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　Abstract : Potentiality of four different culture media (See Table　1 ) was evaluated

to find out the best medium for inducing adventitious buds from cotyledon explants in

pepper, using 33　varieties (See Table　4 ) representing a wide genetic variation .

Depending on varieties and culture media,･　ａ wide variation from ０.03 t0 21.6 was

observed in culture efficiency which represented the average number of　adventitious

buds　induced　from one　inoculated　explant. The　analysis　of　variance　showed　that

culture efficiency averaged for 33 varieties was not different among the media (Tables

2　and　3). It was thus concluded that a11 0f the culture media possessed the same

potentiality for･･inducing adventitious buds. On the contrary, a wide varietal variation

ranged from 2.2 to 14.0 was observed in culture efficiency averaged for four culture

media (Tables　3　and　4). This indicated the importance of the choice of variety used

for　the　culture. The　interaction　between　varieties　and　culture　media　also　proved

statisticallysignificant by the analysis･ of variance (Table　3 ), clearly showing that

the favorable medium was different among varieties (Table　4　and Fig. 2). It was

also　suggested that the use of different types　of varieties　partly　･resulted　in　the

establishment C）ffour different media (Table　6 ). Culture efficiency attained on the

most favorable medium for each variety was different among varieties and ranged from

３.7　t0　21.6. From practical　point of view, therefore, in　Z虜陶　mass　propagation

proved to be possible for　a11 0f the　pepper varieties　tested. The　analysis　of the

relationship between variety group and culture response demonstrated that the　most

favorable medium seemed different between variety groups in red pepper (Table　5）；

'A' medium ｆｏr‘Yatsubusa' group, 'B' medium ｆｏｒ‘Enomi' and‘Ｆｕ･shimi' groups,

ａｎｄ‘C medium　ｆｏr‘Takanotsume' group. However｡it proved impossible in sweet

pepper to speculate the most favorable medium on the basis of the variety group of

each variety, because it differed''largely among the varieties belonging to　the　same

variety　group, namely　・ Large-fruit ’ group (Table　5 ) . As　the　percentage　of

adventitious buds grown up to plantlets proved still rather　low, especially　for the
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buds induced on Ｂ or C medium (Table　7 ), further improvement of culture medium

IS required.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　緒　　　言

　トウガラシの組織培養においては, GUNAY and Rao (1978)がＩＡＡとＢＡを含む培地で子葉と胚

軸からの植物体形成に初めて成功して以来，同様の培地でFari and CZAKO (1981)及びPHILLrPS and

HUBSTENBERGER (1985)が各々胚軸及び子葉から，長尾(1985)がゼアチンを含む培地で子葉から，

葛ら(1986)がIAA, NAA及びＢＡを含む培地で子葉及び茎から，そしてSripichitt ｄ ａｌ.(1987)

がＢＡのみを含む培地で子葉から，それぞれ植物体の形成に成功している。これらの方法ではカル

スを経由せずに外柱体から直接不定芽が形成されるので,培養中の遺伝的変異がほとんどない（長

尾, 1985)。従って，トウガラシ種苗の大量増殖法として子葉からの不定芽形成法を実用化できる

と考えられる。　　　　　　　　　　　　･I　　　　　　　　　　　　。

　植物組織の培養による植物体の形成及び再分化の効率は品種によって大きく異なることがあり，

トマト葉片からの植物体形成能(Frankenberger ｄα/｡, 1981:Tan et al｡, 1987),ダイズ未熟胚か

らの不定胚形成能（ＫＯＭＡＴsＵＤＡand Ohyam八, 1988),そしてコムギ未熟胚由来カルスからの植物体

再分化能(Sears and Deck八RD, 1982 : Ｍ八DDOCK etα/｡, 1983 : Chowdhury et al｡, 1991)など多く

の植物種で報告例がある。また，トウガラシにおいても，胚軸からの植物体形成能が品種によって

異なるごとが知られ七いる（ＯＣＨｏ人一八L町ｏand Ireta-Moreno, 1990)。しかしながら，種苗の大量増

殖法として実用化できる方法は，すべての品種に同じように適用可能であることが望ましい。従っ

て，上述の培養法を実用化するためには,培養効率における品種間差異の解析が不可欠である。

　また実用化のために検討すべき第２の点として，最適な培地組成の解明が必要である。このよう

な観点から，林ら(1988)がトウガラシ品種･ダルマ’を供試して上述の４種類の培地を比較し

たところ，長尾(1985)の培地が最適であることが示された。しかしながら，トマトの葉片培養

においては,最適培地が品種によって異なることが知られている(Kurtz and LiNEBERGER, 1983 :

