
to　be　decrcased　by　fruit　thinning　to　the　leaf：fruit　ratio 　50・One 　solution 　to　prevent　alternate 　bearing

wou ！d　be　to　improve　light　interception　by　decleasing　the　tree　density　by　tree　removal 、　 Further　more ，
under 　plot　B ，　fruit　thinning　to　 attain 　the　leaf：fruit　 ratio　 of　35，　the　number 　of 　new 　leaves　on 　spring

shoots 　must 　be　adjusted 　to　the 　numbeT 　of　flower　buds 　in　the　following　year　within 　a　range 　essential 　for

ah 玉gh　sustained 　yield，

Key 　Words ： alternate 　bearing，　number 　of 　ffuits　per　unit 　leaf　arca ，　number 　of 　leaves　per　fruit，
satsuma 　mandarin ．

緒　　言

　我が 国に お け る 最近 の ウ ン シ ュ ウ ミカ ン の 生 産 量 は，表

年 の 1995 年，1997年およ び 1999年が そ れ ぞ れ 138万 t

（21．1t ・ha
−1
），156万 t（25．1　t・ha

−1
）お よ び 145万 t

（24．2t・ha
−1
）で あ るの に，裏年 の 1996年およ び 1998年

が そ れ ぞれ 115万 t（18．2t・ha
−L
）お よび 119 万 t（19、7　t・

ha
’1
）で あ っ た （日本園芸農業協 同組合連合会，平成 12

年度版 果 樹統計，2000）．こ れ ら の 統計 を 踏 ま え ，丸山

（1999）は，近年 ウ ン シュウ ミカ ン で 隔年結果が 強 く現れ て

い る こ とを 指摘 し て い る ．
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　 カ ン キ ツ の 隔年結果防止 に 関す る研究 は 多 く．摘 らい

（串 間 ら，1983）や 摘 果 （大 垣 ら，1968），環 状 は く皮

（Agusti　et　al．，1992 ；Monselise　et　a1，，1983），せ ん 定 （岩

崎・大和田，ユ960；Procopiou ・El−Gazzar，1972），植物

生長調節剤処理 （串間 ・波多野，1984）な ど と隔年結果 と

の 関係 が調 べ られ て い る．しか し，こ れらの 研究 の 多 く

は，実験期間 が L2 年 と短 く，隔年結果 の 防止 に ど れ だ

け有効 で あ る か は 明 らか で な い ．ま た，隔年結果 の 防止

に 有効 な 葉果比 も示 さ れ て い な い ，

　摘果 は ，隔年結果防止 の た め の 最 も重要 な 管理 作業 の

一
っ で，ワ セ ウ ン シ ュ ウ で は 葉果 比 25　・・30　ve基 準 と して

行 わ れ て い る．しか し，摘 果 に よ る結 実 管 理 の 不 十 分 さ

が，近 年 に お け る隔年結果 の 主 な要因 と され て い る （果樹

試験場 カ ン キ ツ 部，平 成 10年度 果 樹課 題 別 研 究会資料，
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1999）．こ れ に は ， 摘果作業が 徹底 して 行 わ れな い 場合

