
※催芽…種子をまく前に、吸水させた種子を適温に保って発芽状態にすること。

山
やま

川
かわ

　邦
くに

夫
お

　
前
号
で
は
植
物
に
「
短た

ん

日じ
つ

植
物
」
と

「
長

ち
ょ
う

日じ
つ

植
物
」
が
あ
り
、
短
日
植
物
の
花か

成せ
い

は
日
長
が
一
定
時
間
以
下
に
な
っ
て
初

め
て
開
始
さ
れ
る
の
に
対
し
、
長
日
植
物

は
日
長
が
延
び
る
ほ
ど
花
成
が
早
ま
る
も

の
の
長
日
が
花
成
の
絶
対
条
件
で
は
な
く
、

比
較
的
短
日
で
も
ゆ
っ
く
り
と
花
成
が
進

む
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。

　
そ
れ
で
は
長
日
植
物
に
は
花
成
の
絶
対

条
件
が
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な

く
、
多
く
の
長
日
植
物
の
花
成
開
始
に
は

低
温
経
過
が
必
要
な
の
で
す
。

バ
ー
ナ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

（
春
化
）
と
は

　

コ
ム
ギ
に
は
、
春
に
播
種
し
て
も
開
花

す
る
春
ま
き
品
種
群
と
、
秋
に
播
種
す
れ

ば
翌
春
に
は
開
花
す
る
も
の
の
、
冬
が
あ

け
た
春
に
ま
く
と
葉
だ
け
が
茂
っ
て
開
花

し
な
い
秋
ま
き
品
種
群
が
あ
り
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
通
常
春
ま
き
で
は
開
花
し
な
い

秋
ま
き
性
品
種
の
種
子
を
、
吸
水
・
催さ

い

芽が

し
た
後
に
一
定
の
低
温
に
一
定
期
間
以
上

さ
ら
し
て
か
ら
播
種
す
る
と
、
春
に
ま
い
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試験場でイチゴの品種改良、放射線育種場に移り、米国
留学研究を含めた、放射線生物研究論文で農学博士（東
京大学）受位。野菜試験場に移り、耐病性育種に関する研
究で農林水産大臣賞および園芸学会賞受賞。昭和63年野
菜・茶業試験場場長、平成4年農林水産省退官後、タキイ
研究農場長、同園芸専門学校長を経て、平成16年退社。
著書：「野菜の生態と作型」（農山漁村文化協会）ほか。

※

第
５
回

タキイ園芸
専門学校

元校長が解
説

野
菜
の
作
型
と

品
種
生
態

バ
ー
ナ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

（
春し

ゅ
ん

化か

）の
重
要
性

シードバーナリ？　
グリーンバーナリ？　
バーナリゼーションとは

何でしょうか？
今回は大部分の長日性
葉根菜の花成に必要な
「バーナリ」について

解説します。

？

野
菜
の
作
型
と

品
種
生
態

〜
栽
培
の
幅
を
広
げ
る
た
め
に
〜
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て
も
開
花
す
る
こ
と
を
ロ
シ
ア
の
科
学
者

が
１
９
２
９
年
に
発
見
し
、
こ
の
現
象
を

春
化
（
英
訳
「
バ
ー
ナ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」、

以
後
「
バ
ー
ナ
リ
」
と
略
す
）
と
名
づ
け

ま
し
た
。
「
冬
の
低
温
を
経
過
し
て
初
め

て
春
の
効
果
（
＝
開
花
）
が
出
る
」
と
解

釈
す
れ
ば
、
春
化
の
意
味
を
理
解
で
き
る

と
思
い
ま
す
。
春
化
は
日
長
性
の
発
見
と

並
び
、
花
成
に
関
し
て
の
二
大
発
見
と
い

え
ま
す
。

低
温
要
求
性
の

種し
ゅ

・
品
種
間
差

　

バ
ー
ナ
リ
に
必
要
な
低
温
量
（
低
温
の

度
合
い
と
遭
遇
期
間
）
は
、
種
や
品
種
に

よ
っ
て
随
分
差
が
あ
り
ま
す
が
、
期
間
は

大
雑
把
に
い
っ
て
数
十
日
と
考
え
て
よ
い

で
し
ょ
う
。
低
温
度
は
低
い
ほ
ど
よ
い
と

い
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
一
般
に
５
〜
10

℃
が
最
も
有
効
と
い
え
ま
す
が
、
南
方
に

適
応
す
る
品
種
の
中
に
は
20
℃
以
上
の
気

温
で
も
バ
ー
ナ
リ
が
起
こ
り
、
一
見
低
温

が
必
要
な
い
よ
う
に
見
え
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。バ

ー
ナ
リ
が
必
要
な

長
日
性
葉
根
菜

　

