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要 旨 ： ミ ツ バ チ の 訪花が ほ と ん どみ られ な い 場所で ，普通 ソ バ の 開花結実に及 ぼす 人工 受粉 と訪花昆虫

の 活動制限 の 影響の 大 きさに つ い て研 究 した．本実験の 人工 受粉に よる結実促進は 大 きくて も約 10％程

度 しか な く，自然放任で もすべ て の 花が 受粉 して い る と思 わ れ る くらい 十分に ミ ツ バ チ 以外の もの に よ っ

て 受粉が彳
．fなわれ て い る と考え ら れ た ．本実験 で は特に ア リの 受粉効果が大 きい と考え られ た．本実験

の 観察で は 自家受精は全 くな く，ほ と ん どが虫媒の 他家受精 と考えられ た．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緒 　　 　　　言

　ソ バ は虫媒花で 他花受精の 植物である．長友 （1961）は訪花昆虫 の 種類 に 関する 調査を行 い ，ミ ツ バ

チ の 訪花が最 も多 く，受粉能力 の 点で ミ ッ バ チ を凌 ぐもの は 観察す る こ とが で きなか っ た と して い る．

しか し， こ の 報告 に は 実際に受粉能力 に関する調沓は行われ て お らず ，受紛 能力の 点に 関 して は不 明で

ある ．中山 ら 〔1972）は ，Kopel’kievskiiの 文献を引用 しソ バ の 訪花昆虫は 多種多様で あ るが そ の 63〜

72％ は ミ ツ バ チ で ある と報告 して い る．しか し， ミッ バ チ の 受粉効果 を見積 もる こ とは きわ め て 難 しい

と もい っ て い る ．また．長瀬 （1981）は 網を用 い て ミッ バ チ な どの 訪花 を遮断 した場合，ハ エ 類 や 微 ／亅、

昆虫 の 受粉能力が意外に高 く，自然状態に置 い た区の 3 割程度 の 結実が ある こ とを示 したが，い ず れ に

して も ソ バ の 受粉は 主 と して ハ チ 類 に よ る 媒介が 必要で ある と報告 して い る ．しか し，著者 ら は 名古屋

市内 の 都市部の よ うに ミ ツ バ チ の 訪花があ ま り見 られ ない 場所で 毎年栽培 を行 っ て きた が
，

か な りの 結

実を記録 して い る （道 山 ら1998a，1998b，1999）．以 ヒの こ とか ら，著音らは ミッ バ チ の 訪花 が あ ま り

見られ な い 地域 にお い て も ソ バ の 結実 に 及 ぼ す訪花 昆 虫 の 効果に つ い て 再検討の 必要 が ある と考えた．

　著者 らは訪花昆虫 の 効果を見積 もる た め に は 開花 した花すべ て に 人
一
Ll受粉を行 い ，100％ 受粉 をさせ

た個体 を基準 とする必 要が あ る と考えた．そ こ で ，本実験で は人工受粉 の 開花 ・結実に 及 ぼす効果が 自

然状 態 と比較 して どの 稚度あるか を明 らか に しよ うとした．そ の うえ で 訪花昆 虫 の 制限がソ バ の 開花 ・

結実に どの ように 影響 を及 ばすか を明 ら か に しよ うと した．
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栽培

