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富山県中央植物園研究報告

中国雲南省西双版軌における
Be90nL･apahatavar･ bomiqgiana (紅政JLシュウカイドウ科)

自生地の記録､および採集された6個体の染色体数

中田政司1)･魯　元学2'･管　閑雲2)･李　景秀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滞

Field Notes on a Locality of Begonl'a palmata var. bown'ngL'ana

(Begoniaceae) in Xishuangbanna, Yunnan Prov･, China,

and the Chromosome Number of Six Individuals

Masashl Nakatal), Yuanxue Lu2', Kaiyun Guan2) & Jinjdu Liz)

l'BotanlC Gardens of Toyama

42 Kamlkutsuwada, Fuchu-machl, Toyama 939-2713, Japan
2.Kunmlng BotanlCal Gardens

Kunmlng lnstltute Of Botany, ChlneSe Academy of Sciences･

Heilongtan, Kunming, Yunnan, 650204, P･R･China

Abstract :Asa part of 2002 field studies on BegonLa ln XIShuangbanna, Yunnan Prov"

china, a population of B. palmata D･ Don var･ bow'L'ngL'ana (Champ･ ex Benth) J･

Goldlng et C.Kareg. was observed on a roadside cliff and adjacent grounds in

Longlinpo, Mengla Xlan･ The natural environment and vegetation of the locality was

descrlbed. The chromosome numbers of six lndlVlduals of B･ palmata var.

bownngLana collected ln the locality Were counted to be 2n-22 each individual･ con-

firming the previous report (Tlan et al. 2002) ･ The six individuals were slmllar in leaf

shape.

Key words : Begon'a paJmata var･ bowTLngLana, Chromosome number･ habltat･ Vegeta-

tlOn, Yunnan

JacL'nLalaとして)､ 5変種(谷1999)､ 7変窮

(Goldlng & Wasshausen 2002)が記載され1

いる｡中国ではvar. bown'ngfana (Champ. e

Benth.) J.Goldlng et C.Kareg. (中国名:秦

核ルが最も普通で､広東､香港､海南島

台湾､福建､広西､湖南､江西､貴州､四川

&gonLa如ta D. Don (中国名:裂叶秋海

莱)は中国南部､インド､バングラデシュ､

ネパール東部､シソキム､ブータン､ミャン

マー､ベトナムなどに広く分布するシュウカ

イドウ科の多年草で(谷1999)､外部形態の変

異が大きく､ 9変種(Irmscher 1939､且
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雲南に産し､基準変種var. palmataは西蔵､

雲南に､ var. JaevHolla (Irmsch.) J.Golding et

c.Kareg. (中国名:光叶紅核)し)､ var. dLf

foL･mlS (Irmsch.) J.Goldlng et C.Kareg. (中

国名:変形紅核凡)､ var. crassL'setulosa

(Irmsch,) ∫.Golding et C.Kareg. (中国名:

刺毛紅核ノし)の3変種は雲南南部に分布してい

る(谷1999)oこのように雲南省にはB. palma-

taの多様な型が存在することから､本種の種

分化を探る上で重要な地域であると考えられ

る｡

富山県中央植物園と昆明植物研究所昆明植

物園では共同研究として2001年と2002年に雲

南省南部でシュウカイドウ属の自生地を調査

し､標本資料を収集するとともに､生品を採

集して昆明植物園で栽培し､染色体の観察を

行ってきた(神戸他2002, Nakata et al. 2003)o

その一環として西双版納自治州における且

palmata var. bowTJ'nglanaの-自生地につい

て環境や植生を記録し､個体群中の複数の個

体の染色体数を算定することができたのでそ

の結果を報告する｡

自生地の環境と植生

調査は2002年7月31日に行った｡調査地は

西双版納自治州劫膳県龍林妓(北緯210

31.464′､東経1010 30.099′ )の標高1000mの道

路沿いの崖である(Flg. 1A)｡崖の方位は

S30W､表面が風化した岩盤で約700の傾斜が

あり､下部に傾斜約400で落葉を被った硬質

の崖垂があり､この岩盤と崖垂上および隣接

する道路沿いの林縁部にB. palmata var.

bowTLngL'anaの個体群が見られた(FlgS, 1B,

C)｡崖垂は土壌が未発達であったが､周囲の

土壌は赤褐色で､土壌pHは7.4であった｡

周囲の植生は『雲南柏被生態景歓』 (中国科

学院昆明生態研究所他編1994)の区分に従う

と熱帯の季節雨林に該当し､高木層は樹高約

30m､樹種は千果穫仁TermLnaJJa myTL'oI

caTPa Van Heurch (シクンシ科)､械毛番龍眼

pometJa tOmentOSa (Bl.) Teysm. et Bl

(ムクロジ科)､包子樹Pterospermum act

folLum L. (アオギリ科)､小果格FLCuS mJ'C

carpa L.､歪叶格FLcus cyrtophyJJa (Wall.

Miq.)Mlq.(クワ科)､大果人面

DTaCOntOmelon macTOCaLPum Ll (ウルシ

山香圃TuLpL'nLa montana (Bl.) Kurz (ミ

ウツギ科) ､海南蒲桃SyzygL'um cumL'nL

Skeels (フトモモ科)､鵠腎樹StL･ebJus a

L.(クワ科)､ LLl龍眼HelLCL'a formosa

Hemsl.(ムクロジ科)､倒吊筆WTLgtL

pubescensR.Br.(キョウチタトゥ科)など

成っていた｡なお､種名と学名は主と

『雲南種子植物名録』 (上) ･ (下) (中国科学

明植物研究所編1984) ､ F西双版納高等植

録』 (中国科学院昆明植物研究所西双版納

植物園･民族植物学研究室編1996)によった

BegonL'a palmata var. bowrlngJaDa i i

に崖または林縁部に生育している草本で最

多かったものはキツネノマゴ科の山元

pseudoTanthemum palatJfeTum (Nees

Radlk.で､その他に鈎序唇柱琶苔ChL'rL'

hamosa R. Br.(イワタバコ科)､仝唇尖舌

a Rhynchoglossum obJLquum Bl. va

hologJossum (Hayata) W.T.Wang (イワタ

コ科) ､大歯長南琶苔DL'dymocatpus gran

dentatus (W.T.Wang) W.T.Wang (イワタ

コ科) ､花叶九節PsychotTL'a sLaLm'ca (Crai

Hutch. (アカネ科)､叶下珠Phyllanthus u

narJ-aL. (トウダイグサ科)､小呆葦麻(小

UilLCa atnCh∝aLJL'S (Hand. -Mazz.) C. I.

(イラクサ科)､山葡萄AmpelopsLs

tonLensLS (Hook. et Arm.) Planch. (ブド

山参OxyrLa dLByna (L.) Hill (タデ科)､

草Cenlella as)'atLCa (L.) Urb. (セリ科)､

股藍Gymnostemma petltaphylla (Thunt

MaklnO (ウリ科)､草生募竹MLCrOSteg)

gTatum(Triln.) A. Camus (イネ科)､水ヤ

Murdann)a tnquetTa (Wall.) BrllCkn. ( 1

クサ科) ､越南万年青Aglaonema pJeTZ-eaI]



r)ec. 2()05　　　　　　　中Lt他･ BegonLa Palmaf｡ var･ bowrlngLana

臥中国雲南省西及版納自治州における紅捌L (BegonJaPalmalavar. bowrlngJ'ana)のE椎

200個体以ヒが路傍の崖や隣接する杯緑の斜面に生育していたo

Fig. i. The locallty Of BegonL･a palmala var. bowrLngJana ln XLShuangbanna･ Yunnan, China.

More than 200.ndiv.duals were growlng On the roadslde cliff (A･ B) and adjacent slop

ln forest marglntC).
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図2.林縁に生育していた紅核)L (B. palmatavar. bowTJngJ'ana) 4個体のようすo

FIE. 2. Habit Of B･ palmata var･ bowTlnglana ln the locality･ The four indlviduals were found on

slopes ln forest margln.

図3.採集した紅核ノL(B.palmatavar. bowz･jng}ana)(Nakata & I,u27024-i)の生体とさく柴標本｡

下部は昆明植物園に移植したが､後に枯死した｡

Fig. 3. BegonIa palmata var. bow'JngLana(Nakata & Lu 27024-1) ln llVlng COndltlOn (A) and Its

drled speclmen PreSemed ln KUN (ち). The lower part of the plant had been transplanted ln

the Kunmlng Botanical Garden, however, failed to cultlVate･



Dec. 2005　　　　　　　　中臣=也: BegonLa Palmala var･ bownngJana

schott (サトイモ科)､歯蕨AcTOStLChum　　自生個体と染色体数

au,eum L.(イノモトソウ科)､鉄線蕨　　　個体群は全体で200個体以Lからなる大き

Adlantum CaPJllus-venerL･s L･ (ホウライシダ　　なもので､崖垂上の3×5mの範L#Jで約30剛

料)､鱗毛蕨属DryopterLS Sp. (オシダ科)な　　を数えたo高さ約30-50cmの開花見込みポ

どが見られ､全体として植被率は約40%であ　(F.gs･ 2A-D)とともに高さ10cm以下の小佃

った｡　　　　　　　　　　　　　　体が多数見られ･状況から桂十繁殖が行わオ

ていることが推察された｡才一.-い藷をつけた上

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年栽培された紅核ル

palmatavar. bowrLnglana)の葉のシルエノト･採集番号Nikata &Lu270Q4-2 (A) I 270m-3 (ち

27024A(C) , 27024-5(D) , 271024-6(E) and 27024-8(F) ･

図5の染色体観察個体と対応.スケールは10cm.

FIE.4. Silhouette of leaves ln the six lndlVlduals of B･ palmata var･ bowrLngLana I They we

Collected ln the same populatlOn in XIShuangbanna, and cultivated in the Kunmlng BotanlC

Gardens for about two years. Couection numbers: Nakata & Lu 27024-2 (A) , 27024-3 (B

27024-4 (C) , 27024-5(D) , 27024-6(E) and 271024-8 (F). The lndlVlduals correspond to tho

appearing ln Fig. 5. The scale bar lndlCateS 10 cm
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鞍的大形の1個体(27024-i)を根茎から採取

し(Flg. 3A)､染色体観察用に根端を現地で前

処理･固定し､上部は押し葉標本とし(Fig･

3B)､根茎を含んだ下部は昆明植物園での栽

●

1■

J 1
●l●●

j :.･:.･･.･･･:･･

培用に持ち帰った｡また､個体群の中から1m

以上の間隔をおいて2-3葉の小植物7個体

(27024-2-271024-8)を染色体観察用として採

取し､昆明植物園に持ち帰った｡なお現地処

感臥
1

▲■

一Y＼

E F

図5.中国雲南省西双版納自治州の同一集団で採集､昆明植物園で栽培･観察された紅核ノL

(B. palmata var. bown･ngJ.ana)の体細胞分裂中期染色体･ Nikata & Lu 27024-2 (A)I 27024-3 (B)I

27024-4 (C), 2702415(D), 27024-6(E) and 2702418(F)･図4の葉形を示した個体と対応･スケ-

ルは101Jm"

Flg. 5. MltOtlC metaphase chromosomes ln the s.x lndlⅥdualS (2n-22) of B･ palmata var･ bownLdana

The materlals were collected in the same population ln XIShuangbanna, and cultivated and

studled cytologically ln the Kunmlng Botanical Gardens･ Collection numbers: Nakata &

Lu 27024-2 (A), 27024-3 (B), 2702414 (C), 27024-5 (D), 27024-6 (E) and 27024-8 (F)･ The

lndlVlduals correspond to those appearing ln Fig･ 4･ The scale bar lndlCateS 10 〟 m･･
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DE仁. 2OO5　　　　　　　　中田他: Begoma palmara var. bowT'ngLana

ったが､その中で最大の1対は約1.5/Jmで特

に大きく､他の10対は0.5-1.0/Lmと長さが漸

変的に変化し､二様相型の核型であったoこ

の特徴は田他(2002)やOglnuma & Peng

(2002)の特徴と一致していたo染色体長は田

他(2002)では約0.9-2.2/∠mと記載され､

oglnuma & Peng (2002)の写真では約1･0-

3･0〃 mあり､動原体や二次狭窄の位置が明瞭

である｡我々の観察では染色体数の算定を優

先して前処理時間を長めに取ったため､個々

の染色体が強く凝縮し､狭窄の位置は多くが

不明瞭であった｡個体間あるいは分類群間で

核型の詳細な比較を行う場合は､今回の方法

よりも前処理を短くする必要がある｡

中国産BegonJaについてはLegro 良

D｡｡renbos (1969) ､田他(2002) ､ Oglnuma &

peng(2002)､ Nakata etal･ (2003)､李他

(2005)などが複数の種類の染色体数を報告し

ている｡また最近では､写真からは酵素解離

法によるプレパレーションと推察されるが､

新種記載において染色体数も報告されている

理の方法は中田(1989)に､染色体の観察方法

はNakata etaJ. (2003)に従った｡

現地処理した個体271024-1については2002年

8月に昆明植物園で染色体の観察を試みたが､

分裂像が少なく染色体数の算定はできなかっ

た｡また､持ち帰った根茎も活着しなかった

ため､個体としての染色体数は不明である｡
一方､個体27024-2-27024-8については昆明

植物園で栽培され､ 27024-7を除く6個体が生

育し､ 2004年7月には高さ50-60cmに透したD

Figs.4A-Fは､各個体の最大の葉のシルエッ

トで､長さは25-30cm､帽20-25cmある｡

小裂片の数や突出程度など葉の切れ込み方に

個体差は見られるが､外形や大きな裂片の位

置は6個体ともよく似ていた｡

これら6個体の染色体を新しく伸びた根端で

観察したところ､すべて2m-22であった

(Figs. 5A-F)｡これは犀辺県大園山産の本変

種の観察結果(田他2002)､ Legro&

Doorenbos ( 1969)のB. bownnglanaについて

の算定結果と一致した｡また､ Peng & Chen

(1991)､ Oglnuma & Peng (2002)の台湾産且

palmataに関する算定､ B. palmataの異名であ

るB. JacJnJataの-変種に関するSharma &

Bhattacharyya (1961)の算定結果とも一致し

た｡一方で､ Sharma& Bhattacharyya (1961)

はB. JacLnlalaの別の一変種に関して2n-20を

報告しており､ Legro & Doorenbos (1969)ち

同様にB. 1acLnLataで2n-20､ 22の両染色体数

を報告しているoさらにB. 1acL'nLataについて

は2n-32 (Sharrna & Bhattacharyya 1957) ､

2m-46 (Sarkar 1974, 1989)の報告もある｡

Nakata et al. (2003)も文山地区麻栗城産のB･

lacLnJ'ataで2n-24を報告しているが､この材料

は今回報告した西及版納産のvar. bowrL'nglana

とは形態が異なっていた｡ Nakata etal. (2003)

では分類群を広義のB. palmataとして扱ってい

るため､種以下の分類学的取扱いについては

再検討が必要である｡

観察した6個体の染色体は共通して小型であ

(Hua et aJ. 2004,Ku et aJ. 2004, Peng el

2005)｡しかし､これらの多くは1個体につ

ての観察結果であり､個体群レベルでβego

の染色体数を調査した報告は今回が初めて

ある｡今回はフィールドでの調査時間等の

約もあり､十分な個体数を調べることはで

なかったが､観察した範囲では個体群の葉

は似ており､染色体数も一致していること

判った｡

種の多様性が大きくいくつかの変種が記

され､また染色体数にも変異の可能性がある

palmataの分類学的検討のためには､広い分

城の各地から個体群レベルで採集を行い､

態や染色体数を調査し比較する必要がある

思われる

今回の野外調査に同行し､現地での植

査や採集を手伝っていただいた中国科学院

双版納熱帯植物園の文斌氏､原稿につい

益なコメントをいただいた富山県中央植
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富山県中央植物圃研究報告

chr｡m｡S｡me Number of Alnus fomlosana (Burkin) Makino

(Betulaceae) of Okinawa Island Introduced from Taiwan

Tadashl Kanemotou & Masato Kanemoto2'

l BotanlC Gardens of Toyama,

42 Kam.kutsuwada, Fuchu-machi, Toyama 939-2713, Japan

2･Chlldren,s Future Section, DIVISion of Promotion and Development Departement of

constructlOng, OklnaWa City OfflCe,

26 - 1 Nakasone, OklnaWa, OklnaWa 904-8501, Japan

仙stract : Chromosome numbner of A]nus folmosana collected in OklnaWa lsl･ was

obse,ved to be 2n-56. Althoughdifferences in morphology and phrenology are recog-

nlZed between A. FoTmOSana and A･ JaponLIca, cytologicalcharacterlStics are identlCal

between them.

