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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Summary

　 GynoeclQus　inbred　lines　of 　balsam　pear　plants（Momordica 　charantia 　L ．）were 　improved　fヒom 　cv ．　Aochu −naga ．　The　plants
with 　a 　largc　percentage　of 　female　flowers（high−female　type ）were 　chosen 　f卜om 　the　breed伯 g　materjal 　line（LCJ980120 ），　thcn
tlle　generatiens　of 　theg．　e　plants　were 　advanced 　by　cross 血g　in　the　samc 　pcdigrcc　or 　self 　pellination．　In　thc　sccond 　andthe 　third

generations，　bisexual　flowers　were 　induoed　with 　fbliar　appljcation 　o 「silver　nitrato　solution 　to　oblain 　pollen　fbr　crossing ．　In　thc
tllird　generatlon，27　gynoecjous　plants　were 「bund　on 　51plants　of4pedigrccs ．　Plants　with 　desirable萄ruit 　quality　were 　selected

from　thcsc 　gynoecious 　plants　and 　4　pedigrees　were 　obtalned 　by　crossing 　in　the　same 　pedigree，　These 　4　pedlgrees　did　llot　show

monoecism ，　but　al ］o 「the　plants　were 　gynoecious ．　As 　thc　gynoccious　sex 　expre8sion 　was 　paltially　domina皿 t　in　hybrid　plants
between　the　gyno ¢ cious 　pcdigrcc　and 　the　monoecious 　ISne（KBPl ），　it　is　suggested 　that　gynoecious　inbred　1ines　are 　promisjng
seed 　parents　fbr　hjgh−「ヒmale 　FI　hybrids．
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　　　　　　　　　　 緒　　言

　 ニ ガ ウ リ （Momordica 　eharctntia 　L，，ソ ル レ イ シ ）は 従 来

九 州 ・
沖縄 の 地 方野菜で あ っ た が t 近 年 ビ タ ミ ン C 含量 が

多い こ と な どか ら機能性 野 菜 と して 全 国的に 需要 と生 産が

拡 大 して い る．

　 ニ ガ ウ リ は 葉腋 に 雌 花 か 雄 花 を単 生す る雌 雄 同 株で ，系

統 に よ り雌花 着 生 率 に 差異 が．見 られ る．米 盛 ・藤 枝 （1985 ）

は 少 数 の 雌 花 し か 着生 し な い 系 統 か ら節 成 り性 を示 す 系 統

まで 変 異 の あ る こ と を認 め て い る，また ，Raln ら 〔2002b ）

は 雌花率が 90％ 以 L で 雌性型 個体 を 分離す る 各 雌 花 性 集

団を 育 成 し た と報告 し て い る．品種 の 生 産 性 を 向 H させ る

に は 適度 に 雌花着生 率 を高 め る こ とが必 要で あ り，こ れ ま

で に 発表 され た 育成 品 種 の 多 くは こ の 特性 が強 調 さ れ て い

る （八 反 田 ら，1992；市 ら，2004；河 原 ら，1983；坂 本，1995）．

キ ュウ リ で は
一

代雑種 の 種 子 親 に 雌性 型 系統 を用 い る こ と

で ，周 年 的 に 雌花着牛 率 の 向上 が 図 られ て い る が （藤枝，

1963；藤 枝 ら，1965），こ の 手法 は ニ ガ ウ リ に お い て も有 効

で あ る と考 え られ る．雌 性 型 系 統 の 育 成 や 増 殖 の た め に は
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雌 性 型 個 体 を 発 見 し，人 為的 に 雄 花 あ る い は 両 性 花 を着 生