　実験 は 1999年に名城大学農学部構 内網室で普通ソ バ 夏型 品種の 「しなの 夏そば 」 を用 い て 行 っ た ．

1／ 5000aワ グナ
ーポ ッ トに 実験 1 で は 5g ，実験 2お よび実験 3で は 3g の 高度化成肥料 （N ，　 P ，O ， ，

KuO をそれぞ れ 15％，15％ ，10％ 含有 ）をそ れぞれ元肥 として 施 した ．実験 1 は 5 月 19 日，実験 2 は

9 月 1 日，実験 3 で は 11月 5 日 に それぞれ播種 を行 っ た．出芽後間引い て 1 ポ ッ ト 1個体植 えと した．

開花始後，各処理区の 開花始お よび短柱花 ・長柱花の 割合が で きる だ け揃 うように ，各処理 区 9個体ず

つ に 振 り分けた．栽培期間中に 1 日に 1〜 2回，上壌の 乾燥程度に 応 じて適宜灌水 を行 っ た ，また
，

茎

の 倒状 を防1kす るた め ，倒れ そうに な っ た個体か ら順次支柱に よ っ て主茎を固定 した ．

処 理

　実験 1　 4 つ の 処理 区 （人工受粉区 ，午前網掛 け区，午後網掛け区．全 H 網掛 け区 ）と コ ン トロ ール

区の 全 5区を設 けた．人工 受粉区 で は
， 花粉用 として 栽培 した個体群 か ら開花 した花 をピン セ ッ トで採

取 し，採取 した花の 雄蕊 を人 工 受紛区の 花 の 雌蕊に こす りつ ける よ うに して 適合受粉 を行 っ た，八工受

粉 はす べ て の 花 の 開花終 rまで行な っ た．午前網掛 け区は 夜の 22時か ら il｛
−T ま で網 を掛ける 処理 を行 い

，

午前中の 飛来訪花昆虫 の 活動 を制限 した．午後網掛 け区は正 午か ら夜の 22時まで網掛け処理 を行 い ，午

後 の 飛 来訪花昆虫の 活動を制限 した．全 日網掛け区 は 1 日中網を掛け続ける処理を行 い ，ユ日中飛 来訪

花昆虫 の 活動 を制限 した．なお，飛来昆虫 の 活動制限用の網 は，縦 126cm，横 91Gm，高さ 126cm の 角材

の 骨組み に 白寒冷紗 を張 っ た もの を用 い た ．毎日行な っ た開花数 の 測定時には網 をはず した．網の 透光

率は約 72％ で あっ た ．コ ン トロ
ール 区で は何 の 処理 も行わ なか っ た ．

　実験 2　 2 つ の 処理区 と コ ン トロ
ール 区の 合計 3区を設け た．虫避け区は ア リ避 けの ため に 市販 の 不

快害虫駆 除剤 （商品名 ； ツ
ーゴ ン 微粒剤 ，有効成分 ： プ ロ ポ ク ス ル）をワグナーポ ッ ト周 囲 の 地表に 散

布 し t さら に ワ グナ
ーポ ッ トの 外側 表面に市販の 不快害虫 駆除ス プ レー剤 （商品名 ： ッ

ーゴ ン （エ ア ゾ

ル ），有効成分 ： プ ロ ポ ク ス ル ）を吹き付けた．また，飛来昆虫 を避 ける た め 実験 1と同 じ網 を用 い て 網

掛 け処理 を終 日行 っ た．虫避け人工受粉区は虫避 け 区 と同様に ア リ避け お よび飛 来昆虫避け を行な っ た

うえ で ，実験 1 の 人工 受粉区 と同様に毎 日人工 受粉を行 なっ た，た だ し ，
両処理 区とも開花数調査お よ

び人 工受粉を行 う時だ け網 をはず した ．コ ン トロ
ー

ル 区で は こ れ らの 処 理 を行わ なか っ た．

　 実験 3　 ソ バ の 栽培が 他で 行 なわれ て い ない 冬期 に，名城大学農学部構内の 加温 ガラ ス 室で ソ バ を 1

個体だけ栽培 した．実験 期間中の ガ ラ ス 室内にお け る 正 午ご ろ の 気温は約20℃ で あ っ た．

調 査

　各処理 区 とも開花始 後す べ て の 個体で 開花が 終了す るまで毎 日．主茎 の 節位 ご とに開花数を調査 した．

また、成熟 して 黒変 したそ う果 を主茎節位別お よ び花房位置別 に ，稔実粒お よび しい なに分類 して 収穫

した ．同時に花房 数も測定 した．
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普通 ソ バ の 開花結実 と 人工 受粉，昆虫 の活動制限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　結 　 　 　 　 果

