
第4章授粉専用品種の生育、花芽着生性と台木との関係解明

1.緒言

クラブアップルは花芽の着生が良好で、あるため、栽培品種と比べて樹勢の劣る場

合が多い(Wil1iamsand Church， 1983)。樹勢が弱まり新梢生長が早期に停止すると十

分な花芽量を確保できない。したがって、栄養生長と生殖生長のバランスを保ち適

度の樹勢を維持していく必要がある。このためには、肥培管理や勇定等の栽培管理

が重要であるとともに、品種の樹勢に合った台木を選択する必要がある。リンゴで

はわい性台木としてM 系台木が選抜されたのをきっかけとして、.リンゴの栽培品

種と各種台木の組み合わせによる生育、収量、果実品質等が検討され、わい化栽培

の普及に役立つ有用な成果が得られた(Sudds，1939;土屋ら， 1970;別所ら， 1986)。ま

た、農林水産省果樹試験場(現果樹研究所)において，我が国の環境条件に適する

優良なわい性台木を選抜するため、マルパカイドワと M.9の交雑により、わい化性

と挿し木繁殖性を兼ね備えた品4台木が育「成された(Soejimaet a1.， 1998)。また、ク

ラブアップルを栽培品種に高接ぎした場合にも、品種によって接ぎ、木後の生育が大

きく異なることが知られている(Wil1iams，19'15; Wil1iams and Church， 1983)。このよ

うに、クラブアップルを園地へ導入する際には、樹勢の衰弱を引き起こさないよう

に適正な樹勢を維持する必要があるが、今までにクラブアップル品種の生育、花芽

着生性、台木の適応性等について十分な検討が行われていない。

そこで、本章においては、授粉専用品種の樹勢に適した台木の選択を目的に、 JM

系、マルパカイドウ等わい化程度の異なる台木と授粉専用品種の組み合わせについ
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て、生育及び花芽着生特性を検討した。

2. 材料及び方法

果樹研究所リンゴ研究拠点の画場において、 2002年に 1M7台木に‘Makamik'、

'Pro白sion'，‘Redbud' ，‘Red Splendor' ，‘Sentinel'、‘Snowdrift'を接ぎ木した。また、

2003年に1M1台木にM.X atrosanguinea 20004522、‘Jack'、‘Makamik'、Peachleaf，

‘Redbud'、‘Sentinel'，‘Snowdrift'を接ぎ木した。接ぎ木した苗は苗圃で養成し、 2005

年4月に本圃に定植した。 2005年にはマルパカイドウ M084a台木に‘Makamik'、

‘Peachleaf、‘Redbud'，‘Sentinel'、‘Snowdrift'を、 1M7台木に M.turesii、'Makamik'、

ナガサキズミ、 NepalApple Col. No. 85・134、‘Peachleaf，‘Redbud'，‘Red Splendor'、

‘Sentinel'、山定子・1、小黄海業をそれぞれ接ぎ木し、2006年4月に本圃に定植した。

さらに、 2006年には品!J.7台木にM bacca加 79091、‘Makamiピ、 ツイポール'、

ナガサキズミ、‘Snowdrift'を、 1M8台木に‘Makamik'， ‘メイポール'、ナガサキズ

ミ、官nowdrift'を、マルパカイドワ Mo84a台木に‘Makamik'，'メイポール，， 'Snowdrift' 

をそれぞれ接ぎ木し、 2007年に定植した。本圃に定植した苗木について、幹周、樹

高、樹幅、 10cm以上の新梢数、肢花芽の着生した新梢数、頂芽・肢芽別の花芽数、

枝当たりの肢芽花芽数、頂芽の花芽分化率、版芽の花芽分化枝率を調査した。

3.結果

2002年に品17台に接ぎ木した樹の生育及び花芽着生
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'Makamik' ，‘Profusion'、‘Redbud'，‘Red Splendor'、‘Sentinel'，‘Snowdrift' 

の5""'7年生樹における生育を調査した(Table4・1，Fig. 4・1)。幹周は‘Redbud'で、最も

大きく、‘Profusion'及び‘RedSplendor'は中程度、'Makamik'，‘Sentinel'、‘Snowdrift'

は小さかった。樹高は‘Sentinel'が高く、‘Snowdrift'は低かった。樹幅は‘RedSplendor' 

及び‘Profusion'で、大きく、百r1akamik'及び‘Snowdrift'は小さかった。 10c.血以上の新梢

数は‘Profusion'及び‘Redbud'で、多く、‘Makamik'は少なかった。

頂芽の花芽着生'1主について Table4-2に示した。頂芽花芽数は樹齢とともに増加

したが、‘Profusion'では隔年着花性が認められた。頂芽花芽数は‘Redbud'及び~'Red

Splendor'で、多く、‘Profusion'及び‘Snowdrift'は少ない傾向が認められた。頂芽の花芽

分化率は、‘Sentinel'で、高く、‘Makamik'で、低い傾向が認められた。版芽花の着生新

梢数は Table4・3に示したが、‘Redbud'及び、‘Pro白sion'で多く、百r1akamik'及び、

‘Snowdrift'は少ない傾向が認められた。‘Redbud'及び‘Sentinel'における肢芽の花芽

分化枝率は3年間とも 100%で、あったが、‘Makamik'は低い年が認められた。版芽花

数は、樹齢ともに増加する品種が多かったが、‘Makamik'は逆に減少した。また、

‘Profusion'及び‘Snowdrift'は隔年着一花性が認、められた。肢芽花数は‘Redbud'で多く、

‘Makamik'及び‘Snowdrift'は少なかった。枝当たりの花芽数は‘Sentinel'で多く、

‘Makamik'、‘Profusion'、‘Snowdrift'は少ない傾向が認められた。

2003年にJMl台に接ぎ木した樹の生育及び花芽着生

2003年に品目台に接ぎ木したM X atrosanguinea 20004522、‘Jack'，‘Makamik'、

‘Peachleaf、‘Redbud'、‘Sentinel'、‘Snowdrift'の4""'6年生樹における生育Table4-4 
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Table 4-1 Growth of VD u nll G問岡田letreesll 悶 ft巳donto JM7 in Mori口同

Cultlv司「
Trunkglrth (om) Tme helght (om) Tree sp問 ad(om) Shoot numt日r(10omく〉

ト盟ar-old(i-盟ar-old7-盟 ar-old 5-盟arold6-盟 ar-old7-盟 ar-old 5-盟 ar-old(i-盟ar-old7-盟司rold 5-盟百「日Id6同盟ar-old<7闇 vear-old
Makamlk 

Profusl口n

R目dbud

Red S plendo r 

8entin日l

8n白wdrift

7.0a'l" 

7.7ab 

11.2 b 

7，7ab 

7.8ab 

5.0a 

Z Meas ured 0 n June '2. 7 

7.1 a B.5a 231.7 a 

10.1 ab 14.5ab 210.0a 

15.3b 19.2b 241.7 a 
9.8a 12.3ab 193，3a 

9，0昌 11，5a 250.0日
5.3白 7.0日 176.7日

v Meanse問『百tionwlthlnGolums byTu陥向H8Dte st at P=O.05. 

224.7日

224.3a 

286.7a 

221.7日

290目。司

191.7日

23B.3 ab 107.0a 57.2a 67.2司 2.3a 2.3a 1.7a 

273.3 ab 127.5a 138.8ab 205.5b 26.0a 5.5ab 102.0a 

310.0ab 74.8a 89.5ab 133.0ab 38.3a 18.7b 61.0a 

280.0ab 10B，5a 169.0 b 227.713 21，3a 14.0ab 34.3a 

328.3 b 69.3a B2目Oab 132，5ab 11.0a 7，Oab 17.0司

203.3 a 48.0a 62.0a 69.5a 14.3a 10.0日b 5.7a 

u。コ-



Table 4-2. Production of terminal flower bud in crabapple trees grafted onto JM7 in 
Morioka. 

Cultivar 
Number of flower bud Percentage of flower bud 

5-yeaiold 6-'leaiold 7-yeaiOld 5-yeaiOld 6-yeaiOld 7-yeaiOld 

Makamik 80.7 aZ 71.0 ab 153.7 a 60.3 a 56.0 ab 66.6 a 
Profusion 65.0 a 22.7 a 186.0 a 93.5 a 31.4 a 93.5 a 
Redbud 86.3 a 111.3 b 327.3 a 78.1 a 74.5 ab 91.0 a 
Red Splendor 63.0 a 125.3 b 278.3 a 62.8 a 76.8 ab 97.5 a 
Sentinel 50.3 a 81.7 ab 228.3 a 96.9 a 96.5 b 89.8 a 
Snowdrift 16.0 a 45.7 ab 79.0 a 34.9 a 95.2 b 70.1 a 

Z Mean sepa悶 tionwithin colums by Tukey's HSD test at P=0.05. 
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'Makamik' 'Redbud' 

'Sentinel' 'Red Splendor' 

Fig. 4-1. Seven-year-old crabapple trees grafted onto JM7 in 

Morioka. 
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Makamlk 

Profuslon 

Redbud 

丁目ble4-3. Prロduction日fl由旬間|刊ow自rbud In c阻隔口口let即日E悶代目dont日 JM71nMo出回
Shoot num同r刷oomed Percenta耳目白fshootbloomed Num同roflate悶 1flower bud L.ater百Iflowerbud匝 rshロロt

5-四 ar-白Id6-咽自F 口Id7ー叩目目戸口IcI 5-'¥1巴自F 口Id白ー叩ear-old7-vear-ロId 5園田ar-old 6-¥!Qa r-口Id7ー咽ar-日Id 5ー咽ar-口Id6-¥1目百戸白Id7-'11目ar-口11:1

2.8a' 2.3a 0.7a 50目Oa 100.0a 50.0a 86.3a 12.3a 5.3a 15.4 4.3a 8.5 

11.08 3.39 45.38 67目Oa 90.9 99.78 78.09 15.09 223.3ab 8.0a 4.5 8.08 

5.7a 18.7b 34.8a 100.0a 100.0a 100.0a 82.7a 194.'lb 452.3b 14.4ab 10.4a 18.1a 

∞。」[

Cultlvar 

RedSplendor 6.78 14.0ab 18.38 76.9a 
S邑ntln邑1 3.0日 7.09b 11.39 100.0a 

s n白wdrlft 0.08 10.0ab 3.7a 

zM田 nse問団tlロnw比hlnco lum:s by T ukey's H8 D te st司tP=く).05.

100.0自

100.0白

100.0a 

97.88 

100.0日

100.0a 

50.0司

66.79 

1.0a 

117.0ab 

160.7 b 

91.0ab 

284.7ab 

207.3ab 

38.0ab 

10.5ab 

24.2b 

8.4a 

23.0b 

8.7a 

15.6a 
16.6自

由1a 



に示した。幹周は‘Redbud'で、最も大きく、次いで‘Peachleafが大きかったが、 MX

atrosanguinea 20004522は小さかった。樹高は‘Sentinel'及び‘Peachleafで、高く、MX

atrosanguinea 20004522は低い傾向が認められた。樹幅は‘Peachleaf及び‘Snowdrift'

で大きく、‘Sentinel'は小さい傾向が認められた。 10cm以上の新梢数は‘Peachleaf及

び‘Snowdrift'で、多く、‘Makamik'、M X atrosangu加ea20004522、‘Sentinel'は少ない

傾向が認められた。また、‘Jack'及び‘Snowdrift'は樹齢とともに枝数が減少する傾向

が認められた。

頂芽の花芽着生性について Table4-5に示した。花芽数は樹齢とともに増加する

傾向が認められたが、‘Redbud'が最も多く、ついで‘Snowdrift'が多く、 M X

atrosangu的ea20004522、‘Peachleaf、‘Sentinel'は少ない傾向が認められた。頂芽の

花芽分化率は、 M X atrosanguinea 20004522で高く、‘Peachleafで、低い傾向が認め

られた。肢芽花の着生した新梢数は‘Peachleaf及び‘Snowdrift'で多く、 M X

atrosanguinea 20004522、百-1akamik'、‘Sentinel'は少ない傾向が認められた(Table4-6)。

M X atrosangu的ea20004522、‘Redbud'， ‘Snowdrift'における肢芽の花芽分化枝率は

3年連続で 100%で、あった。肢花芽数は、樹齢ともに増加する品種が多かったが、

‘Peachleaf勺及び‘Snowdrift'で、多く、M X atrosanguinea 20004522、‘Makamik'、‘Sentinel'

は少ない傾向が認められた。枝当たりの花芽数は‘Peachleafで多く、‘Jack'、

‘Redbud'、‘Snowdrift'は少ない傾向が認められた。

2005年にマルパカイドウ、拘置7台に接ぎ木した樹の生育及び花芽着生

2005年にマルパカイドウ台に接ぎ木した‘Makamik'、‘Peachleaf、‘Redbud'、

‘Sentinel' ， ‘Snowdrift'の2""4年生樹における生育を比較した(Table4・7)。幹周に
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Cultiv冒r

Ta出 4-4.Growthofvoun.e:ora岡田胎 trs日s.e:r百ftedonto JMl in Morio岡

Trunkglrth (om) T氾 ehe Ight (om) T ree sp陪 ad(om) Shロロtnumar (10om() 

4-vear-old 5-vear-old 6-¥1自由FロId4-vear-old5-v回「口同日-ve日「日Id4吋田r-old5-vear-日Id6一四日「ロId4-ve司r-old5-vear-oldz 6-'1目白「ロId

M.Xs会匂S:Sn.宮'lIi'nfi!S
3.3av 3.88 4.58 117.58 120.58 111.58 48.08 29.5日 63.88 3.58 2.0a 3.0a 

20004522 

占ck 4.3唱b 4.7a 5.6a 155.0 a 167.0a 176.7a 53.7a 53.3自 72.2a 9.7a 6.3自 4.0a 

MakamJk 4.5ab 5.1 a 5.53 188.3 a 183.7a 173.3自 29.8a 34.日目 66.7由 1.7 a 2.0自 2.7自

Pe冒chleaf 5.5誼b 6.1自 9.23 175.0 a 190.0由 205.0a e2.5a 62.0自 137.5自 6.5a 17.0a 17.5a 
R邑dbud 6.5b 8.0自 10.63 142.5 a 160.0a 195.0日 47.5昌 64.5a 74目白 4.5a 3.08 11.08 

Sentinel 3.8司b 4.0日 6.13 110.0a 145.0日 212.5日 5.自由 23.8a 57.3白 1.5 a 1.08 5.08 

SnowdrJft 6.3b 6.5日 7.8a 166.73 178.3司 190目Oa 58.3日 .72.5a 93目Oa 19.08 11.3a 5.7司

~ Measur巴donJun目27.

vMeanse間同|ロnwlthln oolums byTu陥ysH8D test at P=O.05. 
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[
一
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Table 4-5. Production of terminal flower bud in crabapple trees grafted onto JM1 in Morioka. 