Key words : Alnus formosana･ A･ JaponLCa･ Betulaceae･ chromosome number

Acco,ding to Li & Alexei (1999) , Alnus of the Betulaceae consists of 40 specie
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pretreating in O･002 M 8-hydroxyquinoline solution for 8 hr at 5℃･ The root tips were

macerated in lN HCl at 60℃ for 5 mlnute, and the meristematic regions of the root

tips were stained with 1% acet0-orcein･ The chromosome preparation was made by

squashing methods･ Chromosome feature in the interphase and the miotic prophase

were descrlbed following Tanaka (1971, 1977). Voucher specimens were deposlted in

the herbarium of the Botanic Gardens of Toyama (TYM).

Resdt and Discussion

chr｡m｡S｡me number 2n-56 was obseⅣed in both species (Table 1, Figs. 1C and F ).

The chmm.S.me number of A. japonL'ca has been reported to be 2n-28 (Wetze1 1927) ,

2n-42 (Gram et a1. 1941)and 2n-56 (Woodworth 1929, Starodubstev 1997 and

oginuma et al. 2000). The present count agreeswith Woodworth (1929), Starodubstev

(1997) and Oginuma et al. (2000). Oginuma et al. (2000) reported x-7 0f basic chromo-

some number of Alnus, and Oginuma et al. (2000) recognized that the plants of 2n=56

of A. japonLca are octoploid. Karyomophology of the both species were basically similar

(Figs. 1A and D). Inte叩hase nuclei varied from 10-15〃 m in diameter and had 7~9

heteropycnotic bodies Which varied in size from 0.2- 1.0/J m in major axis･ Thus, the

interphase nuclel Were COnSidered to be of the simple chromocenter type (Tanaka

1971). At miotlC prOphase, the early condensed segments were obseⅣed ln the proxト

mat regions of both arms (Figs. 1B and E). Thus, the propahse chromosomes were

regarded to be of the proxlmal type (Tanaka 1977). At mitotic metaphase, the 2n=56

A. japonL'ca of both locallties were relatively small being O･6-4･OFL m long and vary

sllghtly in length among the chromosome complement･

Alnus foTmOSana Can be distlngulShed from A. japonL-ca as follows 1)A. foI'mOSana

bears the long and slender male lnflorescence and short peduncle of femaleinflores-

cence than A. japonLca and 2) it flowers before falling of leaves in late autumn, in con-

trast, A. JaPOnl'ca blooms after the falling of leaves in early spring (Makino 1912),

Table 1. Localities and chromosome number of AInus fot･mosana and A. japonLca.

C hromos.  No.

Taxon Locality nてFnb)er ob,;三n7sed Voucher no･

A. loTmOSana Katsu-dake, Motobu-cho, Okinawa Pref.

Talhou-gawa, Ohglml-SOn, Okinawa Pref.

Yonaha-dake, Ohgiml-SOn. OklnaWa Pret.

Genga-gawa, NagoClty, OklnaWa Pref.

A. japonLca Otogawa, Fuchu, ToyamaCity, Toyama Pref･

Ida-gawa, Fuchu, ToyamaClty, Toyama Pref.

1　　　0ki - kaOO3

1　　　0k卜TaOO3

2　　　0ki-YoOO3- 1,2

2　　　0ki-GeOO3- 1,2

1　　　T0- OtOO3

1　　　T0 - IdOO3
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兼本　正･兼本正人:台湾から導入された

タイワンハンノキの染色体数

沖縄島に分布しているハンノキは台湾か

ら導入され,逸出したものである｡台湾に

分布するハンノキについては分類学的取扱

いが一致しておらず,牧野･根本(1931),

金平(1936), Li & Cheng(1979), LlaO(1996),

LlandAlexl (1999)は,台湾産ハンノキは日

本産ハンノキと比較して,雄花序が細く,

雌花序柄が短いこと,またハンノキは落葉

した後に早春に開花するが,台湾産ハンノ

キは開花が晩秋で,落葉する前に開花する

ことから,台湾産ハンノキをタイワンハン

/ + (AJnus foTmOSana (Burklll) MaklnO) i

して区別している0　-万堀川(1954),初島

(1975), Walker(1976),北村･村田(1992),

伊藤(1982)はハンノキは形態的に多様であ

ることからタイワンハンノキにみられる形

態的特徴はハンノキの-型にすぎないと考

え,また開花期については,気候が温暖な

地域ほど開花が早まることをあげ,タイワ

ンハンノキをハンノキと区別していない｡

今回,台湾から沖縄に導入されたタイワン
ハンノキと富山県に分布するハンノキの細

胞学的な比較を行った｡染色体はいずれも

2n-56の八倍体で,中間期,前期の特徴に

違いは認められなかった｡
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義蔓Hi萱KS芸ii茎蔓這ifiii喜;重要;gbgE;ie#Sgiを要覧;

ウメEhu]us mime Sietx)ld. et Zucc.の生物季

節学的研究は､主に果実生産を目的とした開

花･結実現象の記載および開花予測(d中川ほ

か1966;鈴木ほか1993;青野･佐藤1996

など)や気象庁が行っている開花の全国調査

(気象庁､ 2001)などが知られている｡永田･

万木(1985)はウメ(品種:道しるべ)の開花と

花芽の休眠解除に及ぼす気温の影響について

明らかにし､休眠解除には平均気温2 -5℃

の温度が影響し､休眠解除から開花に至るプ

ロセスには約10℃の温度が適当であるとして

いる｡また､開花プロセスが進行中に5℃未満

の温度によって開花を著しく遅らせること､

最高気温が0 ℃未満の目には開花プロセスが
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品種を識別してきたのは一部の愛好家に限ら

れていたと思われる｡

本研究は､富山県中央植物園内のサクラ･

ウメ園に植栽されたウメ31品種76本(1999年

硯在)を対象に､開花状況の把握と広報のため

の基礎的な資料を得る目的で行ったものであ

る｡

なお調査に際して､富山県中央植物園友の

会ボランティア諸氏､ならびに富山県中央植

物園展示園課業務技師桐林浩二氏にご協力い

ただいた｡また､富山大学極東地域センター

助教授和田直也博士ならびに富山県中央植物

園園長内村悦三博士には本稿の査読をしてい

ただき､貴重な助言をいただいた｡ここに厚

く御礼申し上げる｡

調査方法

ウメ31品種の開花調査は1998年12月より

2002年4月まで実施しoた｡調査は開花初期の

12月下旬から1月にかけては2週間に1回､

2月は1週間に1回､それ以降は開花終了まで

3日または4日ごとに行った｡永田･万木

(1985)が述べているようにウメの開花は年に

よる変動が激しいこと､さらに調査前年に予

備調査を行った結果､品種によっては長期間

にわたり開花段階の判定が困難な場合も生じ

た｡そこでできるだけ正確なデータとするた

めに､以下の6段階の開花段階に分けて各調

査対象木ごとに記録した｡なお､開花は花弁

が展開し､雄蕊が見える状態を指す｡

0 :つぼみなし

1 :つぼみが確認できる

2 :つぼみが膨らむ

3 :花弁が見える

(開花がある場合はその割合を記入)

4 :つぼみの50%以上が開花

5 :つぼみの数に対して50%以上が開花終了

得られた開花調査データのうち､ 1品種あ

たり2本以上植栽されている17品種(大盃､

紅緋梅､月影､紅冬至､兼良､未開紅､紅千

鳥､佐橋紅､鹿児島紅､茶青花､見驚､思い

のまま､緑等､白加賀､稲積､自牡丹,豊後)

60本を解析対象として品種ごとに集計した｡

これらのウメは樹高3mから5mの個体で､

多くの個体は1996年までに植栽されたが､ ｢稲

穂｣については1998年に新たに植栽されたも

のである｡このため､ ｢稲穂｣と着花数が少な

く開花が不安定であった｢未開紅｣については､

1999年の開花データを解析から除外した｡

気象データについては､最寄りのアメダス

観測地点である富山の気温および降雪のデー

タ( http://www.data.klShou.goJP/etm/prefec-

ture/lndex55. html)を使用し､気象データ

と開花現象との対応関係を各調査年ごとに検

討したQ気温データについては､旬別平均値

を用いるとともに､永田･万木(1985)によっ

て指摘されている日最低気温3℃未満となる

日数と日最高気温10℃以上となる日数を旬別

に計数した｡

結果および考察

各品種の3年間の開花日､ 50%開花日およ

び開花終了50%の日をTable lに示す｡当植物

園において､もっとも早く開花する品種は

｢紅冬至｣で､調査期間中もっとも早く咲き始

めたのは2000年1月10日であった｡それに対

してもっとも遅い品種は｢思いのまま｣で､も

っとも遅かったのは2000年3月31日であった｡

50%開花日は1999年は3月上旬から下旬､

2000年および2001年は概ね3月中旬から4月

上旬にかけてであった｡

各開花ステージの日数をみると(Table 1)､

開花日から50%開花までの日数は全品種とも

1999年で短く3-9日間で､一般に早咲きと

されている品種(大盃､紅緋梅､月影､紅冬至､

米良)では3月上旬から中旬に､遅咲き品種

(自加賀､稲積､自牡丹､豊後)では3月中旬

から下旬であった0 -万､ 2000年においては

開花日から50%開花日までの期間が長く5 -

32日間で､遅咲き品種では比較的短期間で
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Table 1. Blooming Phenology of 17 cultlVarS Of P. mumefrom 1999 to 2001･ N Number of I

vlduals, S3　Bloomlng date, S4. Date of50% bloc･mlng, S5 l Date of500/o flnlShed blooml

s3-S4. Days from S3 to S4, S4-S5, ･ Days from S4 to S5, S3-S5: Days from S3 to S5･

C ultivar

osakazuk】 (大盃)

Benlhlbal (紅緋梅)

Tsuklkage (月影)

KoutouJl (紅冬至)

Mera(米良)

Mlkalkou (未開紅)

BenlChldon (KTA )
sabashlkou (佐梼紅)

Kagoshimabenl (鹿児

chaselka (茶青花)

Kenkyo (見驚)

omolnomama (思し

Ryokugaku (緑等)

shlrOkaga (白加賀)

Lnazuml (稲穂)

Hakubotan (自牡丹)

Bungo(豊後)

Cu帖var

osakazukI

BenihibaI (紅緋梅)

Tsukikage (月影)

KoutoLd (紅冬至)

Mem(兼良)

M批aikou (未開紅)

8enichidon (紅千鳥)

sdはShikou (佐橋紅)

Kagoshimabem (鹿児島紅)

cbseika (茶青花)

Konkyo (見驚)

omolnOrrm (思いのまま)

Ryokugaku ( 8% )
shirokaga (白加賀)

InMi (稲横)

Hakubotan (白牡丹)

BurLEO (豊後)

2001

Cu rtiva r

osakazukl

Benihibal (紅緋梅)

Tsukikage (月影)

KcutoLd (紅冬至)

Hera(米良)

Mikaikou (未開紅)

Benichidon (紅千鳥)

sabashikou (佐摘紅)

KagoshinTaberH (鹿児島紅)

ch粥徴ka (茶青花)

Kenkyo (見鴬)

orTIOlrTOmama (思いのまま)

Ryokugah (緑等)

sh仙ga(白加賀)

lnazuml (稲穂)

Hakubotan (白牡丹)

Bun即(豊後)
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50%開花していたのに対して､早咲き品種で

は10E]以上かかる品種が多かった0 2001年は

3年間のうちではほほ中間の日数を要してい

たが､ ｢紅冬至｣だけがおよそ2カ月間と最長

であった｡ 50%開花日から開花終了50%まで

の日数は､いずれの年も1週間から2週間であ

ったが､ 2000年の｢月影｣だけは20E】間であっ

たo　これらの開花ステージを合わせた開花か

ら開花終了50%までの日数は､年によって､

あるいは品種によって大きく異なっていた｡

100%開花終了よりも短い期間ではあるが､こ

の期間を富山での各品種の開花期として､既

存の文献に記載されている開花期と比較した

(Table 2 )｡その結果､早咲きの品種では一般

的な開花期よりも1-2カ月遅れており､遅

咲き品種の場合はおよそ10日から1カ月遅れて

いた｡また､富山地方気象台で毎年観測され

ているウメの開花でも､最早値は1月23日

(1972年)､最晩値は4月6日(1984年)という

記録があり( http //www.tokyolma.gO.jp/home/

toym/seibutul.htmi) ､同一個体でも年による

変化が大きい｡このような差は単に品種特性

の違いだけで説明できるものではなく､温度

環境などが大きく影響していると考えられる｡

永田･万木(1985)は低温日日数(平均気温

10℃以下の日数)131-150日の地域では､冬の

気温の年変動が大きく､冬の気温の変動が開

花日の早晩を支配することを示唆している｡

特に初冬の最低気温が10℃以下に低下する時

期とその持続期間､厳冬期の最高気温が5℃

未満の持続と壕高気温が5℃以上となる日に注

目すべきとし､ 3℃前後の気温で開花促進と

抑制に大きく作絹するとしている｡

そこで17品種のうち､早咲き品種(大盃､紅

冬至)､遅咲き品種(思いのまま､豊後)および

それらの中間品種(茶青花､鹿児島紅)各2品

種ずつの計6品種の開花日､ 50%開花日､

50%開花終了日をFlg.1に､ 3年間(各年11月

-3月)の富山の旬別平均気温の推移､日最高

気温10℃以上の日数と日最低気温3 ℃未満の
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山下:植栽されたウメの生物季節
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Bull. BoL Card. Toyama

富蔓名言至芸
空　　　　室

Flg. 2 Data of air temperature at Toyama MeteorologlCal StatlOn from October to March ln each

year. Dally mean temperature by decade (Upper). Days of daily maximum temperature

more than ュo℃ (Mld). Days ofdally minimum temperature under 3 ℃ (Lower).

日数をFig.2に示して比較した｡

早咲き品種の｢大盃｣は2000年に､同じく

｢紅冬至｣は2000年と2001年にそれぞれ1月中

に開花しており､いずれも50%開花に至るま

でに長期間を要している0 -万遅咲き品種は

いずれも1999年に他の2年と比べると若干開

花が早かったが､開花日から50%以上が開花

終了するまでおよそ20日以内と短期間であっ

た｡開花日から50%開花日までの日数は50%

開花日から50%開花終了までの日数と同じか

若干短かった｡また､中間型の品種では1999

年に開花から50%開花日までの日数が50%開

花日から50%開花終了までの日数よりも短か

ったが､その後の2年間は逆に開花から50%

開花日までの日数の方が若干長かった｡

これらの開花過程を気温から説明できるか

試みたo　まず､ 1999年に6品種とも開花日が

3月に入ってからであったことは､ 1月上旬､

中旬の日最低気温3 ℃未満の日数が他の年に

比べて多かったことが､花芽肥大を遅らせた

ものと思われるo　また､ 2000年と2001年に紅

冬至が1月中旬から下旬に開花したことは､

開花前年の11月中旬から12月上旬にかけて日

最高気温10℃以上の日数が多かったことが影

響していたと考えられる｡渡辺ら(1975)は群

馬県前橋市で実ウメ10品種について､ 12月か

ら2月の月平均気温と品種別の開花の早晩と

の間に負の相関関係があることを示している｡

また､中川ら(1966)は神奈川県平塚市で満開

前の30日から70日にかけての積算平均気温と
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Dec.20()5　　　　　　　　　　iLJ下:植栽されたウメの生物季節

Fl藍. 3 P. mLLme `KoutouJl'damaged by snowfall.

