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海外遺伝資源等を活用した極多収大豆育種素材の開発

１ 研究の背景

国産大豆の収量は主要な大豆生産国に比べて大幅に低く、これが高価格化の背景となっている。このため、
生産現場から栽培しやすい極多収品種を開発することが求められています。そこで、海外の多収遺伝資源等
を活用するとともに、収量選抜を強化して極多収の育種素材の開発を目指します。
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１．多収遺伝資源の遺伝的基盤の解明
1-(1)海外遺伝資源由来の多収性領域の解析

「LD00-3309」由来の多収性候補領域を特定し、最下着莢節位、莢数、収量等に影響することを明らかに
するとともに、多収性候補領域と病害虫抵抗性を併せ持つ系統を開発しました。

1-(2)短節間形質の遺伝的解析と交配母本への導入
「Y2｣由来の節間長を短くする遺伝子（短節間遺伝子）の候補領域を特定してマーカー化するとともに、
「フクユタカ」等に戻し交雑した系統を開発し、耐倒伏性が向上することを明らかにしました。

1-(3)～(7)耐倒伏性、 収量性のQTL解析とQTL効果の実証
「フクユタカ×5002T」および「フクユタカ×UA4805」の組換え自殖系統群(FU-RILs)の解析結果から、
耐倒伏性（主茎長・平均節間長）、収量性（分枝数）等に関連する遺伝子領域を見いだしてマーカー化
するとともに、「系統Ａ」、「予備系統М」などの有望な素材を開発した。

1-(8)育種素材・マーカー開発促進のためのゲノム選抜手法の開発と支援
交配母本の遺伝子変異が容易に確認・選定できる遺伝子カタログを作成するとともに、674マーカーから
なるアンプリコンマーカー高密度連鎖地図の作成、多収関連マーカー等の選抜支援を行いました。

２．海外遺伝子等を活用した大豆極多収系統の開発
2-(1)～(6)極多収系統の開発

500kg/10a以上の収量ポテンシャルを有する系統として、寒地向けの「予備系統Ｎ」「予備系統О」、寒
冷地向けの「予備系統Ｐ」「予備系統Ｑ」「予備系統Ｒ」、温暖地向けの「系統Ａ」 「系統Ｂ」「系
統Ｃ」「系統Ｄ」、暖地向けの「予備系統Ｓ」「予備系統Ｔ」などを開発しました。また短節間遺伝子
を主要品種に導入した短節間系統群を開発しました。

2-(7)～(10)、(12)～(14）多収系統の多収性の実証と多収要因の解明
密植栽培と追肥などを組み合わせて、寒地、寒冷地、温暖地などで多収系統のポテンシャルを発揮でき
る栽培条件を明らかにするとともに、開発された多収系統の多収性が、主茎節数や分枝数の増加に伴う
稔実莢数増加が主要因であることを明らかにしました。

2-(11)日本型機械化育種システムの構築

プロットシーダーとプロットコンバインを組み合わせることで、多数系統の効率的な収量選抜試験を実

施可能なことを示すとともに、595品種・系統・集団の選抜試験に活用しました。

【アウトプット目標】
多収品種開発に寄与するDNAマーカーを3種類以上開発するとともに、500kg/10a以上の収量ポテンシャルを

示す極多収大豆育種素材を地域ごとに1系統以上開発します。

【アウトカム目標】
これらの育種素材やマーカーを活用し、10年後を目処に実用品種を地域ごとに1品種以上育成します。

２ 研究の目標

３ 研究成果の概要
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海外遺伝資源等を活用した極多収大豆育種素材の開発
500kg/10aのポテンシャルを備えた極多収系統群の開発と多収関連マーカーの開発

１．多収遺伝資源の遺伝的基盤の解明

短節間形質関連マーカー開発 多収性選抜マーカーの開発

フクユタカ UA4805

染色体
LD後代

東北研選抜系統群
（3集団由来）

LD後代
作物研選抜系統群
（作交1020由来）

SSR Markers 物理位置 Upper primer sequence (5'-->3') Lower primer sequence (5-->3')