Cultivar 
Number of flower bud Percentage of flower bud 

4-year-old 5-year-old 6-year-old 4-year-old 5-year-old 6-year-old 
M X atrosanguinea 

18.5 abz 19.5 a 38.0. a 90.0 ab 95.2 a 84.1 a 
20004522 
Jack 27.3 ab 23.7 a 73.0 a 94.6 b 46.1 a 88.9 a 
Makamik 30.0 ab 36.0 a 72.7 a 68.5 ab 70.6 a 96.2 a 
Peachleaf 19.0 ab 12.3 a 22.0 a 39.6 ab 34.2 a 24.4 a 
Redbud 48.7 b 76.5 a 120.0 a 86.8 ab 70.4 a 76.5 a 
Sentinel 0.5 a 23.0 a 25.0 a 10.0 a 97.3 a 60.5 a 
Snowdrift 24.3 ab 46.7 a 90.0 a 68.9 ab 99.3 a 70.6 a 
Z Mean separation within colums by Tukey's HSD test at P=0.05. 
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Table 4-6. Productl臼nof lateral flower bud In c悶回目白|日 t旧日S昼間ftedonto JM11n Moriロka.

Oultivar 
8 ho ot numbe r blロロm巴d Percen恰geofsh白otbloomed Numb巴roflate悶Iflow巴rbud L.ate旧Ifl口werbud問 rshoot 

ひ4
4-盟ar-old5-y豆ar-ロId6-year-ロId 4-盟司r-old5ー盟百r-old6-盟ar-old4-盟司「口Id5-year-ロId6-yeヨ「口口Id5-y豆司「口Id6-y豆ar-口Id -MX strossngl.lines -

20004522 
1.0a~ 2.0a 0.501 100.0 100.0 100.0 19.5a 25.5a 日Oa 19.5 12.8 16.0 

ぬok 2.3日 5.7a 5.301 100.001 58.3 a 100.001 21.0a 38.7a 38.0a 11.301 自601 10.301 

Mak白mik 0.7白 1.7a 1.7a 100.09 50.09 100.0 10.0a 12.7a 20.3a 15.09 7.2 11.8 

PeachleaF 0.5昌 11.3a 10.0a 100.0 100.0a 50.0a 15.5a 24.3a 214.0a 31.0 13.7a :21.4 

Redbud' 2.0日 3.0a 8.0a 100.0日 100目。 100.001 23.7a 32.15a 81.0a 10.701 10.15 9.901 

Sentlnel 0.001 1.0a 1.5a 100.0 100.0 50.001 O.Oa 20.5a 44.0a 0.0 14.0 23.3 

Snロwdrift 2.301 11.3a 8.0a 100.0ョ 100.0a 100.001 20.3a ~ 97.7a 98.0a 9.901 日.7a 12.501 

: Meanse岡 rョtlonwlthin colums byTu陥ゾ'sH8DtestatP=0.05 



ついて有意差は認められなかったが、‘Makamik'の幹周が大きい傾向が認められた。

樹高は‘Makamik'が最も高く、 2年生で 3mに達した。ついで‘Sentinel'が高く、

‘Redbud'及び‘Snowdrift'は低かった。また、樹幅は官，fakamik'及び‘Peachleafで、大き

く、新梢の発生数は百，fakamik'で、多い傾向が認、められた。頂花芽数については樹齢

とともに増加したがにMakamik'が多く、‘Peachleafは極めて少なかった (Table4-8)。

肢花芽数も樹齢とともに増加したが、‘Makamik'で、多く、‘Peachleafで、少ない傾向が

認められた。頂芽の花芽分化率は‘Redbud'、‘Sentinel'，‘Snowdrift'で、高く、‘Peachleaf

で、低かった(Table4-9)。肢芽の花芽分化枝率は、‘Sentinel'で、2'"'-'4年生樹すべてで

100%で、あったが、‘Peachleafヲは低かった。

次に、M.turesii、‘Makamikにナガサキズミ、NepalApple Co1. No. 85・134、‘Peachleaf、

‘Redbud'、‘RedSplendor'，‘Sentinel' ，山定子・1、‘Snowdrift'、小黄海業を用いて 1M7

台使用樹における 2'"'-'4年生樹の生育を比較した。幹周は‘Redbud'，Nepal Apple Co1. 

NO.85・134、‘Peachleaf， ‘Snowdrift'， M.卸resllの順に大きく、山定子・1及び‘Red

Splendor'が小さかった(Table4・10)。樹高はナガサキズミ、‘Sentinel'，Nepal Apple Co1. 

NO.85・134の順に高く、山定子・1及びM.turesiiは低かった。樹幅は‘Peachleafで、大

きく、 ‘Redbud' ， ‘Sentinel'、山定子ー1は小さかった。新梢の発生数は小黄海業、

‘Snowdrift'、NepalApple Co1. No. 85・134、‘Redbud'は多く、 M.turesii、‘Sentinel'，山

定子・1は少ない傾向が認められた。頂芽花芽数は‘Makamik'、ナガサキズミ、

‘Peachleaf， ‘Redbud'、 ‘Red Splendor'で、多く、 NepalApple Co1. No. 85・134は少な

かった(Table4・11)。頂芽の花芽分化率は、‘Makamik'、 ‘Redbud'、 ‘Red Splendor'、

‘Sentinel'、‘Snowdrift'で、高く、 NepalApple Co1. No. 85・134、‘Peachleaf，山定子」、
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Oultivar 

Table 4-7. Growthロf'，Ioungo問国間letrees gr百ft巴d0 nto M. JJrlJn i'fofii31 n Mo rlo ka 

Trunkgirth(cm) T問 eheight(cm) Tree spread (cm) 8hoot numa r (1 Ocm<) 

Makamik 

Peachl目af

Redb¥.ld 

Sentlnel 

Snowdrift 

zM回 nse阿国ionwithlncロlumsbyTukeys HSD test司tP=O.05. 

2-year-old 3ご盟ar-old4-vear-old 2-year-old 3-vear-口Id4二型車ar-ロId 2-year-old 8-year-old 4-year-old 2-盟 ar-old8ー盟ar-口Id4-y豆ar-ロId

6.3 a" 日7a 11.5 a 300 b 280b 307b 94 a 125 b 175a 20 c 17 b 61 :日

5.0由 7.2 9.5 217 ab 217 210 102昌 126 182 12abc 白 6 

5.8司 6，501 9，601 195司 187司 210司 26司 48ab 7601 7司b 4邑 2701 

4.8 a 6.5a 8.9 a 210ab 220a 267日b 27日 39 a 77 a 3a 1 a 16白

4.8 a 6.2a 7.8a 1528 1808 193日 42 a 60ab 日Oa 13 bc 7a 12a 

HY--



Table 4-8. Flower bud production of young crabapple treesgrafted onto M 
prunifolia in Morioka. 

Number of terminal flower bud Number of lateral flower bud 
Cultivar 

2-year-old 3-year-old 4-year-old 2-year-old 3-year-old 4-year-old 

Makamik 0.0 aZ 16 a 198 b 16 a 108 a 155 a 

Peachleaf 0.0 a 0 a 3 a 0 a 3 a 30 a 
Redbud 1.0 a 21 a 85 ab 12 a 47 a 101 a 
Sentinel 0.3 a 18 a 43 a 17 a 15 a 139 a 
Snowdrift 1.0 a 16 a 62 a 9 a 75 a 116 a 

Z Mean separation within colums by Tukey's HSD test at P=0.05. 
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Table 4-9. Terminal flower bud production of young crabapple tree grafted onto M pruniゐゐin

Morioka. 

Percentage of terminal flower bud Percentage of shoot bloomedz 

Cultivar 
2-year-old 3-year-old 4-year-old 2-year-old 3-year-old 4-year-old 

Makamik o aY 48 a 73 a 100 b 63 a 97 a 

Peachleaf o a 。 o a 33 30 

Redbud 75 a 91 a 87 a 75 ab 100 a 100 a 

Sentinel 33 a 82 a 90 a 100 b 100 a 100 a 

Snowdrift 67 a 93 a 80 a 67 ab 100 a 100 a 

Z Percentage of shoot which had lateral flower buds. 

Y Mean separation within colums by Tukey's HSD test at P=0.05. 
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Table 4-10， Gro刊lholyoyngcrabapple trees graHed onlo JM7 in Moriok.a， 

。ultivar Tree Tn.mk. !lirlh (cm) Tree heiJ:hl (cm) Tree spread <Cm) Shool Number 

Number 2-yedr-o 1::1 3-year-ol::l 4-year-ol:l 2-year-o 1::1 3-year-ロ日 4-year-o 1::1 2-year-o 1::1 3-year-ol::l 4-year-ol:l 2-year-o 1:1 3-year-ol:l 4回 year-ol::l

M， tu問 sii 5 5.1 aocz 8.6 bcd 1'.4 bc: 153 bc 1G2ab 190db 71 ab 123 bc 1 B1 db 3.2 a 1.4 a 28.6d 

Makamik. 2 4.3 aoc 8.4 bcd 10.1 abc 225 c 231 bc 240 bcd 61ab 118abc 1 B4db 5.3 a 2.3 ab 41.0db 

Nac:asakizumi E 5.2 aoc 1.4 abc 9.9abc 215 c 255c 282d 51 ab 97 abc 139d 9.0 a 8.0 c 24.0d t-
Nepal Apple 001. No. 

7.3 e 9.8 bccl 12.6be 1日目 bo 203abo 264 ccl 73ab 1410 175db 14.3 CI 58日db
宇吋

85-134 .....-1 

Peachleal 3 5.3 abc 10.0 d 12.5bc: 188 bc 189abc 250bcd 92b 157 c 235b 9.7 a 7.7 bc 23日a
Redbud 3 5.8 bc 9.6 ccl 14.3 c 195 bc 209abc 24日bcd 26ab 74 ab 124<1 5.3 a 3，3 abc EiO，7ab 
Red Splendo r 3 4.0 ah 自5db 8.8 al;. 170 bc 186abc 203<1bo 4白ab 1口4abc 178<1b 3.7 a 2，3 ab ::I3，Oa 

Sentinel 3 8.1 ah 自.5db 9.9a1;.0 190 bc 225bc 27Sccl 14a 自2a 94<1 1.3 a 0，7 a 22，::Ia 

Shandin!lzト1 5 2.3 a 5.4 d 6.7 a 77a 126a 162.a 18a 77 ab 98<1 2.7 a 1，7 a 211，Oa 

Snowclrift 4.5 8.2 12.5 17目 220 250 40 63 140 2.0 1，0 74，0 

Xiao hl.langha itang 5 4.1 ahc 9.0 bccl 10.111;.0 116 ab 211abc 222.abod 56ab 133 bc 167<1b 5.3 a 6，0 abc 日7，4b

• Mean separation within colums by Tukey's HSD test at P=日05.



T able 4-11. T erminal刊owerbud production of young crabapple trees grafted onto JM7 in 
Morioka. 

Number Number of terminal flower bud Percentage of terminal flower bud 

Cultivar oftree 
-d2-yea「Oid3-year-old4-year-old2-year-old3-yea「oid4-year-old

examlne 

M.turesii 5 0.0 aZ 3.4 a 55.4 ab 0.0 a 14.7 a 91.9 d 
Makamik 3 0.3 ab 11.7 ab 57.3 ab 50.0 a 43.9 ab 88.9 d 
Nagasakizumi 5 0.0 a 29.0 b 63.4 ab 0.0 74.2 b 55.9 bc 
Nepal Apple Col. 

