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Summary

　Mericlones 　 of　 Bra ∬ otaeliocattteya 　 Shinmei ‘Sanyang’transplantcd　 from　 fiasks　 to　 pots　 with

sphagnum 　moss 　were 　acclimated 　for　4　weeks 　in　growth　cabinets 　controHed 　a目 5℃，25℃ and 　35℃
under 　50 μ mo1 ・rn

−2 ・s司 foT　l6−hr　phQtoperiod　with 　nuorescent　lamps．　Except　foT　Toot 　CAT 　activity

that　increasod　at　25℃，　superoxide 　dismutasc （SOD ），　ascorbate 　peroxidase（APX ）and 　catalase （CAT ）

activities 　in　leaves　and 　roots 　fluctuated　slightly ．　Howevel ，　those　actMties 　at　1∫
’C　 and 　35℃，　in孟tiany

changed 　 significantly 　 afteT　 the　 onset 　 of 　the　tleatments； they　became　 stable 　during　the　 rest　 of 　the

acclimation 　perio己 Based 　on 　the　antioxidative 　enzyme 　activities
，
　the　Iesponses 　to　therma 監stress 　were

greater　 in　 roots 　 than　in　 leaves．　 These　 results 　 indicate　 the　 significance 　 of 　 managing 　 the　 root

enviTonment 　at　transplanta！ion　time．　SOD 　activities 　that 　were 　highest　at　35℃，　followed 　by　those　at

15℃，clearly 　demonstrate 　the　effec しs　of 　acclimat 三〇n　temperatures （thermal 　stress ）on 　both　leaves　and
Toots ．　Thermal 　 effects 　 on 　APX 　 and 　CAT 　differed　between　leavcs　 and 　 roots ．　 SOD 　activities 　in　both
leaves　and 　roQts 　as　affccted 　by　the　highしemperature 　became　smoothly 　stabilized ．　CAT 　activated 　foT　48

hrs　after 　the　 onset 　of 　the　 acclimation 　treatment　reverted 　to　its　initial　level　and 　 Temained 　so 　for　several
morc 　weeks ．　Activities　in　SOD ，　APX ，　and 　CAT 　in　 roots 　tha【incleased　at　15

°C　indicate　that　cattleya

planしs　are　heat−but　not 　cold
−
resistant ・
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諸 言

　ラ ン 苗の 順 化 環境 に 関 す る研 究 は い く らか あ り，カ ト

レ ア 実生 に つ い て ，Islam（1999）は光 や 温度条件を検討

し，生育状況か ら適温 の 存在す る こ とを報告して い る．し

か し，苗の 順化過 程 を植物 生 理 学的 な点 か ら把 握 す る研

究 は 乏 し い ．Liら （2001 ）は カ トレ ア や シ ン ビ ジ ウ ム の 成

株 に お い て 順化中の 温度が ス トレ ス 要因 とな っ た と き活

性酸素 の 発生 を助長 し，こ の 消去 に 抗酸化酵素 で あ る ス
ー

パ ーオ キ シ ドジ ス ム タ
ー

ゼ （SOD ），ア ス コ ル ビ ン酸 ペ ル

オ キ シ ダーゼ （APX ）や 力 タ ラ
ー

ゼ （CAT ）が 深 く関与す る
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こ と を報告して い る．こ れ らの 酵素 の 活 性 は ラ ン の み な