させ る 必要が あ る．キ ュウ リ で ぱ 雌性型 の 混 性 化 の た め に

ジ ベ レ リ ン 処 理 （藤枝，【963；藤枝 ら，1965 ；Peterson，1960 ；

Petcrson　’Anhder，1960） や 硝酸銀 処 理 （Beyer，1976；藤 田，

1982）が 行わ れ て い る．

　筆 者 らは こ れ ま で に 青 中長 系 ニ ガ ウ リで 雌性 型 個 体 の 分

離 を 催 認 し，硝酸銀 処 哩 に よ る 両性 花 誘起 法 を 明 らか に し

た 〔岩 本 ・石 国，2005）．本研 究 で は ，こ の f・Ulを用 い て ニ ガ

ウ リ の 雌 性 型 内 婚 系 統 を 育 成 す る と とも に，育 成 系 統 に つ

い て
一代 雑 種 品 種 の 種 了親 と し て の 実 用 性 を検 討 した．

材料 および方法

1．雌性型 内婚系統 の 育成

　 ニ ガ ウ リの 雌 性 型 個体は ，盲中長系
一

代雑種 の 育成 を 口

指 し，多 雌花性 で 果 実 形 質 に 優れ る種 予 親 を選 抜 す る過 程

で 発 見 され た．そ の 育 種 素材は 独 立 石政 法 人 農業生 物資源

研 究 所 ジー
ン バ ン ク 事 業 に よ り配 布 を受 け た LCJ980120

で ，そ れ に UKI4 −8 の 系 統 名 を 付 し て 供試 した ．第 1 図 に

示 す よ うに ，第 1 世代 は 2002年 4 月 4 日 に 播 種 し，5 個 体

を 栽培 し た．雌花着生 率 の 高い 3 個体を 選抜 し，系統内交

配あ る い は 自殖に よ り匹代を 進め た ．

　第 2 世代は 2002 年 9 月 llH に 播種 し，4 系統 38 個体を

栽培 し た．こ の 世 代で は 各系統 2 個体を 花粉親 に 選 抜 して
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　 第1世 代

2002．4．4播 種

　 第 2世 代

2002．9，11播 種

　 第3LU 代

2003、2．17播種

壕 1
指1靉i｛ll＿ 鬻1熱

第 1 図 雌性 掣系 統 の 育成 経 過

　　 第 iお よ び第 2 世代 の （ ） 内 は 供試 個体 数

　 　 第 3 世代 の （ ） 内ぱ 雌性 型 個体 数／ 供 試個体 数

　　 第 2 世 代以 降 で 系 統 名 に s を付記 し た もの は 自殖系 統，無 い もの は 系 統 内交 配系統 を 示 す

交 配 し，そ の 後形 質調査を 行 っ て ，そ れ ら の 中か ら雌花着

生 率 が 極 め て 高 く果 実形質に 優れ る 個体問 の 系統内交配系

統 を 選 ん だ．また ，形 質 調 査 後 に 自殖 も行 っ た．な お， ド

位 節 に 雄 花 を 欠 くか ，極 少 ない 個 体 が 見 られ た の で，確実

に 花粉 を 得 る た め 花粉 親 とす る個 体 に は 硝 酸 銀 処 理 を 行

い ，交 配に は 雄花の 花粉あ る い は 硝酸 銀 処 理 に よ り誘 起 さ

れ た 両 性 花の 花 粉 を 用 い た．硝酸 銀処 理 は 長 さ 1m 程度 に

仲び た 子 つ る 2 本 仕 立 て の
一

方の つ るに 対 して ，上 位 4 枚

の 展開葉 と茎 頂 部 に 400mg ・L
−1

水 溶 液 を 葉面 散 布 した．

　第 3 世 代 は 2003 年 2 月 17H に 播種 し，8 系統 101個 体

を 栽 培 し た ．雌花 ば か りを 着生 す る 雌性 型個体 の 分 離が 予

想 され た の で ，あ らか じめ す べ て の 個 体 に 対 し て 第 2 世 代

に 準 じ て 硝 酸 銀 を 処 理 し，系 統 内 交 配 を 行 っ た 中か ら，無

処 理 枝が 雌性型で 果実形質 に 優れ る 個体同上 を組み 合わ せ

た 4 系統を 選抜 し た ，

　そ こ で ，そ れ ら 4 系統が 雌性 型 で あ る こ とを確 認す るた

め に，2003年 6 刀 30 口 に 播種 し，7 月 15 日に 硬質 プ ラ ス

チ ッ ク ハ ウ ス に 各系統 6 個体ず つ 定 植 して 土 耕 栽 培 を行 っ

た ．供試個体 は す べ て 親 つ る とそ の
．
ド位 節 か ら分 枝 し た 子

つ る 2 本 を仲 ば し て 3本 仕 立 て に し，そ れ ぞ れ 第 30節 ま で

の 性 表現 を調 査 した ．な お，花 ら い の 発 育 が途 中 で 止 ま り

開花 に 至 ら な か っ た 不 完全 発 育節 に つ い て も，花 らい の 雌

雄 が ti視 で 判別 で きた 節 ぱ 花 らい 着生 節 に 含 め て 調査 の 対

象 と した ，

2．雌性型 と混性型 との F1の 性表現

　 1．で 雌性型 が示 唆さ れ た 4 系統 の 中で 最 も果実形 質に 優

れ た UK1 斗一8−2−9−11 （第 1 図）と青中長 系で 雌花着生 率の 低

い 混
」「生型 系統 KBPI ，お よ び 両 者 の F1 （UKI4 −8−2−9−llx

KBPI ）を供試 した ．ま た ，市販 の
‘
え らぶ

’
（八 江 農 芸 株式

会社）お よ び
‘
ゴー

ヤ 節成
’