Zelcer d �｡1984)。しかもトウガラシの子葉培養に好適とされる４培地は，互いに異なる品種を

供試して確立されたものである。これらのことからすると，本培養系においても好適培地が品種に

よって異なることが示唆されるが,従来このような観点からの研究例はない。

　そこで本研究では，トウガラシ33品種を供試し,上述の４培地上での不定芽形成能を調べ，品種

と培地との相互関係を解析した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ　　材料及び方法　　　　　　　　　　＝

１．供試品種　トウガラシ属内における多用な品種間変異を包括すべく, Table 4に示したトウガ

ラシ31品種及び近縁野生種２系統を供試した。その内訳は，京都大学農学部附属亜熱帯植物実験所

より分譲された日本在来のトウガラシ５群15品種,万高知県園芸試験場(現,高知県農業技術センター)

より分譲された大果群の改良品種２品種,農業生物資源研究所より分譲された大果群の改良品種14

品種及び近縁種であ＾　ＣａｐｓicｕｍｂａｃｃａtｕmL，の２系統である。

2ご不定芽誘導培地　子葉切片から不定芽を誘導するための培地として，トウガラシの子葉培養に

有効とされている４種類の培地を用いた。いずれの培地もMSの無機塩(MuRASHiGE and Skoog,1962)。

ショ糖30g／1及び寒天9g/lを含む固形培地である。また各培地にオーキシンとしてインドール

酢酸（ＩＡＡ）及びナフタレン酢酸（ＮＡＡ），サイトカイニンとしてベンジルアデニン（ＢＡ）及び
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ゼアチン，そしてカゼイン加水分解物(CH)を添加したが,各培地のホルモン組成の詳細はTable

1に示した通りである。なお,培地はｐＨ＝5.8に調整した後,直径9cmのシャーレに50�ずつ分注

し, 121℃で15分間滅菌した。

３．培養方法　種子を70％エタノールで10秒間，３％次亜塩素酸ナトリウムで20分間浸潰して表

面殺菌し，滅菌水で３回洗浄した後,播種培地に置床し, 27°C,連続照明（900 1ｕｘ）の下で発芽さ

せた。播種培地には１／２濃度(Sripichitt et al｡1987)のMS無機塩と7.5m9/lの寒天を添加し，

直径2.5cmの試験管に10�ずつ分注した○

　発芽後約４日，子葉が展開した直後に子葉の基部から１／４を切り出した切片づ林ら, 1988)

を不定芽誘導培地(Table 1）に置床した。培地当りの置床切片数は32であり，２シャーレに分け

て置床した。培養条件は27℃，12時間照明（3000 lux)である。置床後21日目に不定芽を形成し

た切片数及び形成された不定芽数を調査し，得られた結果より以下の３項目を算出した。

　　　　不定芽形成切片率＝不定芽形成切片数×100／置床切片数

　　　　切片当り不定芽数＝全不定芽数／不定芽形成切片数

　　　　置床切片当り形成不定芽数＝不定芽数×100／置床切片数

　　Table 1. Four kindsof culturemedium forinducingadventitiousbud from cotyledonexplant

Culture

medium

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

Additives (mg/'l) "

IAA　NAA　BA　　Ｚ

－

1

0.05

－

－

0.1

－

－

2

6.6

3

５
一
一
一

CH

-

　－

600

　－

Reference

Nagao, 1985

GUNAY and Rao, 1978

GEdα/｡1986
Sripichittetal｡1987

1) IAA : Indoleacetic acid、ＮＡＡ:1 ―Naphthaleneacetic acid、BA : Benzyladenine、 Z : Zeatin、 CH

　　Casein hydrolysate.

2) Basal medium : MS inorganic salts 十sucrose 30g／1 十agar 9g/l.

