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Cytological study of Anredera cordifolia subsp. cordifolia (Basellaceae)
naturalized in Yunnan Province, China

Tadashi Kanemoto'\ Toshiaki Shiuchi'\ Zhonglang Wang & Kaiyun Guan^^

I)
Botanic Gardens of Toyama,

42 Kamikutsuwada, Fuchu-machi, Toyama 939-2713, Japan
Kunming Botanical Garden, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences,

132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan, 650204, RR. China

2)

Abstract: A cytological study was carried out on Anredera cordifolia subsp. cordifolia
naturalized in Yunnan Province, China. The karyotype formula was designated as 2n = 36
= lM+29m+6sm, almost the same as that reported from Argentina by Xifreda et al. (2000).
In East Asia, two cytotypes of A. cordifolia subsp. cordifolia, 2n = 36 in Yunnan, China
and 2n = 30 in Okinawa, Japan (Kanemoto 2009), are naturalized.

Key words: alien plant, Anredera cordifolia subsp. cordifolia, Basellaceae, karyotype,
Yunnan.

According to Hashimoto (1996), the genus Anredera (Basellaceae) includes 5-10

species and is found in tropical America. Xifreda (1999) described A. cordifolia (Ten.)

Steenis subsp. gracilis (Miers) Xifreda & Argimon as an inffaspecific taxon in A.

cordifolia, and two infraspecific taxa have been studied cytologically by Xifreda et al.

(2000)—A. cordifolia subsp. gracilis with 2n = 24  = 20m+4sm and A. cordifolia subsp.

cordifolia with 2n = 36 = 30m+6sm. In contrast, Kanemoto (2009) reported 2n = 30 =

2M+20m+8sm for A. cordifolia subsp. cordifolia naturalized in Okinawa Island, Japan, and

indicated that the plants are pentaploids originating from hybridization between two

subspecies, subsp. gracilis (4x) and subsp. cordifolia (6x), on the basis of karyotype

characteristics. Anredera cordifolia subsp. cordifolia is widely cultivated and often

naturalized at low elevations in tropical East Asia (Lu 2000, 2004; Liu 1996). During

fieldwork in 2009 in Yunnan Province, China, two individuals of A. cordifolia subsp.

cordifolia were collected. The purpose of this study is to characterize the karyotypes of the

individuals in Yunnan Province, China.

Materials and methods

Two individuals each of A. cordifolia subsp. cordifolia—collected from Dali Ancient

City, Dali Baizu Autonomous Prefecture, alt. 2076 m, and from Kunming Botanical

Garden, Kunming City, alt. 1936 m, in Yunnan Province, China—were used for the present

study. They were cultivated in pots in the Kunming Botanical Garden. Somatic

chromosomes were observed in meristematic cells of root tips. Fresh root tips, 5 mm long.
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Fig. 1. Somatic chromosomes of Anredera cordifolia subsp. cordifolia from Yunnan Prov.,
China (2n = 36 = lM+29m+6sm). A; Metaphase, B: Individual chromosomes arranged in
decreasing order of length. Scale bars indicate 4 pm. Arrowheads indicate submetacentric
chromosomes.

were fixed in a 3:1 mixture of 99.5% ethanol and glacial acetic acid for one night after

pretreating in a 0.002M 8-hydroxyquinoline solution for 8 hr at 20°C. The root tips were

macerated in IN HCl at 60°C for 10 sec, and the meristematic regions of root tips were

stained with 1% aceto-orcein. Chromosome slides were prepared using the squash method.

Chromosome morphology was described according to the nomenclature of Levan et aJ.

(1964). Vouchers were deposited in TYM as photographs.
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Tablel.Measurementsofchromosomesatsomaticmetaphaseof別"'で火racoﾉ〃b"αsubsp.
“死肌"αfiomYunnanProv.,China(2n=36). Individualnumbersaregivenindecreasing
orderoflength.
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Results and discussion

Chromosome number was determined to be 2n = 36 (Fig. lA) in all four individuals.

The measurements of the somatic chromosomes at metaphase are shown in Table 1. The 2n

= 36 chromosomes showed gradual size variation ranging from 4.1-5.7pm, and the

karyotype formula was designated as K(2n) = 36 = lM+29m+6sm (Fig. 2B). As to the

cytological features of the two subspecies of A. cordifolia in their native Argentina, 2n = 36

= 30m+6sm in subsp. cordifolia and 2n = 24 ̂  20m+4sm in subsp. gracilis have been

reported by Xifreda et al. (2000). Kanemoto (2009) reported 2n = 30 = 2M+20m+8sm

from naturalized plants in Okinawa Island, Japan, and recognized the plants as hybrids

between the two subspecies. The cytological features of naturalized A. cordifolia subsp.

cordifolia in Yunnan were similar to those reported by Xifreda et al. (2000), but differed

from those reported by Kanemoto (2009). In East Asia, two cytotypes of A. cordifolia ssp.

cordifolia, that is, 2n = 36 in Yunnan, China, and 2n = 30 in Okinawa, Japan, are
naturalized.

According to Sperling (1987), naturalized plants of A. cordifolia subsp. cordifolia

throughout the world do not produce fruits with mature seeds, and the plants seem to

spread by tubers abundantly produced at the bases of stems or in the leaf axils of old stems.

Indeed, the naturalized plants of A. cordifolia subsp. cordifolia have been reported to bear

no fruits with mature seeds in England (Hooker 1837, as Boussingaidtia baselloides),

southern and southwest Europe (Walters 1964), Malaysia (van Steenis 1957), Japan

(Takahashi 2003), China (Lu 2000, 2004), North America (Michael 2003), Australia

(University of Queensland 2011), and New Zealand (Given 1988), and the plants

naturalized in those regions propagate by tubers. Cultivated and escaped plants of A.

cordifolia subsp. cordifolia throughout the world may contain the pentaploid cytotype

reported by Kanemoto (2009).

T Xy {Anredera cordifolia subsp.
cordifolia) / V "J JV A
y “If' f4 r X ̂ M (7) o 6 ^ ̂

mm.

UTI ̂ So Xifreda et al. (2000)

cordifolia 1- 2 ilFfl
cordifolia 'C'2n = 6x = 36 =

30m+6sm, subsp. gracilis h 2n = 4x = 24
= 20m+4sm Kanemoto (2009)

(-'iff h L T1/^ 6 T X y (7)
2n = 5x = 30 = 2M+20m+8sm Vh

<9,

^ r -If Xy

2n = 36 = 1 M+29m+6sm

^  14: Xifreda et al. (2000)

Lfc A. cordifolia subsp. cordifolia

cordifolia subsp. cordifolia CO 2n = 36 E 2n =
30c0 2oco-9-^

(‘^t939-2713 kilims 111

650204 tf2)
H 42
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富山県中央植物園研究報告

2013年から2015年における富山県中央植物園の

ウメ50品種の開花日と冬の気温

山下寿之

富山県中央植物園〒939-2713富山県富山市婦中町上智田42

ClimaticeventsthataffectedthebloomingdateofSOcultivarsof

Pノツ""S"7Z""eintheBotanicGardensofToyamafiDm2013to2015

ToshiyukiYamashita

BotanicGardel]sofTbyama,

42Kamikutsuwada,FLIchu-machi,Toyama939-2713,Japan

Abstmct:Thebloomingdateof50cultivarsofJapaneseapl･icotPﾉw""Sノ加"77E、 inthc
BotanicGardel]sofToyamawasexaminedfbl･3years(20132015)､andtherelationship

betweenthebloomingdateandtemperaturewasflnalyzed.Theearly-bloomingcultivars

ofJapancscapricot(theYabaigroup), suchas ､KOtqrand-Yhc-kankO'､bloomedinlate

Januaryill2014and2015,althoughbloomingwasdelayeduntilcarlyMarchill2013.It

seemsthat lowdailymealltemperamresiTomDcccmbc1･2012toFcbruary2013affected

theblOOmillgofthesccLlltivars・SoInecultivars intheYabaiandHibaigroupsblossomed

laterin2014thantheyhadin2013.ItseemSthatlOwdailymeantemperaturcSinFcbrualy

2014innuencedbloomin9.ThecultivarsoftheBungogroupbiossomedinlateMarch
eVeI~VVear･

~ご~一

Keywords:bloomingphenology､P"""ｲs〃"""E, temperamre

筆者は富山県中央植物園内のウメ6品種の

開花について調査し、早咲き品種は降雪によ

る花への損傷リスクが大きいことを明らかに

した(山下2005)。その後2015年3月までに

植物園内のサクラ・ウメ園には67品種136

本を植栽展示しているが、 これらすべての品

種の開花情報を把握しきれていない。

そこで本研究は2012年までに園内に植栽

したウメの品種のうち、品種の同定が確実な

50品種を対象に、 2013･f1三から2015年までの

3年間の開花日を調査した。 さらに、 これら

の開花の早晩に及ぼす気温要因を明らかにす

ることを試みた｡

冬の気温の年変動が大きい地域における

ウメの開花について、 5｡〔‘以上の温度がウメ

の開花促進に影響し、 0．c以下の気温で開花

抑制していることが知られている(永田･万六

1984)□また、ウメの開花には近年の地球温暖

化により冬季の気温と降雪の影響を受けてい

ることが示唆されている(Doi2007)。さらに、

清水・大政(2010)は気象庁が観測しているウ

メの開花データを解析し、寒冷地では1970

年代や1980年代に比べて2000年以降の開花

日が早くなる傾向を示した。 これらのように

ウメの開花については、近年早春の植物の開

花指標として取り扱われている。
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図1．富山県中央植物園におけるウメ系統別の2013年～2015年の開花状況a:野梅系, b:緋
梅系, C:豊後系
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方法

