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生物多様性 biodiversity
遺伝子、個体群、種、生物群集および生態系のレベルにおける

構造的、機能的多様性

熱帯雨林



熱帯雨林



３面コンクリートの“効率のよい”用水路



バイカモ、ナガエミクリ、沈水セリなどの繁茂した“効率の悪い”用水路





多様性の保全＝持続性の保障

南米ペルーアンデスで栽培されている原種ジャガイモの多様性



生物多様性条約
（生物の多様性に関する条約)

Convention on Biological Diversity （CBD）

・1993年12月29日、発効
・2006年4月現在、187か国及びECが締結。米国は未締結。

目的

1) 地球上の多様な生物をその生息環境とともに
保全すること

2)  生物資源を持続可能であるように利用すること
3)  遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に

配分すること



水質悪化で十二町潟から絶滅

オニバス(上)とセンニンモ(右)

http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A5%AA%A5%CB%A5%D0%A5%B9/U=http%3A%2F%2Fwww.city.niigata.niigata.jp%2Finfo%2Fkantai%2Fshicchi_no_shokubutu%2Fonibasu.jpg/O=e131240915860c8e/P=6/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153098695/SIG=12ki1no2t/*-http%3A//www.city.niigata.niigata.jp/info/kantai/shicchi_no_shokubutu/onibasu.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A5%AA%A5%CB%A5%D0%A5%B9/U=http%3A%2F%2Fwww.city.niigata.niigata.jp%2Finfo%2Fkantai%2Fshicchi_no_shokubutu%2Fonibasu.jpg/O=e131240915860c8e/P=6/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153098695/SIG=12ki1no2t/*-http%3A//www.city.niigata.niigata.jp/info/kantai/shicchi_no_shokubutu/onibasu.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A5%BB%A5%F3%A5%CB%A5%F3%A5%E2/U=http%3A%2F%2Fwww.kobe-c.ed.jp%2Fshizen%2Fwtplant%2Fwtplant%2F1403602.jpg/O=c62d7431add0a84c/P=6/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153099370/SIG=11vt6qsb1/*-http%3A//www.kobe-c.ed.jp/shizen/wtplant/wtplant/1403602.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A5%BB%A5%F3%A5%CB%A5%F3%A5%E2/U=http%3A%2F%2Fwww.kobe-c.ed.jp%2Fshizen%2Fwtplant%2Fwtplant%2F1403602.jpg/O=c62d7431add0a84c/P=6/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153099370/SIG=11vt6qsb1/*-http%3A//www.kobe-c.ed.jp/shizen/wtplant/wtplant/1403602.jpg


