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Summary

　 We 　removed 　50％ oEthe 　lea刊ets　from　tomato 　plants（Lycoρersicon 　 esculentum 　Mill．），　 which 　 reduced 　 whole

plant　transpiration　and 　xylem 　sap，　to　investigate　defoliation　effects 　on 　the　incidence　of 　blossom− end 　rot （BER ）．
As　a　result ，　both

‘NDMO112 ’
and

‘Summer 　Kiss’，　high　and 　low　BER 　cult 正vars ，　respectivcly ，　shocd 　a　reduced 　BER
incidence　in　plants　 receiving 　defol圭ation 　treatment ，　Furthcrmore，　 the 　concentration 　of　nutlient 　 solut 孟on 　 also

effected 　 the 　 incidence 　 of 　 BER 二 ahigher 　 concentration 　 of　 nutrient 　 solution 　 induced　 moTe 　 BER ．　 However ，
defoliation　treatnlent　did　not 　decrease　the　number 　of　markeIable 　fruit　 or　the　ffesh　 weight 　per　fruit，　Our　 results

indicated　that　defollation　treatment　 of　tomato 　plants　 could 　 reduce 　 BER 　 incidence　 without 　 compromis 三ng

marketable 　yield．
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緒　　言

　 トマ ト果 実の 尻腐 れ は，19世紀終 わ りこ ろ か ら生 理 障

害 の ひ とつ と して 認知 さ れ る よ う に な っ た が ，尻腐 れ果

が 発生 しや す い 品種 の 栽培に お い て は，今 もな お 大きな

問題 とな っ て い る．尻腐 れ 果 の 発 生 に 関 して ，Lyon ら

（1942）は Ca施肥量 との 関係を指摘 し，現在 で は尻腐れ 果

の 発生 は果実内の 不十分 な Ca濃度 に 起因 して い る とす る

考え方が主流 を な して い る （寺林 ら，1986 ；El−Gizawy　
・

Adams ，1986）．ま た，土 壌 養分 の 過 不 足 （Robbins ，

ユ937）や 水分欠乏 （Evans ・Troxler，1953）な ど，根 圏で の

ス トレ ス は 尻腐 れ を発生 させ る要因 で あ る と考 え られて

い る，そ の 他 に は，植物体 の 生長や 果実 の 肥大 が 早 く進

む よ う な 環境条件 （Spurr，1959）や ，環 境 の 急 な 変化

（Chamberlain，1933）に よ っ て も尻腐れ 果 の 発生 が増加

す る こ と が 報告 さ れ て い る．し か し，Ca欠乏 以外 の 原因

に 関 して は，環境条件 の 変化 が Ca の 吸収，輸 送 を 混 乱 さ

せ て 果実の Ca欠乏 を 引き起 こ し，間接的 に 尻腐 れ 果を 誘

発 さ せ て い る と も考 え られ て い る （Shear，1975），近年，
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蒸散 の 強 い 条件下 で は ，尻腐 れ 果 の 発生 が 増加 した とい

