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Summary

　The　 rhizomes 　 of 　Po ’ygonatum 〃 iacranthum （Maxim ．）Koidz．　 undergo 　 a　 period　 of　 endodormancy 　 after 　the

foTmation　 of 　 new 　 rhlzomes 　 in　 summer ．　 The 　 declease　 in　 the　 dormancy　 level　 with 　 time　 and 　 the 　 chilling

requiTements 　for　bleaking　dormancy　are 　examined 　in　this　paper ，　The 　rhizome 　dormancy　was 　deepest　in　early 　July
or 　earlier ，　and 　after 　this　the　level　of　dormancy　decreased　gradually　with 　time，　After　late　November 　the　decrease
was 　mQre 　progressive，　as　a　result 　of 　exposure 　to　low　 outdoor 　tompelaturcs ．　The　rhizome 　dormancy　was 　almost

broken 　by　late　February 　to　late　March ．　The　optimum 　temperature 　range ，　for　sprouting 　of 　rhizo 【nes 　almost 　Teleased

from　dQrmancy，was 　25　to　3（fC．　Chilling　was 　effective 　in　breaking　the　doTmancy　of　lhizomes 　when 　the　Thizomes

were 　dug　in　late　Augus 匸 or 　later．　The　rhizomes 　dug 重n　late　September　requ 重red 　a　120−day　period　of 　chilling 　a 【5℃
to　break　dormancy　completely ，　whereas 　a　90−day　period　of 　chilling 　al　5℃ was 　enough 　to　comp 置etoly 　break　the
doTmancy 　of 　those 　dug 　in　Iate　October ，　When 　 connected 　 Thizomes 　 wi 山 many 　buds 　 were 　planted，　haif　the　 number

of 　buds 　did　not 　expand ，　However ，　all　buds　expanded 　when 　divided　Ihizomes 　with 　only 　one 　bud　were 　planted，
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オ オ ナ ル コ ユ リ （Potygonatum 　macranthum （Maxim ．）

Koidz．）は根 茎 を もっ ユ リ科 ア マ ドコ ロ 属 の 日本 に 自生 す

る 多年 生 草 本 で ，春 に 地上 に 伸 び た 展 葉前 の 若 い シ ュー

ト（茎葉 ）が 食用 に 供 され る，全 国的 に は 山菜と して 扱わ

れ て い る が ，食味 の 優 れ て い る こ と と野生 の もの が比 較

的少 な い こ とか ら，東北地方 や 北海道 の
一

部で 栽培 化 が

進 め られ て お り，ま た地域資源 の 高度利用 とい う観点か

ら栽培 化 を 進 め て い る 地 域 もあ る （秋 田 県農業試験場，

1999）．

　食用 と さ れ る野草 の 栽培 化 で は，単価 の 高くな る早出

しを 目指 して 促成栽培 さ れ る こ とが 多 い が，オ オ ナ ル コ

ユ リ の 促成栽培を効率的 に 進め る た め に は ，休眠 生 態 の

解明 と，効果的な 休眠打破法の 確立 が 必要 で あ る．

　 ア マ ドコ ロ 属植物 の 根茎休眠 に 関する報告 と して は，

Yeh ら（2000a；2000b）の 斑 入 りア マ ドコ ロ （P．　odoratum
’Variegatum’）の 根茎 に お け る 貯蔵温度 と植 え付 け後 の 温
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度が萌芽
・成長 に 及 ぽ す 影響 を検討 した研究 や，山崎

・
西

内 （2001）の 斑入 りア マ ドコ ロ の 促成栽培 に 関す る研究 な

どが あ る．著者 ら も （斑入 りの な い ）ア マ ドコ ロ とオ オ ナ

ル コ ユ リの 根茎休 眠 に つ い て 研 究 を 進 め て き た が （高樹

ら，1993 ；高樹 ら，1997 ； 高樹 　1998c），休 眠 期 間 や 休

眠 打破 の た め の 低温処理 の 方法 な ど に つ い て あ る 程度の

知 見 が得 られ た の で ，オ オ ナ ル コ ユ リに 関す る部分 の 概

要 を以 下 に 報告 す る．

材料 お よ び 方 法

材 料 の 調 製 と 植 え 付 け 方 法

　材料 に は，山形 県羽 黒 町 の 農家か ら 1983 年に 供 与され

た オ オ ナ ル コ ユ リの 根 茎 を 山形 大 学農学部 の 実 験圃場 に

お い て 株分 け お よ び実 生 で 増殖 した もの を 用 い た．本実

験 で 植え 付 け た根茎 は，先端 に 1個の 新芽をもつ （当年 に

成長 した ）新根茎に，前年に成長 した根茎の
一
部を付けて

切 り 出 した 棒状根茎 を主 と した が，一
部 の 実験 で は ，当

年 に 成長 した 地上 シ ュ
ー

トの 基部 か ら水 平 方 向 に 左 右 に

伸 び て 成長 し た 2本 の 新根茎を 分 割せ ず に 切 り出 し，2個

の 新芽をもつ V 字形 の 根茎 を調 製 して 供 試 した．

　調製 した 根茎 を 4号 ま た は 5号 の 鉢に 下 記 の 用土 を用い

て 植 え 付 け た ．用 土 は ピー
トモ ス ，バ ーミキ ュ ラ イ ト，
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（もみ 殻 を添加 した ）下 水汚 泥 コ ン ポ ス ト，お よ び 山砂 を