調査したウメは富山県中央植物園内のサ

クラ・ウメ園(北緯36度39~6分"頁経137度

11.0分.標高17m)に植栽した野梅系28品種、

排悔系ll品種､豊後系11品種の合計50品種

である(図l)。調査は2013年、 2014年、2015

年の1月中旬から3月下旬にかけて毎日行い、

開花日を記録した｡l品種あたりの開花数が5

輪確認された日をその品種の開花日とした。

開花の記録は2013年と2014年、 2013年と

2015鐸､2014仁と2015年に分けて比較した。

気象データは植物園にもっとも近いアメ

ダス観測地点秋ケ島(北緯36度38.9分､東経

137度11.2分、標高24m)の気温データ(気象

庁ホームページhttp://Wwwdatajmagojp/obd/

stats/en-n/index.php)の日平均気温を用いて解

析を行った｡また、有効積算温度は永田・万

木(1984)が実験的に開花前年の11月1日より

開花が促進することを明らかにしており、本

研究の起算日もこれに従いⅡ月1日として、

開花日までの5．c以上の日平均気温から5．c

を引いた値を積算した。

よそ5日間遅れて開花した。 さらに、それら

の品種よりも遅く開花した品種は3年間とも

ほぼ同時期に開花した．

緋梅系の11品種を比べると(図lb) 、 ･大盃､、

‘幾夜寝覚､、 ‘鹿児島紅，、 ､紅緋梅､ 、 ．光輝､、 ･緋

の司，、 ‘佐橋紅、 ‘新平家.の8品種は2015年

には2月25日から3月13日までの問に開花

し、緋梅系のなかでは早かった。 これら8品

種は2013年、 2014年とも同一品種内の開花

日は5日以内のi菫いしかみられなかった。残

る‘玉光枝垂、 ‘紅千鳥.、 ‘家康梅.の3品種は

いずれの匡も3月18日から28日までの間に

開花した。

豊後系l1品種を比較すると(図lc)、3年と

も3月中旬以降に開花しており、2013年はほ

とんどの品種が3月18日から23日までの6

日間に開花していたのに対し、2015年は一部

の品種(･武蔵野， 、 、豊後､ ． ‘開運，、 、黒田､)を

除いて同様の傾向を示した。一方、 2014年の

開花はいずれの品種とも最も遅く、ほとんど

の品種が3月24日から29日にかけての4日

間で開花した．

品種ごとの3年間の有効積算温度を図2に

示した。 50品種の有効積算温度は最低

169.7.C･day(､紅冬至'2013E)、最高305.6｡C･

day(開運､ 2014年)の範囲であった。また、

いずれの品種とも2014年の有効積算温度が、

他の2年よりも高い値を示した□それぞれの

系統内での各品種の有効積算温度は年によっ

て違いがみられるが､野梅系の‘寿.､ ‘白加賀.、

‘月の桂といった品種の有効積算温度の年に

よる違いが比較的小さかった。系統別にみる

と野梅系では有効積算温度の低い品種と高い

品種の差が大きかったのに対し、豊後系では

系統内の品種間で有効積算温度の差が小さか

った~

結果

2013年から2015年までの開花記録を品種

系統別に図la～cに示した｡野海系の28品種

(図1a)には50品種の中でもっとも開花が早

い‘紅冬至，と次に早い‘八重寒紅，が含まれて

いる。これら2品種とも2015年には1月下旬

に開花しており、2013隼には3月上旬に開花

し、およそ1ヶ月の違いがあった。また､2014

年は‘紅冬至，が1月30日、 ‘八重寒紅.が2月

24日に開花しており、 ‘八重寒紅は2013年と

同様に約1ヶ月遅れていた．それらに続いて

開花した品種のうち、 2015筐の3月中旬まで

に開花した品種は同一品種でも2015年がも

っとも早く開花し、次いで2013年、 副014年

の順に開花日が遅れた。一方､2015年3月18

日から22日にかけて開花した品種は2013年

もほぼ同時期に開花していたが、2014年はお

考察

ウメの開花について、永田・万六(1984)は、

早めの寒さと12月中旬からの暖かさによっ
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温によって開花が促進され､野梅系の､紅冬至．

と､八重寒紅は1月下旬に開花した｡しかし、

12月2日以降は日平均気温が5.Cを下回る日

が続いたため、それ以降の開花は2月下旬で

あった。 2月22日に日平均気温が10oCを越

した影響をうけて2月25日に野梅系の‘月影、

､未開紅，、緋梅系の･大盃､、 27日に‘難波紅、

･鹿児島紅，が開花したものと考えられた(図

3e)｡なお、 この間1月26日に5｡Cを越す日

があったにもかかわらず、 これらの品種が開

花しなかったことは、それ以降の低温により

開花が抑制されたものと考えられる”

また2015年は、 3月10日、 11 lﾖ、 24日に

もooc近くまで平均気温が下がったが、 2014

年よりも多くの品唾の開花が旱かつた｡ これ

は2015年2月下旬の日平均気温10｡C以上の

高温によって開花が促進してつぼみがほころ

ぶ直前まで肥大すると、その後の低温の影響

をほとんど受けないためと推察された。 しか

し､2013年よりも開花が遅れた品種(､武蔵野，、

､紅筆，、豊後，など)があり、こちらは2013年

3月7口、 8日、 18日の日平均気温lOoC以上

の温度が開花を促進させ､逆に2015年は上述

のように3月に低温であったことが遅延に影

響したと考えられた。

有効積算温度は今回日平均気温5｡cを基準

温度､起算日を11月1 日として算出して比較

した。ほとんどの品種で2013年11月から

2014年の開花日までの有効積算温度がもっ

とも高い値を示し､2015年､2013年と続いた。

このことは2014年には一旦開花促進した後

に低温に遭ったことで開花が抑制され、再度

開花~促進するために温度が必要となったため

と推察された□また､遅咲きの品種について、

2013年と2014年とで積算温度の差が大きか

ったことは､前述したように2014年2月上旬

と3月中旬の低温が影響していると考えられ

た．

て促進することを示唆している”本研究にお

いて2013年から2015年まで3年間のウメの

開花は、その年の気象条件の影響を受けて、

同一品種でも開花日が年によって大きく異な

っていた品種もみられた，

3年とも開花がもっとも早かった、紅冬至，

の開花日とそれぞれの年の日平均気温を比較

すると(図3)、紅冬至、が1月に開花した20,4

年と2015筐は開花前の11月下旬に、2015年

はさらに12月上旬の日平均気温が2013匡よ

りも5．C以上高い値を記録しており（図3a) 、

この時期の気温が開花促進に影響しているこ

とが推測された。永田・万六(1984)は12月中

旬からのil菱かさが．道知辺~の開花促進に影響

すると述べているが、本研究の‘紅冬至,では

さらに早い時期の温度が影響していることに

なる□

次に．紅冬至,以外の品種の開花日と年毎の

平均気温との関係を見ると、2013年には3月

IOHごろから‘紅冬至と､八重寒紅､以外の品

種が一斉に開花し始めており、それまで口平

均気温5.C以下の低温が続いていたことがこ

れらの品種の開花を遅らせ、 3月7日と8日

に平均気温が10●C以上になったことで一斉

に開花が促進したと考えられる(図3b)｡

2014年は前年の11月下旬に平均気温が高

かった後、 2月初旬までこの3年間では比較

的高い温度で推移してきた。 しかし、 2月5

日に日平均気温が3.7○Cまで低下した後2

月24日まで5｡C以下の低温が続き(R3c)、2

月25 三|にようやく5･C以上になった。 、八重

寒紅，以降に開花した品種は、この間の低温に

よって開花が抑制されたものと考えられる㈲

さらに、3月10日には平均気温が0．(｡以下(

l.l｡C)に下がっており（図3d)、 ､未開紅ほか

のほとんどの野梅系の品種は2013年よりも

開花が遅れた○ このことは3月中旬の厳冬期

なみの低温が、開花の遅延に大きく影響する

ことを意味している。

2015年は前年の11月28日～12月， 口の高 この論文の作成にあたって、富山大学極東
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地域研究センター教受和田直也博士には査読

いただき、有益な助言を賜った。 ここに記し

てお礼申し上げる□

index.php (2015年10月30日確認) ．

永田洋・万木吾． 1984~生物季節に閨す

る研究(Ⅲ) なぜウメは早春に咲くのか

~森林文化研究5: 163-175.

清水庸・大政諫次. 2010. 1961年～2007E

のウメの開花に閨する経毎変化・地域的

傾向の解析農業気象“:279288~

山下寿之． 2005．富山県中央植物園内に植栽

されたウメの植物季節学的研究．富山呉

中央植物園研究報告10: 15-22.

引用文献

Doi,H2007.Winternoweringphenologyof

Japanese aplicot Pﾉw""J‘ """77E refiects

climatechangeacrossJapan.C1m.Res､34:

99－104.

気象庁~ 2015~過去の気象データ検索

http://www.datajmagojp/obd/stats/etrn/
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2)

3)

Micropropagation of a new chrysanthemum-flowered cherry cultivar of

Prunus jamasakura

Yuji Okada'\ Takaaki Oohara^\ Shiho Matsiizawa'\ Yuki Kato’\ Norio Chikagawa’\
Takayoshi Moriuchi’^ Sakunobu Onnagawa**, Ryotaro Horiuchi’\ Takuya Terashima*\

Rika Morita"\ Masashi Nakata^^ «fe Tosliinari Godo^^

I)
Toyama Central Agricultural High School

2 Higashi-fukusawa, Toyama 930-1281, Japan
^^Toyama Yatsuo High School

213 Fukujima, Yatsuo-machi, Toyama 939-2376, Japan
^^Botanic Gardens of Toyama

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

Abstract: A micropropagation system of a new chrysanthemum-flowered cherry cultivar
of Prunus jamasakura, was established. Woody plant medium (WPM) was superior to
Linsmaier & Skoog (LS) medium as a basal medium for the system. A combination of 2
mg/1 BA and 0.02 mg/1 IBA was most effective for initial meristem culture.

Meristem-derived shoots were grown on WPM supplemented with 0.2 mg/1 BA, 0.2 mg/1
IBA, and 1 mg/1 GA, and rooted on WPM without any plant growth regulators.

Key words: chrysanthemum-flowered cherry, micropropagation
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クラP."""""α仏avaleeexE.Otto)Kitam.

cPen血la' (田中1995,2001)、モチヅキザクラ

R×"TocIz"吃""""αNakai(河合1993)、‘ナラノ

ヤエザクラ(奈良の八重桜)'P. levei舵α"α

Koeme @AntiqUa'(酒谷・天野1987)などで報

告されている。菊咲き性サクラ品種では新潟

県阿賀野市の梅護寺にある天然記念物‘バイ

ゴジジュズカケザクラ(梅護寺数珠掛桜)'PL

ﾉﾋ加"“""α (Garriere) E. H. Wilson

CJUzukakezakura' (笠原他2007)において組織

培養による増殖が成功しているほか、千木

(2001)による‘ケタノシロキクザクラ(気多白

菊桜)'R"'qzaA孔"nSiebold exKOidz.

