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稲 の 脱 粒 性 に 及 ぼ す オ ー キ シ ン の 影 響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江幡守衛 ・ 加藤俊 久 （名古屋大 学農学部 ）

　稲に お け る 品種 の 脱粒性は小穂 軸 、 小 枝 梗間の 離層組織の 発 達程度 と密接な関係 を有 し、 脱粒抵 抗

強度は 分離細胸 な らび に 小 枝梗組織 の 機械 的強度 に支配 さ れ る と考え られ る 。 した が っ て 稲 の 脱粒性

にも落葉現 象 とほぼ 同様 の 機作が 関与 し て い る も の と推定さ れ る 。 落葉現 象に つ い て は生 長調節物質

と くに オ ーキ シ ン 類が 大 きな影響を与え る こ とが 報告さ れ て 鉛 り、 Adlcott らは離層部に お ける オ

キ シ ン 濃度勾配が脱離を制御す るとす る説 を唱え て い る．著者 らは稲籾 の 脱粒性 に 及ぼ す オ ーキ シ ン

の 影響 を品種間差異 と併 せ て 検討 す べ く次 の 実験 をお こ な っ た
。

　材料お よび方 法　　脱粒性 の 難 、 中、 易の 水稲 各 1品種 （秋晴、金南風 、 Te − tep ）を q／5000 ポ

ッ ト に栽培 し、 出穂前 25日 よ b出穂後 22H ま で の 諸期に オ ーキ シ ン k よ び ア ン チ オ ーキ シ ン （NA へ

TlllA 各 100ppm 水溶液 ）を茎葉面撤 布 、 穂 浸漬 、 籾 面塗布な どの 処理 を訟 こ な っ た
。 成 熟期 に 収稚

し た穂 の 中央部枝梗の 4 ， 5粒 目の 籾に つ い て 脱粒抵抗性強度 （引張 強度 ） を測定 し た ほ か 脱粒部位

の 調査 ； 離層部組織 の 顕 微鏡観察 をお こ な っ た 。

　実験結果 勘 よ び考察　　茎葉 撤 布処理 ：頴花分 期頃 の NAA 処 理 は脱粒抵抗 性 を 強化 し た が 、 出穂 前

15〜 5 日の 処理 で は逆に強度 を 低 下 さ せ る 傾 向を示 した 。 ま た 穂 孕期か ら出穂後 12日ま で の 期間 と く

に登熟初期の TIBA 撤布処理 で 脱粒 し難 くな る 傾 向 も認 め られ た 。 こ れ らの 傾向は Te− tep の よ うな

indica 品種 の 出穂 前処理 で は 余 り顕著 で は な い が 、　 japonica品種 で は 脱粒性 、離層 組織 の 発達程

度 ぐ秋晴は脱 粒性難 で離層組織 の 発達 も微弱丶 金南風 は脱粒性中程度 で 離層 組織 はか な b発達 して い

る ） に 関係 な く 明瞭 に み られ た （第 1図 ）。 他方離層部脱粒籾歩 合 と強度 と の 関係 （第 2 図 ） （離層

発達程度 の 等 しい 同
一

品 種 の 籾 で は 正 の 相関 を示 し、 異 品種 間ま た は離層組織 の 発 達程度 の 異 る もの

の 間 で は 負 の 相関関 係 を示 す と考え られ る 一著者未発 表） か らは 出穂 前 25日 の NAA 処 理 で は 秋晴 は

明 か 小 枝梗組織或は維管束系組織 な ど機械組織 の 強化 、 金南風 で は離層発達阻害を含む 離層 部 の 強化

　（前者 で は 離層 脱粒籾歩 合 お よ び 強度 と も に増加 、 後者 で は離層脱 粒籾歩合減少 、 強度増加 ） を示 し

た．ま た 出穂前 5 日 の NAA 処理 で は 両品 種共機械組織 の 弱化 を示 した 。 出穂后 の TIBA 処理 に よ る

強化 は筆 2 図 の 結果か らは秋晴で は 機械組 織 の 強化 、金 南風 で は 離層 部の 分 離阻害 が推定さ れ る 。

　籾面塗布処理 ：脱粒難品種 で は影響はほ とん どな い が 、 脱 粒性中、 易品種 で 影響が 大 きい こ とか ら

離層組織 が 関 与 して い る と見 られ る
。 登熟期 と ぐに 出穂後 12日 の NAA 処 理 で 著 し く強化 さ れ た 。 そ

して 第 2 図 の 結果は 、 金 南風 の 場 合離層分離 の 阻害に よ る こ とを明 か に示 して い る
。
NAA 籾塗布処

理 で は分離層組織 の 上部に オ
ーキ シ ン を与え る こ とに よ り分離層附近 の オ ーキ シ ン 濃度勾配 を高 め て

