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富山県中央植物園研究報告

アズマヤマアザミの雌性両全異株

志内利明

富山県中央植物園〒939-2713富山市婦中町上智田42

GynodioecyinC"s期"l"""o"c""71Nakai(Compositae)

ToshiakiShiuchi

BotanicGardensofTbyama,

42kamkutsuwada,Fuchu-machi,Tbyama939-2713,Japan

Abstract:ThegynodioeciousconditionofC"""I"crospic"脚"Iwasconfirmed加
naturalpopulations.Theplantshaddiiferenttwosexexpressions,hermaphroditeand
femaleinnaturalpopulations･Horalcharacteristicsoffemaleplantsweresmallerin
sizesignificantlythanthoseofhermap加oditewithOutovuleSiZe.Thefi℃quenciesof
femaleplants varied fromll.8 to41.7%in sixnaturalpopulations･ Cir"F血"〃
"1icmSpic"""1 fbundtobeincompatibilityinhermaphroditeandnot tobeapomixis
offemale(malesterilitv).

ヅ〆

Keywords: Cirs加"l 〃"〔70jpica""", female, gynodioecy、 hermaphrodite, sex
expresslon

キク科のアザミ属C"”"〃には多様な性表

現があり、種によって両性花雌雄同株

hennaphrodite、雌雄異株dioecy，雌性両全

異株gynodioecyの3つが知られている

(Wemerl976,Delamlaryl978a,b)。
日本にはアザミ属は約70種が知られてお

り (Kadotal995)、 日本のアザミ属の性につ

いては、Kawakubo(1995)が京都大学総合

博物館（旧理学部）に収められているI昔葉標

本をもとに97分類群を調査し、約40％の39

分類群で花粉を生産しない退化的雄蕊をもつ

雄性不稔株を確認している｡この報告の中で、

アズマヤマアザミC"1icro"cfm""Nakaiに

ついては、 135標本のうち11標本、約8%の

雄性不稔株を確認している。 しかしながら、

I昔葉標本からは、雄性不稔株（雌株）の存在

は予測できるが、花粉はつけるが種子を結ば

ない雌性不稔株（雄株）の有無についての判

断が難しく、 さらに雄性不稔株（雌株）の無

配生殖性については分からない。そのため、

アズマヤマアザミの'|生表現は未確定のままで

ある。

そこで､アズマヤマアザミの性表現や性比、

およびそれぞれの性の形態的特性について野

外での観察をもとに調査した。

材料と方法

ｱｽﾏﾔﾏｱｻﾐC〃芯加加"cmspic"""’
は本州中部に分布するキク科.の多年草で、路

傍や人為的崩壊地などに見られ、時に大きな
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群落を形成する(Kadotal995)。野外調査は

富山県と岐阜県の6集団で行い、集団の場所

と個体数は、Thblelに示した。それぞれの

集団で開花するすべての個体から頭花を採集

し、性の判別や計測に用いた。寺家集団では

開花したすべての個体の結実の有無を調査し

た。

打保の集団の頭花を70％アルコールで固

定し、後日、各性について30個体ずつ頭花

の長さ(HL)と幅(HW)、総苞の長さ（皿）

と幅(1W)、 1頭花あたりの小花数を計測し

た(Fig1,A)。小花についても各性のそれぞ

れ30個体から1頭花あたり3小花を計測に

用いた｡小花は雌蕊長(SL)､柱頭長(SGL)、

冠毛長(PL)､子房長(OL)､子房幅長(0W)、

花冠長(FL)、雄薦長(SML)、菊長(AL)、

満糸長(Fn_｣)、花冠の基部から満の基部まで

（満の位置:SP)について計測した⑬9.1,
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B)。頭花、小花の各部の計測した結果は分散

分析により解析した。その他の集団は頭花を

乾燥保存し､花粉の有無によって性を判別し、

集団内の性比を調べた。

加賀沢2の集団で開花する前に袋がけし、

自家不和合性や無配生殖'|生の有無を調査した。

袋がけは2頭花以上袋の中に入るようにした。

また、富山県中央植物園の栽培圃場で雌株2

個体を隔離栽培し、無配生殖性の有無を調べ

た。

さと幅を計測した結果、雌株の方が有意に小

さくなった。総苞の長さと幅および1頭花あ

たりの小花数は両者の間では有意な差は認め

られなかった(Tbble2)。小花の雌蕊長、柱

頭長、冠毛長、花冠長、雄蕊長、荊長、荊糸

長、満の位置で有意な差をもって雌株が小さ

くなったものの、子房長、子房幅長は有意な

差が認められなかった(Table3)。雌性両全

異株植物の雌株では、雌として重要な器官以

外は、花のさまざまな器官で小さくなるとい

う報告(Kawakubol994,Sugawara&HoIii
1995)と同じく、アズマヤマアザミの雌個体

でも雌機能として重要な子房のサイズ以外は

小さくなる傾向が見られた。

野外での雌比

野外で集団サイズの異なる6集団について

両性花と雌花の性比を調べた(Thble4)。性

比は集団間でばらつき、雌比で加賀沢1集団

の11.8%から打保集団の41.7%まで様々だ

った。どの集団も人為的または自然な崩壊地

に生育しており、大きな生育環境の違いはな

かった。 この結果は、Lewis (1941)のモデ

ルにそぐわないため、ヘラオオバコPIQ""go
/α""oIq"で指摘されているように(Van

DannneandVanDeldenl982,VanDamme

1983)、アズマヤマアザミでも雌株が出現す

る遺伝的背景は細胞質にある雄性不稔遺伝子

と、核内のこれを抑える抑制遺伝子が複雑に

結果と考察

野外での性表現

寺家集団で開花した56個体のすべてで結

実が確認されたため、雌性機能を失った雄株

は存在しないものと推測される。野外の6つ

の集団で観察したアズマヤマアザミには花粉

と種子を作る両性個体と、雄性不稔を起こし

花粉を全く作らず種子のみを生産する雌個体

の2つの性が認められた。標本を基に調査し

たKawakubo(1995)の指摘するように、ア

ズマヤマアザミは雄性不稔を起こした雌株を

内包し、性的に2型性のある雌性両全異株植

物であることが野外集団でも確認された。

両性花と雌株の形態的特徴

野外での観察では、両性花の頭花は大きく

広がり、雌株ではそれほど広がることはなか

った。打保集団の30個体について頭花の長

Thble2. Morphologialvariationsofhermaphroditeandfemaleheadsand
thenumberofnoretsperheadofCirs""""croSpic""""．
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14.47±2.81*

17.64±1.88

6．62±0．87

30．5士6．8

*Significantdifferencesbetweenhermaphroditeandfemale(ANOVA,p<0.01)
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Table 3. Morphologial variations of hermaphrodite and female florets of

Cirsium micwspicatum.

Female

[mean±s.d.]
Hermaphrodite
[mean±s.d.]

Character

21.82 ±1.69*

3.83 ±0.39*

14.06±1.32*

2.22 ±0.41

0.99 ±0.16

17.04±1.49*

10.38±1.28*

5.51 ±0.49*

4.87±1.01*

6.48 ±0.72*

25.74±2.06

4.08 ±0.37

14.82±1.17

2.25 ±0.33

0.97 ±0.14

18.69±1.35

13.19±1.25

6.39±0.62

6.80±0.88

7.81 ±0.92

style length (SL)

stigma length (SGL)

pappus length (PL)

ovary length (OL)

ovary width (OW)

floral tube length (FL)

stamen length (SML)

anther length (AL)

filament length (FIL)

stamen position (SP)

* Significant differences between hermaphrodite and female (ANOVA, p<0.01).

Frequencies of female plants in study sites of CirsiumTable 4.

microspicatum.

No. of Frequency of Total number
females (%) of plants

No. of

Hermaphrodites Females
Study site

like

Nirehara

Inotani

Kagasawal

Kagasawa2
Utsubo

41 26.815 56

14 3 17.6 17

26 8 23.5 34

60 8 11.8 68

87 16 15.5 103

56 40 41.7 96

Table 5. Degree of self-incompatibihty and apomixis in Cirsium

microspicatum.

No. of bagged No. of
floretsheads

Fruit set per No. of plants
floret (%) examined

No. of
Sex expression fruit

Hermaphrodite

Female

18 611 35 5.4 7

36310 0 0 5
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関係しあっているのだろう。

両性花の自家和合性と雌株の無配生殖性

両性花の自家和合性の有無と雌株の無配

生殖性を調べるため、両性花7個体18頭花

(611小花)、雌株5個体10頭花(363小花）

を開花する前に頭花に袋がけした(Table5)｡

両性花の自家和合性は5~6％となり、かなり

低い自殖率であった。雌株の無配生殖性は、

袋がけしたもの、および植物園で隔離栽培し

た雌株のいずれの小花も種子を作らなかった

ため、雌株は自殖せず外交配でのみ種子を結

実させていると考えられる。

両性花に自家不和合性があるとき、集団内

に雌株が維持されるためには、雌株には両性

花より高い適応度が必要である。両性花に自

家不和合性を持つへラオオバコPI"zcEoJam

では播種から2年目以降は、雌株で多くの種

子を生産し、その種子のサイズも大きい

(Krohneerql. 1980)。同じく、両性花に自

家不和合性のあるノマアザミC.chiAI4shie"e

では、頭花あたりの小花数は少ないが頭花の

数も植物体のサイズも両性花の方が小さく、

雌株は生育期間中より多くの種子を生産でき

るだろうとしている(Kawakubol994)。野

外での観察から、アズマヤマアザミの雌株で

も個体あたりの頭花数が多いことを確認して

いる。両性花と雌株の頭花あたりの小花数に

は差がないことから(Table2)、雌株はより

多くの種子を生産することができるのかもし

れない。そのため雌株は両性株より高い適応

度を持ち、雌株の維持に繋がっているのだろ

う。今後、個体重あたりの種子の生産量を両

性花と雌株で詳細に比較する必要がある。

また､寺家集団で予備的に結実率を観察し

た結果、両性花11個体、雌株4個体のそれ

ぞれ3頭花の結実した小花の割合は、両性花

で46.6-95.4％、雌株で39.9-91.7％と個体

間でかなりばらついたものの、両者の間で大

きな差は見られないようである。両性花、雌

株のいずれも高い割合で外交配により結実し

ていると考えられるため、結実率のばらつき

は、個体の分布密度やポリネーターの訪花頻

度が影響しているのかもしれない。今回のア

ズマヤマアザミを調査した地域での主要なポ

リネーターは、マルハナバチの仲間と考えら

れ、両性花と雌花を区別することなく訪花す

る様子が観察された。

本稿の作成にあたり、原稿を査読していた

だきました岐阜大学の川窪伸光博士に厚くお

礼申し上げます。
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Community structure of Alnm formosana forests in Okinawa Island

Tadashi Kanemoto^^ & Masato Kanemoto^^

1)

Botanic Gardens of Toyama,
42 Kamikutsuwada, Fuchu-machi, Toyama 939-2713, Japan

Children’s Future Section,

Division of Promotion and Development, Department of Construction,
Okinawa City Office, 26-1 Nakasone , Okinawa 904-8501, Japan

Abstract: Alnus formosana was introduced from Taiwan to Okinawa Island in 1910.

This tree distributed widely in the northern part of Okinawa Island at present. Nine
stands of the A. formosana secondary forests were surveyed phytosociologically.
This study revealed that A. formosana has replaced various secondary forests in the
northern part of Okinawa Island; limestone areas, Pre-Miocene basements and
ravines.

Key words: Alnus formosana, community structure, Okinawa Island, secondary forests

Alnus formosana (Burkill) Makino in Okinawa Island was introduced from Taiwan in
1910 and afforested for restoration of landslide or as windbreak forests (Amano & Takara
1977, Amano 1989). Hatusima (1975) and Amano (1989) reported that A. formosana
escaped from afforested areas and expanded its distributional areas mainly to riverbanks.
Newly developed A. formosana forests have been known in three localities in Okinawa

Island; Yofuke in Nago City (Okinawa prefecture 1979), Haneji Ohkawa in Nago City and
Shirahama in Ohogimi Village (Miyawaki 1989). Recently, Kanemoto and Kanemoto
(2004) reported that A. formosana (treated as A. japonica) forests are recognized in
considerably wide ranges in the northern part of Okinawa Island.

Geologically the northern part of Okinawa Island is composed of two areas, limestone
area and the Pre^VIiocene basement area (Konishi 1965). Geological feature is closely
related to the vegetation and the Psychotrio-Castanopsion siebldii community and the
Psychotrio manilensis-Dyosprion maritimae community occur on the Pre-Miocene
basement areas and limestone areas, respectively (Niiro et al. 1974, Miyawaki 1989,
Miyagi 1990). Secondary forests are also correlated with soil factors, Pinus luchuensis
forest is the representative of secondary forest on Pre-Miocene basement, while on
limestone areas secondary forests of Ficus spp. and Eupholobiaceae plants are common.
The community of SphaeropterisAIelwingia liukiuensis occurs as secondary forests of
ravine, being irrespective of the geologic factors (Suzuki 1976, 1979, Miyawaki 1989,
Niiro et al. 1974 and Miyagi 1990).

Alnus formosana, a dominant species as secondary forests in Taiwan (Liao 1996), is now
invading various secondary forests in Okinawa Island. The aim of this report is to clarify
the species composition of secondary forests now being invaded by A. formosana.

Surveyed stands and methods
The vegetation survey was carried out in nine stands in the northern part of Okinawa
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3. Utihara, Motobu-Cho,

limestone area, ravine4. Chuzan, Motobu-Cho,

Pre-Miocene basement,

abundant agricultural slope
7. Makiya, Nago City
Pre-Miocene basement, flat

1. Izumi, Motobu-Cho,

limestone area, ravine

o

9. Ohsittai, Nago City
Pre-Miocene basement, flat

O

••
2. Asahigawa, Motobu-Cho,
limestone area, slope

8. Mihara, Nago City
Pre-Miocene basement, flat

a
5. Ohnishi, Nago City,
limestone, slope

Q

6. Isagawa, Nago City
Pre^iocene basement,

abundant agricultural slope

lOKin

Fig. 1. Surveyed stands with geologic and topographic of natures.

Island (Fig. 1). Geologically, the stands 1, 2, 3 and 5 are located in limestone area, while
the stands 4, 6, 7, 8 and 9 are in Pre^iocene basements area (based on Konishi 1965).
Topographically, the stands 1 and 3 are located in ravine, the stands 2 and 5 are in
mountain slopes, the stands 4 and 6 are in abandoned agricultural land and the stands 7, 8
and 9 are in flat fields.

Species composition of the nine stands were surveyed by phytosociological methods
(Braun-Blanquet 1964). All vascular plants occurred in the tree layer (Tl), subtree layer
(T2), shrub layer (S) and herb layer (H) were listed, and the coverage for each species was
recorded in each stand. Vegetation data were tabulated by FVT4 (http://forests.world.
coocan.jp/fvdb/fvt.html).