生物どうしのつながり

ウマノスズクサはジャコウアゲハの食草

http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A5%A6%A5%DE%A5%CE%A5%B9%A5%BA%A5%AF%A5%B5/U=http%3A%2F%2Frika.educ.kumamoto-u.ac.jp%2Fezuko%2Fumanosuzukusa3.jpg/O=82d0062b6c81898e/P=9/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153098968/SIG=11verfbkd/*-http%3A//rika.educ.kumamoto-u.ac.jp/ezuko/umanosuzukusa3.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A5%A6%A5%DE%A5%CE%A5%B9%A5%BA%A5%AF%A5%B5/U=http%3A%2F%2Frika.educ.kumamoto-u.ac.jp%2Fezuko%2Fumanosuzukusa3.jpg/O=82d0062b6c81898e/P=9/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153098968/SIG=11verfbkd/*-http%3A//rika.educ.kumamoto-u.ac.jp/ezuko/umanosuzukusa3.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A5%B8%A5%E3%A5%B3%A5%A6%A5%A2%A5%B2%A5%CF/U=http%3A%2F%2Fwww.itakon.com%2Fmushi%2Fbutterfly%2Fimages%2Fjakou.jpg/O=9406f9872ee2167e/P=3/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153099116/SIG=11rmmvd85/*-http%3A//www.itakon.com/mushi/butterfly/images/jakou.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A5%B8%A5%E3%A5%B3%A5%A6%A5%A2%A5%B2%A5%CF/U=http%3A%2F%2Fwww.itakon.com%2Fmushi%2Fbutterfly%2Fimages%2Fjakou.jpg/O=9406f9872ee2167e/P=3/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153099116/SIG=11rmmvd85/*-http%3A//www.itakon.com/mushi/butterfly/images/jakou.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A5%B8%A5%E3%A5%B3%A5%A6%A5%A2%A5%B2%A5%CF/U=http%3A%2F%2Fwww.g-hopper.ne.jp%2Ffree%2Ffukuda%2Fzukan-a%2Fagehacho%2Fimages%2Fza_jakoageha-32.jpg/O=6a32406019f1606c/P=13/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153099189/SIG=12m3985sf/*-http%3A//www.g-hopper.ne.jp/free/fukuda/zukan-a/agehacho/images/za_jakoageha-32.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A5%B8%A5%E3%A5%B3%A5%A6%A5%A2%A5%B2%A5%CF/U=http%3A%2F%2Fwww.g-hopper.ne.jp%2Ffree%2Ffukuda%2Fzukan-a%2Fagehacho%2Fimages%2Fza_jakoageha-32.jpg/O=6a32406019f1606c/P=13/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153099189/SIG=12m3985sf/*-http%3A//www.g-hopper.ne.jp/free/fukuda/zukan-a/agehacho/images/za_jakoageha-32.jpg


中国雲南省の少数民族の薬草

医薬品原料としての植物



何が植物の絶滅をもたらすか?

開発

http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A5%B4%A5%EB%A5%D5%BE%EC%B9%A9%BB%F6/U=http%3A%2F%2Ffish.miracle.ne.jp%2Ffukudaco%2FDoboku11.jpgaY.jpg/O=9d50c7f32e05059c/P=55/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153101476/SIG=11q8g55oe/*-http%3A//fish.miracle.ne.jp/fukudaco/Doboku11.jpgaY.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A5%B4%A5%EB%A5%D5%BE%EC%B9%A9%BB%F6/U=http%3A%2F%2Ffish.miracle.ne.jp%2Ffukudaco%2FDoboku11.jpgaY.jpg/O=9d50c7f32e05059c/P=55/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153101476/SIG=11q8g55oe/*-http%3A//fish.miracle.ne.jp/fukudaco/Doboku11.jpgaY.jpg


何が植物の絶滅をもたらすか?

採集

http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%BF%A2%CA%AA%BA%CE%BC%E8/U=http%3A%2F%2Fwww.pref.iwate.jp%2F%7Ehp1308%2Fkankyou%2Fisyoku%2Fisyoku3.jpg/O=3511e3b525032366/P=150/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153102442/SIG=1208f6g7g/*-http%3A//www.pref.iwate.jp/~hp1308/kankyou/isyoku/isyoku3.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%BF%A2%CA%AA%BA%CE%BC%E8/U=http%3A%2F%2Fwww.pref.iwate.jp%2F%7Ehp1308%2Fkankyou%2Fisyoku%2Fisyoku3.jpg/O=3511e3b525032366/P=150/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153102442/SIG=1208f6g7g/*-http%3A//www.pref.iwate.jp/~hp1308/kankyou/isyoku/isyoku3.jpg


何が植物の絶滅をもたらすか?

環境汚染

http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%BF%E5%BC%C1%B1%F8%C2%F9/U=http%3A%2F%2Fwww.pref.iwate.jp%2F%7Ehp0315%2Fjiko%2Fjiko150515-1.jpg/O=89ca099cea205e5c/P=2/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153102672/SIG=11ru9puq5/*-http%3A//www.pref.iwate.jp/~hp0315/jiko/jiko150515-1.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%BF%E5%BC%C1%B1%F8%C2%F9/U=http%3A%2F%2Fwww.pref.iwate.jp%2F%7Ehp0315%2Fjiko%2Fjiko150515-1.jpg/O=89ca099cea205e5c/P=2/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153102672/SIG=11ru9puq5/*-http%3A//www.pref.iwate.jp/~hp0315/jiko/jiko150515-1.jpg


何が植物の絶滅をもたらすか?