6Haquiensis'および‘ゼンショウジキクザクラ

（善正寺菊桜)' R ノ""αznkz"w

:Zenshqji-kikuzakura'､神戸他(2013)による｢ニ

ュウゼンオトメキクザクラ(入善乙女菊桜:記

載準備中)」および‘ヒヨドリザクラ(鵯桜)'R

わ""宙”"αcLongipedmculata'、 ‘ケンロクエン

キクザクラ（兼六園菊桜)'Rね"""""α

@Sphaerantha'、 ‘ゼンショウジキクザクラ， 、

‘タイザンフクン(泰山府君)'R×碗""ルガ

Ohwi @Amnbiqua'、 ‘バイゴジジュズカケザク

ラ，､‘オオムラザクラ(大栩妥)' R〃"""""α

cMirabilis'の7品種を用いた組織培養による

増殖の試みが報告されている。

本研究は、原木のみが現存する菊咲き性サ

クラ品種であるジョウキョウジテマリザクラ

の組纈春養による増殖方法を確立するために、

茎頂培養の初期培養における基本培地と植物

成長調節物質の影響について検討を行った。

～饗＝．

…

A

図1~開花期のジョウキョウジテマリザクラ

（浄教寺手まり桜). A:全体像B:花．

保全の観点からも意義がある。

「ジョウキョウジテマリザクラ(浄教寺手

まり桜:記載準備中)」は､花弁が100枚以上

あり、手鞠のように見える菊咲き性のヤマザ

クラで、2009年に報告された新品種である

(大原2009)｡富山県小矢部市の浄教寺境内に

樹齢150年を超えると思われる原木が1本の

み確認されているが、樹勢が弱り、挿木や接

木等に適した新梢がほとんど得られないため、

組織培養による増殖・保存技術の確立が期待

されていた。これまでサクラの組織培養によ

る増殖の試みは、オオヤマザクラPﾉ秒""ﾉs

sQIge""Rehder(佐藤1994)およびシダレザ

材料および方法

1.植物材料

植物材料は富山県小矢部市の浄教寺に現存

するジョウキョウジテマリザクラの原木を用

いた(図l)。

2.BAおよび肥Aが初期培養に及ぼす影響

茎頂培養に用いる新芽は6月に原木から採

取し、中性洗剤の溶液に入れてマグネチック
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スターラーで約30分間攪祥しながら洗浄し

た後、有効為素濃度1%の次亜塩素酸ナ|､リ

ウムで10分間殺菌を行った｡その後､減産水

による洗浄を3回行い､顕微鏡下で長さ約0.5

mmの茎頂分裂糊哉を切り出し、宕地へ置床

した｡培地は209/1シユークロースおよび3

9/lジェランガム(Phytagel; SigmaChemcal

Co.,St.Louis,USA)を添加し、 pHを5.6に調

整したLS渚地(Linsmaier&Skoogl965)また

はWPM渚地(McCown&LIoydl981)を基本

宕地とした。植物成長調節物質としてベンジ

ルアデニン(BA)およびインドール酪酸

(BA)を各0.02，“、 2m9/lの濃度で組み合

わせて添加した9試験区に植物成長調節物質

無添加区を加えた10試験区(HFおよびA～I)

を設けた(表l)Ⅱ培養容器は平底試験管(○25

X120mm)を用い、培地容量をlOml/本とした”

培養温度は20.C(=t4.C)、光条件は70 11mOl

In2S｣の16時間日長とした。培養20日後に、

成長した菫頂の割合およびカルス形成率を算

定した。

3.GAが茎頂由来シュートの伸長に及ぼす影

響

ジベレリン(GA)がシュートの伸長に及ぼ

す影響を調べるために、最も茎頂培養に適し

ていた試験区G(BA2mg/l+肥A0.02mg/l)で

得られたシュートをGA濃度が0， 1， 10mg/l

になるように添加した試験区E(BAO,2mg/1

+IBA0.2mg/1)および試験区Gの君地に移植

し、 15日後にシュート長を測定した。培地は

いずれもWPMを基本培地として用いた。

4.BAおよびGAがシュートの増殖に及ぼす

影響

植物成長調節物質を含まないWPM培地で

維持していたシュートを1節毎に切り分け、

基本君地をWPM渚地とし､BA(0， 1，5mg/1)

およびGA(0， 1， 5mg/l)を繩み合わせて添加

した培地へ置床し、シュート増殖に及ぼす影

響についての試験を行なった㈲シュート数の

計測は移植60日後に行った『，

5.IBAおよび培地組成が発根に及ぼす影響

はじめに、インドール酪酸(mA)が発根に

及ぼす影響について試験を行なうため、肥A

を0， 1， 5mg/lの濃度になるように添加した

WPM培地へシュートを置床した．続いて、

培地組成が発根に及ぼす影響について試験を

行うため、植物成長調節物質無添加のWPM

培地およびMS培地(MLIashige&Skoog

表l~ ベンジルアデニン(BA)およびインドール酪酸(肥A)の濃度がジョウキョウジテマリ

ザクラの茎頂培養に及ぼす影響

試験区 BA(mg/l) IBA(mg/i) 伸長した茎頂のカルス形成率
割合(％） （％）

冊

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

ｆ 0 ０

鯉

２

２

０

０

0 0

0

100

100

0

0

0

0.02

0.02

0.2

2

0

33.3

0

66.7

16.7

0

83.3

50

83．3

0.2

~~

0.02

0．2

2

16.7

83.3

100

'~）
合

基ﾌ本培地はWPM培地を用いた

培養20日後に測定を行った．
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図2~ベンジルアデニン(BA)およびインドール酪酸(肥A)の濃度がジヨウキヨウジテマリザク

ラの茎頂培養に及ぼす影響.A:試験区G(2mg/1BA+002mg/IIBA),B試験区H(2mg/lBA
+0.2mg/lEA), C:試験区A(002mg/lBA+002mg1田A), D:試験区I(2mg/1BA+2mg/1
BA).スケールは5mm

BA+0.2mg/l肥Aを添加した試験区Eおよび

2mg/1BA+0.2mgllBAを添加した試験区H

でも成長がみられたが置床面付近がカルス化

した(表1，図2B)。植物成長調節物質無添加

区( lF)および、 002mgllBA+002mg/IBA

を添加した試験区Aでは茎頂の伸長もカルス

化も見られず、その他の試験区ではカルス化

が著しかった(表1，図2C,D)。ジヨウキヨウ

ジテマリザクラの初期培養の基本培地は、組

織培養に広く用いられるMS培地のビタミン

類を改変したLS培地よりも木本'|4植物用に

開発されたWPM培地の方が優れていた。

WPM培地は他のサクラの初期培養において

もしばしば用いられている(佐藤1994, 1999,

千木2001,神戸他2013)。酒谷・天野(1987）

は窒素濃度を低くしたMS培地を初期培養に

用いて、茎頂培養に成功し、サクラの初期培

養では窒素濃度を下げることにより、すみや

かに成長させることができると述べている。

実際に、WPM培地の窒素源は400mg/l

NH4NO3のみであり、 1900mg/lKNO3および

1650mg/INH4NO3が含まれるLS培地と比較

すると明らかに少ないことから、低濃度窒素

がサクラの初期培養には重要である可能性が

高い。

1962)へシュートを置床し、60日後に発根率

と葉数の測定を行なった。

6.染色体観察

サクラの染色体数算定には一般的に葉芽が

用いられるが(Oginumal987, IwatsuboerQZ

2002)､ジョウキョウジテマリザクラの原木の

葉芽は貴重であり、今回は全て増殖用の試料

としたため、順化した組織培養苗を用いて染

色体観察を行った。健全な根の根端約5mn

を切り取り、 17･Cの2mM-8オキシキノリン

で4時間前処理し、5．Cのフアーマー液中で

24時間以上固定を行った｡固定した根端を1N

塩酸と45％酢酸をl:1に混合した溶液に入

れ､60･C､15秒間､解離を行なった｡その後、

2％の酢酸オルセインで染色し､押しつぶし法

により染色体の観察を行なった。

結果および考察

1.BAおよび配Aが棚朔罐蓋に及ぼす影響

培養20日後の茎頂の生存率は、LS培地で

は71%であったが、成長はほとんど見られな

かった｡一方､WPM培地の生存率は80%で、

2mg/lBA+002mg/1mAを添加した試験区G

での成長が最も良好であり、成長した茎頂の

割合は“7％であった(表1，図2A)｡0.2mg/l
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表2ジベレリン(GA)の濃度がジヨウキヨウジテマリザクラの茎頂由来シュートの伸
長に及ぼす影響

シュート長

(nm)

BA

(mg/D

IBA

(mg/D

GA

(mg/D
試験区a

０

１

Ⅲ

軍
師
恥
一
編
型
懇

E 0．2 0.2

０

１

畑

G 0.022

基本培地はWPM培地を用いた

移植15日後に測定を行った

a表lの試験区に相当．

蕊
篭

ア
マ~~

#‘11

農
~唖?

#箪議 甥

鱗
~~

J､~ ~
句

が
哩
晶

… に

▼喰瑞F陸

図3.GA濃度がジョウキョウジテマリザクラの茎頂由来シュートの伸長に及ぼす影響A:GA

Omg/i, B1mg/1, C! 10mg/1.基本培地は0.2mg/IBAおよび0.2mg/1BAを添加したWPM
培地を用いた培養80日目．スケールはlcm.

植物成長調節物質無添加の培地では茎頂の

成長が見られないことから、ジョウキョウジ

テマリザクラの初期培養には植物成長調節物

質の添加が不可欠であるが、高濃度の配Aは

カルス化を誘発する傾向がみられた(表1)。

他の菊咲き性サクラ品名やオオヤマザクラで

は、BA単独でも茎頂が成長することが報告

されており(佐藤1994,神戸他2013)、本品

種においても四Aは必要がない可能性がある。

2.GAが茎頂由来シュートの伸長に及ぼす影

響

ジベレリン(GA)を添加した試験区Eおよ

びGの培地へ移植したシュートは、 10mg/1

GAを添加した試験区Eの培地で最も伸長し

9.4mm、続いて1mg/1GAを添加した試験区

Eの培地で6.6mmであった(表2)。しかし、

lOmg/1GAを添加した培地では徒長やシュー

ト先端の枯死が見られ、最も健全に成長した

培地は1mg/1GAを添加した試験区Eであっ

た(図3A-C)。ナラノヤエザクラでも同様に、

培地中のGA濃度が高くなるにつれ、 5mm

以上に伸長するシュートの数、伸長量の大き

いシュートの数ともに増加する傾向があるが、

GAを添加するとシュートの先端が壊死する
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表4．基本培地の種類がジョウキョウジテマ

リザクラのシュートの発根および葉数に及

ぼす影響

表3~ベンジルアデニン(BA)およびジベレリ

ン(GA)がジョウキョウジテマリザクラの

シュートの増殖に及ぼす影響

植物成長調節物質 基本培地発根率(％） 葉数
シュート数

BA(mg/D GA(mgO Ｍ

Ｓ

ｗ
Ｍ

70

10

3.7士2.8

0.uO.31.3=t0.5

1.2士0.4

2.0士0.7

2.2i17

ハ

叩

〕

１

０

且

－

Ⅱ

旦

〆

『

ゾ

０

１

５

０

植物成長調節物質は無添加とした

移植60日後に測定を行った．

基本培地はWPM培地を用いた

データは移植60日後に測定を行った

図4ジョウキョウジテマリザクラの茎頂由来植物A:発根培地へ移植60日後,B順
化351ﾖ後スケールはlcm.

ことが報告されている(酒谷･天野1987)。こ

の壊死について､酒谷･天野（1987)はGAに

よる急速な伸長のため養分輸送のバランスが

崩れたためではないかと推察しており、ジョ

ウキョウジテマリザクラでも同様の現象が生

じているのではないかと考えられる。

3.BAおよびGAがシュート数の増殖に及ぼ

す影響

BAおよびGAのいずれをも含まない培地

および1mg/IBA+1mg/1GAを添加した培地

では､堆篝60日後におけるシュート数の増加

はほとんど見られなかったが、 1mg/lBA+5

mg/1GAを添加した培地および5mg/lBAを

単独で添加した培地では1本のシュートが約

2倍に増殖した(表3)。酒谷・天野(1987)は、

ナラノヤエザクラではBA濃度が高くなるに
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ラの菊咲き性品種であるジョウキョウジテマ

リザクラでも70％の高い発根率が得られてい

ることからも、田中(1995)が述べているよう

に、発根においてもヤマザクラ系はエドヒガ

ン系と比較すると容易であると考えられる。

このようにして、根が十分に伸長した茎頂

由来の苗は順化することが可能であった(図

4B)。

5.染色体

染色体観察の結果、ジョウキョウジテマリ

ザクラの染色体数は2n=16であった(図5)。

母種のヤマザクラPk"""akzﾉ"Sieboldex

Koidz.の染色体数は2n=16で(Ogm皿a

l987)､ヤマザクラの園芸品種28品種(菊咲き

性2品種を含む)についても同様に2n=16が

報告されており(IwatsUboerα12002,2003,

2004)、我々の観察結果と一致した｡ヤマザク

ラの園芸品種では、花の多様性の原因に倍数

性や異数性は関与してないと考えられる。ま

た、今回観察した個体は原木葉芽の培養由来

の個体であったが、培養の過程でも染色体の

数的異常は生じておらず、本報告の組織培養

による増殖の実用性が確認された。

垂

図5~ジョウキョウジテマリザクラの茎頂由
来苗の根端における染色体(2n=16).