と，摘 果 基準の 値が 小 さ い 場合 の 少 な くと も二 つ が 関係

して い る．摘果 基 準 は 土 壌 の 肥沃度 や 樹齢 な ど に よ っ て

異 な っ て くる が，葉果比を隔年結果 の 防止 と 関連 さ せ て

調査 した 報告は ほ と ん ど な い ．こ れ は，1樹 全 体 の 幼果数

あ る い は 収穫果 数 そ れ と と も に 葉数 あ る い は葉 面積 の

調 査が 困難 な た め で あ ろ う．した が っ て ，現在 の 摘果基

準に つ い て ，葉面積をパ ラ メ
ー

タ
ーと し，そ の 妥当性 を

検証す る こ と は 隔年結果を防止す る う え で 意義の あ る こ

と と考え られ る．

　 そ こ で ，本研究 で は ワ セ ウ ン シ ュ ウを 用い ，無深耕少肥

お よ び深 耕標 準施 肥 の も と，無 せ ん定 ・無摘果お よ び せ ん

定 ・摘 果 の 条件 下 で 栽培 され た樹 の 収量 を 20年間 （4
〜23

年生 ）に わた っ て 調査 し，そ の 経年変化 か ら隔年結果 の 様

相を明 らか に した ，そ して，隔年結果 が著 しい 樹齢 に お

い て，着果 量 （1樹の 全葉面積当 た り収穫果数 ）や 着花量

（1樹 の 旧葉面積当た り花 らい 数 ）な どの 収量 を構 成 す る要

因 の 相 互 関係 を比較 し，摘 果 に 際 して 隔 年 結 果 の 防 止 に

有効 な 葉果比 に つ い て 検討 した ．

材 料 お よ び 方 法

　実験 は，ウ ン シ ュ ウ ミカ ン の 栽植密度 に 関す る研究 （橘

ら，1987）で 用 い た樹 （カ ラ タチ 台 の
‘

宮川早生
’
）の

一部

を供試 し，1967−1988 年 に 行 っ た．供試樹 は，1967年 3

月 に 2年生 の 苗 木を 栽植距離 ：2．8　m × 2．8m （栽植密度 ：

1，250 本 ・ha
−1
）で 定植 し，1969年 か ら結実 させ た．そ の

後，樹冠 が 込み 合 っ て き て も間伐 は行わ ず栽培 を続けた．

　実験 ほ 場 は，火 山灰 の ほぼ 平坦 な 埴壌土 か らな り，そ

の 半分 は 無深耕 と し，残 り の 半分 は 約 0，6m の 深 さ に

深耕 した ．深耕区の 年間施肥量 は ，千葉県 の 基 準量 ，

す な わ ち ha 当 た り窒素 （（NH4 ）2SO4 ）：270　kg，リ ン 酸

（CaHn（PO ，1）2）：240　kg お よ び カ リ （KCI ）：220　kg と し た．

無深耕少肥 区 の 施肥量 は，深耕標準施肥区 の 1／2 と した．

こ れ ら両区を そ れ ぞ れ 2分 し，一
方 は 無 せ ん 定 ・無摘果 と

して ほ ぼ 自然 状態 に 放任 した．他方 は 開心自然形 とす る

慣行 の せ ん 定 と，葉果比 35を 目安 と す る少 し強 め の 摘 果

を行 っ た．各樹 t 実測 し た 1樹全体の 葉数 と幼 果 数 か ら所

定 の 葉果比 とな る よ う必 要 な 果実数を 算出 し，こ れ に 基

づ い て 摘果 した ．

　以 上 の よ うに ，試験区 は，（A ）無深耕少肥 ＋ 無 せ ん 定
・

無摘果，（B）無深耕少肥 ＋ せ ん 定 ・摘果，（C）深 耕標準施

肥 ＋ 無せ ん定 ・
無摘果，（D）深耕標準施肥 ＋ せ ん 定 ・

摘果

の 4 区 と し，各処理 区は ボーダー
樹 を含 め 50樹 （10列 ×

5列 ）か ら な っ て い る．各処理 区の 中央付近 の 3樹を 選び，
1969〜1988年 の 毎年 10月 下 旬 一一11月中旬 に 収量 （収穫 果