らず 他 の 植物 に お い て も，生 物的 あ る い は非生 物的要因

に よ り変動す る こ とが 知 られ て おり（今堀 ら，1998；西原

ら，2001），キ ュ ウ リや トウ モ ロ コ シ な と
’
の 耐寒性 の 弱 い

植物で は こ れ らの 活性 が低 い （Jahnke ら，1991 ；Shenら，

1999），した が っ て，ラ ン 苗 の 順化 に お い て こ れ らの 酵素

は順化温度制御 の 指標 と な り う る と考 え られ る．ラ ン に

は 光 合 成 様 式 が C3 の も の と CAM の も の が 存在 し

（Avadhani ら，1982），光 合成 様式 に よ っ て 過 酸 化 水 素 含

量 や 上述 の 3酵素活性 に 差異 の あ る こ と も知 られ て い る

（李 ら，2001）．したが っ て ，順化過程 の 解明に は こ の こ と

も考慮す る必要 が あ る．さ らに 苗 の 順化過 程 を 明 らか に

す る 上 で ，根 の 受 け る影 響 を 把 握 す る こ と は
一

層重要 と

考 え られ る．す な わ ち，フ ラ ス コ 苗 の 場合，根 は 水分 が

多 く無機 イ オ ン 成分 の 豊富 な 培地内に あ る が，植 え 出 し
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た後 は コ ン ポ ス トと して ミズ ゴ ケなと
’
を使用す る た め，よ

り好気的 な条件と な るな ど，植え 出した前後で 培養環境

は 著 し く変化 し，植 え 出 し た 時の 根 は 損傷 も生 じ て ，地

上部 よ り も大 き な 影 響 を 受 け る と 考 え ら れ る，

　最 も順化 に 影響す る 環境要因 と して 光，温度，養水分

が あ げ られ る，温度に つ い て ，CAM 植物の カ トレ ア 交配

種 メ リ ク ロ ン苗を用 い ，高温 や 低温 が順化過程 に おい て

抗酸化酵素活性 に どの よ うな影響を与え るか 明 ら か に し，

順化に 関す る指針を 得 る 目的 で 実験 を行 っ た ．

材料 お よ び 方 法

1 ． メ リ ク 囗 ン 苗 の 順 化

　 カ トレ ア 苗生産者 か ら購 入 した フ ラ ス コ 入 り Bra ∬ o −

laeliocattleya　Shinmei‘Sanyang’の メ リク ロ ン 苗（苗齢 1

年，草丈 6cm ）を 実験 に 用 い た．メ リ ク ロ ン 苗 は フ ラ ス

コ か ら水道水 で 培地 と と もに 洗 い 出 し，水 が 苗 か ら流下

後，水を含ま せ た ミズ ゴ ケ で ポ ッ トに 植え替 え，1鉢 に

40 本植 え の コ ミ ュ ニ テ ィ ポ ッ トと した．2001年 5月 24

日，温度を 15℃ （低温 ），25℃ （中温 ）およ び 35DC（高温 ）

に 設定 した グロ
ー

ス キ ヤ ビネ ッ ト内に 移 し，順化 を開始

した．光量 は Islam （1999）の 結果か ら 50 μmol ・m
幽2 ・s

−1

と し，植物育成用蛍光灯 で 毎 日 8時か ら 24時 ま で の 16時

間 日 長 と し た ， か ん 水 は 毎 日行 い ，施 肥 は 液 肥

（N ：P：K ＝ユ95：79：570ppm ）で 適宜行 っ た．

2，酵 素 の 抽 出 と 活 性 の 測 定

1）酵素の 抽出

　葉 と根 （根の 先端部約 2mm を切除 ）を 定植直後 （0時間 ），
6，12，24お よび 48時間後，さ ら に，順化開始 1，2，3，
4週間後に 採集 した．新鮮重 1g ず つ 3サ ン プ ル を 液体窒