つれてシュートの伸長よりも分枝に作用する

ことを報告しているが、本研究結果は、ジョ

ウキョウジテマリザクラでは、高濃度のBA

のみならず、高濃度のGAもシュート数の増

加に効果があることを示唆している。

4.mAおよび培地組成が発根に及ぼす影響

配Aを添加した培地では早期に発根が確認

されたが、植物成長調節物質無添加区におい

ても60日後には63%のシュートが発根し、

凪A添加区との差は無くなった(図4A)。さら

に、四A添加区では著しいカルス化がみられ

たことから､発根までの時間は要するが､田A

を用いないほうが良いと考えられる。

植物成長調節物質無添加の条件で60日間

培養した場合、WPM培地ではシュートの

70％が発根し、 lシュートあたりの葉数は3~7

枚であったのに対し、MS培地では培養した

シュートの10％が発根し、 1シュートあたり

の葉数は0~1枚であった(表4)｡この結果から、

発根に関してもWPM培地が優れていること

が明らかになった。

エドヒガン系のシダレザクラやソメイヨシ

ノでは低発根率や継代による発根率の著しい

低下が報告されている(Katano&Iriel991,田

中1995)。その一方で、エゾヤマザクラでは

10回継代しても76％の高い発根率が得られ

ている(佐藤1994)｡本研究で用いたヤマザク

まとめ

ヤマザクラの八重咲き性品種ジョウキョウ

ジテマリザクラの茎頂培養では、初期培養に

BA2mg/1+BA0.02mg/lを添加したWPM培

地を用い、BAO.2mg/l+BAO.2mg/1+GA1

mg/lを添加したWPM培地で生育させ､植物

成長調節物質無添加のWPM培地で発根させ

ることで増殖が可能である。

研究材料としてジョウキョウジテマリザク

ラの枝を分譲していただいた富山県小矢部市

の浄教寺の立川恵さんに感謝の意を表します。
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Naturalization of the exotic aquarium plant large pearl grass,
Micranthemum umbrosum (Lindemiaceae), in Takaoka City,

Toyama Prefecture, Central Japan

Masashi Nakata & Kiyotaka Kawazumi

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

Abstract: An exotic aquarium plant known as large pearl grass {^Micranthemum
umbrosum, Lindemiaceae) was found to be naturalized in Takaoka City, and was new to

Toyama Prefecture. The plant grew in a small stream, forming several dense aggregates of
up to 70 X 140 cm in area. The stream, which is used as an irrigation canal, is fed by
abundant spring water and has stable water temperatures of 13°C to 17°C throughout the
year. Thus, the large pearl grass might grow even in winter. Careful attention must be paid
to the dispersal of this possibly invasive plant.

Key words: alien plant, aquatic plant, Lindemiaceae, pearl grass, springwater
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と誤記)､採集品は夫開花であるため花での確

認同定はできてない､しかし植物体はGod廿ev

&Wooten (1981)にあるM1""6′ひ鯉'"7 (J.F.

Gmel.)Blakeの記載文と図によく一致するの

で、 ここではルf〃"かりs""7として扱った。

た。橋から約5m下流までは水面が比較的開

いており、沈水から抽水状態になったヤナギ

タデ、セリ、オオカワヂシャなどが生育し、

それらの茎に絡むようにイチョウウキゴケが

群生していた。この水面の合間に50cm×50cm

程度のラージパールグラスのパッチが2つ確

認された。水中にも東状の個体群が所々にみ

られ、興味深いことに、アクアリウムプラン

ツとしての本種の特徴である大きな気泡を頂

芽につけたものも観察された(図lD)〃これは

生育環境が本種に適していることを示唆して

いる｡これより下流部分は､オオカワヂシャ、

ヤナギタデ、 ミゾソバ、アメリカセンダング

サ､イチョウウキゴケなどで水面は90～100%

塞がっていたが、それらをかき分けるように

して探すと、下流25mの地点までラージパー

ノレグラスの小パッチが確認された。

生育状況

生育地は富山県高岡市の中心部に位置し、

庄川からの伏流水が水源となっている用水路

(小河川)である.詳しい地名、水路名、緯度・

経度は、在来種の保全と新たな外来種の人為

侵入を防ぐため公開を差し型える。

水路は幅2～2.5m，水深は30～40cmで、

発見された場所は、水路に架かる幅約6mの

橋の上流10m(図IA)と下流25mの間である㈲

橋の上流側は石積み護岸となっており、岸

からツユクサ、アメリカセンダングサ、ギシ

ギシ、 ミゾソバ、 ヒナタイノコズチなどが水

路内にせり出し、水路内の岸寄りには抽水状

態となったセリ、ヤナギタデ、オオカワヂシ

ャが茂みを作っている‘］ この茂みの陰で流れ

が緩くなった所々にラージパールグラスのパ

ッチがみられ（図IA) 、大きいものでは

50cm×50cmの面積を占めていた(図IB)・ ラ

ージパールグラスは水中から水面にせり上が

るようにマット状に密生し、つかんで引き上

げるとよく分枝した純群落となっており（図

1C)、生育状態も良い(図1D)。 このようなパ

ッチの他にも束状の個体群が水中至る所にみ

られ､水路の両岸から中央に向かって幅30～

60cmの範囲に断続的に生育していた。

橋の'幅は6m(=水路の長さで6m)で、橋の

天井と水面との距離は90cmほどしかなく、

橋下の中央は薄暗くなっているが、 日が射す

南側にはラージパールグラスが生育しており、

水面を覆うように70cm×140cmと30cm×50cm

の大きなパッチがみられた(図lE)｡

橋の下流側はコンクリートブロック張り

護岸となっており、隙間にアメリカセンダン

グサ、 ミゾソバ、ツユクサなどが繁茂してい

原植生との比較

この場所は2001年に富山県農地林務事務

所が実施した庄川合口ダム流域生態系調査の

調査地点であり、当時の環嵩・植生調査結果

があるので(富山県砺波農地林務事務所･富山

県水皇物研究会2003)、引用して表lに環境

と植竺のデータを示した。

2001年夏の橋の上流側の植生は江竣いの

影響で被度・群度が小さいが、下流部と合わ

せたこの水路の原植生は、在来のセリ、ヤナ

ギタデ、バイカモ、ナガエミクリに外来のコ

カナダモが混じり、水面にイチョウウキゴケ、

ウキゴケ、アオウキクサ(広義)が生育すると

いうもので、特に厳冬期でも水温が13ocと

暖かいため、夏と|司様の水草が観察されてい

る。

その後2004毎にはオオカワヂシャの侵入

が確認されているが、その時に植生調査は行

われなかった□

今回の調査結果を2001年のデータと比較

すると、在来のセリ、ヤナギタデ、ナガエミ

クリは健在だが、バイカモが激減し、代って
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図l富山県の湧水水路で発見されたラージパールグラス~A:生育地の水路(橋から上流部を

撮影) ~矢印に大きいパッチが見られる. B:上流部の岸寄りのパッチの一つ．右は測量用ア

ルミポールで，赤白1目盛は20cm.C:Bを引き上げたもの~D植物体の拡大~E:橋の下の

暗がりに広がるパッチ．ストロボ撮影F;水中で茎頂に気泡(矢印)をつけた個体群(2015

年9月26日）
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表Lラージパールグラスが確認された富山県高岡市の湧水水路の過去と現在の植生

’｜

ｌ

ｌ

ｌ

調査地

水路名

調杏地点メモ

調査|m積(m)

水路幅(cm)
底質

調査日

水深(cm)

水温(℃）
気温(℃）
流速(cm/s)
植被幸(％）
出現瞳数（顕花植物）

セリ （沈水・抽水）

コカナダモ

バイカモ

ヤナギタデ（沈水・抽水）
ナガエミクリ （沈水・抽水）

アオウキクサ

クサヨシ（沈水・抽水）

オオカワヂシャ（沈水・柚水）

ラーーシバールグラス（沈水・抽水）

ミゾゾハ

(イチョウウキゴケ）

（ウキゴケ）

(カワゴケ）

~~ ’

,僻の卜抗

20x4~0
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20018~ 17＊ ’ 2015~9~26
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１

Ｉ
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２
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甲
卑
由
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ム

フ

一

十

(2．

対象外 ’ （ 1 ．2

’’
オオカ1フヂ

ン1･開花

9月5日

工没い済み

十オカワ千

ン'弐・開花備考備考 イカモ開花

*富山県砺波農地林務聿務所・富山県水生物研究会(2003)

*＊水温は2002年2月5日の測定

**＊最近傍のアメダス観測点「砺波」の当日の妓高気温

外来のコカナダモが傷占・繁茂し、特定外来

種オオカワヂシャと新外来植物ラージパーノレ

グラスが増殖中という変化が起きている。

2328.C(INAQUARIUMCOM.)などとさ

れているが、実測17｡Cのこの水路で良く生

育していることから生育温度城はかなり広い

と思われ、 この用水路の冬期水温13oCは十

分成長可能な温度と想像される。現在の広が

り具合や生育状況から推察すると、 この用水

路では少なくとも昨年から生育していた可能

‘性がある。湧水環寛では在来種と競合する侵

略的外来種となり得るため、同様の環境にあ

る水路では注意が必要である。同じ庄川水系

でも湧水の影響のない水路では冬期の水温は

4～5｡cとｲ氏いことから(富山県砺波農地林務

自生地の保全

ラージパールグラスの栽培下での種子繁

殖については情報がないが、茎はよく分枝し

不定根を伸ばして密な群落をつくることから、

オオカワヂシャと同様に、茎の一部が切れて

流され、栄養繁殖により分布を拡大する可能

‘陸がある輝ネットの情報ではアクアリウムで

の生育適温はl8-26oC(JavaAqua'1umPlams)、

怖の｜乏流

Z~5x5~0

７

砂
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事務所・富山県水生物研究会2003)、 この水

路外にラージパールグラスが拡大する可能性

は/j,さいと思われるが、本種の生育最低温度

が4．cとのネット情報もあることから

(Alibaba･com)、注意深くフォローすることと、

本種の生育温度についての実験が必要である”

A打α･"7"]ど"""〃〃"ﾉ6ﾉUJz"")､..http:"www.

inaquarum・com/aqLla血m-plants/micral1the

mum-umbrosLIm~ (2015年9月29日確認）

JavaAquariumPlants. #.MYc"""だ"""〃

“"か“""ﾉ''.http:/4ava-plants.com/

individual-plallts/midgound-plants/mcranth

emum-umbrosum. (2015E9月29日確認）

水草水槽Com~ 2015.水草ラージパールグラ

スの育て方~ http://mizukusasuisou.com

/hinshu8(2015年11月1 1 日確認）

富山県砺波農地林務事務所・富山呉水生物研

究会(編). 2003.庄川合口ダム流或生態

系調査報告吾富山県砥波農地林務事

務所.富山．

山崎美津大･山田洋． 1994． ラージパーノレ

グラス‘ 世界の水草Ⅱ. p､ 34.ハロウ出版

社.岐阜

富山市科学博物館の坂井奈緒子氏にはカ

ワゴケを同定いただきました。高知県立牧野

植物園の藤井聖手氏にはラージパールグラス

に閨する情報と初槁についてのご意見をいた

だき、国立科学博物館筑波実験植物園の田中

法生博士には文献をご教示いただきました．

記してお礼を申し上げます、

引用文献

Alibaba.com, ､､GiantBabvTbars-MFc/て""舵"""〃
ご

〃"かりs""7".http://www.alibaba~com/

proLICt-detail/Giant-Baby-Tもars-Micral]the

mum-umbrosum-Livel59077404hnnl.