（（株）久 留 米 原 種 育 成 会 ）も同

時に 供 試 し た ，2003 年 10月 lH に 播 種 し，10月 20 日に 加

温設定温度 15°C の ガ ラ ス 温室 に それ ぞれ 6 個体ずつ 定植

し て ⊥耕栽培で 育て た ．親つ る を 第 7 節で 摘心 し，了つ る

3 本仕立 て で それ ぞれ 第 25 節 まで の 性表現を 1．に 準 じて

調査 し た ，

結果お よ び考察

1．雌性型 内婚系統 の 育成

　第 1 世 代 は 育 種 素材 を選抜 す る た め に，UK14 −8 を 含め

25 系統を 供 試 した ．UK14 −8 は 雌花着 生 が 多〜極 多 の 多 雌

花性 で ，概 し て 果 実 形 質 に も優れ て い た の で 素 材 系統 の 一

つ に 選抜 し，雌花着生 率 の 高い 個体 を選 ん で 系統内交配 2

系統 と 自殖 2 系統 を得た （弟 1 図）．

　第 2 世代 は 4 系統 38 個体を 供試 し 個体選抜を 行 っ た ，供

試個体 の 中 に は 雄花 を欠き雌性型 を想定 させ る 個体 もあ っ

た が 確認 で きなか っ た ．それ らを含 め 雌花着生 率 が 極め て

高 く果実形質 に 優れ る 個体 を 選抜 し，系統内交配 7 系統 と

自殖 1系統 を 得た ．

　第 3 瓧代 は 8系統 101個体 を 供試 し，雌性型 個体の 分離

を 期待 し て 各個体 の 性 表現 を観察 し た．そ の 結果，第 1図

に 示す よ うに UKI4 −8−2−9，　 UKI4 −8−2s−6，　 UK14 −8−2s−7 お よ

び UK14 −8−2s−9s の 4 系統 に お い て ，雌花の み を 着生す る 雌

性掣個体 の 分離が確認さ れた ．雌性型で 果実形質に 優れ る

個体 を選抜 し，系統内交配 に よ る UKI4 −8−2−9−ll，　 UKI4 −8−

2s−6−6，　 UKI4 −8−2s−9s−5 お よ び UKI4 −8−2s−9s−10を 得た ．

　第 3世代 で 得 ら れ た 4 系統に つ い て 怫表現を 調べ た 結果

を 第 1表 に 示 す．4 系統 と も供試 し た 6 個体す べ て が 花 ら

い の 雌雄 を H 視で 判別で きた す べ て の 節 に 雌花 の み を付 け

（第 2 図 ），雌性型に 固定 し て い る こ と が 示 唆 さ れ た ．な お ，

UKI4 −8−2−9−llお よ び UKI4 −8−2s−9s−10 の 2系統 に つ い て は

そ の 後代を 栽培 し，そ れ らが 雌性型系統 で ある こ とを確認

して い る．ま た，果実 の 形状 は 4 系統 と も青中長系 の 特微

を 備えて い る が （第 3 図），果形 ・色調 ・こぶ 状突起 の 尖 り

程度な どは 系統間 で 異 な り，個体問差異 も残 し て い る．

　 ニ ガ ウ リ の 雌性 型発現 に は 少数 の 劣性 主 働遺伝子 が 関 S一

す る と推定 さ れ て い る （Ram ら，2002a）．本研究 に お い て も

内婚 3 世代で 多 くの 雌件型個休 が 分離 し，それ ら雌性型 の

系統内交配で 得 られ た 4 世代 目 が 雌性型 を 表現 し た こ と か

ら，雌性型 の 発現 に は主働遺伝子 の 関与 が 示唆 され た．素

材系統は そ の 遺伝子 を ヘ テ ロ の 状態 で 保有 して い て，内婚
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第 1 表 雌性 型 系統の 性表 現