2 2 2 Sat_096 1,784,204 ATTATAGGGAGTAACCACAAAGAAAAA GCTAGCTACCTGCCAGTGATTAT
2 0 2 Sat_279 2,005,076 GCGTTGCGTTGTTACGTGAAAGCACAGAA GCGACTGGTTAATCTAGTCAGACTTAACAG
2 2 2 Sat_227 3,124,965 GCGCAAAATGATTTGGGAAAATAACTTACAGCGTTATATACTTTTGGCGAGTTATCC
2 0 3 BE021153 7,055,739 GCGAAACTGCTTGTATTTTA GCGCTCCAATTGAAAGTG
2 2 2 Sat_373 8,400,649 GCGCCGTAAATTCTAACATGTGTATGTGACGCGGGAAAAAAACAAAAAATTATGACTTCA
2 2 2 Sat_211 8,831,775 GCGATCACCGGACTTAGAGAGTTA GCGGAGCTAATTAAAAAGTCATTCCAATA
2 0 0 Sat_173 9,482,582 GGGATGGCCTTTTATTCTAC TGTCTCCATTGCTACGACTAAG
2 0 0 Satt558 10,619,681 CTCACACCCTTTCATTATCTA AAATCGCGCATCTAAATTTAC
2 2 0 Sat_254 11,169,075 GCGTGATTAACGGATAATATGTTATTGAA GCGACACAAGCGGAATAATTAGAGATA
2 2 0 AI856415 11,326,572 GCGAAGTCAGTAAAAACATTGGATA GCGGGCGTGAATAAGAGAAGAA
2 0 -1 Satt296 13,335,951 GCCCCACAACCAGAAACAC GAAATTTGGCGACTAAAAACTGC
2 0 0 Satt282 24,281,944 TGCGGGACAATTTTAGATTTAT AGATGGATGAAAGTTGGAGAAAG
2 -1 0 Satt290 25,606,121 GCGGATTTATAAAACATTAAAAATCA GCGCGCACGGCTGAAACACTCTCTCA
2 0 0 Satt350 36,833,446 GCGGGAGTTTAAAATATGCTTTTG GGCTTAGGCTTTGTGTCTGGAAGT
2 0 0 Sat_135 37,285,642 GCGCCTCGCCTATATTAAATTACAAAA GCCTCCGCCTCCGAAATACACTTA
2 -1 0 Sat_169 37,813,855 ATTCGTTAAATACTCCACATCAATA TTATGCTTTGTTGTTTTTCAGTT
2 -3 0 Sat_139 41,802,945 CATGTTGAATCACTAATTCAATTT GGGTCGTTCCTGCTACAGGCATGAAG
2 -1 0 Sat_069 43,278,810 CGACCAGCTGAAGAAA CTGAATACCCATCATTACTTAA
2 0 0 Sat_183 44,317,314 GCGTCCAGCCTGACCATTTTA GCGTTCCAATGTCTGATTATTT
2 0 0 Sat_202 45,497,652 GCGGGCCAAGTGAATAACAAGTTTATAAA GCGTCCTGCCACACCATTTTTATACTTTTAA
2 0 0 Sat_289 47,042,650 GCGAATTCCAGCTTTTATCACTTTATGAC GCGATTGGAAAGTGCCTTTTATGTT
2 0 0 Sat_283 48,330,571 GCGTGGTGCACGATCATATAGAG GCGTCTCCTTCGCTATCTCAAAC
20 0 2 BARCSOYSSR_20_0010 187,853 GCAAAGGGACTTTTGTAAAGGTAA CCGTTCTCCACAAAAACACC
20 3 0 Satt562 1,882,497 GCGGATTGACTGAGATGTTTAT GCGGCGGCAGGTTAAATGGATTGA
20 3 2 BARCSOYSSR_20_0181 3,148,736 GCTTGAGTATCAATTAGCATTTTTG TGTTTTGTAAGAAGCGTGAGTG
20 3 1 Satt587 3,725,849 GCGAATGGTTGCTCAAATAATC GCGCAAACCGCACAAGTTTATGT
20 0 3 BARCSOYSSR_20_0404 8,897,165 TTTCCTATTTGGGTTGACTGC TCACGGGTGGACCTAAAGTT
20 3 0 Sctt012 15,729,326 CCATTATCGCACATCATT GCTGCATTTTCCCTCTA
20 0 3 Sat_268 20,109,911 GCGTGCAACATATGACACCATAAAT GCGTGAGGAGGTTCAAAAATAACAT
20 3 2 Sat_219 25,674,422 GCGTCATGCCACGTGATATTTTAT GCGTGTGTCCCAAATGTGATTCA
20 3 2 Sat_174 25,693,363 TACGAAATATTGCAAGAGATACATT GCCTTAGATCAATTGTGATAAAAA
20 2 2 BARCSOYSSR_20_0589 27,703,918 TTTGTGCACTGATAGGCATTG CAAGCTCACTGCTGGGAAAT
20 0 2 BARCSOYSSR_20_0751 34,049,435 CAGAAAAGGGGTGCATGAAT GCCACCTCCGTGAATTTAATC
20 2 2 Sat_105 35,373,753 TTCCATACAAGATATCAAGTGAATTG GCTCCCCTACATTGGTAGTAAA
20 0 2 BARCSOYSSR_20_0924 37,510,442 TCACCGCTATTTAGGATCGAA TGGTTAGTTTTCCAAAATGGG
20 0 2 Sat_104 37,790,002 CCCTTGACAACCTTTTTAC ACGAGTTGCTACAAATGAAT
20 0 2 Sat_170 39,770,965 GCGGATTGATTTAATTAAGTGTGATTAA GCGCCGATGATCATGAATTAGAATAACA
20 0 0 BARCSOYSSR_20_1126 40,694,893 AAGGACAACGTGTCGGAAAA TAGGTGTTGCGATGGTGAAA
20 0 0 Sat_324 40,999,968 GCGCAATGTCCCTCTTTCTTCCAATGATAAGCGTGCAGGGGAGATTAGCTAGAAATGTG
20 0 2 Sat_421 41,019,252 GCGTGAAGCCGCACCAATA GCGAACTCCTACTATAATG
20 0 0 Sat_420 42,933,912 GCGGATGGAGCCAACA GCGTGTAGCCCTAGAAAGTT
20 0 1 Sat_155 42,934,069 GGGACAGCACCGTCAAGGAGGAGA TGGGAAAGAAATTGTAGC
20 0 0 GMGLPSI2 42,990,103 TTCGAAGCATTCAAGG AAAAGACAAAAACATACTATAAAA
20 0 2 AQ851518 44,490,456 GCGTAGAGCTGGGTTAGAGTAGTTA GCGTAGAGCTGGGTTAGAGTAGTTA
20 0 0 BARCSOYSSR_20_1328 47,837,782 CCTCAAACTTTTTCCGTCCA GGTGGCCTAAAGCCTTCAAT

