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さと うきび育種 に お け る選抜方法 に 関す る研究

第 1 報 　束植方式 が 諸形質 に 及 ぼ す影 響

児 玉 三 郎 ・ 永 冨 成 紀

　　　　 （九 州 農 業 試 験 易）

1．　 緒 論

　束植方式 と は ， さ と うきび実生第 1年 日，掴休選抜段

階で ， 数本 の 実生苗 を束に して 定植す る方法 で ， 単位爾

積当り数倍 の 個体を収容 で き，そ の．1：低収性個体 は 競 合

能力 に乏 し く自然淘汰に ゆ だ ね 選 抜効率 を向 ltさせ うる

と い う観点 に 立っ 栽植様式で あ る。 本方式 は ， Mange −

lsdorfO に よ っ て 提唱 され，今 日 まで ハ ワ イ に お け る育

種の 基礎 と なり，多くの 優良品種が 育成 され て い る 。 し

かし世界各地の育種場で は ， 本方式に 対す る賛否両論 が

あ っ て ，無条件で 採用す る に は，なお 聞 題 が残 され て い

る と思 わ れ る ．

　本報告で は，タ イプ の 異 なる 品種を供試 して東植法 模

擬試験 として，競合作用 に 伴 う収量性 な らび に 収 量 構 成

要素の 動向を追跡 し， 本方式の 可否を検討 した 。

2． 試 験 方 法 の 概 要

　試験方法 は ， 第 1表 に 示 され る よ うに ，供試 品 種は 5

品 種 を ユ組 と し 3 組設 け ， 各組 に は N ：　Co．310を標準品

種 と して 挿入 し， 他品種 との比較 を試み た 。 供試苗 は 苗

質 を均
一

に する た め 催芽苗 を用 い た 。 束植区 5 品種の 植

付けは，苗を放射状に 配置 し方位 に よる機会 を均等にす

る た め に，植穴 ご とに 品種の 植付 け位 置 を規則的 に 交代

さ せ た。供試 土 壤 は ， 黒色 火山灰土 壤 を用 い ， その 他 の

栽培方法 は 耕種基準 に 準 じた e

　 生 育調査 は ，6月 か ら11月 ま で 5 回 に わ た り，茎 長 ・

葉位 ・生 葉数 ・分けつ 数を調査 し，競合条件下の 生育相

の 差異を観察 し た。 収穫物は ， 各区全個体 に つ い て ，株

当 り茎 重 ・分 けつ 茎 数 ・茎 長 ・茎 径 ・有効節数お よ び レ

フ ブ リ ッ ク ス の 6項目 を調 査 し た 。 各形質 は選抜形質 と

して の 信頼性を検討 す る た め，標準偏差
・
変動係数 ・頻

度分布を求 め た。

3， 試 験 　　 結　　 果

　 1）発生 月 別出葉数 （第 1図参照）

　各 品 種 と も 7 〜 8月 の 生育最盛期 の 出葉数が 多い が ，

束植区 で は 8 月後半以降の 出葉数 が漸減 し，特に 競合で

抑圧 を受 け た品種 ほ ど滅少が 大 きい 。束植区 の 総出藁数

　　　　第 1 図 　発 生 月 別， 出 葉 数

　　　　 凡 例各品種 の 上 が 単植区、下 が 束植区を示す
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第 1 表 試 験 方 法 の 概 要

（1）　供 試 品 種

（2） 試 験 区 構成

　 　 施 　 肥 　 量
（4）
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1・　単植区 ： 1品 種 1 本植

2．　 束 植 区 ： 5品種 5本束植

3． 標 準 東 植 区 ：N ：Co ．310，5本束 植

N ：P206：K20 ＝ 2．4：2．4：ユ．8

」隹肩巴　200，　苦土 石灰 　20

　　供 試 面 積
（3）
　 　 供 試 個 体 数

（5）　植　付　 け

単 植 区 ：14．4ガ，30個体

束 植 区 ；28．8mP，60株

催芽処 理 日 ：1967年 4 月20日

定 　植 　　日 ；　 〃 　　5 丿ヨ27El

（6） 収 穫 」・9・8年 ・月29− 31・
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はい ずれ の品種で も滅少 し，密植状態 に あれば 相互遮蔽

に よ っ て 出葉 リズ ム が 乱 され る こ と が わ か る。

　 2）茎 長 の 変動 （第 2 図）

　単植区の 変動係数は 10％以下で か なり小 さい 。束植区

で は 競合力 の 弱 い 品 種ほ ど変動 は 大 き くな るが，選 抜 形

質 と して 信頼性 は もて る で あ ろ う 。 強勢 な 品種 は束植 区

で も茎 の 伸長は
…

定 で ある が，木来 茎の 短 か い 品種で は

茎 の 伸 長が 促 進 され る。こ の 点 か ら競 合 能 力 の ］．つ の 要

因は ， 茎 の 伸長能力に あ る と考 え られ る 。

第 2 図 茎 艮 の 変 動
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　 3）茎 径 の 変 動 （第 3 図）