実ウメ5品種の開花の早晩との間に負の相関

関係を見出している｡本研究では観察期間が

短かったので統計解析は行っていないが､早

咲きの要田は開花前2カ月の気温が影響して

いることが示唆された,しかし､ 2000年と

2001年に遅咲きの品種を除いて､開花日から

50%開花日までのE]数が長かったことについ

ては､気温デ-夕では説明できなかった｡

そこでFlg.1の各品種の開花状況に降雪1

cm以l二の日に*を付けた｡ 1月および2月に

開花した｢大盃｣と｢紅冬至｣は､ 50%開花E]に

至るまでに10日-25日の降雪日となっていた｡

Fig.3に示したように､園内で開花したウメは

降`引二遭うと花弁が褐変するか､あるいは裂

開しかけているつぼみでは､花弁が完全に展

開しないか開花せずに落卜するものもみられ

た,,降雪量が多い場合には､花序に雪が積も

ることで長時間0℃前後の温度に保たれ

とになり､このような被害が増大するとr･

につぼみの肥大も抑制されたと考えられ
一方､富山では3月中旬以降のE,'FfJ一子は稀で､

最高気温10℃以上のE]数も増加している｡

に遅咲きの2品種は3年ともほほ開花期

1cm以上の降雪に遭っていなかった〔申

(1966)は実ウメの開花期の霜害について

開期から落花期に-8.5℃以卜に低Fする

週間後に顕著な被害を及ぼすとしており

花期の降雪によってもたらされる花序の

面の低温が開花に多大な影響を及ぼして

と考えられた｡

以上のように､富山県の場合花ウメの

には気温だけでなく､降雪も大きな要因

つであることが示唆された｡ソメイヨ

のようなサクラの仲間は･斤開花するの
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の見ごろは満開(開花80%以上)の期間と言え

るが､ウメの場合順次開花し開花率が50%を

越えると､同一棟内で開花が終了している花

の割合も大きくなるため､実際に花の見ごろ

は開花開始から開花50%ぐらいまでと言って

も良さそうである｡上述の気象要因から考え

ると､富山県においてウメの観賞に適した時

期は開花開始から開花50%までの期間であり､

特にもっとも多くの品種が開花している3月

15日から25日までと考えられる｡また､降雪

による被害を回避するには遅咲きの品種を選

択することが望ましい｡

引用文献

青木就一郎. 1983.梅花嶺郁226種. ｢梅百花｣

pp.7-79.樹石社,東京.

青野靖之･佐藤和美. 1996.休眠解除過程を考

慮した西日本におけるウメの開花日の推定.

農業気象52 : 125-134.

蔑　次郎. 1985.ウメ.｢朝日園芸百科14花木

編I J pp.15-13.朝日新聞社,束京.

堀内昭作編. 1996.日本の梅･世界の梅.

263pp.養賢堂,東京.

気象庁. 1988.生物季節観測30年報.気象庁

技術報告, 110. 233pp.気象庁,東京.

気象庁編. 2001.生物季節観測平年値.統計

期間1971-2000年. CD版.気象業務支援

センター,東京.

増井徳三郎. 1965.梅花群芳譜. 26pp.培養

会,東京.

永田　洋･万木　豊. 1985.生物季節に関す

る研究(Ⅲ) -なぜウメは早春に咲くの

か-.

森林文化研究3: 163-175.

中川行夫･金戸橘夫･角田篤義. 1966.果樹

の気象的適地に関する研究(4 )ウメの開

花･結実と冬の気温.農業気象21:131-

136.

大坪孝之. 1977. NHK趣味の園芸作業12か

月, ll.ウメ159pp. E]本放送協会東京.

渡辺　進･川口松男･村岡邦三. 1975.ウメ

の生産安定技術の確立｢気象とウメの開

花･結実について｣群馬園試報告4:45-

61.



≡_::+i-I; -I :=== i I;--:;--I-:-=L ==--I--I:- -二:



24 Bul一. Bot. Card. Toyama

Table 1. Plant materlals used in this study.

Lat 1 n name Japanese name Habl tat c.lzeacrtz.fn

CaJanthe dLSCOloz･ Llndl.　　　　　　　　　エビネ　　　　　　　Kagoshlma Pref,　1998

CephaJanthera falcafa (Thumb.) Blume　　キンラン　　　　　　　Toyama Pref.　　1998

CymbJdLum dayanum RelChb, i. var

a uslrojaponJcum Tuyama
ヘツカラン　　　　　　MlyaZak) Pref.　　1999

EpLpactLS thunbergJJ A. Gray　　　　　　　カキラン　　　　　　　Toyama Pref.　　1999

GaJeoJa septentrLonalLS RelChb. f.　　　　ツナアケビ　　　　　　Toyama Pref.　　1997

GoodyeTa l01JOSa (Llndl.) Bench. var.

maxJmOWJCZJana (MaklnO) F. Maek.
アケポノシュスラン　　Toyama Pref.　　1997

HabenaL･La TadLala (Thumb.) Spreng.　　　サギソウ　　　　　　　Toyama Pref.　　1998

SpathoglottJs pIJCala Blume　　　　　　　　コウトウシラン　　　　OklnaWa Pref.　　1999

Table 2. Composltion of New Dogashlma med-

1um (Tokuhara and Mll 1993).

NHINO-

KNO｡

KHごPO.

KCI

Ca(NO.)_, ･ 4HIO

MgSOE I 7H.,0

Fe( ⅢトEDTA

MnSO4 ･ 4H20

ZnSOl I 7H20

H SBO,

Na2MoO. ･ 2HzO

CuSO. 1 5H30

480 mg/1　　　CoCl6 ･ 6H20

200 mg/1 con°. H2SOJ

550 mg/1　　　1nosltOl

150 mg/1 NICOtlnlC Acld

470 mg/1　　　Lcystelne

250 mg/1 Thlamlne Hydorochlorlde

21 mg/1 Pyrldoxlne Hydrochlorlde

3 mg/1 Calclum Pantothenate

O.5 mg/I B10tln

O.5 mg/1 Sucrose

0.025 mg/1　　　pH

0.025 mg/1　　　gellun gum

(Thumb.) Blume and Spathoglott)'s pIL'cata Blume, Were collected from the plants which

had been collected from the natural habitat and cultivated in the green house of

Botanic Gardens of Toyama and stored at 5℃. C. dayanum Reichb. f. var. aLLStrOJaPOn-

Lcum Tuyama was only epiphytes and the others were terrestrialS. The seeds of all

specleS used ln this study were stored for 5-7 years.

New Dogashlma medium (NDM; Tokuhara and Mii 1993, Table 2) as basal medlum

supplemented wlth/wlthout BA (6-benzyladenopurlne) or NAA ( α -naphthalene acetic

acid) solidified wlth 0.20/. gellan gum (Phytagel: Slgma ChemlCal Co., St. Louis, USA)

was used ln thlS Study. Seven ml of medium was contalned ln each well of a FALCON

MULTIWELL (6 well) plate. Seeds were sterillZed with 1 % (V/V) NaOCI solution

adding 1 %(W/V)Tween 20 for 10 mュn, Washed with sterilized water 3 times.

Approxlmately 100 seeds were placed on medlum ln each well. These cultures were

incubated at 25±3℃ under a 16-h photoperiod (40 /∫ mol m~2s 1) or in darkness. The

germination frequencleS Of seeds were scored under the mlCrOSCOpe. For the vlability

test, sterilized seeds were Incubated in 1 % TTC (2,3,5-trlphenyltetrazolium chloride)

SolutlOn at 30℃ under dark conditions for seven days, and seeds stained ln red indicat-

ing vlablllty Were COunted under the microscope.

脚
払
慧
慧
慧
%
　
%

0
2
5
0
･
5
畑
1
1
1
1
1
0
･
 
1
2
5
･
4
0

0



Dec.射冶　　　　　　　　　Dong eTal Seed gcrmlnatLOn Oforchlds

Table 3. Seed germlnatlOn frequencleS after 2 months of culture･

plant groowth Llght Germlnatl
Latln name regulator condltlOn rate (%)

Calanlhe dL'scoJor Llndl. BA 0.2 mg/1

NAA 0.2 mg/1

NAA 1 mg/1

llght 0

dark 0

light 0

light 0

llght 0

llght 0

cephalanthe,a falcala (Thumb･) Blume dark 0

CymbLdJum dayanLLm RelChb･ f･ var･

a us tI･OJaPOn A Cum Tuyama

EpIPaClLS thunbeTgLL RelChb. f.

GaJeola sepEentnOnalLS RelChb. f.

Goodyera lolLOSa (Llndl.) Benth. var

maxLmOWLCZLana (Makino) F. Maek

BA 0.2 mg/1

BA 1 mg/1 llght 0

NAA 0.2 mg/1 llght 0

NAA 1 mg/1 llght 0

Habenaz･)a LladLate (Thumb.) Spreng. BA 0.2 mg/1

BA 1 mg/1

NAA 0.2 mg/1

llght　　　　3.0 b*

dark　　　　　5.8 a

llght　　　　2.1 b

llght　　　　2.3 b

llght　　　　3.0 b

light 0
SpalhogJottL's pILCala Blume dark 0

* The same letter shows no slgnlflCanCe at the 5% level by FISher's multiple range test･

The germinat10m frequencleS after 3 months of culture were shown in Table 3･

the seeds of H. Tadiata were germinatedwith mlnimal frequencleS in the present st

(Flg. 1). Results of TTC test also lndicated low viability of seeds examined (Tabl

Fig. 2). The dark condit10nS Were Superior tO light condlt10n On Seed germinat10
radlata, however promotive effects of plant growth regulators ln the medium were

observed (Table 3). Shimada et al. (2000) reported thatfreshly harvested mature s

collected from the same spot ln the habitat Showed frequency of germination at 1

after two months of culture in vltrO. Thus, the ability Of germinatlOn Of glVen Spe

was decreased durlng long-term storage of 5 years. The germinated seedlings o
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FIE. 1. GermlnatlOn Of seed of HabenaI･La I･adlata after 2 weeks of sowing.

The bar Indicates 600/i m.

FIE. 2. Seeds of HabenaI.La TadLala after 7 days of culture ln TTC solution

at 30℃ under dark condltlOnS. Arrows lndlCateS the viable seed. The

bar lndlCateS300 /∠ m.

Fig. 3. Plantlets of HabenaTLa Tadlata after 4 months of culture. The bar

lndlCateS 2 cm.

N(人1()
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Table 4. Percentage of stalned seeds ln 2,3,5-trlphenyltetrazollum Chloralde solutlOn after:7

days of lnCubatlOn.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

plant name StalT.,a.?lllty

Calanthe dLscolor Llndl.

CephaJantheTa lalcata (Thumb.) Blume

CymbLdLLLm dayanum RelChb. f. var. austroJaPOnJCum Tuyama

EpLPaCtLS lhunbergl] A. Gray

GaleoJa septentTJOnaJJs RelChb. i.

Goodyera foJLOSa (Lmdl.) Bench. var. maxJmOWICZl'ana (MaklnO) F. Maek.

HabenarJa radLata (Thumb.) Spreng.

SpathoglotlLS Phcata Blume

Tadl-ata were sub-cultured to 1/2 MS (Murashige and Skoog 1962) without any plant

growth regulators for further growth･ After one months of sub-culture, plantlets were

fully grown for accllmatlZation (Fig･ 3) ･　　　　　　　　　　　　　:

Seed germlnation of other species examined in this study was not obseⅣed (Table

2). Theviabllity of seeds of CephallantheTa lalcata and Galeola septentn'onallS Wbre

not clearly distinguished by TTC test, because they.have densely br?wn colored sded
cdOa;ta'nlunmovuarr? :euliT,:3aap:n:cxuamml:aats1 0.nb･taai nheidghatgtehrem;:te1 0.nf Faelue;tn諾e.st 'd'aEaOO:oiob:ド:

.I::. :

Almostall of seeds of CymbL'dlum dayanum var. austz101aPOnLCum, EpLpactL's thunb

and Goodyet･a foIL'osa var. maxJ'mowL'czL'ana were not stained by TTC nor germinate

all, So these results may suggest that those seeds had already deteriorated and

thelrviability durlng Storage Of 5- 7 years (Table 3).

20;ohbOyugAtch;evsita(bilitbTeo左)S,eEhdesyoaiSaia.? tgheer:ilSnCaOtleoIna?hal SSs;ihd書;'bl.SeP31; C4a)t.aIごegreenE:二

al, many kinds of temperate terrestrial orchlds are recalcltrant SPeCleS On Seed ge

nation. Thus, the protocols used for the germlnatlOn ln the present study could

provide appropriate conditions for the germination of those deterlOrated seeds.

らromotiv占ireまtments such as ultrasonicvtreatment (Miyoshi & Mii, 1988) or symbldtlC

喜…tfC:h:芸ssahnc:end?urt蓋等S:t:ej;gpree:r蓋a::rse,e,d:urare;qLoug:ss:ttyoesrtfa:g?tSahSOe:Tsecel.望a:seO芸aov;agl:OTue:ecocorencr:ilndyt; :sf,P.:t:o*ced.Si

nperco::scaolmts. lens tiahb?
of cryopreservation by BletL'lla strlata was establlShed utllizlng

stageJust after germlnation (Hirano et a1. 2005). In the future, lt is
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llSh the universal systems for preseⅣatlOn aS Well as germinatlOn Of seeds sultably for

many orchid specleS.

We wish to thank Ms. Miho Komori for technical assistance. This research was sup-

ported by a Granトln-Aid for Sclentlfic Research from the Mlnistry of Education,

Culture, Sports, Science and Technology, Japan.

董　暁東･三吉一光･神戸敏成:長期保存　　　　サギソウ､コウトウシラン)の種子を無菌

した日本産ラン科植物8種の種子発芽　　　　　　播種した｡その結果､サギソウのみで発芽

5- 7年間保存した日本産ラン科植物8　　　　が認められ､最も高い発芽率は植物成長調

椎(エビネ､キンラン､ヘツカラン､カキ　　　整物質無添加の培地を用い､暗黒条件下で

ラン､ツチアケビ､アケホノシュスラン､　　　培養した場合の5.8%であった｡
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富山県中央植物園研究報告

中国雲南省での植物調査記録
-2003年､ 2004年調査行程

大宮　徹1-1魯　元学2-･王　仲朗2'･管　閑雲2)

1卜富山県中央植物園　〒939-2713　富山県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　中国雲両省昆明市黒龍揮

Notes on the Botanical Surveys in Ⅵ1mnan Province, China

- Route in 2003 and 2004

Tohru Ohmiya 1), Yuanxue Lu2㌧ zhonglang Wang2) & Kaiyun Guan21

1■ BotanlC Gardens of Toyama

42 Kamlkutsuwada, Fuchu一machl, Toyama 939-2713, Japan

2､ Kunmlng BotanlCal Gardens

Kunmlng lnstltute Of Botany, ChlneSe Academy of Sciences

Heilongtan, Kunmlng, Yunnan 650204, China

Abstract : We camed the second term of the JOlnt Study between Kunmlng Institute

of Botany and BotanlC Gardens of Toyama. These two years lnCluded four field sur-

veys almed at the Genus MLlIettla (Leguminosae) dlStrlbuted ln Yunnan ProvlnCe,

China. Eleven specleS Of MLllettJa Were Observed and recorded.

Key words : MLllettla, LegumlnOSae, legume, Yunnan, China

中国科学院昆明植物研究所と富山県中央

植物園との共同研究は2003年･ 2004年､テ

ーマをマメ科植物とした第二期を迎えた｡

両年中の野外調査では､主にマメ科マメ亜

科のナツフジ属植物(MLllettLa)を中心に調

査を行った｡

昆明植物研究所標本館(RUN)で事前に標

本調査を行った結果､ナツフジ属植物は雲

南省では温帯から熱帯にかけて広く分布し

ていることが分かった｡特に､西双版柄､

紅河､文山､徳宏､保山､怒江など､南

中心に大半の種が分布していることが分

た(Flg.1)｡そのため､調査は

第1回は西南部の西双版納方面､第2

南部の紅河および東南部の文山方面､

回は中西部の徳宏･怒江方面､そして

の調査をした(Flg.2)｡

第1回調査は2003年11月15日から11月

までの10日間､西双版納州を中心に調
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▲M111ettia lChthyoStOn8

回Mlllettla paChyloba

uHlllettla Velutlna

OHlllettla leptobotrya

▼Ml11ettla pulchra

OEllllettla bonatlana

∃比Illettla dlelslana

JIMlllettla OOSperma

△Hlllettla erythrocalyx

@Mlllettia publnerVis

●H111ettla paChycarpa

ZHlllettla tetraPtera

AMlllettla Cubltll

dMlllettla lantsan9enSIS

PH111ettla eTltadoldes

I Zlillettla maCrOStaChya

⑳zlillettla grlflthii

i Millettla unl〕uga

∇M111ettla　8peCIOSa

▼M111ettia eurybotrya

◎Mlllettla retlCulata

△Hillettla Calcarea

∈Hl11ettla nltlda var･ minor

◆M111ettla SPhaeoSpema

』日4111ettla SerlCOSema

ケHl11ettla Clnerea

oHlllettla gentlllana

xH111ettla longipedunculata

日Hlllettla tSu1

日Mlllettla dorwardll

FIE. 1. DIStrlbut10n Of varlOuS MLllettLa Species ln Yunnan ProvlnCe based on specimens Of KUN.
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行ったo勘合(Menglun)にある中国科学院西

双版納熱帯植物園をベースにして､こちら

の標本庫でも標本調査を行い現地調査の

地点を絞り込んだ｡まず､北東の劫伴

(Mengban)や最南端でラオスと国境を接する

尚勇(Shangyong)までの区間で調査を行っ

た｡また､西双版納熱帯植物園園内でも園

のスタノフに案内をしてもらい, MLIJettL'a

pulchTa (Benth.) Kurz(印度崖豆)を調査す

ることができた｡ M.puJchTaは5mを

る小高木で､熱帯植物園内の自然林

されたエリアにあったo　この地点は

いの斜面で､樹木が密生し､やや暗

所であった｡次に､景洪(Jlnghon

ら基塚山(JlnuOShan)へ向かう中間地一

MLIlettla leptobotL'ya Dunn (思茅崖豆)杏

したo M. 1eptobotryaは10mほどにな

木で(Flg. 3A)､果実は革質､扇平で厚

Flg. 2. Routes of the botanical suⅣeys ln Yunnan Province in 2003 and 2004.
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三二一告十
･･　＼　　　　　L I I

FIR,∴i. A. Trunk ()f MJJ1ellJa leplobolLγa. B. Habitat Of A,I, Jppl()boTJya between Mengyang and

JlnuOShan C. Frultlng branches ofM. 1Chlhyochl()na. L). Trunk of M. 1Chrhy()(.hlr,nE'I
neZIr Mengla. E. Habltat OfM. dlelslana ln Wenshan, F Ro()t ofM. dleJslana
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あるo　この地点は自然林を切り開いて作っ

た新しい道路に面した明るい場所で(Flg.