親つ る 子 つ る

系統 花 らい 着生節 数
z

　 雌 花節 数

　 （節／個体 ）　　 （節 ／個 体 ）

雌 花 節率 y

　 （％〉

花 らい 着生 節数 　　雌花節数

　（節／個体）　　 （節／個体）

雌花 節率

　 〔％ ）

UKI4 −8−2−9−U
UKI4 −8−2s−6−6
UKI4 −8−2s−9s−5
UK ．14−8−2s−9s−10

21．0±1，8x23
．8±0524
．8±0．424
，0±0，6

21． ±1．823
，8±0524
．8土0，424
．0±0．6

100．0100
、0100
．0100
．0

55．0±0．657
．5±0．658
．7±0．257
．8±O．5

55．0±0．657
．5±0．658
．7±0．257
．8±05

LOO．elOO
．0100
． 

100．O
∠
花 ら い の 雌雄 が 目視 で 判別 可能 な節 数

y 雌花 節数 ／化 ら い 着生節数 刈 00
x ・lt均 f直± 標 準誤 差 　　（n＝6）

第 2 図 雌性 型 系統 の 雌花着生状況

　 　 未 受粉 の た め 結 果 して い ない

第 2 表 　雌性 型 系統 と混 性型 系統お よび こ れ ら の Fi の 性表 現

花 らい 着 生節 数
Z

雌花 節数 雌 花節 率 y

　 （節 ／個 休）　 〔節／ 個体 ）　 〔％ ）
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品種 ・系 統 第 3 図 雌 性型 系統 の 結 果 状況

　 　 　 ス ケ ール は 10cm

え らぶ 　　　　　　　　72．3±0．6x
二f＿＿汽ア節 J戊　　　　　　　　　　　68．3±0．7
UK14 −8−2−9−H 　　　　　　68，2±0．9
KBP1 　　　　　　　　　　　　 65．5±0，6
UKI4 −8−2−9−ll×KBPI 　 　 67，3±1．8

31，0±6．9　　　　42．9
30．5±3．9　　　　44，6
68．2±0．9　　　100．0
6．5± 1、1　　　　 9．9

26．3±1．8　　　　39．1

7

花 ら い の 雌 雄 が 目視 で 判別 可 能 な節 数

y 雌花節数／花 らい 着生節 数 xlOO

x

平均値 土 慓 準誤 差 （n−6）

に よ っ て 雌性型 ホ モ 個体が 分離 し，そ の ホ モ 個体へ の 硝酸

銀 処 理 に よ り両性花 が誘起 され交配が 可 能 と な っ た 結果，

雌 性 型 が 固定 した もの と 推 察 され る．ニ ガ ウ リ と 同属 で 雌

雄 異 株 の カ ク ロ ール 〔MOfnordica 　dioica　Roxb．） の 性分化 も

i耡 遺 伝了 の 攴配で
， 雌株が 劣性 ホ モ ，雄株 が ヘ テ ロ で あ

る こ とが 知 られ て い る （Hossain ら，1996）．

　ま た，キ ュウ リ の 雌性 型系統 に つ い て は 夏 節成
’
や

‘
彼岸

節成
’
（藤 枝 ら，1965），

‘
MSU713 −5t〔Peterson

，
1960；Peterson・

Anhder，1960）な どが 報告 され て い る が，こ れ ら の 性表現 の

温 度 ・H 長感受性 に は 差異 が 認 め られ て い る．す な わ ち ，
‘
夏 節 成

’
は 日長 の 影響 を受 け ない が 高温条件で ，

‘
彼岸節

成
’