４。不定芽からの茎葉体形成　置床後21日目に,不定芽を形成した切片を不定芽伸長培地に移植し，

その後の不定芽の発育を調査した。本培地にはゼアチン1 m9／1（長尾, 1985), MSの無機塩,ショ

糖30g／I及び寒天9g／1を添加し, 7.5×7.5×9.5�の培養箱に100�ずつ分注した。その他の事

項は前述の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　　　果

　33品種と４培地とを組み合わせた132の培養区間において,不定芽形成切片率（以下，形成率と

略す）には0.6％から100％の,切片当り不定芽数（以下,不定芽数と略す）には1.6から22.2の，そ

れぞれ培地聞差異が認められた。また形成率と不定芽数の積に相当する置床切片当り形成不定芽数

（以下,形成効率と略す）には0.03から21.6の変異があり，平均値は6.3であった(Chart 1）トまた，

各品種において最も成績の良かった培地での形成効率を比較すると, 3.7から21.6の変異がみられ

た。以下では,培養効率に影響す石と考えられる培地・品種及び両者の相互作用について，それぞ

れ解析した。
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１。培地間差異　培養結果を全品種の平均値として培地ごとに示したのがTable 2である。形成率

には67％から73％の,不定芽数には8.2から10.2の，また形成効率には5.6から6.8の，それぞれ培地

聞差異が認められた。分散分析の結果,不定芽数における培地間差異は統計的に有意であった（P

＜0.05）が,その他の２項目では有意差が認められなかった(Table 3）。従って,不定芽の形成効

率は培地間でほとんど異ならないと結論できる。

Table 2. Culture response on differentculturemedium averaged for 33 pepper varieties

Culture"

response

Induction rate （％）

No. of buds

Culture efficiency

Ａ

72.9

　8.4

　6.1

　Culture ｍｅｄｉｕm2）

Ｂ　　　　　、Ｃ　I

67.0

10.2

　6.8

71.6

　9.4

　6.7

Ｄ

6
2
6

8
8
5

Q
）

average

-

　70.0

　9.0

　6.3

1) Induction rate : Percentage of explants induced adventitious bud.

　　No. of buds : Average number of adventitious buds per one inducing explant.

　　Culture efficiency : Average number of adventitious buds induced from one inoculated explant.

2）Ｔｈｅ detail of each culture medium is given in Table １.

Table 3 . Significance of treatment effects and their interactions encountered in an analysis of

　　　　　　　　varianceof culture response

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F-value

Source of

variation

lndｕｃtionl）

　　rate

　　　Treatment

　　　　Replication (R)

　　　　Variety (V)

　　　　Medium (M)

　　　　Interaction　　　　　　　　　　.･

　　　　ＶχＭ

　　　　ＶχＲ

　　　　ＭχR

1) See notes in Table 2 .

　＊.＊＊:Significant at 5 S and 1 %, respectively

0.04

5･11*

1.23

1し82*'

0.75

2.18

No. of

buds

1｡66

6.51＊＊

3.16*

2.27**

2.18

1.63

Culture"

efficiency

1.87

5.48**

1.98

2.14**

1.21

1.74

２，品種間差異　培養結果を全培地の平均値として品種ごとに示したのがTable 4である。形成率

には34.7%から96.9%の,不定芽数には1.8から11.7の，そして形成効率でぱLS 1658'の2.2か

ら･札幌大長’の14.0までの，それぞれ多様な品種間変異が認められた。分散分析の結果，どの項

目においても品種間差異は統計的に有意であった（p＜0.01）。　　＝

　トウガラシ品種における形成率と不定芽数との関係を見るために，品種ごとに全培地の平均値を

プロットしたのがFig. 1である。相関係数がr=0.444と１％水準で有意であったことから，形成
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率の高い品種では一般に不定芽数も多くなる傾向のあることが示された。

Table 4. Culture response of 33 pepper varietiesaveraged for 4 culture media

　　　　　　　andtheir favorable culturemedium

Variety"

　　group

Variety
lndｕｃtion2）

ｒａtｅ（%）

Nｏ.of2）

　buds

Culture"

efficiency

Ｆａｖｏｒａｂｌｅ３）

　　medium

Enomi

Takanotsume

Yatsubusa

Fushimi

Large‘fruit

　(local)

Large-fruit

　(improved)

C、ｈａｃｃａｂｉｍＬ.