3B)､周囲には同種の数株が見られたo　さ

らに､景洪から北へ25kmほとLの地点の小渓

谷で大型藤本のMLIJettLa doIWardLL Coll.

et Hemsl.(横軸崖豆藤)が確認できた｡ M.

dorwardLLの果実は種子のあるところが膨ら

んだ形をしているo　この地点は､一般道か

ら渓谷の淵に下りたやや暗い所で､ M. doI･-

wardLl)は周囲の高木に巻きつき､枝を沢に

垂れていた｡

第2回調査は2003年12月9日から12月15日

までの7日間､紅河州､文山州で行った｡

KUN所蔵の段幼萱氏1953年5月17日採集の

標本にあった､ ｢金犀牒三置猛剰頓海抜450｣

という記録をたよりに紅河州の南部の金平

(Jinplng)からさらにベトナム国境に近

い劫粒(Mengla)まで行き､地元の人の協力

を得てMLlletlL'a L'chthyochtona Drake(同色

蓋豆)を探し当てることができた(Figs.3C,

3D)0 M. Lchthyochtonaは樹高20m近くにな

る直立する高木で､肌は滑らかで白っぽく､

果実は特徴的な鎌形をしている.劫並の町

から2kmほど離れた川辺の集落に2株の大

木があり､大切に保護されている様子であ

った｡次にベトナムとの陸港である河口

(Hekou)に移動し,南北に20k mほどの山塊

である瑞山(Yaoshan)の中央部付近で､

MJJlettJa oosperma Dunn(竣果崖豆藤)を調

査したo M. oospeTmaは肇援潅木で､切通

しの崖から懸垂するものや､路傍の潅木林

に覆いかぶさるように枝を伸ばしているも

のがあったo　また､河口近辺ではMLJJettL'a

pachyloba Drake(海南崖豆藤)と思われる株

を見たが､同定に適した時期ではなかった｡

昆明への帰路は文山川の弓美(Maguan)を経

由し､途中MJJlettJa dLelsL'ana Harms(香花崖

豆藤)を調査した(Fig. 3E)0 M. dleJs1-anaは藤

本で､果実は木質で繊毛に被われている｡

根を切ると赤い樹液がにじみ出た(Feg. 3F)0
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Table. 1. LISt Of specimens of ML'JlettLa COllected ln 2003-2004 botanical surveys ln Yun

ProvlnCe, Chlna.

35

Latin Name CNhinme…e書　　Local･ty Lt?nt;t.uud.ee AFtltUde Date

香花Jk豆# l昆明市小河(Xraohe)

〟 pu/cJ7招　　　印度崖豆
西双版納熱帯植物EE熱帯雨　21-　540′

林土書物事保書区　　　　101° 150` E

大宮撒､魯元

大宮徹､王伸
幸愛花

〟 /eptobot_-a__空軍__還笠:_:nT_ngy銅山.202000 053,.55'･冒■ 98.m 22-Nov-03度墓莞･王仲

a dorwaI･dJ/　　沈靖卓豆藤　劫弗北方約20 k m

竺!,e;S忘n-I I ~一盲哀i表毎盲盲示kn)

〟 ′cJ'thyocfltOna　繭生産豆　曲技(Mqngla)