Results and discussion

Phytosociological data of nine stands and the relevant environmental data are shown in
Table 1.

The secondary forests invaded by A. formosana comprise 11-26 species, with mean
number of 18 as shown in Table 1. Alnus formosana occupies usually canopy layer but no
saplings and seedlings in the forest bed. The compositions in secondary forests in nine
stands are as follows;

1) Vegetations formed on limestone area (stands 2 and 5)



March 2006 Kanemoto & Kanemoto: Alms formosana forest 9

Table 1. Alnus formosana forests in the northern part of Okinawa Island.
Stand number 2 5 1 3 4 6
Al

7 8 9
titude (m)

Size (rrO
Height (m) / Cover (%) of tree layer (Tl)
Height (m) / Cover {%) of subtree layer (T2)
Height (m) / Cover (%) of shrub layer (S)
Height (m) / Cover (%) of herb layer (H)
Number of species

20 50 50 100 20 50 20 50 50
100 100 100 100 100 100 100 100 100

8/40 8/40 8/20 8/30 8/40 8/20 8/50 8/60
5/40 5/20 5/10 5/30 5/20

2/20 3/40 3/40 2/30 2/40 3/30 3/20 3/10
0.8/100 0.8/100 0.8/40 0.8/85 1/100 0.8/100 0.8/40 0.8/100 0.8/100

8/40

5/20

21 25 26 20 20 22 16 711

H 4.4Opiismenus compositus ssp. compositus
Strobilanthes tashiroi

Pilea brevicomuta

Amischotolype hispida

Sphaeropteris tepifera
Cibotium barometz

Ctenitis subglandutosa

Persicaria chinensis

Rhussuccedanea

1.1

H 3.3

H 3.3

H 1.1+

T2 1.1 1.1

H 1.1+

H I.l+

H 1.2+ + 1.1
T2 1.1

S 1.1 1.1
T2 2.2Elaeocarpus sylvestris var. ellipticus
S 2.2

HBidens pilosa var. radiata

Pinus luchuensis

3.3 4.4

Tl TI TT

S +

s 2.2Melastoma candidum

H + +

HDicranoptens pedata

Lycopodium cernuum

Alnus formosana
Miscanthus sinensis

Schefflera octophylla

Persea thunbergii

1.2+ +

H + +

3J 33Tl 2.3 3.3 2.3 3.3 2.2 3.3 1.2

H 3.3 3.31.1 1.1+

S 1.1 1.1 1.1 1.2+

T2 1.1 1.2

S 1.1 1.1 2.3

H 1.1

Schima wallichii Tl 1.1

T2 1.2 1.2

S 1.1 1.2

SFicus erecta

Alocasia odora

1.1 1.2 I.l+

S 2.3

H 1.2 1.2 1.1+ 1.1

S 1.1 2.2 2.3 1.2Maesa tenera +

H +

H 2.2Cyclosorus parasiticus

Angiopteris lygodiifblia
Ficus irisana

4.4 1.2 1.2+

H 1.1 +

T2 3.3 1.1 1.1

S 1.1

T2 1.1Oreocnide pedunculata
S 1.2 2.3 2.2

T2 1.1 1.1Ficus bengueiensis
S 1.1

H 1.1 1.1Blechnum orientate

Psychotria rubra

MaUotus japonicus

Turpinia temata

Bothriochloa spicigera
Clematis grata var. ryukyuensis
Smilax china var. kuru

3.3 1.1 +

S 1.1+

s 1.1 1.1+

s 1.1 I.l 1.1

H 1.1+ 1.1

H + + +

T2 1.1

S + +

S +
Ipomoea indica

H 1.2

T2 1.1Macaranga tanarius
S 1.1

S 1.1Psychotria manillensis
H +

SMucuna macrocarpa

Diplocyclos palmatus

+ +

S +

H +

HRhynchotechum discolor var. discolor

Solanum biflorum var. biflorum

Lasianthus fordii

+ +

H + +

S +

H +

HLygodium japonicum
Piper kadzura

+ +

H + +

Species occurring once in stands were omitted.
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The soil of these stands is shallow and dry and large limestone rocks being often

exposed. Alnus formosana occupies the tree layer with 8 m height (20-40 % in coverage).
These present vegetation is characterized by the presence of Oplismenus compositus subsp.
compositus (stand 2, Fig. 2) in higher coverage and the occurrence of Strobilanthes tashiroi,
Pilea brevicornuta and Amischotolyepe hispida (stand 5, Fig. 3).
2) Vegetations formed in ravines (stands 1 and 3)
The soil of these stands is moist and deep. The tree layer is 8 m height and covers

20-40%. Alnus formosana is dominant in the tree layer of these two stands and a few

individuals Schima wallichii (10% in coverage) being found in stand 1. These two stands

seem to be characterized by Sphaeroptris lepifera (10 % in coverage) growing in the
subtree layer (Fig. 4) and higher coverage of Cyclosorus parasiticus in the herb layer.
3) Vegetations formed on Pre-Miocene basements areas (stands 4, 6, 7, 8 and 9)

In stands 4 and 6, the tree layer was composed only of A. formosana, and was 8 m
height (30-40% in coverage) and the vegetation was characterized by the presence of
Bidens pilosa var. radiata in the herb layer in considerable high coverage (Fig. 5). In the
tree layer of stands 7 and 9, several other species are mixed; Acaccia confusa (10%) and
Pinus luchuensis (10%) in stand 7 and Pinus luchuensis (30%) in stand 9. In these two
stands, Miscanthus sinensis, Dicronopteris pedata and Melastoma candidum showed

rather high coverage in the herb layer (Fig. 6).

- 10m

T1

T2

- 5m
Op

S

AoAo

H Oc

'a

Fig. 2. Vegetation profile of the stand 2. Hatched masses indicate outcrops
of limestone. Abbreviations: Af, Alnus formosana; Pt, Persea thunbergii; Ao,
Alocasia odora; Fi, Ficus irisana; Op, Oreocnide pedunculata; Oc,

Oplismenus compositus subsp. Compositus; Tl, tree layer; T2, subtree layer; S,
shrub layer; H, herb layer.
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T1

T2

S

H

Fig. 3. Vegetation profile of the stand 5. Hatched masses indicate

outcrops of limestone. Abbreviations; St, Strobilanthes tashirov, Pb,
Pilea brevicornata\ others are the same as those in the previous.

“lOm
T1

SI

T2

5m

S

H

Om

Fig. 4. Vegetation profile of the stand 1. Hatched masses indicate

outcrops of limestone. Abbreviations: SI, Sphaeropteris lepifera\ Mt,
Maesa tenera\ Op, Oreocnide pedunculata', Cp, Cyclosorus parasiticus;
others are the same as those in the previous.
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-10mAf

T1

Pt

-5m

S

I y

Ao

H Pc
BpV BpBp

Om

Fig. 5. Vegetation profile of the stand 6. Abbreviations;; Sw, Schima
wallichii; Bp, Bidens pilosa van radiata; Pc, Persicaria chinensis; others
are the same as those in the previous.

Af
’ _ 10m

PI
T1

Pt

T2

Sw - 5m

Ml
Pt

S

Me
Ms MsMe Dp MeMs Ms

Dp
1H

t

Om'iillLl

Fig. 6. Vegetation profile of the stand 9. Abbreviations: PI, Pinus
luchuensis; Ms, Miscanthus sinensis; Dp, Dicranopteris pedata; Me,
Melastoma candidum; others are the same as those in the previous.
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According to Suzuki (1976, 1979), Miyawaki (1971, 1989), Niiro et al. (1974) and
Miyagi (1990), secondary forests in limestone areas in Okinawa Islands are composed of
species of Ficus and Eupholbiaceae, accompanying Macaranga tanarius, Oplismenus
compositus subsp. compositus and Strobilanthes tashiroi in the shrub or herb layer. On
the other hand, Pinus liuchensis forest is known as representative of secondary forests in
Pre-Miocene basement areas, characteristically accompanying with Melastoma candidum

in the shrub layer and Dicranopteris pedata and Lycopodium cernuum in the herb layer.
Bidens pilosa var. radiata in dense condition in this areas is an indicator of vegetation
disturbance by human activities. The community of SphaeropterisTIelwingia liukiuensis is
characteristic of secondary vegetation in ravines, being irrespective of geologic features.
Through the present investigations, it should be concluded that A. fomosana invades
various secondary forests in Okinawa Island, keeping their original composition in the
subtree, shrub and herb layers.

Liao (1996) reported that A. formosana forests occur mainly in moist and soil^ich
habitat in Taiwan. In northern part of Okinawa Island, however, A. formosana has invaded
various secondary forests developed on various geologic or topographic features such as
limestone areas covered with dry soil, Pre-Miocene basement areas, ravines and secondary
forests artificially disturbed before. It may be apprehensive that trees such as Pinus

luchuensis native to secondary forests in Okinawa Island is replaced in the future by A.
formosana, a plant introduced from Taiwan.

The authors are grateful to Dr. Syo Kurokawa for his critical reading of the manuscript.

(2004)

f >/N > y ̂  Alnusformos-
(Burkill) Makino

<  Z. t.^%m\^tz.{A. japonica

ana

t ti y $ nx

(^mi989. 'S’^ 1990)o

y/\y y Xf}^^'^u^Lil^\zB:XLXi^^z

References

Amano, T. & Takara, T. 1977. Research history of animals and plants of Okinawa. 93 pp.
Okinawa dousyokubutu kenkyuushi kankoukai, Okinawa, (in Japanese)

Amamo, T. 1989. Useful Plants of Ryukyu Islands. 40 pp. Okinawa syuppan, Okinawa, (in
Japanese)

Braun-Blanquet, J. 1964. Pflanzensoziologie, Grundzuge der vegetationskunde, 3 Aufl.
631 pp. Springer-Verlag, Wien.

Hatusima, S. 1975. Flora of Ryukyus. Okinawa-seibutsukyoiku^cenkyuukai. pp. 219 —
220. Okinawa, (in Japanese).

Kanemoto, T. & Kanemoto, M. 2004. The state of Alnus japonica (Thunb.) Stued.



Bull. Bot. Card. Toyama No. 1114

(Betulaceae) in Okinawa Island. Bull. Bot. Gord. Tyama 9: 12 — 22. (in Japanese)
Konishi, K. 1965. Geotecnic frame work of the Ryukyu Islands (Nansei-Shoto). J. Geol.

Soc. Japan. 71: 437 — 457. (in Japanese)
Liao, J.-C. 1996. Betulaceae. In Hung, T.-C. (ed.), Rora of Taiwan 2nd ed. Vol.2. pp.45

— 46. Editonal Committee of the Rora of Taiwan, Taipei.
Miyagi, Y. 1990. Feature and Conservation of the Vegetation of Yanbaru, the Northern

Part of Okinawa Island, Ryukyu. Biol. Mag. Okinawa 27: 19 — 31. (in Japanese)
Miyawaki, A. 1989. Vegetation of Japan, Okinawa & Ogasawara. 676pp. Shibundo,

Tokyo, (in Japanese).
Niiro, Y., Miyagi, Y., Shinjyo., Shimabukuro, H. 1974. The plant Vegetation ofYaeyama

Islands, Report of basic research for conservation of natural envilonment of Ryukyu
Islands, pp.5 —36. Okinawa, (in Japanese)

Okinawa Prefecture. 1979. Vegetation survey, Report of basic research for conservation

of natural envilonment. 129pp. Okinawa, (in Japanese)
Suzuki, K. 1976. Uber Pinion lutchuensis-Pfelantzensoziologische  Studien Der Ryukyu-

Inseln HI. Contribution from the Department of Vegetation Science, Institute of Envi
ronmental Science and Technology, Yokohama National University 53: 121 —133. (in
Japanese)

Suzuki, K. 1979. Pflantzensoziologische Studien der Ryukyu-Inseln IV. Contribution
from the Department of Vegetation Science, Institute of Environmental Science and

Technology, Yokohama National University 5: 87 — 160. (in Japanese)



Bull. Bot. Card. Toyama 11: 15-16(2006)

Chromosome number of Styrax japonicus Siebold et Zucc.
van tomentosus Hatusima (Styracaceae)

Toshiaki Shiuchi & Taku Fujila 2)

1)

Botanic Gardens of Toyama,

42 Kamikutsuwada, Fuchu-machi, Toyama 939-2713, Japan

Department of Biology, Faculty of Science, Kyushu University,

6-10-1 Hakozaki, Higashi4ku, Fukuoka 812-8581, Japan

2)

Styrax japonicus Siebold et Zucc. var. tomentosus Hatusima is distributed mainly in
Tokara Isis., Kagoshima Pref. It is distinguished from S. japonicus var. japonicus by the
larger leaves, flowers and pilose calyces (Hatusima 1954). Some seeds of S. japonicus var.
tomentosus were collected in Kuchinoshima Isl. in October 16, 2004 through the research
of endangered plants of the Tokara Isis. The seeds were sowed in experimental greenhouse
of the Botanic Gardens of Toyama in November 2004 and germinated in April 2005. The
chromosome number was checked by means of the squashing method in root tips with the
seedling. The chromosome number of this variety was counted to be 2n=48 as the first

record and it differed from that of var. japonicus, 2n=40 (Manshard 1936, Baranec &

Murin 2003). Since basic chromosome number of Styracaceae is considered to be X=8

Fig. 1. Styrax japonicus var. tomentosus. Flower (left) and somatic

metaphase chromosomes, 2n=48 (right). Bar indicates 5pm.
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(Morawetzl991),var.rowTemosMFishexaploidandvar./"oIzicMFispentaploid

志内利明】).藤田卓2):オオバケエゴノキ(エ
ゴノキ科）の染色体数

才オバケエゴノキは主に鹿児島県のトカ

ラ列島に分布し、エゴノキより花や葉が大き

く、害の外側に毛を密生することから変種と

して区別されている。 2004年10月に鹿児島

県鹿児島郡十島村の口之島で調査中に採集し

たオオバケエゴノキの種子を富山県中央植物

園に持ち帰り、播種して得た実生の染色体を

観察した。その結果、染色体数は初算定とな

る2n=48で、エゴノキの2n=40とは異なって

いた。

(1)富山県中央植物園〒939-2713宮山市婦
中町上轡田42; 2)九州大学大学院理学研究院
生物科学専攻，〒812f581 福岡市東区箱崎
6-10-1)
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富山県中央植物園研究報告

昆明植物園に生じたLWris""z"JM
（二摺羊耳蒜、 ラン科）個体群の観察

中田政司!) ．魯元学2) ．王仲朗2) ．管開雲2）

')富山県中央植物園〒939-2713富山市婦中町上轡田42

2)中国科学院昆明植物研究所昆明植物園

650204 中国雲南省昆明市黒龍潭

ObservationsonaL""isc"JIc""i(Orchidaceae)population
occurredintheKunmingBotanicalGarden,Yunnan,China

MasashiNakata'),YuanxueLu2),ZhonglangWang2)&KaiyunGuan2)

')BotanicGardensofToyama,
42kamkutsuwada,Fuchu-machi,Toyama939-2713,Japan

z)KunmngBotanicalGarden,
KunmngInstituteofBotany,ChineseAcademyofSciences,

Heilongtan,Kunmng,Yunnan,650204,China

Abstract: AL""is c"JIc""(Orcmdaceae) populationwhichoccurred ina

afrorestedslopeintheKunmngBotanicalGarden,YUnnan,Chinawasobserved.
Spatial dismbutionof l33 (60noweredand73unflowered) individuals ina

rectangulararea(6xllm)wasrecorded. Theindividualsgrowinbelt廿omthenorth

tothesouthintheareashowingaggregateddistribution. Thefbrestnoorslopes

downiromthenorthtothesouthof7-8de虹ee. Thus, thedistributionofL.

c""""individualsmayhavcsomerelationtothemicrotopographyoftheground.