(2015年9月29日確認）

Godffey,R.K.andWooten,』.W1981.AquatiC

findWetlandPlantsofSoutheastemUnited

StateS.Dicotyledons・pp.648649.

UI1iversitVofGeOriaPreSS,AthenS.

INAQUARIUM.C0M.2015.""Baby-tears(Latm

(追記）

12月5日に現地を訪れたところ、水路は江

疫いが行われ、沈水・抽水植物の大群落は跡

形もなく姿を消して一面に川底が現れていた㈲

しかし水中や岸辺には刈り残されたラージパ

ールグラスが点々と見られることから、流れ

が良くなったことで逆に下流に拡散する可能

‘注は高くなった。
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pumapjm$§4^Pr±#ffl 42T 939-2713

Species compositions of plant communities dominated by dwarf bamboos
in Tateyama Mountains, Central Japan

Megumi Yoshida & Kazuomi Takahashi

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

Abstract: Species compositions at three plots with dense dwarf bamboos was surveyed in
the Tateyama Mountains, Toyama Pref, Central Japan. In the three plots, Midagahara
(2,020 m), Murodo-yama (2,484 ni), and Murodo-daira (2,440 m), shrub layers were
dominated by Sasa kiirilensis, S. senanensis, and S. spiculosa, respectively. Because of
shading by dwarf bamboos, the number of species observed was small (9 to 12) and
coverage of the herbaceous layer was very low (less than 5%). Invasion of dwarf bamboos
may result in reduction of plant species diversity in alpine vegetation. To evaluate the
extent of expansion of dwarf bamboo communities in the Tateyama Mountains, further
studies using historic aerial photographs are needed.

Key words: phytosociological surveys, Sasa, Tateyama Mountains

Sasa Makino et Shibata <

LTl/ r t

spiciilosa (F.Schmidt) Makino^ S.

kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata (D 5

y  LTV ^ y

fiif- :mxn<^tzo mt

2013 hfpH>(7)

IX mz.yytn

2015)o

Sasa sect. Sasa 0')'X \i Sasa yahikoensis

Makino, if if S', palmata (Lat.-Marl. ex

Burb.) E.G.Camus, y’^Yifif S. senanensis

(Franch. et Sav.) Rehder, if® Sasa sect.

Macrochlamys Nakai (D y* y -Y if if S.



No.21Bull.Bot.Gard.Tbyama3(）

図1~調査地点a:立山カルデラ展望台. b:室堂山中腹C:みどり尾根

山のような高山地域においても、ササ群落の

拡大は高山植生の種多様|生に影響を及ぼす可

能性がある。

そこで今回はササが優占する群落の種組

成を明らかにするために、弥陀ヶ原および室

堂平周辺のササが広範囲に分布する群落で植

生調査を行った。

るが、局地的に自然草原が含まれる(宮脇

1985)。日本海側の多雪地帯ではしばしば亜高

山性の針葉樹林が発達せず、夏緑広葉樹の低

木林やチシマザサなどのササ草原におおわれ

(宮脇1985)、いわゆる偽高山帯(四手井

1952)と呼ばれる景観がみられる。新潟･群馬

県境の平標山の偽高山帯で植物珪酸体分析を

行った研究(Kariyaer"12004)によると、ササ

属を主体とするタケ亜科植物は完新世前半に

はすでに現在の亜高山領域を広く覆っており、

いったん衰退するものの、その後回復して現

在に至ったことがわかっている。立山に分布

するササ群落は、このような本州中部から東

北地方の日本海側多雪地の山岳を特徴づける

自鯏直生の一つとみなされる。

ところで、立山ではササが増加傾向にある

ことが指摘され、弥陀ヶ原では池塘が減少し

ているとの報告が1960年代からある(本多

1964,深井・相馬1976)。湿原の乾燥化に伴

って池塘群が干上がって裸地部が現れ、ヌマ

ガヤ群落、チシマザサ群落へと推移し、木本

性植物の侵入が始まるとされ(折谷2008)､サ

サ群落への移行が起こっていることが示唆さ

れている。富山県の里山二次林では、林床に

ササが優占すると草本層の植被率と種数が低

下することが知られている(高橋他2010)｡立

調査方法

弥陀ヶ原の立山カルデラ展望台、室堂平の

室堂山中腹、 ミドリガ池北側のみどり尾根の

3地点で植生調査を行った(図1)｡立山カルデ

ラ展望台では、展望台北側のオオシラビソ群

落周辺の緩斜面(標高2,020m)に広がるチシ

マザサ群落に10m×10mのコドラートを設置

し、内部に2m×2mの5つのサブコドラート

を設けた。室堂山中腹では、北向きの緩斜面

(標高2,484m)のハイマツ林縁に広がるクマ

イザサの群落に10m×5mのコドラートを設置

し、中央部にlm×1mの10個のサブコドラー

トを設けた。みどり尾根(標高2,440m)では、

オクヤマザサの群落に10m×10mのコドラー

トを設置し、中央部にlm×lmの10個のサブ

コドラートを設けた。調査方法は、吉田・山

下(2008)と同様にBraun-BlanqUetの植物社会

学的手法(鈴木1971)に基づき、植被率､群落
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図2~植生調査を行ったササ群落1,2:立山カルデラ展望台3,4 室堂山中腹. 5,6:みどり
尾根．

2-1と2－2に､組成表を表1に示す。この調査

区は周囲をオオシラビソ林に覆われた緩傾斜

の斜面に広がったチシマザサ群落である。全

体では亜高木層は植被率が10％と低く、ダケ

カンバBe""e""qw"Cham.vame"7α"〃が優

占度1で出現し、サブコドラート2，3，5に

の高さ､出現する植物の種名とその優占度(優

劣度)を＋から5の6段階、群度を1から5

の5段階で記録した。

結果と考察

立|_LIカルデラ展望台の調査区の景観を図
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表l.立山カルデラ展望台のササ群落における紀成表

全体

2014-8.27

吉田・高橋

2，020

10×10

N60W

緩斜面

50(）

10

245

100

10

5

2()14．8．27

吉田･高橋

2,020

2×2

N60W

緩斜面

‘1

2014.8.27

吉田・高橋

2,020

2×2

N60W

緩斜面

調査区

調査年月日

調査者

標高('n)

調査面積(m×m)

方位

傾斜

亜高木層高さ(cm)

亜高木居植被率(%）

低木層高さ(cm)

低木層植被率(%）

草本層高さ(cm)

草本層植被率(%）

2014‘8．27

吉田・高儒

2,020

2×2

N60W

緩斜面

2

2014.8.27

吉田・高橋

2，020

2×2

N60W

緩斜面

3

201，1．8．27

吉田・高橋

2，020

2×2

N60W

緩斜面

230

100

10

250

100

20

200

100

20

250

100

10

5

却
叩
帥

<5
／F

、⑪ 10 5
／戸

L､、

種名

亜高木層

ダケカンバ

ナナカマド

ミネカエテ

D･S

＋

D･S D･S

十

，。S

十

D・SD・S

1・ ’

十

十

ノ

サ

ド

ビ

バ

ザ

マ

ラ

ン

層
マ
カ
シ
カ

木
シ
ナ
オ
ケ

低
チ
ナ
オ
ダ

5．5５号

十

十

十

5．5 5．5 5．5 5．5

十 十

草本層

ヒョウノセンカタバミ

ヤマタカネサトメシダ

ナナカマド

ツクバネソウ

チシマザサ

ハリノキテンナンショウ

コケ(セン類)sp~
ヤマソテツ

ミネカエデ

○
今．

＋
＋
＋
十
十
＋
＋
十

十

十

＋

＋

十

＋ ＋

＋

＋

＋

＋ ＋

＋

＋

十

十

亜高山針葉樹林であるシラビソオオシラビ

ソ上群集のうちチシマザサの優占度が高い群

落が6地点あり、 これらのデータを今回の調

査結果と比較した(表2)･今回の調査区とは

オオシラピソ別I)/""?"/""Mast.､ツクバネソ

ウ、ヤマソテツ、ナナカマド、チシマザサの

5種が共通していた．今回の調査区は高木層

を欠き、低木層のチシマザサの優占度が5で

ある点で太郎平小屋平の調査地と類似して

いたが、草本層の植被率は5％未満と非常に

低く，出砺種数も9種のみであった。

室堂山中腹の調査区の景観を図2－3と2－4

に、絶成表を表3に示す｡低木層には高さ1m

見られた□そのほか、ナナカマドSoﾉも猫

α〕"7"!“αHedl~、 ミネカエデ4"J" Jrc/zDF7""i

Maxim.が点在していた。低木層は高さ250cm

程度のチシマザサが瘍占度5と密生していた・

草木層は、低木層のチシマザサに被陰されて

暗く、 キ直被率は10%以下で、 ヒョウノセンカ

タバミOxα/おα""JFe//tJLvar~ /o/7g/cqpsz"

TIarao､ヤマソテツP/蝉09W"""なⅣ"Jz"海"q

Makinoなどがまばらに生育していたコサブコ

ドラー卜4，5にはヒョウノセンカタバミとと

もにツクバネソウP"""e"坤紗"αA.Gravvar.

reimpﾉZ)'"αが見られた。

『富山県の植生』 （宮脇1977)の附表には、
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表2．富山県のシラビソオオシラビソ上群集のうちチシマザサの優占度が高い調査区(宮脇
1977)と，今回調査した立山カルデラ展望台のササ群落の種組成の比較．

調査地

調査年月日

出典

標高(m)

調査面磧(㎡）

方位

傾斜

,甸木層樹高(n,)

尚木居柚被率(%）

亜高木層樹高(m)

亜高木居植被率(%）

低木居樹高(m)

低木居植被率(%）

草本層樹高(n,)

草本居植被率(%）

大日平

1972－729

官脇(1977)

l,75(1

150

W5

折立太良1 '1,屋折~)県半太郎平折』i〔 火lIM屋

'972，827 1972．8，27 1972．8．2'l

宮脇(1977) 宮脇(1977) 宮脇(~ 1977）

1 ,800 1 ,760 1 ,950

500 400 300
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lO l5 15

14 13 14

70 60 RC

8 8

15 15

」1 3 4

80 7〔I 70

（)_3 0，5 1

イブ11前朝日

l972－7－29

宮脇(1977)