〟 oospem7a　･鵠果鼻豆簾

〟 dle/S/ana　　.香花崖豆#

220 110′　N

IOOo　520' E

220　378` N

1030　06.7′　E

河口(Hekou)一増山

IY80Shan)
･文LLJ(Wenshan)一項山　　　230　57_7' N

;(Yanshan)　　　　　!1040 ll-7′ E

2 2-N ov-03
大宮轍､王伸
幸愛花

1950m 29-Nov-03 1大宮徹､手元

500m 1 0-De6-03
大宮撤､魯元
:馬宏

･21Dec-03農撒､魯元

1550m 14-Dec103

1大宮撤､魯元

を馬宏

〟 ve/utma F城毛Ji豆　卜昆明市野竹寺(Q10ngZhu-sl) ･　　　　　　　. 16-Dec-03 :大官撤､手元

･bonat,ana r沈桂-藤周J"&碧云寺(B.yun-S,) .204200 25756'･ ≡.77叫17-Dec-03大宮徹･魯元

〟 -ac-stack,a i大鵬豆-(Mangsh･'-(Ru‖･'2,4;a 056.5.'･ E..3.0m:09lSe,104度諾･魯元

〟-acrostac竺空き}?(_L空e仁一ー　2,4800て9806'･ "E 1050_mlll-ヲep-04匪魯元

~~~~†▼~~~ーーー~【~--r¶~~ー~ ~~~ I ~ー~~~ I ~1

･pachycaァa l-血豆h eE{Mangkuan,- e市　295800 156.5,'･ "E■ 690m,16-Sep104 !歪絡む元

1　--一一　--　1　--　-　---一　一　-　一一　一一一一一

M pacJ7y/oba　!海南&豆Ji L河口一増山什aoshan)　　　　　　　　　　　　■ 1 7-Oat-04

第4回調査は2004年10月16日から10月19日

の4日間で､第2回調査の際､花や良好な果

実のなかったML'JJettLa pachylobaの再調査を

目的に行ったもので､記録しておいた河口

(Hekou)近辺の株が確かにM. pachylobaであ

ることを確認した(Figs. 4E, 4F)｡この地点

は一般道に面した二次林で､ M. pachyloba

の込み入った枝が路傍の崖を幾重にも被っ

ていた｡典型的な琴授潅木であるo M.

pachylobaもまた､標本ではM. pachycarpa

と混同されることがしばしばあり､形態の

詳細な比較が必要である｡

これらMLJJettLaの調査地点をTable Iに重

とめた｡証拠標本は中国科学院昆明植

究所標本錯(RUN)と富山県中央植物園

庫(TYM)に収蔵した｡

調査日程

第1回調査

2003年11月15日-11月24日

調査メンバー:大宮徹､王仲朗､李愛

楊運転手

11月15日　昆明くKunmlng)から普河(Pu

へ移動｡

11月16日　普河から南下､思茅(Simao)

由し､隻飲助(Manxlebaト麻栗坪(Mallpl
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JEluで.凋頼り　さらに洋文(Puwen)を経て人権犬

(I)aduguan)の北約8km地一r.IJ-.で調査｡恭し)I.LIJ

りlnu｡Shan)からiJ1台(Menglun)にIiI亘るほほ中

Jl"l]地!.'､一､で胡麻を行った｡劫合の西叔版納熱

),LJft,･植物除目二宿ll/I 0

11月17日　西収版納熱J:i'I･植物園で標本調査c

llJJIEHl　血合からふたたびl軒下し､納F

(Naka)｡孟帖(Mengyuanト戊林(Longlln)

批助けtf†水J勿(Mengla nongchang)近辺でそ

れぞれ調布した｡

血jLrHMengla)に'ii,i l'｢1 ｡

11日19H　劫朋から北i二し､朴虻(Buwa)近

)Jiおよび励伴(Mengbanlで調査を行

う,､励朋にlJlAり､さらに南FL､ラオス回

境のrlL17')勇(Shangyong)へu

llJJ2()ll　尚FJlから北1-_し､隻林(Manlln)で

.lMTI,J iJ)合に宿泊｡

ll)J2111伯叔版納熱滞植物園の熱帯雨林

卜男物純化!..劉メ二を.渦査rJ

l川22日　血合から劫'延(Mengkuan)へ至

る11E閃地点で調査o　さらに轍桟591(Ganlanba)

-い洪(Jlnghong川r日で調査c

jEJ)推(Mengyang)から基ill. Ll｣ (JlnuOShan)に至

る■FllrrFJ地点で.粥で亡｡ふたたび副TFに引き返

して約20km北LL､調査を1Tつた｡その

後､試供を通過して喝紘(Shadong)で調

lF､劫抽(Menghal)に捕LE'To

l=J23H I.(;lHからいったん北1▲し､里短

(ManduanトliとJJ(Man fang)間の2ヶ所で調

介　その往､曲射二lJシ〕て軌二rL'りかい､孟力消

(Mengman)近)H､劫朗(Menglang)近辺の

2Lr所､さらに火にrlりきを変え､欄冶江

(I.;meanH,Jlang)をi度つて一li]､茅(SlmaO)に育三る

J糾Jで調介を行った｢ Ji).芽:に宿泊｡

11日21H .LiT.才･からi占明にJノiる｡

第2回調査

2()():ilT112JJ91卜12月15日

Jl-lJ作ノンハー: )(I.I:･l'徴､ ･1LlI JLJ?'-,侶'/i∴

以　′k′r rL,1､r

12月9日　昆明から1＼けl(GeJ1u)を矧目して公

平りmplng)に移動C

12月10日　金､寸'.-からへトナムLjil境に近い劫J:I

(Mengla)にr‖jかい､調査o金平に破るC

12月11日　金平･から河L｣(Hekou)に移動｡

12月12日　河rjから紅河を約弧tmさかのぼり､

瑞11ハYaoshan)に入り､調喬｡何日にljl-るし

12月13日　河Uから古林符(Gullnqlng)､

JJJ犬(Maguan)を綻由し､丈llJ(Wensllan )に

移動0

12月14日　文山から秋山(Yanshanはの申It"

地点で調査､丘北(Qlubel)を経由し､

JT迦(Kalyuan)を程て弥助(Mile)に移動｡

12月15円　弥勤から昆明に戻る｡

第3回調査

2004年9月9口-9JH7口

調裾メンハ-:人1,;;徹､缶　光学､李変化､

易永生転手

9月9H　昆明から菅市(Mangshl)に移動｡

瑞r淵(Rulll)に宿泊｡

9月10日　矧.JlJから)LJH(Longchuan)へけりか

い,調査〔モrい二J/さり宿泊｡

9HllH　-Lf-市から北LL､梁抑Llanghe)で

調査｡僻沖(Tengchong)に宿泊0

9月12日.跳沖郊外のトウツハキL']lt=_地を朋

査｡

9JJ13日　柄沖の来鳳山同家森林公LhtlIを調査

9月14日　鵬沖から∫'.'L'J紫vLllEr(GaollgOngShan)

に向かうも､通行lf･_めのため､ふたたび鵬;ll)

に引き返す｡

9)ji5日　鵬沖からlf.J;祭L,linを越え､怒il_

(NuJlang)tLiL､に空堀(Mangkuan)を経てf)'･水

LLushul)で調杏｡巴塊に戻り宿泊｡

9月16[] 1=塊からEl打へ以l)ながら.洞査ハ

9月17H Ei=TIJから昆明-移動｡

第4回調査

200Ll午1()月16f卜10月19H

調査メンハ- : )く'lr;I.'徹､ -fTI )LJi'∴　沈'j'ご



r)し､C. 1)()()Lp)　　　　　　　　　　人'l;i.他:中岡雲南省調香記録2003, 1)()()i

光､ ItLrr　川舟LFl運転手

1(川1611昆明から蒙臼を経由し､河口へ

101日711州Ⅰを桝て揺Lh｡河口周辺で調

1亡

1OJ318日.nHlからlLl.ロ†(bathe)を経由し弥

1号':~一一

1OJJ19日　弥軌から昆明へ戻る｡

引用文献

大宮徹･魯元学･管閉ま2(恥1.中田望

省昆明市近郊に自生するナツフジ拭手

について.

富山県中央植物固研究報告9 : 75-76.

毒直(柄)1994.中国植物一L:.第40巻.辛

出版社､北京.



■i
これまで富山県内に知られていなかった植

物や､吉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2004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15分類

群は､いずれも富山県における生育の記録が

r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o　このうちのホ

ソバアカサChenopodL'um album L vat. steno-

phyJJum MaklnOはシロザC. album var. aJbLLm

またはカワラアカザC. V7L:gatumThunb. ､ハ ≡
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であるo　サンショウモSaJvLnlanatan5(し.)

All.およびヒメビシTI･aPa lnCISa Slebold et

Zucc.は『環境庁レノドデータ7ノク2000』

(環境庁自然保護bi野生生物諜2000)で絶滅

危倶ⅠⅠ類(VU) ､サジオモダカAJlSma Planlago-

aquatJCa L. var. onentale Sam..イトハナビ

テンツキBuJbostylJs densa (Wall.) Hand:

Maz.var.densa､ヒメサゼンソウSppl∝azpus

nLPPOnLCuSMaklnO､マルハノイチヤクソウ

PyroJa nephz.ophylJa (Andres) Andres､ヤマ

シノギクAsteThLSPJdus Thumb.は『富山県

の絶滅のおそれのある野生生物(レノドレー

クブノクとやま)j (富山県生活環境部自然保

護課2002)で絶滅危倶種や情報不足種とさ

れているものであるが､本調査により盲目｣県

内に新たな生育地を確認できたo　また､コア

ゼテンツキFJmbnslylJS aeSl1VaJLS(Retz. )Vahl ､

エゾミソハギLylhTLLm SaJJcaI･Ja L.およびヤ

マトウバナCILnOPOdlum mLLll1CauJe (Maxlm.)

Kuntzeは『富山県植物詰』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

本樺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,今巨,]の調杏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'Hで引用した標本は､富山県中

央植物関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｡なお,地名は平

成17年･3月末時点のJlJ地名で表記した｡

1.富山県新記鐘分類群

1-1･ミコシガヤ　CaI-eXneuI･OCaLIPa

Maxim.カヤツリグサ朴

帥物.誌郎会員のLrl柑安氏により八尾町で採

集された｡この標本は柄の無い雄雌性の′ト穂

がJ･Jf,=に1yrく､栄位は后か平､無毛でfムい翼があ

る等の特徴があるスケ属ミノホロスゲ節のも

のであl)､さらに良い包葉が多数ありその-

邦は花序よりも名しく良い(Flg.1)､朱色は

上半部のみに広い巽があるという特徴がある

ことから本種と同定した｡吉山県中央柄物固

標本庫や富山市科学文化センター標本庫には

県内産のミコシガヤと同'aされた標本は仙鼓

されておらず､他のミノポロスゲ節と同定さ

れた標本中にも本種と同定される標本は含ま

れていなかった｡今rij]確認されたLJ;_育地は､

低山の一角を崩して道成されたT_業Fl1地内の

空地にできた湿地(標高約180m)で､ヨシャ

イグサ､ヤマイ等が同所的に生育しており個

体数はかなり多かったQ富山県の近隣地域で

は新潟県(池上･石沢1994)､長野県(木卜

1997)および岐阜県(岐阜県高等学校生物教

育研究会1966)に記録があるo ･財･日本野/-i-_

生物研究センター(1992)では岩手県から近放

地方にかけての地域と同日城詰､福岡県､佐窒11

県で確認されていることが示されているが､

本州では確認地域が太平洋側に片寄っている

FIE. 1. Caz'ex neuI10CaIPa at fruitlng Stage ln

Yatsuo Town, Toyama Prefecture

(April 28, 2004).



1)t･c i)()L)I-) )JT州也　LI.･Hl偲フロラー1''f判弓9)

ように妃一1･けられる｡和也の植物誌類でもH

本海側地域で本柿を取りt･.けているのは上述

の新i別.1日池ト1)~沢1994)以外は山形県(結

城1992)のみであり､両県ともに確認地点数

も名しく少ないようである_　また､ li!粁･Jl_

木(2002)は剛ll県の分布については造成1二部

のl;,V,‡にf二秒にtlと人して持込まれたものである

llJ能性を示唆している｡このようなことから､

本LE.7.1の造成地で確認されたものについても移

jJ..I.であるulfl一巨1'lもffめないが､もし本来の

l′1′t:_.L"-.であった場合には､準絶滅危供椎とし

て本椎を挙げている京都府(京都府企l由i環境

:I.1;仙珂謀2002)や大阪噺(大阪軒200)などと

同様､絶滅の危険がある柏物として取り卜け

る必安があると考えらjtるC本県の場合は兄

い川されている生育地は個体数は多いものの

1ヶ所のみであり､近い将来に開発や植生遷

移により消滅する可能作が柚めて高いことか

ら､ 『'.tL'zrl県の絶滅のおそれのある野生生物』

でのランクでは絶滅危倶椎に.接､11するとLlr.わ

れる｡今後早急に周辺の同様の環境を調付し､

県内での本種の生育状況を山確に拙粧すZ.必

要がある｡

証拠標本:柿負郡八Fi;町ur勺(^lt小十mモ

業団地内造成地), rll村J女, 2004. 6. 28(TVM

10054) .

1-2.マメスゲ　CaL･eXPudJCaH()nda　+.ヤ

ツリグサ科

小杉町の丘陵地谷部に位㌍する2ケ巾Or)榊

め池同iZlで確認された｡今回確認されたもの

は､伏枝がなく伯小穂は雄性､側′ト他は相性

で基部の屯には鞘があり､花柱は3岐Lてそ

の基部は盤状の付属物となる等のスゲ鵬メカ

スゲ節の特徴を有し､さらに雌小穂はほとん

ど根出状で根際に埋もれ､雄′ト穂のみがやや

高く抽出する(FIE.2)ことから本秤とrlfJ'ji L

たo富山県中央植物倒標本畔や'Li'll川f什)∠文

化センター標本韓には粁内座の本梓とrrり'/iさ

Flg･ 2･ Habit Of CarexpLJdlCa ln Kosugl Town, Toyama Prefecture (May 2, 2004)
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れた標本は収蔵されていなかった0本種と同

じヌカスゲ節に分類されるアオスゲ類やハガ

クレスゲは本種にやや似るため､これらと同

定された標本についても調査したが､本種と

同定されるべきものは含まれていなかった｡

今rul確認した生育地はどちらも溜め池の土堤

斜LEH･.の水がしみ出す湿草地(標高約50m)で､

カワズスゲ､ヌマトラノオなどと共に比較的

多数の個体が生育していた｡富山県の近隣地

域では長野県(木下1997)および岐阜県((財I

El本野生生物研究センタ- 1992)､福井県

(福井県福祉環境部自然保護課2004)に記録

があるが､長野県では分布は中南部に限られ

るようである｡し財旧本野生生物研究センタ

ー(1992)では本種は岩手県から広島県にかけ

ての地域に記録があるとされているが､その

分布は極端に太平洋側に片寄る傾向が伺え

る｡日本海側各地の植物誌類でも本種の記録

を挙げているものは見当たらなかった｡これ

らから判断する限りでは､本種は日本海側地

域には牛育地が極めて少なく､富山県は本種

の日本海側における分布域の北限に当る可能

性があると推測される｡また､本種の生育地

は改変されやすいがPL,草地であることから､神

奈川県(神奈川レノドデータ生物調査団1995)

で絶滅種として扱われているのをはじめ､宮

城県(宮城県環境生活部自然保護課2001)で

絶滅危倶I頬､京都府(京都肺企Lg一環境部企画

課2(氾2)で絶滅寸前種とされる等､多くの肘

県のレッドデータフノクで絶滅が危倶される

植物として取り卜げられている｡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』に

は取り1-_げられていない｡しかし､本県の生

育地も改修によりコンク7)-ト化されること

が多い溜め池の堤であり､生育地点も少ない

ことから｢uj書の絶滅危倶種ランクに相当する

LlI敵性があるo今後､今回の生育地が兄い出

された射水Ft陵や､溜め池が散fl三し同様の環

境がみられる呉;J′l丘陵､氷見市や高岡市北西

部周辺を詳細に調査し､県内での本種の生育

実態を明らかにする必要がある｡

証拠標本:射水郡小杉町平野(小柳下堤の

西斜面),大原隆明, 2004. 4. 23(TYM 10055,

10056), 2cm. 5. 2 (TYM 10057) ;小杉町黒河

(向谷池の堤),大原隆明.神戸敏成,2004.6. 7

(TYM 10058).

113.アオテンツキ　FLmbTL'stylL's veTru-

cLfeLa (Maxim.) MaklnO　カヤツリグサ科

植物誌部会員の高橋政則氏により小杉町で

採集された｡この標本は直径1.5-2.5mmの

球形で淡緑色の小穂があり､一見したところ

ヒンジガヤツリを思わせる形状のものであっ

たが､′ト穂には細長い柄があり数が多いこと､

花柱は細く先端が2岐であること､果実は狭

い長楕円形で表面に特徴的な梶棒状の突起が

あることを確認し､本種と同意した｡富山県

中央植物園標本庫や富山市科学文化センター

標本庫には本種と同志された標本は収蔵され

ていなかった｡またテンツキ属標本中にも､

アオテンツキと同定されるべき標本は含まれ

ていなかった｡富山市科学文化センター標本

酎二は過去に本種と同定された経緯のある黒

部市産の標本(TOYA 16321)が収蔵されてい

たが､これは明らかにヒデリコと同定される

ものであった｡今回確認された生育地は､丘

陵の裾部に位置する溜め池の干上がった部分

(標高約40m)で､本種とアゼテンツキが混生

した状態で一面に生育していた｡富山県の近

隣地域では新潟県((財旧本野生生物研究セン

ター1992)､長野県(木下1997)､岐阜県(岐

阜県高等学校生物教育研究会1966)､石川県

(里見1987､ ′ト牧1987)に記録があるが､いず

れの県でも生育地は少ないようであるo個1

日本野生生物研究センター(1992)では宮城県､

秋田県から宮城県にかけての地域で確認され

ていることが示されている｡また､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2002)や石川県(石川県環境安

全部自然保護課2000)などいくつかの県のレ
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ノドデータフノクで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』には取り上

げられていないが､本県でも確認例が少ない

ことから絶滅に瀕している植物である可能性

もある｡但し､本種は埋土種子を多量に作り

条件があうと大発生する性質があることから

(勝山･堀内2001)､今後もこれまでと同様

の溜め池の管理が行われるならば､本種の絶

滅の危機度は小さいと考えられる｡今後､本

生育地と同様に水抜きをした溜池をその都度

調査し､発生地を把握しておくことも重要で

あるo

証拠標本:射水郡小杉町山本新(勅便ケ池

南岸) ,高橋政則,2cm. 9. 12 (TYM IOuO).

1-4.フサガヤツリ　CyperusxcondensatLLS

T.Koyama　カヤツリグサ科

植物誌部会貝の中村安氏により八尾町で採

集された｡本種はKoyama(1953)により記載

された一年草で､チヤガヤツリ　C. amuncus

Maxlm.とコゴメカヤツリC.LnaL.の交雑品

と推定されている｡今回､富山県で得られた

標本は､鱗片がコゴメガヤツリ同様に長さ