素 で 凍結後，−2（TCに 貯蔵 した．凍結試料 を pH7 ．0 の リ ン

酸緩衝液 4ml 中で乳鉢，乳棒を 用 い て 磨砕 し，2層 ガー

ゼ で ろ過 した．ろ液を 10，000rpm ，5℃，20分間冷却遠

心 （Tomy ，　 MX − 150）し，上 澄 み 液を粗酵素液 と した ．

2）酵素活性 の 測定

　SOD 活 性 の 測 定 ；SOD 活 性の 測定 は，　 Beauchamp ・

Fridovich（1971）の 方法に 準じた、すな わ ち，50　mM 炭

酸 ナ トリウ ム 緩衝液 （pH　10．2）2．3　ml ，1．O　mM ニ トロ ブ

ルー
テ トラ ゾニ ウ ム （NBT ），4．O　mM キ サ ン チ ン ，3，0　mM

EDTA ，0．15％ （w 〆v）BSA （牛血製 ア ル ブ ミ ン ）お よ び

10 倍 に 薄 め た 希 釈 粗酵素液 の 各 々 0．1ml を 含 む 反 応 液

に ，キ サ ン チ ン オ キ シ ダ
ーゼ 0．1ml を加 え て 反応を開始

さ せ た．3〔アC で 20分間 イ ン キ ュ ベ ート した 後 10mM

CuCl20，2　ml の 添加 に よ り反応を停止 させ，生成した青色

ホ ル マ ザ ン の 吸光度を分光光度計 （Hitachi，　 Model 　100−

50）を も ちい て 560nm の 波長 で 測定 し た ．な お対 照 区 の

吸光度を 50％ 抑制 す る SOD 活性を 1単位と した ．

　APX 活 性の 測定 ：APX 活性 の 測定 は，蒸留水 2　ml ，

0．2 ％ ア ス コ ル ビ ン酸 1ml，粗酵素液 0．4　ml を含む反応
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Fig．1．　Effect　of　acclimation 　temperatures （◇ ，35℃ ，　high；［］，25℃ ，moderate ；△ ，15℃，　low）on 　SOD 　activity
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液，お よ び こ の 反応 液 の 蒸留水 1ml を 5mM 　H2021ml