自然災害

自然の変化

http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A4%AC%A4%B1%CA%F8%A4%EC/U=http%3A%2F%2Fwww.ann.hi-ho.ne.jp%2Fshizuko%2F121.JPG/O=93042346af9adf42/P=14/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153102809/SIG=11f3nc44g/*-http%3A//www.ann.hi-ho.ne.jp/shizuko/121.JPG
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%A4%AC%A4%B1%CA%F8%A4%EC/U=http%3A%2F%2Fwww.ann.hi-ho.ne.jp%2Fshizuko%2F121.JPG/O=93042346af9adf42/P=14/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153102809/SIG=11f3nc44g/*-http%3A//www.ann.hi-ho.ne.jp/shizuko/121.JPG
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%BF%A2%C0%B8%C1%AB%B0%DC/U=http%3A%2F%2Fwww.miyazaki-u.ac.jp%2F%7Es.ito%2Fphoto%2Fumea%2Fumea014.jpg/O=c51dab04951b0da6/P=60/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153103327/SIG=11u2d7te3/*-http%3A//www.miyazaki-u.ac.jp/~s.ito/photo/umea/umea014.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%BF%A2%C0%B8%C1%AB%B0%DC/U=http%3A%2F%2Fwww.miyazaki-u.ac.jp%2F%7Es.ito%2Fphoto%2Fumea%2Fumea014.jpg/O=c51dab04951b0da6/P=60/C=fic6lm11vaflh&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1153103327/SIG=11u2d7te3/*-http%3A//www.miyazaki-u.ac.jp/~s.ito/photo/umea/umea014.jpg


何が植物の絶滅をもたらすか?

外来種

特定外来種

ボタンウキクサとオオキンケイギク



ノリ面緑化
・昭和30年代～

外来イネ科牧草

・昭和50年代～ 在来郷土種
ヨモギ、イタドリ、メドハギ、コマツナギ、ススキ、ヤマハギ、ヤシャブシ他

・最近15年：「在来郷土種」の誤解釈
国内生産（コスト高） → 輸入（韓国、中国）

富山県のノリ面緑化における使用例（2001～2006）

・ヤマハギ、メドハギ、コマツナギ、ヤハズソウ
・ﾔﾏﾊｷﾞ、ｲﾀﾁﾊｷﾞ、ﾖﾓｷﾞ、ｲﾀﾄﾞﾘ、ｽｽｷ、ﾄｰﾙﾌｪｽｸ、

ｸﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｪｽｸ、ﾚｯﾄﾞﾄｯﾌﾟ
・ﾔﾏﾊｷﾞ、ｺﾏﾂﾅｷﾞ、ｲﾀﾁﾊｷﾞ、ｱｷｸﾞﾐ、ﾇﾙﾃﾞ、ﾒﾄﾞﾊｷﾞ
・ﾔﾏﾊﾝﾉｷ、ﾔｼｬﾌﾞｼ、ﾔﾏﾊｷﾞ、ｺﾏﾂﾅｷﾞ、ｲﾀﾁﾊｷﾞ、ｱｷｸﾞﾐ、ﾇﾙﾃﾞ、

ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ、ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ
・ﾔﾏﾊﾝﾉｷ、ｼﾗｶﾝﾊﾞ、ﾔﾏﾊｷﾞ、ｺﾏﾂﾅｷﾞ、ﾇﾙﾃﾞ、ｴﾆｼﾀﾞ、ﾒﾄﾞﾊｷﾞ



