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　　　　　茶樹 の 根系 に 関す る栽培学的研 究

第 1 報 　摘採が 根の 生 育お よび機能 に 及 ぼ す影響

　　　山　 ド　正 　隆

（農林 水産省茶 業試験場枕崎支 場）
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　茶樹の 栽培で は 同化器官 で あ る葉 を収穫対象 と し て い

るだけで な く ， 高度の 多肥 栽培や 遮光栽培 な ど他 の 作物

で は み られ な い 特殊な 栽培管理 が行 わ れ て い る。こ れ ら

は 茶樹 の 生 育に 大 きな 影響 を及 ぼ して お り ，
こ れ まで 収

量 、 品 質 の 向上 を 目的 と した 栽培管 理 法に 関す る 試験 は

数 多 く行 わ れ て い る。し か し ，こ れ らの 多 くは主 と し て

地一ヒ部 へ の 影 響 をみ た もの で
， 地 下部 へ の 影響 を調 査 し

た 例 は少 な い り 茶樹 に お い て は ，根 は養 水分 の 吸収 ，貯

蔵器官 で あ る と ともに
， 茶の 重要な品質成分で あ る ア ミ

ノ 酸の 生 合成器 宮で もあ り，収量 ，品質へ の 地 下部 の 役

割 は大 きい と考 え られ る 。 本 研究 で は ，茶樹栽培管理 に

お い て 樹体 へ の 影響 の 最 も大 きい と思わ れ る摘採 を取 上

げ ，特 に ，地 下部 に対 す る影響 を検討 した の で そ の 結果

を報告す る 。

：10 ：13），夏肥 を硫安で 行 っ た
。

N 年 間施用量 は 両処

理区 と も当場 3 年生樹漂準量 〔36陀／10a ）と し，秋 ，

春肥 60 ％，夏肥 40％ の 比 率 で 分施 し た。

　調査 は各茶期の 萠芽期お よ び摘採期 に生 育の 揃っ た 2

株 に つ い て 行 っ たが s 放任 区 で は 調査 適 期 の 判定が 困難

なttめ 二 番茶期以後 は 摘採区 と 同時期 に 行 っ t 。地 下部

試料 は 木化根 と 白色根 とに 分 け ，さ らに 木化根 に つ い て

は根の 横 断面 を プ ロ P グ ル シ ン ・ア ル コ
ール 試 液に よ り

染色 した 後 ，断面に 認 め られ る年輪数を調 べ ， Age 　 1

（若）〜Age 　4 （老 ）の 4 段 階 の 若 さ別 に 分 類 した 。 こ れ

らの 試 料 に つ い て炭水化物 を 酒井
1 ）

に よ る TAC 分析法 ，

全 ア ミノ 酸 を香西 ら
2 ）

に よ る比色定量法に よ り分 析 した。

また
、 臼色 根 に つ い て は TTC 還 元力 に よ る 活力判定を

ew3
）
備 ら

4 ）
の 方法で 行 っ アこ。

　　　　　　　　材料 お よ び 方法

　 1978年 3 月 に 1 年 生 さし 木苗を値付 けて 育て た 晶種 や

ぶ き た の 幼 木 を 供 試材 料 と し た 。調 査 は 1980 年 3 月下 旬

（
一

番 茶萠芽 期 ）か ら 9 月 下旬 （五 番茶 （秋芽 ）萠芽期 ）

に か けて 行 っ た 。

　 2処理 区 の う ち放任区 は前矩 も無摘採 と し ， 当年 2 月

下旬 に 地 ．ヒ約 40cmの 高 さで 太枝の み せ ん 除を行 っ た 後 ，

摘採 を行 わ ず放任状態 と し た。また
， 採摘区 は 前年 も四

番茶まで は さみ 攜み を行い
， 当年 2 月下旬 に 前回 摘採面

か ら 2 〜 3anL げて 整枝を行 っ た 後 ，一番茶〜四 番茶を

は さみ 摘 み で 収穫 した 。施肥 は秋．春肥 を化成肥料 （14

試 験 結 果 お よ び 考 察

1e 地上 部 蜻 の 変化

　地上 部生育の 推 移 を第 1 表 に 示 し た c，摘採区 の 乾物重

は 4 月下旬 （
一

番茶摘採期 ）か ら 6 月中旬 （二 番茶摘採

期 ）に か け約 80％ の 増加 を示 した が，その 後の 増加 は 非

常に 緩慢 とな っ た 。 まts 株当 り葉面積 も
一

番茶摘採直

後に は 約 2 倍に 増加 し た が ，
二 番茶期以降の 増加 は緩漫

とな っ たりまた
， 全葉面積 に 占め る 旧葉 （前年 葉 ）葉面

積 の 比 率が 高 く，二 番茶期以 後 も50 ％ 以 上 を 占め た 。

　
一

方，放任区の 乾物重は 6 月 中旬 （二 番茶摘採期頃 ）

第 1裘　地上部 の 生 育

　 　 　 　 　 　
一

番 茶 期
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E採区 5511 ．5　　　4044 ．9　　　7784 ，7　　　　86918 　　　　8
6 、 8 　 　 　 　 　　　　　（55 ． 0）　　　（55 ，7＞　　　　（
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1．5 （19．1）　　　　（10． 9）　　　（10．2）　　　　（54 ）　　　　

4． 9） （ 　 ）内 は2 藁 面 債に占め る 旧漿 藥面 積

比率 （％） 昭和 56 年5月 14 日 第 58

講演会
で
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か ら直線的 に 急 増 し ，8 月 下旬 に は 摘 採 区乾物 重 の 約 3