大
部
分
の
長
日
性
葉
根
菜
の
花
成
に
は

バ
ー
ナ
リ
が
必
要
で
、
セ
リ
科
野
菜
（
ニ

ン
ジ
ン
な
ど
）、
ユ
リ
科
野
菜
（
タ
マ
ネ

ギ
な
ど
）、
そ
し
て
ア
ブ
ラ
ナ
科
野
菜
の

大
部
分
（
キ
ャ
ベ
ツ
、
ハ
ク
サ
イ
、
ダ
イ

コ
ン
な
ど
）
は
バ
ー
ナ
リ
植
物
で
す
。
た

だ
、
ア
ブ
ラ
ナ
科
の
中
で
カ
ラ
シ
ナ
（
タ

カ
ナ
）
は
低
温
要
求
性
が
極
め
て
低
く
、

長
日
要
求
性
が
高
い
の
で
、
実
際
上
は
単

な
る
長
日
性
植
物
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ

う
。低

温
に
感
応
す
る

発
育
ス
テ
ー
ジ

　

先
に
述
べ
た
コ
ム
ギ
の
実
験
で
は
、
低

温
処
理
を
吸
水
・
催
芽
後
の
種
子
に
対
し

て
行
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
発
芽
前

の
胚
の
状
態
か
ら
低
温
に
感
応
し
始
め
る

植
物
を
「
シ
ー
ド
バ
ー
ナ
リ
型
植
物
」
と

呼
び
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
シ
ー
ド（
種
子
）

と
い
っ
て
も
休
眠
中
の
乾
燥
種
子
は
低
温

感
応
の
心
配
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
発
芽
後
、
植
物
体
が
一
定
の
大

き
さ
に
達
し
て
初
め
て
低
温
に
感
応
す
る

植
物
を
「
グ
リ
ー
ン
バ
ー
ナ
リ
型
植
物
」

と
呼
び
ま
す
。
播
種
か
ら
低
温
感
応
ま
で

の
期
間
（「
基
本
栄
養
生
長
相
」
と
呼
ば

れ
る
）
は
、
種
・
品
種
に
よ
り
大
差
が
あ

り
、
例
え
ば
キ
ャ
ベ
ツ
で
は
本
葉
３
〜
５

枚
の
幼
苗
で
感
応
を
始
め
る
品
種
か
ら
、

20
枚
程
度
に
な
る
ま
で
感
応
し
な
い
品
種

が
あ
り
ま
す
。

低
温
か
ら
長
日
へ
の

役
割
リ
レ
ー

　

花
成
に
お
け
る
低
温
と
長
日
の
役
割
に

は
発
育
段
階
的
な
分
担
が
あ
り
、
そ
の
順

序
は
冬
か
ら
春
へ
の
自
然
気
候
の
動
き
に

沿
う
よ
う
に
、
ま
ず
低
温
、
次
に
長
日
へ

と
主
役
が
移
る
の
で
す
。

↑グリーンバーナリ型植物のキャベツ。どの時点で感応するか
は、品種によって違う。

シードバーナリと
グリーンバーナリの違いを　

ざっと説明すると、「催芽後の種子
状態から低温に感応するタイプ＝
シードバーナリ、植物体が一定の
大きさになってから低温感応を開始
するタイプ＝グリーンバーナリ」

と定義できます。

↑シードバーナリ型植物のダイコン種子。
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図  低温による茎頂変化と長日による花茎の発達（模式図）
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催芽

最終葉

バ
ト
ン
タ
ッ
チ
と
茎け

い

頂ち
ょ
う

変
化

　

上
図
に
よ
り
説
明
し
ま
す
。

　