　束植区 の 茎径は ， ほ と ん ど の 品種 で 減少 し 競合力の 弱

い 品 種 ほ ど激減して ，茎 径 を減 じて 茎 の 伸長 に 主 力 を注

ぐこ とが 明 らか で あ る 。 単植区で の変動係数は 5 ％ 前後

で 分散の 巾が狭 く束植区 で も選 抜形質 と して 信頼性 は高

い 。

第 3 図 茎 径 の 変 動
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　 4） 分 け つ 茎 数の 変 動 （第 4 図）

　両区の 差 が 顕 著 ICftわれ て ， 単植区 の 最大分けっ 発生

数が 9月 上 旬 に あ るの に 対 し， 束植区で は 7月下旬以降

は 発生 せ ず ， 競合に よ っ て 著 る し く発生 が 揮 え られ た。

有効茎数の 変動 は 30％ 程度で 極 め て 大 き く， 束植区で は

さ らに 大 となり，生存茎数 が環境条件次第で 機会的 に左

右 され や す く，個 体数の 少 な い 初期選 抜形質 と して 両区

と も信頼性 が低 い こ とが わ か っ た 。

第 4 図 　分 け つ 数 の 変 動
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　 5）茎重の 変動 （第 5図）

　株当 り茎 重 は，分 け つ 数 と同 じ傾向で 変動 し， 束植区

で は 競合に 弱 い 吊 種の 減量が 著 る し く変動係数 も大 きく

ふ れ て ，分 けつ 数 が 収量 性 に 大 き く関 与 し信頼性 をか き

乱 して い る。従 っ て 個 体数が 少ない 場 合の 収景性 は 信頼

が もて ず，収f蒄性検定に は ， 調査個体数を増加 した段階

か ら 実施すべ きで あ ろ う。

第 5 図 　 株 当 り 茎 重 の 変 動
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　 6） ブ リ ッ ク ス の 変動 （第 6 図）

　単植区の 変動係数は 5 ％程度で 頻度分布の 巾が 狭 く，

遺伝的能力が大きく，信頼性 も高 い と考 え られ るが，選

抜 に 使 わ れ る示 度 の 範囲が 狭 い こ と もあ り，
1茎 を対象

とす る 選抜誤差 も含 め て さらに 検討を要す る 。 束植 区で

は，競合 力 と ブ リッ クス 変動 との 間に は一
定 の 傾向 は 見

られ な い が ， 変動係数が 大 きくな る こ とか ら，選 抜で は

絶対的な示度を信用 せ ず，大まか なふ るい わ け程度に と

どめ る べ きで あろ う。

第 6 図　 レ フ 。ブ リッ ク ス の 変動
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　 7） 各 品 種の 変 動