等容量 ず つ 混 合した 培土 100　liter当た りに 約 350 　g の 苦

土 石灰 を 添加 した もの と し た．植 え 付 け後 は 温 度処 理 開

始時 期 ま で 鉢 を 戸外 に 置い た （戸外鉢栽培 ）．

　萌芽（地上へ の 本葉 の 出現 ）に 関す る調査は低 温 処理後

の 鉢を，あ るい は 戸外栽培の 鉢 を 所定 温 度 の 恒温 器 内 に

移 して か ら 1 日お き に （特 に 記 さ な い 限 り）90 日 間行 っ

た．な お，恒 温 器 の 前 面 は ガ ラ ス 張 りで ，萌芽期 間 中に

鉢 は 実験室 の 北窓 か らの 自然 散光を 受 け た ．

1995 年 実 験 （低 温 処 理 実 験 ）

　1995 年 10月 12 日 に 掘 り上 げ て 調 製 した 1個の 芽を も

つ 根茎を 4号鉢 に 1鉢当 た り 7個 ず つ 植 え 付け，同 日か ら

5DC処理 を 60お よ び 90 日間行 っ た．そ の 後，鉢 を 21℃ の

恒温器内に 移 して 萌芽 に 関 して 調査 した．供試 した芽数

は 1処理区当 た り 14個 と した．

1996 年 実 験 1 （低 温 処 理 実 験 ）

　 1996年 9月 26 日 に 掘 り上 げ て 調製 し た 1個 あ る い iま　2

個の 芽をもつ 根茎 を 4号鉢に 1鉢当た り芽が 7な い し 8個

にな る よ うに 植 え付 け，同 日か ら 5
°
C処理を 90お よ び 120

日間行 っ た．そ の 後，鉢 を 21℃ の 恒 温 器 内 に 移 して 萌芽

に 関 して 調査 した．低温処理 を行わ な い 対照区は 9月 26

日か ら鉢を 21DCの 恒温器内 に 置 い て萌芽 に 関 し て 調査 し

た．供 試芽数 は 1処 理 区当た り21 な い し 22個 と した ．

1996 年 実 験 2 （根 茎 非 分 割 実 験 ）

　 1996 年 9月 26 日 に 1996年 実験 1 と 同様 の 材料 を 根 茎
’