ナガハグサ
Poa pratensis
ケンタッキーブルーグラス、西洋芝
ゴルフコース、家庭、公園の芝草として広く利用 。



シナダレスズメガヤ

Eragrostis curvula
ウィーピングラブグラス

南アフリカ原産の多年草。

１９５９年、法面緑化、砂防用として北アメリカから輸入 。



オニウシノケグサ

Festuca arundinacea
クリーピングレッドフェスク、トールフェスク、ケンタッキー３１フェスク

西ヨーロッパ原産の多年草。

第二次大戦後に砂防用や牧草として導入、各地に野生化。



ネズミムギ

Lolium multiflorum
イタリアンライグラス

ヨーロッパ原産１～２年草。

明治初期、牧草、緑化用として導入



ホソムギ

Lolium perenne
ペレニアルライグラス

ユーラシア大陸原産の多年草。

牧草及び緑化用として輸入され、各地に野生化。



運動会後、数人の児童が目のかゆみ、痛みを訴えた。

黄砂の影響？？・・・・・・空中花粉の採取



空中にあった花粉

ホソムギから採った花粉

10㎠あたり
2800個

乾燥

乾燥

吸水

吸水



カモガヤ

Dactylis glomerata
オーチャードグラス

ヨーロッパ、西アジア原産の多年草。

明治時代初期に牧草として導入、法面などの緑化に利用され野生化。



ノリ面緑化
・昭和30年代～

外来イネ科牧草

・昭和50年代～ 在来郷土種
ヨモギ、イタドリ、メドハギ、コマツナギ、ススキ、ヤマハギ、ヤシャブシ他

・最近15年：「在来郷土種」の誤解釈
国内生産（コスト高） → 輸入（韓国、中国）

富山県のノリ面緑化における使用例（2001～2006）

・ヤマハギ、メドハギ、コマツナギ、ヤハズソウ
・ﾔﾏﾊｷﾞ、ｲﾀﾁﾊｷﾞ、ﾖﾓｷﾞ、ｲﾀﾄﾞﾘ、ｽｽｷ、ﾄｰﾙﾌｪｽｸ、

ｸﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｪｽｸ、ﾚｯﾄﾞﾄｯﾌﾟ
・ﾔﾏﾊｷﾞ、ｺﾏﾂﾅｷﾞ、ｲﾀﾁﾊｷﾞ、ｱｷｸﾞﾐ、ﾇﾙﾃﾞ、ﾒﾄﾞﾊｷﾞ
・ﾔﾏﾊﾝﾉｷ、ﾔｼｬﾌﾞｼ、ﾔﾏﾊｷﾞ、ｺﾏﾂﾅｷﾞ、ｲﾀﾁﾊｷﾞ、ｱｷｸﾞﾐ、ﾇﾙﾃﾞ、

ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ、ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ
・ﾔﾏﾊﾝﾉｷ、ｼﾗｶﾝﾊﾞ、ﾔﾏﾊｷﾞ、ｺﾏﾂﾅｷﾞ、ﾇﾙﾃﾞ、ｴﾆｼﾀﾞ、ﾒﾄﾞﾊｷﾞ



コマツナギ Indigofera pseudotinctoria
本州北部から四国、九州、中国大陸に分布。
高さ５０～９０センチ位の落葉小低木。

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/BotanicalGarden/HTMLs/komatunagi.html http://hanamist.sakura.ne.jp/flower/riben/mame/komatunagi.html



中国産コマツナギ・・・・・・・・・・・・・・ 外来“在来郷土種”の侵入



ヤマハギ Lespedeza bicolor
北海道から九州、朝鮮、中国、極東ロシアに分布する落葉半低木。
疎林や林縁、草地などに生育する。

http://had0.big.ous.ac.jp/~hada/plantsdic/angiospermae/dicotyledoneae/choripetalae/leguminosae/yamahagi/yamahagi.htm



オクシモハギ Lespedeza davidii
ヤマハギに似て、中国の華南、華中にに分布する固有種。
1999年、山口県に帰化。

「中国高等植物図鑑」



トウクサハギ Lespedeza floribunda
ヤマハギに似た中国に広く分布する固有種。
2001年、愛媛県に帰化。

「中国高等植物図鑑」



ハナヌスビトハギ Desmodium elegans DC.
アフガニスタンからヒマラヤ・中国中部原産の落葉性低木。
大正時代に園芸種として導入されたが、1990年頃帰化。