数 と果重 ）を調査 し た ．ま た ，5 月 上 旬 一・6月中旬 に は 花

らい 数 旧 葉 数 お よ び 新葉数 を調 査 した ．

　葉面積 は，毎年 3月の せ ん 定時 に，供 試樹 の せ ん 定 枝 の

す べ て の 葉 か ら 1枚 当 た りの 重 さ を 算出 し，葉重 （x ，g）と

葉面 積 （y，　cm2 ）との 回帰式 y＝28．17x
α 8877

（平野 ら，1969）
に よ り推定 した．葉 1枚当た りの 面積 は，樹齢 に と もな う

変化 が み ら れ な か っ た の で ，各樹 齢 の 平 均 値を用 い た．そ

の 値 は ，無深耕少肥区 （A お よ び B 区 ）が 17．9cm2 ，お よ

び 深耕標準施肥 区（C お よ び D 区 ）が 19．1cm2 で あ っ た

（橘 ・中井，1989a）．1枚当た りの 葉面積が 無深耕少肥 区

と深耕標準施肥区 に お い て 明 ら か な に異 な っ た た め ，着

果量 や 着花量 な ど収量を構成 す る要因は，全 葉面積当た

り収穫果数 や 旧葉面積当 た り花 らい 数 な ど葉面積 を 基 に

表 した．た だ し，葉 面 積 は，葉 1枚当た りの 面 積 と 1樹全

体の 葉数 か ら算 出 した．ま た，各要因の 相互 関 係 は，隔

年結果 が著 しい 樹齢 に おい て ，一
次 あ る い は 二次回帰分

析 に よ っ て 検討 した．

結　　果

1． 樹 当 た り収量 の 経 年 変 化

　 各処理 区に お け る 4 年生か ら 23年 生 ま で の 平均収量 の

変化 を第 1図に 示 した ．A 区の 収量は，4年生か ら lI年生

まで 年 に よ る変動 が み られ る もの の 増加す る傾向に あ っ

た ，しか し，12年生 か ら隔年結果 が 始 ま り，14年生 以

降 表年と裏年 が交互 に 現れ る顕著 な もの と な っ た．B 区

の 収量 は，4年生 か ら 14年生 ま で 増加 傾 向を 示 した．15

年生 か ら 隔年結果 を 示 した が，18年生 以降の 年次変動は

ノ亅、さか った ．

　C お よ び D 区は，そ れぞ れ A お よ び B 区 と 同様 に 12年
生 お よび 15年生 か ら隔年結果 が 現れ た が，2年続きの 表

年や 裏年 もみ られ，そ の 現象は不規則 で あ っ た．し か し，

両区 と も 18年生以降 は表年と裏年が 交互 に み ら れ た ．

2，当 年 と 翌 年 の 全 葉 面 積 当 た り 収 穫 果 数 の 関係

　 第 2図 は，4〜23年 生 ま で の 調査期間を 隔年結果 が始 ま

っ た前 と後 に 分 け，各区 3樹の データ を こ み に して 標記 の

関係 を処理 区 ご と に 検討 した もの で ある．す な わ ち，A
お よ び C 区で は 1ユ年生，また B お よ び D 区で は 14年生

ま で を 隔年結果の 開始前 と し，それ 以 降を 開始後 と し た ．

た だ し，隔年結 果 の 開 始 前 は 多 くの 場合，相関が 有意で

な か っ た の で 図 は 省略した ．後出の 第 3〜5図 も同様で あ

る．

　当年と翌年の 全 葉面積当た り収穫果数 の 関係 は，A −・D
の す べ て の 区 で 有意 な 直線関係 が 認 め られ た （R2 ＝0．244
〜O．697

，
　P ＜ 0．01）．こ こ で ，当年 と翌年 の 全葉面積当 た り収

穫果数 が 同 じに な る値 を 回帰式 か ら推定 す る と，A 区 ：

16．4（葉果比 34，以 下 同），B 区 ：15．8（35），　 C 区 ：11．1（47）
お よ び D 区 ：10．4（50）で あ っ た．

　当年 と翌年 の 収穫果 数 が 同 じに な る 値 は ，A 区 と B 区，
お よ び C 区 と D 区が そ れ ぞ れ近 似 し，ま た A ，B 区 が C，
D 区 よ り も大 き か っ た ．

3． 当年 の 全 葉面 積 当 た り 収 穫 果 数 と 翌 年 の 旧 葉

面 積 当 た り 花 ら い 数 と の 関 係

　収穫果数 と花 ら い 数 との 関係 （第 3図 ）は，適合 の 程 度
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5． 旧葉 面 積 当 た り 花 ら い 数 と 新 葉 数 と の 関係