Thechromosomenumber2n=30wasdeternmedfOrthespeciesfbrthefirsttimein
12individualsinthepopulation.

Keywords:chromosomenumber,KunmngBotanicalGardens,L""isc"ﾉ!α"･雄，

spatialdistribution,orchid

L"α瘤“鯛"TiiHook.f. (中国名：二摺羊

耳蒜、ラン科) (Fig. 1)は中国南西部、ネパ

ール、シッキム、ブータン、インド東北部に

分布する小形の地生ランで、雲南省では貢山、

賓川､昆明の標高2070～25mmの川沿いの広

葉樹林下に生育している（陳他1”9、李

2“3)。共同研究のため2“2年に昆明植物研

究所を訪れた著者の一人中田は、昆明植物園

樹木園の林床の一画にL･“鯛““の個体群

を発見した。共同研究の過程で、本種は「昆

明植物園栽培植物名録」に記録がなく、園内

に導入し発見地に人工植栽した経緯もないこ

とが判明し、 これらの個体群はもともと園内

に自生したものではなく、園内に樹木が植栽
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成因を考察することは、植物園におけるラン

科の保全、特に今回は近縁な日本産のスズム

シソウやセイタカスズムシソウなどL加沸

属の屋外での栽培や自生地保全に寄与すると

考えられた。その後調査区は植栽改良工事が

行われることになり、Z,.cα娩cα城は移植によ

って温室内で保全されることになったため、

考察を行う充分なデータを得ることはできな

かったが、個体の空間分布と生育地の微地形

を調査し､併せて12個体の染色体を観察した

ので資料として記録しておく。

Fig.1 L伽γなcα油caJTiiHook.f(Ju1.13,2002)

調査地と方法

調査した場所は昆明植物園の南入園口に近

いシャクナゲ園区画の端に位置し(Fig.2)、

昆明植物研究所正門から植物園の研究・普及

棟へ至る坂道の道路と小園路に挟まれた緩斜

面の6×11mの林床である。標高は19mm・

調査範囲には、 1970～80年代に植栽された

Q4Pだ"脚s血cIOMxjaﾉ"Hiclml (千香柏） 、

StWndbjsdbltw"franch.)Radlk. (皮哨子)、

Prl"1"sco"rzzd航"eKoehne (山桜桃)、伽hom

〃o”caL. (槐樹)、 Aめ吃jαkamm(RoXb.)

Prain(山合観、EzJco碗""α況加o域sOhva(杜

仲)などの高木～亜高木がまばらに生えてい

た。低木層はなく、草本層はPrerjs加泌姉血
Poi'a (風尾草）の株が目立つ以外は貧弱で、

された際、植え込みに使われた土か腐植土に

Z,.cα油cα城の種子、プロトコーム、あるいは

偽球茎が混入していて、それから個体群が生

じたものと推定された。また、個体群には未

開花の小個体から開花株まで様々なサイズの

個体が見られたことから、種子繁殖によって

成立した個体群と推察された。

L”"s(クモキリソウ)属は日本には13種
が自生しているが（里見1982)、産地が限定

される種や園芸目的で採取される種があるこ

とから、コゴメキノエランなど5分類群が絶

滅危倶IA類(CR)に、フガクスズムシソ

ウとチケイランがIB類(EN)に、ヒメジ

ガバチソウがⅡ類(VU)、シマササバランが

準絶滅危慎種(NT)に指定されている（環

境庁2000)。また国とは別に都道府県レベル

では、スズムシソウやジガバチソウなど園芸

採取されやすい種がレッドデータブックに取

り上げられ、富山県でもセイタカスズムシソ

ウが絶滅危倶種に指定されている(富山県生

活環境部自然保護課2002)。

一方同属は中国に52種、雲南省には30種

を産する(陳1999､李2003)｡L加恋cα油z""j
は雲南省では普通種であり絶滅危|具種に指定

されていないが、中国ではラン科の全種につ

いて資源保全が重要な課題になっている。新

しく成立した個体群の生育状況を観察しその
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（A"zkam270I2)が観察されたので、この個体

も観察材料とした。材料の根端は現地で直接

採取し、 14℃の2mM,8－ヒドロキシキノリン

水溶液で5時間前処理し、酢酸アルコール固

定後、通常の酢酸オルセイン染色押しつぶし

法でプレパラートを作製した。証拠標本は昆

明植物研究所標本庫(KUN)に収められる。

結果と考察

個体の空間分布と地形

調査区内に観察された開花個体は60個体、

未開花個体は73個体､合計133個体が生育し

ていた。これらの空間分布図をFig.4に示し

た。個体の空間分布パターンの解析に用いら

れるMoxisita(1959)の16指数を求めると、開

花個体は2.91,未開花個体は3.29,全個体で

は2.82で、分布様式は集中分布であった。各

方形区でみると、開花個体の最も多いのはE6

の9個体、次いで隣接するE7の5，馬の4，

未開花個体では馬とE8の7個体、次いで

D5とC6の6，E8，B9，B11の5、全個体で

はE6の12個体、次いでF5の11、E7の10

個体という順であった。

Fig. 5に調査区の等高線(A)と三次元等

高線図(B)を示す。調査区は北西側(A1~

F1)から南東側(A11～F11)に向かって7～

8｡の勾配で傾斜しており、約130cmの高低差

があった。また、短軸方向では斜面上部で南

西側(A1)から北東側佃)に､下部では逆に北

東側(F11)から南西側(A11)に向かってわず

かに傾斜しており、高低差は約0～15cmであ

った。

空間分布パターンと地形勾配の関係をみる

と､斜面上部の西側にはほとんど分布がなく、

斜面中部の北東側で開花個体の密度が高く、

そこから斜面F部の南側に向かって帯状に未

開花個体が分布している傾向がみられた。調

査区の中にこのような分布パターンが生じた

原因として次のような仮説力堵えられた。

個体密度が高いことから方形区F5付近に

Fig.3.SurveyedsiteofL.ca"lcarZjjpopIdation
mtheKunmingBotanicalGalden,Ymman,
China.

E"αmr加加やZ7tzcIWcmzﾌ"M)r"zeiGIook.f)

H.Wendl. (椋澗)などの芽生えがまばらに生

えていた(Fig.3)。土壌は粘土質の水はけの

悪い赤土で、表面にはQﾀﾌ花"""cJOMxit""
などの落葉落枝が浅く積もり、腐植層の発達

は悪く、場所によっては赤土が露出し、蕪類

の生育が見られた。高木・亜高木層で樹冠は

ほぼ閉ざされているため林床は薄暗く、晴天

時の林床の照度は20卯～3Mluxであったが、

木漏れ日の当たる部分では2mWlux以上で

あった。

生育調査は開花期の2002年7月13日に行な

った。長方形の対象区を1m×1mの方形区に

分割し､各方形区に出現するZ,,cn"zca城の個

体の位置を開花株と未開花株に分けて記録し

た。なお方形区の位置は、短辺をA～F、長

辺を1～11に分割したメッシュ記号で表現し

た。

調査区の地形は2㈹2年に調査できなかっ

たため､2年後の2W年7月13日に行った。

調査区の目印から方形区を再現し、各辺に沿

って精密勾配計を使って約1m毎に勾配を測

定し、調査区の北の角を基点として比高を求

め等高線図を描いた。

染色体の観察は､調査区全体から開花株12

個体（個体番号ⅣtIAzzZZz27m3～2mI4)を選定

して行った。L.cfzZIzc"Zijの多くの個体は唇弁

が赤紫色を帯びていたが、緑色唇弁の個体
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A B C D E F

りであるため、腐植土中に種子や偽球茎力堰

入していた可能性が高い。個体群拡大過程の

第一の仮説は、F5付近に散布された種子が、

雨水による土壌表面の水流によって調査区内

の地形勾配に沿って運ばれたとするものであ

る。ランの種子は軽く、風で散布され水にも

浮く(Baskin&Baskinl998)。調査区の土壌

は水はけが悪いため、大雨の時には雨水が土

壌に浸透しきれず勾配に沿って水が地表を流

れ、mからA11方向へ種子が拡散されたと

考えることができる。第二の仮説は、散布は

風によって地形勾配にかかわらず一様に広が

ったが､傾斜の緩やかな適湿地で優れて発芽、

生育したとする説である。助α『な“娩“減は
自然では川沿いの広葉樹林下に生育するとさ

れており(陳他1999、李2㈹3)、湿度を好む

と推察される｡方形区F6には常時水が漏出し

ている水道管の立ち上がりがあり、地表を水

が流れる程ではないものの、周囲に絶えず水

が供給されている状況であった。これによっ

て、F6からA11への地形勾配に沿う適湿な

土壌水分の場所に集中分布したのかもしれな

い。第三の仮説は、これらの二つの要因、す

なわち雨水による散布と適湿条件が複合して

働いたとするものである。

この三つの仮説を検証するには、更に個体

群の遺伝的構造の解析とともに種子散布や雨

水の流れなどを現場で実際に観察する必要が

あるが、前記のように調査区で植栽改良工事

が行われ､L.ca"ca域個体群の一部は移植さ

れ温室内で保全されることになったため、仮

説を検証することはできなかった。

染色体の観察

観察した12個体全てで､分裂期前中期また

は中期において染色体数2n=30が算定された

(Figs.5B,C&D)。中国に分布するクモキリソ

ウ属52種のうち15種についてはn=10， 14，

15， 19，21，28， 2n=m,28,30, 36, 38,

40,42,76などの染色体数が報告されている

が(cfTanam&Kamemotol984; Goldblatt
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種子散布の中心＝最初に開花結実した個体が

あったと推察される。もともと園内にL

“娩cα”は自生していた可能性がないため、

調査区に前記の高木類力蛎栽された際植え

込みに使われた腐植土にL."Zfz"城の種子、

プロトコーム、あるいは偽球茎が混入してい

て､それから方形区F5の近くに母個体が生じ

たものと考えられる。Z伽〃Sam"zaz城は昆

明近郊の広葉樹林下に生育しているが(李

2m3)､昆明で使用される腐植土はすべて山取
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分裂間期の核は直径約10Mmで、 l~211mの

凝縮塊が集まって網状または不規則な形状の

大きな凝縮塊を作り、複雑染色中央粒型（田

中1980)に該当した(Fig.5A)。分裂期前記

染色体は動原体部が早期凝縮し端部が分散し

ている基部型（田中1980)であった(Fig. 5

B)。染色体の長さは1.2~3.OUmで、染色体組

中に大型で対称性が高い染色体6個と、小型

で対称性が低い染色体が約16個観察された

が(Hgs. 5C, D)、良い中期像が得られなか

ったため核型の決定には至らなかった。染色

体数が同じで外部形態が似ているセイカスズ

ムシソウ、スズムシソウ、 クモキリソウ、ジ

ガパチソウは、種間で差はあるものの、間期

核に不規則な大型の凝縮塊がみられること、

前期染色体の基部に早期凝縮部があること、

1984, 1985, 1988;Goldblatt&Johmon 1990,

1991,1994, 1996, 1998) 、 L､c"IIcumjについて

は報告がなく、今回が初算定である。即αr酌

“肋“戒jは、草質または膜質の葉を持ち葉柄

に関節がなく通常地生であるLiparis節に属

する(Seidenfadenl976)。 日本のLipariS節で

は、落葉性の葉と偽球茎を持つことでセイカ

スズムシソウL/i鞭o""(Miq.)Maxm.スズ

ムシソウL･加a"FIDfmaScmtr.、クモキリソウ

L.Az"nokiriEMaek.、ジガバチソウL､"""Erj

ranch･ etSavat.、 フガクスズムシソウL.

刈i""ermsis EMack， と似ているが、 これら

の染色体数はすべて2n=30であり(Miduno

1939,Mutsuum&Nakahiral958,Mutsuura

1959,Thnakal965,Kim&Kiml986)、外部形

態と染色体数とがよく対応していた。
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富山県生活環境部自然保護課2帥Z富山県

の絶滅のおそれのある野生生物一レッ

ドデータブックとやま ~富山県
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富山県中央植物園研究報告

中国雲南省における2005年植物調査記録

一アヤメ属("js)及びシュウカイドウ属(BegO"虹）を
主要対象植物として－

神戸敏成Ⅱ〕 ・沈雲光2) ・魯元学2) ・李愛栄2) ・馬宏2) ・管開雲2）

】)富山県中央植物園〒939-2713富山県富山市婦中町上智田42

2)中国科学院昆明植物研究所昆明植物園650204中国雲南省昆明市黒龍潭

NotesonthebotanicalsurveysinYunnanProvince,Chinain2005

-GeneraIrisandBego""asmainsubjectplants-

ToshinariGodo'),YunguangShen2),YuanxueLu2),AirongLi2),
HongMa2)&KaiyunGuan2)

')BotamcGardensof'Ibyama,
42Kamikutsuwada,Fuchu-machi,Tbyama939-2713,Japan

2)KunmngBotamcGarden,KunmnglnstituteofBotany,
ChineseAcademyofScience,Heilongtan,Kunmmg,Yunnan650204,China

Abstract:Asajoint studybetweenKunminglnstituteofBotany,Chinese

AcademyofSciences,ChmaandBotamcGardensofToyama, Japan, field
surveys inthenorthwestpart, thesouthwestpartandthesoutheastpartof

YunnanProvincewerecamedoutinJulytoSeptember,2005.Throughthe

surveys,eleventaxaofgcnus"iswereobservedatl81ocationsandtentaxa

andfburunknowntaxaofgenusBegDFIMwereobservedinl71ocations.Soil

pHandaltitudesofthelocalities,andlifestagesoftheplantswererecorded.

Specimenscollectedinthesurveyswerelisted.