1.3mm程度と小型で黄色味が強く､ ′ト穂はチ

ヤガヤツリと同様に15-35個の小花が着き長

さ15-30mmと長い紐状で､和名通りに花序

が黄色い房のように見えるものであった｡そ

のほか､鱗片は先端がごくわずかに突出する

程度であるなどの特徴がいずれもチヤガヤツ

リとコゴメガヤツリの中間的であり､

Koyama(1953)の記述や国ともよく一致する

ことから､本種と同定した｡今回本種を確認

した場所は八尾町の工業団地内を横切る道路

(標高約180m)の縁石部分であったが､生育

を確認したのは標本を作成した1個体のみで

あった｡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種と同定された

標本は収蔵されておらず､他分類群と同定さ

れたカヤツリグサ屑の標本中にも本種と同定
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1

されるものは含まれていなかった｡富山県の

近隣地域でも記録は見当たらないo他地煙で

も本分規群は認識されることが少ないため

か､秋田県(藤原1996)や群馬県(群馬県細物

誌編集委員会1968)など､少数の植物誌掛二

名前が兄い出されるのみであるが､チヤ狩ヤ

ツリとコゴメガヤツリが混生する場所で

硯する可能性は高い｡なお､ 『千葉県の

誌別編4千葉県植物誌』のカヤツリグ

分(谷城2003)にはコゴメガヤツリと

リグサC. mlCt101na Steud.の交雑種と

れるヒラボガヤツ1) C. × mL'hashlL T.Kolメama

の標本写真が掲載されているが､この

小穂部分の写真はヒラボガヤツリ

Koyama(1953)の7サガヤツリの記述

よく一致するものであり､千葉県でも

ヤツリが得られている可能性が高い｡

証拠標本:婦負郡八尾町新田,中ヰ

2(X旭. 10. 28 (TYM 1(X垢1).

1-5,コアカソ　Boehmen'aspL'cata (Th

Thumb.イラクサ科

立山町の低山地で確認された｡今回確

れたものは､本県にごく普通に生育する

のアカソB. sy]vestnL(Pamp.)W. T. Wan

もやや似るが､茎は顕著に木化し､菓は

で単鋸歯､先端は3裂しないという特徴

らかにアカソとは異なるものであった｡

クサコアカソB.gTaCLlLsC. H.Wrlghtや

サコアカソとコアカソの交雑品と考えられる

オオバコアカソB.gTaCJlLs X B. spLCa

さらに似ているが､今回得られたもの

の鋸歯が9対以下(標準的なものでは

後)で､葉の基部はやや狭い棋形であ

序軸には伏毛があるといった特徴を確認し､

コアカソと同定した｡コアカソは2倍

性生殖型と3倍体の無配生殖型がある

知られているが(矢原1984)､富山県で

れたものは葉は長さが最大8cmに及び､

序を欠き雌花しか確認できないことから

配生殖型であると思われる｡富山県中央
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園標本庫､富山市科学文化センター標本庫に

は本棟と同'JEされた標本は収蔵されておら

ず､他分類群と同定されたヤブマオ属の標本

rflにも本種と同意されるものは確認できなか

った｡今[R]本棟が確認された場所は立山町の

低山の山裾を抜ける林道沿いのやや乾いた法

血(標高約500m)で､多数の個体の生育が観

祭されたo富山県の近隣地城では長野県(井

上1997a)および岐阜県(岐阜県高等学校生物

教育研究会1966)､福井県(渡辺1989)に記録

があるが､長野県では分布は中部以南に限ら

れるようである｡矢原(1984)のコアカソの

凶内分布回では生育を示す点のほとんどは太

平洋側および内陸部に打たれており､本州中

部以北の日本海側では青森県と秋田県にわず

か1点ずつが示されているに過ぎない｡本県

からもっとも近い確認地点は岐阜県美濃地方

であるがかなり距経があり､飛騨地方には確

認がなく'd-lll県の生育地は孤立しているo　ま

た､今ト11/L育が確認された場所は､中田ほか

(1995)が道路法由処理に使用する朝鮮半島な

どからの輸入ヨモギ種子に由来すると考えら

れるキクダニギクの生育を報告した現場であ

り､今回のコアカソ調査時にもキクダニギク

が全く同所的に生育､開花しているのを確認

した｡矢擬(1984)はコアカソの無配生殖型

は朝鮮半島中南部や中国中部に生育するとし

ていることを考慮すると､今回富山県で得ら

れたコアカソは本来の自生品ではなく､キク

タニギクrLrj様､法面処理のための輸入ヨモギ

種√一に混入して位人､定着したものである可

能性が高い｡

証拠標本:中新川郡立山町日桑-虫谷(塔

余山林追イ'Li線),大原隆明･高木末書, 2004.

10. 7 (Tm lOO62, 10033).

1-6.ホソバアカサ　ChenopodJumalbumL.

var. slenophyJILLm MaklnO　アカザ科

植物誌部会員の柄井初江氏により富山市の

海岸で採集された{,今回得られた標本は葉が

やや呼く良楕円形から妓針形で､一見したと

ころ同属のカワラアカザC. vJ'Igatum Thumb.

を思わせる形状のものであったが､茎の下部

に着く葉には低いが明らかな鋸歯がある､茎

は基部で直径8 mm程度と県内で見られるカ

ワラアカザに比して明らかに太く硬いといっ

た特徴を確認し､本分類群と同定した｡カワ

ラアカサとホソハアカザでは花序軸の毛にも

明らかな差があるが､今回得られた標本は開

花前のものでありこの点については確認でき

ていない｡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

るカワラアカザ､シロザ､ハマアカザと同定

されていた標本中には本分類群と同定される

標本が多数含まれており､県内産のものとし

ては今回酒井氏が実際に生育を確認した富山

市北部の浜黒崎海岸のほか､隣接する富山市

岩瀬､入善町で採集された標本が確認できた｡

これらの標本が採集された場所はいずれも海

岸に程近い地域であった｡今回確認された生

育地は､砂浜沿いに設置された歩道脇のコン

クリート製の溝部分(標高約1m)で､標本用

に採取した個体のみが生育していた｡富山県

の近隣地域では長野県(花里1997)､石川県

(小牧1987)および福井県(渡辺1989)に記録

がある｡ (財旧本野生生物研究センター

(1992)では北海道から鹿児島にかけての地

域で確認されていることが示されているもの

の､本州の日本海側の県では福井県のみにし

か記録が示されていない｡しかしながら､上

述の富山市科学文化センター収蔵のホソバア

カサと同定される標本中には島根県大社町

(TOYA 35692)や石川県志賀町(TOYA

35156, 35157) ､新潟県青海町(TOYA 45209,

45210)などで採集されたものが含まれてお

り､竹内(1962)も京都府丹後地方に産する

ことを記述していることから､日本海側でも

少なくとも中部地方以西の地域には広く分布

しているのではないかと推測される｡ただし
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富山県では本分類群の主要な生育環境と推定

される海岸は近年改変が著しい環境であるこ

とから､今後早急に本分類群の生育分布調査

を行う必要があろう｡

証拠標本:下新川郡入善町田中-飯野,大

田弘, 1956, 8. -.(TOYA49618, 49619);富山市

浜黒崎,大田弘, 1979. 9. 30(TOYA 46780-

46783, 46785) ,太田道人, 1999. 7. 18(TOYA

56579)酒井初江, 2003. 5. 28(TYM 10064);富

山市岩瀬,大EEl弘, 1934. 8. 5 (TOYA35693).

1-7.セイヨウノダイコン　Raphanus

LlaPhamslTum L.ア7ラナ科

植物誌部会主催の定例調査会時に新湊市で

採集された｡本種はヨ一口ノバ､北アフリカ､

中近来原産の移入種で日本では北海道-九州

に帰化している(中井2003)｡今回報告する

ものは富山県の海浜にも広く生育するハマダ

イコン　R. salLvLJS L. var. raphanLStZ-01des

MaklnOによく似たものであったが､花弁が

淡黄色であることから本種と同定した｡採集

時は開花期であり､果実の形態については確

認できなかった｡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種と同

定された標本はなく､ダイコン属の全標本を

再検討したが本種と同定すべき標本は見出せ

なかった｡今L口】生育を確認したのは小矢部川

東岸の河口部に位置する伏木富山港の一部分

で､乾燥した半裸地の5m X 5mほどの部分

に数十個体が生育していた｡富山県の近隣地

域では石川県(小牧1987)から報告されてい

る｡

証拠標本:新湊市庄西町2丁目(小矢部川

東岸河口付近),木内静子, 2004. 5. 23(TYM

101(姫) ;酒井初江,2CXh. 5. 23(TYM 10105) ;山

本清美, 2004. 5. 23 (TYM 10104).

1-8.ハイキジムシロ　PotentLJla angJICa

LalChard.ハラ科

本種は日本では勝山･田中(1998)によっ

て初めて生育が報じられたヨ一口ノバ原産の

多年草である｡今回富山県で得られた個体は

15

特徴記述とよく一一･致することからハイキ

シロと同意したo Ban elal.(1968)は､

ロッパに自生する花が4数性のP. eL･ecta

-　　　　　　=　　　　　　-

讐筒は10脈が目立ち果実時にも膨らまな

花弁は白色である等の特徴を確認し､本手

同定した｡富山県中央植物園標本疎､富l

科学文化センター標本庫には本種と同定 れ
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Fig. 3. T1-JfoJLum gJomeI･atLJm at flowering Stage ln ShlnmlnatO Clty, Toyama Prefecture

(Aprl1 28, 2002).

た標本はなく､収蔵されているシヤシクソウ

Jl･JSの仝標本を再検討したが本性と同定すべき

標本は姐.LIJ.せなかった｡本県で確認された生

育地は小矢部川如岸の河Lj部に位置する伏木
I,lilrLJl港であり､ 2002年時点で既に2個体の生

育を確認していたが､ 2004年に行われた柿物

誌都会ji:催の定例調査会時には砕石の敷かれ

た裸地の5m X 7mほとの部分に100個体以上

がLt育しているのが観察されたo　同所に隣接

した部分には飼料倉韓があり､タンゴソメク

サは輸入飼料に混入して侵入したのではない

かと推測される　人橋(2003)は三毛県､大

阪府､ rlltL川収､琉球で確認されていることを

‖己述しているが､神奈川県(浜口2001)にも

じ多読があるo I.q･;lIJ県の近隣地域からの生育稚

1別技(,E.--は妃､l'J=らない｡

.tlFJ_拠標本:新湊車li･:何町2 T臼(小矢部川

如l'Jl'-河LHJ近). JJi;).降明･島木末吉2002, 4.

28(TYM 1(X垢7) ;木内静子, 2004. 5. 23 (TYM

10106) ;酒井初江,2004.5.23(TYM 10105) ;山

本清美, 2004. 5. 23 (TYM 10104).

1-10.メミソハギ　LythI･umSaJJCaI･1aL X

i. anceps(Koehne)MaklnO　ミソハギ村

大場(2003)により千葉県で初めて気付か

れたエゾミソハギL.saJICarlaL.とミソハギ

i. anceps(Koehne) MaklnOの交雑椎である｡

今回､富山県で得られたもの(Flg.4)は､葉

は基部が円形でやや茎を抱く､茎の上部､禁

裏､誓筒は有毛である(但し今回観察された

ものでは密度は薄い)､菜の先端はややF引犬

に伸びる等の点ではエゾミソハギに似るが､

葉や茎fI部は無毛､考の付属袈片は糾状して

聞出し､葉は質が薄く脈が裏面にあまり突出

しないなとミソハギ的な形'17lFも多々認められ

るものであったため､メミソハギと同(,JtLたo

今回メミソハギを確認した場所は富】l｢市を(,iL
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Fig. 4. 1nflorescence of a putatlVe hybrld

between LyThL-um SalLCana and i. anceps

ln Toyama City, Toyama Prefecture

(August 1, 2004).

れる神通川中流の中洲部分(標高約20m)で､

後述するエゾミソハギとミソハギが同所的に

生育している湿草地中であった｡規地はヨシ

等の草丈の高い草本に覆われていたため見通

しが効きにくく詳細な調査が困難な場所であ

ったが､数個体の生育を確認した｡富山県中

央植物園標本牽､富山市科学文化センタ-標

本庫にはエゾミソハギとミソハギの交雑品と

同定された標本は収蔵されていなかったが､

富山市科学文化センタ-に収蔵されていたエ

ゾミソハギと同定されていた富山市産の標本

2点およびミソハギと同定されていた利賀柑

産の標本1点の計3点がメミソハギと同意さ

れるものであったo　このうち富11｣市産の2標

本は各部の形質の特徴に相互間の差異がな

く､今回神通川で生育が確認されたものとも

17
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FI貿. 5. Infl()rescence of MeJampyrum Jaxum

var. JE7XLLm ln Tateyama Town, Toyama

Prefecture (September21, 2004).

マコナと同定したっ大原が確認した上市町舘､

､川川nTlll宅'IiのLLfJ'地は林道i'rTいの明るい二

次林稚(いずれも標高は約300m)であり､シ

ラヤマギクやススキ等と共に生育していた｡

A))､植物誌,i-I;余日の卜野末佐美氏が確認し

た域Ir)Tは塔介山林ノ凸から坊fTILHiE=二_ll至る常山

)凸卜邦の代探跡地(標Ir:石的550m)であった｡

いずれの/E-fH也でも個体数は少なくなかっ

た｡ '[.Ar.'‖rLE川1火付働帆標本韓内を調査したと

ころ､週｣､にママコナとr,f]'/iiされていた上市

町J)-仁の拭ミイこ3.L.[･-.がシコクマてコ十と同定すべ

きものであることがHJlらかになった　また富

山rrf朴`､;''文化センターにはシコクママコナと

r.･J',iiされたL).lJ勺llF'-の標本は収蔵きれていなか

-)たが､ママコナと川',iiされていた標本中に

シ二1 I/ママコナとIl.J'Jiiされる:/_Ir川け産の標本

が2点(,Tまれていたし/州IJの'jil也および鱈本

の調査により上市町およびi/i_山町の5地点で

のシコクママコナの分布が確認できたが､こ

れらの生育地は全て南北5km､東西2kmに納

まる狭い範囲内に位置している｡し財旧本野

生生物研究センター(1992)では石川県､山

梨県､静岡県を結ぶラインから鹿児島県にか

けての西日本地域で確認されていることが示

されており､近隣県では石川県および福井県

に記録がある｡このほか富山県の近隣地域で

は長野県(高橋1997)に記録があるが分布は

南部に片寄ることが述べられている｡ -:方､

新潟県では生育記録が見当たらないことか

ら､富山県は日本海側における本棟の北限に

当る可能性がある｡

証拠標本　中新川郡上市町舘,大原隆明,

2(加. 9. 21 (TYM ICK)70);上市町大岩,洋];崎史

平, 1966.8.25(TYM8270), 1966. ll. 02

(TYM4739);上市町,里見信生, 1964. 9. 13

(TYM 8628);立山町大観峯. 320m,人Hl道人,

1988. 9. 14(TOYA 40791, 40792);立山町四尾

谷,大原隆明, 2脱. 9. 21 (TYM 10068, 10069);

立山町目桑,塔倉山登山道下部,下野末佐美,

2004. 10. 2(TYM 10071).

1-12.ヤセウツボ　OI･ObanchemlnOrSm.

ハマウツボ杵

ヨーロッパ原産の寄生性の　一年草で､現在

のところ岩手県から愛媛県にかけての10妨ミで

生育が確認されている(近附2003)｡ /rlr】1富

山県で確認されたのは開花未,fyJ-結実期にあ

るもので､県内にも生育するハマウツボ0.

coeTUJescens Stephan ex Wllld.に似ていた

が､茎は細く短い眼毛が密生LufTI祥3-4mm

と細く､花冠はごく淡い黄色でrTl部以卜に紫

色の脈が入る(FIE.6)等の特徴を確認し､本

種と同定した｡寓n県中央植物園標本JEl,_､ I.A;･.'

山市科学文化センタ-校本柿には本件と回J,if

された県内産の標本は収威されておらず､ハ

マウツホと同'jiiされた標本中にも本椎と同定

すべき標本は含まれていなかったo 'll吉日TL).しの

近隣地域ではJll日収に記録がある(近日



I)LLL. i)日日.J) ノJi;JJ也. I.･:川州フ[1ラi''fm (那

FIE. 6. Hablt Of Orobanche mlnOL-ln Kosugl

Town. Toyama Prefecture ( May 30,

200とl ).

2OO31 /,h回本Lr,もで確認された場所は小杉FrJ

中心抑二位iF.I:する北陸fL]動Elf_道脇の農道路傍

( i,d;:.L,r.JJJS:JJLIOm)で､致個体の′f:府が確認された｡

近rHr2()03)は本椎はシロツメクサに'.il;生す

る域(千が多く､その他マメ朴､キク科､ナス

杵､セリ41､ 7ウロソウ朴の植物にも寄生す

ると‖Ll述Lているが､今h･J確認した1M体に憐

接して隼育する柵物は越年草のアキノノケ

シ､オ二タビラコと多年草のスギナ､セイヨ

ウタンポポのみであったo小杉町で確認され

たものは恐らくセイヨウタンポポに寄生して

いたのではないかと推測される｡

..Ll拠標1こ　射水郡小杉町､ド野(北陸fL1動中

道‖川rjの):li-迫れい) ,大I,Et降｢札2004. 5. 30

(TYM IOO72).

1-13･ツポミオオバコ　PJanlE7gO VlrgLnLCa

L.オオハコ什

1日

一　　　　　　一　　　二
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た｡富山県中央植物園標本庫､富山市科学文

化センター標本軌二は本種と同定された県内

産の標本は収蔵されていなかった｡また本種

に類似するために誤同定されることもあるヒ

メムカシヨモギ､オオアレナノギクConyza

sumatLTenSIS (Retz.) E. Walkerの標本につい

ても調査したが､本種と同定すべき標本は含

まれていなかった｡今回生育を確認したのは

富山市北東部の常願寺川河川敷に位置する乾

燥した半裸地(標高約12m)で､数十個体がヤ

ハズソウ等とともに生育していた｡富山県の

近隣地域では新潟県(池上･石沢1986)､長

野県(奥原･松田1987)､岐阜県((財旧本野

生生物研究センター1992)および福井県(渡

辺1989)に記録がある｡

証拠標本:富山市常願寺(常願寺川東岸河

川敷),大原隆明,2CO4. 9.30(TYM 10082).

1-15.アメリカタカサブロウ　EcllPtaaJba

(し.)Hassk.キク科

本種は熱帯アメリカ原産の一年草で､梅

本･草薙(1991)が日本でタカサブロウと同

定されてきた植物には2型があることを明ら

かにした際に､外来の型を本種として報告し

た｡今回富山県で得られた標本は､葉は幅が

5-15mmと細く基部は次第に狭まり､緑の

銘菓は低くても明らかであること､痩果は黒

褐色で長さ2-2.5mm､幅1mm前後と小型､

緑に翼はなくいぼ状の凹凸があり､給電は上

部が急に幅狭くなり尖る等の特徴があること

を確認し､本種と同定したoこれらの標本は

柄物誌部会員の酒井初江氏､下野末佐美氏､

中村安氏が個人調査で採集したもの､部会主

催の調査会時に荒川知代氏､高橋政則氏が採

娘したものなどで､立山町､富山市､八尾町､