に 置 き換 え た 反応液を 24℃ で
・2 分間反応 さ せ，10％ メ

タ リ ン酸 1m1 を加 え て 反応を 停止 さ せ た．指示薬 と して

1％ 澱粉液数滴を加え て 0，005N ヨ ウ 素液で 浅青色 ま で 残

存す る ア ス コ ル ビ ン 酸量 を滴定 し，前者の 反応液 に お け

る ア ス コ ル ビ ン酸量 か ら後者 の 量を差 し引い て 算出 した．

　CAT 活性の 測定 ：CAT 活性 の 測定 は Greenfield・Price

（1954）の 方法 に 準 じ，前記 の 抽出用 リ ン 酸緩衝液 2ml ，

租酵 素液 0．4ml お よ び 3％H2022ml を含 む反 応 液 に お け

る 常圧
・24℃ ・2 分間 の 酸素生 成量を容積法 で 測定 した，

結　　果

1．順 化温 度が SOD 活 性 に 及 ぼ す 影 響

1）48時間処理 の 影響

　48時間処理 か らみ る と （第 1図 a，c）葉 の SOD 活性 は

処理開始 6時間後 に は い ず れ の 区で も上昇し，特に 高，低

温 区 で 中温 区 よ り有 意 に 増大 した が そ の 後低下 した，根

の SOD 活性 は，低，高温区で は葉 よ り増大 し，高 く推移

した ，こ れ に 対 し中温区 で は 処理開始後，や や 低下 した

が 48時 間 後 に は，初期 の 値 に 回復 した，根 で は低 温 と高

温 の 両 区 の 差 が わ ず か で ，中温 区 よ り極 め て 活 性 が 高か

っ た．

2）4 週 間処理 の 影 響

　葉，根 と も に 高温 処 理 区で は他の 2処理 区以上 の 高い

SOD 活性を 維持 した （第 1図 b，　 d）．一
方，中温区の 葉 で

は 活性 が 低下 した が ，根 の SOD 活性は初期 の 値が維持さ

れ た．低温 区の 葉で は SOD 浩性は変化 しな か っ た が，根

で は 活性増大が 2週間後 ま で 続 い た．処理 2週間後以降

は ，3処理区 と もに 安定状態とな り，処理終了時の SOD

活 性 は 葉，根 と もに高 い 順 に 高温 区，低 温 区，中温 区 と

な っ た ．

2 ，順 化 温 度 が APX 活 性 に 及 ぼ す 影 響

1）48時間処理の 影響

　葉の APX 活性は低温区で 処理 6時間後に 有意に 増大 し

た後初期値以下 に 低下 した （第 2図 a）．中温区 と 高温区で

は 急速 に 低下 した．根で は低 温 区 は葉 と異 な り，6時 間 後

か ら 12時間後ま で 有意 に 低下 した 後，回復す る傾向を示

した の に 対 して，高温区で は 6時間後 に わ ずか に 低下 した

が 12時間後 に は 初期値 に 回復 し，そ の 後再 び 低 下 した

（第 2図 c）．中温区で は 根の APX 活性 は変化 しな か っ た．

48時間後 に お け る 3つ の 温度処理区 の APX 活性 の 差 は 葉

で は 認 め ら ず，根 で は 高温区 と 低温区が 中温区 よ り低 か

っ た．

2）4週間処理 の 影響

　48時間後に は ほ とん と
’
差 の な か っ た葉 の APX 活性 が 高
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温区で は 2週間後 に 増大 した （第 2 図 b）．根で は 中温区は