Keywords:Be90噸α,〃･js,Yunnan

富山県中央植物園と中国科学院昆明植物研

究所との共同研究は第3期5年目をむかえ、

今期の主要対象植物であるアヤメ属("is)植

物及び第一期からの継続対象植物であるシュ

ウカイドウ属(BEgo"")植物を中心に中国

雲南省における自生地調査を2帥5年7月から

9月に行った。本年度は西北部及び西南部、

東南部に生育する野生植物の調査を行なった。

特にアヤメ属植物及びシュウカイドウ属植物

については土壌pHなど自生地の状況を調査

し、栽培や育種などへの応用のためのデータ

収集を行った。

調査地点の緯度、経度、標高はエンペック

ス気象計株式会社製GPS 「ポケナビ・ミニ」

を用い、土壌pHは堀場製作所製「twmpH

B212」を用いて測定を行った。尚、緯度、経
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度、標高は特に高木下では衛星の電波を受信

することが困難な場合があったので、その場

合には最も近距離の測定可能地点で計測を行

っている。

西北部の調査は主として7月1日～9日に

大理(Dali) 、麗汀(LIian) 、香格里拉

(Xianggema;旧中甸）を中心に行い、 19日

～22日には香格里拉、徳欽(Deqen)を中心

に行なった(Fig. 1)。西南部の調査は8月8

日～15日に描西(Luxi)、騰沖(Tbngchong)、

保山(Baoshan) 、盈江(Ymgjiang)、朧川

(LongChuan)、瑞麗(Runi)を中心に行い、

東南部の調査は9月 1 日～5日に文山

(WenShan)､西陦(Xichou)､麻栗轆(Malipo)、

蒙自(Mcngzi)を中心に行った(Hg. l)。今

回の調査で確認した植物はThblelの通りで

あり、本調査で作製した標本は、昆明植物研

究所標本館(KUN)及び富山県中央植物園標

本庫(TYM)へ収蔵した。

1.アヤメ属(Ijis)植物

アヤメ属はアヤメ科(Iridaceae)に属し、

北半球の亜寒帯から亜熱帯に200～250種が

分布する（岩科2帥5)。アヤメ属植物は観賞

価値の高い種が多く、切花用のダッチアイリ

スや庭園用のジャーマンアイリス、花菖蒲な

ど世界中で多くの園芸品種が作出され、利用

されている。雲南植物志によると中国雲南省
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では外国産の栽培種を含め24種、 3変種、

1変型が見られる("1991)。今回、我々

は大理、麗汀、香格里拉の雲南省西北部の

3都市周辺及び雲南省西南部の騰沖北海の

アヤメ属植物自生地における開花状況及び

土壌pH等についての調査を行った。参考
のため本調査で主として調査を行なった雲

南省西北部の主要都市である大理及び麗江、

香格里拉の3都市の気象状況を雲南省の省

都昆明市及び富山市、東京の気象状況とと

もにFigs. 2a-cに示した。富山県中央植

物園がある富山市の気温は雲南省各地の気

温に比べ年較差が大きく、特に7月から9

月の気温が非常に高い。 この夏の高温が雲

南省の高山植物を富山県へ導入した場合の

最も大きな障害になると思われる。また富

山県は日本海側特有の気候のため、雲南省

各地と比べ、冬季の降水量が多く、 日照時

間が極端に少なくなる。夏季の高温と同様

に植物を栽培する場合に注意が必要である。

今回調査を行った雲南省西北部には、中

国の雲南省、四川省からネパールにかけて

の地域にのみ分布する根が肥大した塊根を

持つネパーレンシス(nepalensis)亜属に

属する種が生育する。地下部の形態は開花

期以外に種を同定する際の重要な形態であ

る(Fig.3)｡

アヤメ属が生育する土壌pHを調査した

結果、多くが弱酸性から弱アルカリであっ

たが､K鯉ｨbdicAOZO"TfIが生育する香格里拉

晧巴雪山の麓はpH8~5のアルカリ性土壌で

あった(Table2)。また、調査地点が最も

多かったI. l)Ⅲ"fP)'α"αはpH5.5-7.3の|幅購

い土壌pHの場所に生育していた(Table2)｡

f紬"eyfmaは雲南省西北部では最も普通

に見られる種であり、土壌への適応性の高

さがJ･加"の,α"αの広範問での生育を可能

にしていると思われる。

雲南省でのアヤメ属植物の分布の中心で

ある西北部は今回調査を行った2005年7

月中旬までは40数年ぶりという少雨であ

った。そのため、香格里拉の納巾白海の水が

ほとんど無いような状態で、アヤメ属の

生育には必ずしも良い条件ではなかったと

考えら執る。多くのアヤメ属植物は湿地や

湿った斜面に生育していたが、ネパーレン

シス亜属に属する種は比較的乾燥した場所

に生育しており、塊根によって乾燥へ適応

していると考えられる。

本調査では18箇所のアヤメ属植物の生

育地で調査を行い、 l1分類群のアヤメ属植

物を確認した(Thble2)。確認したアヤメ

属植物は以下の通りである。

1.I. fieliwqyiMicheliexFranch. 長草鳶

尾

本種は雲南省西北部の標高27mm~

3100mの日当たりの良い、湿地や林縁の草

地に生育するほか、四川省、西蔵自治区に

も生育する(H1991)。本調査では大理蒼

山の標高2380m及び2980mの2箇所で生

育を確認した(Thble2)。 2380mの地点は

道路下の湿地で、 2980nlの地点は道路脇の

乾いた場所であった。一般に、本種が属す

るクリユソグラペス亜系は水分が多い場所

に多く自生するが、本種は土壌水分に対す

る適応範囲が広いと考えられる。両地点と

も開花は終了していたが、 2980nlの地点で

l花のみ咲き残っていた(Fig.4a)。尚、今
回調査を行った2380mの地点は雲南植物

志で記載されている生育地の標高範開より

低い地点であった。

2. Z""e"jHOOk.f.va雌fJcaM"sNoltie

大理鳶尾

大理蒼山の標高2820nlの華山松林の砂

質土壌に生育していた他ble2)。本種はネ

パーレンシス亜属に属し、 この亜属の特徴

は根が肥大し、塊根を形成することである

(Fig. 3a)。地際で開花する小型の種である

が、基本種に比べると大きい。開花は終了

していた。
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Fig. 3 Three types in root morphology of the Ms taxa observed,

a) 1. collettii var. acaulis, b) I. dolichosiphon, c) I. bulleyana .
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Fig. 4 /rw taxa observed in the field surveys in Yunnan, 2005. a) 1. delavayi in Dali,

b) I. forrestii in Lijiang, c) I. collettii in Xianggelila, d) I. barbatula in Xianggelila,

e) I. subdichotoma in Xianggelila, f) Flowering of I. subdichotoma at 6:00 p.m..
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3． 正〃J"le"icfIKerGawl. van〃α"α

Mamm. 嬢紫苞鳶尾

本種は雲南省西北部の日当たりの良い砂

質土壌あるいは山の草地に生育するほか、

広く中国に分布する("1991)。本調査で

は香格里拉の標高3350mの地点で生育を

確認したが、開花は終了していた。地際で

開花する小型の種であるが、 co"e城のよ

うな塊根を形成しない。基本変種I~

『･I"he"icfJKer-Gawl.var. ﾉ･J"/zE"icqは新彊

自治区に分布する。

4. Zjbrアゼs"Dykes雲南鳶尾

本種は雲南省西北部の標高2750m~

3600mの渓流脇の湿地や山の斜面の草地に

生育するほか、四川省、西藏自治区に分布

する("1991)。本調査では麗江の標高

3190nlのやや湿った山の斜面と2940mの

湿地で確認した。本種の花色は淡黄色で、

花はわずかに咲き残っていた(Fig.4b)｡

5.ZcJ"ysogmphesDykes金肺鳶尾

本種は雲南省西北部の標高3000m~

4400mの山の斜面や林縁に生育するほか、

四川省及び貴州省、西藏自治区にも分布す

る("1991)｡本調査では麗江の標高3150m

地点で生育を確認した。生育地はPri"IMIcI

po"c"〃Franch.などが生育している斜

面の湿地で、花は終わっていた。

6. ZcO睦鰄Hook.f高山鳶尾

本種は雲南省西北部から東南部の標高

1650m～35帥mの高山や日当たりの良い乾

燥した草地に生育するほか、四川省や西藏

自治区、インド、タイ、 ミャンマー、ネパ

ールにも分布する("1991)。本調査では

麗江甘海子の2995m,香格里拉3330m及び

3280mの地点で生育を確認した。小型種で

比較的標高が低い麗江では開花は終了して

いたが､標高30帥mを超える香格里拉では

開花中であった(Fig.4c)。変種a['oIfjis同
様、ネパーレンシス亜属に属する本種は根

が肥大し、塊根を形成する。

7. ZsIJMic/iom脚aZhao 中甸鳶尾

本種は雲南省西北部の香格里拉、麗汀及

び東南部の蒙自の標高1800m～2000mの砂

質土壌の草地や山地に生育する雲南省固有

の種である（趣1991)。本調査では香格里

拉晧巴雪山の麓の標高1910mの比較的乾

いた斜面で生育を確認した(Fig. 4e)。本
種はアヤメ属植物では珍しい夕方に開花す

る特性を持ち、実際に水に挿して携帯した

蕾は夕方6時ごろ開花した(Fig.4f)｡

8. Z6MI卿α"αDykes西南鳶尾

本種は雲南省西北部から中部の標高

2300m～35mmの高山草地や日当たりの良

い山の斜面､渓流脇の湿地に生育するほか、

四川省､西藏自治区にも分布する(超1991)。

雲南省西北部では最も普通に見られるアヤ

メ属植物で、調査地以外でもかなり広い範

囲で群生していた(Fig. 5a)。花色は吉紫

色であるが、集団内には個体差が見られた

(Figs. 5b-d)。また、香格里拉では数株

の白花を確認した(Figs.5e,f)。白花は品
"lb""Evq"afa肋aZhao(白花西南鳶尾）

として記載されているが、 白花にも異なる

タイプが存在していた。

9. ZcIMicIJI腕""jsNoltieetK.YIGuan

大鋭果鳶尾

近年、Noltie (1995)により、新種記載

された。香格里拉の標高3420mの1．

6Ⅲ"Ey"""と混生する生育地を訪れたが、

開花期が過ぎていたために、識別すること

はできなかった。

10.L6f"t"JIIINOltieetK.YLGuan小

雷鳶尾

香格里拉の標高3300mの地点で確認し

た(Fig.4d)。近年、Noltie (1995)によ
り、新種記裁された本種はⅨ“"g"〃同様

ネパーレンシス亜属に属し、根が肥大して

塊根を形成する。

11. ZdOlic加叩加庇Noltie長管鳶尾

本種は雲南省西北部の香格里拉のほかブ
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一タンの標高3"0m～35mmの高山帯の日

当たりが良く､排水良好な土壌に生育する。

本調査では香格里拉の標高3280mの地点

でI.co"e""およびK如雌”"αと混生して

いることを確認した。開花は終わっていた

が、 この3種は地下部に特徴があり、識別

が可能であった(Fig.3)｡

12. ZIkmevignmFisch.exmlrcz･ 燕子花

本種は日本にも分布するカキツバタで、

雲南省西北部、中部、南部の標高1890m~

3200mの沼沢地や河川近くの湿地に生育す

るほか、中国北東部や朝鮮半島にも分布す

る(fi1991)。本調査では標高1740mの

騰衝北海湿地で生育を確認した。開花は終

わっていた。

4未同定種のシュウカイドウ属(Bego"i")
植物を確認することができた(Table3)｡

今回雲南省西南部で調査を行ったシュウカ

イドウ属植物の自生地の土壌pHは1箇所

を除いて酸性から弱酸性であった(TI,ble

3)。その一方で、東南部では1箇所を除い

てアルカリから弱アルカリ性であった

(Thble3)｡

本調査で確認することができたシュウカ

イドウ属植物は以下の通りである。

1.B.si""f"蜘C､B･Clarke厚壁秋海巣

本種は根茎性ベゴニアで雲南省南部のほ

かインドに分布する（谷1999)。本調査で

は雲南省西南部の銅壁関の標高1320mの

渓流の斜面に生育しており、開花株も見ら

れた(Fig. 6a)。生育地の土壌pHは73
で弱アルカリ性であった(Thble3)。 2001

年に著者らが調査を行った雲南省南部では

多数の生育を確認している(神戸他2脚2)。

本種の花は芳香を放つことから、香りがあ

るベゴニアの育種素材として期待される。

2. B.sp.1

盈江具那邦mJ力河の標高1320mの湿っ

た岩の上に生育していた球根'性ベゴニアで

あるが、種の同定には至っていない。開花

状況は満開であった(Fig. 6b)。生育地の
土壌pHは6.1で酸性であった(Thble3)。

3．B.sp､2

朧川具戸撒河の標高892mの岩上での生

育を確認した根茎性種である(Thble3,Fig.
6c)｡

4． B・Iα伽FYMLEvl. 心葉秋海業

本種は雲南省のほか四川省、貴州省に分

布する球根性のベゴニアで、雲南省では広

範囲に分布し、湿った斜面や日当たりの良

い石垣など生育環境への適応性が高い種と

考えられる。 日当たりの良い場所では葉が

厚く毛が多い、林床では葉が薄く毛が少な

い傾向が見られた(Fig. 6d)。生育地のう
ちの1箇所は本調査では最も酸性度が強い

Ⅱ・シュウカイドウ属(BegOF"α）

シュウカイドウ属は世界の熱帯から亜熱

帯地域を中心に約2脚0種もの種が分布す

ると言われている。中国には南部及び中部

を中心に139種が分布し（谷1999)、中国

雲南省には不確定種を含めると約llO種が

東南部から西南部の熱帯地域を中心に分布

している（李・管2003)。 これらの野生種

の中には観賞価値が高い種も多く含まれ、

園芸的利用が期待されている。すでに自然

突然変異の選抜や種間交雑によりいくつか

の品種も育成されている（田他2mla, b,

2002)。これまで中国科学院昆明植物研究所

と富山県中央植物園の共同研究では雲南省

南部及び東南部を中心にシュウカイドウ属

の自生地調査及び細胞学的研究を行ってき

た（神戸他2002、NakataErfzI.2003)。今

回はこれまでにも調査を行った雲南省東南

部の文山地区のほか、 これまでの未調査地

域である雲南省西南部の保山地区及び徳宏

タイ族景頗族自治州の調査を行った。雲南

省西南部は高黎貢山など雲南省の中では自

然が多く保存されている地域が多い場所で

ある。本調査では17箇所で10分類群及び
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pH3.4であった。

5.B.""粥"0"fSIrmsch、 粗曝秋海巣

本種は雲南省南部及び東南部のほか中国

南部に広く分布する木立性ベゴニアで、標

R600m～2200mに生育する（谷1999)｡

2001年の雲南省南部西双販納タイ族自治

州の調査では多く見られたが、今回の西南

部の調査で確認できたのは1個体のみであ

った。

6. B."加fImD. Donva畦hf"ryj

C.YWu槙緬紅弦ﾉL

B.pqj"""は中国ほかインド、バングラ

ディシュ、ネパール、ブータン、 ミャンマ

ー、ベトナムに広く分布する根茎性のベゴ

ニアで（谷1999)、いくつかの変種に細分

類されている。中国に最も広く分布するの

は変種のvar.帥w""g""αで、雲南省にお

いても普通に見られるものはvar、

bowrirlgiα"αと考えられる（中田他2005)。

本調査で確認したpαﾙ"“αは毛の特徴から

変種jle"ryiと考えられる(Thble3,Fig.6e)｡

7. B.sp･3

高黎貢山の標高2340m地点のpαﾙ7鯉m

var. jzEIzryiとほぼ同じ場所に生育していた

根茎種であるが、種の同定には至っていな

"(Thble3,Fig.6f)｡

8.B.sp､4

文山壮族苗族自治州の西鴫の標高1500m

地点の岩場に生育していた(Thble3,Fig.