4 0.0 a 6.0 a 0.3 a 33.3 a 20.6 a 0.1 a 
NO.85-134 
Peachleaf 3 0.0 a 6.0 a 107.7 b 0.0 a 13.7 a 49.8 b 
Redbud 3 0.3 ab 12.7 ab 71.0 ab 33.3 a 38.5 ab 84.4 cd 
Red Splendor 3 0.7 ab 16.3 ab 63.0 ab 66.7 a 35.2 ab 90.6 d 
Sentinel 3 1.0 b 12.0 ab 44.3 ab 50.0 a 34.9 ab 91.2 d 
Shandingzi-1 5 0.0 a 0.0 a 25.3 ab 0.0 a 0.0 a 53.1 bc 
Snowdrift 2 0.5 ab 35.0 50.0 a 97.2 
Xiaohuanゆaitang 5 0.4 ab 4.0 a 36.0 ab 0.0 a 17.1 a 39.0 b 

Z Mean separation within colums by Tukey's HSD test at P=0.05. 
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小黄海業で低い傾向が認められた。肢花芽着生新梢数は、‘Makamik'，ナガサキズ

ミ，'Redbud'、‘Snowdrift'、M.turesiiで多く、NepalApple Co1. No. 85・134、‘Sentinel'， 

山定子・1で少ない傾向が認められた(Table4・12)。肢芽の花芽分化枝率は、 M.turesii、

‘Makamik' ，ナガサキズミ、‘Redbud'、 ‘Red Splendor'， ‘Sentinel'で、高かったが、

Nepal Apple Co1. No. 85・134は隔年着花性が認められた。肢花芽数は多くの品種で樹

齢に伴い増加したが、 M.turesii、'Makamik'， ‘Peachleaf' ， ‘Redbud' ， ‘Snowdrift' 

で多く、 NepalApple Co1. No. 85・134、山定子・1、小黄海業で少ない傾向が認められ

た。枝当たり版花芽数は‘Makamik'、 ‘Red Splendor'， 'Sentinel'で、多く、 NepalApple

Co1. No. 85・134、山定子・1、小黄海業で少ない傾向が認められた。

2006年にJM7、品価、マルパカイドウ台に接ぎ木した樹の生育及び花芽着生性

各種台木に接がれた各種クラブアップρル3年生樹の生育は Table4・13に示すと

おりである。幹周は'Makamik'Jマルパカイドウ、 ‘メイポール，Jマルパカイドウ、

‘Snowdrift' JJM7、ナガサキズミJJM7、‘Snowdrift'JJM8の順に大きかったが、 ‘メイ

ポール，JJM7、'Makamik'JJM8、M baccata 79091/JM7は小さかった。樹高はナガサ

キズミJJM7、'Makamik'Jマルパカイドウ、 ‘メイポール，Jマルパカイドウ、ナガサ

キズミJJM8、‘MakamikγJM7の11虞に高く 2mを超えたが、 ‘メイポール，JJM7は低

かった。樹幅は‘Makamik'で、大きく、 ‘メイポール'で小さかった。 10cm以上の新

梢数は、‘Makamik'Jマルパカイドワ、‘Snowdrift'JJM8、‘Snowdrift'JJM7、M baccata 

79091の順に多かったが、 ツイポール'はいずれの台木を使用した場合でも少な

かった。 百，fakamik'及び‘メイポール'ではマルパ台使用樹が JM系台木使用樹に
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Table 4-12. Late悶 1flower bud produotion ofyロungo悶凶ppletreesg悶 ftedontoJM7 in M口ri白ka

Oultlvar 
Sh口口tnumberbl日omed Peroentage ofshoot bl口口med Numberof恰te悶 Iflowerbud Late悶 1flower bud盟rshoot

2-盟 ar口Id3一盟司「口Id4-盟百「日Id 2一盟arold3一盟日「口Id4一盟司「口Id2一盟ヨrold3一泡ar口Id4一盟昌「ロId2一盟ヨrold3一盟ヨrold4一盟司「口Id

M. tu陪剖| 1.00' 1.4 ab 28.2 b 100.00 100.0a 100.00 14.0ab 15.4a 405.0b 14.0昌b 7.3a 14日bo

Mal句 mlk 1.00 :2.3abo 30.7 b 63.Sbo 100.0司 97.20 :23.3b :26.0司 36Mb 23.3b 11.0司 1 :2.0 bo 

Nagasaklzuml 1.00 7.4 0 :26.0b 100.00 91.3a 96.00 14.0ab 60.Bab :250.2 b 14.0ab 7.4 a 9.:2 b 

N巴問1Appl巴001
O.3ab 13.5 d 0.5a 215.0ab 83.8a 1.3a 0.5a 133.3b O.15a 0.5a 8.9a 0.3a 

NO.85-134 Cコ
Peaohleaf O.3abc 7.0bc 20.3司b 33.3abo 92.l5a 100.00 0.3a 68.0ab 41'6.3 b 0.3a 日4a 21.2 c 

むq
，...... 

Redbud 1.00 3.3 abo 29.7 b 100.0c 100.0a 100.00 13.0ab 28.0白 354.0b 13.0ab 8.3a 12.1 bc 

R邑dSplendor 1.00 2.3ab巴 20.3ab 100.0bo 1 OO.Oa ' 98.80 29.3b 15.0昌 285.3 b 29.3b 6.4a 14.2 bo 

Sentinel 1.00 0.7a 15.3ab 100.00 100.0a 100.00 24.7b 7.0a 271.7 b 24.7b 10.5a 18.50 

Shandingzl-1 O.Oa 1.3 ab 9，7司b 0，0司 申告，7a 91.70 0，0司 6.3a 160.3日b O，Oa 3，7a 1:2.4 bc 

Snowdrlft 1.0口 :29.0 75.0abo 100.0 15.5白b 358.0 15.5日b 12.3 

XI，日ohuanghaltan星 0.8 bG 5.0abc 21.5ab 80.0bo 日5.7a 64.:2b 5.0司 40.15ab 133.0ab 5.0日 8.1 a 6.:2ab 

• Meanse問問ti口nwithin oolums byTukey's HSD testat P=0.05 



Table 4-13. Growth of 3-year-old crabapple trees grafted onto JM7， JM8 and M 

prunifolia at Morioka in 2008. 

Cultivar / rootstock 
Tree Trunk girth Tree height Tree spread Shoot number 

number (cm) (cm) (cm) (10cm<) 

M baccata 79091/JM7 9 6.9 ab 161.1 bcz 99.4 bc 40.3 cd 

Makamik/ JM7 3 7.3 abc 208.3 cde 145.2 de 29.7 abcd 
Makamik/ JM8 2 6.4 ab 175.0 bcde 143.5 cde 37.0 abcd 
Makamik/ M prunifolia 3 10.4 d 225.0 de 170.8 e 60.3 d 
Maypole/JM7 4 5.9 a 107.5 a 38.4 a 5.3 a 
Maypole/ JM8 5 6.9 ab 157.0 abc 41.3 a 5.8 a 
Maypole/ M prunifolia 4 9.8 cd 211.3 de 46.3 a 9.3 ab 
Nagasakizumi/ JM7 3 8.7 bcd 235.0 e 107.2 bcd 31.7 abcd 
Nagasakizumi/ JM8 3 7.5 abc 210.0 cde 97.5 bc 25.0 abc 
Snowdrift/ JM7 4 9.1 bcd 181.3 bcde 104.6 bcd 56.0 cd 
Snowdrift/ JM8 4 8.5 bcd 171.3 bcd 97.8 bc 56.5 cd 
Snowdrift/ M pruniゐ，Iia 3 8.0 abcc 145.0 ab 89.8 b 38.7 bcd 

Z Mean separation withiri colums by Tukey's HSD test at P=0.05. 
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比べて生育が良好で、あったが、‘Snowdrift'で、はその逆となった。頂芽花芽数はナガ

サキズミfJM7、‘Snowdrift'で、多く、 ‘メイポーノレ'、百i[akamik'で、少ない傾向が認め

られた (Table4・14)。頂芽の花芽分化率は、‘Snowdrift'で、高く、 ツイポール'で低

い傾向が認められた。台木別では品117及びJM8がマルパカイドウに比べて頂芽の

花芽分化率が高い傾向が認められた。肢花芽着生新梢数は、‘Makamik'fマルパカイ

ドウ、‘Snowdrift'fJM8、‘Snowdrift'fマルパカイドウで多く、 ‘メイポール'で少な

い傾向が認められた。肢芽の花芽分化枝率はいずれの品種も高かった。肢花芽数は

‘Makamik'fマルパカイドワ、ナガサキズミfJM7、‘Snowdrift'fマルパカイドウで多く、

‘メイポール'は少なかった。枝当たり肢花芽数には有意な差が認められなかった。

4.考察

百木の生育と花芽着生性

クラブアッフ。ル等の授粉専用品種に具備すべき特性として、早期に開花すること

と適当な樹勢を保ちながら毎年安定的に花芽を着生する性質が求められる。

リンゴの樹勢は遺伝的な形質であり、品種によって異なる。北山ら(1984)はM.26

台を用いて 12品種の 9年生リンゴ樹の生育を比較し、 ‘世界一'及び‘ふじ'の

樹勢が強く、 ‘王林'は中間、 ‘祝'は弱いことを明らかにした。また小池ら(1993)

は4年生のM.9中間台使用樹について穂品種の幹断面積を比較し、樹勢の強い‘ふ

じ'を 100とした場合、樹勢の弱い‘つがる'では48と約半分の大きさであった

と述べている。クラブアッフ。ノレは各種野生種を育種親として利用しているため、栽

培品種より遺伝的背景が複雑で、樹勢も異なる。 Wilson・El合ing(2004)は、クラブ
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Table 4-14. Flower bud production of young crabapple tree grafted onto JM7. JM8 and M prun反~/ia at 
Morioka in 2∞9. 

Number of Number of Percentage Shoot 
Number Lateral 

Percentag of lateral flower 
Cultivar tree terminal ofterminal number e of shoot 刊

examined flower bud flower bud bloomed 
ower bud per 

bloomed ..b~d 
shoot 

M. baccata 79091/JM7 9 10.7 abz 63 bcd 8.0 bcd 94 a 73 ab 9.7 a 
MakamiklJM7 3 7.7 ab 48 abcd 6.7 abcd 95 a 87 ab 13.2 a 
Makamikl JM8 2 6.0 ab 48 abcd 4.0 abc 79 a 58 ab 12.7 a 

Makamikl M. prunifolia 3 6.3 ab 28 ab 12.0 d 83 a 128 b 11.7 a 

Maypole/JM7 4 6.0 ab 22 a 3.0 ab 100 a 25 a 8.3 a 
Maypole/ JM8 5 4.4 a 29 ab 2.6 a 83 a 20 a 7.4 a 
Maypole/ M prunifo拘 5 3.2 a 14 a 6.0 abcd 98 a 72 ab 11.8 a 
Nagasakizumi/ JM7 3 19.7 b 57 abcd 9.0 bcd 92 a 140 b 15.4 a 
Nagasakizumi/ JM8 3 7.7 ab 45 abc 5.7 abcd 93 a 89 ab 15.8 a 
Snowdriftl JM7 4 13.0 ab 72 bcd 8.8 bcd 80 a 90 ab 11.7 a 
Snowdriftl JM8 3 16.3 ab 85 cd 11.0 cd 92 a 81 ab 6.8 a 
Snowdriftl M prun品 ，Iia 3 14.7 ab 100 d 10.3 cd 100 a 131 b 12.7 a 
Z Mean separation within colums by Tukey's HSD test at P=0.05. 
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アップρル品種の樹勢について分類し、マンシュウズミは樹勢が強く、‘Dolgo'， 

'Pro白sion'、‘Snowdrift'は中程度、‘Redbud'はやや弱、 Simpson10・35は弱し、としてい

る。一方、クラブアッフ。ルは花芽の着生が良好で、あるため栽培品種と比べて樹勢が

劣ることが報告されており、クラブアッフ。ノレの‘Hillieri'及び‘Aldenhamensis'は、 4

年生樹の:Ml¥1106台使用樹で比較した場合、栽培品種の 'Cox'sOrange Pippin'と比

べて幹周肥大が 30"-'70%程度であった(Williamsand Church， 1983)。本試験では、

‘Redbud' ，‘Peachleaf ，ナガサキズミ、NepalApple Col. No. 85・134等で樹勢が強く、

‘Sentinel' ， M X atrosanguinea 20004522、山定子ー1は樹勢の弱い傾向が認められた。

‘Sentinel'， M X atrosanguinea 20004522は幼木から花芽分化率の高いことが樹勢低

下の一因と考えられた。また、‘Makamik'は初期生育が旺盛で、あったが、開花結実

に伴い樹勢が低下する傾向が認められた。

一方、リンゴでは台木の利用によって穂品種の樹勢調節が可能で、ある。 M 系台木

の育成をきっかけとして但柑on，1917)、リンゴワタムシ抵抗'性の:Ml¥1系台木σreston，

1966)、耐寒性のP系統σieniazeket al.， 1976)、挿し木繁殖性を有する JM台木(Soejima

et al.， 1998)等わい化程度が異なる各種の有用形質を持つリンゴ台木が育成された。

わい化性の分類としてイギリスでは極わい性(M.9、M.27、3426)、わい性(M.26)、半

わい性(M.7、:Ml¥1.106)、半きょう性(Mの、きょう性(M.1、M.2、:Ml¥1.104、:Ml¥1.111)、

極きょう性(M.25、マルパカイドウ)の 6段階に大別されてきた(土屋， 1982)。最近

ではさらに細かく分類されるようになり、IntemationalBoard for Plant Genetic 

Resource (2002)では超わい性(3426)、極わい性(M.27、Bud.57-491)、わい'性ゆ!l.9、Bud.9)、

半わい性(M.26、 M7、 O伽 wa3)、中間φ仏!l.106)、半きょう性。品1(111)、きょう

性側.25，A2)、極きょう性(リンゴ実生台)、超きょう性(M.12)の9段階に分類さ
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れている。また、我が国で育成された凪4台木については、品目、1M7、品18は