　旧 葉面積当 た り花 ら い 数 と新葉数 と の 関係 は ，花 ら い

数 の 増加に と もな っ て 新葉数 が 直線 的に 減少す る傾向 に

あ っ た （第 5図）．しか し，花 らい it　O−200個 の 範囲 で み

る と，旧 葉面 積 当 た り新葉数 の ば ら つ きが大 き く，両者

の 関係 は明確で な か っ た ．

Fig．　Ltrees
　grown 　under 　four　different　cenditions ．　A ： No 　plowing

＋ less　fertilization　and 　no 　pruning＋ no 　fruit　thinning．　B ：No

plowing＋ less　fertilization　attd 　pruning＋ fTuit　thinl〕ing．　C ：

Deep 　plowing＋ stanClaTd　fertilization　and 　nQ 　pruning＋ no

fmit　thinning，　D ：Deep　plowing＋ standard 　fertiiization　and

pruning＋ fruit　thinning ．　The 　notes 　are　the　same 　in　Fig．2 −

5，

が一次回帰式 よ りも優 っ て い た 場 合 は 二 次回帰式 で 表 し

た が，い ず れ の 処理区 に お い て も，収 穫 果 数 が 多 くな る

に つ れ て 翌年の 花 らい 数 が著 し く減少 した．一
方，第 2図

に おける各処理 区の 当年と翌年 の 収穫果数 が 同 じに な る

値 は，A 区 ：16．4，　B 区 ；15．8，　C 区 ：11．1お よ び D 区 ：

10．4 で あ っ た が ，そ の と き の 旧葉面積当た りの 花 らい 数

（個 ！m2 ）を 第 3 図 の 回 帰式 か ら 推定す る と，　 A 区 ：184，

B 区 ：213 ，C 区 ：125 お よ び D 区 ：195で あ り，各処理 区

の 花 ら い 数 は 120・−210 個 の 範囲に あ っ た，ま た，第 3 図

に お け る A −D 区 の 収穫果数が，そ れ ぞ れ当年 と翌年 の 収

穫果数 が 同じに な る値 よ り も大き い とき，翌年 の 花 らい 数

は ゼ ロ あ る い は ゼ ロ に 近 い 場合 が多か っ た ．

4．旧 葉 面 積 当 た り 花 ら い 数 と 全 葉 面積 当 た り 収

　穫 果 数 と の 関 係

　第 4 図は 花 ら い 数 と収 穫 果 数 と の 関係 を 二 次 回 帰曲線

で 表 した も の で あ る．収穫果数 は，い ず れ の 処理 区 に お

い て も花 らい 数 が 200 個 く ら い ま で は 花 らい 数 と と もに

増加 す る傾向 に あ っ た ．し か し，花 らい 数 が 200 個 以 上

で は，増加 の 程度 は 小 さ か っ た．

考　 察

　本研究 で は，ワ セ ウ ン シ ュウ に お ける 隔年結果 の 様 相

を明 らか に する た め，栽培条件の 異 な る 樹 に っ い て 4年 生

か ら 23年生 ま で の 20年間 の 収量 の 変化 を調査 した （第 1

図 ）．そ の 結果，無深耕少肥お よ び深 耕標準施肥条件 の 無

せ ん 定 ・無摘果区 （A お よ び C 区）で は，12年生 か ら隔年

結果 が現 れ た．こ れ に 対 して ，両土壌条件の せ ん定 ・摘果

区（B お よ び D 区 ）で は
t）15年生 か ら 隔年結果が 始 ま っ

た ．

　Monselise ・Goldschmidt（1982）お よ び Lavee （1989）

は，異常気象や 病害 な どが 隔年結果の 誘因で あ る と して

い る．当研究所で 得 られ た 気象 デー
タに よ る と，収量 の

少な か っ た 1977年 （12年生 ）は，1月お よび 2月 の 平均気

温 が 平年よ り 3．0℃ お よび 1．1℃ も低 く，降水量 も そ れ ぞ

れ平年の 44％ お よ び 20％ と少な か っ た．1980 年 （15年

生 ）も 2月 の 平均気温 が平年 よ りも 1．1℃ 低 く，降水量 が

平年 の 44％ で あ っ た．ま た ，
こ の 年 の 夏季 に A 区を除 く

各区で か い よ う病 に よ る落葉が み ら れ た （橘 ら，1987）．

こ れ らの こ と か ら，本実験 に お い て も冬季の 低温 ・乾燥や

夏季の 病害 が 隔 年結果 の 誘因で あ っ た可能性が あ る，

　
一

