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要旨 ；普通 ソバ 品種 し な の 夏 そ ば （夏型 品種 ） お よび 宮崎在来 （秋型品種 ） を夏栽培お よ び秋栽培 して，花房 お よび小花

房内の 花の 位 置別に開花調査し，開花の 進行状況 の 差 異 を明 らか に した．しなの 夏 そば の 夏栽 培お よ び宮崎在 来 の 秋栽 培

で は開花数が 個体あた り 600〜850個 で，開花期間が 約 1 ヵ 月で あっ たの に 対 して，宮崎在来の 夏 栽培で は開花数が 2600

個以上 で ， 開花期間が約 4 ヵ 月に もな っ た，また，しなの 夏 そばの 秋 栽培 で は 開花数 199個で ，開花期 間 は半月に しか な

らな か っ た．宮崎在来の 夏栽培で は 開花数 が 多い に もか か わ らず ， 結 実率が極端に 低か っ た た め に
，

一方 ， しなの 夏 そ ば

の 秋栽培 は 結実率が 高か っ た もの の，開花 数 が 少なか っ た た め に，い ず れ も痩果 数が 少な くな っ た．開花期間の 長か っ た

宮崎在来夏栽培で は開花期間中 3 回の 開花数 の 極 大期が あ り，秋栽 培 とほ ぼ同時 期 に 開花終了 し た．そ の 開花後期 に は

（1）新 し い 花房 の 発生 の継続 ， 〔2＞開花終了花房 に 蕾 の 再 発生 ， （3） 休眠側芽の再生 長が起 こ っ た．1花房内で み て も，

1小 花房内で の 開花数が 多 く， 上 位 節花房で は 小 花房数 も多 い こ とに よ っ て．開花数が 多 く，開花期 間が 長か っ た．ま

た，花房間，小花房間お よび小花 房 内の各花問の 開花期間隔が 長 い こ とに よ っ て，盟花始 後 の 開 花数 増加 が 秋栽培 よ り緩

やか で あ っ た．し な の 夏そ ばの 秋 栽培では開花期間隔 は 夏栽培 と同程度で あ っ た が，花房数 ， 小 花房 数 お よび小花房あた

り花数が少 ない こ とに よ っ て，開花数が 少 な く，開花期間が 短 くな っ た，
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　前報 （道山・林 1998）で普通 ソバ の茎葉の生長 と発育 お