砺波市､新湊市の水田やあぜ道､市街地の路

傍から得られたものであった｡富山県中央植

物園標本庫にはタカサフロウと同定された標

本中にアメリカタカサフロウと同定されるべ

き富EIJ市産の標本1.亡､げ含まれていたo　また

冨山市科学文化センター標本庫にはタカサブ

ロウと同定された県内産標本が35点収蔵され

ていたが､そのうちの約2/3にあたる23点が

アメリカタカサプロウと同定されるものであ

った｡これらの産地は魚津市､大沢野町､富

山市､婦中町､小杉町､福岡町､氷見市と県

内一円にわたっており､ほぼ全県に本種が分

布していることが伺われる｡県内産のアメリ

カタカサプロウ標本中､最も古いものは1965

年に進野久五郎氏によって富山市の市街地で

採集されたもの(TOYA 4541, 4542, 4543)で

あったが､この標本には進野久五郎同定｢ホ

ソバタカサプロウ｣と記入されており､当時

から普通に生育するものとは異なることに進

野氏が気付いていた形跡が伺える｡富山市科

学文化センターに収蔵されているアメリカタ

カサプロウと同定される標本はこれら3点と

1978年に得られた1点(TOYA 54598)以外は

全て1980年代以降に採集されたものであっ

た｡一方で在来の型であるモトタカサプロウ

E. themalJs Bungeと同定される標本の採集

年代の内訳は､ 1960年代以前が5点､ 1980年

代が6点､ 2000年代が1点であった｡採集年

代の情報から推測する限りでは､アメリカタ

カサブロウは富山県には1960年代に侵入､

1980年代に急速に分布を拡大し､現在ではモ

トタカサブロウよりも普通に見られるまでに

全県に広がった可能性が高い｡富山県の近隣

地域の植物誌類ではアメリカタカサプロウは

取り上げられておらず各県での生育実態は不

明であるが､ 『福井県の野草(下)』 (福井県

植物研究会1998)にタカサブロウとして掲載

されている写真の植物はアメリカタカサプロ

ウと判断されるものであることから､近隣地

域でも本種は定着して一般的な植物になって

いるが区別されていない状態にあると思われ

る｡

証拠標本:魚津市釈迦堂魚津埋没林博物

館2号館西側芝生,石須秀知(2423) , 1994. 9.

17 (TOYA60132);中新川郡立山町虫谷(水

田中) ,大原隆明･高木末吉,2CKh 10.7(TYM



.-) 1r)(､ぐ　L)()りLp) ノJ5;I‖畦:富ILJKL].-7ロラ･L'f判19)

10081)卜.新川郡大沢野町L･.大久保休耕田

80m,清水巌, 1999. 9. 2 (TOYA 58079) ;富山前

言･;r,9日寺(常願寺川東岸の水凹),酒井初江,

2(XH. 1O. 24 (TYM 10107, 10108) ;富山市水橋

.fEl､糾-小江2m,人出通人, 1983. 9. 21 (TOYA

11132);富山市水橋辻ケ党(常願寺川東岸河

川敷) ,卜野達也, 1998.9.8(TYM9399) ;富山

rfH一川原町住宅絹地35m,大田通人, 1983. 9.

30 (TOYA 14674) ;富山市黒崎,下野末佐美,

20秒1. 8. 29 (TYM 10079) :富山市稲荷公f乱富

1日束ライオンスクラブ(148),1988.10.12

tTOYA 30948) ;富山市稲荷町稲荷公囲用地

l凡】ケ村用水,太田道人, 1983. 9. 2(TOYA

10570) ;冨山市住友町5m,掛橋幹男, 2000. 9.

18(TOYA 59580) ;富山市太田両町いたち川

太H]橋40m,太田通人.坂井奈緒子. 2001. 8.

29 (TOYA 53618) ;富山市太田北区,下野末佐

美, 2004. 9. 9 (TYM 10077, 10078) ;富山市奥田

収集町奥円小学校5m,太田通人, 1983. 9. 2

(TOYA 58733) ;富山市中田10m,掛矯幹男･

掛橋富T一, 2000. 9. 5 (TOYA 59410. 59386) :富

Lllrh'東中野,進野久五郎, 1965. 9. 21 (TOYA

4541, 4542, 4543) ;富山市寺町-金屋10m,太

旧道人, 1983. 9. 14 (TOYA 11115) ;富山市成

子僑-萩原橋神通川河川敷,森久枝他, 1983.

10. 12 (TOYA 5454) ;婦負郡婦中町平等50m,

太FH通人, 1986. 9. 9 (TOYA 38994) ;婦負郡八

尾町新札中村安, 2004, 9. ll (TYM 10080) ;

射水郡小杉町戸破小杉テクノパーク調整池

泥地,太m道人, 1995. 9. 12 (TOYA58754) ;節

湊市庄川本町(庄川東岸河川敷河口付近) ,高

橋政則, 2003. 10. 26 (TYM 10074, 10075) ;砺波

市林(水門緑) ,酒井初江, 2002. 10. 20 (TYM

10076) ;西砺波郡福岡町域ケ平山100m,高

檎.長瀬･石庭,2001. 9. 12(TOYA59634);

氷妃市卜二町1m,長井真隆, 1978.8.24

(TOYA54598) ;氷見市宮田島尾大池10m,太

Ft】通人, 1995. 9. 4 (TOYA 51621) ;氷見市薮田

5-60m,太m通人, 1983. 9. 23 rTOYA 14951) ;

小矢部市場+_大池120m,太田道人, 1986. 10.

i;II
同定したo『環境庁レソトテ一夕ブック2(

では本種は絶滅危慣II類(VU)とされ､ 4

のレノドテ-タフノクでも絶滅がlEi,ltさゴ

書芸
および1994年採集された3.･.il-. (TOYA IO'

10794, 11061)と氷見市_l二久津IrL1.で採範さ]

1点(TOYA66332)のみである｡氷見市声

朋
地
　
る

収
た
　
の
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青が確認できなかったとのことであった｡こ

れらのことから/･11回津田氏によって兄い出さ

れた2ヶ所だけが本種の県内における確実な

現存産地であると思われる｡津田氏に婦中町

吉谷の生育地(標高約80m)を案内していただ

き観察したところ､現場は休耕して数年が経

過した水出であり､重機のキャタピラ跡にで

きた水たまり部分にマツバイ､サンカタイ､

オモダカなどとともに生育していた(Flg.7)｡

個体数は少なくなかった｡津田氏によれば同

町葎ケ原(標高約140m)でも生育状況はほぼ

同様とのことであるが､ヨシが侵入し被陰さ

れた部分では著しく成長が悪くなっている様

子が観察されたとのことである｡いずれの場

所も耕作地であるために今後の永続的な保護

は凶難であるが､周辺地城で新たな生育地が

発見される可能性も高い｡その場合には､定

期的な撹乱を行い日照のよい状態を持続する

ことが本種の保護上重要であると考えられ

る｡

証拠標本:黒部市生地,長井真隆, 1961. 8.

17(TOYA3613);白岩川,大島哲夫, 1956. 7. -

(TOYA3145);婦負郡婦中町青谷,津田登,

2004. 8. 3 (TYM 10083, 10084);婦中町葎ヶ原,

津田登, 2cm. 9. 30(TYM 10085);砺波市頼城

の森ひよどりの谷100m,太田道人,1993.10.1

(TOYA 10793. 10794) ;砺波市頼城の森水生植

物園長奥の池,太田道人, 1994. 8. 21(TOYA

11061);氷見市十二町潟,大田弘, 1958. 7. 28

(TOYAl1274);氷見市上久津呂,中川定一,

2CK)1. 6. 26 (TOYA 66332).

2-2.サジオモタカ　AlLsma plantago-aquat

LCaL.var. onentaJeSam.オモダカ科

植物誌部会員の高木末吉氏により富山市で

採集された｡本分類群はおもに北日本の池沼､

溜め池､河川や水路などの浅水域に生育する

Flg1 71 Habitat Of SalvJnJa natanS ln Fuchu Town, Toyama Prefecture (August 23, 2004)
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柏水生-湿生の多年草で(角野1994)､富山

県にも多い同属のヘラオモダカA. canalLCu-

JatLLm A.Br. et Bouche ex Samuelssonに似る

が,今回得られた標本は葉が広楕円形で葉柄

との境界が明瞭である､分果背面の溝は1本

である等の特徴があることからサジオモダカ

と同意した｡本分類群にやや似た印象のある

オモダカ科の植物にはマルパオモダカ

CaldesLa PaTnaSSLl011'a (Bassl eX L.) Parl.や千

葉県への帰化が赤井･大場(2003)によって

報告されたヒロハシャゼンオモタカ

EchL'nodoms gTandL'noLW (Cham. et Schltdl.)

MIChell Subsp. auL･eUS (Fassett) HAynes et

Nlelsen　があるが､これらは分某が数列の

輪状になることで今回本県で得られたものと

は明らかに異なっていた｡現場は富山市を流

れる神通川中流の中洲部分にある湿草地(標

高約20m)中で､前述のメミソハギや後述す

るエゾミソハギが確認された場所と同じであ

る｡ヨシに被覆された状態で数個体が生育し

ていたが,いずれの個体も草丈60-80cmに

成長し多数の花と熱果が観察された｡角野

(1994)は西日本に稀に見られるものは薬用植

物として栽培されていたものが逸出したもの

であると述べているが､今回兄い出された生

育地は同所的にミクリやカンガレイなどの生

育する自然度の高い環境であり､サジオモダ

カも自生品である可能性が高いと思われるC

サシオモダカはr富山県植物誌』では｢湿EEl､

池溝にまれに生育｣と記述されており､入善

町､富山市が産地として挙げられている｡富

山県中央植物園標本庫には県内産の本分類群

の標本は収蔵されておらず､富山市科学文化

センター標本庫には県内産の本分類群の標本

は1966年に富山市五福で採集された標本

(TOYA 14484)が収蔵されているのみであっ

た｡今回の高木氏の調査により宮山県内では

38年ぶりに確実な現存産地が確認されたこと

となる｡本種はr環境庁レッドデータブック

2000』には取り上げられていないが､ 『富山

県の絶滅のおそれのある野生生

危倶種として掲載されている｡

地域でも本分類群が確認され

(長野県自然保護研究所･長野県

環境自然保護課2002)や福井県(

環境部自然保護課2004)ではそれ

倶IA類(CR)､絶滅危倶ⅠⅠ類(VU)

ることから､サジオモダカは分布

い中部地方では本種は危機的な

とが推測される｡

証拠標本:富山市萩原(神通Jl

木末書, 2004. 7. 31 (TYM 10086);

長井真隆, 1966.10.ll (TOYA 144

2-3.イトハナビテンツキ

densa (Wall.) Hand.-Mazz. var. d

リグサ科

本種は北海道から九州の日当た
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地または畑地に生育する一年草で(大井

1982)､変種関係にあるイトテンツキvar.

capLtata(Mlq.)Ohwlに酷似するが,今回確

認されたものは､花序は散形に枝を出す特徴

があることからイトハナビテンツキと同定し

た(Flg. 8)｡今回本分類群が確認された現場

は上市町中部の小盆地に位置する10m x

lOm程度の空き地(標高約280m)で､降雨後

にしばらく水が溜まるくぼ地部分にパノチ状

に生育していた｡いずれの個体も草丈10-

15cm程度に成長しており､多数の熱果が観

察された｡イトハナビテンツキは『富山県植

物誌』には｢低山､山麓湿性地にごくまれに

生育｣と記述があり､黒部市前沢のみが産地

として挙げられているが､富山市科学文化セ

ンター標本庫にはこの証拠標本は収蔵されて

いなかった｡県内産の本種の標本は井波町立

野原(現南砺市)で1935年に採集された採集

されたもの(TOYA36260)が収蔵されている

のみであり､今回の調査により本県では70年

ぶりに確実な現存産地が確認されたことにな

る.本種は『環境庁レッドデータブック2000』

には取り上げられていないが､ 『富山県の絶

滅のおそれのある野生生物』では情報不足種

として掲載されている｡富山県の近隣地域で

は全ての県で確認されているが､石川県

(20CO)では確認例が少ないことから本県と同

様､情報不足種としてリストアップされてい

る｡本県の場合､今回の調査によりイトハナ

ビテンツキの現存する生育地が明らかになっ

たが､生育数はやや多いものの生育面積がご

く狭いことや､人家に隣接した空き地である

ため簡単に土地が改変される可能性が高いこ

とから､ 『富山県の絶滅のおそれのある野生

生物』の絶滅危倶種相当にランクを変更する

ことが妥当と判断される｡なお､イトテンツ

キも本県では大原(1999)が報告した富山市

の神通川河川敷が既知の唯一の産地であり､

『富山県の絶滅のおそれのある野生生物』で

は情報不足種としてリストアノブされている

が､この集団は2002年に行われた河川改修の

際に重機による踏みつけと環境改変により著

しく縮小し､ 2004年秋にはわずかに数個体を

数えるまでに減少した｡イトテンツキについ

ても『富山県の絶滅のおそれのある野生生物』

の絶滅危倶種相当にランクを変更することが

妥当と判断されるo

証拠標本:中新川郡上市町東種,大原隆明,

2004. 9. 21 (TYM ICO87).

2-4.コアゼテンツキ　FLmbTLStyJL's aeslL-

valJs (Retz.)Vahl　カヤツT)グサ科

植物誌部会貝の木内静子氏により大山町で

採集された｡本種は本州にややまれに生育す

る一年草で(大井1982)､同属のアゼテンツ

キF. squaTrOSa Vahl var. squaI･TIOSaやその変

種関係にあるメアゼテンツキvar. esquat･rDSa

MaklnOに酷似するが､今回大山町で得られ

た標本は花柱の基部が全く無毛であるという

特徴があることからコアゼテンツキと同定し

た｡また､勝山･堀内(2001)は検索表中で

コアゼテンツキとアゼテンツキ､メアゼテン

ツキの差として花柱の長さと棲呆の長さを指

摘しているが､今回得られたものは花柱の長

さが0.5 mm,痩某の長さが0.6-0.7mmと勝

山らの示したコアゼテンツキの数値に一致す

るものであった｡今回本分類群が確認された

現場は大山町中南部のダム湖の沿岸(標高約

980m)で､砂質湿地にモウセンゴケなどと同

所的に生育していた｡生育数は少なくはなく､

多数の熟束が観察された｡村田(1993)は本

種がかなり稀な植物であることを述べ､生育

記録が示されている文献として『富山県植物

詰』を挙げている｡ 『富山県植物誌｣はコアゼ

テンツキについて｢水田畦畔にふつうに生育｣

と記述した上で入善町､魚津市､滑川市､福

野町(硯南砺市)などの多くの産地を挙げて

いる｡ところが､ 1997年に筆者らの行ったテ

ンツキ属の野外調査ではアゼテンツキやコア

ゼテンツキは数は多くはないものの生育が確

認されたのに対し､コアゼテンツキは1度も
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′L育を確認することができなかったo　このた

めr‖件､富山市科学文化センター標本庫に収

蔵されているコアセテンツキと同定されてい

た標本を調杏したところ､これらは全てヒメ

ヒラテンツキF. aulLJmnallS Roem. et Schult.

とlHJ志されるものであり､コアゼテンツキと

同'/正される標本は全く含まれていなかったo

ヒメヒラテンツキは県内では水田の畔や水田

中でヒチリコと並びもっとも普通に見られる

テンツキ刷直物であるが､ 『富山県植物誌』

ではヒメヒラテンノキは｢水田湿地にまれに

′寸:.育｣とされていることを考えあわせると､

本県では長い間コアゼテンツキとヒメヒラテ

ンツキが混同されてきた可能性が高い｡今回

木｢勺氏により確認されたものが証拠標本を伴

うコアセテンツキの県内初の確実な記録であ

ると思われる｡本棟は『環境庁レッドデータ

フノク2000』には取りしげられていないが､

地域別のレノドデータフノクでは秋田県(秩

lrl呪牛括環境文化部自然保護課2002)､岩手

県(i:‡手県生活環境部自然保護課2001)､近

絶地方(レノドデータ7ノク近畿研究会2001)

なとで絶滅の恐れがある植物としてT)ストア

ノブされている｡これまで県内では確実な記

録がなかったためか､本種は『富山県の絶滅

のおそれのある野生生物』では取り上げられ

ていないが､本県でも明らかになった生育地

は1ヶ所のみであるのに加え､現地の植生が

遷移しつつあることから､同書の絶滅危倶種

ランクに相当すると判断される｡

証拠標本:上新川郡大山町有蜂東谷(有峰

湖畔`去来鳥人L]),木内静子, 2CO4. 8. 26(TYM

ICN)88).

2-51ヒメサセンソウ　SymplocaI･PuSnJP-

ponLCuSMaklnO　サトイモ科

本位は北海道から中国地方以東に分布する

多年草で(大塚2002)､富山県にも生育する

rr7]属のサセンソウS. foelJdus Nutt. var. JatLS-

slmLLS(MaklnO) H.Haraに似るが､今回八尾

町で確認されたものは菓身がどの個体も長さ

55

EgBEgEigEe55等gESiuiigiBgigBgEggggg55g等蔓iEESigigiiSggg555iiigggegg等iggiEEggiESgZgiiBgiiegig蔓三日



56 Bull. Bot. Card. Toyama

Flg･ 9･ SympJocaIIPuS nLPPOnlCLLS ln Yatsuo Town, Toyama Prefecture (May 14, 2004)

A'A plant. B･ Habltat.
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今回確認された現場は県内に硯存することが

明らかな2ヶ所目の生育地であるが､ここで

も個体数は多いものの生育は細い車道に沿っ

た狭い帯状の部分に限られるため､道路の拡

幅などが行われれば容易に絶滅する恐れがあ

る｡本種は富Lh県の近隣地域では全県で生育

が確認されているが､県別レノドデ-タブノ

クでは岐阜県(岐阜県健康福祉環境部自然環

境森林課2001)､石川県(石川県環境安全部自

然保護課2000)､福井県(福井県福祉環境部

自然保護課2004)でいずれも準絶i戒危倶種と

してリストアップされている｡

証拠標本:上市町大岩大滝,進野久五郎,

1963. 5. 5 (TOYA 12400) ;立山町城前,進野久

五郎, 1967. 5. 4 (TOYA4875) ;八尾町福島上野

(八尾中学校付近),進野久五郎, 1956. 7. 8

(TOYA 1007);八尾町布谷-谷折峠(県道沿

い),大原隆明･山本清美.高木末書,2CKM.5.

14 (TYM 10089).

2-6.エゾミソハギ　LythTum SaJLCaTLa L.

ミソハギ科

植物誌部会員の高木末吉氏により富山市で

採集された｡本種は北アフリカ､ヨーロッパ､

アフガニスタン､インド北部､中国､束アジ

アに広く分布する多年草で､日本では北海道

から九州にかけての低地､丘陵地の湿地に生

育する(Ohashl 1999)｡同属のミソハギL.

anceps (Koehne) MaklnOに似るが､今回富山

市で得られたものは茎や葉の両面､琴に白い

和毛が多く､特に花序の葛葉は自宅が多く白

味がかって見える､葉は基部が幅広く円形-

浅い心形で明らかに茎を抱き､先端はやや尾

状に伸び鋭頭である､琴の付属裂片はほほ直

立する等の特徴を確認しエゾミソハギと同定

した｡今回兄い出された生育地は富山市を流

れる神通川中流の中洲部分(標高約20m)に位

置する湿草地中で､前述のメミソハギやサジ

オモダカが確認された場所と同じであるo現

地はヨシに被覆され見通しがきかない状態で

あり調査が困難であり､さらに後日神通川の

57

地にこくまれに生育｣と記述があり､大Ll

有峰が唯一一の産地として挙げられている｡

山市科学文化センター標本庫に収蔵されて

るミソハギ属の標本を調査したところ､ミ