Enomi

Huiri-togarashi

Takanotsume

Hontakanotsume

Daruma

Tochigimitaka

Na^ayatsubusa

Yatsubusa

Sapporo-onaga

Nikko

Fushimi-amanaga

Kishu-shishito

Yamashina-togarashi

Shishito

Tanaka-togarashi

California･Wonder

Shosuke

Chinese Giant

Chile Duiee

Daio

Gokuwase-ojishi

Gokuwase-shuryoku

Heian･eiko

Isepiman

Ishiipiman

Miemidori･

Ogata･yolowonder l

Pimento-type

Pimento

Ruby King

Sakigake

LS 1655

LS 1658

64.8

7
8
4
4
7
4
9
3
5
8
3
2
2
9
5
3
3
3
2
0
7
5
3
2
0
3
5
0
3
3
0
7

　
I
　
I
　
一
　
一
　
Φ
　
一
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Φ
　
暉
　
Ｓ
　
Ｉ
　
欄
　
一
　
一
　
Φ
　
欄
　
Ｉ
　
Ｉ
　
一
　
一
　
１
　
１
　
１
　
一
　
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｉ
　
一
　
Ｉ
　
1

2
8
6
6
5
3
6
5
7
2
0
7
0
0
0
5
0
2
0
8
9
2
8
9
1
8
3
0
1
6
8
4

6
6
6
6
7
7
9
9
8
8
7
7
6
6
8
9
7
4
7
6
5
7
4
4
4
8
6
9
8
7
7
３

16.6

　7.8

13,9

　7.8

9
5
6
7
6
5
1
0
9
9
2
3
8
2
1
7
8
0
2
3
9
3
7
9
6
’
4
3
6
9

1
6
7
8
4
9
8
5
7
5
0
9
9
5
5
2
8
6
1
2
5
6
9
7
7
9
7
0
4

1
　
　
　
　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
１
　
　
　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

5
0
7
4
9
8
5
4
0
3
0
5
6
8
3
4
4
1
4
6
0
0
4
9
8
0
8
0
9
1
3
7
2

0
5
8
5
7
4
5
8
4
8
7
3
5
3
6
7
9
4
2
8
6
4
8
1
2
3
8
5
6
8
6
８
２

１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ａ
Ａ
一
｛
一
．
Ｂ
郎
Ｂ
Ｄ
ｍ
一
Ａ
Ｂ
郎
郎
四
Ａ
Ｃ
四
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｃ

　
　
　
い
Ｉ
Ｃ
叩
Ｃ
Ｃ
Ｃ

1) Thirty･one varieties were grouped into five according to KUMAZAWA et al.(1954).

2) See notes in ･Table 2 . /

3) Alphabetical characters indicate the favorable medium on which cultureefficiency

　　was the highest and more than 80%of the highest value in each variety.The detail

　　0feach culture medium is given in Table 1 .
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　10　　　　　　●15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.of buds

1 . Relationshipbetween induction rate and number of buds observed among 33 pepper varieties.

　　　Thedata of each varietyis given in Table ４｡

　　　＊＊:Significantat 1 % level.

３。品種と培地の相互作用　分散分析の結果,形成率・不定芽数及び形成効率のいずれの項目にお

いても品種と培地の相互作用が１％水準で有意であった(Table 3） ことから，品種により好適培

地の異なることが明らかである。相互作用の一例として，形成効率がＡ培地で最も高かった･ダル

マ’，Ｂ培地とＤ培地で最も高かった･札幌大長’，Ｃ培地で最も高かった･ダイオオ’及び全品

種の平均について各培地での形成効率をFig. 2に示した。哺L幌大長’は全培地において品種平

均を大きく上回っているが,好適培地はＢ培地である。‘ダルマ’はＢ培地では全品種平均の１／２

以下であったが，好適培地とするＡ培地では全品種で最高の値を示した。･ダイオオ’も好適培地

とするＣ培地以外では全品種平均より低い値を示した。　　　　　　し

　他の品種についても最適培地を調べたところ, Table 4に示す結果が得られた。この結果を品種

群別にまとめたのがTable 5である。 33品種のうち９品種では複数の培地を好適としたので，

Table 5ではこれらの品種は重複してカウントされている。また参考のためにThompson (1949)