そ の 結果 分離阻害を起 す もの と考え られ 、 特に離層の 分離が 活発 とな る登熟中期にそ の 影響 が もっ と

も強 く表れ る もの と解 さ れ る 。

一
方 TIBA の 籾塗 布処理 で は影響 が 見 られ な か っ た が こ れ は 恐 ら く

TIBA と NAA の 稲体内 の 移動 極性 の 違 い に よ る もの で はな い か と考え て い る ∩
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第 1 図　 オ ーキ シ ン な らび に ア ン チ オ ーキ シ ン 処 理

　　　 に よ る脱粒抵 抗強度 の 変化
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　 ● 茎 葉 撒 布

　 ▲ 穂 浸 漬

X も み 塗 布

◎ 無 処 理

強 　度　（9 ）

　　 処 理 時期 1 −一一一出 種 前 25 日

　 　 　 　 　 　 2　 　 　 〃 　 15 日

　 　 　 　 　 　 3　 　 　 〃 　 5 日

　 　 　 　 　 　 4　 　 出 穂 後 2 日

　 　 　 　 　 　 5　 　 　 〃 　 12 口

　 　 　 　 　 　 6　 　 　 ” 　 22 日

第 2 図　離層部脱粒 もみ歩合 と脱粒揖抗 強度 と の 関係
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　穂浸清 処理 ：　 登熟中期 の NAA 処理 で は 、 籾 面塗布実験 の 場合 と同様な抵 抗性 の 増加 を示 した が 、

こ の 場 合 には TIBA で もNAA よ りや や 遅 れ た時期 の 処理 で 増 加をみ せ た 。 恐 ら くこ の 処 理 の 場合に

も オ
ーキ シ ン 勾配 が 関係 す る と考 え れ ば 、 早い 時期に は 枝梗部 に 比 較 して 籾 部 の オ ーキ シ ン 吸収量 が

多い た め に NAA 処理 で そ の 勾配が 高ま るが 、 時期が遅れ る と籾殻 ：枝梗部の 吸収量比が相対的に減

じ て オ ーキ シ ン 勾配 を 低 下 せ しめ る D そ して こ の 時期 に ア ン チ オ ーキ シ ン 処 理 を お こ な え ぱ NAA の

よ うな 下方へ の 移動性 が 少 い た め 分 離層基部側の ア ン チ オーキ シ ン 濃 度 が 高 ま bそ の 作用に よ b基部

側 の オ
ー

キ シ ソ 濃度 の 低下 を来 し、 こ の た め 分離層 上 下 の オ ーキ シ ン 勾 配は高 め られ る の で は な い だ

ろ うか
。

　上記 の よ うに登熟 中期 の 穂 に つ い て の 実験結果 は
一

応 オ ーキ シ ン 濃度勾配説 を 裏付 け る も の で あ ウ

た が 、 最初 の 茎葉撤 布実験 の 結果 を こ の観点か ら考え る と、 茎葉撤布は分離組織 の 基部側へ の 処理 で

あ り、 離層組織 が 形態的 に ほ ぼ 完成す る穂孕末期以 後常 に TIBA 処理 区 の 脱 粒抵抗 強度が NAA 処理

区の そ れ よ り大 きい 値を示 した こ とは や は り こ の 時期 で も オ ーキ シ ン 濃度勾 配 の 影響 の 存在を 示 す も

の で 、 こ の 場 合 に は 籾 塗布処理 と は逆 に NAA 処理 の 影響が TIBA 処理 よ り小 さい の は や は り両者 の

移動極性の 差異に もとつ ぐの で はない だ ろ うか 。

　離層組織 の 形成が 不明瞭 な 脱粒難 品 種 で もオ
ーキ シ ン に よ る 影響 は 少 く な い ， こ の 場合に は 維 管束

を中心 とす る 組織 の 機械的 強弱 が 影響 の 主体的な 面とな ろ う し、 脱粒性 が 中位 で 離 層形成が か な り明

瞭 な 品 種 で は 組織の 機械 的強度 の 変化 の ほ か に離 層組織 の 形 成 ， 発 育 ， 分離 な ど が 各発達 段 階 に 応 じ

て 阻害或は助長をうける
、

つ ま り離層組織 自体 の 綜合的な抵抗性が 影響され る 面が強く出る の で あろ

う と思 わ れ る o
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