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たがって，‘ 甘太 ’ の GA 処理による糖
度や果肉硬度の上昇は，品種独特のも
のであると考えられた。

‘ 豊水 ’ では，満開 30 日後の GA
処理により，みつ症が多く発生する（佐
久間ら 1995）。一方，‘ 甘太 ’ では，
満開 30 ～ 40 日後の GA 処理による
みつ症の発生は見られなかった。した
がって，‘ 甘太 ’ への GA 処理は，み
つ症を発生させず熟期促進できる技術
として利用できると考えられた。

岩谷ら（2019）は，‘ 甘太 ’ への満
開 50 日後の白一重袋の被袋により，1

果重は減少し，糖度は上昇すると報告
している。本試験では，満開 50 日後
の被袋に GA 処理を併用することで，
被袋による糖度上昇に加え，GA 処理
による収穫期前進化や，果実肥大促進
効果も同時に得ることができた。した
がって，GA 処理により被袋による果
実重低下を抑制できると考えられた。

3. まとめ

 ① ‘ 甘太 ’ の収穫始は，満開後 42
日間の平均気温で予測できると考えら

れる。ただし，年により予測精度にば
らつきがあるため，精度を高めるには，
収穫予定日前の気温も含めた予測式を
作成する必要がある。

② ‘ 甘太 ’ 収穫する際は，収穫期前
半は地色 2 ～ 2.5 程度，後半は地色 2
程度を目安に収穫することで，糖度と
シャリ感を確保できる。

③ ‘ 甘太 ’ への GA ペースト処理に
より，収穫期を早めることができ，埼
玉県では彼岸出荷も可能となる。処理
による果肉障害の発生は見られない。
GA ペースト処理と満開 50 日後の被
袋を併用することで，収穫期を早め，
糖度を上昇させるとともに，被袋によ
る果実重低下を防ぐことができる。
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表 -2　‘ 甘太 ’ への GA 処理が収穫期と果実品質に及ぼす影響（2016 ～ 2019）

始 盛 終

有 9/20 9/26 10/4 665.6 13.8 4.85 4.3

無 9/27 10/1 10/7 577.3 13.2 4.80 4.2

- ＊＊ - ＊＊ ＊＊ ＊ n.s.

有 9/25 9/30 10/5 648.1 13.9 4.86 4.3

無 9/25 10/3 10/9 565.4 13.8 4.90 4.0

- ＊＊ - ＊＊ n.s. ＊＊ ＊＊

有 9/22 9/24 9/27 669.5 14.8 4.69 4.6

無 10/2 10/4 10/10 693.0 13.1 4.73 4.1

- ＊＊ - n.s. ＊＊ n.s. ＊＊

有 9/23 9/24 9/28 591.6 14.9 4.87 -

無 9/28 10/9 10/19 586.3 13.1 4.84 -

- ＊＊ - ＊＊ ＊＊ n.s.

z)t検定で＊は5%，＊＊は1%水準の有意差あり
y)一元配置分散分析で＊は5%，＊＊は1%水準の有意差あり
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表 -3　‘ 甘太 ’ における GA 処理と被袋処理の併用が果実品質に及ぼす影響（2019）

50 9/26 az) 3.9 a 584.1 a 16.1 a 4.84 5.0 a

80 9/26 a 3.4 ab 615.3 a 14.8 b 4.79 4.2 b
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　雑草の問題は，単に農耕地や非農耕地だけではなく，他に
も河川・クリーク・湖沼などでも見られている。その中で
近年，問題になっている雑草としてはナガエツルノゲイト
ウAlternanthera philoxeroides  (Mart.) Griseb. とオオバナミズ
キンバイ d  d  (Michx.) Greuter & Burdet が
ある。中には水田に流れ込み，水田雑草と化している（嶺田 
2020：中井ら 2020）。本稿では，千葉県北西部の手賀沼で
観察されたオオバナミズキンバイについて紹介する（図 -1）。
■日本での確認と分布
　オオバナミズキンバイは，中南米を原産地とするアカバ
ナ科チョウジタデ属の多年生の水生植物である。日本では
2005 年に和歌山県日高川町で，2007 年には兵庫県加西市
の溜池で生育が確認された。現在，兵庫県加西市，琵琶湖（滋
賀県），鴨川（京都府），和歌山県日高川町，串良川（鹿児島
県），霞ケ浦（茨城県），印旛沼・手賀沼（千葉県）などで分
布が確認されている（千葉県 2018：稗田 2018：鹿児島県：
柏市 2020：京都府：中井ら 2020：滋賀県）。水中から陸上
まで生存が可能で適応性が大である。なお，アカバナ科チョ
ウジタデ属の植物としては，在来種のミズキンバイ，水田雑