が っ な が っ た 状態 で 圃場か ら 2根 茎群 を掘 り上げ （
一

つ の

根 茎群 に は 13個 の 芽，他方 に は 10個 の 芽が 着生 ），ユ根

茎群ず つ 根茎を分割 せ ず に プ ラ ン ター（縦 13cmX 横 23

cm × 深 さ 10　cm ）に 植 え付 けた （根 茎非分割区 ）．13個 の

芽が 着 生 した 根茎群 は 同 日か ら低温処理 （5℃，90 日）を

行 っ た ，そ の 後，プ ラ ン ターを 2ユ
DC

の
’1亘温 器 内 に 移 し て

90 日間 萌芽 させ た 後，根茎群を掘 り上 げ て 萌芽状況を調

査 した （低 温 処 理 区 ）．
一

方，10個 の 芽 が着生 した 根茎群

は植 え付 け 日か ら翌年 6月 10日 ま で 戸外 で 栽培 した 後 に，

根 茎群を 掘 り上 げて 萌芽状況 を 調 査 した （戸 外栽培区）．

　 な お，根茎非分割区の 対照区 と して ，1個の 芽を もつ 根

茎 を 植 え 付 け る 区を設 け，1996 年実験 1 と 同様 に 鉢を 準

備 し，根茎非分割区 と 同様 の 処理 を行 っ た ．

1996 年実 験 3 （時期 別休 眠 程度・萌芽温 度 実 験 ）

　 1996 年 11月 8 日に 掘 り上 げ て 調製した 1個ある い は 2

個 の 芽 を もつ 根 茎を 5号鉢 に 1鉢当た り芽が 7個 に な るよ

うに 植 え付 け，供 試芽数 を 1処理 区当 た り 21個 と して ，鉢

を戸外 に 置 い た ．

　 時 期 別 の 休眠 程 度 （＝休 眠 の 深 さ ）を 調 べ る 実験 は 以 下

の 時期 か ら 鉢を 21℃ の 恒温 器内 に 移 して 萌芽 に 関 して 調

査 した ： 1996年 11月 24 日，12月 24 日，1997 年 1月 23

日，2月 22 日，3月 24 日，

　 萌芽温 度 の 実験 は，1997年 2 月 22 日 に 鉢を 9，17，

21，お よ び 25℃ の 恒温器内 に 移 して 萌芽に 関 して 調査 し

た ，

1998 年 実 験 （時 期 別 休 眠 程 度 ・萌 芽 温 度 実験 ）

　1998年 10月 30 日に 掘 り上 げ て 調製 し た 1個 あ る い は

2個の 芽 を もつ 根 茎 を 5号鉢 に 1鉢当 た り芽 が 5個 に な る

よ うに 植 え付け，供試芽数を 1処理区当た り 15個 と して，

鉢を戸外 に 置 い た．

　時期別休眠程度 の 実験は 以 下 の 時期か ら鉢を 25℃ の 恒

温器内 に 移 して 萌芽 に 関 して調 査 した ： 1998 年 12月 28

日，1999年 1月 27 日，2月26 日，3月 27 日．

　萌芽温度 の 実験 は，ユ999 年 3月 27 日に 鉢を 25お よ び

29C の 恒温器内 に 移 して 萌芽 に 関 して 調 査 し た．

1999 年 実 験 （低 温 処 理 ・時 期 別 休 眠 程 度 ・萌 芽

温 度 実 験 ）

　 ユ999 年 10月 22 日 に掘 り上 げ て 調 製 し た 1個 の 芽 を も

つ 根茎を 5号鉢 に 1鉢当 た り 6個 ず つ 植え 付け，供試芽数

を 1処理区当た り 18個 と して ，鉢を 戸外 に 置 い た ，

　低温処理 の 実験は 10 月 22 日か ら 5℃ 処理を 60，90お

よ び 120 日 間行 っ た後 に 鉢を 25℃ の 恒温器内 に 移 して 萌

芽 に 関 し て 調査 した．

　時 期 別 休 眠 程度 の 実験 は，鉢 を以 下 の 時 期 か ら 25℃ の

恒温 器 内に 移 して 萌芽 に 関 して 調 査 した ： 1999 年 10月

22日，11月 21 日，12月 21日，2000 年 1月 20 日，2月

19 日，3月 20 日．

　萌芽 温 度の 実験 は，2000年 2月 19 日に 鉢 を 21，25 お

よ び 29 ℃ の 恒温器 内に 移 して 萌芽に 関 して調査 し た，

2000 年 実 験 （萌 芽 温 度 実験 ）

　 2000 年 12月 22 日 に 掘 り上 げ て 調 製 した 1個 の 芽 を も

つ 根 茎 を 4号鉢 に 1鉢当た り 2個 ず つ 植え 付 け，供試芽数

を 1処理 区当た り 6個 と して ，鉢 を 戸 外 に 置 い た ．2001

年 2月 19 日に 鉢を 29 お よ び 33℃ の 恒 温 器 内に 移 して 萌

芽 に 関す る調 査 を 42 日間行 っ た ．

2003 年実験 （低 温 処 理 実 験 ）

　 2003年 4月 28 日の 時点 で は 圃場 の オ オ ナ ル コ ユ リは未

萌芽で あ っ た が，そ の 根茎を掘 り上 げ，こ の 後（今春中に ）

萌芽して くる と予想 さ れ る （前年形成 の ）芽 を 1，2 あ る

い は 3個 もつ 根 茎を 調 製 し，5号鉢 に 1鉢当 た り 3根茎ず

つ 植 え付 け た ．鉢を 戸外 に 置 き，以下 の 各時期か ら 5℃処

理 を 84 日間行 っ た が ．低 温 処 理 の 前 に 萌芽 ・成長 し た 地

上 シ ュ
ートを 基部 か ら 切除 した ： 2003 年 6 月 3 日，7 月

1日，7月29 日，8月 26 日，9月 23 日．低温 処理 後 に 鉢

を 2〔rcの 恒温 器 内に移 して 萌芽 に 関す る調査を 84 日間行

っ た．1処 理 区 当た り 5鉢を準備 した．な お，萌芽調 査 の

対象 と した芽は 2003 年 5月以降 に 萌芽・成長した地上 シ

ュ
ートの 基部 に 新 た に 形成 され た （戸 外栽 培 で は通常，翌

春 に 萌芽す る ）芽で あ る，

萌 芽 率 ，萌 芽 日 数 と 統 計 処 理

　 萌芽率は調査終了時 に お け る，供 試芽数 に対 す る 萌芽

数 の 百分率 と して 表した が ，萌芽 せ ず に 実験期 間 中 に 枯

死 した 芽 は供 試芽数 か ら除い た ．萌芽 日数 は萌芽調 査開
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始時か ら 萌芽まで に 要 した 日数 と した．

　平均萌芽 日数 に 関す る 処理 間の 有意差 検 定 は，統 計 解

析パ ッ ケ ージ ソ フ トの Windows 版 SPSS の バ ージ ョ ン

12．OJを 用 い て 行 っ た ．2処 理 区 間 の 比 較 に は t検 定 を，3

処理 区以 上 の 多重比較 に は Tukey の HSD 検 定 を 用 い た

が ，1999年 の 低温処理 実験 （第 3表）の み は データ に 等分

散性 が 成立 し て い な か った の で ，Games −Howell の 多重

比較検定を用 い た．第 1図 お よ び第 2図 の 回帰曲線 と回帰

式 は Windows 版 KaleidaGraph の バ ージ ョ ン 3．6Jを用 い

て 求 め た ．

結 果 お よ び 考 察

1 ．根 茎 の 休 眠 程 度 の 推 移

　 オ オ ナ ル コ ユ リの 戸 外 で 鉢栽培 して い た株 を 10月下旬

か ら 翌年 3 月 下 旬 ま で の 種 々 の 時期 に ，萌芽 に 適 した

21℃ あ る い は 25℃ 条件（以下
‘
中温条件

’