花
成
開
始
前
の
栄
養
生
長
期
の
茎
先
端

か
ら
未
展
開
の
葉よ

う

芽が

を
剥む

い
て
い
く
と
、

ド
ー
ム
状
の
茎
頂
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

生
長
点
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
ド
ー
ム
内
の

細
胞
分
裂
組
織
が
す
べ
て
の
形
態
形
成
の

源
で
、
葉
や
花
は
一
見
す
る
と
茎
の
側
面

に
つ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
す

べ
て
茎
頂
に
起
源
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み

に
最
近
、
動
物
生
理
・
医
学
で
、
一
定
の

器
官
へ
の
分
化
能
力
の
あ
る
幹か

ん

細
胞
（
ス

テ
ム
・
セ
ル
）
の
有
用
性
が
叫
ば
れ
て
い

ま
す
が
、
植
物
の
茎
（
ス
テ
ム
）
の
頂

い
た
だ
き

は

文
字
通
り
、
万
能
の
ス
テ
ム
・
セ
ル
な
の

で
す
。

　

発
芽
か
ら
花
成
開
始
ま
で
の
栄
養
生
長

期
に
は
、
茎
頂
か
ら
は
葉
し
か
で
き
ま
せ

ん
。
花
成
は
こ
の
茎
頂
に
お
い
て
始
ま
り

ま
す
。

　

最
初
の
可
視
的
変
化
と
し
て
、
一
般
に

は
茎
頂
ド
ー
ム
が
扁へ

ん

平ぺ
い

化
し
ま
す
が
、
そ

の
形
態
は
種
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
茎

頂
が
そ
の
ま
ま
花か

芽が

と
な
り
、
茎
の
伸
長

が
止
ま
る
植
物
も
あ
り
ま
す
が
、
長
日
性

の
葉
根
菜
の
多
く
で
は
茎
頂
は
伸
長
を
続

け
ま
す
。
し
か
し
大
事
な
こ
と
は
、
そ
れ

ま
で
の
栄
養
茎
が
葉
を
つ
け
る
の
と
は
違

っ
て
、
茎
頂
変
化
後
の
茎
は
花
を
つ
け
、

時
々
苞ほ

う

葉よ
う

と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
葉
を
つ
け

る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
通
常
の
葉
は
も
は

や
つ
け
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
栄
養
茎
か
ら
生
殖
茎
（
花か

茎け
い

）

へ
の
変
化
で
す
。
こ
の
茎
頂
変
化
を
「
花

芽
分
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、

こ
こ
で
は
個
々
の
花
芽
の
分
化
と
区
別
し

て
「
花
茎
（
花か

序じ
ょ

）
分
化
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
し
ま
す
。

　

特
記
し
た
い
の
は
、
バ
ー
ナ
リ
、
つ
ま

り
花
成
に
お
け
る
低
温
の
役
割
は
花
茎
分

化
を
も
っ
て
終
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
図
に
示
し
た
よ
う

に
、
低
温
の
役
割
は
可
視
的
な
茎
頂
変
化

の
前
に
終
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
低
温

が
充
足
し
た
結
果
と
し
て
茎
頂
の
変
化
が

起
こ
る
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
以
後
の
個
々
の
花
芽
分
化
、
開
花
、

抽ち
ゅ
う

苔だ
い

（
ト
ウ
立
ち
）
の
経
過
は
、
す
べ
て

長
日
が
促
進
し
ま
す
。
花
茎
分
化
以
後
の

低
温
は
、
か
え
っ
て
花
茎
の
発
達
を
抑
制

し
ま
す
。
長
日
性
葉
根
菜
の
草
姿
は
栄
養

生
長
時
に
は
地
を
覆
う
ロ
ゼ
ッ
ト
状
で
す

が
、
花
茎
が
伸
長
を
始
め
る
と
、
す
で
に

↑栄養生長時のダイコンは、ロゼット
（茎の節間がつまって葉が重なりあ
い、放射状に広がっている状態）の
草姿。
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分
化
し
て
い
た
葉
を
含
め
て
、
節
間
が
伸

び
て
上
に
立
ち
上
が
り
ま
す
。
こ
れ
が
ト

ウ
立
ち
で
す
。
長
日
の
効
果
は
花
茎
分
化

後
だ
け
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
く
、
花

茎
分
化
促
進
に
も
プ
ラ
ス
に
働
く
場
合
が

多
い
で
す
が
、
花
茎
分
化
は
何
と
い
っ
て

も
低
温
が
主
役
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
「
バ
ー
ナ
リ
植
物
で

は
低
温
が
花
成
を
ス
イ
ッ
チ
オ
ン
し
、
以

後
の
進
行
を
長
日
が
務
め
る
」
と
総
括
で

き
ま
す
。

葉
根
菜
に
お
け
る
花
成
被
害

　