6g)。未記載の球根性種である。

9.B.""JerieiLfwl. 盾葉秋海業

文山壮族苗族自治州の西陦及び麻栗玻で

生育を確認した根茎種である(EIable3)｡

中国名が示すように盾のような距歯の無い

葉が特徴である。雲南省のほか、貴州省及

び広西壮族自治区に分布する（谷1999)｡

10. B.p"""MJD.Donvar.bOwri"脚F鯉

(Champ.exBenth.)J・GoldingctC.Kmg.

紅弦几

文山壮族苗族自治州の西陦及び麻栗玻で

生育を確認した(Table3)。雲南省南部に

は多くの型が存在しているが（中田他

2005)、 日本で時々流通しているものも本

変種とおもわれる。葉には模様があり、観

賞価値がある。雲南省のほか中国南部に広

く分布する（谷1999)｡

11.B.M"""il⑰"Irmsch. 識葉秋海業

文山壮族苗族自治州の西陦及び麻栗玻で

生育を確認した(Thble3)。雲南省南部の

ほか、広西壮族自治区及びベトナムに分布

する(谷1999)。

12. B.ps"叩恥,IIIJIrmsch. 光滑秋海巣
文山壮族苗族自治州の西陦の標高1300m

付近で生育を確認した(TEble3)。雲南省

南部の海抜450～1200mに分布する（谷

1999)｡

13.B.""i"αﾉ"clrmsch. 円翅秋海業

文山壮族苗族自治州の麻栗岐の標高

1470m及び1640mの地点で生育を確認し

た。 1470m地点の生育地は2001年の調査

でも生育を確認した洞窟内で、土壌pHは
9.1であった(m,ble3)。前回同様開花株は

確認できなかった。

14.B.gm"disDry･ 秋海業

日本にも'帰化しているシュウカイドウで、

紅河ﾛ合尼族葬族自治州の蒙自の道路脇の法

面で生育を確認した(Thble3)。球根性で

生育地も他のシュウカイドウ属に比べ乾燥

している場所であった。

標本の同定に協力をしていただいた中国

科学院昆明植物研究所昆明植物園の李景

秀実験師､李宏哲博士及び富山県中央植物

園の大原隆明主任､大宮徹主任研究員、標

本乾燥にご協力をいただいた中国科学院昆

明植物研究所昆明植物園の謝立山高級工

程師、長期間にわたる野外調査にご協力い

ただいた中国科学院昆明植物研究所車隊の

易永生氏、鐘順栄氏、中国科学院昆明分

院杜文渭氏及び中国科学院昆明動物研究
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所の和進順氏に深く感謝の意を表します。 学出版社北京．

李景秀・管開雲． 2㈹3．ベゴニアの自生

地を見る（1）中国・雲南． 日本ベゴ

ニア協会（編)，ベゴニア百科･ pp､122
-125．誠文堂新光社東京．

Nakata,M.,Guan,KYX,Godo,T.,Lu,YX.

&Li,J.X. 2"3.Cytologicai smdies

onChineseBego""(Begomaceae)1.

Chromosomenumbersofl7taxaof

Bego"i(J conected in 2"l field

smdiesmYUnnan.Bm.Bot.Gard.

Tbyama8: 1-16

中田政司・魯元学・管開雲・李景秀．

2005． 中国雲南省西双版納における

BEgo"""a〃"αmvar.bowriFzg""(紅

弦凡シュウカイドウ科）自生地記録、

および採集された6個体の染色体数．

富山県中央植物園研究報告10: 1-8.

Noltie,H. 1995.NewlrisesiromYilman.

Thenewplantsman2:131-140.

超騎巣. 1991.鳶尾科．中国科学院昆明植

物研究所（編） ，雲南植物志第五

~巻. pp. 719-755.科学出版社，北京．

引用文献

田代科・李景秀・管開雲2mla.秋海

巣新品種一‘昆明烏, 、 $"JL'和‘白

雪， 、園芸学報28: 186-187.

田代科･管開雲･李景秀･向建英･郭端

資． 2mlb.秋海業新品種一‘白王，、

‘銀珠，和‘熱帯女，、園芸学報89:281

-282．

田代科･管開雲･李景秀･向建英2帥2．

秋海業新品種‘大白,、 ‘健緑， 、 ‘美女，

和‘中大，．園芸学報29:90-91.

神戸敏成･魯元学･田代科･管開雲2帥2．

中国雲南省での植物調査記録-

2001年調査行程と採集標本リスト．富

山県中央植物園研究報告7:45-58.

岩科司.2㈹5.イリス属の分類とその分布．

日本花菖蒲協会（編)，世界のアイリ

ス. pp. 138 140.誠文堂新光社，東

京．

谷粋芝, 1999.秋海業科．中国科学院中国

植物志編輯委員会（編） ， 中国植物志

第52巻第1分冊pp･126 269.科





Bu1l.Bot・Gard.Tbyamall:45-64(2"6)
富山県中央植物園研究報告

富山県フロラ資料（10）

大原隆明・中央植物園友の会植物誌部会・中田政司

富山県中央植物園〒939-2713富山市婦中町上轡田42

MaterialsfbrtheFIoraofTbyama(10)

TakaakiOohara,SurveygroupfOrtheiIoraofToyama,
theFriendsoftheBotamcGardensofTbyama&MasashiNakata

BotamcGardensofTbyama,

42kamikutsuwada,Fuchu-machi,Tbyama939-2713,Japan

Abstract: Throughour recent fieldandherbariumsurveys,13 taxaarenewly
recordedasmembersoftheFloraofTbyamaPrefecture･TheyareI/ijjp"bromoifi",

Zoy"α×伽”α"α,Carexq"""伽rqvar."/wJ,c"fx"""α"α,Qzre.x"1IJMorfz
Var, rOr"α"α, Sisyr"IcJI加加α蝿3脚s城I加加, PojycaｸPon rerrqpﾉ1y"脚碗, Pqpqver
jzy6rid"",Br"sicqZor"鋤r噸，乃獅加加加c“"α鯉加,CIcIoSPEr"t""lepmpﾉIy"I"n,
I'bro"icfJ jiederVb"qandLobeimM"LI.Additional localities inToyamaPreiecture
arereportedfOrSc"〃祓脚加蝿l"o"icI"7',N""o9'4r""",Cﾉ"EFIoFFzEIEJﾉqpo"icq,
RosQIMcjqe,CE"s""碗’αgE""isandE"rerα"syqmbeq脚α,whiChhavebeenknown

fromonlyafewlocalities･All specimenscitedinthispaperarepreservedinthe
herbariumofBotanicGardensofTbyama(TYM)orherbariumofToyamaScience
Museum(TOYA).

Keywords:Hora,newlocalities,newrecords,Toyama,vascularplants

これまで富山県内に知られていなかった

植物や、富山県内ではこれまでに僅かな記録

しか知られていなかった植物の生育を2“5

年度の野外調査および標本調査により確認し

たので報告する。

今回、富山県新記録として報告する13分

類群は、いずれも富山県における生育の記録

が『富山県植物誌』 （大田ほか1983)等の文

献に挙げられていないものである。 このうち

のスナシバZ･ysiα×師"fkmaOhwiはオニシ

'､iZ."tQcr""cﾉzyfzFranch･etSav.と、コミヤマ

カンスケCkzrex剛呪1噸o7aOhwivar.m減i"TQT.

KoyanmはミヤマカンスゲC､ '"MOrqOhwi

var."IM"i/ID"と同定された標本が富山市科学

文化センター標本庫(TOYA)にも収蔵され

ていた。

一方、富山県稀産分類群として報告する6

分類群は、 これまで富山県での確実な生育記

録がごく僅かにしか知られていなかったもの

である。 このうち、 ミズトラノオEIJJremlis

/zab""(Makino)Panigahiは『環境庁レッド

データブック2噸』 （環境庁自然保護局野生



No． 11Bull. BO1.Gald. Tbyama46

海岸で大原が生育を確認し、標本を作製した

(Fig.2)。これらの標本はオニシバZ･加acro

smcJIyqFranCh.etSavat．とよく似ていたが､花

穂は葉鞘から完全に抽出すること、小穗はオ

ニシバよりやや小さく長さ4～5nnn程度であ

ることを確認し、本分類群と同定した。今回

確認された生育地は､海浜の砂地(標高約lm)

で、ハマヒルガオやコバンソウなどと混生し

た状態でパッチ状に生育していた。富山県中

央植物園標本庫や富山市科学文化センター標

本庫には本分類群と同定された標本は収蔵さ

れていなかった。富山市科学文化センター標

本庫には富山県内産のオニシバと同定されて

いた標本が4点収蔵されていたが、 このうち

の朝日町産の1点(TOYA54628)、富山市産

の2点(TOYA44276,36454)はいずれもスナ

シバと同定されるものであった。残りの黒部

市産の標本1点(TOYA16321)は花穂が出て

いない時期のものであるため正確な同定は困

難であったが、葉がオニシバに比較して小型

で短かめであることから、やはりスナシバで

ある可能性が高い。富山県の近隣地域では文

献上の記録はないが、富山市科学文化センタ

ー標本庫に収蔵されている石川県志賀町大島

産のオニシバと同定されていた標本2点

(TOYA37350,55766)はいずれもスナシバと

同定されるものであった。また、石川県能登

地方の植物の標本を収集しておられる宝達清

水町の在住の久保広子氏には今回、志賀町福

浦産のスナシバの標本を寄贈頂いた。 これら

のことから、石川県でも少なくとも能登地方

にはスナシバの生育地があるのは確実である。

Ohwi(1943)は関東地方の海岸に産するとして

おり、 （財)日本野生生物研究センター(1992)

では福島県、千葉県および東京都で確認され

ていることが示されているが、 このほかにも

秋田県（秋田県生活環境文化部自然保護課

2脚2)、神奈川県（木場2脚1)、福岡県（福岡

県高等学校生物研究部会1975）の各植物誌に

スナシバの名が挙げられており、 ミュージア

生物課2咽）で絶滅危倶Ⅱ類(VU)とされ

ているものであるが、本調査により富山県内

に新たな生育地を確認できた。また、テリハ

ノイバラRo""cifIERochebr. etFranch･ ex

Crep.は『富山県植物誌』などの文献に名前が
挙がっているものの、富山県中央植物園標本

庫や富山市科学文化センター標本庫には県内

産の標本が収蔵されておらず、証拠標本を伴

う確実な生育記録がなかったものであるが、

今回の調査により確実に県内にも産すること

が明らかになった。

なお、本報告で引用した標本は、富山県中

央植物園標本庫および富山市科学文化センタ

ー標本庫に収蔵されている。

1． 富山県新記録分類群

1-1．イヌナギナタガヤ I/iJIpml)""Ioid"(L,)

Cmyイネ科

高岡市の伏木富山港近くにある空き地で

大原が生育を確認し､標本を作製した(Fig. 1)｡

本種はヨーロッパから西アジア、熱帯アフリ

カ高地原産の帰化植物であるが(白井2“3)、

今回確認された生育地は飼料倉庫に隣接して

いることから、輸入飼料に混入して侵入した

可能性がきわめて高い。富山県中央植物園標

本庫や富山市科学文化センター標本庫に収蔵

されたナギナタガヤ属の標本中には、本種と

同定される標本は含まれていなかった｡なお、

これまで富山県では既にナギナタガヤ咳

"1)wDs(L.)C.C.Gmel.、オオナギナタガヤ眠

"1Egα〃"N叩.およびムラサキナギナタガヤ

y. oczQ/Yom(Walt.)Rydb.が報告されており

（大田ほか1983、大原1999,大原ほか

2”↓)､国内で記録がある本属の全種の生育が

確認されたこととなる。

証拠標本：高岡市吉久1丁目，大原隆明、

2脚5.5.9 (TYM14676) .

1-2．スナシバZOys"×/IoFkm"αOhwi イ

ネ科

當山市北部の海岸通および岩瀬古志町の
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ムパーク茨城県自然博物館植物研究室(2咽）

は同館収蔵品として冑森県八戸市で得られた

スナシバの標本を挙げている。さらに富山市

科学文化センターに収蔵されているオニシバ

と同定された標本中の兵庫県南淡町のもの

(TOYA59969)もスナシバと同定されるもの

であることなどからも、本分類群は気づかれ

ていないものの全国的に産する可能性がある。

なお、本分類群の存在に気づいたHonda

(1930)は当初、本分類群をナガミノオニシバ

Z. Ji"i"Hancev虹〃抑o"i"Ohwiと変種関

係にあると考えたが、Ohwi (1943)がシバZ.

/"0ni"Steud~とオニシバの雑種として扱っ

て以来、 この見解が支持されることが多い。

しかし、木村（2噸）や木場(2~1)は、千

葉県や神奈川県のスナシバは結実が観察され

ることから、 さらなる分類学的な検討が必要

であることを述べている。今回富山市で確認

された2箇所の生育地でもやはり結実が観察

されたうえ、 この周辺には少し離れた場所に

シバは観察されたもののオニシバはまったく

見られなかったが、 これはスナシバがシバと

オニシバの単純な一代雑種ではないことを示

唆するのかもしれない。そのような可能性か

らか、スナシバは秋田県（秋田県生活環境文

化部自然保護課2帥2)、千葉県（千葉環境財

団2脚4)、東京都（東京都環境局自然保護部

1998)、神奈川県(神奈川レッドデータ生物調

査団1”5)の各部県版のレッドデータブック

では絶滅が危倶される植物として取り上げら

れている。富山県ではこれまで生育が知られ

ていなかったために『富山県の絶滅のおそれ

のある野生生物』 (2帥2）には取り上げられて

いないが、本県でも確認例が決して多くはな

いうえ､近年の海岸の改変が著しいことから、

本分類群は絶滅に瀕している植物である可能

性もある。今後、県内に残された数少ない砂

浜を調査し、生育地を把握しておくことが重

要である。

証拠標本:下新川郡朝日町宮崎,長井真隆

1978.5.25(TOYA54628) ;富山市日方江,太

田道人, 1990.5. 8 (TOYA44276) ;富山市海

岸通大原隆明,2"5.6.25(TYM14678) ;g

山市岩瀬古志町,大原隆明,2"5.6. 18 (TYM

14677） ラ富山市岩瀬，大田弘， 1934． 8． 5

(TOYA36454) .

1-3.キイトスゲ唖羅xα"E師批mFranch.var.