）下 に 移 して 萌芽

を 調査 した結果 （第 ユ表 ），11月下旬以前 に移 した 区で は

90 日 を経過 して も萌芽が ほ とん ど見 ら れな か っ た．12月

下 旬 に 移 した 区で は比較的高 い 萌芽率 が 得 られ た が，萌

芽 まで の 日数 は少 な い 年で も平均 34．3 日 で，多い 年 で は

平均 53．3 日 もあ り，休 眠 は ま だ 深い と 考 え ら れ た ．しか

し，12月下旬 よ り遅 い 時期 に 移 した 区ほ ど萌芽日数の 少

な くな る傾 向が 認 め ら れ た ．

　休 眠 覚醒 期を 推定す る た め に，各年 の 実験 ご と に 中 温

条件下 に 移した 時期 （横軸 ）に 対する平均萌芽 日数 （縦軸 ）
の 回帰曲線 と 回帰式を求 め た （第 1 図 ）．こ の 結 果，休眠

覚 醒 期 は 年次 に よ る変動 が見 ら れ．1996 年の 実験で は 2

第 1 表　オ オ ナル コ ユ リの 根 茎 に お け る休眠程度の 推移
x

実 験　　 21 ・25℃　　供試 　萌 芽　　萌 芽　　萌 芽 日数

年 移 行時 期 芽数 数 率 （％） 平 均 ± SEY

月下旬，1998 年 と 1999 年の 実験 で は 3月下旬 と 推定 さ

れ た ．

　本実験 の 結果 は，オ オ ナ ル コ ユ リの 根茎 の 休眠は 11月
下旬以 後，日数 の 経 過 と と も に 顕著 に 浅 くな り，2月下 旬

か ら 3月下旬 に ほ ぼ 覚醒す る こ と を表 して い る．

2 ．根 茎 の 萌 芽温 度

　 オ オ ナ ル コ ユ リの 戸外鉢栽培 の 株 を，休眠 が ほ ぽ 覚 醒

した と推定 され る 2月下旬あるい は 3月下旬 に 呪 か ら 33℃
ま で の 種 々 の 温度条件 下 に 移 して 萌芽を調 査 した （第 2表 ）．

萌芽適温 を推定す る た め に，3つ 以上 の 萌芽温度 で 調 査 し

た 1996 年と 1999 年 の 実験 デー
タ に 関 して は，各萌芽温

度 （横 軸 ）に 対す る平均萌芽 日数 （縦軸 ）の 回帰曲線 と 回

帰式を求め た （第 2図）．こ の 結果，1996年の 実験 で は 9℃
か ら 2S℃ 零で 温度 が 高い ほ ど萌芽 日数 の 少 な くな る こ と