による品種群も示してある。同表から明らかなように, A, B, Cの３培地のいずれかを好適とす

る品種は多く存在したが，Ｄ培地を好適とする品種は５品種しか存在しなかった。これを品種群別

にみると，天果群においては品種によって好適培地が異なり，一定の傾向が認められなかった。こ

れに対して,他の４品種群及び野生種においては群内変異が小さく，榎実群,八房群,伏見群及びＣ.

1･Ｓ･α加田群では各群内の全ての品種がそれぞれB, A, B及びＣ培地を好適培地とした。以上の結

果より，大果群を除く他の４品種群においては，品種の所属する群により好適培地を推定できるこ

とが示された。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Culture medium

Fig. 2. Interaction between varieties and culture media observed in culture efficiency of typical three

　　　　　varieties.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　／

　　　　　●:‘Daruma' ， ▲:　･Sapporo-onaga' ，■･:ｲDaio' ， ０:Average for all varieties.

Table 5 . Number of pepper varietiesclassifiをdo町thebasis of their favorable

　　　　　　　culturemedium and the differenceamong variety｡groups　ト

　　　　　　　　　Varietygroup　　　　　　　　　　　　　　　ニ

KUMAZAWA ｄα/.

　　(1954)

Enomi

Takanotsume

Yatsubusa

Fushimi

La･rge-fruit

　　local

　　improved

C、ｂａｃｃａtｕｍＬ．

Total

Thompson

　(1949)

Cherry pepper

Cone pepper

Red clusterpepper

Long pepper

Sweet pepper

　No. of
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Ｃ
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Ｃ
Ｏ

４
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1)しThe detail･of each culture medium is given in Table l
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0
2
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0
0
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(
N
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４。各培地の開発に供された品種の好適培地　Ｔａｂ!e 6から明らかなように，Ａ培地め開発に供さ

れた品種‘昌介トの形成率はどの培地で｡も90％以上の高い値を示した。これに対して不定芽数は

Ａ培地において最も高く13.9であり，その結果形成効率は全培地で最も高い13.5を示した。従って，

‘昌介「に最も適した培地はＡ培地であり，ついでt3培地も適しているといえる。　　▽

　Ｂ培地の開発に供された品種‘カリフォルニアワンダー’については，Ｂ培地での形成率78％は

全培地の平均81％とほとんど異ならなかった(Table 6）。これに対七て不定芽数が12.8と他の培

地より高かったため,形成効率は10.0という高い値を示した。従ってノカリフォルニアワンダー’

ではＢ培地,ついでＡ培地が好適培地とい‘える。　　　　　　十

Table 6 i CU!ture response of pepper varietieswhich had been used to establishculture medium

-

Variety"　　　　　　Culture rｅｓｐｏｎｓe2）　　　　　十　　　Culturemedium 3･）

Inductiun rate {%)

　Ｎｏ、ofbuds

､Culture efficiency･

　Ranking･.

California Wonder　　Induction rate （S）

(Ｂ)

Yatsubusa

　(Ｄ)

No. of buds

Culture efficiency

Ranking　　　　ダ

Induction rate ･(%)

No. of buds

Culture efficiency

Ranking

Induction rateダ(%)

No. of buds

Culture efficiency

Ranking

Ａ

96.9

13.9

13.5

　2

87.5
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４
　
　
　
　
５
６
５

ａ
９
　
６
　
　
７
　
８
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1）Ａ!phabetical characters in parenthesis indicate the culture medium which was

　　established by using･respective varieties.　　，.　　　　　＼　　･＼∧

2) Ranking : Varieties were ranked by their culture efficiency on each culturむmedium.