実験 筆．

　 1個体当た り開花数は コ ン トロ
ー

ル 区が最 も多く，次 い で 人工受粉 区 で あ り，午後網掛け区，全 日網

掛 け区の 順で 少 なくな り，乍前網掛け区が最 も少ない 傾向で あ っ たが，それらの 間に有意 差は認められ

なか っ た （第 1表〉．開花数の 推移をみ る と （第 1図），い ずれ の 区 も 6 月 13日か ら開花が始 ま り，開花

始 後15〜19日に 開花盛期 を迎 え，開花始 後35 日 くらい で 開花が終了 し，い ず れ の 区 で も開花期 間に影響

がみ ら れ なか っ た．

　 1 個体当 り全粒 数に及ぼす処理 の 影響は，全 日網掛け区が最も少 な くな っ た こ とを除い て 1個体当た

り全開花数 と同様で あ っ た ，しか し処理 の 影響が明 確にな り， 午前網掛け 区お よび全 日網 掛け 区が コ ン

トU 一ル 区 よ り有意に 小さか っ た．全粒数に 対する 稔実粒数の割合は有意差で は なか っ たが，人工 受粉

区お よ び午後網掛け区が他 の 区よ りや や高い 傾向で あ っ た． 1 個体当 り稔実粒数 に つ い て み る と， 1 個

体当 り全 粒数が コ ン トロ ール 区よ りわずか に 少なか っ た 人工 受粉区が， コ ン トロ ール 区 と同程度 にな っ

た （コ ン トロ
ー

ル区を100とす る と101）．しか し，それ以外の 区が コ ン トロ
ー

ル 区 よ り少な い 傾 向は 変

わ らず，午前網掛け区お よ び全 日網掛け 区が コ ン トロ ール 区 よ り有意に少な い こ とは全粒 数に お け る傾

向 と同様で あ っ た （コ ン トロ ール 区を 100とする と午 前網掛 け区，午後網掛け区，全 日網掛 け区は そ れ

ぞ れ 74，94，68）．結実率は コ ン トロ
ー

ル 区 を100とす る と人工 受粉区が 103，午前網掛け区が 107，午後

網掛け区 が 117で や や 高 く，
全 日網掛け 区は 87で 低 い 傾 向で あ っ た が ，

ど れ も有意 差 は な か っ た ．

　 1粒重 は人丁受粉区が 31．9gで コ ン トロ
ー

ル 区 の 30，3gよ り有意 に 重 く，網掛 け処理を行なっ た 3 区が

26．2− 26，6gで ほぼ 同 じ値で コ ン トロ ール 区よ り有意に軽か っ た． 1個 体当た り収量 は 人工 受粉 区 が コ

ン トロ ール 区よ り多 い 傾向で あ り ， T一前網掛け区 ， 午後網掛 け区お よび全 日網掛け区が少ない 傾向で あ っ

た．午前網掛け 区お よび全 日網掛け 区が コ ン トロ
ー

ル 区よ り有意に 少ない こ とは 1 個体 当り全粒数お よ

び稔実粒数 と同様で あ っ た。

　 1個 体 当 り花房 数に 対 して 処理 に よる 影響は有意で はなか っ たが ，
い ずれ の 区もコ ン トロ

ー
ル 区 よ り

少な く，処理区 の 問で は 人工 受粉区が 最も多 く， 午後網掛け区，全 日網掛け区 の順で 少なくな り，午前

網掛け区が最 も少 な く， 1個体当た り開花数 に お け る処理の 影響 （第 1表）と全 く同様で あっ た （第 2

表 ）．開花数を 1花房当 りで み て も 1個体当 り開花数の 傾向 と同様で あ っ た．稔実粒 数を 1 花房 当た り

で み る と， コ ン トロ
ー

ル 区，人
．
L受粉区，午後網掛け区が ほ ぼ 回程度 （コ ン トロ

ー
ル 区 を 100とす る と

そ れぞ れ 97，100）で ，丁前網掛け区が やや 少な く，全 日網掛け区が 最 も少 なか っ た （コ ン トロ ール 区

を100とする とそ れ ぞ れ 89，73）．

実験 2 ．