〃vq(OhM)Ohwi カヤツリグサ科

植物誌部会員の木内静子が富山市（旧大山

町)で生育を確認し､標本を作製した(Hg.3)｡

これらの標本は県内で記録されているアオス

ゲ類にもやや似るが、雌小穗は細く互いに離

れて着き、果苞がほぼ無毛で先端が細く伸び

ることから、広義のオオイトスゲC. α舵加i-

jfomranch~であると判断し、さらに株の基部

の鞘や雄小穂が淡黄褐色を帯びることから本

変種と同定した。今回確認された生育地は、

山地帯上部（標高約13帥m)の草地で多数の

個体が生育していた。富山県中央植物園標本

庫や富山市科学文化センター標本庫には本分

類群と同定された標本は収蔵されておらず、

近似のスゲ属の標本中にも県内で採集された

本分類群の標本は確認できなかった。富山県

の近隣地域では、 （財旧本野生生物研究センタ

ー（1992）では石川県以外の各県で確認され

ていることが示されている。石川県について

は､石川県植物誌(里見1983）や小牧(1987）

には名前が挙げられていないが、岩手植物の

会(1970)には石川県が本分類群の産地とし

て取り上げられている。本県では今回の確認

例が唯一の確実な産地であるが、本属は注目

されにくいため、今後同様の環境の場所を調

査すれば多くの産地が見つかる可能性が高い

と思われる。

証拠標本：中新川郡立山町立山カルデラ

（旧立山温泉付近） ，木内静子, 2"5. 6. 15

(TYM13926) .

1-4． ヒロハノオオタマツリスゲ唖疋xfImki-

α""(Ohwi)Ohwi カヤツリグサ科

植物誌部会員の木内静子が富山市（旧大
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外の地域でも既知産地はごく少数であること

から、富山県の場合も今後早急にその生育実

態を調査する必要があると考えられる。

証拠標本:富山市有峰折立,木内静子,2側臥

6.1 (TYM14679) ;富山市有峰東谷,木内静

子,2"5.6.1 (TYM13662) ~

1-aコミヤマカンスゲ唖潅x〃鯉岬omOhwi

var.ror"naT.Koyamaカヤツリグサ科

植物誌部会員の木内静子が魚津市および立山

町の山地で生育を確認し、標本を作製した

(Fig. 5)。今回得られた標本の基本的な特徴

は､本県でも多く見られるミヤマカンスゲC.

,"卿噸o"Ohwivar~ '"雌岬o『αと同様であった

が、地下部に直径lnnn程度の細い地下伏枝

を伸ばす、葉は全体に細く、 もっとも広いも

のでも幅は6mm程度という特徴を確認し、

本分類群と同定した。富山県中央植物園標本

庫、富山市科学文化センター標本庫には本分

類群と同定された県内産の標本は収蔵されて

いなかったが、富山市科学文化センターに収

蔵されているミヤマカンスゲと同定されてい

た標本中には本分類群と同定される魚津市産、

高岡市産の標本が各1点と南砺市産の標本が

2点含まれていた。 このうちの魚津市産のも

のは、今回木内が確認した場所とほぼ同じ場

所で採集されたものであった。 このほかにも

伸長した根茎がつながって一見伏枝があるよ

うに見えるものも含まれていたが、 これらは

ミヤマカンスゲと判断した。コミヤマカンス

ゲはミヤマカンスゲと区別して扱われないこ

とも多いため、各地の植物誌で名前が挙がっ

ていない場合があるようだが、勝山(2"1)

は千葉県、神奈川県、静岡県、長野県、愛知

県、岐阜県、三重県、滋賀県、福井県、京都

府を産地として挙げている。本県ではこれま

でミヤマカンスゲと区別せずに扱っていたた

めか気づかれていなかったと推測されるが、

今回確認した産地や富山市科学文化センター

に収蔵された過去の標本から判明した産地は

県全域の標高4mnから1噸、以上の範囲に

山町）の2箇所で生育を確認し、標本を作製

した(Fig.4)。これらの標本は県内で記録さ

れているコジュズスゲC. r71qcroglo"qFIanch.

etSav.にもやや似るが、頂上の雄小穗は柄が

長く抽出することや雌小穂は長く伸びて小花

がまばらに着くこと、株の基部の鞘が赤紫色

を帯びることなどの点で明らかに異なるもの

であった。また、県内では未記録で変種関係

に扱われることもあるタマツリスゲC.

β坤Es ranch.etSav.v虹〃砂“やオクタマツ

リスゲC〃ゆesFranch.etSav.var.kJfzqkuie""

MKiklIchi、オオタマツリスゲC"UxmMyqnq

Franch･にはさらに似ているが､雄小穗は赤褐

色を帯びて柄が長いこと、果苞は先が長く伸

びること、葉は幅が広く10mmを超えるもの

があり前年に出たものの一部が残っているこ

とを確認して、本種と同定した。本種は中国

地方の日本海側から北陸地方にかけての日本

海側に分布するとされ（勝山2005)、 （助日本

野生生物研究センター(1992)ではこの範囲

に含まれる岐阜県、福井県、兵庫県、岡山県

および広島県のほか、福島県、栃木県、長野

県で確認されていることが示されているが、

このうちの栃木県のものについては野口

（2側3）がオオタマツリスゲの誤認であるこ

とを述べている。また、本種をはじめて分類

群として認めたOhwi(1932)がその基準産地

として挙げた京都府にも記録があるため、今

のところ當山県以外では東北地方南部から中

国地方にかけての日本海側の8府県に分布が

知られていることとなる。本種は『環境庁レ

ッドデータブック2咽』 （環境庁自然保護局

野生生物課2噸)では取り上げられていない

が、長野県（長野県自然保護研究所・長野県

生活環境部環境自然保護課2帥2)､京都府(京

都府企画環境部企画課2脚2)、兵庫県（兵庫

県県民生活部環境局自然環境保全課2脚3)、

岡山県（岡山県生活環境部自然環境課2帥3）

のレッドデータブックでは絶滅のおそれがあ

る植物として挙げられている。また、それ以
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及んでいることから、実際にはかなり普遍的

に生育しているのではないかと思われる。

証拠標本：魚津市三ヶ （片貝川南又谷

7"m) ,箕輪隆-, 1985,8. 1 (TOYA501") ;

木内静子,2"5.6.9 (TYM14680) ;中新川郡

立山町京山カルデラ（跡津川断層上） ，木内

静子,2"5.6. 15. (TYM13918) ；高岡市麻生

谷40m,下野栄子,2M.4. 15(TOYA57416) :

南砺市（原記録：平村）人形山,進野久五郎，

1962.7.-(TOYA12381) ;南砺市利賀村（原

記録:利賀村）上百瀬8mm,依田清胤1992.

9.21 (TOYA23566) .

1-6．ルリニワゼキショウSiJWWirIc"""1"Ig蝉"‐

〃畑腕Mm･ アヤメ科

植物誌部会員の石澤岩央が富山市の丘陵

地に位置する施設内の路傍で生育を確認し

(Fig. 6)、標本を作製した。本種は北アメリ

カ東部原産の帰化植物で日本では関東地方に

帰化が知られているが（諏訪200l)、富山県

の近隣地域では現在のところ報告はないよう

である。茎に広い翼があり、花被片の先端が

芒状に長く尖る点で酷似するものにヒトフサ

ニワゼキショウS. "zMc""α鯉加Michx，があ

るが（村田1982)、今回得られたものは茎上

に花序が複数つくことから本種と同定した。

ヒトフサニワゼキショウは富山県からは未報

告である。富山県中央植物園標本庫や富山市

科学文化センター標本庫に収蔵されたニワゼ

キショウ属の標本中には、本種と同定される

標本は含まれていなかった。

証拠標本：富山市婦中町高塚（自然公園ね

いの里) ，石澤岩央,2"5.5.28(TYM14681) .

1-7． ヨツバハコベPob""o" re""ﾉIy""FT

(L)L. ナデシコ科

JR高岡駅構内の貨物線路上で大原が生育

を確認し、標本を作製した(Fig. 7)。本種は

ヨーロッパ原産の帰化植物で、 日本では福井

県・神奈川県以西の本州および九州で確認さ

れているが（清水2帥3)、今回富山県でも確

認されたことで、今後東日本や北日本方面へ

も分布が拡大する可能性が高いと思われる。

富山県中央植物園標本庫や富山市科学文化セ

ンター標本庫に収蔵されたナデシコ科の標本

中には、本種と同定される標本は含まれてい

なかった。

証拠標本:高岡市下関町(JR高岡駅構内) ,

大原隆明,2"5.5. 15 (TYM14682) .

1-8． トゲミゲシP"qv〃姉丁jd""L. ケシ

科

上述したイヌナギナタガヤの生育地と同

じ場所で大原が生育を確認し、標本を作製し

た(Fig. 8)。本種はヨーロッパ原産の帰化植

物であるが（福原2帥3)、今回確認された生

育地は飼料倉庫に隣接していることから、輸

入飼料に混入して侵入した可能性がきわめて

高い。富山県中央植物園標本庫や富山市科学

文化センター標本庫に収蔵されたケシ属の標

本中には、本種と同定される標本は含まれて

いなかった。

証拠標本：高岡市吉久1丁目，大原隆明，

2m5.5.9 (TYM14683) .

1-9．ハリゲナタネBr"sj"rorJTg/bFMGouan

アブラナ科

上述したイヌナギナタガヤの生育地と同じ

場所で2岬|年初夏に大原と植物誌部会員の

高木末吉が生育を確認､2“5年に大原が同所

を再調査し、花と果実のついた標本を採集し

た(Fig. 9)。本種は地中海沿岸地域原産の帰

化植物であるが（中井2㈹3)、今回確認され

た生育地は飼料倉庫に隣接していることから、

輸入飼料に混入して侵入した可能性がきわめ

て高い。富山県中央植物園標本庫や富山市科

学文化センター標本庫に収蔵されたアブラナ

科の標本中には、本種と同定される標本は含

まれていなかった。

証拠標本：高岡市吉久1丁目，高木末吉・

大原隆明,2M.5.6(TYM14684) ;大原隆明，

2帥5.5.9 (TYM14685) 、

1-10．ベニバナツメクサT)M)j加加加“"I〔､4"’

L. マメ科
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証拠標本竜富山市下新北町（富岩運河東岸

の遊歩道沿い） ，大原隆明,2"5.5. 11 (TYM

14689) .

1-13． ロベリアソウ IpbE"αi"yIQML. キキ

ョウ科

植物誌部会の立山町での調杳会時に、部会

員の中村安が林道わきの草地内で生育を確認

し(Fig. 13)、標本を作製した。本種は北アメ

リカ原産の帰化植物で、 日本では園芸植物と

して栽培されることもあるが（近田2恥3)、

今回確認されたものは周囲の状況から明らか

に園芸品ではないと判断した。富山県中央植

物園標本庫や富山市科学文化センター標本庫

に収蔵されたミゾカクシ属の標本中には、本

種と同定される標本は含まれていなかった。

証拠標本：中新川郡立山町芦峅寺（国立少

年自然の家付近） ，中村安,2"5.7.24 (TYM

14690) .

上述したイヌナギナタガヤの生育地と同

じ場所で大原が生育を確認し(Fig.10)、標本

を作製した｡本種はヨーロッパ､北アフリカ、

西アジア原産の帰化植物であるが（大橋

2帥3)､今回確認された生育地は飼料倉庫に隣

接していることから、輸入飼料に混入して侵

入した可能性がきわめて高い。富山県中央植

物園標本庫や富山市科学文化センター標本庫

に収蔵されたシャジクソウ属の標本中には、

本種と同定される標本は含まれていなかった。

証拠標本鷺高岡市吉久1丁目，大原隆明，

2帥5.5.9 (TYM14687) .

1-11．マツバゼリαcIo"E蹄醜mj"Z･phy"哩加

(Pers.)SpragueexBrittonetEHWnsonセリ

科

富山市の住宅街中の路傍で大原が生育を

確認し、標本を作製した(Fig. ll)。本種は熱

帯アメリカ原産の帰化植物であり、関東地方

以西の本州から琉球で確認されているが（村

田2帥3)、 日本海側の多雪地域からの報告は

福井県(渡辺2㈹3）など限られているようで

ある。しかし、今回本県で確認されたことに

より、その他の日本海側地域でも見出される

可能性は高いと思われる。富山県中央植物園

標本庫や富山市科学文化センター標本庫に収

蔵されたセリ科の標本中には、本種と同定さ

れる標本は含まれていなかった。

証拠標本：富山市堀川小泉町2区,大原隆

明,2“5．6． 13 (TYM14688) .

1-12． フラサバソウ陸m"icqjiEdeWb"fzL.

ゴマノハグサ科

富山市の運河わきの植え込み内で大原が

生育を確認し、標本を作製した(R9. 12)。本

種はヨーロッパ原産の帰化植物であるが（山

崎2帥3)、今回の確認地では広範囲にわたっ

て多数の個体が観察された。富山県中央植物

園標本庫や富山市科学文化センター標本庫に

収蔵されたクワガタソウ属の標本中には、富

山県内で採集された本種と同定される標本は

含まれていなかった。

2． 富山県稀産分類群

2-1 ．アカハナワラビSc""""〃〃"or'ic脚加

(Makino)Holubハナヤスリ科

植物誌部会の射水市での調査会時に、部会

員の掛橋幹男、掛橋富子、木内静子、酒井初

江が丘陵地のため池に面した斜面草地内で生

育を確認し標本を作製した(Fig.14)｡その後、

秋にも同地で部会員の荒川知代が生育を生育

を確認し標本を作製した。同地にはフユノハ

ナワラビSc""蛾脚加rem"z"TI (T1'unb.)Lyon

も同所的に多数生育していたが、今回得られ

た標本は、晩秋から早春には栄養葉が紅葉す

ること、栄養葉の頂片は鋭頭であること、羽

片の縁に鋭鋸歯があることを確認し、本種と

同定した。富山県では太田（1999）が氷見市

のl産地を報じたのが本種の最初の記録であ

る。 しかしその後の確認例はごくわずかであ

り、富山市科学文化センター標本庫に標本

(TOYA125",57224)が収蔵されている氷見

市の2箇所しか、確実な生育地は知られてい

なかった。全国的には、佐橋(1990)は岩手
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県から宮崎県に至る27都府県を本種の産地

として挙げているが、 このほかにも富山県の

ほか、秋田県（秋田県生活環境文化部自然保

護課2脚2)など4県でも見出されており、計

31都府県で分布が知られているようである。

『環境庁レッドデータブック20側』では本種

は取り上げられていないものの、各地のレッ

ドデータブックでは15以上の都府県で絶滅

が危倶される植物として扱われていることか

ら、本種は全国的にかなり危機的な状況にあ

るのかもしれない。富山県の近隣地域でも石

川県(石川県環境安全部自然保護課2咽)お

よび福井県（福井県福祉環境部自然保護課

2帥4）ではそれぞれ絶滅危倶Ⅱ類、要注目種

として扱われている｡いつぽう富山県の場合、

本種は『富山県の絶滅のおそれのある野生生

物（レッドデータブックとやま)』では取り上

げられていないが、既知の産地は今回確認さ

れた射水市の産地を合わせても3箇所のみで

あることから、富山県カテゴリーの希少種以

上のランクに取り上げるべきものと考えられ

る。

証拠標本射水市中太閤山薬勝寺池,掛橋

孟繍慧奔蝋醐鶇,縦
200乱9. 19 (副蕊斬4692) .
2－2オオトリゲモハh/"og"""isMiki イ

バラモ科

富山市の川住清貴氏が2“5年9月2日に氷

見市のため池で発見し、9月15日に植物園で

現地調査を行った。植物体が7km以上ある

こと､葉が2cm以上あることなどからオオト

リゲモと半|｣断されたが、決め手となる雄花が

得られなかったため、神戸大学理学部の角野

康郎教授に依頼してオオトリゲモと確認され

た。同定いただいた角野先生にお礼申し上げ

ます｡本種は『富山県植物誌』(大田ほか1983)

には「池沼にごくまれに生育」と書かれ、小

杉町綿打池が自生地として挙げられていた。

しかし証拠となる標本が残されていなかった

ため、過去に県内に生育していたという事実

確認ができないでいた。 『富山県の水生生物』

(當山県水生生物研究会1995年)では、県内

の主だった水湿地には生育していないとされ

たが、文献記録があることから富山県絶滅危

倶種にランクされた。その後、富山市ファミ

リーパーク内(1996年）で採集され、高岡市

頭川でも1”2年に採集されていたことが明

らかになった｡『富山県の絶滅のおそれのある

野生生物（レッドデータブックとやま)』では

リストから漏れているが、評価基準に当ては

めると、今のところ県内自生地が3箇所であ

ることから、最もランクの高い｢絶滅危倶種」

に相当すると思われる。

証拠標本：氷見市中尾谷地池，中田政司，

2㈹5．9. 15 (TYM14889) .