M.9EMLA相当、品位は半わい性台木に分類されている(Soejimaet a1.， 1998)0 1M1 

及び1M7はM.9台と M.26台の中聞に位置するが、1M1はM.9に近く、品17はM.26

に近い樹の大きさとなる(吉田・村松 1998:河田ら 2002)。また、1M8台はM.26

相当の大きさで、1M7より樹勢が旺盛となる(吉田・村松， 1998;阿部ら， 2005)。

わい化程度の強い M.9では栽培品種との組み合わせや土壌条件によって樹勢が衰

弱する場合がある(松井ら， 1981)。一方、 ‘ふじ'等の強勢な品種と M.26台との

組み合わせでは樹勢が旺盛になりすぎ、品質低下が問題となっている。クラブアッ

プルに関する台木試験の報告は少ないが、イギリスではクラブアッフ。ルの生育を良

好にするためにM26やMM.106等の半わい性台木、さらにはより強勢なM.25台木

が用いられている(Williams，1975)。本試験では1M1、 別7、1M8、マルパカイドワ

台を供した。栽培品種の‘さんさ， (河田ら， 2002)や‘ジョナゴールド， (阿部

ら， 2005) と1M1の組み合わせで樹勢衰弱が報告されているように、クラブアップ

ルにおいてもわい化程度の強い1M1台木では花芽の着生過多により樹勢が弱り、成

木では花芽の維持が難しいと考えられた。また、クラブアップルは不良な土壌条件

や無勇定によって新梢生長が顕著に抑えられ、短果枝が多く着生し隔年結果を引き

起こすとされる(Williamsand Church， 1983)。一方、マルパカイドウ台で、は‘Makartlik'

やナガサキズミ等の樹勢が強い品種の組み合わせでは、初期生長が旺盛で目標樹高

に到達するのは早いが、樹冠が必要以上に大きくなる可能性がある。このため、樹

勢の強いクラブアップノレ品種には1M7程度のわい性台木を使用し、 M X

atrosanguinea 20004522や‘Sentinel'等樹勢の弱い品種で、はマルパカイドウ等の強勢

台木、あるいは品位等の半わい性台木が適していると考えられる。 Williams・
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Church(1983)はh仏([.106よりわい化程度の強い台木は樹勢が弱くなるため、クラブ

アップρルの台木としては適さないとしているが、我が国の温暖多雨な気象条件では

1M7台程度のわい性台木も樹勢の強い品種との組み合わせでは利用が可能であろ

フ。

本試験の結果から、クラブアッフ。ル品種の生育及び花芽着生性に関する特性を

Table 4-15のように取りまとめ、特徴的なタイプとして 3つの品種群を示した。す

なわち、古品kamik'、 ‘Redbud'、ナガサキズミ、‘RedSplendor'、 ‘Snowdrift'は樹勢

が中~強で、かっ花芽着生性が比較的良好な品種群で、ある。これらの品種には品([7

程度のわい性台木、または半わい性台木が適する。 M X atrosanguinea 20004522及

び‘Sentinel'は樹勢が中~弱で、花芽分化率が高い。これらの品種には半わい性台木

またはマルパカイドウのような強勢台木を使用する。 NepalApple Co1. No. 85・134、

‘Peachleaf、小黄海裳は樹勢が強いが、花芽着生は不良であり、かっ隔年着花性が

ある品種群である。これらの品種は授粉樹として適さないが、使用する場合はJM7

程度の早期着花性を有するわい性台木を使用する。

5. 摘要

1M系、マルパカイドウ等わい化程度の異なる台木に各種クラブアッフ。ルを接ぎ

木し、品種・台木組み合わせによる苗木の生育及び花芽着生性を比較した。

‘Makamik'、‘Profusion'，‘Redbud' ，‘Red Splendor'，‘Sentinel'、‘Snowdrift'を

用いて1M7台樹における 5""-'7年生樹の比較を行った。‘Redbud'，'Profusion'， 

‘Red Splendor'は‘Snowdri町、 'Makamik'に比べて生育が良好で、あった。‘Redbud'、
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Table 4-15. Summary of vigor and flower bud production of crabapple pollinizers in 

Morioka. 

Production of Percentage of Production of Percentage of 
Cultivar Vigor terminal flower terminal刊owerlateral flower shoot lateral 

bud bud bud 官owerbloomed 

Jack Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate 
M baccata 79091 Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate 
M. turesii Intermediate Intermediate Intermediate Intermediate High 
M X atrosanguinea 

Weak 
Intermediate 

High Intermediate High 
20004522 to low 

Makamik 
Vigorous to High to 

Intermediate High Intermediate 
intermediate intermediate 

Maypole Weak Low Low Low Intermediate 
Nagasakizumi Vigorous High Intermediate High Intermediate 
Nepal Apple Col. 

Vigorous Low Low Low Low 
No.85-134 
Peachleaf Vigorous Low Low Intermediate Intermediate 
Profusion Intermediate Low Intermediate Low Intermediate 

Red Splendor Intermediate High 
High to 

High High 
intermediate 

Redbud Vigorous High Intermediate High High 

Sentinel Intermedi.ate Intermediat to weak !n'[er町leOla'[e High Intermediate High 

Shandingzi-1 Weak Low Low Low Low 

Snowdrift Intermediate Intermediate 
High to 

High High 
intermediate 

Xiaohuanghaitang Vigorous Intermediate Low Low Intermediate 
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‘Red Splendor' ，‘Sentinel'は、'Makamik'、‘Snowdrift'に比較して花芽着生が良好で

あった。 ‘Profusion' ~こは隔年着花性が認められた。

M X atrosanguinea 20004522、‘Jack'、‘Makamik'、‘Peachleaf'、‘Redbud'、

‘Sentinel'，‘Snowdrift'を用いて JMl台使用樹における 4"-'6年生樹の生育を比較し

た。 JMl台使用樹は全般に樹勢が弱かったが、‘Peachleaf'，‘Redbud'及び‘Snowdrift'

は M. Xαtrosangu加ω20004522、‘Jack'、‘Makamik'、‘Sentinel'に比べて生育が上

回る傾向が認められた。‘Redbud'及び‘Snowdrift'は、官-iakamik'、‘Peachleaf'，‘Sentinel' 

に比べて花芽の着生が多い傾向が認められた。

古品kamik'、‘Peachleaf'、‘Redbud'、‘Sentinel'、‘Snowdrift'を用いてマルパカイド

ウ台使用樹における 2"-'4年生樹の生育を比較した。樹の生育は‘Makamik'が最も

良好であり、ついで‘Peachleafの順であったが、‘Redbud'、‘Sentinel'，‘Snowdrift'は

やや劣った。花芽の着生は‘Redbud'、‘Snowdrift'、‘Makamik'、‘Sentinel'が良好であ

ったが、‘Peachleaf'は劣った。

次に、 M.turesii、‘Makamik'，‘Peachleaf'、‘Redbud'、‘RedSplendor'、‘Sentinel'， 

ナガサキズミ、山定子・1、小黄海業、 NepalApple Col. No. 85・134を用いて JM7台使

用樹における 2"-'4年生樹の生育を比較した。‘Peachleaf'，ナガサキズミ、 Nepal

Apple Col. No. 85・134、小黄海業、‘Redbud'の生育が良好で、あったが、山定子ー1は生

育が劣った。花芽の着生は‘RedSplendor'、‘Sentinel'，‘Makamik'、ナガサキズミで

良好で、あったが、 NepalApple Col. No.85・134、山定子・1、小黄海業は劣った。

これらの結果から、生育及び花芽着生に着目して特徴的なタイプとして3つの品

種群を示した。すなわち、官-1akamik'，‘Redbud' ，ナガサキズミ、‘RedSplendor'， 

‘Snowdrift'は樹勢が中~強で、かっ花芽着生性が比較的良好な品種群で、ある。これ
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らの品種には凪rI7程度のわい性台木、または半わい性台木が適する。 MX

atrosangu的ω20004522及び‘Sentinel'は樹勢が中~弱で、花芽分化率が高い。これら

の品種には半わい性台木またはマルパカイドウのような強勢台木を使用する。

Nepal Apple Col. No. 85・134、‘Peachleaf、小黄海業は樹勢が強いが、花芽着生は不

良であり、かっ隔年着花性がある品種群である。これらの品種は授粉樹として適さ

ない。
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第5章 選抜した授粉専用品種のウイルス感受性の解明

1 .緒 E司

クラブアップルは花や実が美しく、欧米では観賞用としての人気が高く、庭園樹

や街路樹に植栽されている。しかし、クラブアップρルは M 系台木等の栄養繁殖系

台木に接ぎ木した際の不活着や接ぎ木後の生育不良が報告されている(Campbell，

1962)。さらに、クラブアップツレの実生を栽培品種の台木として用いた際に活着し

ないことがあるため、リンゴの台木として推奨されてこなかった。我が国では 1930

年代始めに、アメリカから導入した‘ゴールデン・デリシャス'や‘スターキング・

デリシヤス'を既存のリンゴ樹に高接ぎしたところ、樹が衰弱し枯死する症状が問

題となった。これは高接ぎ病と呼ばれ、導入した‘スターキング・デリシャス'が

リンゴの潜在ウイルスを保毒しており、日本で広く用いられてきたマルパカイドウ

台木がAppleChlorotic Leaf Spot Virus C以下ACLSVと記す)に対して擢病性であり、

ミツバカイドワ台木はAppleStem Pitting Virus C以下ASPVと記す)に対して擢病

性で、あったため、高接ぎによってウイルスが感染し、台木が表弱したことが原因で

あった(Yanぉe，1974)。なお、 ACLSVにはマルパカイドウに衰弱を起こす系統と潜

在感染する系統があり、前者は ACLSV普通系、後者は ACLSVマルパ潜在系と呼

ばれている。

リンゴの野生種やクラブアップりレの潜在ウイルスに対する擢病性についてはい

くつかの報告があり、擢病性品種と抵抗性品種が存在することが知られている

CCampbell， 1962; Fridlund and Aichele， 1987)。また、擢病性の高い系統の中には各
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種ウイルスの指標植物として利用されているものがあるσridlund，1980;柳瀬・山口，

1982;町田， 1995; Howell and Mink， 1996)。

授粉専用品種を園地に導入する際に、苗木で導入する場合と既存樹に高接ぎする

方法がある。しかし、高接ぎの場合には接ぎ木によって保毒していた既存樹からウ

イルスが感染することがある(Williams，1975; Williams ・Church，1983)。また、多く

のクラブアップρル品種がリンゴの潜在ウイルスに対して感受性であり、樹勢表弱を

起こすことが知られている (Way，1978)。

そこで、本章では、選抜したクラブアップルの授粉専用品種候補に対して、ACLSV、

ASPV、AppleStem Grooving Virus (以下ASGVと記す)を単独または3種混合で接

種し、潜在ウイルスに対する擢病性程度や指標植物との病徴の違いについて検討し

た。

2. 材料及び方法

現地試験の高接ぎ樹における接ぎ木活着及び生存状況

2003年4月に、盛岡市及び一関市の4園地に植栽されている各種リンゴわい性台

成木樹にクラブアップルを高接ぎ、し、接ぎ木活着率及びその後の高接ぎ部位の生存

状況について調査した。高接ぎに用いたクラブアップル品種は MX atrosanguinea 

20004522、‘Jack'、 ‘Peachleaf， ‘Snowdrift'、 官i[akamik'、 ‘Redbud'の6品種であ

る。また、 2005年4月には、盛岡市の 2園地について、同様に各種リンゴわい性台

成木樹にクラブアップルを高接ぎ、し、接ぎ木活着率及びその後の生存状況について

調査した。高接ぎしたクラブアップツレは、ナガサキズミ、‘RedSplendor'、小黄海業、
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山定子・1、M.旬reSl、‘SentInel'の5品種である。さらに、 2006年5月に盛岡市の 1