が 認 め られ，回帰式 か ら 25℃ よ り高い 温 度 で さ らに 萌芽

日数 の 少な くな る こ とが 予想 され た．そ こ で，1998年 の

実験で は 25℃ と 29℃で の 萌芽 を調 査 した が，両温度区の

萌芽率 と 萌芽 日 数 に 差 は 認 め られ な か っ た （第 2 表 ）、

1999 年の 実験で は 21℃，25℃，29℃の 温 度 で 萌芽 を 調査

した が，回 帰曲線 は 2S℃ か ら 29 ℃ の 温 度 で 萌芽 日数 が最

少 に な る こ とを 示 し て い る ．2000 年の 実 験 は供試芽数 の

少 な い 予備的な 実験 で あ るが （第 2表 ）．33℃ は 29℃ に 比

べ て 萌芽率 の 劣 る傾向が 見 られ た．

　以上 の 結果 か ら，休 眠 が ほ ぼ 覚 醒 した オ オ ナ ル コ ユ リ

の根茎の 萌芽に 適 した 温度 は 25〜3〔アC で あ る と推定され

る．

3 ．休 眠打 破 に 及 ぼ す 低 温 処 理 の 影 響

　1995 年 の 実験 は 10月 中 旬 か ら根 茎 の 5℃ 処 理 を 開始 し

19961996 年 11月 24 日　 21

　 　 　 　 　 12月 24日　　21

　 　 1997 年 1月 23 日　 18

　 　 　 　 　 2月 22日　 20

　 　 　 　 　 3月24日　 21

07 0．033

．3 　 53．3± 6，7

60

5ll12 27，8 　 42．0± 7、6

55．0　　40．5± 3．3

57．1　　37，8± 2，2

50 卜

19981998 年 12月28 日　 15

　 　 1999年 1月 27 日　 15

　 　 　 　 　 2月26日　 15

　 　 　 　 　 3月 27日　 15

121112 80．073

．380

．0

15　　 100．0

34．3± 3．3

21，6± 1，7

17．1± 2．2

9．9± 0．7

　 　 　 1

蝋 40 ．
工 1　 　 1
…酌
檻130L
彝　　

1

躊
　 　 　 1
　 20 ．．

19991999 年 10月 22日　 18

　 　 　 　 　 11月21 目　　18

　 　 　 　 　 12月21 目　18

　　 2000年 1月 20 日　18

　 　 　 　 　 2月 19 日　 18

　 　 　 　 　 3月 20 日　 12

019786 0．〔｝

5．6　　　 　48

50．0　　 44．9± 8．3

38，944

，450

．0

32．6 ± 5．2

23，8± 3．8

20，0± 3．8

一
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戸 外 で 鉢 栽培 の 株 を 所 定 の 日に 21℃ （1996 年 実験 ） あ る

い は 25℃ （1998，1999年実験）に 移 して 90 日間 萌芽調 査

y
サ ン プル 数 は 萌芽 数 に 相 当

　　　oL ．
　　　　　　 12月下 旬 1月 下旬 2月下 旬 3月 下旬

　　　　　　　　　　　移行時期

第 1 図　オ オ ナル コ ユ リの 根茎 に お け る休眠程 度 の 推 移 に 関 す

　　 る 回帰曲線 と回帰式

　　 1996 年 ：y＝65，475 −15．085x＋2．075x2
　　 1998 年 ：y＝47．025 −14．645x＋ 1，375x2
　　 1999年 ：y＝61．825 −18．975x ＋ 2．125xz
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た．60 日間処理区で は高い 萌芽率 が得 られ た が，萌芽 に

平 均 43．6 日 も要 し た （第 3表 ）．90 日間処理区は 平均 萌芽

日数 が 60 日間処理区 よ り有意 に 減少 した．

　1996 年 の 実験 は 9月 下 旬 か ら低温処理を開始 した が，

低 温 無 処理 の 対照区で は萌芽が ほ とん ど起 こ らな か っ た．

第 2 表　休眠 が ほ ぼ覚醒 した オ オ ナ ル コ ユ リの 根 茎 の 萌芽に 及 ぼ

　　 す温度 の 影響
’