3）Ｔｈｅdetail of each culture ｍｅ（!iumis given in Table 1 .
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　伺じくＢ培地の開発に供された品種‘ピメント’については，どの培地でも85％以上の高い形成

率を示した(Table 6）。不定芽数はＣ培地において最も高く9.5であり，Ｂ培地では最尚も低く5.0

であった。このためＢ培地での形成効率は4.3と最も低かった。従って，‘ピメント’においてＢ培

地は最も適さない培地であり，好適培地はＣ培地である。

　Ｄ培地の開発に供された品種‘八房’では，どの培地でも90％から100％の高い形成率を示した。
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　しかし不定芽数はＡ，Ｂ,＜Ｃの各培地において9.4から10.1であったのに対し，Ｄ培地では5.8と低

く，このためＤ培地での形成効率は全培地で最も低い5.6を示した。従うで，‘八房’=においでＤ培

地は最も適さない培地であり√好適培地はＣ培地である。‥‥‥　　‥‥‥

５。不定芽からの茎葉体形成　不定芽伸長培地における不定芽の発育・伸長に及ぼす不定芽誘導培

地の影響は, Table 7:に示した通りである。同表は全品種の結果をまとめたものであるが，･十十卜

及び汁十十’と評価されている茎葉体はともによく発育しており，発根処理に移せるニものであっ

たが，･べ及び･十トのクラスでは利用可能な茎葉体は得られなかった。不定芽からめ茎葉体形

成効率は培地によって大きく異なり，Ａ培地においては全培養箱の37％においてよく発育した茎葉

体が得られたのに対し，Ｃ培地ではわずか２％にすぎなかった。また茎葉体形成効率が比較的高い

Ａ√Ｄ培地はいずれもオーキシンを含まない培地であった。　　　　　　　　　　　　　……

Tabke 7. Growth of adventitious buds induced on different culture media

Culture"

medium

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

34.2≪

68.6

63.8

51.1

＋

28.剛

23.5

34.0

31.1

Growth of･adventitiousbud^'

＋＋

～8
9
1
7

7
3
2
6

1

＋＋＋ total

～0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

～2
9
0
1

　
I
　
I
　
！
　
一

9
3
0
1

1
　
　
　
　
１

1) The dむtailof each culture medium ﾚis given in Table l ｡

2) Adventitious buds were cultured on the basal medium (Table J） supplemented with

　＼１mg/1 Zeatin. Results were shown on the basis of culture boxesトwhich contained

十about 5 explants. According to the development of the most advanced shoot or bud,

　ヶculture boxes were classified as follows : － ；no growth, + ; slight gｒｏｗth，＋＋;

　sufficient growtl!，十十十･; full growth.　　　　　　｡　　　　　　　　　　犬

　　　　　　　　　　し　　　　　　　　考…………察　　　　　　　　　　‥‥‥‥‥　　‥

　トウガラシ子葉から不定芽を形成させる培養系に好適とされている４種類の培地は，サイトカイ

二丿を単独で添加する培地(A, D)とサイトカイニンとオーキシンを併せて添加する培地（Ｂ，

Ｃ）とに大別される(Tableトi）。子葉培養法を種苗の大量増殖法として実用化するという観点か

ら見ると，これらの/うちどの培地が最適であるかが問題となる。そこで本研究において解析した結

果，品種によって好適培地の異なることが明らかになった＼（Fig.2,〉Table 4)。し分散分析の結果，

品種・培地間の相互作用が統計的に有意であったこともこの結論を支持しているてでable 3)。従っ

て，トウガラシ品種の子葉培養においては，品種ごとに適した培地を用いる必要性のあることが示，

された。また,好適培地にお:ける形成効率の品種間差異が3.7から2L6であり，いずれの品種におい

ても不定芽形成がみられたことから，本方法の利用による種苗の大量増殖がどの品種においても可

能であることが示された。

　供試品種の好適培地の推定が可能であれば,培養の省力化を図ることができる。そこで本研究で

はこのための指標として熊沢ら（1ﾕ954)による品種群に注目七た。その結果，大果群を除ぐ4品
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種群,即ち通称呼ウガラシ（と呼ばれているグルドプの=在来品種においでは，好適培地が品種群

間で異なったものの群内の品種間では同じであった(Table▽5几これに対七て，通称ヅピーフン’