園地で、 M bamα臼 79091の高接ぎを行い、接ぎ木活着率及びその後の生存状況を

調査した。

生存率は園地毎に調査を行い、 1樹でも生存している樹がある場合は生存と判定

し、園地毎の生存率として表した。接ぎ木活着率は接ぎ木した本数中の活着した本

数の割合を示し、原則として接ぎ木当年の冬季に調査を行ったが、 2003年の高接ぎ

樹については接ぎ木2年目に調査を行った。

授粉専用品種に対するウイルスの接種試験

授粉専用品種候補の 7種類のクラブアッフ。ルの潜在ワイルスに対する感受性を

明らかにするため、 2007年4月に JM7台に各種クラブアップルの切り接ぎを行う

とともに、果樹研究所果樹病害研究チーム保存の ACLSV(普通系)、 ACLSV(潜

在系)、 ASPV、ASGVをそれぞれ単独で保毒している樹の樹皮または芽を5月上

旬に JM7の台木部に腹接ぎしてウイルスを接種した。また、 ACLSV(普通系)、

ASPV、ASGVを同時に接種する 3種混合接種についても検討を行った。供試した

クラブアップルは、M baccaω79091、‘Makamik'，‘Sentinel' ，‘Snowdrift'、‘Redbud'， 

M X atrosanguinea 20004522、ナガサキズミで、対照品種として指標植物の MO・65

及びM.hupehensisを用いた(柳瀬・山口， 1982;町田， 1995)。

2008年5月と 10月に葉及び樹の病徴観察を行うとともに、 ASGVの擢病性を評

価するため、接ぎ木部を採取し、乾熱滅菌後に接ぎ木部の樹皮を剥皮して病徴観察

を行った。
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3. 結果

現地試験の高接ぎ樹における接ぎ木活着及び樹の生存状況

2003年の高接ぎ樹における接ぎ木2年目の活着率は、‘Peachleaf， ‘Snowdrift'、

‘Makamik'， ‘Redbud'は70%以上と高かったが、‘Jack'は42.5%、M X atrosanguinea 

20004522は0%であった(Tableι1)0 M Xatrosangu初ea20004522は当年の夏に新梢

は伸びたが、その後先枯れを起こして枯死したσig.5・1)。園地毎の生存率について

は‘Jack'で、次第に樹の枯死が進み、 5年生樹では 25%の園地生存率となった。

‘Peachleaf， ‘Snowdr泊'、 ‘Makamik'、 ‘Redbud'は75'"'-'100%という高い生存率で

あった。

2005'"'-'2006年の高接ぎ樹においては、接ぎ木当年の活着率は、ナガサキズミ、小

黄海業、‘Sentinel'が60%以上と比較的高く、その他の4品種についても 50%程度で

あった(Table5-2)0 3年生時の園地生存率は、ナガサキズミ、ま.edSplendor'、M

bacca加 79091は100%と高く、小黄海栄、山定子・1、M 卸reSllは50%であり、‘Sentinel'

は2園地とも枯死し0%となった。

授粉専用品種に対するウイルスの接種試験

有望な授粉専用品種候補についてリンゴの潜在ウイルスの ACLSV(普通系また

は潜在系)、 ASPV、ASGVを単独または3種混合で、接種を行った。 ACLSV(普通

系)を接種した結果、‘Makamik'には葉に赤い斑点が認、められ、症状のひどい場合

には葉の奇形が認められた(Table5・3、Fig.5-2)。‘Sentinel'は典型的な退緑斑点、赤

斑、葉のねじれ、一部ではえそ斑が認められた。‘Redbud'で、は小葉化及び葉色が淡
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Table 5-1. Graft take and survival of top-grafting crabapple trees in 4orchards. 

Percentage Percentage of orchard which tree survived 

Cultivar 
of graft takeZ 2-year-old 3-year-old 4-year-old 5-year-old 

M X atrosanguinea 。 。 。 。 。
20004522 

Jack 43 75 50 50 25 

Peachleaf 76 100 100 100 100 

Snowdrift 91 100 100 100 100 

Makamilく 76 100 100 100 100 

Redbud 78 100 100 75 75 

Z The data was investigated a year after grafting. 
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Table 5-2. Graft take and tree survival of crabapple top-grafting in 2 
orchards. 

Cultivar 
Percentage ~ercentage of orchard which tree survived 

of graft take 

Nagasakizumi 
Red Splendor 
Xiaohunghaitang 
Shandingzi-1 
M. turesii 
Sentinel 
M baccata 79091 

。。、
n
U
4
1
守

r
n
U
内

d
n
u

n
6
8斗

m
O
凋
斗

E
U
守

I

E

U

1-year-old 

100 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
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2-year-old 

100 
100 
100 
100 
50 
50 
100 

3-year ・-old

100 
100 
50 
50 
50 
0 

100 



Fig.5・1.Top necrosis of M X atros，αnguinea 

20004522 grafted onto‘Jonagold' tree. 
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くなる症状が認められた。 M X atrosanguinea 20004522においては退緑、ラインパ

ターン、えそ斑、赤斑が認められた。指標植物の MO・65及び M hupehensisには

ACLSV感染で認められる典型的な症状が認められた。一方、 Mbαccαfα79091、

‘Snowdrift'、ナガサキズミには病徴が認められなかった。 ACLSV(潜在系)を接種

した結果、‘Sentinel'~こは退緑斑点が認められた。‘Redbud'で、は小葉化、葉色の淡色

化が認められた。 M X atrosanguinea 20004522に対しては、退緑斑点、赤斑、えそ

斑が認められた。 M hupehensisに対しては先枯れ、えそ斑、赤斑が認められた。そ

の他の品種では症状が認められなかった。 ASPVを接種した結果、‘Sentinel'で、は上

偏生長、樹勢衰弱、樹皮えそが認められた。 M X atrosanguinω20004522では先枯

れ、えそ斑、しおれ、軽い上偏生長が認められた。 MO・65及びM hupehensisでは

えそ斑等の典型的な症状が認められた。その他の品種では症状が認められなかった。

ASGVを接種した結果、 M X atrosanguinea 20004522では樹勢衰弱、先枯れ、葉色

の淡色化が認められた。 MO帽 65では樹勢がやや弱まり、 M hupehensisではえそ斑等

の葉における症状や接ぎ木部に細い溝ができる異常が認められた。そのほかの品種

では病徴は認められなかった。 ACLSV(普通系)、 ASPV、ASGVの3種のウイル

スを接種した結果、'Makamik'で、は赤斑が認められた。‘Sentinel'で、は先枯れ、上偏

生長、退緑斑点が発生した。‘Redbud'で、は樹勢衰弱とともに、退緑や小葉化が認め

られた。 M X atrosanguinea 20004522では枯死した。 M baccαta 79091、‘Snowdrift'， 

ナガサキズミでは病徴が認められなかった。

これらのことからM.bacωta79091、‘Snowdrift'、ナガサキズミは3種の潜在ウイ

ルスに対して抵抗性であることが明らかになった。 'Makamik'はACLSV普通系にの

み感受性であり、‘Redbud'はACLSV普通系及び潜在系に対して感受性で、あった。
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Leaves of 

'Sentinel' 

infected with 

ASPV 

Leaves of 

'Makamik' 

infected with 

ACLSV (Normal) 

Leaves of M. X 

atrosanguineロ20004522

infected with ACLSV 

(Normal) 

Leaves of 

'Sentinel' 

infected with 

AC凶V(Normal)，
ASPV and ASGV 

Fig.5・2.Various symptoms of apple leaf infected latent viruses in crabapples. 
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‘Sentinel'はACLSV(普通系、潜在系)及びASPVに対して感受性で、あった。 MX

atrosan伊 inea20004522は3種すべてに対して感受性で、あった。

4.考察

クラブアップルはACLSV、ASPV、ASGV等の潜在ウイルスに対して感受性の品

種が多いため、既存樹への高接ぎにおけるワイルス感染の危険性が指摘されている

何Tilliams・Church，1983; Parish， 1982)。本試験では、現地試験で、高接ぎを行った品種

のうち、 M.X atrosangu的ea20004522、‘Sentinel'， ‘Jack'で、は高接ぎ後に活着し当

年の新梢は伸長したが、その後、枯死または極端に樹勢が衰弱することが明らかに

なった。

Fridlund • Aichele(1987)は 37種類のクラブアップノレに対して ACLSV、ASPV、

ASGVを接種し、それぞれの病徴を観察している。それによると、 ACLSVについ

ては3種類が擢病性であり、 ASPVに対しては 13種類が擢病性で、あったのに対し、

ASGVに対してはすべて無病徴で、あったとしている。また、クラブアップ。ルの病徴

については、 ACLSV及び ASPVに共通の症状として伸長阻害によるわい化症状が

みられ、 ACLSVの症状としては退縁斑点、 ASPVの特徴としては上偏生長や葉が

巻く症状が見られたことを報告している。本試験ではこれらの症状に加えて、

ACLSVについては、赤色斑点、えそ斑点、葉の奇形、小葉化等の症状が認められ、

ASPVについては、赤色斑点、えそ斑点、樹皮えそ、先枯れ等の症状が認められた。

本試験では、 M.baccαta 79091、‘Snowdrift'、ナガサキズミが 3種のウイルスに対

して抵抗性で、あった。Way(1978)は‘Snowdrift'、マンシュウズミ(M.bαccαtαBorkh.var. 
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mandshuricαSchneid.)等が 3種のウイルスに抵抗性で、あったことを報告している。本

試験で、は‘Redbud'~こ ACLSV を接種した際に小葉化や軽微なクロロシスが認められ

たが、 Fridlund• Aichele(1987)も本種に関する ACLSVの擢病性程度の評価を中程度

と判定している。また、本試験ではMXαtrosangu的ω20004522はACLSV、ASPV、

AGV ~こ対して擢病性で、あったが、Fridlund'Aichele(1987)も閉じ種に属する‘Carmine'

がACLSVに対しては擢病性が中程度、 ASPV~こ対しては擢病性が高いことを報告

している。また、 Campbell(1962)はMXαtrosanguineaがACLSVに対して感受性で

あることを明らかにしている。 Howell• Mink(1996)は数種のリンゴ属野生種に対し

てASGVを接種し、 ASGVに対して感受性が高く、葉にも症状が出るM microma/us 

の系統を指標植物として選抜した。また、‘Redbud'の異名同種と考えられる M.X

zumi Calocarpaに対する接種によって接ぎ木部に線状えそが発生した。本試験では

ASGVに対して擢病性の対照品種である M hupehensisのみで認められ、‘Redbud'

では発生が認められなかったが、接種したウイルスの病原性が異なる可能性がある。

現地試験で高接ぎして枯死または極端に樹勢が衰弱した品種の中で、 M.X 

αtros，αnguinea 20004522及び‘Sentinel'について接種試験を行った。接種試験によって

M.Xαtrosanguinea 20004522はACLSV(普通系、潜在系)、 ASPV、ASGVの3種

すべてに対して感受性であり、‘Sentinel'は ACLSV(普通系、潜在系)及び ASPV

に対して感受性であることが明らかになった。現地試験の中で盛岡市のF閤におい

ては、マノレパカイドウを補助根に用いていたが、補助根のマノレパカイドウが無病徴

で、あったことを考えると ACLSVの普通系に感染していた可能性は低い。また、

ιSentinel'は ASGVに対して無病徴で、あったこと、 ACLSVの潜在系では極端な樹勢

衰弱症状は生じていないことを考慮すると、両者の枯死は主として ASPVに感染し
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たために生じた可能性が強いと考えられる。

5. 摘要

2003年に高接ぎした穏では、接ぎ木2年自の活着率は、‘Peachleaf、‘Snowdrift'、

‘Makamik'、 ‘Redbud'は70%以上と高かったが、‘Jack'は42.5%、MXαtrosangu的m

20004522は0%で、あった。閤地毎の生存率について‘Jack'は次第に謝の枯死が進み、

5年生樹では 25%の生存率となった。 2005""'2006年に高接ぎした樹においては、

3年生時の間地生存率は、ナガサキズミ、‘RedSplendor'、M bacatt，α79091は100%

と高く、小黄海業、山定子・1、M.turesiiは50%であり、‘Sentinel'は0%で、あった。

有望な授粉専用品種候補についてリンゴの潜在ワイルスの ACLSV(普通系、潜

在系)、 ASPV、ASGVを単独または3種混合で、接種を行った。 M baccata 79091、

‘Snowdrift' ，ナガサキズミは3種の潜在ウイルスに対して抵抗性であることが明ら

かになった。百i.lakamik'は ACLSV普通系にのみ感受性であり、 'Redbud'はACLSV

普通系及び潜在系に対して感受性で、あった。 ιSentinel'はACLSV(普通系、潜在系)

及びASPVに対して感受性で、あった。 M X atrosanguinea 20004522は3穣すべてに

対して感受性で、あった。
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第6章 授粉専用品種の現地における適応性評価

1.緒 1=1 

リンゴ栽培において収益性の高い‘ふじ'の比率が高まっており、園地によって

は‘ふじ'の比率が 9割を越えて単植閣に近い状態の園地も見受けられ、斜形果や

属形果の発生が問題となっている。結実率の向上には人工授粉が有効であるが、短

い開花期間に多くの面積を人工授粉するのは困難である。したがって、このような

宮地では、授粉樹の比率を高めることと訪花昆虫の導入が果実品質の向上にとって

重要である。一方、農薬のドリフトは生産者の重大な関心事であり、農薬の種類に

よっては混植園でドリフトが問題になることがある。このため、授粉専用品種を利

用したヲンゴの単植化は、結実及び果実品質の向上技術のみならず農薬のドリフト

問題の解決策としても註目されている。

我が国ではクラブアッフ。ルを授粉樹として大規模に園地に導入された事例は見

あたらない。欧米ではクラブアップルの授粉樹としての利用は普及しており、植栽

方法、第定、病害虫防除等について生産指導が行われている(Wilsonand Elかing，

2004)。産地におけるリンゴ栽培は土壌や気象等の環境条件や立地条件が異なるだ

けでなく、高接ぎまたは直木、既存国または新規園場への植栽等、授粉専用品種の

導入条件はさまざまである。したがって、海外での情報や研究所での試験結果をそ

のまま利用できないこともあり得る。このため、岩手県内におけるリンゴ生産者の

協力を得て授粉専用品種を高接ぎまたは苗木で園地に導入し、授粉専用品種の生育

及び花芽着生性について検討し、現地への適応性を評価するとともに授粉専用品種
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の導入条件について考察した。