　 1 個体 当た り開花数は有意差で は なか っ たが虫避け 区が 最 も多く，コ ン トロ
ー

ル 区が最も少なか っ た．

虫 避 け人工受粉区と コ ン トロ ー
ル 区 の 差は わずか で あ っ た （第 3 表），開花数の 推移を み る と （第 2 図），

各区 と も 9 月 22日か ら開花が始 まり，開花後 10〜11　El目に 開花盛期を迎 えた，コ ン トロ
ー

ル 区 と虫避け

人工受粉 区は同様の 開花数の推移 を示 し，開花始後 30凵頃 に開花が終 アした．しか し，虫避け 区は わず

か で あるが 開花後 10〜11日 目の 開花数が他 の 区 よ り多く，そ の後の 開花数 の 減少が緩やかで ，開花終了

が 他の 2 区 よ り遅 くな っ た．
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　 1 個体当た り全粒数は虫避け人⊥ 受粉区が コ ン トロ ー
ル 区 よ り有意差 で はな い が わずか に 多く，虫避

け 区は有 意に少 なか っ た （第 3 表）．この とき，コ ン トロ ール 区を100とする と虫避 け人工 受粉区が 103

で ，虫避け区は 45で あ っ た，コ ン トロ ー
ル 区の 全粒数に対す る稔実粒数の 割合は虫避け 人 T．受粉 区お よ

び 虫 避 け区に 比 べ て 有意に低か っ た ．稔実粒数は コ ン トロ ール 区の 122個 に対 して ， 虫 避 け 人 工 受粉区

が 135個 （コ ン トロ ール 区を100とする と111）でそ れ よ りわず か に 多く，虫避 け区 は著 し く少 な く58個

（コ ン トロ
ール 区 を100とす る と48＞で あ っ た．結実率 は コ ン トロ ール 区が 23．1％ ，虫避け人⊥ 受粉区は

27，1％ （コ ン トロ
ー

ル 区 を100とす る と117），虫避け区は7．9％ （コ ン トロ ール 区 を100とす る と34）で

あ っ た．

　 1粒重 で は 虫避け区が コ ン トロ ール 区よ り重 く，虫 避 け人 工 受粉区は わず か に軽 い 傾向で あ っ た ． 1

個 体当 り収 量 に 対す る処埋 の 影響 も全粒数，稔実粒数，結実率 と同様の 傾向で あ っ たが， コ ン トロ
ー

ル

区を100とする と虫避け人一L受粉区が 108で ，虫避け区は 60であ り，稔実粒数の 場 合 よ り コ ン トロ
ー

ル 区

との 差が小 さか っ た ．

　 1個体当た り花房数は 各区と も30 くら い で 同程度で あ っ た 〔第 4表）． 1花房当た り開花 数で は 有意

で はな い が虫避け 人丁受粉区が コ ン トロ
ー

ル 区 よ りわずか に 少な く．虫避け 区は有意に 多か っ た， 1花

房 当た り稔実粒数は 有意で は な い が 虫避け 人 工 受粉区が コ ン トロ
ー

ル 区 よ りわず か に 多く，虫避け区は

有意に 少なか っ た． コ ン トロ ール 区を 100とした場合の 数値は虫避け人工 受粉 区で 107，虫避け 区は 48で

あ っ た．

　 1花房当た り開花数 を主茎 ・側枝の 部位別に み る と （第 3図 ）， 第 1 節側枝 を除 き，虫 避 け 区が い ず

れ の 部位で も多い こ とが明 らか であ っ た．また， 1花房当た り稔実粒数に つ い て は （第 4 図 ），虫避 け

人工受粉区が い ずれ の 部位で もわずか に 多い 傾向で ，虫避け区は少なか っ た．

実験 3 ．

　 1個体当 り全 開花数は 243個で あ っ たが，結実は しい なも含め て まっ た くみ られ なかっ た （第 5 表）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　考　　　　 察