倍に 達 した
。 ま1

’
：　

9 株当 り葉面積 も 5 月中旬 （二 番茶萠

芽期頃 ）以 後急 速に 増大 し，その ほ と ん どが 新葉 （当年

葉 ）葉面積で あ っ た 。

　 こ の よ うに ，摘採 を繰返 す と地 上 部の 生 育は か な り抑

え られ る 。 特 に ，摘採 に よ る新芽 の 除去 は 光合 成能 の 低

下 に っ なが る た め
， 地上 部だ け で な く ， 地下部 の 生 育 ，

機能 に 対 す る 影響 も大 きい もの と考 え られ る 。

2 。地 下 部生 育 に及 ぽす 影 響

　第 1 図に み られ る よ うに ， 摘採 区 に お け る 木化根重 は

一
番 茶萠芽期後漸減 な い し横 ば い の 傾向を 示 し た。こ れ

に 対 し
， 放任 区 で は

一
番茶期 に 減少 し た 後 ，

二 番 ，
三 番

茶期頃 に か け て増加，回復 した 。

一
方 ，白色 根重 の 変化

は 摘採区 ，放任区と もに 小 さ く，ま た 処理間差 も小 さ か

っ た 。

120
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脇　　　％　％　　％　 ％ 燭　％　％

　
・番 茶　　 二 番茶　　三 番 茶 四 番茶

　 第 a図 　地 下部生育 の変化

　こ の よ うに 摘採区 で は一一as茶期以 後木化根重の 増加が

ほ とん どみ られ な い 。 これ は摘採 に よ っ て 新葉層 が 取去

られ るた め 地 上部生育の 貯蔵養分 へ の 依存度が
一
番 茶期

以 後 も低下 せ ず ，こ の た め 地 下部 の 生 長 が 抑 え られ t5

の と思 われ る。な お ， 堀 取 時 の 観察 に よ れ ば ， 摘採 区 に

お ける 臼色根 は 放任区の もの ｝こ比べ て 太 く，分枝根が 少

な い とい う特徴が 認 め られ f：。

3 ．地 下 部 化学成 分に 及 ぼ す 影 響

　 地
一
ド部 炭水 化 物 濃 度の 変 化 を第 2 図に ，ま た 地

．
ド部 ア

ミノ 酸濃度 の 変化を第 3 図に 示 し t 。根 の 貯蔵炭水化物

濃度 は 春か ら夏 に か けて 摘 採 区 ，放任 区 と も急 速 に 低 下

した 。 ま た ，木化根で は 若 い 根 ほ ど含有率 は 低 く，か つ

早い 時期 に 最低 レ ベ ル に 達す る傾向が み られ た 。 白色 根

で は両処 理 区 間で の 含有率の 差 は 小 さ く，一番茶期〜四

番茶期の 含有率 は一
定 し て い た。

　 こ の よ うに ，地 下部炭水化物含 量 の 変 化 に は 摘 採 の 有

無 に よ る相違 は ほ とん ど認 め られ なか っ た 。 しか し，根

量 の 差 や 白色 根の 形態的差異な どか ら ， 地
．
ド部 貯 蔵 炭 水

化物 の 消費の 様相 は摘採の 有無 に よ り異 な っ て い る 可能

性 も考 え られ る c、，

　次 に
， 攜採区 に お け る 地 下部 ア ミノ 酸 濃度 は，木化根

で はい ずれ の若 さの 根 も 3 月 下旬 （一番茶萠芽期 ）以後

急速 に 低 下 し，6 月 中 旬 （二 番茶摘採期 ）に は ほ ぼ 最 低