あるいは･シシトウ’と呼ばれている大果群においては，品種によって好適培地が異なり(Table

5），全品種に適用可能な培地は存在しなかうた。従ってノトウガラシヅにおいては品種の所属す

る群により好適培地を推定できるが,一ビーフン･及びグシシトウ’に抽いては品種毎に好適培地

を調べる必要があると結論できる丿　　　＼　　　　　　　　　　＼　Ｊ　十　　　◇　　　　　＼

　なお大果群における多様な品種間変異は，本群がわが国に導入された時期の新七さを反映してい

るものと思われる。即ち，16世紀に導入された・トウガデシ’では,各地域の栽培環境への適応力

や品質特性に対する長年の選抜によ塵品種の分化が進み,才ableト5の４群が確立された（熊沢ら，

1954)。従って，各群内における遺伝的変異は比較的小さく，その結果培養反応も品種により異な

らなかったと考えられる。一方，明治以降に導入されたしゼー々ンソにおいて凪品種の分化が進

んでいないために多様な遺伝的変異が混在し，このために培養反応も品種により異なづたと考えら

れる。　　　　　　　　　　尚　　　　　　白　　　　　　犬　●●●　●●●　　　●●●●　　●●●●●

　長尾(1985)がＡ培地，Ｄ培地及びＢ類似培噺（ＢＡ２呵／レ＋ＩＡＡ ｌ ｍq／I）などを用いて

　唱介’を培養した結果，Ａ培地が最適であった。本実験においても　唱介’の好適培地はＡ培地

であることが確認された(Table 6)0またGUNAY and Rao (1978)はＢ培地に加えてゼアチン

1 ma/1の培地及びBA 2 ma/1の培地も比較したが,供試品種ヤガリフォルニアワンダー’の好適

培地はＢ培地であった(Table 6几以上のごとより，ゼアチ乙入ＢＡ及びＩＡＡﾚという共通のホルモ

ンを用いながら，長尾(198.5)がＡ培地，そしてＧぱＡＹ･and Rao (1978)がＢ培地とそれぞれ異

なる培地を好適としたのは,供試品種が異なったためである。なお，Ｂ培地において･カリフォル

ニアワンダー’と同様に良い結果を示しだピメンド' (GUNAY and ｈｏレ1978)が，Ｂ培地を最

も不適当な培地とすることが判明した且Table 6）∧が，この相違の原因は明らかではない。

　一方, Sripichittｄ �｡(1987)はＡレＢ及びＣの３培地を好適とする品種･八房' (Table 6）を

供試し，Ｂ類似培地（ＢＡ ３ ma/1 十 IAA l m9／I）及びＤ培地を比較した結果,前者ではなく後者を

最適培地とした。このような相違の原因どして，形成される不定芽の形状の違いが考えられる。 即

ち，誘導された不定芽の発育・伸長が培地中のオーキシンの有無によって異なり，オーキシンを含

まないＡ，Ｄの両培地では培養2工日目にはすでに本葉に類似した形状を示すのに対し，オーキシ

ンを含むＢ，Ｃの両培地では緑色の棒状突起として認められた(Fig. 3)。本実験では不定芽の発

育伸長よりも誘導に注目したために後者万も不定芽としてカウントしたが，この点がSripichitt et al.

(1987卜との相違の原因と考えられる。　　　　　　　　　十

（･1）‘Ａ’ medium （2）‘Ｃ’･ medium

Fig. 3. Adventitious buds initiatedon the proximal end of cotyledon explant in cv. 'Pimento'.'B', 'C and‘E' indicate

　　　　　adventitiousbud, callus and cotyledon explant, respectively.つ(Twenty-onedays after the firstinoculation)
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　不定芽からの茎葉体形成効率について解析するためには，本来ならば各不定芽誘導培地に対応す