よ び 開花に お け る 夏型品種 と 秋型品種の 違い に つ い て 明 ら

か に した．こ れ まで に実施 され た ソ バ の 開花に 関す る研究

を検討す る と，開花全般に わ た っ て 調査されて い な い もの

（菅原 1973， 俣野 ら 1975，1981＞，開花期間 の 日数だ け 調

査 し た もの （上原 ・田 口 1955，1956）， あ るい は 詳細 な 調

査 を して は い る もの の 開花期間の 短 くな る特定 の 播種期 の

事例 に 限 ら れ た もの （古宇 田 1954，長友 1961， 西牧 ら

1978， 浅子 ら 1980， 稲葉 1987＞な ど，い ずれ も開花に関

す る夏型 と秋型 の 品種生態 を知るうえで は不十分 な も の で

あっ た．また，前報 （道山・林 1998） に お け る開花調 査 も

開花始 お よ び花房 ご との開花始を指標 とした開花速度に 限

定 さ れ て い た．そ こで本研究で は ， 開花の全期間を とお し

て，花房を構成す る小花房 ご とに 花の着生位置別 に 開花調

査 を行う こ とに よ ワ， 夏型品種 と秋型品種の開花の進行状

況 の 違 い に つ い て 明 らか に し よ うと し た，

材料と方法

　1995年に 名城大学農学部構内で 「し なの 夏 そ ば （夏型

品種）」お よび 「宮崎在来 （秋型品種〉」を用 い て 実験 を行

な っ た．5月 15 日 （夏栽培） お よび 8 月 29E （秋栽培）

の 2播種期を設定した．1 ・50 0−1a
の ワ グナ

ーポ ッ ト に

砂壌土 を詰め ， 高度化成肥料 （N ，P205、　K ，O をそれぞれ

14％，16％，
14％含有） 5g を元肥施用 し，1 ポ ッ ト 1個体

植 えで 露地栽培 した．な お ， 栽培期間中 ユ 日 に 1〜2回 ，

土壌 の乾燥程度 に 応じて 適宜灌水を行なっ た．各品種 ， 測

定開始時 に 同程度 の 草丈の 10個体を測定用 と した．

　開花始か ら植物体 が 枯 れ て花が咲か な くな る まで ，毎

日，個体あた り全開花数 を 主 茎 の 節位別 に 測定 した，な

お ， 主茎節位 は 子葉節 を第 0節 と し ， 上 方に向か っ て番号

を付け た．ま た ， 花房内で の 開花の 進行 を詳細に 調査す る

た め に ， 各品種 ・播種期 の 中か ら そ れ ぞ れ初花節 の 最 も高

い 個体の 初花節か ら 3節 お きに 花房を 3本選び ， それ ぞれ

下位節花房，中位節花房 お よび上位節花房 と し ， それ らに

つ い て は花房内の 花 の 着生位置別に 開花を調査 し た．具体

的に は，しな の 夏 そば の 夏栽培お よ び秋栽培 ， な らび に 宮

崎在来の 秋栽培で は 第 5節 ， 第 8節 お よ び第 11節花房 に

つ い て 調査を した．た だ し ， しなの 夏そば の 秋栽培で は花

房数 が 少な い た め ， 第 11節 で はな く第 10節花房 に し た．

宮崎在来の 夏栽 培 で は初花節 の 高い 個体 が 現わ れ た た め ，

第 6節 ， 第 9節お よび第 12節花房 を調査 した．花房内の

小花房お よ び小花房内の 花の 位置 は，第 1図 に示 したよう

に 花房軸あ る い は 小花房軸 上 の 基 部 に 近 い も の を 1 と し

て，求頂的 に番号 をつ けて示 した．これ は開花順序と
一

致

した 番号 で あ る （長友 1961，菅原 1973）．

　毎日の開花調査 と 同時 に
， 外観か ら判断 して 内部 の 充実

した痩果を果房別に 測定し，痩果数 として記録 し た．脱粒

は極め て 少な か っ た が，脱粒し た もの も継続的な観察 か

ら， 痩果数 に 加え た．痩果数調査 は個体 の 枯死 ま で 続 け

た．痩果数 を開花数 で除し て結実率と した．

結 果

　1）1個体あた り開花数 の 推移

　調査個体群全体で み る と． 夏栽培 に お ける開花始 は し な

の 夏そばが 6 月 11日 ， 宮崎在来 が 少 し遅れ て 6月 ユ4 日 で

あ っ た。秋栽培 に お い て は それ ぞ れ 9 月 21 日 お よび 22 日

1998 年 6月 15日受 理．＊ 連絡責任者 （〒 468−8502名古屋市名城大掌農学部．michy ＠meijo ・u．acjp ）．
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第 1図　ソ バ の個体，花房 お よ び小 花房の 構造．
　 図 中の 数字 は本論文中 で 用 い る 小花房 番号 お

　　よ び花番号 で あ り，開 花順 序に 対応 した小花

　 房 お よ び花の 位置 を示 す．
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第 2図

　 体あた り開花数の 推移．
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夏栽培 お よ び秋栽培 した夏型品種 と秋型品種ソバ に お け る 1El ・1個

で あ っ た．

　夏栽培 に お け る し な の 夏 そ ぼの 1 日 ・1 個体あた り開花

数 は開花始後9 日 目の 6 月 19 日 まで増加 し ， そ の と き の

開花数は約 50個 で あり， その 後 は減少 して 開花始後 45 日

目の 7月 25 日に は 調査個体群全体 の 開花が 終了 した （第

2図）．た だ し，個体別 の 開花期間の 平均 を み る と 29．7

日± 6．8 （±標準偏差）で あ っ た （第 1 表）．こ れ に 対して

宮崎在来 で は ， 開花始後 130 日 目の IO 月 21 日ま で 調査個

体群内 の い ずれ か の個体が 開花 し て お り　（第 2 図）， 平均

開花期間は 117．6 日± 8．7 に もな っ た （第 ユ表）．開花期

間中に開花始後の 7 月 ，
8 月中旬 お よ び 9 月に計 3 回の開

花数の 極大期 が 観察 され た．1回目の極大期に 向け て の開

花数増加 は しなの 夏 そ ば よ り緩慢で あ り，開花始後 19 日

目の 7 月 2 日まで長期間に わ た り，その 後極大期 に は 開花

数 35〜45個の 日が 22 日間も続い た，2 回 目の 極大期 は 8

月 16 日前後 に 起 こ っ た が，こ れ は 他の 極大期 よ り期間が

短 く， 開花数 が 25個程度 で 少な か っ た．2回 目の極大期

の前後に あた る 8月上下旬は開花数が少なか っ た，最後の

極大期は開花数 40 か ら 50個 で 1回 目 の 極大 よ りや や 多

く，9 月 9 日か ら 10日間ほ ど続い た．こ れ ら の 極大期 の

うち 7月 の それ は 主茎 お よ び側枝の 両方の 開花 に よ っ て お

り，8 月以降 の それ は 主 と し て 側枝 の 開花 に よ る もの で あ

っ た （第 3図）．

　秋栽培の し な の 夏 そ ばで は，夏栽培 よ り著 し く早 い 開花

始後 24 日 目の 10月 14 日 に は調査個体群全体の 開花が 終

了 した （第 2 図〉．平均開花期間 は 17．8 日 士 2．0 し か な か

っ た （第 1表），最多開花数 を示 し た 日 は 夏栽培 と ほ ぼ 同

じ 開花始後 8 日 目 （9 月 28 日） で あ っ た が
， 最多開花数

は 夏栽培 の 約半分 の 25個で あ っ た．宮崎在来 は開花始後
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第 3図 　夏栽 培 お よ び秋栽 培 した 夏型 品種 と 秋型品種 ソ バ に お