1，900

8O
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5

太郎平小屋平カルデラ展望台

1972，8，27 2011，8，27

宮脇(1977) 本報告
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緩斜面

１
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表2．続き

随伴穂
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1．1
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ワ
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十
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廷1 ■ユ
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l・’
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~’ 坐■
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』
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］

。
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１
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、

』

ショウジョウノ､:カマ
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~’ ＝
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Ｊ

ｃ
ｃ
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２

＋

4．4 5．5
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4．4 ５

２

２
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由

り

５

＋

十
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２

中

早

Ｄ

Ｊ

１

１
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ワ
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十
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サ

サ
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種

ク

↓

、

一

ゴ
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種

ケ

斗
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辛
勢
召
叩
岬
五
季
小
Ｆ
到
母
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》
い
ふ
唯
一
一
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チ
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ヒ
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オ
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ネ
ス
ッ
コ
サ
オ
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寺
ウ
シ
ェ
ク
コ
ノ

十

ワ

』

ワ

」

十
千
一
‐
＋
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十

十

＋
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1.1

十

十 十十

＋

＋

十

十

2．2 1．2

２

２

。
。

１

１

1．ワ
ユ＝

十・2

２や

十

十

十

十 口・ワ
ーｰ

＋アカモノ

シラタマノキ
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ミズバショウ
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十

十

十

十

＋，ワ
~’ 白

十

十

十＋

十

＋・2

＋

＋

*宮脇(1977)ではコミヤマカタバミとされている

弱のクマイザサが優占度3～5と優占し､ハイ

マツP"I"sp"""/fJ(Pall.)Regel、ホンドミヤマ

ネズが混生していた。サブコドラート 1， 2

はハイマツの林縁部に当たり、ハイマツの優

占度が各々2， 3と高くなっていたロサブコド

ラート4～10ではいずれもクマイザサが優占

度5と密生していた口草本層の植玻率は5％

以下で、 ミヤマアキノキリンソウSb"戒Igo

wFg""でαL.subsp.彫わ唖噸α(Benth.)Hultel]、 ミ

ヤマホツツジE"jo"jα〃q"""(Maxim.）

Hook.f， キレハノハクサンボウフウ

Pfwc"わ"""r〃z"/"v"”""zMaxim･fdiSsEc""〃
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~I表4．富山県のコケモモーハイマツ群集のうちササの優占度が高い調査区（宮脇1977) と，
回調査した室堂山中腹のササ群落の組成表の比較‘

宰堂山中腹

2014.8.27

本調査

2，484
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N

101．1
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（).1

45･朝日岳
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調査年月日

出典
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調査面積(㎡）

方位
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低木居高さ(m)

低木層植被率(%）

草本層高さ(m)
草本層植被率(%）

／F

、、1030 208〔）

種名

群集の標徴種

ハイマツ

亜群集の区分種
ケロウスゴ

D･S

5．5

1．2

十

D､S

1．1
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3．3
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。

■

，
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＋
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1．2

リ

］
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］
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ハクサンシヤクナケ
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十 2．2
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Ｑ
〕
向
ご
丁
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~’ ー十

1．リ
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一 ’J5．4

＋

ワ■ワ
ーー 二Ｓ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｓ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｓ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｓ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｓ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

4．4

十

ｏ
』
、
色
ｎ
Ｊ
、
今

心

。

。

＋

２

２

十

＋

2．2 ＋

＋

＋

＋

十

＋

1．2
ワ
ニ十

十

■＋

1･2

十・2

＋

十

ワ
］ヤ

十

ワ・ワ
ー＝

十

十

＋ 十ショウジョウバカマ

クロマメノキ

ダケカンバ

チングルマ

マイヅルソウ

ヒゲノガリヤス

コバイケイソウ

タケシマラン

ホンドミヤマネズ

1．2

十

十

＋

十

十

十・2

十

十

十

＋

ヒロハノコメススキ

キレノ､ノハクサンボウフウ
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Makinoなどがみられた□

「富山県の植生」 （宮脇1977)の附表のコ

ケモモハイマツ群集から、ササの優占度が

高い4地点を抜き出し、室堂山中腹の調査結

果と比較した(表4)。今回の調査区では僖占

するササがクマイザサである点で異なるが、

宮脇(1977)のチシマザサにはクマイザサやオ

クヤマザサなどが含まれている可能'|生もある？

共通種は低六層のハイマツ、草本層のイワカ

ガミ批方た(J[,(Jchj""irわ"E"tjj【たsSiebOldetZuCC.

var.s･ﾉﾋわ刀e"oj〔たs、 ミヤマアキノキリンソウな

ど少数であった｡今回の調査区は調査地点

16.朝日岳と最も類似していたが、草本層の

植被率は5％未満と非常に低くなっていた．

これは低木層のササの植被率を反映したもの

と考えられる．今回の調杳区に隣接するハイ

マツ群落で行われた植生調査(吉田・吉田

2004)では､ハイマツが優占度3を占め、そこ

にチシマザサ(今回の調査でクマイザサに訂

正)が優占度l～3で混生して低木層を形成し

ており、ササの優占度の高さは日云海側のコ

ケモモハイマツ群集に多くみられることが

議論されている。

みどり尾根の調査区の景観を図2－5と2－6

に、組成表を表5に示す。みどり尾根はミド

リガ池北側に位置し、例年6月上旬には積雪

が無くなり、室堂平の中では雪融けが早く、

ササが広面積で分布している場所である。低

六層は高さ105～160cmのオクヤマザサが儘

占度5 と僖占し、一部にウラジロタデ

』“ﾉ7f'9D"DJrwgw/c〃〃(F.Schmidt)HHaravar.

wew~虻内〃がみられた。草本層の植被率は10%

以下で、 ミツバオウレン(bp雄か油"“(L.)

Salisb.､ショウジョウバカマ〃どん"j“(〃た"rα/酌

(n]unb.)NTanaka、 ミヤマメシダ剖娩w""〃

′"eね"(]/"i3(Fra''ch･ etSav.)H.Christなどがほ

ぼどのサブコドラートでもみられた。またサ

ブコドラート6ではコバイケイソウI毎W"w"7

Sm"""EPz""Maxim.var.J/α"7//7E""ﾉの優占度がl

となっていた。

今回調査したササ群落3地点と、前報(高

橋・吉田2015)の弥陀ヶ原オオシラビソ疎林

内ササ群落(調査地点No. 12)の結果をまとめ

て表6に示す口出現種数は弥陀ヶ原オオシラ

ピソ疎林では22種であったが、今回は10E

程度と少なかった｡すべての地点において低

六層の埴被率は100%で、ササが僖占度4か

ら5を占めていた｡草本層の植被率はいずれ

も10%以下であったが、これは低木層のササ

に被|堂されているためと考えられる。 4地点

に共通する種はなく、イワカガミ、 ミツバオ

ウレンの2種が弥陀ヶ原オオシラピソ疎林、

室堂山中腹､みどり尾根に共通して出現した．

この2種は立山において山地帯から高山帯ま

で広範囲に出現する種であるロ立山カルデラ

展望台では内陸性のシダであるヤマタカネサ

トメシダ14"Iw･""〃 >〈psEMゎβ"7emﾉw"7 Seriz'が

見られたが、 これは立山における初記録であ

る。弥陀ヶ原オオシラピソ疎林ではニッコウ

キスゲ〃と"IeJひ“"応餓""o"/e"C.Morrellvar

"c"/e""(Koidz.)Kitam. exM.Matsuokact

M.Ho噸、 オオバツツジRhD故〕生"飾り〃

"枠o"jigw"ノMatsum.など周囲の群落で見られ

る亜高山'性の種のほか、 イワウチワ雛”"α

""ﾀﾉo"(Maxim.)Maxim.、チゴユリD”o/w"？

‘F""/""7""IA.Grav、 ヒメカンアオイ4s〔"w"？

""(]/F,Mack.var."AIJDjなど立山では美女平

からブナ坂でよく見られる山地性の種も出現

した『，高山帯の室堂山中腹およびみどり尾根

では、周囲の言田草原に見られるミヤマアキ

ノキリンソウやキレハノハクサンボウフウ、

コバイケイソウ、 ウラジロタデなどが出現し

た□ このように、ササ群落に共通して出現す

る種は少なく、むしろ周囲の植生に生育する

種が出てきており、各々の地点の立地を反映

していると考えられる。KudoE/α/. (2011)に

よると北海道の大雪山においては、チシマザ

サがその栄養器官の速い成長により雪出草原

へと侵入し､出現種の多様性が低下している．

室堂山及びみどり尾根でもササが三田毛生へ
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表6．弥陀ヶ原オオ

シラピソ疎林内

ササ群落（高橋・

吉田2015） と今

回調査したササ

群落3地点の組成

調査区

調査年月日

標高(m)

調査面積(㎡）
方位

傾斜

和高木層樹高(cIn)

亜高木層植被幸(%）
低木居樹高(cm)

低木層植被率(%）
草本層樹高(cm)

弥陀ヶ原
2013．8，26

I,910

20叉20

NlOE

lO。

330

カルデラ展望台

2014－8，27

2，020

10ﾉ<lO

N6CW

緩斜面

500

10

J）〃'二百
舎玉ﾛﾉ

lOO

lO

室堂山
2014－8．27

2，484

1〔)×5

N

10。

みどり尾根

2014．8．27

2,440

l0xlO

N60E

5。

182

10(）
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帥
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１

１

１

160

100

20
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宮脇昭(編若) . 1985. 日本植生誌中部．

6"pp･至文堂．東京．

折谷隆志． 2008．土壌．環境変動と立山の自

然(Ⅱ）－立山植生モニタリング第Ⅲ期調

査成果報告言． pp.87 125.富山県

四手井綱英. 1952.奥羽地方の森林帯(予報) ．

日本林学会東北支部会報2(2):28，

鈴木時夫(訳) . 1971.ブラウンブランケ植

侵入したため、草本層の光環境が悪化し、生

育する種の成長を阻害し、その結果、生育す

る種数が減少し、室堂山ではミヤマアキノキ

リンソウのような風散布型により種子散布で

きる種が残っている可能性がある。また、み

どり尾根ではミツバオウレン、ショウジヨウ

バカマのような、ハイマツ林床にも出現し、

低光環境でも生育できる種がササ群落内で残

っている可能性がある．

新潟・群馬県境の亜高山帯では、完新世中

期以降にササが一度衰退し、その後回復した

と推定されている． こうした植生の変動は、

完新世の広域気候変動に関連した消雪時期の

変化によってもたらされた可能性が指摘され

ている(Kariyae"/2004)｡ さらに、北海道の

大雪山では、地球温暖化にとも較う消舌時期

の早期化が近年のササの分布拡大の要因とな

ったと考えられている(K,,doer"/~2011)。立

山のササ群落には周囲の植生にみられる種が

出現したが、種数は少なく、草本層の植被率

は低かった。 したがって、 もし地球温暖化に

ともなってササが雪田草原などに侵入すれば、

高山植生の種多様性を低下させる原因となり

うる。 しかしながら、立山地域においてササ

群落がどの程度分布を拡大しているかは明ら

かではない。北海薦の大雪山や石川県の白山

では､過去の空中写真を使った解析が行われ、

雪田草原へのササの侵入が実際にどれくらい

の規模で起こったか確かめられている(Kudo

erq/. 2011、古池・白井2014.古池他2015)。

今後、立山においてもそのような解析が行わ

れるべきであろう。

ヤマタカネサトメシダを同定していただ

いた石澤岩央氏、原稿の作成にあたり有益な

コメントをいただいた富山県森林研究所の長

谷川幹夫博士にお礼申し上げます｡
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は表面と裏面を測定した”花色はすべての花