　実験 1 の 人工 受粉区は 1個体 当 りで も 1 花房当 りで も稔実粒数が コ ン トロ ー
ル 区 と同程度であ り，結

実 率は コ ン トロ ール 区よ りわずか に 高か っ た が，有意差に ならなか っ た．実験 2 で は虫避け人工受粉区

の 稔実 粒数が コ ン トロ ー
ル 区 よ り多 く，結 実率 も高か っ たが ，有意差 は なか っ た．こ れ らの 結果 か ら，

本 実験 の 人工受粉 の 方法で は効果が な い よ うに み える．しか し，実験 2 に お い て 人工受粉 を しない 虫避

け 区で は コ ン トロ ール 区よ り稔実粒数お よ び結実率が 有意に 少なか っ た こ とか ら，本実験 の 方法で の 人

T．受粉 は明らか に 効果がある こ とが示 された ．

　 コ ン トロ
ー

ル 区 を100と した場 合 の 人⊥ 受粉区 の 比 数は，実験 1 の 1 個体当 り稔実粒 数で 101， 1花房

当 り稔 実粒 数で は 97，結実率 は 103で あ っ た ．実験 2の 虫避 け人工受粉区の 1個体当 り稔実粒数で は 111，

1花房 当 り稔実粒数で 107，結実率で は 117で あっ た，こ れ らの 数値は 人 工 受粉 の 効果が稔実粒数 よ り結

実率に大 きく現われ る こ とを示 して い るが，こ れ に は人工受粉区の 開花数が有意で はない が コ ン トロ ー

ル 区よ り少な くな っ た こ とが反映 して い た，道山 ら （1999）は結実 の 阻害が開花数を増加 させ る こ とを

報 告 して い る．また，西牧 ら （1978）は ソ バ の 開花の 終 ∫は結実 とも密接 に 関連 して お り，
．・

定量 の 結
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実が 行なわれ る こ とによ っ て成熟とな り開花 も終 了す る よ うで ある とい っ て い る．本実験の 人工 受粉区

は稔実 粒数が 明確に は増加 しなか っ たこ とか ら，本実験の 人工受粉区の 開花数 の 減少が 人 1二受粉に よる

結実状況 の 変化に よ るとは 考え難 く，単な る実験誤差 の 可 能性 も高 い ．こ れ ら の こ とか ら，人工 受粉 の

効果の 大きさを稔実粒数か ら判断する と，ミ ッ バ チ の 訪花が ほ とん どみ られな い 地域で も，人工受粉に

よる結実促進が大 きくて も約 10％程度 しかない こ とを示 して い る ，すなわち ， 自然放任で もす べ て の 花

が受粉 して い る と思われ る くらい 十分に ミツ バ チ以外の もの に よ っ て受粉が 行なわれて い る と考え られ

た．

　 実験 1で 網掛 け処 理を行 い 飛来昆虫の 訪花を制御す る と
’