　第 7 図 に は ，全供試贔種 の 両区 に お け る 品種型の 変動

を図示 し，収量構成 4要素を四 辺形対角線上に とり，単

植区 N ：Co．310の 形質 を基準に他品種の 相対比較を試

み た もの で ある 。 但 し，束植区 の分け つ 茎数は 単植区の

5倍 に 目盛 っ て い る。各組 は 上から順次生産力の 高 い 品

種か ら配列 し た 。
こ の 図か ら高収性の Ce．312，　 N ：Co．

382は 束植区で も競合に強く安定して い る が ， 低収性 品

種に なる に っ れ 茎径 ・分 け つ 数 へ 抑圧 が か か り，母茎 の

維持が で きな い 品 種 が淘汰 され て ゆ く傾向が 明 らか で あ

る。また品種型に よ っ て は，N ： Co．293
，
　 P ．　O．　J．2725

の よ うに茎 重 型 品極 は主 茎 伸長が 旺 盛で 分 け っ を抑 え 1

茎 重 を大 きくす るが ，
N ：Co ．376の よ うに多分けつ 型品

種は 分 け っ 生 存の機会は高ま るが ， 茎 は 細 く伸長 し生態

特性が 全 く変 わ っ て くる。
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A 組

第 7 図 晶 種 間 の 変 動
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4． 考 察

　概 して 多収性 晶 種は 強勢で 競合力の 高 い もの が 多 く，

比 較的低収 な品 種は 競合力が 弱 い こ とが 観察 さ れ た 。 密

植条件下で 競合が強化 されれ ば，弱勢な低収性品 種は 淘

汰され る こ とが 明 らか で ，束植方式の 骨 子 に ほ ぼ一致 す

る結論が得られ た 。 ま た
一

方，競合能力の 原因 は，強勢

な先天的素質 が 主因で あろ うが，と りわ け 主 茎 の 伸長能

力 は 有利 に作用 し ， 分 け っ 能力は 競 合 力 と直 擾 の 関 連 性

は 薄い こ とか ら， 束植選抜 で は 主 茎 伸 長 型 ・茎 重 型 品種

が生 残 る可能性が大 きい 。主茎を対象に選 抜 さ れ る 揚

合 ， 茎 は細 く一茎 重は軽 くて も多 分 け っ 型 の N ：Co．　376

の よ うな品種 は，特性が 発揮 され 難 く， 選抜者 の 目に も

と ま りに くい 。亜熱帯地城 に は一般に ，多分 けっ 型 品 種

が 適応 しや すい とい わ れ る が ，
C．　P ．系品 種の よ うに分

けつ 型の 亜熱帯地育成晶種 の競合力 は弱 く，栽培環境を

整 え れ ば ， 多分けつ に よ っ て 多収 が得 られ る 品 種 が 淘 汰

され る 可能姓もある。こ の よ うに優良品種 と は 極端な 多

収性 だ け で 特徴ずけられ ず ， 優良品種 と競 合力 の 強 さ と

必ず し も一致 しな い 倒 もあ り，地域適 応 性品種の 選抜目

標 が 多 分 けつ 型 に 重点が 置か れ る場合 ， 極度 の密植条件

下で 選 抜すれ ば 優良遺伝子 を逃 す 可 能 性 が あ る 。 し か

し，さ と う き び品 種の 遺 伝了構戚は ヘ テ ロ 性 が 強い こ と

か ら ， 雑糎 に は 多数 の 弱勢個体 が生 藤 され，選抜対象 に

な る の は，一
部の 強勢な 個 体で あ る点 で ，極度 に 過 密 な

状態 に な けれ ば ，優良個体は ほ とん ど生 存で きる 可能性

は ある。また，実生 に は品種の資格と して 取 る に 足 らな

い 劣悪形質を有す る 個体 も多い こ とか ら ， 選 抜形質 は 収

爵圭性 を対象 と す る 以 前に ，茎 長
・茎 径 ・ブ リ ッ ク ス と合

わ せ て 劣悪形質 の淘汰を主体1こす れ ば，多数の 個体 の 処

理 に は ， 土 地の 節減 か ら束縫 様 式 を採 用 す る 利点 は得 ら

れ よ う。 な お，極端 な 密横 に す る と茎数が 少 な くな る た

め に 次 代検定用の 種宙の 獲保，病虫害の 被窃程度や 肉質

の 調査に 」分 な材料が 得 られ な い 欠 点 が あ る 。

　同種の 試験 が ，台湾で 楊
2）

に よ っ て 試み られ，収量性

を中心に 検討が加 え られ ， ほ とん ど一致 した結論が得 ら

れ た。 しか し，束植状態 に あれ ば，茎 が 伸長 し， 茎 が 高

い こ と は 競合 に 有利に 作10す る 点 に 関 して は 必 ず し も一・

致 し なか っ た が ， これ は 気候 ・土質の ちがい に もよろ う

が，同 氏 の 試験 は秋植 で 実施 され ， 生育茎数 に も差が大

きく，
N ：Co．310以外 は大茎 で 茎 重 型 品種 が供試され，

競合条件に 差異 が あっ た もの と思 わ れ る 。

　本方式に っ い て は ，さ らに 実生 を供試 して 検討す る こ

と が必要で ある 。

5．　 む す び

　本試験 の 結果を要約す る と ， 次 の 通 りで あ る。

　 1 ）束梢法で 比較的信頼性の あ る選抜形質 は ， 茎長 ・

茎 径
・プ リッ ク ス で ， 分けっ 数 ・株当 り茎 重 は変動 が大

きく選抜対象 とな り難 い 。

　 2 ） 束植え で は ， 多収性品種 が競合力が強 く，他方低

収性品種は淘 汰 され や すい 。

　 3 ）競合条件下 で は，品 種 の形質表現 が異 な り， 茎 は

伸長 し，茎 径 は細く， 分けつ は 抑制される。

　 4 ） 束植法 で は ， 主茎 伸長型 ・茎重型品 種 が 注 目 され

や す く，多 分 けつ 型 品種の 特性 が 発揮さ れ難 く， 優良特

性の 見 わ け が 困難 に な る。

　 5）競合力 の 原因 は t 強勢 さ に加 え て ， 茎 の 伸長能力

が 有利 に 作用 し，分けっ 能力 との 関連性は少ない。
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