ほ とん ど変 化 しな か っ た の に 対 して，48 時 後 に 低 下 した

低，高温区 の 活性 は そ の 後順化の 経過 に つ れて 初期値 に

回復 した （第 2図 d）．4 週間後 に は葉で は高，低，中温 区

の 順 とな っ た が，根で は 3温度処理 区間 に APX 活性の 差

異 は 認 め ら れ な か っ た ．

3 ．順 化 温 度 が CAT 活 性 に 及 ぼ す 影 響

1）48時間処理 の 影響

　葉 の CAT 活性 は 高温区で 処理 48 時間後 に 有意 に 増大

した （第 3図 a）．
一

方，低，中温区で は 葉，根 と もに や や

増大 した （第 3図 c），根 に おける活性 の 変動は，葉 と同様

著 しか っ た 高温区だ けで な く，低，中温区で も著 しか っ

た ．48 時 間 後 の CAT 活 性 は 高，中，低 温 区の 順 で あ っ

た．

2）4 週間処理の 影響

　葉 の CAT 活性 は 高温区で は処理 1週間後 に有意 に増大

した 後，低下 した が，低，中温区で は ほ と ん ど変化 しな

か っ た （第 3図 b）．根 で は 3つ の 温度処理 区 と もに 活性が

高 ま っ た 状態 で 推移 した．最 も活 性が高か っ た高温 区は

2 週 間 後 か らや や 低下 した が，中温 区で は 居性 が 維持 さ

れ，低 温 区 で は 4 週 間後 も増大 した．4週 間後 の 活性 に

は，根 で は 高温区，中温区の 間 に 差が な く，低温区が 高

か った （第 3 図 d），

考　 察

　カ ト レア成株は冬期で 夜温 ユ3・・15℃ に 保 っ 温度管理 が

必 要 で ，35℃ の 高温 に は数時間耐え る こ と が で き る．フ

ラ ス コ か ら出 して コ ミ ュ ニ テ ィ
ーポ ッ トに 移植 した 苗 は

夜温 15．5℃ は 必 要 で ，18．5℃ に 高 め る と生 育 が よ くな る

（Northen，1970）．本 研 究 で は 1 か 月 後の 生 育 を 見 る と，

処理開始後 3週 目か ら，定植時 に 存在 した根 か ら 中，高温

で 発育し た 新根部は 約 0．5cm の 白色透明 の 新根 とな っ

た．こ れ に 対 して 低温区で は根 と葉 の 先端が褐変す る低

温障害 が 発生 した．こ の よ うな 点 を考慮す る と，本実験

で 設定 した 15DCや 35℃ は適温域か ら隔 た っ た 処理温度 と

い え，抗酸化酵素活性 の 変動 を 見 て も急激な ス トレ ス を

もた ら した こ とは 明 らか で あ る．メ リク ロ ン 苗の 順化中，

葉の SOD 活性 は 温度が高い ほ ど高 っ た が，い ず れ の 温度

で も
一

時的 な変動の 後，高，低，中温 の 順 で 安定 した．低

温 の 影響に つ い て み る と，SOD は 正 常 な状態 で も活性を

示す が，低 温 ス トレ ス を受 け る と活性 は 増大 す る （Jahnke

ら，1991；Shen ら，1999），低 温 感受性植物 に 対 し，低 温

条件下で 光照射す る と光合成機能 は 著 し く低下 す る が，こ

れ は ラ ジ カ ル の 生成 と 光合成電 子伝達系の 損傷 に よ るた

め と され る （Taylor ら，1974 ；Powles ら，1983）．本実験

の 低温処理後 の SOD の 活 性化 は，こ う した 不 完 全 な電 子
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伝達 に よ り生 じる 02
一
を 消去す る 植物の 最初 の 防御反 応