は 高 温 ・短 H 条件 で い ずれ もわ ずか で あ る が 雄花節 を

発現 す る． ・
方，

‘
MSU713 −5

’
の 雌性 型 は 温 度 ・H 長 の 影響

を 受 け に く く安定 し て い る こ とが 報 告 され て い る．ニ ガ ウ

リの 性表現 は 高温 ・長 日 条 件 で 雌 花 分 化 が 抑 え られ て 雄 花

節 が 増え る が （米盛 ・藤枝 ，1985），木 研 究 で 得 られ た 雌 性

型 4 系統 は 高温 ・長 H 期に ，し か も，ハ ウ ス 内で 栽培 した

に もか か わ らず雄花 の 分化を 確認で きな か っ た の で 〔第 1

表），キ ．z ウ リ の
‘
MSU713 −5

’
の よ うに 安 定 し た 雌 「生型 と

思わ れ る．

2．雌性型と混性型 との F1の 性表現

　性 表現 の 調 査結果を 第 2 表 に 示 す．種 子 親 の UK14 −8−2−

9−11は 雌花節率が 100％ で，雌 「∠［
』
型 に 固 定 し て い る こ とが 再

確認さ れ た．．一
方，花粉 親 の KBPI は 雌 花節 率 が 9．9％ で ，

‘
え ら ぶ

’
や

‘
ゴ ーヤ 節成

’
に 比 べ 雌 花 着 生 率 の 低 い 混 性 型

で あ っ た，両 者 の F
［
の 雌花節率 は 39．1％ で，両親 の 中間値

を や や ド回 っ た．しか し，
‘
え らぶ

’
や

‘
ゴーヤ 節 成 　と同

程度 の 集約的 な施設栽培 に は 好 ま し い 雌花着生 密度 で あ

り，雌性型系統 が 実用的な 多雌花性品 種の 種了親 と し て 有

望 な こ とが示唆 さ れた．な お，Fl に お け る雌花節数 の 個 体

間変異 は
‘
え ら ぶ や

‘
ゴ ー

ヤ 節成
’

に 比 べ 小 さか っ た ．
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　キ ュウ リ で は，雌性型系統 と混性型系統 と の Fl は ，
‘
MSU713 −5

’
が 種子親 の 場合に は 雌性型が ほ ぼ完全優「生に

発現 し （Peterson・DeZeeuw ，1963），
‘
夏節成

’
や

‘
彼岸節成

’

の 場合 に は 部分優性 に 発現す る こ と が 報告 され て い る （藤

枝 ら，1965）．本研 究 の 雌性型 ニ ガ ウ リ と 混性型 と の F
［

に

お ける 性表現 は，
‘
夏 節成

’
や

‘
彼岸節成

’
が 種子 親 の 場 合に

似か よ っ て い る．な お，高温 ・長 H 条件 で 雌花分化 が 抑 え

られ て 雄花節 の 増 え る通常 の 混性型 ニ ガ ウ リ の 温度 ・日長

感受性が，雌性型 との Fl の 性表現 に ど の よ うに 発現す る か

は 今後解明を 急ぎた い ，

　以上 の よ う に ，ニガ ウ リの 雌性型内婚系統 が 育成 さ れ，

そ れ と混「生型 との F1 は，雌性型が 部分優性 に 発現す る こ と

が 確か め ら れ た ．従 っ て ，キ ．z ウ リで 実用 化 し て い る よ う

な 雌性型を 利用 す る 多雌花性 育種が ニ ガ ウ リ に お い て も期

待で きる．今後は ，雌性型内婚系統を 種子 親 に し，各作型

で 組み 合わ せ 能力の 検定を 彳」い な が ら 実用 的 な
一

代雑 種 の

育成を 日指す と と もに ，隔離ほ 場 に 種子 親 と花粉親を 混 植

して 虫媒を利川 す る採種法を 確立 し，一
代雑種の 種千 生産

の 低 コ ス ト化 を 図 りた い ，

摘　　要

　 ニ ガ ウ リ の 青中長 系か ら雌性 型 内婚系統 を 育 成 した．育

種素材 （LCJ980120 ）か ら雌花 節率 の 高 い 個 体 を選 び ，系

統内交配 ま た は 自殖 で 世 代 を進 め た．第 2 世代お よ び 第 3

世代 で は 硝酸銀処 理 で 両 性 花 を誘 起 させ ，そ の 花 粉 を 交配

に 用 い た．第 3 世代 に お い て 4 系統 51 個体中 に 27 個 体の

雌性 型 を確 認 した．こ れ ら雌性 型 か ら果 実形 質に 優れ る個

体を選抜 し，同
一
系統内の 交配 に よる 4 系統 を 得た が，そ

れ らは 混性型 を分離せ ず，い ずれ も雌性 型 に 固 定 し て い た ．

そ の 1 系統 と少雌花混性型系統 （KBPD との F1 は ，雌 「生

型 が 部 分 優性 に 発現 す る こ とが 確 か め られ，育 成 され た 雌

性 型内婚系統 は 多雌 花 性
一一

代 雑 種 の 種 子 親 と し て 有 望 な こ

とが 示 唆 され た．
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亅
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