2-3． クサボケCJIQEFzo旗ど!"ﾉ",o"i"(T11unb.)

Lindl.exSpachバラ科

植物誌部会員の三箇紀昭が高岡市の小矢

部川河士手の草地中で生育を確認し標本を作

製した(Fig. 15)。今回標本としたものは葉期

のものであったが、葉縁の鋸歯は先が鈍く内

向きであること、今年枝に小突起がありざら

つくことを確認し、ボケC."Ecio"(Sweet)

Nakaiの逸出品ではなく本種と同定した。富

山県では太田（2岬）が高岡市および小矢部

市の各1産地を報じたのが本種の最初の記録

である。今回見出された産地は、 これらに次

ぐ県内3箇所目の確認例となる｡全国的には、

側日本野生生物研究センター（1992）では宮

城県から鹿児島県に至る広い範囲で確認さ説

ていることが示されている｡『環境庁レッドデ

ータブック2噸』では本種は取り上げられて

いないものの、各地のレッドデータブックで

は熊本県（熊本県環境生活部自然保護課野生

生物班1998)や宮崎県(宮崎県生活環境部生

活環境課2噸）で絶滅危倶1A(CR)として

扱うなど、 10以上の都府県で絶滅が危慎され

る植物として挙げられている。富山県の近隣

地域でも石川県（石川県環境安全部自然保護
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潟県内の詳細な分布状況は不明であるが、富

山県は日本海側の分布の北限に近いのかもし

れない。 『環境庁レッドデータブック2噸』

や、各地のレッドデータブックのほとんどで

は本種は取り上げられていないが、太平洋側

の分布北限に近い宮城県では生台数が少ない

ためか要注目種として挙げられている（宮城

県環境生活部自然保護課2ml)。富山県の場

合、本種はこれまで正確に理解さ説ていなか

った可能性もあり、その分布や生育数は不明

であるが、既知の産地が極端に少ないことや

本種の主要な生育環境である海岸や河川敷の

改変が著しいことから、今後注意して生育実

態を把握する必要がある。

証拠標本:射水市西広上(庄川東岸河川敷)，

三箇紀昭2"5.9.8(TYM14694) ;高岡市五

十里（小矢部川西岸土手) ，三箇紀昭2㈹5.9.

17 (TYM14695) .

2-5イワウメヅルcel""sjiq9e"arisRupr.

ニシキギ科

植物誌部会員の木内静子が南砺市南西部の山

地林縁で生育を確認し標本を作製した(Fig.

17)｡今回標本としたものは葉期のものであっ

たが、葉は最大のもので長さ2.Scm程度と小

型であること、葉縁の鋸歯は細かく芒状であ

ること、托葉は硬くなって刺となることを確

認し、 ツルウメモドキCSpecio"(Sweet)

Nakaiなどの同属の類似種ではなく本種と同

定した｡富山県では太田(2噸)が富山市（旧

八尾町）の1産地を報じたのが本種の最初の

記録であり、今回見出された産地は、 これに

次ぐ県内2箇所目の確認例となる。全国的に

は、 （鮒日本野生生物研究センター(1992)で

は山形県から鹿児島県に至る底い範囲で確認

されていることが示されている｡『環境庁レッ

ドデータブヅク2咽』では本種は取り上げら

れていないものの、各地のレッドデータブッ

クでは東京都（東京都環境局自然保護部

1998)で絶滅の危機に瀕していることを示す

Aランクとして扱うなど、 10以上の都府県で

課2岬)および福井県(福井県福祉環境部自

然保護課2昨|）ではそれぞれ絶滅危倶I類

(CE)、絶滅危倶Ⅱ類(VU)として扱われて

いる。富山県の場合、本種は『富山県の絶滅

のおそれのある野生生物（レッドデータブッ

クとやま)』発行時点では県内での生育が確認

されていなかったため取り上げられていない

が、既知の産地は今回確認された高岡市の産

地を合わせても3箇所のみであることから、

富山県カテゴリーの希少種以上のランクに取

り上げるべきものと考えられる。

証拠標本：高岡市五十里（小矢部川西岸土

手） ，三箇紀昭,2"5､9, 17(TYM14693) .

2-4．テリハノイバラRo"IIJc"ERocheb[et

Ianch.exC1℃p･ バラ科

植物誌部会員の三箇紀昭が射水市の庄川

河川敷の礫地および高岡市の小矢部川河土手

の草地中で生育を確認し、標本を作製した

(Fig.16)。今回標本としたものは葉期のもの

であったが、葉縁の鋸歯は粗くやや内向きで

あること、托葉は幅広く先端の遊離した部分

は三角形であることを確認し、富山県に多い

ノイパラR.加脚岬orqThunb.やミヤコイバラ

R.pα"icMIjgemMakinoではなく本種と同定し

た。富山県では大田ほか(1983)が本種の産

地として黒部市前沢および富山市三熊を挙げ

ているが､その標本は残されていない｡また、

富山市科学文化センター標本庫にテリハノイ

バラとして同定、収蔵されている県内産の標

本は南砺市（旧福光町）産のものが1点

(TOYA33117)と富山市（旧八尾町）産のも

のが1点(TOYA48982)の計2点のみであっ

たが、 これらはいずれもミヤコイバラと同定

されるものであった。したがって今回見い出

されたものは、標本を伴う県内初の本種の確

実な確認例と思われる。全国的には、側日本

野生生物研究センター(1992)では岩手県か

ら沖縄県に至る広い範囲で確認されているこ

とが示されているが、 日本海側については新

潟県が最北の確認例となっているようだ。新
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Fig. 1. P^//?ia6wwo/dle5 collected in Takaoka City, Toyama Prefecture (TYM14676).

A: Inflorescences. Scale indicates 3cm. B: Spikelet. Scale indicates 5mm.

B

.<■ Uh.

Fig. 2. Zoysia X hondam collected in Toyama City (TYM14677). A: Plant. Scale

indicates 5cm. B: Inflorescence. Scale indicates 1cm.
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Fig. 3. Carex altemijlora var. collected in Tateyama Town, Toyama Prefecture (TYMl 3926).

A: Plant. Scale indicates 10cm. B: Inflorescences. Scale indicates 1cm.

Fig. 4. Carex araJdana collected in Toyama City (TYM13662). A: Plant. Scale indicates 5cm.

B: Male inflorescence. Scale indicates 5mm. C: Female inflorescence. Scale indicates 1cm.
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Fig. 5. Carex multiflora var. toriiana collected in Uodzu City, Toyama Prefecture (TYM14680).
A: Plant. Scale indicates 5cm. B: Under part of a plant. Scale indicates 1 cm. Arrows

indicate stolons.

Fig. 6. Sisyrinchium angustifolium at flowering stage in Toyama City (May 28,2005).

A: Upper part of a plant. B: Flower.
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«

Fig. 7. Pofycarpon tetrcqyf^llum collected in Takaoka City, Toyama Prefecture (TYM14682).

A: Plant. Scale indicates 1cm. B: Upper leaves and inflorescences. Scale indicates 5mm.

Fig. 8. Papaver hybridum collected in Takaoka City, Toyama Prefecture (TYM14683).

A: Upper part of a plant. Scale indicates 5cm. B; Fruit. Scale indicates 1cm.
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Fig.9.凸Z“たα""Z鮠""conectdmTakaOkaCitMTbyamaPI巳企Ctul℃(TYM14685)

A:Plant.Scaleindic月↑es5cm. B:Flawasandnuits.Scaleindica~slOmm.
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Fig.10. 2M"2"""α"ﾂ7qn"watmoweringsta"mTMaokacitXTbyamaPIB企Cture

May9,2005). A:U抑apartofaplant. B:inflmescα】Ce．
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Fig. 11. Ciclospermum leptopJ^llum collected in Toyama City (TYM14688). A: Plant.

Scale indicates 5cm. B: Fruits. Scale indicates 1cm.

BA

Fig. 12. collected in Toyama City (TYM14689). A: Plant.

Scale indicates 5cm. B: Upper part of a plant. Scale indicates 1cm.
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Fig.13. Lo6eliZIM"matnowaingstagemTateyamamwn,TbyamaPrefc1m℃

(July24,2005). A:Upperpartofaplant. B: inflorescence.
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Fig. 15. C/2aewome/e5'7ajw«?c<3coUectedinTakaokaCity,ToyamaPrefecture(TYM14693).

A: Upper part ofplant. Scale indicates 3cm. B: Leaf. Scale indicates 1 cm.

B

Fig. 16. collected in Imizu City, Toyama Prefecture (TYMl 4694).

A: Upper part ofplant. Scale indicates 5cm. B: Leaf Scale indicates 1cm.
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Fig. 17. Ce/oy/my^ag-e/Zorw collected in Nanto City, Toyama Prefecture (TYM14696).

A: Plant. Scale indicates 5cm. B: Leaf and stipule. Scale indicates 1cm.

Fig. 18. Eiisteralisyatabeam collected in Toyama City, Toyama

Prefecture (TYMI4697). Scale indicates 10cm.
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都府県で絶滅が危愼される植物として挙げら

執ている。富山県の近隣地域でも石川県（石

川県環境安全部自然保護課2噸)および福井

県(福井県福祉環境部自然保護課2脚4)では

ともに絶滅危倶Ⅱ類(VU)として扱われて

いる。富山県の場合、本種は『富山県の絶滅

のおそれのある野生生物（レッドレータブッ

クとやま)』発行時点では県内での生育が確認

されていなかったため取り上げられていない

が、既知の産地は今回確認された南砺市の産

地を合わせても2箇所のみであることから、

富山県カテゴリーの希少種以上のランクに取

り上げるべきものと考えられる。

証拠標本：南砺市打越木内静子,2“乱7.3

(TYM14696) .

2-6． ミズトラノオ EMsr""Is v"""F1Q

(Makimo)Pamgamシソ科

植物誌部会員の酒井初江が富山市北部の

水路中で生育を確認し標本を作製した(Fig.

18)。今回標本としたものは開花期のもので、

高さ30cm以上に及ぶ茎の先端に数CInの淡

紅色の穂状花序がつき、線形の葉が3ー4枚

ずつ輪生する独特の形状から本種と同定した。

富山県ではDongetal. (2004)が富山市北部

の1産地を報じたのが本種の最初の記録であ

る。今回見出された産地はこれに次ぐ県内2

箇所目の確認例となるが、個体数はかなり多

かった。全国的には宮城県から鹿児島県に至

る広い範囲で確認されているが､『環境庁レッ

ドデータブック2噸』では本種は絶滅危'倶

Ⅱ類(VU)として取り上げられている。各地

のレッドデータブックでも大阪府（大阪府

2脚0)、香川県(香川県希少野生生物保護対策

検討会2”|)および愛媛県(愛媛県貴重野生

動植物検討委員会2003）で絶滅(EX)とし

て扱われているほか､20以上の府県で絶滅が

危倶される植物として挙げられている。富山

県の近隣地域でも本種の生育が確認されてい

る新潟県（新潟県環境生活部環境企画課

2"l)、岐阜県(岐阜県健康福祉環境部自然環

境森林課2"l)および福井県(福井県福祉環

境部自然保護課2岬I）で絶滅危倶I類(CE)

として扱われている。富山県の場合、本種は

『富山県の絶滅のおそれのある野生生物（レ

ッドレータブックとやま)｣発行時点では県内

での生育が確認されていなかったため取り上

げられていないが、既知の産地は今回確認さ

れた場所を合わせても2箇所のみである上に、

両者とも面積が狭く、人為の影響を絶えず受

ける水田およびその周辺であることから、富

山県カテゴリーの危急種以上のランクに取り

上げるべきものと考えられる。

証拠標本：富山市野中.酒井初江,2“5． 9．

15 (TOYA14697) .

標本の閲覧に便宜を頂くとともに原稿を査

読頂いた富山市科学文化センター専門学芸員

の太田道人氏、ならびに学芸員の坂井奈緒子

氏にお礼申し上げます｡また､オオトリゲモ、

スナシバの標本や情報をそれぞれ提供頂き、

本稿での使用を許可下さった川住渭貴氏、久

保広子氏に感謝します。
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富山県中央植物園研究報告

富山県高等菌類資料(4)

橋屋誠

富山県中央植物園〒939-2713 富山市婦中町上智田42

MateriaisfOrthefilngusiloraofToyamaPrefecture(4)

MakotoHashiya

BotamcGardensofToyama,

42kamkutsuwada,Fuchu-machi,Tbyama939-2713,Japan

Abstract: SixrarefUngi, Ur"α/ucr""i""1 (Schwein.)Fr.,Hy"Iorryqrlfl""ei
(Berk.) Berk． &Broome,乃jc/zoIosporl"TT po"hW叩尚y""Fz (Imai) Guzman,
Podosroro"""j"13"(E.Fisch.)Imaif.ocrospomYoshim.Doi,TMosZo加城硯IJri"MFTT
Fr.,Podo"㎡ariα"goyqsα〃 (Hara)Furuya&Udagawawerefbund inToyama
Prefecture.TheVarenewtothehln2usHoraofthePrefecture.