葉
根
菜
栽
培
に
お
け
る
花
成
の
害
は
、

葉
数
不
足
と
早
期
抽
苔
の
二
つ
で
す
。

　

図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
栄
養
茎
頂
が
花

茎
頂
に
変
わ
る
と
、
正
常
葉
の
形
成
は
そ

こ
で
止
ま
り
ま
す
。
葉
根
菜
、
特
に
キ
ャ

ベ
ツ
、
ハ
ク
サ
イ
な
ど
で
は
結
球
の
た
め

に
一
定
の
葉
数
が
必
要
な
の
で
、
早
す
ぎ

る
花
茎
分
化
は
致
命
傷
と
な
り
ま
す
。

　

次
に
、
花
茎
分
化
ま
で
に
十
分
な
葉
数

が
確
保
さ
れ
た
と
し
て
も
今
度
は
早
期
抽

苔
が
問
題
に
な
り
、
収
穫
前
に
抽
苔
す
れ

ば
商
品
価
値
が
な
く
な
り
ま
す
。

　

以
上
、
花
成
の
有
無
、
あ
る
い
は
そ
の

遅
速
に
関
係
す
る
特
性
と
し
て
、
長
日
や

低
温
要
求
性
の
程
度
、
基
本
栄
養
生
長
相

の
長
さ
な
ど
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
品
種
に
よ
り
大
き
な
差
が
あ

る
の
で
、
作
型
に
応
じ
て
適
し
た
品
種
を

選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
花
成
被
害
を
最

小
限
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
、
葉
根
菜
に
は
長
日
性
植
物

が
多
く
、
長
日
性
植
物
に
は
バ
ー
ナ
リ
植

物
が
多
い
と
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
う

で
な
い
も
の
を
こ
こ
に
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

●
バ
ー
ナ
リ
を
必
要
と
し
な
い

　
長
日
性
野
菜

　

ア
カ
ザ
科
の
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
は
花
成
に

低
温
を
必
要
と
せ
ず
、
長
日
の
効
果
が
圧

倒
的
に
高
い
の
で
、
単
な
る
長
日
性
植
物

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

キ
ク
科
の
レ
タ
ス
も
低
温
を
必
要
と
せ

ず
、
長
日
と
高
温
、
特
に
高
温
が
花
成
を

促
進
し
、
実
際
栽
培
で
の
花
成
は
主
と
し

て
高
温
期
に
発
生
し
ま
す
。

●
短
日
性
葉
菜

　

長
日
性
植
物
は
短
日
下
で
栄
養
生
長
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
一
般
に
低
温
性

で
あ
り
、
日
本
の
長
日
性
葉
根
菜
も
冷
涼

地
を
除
き
真
夏
の
生
産
が
困
難
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
日
本
の
真
夏
に
も
平
気
で
栄
養

生
長
で
き
る
葉
菜
は
な
い
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
が
シ
ソ
、
ヨ
ウ
サ
イ
（
エ

ン
サ
イ
）、
ツ
ル
ム
ラ
サ
キ
、
ヒ
ユ
な
ど

で
す
。
い
ず
れ
も
長
日
期
（
し
か
も
低
緯

度
）
を
通
し
て
栄
養
生
長
す
る
短
日
性
植

物
で
、
真
夏
の
緑
葉
野
菜
と
し
て
希
少
な

存
在
で
す
。＊　

　
　

＊　
　
　

＊

　

次
回
は
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
種
・
品
種

生
態
と
作
型
と
の
関
連
を
、
代
表
的
な
結

球
野
菜
で
あ
る
ハ
ク
サ
イ
と
キ
ャ
ベ
ツ
を

対
比
し
な
が
ら
、
よ
り
具
体
的
に
説
明
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

長日植物の多くの
“花成＝花の生育プロセス”
は低温を経過することで
開始されますが、

花の発達や花茎の伸長は
長日で促進されます。

→
花茎や節間が伸びたアブ
ラナ科のキャベツ（写真
上）、セリ科のニンジン
（写真下）の様子。

↑長日性植物で花成に低温が不要な
ホウレンソウ（写真は雄花）。

↑短日性植物のシソは、真夏にも生長できる葉菜。

野菜の作型と品種生態野菜の作型と品種生態
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