1
．
；前網掛け区お よ び 全 日網掛 け 区 の 稔実粒

数が 減少 した ．しか し，開花数 も減少 したた め に結実率は減 少 しなか っ た．全 凵網掛け区はや や減少 し

たが ，有意差に ならな い 範囲で あ っ た．こ れ らは飛来昆虫の 活動制限が結実に 強 い 影響を及ぼ す とは 明

確 には 旨えな い 結果 で あ っ た．長友 （1961）は ミ ツ バ チ が受粉 の
一．一

番の 担 い 手で ある と言う
一

方で，ア

リ が 枝か ら枝 へ た くみ に渡 っ て 花 を訪れ る の は注 目を引い た と言 っ て い る．本実験で もア リが 盛ん に活

動 して い る こ とを観察 して お り，網掛け処理 で は ア リの 訪花 を防止する こ とは で きず，ア リ に よ る 受粉

がある とする とそれ を避け る こ とは で きなか っ た ．そ こ で 実験 2 で は，網掛け処理で 飛 来昆虫 の 活 動 を

制限す る の に 加え て ア リ避け剤に よ っ て ア リの 訪花 も妨げ た．その 結果 ，
こ の 虫避け区 は稔実 粒数が コ

ン トロ ール 区の 半分に減 り，結実 率は約 8 ％ で コ ン トロ ー
ル 区に 対して 3 分の ユ程度の 結実率 しか示 さ

なか っ た．そ の うえ，開花期間が 延長 して 開花数が 増加 した ，本実験の 花房数， 1花房当 り開花数，稔

実粒数の 結果か ら ，
こ れ らは道山 らの 報 告 （1999）にお け る ような高次位側枝の 発生 に よる花房数増加

に よる もの で は な く，各花房の 開花数増加で あ っ たが，明らか に 虫避けに よる結実不良が 影響 した もの

と考え られ た．ソ バ の 受粉の 主な担 い 手は ミ ツ バ チ とい わ れ て い るが （長友1961）， ミ ツ バ チ の 訪花 の

み ら れ な い 地域 で は他の 虫た ちの 受粉効果 も大 きく，本実験の 場合ア リに よる受粉の 効果が大 きか っ た

と考え られる．

　前述 の よう に 稔実粒数に よ っ て 開花 数 が変動 して それ ら に 結実率が 影響 され る ため ，結実率で は な く

稔実粒数か ら訪花昆虫 の 受粉 効果を考え る と，実験 1 で午前網掛け 区 と全 日網掛け区の稔 実粒 数が コ ン

トロ ール 区よ り減少 し，午後網掛 け区 も減少は した が，コ ン トロ ール区との 間の 差が有
．
意差 に な ら なか っ

た．こ の 結果 は，明確 な もの で は ない が ，午前中 の 訪花昆虫の 活動 の ほ うが 午後 よ りも有効で ある こ と

を示唆 して お り，こ の 点に つ い て は今後 層 の 検討を要す る と思 われ た．

　実験 2の 虫避け区は飛 来昆 虫 だけ で は な くア リ の 活動 も制 限 したが，稔実粒数が減少 し，結実率が 低

下 したもの の ， 1個体当 り稔実粒数が 58で，結実率が 7．9％ は あ っ た． こ れ らの 稔実が 如何 な る受粉様

式に よ る もの か を考え ると き，西牧 ら （1978）は 自家受精 ・風媒受粉の 有無を調査 して お り，自家受精，

風媒受粉は極 まれな現象で あ り，圃場 で も無視で きる程度で あ ろ うとい っ て い る ，しか し，こ の 実験 で

は 虫避 け網室内に 12個体栽培 して 扇風 機で 送風 した区の 稔 実 を風 媒受粉の結 果と判 断 し，送風 しな い 区

の 結実を自家受精 と判断 して い る ．風媒受粉が稀な こ とは理解で きるが ， 自家受精 とみ た結実が風媒で

あ っ た 可能性があ る．そ こ で ，著者 らは実験 3で ソ バ の 花粉が他か ら運 ん で こ られ る 可能性の 少 な い 冬

期 に 1個体だ けソ バ を栽培 して開花 と結実を調査 した とこ ろ ，全 く結実が み ら れ なか っ た こ とか ら 自家

受精は皆無に近 い こ とを確認 した．また ，実験 1 の 実験期間中には観察 された飛来昆虫が 著 しく少なか っ
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たが ，実験 2の 実験 期間中 にはか な り多くの 飛 来昆虫を観察 し，毎 日の 開花数調査時に 網か ら出 した と

き，虫避け区で も飛来昆虫の 訪花が起 こ っ て しま っ た．これ らの こ とか ら，実験 2の 虫避け区における

結実 は
， 開花数を調査す る ため網を外 した 5 〜30分間に飛来昆虫に よ り受粉 された もの で は な い か と考

え られ る．

　実験 1の 網掛け処理区はい ずれ も 1粒重が軽か っ た．こ れ は網掛け処理 に よ り光が遮断 され ，光合成

が 少な くな っ たが稔実粒数が その 割 に減少 しなか っ たため で あろ う．実験 2 の 虫避け区は網掛 けに よ っ

て 当然光合成が減少 して い るはず であ っ たが ，稔実粒数が著 しく減少 したた め に 1粒重が減少で はな く

増加 した と考えられ た．実験 1の 人工受粉区の 1 粒重 は コ ン トロ
ー

ル 区 よ り重 くな り有意差が み ら れた．

また ， 実験 2 の 虫避け人工 受粉区も網掛け に よる弱光 の 影響が あっ た はずで あ り， 稔実粒数が 減少 して

い ない の で 1粒重 は減少す る と考えられたが ，実際は減少せ ずに コ ン トロ ール 区 とほほ同程度であ っ た．

こ れ らか ら，人工 受粉区 は 受粉時の 花粉の 量 が 多い と考え られ るが，ソ バ の 1粒重 に花粉 の 量が 何 らか

の 影響 を及ぼ して い る こ とが考 えられた．
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Effect　 of 　 Artificial　 Pollination　 and 　Exclusion　 of 　 Pollinating　Insects　 on 　F）owering 　 and 　 Seed−

setting　 in　 Common 　 Buckwheat （Fagoρソ厂um 　 escuientum 　 Moench ）． ： Hiroyasu　 MICHIYAM へ