「中国高等植物図鑑」

http://had0.big.ous.ac.jp/plantsdic/angiospermae/dicotyledoneae/choripetalae/leguminosae/hananusubitohagi/hananusubitohagi.htm





ハナハギ Campylotropis polyantha
中国の西南部に分布する落葉低木。
最近「四季咲き雲南ハギ」の名前で園芸店で流通。
2001年、愛媛県に帰化｡

「中国高等植物図鑑」

http://www.botanic.jp/plants-aa/unhagi.htm



メドハギ Lespedeza cuneata
日本全国の痩せ地に生育する多年生草本。中国
や朝鮮など東亜にも広く分布する

http://had0.big.ous.ac.jp/~hada/plantsdic/angiospermae/dicotyledoneae/choripetalae/leguminosae/medohagi/medohagi.htm



オオバメドハギ Lespedeza davurica
メドハギに似て、朝鮮、台湾、中国、モンゴル、極東ロシアに分布。
2001年、愛媛県に帰化｡

「中国高等植物図鑑」



カラメドハギ Lespedeza inshanica
メドハギに似て、朝鮮、中国に分布。
2001年、愛媛県に帰化。

「中国高等植物図鑑」



ナガバメドハギ Lespedeza caraganae
メドハギに似て、中国に分布。
2002年、愛媛県に帰化。

「植物研究雑誌」



「植物研究雑誌」



アカバナメドハギ Lespedeza lichiuniae
メドハギに似て、中国内陸に分布。
2003年、徳島県に帰化。

「植物研究雑誌」



アカバナメドハギの分布 「植物研究雑誌」



http://trees2004.jog.buttobi.net/yomogi1.htm

ヨモギ Artemisia princeps
本州、四国、九州から朝鮮、中国に分布する多年草。
低地や荒地に最も普通。



カワラヨモギ Artemisia capillaris
本州、四国、九州から朝鮮、中国、台湾、フィリピンに分布する多年草。
河原や海岸などの砂地に生える。
葉は細かく糸状に裂けており，白い絹毛が密生。

http://herb.um.u-tokyo.ac.jp/Watari_Site/box25/25/010_asteraceae1/080_artemisia/030_kawarayomogi_jp/01_16530808/01_16530808a_s.jpg



ヨモギによる緑化が施された林道ノリ面



イワヨモギ Artemisia iwayomogi
北海道から朝鮮半島、中国、シベリア南部に分布する多年草。
海岸から山地の岩礫地に生える。

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/BotanicalGarden/HTMLs/iwayomogi.html



オトコヨモギ Artemisia japonica
日本全国、朝鮮・中国・フィリピン・インドなどに分布する多年草。
原野や路傍、河原などに生育。

http://had0.big.ous.ac.jp/~hada/plantsdic/angiospermae/dicotyledoneae/sympetalae/compositae/otokoyomogi/otokoyomogi.htm



イヌヨモギ Artemisia keiskeana
北海道から九州、朝鮮・中国に分布する多年草。
山道の側などの急傾斜地、岩壁などに生育することが多い。

http://kasugak.sakura.ne.jp/comment/inuyomogi.html



ヒメヨモギ Artemisia feddei
本州，四国，九州から朝鮮、中国、台湾に分布する多年草。
道端や日当たりのよい草地、湿地などに生育。



ハイイロヨモギ Artemisia sieversiana
ヒマラヤ、モンゴル、シベリア、中国、朝鮮原産の1～越年草。
緑化、観賞用キクの接ぎ木台として導入され、1952年に長野県で初確認。



キクタニギク（アワコガネギク） Chrysanthemum seticuspe var. boreale
本州、九州、朝鮮、中国に分布する多年草。
路傍、林縁、明るい草地などに生える。

日本で最初に確認された帰化個体の写真（広島県）



キク属と野生菊

園芸菊と同じ仲間のキク科の植物 キク属 Chrysanthemum

キク属の野生種 = 野生菊



日本産野生菊の系統 週刊朝日百科「植物の世界」 (中田1994)