方，朝倉ら（1988）は，ウ ン シ ュ ウ ミ カ ンρ近 年 の 収

量変動 は 全国 レベ ル で は 2年周期 と な っ て い る が ，収量 に

影響す る低温変動 は 2年周期で はな い の で，収量変動 に は

樹体 の 生理 的要因が 強 く関与 して い る と述 べ て い る．本

実験 に お い て ，無深耕少肥条件 の 場合，B 区 の 隔年結果

は A 区よ り も遅 れ て 始 ま り，ま た 著 し い 隔年結果を 示 し

た と き の 表年 と裏 年 は A 区 ほ ど明確 で な か っ た．した が

っ て，こ れ らの 差異 は せ ん定
・
摘果 の 影響に よ る もの で あ

り．収量変動 に は樹体 の 生理的要因が密接に 関係 し て い

る と い え る，深 耕標準施肥条件 の 場合，D 区 は C 区 よ り

も遅 れ て 隔年結果 が 始ま っ た もの の ，隔年結果 の 様相 に

は 大差 な か っ た．深耕標準施肥条件 （肥沃地 ）で は，収量

の 年次変動 に 対 す る せ ん 定 ・摘 果 の 影響 は，無深耕少肥条

件 （痩 せ 地 ）ほ ど大 き くな い とい え る，

　 全 葉面 積当た り収穫果数 の 当年 と翌年 の 関 係 （第 2 図）

は，い ず れ の 処理区 に お い て も当年 の 値 が 大 き くな る に

つ れて 翌年の 値が 小 さ くな る傾向 を示 し た．Jones・Cree

（1965）は，ネ ーブ ル オ レ ン ジ の 38年間の 調査結果 か ら 1

樹当た り収 量 は当年と翌年の 間 に 負の 相関 （R2＝0．398）が

あ る こ と を報告 して い る．本実験 で は，当年 と翌 年の 全

葉面積 当 た り収穫果数 の 関係 は R％0．244〜O．697 で あ っ た

こ とか ら，ネ
ー

ブ ル オ レ ン ジ の 場合 と ほぽ 同水準 と い え
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　 　 unittotal 　leaf　area、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 え られ る．こ れ に 対 して 深耕標準施肥条件 に お い て ，

　本実験 で は ，葉果比 35（全葉面積当 た り収穫果数 ；

15−16個 ／m2 ）を目安 とす る 少 し強 め の 摘果を行 っ た，し

か し，全葉面積当た り収穫果数 は ，実際に は B 区で 8−22

個 1m2お よび D 区で 2−22個 1m2の 範囲で 変動 した （第 2

図 ）．こ の 原 因 の
一

つ と して 測 定 の 誤 差 が考 え られ る．な

ぜ な ら，供試樹 は 密植状態 で 枝 葉 が込 み合 っ て い た の で ，

1樹全体 の 葉数や 幼果数，収穫果数 の 実測 に は，か な り大

き な 誤差 が 生 じた と考 え られ る．

　両土壌条件 に お い て，せ ん 定 ・摘果区だ けで な く無せ ん

定 ・無摘果 区で も若木の 時期 は極端 な 隔年結果を示 さ な か

っ た ．こ の こ とは，栄養生長 が 旺盛 な 若木 は ，樹冠 の 拡

大 期 を 過 ぎ た 成 木 よ り も 隔 年結 果 が 少 な い と の La −

vee （1989）の 説 を 裏 付 け る もの で あ る．成 木 に な ると著 し

い 隔年結果が 生 じた が，そ の 時に 推定 した 当年 と翌年の

収穫果数 が 同 じ に な る値 は，葉果比 で 表 す と無深耕少肥

条件が お よそ 35で あ っ た．深耕標準施肥条件 は お よ そ 50

で ，無深耕少肥条件 の 値 よ りも大きか っ た．

　著 しい 隔年結果 が 始ま っ た ときの 樹冠占有面積率 は C

区が 96％，D 区 が 84％ （橘
・中井，1989b ）と．　 C 区は 樹 冠

で ほ ぽ うっ閉 し，ま た D 区 も，樹冠 の 形 を 円 と仮定す る

と，外周 の
一

部 （幅 0，1m ）が 重な っ て お り，両区は い わ ゆ

る 密植 の 弊害 が 生 じ る 状態 で あ っ た ，こ の た め，樹冠 の

内部 や下部 で着果 が少 な くな り，した が っ て 1樹 の 全葉面

積当た り着果数 が 少な か っ た ．こ れ ら の こ とか ら，無深

耕少肥条件で は，少 な くと も葉果比 が 35程度 の 慣行 よ り

も強 め の 摘果 を しな い と，隔年結果 を 防止 で き な い と考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葉