2. 材料及び方法

授粉専用品種の現地での特性を明らかにするため、 2003年に授粉専用品種候補

の‘Jack'、M.X atrosanguineα20004522、'Makamik'、‘Peachleaf、‘Redbud'、

‘Snowdrift'を、 2005年にM.旬reSll、ナガサキズミ、‘メイポール， ， 'Red Splendor'、

‘Sentinel' ，山定子・1、小黄海業を、 2006年にM bacca臼 79091を現地に導入した。

盛岡市F閤及びKU国で、は高接ぎ一挙更新樹で、の導入試験を行った。また、盛岡市

及び一関市の0閣では樹冠頂部接ぎによる導入試験を、盛岡市阻国及びKU菌、

奥州市T園では品灯台等笛木で、の導入試験を行った。紫波町H園では、 2005年に

‘ふじ'の単植園lこ、 ‘メイポール， /マルパカイドウ台、‘NevilleCorpman' /マル

パカイドウ台、 ‘Peachleaf /JMlI実生台、 ‘Snowdrift' /JMlI実生台の高木を導入し

た。なお、‘Snowdrift'/マノレパカイドウ台の苗木は高が小さかったため、苗畑で養成

後、 2006年に定植した。調査項自は、開花期、開花量 (0:無、 1:少、 2:中、

3 :多)、接ぎ木活着率、樹高、高接ぎ位置の高さ、 10cm以上の 1年生校数、着

果程度 (0:無、 1:少、 2:多)等である。開花期はいずれも‘ふじ'の頂芽開

花始め日または頂芽満開日に対する偏差で示した。高接ぎ樹における樹高は高接ぎ

位置からの高さで表した。また、 2007年に紫波町H園にある ‘ふじ'の単植障に

おいて、授粉専用品種の導入効果を明らかにするため、授粉専用品種の開花期、開

花量、授粉専用品種からの距離が‘ふじ'の結実率及び種子数に及ぼす影響につい

て調査した。さらに、現地試験協力生産者全体を対象として、授粉専用品種候補の
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‘ふじ'の授粉樹としての評価に関するアンケートを実施した。

3.結果

高接ぎ一挙更新樹におけるクラブアップノレの生育

盛岡市F歯の 2"-'6年生における 4品種のクラブアッフ。ルの高接ぎ樹の生育及

び結実量を Tめle6-1、Fig.6・1に示した。樹高、 10cm以上の枝数、結実量について

いずれも有意な品種間差は認められなかった。樹高は3"-'5年生でほぼどークに達

し、校数は‘Makamik'、‘Redbud'、‘Snowdrift'は3年生が最も多かったが、‘Peachleaf'

のみが樹冠拡大とともに増加し、 6年生が最も多かった。枝の発生は‘Redbud'及び、

‘Snowdrift'で、多い傾向が認められた。着果量はいずれの品種も 2年生から着果した

が、 4年生で増大し、‘Peachleaf'で、はやや編年結果の傾向が認められた。 2005年~

2008年の4年間の開花期及び開花量を Table6-2に示した。頂芽及び膜芽の開花始

め目、満開目、それぞれの開花量についていずれも有意な品種間差が認、められた。

また、肢芽満開日については年次開にも有意差が認められた。‘Makamik'、

'Peachleaf' ，‘メイポール'のI頁芽開花期は‘ふじ'より 2日程度早かったが、‘Redbud'

及び‘Snowdrift'は1日程度開花期が遅かった。一方、 'Makamik'， 'Peachleaf' ， ツ

イポール'の肢芽開花期は‘ふじ'の頂芽開花期と一致していたが、‘Redbud'及び

‘Snowdrift'の紋芽開花期は‘ふじ'より 2"-'3日程度遅くなった。開花量は‘Makamik'， 

‘Redbud'- ‘Snowdrift'で、多かったが、‘Peachleaf'及び‘メイポーノレ'は隅年着花性

が認められた。

盛岡市F閣における 2005年に高接ぎを行った 3品種については、ナガサキズミ
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Table 6-1. Growth and productivity oftop-working crab apple trees at F-orchard in Morioka 

during 2004 and 2008z
• 

Tree height (cm) Shoot number ProductivityY 

Cultivar 

2X 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 345  6 

Makamik 199 230 253 253 255 49 166 55 78 67 2 2 2 

Peachleaf 203 283 235 265 238 37 81 94 90 142 2 2 

Redbud 169 200 238 245 242 47 216 87 197 100 2 2 2 

Snowdrift 222 243 227 262 255 56 261 225 168 114 2 2 2 

z AII treatment was not significant statistically. 

Y O:none， 1 :Iow， 2:high. 

X Age. 
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λ1. baccata 79091 ‘Makamik' 

N agasakizumi ‘Snowdrift' 

Fig. 6 -1. Top-working crabapple trees at F-orchard in 2008. 
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Table 6-2. Blooming period of top-woホingcrabapple tree at F-orchard in Morioka 
during 2005 and 2008. 

Cultivar 
Terminal bud Lateral bud Flower intensityz 

First bloom Full bloom First bloom Full bloom T erminal bud Lateral bud 

Makamik 
Peachleaf 
Redbud 
Snowdrift 
Maypole 

Average 
bloming period 

y

n

u

n

u

 

qι

・
F
O
R
d
{

一
そ

1
a
n
y

-2.0 

-2.0 
1.0 
0.5 
-2.0 

3
0
0
3
3
 

4
a
a
2
4
 

0.0 
0.3 
2.8 
2.0 
0.5 

3.0 

2.1 
3.0 
3.0 
2.0 

3.0 

2.1 
3.0 
3.0 
2.0 

May 9 May 11 

Significancex 

Cultivar ** ** **本*
Year NS NS NS * 

Z 1 :Iow， 2:intermediate， 3:high. 

Y Data indicates deviation with blooming date of 'Fuji'. 

X NS，*，**=nonsigni日cant，P=0.05， P=0.01. respectively. 

** 
NS 

** 
NS 
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の生育が最も良好で、あった(Table6・3、Fig.6・1)。樹高はM.turesii及び‘RedSplendor' 

は2年生で最大値となり、ナガサキズミでは3年生で最大値となった。枝数はナガ

サキズミは2年生で最大となったが、他の 2品種は3年生で最大となった。また、

ナガサキズミは 1年生から服芽果の着生が認められたが、他の 2品種は2年生から

着果した。いずれの品種も 4年生で着果量が多くなった。 2""'3年生樹の頂芽満開

日は‘ふじ'と比べてナガサキズミで3.5日早く、 M.turesiiおよび‘RedSplendor' 

は同等で、あった(データ省略)。肢芽満開日は‘ふじ'の頂芽満開日と比べてナガ

サキズミで 1""'2日早く、M.turesiiおよび‘RedSplendor'は2""'3日程度遅くなった。

2006年に盛岡市F園において高接ぎを行ったM baccaω79091は3年生樹で接ぎ

木部からの樹高が 220cm、枝数が 204本となり、花芽の着生も多かった (Fig.6・1)。

頂芽開花日は‘ふじ'より 2日早く、販芽開花日は‘ふじ'の頂芽開花日と同じで

あった(データ省略)。

盛岡市 KU園の高接ぎ樹における 2008年の 6年生樹における生育は、‘Redbud'

及び‘Snowdrift'が良好であり、ついで‘Makamik'の順であったが、‘Peachleaf及び、

‘Jack'は生育が不良で、あった(データ省略) 0 2006年""'2008年の 3年間の開花期及

び開花量については Table6-4に示すとおりである。開花期についてはいずれも有

意な品種間差及び年次間差は認められなかった。‘Makamik'及び‘Peachleafの頂芽開

花期は‘ふじ'より 1日程度早く、‘Jack'，‘Snowdrift'及び‘Redbud'は1日程度遅い

傾向が認められた。 'Makamik'及び‘Peachleafの肢芽開花期は‘ふじ'の頂芽開花期

と比較して同等か1日程度遅く、‘Jack'、‘Snowdrift'及び‘Redbud'は2""'3日程度遅

かった。頂芽及び肢芽の開花量はいずれの品種も中~多で、あった。
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Table 6-4. Blooming period of top-working crabapple trees at KU-orchard in Morioka 

during 2005 and 2008. 

Terminal bud Lateral bud Flower intensitl 
Cultivar 

First bloom Full bloom First bloom Full bloom Terminal bud Lateral bud 

Jack 1Y 0.5 2 2.3 

Makamik 一0.5 -0.75 0.25 0.8 

Peachleaf 一0.5 0.75 1.7 

Redbud 0.5 0.3
X 1.7X 

3.5
X 

Snowdrift 1.5 0.75 2.5 3.7 

Average bloming 
15-May 16-May 

period of F山i

Significance 

Cultivar NSW NS NS NS 

Year NS NS NS NS 

z 1 :Iow， 2:intermediate， 3:high. 

Y Data indicates devuation with blooming date of‘F凶i'.

X There were few data， it was excluded from statistical analysis. 

W Nonsiginificant. 
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、Snowdrift' 

Fig. 6-2. Top-working tree of 、Snowdrift' at 

O-orchard in Ichinoseki in 2008. 
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樹冠頂部高接ぎ樹におけるクラブアップ。ルの生育

一関市0園における 4種のクラブアップワレの生育はTable6-5及び、Fig.6・2に示す

とおりである。高接ぎ位置からの樹高は全般に一挙更新樹と比べると低かったが、

‘Snowdri町、‘Makamik'及び‘Redbud'は‘Peachleafより高い傾向が認められた。

‘Peachleafは3年生で最大樹高に達し、その他の品種は4'"'-'5年生でピークとなっ

た。 6年生で樹高が低くなっている品種が多かったが、これは勇定時の主幹延長枝

の切り下げによるものである。枝数は‘Snowdrift'で、最も多く、ついで‘Makamik'、

‘Redbud'の順に多かった。一方、‘Peachleafは4年生以降で 10cm以上に伸びた新梢

は発生しなかった。枝数のピークは‘Peachleafが3年生、'Makamik'及び‘Snowdrift'

は4年生、‘Redbud'は5年生で、あった。着果量は‘Redbud'及び‘Snowdrift'は比較的多

く、 4年生樹で着果量が最大となった。 2005年の 3年生樹における頂芽満開日は

‘Makamik'及び‘Peachleafは‘ふじ'と同時期で、‘Redbud'及び‘Snowdrift'は1日遅

くなった(データ省略)。開花量はいずれの品種も頂芽花が少なく、肢芽花が多か

った。

盛岡市0園の高接ぎ樹における 6年生樹の生育について有意な品種間差は認め

られなかったが、樹高は‘Makamik'が1.1mと高く、枝数は百，fukamik'及び‘Snowdrift'

が10本前後と多かった。一方、‘Peachleafは新梢の発生が少なく樹勢は弱かった(デ

ータ省略) 0 2007年'"'-'2008年の 2年間の開花期及び開花量についてはTable6・6に

示すとおりである。開花期はいずれの項目も有意な品種間差が認められなかった。

‘Makamik'及び‘Peachleafは‘ふじ'と同等か1日程度早く、‘Redbud'及び‘Snowdrift'

は1日程度遅かった。市，fukamik'及び‘Peachleafの肢芽花は‘ふじ'の頂芽花より 1
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Table 6-6. 8100ming period of top-working crabapple trees at Q-orchard in Morioka 

during 2007 and 2008. 

T erminal bud 
Cultivar 

Lateral bud Flower intensityZ 

First bloom Full bloom First bloom Full bloom T erminal bud Lateral bud 

Makamik 

Peachleaf 

Redbud 

Snowdrift 

Average 

bloming period 

Significance
x 

oY 
-0.7 

1.3 

1.0 

8-May 

0.0 1.7 1.7 

-:-0.3 1.3 1.7 

1.7 3.3 3.3 

1.7 3.3 3.7 

10-May 

Cultivar NS NS NS NS 

Year * NS NS NS 

-Z 1 :Iow， 2:intermediate， 3:high. 

Y Data indicates deviation with blooming date of‘F叫i'.