実 験　萌芽温度　供試　萌芽　　萌芽　　平均

年 　（℃ 〉 芽数 数 率（％）萌芽 日数
y

19969172125 2121419 ．0　　　72．Oa

15　　　71．4　　　47．3b

20　　　11　　　55．0　　　40．5bc

2115 　　　71．4　　　33．2c

1998　　 252915 　　　15　　　100．0　　　　9．9a

15　　　15　　　100．0　　　　9．6a

1999212529 上8　　　　7　　　　38．9　　　29．4a

18　　　　8　　　　44．4　　　23．8a

18　　　8　　　44．4　　22．8a

2000　　 2933 656 　　　100．0　　　15．3a

3　　　　60．0　　　12．Oa

z
戸外 鉢 栽培の 株 を ， 休 眠 がほ ぼ覚醒 した2月 下旬

（1996，
1999，2000年 実験 ）あ るい は3月下旬

（1998年 実験 ） に 萌芽温度 に移 して 萌芽調査

y
各年 の 実 験 内 に お い て ， 異 な る英字が 添え られ た

データ 間に は 5％水準で 有意 差 が あ る （1996， 1999
年実 験 はTukeyの HSD検 定 ；1998，2000年実 験 はt検

定）

80

70

　 60

工 　　 　旨

棟 　　Il
響

50 」

　 40

30

5℃ の 90 日間 お よ び 120 日間処理 区は す べ て の 芽 が 萌芽

し た が ，120日 間 処 理 区 で は 平均萌芽 日数 が 90 日間処理

区よ り有意 に 減 少 し，（1節 に 述べ た ）同年に 実施 した 時期

別休眠程度 に 関す る 実験に お け る 休 眠 が ほ ぼ 覚 醒 した 時

期 の 根茎 （第 1表，1997 年 3月 24 日 区）の 平 均 萌芽 日数

よ り少 な くな っ た．

　1999年の 実験 は 10月下旬か ら低 温 処理 を 開始 した が，

低 温無 処 理 の 対照区 で は 萌芽 が全 く起 こ らな か っ た ．5℃

の 60 日間処理区 は 比較的高い 萌芽率 を示 した が，平均萌

芽 日数 は 90 日間処理区 よ り有意 に 多か っ た，90 日間処理

区の 平均萌芽日数 は，（1節に 述べ た ）同年に実施 した 時期

別 休眠程 度 に 関 す る実 験 に お け る 休 眠 が ほ ぼ 覚醒 した 時

期 の 根茎 （第 1表，2000 年 3月 20 日 区 ）の 平 均 萌芽 日数

と ほ ぼ 同等で あ っ た．120 日間処理区 も90 日 間 処 理 区 と

平均萌芽 日数 で 差 が 見 られ な か っ た ．

　2003年 の 実験 は，休眠 打破 の た め の 低温処 理 開始 時 期

を 早 め た 場合 の 効 果 を 検 討 した もの で あ る （第 4 表 ），6

月 3 日 お よ び 7月 1 日か ら，根茎 に 対 して 5℃ の 84日間処

理 を 行 っ た が，そ の 後 の 2〔アC下 で 萌芽が 全 く認 め ら れ な

か っ た ．7月 29 日か ら根 茎 に 対 して 低 温処理 を行 う と，

供試芽数 の 16、0％ に 萌 芽が 見 ら れ ，8月 26 日 か ら低温処

理を行 うと 61．5％ に 萌芽が 見 ら れ，さ らに 9 月 23 日か ら

低温 処理 を 行 う と萌芽率 は 8月 26 日区 と大 きな 差 は 見 ら

れ な か っ た が，平均萌芽 日数 が有意 に減少 した．以上 の

結果 は，5℃ の 84 日間処理 が 十分 な 休眠打破効果を示す

の は 8 月下旬以後 の 根茎 に 対 して 処 理 が 行 わ れ た場合 で

あ る こ と を表 し て い る．

　先 に 述 べ た 1節の 時 期別休眠程度を調べ た実験 で は，

11月 下 旬以前 に は 根 茎 を萌 芽 に 適 し た 温 度条件 下 に 移 し

て も，萌芽 が ほ とん ど起 こ ら な か っ た こ とか ら，11月下

　第 3表　オ オ ナ ル コ ユ リの 根 茎 に お け る休眠打破 に 及ぼ す低 温

　 　 　 処理の 影響

実験　温度 処理期 間 供試　萌芽　　萌芽　　平 均

年　 （℃ ）　 （日）　 芽数 　 数 　　 率 （％）萌 芽日数
”

1995z　 5

　 　 　 5

0069 14　　 914

　　 1164

．3　　　43．6a

78．6　　　28．7b

20 − ．
　 5

　　　　　　　　1具．．
　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　−■l
　　　　…　　　　

、 ’
9 ・．．．．．．刮

一一L　　　− 1　 − ．．　　．　　 ．　　一一一　　1

10 　　　　15　　　　20　　　　25　　　　30

　　　　 萌芽温度 （℃）

1996Y　21　 （対 照 ）　 22　　1　　 4．5　　（82）

　　　 5　　　　　90　　　　20　　　20　　　100．0　　　32．Oa

　 　 　 5　　　　120　　　22　　 22　　　100．0　　23．1b

1gggx　 25　 （対 照 ）　 18　 　 D

　 　 　 5　 　 60　 　 18　 　 10

　 　 　 5　 　　 90　 　 18　 　 7

　 　 　 5　　 120　　 18　　 8

0．055

．6　　　39．Oa

38．9　　　18．3b

44．4　　 17．5b

35

第 2 図　休眠 が ほ ぼ覚醒 した オ オ ナ ル コ ユ リの 根茎の 萌芽 温度 に

対す る平均萌芽 日数 の 回 帰曲線 と回帰式

且996年 ：y≡110、07 −4．9077x ＋0．〔〕73864x2
1999 年 ・y・134，27 −8．0125 ・ ＋0．14375 ・

2

z10
月 12日か ら低温処理 を開始 し ， 処理後 に21℃ で萌芽調 査

v9
月26日か ら低 温処理 を開始 し，処理 後に21℃で 萌芽 調査

XIO

月 22日か ら低 温処 理 を開始 し，処 理 後 に 25℃ で 萌 芽調査

W

各 年の 実 験 内 に お い て ，異な る英字が 添 え られた デー

タ 間 に は 5％水 準で 有 意差 が あ る （1995，1996年 実験は t

検定 ；1999年 実験は Ga皿 es
−Howellの 検定 ）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society for Horticultural Science (JSHS)

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　for 　Hortioultural 　Soienoe 　（JSHS ｝