果比 50で 摘果を行 うと，収量 の 減少 が著 しい の で ，隔年

結果を防 ぐに は間伐 に よ っ て 樹冠 の 受光体勢を改善す る

必要 が あ る．

　と こ ろ で ，B 区の 収量 （第 1図 ）は ，18年生 の 際に 著 し

く減少 した もIOの ，そ れ以 降は 前年比 89・−111 の 範 囲 で 推

移 し，他 の 処 理 区 と比 較 して 年次変 動が 小 さ く，ま た 緒

言 で 述べ た 1995−1999 年 に お け る前年比 （74−131）よ り

も小 さか っ た．廣瀬 （1999）は，カ ン キ ツ は 樹 の 生態的特

徴 か ら 20％ の 隔年結果 は や むを得 な い と して い る．B 区

に お け る 18年生以降 の 収量 は，樹 当た りで 60kg お よ び

圃場面積当た りで 70t・ha
−1

以上を示 し，一般の 優良園 に

劣 らな い もの で あ っ た．こ れ らの こ と か ら，成木 で 隔年

結 果 が 著 しい 場 合，摘 果 時 の 葉果 比 は 35 程 度 が適 当 と い

え る．

　葉果比 が 35（全 葉面積当 た り収穫果数 ：16個 ）の と き，

全葉面積当 た り収穫果数 と翌年 の 旧葉面積当た り花 らい

数 と の 関係 （第 3図 ）か ら，B 区 に お け る花 らい 数 は 213

個で あ っ た．こ の 値を第 4図 に あて は め る と，花 らい 数 が

お よ そ 200 個 ま で は ，そ の 増加 に つ れ て 全葉 面 積 当 た り

収穫果数 も増加 ず る 傾向 に あ り，花 ら い 数 が こ れ ら の 値

よ り も大 き くな る と，
1
収穫 果 数 の 増加 が あ ま り見 込 め な

い こ とが分 か る．ま た．花 らい 数 が お よ そ 200 個 ま で は，

新葉数 の 有意 な減少 は な か っ た （第 5 図 ）．す な わ ち，無

深耕少肥条件 が 著 しい 隔年結果を 示 して い る と き，慣行

よ り も強め の 葉果比 35程 度 で 摘果 を 行 う と．翌年の 花ら

い 数 お よ び新葉数 が 適正 な範囲 で 確 保 さ れ る の で ，隔 年
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結 果 が 防止 で き る の で あ ろ う．

摘　　要

　 ワ セ ウ ン シ ュ ウ
‘

宮川早 生
’
を用 い ，火山灰土 壌 に お い て

栽植密度を 1，250本 ・ha
−

］

（栽植距離 ：2，8　m × 2．8　m ）と

し，無深耕少肥条件 で の 無せ ん定
・
無摘果 （A）と せ ん 定 ・

摘果 （B），お よ び 深 耕標準施肥条件 で の 無 せ ん 定 ・無摘果

（C ）と せ ん 定 ・摘 果 （D ）の 4 つ の 組 み 合 わ せ で 栽培 した ．

各処理 区 3樹を 供試し，20年間に わ た っ て 収量 を 調査 し

た．両 ⊥ 壌 条 件 の 無 せ ん 定 ・
無摘果区 （A お よ び C 区）お

よ び せ ん 定 ・摘果 区 （B お よ び D 区 ）に お い て，若木の 時

期 は 極端 な 隔年結果 を 示 さ な か っ た ．しか し，A お よ び

C 区で は 12年生 か ら，B お よ び D 区で は 15年生 か ら著

しい 隔年結果 が 始 ま っ た．こ の 隔年結果 が始 ま っ た 年 か

ら実験終 了 時 （23年生 ）ま で の デ ータ を用 い，全葉面積当

た り収穫果数 に つ い て 当年の 値 と翌 年の 値 との 関係 を 求

め た，得 ら れ た 回帰式か ら推定 した 当年 と翌 年 の 収穫 果

数 が 同 じ に な る 値 は ，葉果比 で は 無 深 耕少肥 条 件 が お よ

そ 35，深 耕 標準施肥条件 が お よ そ 50 で あ っ た．こ の こ と

か ら，隔 年 結 果 が 著 しい 成 木 の 場合，無深耕少肥条件 で

155

は葉 果 比 35程 度の 強 め の 摘 果 を しな い と隔年 結 果 を 防 げ

な い こ と が 分 か った ．一
方，深耕標準施肥条件 で は，葉

果比 50 で 摘果を行 うと収量 が著 し く減少す るの で ，隔年

結果を防 ぐに は 間伐を行 い ，樹冠 の 受光体勢 を 改善 す る

必要 が あ る と考え ら れ た．以上 よ り，無深耕少肥条件 で

隔年結果 が著 しい 場合，慣行 よ り も強 め の 葉果比 35 程 度

で の 摘 果 は，翌 年の 花 らい 数 お よ び 新葉数 を 適 正 な 範囲

で 確 保 し，隔 年結 果 の 防止 に有効 な こ と が 明 ら か とな っ

た．
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