　 ける 1日・1個体あた り全開花数 と主茎上の 開花数の 推移．
　

．．O ・
　 しな の夏 そ ば全 開花 数，一◆

一
　しな の 夏 そ ば主茎

　 開花数，．．
〔）
・

宮崎 在来全 開花数，一
◇
一　宮崎 在来 主茎

　 開花数．

28

33 日目の 10月 24 日ま で 調査個体 の うちの い ず れ か の個

体で開花が起 こ っ て お り （第 2 図〕， 平均開花期間は 27．3

日 ± 3，8 で あ っ た （第 1表〉．宮崎在来の 開花始後の 開花

数増加は夏栽培 の よ うに 緩慢 で な く， しなの 夏そ ば と同様

に 増加 した。開花始後 10 日 目の IO月 1 日ま で 開花数が 増

加 し，開花数 の 多 い 日が 6 日間続い た．こ の期間 の 1日 ・

1個体あた り開花数 は約 60個で，し な の 夏 そ ば の 2 倍以

上 で あ っ た．両品種と も秋栽培 で は 夏栽培 より開花期間が

短 く， また ， 秋栽培 に お い て も宮崎在来 は し な の 夏 そ ば よ

り開花期間が 長 か っ た が，夏栽培の よ う な長 期 間 に は な ら
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第 1 表　夏栽培 お よ び秋栽培 した 夏型品種 と秋型 品種 ソバ に お け る開花期間，開花数 お よ び花房 数 の 比 較，