X NS，キ=nonsignificant， Pご0.05，respectively. 
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""""2日遅く、‘Redbud'及び‘Snowdrift'は3""'4日遅かった。頂芽及び肢芽の開花量

はいずれの品種も中~多で、あってた。

現地における各種台木使用樹における生育

盛岡市KI園における1Ml台及びJM7台使用のクラブアップ。ル樹の生育は全般

に授粉樹の生育は弱い傾向が認められた(Table6・7)。樹高については‘Peachleaf，

‘Makamik'、‘Snowdrift'r，/Jack'が‘メイポール'に比べて高かった。枝数は‘Snowdrift'

が最も多く、ついで‘Makamik'、‘Peachleafが多かった。なお、‘Makamik'は若木の

時に枝数が多かった。一方、 ツイポーノレ'はJMl台及びJM7台とも枝数が少な

かった。枝数はすべての品種で3""'4年生で最大となった。着果についてはほとん

どの品種で2年生において初結実し、 3""'5年生樹で花芽の着生が多くなった。花

芽の着生が安定していた品種は、‘Snowdrift'、‘Jack'，M X atrosanguinea 20004522、

‘Makamik'であった。 3""'6年生樹における開花期は‘Makamik'， ‘メイポール'、

‘Jack'， M Xαtrosanguinea 20004522は‘ふじ'と同等か 1日程度早く、‘Snowdrift'

は1""'2日程度遅くなった(データ省略)。開花量は‘Makamik'， M X atrosanguinea 

20004522等で、多かったが、‘Peachleafは隔年着花性が認められた。

紫波町H園におけるクラブアッフ。ルの生育は Table6-8に示すとおりである。

‘Neville Co中man'は樹齢が 1年上であるが、前年度のデータを使用し同一樹齢で比

較を行った。樹高は‘NevilleCo中manγマルパカイドウ台が最も高く、 4年生で3

mを上回った。次いで‘メイポール， /マルパカイドワ台が高かったが、‘Snowdrift'

/マルパカイドウ台は劣った。枝数は‘NevilleCorpman'が多く、 ‘メイポール'は少

なかった。着果量については有意な品種間差は認められなかったが、‘Snowdrift'及
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び‘メイポール'の着果開始が早く、‘NevilleCo中man'及び‘Peachleぽは遅れる傾向

が認められた。2006年'""2008年における開花特性はTable6-9に示すとおりである。

頂芽開花期及び肢芽開花期のいずれの項目も有意な品種間差及び年次間差が認め

られた。 ‘メイポーノレ'、‘NevilleCo中man'， ‘Peachleafの3品種の頂芽開花期は

‘ふじ'より 2日程度早く、肢芽開花期は‘Peachleaf及び‘NevilleCo中man'は‘ふじ'

の頂芽開花期とほぼ同時期で、あったが、ツイポール'は 1日程度遅かった。一方、

‘Snowdrift'の頂芽開花期は、ほぼ‘ふじ'と同等であり、服芽開花期は‘ふじ'の

頂芽開花期と比べて 2日程度遅かった。肢芽開花量は‘Snowdrift'で、多く、 ‘メイポ

ール'で、少なかった。

奥州市T園における生育は Table6・10に示すとおりである。樹高は品種別では

‘Jack' ， 官，fukamik'、‘Peachleafで、高くなる傾向が認められた。台木別では若木の時

はJM1/実生台及びJM7で、初期生育が旺盛で、あったが、実生台は樹齢とともに生育

が旺盛となった。校数では'Jack'及び‘Snowdrift'が多かった。品，f1/実生台及びJM7

台は多くの場合4'""5年生で枝数が最大となったが、実生台の場合は6年生で最大

となった。着果についてはM.X atrosanguinea 20004522及び‘Redbud'は2年生から

結実を開始する組み合わせが多く、早期結実の傾向が認められた。十分な着果量が

得られた最初の樹齢は4'""6年生樹で品種や台木によってばらつきがみられた。台

木別では品，f1/実生台、 JM7台、実生台の順に結実が早い傾向が認められた。花芽

の着生が安定していた品種は、 M X atrosanguinea 20004522、‘Makamik'，‘Redbud' 

及び‘Snowdrift'で、あった。

奥州市T園における 2006年'""2008年の苗木の開花特性はTableふ11に示すとお

りである。服芽の満開日を除く 3種類の開花期項目で有意な品種間差が認められた。
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Table 6-9. 8100ming period of crabapple trees at H-orchard in Shiwa in 2006-2008. 

Cultivar 

Maypole 
Neville Corpman 
Peachleaf 
Snowdrift 

Average bloming 
period of F叫i

Significancew 

Cultivar 

Terminal bud Lateral bud Flower intensityz 

First bloom Full bloom First bloomFull bloom Terminal budLateral bud 

-2.2Y -2.7 0.8x 1.0x 1.5 0.7 
-1.8 -2.0 0.2 0.3 2.3 1.0 
-1.8 -2.3 0.2 0.3 2.0 2.0 
-0.2 0.0 1.8 1. 7 2.3 2.7 

8"'"May 10-May 

* ** ** * 
Year **戸** ** ** 

NS 
NS 

* 
NS 

Z O:none， 1 :Iow， 2:intermediate， 3:high. 

Y Data indicates deviation with blooming date of 'F叫i'.

x There were few data， it was excluded from statistical analysis. 

W NS， *，** = nonsignificant， P=0.05， P=0.01， respectively. 
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また頂芽の開花始め日についてのみ有意な年次間差が認められた。頂芽の開花始め

日についてはM X atrosanguinea 20004522、‘Makamik'、 ‘Peachleaf ， ‘Redbud'は

‘ふじ'とほぼ同時期で、あったが、‘Snowdrift'は2日程度遅れた。頂芽満開日はM

X atrosanguinea 20004522、‘Redbud'及び‘Snowdrift'は‘ふじ'と同時期で、あったが、

‘Makamik'及び‘Peachleafは1日程度早かった。肢芽の開花始め日については、 ‘ふ

じ'の頂芽開花始め日と比較して、 M X atrosangu的ea20004522、‘Peachleaf、

‘Redbud'は1"-'2日程度遅れ、‘Snowdrift'は3日程度遅れた。‘Makamik'は‘ふじ'

の頂芽開花始め日とほぼ同時期であった。肢芽満開日は M.X atrosangu的ea

20004522、‘Makamik'、 ‘Peachleaf， ‘Redbud'は‘ふじ'の頂芽満開日と同等か1

日程度の遅れで、あったが、‘Snowdrift'は2日程度遅れた。頂芽及び肢芽の開花量は

有意な品種間差、年次間差は認められなかったが、やや‘Peachleafの開花量が少な

い傾向が認められた。

盛岡市KU園における JM7台使用樹の生育は Table6・12に示すとおりである。い

ずれの調査項目も有意な品種間差は認められなかった。樹高はナガサキズミ及び

‘Redbud'で、高く、‘Sentinel'は低い傾向が認められた。枝数は小黄海業、‘RedSplendor' ， 

ナガサキズミ、‘Redbud'，M. turesiiで多く， 'Sentinel'で、少ない傾向が認められた。

一方、着果は‘Sentinel'，M. turesii、‘Redbud'で、良好で、あった。なお、 M.turesiiは4

年生時に枯死した。頂芽開花期については‘RedSplendor' ，‘Sentinel'、小黄海業、ナ

ガサキズミは‘ふじ'と同等か1日程度早かった(データ省略)。肢芽開花期は‘ふ

じ'の頂芽開花期と比べて2日前後遅かった。 M.turesiiは‘ふじ'より 2日程度遅

かった。開花量は‘Sentinel'が2年連続で、多かった。
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Table 6-11. Blooming period of crabapple trees at T -orchard in Oshu during 2006 and 2008. 

T erminal bud Lateral bud Flower intensitl 
Cultivar 

First bloom Full bloom First bloom Full bloom Terminal bud Lateral bud 

M X atrosanguinea 
oY -0.2 1.3 1.2 2.7 2.7 

20004522 

Makamik -0.3 ー1.2 0.3 0.5 2.3 2.7 

Peachleaf I 0.0 一1.2 1.3 0.2 1.7 1.7 

Redbud 0.3 -0.5 1.7 0.8 2.7 2.3 

Snowdrift 2.0 0.2 3.0 2.2 2.7 2.7 

Average bloming 
4-May 8-May 

period of F吋i

Significance x (し

Cultivar *本 * * NS NS NS 

Year * NS NS NS NS NS 

z 1 :Iow， 2:intermediate， 3:high. 

Y Data indicates deviation with blooming date of 'Fuji'. 

X NS，叱柿=nonsignificant， P=0.05， P=O.Ol respectively. 

163 



Table 6-12. Growth and productivity of crabapple trees grafted onto 

JM7 at KU-orchard in Morioka during 2005 and 2008
z
. 

Cultivar / rootstock 
Tree height (cm) Shoot number Productivitl 

1
X 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

M. turesii 63 108 98 8 19 一 o 0.8 2.0 
Nagasakizumi 40 60 165 205 5 17 。。0.5 1.0 
Redbud 55 78 118 200 5 11 8 o 0.5 1.5 1.0 
Red Splendor 43 100 143 175 3 10 16 o 0.5 1.0 1.0 
Sentinel 55 65 88 93 2 2 。。2.0 1.0 

Xiaohunaghaitang 80 165 158 175 2 4 14 21 。。1.5 。
z AII treatment was-not significant statistically. 

y O:none， 1 :Iow， 2:high. 

X Age. 
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Table 6-13. E汗:ectof crabapple pollinizers on fruit set of 'F叫i'at H-orchard in 
Shiwa in 2007. 

Full 
Number of flower bud Fruit set (%) Seed 

Cultivar I rootstock number of 
bloom

z Terminal Lateral King Lateral 
bud bud 刊ower 刊ower lateral fruit 

Maypolel M prunifo/ia -2.5 8 18 49.0 34.7 5.8 

Neville Corpman 1M 
一1.5 31 228， 54.7 43.0 5.3 

prunifo/ia 

Snowdrift/JM1 
0.5 54 157 54.8 50.2 6.7 

Iseedling 

Snowdriftl M prunifo/ia 0.5 34 88 39.1 27.4 5.1 

Z Data indicates deviation with blooming date of 'F叫i'.
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on seed number of 'Fuji' in 2007. 
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授粉専用品種の導入による経済品種の結実向上効果

紫波町H園におけるリンゴ‘ふじ'の単植園において授粉専用品種の開花期や開

花量が‘ふじ'の結実や種子数に及ぼす影響について検討した。ツイポール'及び

‘Neville Corpman'の頂芽満開日はふじより 2日程度早く、‘Snowdrift'はほぼ同時期で

あった (Table6・13) 0 1樹当たり花そう数は‘NevilleCo中man'Iマルパカイドウ台

及び‘Snowdrift'JM1/実生台が多く、‘Snowdrift'Iマルパカイドウ台は中程度、 ツイ

ポール， Iマルパカイドウ台は少なかった。頂芽結実率は、‘NevilleCorpman' Iマル

パカイドウ台、‘Snowdri庇γJM1/実生台及び‘メイポール，Iマルパカイドウ台は 50%

前後で、あったが、‘Snowdrift'IJMl I実生台はやや低かった。肢芽結実率は‘Snowdrift'

11M1/実生台及び‘NevilleCo中man'Iマルパカイドウ台が比較的高かった。側果の種

子数は‘Snowdrift'11M 1/実生台で、高い傾向が認められた。

また、上記試験と同様な品種・台木組み合わせの試験樹を用いて授粉樹からの距

離が‘ふじ'の種子数に及ぼす影響について検討した。その結果、‘Snowdrift'11M 1 I 

実生台では‘ふじ'の結実率に及ぼす授粉樹からの距離の影響は認められなかった

が、その他の 3品種・台木組み合わせでは、授粉樹から 2m離れた樹の果実は 10

m離れた樹に比べて種子数が多い傾向が認められた (Fig.6・3)。

‘ふじ'に適する授粉専用品種の生産者による評価

2005""'2008年において現地試験協力農家にアンケート調査を行い、クラブアップ

ル品種について‘ふじ'の授粉専用品種としての適d性について評価を行った。その

結果、高接ぎ条件では‘ふじ'より数日開花の早い百i[akamik'の評価が最も高かっ

たσig.6-4)。‘Snowdrift'は適、不適の評価が措抗していた。また、ナガサキズミ及

167 



• Suitable 

.Intermediate 

• Unsuitable 

コヤ
も令r

10 

6 

4 

O 

怜必ふゅ ... b- ~ \(~ ~ふ。'/'oyr'y，y rr  
~~'♂ JJψ 〆ふ、φ 命~.ç.- ~IQ- ~' )' "'~や. _b-

ザ C ザ

8 

2 

E
O除
。
弘
A
a
aご
。
包
門
戸
田
口
同
宮
古
'F

Fig.6・4A total number of apple growers w ho was 
judged to be suitable as top-working pollinizers for 

'Fuji' in the past four years. 

168 



• Suitable 

.Intermediate 

• Unsuitable 

8 

6 

4 

-2〓
m
e
Aぶ

V

3

・4令、
S
F
J
t
A
V
'
'

中

Q
p
d苛
，

司

A
4
7
 

。

:

ぷ

2 

E
O注
。
H
M
0
1
【同』偲刷。

-E【
回
目
出
国
百
世
。
ト

Fig.6・5A total number of apple growers w ho was 
judged to be suitable as pollinizers on rootstock for 

'Fuji' in the past four years. 