ハギと同意された標本中に富山県植物誌♂

者の一人である大田弘氏が大山町有峰でお

したもの(TOYA 48287)が含まれていた｡

の標本に貼付された大田氏のラベルには

ゾミソハギ｣という鉛筆による走り書きが残

されており､この標本が富山県植物誌の

ミソハギの項に引用された標本であろう

われるo Lかしこの標本は葉がやや細く

がやや鋭頭である点はエゾミソハギに似

のの､葉脚は茎を抱かず全体が無毛という特

徴があり､太田通人氏の同定通りミソハ常と

考えられるものであった｡富山県植物誌にあ

るエゾミソハギの記録は誤認であった可部性

が高い｡富山市科学文化センター標本庫には

エゾミソハギと同定されていた県内産の棟本

がこの他に2点あったが､これらはいずtlも

栽培されたエゾミソハギとミソハギの交刺に

より生じた可能性が高いメミソハギで剃り

(前述ト10.メミソハギの項参照)､県内産の

エゾミソハギの標本は収蔵されていなかっ

た｡今回神通川で高木氏により確認されたも

のが証拠標本を伴うエゾミソハギの県内初の

確実な記録であると思われる｡なお､富山市

科学文化センターには利賀相で採集されたメ

ミソハギと同意される標本が収蔵されている

ことから､この地域を調査すればその片親で

あるエゾミソハギの新たな産地を確認できる

可能性が高いQ本種は『環境庁レッドデータ

町
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フソク2000』には取り上げられていないが､

各地域版のレッドデータブノクでは埼玉県

((,'=･.iZ.し環境/i-活邦自然保護課1998)､京都

府日;iJ縦桁企画環境部企画課2002)､長崎県

(長崎LI,i,-県は環境部企画課2001)などのよう

に､絶滅が危供される柄物として本種を取り

I_けているものもある｡本県ではエゾミソハ

ギはこれまで確rj;な生育記録がなかったため

か『冨LHEL.もの絶滅のおそれのある野生生物』

には取りLtデられていないが､本県でも現存

することが]j]らかな生育地は1ヶ所のみであ

るのに加え､個体数も極めて少ないことから､

rL･).1壬の絶滅危慎種ランクに相当すると判断さ

れる　なお､本棟は花が美しく冠水に耐える
Jr′LTfが/Hlされ､最近ビオトープに植栽する

u途でt-1'げ′f=漉され広く販売されているが､

本来のLrJ′hL"'lとの混同や遺伝子汚染を防ぐた

めに､進出する可能性がある立地では使用を

考慮する必要がある｡

.妊拠標本:富山市萩原(神通川の中洲北陸

ELl劫車道のF付近),高木末吉,2004. 7. 15

(TYM 10091 )

2-7.ヒメビシ　TI･aPalnCISaSleboldet

Zucc.ヒシ外

書舶勿.LL-I,i,ri会Aiの高橋政則氏により富山市で

1m三された｢本楯は本州の湖沼､溜め池､水

踊なとに群′fする　や生の浮柴柏物で(角野

1994)､ I.Lil.llllJ.]J=も産する同属のヒシ　T.

lap()nLCa F1亡､r()Vに似るが､ノih-Eul得られた標本

はLTZ柴がlくさト1,5cm､幅0.8-1.4cmと小戦

で縦比の州ノ(菱形である､浮葉の緑の鋸歯は

糾い､葉柄や染出はごく若いものではまばら

に七があるものの成柴ではほぼ撫毛である等

の特徴を確,,とし､ヒメピシと同'JtしたD確認

税場lrhL･. [= [fJJlJh ,r椛のilを5];]丘陵西面に位置する

ため池川,Lilt,I:.L,J群J90m)で､高橋氏が採集した時

IFJ､ではrluAJL1.1を中心にヒシャウキシハなどと共

にL5､6佃休が′t:_ffしているのが観察された

が､その後の増水により幽岸部分へのt:/l入り

ができなくなり‖相打な調叡ま行うことができ

なかったC角野(1994)は､ヒメビシは他のヒ

シ属植物と比較すると果実が全幅約20mmと

きわめて小さく細長い4刺があl)､果体もや

や縦長であるなどの特徴を述べているが､今

回は前述の理由で果実を確認することはでき

なかった｡他のヒシ属植物が増加の傾向にあ

るのに対し､本種は各地で消滅が相次ぎ稀な

種になっており(角野1994)､ 『環境庁レノド

チ-タフノク2000』では絶滅危倶ⅠⅠ類(VU)

とされている｡本県でも『富山県植物誌』に

は｢低地のヒシ頬中もっとも普通に生育｣と

記述されているが､その後の確認例はない｡

『富山県の絶滅のおそれのある野生生物jで

は絶滅危倶種としてリストアノブされ､標本

で確認される生育地は1ヶ所に限定されてい

ると記述されている｡富山市科学文化センタ
ー標本庫に収蔵されているヒシ属標本を調査

したところ､県内産のヒメビシの標本は1981

年に細人相で採集されたもの(TOYA 6008)

が収蔵されているのみであったo今回の高橋

氏の調査により23年ぶりに県内の確実な硯存

産地が確認されたことになるo

証拠標本:富山市山本(室任地),高橋政則,

2004. 8. 13(TYM 10094);婦負郡細人相割IIJ,

大日通人, 1981, 7.20(TOYA6008).

2-8.マルバノイチヤクソウ　Pyrola

nephrophylla(Andres) Andres　イチヤクソ

ウ科

本種は南千島から九州の　二次落葉樹林や針

葉樹林内にEl=育する多年草で(Takahashl

1993)､今L朋雀認されたものはイチヤクソウ

属のうちでも葉が扇円形であり､幅が良さよ

りも人きいといった特徴から本校と同定した

(Flg. 10)0 r口J様に柴の幅が長さより大きいも

のに富山県でも亜高山帯の針紫樹林にまれに

みられるシンヨウイチヤクソウP.TenJfolla

Maxlm.があるが､今回得られたものは柴は

腎円形ではなく､表面は一様に深緑色でやや

光沢がある特徴がありジンヨウイチヤクソウ

とは異なるものであった｡確認時は晩秋であ
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り花や果')引ま確認できなかった｡確認硯場は

南砺rhJの標r馬約700mの11｣地で､比較的近年

に伐採史新が行われたと推定さjtる明るい低

木林の林床であ-)た｡生育が確認できたのは

2m X 5m稚度の面櫓で個体数は少なくなか

ったが､本椎は地卜茎を出してクローナルな

繁殖を行うため(Takahashl 1993)､今回兄い

出された個体群も1クローンまたは致クロー

ンのみから成り-Ll_つている可能性もある0　本

種は『富11111,I,･植物誌』なとの県内のフロラを

扱った文献では扱われていないが､富山市科

学文化センター標本庫には魚津市(TOYA

6209)および氷姐市(TOYA 57940)で採集さ

れた標本が収蔵されている｡ 『富山県の絶滅

のおそれのある野生生物』では本棟を絶滅危

倶種として取り卜けており､県内の生育地は

魚津市および氷見市の2ヶ所のみと記述して
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証拠標本:魚津市,吉沢悦子, 1958. 8. 17.

(TOYA 6209);南砺市,大原隆明, 2004. 9. 26

(TYM 10095);氷見市,中川定一, 2000. 10. 29

(TOYA 57940).

2-9.ヤマトウパナ　ClJnopodLum multLCaule

(Maxlm.)Kuntze　シソ科

植物誌部会主催の定例調査会時に南砺市で

採集された0本種は国内では静岡県以西の本

州中西部､四国､九州､琉球に標高1300mま

でに生育するとされる多年草である(Murata

& Yamazakl 1993)｡今回本県で確認された

ものは､花冠が長さ7-8mmと大きく(Flg.

ll)､白色-帯淡紅色である点は同属のヤマ

クルマバナF. chLnenSe(Benth.) 0.Kuntze var.

shLbetchense (Lev.) Koldz.に似るが､花序は

ほとんど頂生であること､花の基部につく′ト

竜は長さ2mm程度と小型で目立たないこと

等の点で明らかに異なるものであった｡また

ミヤマトウバナやイヌトウバナの成長の悪い

個体にもやや似るが､今回のものは前述のよ

うに花冠が明らかに大きく､讐筒も長さ

5mm以上と大型であることで異なっていた｡

変種関係にされることもあるヒロハノヤマト

ウハナは最もよく似ているが､今回のものは

曹筒には短い聞出毛とごく短い短毛がまばら

にあるのみで長い聞出軟毛はない､花序は長

さ2cm以内と短い､草丈も15-20cmと低い

などの特徴があることからヤマトウバナと同

定されるものであった｡今回本種が確認され

た現場は南砺市中部(旧城端町)の森林公園

内の林縁路傍(標高約700m)で､ハナタデ､

ヒメキンミズヒキ､ツルニンジンなどと同所

的に生育していた｡生育数は少なくはなく､

多数の開花が観察されたo 『富山県植物詰』

はヤマトウバナについて｢山地草原にややま

れに生育｣と記述した上で人形山､医王山､

平付下梨といった南砺市中南部を産地として

挙げているが､富IL｢市科学文化センター標本

庫にはこれらの産地で採集されたヤマトウバ

ナと同定された標本は収蔵されていなかっ

た｡県内産のヤマトウハナと同定されていた

標本は､県東部(朝日町､大山町)産が2点､

県西部(旧井口村)産が1点あったが､これら

は全て等筒に開出長軟毛が多いことからヒロ

ハヤマトウバナと同定されるものであり､ヤ

マトウバナと同定される標本は含まれていな

かった｡一方､イヌトウバナと同定されてい

た標本中にも大沢野町産のヤマトウバナに似

たものが含まれていたが､これも等筒の毛の

状態などから判断するとヒロハヤマトウハナ

と同意されるものであったo 『富山県植物誌』

にはヒロハヤマトウバナの記述がないことを

考えあわせると､本県ではヤマトウハナとヒ

ロハヤマトウバナを区別していなかったのか

もしれない｡今回確実なヤマトウハナの標本

が得られたことで､県内にはヤマトウハナと

ヒロハヤマトウバナの両種ともが生育するこ

とが明らかになった｡ヤマトウバナは富山県

FIE. 1 1. CJl'nopodLum mLLJtlCaule at flowering

stage ln Nanto Clty, Toyama Prefecture

(September 26, 2004).
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の近隣地域では全県に記録があるが､長野県

(井上1997b)では南部のみに生育するとされ

ている｡また近藤(1983)が示した新潟県内

での分布図では佐渡島のみが産地として示さ

れているが､ヒロハヤマトウバナに関する記

述はなくこれが本当にヤマトウハナであるの

か,ヒロハヤマトウハナであるのかは判断で

きない｡いずれにせよ､本土地域の日本海側

では本県がヤマトウバナの北限に当たる可能

性が高いが､ヤマトウバナの確実な産地は現

在のところ今回報告する生育地のみであり本

種が県内のどのあたりまで分布するのかは不

明である｡ヤマトウバナとヒロハヤマトウバ

ナの両者が生育する長野県内では､この両者

が徐々に移行するように思われるとの理由

で､井上(1997b)はこれら2種を変種関係に

して扱っている｡このグループの分類学的な

取扱いを考える上でも､富山県内でのヤマト

ウバナ､ヒロハヤマトウバナの詳細な分布と

形態に関する調査が望まれる｡

証拠標本　東砺波郡城端町林道原山つく

ばね森林公園,荒川知代, 2004.9. 26(TYM

10098);掛橋幹男･掛橋富子, 2004.9. 26

(TYM 10096) ;下野末佐美, 2004.9. 26(TYM

10097 ).

2-10.ヤマジノギク(アレノノギク)

AsterhL-spLdLLSThunb.キク科

植物誌部会員の下野末佐美氏により立山町

で採集されたo今回生育が確認されたものは､

茎は直立､中部以上で分岐し白い斜上する粗

毛が多い､茎下部の乗は数対の鋸歯があるが

花時には枯れ､茎上部の葉はほぼ無鋸歯で倒

披針形､頭花は直径30-35mmとやや大型､

給電片は線形で先端は鋭尖頭､ほぼ同大､舌

状花は青紫色で冠毛は長さ約1mm､筒状花

の冠毛は長さ約5mmで表面に上向きの突起

が多いなどの特徴を確認し､本桂と同定した｡

今回本種が確認された場所は前述のコアかノ

と同じ立山町の低山帯を通過する林道のやや

乾いた法面(標高約500m)で､ 2ヶ所に数十
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標本の閲覧に便71'を頂くとともに原稿を査

"･JLl頂いた富1日rh柑羊文化センター専門学芸員

の太目】迫入代､ならびに学芸員の坂井奈緒子

氏にお礼申し卜けます｡また､サンショウモ

の標本や情報を提供頂き本稿での使用を許可

ドきったけけ]そ至氏に感謝します｡
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Materiaisfor the Fungus Flora ofToyama Prefecture (3)

Makoto Hashlya

BotanlC Gardens of Toyama,

42 Kamlkutsuwada, Fuchu-machl, Toyama 939-2713, Japan

Abstract : Three rare fungl, Mycena peJL'anlhJna (Fr. ) Qu6l., HJgrOCybe subcJnnabanna

(Hongo)Hongo, Coz･tJnaI･1uS nlgL･OSquamOSuS Hongo, were found ln Toyama

Prefecture. They are new to the fungus flora of the Prefecture･

Keywords: fungus flora, new records, Toyama

一二　　一一

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3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｡

1.アカバシメジ

Mycena pILanthJna (Fr.)Quを1. (キシメジ科)

Flg.1

2004年9月24日､大山町有峰砥谷半島遊歩

道沿いで採集した｡環境はミズナラやヤマハ

ンノキの生えた落葉広葉樹林床で､地上に積

もった落ち葉の間から発生していた｡

本種は､湿時傘表面の緑部に条線が見られ

るなど同属のサクラタケM.puL･a(Pers.: Fr.)

Kummerに似るが､柄がより太く､ひだの縁

部が紫を帯びた茶色のシスチジアによって縁

取られること､などによって容易に区別でき

る｡また北米に産する同属のM.JammLenSJS

HarmaJaやM.TLJtLlanlJfoTmLS (Mumll) Murrill

とは､胞子の巾が4/J以下と小さいことで区
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FIE.1. Mycen(i PeJJanlhJna (Fr.) Quとl (M.Hashlya 4475). Scalebar - 1cm.

威氏によって抹ij,された｡ '1:.育地はアカマ

ソ.コナラ林で､地1二より発生していたし

本楯は､傘の附ま1 -3cm時に中央に突

起があり､色は紫を･,"F',･ひた赤色で､表面の粘

ノr'1はなくIF'1･iLJL｢,ひたはやや疎で淡い赤ワイン

色を′JILL､やや垂′Lo柄は中空で､肉質はや

やもろい｡傘衣伯lにささくれがないこと､色

がirrlJやオレンジを.Ii',･びか､こと､ひだが維生

しないこと､また′r-j†場所がミスコケトでな

いことなとによ一ノて､ 7カヤマタケ域へニヤ

I(タケ亜節の他種とLx_別できるC

本椎は､本郷=)こ雄凡二よって新種記載され

た(Hongo1960)帥粗で､記載論文にはタイ

プUカT)ティーとしてL_I,i/hnLI.1.-11鮒柵があげら

れているノ　また2()()31日二は､細井県丹′F_郡朝

川Lr｣でもirLrl,J川1.総で㌻植物帆i_催きのこ観察会

で本fF帥;～.-本を守!上ている｡他の報iL.-･としては､

イ川llJ.いイ川;きのこ仝1999)､細井県(砧井き

a)こ1'ミ1995).北,fEjJ凸(,L馬橋1991J∴E.･.I,'城県

(I/i'雌汗]'･七/J‖ ) ､上,1日:L㌧JH,1日:_敗古山.11i史博

物結1999)､京都府(i:見.高ll1 1986)､ LH:.上

県(広島きのこ同好会2000)がある｡

保管標本

富山県中新川郡立Hl町L∵山草､アカマノ.コ

ナラ林､高橋威､ 2CXMlf:-lOH3川(M.Hashlya

4699).

福井県丹生郡朝日町柴原､アカマツ･コナ

ラ林､福井県総合柄物極目三催｢きのこ観'f;絵J

参加者､ 2003年10月11日(M.Hashlya3979)

3.オ二フウセンタケ

CoITlnanuS nlgTO5qUamOSLLS Hong() ( 7ウセ

ンタケ科) FIE.3

2002年10月5日､卜市町大岩のアカマノ･

コナラ林内で､ rll央植物LIBj友の会きのこ部会

会員の寺林栄樹氏によって採集された｡

木柱は､傘は往3-8cm､淡いLTt上色の

地に黒褐色を帯び､表帆二はIjEのとがったサ

サクレ状の鱗片が多数みられ､中央部はほほ

｣繁褐色をした鱗片に拡われる,,柄は傘と川じ



I)H LJHH-) 仰1　日日付†州,Ll1jllL′rll　う1
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FLHl. _I. HJ･gr()C_t･bp sLlbcLnnabaL･Jna (Hongo) Hongo LM Hashlya 4699l･ Scale

llllg. L'3. Ll()rlJnarlLIS nLgr()SqLLam()BUS Hongo (M.Hashlya 3297) Scale bar
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淡い黄土色で､つばにあたるクモの巣膜より

卜部には黒褐色の鱗片が見られる｡同属のサ

サクレフウセンタケC.phoILdeus (Fr∴Fr.) Fr.

に似るが､ササクレフウセンタケは傘表面の

鱗片が茶褐色でより細かく､カバノキ科の樹

木とともに見られるなどの違いがある｡

本種は､本郷次雄氏によって新種記載され

た(Hongo 1969)種類で､記載文にはタイプ

ロカリティーの兵庫県山崎町の他に､滋賀県

甲良町があげられている｡また千葉県(千葉

県環境部自然保護課1999)では県のRDBで

｢保護を必要とする生物｣に指定されており､

他には石川県(石川きのこ会1999)､栃木県

(栃木県2002)､埼玉県(埼玉県立自然史博物

館1999)､東京都(埼玉県立自然史博物館

1999)､千葉県(吹春他1995)､熊本県と大

分県(塩津孝博私信)で記録がある｡またイ

ンターネット上では､奈良県､広島県､新潟

県､兵庫県で記録があるが詳細は不明であるQ

海外ではニューギニアのカスクノブシス林で

記録がある(本郷1987)｡

保管標本

富山県中新川郡上市町大岩､アカマツ･コ

ナラ林､寺林栄樹､ 2002年10月5日

(M.Hashlya 3297).

ヤマヒガサタケをいただいた高橋　威氏､

オ二7ウセンタケをいただいた寺林栄樹氏､

ならびにヤマヒガサタケの写真をいただいた

野津晃　一氏に感謝いたします｡情報をいただ

いた服部真由美氏､井本敏和氏､安藤洋子氏､

塩津孝博氏､並びに村上康明氏に感謝しま

す｡
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Flg. 1. SornatlC metaphase chromosomes of AdenQPhora

JはtSLJShLmae (2n-34). Bar lndlCateS 5/I rn,

ックシイワシヤジンの根端分裂組織を使って押し潰し法による染色体の祝架を行った｡その

純果､染色体数は2n-34で､イワシヤジンやサイヨウシヤジンなどと同じ数であったが､諜形

の似たソバナ(2n-36)とは異なる数であったo材料には九州大学宮崎演円林より寄贈してrf【い

た種子を播種し､成長した個体を観察に用いた｡ここに謝意を申し上げる｡
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