Naotaka 　MIYABARA ，　Masamichi 　ARIKUNI 　and 　Tatsuya 　HIRANO （Fac．　of 　Agr リM 的o　Univ．，

ハJαgoy α　468−8502，　Japα n ）

Abstract ： We 　studied 　the　effect 　of 　artificial 　pollination 　and 　exclusion 　of 　pollinating　insects　on

the　flowering　and 　seed −setting 　of　cQmmon 　buckwheat　in　the　area 　of 　few　honey　bees
’

visiting ．

The　maximal 　effect 　of 　artificial 　pollination　on 　the　number 　of 　seed −setting 　seemed 　to　 be　 only

about 　 10％ of　control ，　 So　it　 seemed 　 that　 the 重nsects 　 except 　 hQney　 bees　 pollinated　 almost 　 all
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flowers　 in　 th ∈．　 natural 　 conditions 　 with 　 few　 honey　 bees　 in　 these　 experiments ．　 And　 the　 ants

seemed 　 to　 be　 the　 most 　efficient 　 at 　 the　 pollination，　 There　 was 　 no 　 self 　 fertilization　 and 　 almost

all 　 were 　the　 cross 　fertilization　by　 insects　irl　cQmmon 　buckwheat　 of　these　 experiments ．

Keywordsant ，　 artificial 　pollination，　 buckwheat，　 insect．
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第 1 図 人工 受粉 お よ び網掛 け 処 理 が 個 体 当り開花数
の 推移 に 及 ぼ す 影響 （実験 1）．

第 2 図 ア リ避 け，網掛 け お よび 人 工 受 粉 が 個体当 り 開
花数の 推移 に 及 ぼす影響 （実験 2 ）．
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第 3図 　ア リ避 け，網 掛 け お よ び 人 工 受粉 が 1 花房当

　　　　り 開花数 に 及ぼす影響 （実験 2 ）．図中 の 縦線
　　　　 は標準誤差 を示す．
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第 4 図　ア リ避 け．網掛 けおよび人工 受粉が 1花房当 り

　　　　稔実粒数に 及ぼす影響 （実験 2 ＞．図中の 縦線 は

　　　　標準誤 差 を示 す、
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第 1表 人工 受粉 お よ び 網掛 け処 理 が 開 花，結 実 に 及 ぼ す影 響 （実 験 1 ）．