う報告 （de　Kreij，1996）が あ り，Cho ら（1997）は 果実 に

通風 す る こ と で 尻 腐れ 果 の 発生 が減少 した と報告 して い

る．トマ ト果実は 果皮表面 が ク チ ク ラ 層で 覆わ れ て い る

た め に 蒸散 が 弱 く導管液 の 流入 も少 な い ．さ ら に Ca は 難

移動性で あ る こ と か ら果実中で Ca 欠乏が 発生 して い る と

考え られ る．そ こ で ，本実験で は摘葉す る こ と に よ っ て，

植物体全体 の 葉 の 水 ポ テ ン シ ャ ル を柑対的 に 上昇 させ る

こ と が，尻腐れ果の 発生 に どの よ う に 影響す る の かを調

査 した．

材 料 お よ び 方 法

　実験 に は ，尻腐 れ 果 が 発 生 しや す い と さ れ て い る

tNDMOI12 ’
（日本デ ル モ ン テ （株））お よ び 尻腐れ 果 が発

生 しに くい と され て い る
‘Summer　Kiss’（日本デ ル モ ン テ

（株 ））を 供試 した．2001年 10 月 20 日 に 種 子 を ろ 紙 を 敷

い た シ ャ
ー

レ 内で 発芽 さ せ た．苗 は ガ ラ ス 温室 に移 し て ，

砂を 入 れ たバ ッ ト内で 3週 間栽培 した 後，ロ ッ ク ウ
ー

ル に

定植 した．畝間 120cm ，株間 25　cm の
一

条植 え と し，植

物体 は左右交互 に 誘引 した．ま た，主枝
一

本仕立 て と し，

摘心 は しな か っ た、

　栽培期間中，本葉 が 手 で つ か め る 大き さ に な っ た段 階

で ，そ の 小葉を左右交互 に 取 り除 い た．摘葉区の 摘葉 の
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程度 は 小葉 の 数 の 約 50％ と し，無摘葉区 は摘葉 しな か っ

た ．各区 4 株ず つ と した．

　開花時 に は着果 と果 実 肥 大 を 促す た め に トマ ト トーン

（4
−CPA ）を 1〔〕0倍 に 希釈 して 散布 した．果実 は 成熟 した

もの か ら随時収穫 し，1個体当た りの 尻腐れ果発生率を 調

査 し た ．ま た，摘葉 が 収量 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て ，正 常

果 の 数 お よ び生 体 重 を調 査 した．収穫 期間は 2 月 22 日 か

ら 3 月 20 日 ま で と し，第 1果房 か ら第 5果房まで の 果実

を対象 と した．

　培養液濃度 と摘葉 の 交互 作 用 を み る た め，培養液 に は

園試処方培養液 の 112単位お よ び 1単位 の 2種類を用 い

た ．か ん水は か ん 水チ ュ
ーブ を用 い て ，1 日に 4回 （10時，

12時，14時，16時）十分 な 廃液 が 確認 で き る ま で 行った．

栽培期間中は 室温 が 20 ℃ 以 ドに な らな い よ う に 温 風暖房

機で加温 した．

結　　果

1 ．尻 腐 れ 果 発 生 率

　 1単 位 培 養液 を施与 した無摘葉区で は，
‘NDMOI12 ’

お

よ び
‘Summer 　Kiss’の 株全体尻腐れ 果発生率 は そ れ ぞ れ

39％，30％ で あ っ た が，摘葉 に よ っ て 30％，13％ に 低下

した （第 1 図 A ）．112単位培養液を 施与 した 場合 に も，
‘NDMO112 ’

お よ び
‘Summer 　Kiss

’
の 株全体尻腐 れ 果 発

生 率 は そ れ ぞ れ 30％， 16％ で あ っ た が ，摘 葉 に よ って

18％，6％ に 低下 し た （第 1 図 A ）．

　 い ず れ の 場合に も，第 1果房 か ら第 3果房 で 尻腐れ果発

生 率 が低 く，第 4，5果房 で 高 くな っ た．摘葉 に よ る尻腐

れ 果発生率 の 低下 も，第 4，5果房 で 顕著 で あ っ た （第 1

図 B ．．E）．

　 ま た ，両 品 種 に お い て ，1単位培養液 を施与 した 個体

は，ユ！2単位培養液 を 施与 した個体 よ りも高 い 尻腐 れ 果発

生率を示 した ．尻腐 れ 果発生率 の 摘葉 に よ る低下 の 程度

は，ユ単位培養液 よ り も ユ〆2単位培養液で 大きか っ た （第

1図 A）．

　培養液濃度 や 摘 葉 の 有無 に よ ら ず，
‘NDMO112 ’

は

‘Summer 　Kiss’よ り も高 い 尻 腐 れ 果 発 生 率 を 示 した．一

方 で ，尻 腐 れ 果 発 生 率 の 摘葉 に よ る 低下 の 程 度 は

‘NDMOI12 ’
よ り も

‘Summer 　Kiss
’
で 大 きか っ た （第 1図

A），

2 ．収 量

　収量 は未熟果 も含 め た す べ て の 正 常果 の 生体重 の 和 で

表 した．両品種 と も，摘葉 に よ る 収量 の 低 下 は 見 られ な

か っ た （第 2図 A）．1単位培養液 は 112単位培養液 と 比 較

して ，尻 腐 れ 果発生 率 は 高 か っ た に もか か わ らず 収量 は

大 き くな っ た ．

3 ．正 常 果 数 （未 熟 果 を 含 む ）

　1単位培養液 を施与 した無摘葉区で は，
‘NDMOI12 ’