と して 働く （Fridovich，1986）こ と を 示 し て い る ．しか

し，12時間後以降活性 が低下 した とい う本実験 の 結果は

APX や CAT の 活性低下 に よ っ て H202 濃度 が 高くな り，

消去 され な か っ た H202 が SOD を不活性化す る （河野，

1988）こ とが 原因 と考え られ る．一
方，高温 条件下 に お け

る 反 応 は Li ら（2001 ）の 報告 と一致 した，　 sOD 活 性 の 増

大 は 細胞 に おける 02
一

の 増加 の 指標 と さ れ （Fridovich，

1986），02
一

の 生成増大 は長期 に わ た り，SOD 活性 は 高

く維 持 さ れ，生 成した H20z の 分解 は 順化の 前期 は CAT

に よ り，後期 は APX に よ り低温 区 と比較して よ り順調 に

行 わ れ る の で あ ろ う．

　 SOD 活 性の 変化 か ら，根 に 対す る 高温 と低温 の 影響 は

葉 に 対す る よ り大 き い と考え られ る．SOD に は 3種 類が

あ り，そ の うち CuZn −SOD は 葉緑体 に ，　 Mn −SOD は ミ

トコ ン ドリ ア に主 に 分布 し（二 木，1990），さ らに 培養細

胞 や 個体 の 物理的あ る い は化学的刺激 に よ る Mn −SOD

発現 量 は CuZn −SOD よ り勝 る と され （井上，1996），本

研究の ミズ ゴ ケ 中で 生 長 した根 は 白色 の 部分 が多 か っ た

こ と も考慮 す る と，根 に おけ る変動 は 呼吸 に 関与す る ミ

トコ ン ドリア へ の 影響 に よ る もの と考え られ る，また ，高

温 と低温 の 影響 を比 較した と き，高温 で は 1週間で SOD

活 性 は安定す るの に 対 し，低温 で は 2週間後 も増大 し 続

け，低 温 の 影 響 が 高 温 よ り長 く続 く こ と を 示 して い る．

　 APX は SOD と と もに water − water サ イ ク ル を 形成 し

（Nakano・Asada，ユ981；Asada ，1992），葉緑体 に お い て

過剰 な光 エ ネ ル ギ ーを 消去す る役害IJを果 して い る．高温

処理 開始後 APX 活 性 が低下 した こ とか ら，順化初期 に は

カ ト レ ア で は こ の サ イ ク ル の 関与は低 い と思 わ れ た，し

か し，そ の 後順化 が 進む と APX 活性 は 増加 して 初期 の 値

に 回 復 した こ と か ら，SOD と と もに H202 の 分解 に 関与

す る と考え られ る．Liら （2001）は成株につ い て昼温 32℃，

夜温 20℃ で 2 か 月順化 した カ ト レ ア 成株の APX 活 徃は

3（TC〜15
°Cで 順化 した もの よ り高か っ た と報告 して い る，

一
方，低 温 区 の 場 合葉 に お け る APX 活 性 は 6 時間後 に 急

激 に 増大 し，そ の 後低下 した こ とか ら，APX は ス ト レ ス

直後 の 活
’
「生酸素 の 除去 に 関与 して い る と考 え られ る．こ

の よ うな低温条件下 で の 活性低下 は ，キ ュ ウ リや トウ モ

ロ コ シ の 非耐寒性 品 種 は 活性 が 低 い こ と （Jahnkeら ，

1991 ；Shen ら，1999）と
一

致す る よ うに 思わ れ る．

　根 で は高，低 温 処理 で APX 活性が 低下 した ．根 に おけ

る こ の 変動 は ，根 が 白色 化 して い た こ と か らサ イ トゾ ル

な ど 葉緑体以外 に 存在 す る APX が 関与 して い る と推 察 さ

れ る，こ の こ と に 関 して ，浅 田 （1990）は植物 で は光合成

組織 の ほ か に 根や ジ ャ ガ イ モ の 塊茎 な ど ク ロ ロ プ ラ ス ト

を もた な い 組織 に も APX が 検出 さ れ る と述 べ て い る．

高，低温 処理 区の APX 活 性 は 4週 間 後 ま で 中温 区 と の 間

に 差 が認 め られ な か っ た、こ の こ とか ら高，低温 の 根 に

及 ほ す 影 響 は 長 く続 くと推察 さ れ る．

　CAT は正 常 な光 合成 で もペ ル オ キ シ ソ
ーム で 光呼 吸 に

伴 い 産 生 され た H202を 分解 し，光 呼吸 は気 温 が 高 い ほ ど

高 ま る （石井，1992）．
一

方，CAT は光阻害 の 発生 と併

行 して．光不活性化 され，温 度に対す る感受性も高く，高

温 で 活性 が 高 ま り，低 温 で 低下 す る （Omran ， 1980；
Feierabend ら，1992）． しか し，　 CAM 植物 の 場合，光呼