開花期間

　（日）

開花数 花房 数

（個 ・個体 り　　（個 ・主茎
一
り （個 ・個体

．1
＞　 （個 。主茎

一1

）

夏栽 培

　 しな の 夏 そ ぼ

　宮崎在来

秋栽 培

　 しなの 夏 そば

　宮崎在来

29．7b117
．6a

17．8c27
．3bc

628b2675a

トリ
トU979418

306b ［49］

831a　［31］

104c　L52］
31ユb ［37］

24，4bc70
．6a

17．8c36
、2b

8，4tx］ ［341
17．5a 　［25］

6．3c　［35］
9．9b 　［27］

同
一

記号の 付 い た 値 間に は 5％ 水準の 有意差が ない （チ ュ
ー

キ
ー
法に よる ）．［］内の 数値 は個体 あた り開

花数お よび花房数 に た い す る
．
白分率．第 4 表 も同 じ．

なか っ た．

　開花数 は開花期間の 長短 に応じ て，両品種 と も夏栽培 が

秋栽培 よ り多 く， 宮崎在来 が しな の 夏そば よ り多か っ た

（第 1表）．1個体あた り開花数は し な の 夏そ ば の 夏栽培 で

628個，宮崎在来の 秋栽培 で 847個 で あ っ た の に 対 して ，

開花期間め著 しく長 い 宮崎在来の 夏栽培で は 2675個 もあ

り， 短 か っ た し な の夏そ ばの秋栽培で は 199個 しか な か っ

た。個体全体 の 開花数と主茎 の開花数 を比較す る と， 個体

全体 に お け る側枝開花数の 占め る割合が 宮崎在来 で 大 き

く， 特に夏栽培で 大 きか っ た．

　花房数 に お ける作期 お よび晶種間の 差異 は開花数と同様

の傾向で あっ た．た だ し ， 宮崎在来の 夏栽培の みは主茎花

第 4図　開花が 長期化 する宮崎在来の 夏栽培 に お ける花房 の様

　 子．
　 A ：茎の 先端に次々 と新 しい 花房 が 発 生 す る，B ；

一
度 開

　 花が 終了 して 枯れ た と思わ れ る花房か ら再度新 しい 蕾 が発

　 生す る．C ：矢印で 示 した よ うに休眠し て い た 側枝が 生長

　 を 始 め 花房 を発生 させ て 開花 す る ．

房数が 14．7個 ± 1．9 の グル
ー

プ （7個体） と 24．3個± 0，6

の グル ープ （3 個体）に明確に分か れ た．し か し，ど ち ら

の グループ も他の場合よ り主茎花房数が 多か っ たため ， 第

1表で は 区別 せ ず ユ0個体 の 平均 の 17．5個 と した ．

　開花期間の長い 宮崎在来の 夏栽培 で は
， 個体 に よ っ て さ

ま ざ ま で あるが ，以下 の 3種の 現象の 1種 ， ある い は そ れ

らの 組み合わせ が同時に起 こ る こ とが観察され た．（1）第

4図 A の よ う に，茎 の 先端 に次々 と新 し い 花房 が 発生 し

て 開花 した． こ の よ うに して
一

茎上 の花房数が特に多 くな

る個体は調査 10個体の うち 3個体で あ っ た．（2＞第 4図

B の よ うに，一度開花が終了 して 枯れた と思われ た 花房 に

再度新 しい 蕾が多数発生 して開花した．た だ し ，

一
斉に開

花す る わ け で は な く，ま た開花 に 至 らず枯れ て しまう蕾 も

多か っ た．（3）第 4図 C に矢印で 示 し た よ う に，休眠 し

て い た側芽が 生長を始め，そ こ に花房 が 発生 して 開花 し

た．特 に 8月以降 の 2 回 の 開花数の増加 は こ れ に よ る と こ

ろが大きか っ た．

　 2＞1花房内に おける開花数の推移

　 しなの 夏 そ ば夏栽培 と宮崎在来秋栽培 に お け る下位節花

房 で は開花始後 4〜6 日目 に 開花数 が 最 も多 くな り， そ の

後緩や か に減少 した （第 5図下）．1 日 あ た り最多開花数

は約 4．5個で あ り，平均開花期間 は 22〜24 日で あ っ た．

宮崎在来要栽培 で は秋栽培 より開花始後 の開花数増加が緩
．

や か で あ り， 開花始後 8 日目まで長期間増加し た．そ の 後

開花数の多い 日が 秋栽培 よ り長 く続 い た後 （2週間）減少

した．最多開花数 は約 3．2個 で 秋栽培よ り少な か っ た が，

平 均 開花期間は 38 日 で 長 か っ た ．一方，し な の 夏 そ ば の

秋栽培で は夏栽培 と同じ開花始後4 日目 に開花数が最多に

なっ た が，最多開花数 は 3．3個 で 少なか っ た．開花終了 も

速 や か で ， 平均開花期間が 約 14 日 で あ っ た．1花房 あた

り全開花数は宮崎在来の夏栽培で は秋栽培よ り多 く，しな

の 夏 そ ば の 秋栽培 で は夏栽培 よ り少な い こ とが第 5図か ら

明白で あ っ た．

　他の節位 の花房 で も品種お よび作期 に よ る差異は ほ ぼ類