お

よ び
‘Summer 　Kiss’の 1個体 当た りの 正 常果 数 は と も に

28 個 で あ っ た．ま た，1／2単位培養液を 施与 した 場合 に

は ，
‘
NDMO112 ’

お よ び
‘Summer 　Kiss’

の 1個体あた り
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第 1 図　摘葉お よ び培養 液 濃度が，トマ ト品種
‘
NDMOI12 ’

およ

　　 び
‘Summer 　Kiss’の 段 階位の 尻 腐れ果 発生 率 に 及 ぼ す影

　 　 響

　　 A ，植物体当 た りの 尻腐れ果 発生率 ；B ，
‘
NDMOI12

’・1
　　 単位培養液 ；C，

‘
NDM 〔〕112’・1／2 単 位培養液 ；D ＝‘Sum −

　　 meT 　Kiss’1単位培 養液 ；E，
‘Summer　Kiss’112単 位培養

　　 液，図中の 1は 標準誤差 を （n ＝4）を示 す
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園学研 （Hert，　Res．（Japan））3 （2）： 183 −186．2004，

A

1 1〆2

培養 液 濃 度

1 1〆2

‘NDMOll2 ’
　　　　　

トSummerKiss ’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B

1 112 1

培養液濃 度

112

C

1 1〆2 1 112

　　　　　　　　　　　　培養 液 濃 度

第 2 図 摘 葉 が，トマ ト品種
‘NDMO112 ’

お よ び
‘Summer　Kiss’

　　 の収量 （A），正 常果数 （B ）， 正常果生体重 （C）に 及ぼ す影響

　 　 X 軸 の 数 値は 培養液の 濃度 を示 して お り，1と 1！2は，そ れ

　 　 ぞ れ 1単位 と 1！2単位 の 園試処方培養液 を示 す．図 中 の 1は

　　 標 準 誤 差 （n ＝4）を示す．

の 正 常果数 は そ れ ぞ れ 25，27個 で あ っ た （第2図 B ）．両

品種 と も摘葉に よ り正 常果重 は増 え る傾向に あ っ た が，有

意差 は 認 め ら れ な か っ た （t検定，5％ 水準 ）．

4 ．正 常 果 生 体 重

　正 常果生体重 は 着色期 に 入 っ た 正 常果 （未熟 果 を含ま な

い ）の 生 体重 の 平均 で 表 した．1単位培養液を 施与 した 無

摘葉 区で は ，
‘NDMOI12 ’

お よ び
‘Summer 　Kiss’ の 正 常

果生 体重 は それ ぞ れ 93g ，139　gで あ っ た （第 2図 C），両

品種 の 正 常 果 生 体 重 に は 摘 葉の 影 響 は 認 め られ な か っ た 、
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ま た，1〆2単位培養液を施与 した 場合 に も果実重 に影響は