とな っ た e，しか し ， そ の 後 8月 下旬 （四番茶摘採期 ）に

は 顕 著 な増加 が み られ た 。 白色根 で も 3 月 下旬 以 後 7 月

下旬 ま で 急 速 te低下 し r 後 、8月中旬 （四 番茶 萠芽期 ）

に は 増加傾向に 転 じた。また ，若 さ別 に 分 けt 木化 根 の

ア ミノ 酸含 有率 の 差 は 小 さか っ た 。 白色 根 も 3月下旬 （

一
番茶萠芽期 ）に は木化根 に 比べ て か な り高い が ， そ の

後 徐 々 に 羌が 縮 ま っ た 。

　 4〔｝

含
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　 30
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％
　 20

1〔，

摘採 区

賜 　 　 ％ 　 ％ 　 ％ ％ ％　髯　％

1番 茶 　匹1番 茶

　 4D

含

有
　 3〔〕

率

％ 2〔〕

王0

放任区

％　　 　淞 　 ％
．．．一番 茶 二 番 茶 一一

番 茶

　 o −− oAge4 　 th−一一di　Age2　＋
一一

〇 1二［色根

　 e −一→ A 即 3　 n一 κAgei

第 2 図　地下 部炭 水化物含量 の 変化
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一一．番茶 　 二 番茶

第 3麪

％ 堀 ％ 濁

．三番茶 四番茶

地 下部 ア ミノ 酸含量 の 変化

　
一

方 ，放任区 に お ける根 の ア ミノ 酸濃度 は根 の 若 さに

よ っ て 若干異 な る 傾向を示 した
。 す な わ ち．Age 　1，　Age4

の 根 は 摘採 区 とほ ぼ 同様 な傾 向 を示 しt ，、ま た
，
Age2 ，

Age　3 の 根 は Age1 ，　Age4 の 根 に 比 べ 含有率 が 若干高

く ，
4 月

一
ド旬か ら 6 月中旬（二 番茶時 期 〕に か けや や 低

下 した が ，そ の 後増加 傾向に 転 じ t　、， また ，臼色 根 は 二

番 茶期頃ま で の 低下 は緩 や か で
，

7 月 下 旬 （三 番茶摘採

期頃 ）最低 に 達 した 後増加 傾向に 転 じt 。なお ．8 月中

旬 （四 番茶萠芽期 頃 ）か ら各 根の ア ミノ 酸 含 量 は 摘採区

同様高ま り，そ の 増加 は摘採区 に 比 べ は ろ か に 急 激で あ

っ た c

　以上 の よ うに
， 両処 理 区 と も根 の ア ミノ 酸濃度は 春か

ら夏に か け て 低下す る傾向 を 示 し t が ，摘採区 で は い ず

れ の 若 きの 根 も時期 的 な 濃 度の 変化 は ほ ぼ 一致 し て お り，

二 番 ，三 番茶期 に お け ろ地 下 部 ア ミノ 酸濃度は一
番茶期

に 比 べ か な り低 くな る もの と思 わ れ る
。

こ れ に 対 し s 放

任 区 で の ア ミノ 酸濃 度 の 変化 は根 の 若 さに よ っ て 異 っ た

経過 を示 して お り，樮全体 の 夏季 の ア ミノ 酸 濃度 の 低下

は摘採区に 比べ 小 さい と思 わ れ る 。
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話 。．1