似 して い た （第 5 図中 ， 上）．しか し， 花房節位の 上昇に

伴 っ て，1 日あた り最多開花数 お よび開花期間 は 減 少 し

た．宮崎在来 の 夏栽培 で は花房節位 の 上昇 に伴う最多開花
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第 5図　夏栽培お よ び秋栽培 した夏型品 種と秋型 品種 ソ バ に お

　　け る 1 日 ・1 花房 あ た り開花数の 推移．
　　図中の シ ン ボル は第 2 図 と同 じ．上 位節，中位節 お よ び

．
卜

　　位節花房 は それ ぞ れ第 11，＆ 5節花房 とし た．た だ し，
　　宮崎 在来 の 夏栽培 は第 12，9，6節花房，しな の 夏そ ば の

　　秋栽培の 上 位節 は 第 10 節花 房 とした．
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第 6図 　夏栽培 お よび秋栽培 した夏型品 種 と秋型品種 ソ ベ の 主

　　茎 花房別 に みた 小花房数．
　　図中の シ ン ポル は 第 2 図 と 同 じ．た だ し ，O は 夏栽培 した

　　宮崎在来の う ち花房数が 少 な い 個体の グ ル ープ の 平均値，
　　コ は 多 い 個体の グ ル

ー
プ の 平 均 値，5％ レ ベ ル の 最 小 有意

　　差 （HSD ）は 4．07で あ っ た （チューキー法 に よる ｝．

876543210
上位節花房

数 お よ び 開花期間の減少 が他の場合よ じ1 少 な く， 上位節花

房 で は 1 日 あた り最多開花数が秋栽培よ り多くな っ た．

　以 上 ，1花房 に 焦 点 を お い て も ， 宮崎在来 の 夏栽培 で は

秋栽培よ P開花期間が長期化し．，開花数が増加する こ と、

ま た，し な の 夏そ ばの秋栽培で は夏栽培よ り開花期間が短

期化 し， 開花数が 減少す る こ と は
，

1個体あ た り開花数 に

お い て み られた傾向と同様な こ とが示 された．

　3）花房あた り小花房数と小花房あたり開花数

　花房あた り開花数を花房あた ウ小花房数お よ び小花房あ

た り開花数の 2構成要素に 分解して 検討した．小花房数は

主茎最下位 の ユ〜2花房 を除 き下位節花房 が 多 く，しなの

夏 そばの 夏栽培お よ び宮崎在来の 秋裁培 で は 最 も多い 花房

で 13〜ユ5個 の 小花房を有 し，上位節花房 で は そ れ よ t）少

な くな る傾向で あっ た （第 6図）．宮崎在来 の 夏栽培 で は
，

前述 の とお ワ主茎花房数が平均 14．7 の グル
ープ と 24．3の

グル ープ に分 か れ て ， 単純 に 平均 を とる と花房別 の 小花房

数 の状況を正確 に表現で き な い た め ， 2 グル ープ に 分 け た

まま第 6図 に 示 した．主茎花房数 の少 ない グル ープ で は ，

下 位節花房 の 小花房数 は秋栽培 と同程度で あ っ た も の の ，

花房節位 の 上昇 に 伴 う小花房数 の 減少 が 秋栽培 よ り緩 や か

　 　 　 　 　 8

　　　暇
　　　　　2
　　　巴 3

　　　　　？

　　　　　：
　　　　　ζ

　　　　　2
　　　　　⊇

　　　　　乙
　 　 　 　 　 0　　　　　　　5　　　　　　　10　　　　　　　且5　　　　　　 20

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小花房 番号

第 7 図　夏栽培 お よ び秋栽培 した 夏型品種 と秋型晶種 ソ バ に お

　 　け る小花房 別に み た 開花数，
　　シ ン ボ ル は 第 2図 と同 じ．上位 節，中位節 お よび 下 位節花

　　房 の 説 明 は 第 4 図 と 同 じ．5％ レ ベ ル の 最 小 有 意 差

　 　（HSD ）は 上位節 花房 で 2，10，中位 節 花房 で 1，S8，下位

　　節花房で 1．46 で あ っ た （チ a
一

キ
ー

法 に よ る）．

で あ り， 上位節花房 で は秋栽培よ り小花房数が 多くな っ

た．主茎花房数の 多く な る 個体の グル
ープで は そ れ が さ ら

に 著 しか っ た．しなの 夏そば秋栽培 で は小花房数が 最大 で

も 10程 度しか なく， 花房節位 の上昇 に 伴 い 小花房数が 速

や か に 減少 した．

　下位節花房 の 最下位小花房の 開花数 は ， しな の 夏 そ ばの

夏栽培 お よ び宮崎在来 の秋栽培 で 5〜6個 で あ D ， 宮崎在

来 夏 栽培 で は そ れ よ り多く ， しな の 夏 そ ば秋栽培 で は少 な

か っ た （第 7図〉．小花房あ た り開花数 は い ずれ の場合も
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第 8図　夏 栽培 お よ び秋栽培 し た夏型品種 と秋型 晶種 ソ バ の 花