園学研 （Hort，　Res．（Japan））4 （2）：213 −218．2005、 217

旬以前 の 時期 は 休眠 が 最 も深 い 状態 に あ る と推定 した．

しか し，2003年 の 実験結果 は，7月下旬か ら休眠 の 深 さ

の 減 少 が 始 ま っ て い た こ とを 表 して い る．

4 ，根 茎 の 分 割 が 萌 芽 に 及 ぼ す 影 響

　多 くの 芽が根茎で つ な が っ て い た根茎非分割個体 の 低

温 処 理 区 に お け る 萌芽 率 は 46．2％ で あ っ た （第 5表 ）．
一

方，根茎を分割 して 1芽 ず つ に 分けた個体 の 低温処理区 は

すべ て の 芽 が 萌芽 した．

低温処理を行 わ ず に 戸外で 越冬 させ，翌年 6月 10日に 調

査 した 戸外栽培区 に お い て も、根茎非分割個体 の 萌芽率

は 40．0％ で あ っ た が，1芽根茎の 戸外栽培区は すべ て の

芽が 萌芽 し た．

　根茎を 分割 し な い 場合 に 萌芽率 が 低下 した 原因 と して ，

先に 萌芽 ・成長 し た 芽 が，根茎で つ な が っ て い る 未萌芽 の

芽 に 対 して 貯蔵養分 の 利用 に 関 して 競争的な 関係 に な り，

萌芽を 抑制す る 結果 に な っ た こ とが 考 え ら れ る ．

5 ．オ オ ナ ル コ ユ リ の 根 茎 休 眠 の 生 態

　 オ オ ナ ル コ ユ リの 地上部 の 生育経過 に つ い て 以下の こ

とを著者 は 報告 して い る （高樹，1998a）．萌芽 は 平均気

温が約 ユ4℃ に 上昇す る 5月上旬か ら中旬 に起 こ り，萌芽

後地上 シ ュ
ー

トが 急速 に 成長す る が ，6月 ド旬 に は 成長 を

終了 し，9月上旬以後 は葉 の 黄変が 進 み，10月下旬 に は

地上 部の ほ と ん どが 枯 れ上 が る．一
方，オ オ ナ ル コ ユ リ

の 根 茎 の 発 達 に 関 す る 報 告 は ま だ 見 ら れ な い が ，著 者 の

第 4表 　オ オ ナ ル コ ユ リの 根茎 に お け る休眠 打破 に 及 ぼ す早期

　 　 の 低温 処 理 の 影響 （2003年 ）

低温処 理　　 供試

開始時期
z
　 　 芽数

鵬

数

萌芽　　平均

率 （％）萌芽 日数
y

6月 3日

7月 1日

7723 00 0．00

．0

7月 29 日 25 4 16．0　　　　25卩0

8月26日

9月23日

6822 1614 61．5　　　28．1a

50．0　　　21．9b
z
地 上 部 を切 除後 に 5℃ で84日間 処 理 し，そ の 後20℃ に

移 し て 84日 間萌芽調 査

Y8
月26日区 と9月 23日 区 の 間 に は 5％水準 で 有意差 が あ

る （t検定 ）

第 5 表 　オ オ ナ ル コ ユ リの 根 茎 の 萌芽 に 及 ぼ す 根茎 分 割の 影響

　　 （19961 ＃実験 2）

根 茎分 割　　低温 処理 区
z

処 　 理 　 　 供試 　 　 萌 芽

　　　　　 芽数　 率 （％）

戸 外栽培 区
V

供試 　 　萌芽

芽数　 率（％）

　1芽根 茎 　 　 20

根 茎 非 分割　　13100

，046

．22110leo

．040

．0
z1996

年9月 26 日か ら5℃ で 90 日間処 理 し，そ の 後

21℃ に 移 して 90日間 萌芽 調査

yl997
年6月 10 日に 萌 芽 調 査

観察 で は そ の 新根茎 と新芽 の 形成・発達 は ア マ ドコ ロ （高

樹 　1998a）に 似て い る．す な わ ち，当年 に 成長 した 地 上

シ ュ
ートの 基 部 （根 茎 部 ）か ら水平方向 に 伸 び て 発達 し た

新根茎 の 先端 に ，翌年地上 シ ュ
ー

トと して 発達 す る新芽

を形成す る．

　 本実 験 は こ の 新芽 の 萌芽 に 関す る も の で あ る が ，新芽

の 休眠段階 は 本実験結果 か ら以 下 の よ うな 経過 を た ど る

と考え られ る．な お，本考察 で は芽 の 内部で葉数の 増加，

花芽形成 な ど が 起 こ り，芽の あ る程 度 の 拡大成長 が 見 ら

れ て も，萌芽に続 く展葉が 認 め られ な い 限 り，芽 は休眠

状態 に あ る もの と見 な し，本節の 以下 の 考察 で は 内生休

眠 （自発休 眠 ）と環 境休眠 （強 制 休 眠 ）とを 区 別 し て 記 述

した ．

　新芽の 内生 休 眠 は 形 成後 間 もな くの 6月上 旬 か ら 7月 上

旬に は 極 め て 深 く，低温処理 に よ る内生 休 眠 の 打破効果

は 生 じ に くい が ，そ の 後，日数 の 経 過 と と もに 内生 休 眠

が徐 々 に 浅 くな り，7月下旬 に は低温処理 効果 が生 じ るよ

うに な る．以後内生休眠 が 浅 くな る に 従 っ て ，低 温 処理

に よ る 内生休眠 の 打破効果 が 大 き くな り，9 月下 旬 の 芽 で

は 5℃ の 120 日間処理 に よ っ て，10月下旬の 芽で は 同 90