認 め ら れ な か っ た．

考　　察

　 トマ トの 尻 腐 れ 果 は，果 実内で Ca の 欠乏 が 起 こ る こ と

が 原因で あ る と考え られ て きた ，尻腐 れ と Ca濃度 との 関

係 に つ い て 寺林 ら（1986）は，同
一

果房内の ほ ぼ 同 じ大 き

さ の 果実 で は，尻腐れ 果 は正常果 よ り も果実全体 の Ca濃

度 が 低か っ た こ と を 報告して い る．

　本研究 で は 摘葉 に よ っ て ，尻腐れ 果 発生率 が低下 す る

こ とが 示 され た ．摘葉 が 植物体 に 及 ぼ す 主 な影響 と して

は光 合成 量 と蒸散量 の 低下が 考 え ら れ る．

　光合成量 と尻腐れ 果 発生 の 関係 に つ い て は ，果実 の 肥

大速度 が速 い 場合に は 尻腐れ果 が 発 生 し や す い とい う報

告が あ り（Spurr，1959），果実 の 急速な 肥大 に Ca の 供給

が 追 い つ か な い こ と に よ っ て 尻腐れ 果が 発生す る と され

て い る．そ の た め，摘葉 に よ っ て 光合成量 が低下 し，果

実 の 肥大速度 も低下 し た 結果，尻腐れ 果 の 発生 が 抑制 さ

れ た こ とが 推測 さ れ る．本研究で は 第4，5果房で 尻腐れ

果発 生 率 が高くな り ， 尻腐れ 果発生率 の 摘葉 に よ る 低下

も顕著 に な った が ，こ れ は 展開葉数 が 増加 して 光 合成量

や 蒸散量が大き くな っ た た め に 果実 の 肥大速度 が 速 くな

っ た こ とが 原因の ひ とつ と して 推察され る．

　 ま た，蒸散 と尻腐 れ 果発 生 の 関係 につ い て は，植物体

の 蒸散が 強 くな る 環境下 で 尻腐れ 果発生率が 高 くな る と

い う報告 が あ る （de　Kreij，1996）．摘葉 に よ り蒸散量 が

低下 して ，植物体内の 水 ポ テ ン シ ャ ル の バ ラ ン ス に 変 化

が 生 じる と 思 わ れ る．結果 と して ，果実 の 水 ポ テ ン シ ャ

ル が 相対的に低下 し，果実 へ の 導管液 の 流入 が 増加 して ，

果実へ Ca が供給さ れ や す くな るた め に尻腐れ果の 発生 が

抑制 され た の で は な い か と考え られ る．

　 しか し，Nonami ら （1995）は正 常果 と尻腐れ 果 の Ca濃

度 に 差 が な か っ た こ と を報告 して お り，Francoら （1999）

は水分欠乏 に よ り尻腐 れ果発隼率が 上 昇 し，Ca は直 接 的

に 関与 し て い な か っ た こ とを 指摘 して い る．こ れ らの 報

告 か ら は，Ca欠乏以 外の 原因 に よ っ て 尻腐れ果 が 発生 し

て い る可能性 が考 え られ．今後摘葉 と尻腐 れ 果発 生 率 と

の 関係 を 明 らか に す るた め に は ，光合成量 と蒸散 が 尻腐

れ 果の 発生 に どの よ う に 関わ っ て い るか を詳細 に 調査，検

討 す る 必要 が あ る．

　 ま た ，培養液の 組成 や 濃度が 尻腐 れ 果 の 発 生 に 影 響 を

与え る こ と は多くの 研究者 が 報告 して い る．本研 究で も

1単位培養液を施与 した 場合 に は，112単位培養液を施与

した 場合 よ り も高 い 尻腐れ果発生率を示 した．こ れ らに

加 え て，培養液濃度 は 正 常果数 に も影響を与 え て い た．高

い 尻腐 れ 果発 生 率 を 示 した
‘NDMOI12 ’

は，
‘Summer

Kiss’と比 較 して 着果数が 多 い 事か ら （デ
ータ不記載 ），果

実間の 光合成産物 の 競合 が 尻腐れ 果発 生 率に 影響 して い

る こ と も考え られ る．
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　本 研 究 で は 摘葉 に よ っ て 尻 腐 れ 果 発生 率 を低下 さ せ た

が，今 後，摘葉 が 植物体 に 及 ぼ す 影響を 調査 して い くこ

と で ，尻腐 れ 果 に 関す る新 しい 知 見 が 得 られ る と考え ら

れ る，

摘　　要

　 トマ トの 小葉を 50 ％ 摘 除 す る こ とに よ っ て ，蒸散 を 抑

制 し，蒸散流 を変 化 させ る こ とで ，尻腐れ の 発生 に どの

よ うに 影 響 す る か を 調 査 した．そ の 結果，摘葉に よ っ て

尻腐 れ が発生 しや すい と され て い る
‘NDMOI12 ’

お よ び

尻腐 れ が 発生 しに くい と され て い る
‘Summer 　Kiss’ と も

に 尻腐れ 果発生率 が 有意 に 減少した ，両 品種 と も，1単位

園試処方培養液を施与 した 個体 は，1〆2単位園試処方培養

液を施与 した 個体 よ り も高い 尻 腐 れ 果発 生 率 を 示 した ．

ま た ，正 常果 の 数 お よ び生 体 重 に 対 す る，摘葉 に よ る影

響 は 認 め られ ず ，収量 の 低下 は な か っ た ．
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