　 房上 に お け る 小花 房番 号別，花番号別 に み た 開花日の
．一

　 例，第 4図の下 位節花房 の 代表 的 な例 に っ い て 示 した．

上位小花房ほ ど少な か っ た．い ず れ の 品種，栽培時期 で も

上 位節花房 に な るほ ど小 花房あた り開花数 は 少な くな っ た

が ， 品種お よ び栽培時期 に よ る小花房あた り開花数 の 差異

は下位節花房 と同様 で あっ た．

上位小花房へ 咲 き上 が り，先端付近 の 小花房の 花 の 開花 が

著 しく遅 れ る場合が あ るが，それ 以外 は ほ ぼ
一

定 の 速度で

咲 き上 が る こ とが 示 され た．したが っ て ， 開花の 進行を解

析するため に ， こ こで は花房内の 最下位小花房 に お け る各

花 の 開花間隔 を取 り上 げて 第 2表 に 示 した．ま た ， 同
一
番

号の花の 開花日 と小花房番号 との 間の 直線 厠帰式 か ら花房

基部の 小花房か ら花房先端部 の 小花房へ 咲 き上 が る速度を

求 め，小 花房の 開花速度 と し て第 3表に示 した．

　最下位小花房 の 1〜2番花の 開花間隔は し なの 夏 そ ば の

夏栽培 ， 秋栽培お よ び宮崎在来 の 秋栽培 で は 2，4〜 2．8 日

で あ っ た．宮崎在来夏栽培で は 3．8 日で あ V ， 間隔が 長 い

傾向で あ っ た （第 2表）．い ずれ の場合 も高番号の 花ほ ど

開花間隔が長くな る 傾向で あ っ た が
， 宮崎在来夏 栽培で は

花番号 の 上昇 に 伴う開花間隔の長期化が 小 さか っ た．どの

花房 で も最高番号花は開花間隔が特 に 長い 場合 が 多 か っ

た、そ して，宮崎在来 の 小 花房 あ た り花数 が し な の 夏 そ ば

より多 く， 夏栽培は秋栽培よ り多 か っ たの で ， 高番号花で

は宮崎在来が しな の 夏そ ば よ り，夏栽培 が 秋栽培 よ O 開花

間隔 が短 くな っ た．上 位節花房 に な る と ， 小花房 あた り花

数が 減 っ たが，上記の 傾向は 同様で あ っ た．

　小花房 の 開花速度 を 上位節 ， 中位節，下位節別 に 見 る

と
，

1番花で は ， しな の 夏 そ ば夏栽培 が 速 く，次 い で 秋栽

培 の 両品種 で ， 宮崎在来夏栽培が 最 も遅 い 傾 向 で あ っ た

（第 3表：1．高番号花 に な る と どの 場合で も小花房の開花速

度が 遅 くな るが ，宮崎在来夏栽培で は あ ま り遅 くな らず，

4番花お よ び 5 番花で は 低番号花 の 場合 と逆 に 開花速度が

他の 場合 よ り速 くな っ た．

　4）1花房 内に おけ る開花の進行

　下位節花房 に お け る小花房番号別，花番号別 に 見 た 開花

の 進行状況の
一
例を品種お よ び栽培時期別に 第 8図 に 示 し

た．同
一

小花房 で は間隔をお い て 下位か ら上 位 へ 花 が 咲

き ， 各小花房 の 同
一

番号の 花 に 着目す る と下位小花房か ら

　 5）結実

　痩果数 は し な の夏そ ばで 夏栽培 が 秋栽培 より， 宮崎在来

で は秋栽培 が夏栽培よ り多か っ た 〔第 4 表〉．痩果数 の 多

い 作期の両品種を比較す る と，宮崎在来 の 秋栽培が し なの

夏そ ばの夏栽培よ り痩果数が 多か っ たが ， そ れ は側枝の痩

第 2表　夏栽培 お よび秋栽培した 夏型品種 と秋型品種 ソバ の 花房中最下位 小花房に お け る各花の 開花間隔 （日），

花番 号

1〜2 2〜3 3〜4 4〜5 5〜6 6’s・7
上 位節花房 　夏栽培 　しな の 夏 そ ば

　　　　　　　　 宮畸在来

　 　 　 　 　 秋栽培　 し な の 夏 そ ば

　 　 　 　 　 　 　 　 宮崎 在来

中位節花房　夏栽培　しな の 夏 そ ば

　 　 　 　 　 　 　 　 宮崎在来

　 　 　 　 　 秋栽培 　しな の 夏 そば

　　　　　　　　 宮崎在来

ド位節花房　夏栽培　 しなの 夏 そば

　 　 　 　 　 　 　 　 宮崎在来

　　　　　秋栽培 　しな の夏 そば

　 　 　 　 　 　 　 　 宮崎在来

3．4bAB3
．9A2
．6B2
，9bAB3

．lbAB3
，8bA3
．ObAB2
．5cB2

，4bB3
、8A2
．8bAB2
．8bAB

＊

3、7b4
．44
．33
，9b4

．Ob3
，5b4
．la3
．Obc3

．5ab3
．73
，8ab3
．1bNS

5 ．1aA5
，4A

5 ．5aA4

．4bAB4
．5bAB

3，7bAB3

．8abAB4
．1AB5
、1aA3
，lbB

＊

4．5B

7，0aA4
．7bB

5．2aAB5

．OaAB4
．6B

4．8aB

＊

6．3

5．1ab

a8045

NS

7．5a

4，7

NS

＊

酪

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

酪

＊

＊

同 じ行 また は列の 数値 で，同
一

記号 の 付 い た値 （行は 小文字 ， 列は大 文字）間に は 5％ 水準 の 有意差が ない 〔チ ュ
ー

キ
ー法に よ る〉．

NS は同 じ行 または 列の 数値間 で有意差が な い こ とを示 す．第 3表 も同 じ，
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第 3表 　夏栽培 お よ び秋栽 培 した 夏 型品 種 と秋 型 品 種 ソバ の花房 にお け る花番号 別小花房 の 開花速度 （小花房 数 ・
日
一
り，