169 



びM bacca臼 79091は高接ぎ条件での適性が認められた。苗木としては、‘Makamik'、

ツイポーノレ'、ナガサキズミの評価が最も高く、 ‘Snowdrift'、M X atrosanguinea 

20004522、‘Redbud'の評価も比較的高かった(Fig.6-5)。

~ 

4.考察

現地試験では立地条件や栽培管理等が異なるリンゴ園において、果樹研究所で選

抜したクラブアップρル等の授粉専用品種候補が健全に生育し、花芽が安定的に着生

するか否かについて検討した。併せて現地における授粉専用品種と‘ふじ'の開花

期の同調性についても検討した。また、リンゴ‘ふじ'の単植園において、授粉専

用品種の導入による‘ふじ'の結実向上効果についても検討した。なお、高接ぎ直

後にウイルスが原因と考えられる高接ぎ病症状で枯死する品種があったが、授粉専

用品種のウイルス感受性については第5章で、検討を行った。

現地における高接ぎ樹の生育

高接ぎ一挙更新樹の生育は良好であり、‘Makamik'、 ‘Redbud'、 ‘Snowdrift'の3

品種では 3年生樹で枝数が最大となり、 4年生樹では十分な花数が確保できた。

‘Makamik'は4年生以降開花量が多く安定していたが、枝数は少ない傾向があり、

開花や着果負担によって樹勢が低下しやすい傾向が認められた。このため、切り返

し勇定を主体に新梢の発生を促し、樹勢を強めに維持することが重要である。

‘Redbud'及び‘Snowdrift'は4年生以降も比較的新梢の発生があり、花芽の再生産が

可能であると考えられた。一方、‘Peachleafは頂部優勢性が強く、側枝の発生が少
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ない傾向が認められたが、着果の加重によって枝の先端が垂れ下がると基部から強

い新梢が発生し、樹冠拡大とともに枝数が増える傾向が認められた。また、本品種

には隔年結果性が認められ、授粉樹としては着花安定性の点で劣ると考えられた。

2005年に高接ぎした品種ではナガサキズミの生育及び花芽着生が良好であり、高接

ぎ用の品種として適しているど考えられた。一方、 M.turesii及び‘RedSplendor'は樹

勢が弱く、高接ぎには適さないと考えられた。 M turesiiは遺伝的にしだれ性を有す

る品種であり、樹冠の拡大が困難である。 2006年に高接ぎしたM baccata 79091に

ついては生育及び花芽着生が良好であり、高接ぎに適する開花の早い品種である。

樹冠頂部の先端に高接ぎした場合には、一挙更新樹に比べて樹高は半分以下であ

った。‘Peachleafのように着果負担が樹勢衰弱につながりやすい品種では、先端部

への高接ぎで摘果作業無しには花芽を確保することは困難と考えられた。一方、

‘Snowdrift'は4年生樹で樹高が 1mに達し、十分な開花量が得られた。また、枝数

も多いことから樹冠頂部の高接ぎに適している品種と考えられた。‘Redbud'及び

‘Makamik'については‘Snowdrift'と比べてやや枝数は少ないが、樹冠頂部の高接ぎに

使用が可能な品種である。樹冠頂部へのクラブアッフ。ルの接ぎ木は、樹冠の主要な

結果部位を栽培品種が占めるため、栽培品種の収量を減らさないで、かっ授粉効率

を高めることができる。しかし、競合枝の整理や襲定等栽培管理に技術と時間を要

する。また、 1樹当たりの授粉専用品種の樹冠占有容積は相対的に小さいため、一

挙更新樹に比べでより多くの樹に高接ぎする必要がある。

現地におけるわい性台木使用樹における生育

盛岡市KI園における 1M7台及び1M1台に接がれたクラブアップルの生育は全般
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に弱く、最も生育の旺盛で、あった‘Peachleafでも 6年生の樹高が 198cmであった。

本園地ではクラブアップルが栽培品種の苗木の近傍に植栽しであり、独立樹とは異

なり日照条件の低下や土壌養分の競合等不利な条件があった可能性がある。

Wilson ・Elfving(2004)も既存樹へ間植する場合には樹勢の維持管理が困難なことを

指摘している。このような条件ではJM7より樹勢の強いJM8等のわい性台木や品位

等の半わい性台木、さらにはマルパカイドウ等の強勢台木の使用についても検討す

る必要がある。品種別で、は‘Snowdrift'が花芽の維持に重要な新梢の発生及び花芽の

着生が安定していた。

紫波町のH園においてはクラブアップルの生育が比較的良好で、あった。特にマル

パカイドウ台‘NevilleCorpman'の生育は良好であり、 4年生樹で樹高が 3mに到達

した。マルパカイドウ台の‘メイポール'の生育も比較的良好であった。

奥州市の T園では6品種・ 3台木の組み合わせについて検討を行った。品種別で

は‘Jack'及び‘Peachleafの生育が良好で、あったが、両品種は栄養成長が盛んで花芽の

着生が不安定で、あった。一方、 M X atrosangu的ω20004522及び‘Redbud'は若木か

ら花芽が着きやすく、樹勢が低下しやすい傾向が認められた。これらの品種では勇

定や台木の選択等で樹勢を強く維持することが重要である。本園では栽培品種の植

栽されている樹聞にクラブアップルを植栽したため、栽培品種の側枝とクラブアッ

プ勺レの主幹延長枝が交文することがあったが、このような場合には芯枝の切り下げ

が行われていた。 4年生樹で樹高が低くなっているのはこのためである。芯枝の切

り下げを行うことで、下部の枝の発出が促進される一方、結実の遅れが認められた。

‘Makamik'のような花芽着生後に急激に新梢の発生が減少する品種においては有効

な手段と考えられる。また、本園ではクラブアッフ。ル樹の上部に栽培品種の側枝が
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重なっており、日照条件は他の園地に比べて劣っていた。この点もクラブアップル

の生育や花芽の着生に悪影響を及ぼしていたと考えられる。台木については品目/

実生台及び見117台木の生育が良好で、あったが、実生台は樹齢とともに樹勢が強くな

る傾向が認められた。実生台の初期生育がやや劣ったのは、他の台木に比べて苗木

が細かったためと考えられる。本園の場合、多くの品種で則7台の生育及び花芽の

着生が良好で、あった。 1M1，実生台は花芽の着生は良好で、あったが、やや樹勢が弱く

品117台と比べると枝数が少ない傾向が認められた。一方、実生台は‘Snowdrift'のよ

うに樹勢がやや弱く花芽分化率の高い品種では利用できると考えられるが、一般に

は栄養生長が旺盛となり花芽の着生が劣る点が問題である。

盛岡市 KU園では 2005年に現地に導入した品種を中心に検討した。供試品種の

中で、は‘Redbud'及び‘RedSplendor'は生育が比較的良好で、花芽の着生が良い。ナガサ

キズミは花芽の着生はやや遅れる傾向があるが、生育が良好である。一方、‘Sentinel'

は花芽の着生は良好であるが樹勢が弱く、いったん樹勢が弱まると回復しにくい傾

向があるので、充実した苗を養成し定植する必要がある。また、台木については1M7

台より強勢な台木を使用する必要がある。

授粉専用品種の開花期については、‘Makamik'， ‘Peachleaf、 ツイポール'等

の品種が‘ふじ'より 2日程度早く、授粉樹として開花期のタイミングが良いと考

えられた。一方、‘Snowdrift'や‘Redbud'等の品種は‘ふじ'より開花期が 1"-'2日

程度遅れる傾向があり、 ‘ふじ'の頂芽中心花の授粉のためには効率が劣る可能性

がある。これらの結果は果樹研究所での試験結果と同様であった。開花量は

‘Makamik' ， ‘Redbud'、 ‘Snowdrift'、M X atrosanguinea 20004522では安定して多

い傾向が認められた。一方、‘Peachleafや'メイポール'で劣る傾向が認められた
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が、これは隔年着花性に起因していると考えられた。

授粉専用品種の導入による経済品種の結実向上効果

経済品種の高い結実を得るためには、花粉源である授粉樹の混植と花粉を媒介す

る訪花昆虫の放飼が必須である。花粉がどの程度運ばれるかについては最長で、 86m

も花粉が運ばれることがアロザイム酵素多型解析によって明らかにされているが、

一般には授粉樹からの距離が近いほど経済品種の結実率が高く、授粉樹からの距離

が15mを超えると結実率が低下する傾向が認められている(Kronet a1.， 2001)。また、

経済品種の結実率を高める条件として授粉樹からの距離が近いことに加えて開花

期の同調性が高いことも重要である。

本試験では、リンゴ‘ふじ'の単植園において授粉専用品種の導入による経済品

種の結実向上効果について検討した。授粉樹が若木で、花粉量が十分で、は無かったが、

授粉樹からの距離が近いほど果実当たりの種子数が多い傾向が認められた。また、

授粉樹の花数が多いほど‘ふじ'の結実率が高い傾向があった。また、花粉源の量

的要素に加えて、開花期の早い品種を使用する方が‘ふじ'の頂芽中心花の結実に

は有効であることが示唆された。

‘ふじ'に適する授粉専用品種の生産者による評価

2005"-'2008年において現地試験協力農家に ‘ふじ'の授粉樹に向くクラブアッ

プル品種に関するアンケート調査を行った。その結果、高接ぎ条件で、は古品kamik'

の評価が最も高く、‘Snowdrift'、ナガサキズミ、 M bacc，α臼 79091も高接ぎでの利用

が可能と考えられた。苗木では、‘Makamik'，‘メイポーノレ'、ナガサキズミ、‘Snowdrift'， 
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M X atrosanguinea 20004522、‘Redbud'の評価が高かった。これらのアンケート結果

から、生産者の視点からは開花期が‘ふじ'より数日早く、花芽の着生が安定して

いること、生育が良好である点を重要視していることが伺えた。

5. 摘要

選抜した授粉専用品種候補を岩手県内の生産者の協力を得て高接ぎまたは苗木

で現地に導入し、生育、花芽着生性、開花期等について検討した。

盛岡市F園における 4品種のクラブアップルの高接ぎ一挙更新樹については生

育及び結実量について有意な品種間差は認められなかったが、新梢の発生は

‘Redbud'及び‘Snowdrift'で、多い傾向が認められた。‘Peachleafで、はやや隔年結果の傾

向が認められた。 2005年に高接ぎを行った3品種については、ナガサキズミの生育

が良好で、あった。2006年に高接ぎを行ったM bacca臼 79091は生育が良好で、あった。

頂芽開花期については、‘Makamik'， 'Peachleaf， ‘メイポール'、ナガサキズミ、

M baccata 79091は‘ふじ'より 2日程度早かったが、‘Redbud'及び‘Snowdrift'は1

日程度開花期が遅かった。開花量は‘Makamik'、 ‘Redbud' ， ‘Snowdrift'、ナガサ

キズミ、 M baccata 79091で、多かった。

盛岡市 KU園の高接ぎ一挙更新樹について‘Redbud'及び‘Snowdrift'の生育が良好

であり、 ‘Peachleaf及び‘Jack'は生育が不良で、あった。‘Makamik'及び‘Peachleafの

頂芽開花期は‘ふじ'より 1日程度早く、‘Snowdrift'及び‘Redbud'は1"'2日程度

遅い傾向が認められた。

一関市0園における 4種のクラブアッフ。ルの樹冠頂部高接ぎ樹は一挙更新樹と
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比べると樹冠の拡大は小さかった。供試品種の中では‘Snowdri町の生育が良好で、あ

ったが、‘Peachleafは劣った。頂芽満開日は'Makamik'及び‘Peachleafは‘ふじ'と

同時期で、‘Redbud'及び‘Snowdrift'は1日遅くなった。

盛岡市0園の樹冠頂部高接ぎ樹の生育については有意な品種間差が認められな

かった。‘Makamik'及び‘Peachleafの開花期は‘ふじ'と同等か1日程度早く、‘Redbud'

及び‘Snowdrift'は1"-' 2/日程度遅かった。

盛岡市K.I園における 1M1台及び1M7台に接がれたクラブアッフ。ル樹の生育は全

般に弱かったが、供試品種の中で、は‘Peachleaf及び‘Snowdrift'の生育が良好で、あり、

ツイポール'は劣った。花芽の着生が安定していた品種は、‘Snowdrift'、 ‘Jack'、

M X atrosanguinea 20004522、‘Makamik'で、あった。

紫波町H園における百木の生育は‘NevilleCorpman' /マルパカイドウ台が最も良

好であり、 3年生で樹高が 3m~こ達した。次いで、 ‘メイポール， /マルパカイド

ウ台の樹高が高かったが、 ‘Snowdrift' /マルパカイドワ台は最も低かった。

‘Snowdrift'及び‘メイポール'は着果開始が早く、‘NevilleCorpman'及び‘Peachleaf

は遅れる傾向が認められた。‘Peachleaf， ‘メイポール'の頂芽開花期は‘ふじ'

と比べて 2"-'3日程度早かった。開花量は‘Snowdrift'が多い傾向が認められた。

奥州市T園における苗木の生育について、樹高は‘Jack'，‘Makamik'及び‘Peachleaf

で高く、枝数で、は‘Jack'及び‘Snowdrift'が多かった。台木別では、品目/実生台及び

1M7台は実生台に比べて初期生育が旺盛で、あったが、実生台は樹齢とともに生育が

旺盛となった。花芽の着生が安定していた品種は、 M X atrosanguinea 20004522、

‘Makamik'、 ‘Redbud'及び‘Snowdrift'で、あった。台木別では、日，'(1/実生台、 1M7台、

実生台の順に結実が早い傾向が認められた。開花期は‘Makamik'及び‘Peachleafがや
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や早く、‘Snowdrift'がやや遅い傾向が認められた。

盛岡市KU園におけるJM7台使用樹の生育について有意な品種間差は認められな

かったが、ナガサキズミの生育が良好であり、‘Sentinel'は生育が劣る傾向が認めら

れた。花芽の着生は‘Sentinel'， M turesii及び‘Redbud'で、良好で、あった。

リンゴ単植園における授粉専用品種の導入によって‘ふじ'の結実率は授粉樹の

花数が多いほど高くなったが、開花の早い中心花を結実させるためには、開花の早

い品種を利用した方が有利で、あった。また、授粉樹からの距離が近いほど‘ふじ'

の1果当たりの種子数が多くなる傾向が認められた。

現地試験協力農家に‘ふじ'の授粉専用品種についてアンケート調査を行った結

果、高接ぎF条件で、は'Makamik'の評価が最も高く、‘Snowdrift'、ナガサキズミ、 M

baccata 79091も高接ぎ条件での利用が可能と考えられた。百木では、‘Makamik'、

‘メイポール'、‘Snowdri町、ナガサキズミ、‘Snowdri町、M X atrosanguinea 20004522、

‘Redbud'の評価が高かった。
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