処理 開花数　 　全粒数

／個体 　 ／個体

稔実粒数　　稔実粒数

／全粒数　 ／個体

　 （％）

結実率

（％）

1粒 重

（m ）

収 量

／個体

（ ）

コ ン トロ ール 区

人 工 受粉 区

午前網掛け区

午後網掛 け 区

全 日網掛 け 区

2873　　　　492　a

（100 ）　 （100 ＞

2675 　　　 467ab

（93）　　　 （95）

2047

（71 ）

2407

（84 ）

2203

（77 ）

n ．s．

79 ．6
（100 ）

835

（105）

364　bc 　　　　 79．6

（74 ）　　　　　（100 ）

424 　abc 　　　 86．0

（86 ）　　　　　（108 ）

335 　c 　　　　　78．9
（68 ）　　　　　　（99）

n ．s．

388a
（100 ）

390a

（101 ）

289bc

（74）

364ab

（94）

262c
（68）

14．3
（100 ）

14．8

（103 ）

15．3

（107 ）

16．7

（117 ）

12．5
（87）
n ．s．

30，3b
（100 ）

31 ．9a

（105 ）

26 ，5c

（87 ）

26 ，6c

（88 ）

26、2c
（86）

11．8ab
（100 ）

12．5a

（106 ）

7．7cd

（65 ）

9，7bc

（82）

6．9d
（58 ）

同
一

コ ラ ム 内で 同 じ文字の つ い た数値間 に は 5％ レベ ル で の 有意差がな い ．

n ．s．の つ い た コ ラ ム は い ずれ の数値間 に も 5％ レベ ル で の有意差 が な い ．

カ ッ コ 内 の 値は各 コ ラ ム の コ ン トロ
ー

ル 区を100 とした相対値を示す．

第 2 表　人工 受粉 お よ び網掛 け処理 が花房当りの 開花，結 実 に及 ぼす 影響 （実験 1 ）．

処理 花房数

／個体

開花数

／花 房

稔実粒数

　 ／花房

コ ン トロ
ー

ル 区

人 工 受粉 区

午 前網掛け区

午後網掛け 区

網掛け 区

109 ，0

（100 ）

107 ．7

（99）

91，9

（84）
103 ．0

（94）

97 ，8

（90）

　 n ．S．

26．2

（100 ）

24．8

（95）

22．4

（85＞

23．3

（89）
22 ．5

（86）

n ．S．

3．7

（100 ）

3，6

（97）
　3．3

（89）
　3．7

（100 ）

2．7

（73）

n 。S．

n ．s．の つ い た コ ラ ム は い ずれ の 数値間 に も 5 ％ レ ペ ル で の 有意差 が な い ．

カ ッ コ 内の 値は各 コ ラ ム の コ ン トロ
ー

ル 区を100とした相対値を示す．

第 3表　ア リ避 け，網掛 け お よ び 人工 受粉 が 開花，結実に 及 ぼ す影響 （実験 2 ）．

処 理 開花数 　 　 全粒数

／個体 　　／個 体

稔実粒数

／全 粒 数

（％ ）

稔実粒数 　 結実率

／個 体

　 　 　 　 　 　％）

1粒重

（m ）

　収 量

／個 体

（ ）

コ ン トロ
ー

ル 区

虫避 け人工 受粉 区

虫避 け 区

535
（100 ）
564

（105 ）

856
（160）
n ，S．

IS．　5　a

（IUO ）

160 　 a

（103 ）

　 69　b

（45 ）

78 ．2　b

（100）
84．4　a

（le8 ）
84 ．7　 a

（109 ）

122 　 a

（100 ）

135　a

（ll1 ）
58　b
（48 ）

23．l　 a

（100 ）
27 ，l　 a

（117 ）

7．9　b
（34 ）

33．3　b
〔100 ）
32．5　b

（98）
42．l　a

（126 ）

4．05　 a

（1  0）
4．39　 a

（108 ）

2．45　b
（60 ）

同一
コ ラム 内 で同 じ文字の つ い た数値 間に は 5％ レ ベ ル で の 有意差が ない ．

n．s．の つ い た コ ラ ム は い ずれの 数値 間に も 5％ レベ ル で の 有意 差が ない ．
カ ッ コ 内の 値 は 各 コ ラ ム の コ ン トロ ール 区 を 100 と した 相 対 値 を 示 す．
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第 4 表　ア リ避 け，網掛 けお よ び 人工 受粉 が花 房当りの 開花，結実 に 及ぼす影響 （実験 2 ＞．

処理 花房数

／個体

開花数

／花房

稔 実粒 数

／花房
コ ン トロ ー

ル 区

虫避 け 人 工 受粉 区

虫避 け区

29．4
（100 ）

305
（104 ）

31 ．3

（106 ）
n ．S ．

18．9　b
（100 ）

17．4　b
（92 ）

26．5　 a

（140 ）

4．2　 a

（100 ）

45 　 a

（107 ）

2．O　 b

（48）

同
一

コ ラ ム 内で 同 じ文字の つ い た数値間に は 5％レ ベ ル で の 有意差 が な い ．

n ．s．の つ い た コ ラ ム はい ずれの数値間に も 5 ％レベ ル で の 有意差が ない ．
カ ッ コ 内の 値 は各 コ ラ ム の コ ン トロ

ー
ル 区 を100 と した相対値 を示す．

第 5 表　冬期温室内 で 1個 体 だ け 栽培 した時 の 開 花，結実 （実験 3 ）．

処 理 開花数

／個体

稔実粒数　　結実率　　1粒 重

／個体

　　　　　　　（％）　　 （m ）

収 量

／個体

（ ）

1個体 の み 栽培 243 0 0 0 0
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