1番花 2番花 3番花 4番花 5番花 6番花

上 位節花房 　夏栽培　しな の 夏 そば

　 　 　 　 　 　 　 　 宮崎在来

　　　　　 秋栽 培　しな の 夏 そば

　 　 　 　 　 　 　 　 宮崎在来

中位節花房 　夏栽培　しな の 夏 そば

　 　 　 　 　 　 　 　 宮崎在 来

　 　 　 　 　 秋栽培　 しな の夏 そ ば

　 　 　 　 　 　 　 　 宮崎在来

下位節花房　夏栽培　 しなの夏 そ ば

　 　 　 　 　 　 　 　 宮崎在来

　 　 　 　 　 秋栽培　 しな の 夏そ ば

　 　 　 　 　 　 　 　 官崎 在来

1．76BCD1
，39D1
．45CD1
，74aBCD

I．81aABC
1，64aBCD
I．93aABC
2．07aAB2

．27aA1
．57aCD1
．72aBCD

1．81aABCD
　 ＊

L51 　ABC1
．13C1
．25BC1
，20bBCl

．62aAB1
．41abABC
l．45bABC
1．5DbABC

1．6DbABC
l．53aABC
l、31bABC
l，76aA
　 ＊

ユ．12ABC 　 l．23　AB 　　 1．12A

0、80cBCl

．19bABC
1．26abAB
O．73cG1
、23bAB1

．32bAB1
．32abA1
、02bABC

工．47aA
　 ＊

0．78bC1
．29abA 　　1．21bA 　　　1．05　b

o．81ccO

．75cC 　　　O．71　cB

1．25　abA 　 　l．ユ2bA 　　 O．73　c

0．85cBC
　 ＊ ＊ NS

鴎

聡

酪

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

第 4表　夏栽 培お よび秋栽培 した夏 型品種 と秋型品種ソバ の痩

　 果数 と結実率の 比 較．

痩果 数

（f固・個体
一L）　　　 （f固・主茎

一
し）

率実結

％

しなの 夏そ ば

宮崎在来

しなの 夏 そば

宮崎在来

夏栽培

41，6b6
．9C

秋栽培

22．6b63
，5a

25 ，0ab ［58］

2．4c ［35］

15．9b 　［70］
30．9a　［49：

6 ．8bO
，3c

ユ2．9a7
．6b

果数の多さ に よ っ て い た．宮崎在来の 夏栽培 で は痩果数が

著しく少なか っ た，しなの 夏そばの 夏栽培 お よ び宮崎在来

の秋栽培の場含， 両品種 と も 7％ くらい の 結実率 で あ っ

た．宮崎在来の 夏栽培 は結実率が   ．3％ しか なか っ た．一

方，し な の 夏そ ばの 秋栽培 は 12．9％もの 高率を示した．

考 察

　こ れ まで の 報告 に 全生育期間の 開花数を調査した例が あ

る が （古 宇 田 1954， 長 友 1961， 西 牧 ら 1978，浅 子 ら

1980 ， 稲葉 19S7）， 秋型品種 の 夏栽培 の よ うに 開花期間

が 長 くな る場合 に つ い て 数値 で示 した 報告は な い た め ， そ

の 実態は不明 で あっ た．本研究か ら ， ど ち らの 品種 も夏栽

培で は秋栽培よ り開花期間が長く，1個体当り開花数が多

く，そ の 限 り に お い て は品 種 に よ る違 い が み られ な い こ と

が わか っ た．しか し観点を変え る と ， 適期栽培が開花期間

約 工ヵ 月 ， 開花数 600〜850個 で あ っ た こ と と比 べ て ，不

適期栽培 と さ れ る秋型品種 の 夏栽培 で は 開花期間が 約 4 ヵ

月 に も長期化 し， 開花数が 25 0 個以上で 異常 に 多 くなる

こ とが 示 され た．一
方 ， 夏型品種 の 秋栽培で は 開花期間が

約半月に短縮し ， 開花数が 2 0個 に 著 し く減少す る こ とが

示 され た．両作期の気温 お よ び 日長時間を検討 す る と ，
こ

れ ら は主 と し て 日長時間の 影響が 大 きい こ とが 推測 され る

が ，生育期間中日長処理 を行な っ て生育お よ び開花の 進行

を調査した例が な く，今後検討を要す る と思 わ れ る．

　秋型品種 の 夏栽培 で 1 日 あ た り開花数 を植物体 が枯死 す

る まで調査 した例 は見当た らず，本研究で初め て その推移

が 明 らか に な っ た．すなわ ち，宮崎在来 の 夏栽培 で は開花

始後開花数が増加 し ， 1 ヵ 月以上経過 した 7月下旬 に 減少

す る が，そ の 後 8月中旬 と 9 月 に 開花 数 の 再増加 が み ら

れ，合計 3 回の 開花数極大 期 が観察 さ れ た．開花数が 8月

に 少ない こ と，8月中旬 に 2回目の開花数の極大期が現わ

れ る こ と な どの 原因 は 不明 で あ っ た．し か し，最後の 極大

期に関し て は 9月に起 こ り， 1 ヵ 月程度後 の 秋栽培 と ほ ぼ

同時に開花が終了 した こ とか ら， 秋型品種 の 開花 に 適した

程度ま で 日長時間が 短 く な っ た た め に （長友 1961）開花

数が 増加して，そ の 後に 開花が終了 した もの と考え られ た。

　 また，宮崎在来の 夏栽培で は，（1）新し い 花房 の 発生の

継続 ， （2）開花終了花房 に 蕾 の 再発 生，（3）休眠 側芽の 再

生長 の うちい ずれか
一

つ あるい は二 つ 以上 の 現象が個体内

で 起 こ る こ とに よ っ て 開花期間 が 長期化した．こ れ ら は秋

型品種の夏栽培で個体の 老化 が 遅 れ る こ と を示唆 し て い

る。す な わ ち ， 前報 （道山・林 1998）で 栽培時期 に よる 品

種間差異 が開花始後の 生 長発育 に 明白に 現 わ れ る こ と を示

した が，本研究で 調査した開花の進行に も現わ れ ， 個体の

老化 の 早 晩 が そ の
一

つ の 原因 に な る こ と が明 ら か に な っ

た，秋型品種 の 夏栽培 で 老化 が 遅 れ る こ と は，日長反 応 に

よ る もの と考えられ る が
， 痩果数 が 少な い こ と も原因 の

一

っ と考えられ ， 今後検討を要 す る課題で ある．

　 宮崎在来 の 夏栽培 で は 主茎花房数の 変異 が 大 き く，2 グ

ル ープに 分 か れ た．これ は宮崎在来が秋型品種 で 夏栽培条

件 で は種子 が ほ と ん ど採れ な い た め ， 秋栽培 の 条件 で 選

抜，採種 さ れ て き て お り ， 夏 栽培条件下 で は変 異 が 大 き く

なっ た もの と考え られ る．

　1 花房内で の 開花の 進行 に つ い て み る と，宮崎在来の 夏

栽培 で は 小花房の 1 番花 の 開花 か ら 2番花の 開花ま で に か

か っ た 日数が 秋栽培 より長 く， また，各小花房 の 低番号花

に視点 を 置い た 場合の 小花房 の 咲き上 が りが遅 か っ た．こ

れ らの結果は ， 花房の 1 日あた り開花数 が 開花始後 に 日 を

追 っ て増加す るが ， そ の 増加速度が秋栽培より緩慢な こ と

の原 因 で あ っ た．また，花房 か ら花房 へ の 咲 き 上が り （花
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房 の開花速度）に つ い て も秋型品種の 夏栽培 で は遅 い こ と