弁について、葉色は最大葉3枚を計測し、花

弁や葉により異なる数値が記録された場合に

は最頻値を各個体の値とした＝葉の葉緑素濃

度はコニカミノノレタ葉緑素計SPAD-502で葉

の表面を測定し、葉緑素量を葵緑素計の信示

値であるSPAD値で表記した｡

以下に調査したトウツバキ古樹について、

園芸品種を中心とした栽培個体と二次林など

に生育する野生個体に分けて報告する”花や

葉の各部の計測値はTablelに示した｡

内他2010.兼本他2012)。 トウツバキ古椎の

調査から、寺院や公園などで厳重に保護され

ている場合でも必ずしも滴切な栽培管理がな

されておらず、樹勢が著しく弱り、数年以内

に枯死する可能性が畠い古樹も確認されるな

ど、 トウツバキ古樹を取り巻く現況は決して

芳しいものではないことが分かってきた｡

2008年に調査した内容の一部は山下他

(2009b)と王他(2008)により紹介されている

が、 ここでは全ての調査記録をより詳細に報

告する。

1 ~栽培トウツバキ古樹

1-1．調査番号(＝個体番号､以下同様)YP-13/

品種名‘大却茶， ／由来植栽／推定樹齢700

年／調査日2008年2月1日／図版lA,B,D,

E.

生育地大理州永平県永国寺

(N25.21'16.5",E99.25126.4''a1t.2340m)~

形態情報:花弁色2.5R4/12/着花数400/葉

色（表2.5GY3/2=2.5GY4/4) /葉緑素量

57.8／樹高14.5m/胸高周204cm/樹冠径

10.6m/根元周一．

立地環境:地形平出地／風当強／ 日当陽

／土壌型褐色森林土／土湿適／土壌硬度

5(27)IvPa/土壌pH5.3.

生育状況:永国寺の嵩内に植栽されたもので、

周囲は高い塀に囲まれ境内へ出入りは制限さ

れ保護されているものの、呼び芸ぎによる接

木用の枝を多数採取された痕があるなど樹勢

は弱い。枯れ枝が目立ち、葉数も少なく状態

は良くない。高さ約3mのところに古い幹折

れの痕が見られた。本調査木のYP-13および

次のYP-14ともに根元は直径2mほどの円形

のコンクリート製の植え枠に囲まれていたロ

12調査番号YP-14/品種名・大琿共. ／由

来植栽／推定樹齢700年／調査日2008年

2月1H/図版1A,C,F.

生育地大却州永平県永国寺

(N25.21116.81i,E99.25'42.3"',alt.2340m).

調査地と調査方法

調査は雲南省の大津州永平県、魏|｣｣県、寶

川県、保山市勝中市(調査時は臘中県)に生育

するトウツ~バキ古樹について、2008年1月末

から2月に行った｡調査したトウツバキ古樹

は園芸品種7個体と野生種10個体の合計17

個体である。永平県宝台山の金光寺自然保護

区や寺院の境内に植栽されたものは許可を得

て調査した”

調査方法は志内他(2010)、兼本他(2012)と

同様で、品種名、推定樹齢については資料な

どで分かるものを記録したほか、生育地とし

て緯度、経度、標高を記録した．形態情報と

して花色、調査時の着花数、花筒長、花筒径

艮、花弁長､花弁幅長、 l花あたりの花弁数、

雄蘇艮、雄蕊径長、子房長、子房径長、花柱

長､花柱分枝数、 1花あたりの善片数､葉色、

葉身長、葉幅艮、葉柄長、葉緑素量、樹高、

胸高周、樹冠径、根元径、根元周を測定し、

立地環境として地形、傾斜、方位、風当、 日

当、土壌型、土湿、土壌硬度、土壌pHを記

録・測定したほか、調査木の現在の竺育状況

を記録した㈲花弁長と花弁'唱艮および葵身長、

葉幅艮、葵柄長については、最大の花弁およ

び葉を3枚選んで計測し、その平均値で示し

た口花色、葉色の野外での客観的な計測は中

田他(2007)に従い、コニカミノルタ製のカラ

ーリーダーCR-llを用い、花弁は向軸面、葉
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SGY3/a裏5GY4/4) /葉緑素量63~7/樹高

8. 1m/胸高周-/樹冠径4m/根元周

85cm~

立地環境:地形(傾鮮）斜面上部(25） ／風当

弱／ 日当陰／土壌型褐色森林土／土湿

適／土壌硬度7(4､13)MPa/土雲pH7.1.

生育状況:水云庵付近の寺院跡となった場所

で過去に植栽されたものであり、現在周囲は

竹林に囲まれているなど光環境は良くない。

生育場所は傾斜しており、本調査木も斜面下

部に|句かつて傾いている。また、土壌は粘土

質のB層が露出している。葵数が著しく少な

く、根元に腐れが入るなど、状態は極めて悪

く、近いうちに枯死する可能性が高い。

1-5~調査番号BJ-2/品種名不明′'由来植

栽／推定樹齢一／調査日2008年2月4日 ／

図版2D佃､F.

生育地:大琿州實川県鶏足山貨華寺(己殼）

(N25.5728.6↑↑旧100.22'20.9| |,alt.2465m) ~

形態情報:花弁色2.5R4/12/者花数100/葉

色（表z5GY3/3.=25GY5/4) /葵緑素量

62.0/樹高8.79m/胸高周118cm/樹冠径

8.2m/根元周1l9cm.

立地環境:地形平坦地／風当強／ 日当陽

／土壌型赤色土／士湿やや乾／土壌硬度

8(3-15)IvPa/土壌pH7.6.

生育状況:枝張りは良いが､葉数が比較的少な

く樹勢は良くない。かつて寺院のあった場所

であるが、今では周囲が開けた場所となって

いて､風当たり、日当たりともに強い。また、

土壌はB居の粘土質が露出していて表層のリ

ターが全くないなど、生育環寛は良くない□

1 6.調査番号BJ-3/品種名不明／由来植

栽／推定樹齢一／調査日2008年2月4日／

図版2F.

生育地:人理州賓川県鶏足山貨華寺(己穀）

(N25.57'28.6'!旧100.22i209{'alt2465m).

形態情報花弁色2.5R4/12/着花数8/葵色

(表5GY3/3~裏2.5GY5/4) /葉緑素量53.3/

樹高7.75m/胸高周130cm/樹冠径5.7m/

形態情報:花弁色2.5R4/12/着花数120/=

色（表2.5GY3/3､裏2.5GY4/4) /葉緑素量

61 .5 ／樹高14.2m/胸高周188cm/椎冠径

8.8m /根元周一．

立地環境:地形平坦地／風当強／ 日当陽

／土壌型褐色森林土／土湿適／土壌硬度

6(57)h⑪a/土壌pH6.4.

生育状況:YP-13と同じく境内内で栽培され

ているもので、 こちらも樹勢が弱く、葉数も

少ない．呼び接ぎによる委木で枝を採集され

た痕が多数認められた。社殿に向かって右半

分は枯死しており、おそらく根元にコンクリ

ート製の植え枠を設置した際に根を傷めたた

めと考えられる｡

1-3．調査番号WS-1 /品種名、桂叶銀紅． ／

由来植栽／推定樹齢450～500年／調査日

2008年2月2日／図版1G"H, 1,J.

生育地:大坪州魏山県南沼魏宝山

(N25.10'48.1",E100.20159.8' '､alt.2283m) .

形態情報:花弁色7.5RP5/12/着花数250/

葉色（表2.5GY3/2,¥2sGY4/4) /葉緑素

量54．0／樹高17.6m/胸高周123cm/樹冠

径7m/根元周139cm.

立地環境:地形斜面／風当強／ 日当陽／

土壌型褐色森林士／土湿適／土壌顕度

ll(8-13)MPa/土壌pH7.5.

生育状況:葉数は多く､権勢に衰えは感じられ

ない。栽培されるトウツバキ園芸品種として

は世界最高の樹高である。本堂側の枝を切り

落とした後の治療痕などが数箇所見られ、

2006年には樹上の寄生植物を除去するなど

十分に保護管理されている。本個体は一辺約

2.5mの正方形の石で絆まれた枠の中に植え

込まれている。

1-4.調査番号BJ-1 /品種名・松子莞' /由来

植栽／推定樹齢一／調査日2008E2月4

日 ／図版2A.B"C

生育地:大理州賓川県鶏足山水云庵

(N25.57'45.2"､E100.22143.7' '､alt.2401m) .

形態情報:花弁色一／着花数0／葉色（表
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根元周122cm.

立地環境:地形平坦地／風当強／ 日当陽

／土壌型赤色土／土湿やや乾／土壌硬度

6(2 11)MPa/士壌pH7.3~

生育状況:1-5(BJ-2)の近くに植栽されたもの

で､葉数は木の大きさに対して著しく少なく、

葉の大きさも/｣､さく、花およびつぼみの数も

少ない,土壌条件も1-5(BJ-2)と同様であった

樹勢も弱く、近いうちに枯死する可能性が高

いc

l－7~調査番号BJ-4/品種名‘大理茶､ ／由来

禧栽／推定樹齢一／調査日2008年2月8

日／図版2G､H･

生育地:大理州寳川県鶏足山彗灯庵

(N25oさ8'05.0' '､EIOOo21i42~9",ait､2845m) .

形態!|冑報:花弁色5R3/122.SR3/10/着花数

一／葉色（表5GY3/2.裏5GY4/4) /葉緑素

量62‘9／樹高8.65m/胸高周155cm/樹冠

径6~8m/根元周145cm.

立地環境:地形平坦地／風当中/ H当陽

／土壌型黄褐色森林土／土湿適／土壌硬

度4(2-6)A僻a/土壌pH7.7.

生育状況:幹には地面からの高さ約70cmから

2mの間で内部に腐れが入り、空洞化してい

る。樹姿は傾いており、建物や塀に当たって

はいないが、根元には少し盛土が施されてい

る口葉数、っぽみも多く、幹に穴があるもの

の護勢はほぼ良好である｡

壌型褐色森林土／土湿やや湿／土壌硬度

一／土壌pH-.

生育状況:緩やかな谷部に以下のYP-2～YP-

5と同所的に生育する。生育状態は良好であ

り、 自生地の伐採や開発がない限り、今後も

|偵詞に成長すると↓思われる．

2-2.調査番号YP-Z/由来自生／推定樹齢

一／調査H2008年1月30日／図版3B.