る不定芽伸長培地を用いるべきである。しかしながら，本研究では主に不定芽形成効率に注目した

ために，Ａ培地に対応するゼアチン培地だけを用いた。このためにオーキシンを含むＢ，Ｃ培地

において誘導された不定芽が示した低い茎黄体形成効率(Table 7）が,不定芽の素質及び不定芽

伸長培地のどちらに起因するかは不明である。従って,今後は誘導された不定芽からの茎葉体形成

効率についても検討する必要がある。

要 約

　トウガラシ子葉から不定芽を誘導する培養系に好適な培地として４種類の培地が知られているが，

これらの培地の比較試験はほとんど行われていない。そこで本研究では，トウガラシにおける多様

な遺伝的変異を代表すると考えられる33品種を供試して，４培地上での不定芽形成能を比較した。

　分散分析の結果,置床した外植体当りの形成不定芽数で表される形成効率は品種によって異なっ

たが,培地によっては異ならなかった。従って，４培地はいずれも同等の能力を有することが明ら

かである。ただし，品種・培地間での相互作用が統計的に有意であったことから，品種によって好

適培地が異なることが示された。また,好適培地における形成効率の品種間差異が3.7から21.6で

あり，いずれの品種においても不定芽形成がみられたことから，本方法による種苗の大量増殖がど

の品種においても可能であることが示された。

　供試品種の好適培地を推定するための指標として熊沢ら(1954)による品種群に注目したとこ

ろ，大果群を除く４品種群,即ち通称‘トウガラジ　と呼ばれているグループの在来品種において

は,好適培地が品種群間で異なったものの群内の品種間では同じであった。これに対して，通称

　‘ピーマン･あるいぱシシトウ’と呼ばれている大果群においては√品種によって好適培地が異

なり，全品種に適用可能な培地は存在しなかった。従って，‘トウガラシ’においては品種の所属す

る群により好適培地を推定できるが，･ピーマン’及び‘シシトウ’においては品種毎に好適培地

を調べる必要があると結論できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽
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Chart･･Ｌ Culture efficiency of 33 pepper varieties ･cultured on four media

Variety"

　group

Variety

Ａ

Culture medium
-
B　　　　c

Enomi

Takanotsume

Yatsubusa

Fushimi

Large‘fruit

　(local)

Large-fruit

(impｒｏｖed)

Enomi

Huiri･togarashi

Takanotsume

Hontakanotsume

Daruma

Tochigimitaka

Nagayatsubusa

Yatsubusa

Sapporo-onaga

Nikko

Fushimi-amanaga

Kishu･shishito

Yamashina-togarashi

Shishito

Tanaka-tc garashi

California Wonder

Shosuke　一一

Chinese Giant

Chile Duiee

Daio

Gokuwase-ojishi

Gokuwase-shuryoku

Heian-eiko

Isepiman

Ishiipiman・

Miemidori

Ogata-yolowonder ，

Pimento-type

Pimento

Ruby King

Sakigake

C、ｂａｃｃａtiｔｍＬ.･　　LS 1655

　　　　　　　　　LS 1658

　7.59

　4.47

　4.09

　3.13

14.66

　7.94

　9.84

　8.44

12.72

10.31

　7.97

　3.41

　5.81

　5.06

　6.28

　9.38

13.50

　0.50

　6.88

　5.75

　1.66

　1.41

　8.96

　3.72

・1.81

　2.44

　6.03

　5.30

　7.50

　1.81

　7.91

　5.72

　0.75

15.84

　7.75

　7.47

　3.63

　2.75

　3.97

　･2.56

　9.69

21.63

　8.41

10.91

　2.75

　6.78

2.66

　9.00

10.03

11.19

　6.44

　0.03

　4.16

　9.94

　8.53

12.19

　1.91

　2.84

7.37

　4.75

　3.56

　4.34

11.47

　4.71

　4.91

　0.66

10.50

　5.27

13.91

　8.28

　5.31

　3.63

　4.84

10.06･

　9.94

　7.06

　3.72

　2.75

　3.25

　3.47

　3.31

・4.69

　5.56

　3.72

　1.09

19.91

　2.59

　1.94

5.09

　1.22

　4.47

　0.72

15.31

　5.76

　9.47

11.72

11.70

15.94

　6.50

D-

8.22

2.34

9.44

６
　
３
　
９
　
４

５
　
０
　
５
　
８

６
　
９
　
３
　
４

　5.59

11.81

　7.53

　5.28

　5.06

　6.37

　4.00

　6.47

　5.50

7.38

　5.69

　1.56

　4.63

　9.63

　4.00

　7.48

　0.63

　2.03

　1.50

　9.00

　5､53

　6.41

・7.59

４
　
９
　
８

０
０

C
S
l

Ｃ
Ｏ

０
　
８
　
０

1) See notes in Table 4
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