草のチョウジタ
デ，さらには近
年，特に関東以
西の水田で問題
となっているヒ
レタゴボウ（徐 
2017）がある。
■亜種
　オオバナミズ
キンバイは，6 倍
体の亜種オオバ
ナミズキンバイL. 
grandiflora (Michx.) 
Greuter & Burdet 
ssp. grandiflora と，
10 倍 体 の 亜 種
ウスゲオオバナ
ミズキンバイ L. 
grandiflora (Michx.) 
Greuter & Burdet 
ssp. hexapetala が
しられる ( 稗田 
2018, 2020：

鹿児島県：中井ら 2020)。兵庫県と和歌山県の集団は前者，滋
賀県と鹿児島の集団は後者である。両者の形態的な識別は困
難である。著者が観察した手賀沼の集団については，同定を
行っていないため，ここでは両者を合わせてオオバナミズキ
ンバイとして扱う。
■形態的特徴
　茎の高さは 30cm から 1m 程度。生活環境によって浮葉形，
抽水形，および陸生形の 3 生活形が存在し，水辺から陸上
にかけて各生活形で適応・繁茂することで高い侵略性を実現
している（稗田 2018）。葉は長披針形から楕円形で互生し
茎頂部では節間が詰まっている。葉腋からの単生の長い柄の
先に，直径 3cm 程度の鮮橙黄色の花を着け（図 -2），種子
繁殖も行う（稗田 2018）。ナガエツルノゲイトウの茎は中
空であるが，オオバナミズキンバイの茎は中空ではなく髄が
詰まっている。葉の縁や茎には軟毛が生える。水中では走出
枝を盛んに伸ばす。
■特定外来生物
　オオバナミズキンバイは、葉や茎の切れ端からでも再生す
るほどの驚異的な繁殖力を持ち，水面を覆い尽くし，他の生
物の生息や漁業の障害となるなど，生態系や人の暮らしに大
きな影響を与えている（京都府）。2014 年に「特定外来生物」
に指定され，学術研究や教育などを目的として，あらかじめ
申請して許可を取得した場合を除き，飼育，保管，生きたま
まの移動等はできない。
■手賀沼および周辺での発生の現状
　手賀沼は，千葉県北西部の柏市・我孫子市・白井市・印
西市にまたがる利根川水系の湖沼である。ここでのオオバ
ナミズキンバイの最初の確認は 2017 年であった ( 千葉県 
2018)。2020 年に著者が手賀沼で行った観察でも，ナガエ
ツルノゲイトウとオオバナミズキンバイの両方が見られ，場
所によっては競合している。入り組んだ沼の岸辺やヨシ群落
の周りに引っかかり，そこを足場に群落を拡大している。沼
の中だけではなく，河川敷や遊歩道脇など陸地でも見られて
いる。開花は，7 月中下旬が最盛期で，5 月中旬頃から 10
月上旬頃まで見られている。なお，印旛沼周辺の水田や水路
にはナガエツルノゲイトウが侵入し問題となっているが（嶺
田 2019），著者が観察を行った手賀沼周辺の柏市戸張新田・
大井新田・箕輪新田の水田地帯では，オオバナミズキンバイ
やナガエツルノゲイトウが侵入した水田は確認できなかっ
た。なお，手賀沼の堤防では，同じく特定外来生物のアレチ
ウリも見られている。
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図 -1　 手賀沼に群生する黄色花のオオバナミズ
キンバイ

          （2020 年 7 月 27 日，千葉県柏市）

 図 -2　オオバナミズキンバイ
（左）黄色花と茎葉部，（右）茎や葉の軟毛

 　 （2020 年 6 月 29 日，千葉県柏市）