生育地大理､|､|永平県宝台山(金光寺自然保護

区内）

(N25･ll'57.2"､E99.3216.5『『alt.2553m).

形態情報:花弁色7~5RP6/12/昔花数-/=

色（表SGY3/3．実sGY4/4) /葉緑素量59.0

／樒高l6.5m/胸高周170cm/樹冠径-/

根元周一．

立地環境:地形谷／風当中／ 日当陽／土

壌型褐色森林士／土湿やや湿／土壌硬度

一／土壌pH6.5.

生育状況:生育状態は良好㈲

2-3. ／調査番号YP-3/由来自生／推定樹

齢一／調査日2008年1月30日／図版3C､F.

生育地:大理川永平県宝台ll1 (金光寺自然保護

区内）

(N25o1157.2『『但99.32'16.5"､alt､2553m) .

形態|冑報:花弁色7.5RP5/12､ IORP5/12/着花

数一／葉色（表5GY3/2、裏5GY4/4) /葉

緑素量66~2／樹高17m/胸高周135cm/樹

冠径一／根元周一．

立地環境:地形谷／風当中／ 日当陽／土

壌型褐色森林士／土湿やや湿／土壌硬度

一／土壌pH6~3.

生育状況:生育良好で､野生トウツバキとして

は世界最高(調査当ﾛ寺)の柑高をもつ個体であ

る。

24.調査番号YP-4/由来自生／推定樹齢

一／調査日2008E1月30B /図版3D~

生育地大理州永平県宝台山(金光寺自然保護

区内）

(N25.1157.91 1旧99.3ｺ『11.4"alt､2593m) .

形態情報:花弁色7.SRP5/12/着花数-/葉

2野生トウツバキ古樹

2-1．調査番号YP-1 /由来自生／推定樹齢

一／調査日2008年1月30日／図版3A.

生育地1大理州永平県宝台山(金光寺自然保護

区内）

(N25oll｢58.1"､E99.32'18.2｢!､alt.2582m).

形態情報:花弁色7.5RPS/12/着花数-/葉

色（表5GY3/1.¥SGY4/4) /葉緑素量60.8

/樹高16.7m/胸高周119cm/樹冠径一／

根元周一．

立地環境:地形谷／風当中／ 日当陽／土
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(N24.57'38.5",E98.35111.1'',alt､2200m) .

形態情報:花弁色10RP7/4/着花数-/葉

色（表5GY3/2．裏2.sGY5/4) /葉緑素量

596／樹高8.2m/胸高周70,60,50cm/樹冠

径4.2m/根元周92cm.

立地環境:地形斜面／風当強／ 日当陽／

土壌型黄褐色森林土／士湿適／土壌硬度

9(7 12)IvPa/土壌pH6.7.

生育状況:土壌が花崗居風化母材の緩い渓谷

斜面に自生し、周囲は丸太を組んで取り囲み

保護されている。樹勢はよい。花は半八重型

で園芸的価値が高い個体である□

2-8調査番号TC-10/由来自生／推定樹

齢一／調査日2008年2月24日／図版4E,F,

I.

生育地:保山市臘中市固東鎮龍華寺

(N25.17110.1''､E98｡27'14.3",alt~ 1950m).

形態情報:花弁色5RP6/8/着花数-/葉色

(表5GY3/2.=5GY4/4) /葵緑素量60.5 /

樹高7.95m/胸高周130cm/橦冠径3m/

根元周148cm.

立地環境:地形(傾斜）斜面(1O) /風当強／

日当陽／土壌型黄褐色森林土／土湿適／

土壌硬度16(1120)MPa/土壌pH6.l.

生育状況:踏圧により土壌が固結しており､樹

勢はかなり衰弱し、樹皮の剥れも見られる”

幹の南側半分は枯死し、北側のみで生存して

いる。穿孔虫の穿孔痕がある。花は雄蘇の数

が少なく、半八重化した花をつけるため、園

芸的価値の高い個体である”

2-9調査番号TC-12/由来自生／推定樹

齢一／調査日2008年2月24日／図版4G,

J.

生青地保山市臘中市固束鎮龍華寺

(N25o17'll.5""E98.2712.0' '､all. 1980m).

形態情報:花弁色5RP6/8/着花数-/葉色

(表2.5GY3/2､=5GY4/4) /葉緑素量57,1 /

樹高8.13m/胸高周114, 101cm/樹冠径

7.4m/根元周165cm.

立地環境:地形(傾斜）斜面(5) ／風当強／

色（表5GY3/2．裏2.5GYS/4) /葉緑素量

635／樹農13m/胸高周1l7cm/椿冠径一

／根元周一．

立地環境地形(~傾斜）谷(38） ／風当中／ 日

当陽／土壌型褐色森林土／土湿やや湿／

土壌硬度10(9 11)MPa/土壌pH5.9.

生育状況:生育状態は良好。

2-5~ ／調査番号YP-5/由来自生／推定樹

齢一／調査日2003E1月31日 ／図版3E,

G.

生育地:大理州永平県宝台山(金光寺自然保護

区内）

(N25･lli43.6ﾄﾄ.E99.32'36.5''､alt.2304m).

形態情報:花弁色5RP5/10/着花数-/=

色（表5GY3/2,=25GY5/4) /葉緑素量

62.7／樹高13m/胸高周92cm/樹冠径-/

根元周一．

立地環境:地形平坦地／風当中／ 日当陽

／土壌型褐色森林土／土湿適／土壌硬度

10(9 11)MPa/土壌pH5.6.

生育状況:生育状態は良好。

26~調査番号TC-6/由来自生／推定樹齢

一／調査日2008年2月22日／図版4A,B.

生育地保山市臘中市林業局沙j具林場

(N24.57'll.3' ',E98o32i48.0;'､alt. 1750m) ~

形態情報:花弁色7.5RP6/8 /着花数-/葉

色（表5GY3/2.¥25GY4/3) /葉緑素量

63.6／樹高5.7m/胸高周-/樹冠径4.5m/

根元周80cm.

立地環境:地形斜面／風当強／ 日当陽／

土壌型黄褐色森林土／土湿やや乾／土壌

硬度5(3-7)IIFa/土壌pH6. 1 ,

生育状況:開けた二次林内に生え､土襄は花崗

岩風化母材でコシダD/f'P｡α"Qpだ｝･応〃"“"s

(Bum].f)Undew.が林床に繁茂する。椎勢は

よく、50cmほどの高さで複数に分枝する。花

は半八重化しており、園芸的価値が高い□

2-7.調査番号TC-7/由来自生／推定樹齢

一／調査日2008年2月22日／図版4C､D.

生育地:保山市梼中市林業局沙填林場跿山
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日当陽／土壌型黄褐色森林士／土湿適／

土壌硬度5(38)MPa/土壌pH6.1.

生育状況:枯死した竹類の根茎が残っている

が､土壌のリター層が厚く、土壌硬度も低い。

街勢は良好で、花は半八重型で園芸的価ｲ直が

高い個体である。

2-10~調査番号TC-13/由来自生／推定樹

齢一／調査日2008年2月24日 ／図版4H、

K,L

生育地: ~保山市膳中市固東接龍華寺

(N25o17'12.8岬､E98.27'12.1"､alt.2010m) ~

形態情報:花弁色7.SRP5/12/着花数-/葉

色（表5GY3/2,g5GY4/4) /葉緑素量60.3

／横高10.6m/胸高周10ス71cm/樹冠径

6.6m/根元周130cm,

立地環境:地形斜面／風当強／ 日当陽／

土壌型黄褐色森林土／土湿適／土壌硬度

8(f1l)MPa/土雲pH6.0.

生育状況：以前はウンナンマツPj"砿

W"z"α"ど"蝿Franch~により直射日光を遮られ

ていたため、周囲の|､ウツバキに比べて樹高

成長が良好であったが、近年、幹先端から衰

弱しはじめており、樹勢はよくない。おそら

く周囲のウンナンマツが切られ、竹類の根茎

が根元まで広がってきた影響と考えられる。

花は半八重型で園芸的価値が高い個体である．

バキの保護や基礎的情報の収集方法等に資す

るものとなるだろう。

現地調査の際には、大理市園芸センター、

大理市ツバキ協会、永平県政府弁公室、永平

県ツバキ園芸センター、永平県政府外事接待

か、永平県農業局、永平県金光寺自然保護区

森林派出所、巍山県ツバキ協会、巍山県園芸

センター、冥川県園芸センターの方々には特

別な便宜を図っていただき、また大理市、永

平県、巍山県、真ﾉ| |県、臘中市の地元の方々

に多大な協力をいただいた~ ここに記してお

礼申し上げる｡ この調査は、平成19年度財団

法人国際花と緑の博覧会記念協会の調査研究

助成「トウツバキ園芸品種保全のための日中

共同研究」 として実施した．
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図版l _栽培トウツバキ古椎A-F:雲南省大理州永平県永国寺のトウツバキ"大理茶､ .A:YP-13,

YP-14が境内に並んで植栽されている.B:YP-13の生育状況~C:YP-14の生育状況~D:YP-13

の根元には直径2mほどの円形の植え枠が設置されている~ YP-14も同様~ E:YP-13の花

F:YP-14の花. G-J:雲南省大理州魏山県南沼魏宝山のトウツバキ‘桂叶銀紅',WS-l. G:生

育状況H:幹の治療痕I:葉数，花数は多数で健全に生育, J:一辺約2.5mの正方形の植え

枠内に植栽されている．

図版2‘栽珸トウツバキ古樹AT:雲南省大理州賓川県鶏足山水云庵のトウツバキ‘松子売， ，

BJ-1.A:傾斜地に生育し,周囲には竹類が侵入.B:幹の腐れによりできた大きな空洞~C:葉

数は極めて少ないDF:雲南省大理11,|寳川県鶏足山貨華寺の半八重型花をつける品種名不

明種D:BJ-2の生育状況. E:BJ-2の花. F:BJ-3の皇育状況，奥にBJ-2が見える.G&H:雲

南省大理州賓川県鶏足山慧灯庵のトウツバキ‘大理茶､、 BJ4~ G:寺院の小屋の壁に寄り掛か

るように生育. H:幹の腐れによる大きな洞．

図版3.野生トウツバキ古樹A毛：雲南省大理州永平県宝台山の野三トウツバキ古樹.A:YP-1

の生育状況. B:YP-2の生育状況C:野生トウツバキとしては世界最高樹高(当時)のYP-3

の生育状況. D:YP-4の生育状況. E:YP-5の生育状況. F:YP-3の幹G:YP-5の花~

図版4．野生トウツバキ古樹.A&B:雲南省保山市臘中市林業局沙型林場の野生トウツバキ古

fi, TC-6. A鷺生育状況B:半八重型の花~ C&D.雲南省保山市臘中市林業局沙填林場跿

山の野生トウツバキ古樹TC-7. C:生育状況．櫓を組み保護. D:半八重型の花EH&I

L:雲南省保山市縢中市固東鎮龍菫寺の野生トウツバキ古樹~ E:TC-10の生育状況F:TC-lO

の幹には樹皮の剥れが見られる.G:TC-12の生育状況.H:TC-13の生育状況. 1:TC-IOの花．

J:TC-12の花. K:TC-13の花L:TC-13の株元には竹類が生奇
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