ゴ ー

Keywords: iUngusilora,newrecords,Toyama

これまでに富山県内で記録された比較的採

集例の少ないと思われる種を報告する。本報

告で引用した標本は富山県中央植物園

(TYM)に保管されている。

口部が切れ込み弱い星型に裂けることがある。

子実体の表面は淡黒褐色のかさぶた状だが、

ルーペで見ると菌糸が絡み合ったフェルト状

をしていることがわかる。子実体の内部は茶

色で平滑。黒褐色をした約2～4cmの柄があ

り、下部には同色をした軟毛状の菌糸束が多

数見られる。

本種は、 ヨーロッパから北米にかけて分布

しており、国内では東北日本を中心として北

海道(五十嵐1988,前田一歩園財団1997)、

青森県(工藤ら1998)､栃木県(栃木県2"2,

清水・伊沢1988)、長野県（小山1994)、神

奈川県(平塚市博物館1997)､京都府(小寺私

信）で記録がある。インターネットでは、福

島県、新潟県で記録があるが詳細は不明であ

る｡北陸地域ではこれまでに採集記録はない。

保管標本

1 ．エツキクロコップタケ

齢“〃”"“""z(Schwem~)Fr． （クロチャワ

ンタケ科) (Fig.1)

2帥5年4月29日、南砺市（旧平村）上梨

梨谷で柳原正紀氏が採集された。その後の5

月2日に同氏の案内で現地を訪れ、発生して

いた本種を再度採集した。生育環境はキンキ

マメザクラやコシアブラ、ネマガリタケが生

える明るい湿った斜面で、落ち葉に埋もれた

広葉糧と思われる径約3cm、長さ約lmの落

枝上より本種の子実体が数個発生していた。

子実体はじようご型で､口部の径は2～3cm、
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Fig.l. Urnala craterium (Schwein.) Fr. (M.Hashiya 4787). Scale bar indicates 2cm.

Fig.2. Hydnotrya tulasnei (Berk.) Berk. & Broome (M.Hashiya 4807). Scale bar indicates 2cm.
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當山県南砺市(旧東砺波郡平村)上梨梨谷、

広葉樹落枝上、柳原正紀、 2“5年4月29日

(M･Hasmya4783).

富山県南砺市(旧東砺波郡平村)上梨梨谷、

広葉樹落枝上、橋屋誠、 2“5年5月2日

(M.Hashiya4787).

2． クルミタケ

HyfiFzo"α趣j""Ei(Berk.)Berk.&Broome (セ

イヨウシヨウロ科) (Fig.2)

2㈹5年6月18日、高岡市古城にある古城

公園内のスダジイ・イロハカエデ樹下の苔に

被われた地面上で、半ば地中に埋もれた本種

を採集した。

本種は、径l～3cmで不規則な塊状。子実

体の表面は茶褐色で短い菌糸が絡んだベルベ

ット状で擦れた部分は暗色に変化する。断面

は迷路状、隙間には小さな空間が見られ、 こ

の隙間に沿って類白色の子実層が分布する。

子のうの中には胞子が8個あり、胞子はほ

ぼ球形で径28～33um(突起を除く)、表面に

は大形で鈍頭の洸状突起が見られる。

最初クルミタケとされたものは子のう中で

胞子が1列に並んでいるとされ、 2列したも

のをクルミタケモドキとして区別する考えも

あるが、 TTaPpe (1976)はどちらも同一種であ

るとした。富山の標本も1列と2列がともに

見られたため、本報告では名称にクルミタケ

H"""'zei(Berk.)Berk&Broomeを用いた。

Trappe(1976)は、国内の産地として、北海

道、長野県、滋賀県、京都府、烏取県を報告

しており、他にも北海道、長野県、埼玉と長

野の県境(小林1957)､神奈川県(井口2"3)

で記録がある。国外では中北部ヨーロッパや

北イタリア、 ロシア、北アメリカ等に分布す

る（小林1957)。北陸地域では石川県兼六園

のアラカシ樹下からのみ採集されており （池

田1996)、京都府では準絶滅危倶種に指定さ

れている（京都府2帥2)。

保管標本

富山県高岡市古城、スダジイ・イロハカエ

デ樹下､橋屋誠､2005年6月18日(MHashiya
4807)．

3． ウラムラサキシメジ

耐cIIoIo"o畑加pO噸内yFDphy"脚"'(Imai)Guzman

（キシメジ科) (Fig.3)

2005年9月11日、高岡市西海老坂のミョ

ウガなどが生える湿った谷間で、吹き溜まっ

た腐植上に発生した本種を柳沢和子氏が採集

された。

本種は、傘の径3～10Cm，表面は平滑で黄

土褐色を帯び、ひだは密ではじめ鮮やかな青

紫色だが､傷つくとゆっくり褐色に変色する。

胞子は径5～8um、角形から十字状をしてい

る。 これらの特徴によって他の種と明瞭に区

別できる。

本種は、北海道で採られた標本を元に記載

された(Imai l938)種で､熊本県(西田2"5)

などを初め関東などでは多数報告がある〔群

馬県（埼玉県立自然史博物館1999)、神奈川

県（平塚市博物館1997)、千葉県（吹春ら

1995)]･北陸地域では石川県と福井県で数例

しか報告がない（池田私信)。

保管標本

富山県高岡市西海老坂、湿った谷間の腐植

上、柳沢和子、 2帥5年9月1l日 (MHasmya
5110).

4．スッポンヤドリタケ

Podosmm""soI"通〃(E･Fisch.)ImaifocroSPom

YosmmDoi (肉座菌科) Fi2.4)

2005年10月3日、砺波市徳万の県民公園

頼成の森で行われた（財）富山県教職員厚生

会主催「きのこ狩を楽しむ集い」で、参加者

の野田昭一氏が本種を採集された。

本種は、腹菌類のスッポンタケP""Ms

""I"c"L:Pe西.の卵(幼菌)に寄生し、 この上

に淡褐色をした角状不定形の子実体を形成す

る。胞子はこの表面にできた子のう中で作ら

れ、 1つの子のう中には8個の子のう胞子が

見られる。

母種にあたるキヌガサヤドリタケRxi麺刃”zz
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Fig.3. Tricholosporumporphyrophyllum (Imai) Guzman (M.Hashiya 5110). Scale bar
indicates 5cm
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Fig.4. Podostoroma solmsii (E.Fisch.) Imai f. octospora Yoshim.Doi (M.Hashiya 5255).
Scale bar indicates 5cm
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so"1siifso""s〃は、キヌガサタケDiC"o-

p/to7迩加d"""(Wnt｡:Pers.)E.Hsch､の卵に寄生

し､子のう中に見られる胞子の数が16個であ

ることから本種とは明瞭に区別できる(Doi

l978)。

本種は石川県と京都府から報告されている

（池田2005)。

保管標本

富山県砺波市徳万県民公園頼成の森、野

田昭一､2005年10月3日(MHashiya5255)

5．アラナミケシボウズタケ

”わ”班α伽b減a",zFm (ケシボウズタケ科）

(Fig.6)

2005年11月12日、氷見市宇波と同じく泊

にある海岸砂浜の2箇所で、植物園友の会き

のこ部会の栗林義弘氏により採集された。ま

た2006年3月11日にも氷見市柳田の海岸で

晩秋に発生したと思われる本種の干からびた

個体力噸集された。

本種は、頭部の径0.7～1.9cm，表面には砂

粒が付き、暗褐色の地に綿毛状の菌糸が見ら

れる。孔口は軽く盛り上がり繊維状の房をつ

ける。柄は2～3×0.3～0.6cm、表面には赤褐

色のささくれ状鱗片力混られ、基部には時に

白い菌糸束が見られる。また頭部と柄とのつ

ながりは弱い。胞子は4～611mで球形～類球

形。表面に細かな疵状の突起が多数見られ、

時に繋がって短い不規則な網目状を示す。走

査型電子顕微鏡での観察では、不規則に繋が

ったとさか状を示す⑬9.5A)。

本種の変種とされるナガエノケシボウズタ

ffZ伽めriqZz"7zRtvart cn"ゅ"Z7F(Mo'gan)

GMorenoは､一般に頭部が柄から離れにくく、

全体に丈夫である。また柄の基部に明瞭な菌

糸束がある。さらに、生育地がより草の茂っ

た場所であり、束生ないし密生することが多

い2006年3月に富山県の生育地を観察した

浅井郁夫氏によれば、今回の標本はアラナミ

ケシボウズタケとするのが適当だとアドバイ

スをいただき、本種をアラナミケシボウズタ

ケと同定した。しかし同氏は両分類群を強い

て分けることは疑問があるとも言われた。

Zji)7il)"α畝"zは、Wigilt(1987)によれば世界

的に分布するものの、北陸地域ではナガエノ

ケシボウズタケが石川県（石川きのこ会

1999）で1例しか報告されていない。橋屋は

この標本の一部(M・Hashiya5482)の寄贈を

受け、走査型電子顕微鏡による胞子観察を行

ったところ、標本の胞子には明瞭な肋骨状の

条線が認められた価9. 5B)。これより、これ

まで石川県でナガエノケシボウズタケとされ

ていたものは、浅井(20“)の示したウネミケ

シボウズタケ(r"inzz"〃GCum.）であること

がわかった。また富山県でのアラナミケシボ

ウズタケが北陸地域で初めての記録であるこ

ともわかった。

鍵

､忍

鞠

A

浮薄うr魂害･ﾉ･ 歩画”~…?ラ ー･認｡…癌 宝 Fr~

＄ 砿
畦

己

．

ｆ

一

脈

泌

罪

函

》 4，
9

蛾

篭

”
嘘
唖
酔
Ｆ
ｐ
零
嘩
唾
唾
唖
極
“

亀

圖 ~~~ ~

屯.』識程．…雪匡錨と。 ．…」 ◇＝
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Fig.6. Tulostomafimbriatum Fr. (M.Hashiya 5453 ). Scale bar indicates 2cm.

Fig.7. Podosordaria jugoyasan (Hara) Furuya & Udagawa (M.Hashiya 5478). Scale bar
indicate 1cm.
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国内で叩'油”鯉加は､新潟県(松田1965)、

京都府(M.Hasmya4066)、三重県(MHasmva

4754)、佐賀県（西田2脚4）で記録がある。

保管標本

富山県氷見市宇波、海岸砂浜、栗林義弘、

2帥5年11月12B (M.Hashiya5449).

富山県氷見市泊、チガヤ・メマツヨイなど

の見られる海岸砂浜、栗林義弘、 2脚5年11

月12日 (M.HashivaS450).

富山県氷見市泊、チガヤ・メマツヨイなど

の見られる海岸砂浜、橋屋誠、 2“5年11月

13日 (MHashiya5453).

富山県氷見市柳田、陽の当たる砂地のクロ

マツ林下、伊藤春雄、 2006年3月 11 日

(MHashiya5489).

石川県河北郡内灘町大根布、海岸クロマツ

林（5年生程度の林）砂地上、能勢育夫、 1997

年10月26日、 (M.Hasmya5482)

京都府宮津市文殊、天の摘立砂洲の海岸砂

浜、梶山直樹・昭子、 2帥3年11月9日、

(M.Hasmva4066).

三重県安芸郡河芸町東千里、海岸砂浜、栗

林義弘､2㈹5年1月16日、 (M.Hashiya4754).
6．ハチスタケ

PofZsoFrjkz"α ノ[4goy(IJα〃 (Hara) Fmuya &

Udagawa (クロサイワイタケ科) (Fig.7)

2帥5年11月27日、富山市四方北窪の富山

湾に面した八重津浜のコウボウムギ群落中に

見られたノウサギの糞上で、植物園友の会き

のこ部会会員の栗林義弘氏によって採集され

た。その後、 12月7日には同所と、隣接した

富山市草島の海岸砂浜で、 コウボウムギやコ

ウボウシバの群落中に見られたノウサギ糞上

に発生した本種の写真撮影と標本の採集を行

った。

本種はウサギ類の糞上に発生し、頭部は径

が1～2nnn，黄褐色で半球形。成熟すれば頭

部上面に暗色をした子のう核が一部露出する。

柄は3～lOnnnxO､5mm･子のうは80～12011m

で先端はアミロイド反応十、中に黒色でかつ

おぷし型をした胞子が8個見られる。

本種は鹿児島と長野県(Fumya&Udagawa
l976)、岐阜（原1960)、京都府（杉山1995)

で記録があり、他にインターネットでは関東

地域の海岸で多く採集された報告がある。北

陸地域ではこれまでに採集記録はない。

保管標本

富山県富山宙四方北窪、 ノウサギの糞上、

コウボウムギの生えた海岸砂浜栗林義弘、

2“5年11月27日 (MHashiya5477).

富山県富山市四方北窪、 ノウサギの糞上、

コウボウムギの生えた海岸砂浜､橋屋誠､2脚5

年12月7B (M.Hasmya5478).

富山県富山市草島、 ノウサギの糞上、コウ

ボウムギ・コウボウシバの生えた海岸砂浜、

橋屋誠､2帥5年12月7日(M.Hasmya5479).

エツキクロコップタケをいただいた柳原正

紀氏、ウラムラサキシメジをいただいた柳沢

和子氏、スッポンヤドリタケの標本をいただ

いた野田昭一氏、ナガエノケシボウズタケの

標本をいただいた栗林義彦氏と梶山直樹・昭

子夫妻、ウネミケシボウズタケの標本をいた

だいた能勢育夫氏、ハチスタケの標本をいた

だいた栗林義彦氏、エツキクロコップタケの

情報をいただいた小寺祐三氏、クルミタケの

情報をいただいた折原貴道氏、ウラムラサキ

シメジの情報をいただいた池田良幸氏、アラ

ナミケシボウズタケとナガエノケシボウズタ

ケの情報をいただいた浅井郁夫氏、そして原

稿を査読していただきました滋賀大学横山和

正教授に感謝いたします。
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図4． 中国雲南省西双版納自治州の同一集団で採集され､昆明植物園で約2年栽培された紅弦ﾉL(B

pqjFwQmvaⅢ釦wrj"gi"")の葉のシルエット.採集番号M1Anm&L"27024-2(A)､27024詩3(B)、

27(班ｷ-j(C),27024-5(D):27024-6(E)and2702f-8(F). 図5の染色体観察個体と対応． ス
ケールはlOun.
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2702-i-4(C),27O2'-5(D),27024-6(E)and270248(F). nne加dividualscITeSPondmthosc

appearingmFig､5． The"alebarmdicateslOcm
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図5． 中国雲南省西双版納自治州の同一集団で採集、昆明擢吻園で栽培･観察された紅咳几(B

Ixz"wumzvar;60vl"吻郷醜のの体細胞分裂中期染色体MMAnxz&L"27024-2(A),270243G),
2702‘“に),27024-5⑨,27024-0C)and270248F). 図4の葉形を示した個体と対応スケ
ールは10ﾄun。
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