が すで に 知 られて い る （長友 1961， 道山・林 1998），以 上

の ように
， 秋型品種の 夏栽培で は植物体の 老化が 遅 い こ と

に 加 え て，花房問 ， 小花房間，
お よ び小花房内各花間の開

花期間隔 が秋栽培より長 くなる こ と も示 さ れ た．こ れ らは

花芽分化 が 開始 した後 の花芽分化 の 進行速度 お よ び各花芽

の 発育速度 の 遅速か ら起 こ る現象と考え られ ， それ らが 日

長 に よ っ て影響を受 け る こ とが想像 され た．花房の 分化過

程の詳細な研究が 必 要 と思わ れ る ．

　宮崎在来の 秋栽培 で は花番号 の 上昇 に伴 っ て開花間隔の

長期化が起こ り，小花房 の 開花速度が 遅 くな っ た が，夏栽

培で は 開花間隔 の 長期化 ，
お よ び小花房 開花速 度の 低下 が

緩 や か で あっ た．加 え て ， 秋栽培よ りも小花房あた り花数

が 多 く， 花 の分化終了 が遅れ る こ とが 示 さ れ た．ま た ， 上

位節花房 に な る と秋栽培 で は 小 花房数お よ び 小花房 あ た り

花数が 少な くな っ た が，夏栽培 で はそ の 減少が小 さ か っ

た ．そ の 結果 ， 上位節花房 に お い て は小花房 あ た り花数 に

加えて 小花房数 も秋栽培 よ り多くな っ た。こ の よ うに，宮

崎在来 の 夏栽培 で は 1花房内の開花に着目 して も開花数 が

多く， 開花期間 が長 くな る こ とが 明 ら か に なっ た．以上 の

現象は ， 花房あるい は 小花房 に 着目して も， 秋型品種の 夏

栽培は老化が 遅 れ る こ とを示すと考 え られた．

　 しな の 夏 そ ば の 不適期栽培 に あ た る秋栽培 で は花房数が

少なく， 1花房内 で み て も小花房数が少な く， 小花房あた

り花数 も少なか っ た，個体あた りで み て も，1 花房内で み

て も， 開花の進行に関して夏栽培と著しい 違 い が み られな

か っ た こ とか ら ， 夏型品種の秋栽培で は 老化が 早 く起 こ る

た め ， 花房，小花房 お よ び花の 分化が 早期 に 終了 して 開花

数の 減少と開花期間 の 短縮が 起 こ る もの と考え られ た，

　結実率に つ い て 示 した報告 は い くつ か あ る が （古宇 田

1954，菅原 1973，浅 子 ら 1980 ， 稲葉 1987）， 秋 型 品 種

の 夏栽培に っ い て は生育の全期間の 開花数か ら結実率が 調

査 され て い な い ，本研究に お い て ，不適期栽培 と さ れ る宮

崎在来の 夏栽培 で は
， 開花数の多さの割に は結実率が低い

こ とが 痩果数 の 顕著な減少の原因 とな っ て い る，これ に 対

して しな の 夏そ ばの 秋栽培で は，結実率が 大 きい に もか か

わ らず，花房数 が 少ない こ とに よる開花数の少な さが 痩果

数 の 少な さの 原因 に な っ て い る こ と が 示 さ れ た．す な わ

ち，今回の 不適期栽培 で 痩果数が 減少す る時の 様相が ，夏

型品種 は秋型品種と異なる こ とが 明 らか に なっ た．
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Differences　in　the 　Progression　of 　Succesive　Flowering　between　Summer 　and 　Autu 皿 n 　Ecotype　Cultivars　in　Common
Buckwheat （F αg｛rpYTuM　esctttentum 　Moench ）：Hiroyasu　Mlc 王正匸YAMA

串．1〕
，
　Atsushi　FuKuli〕

and 　Hisa｝・oshi 　HAYAs田
2） （

1）　Fa‘．

げ 聖 監
，
み4の o 乙厂祕 θ緩 ア，

A「agO ／a　4σ8・8502，ノψ6η ∫
2）翫 ゴひ、　o∫Tsukubの

Abstracl ：The　common 　buckwheat　cultivars
」∈Shinanonatsusobゴ

’
（summer 　ecotype ）and

“Miyazakizairar’（autumn 　 ecotype ）
were 　c山 ivated　in　pQts　with 　soil （sandy 　loam）in　summer 　and 　autumn 　at　MeijG　Universily，　Nagoya ．　The　flowering　Position正n
the Ωower 　clusters

　 on 　a　plant　and 　their　flowering　date　were 　investlgated、　Shinanonatsusoba　in　summer 　and 　Miyazakセairai 　in
autumn 　had　600　to　850　nowers　per　plant　during　the　tlowering　period　of 　about 　a　momh ，　Shinanonatsusoba　in　autumn 　and

Miyazakizairal　in　sulnmer 　yiclded　fewer　8eeds ．　Imhese　cases
，
　Miyazakizairai　had　remarkabiy 　many 　nowers（more 　than 　2，6GO）

and 　a　long　nowering　period　of 　four　months ，　but　the　seed ・setting 　ratio 　was 　low，　Shinanonatsusoba　had　few　nower8（199） and

a　short 　fl  wering 　period　ef 　halfa　month
，
　although 　the　seed ・setting 　ratio 　was 　high，　Miyazakizairai　in　summer 　showed 　three　peaks

of 且owering 　and 　the　same 　end 　time 　with 　autumn 　cropping ．　Further【nore ，（D　 continuation 　of　the　occurrence 　or 　new 　llower

clusIers ，（2）di仔erentiation 　ofnew 　flower　buds　on 　llower　clus 亡ers 　that 　had （mee 　ceased 　nowering
，
　and （3）regrowth 　of 　dormant

lateral　buds　were 　observed 　at　the　lat巳r　stage ，　Wi 匸hin　a　flower　clusteT ，　a　greaしer　number 　of 且owers 　and 　a　longer　flower正ng 　period
were 　a ］so　evident 　Moreover ，　It　is　importam　to　mte 　thaUhey 　showed 　lor】g　intervals　ot

’
　fiowering　arnong 　fiower　clusters

，
　subfiower

clusters
，　or 　flowers　in　a 　subnower 　cluster ，　In　a しltumn ，　Shinanonatsusoba　had　the 　same 　intervals　as　insummer，　but　they　had　only

few　flower　ctusters
，
　subnower 　c！usters ，　and 　flowers　in　a　sub ｛10wer　cluster ，

Key 　words ：Autunm 　ecot ｝
・pe　cuIIivar ，　Gommon 　buckwheat，　Flowering，　SoWing　time ，　Summer 　ec6type 　cultivar ，
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