多収系統の保存領域の探索

機械化育種システムの開発育種素材・マーカー開発促進のため
のゲノム選抜手法の開発と支援

２．海外遺伝子等を活用した大豆極多収系統の開発

最適栽培法と収量構成要素解析

海外多収遺伝資源

大規模収量試験

４ 社会実装に向けて

qYld1、qYld2等関連マーカーqBr19-1、qBr19-2等関連マーカーqSI13-1関連マーカー

アンプリコンマーカー地図、遺伝子カタログ

○開発した極多収系統群は実用品種開発のための育種素材として用いるとともに、「系統Ｂ」等は加工適性を確
認して品種化を目指します。

○主要品種への短節間遺伝子導入系統群は交配母本として用いるほか、「フクユタカ」短節間系統「系統Ｅ」など
は実用品種化を目指します。

○qSI13-1、qBr19-1などの多収関連遺伝子、機械化育種システム、主要な交配母本の遺伝子カタログ等は、今
後の極多収品種開発のための交配計画作成や有望系統の効率的な選抜で活用予定。

海外遺伝資源活用

ゲノム情報
の活用

500kg/10a以上の極多収系統の開発

 短節間系統群の開発

「系統Ａ」 「系統Ｃ」 「予備系統Ｎ」 「予備
系統Ｓ」等500kg/10a可能な極多収系統の開発