嬰
時

％ 　　 　無 　 ％　 ％　 ％ 漏 ％ 　％ 　Atm
　

・
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eg　4 図　白色 根 の 活力 の 変 化
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〇 L；，G色 根
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4 。白色根 の 活力の 変化

　第 4 図に 示 し た よ うに ，摘採区 に お け る 根の 活力 は新

芽生 育期に 低下 し．摘採後 に 高ま る と い う周期的変化 を

示 し た Q
一一

方，放任 区 に お け る活力 は摘採区 に 比べ て 高

く ， 特 に ，5 月 中旬 （二 番茶萠芽期頃 ）〜8 月中旬 （四

番茶萠芽期頃 ）に か け 3 〜4 倍高い 活力 を示 しt 。

　本試験 の 結果，放任，摘採両処理 区間に お い て
， 根 の

量 と 形態，化学成分お よ び活力 な どに 明 らか な差異が認

め られ る こ とか ら，摘採 を行 うこ とに よ る 新芽 の 除去 と

そ れ に 伴 う強制的な 生 育停止は 地 上 部だけ で なく根 の 生

育，機能 に 対 し て も大 きな影響 を及 ぼ して い る と考 え ら

れ る 。

　　　　　　　　　摘　　 　　　要

　茶に お ける 地．ヒ部生育 と地下部生育 との 相互関 係 を 明

らか に す る た め ，晶 種や ぶ きた の 3 年 生 樹 を用 い て ，摘

採 を行 っ た 場 合の 地 下部へ の 影響を検討 し た 。

　 1．摘採区 の 地上 部乾物重お よ び株 当 り葉 面積の 増加

は放任区 に 比 べ て 小 さか っ プ：。 こ の た め放任区 と の 差 は

二 番茶期以 後急 速 に 拡大 し ，四 番茶嫡採期 に は い ずれ も

放任 区 の 約 1／ 3 と な っ た 。また ，二 番茶期 以 後 も全 蘖

面積 に 占め る 旧 葉の 比率が 50 ％ 以上 と 高か っ た e

　 2．摘採区 の 木化 根重は一
番茶期 に 減少 し た後 は 横ば

い 状 態 と な っ た が ，放任区の 木化根重 は
一

番 茶期 後 も 7

月上 旬まで 増加傾向を 示 した。白色根重 は両処理 区 間 で

大 差 な く，季節的 変化 も少 な か っ た が ，摘採区 の 臼邑根

は放 任 区 に 比 べ て 太 く，分 枝根の 少 な い こ と が 観 察 さ れ
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た c

　 3．地 下部 炭水化物濃度 は 春か ら夏に か け s 両処 理 区

と も急 速 に 低下 し，三 番 茶期 ま で に ほ ぼ最低 レ ベ ル を示

した
。

また e 木化根 で は 着い 根 ほ ど含有率 は 低 く ， か つ

早 い 時期 に 最低 レ ベ ル に 達 し た が ．白 色 根 で は 含有率 の

季節 的 変化 は ほ と ん どみ られ なか っ た 。

　 4．根の 全 ア ミノ 酸濃度は 、摘採区 で は い ず れ の 着 さ

の 極1も 3 月 下 旬 （一番茶萠芽期 ）以 後 急 速 に 低下し ，
二 ，

三 番茶期 に は 最低 レ ベ ル とな っ た 。

一
方 ， 放任区 で は根

の 若 さに よ っ て 異 な る季節変化 を 示 した
。 また 両処埋 区

と も 8 月下旬 に は急激な含有率の ．ヒ昇 が み られ r

一
番 茶

萠芽期の 水準以上 に 高ま っ た 、

　 5． 臼色 根の TTC 還元 力 は ，摘採区で は新芽生育期

に 弱 ま り，摘採後 に は 強 ま る と い う周期 性 を示 した 。放

任区 で は摘採区に 比べ て 強 く，特 に ，夏季 に は 3 〜 4倍

強 い 還元 力 を示 した c
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