日間処理 に よ っ て 内生休 眠 が ほ ぼ 消失す る．11月 下 旬 以

後 は戸外 の 平均気温 が約 5〜9℃ に 低下 す るた め，戸外 で 栽

培 さ れ て い る株 の 芽 は，そ れ以 後 時 期 が 遅 くな る と と も

に 外 気 温 に よ る休眠 打 破 効果 が 加 わ る の で ，内生 休眠 の

深 さ の 減少が 一層促 進 され る．そ の た め 2月下旬 か ら 3月

下旬に な る と，戸外で 栽培 さ れ て い る株 の 芽 の 内生休眠

は ほ ぼ 消失 す る が，3月 下 旬 の 平 均 気温 は ま だ 5℃ 前∫後 で

あ る た め萌芽が抑制され，芽は 環境休眠を示 す．環境休

眠 が 消失 して 萌芽が起 こ る 時期は ，5月上 旬か ら 中旬 で あ

る．

6．オ オ ナ ル コ ユ リ の 促成 栽 培 に お け る 根 茎 の 効

率 的 な 休 眠 打 破 法

　本実験 で は 休眠打破 処理 を 5℃ で 行 っ た が ，Yeh ら

（2000a）は 斑入 りア マ ドコ ロ の 根茎 に 対す る低 温 処理 の 休

眠打破効果 は 0．8コCか ら 5，5℃ の 温 度で 大 き な 差 が な い こ

とを，ま た 山崎 ・西内 （2001）も斑入 りア マ ドコ ロ で 同効果

が 2℃ と 5℃ で 差 が な い こ とを 報告 して い る．一
般 に，温

帯地 方 原 産 で 秋 冬 に 休 眠 す る球 根 や 宿 根 草の 芽 の 休眠 打

破 に 効果 の 高 い 温 度 は，通常 1−5℃ の 範囲内に あ る の で

（小 西 ・吾妻 ， 1993 ；高樹 ，1998b ；Wareing ・Phillips，
1981），5℃ は オ オ ナ ル コ ユ リ の 根茎 の 休眠打破 に 最 も効

果 の 高 い 温度範囲 に 入 る と考 え ら れ る．

　多年生 草本 の 芽 に 対す る低温処理 の 休眠打破効果は，一

般 に 処理 時期 と処理 期間 の 影饗が 大 き い ．本 実 験 で 戸 外

栽培の オ オ ナル コ ユ リの 根茎 に 5℃処理 を行 っ て 十分 な休

眠 打 破 効 果 を 得 る た め に は ，8月下旬以 後 に 約 90 日間以

上処理す る必要 が あ っ た が，11月下旬以後の 根茎で は 戸

外の 気温 に 休眠打破効果 が 生 じ るの で ，こ れ よ り時期 が

遅 くな る ほ ど必要な低温処 理期間は短 くな る と考えられ
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る．

　 オ オ ナ ル コ ユ リの 根茎 の 低温処理後 に お け る 萌芽 は

25 −3  ま で 高温 ほ ど早 か っ た が ，33DCで は 萌芽 の 劣 る

傾向 が 見 られ た．こ の こ と は，Yeh ら（2000b）の 斑入 り

ア マ ドコ ロ の 芽（地上 シ ュ
ート）の 伸長が 28℃ まで 高温 ほ

ど促 進 され た が，33℃ で は 劣 っ た と い う結果 と 同様 で あ

る．以 上 の よ うに 約 3（rcを 越え る と萌芽が 劣 る よ うに な

る が ，さ ら に 球根 を高温 の 湿 っ た 土壌中に 長期間置 くと

腐敗 し や す い と い う こ と もあ る の で ，オ オ ナ ル コ ユ リの

促成栽培 に お け る低 温 処 理 後 の 伏 せ 込 み 温度 は ，25℃ 以

下 の な るべ く高 い 温度を目標 に す るの が よ い と 考え られ

る．

　な お，萌芽率を高 め る ため に，根茎を 1芽の み もつ もの

に 分割す る こ と も重 要 で あ る．

摘　　要

　1、オ オ ナ ル コ ユ リの 戸 外栽 培 株 の 根 茎の 休眠 （内生休

眠 ）は 7 月上 旬以前 に は 極め て 深 か っ た が，そ の 後，日数

の 経過 と と もに 徐 々 に 浅 くな り，11月 下 旬以 後 は 約 5−・8℃

に低下 した 平均気温 も休眠打破 を 促進 して ，休眠 の 深 さ

の 減少が
一

層進 み，2月下旬 一3月下旬 に は休眠 が ほ ぼ 覚

醒 した．

　2．休眠 が ほ ぼ 覚醒 し た 根茎 の 萌芽 に 適 した 温度 は

25〜3ぴC で あ っ た．

　 3．戸 外 で 育 成 され た 根 茎 に 対す る 休眠打破の た め の 低

温処理 は 8月下 旬 以 後 が有効 で ，十分な 休眠打破効果 を 得

るた め に は，5℃ で 約 90 日間以 上処理す る必要が あ っ た．

　 4．根 茎 が つ な が っ た 状態の 多 くの 芽 を もつ 根 茎 群 を植

え 付 け た場合に は，約半数 の 芽 しか 萌芽 し な か っ た が，1

っ の 芽の み を もつ 根茎 を植 え 付 け た 場合 に は すべ て の 芽

が 萌芽 し た．

　謝 辞 本実験 の 実施 に 際 して 協力 して い た だ い た 佐

藤仁美，鈴木克典，石郷 岡圭子．今村香織 市倉真弓の

諸氏 に 感謝 の 意 を表 しま す．
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