吸 は 昼間 COz が C、1化合物か ら 生成 さ れ，そ の 濃度 が 高 ま

るた め，C3植物に比べ 低 い と さ れ る （芦原 　1991）．本研

究 の カ トレ ア の 場合，高温 で 葉 の CAT 活性 が 高ま り，李

ら （2001）の 成株 に お け る結果 と一
致 した．中，低温区 に

お け る CAT の 変動の 少な い 結果 と対比 す る と，高温 で は

CAT の 1舌性増大に 光呼吸 の 関与が 示唆 され る．

　根 の CAT 活性 は 葉 よ り低 か っ た．こ れ は CAT が 根 で

は 主 に 呼吸 や養分吸収と 移行 に 関係 す る ミ トコ ン ドリア

や膜系で 生成す る H202 の みの 分解に関与す る こ と を示唆

して い る．活性 の 変化 は，い ず れ の
ー
温 度 で も順化後 48時

間以内 は著 しか っ た，トウ モ ロ コ シ に お い て CAT の ア イ

ソ ザ イ ム の 存在 と そ の 細胞内分布 の 違 い や 発育段階 に お

け る発 現 の 違 い が 知 られ て お り （Scandalios，1994），力

トレ ア の 場合 も葉 と根 に ア イ ソ ザ イ ム が 存在 し，そ の 役

割 が 異 な る と考え られ る，

　中温区に お け る こ れ ら抗酸化酵素活性 は CAT の 処理後

12時間ま で を除 くと安定 して い た．こ の こ とは 本条件下

で 活性酸素の 生成が 少な か っ た こ と を示 し，25℃ の 条件 は

好適 な 順化条件 で あ っ た と考 え ら れ る．こ の 結果 は 【slam

（1999）の 結果 を抗酸化 酵素1舌性の 面か ら支持 して い る．

ま た，根 の 受ける ス トレ ス は 葉以上 に 大 きい こ とが 明 ら

か に な っ た，い ずれの 抗酸化酵素居性 の 変動 も根 で 著 し

く，CAT 活性 は 中温区に お い て も植 え 替 え 12 時間後 に

増大 した．植 え 出 し時
’
の 根 の 扱 い の 大 切 さ．と と も に，そ

の 後 の 環境条件 に も配慮 す る必 要性を 明確 に 示 して い る．

　以上 の よ うに SOD ，　 APX や CAT 活性は 温度 の 影響を

著 し く受 け，葉 や根 に お け る変動 も大 き く，こ れ に よ る

力 トレア の ス トレス の 大き さ と環境へ の 適応性を評価 す

る 順化温度制御 の 指標 と して 応用 で き る の で な い か と思、

わ れ た ．李 ら （2001）は 光合成様式の 異 な る 力 トレ ア と シ

ン ビ ジ ウ ム の 成株の 低温 順化 を 行 い ，抗酸化酵素活性の

変化 が 認 め られ る結果 か ら前者 は後者よ り低温 ス トレ ス

回避へ の 対応 が必要 と述べ ，SOD は ス トレ ス 初期 の 重 要

性を，APX は 順化過程の 指標を，　 CAT は 光合成様式 を

含 め た 植物 の 生理的 な差異を示す と述 べ て い る．本研究

の 高温 に 対す る影響 や葉 と 根 に お け る こ れ ら酵素 の 変動

の 差異 を考慮す る と，低 温 に お い て 根 の SOD ，　 APX お よ

び CAT が長期 に わ た り変化 す る こ と か ら力 トレ ア は 耐寒

性 が低 く，高温 に 対 して は SOD が早期 に 安定化 す る こ と

や CAT の 初期値 へ の 回復 が 速い こ と か ら耐暑性 は 高い こ

と を示 し，SOD は ス トレ ス の 大き さや 環境 へ の 適応能力

を，一方，APX ，　 CAT は 葉 と根 に お ける オ ル ガ ネ ラ の 受

け る 影響 を示 す と判断 され る．した が っ て ，必 要 とす る
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順化 の 期間を李 ら（2001）の 結果を参考に こ れ ら の 活性 が

平衡 に 達 す るか あ る い は 低下を開始す るま で の 期間 と し，
影 響 の 大 き い 根をも とに 判断す る と

， 高温 順化 に 要す る

期間 は APX が 初期値 に 回 復 す る 4週 間，低温順化 に つ い

て は CAT の 増 大傾向 か ら 4 週間以 上 と推測 され た．

摘　　要

　Brassolaeliocattlea　Shinmei ‘Sanyang ’
メ リ ク ロ ン苗 を

フ ラ ス コ か ら ミズ ゴ ケ を培地 と して ポ ッ トに 植え替えた ．

温 度を 15℃ （低温 ），25℃ （中温 ）お よ び 35℃ （高温 ）に 設

定 し，植物育成 用 蛍光灯 で 光量 が 50 ！1mol ・m
’2 ・s

−1
，

ユ6時間 日長の グ ロ
ー

ス キ ャ ビ ネ ッ ト内 に 苗を移 し，4 週

間順化 した．中温 区の 葉と根 の SOD ，　 APX ，　 CAT 活 性

は 根 の CAT 活性を除 き変化 が 少 な か った ．こ れ に 対 し，

高，低温 区で は 処理 48 時 間以 内に 活 性 が 顕著 に 変動 し，

時間の 経過 に つ れ て 活 性 は安定化 した．根 は葉 と比較 し

て い ず れ の 抗酸化酵素活性 も変動 が著 しく大き く，根 の

受 け る ス トレ ス は 葉 よ り大きか っ た ．こ の こ とは 植 え替

え 時の 根 の 取扱 い や 根 を と りま く環 境 の 重 要性 を 示 して

い る．処 理 終 了 ま で SOD 活性 の 差 は 葉，根 と もに 処理 温

度 に よ っ て 明確 に 異 な り，高，低，中温区の 順 と な っ た．

ス ト レ ス の 強度 と環境 へ の 適応性 を 示 す と思 わ れ る．

APX や CAT 活性 に対す る温度の 影響は 葉 と根 で 異 な っ

た ．高温 に 対す る葉 や 根 の SOD 活性 の 早期 安定化 や

CAT の 初期値 へ の 速 や か な 回 復，低 温 に お け る根 の

SOD ，　 APX ，　 CAT 活性の 長期増大は，力 トレ ア の 耐暑性

と 非耐寒性の 性質を示 した．
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