野生菊の種類と分布



キクタニギク

染色体数 2n=18 (二倍体)



富山県塔倉山林道( 1994年)
日本で２番目？



外来キクタニギク



富山県で発見された外来キクタニギク

(県民からの同定依頼による情報)



旧細入村の林道 (2005年10月23日 津田登氏発見)



３００m先に
リュウノウギクが
自生



染色体数が同じリュウノウギクと
交雑が懸念されることから
伐根伐採



白山スーパー林道で発見されたキクタニギク

２００4年10月15日

本多郁夫氏撮影

２００4年11月9日

本多郁夫氏撮影





四国、寒風山下の運搬路で発見されたキクタニギク





ノジギク個体群中に発見されたキクタニギク



日本産野生菊の系統 週刊朝日百科「植物の世界」 (中田1994)

野生菊の種類と分布





花粉を運ぶハナアブが飛来

キクタニギク

ノジギク



花色の変異



イワギク（広義） Chrysanthemum zawadskii s.l.
北海道から九州、朝鮮、中国、モンゴル、ロシアに分布する多年草。
石灰岩地に多く、日本では隔離分布する。

日本で最初に確認された帰化個体の写真（岩手県）



日本産野生菊の系統 週刊朝日百科「植物の世界」 (中田1994)

野生菊の種類と分布



イワギク・チョウセンノギク
2n=54 (六倍体)

イワギク群

ピレオギク 2n=72 (八倍体)



外来イワギク





イワギクの自生地 (愛媛県寒風山)



四国、瓶ヶ森林道で発見されたイワギク



越冬芽が白毛に被われる



四国、寒風山下の運搬路で発見されたイワギク
（キクタニギクと同じ場所に生育）



吹き付けによると思われるヨモギ類



シマカンギク（広義） Chrysanthemum indicum
本州西部から四国、九州、朝鮮、中国に分布する多年草。
形態の変異が大きく、いくつかの変種がある。

日本で最初に確認された帰化個体の写真（愛媛県）



日本産野生菊の系統 週刊朝日百科「植物の世界」 (中田1994)

野生菊の種類と分布



シマカンギク (アブラギク)
染色体数 2n=36 (四倍体)

2n=54 (六倍体)



外来シマカンギクの侵入と在来ノジギクとの交雑事例

愛媛県上浮穴郡小田町上田渡



Ａ

Ｂ 黄花～白花

Ｃ 白花

黄花



個体群 Ａ
4m×14m



2n=36               1 個体

2n=36+1B          4個体

染色体数



ハイシマカンギク
Chrysanthemum indicum
var. procumbens

( 広義ではシマカンギク )



中国湖北省武漢のシマカンギク（ハイシマカンギク）



中国のシマカンギク



個体群 Ｂ
7m×11m
70個体以上





2n=36      3 個体

染色体数

2n=36＋(2～4)Ｂ 4 個体

2n=39＋（3～4）Ｂ 1 個体

2n=45 6 個体

他に、 2ｎ＝38 1 個体



シマカンギク (2n=36) の交雑相手の条件

・舌状花は白花
・2n=54 (６倍体)
・周囲に自生

ノジギク 2n=54

園芸菊 2n=54 が多い



個体群C
3m×4m
2個体?



染色体数

2n=45      2 個体 2n=63 1 個体

雑種第1代に期待される数では
ない！



シマカンギク（2n=36)の ノジギク（2n=54)の
非減数配偶子 正常配偶子

n=36 n=27

2n=63 (7倍体)

2n=63 (7倍体） の起源



2002年 2007年

外来シマカンギク雑種群の５年間の変化



2002年 2007年

外来シマカンギクの５年間の変化



サンインギク （キク科）
国 該当なし
県 絶滅危惧種 → 個体群としては野生絶滅か？



植物版レッドリスト（環境省 2000）に掲載の野生菊

＜絶滅危惧IB類（ＥＮ）＞
オオイワインチン* 3県 400個体
チョウセンノギク** 1県 300個体

＜絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）＞
ワカサハマギク*** 4府県 2,000個体
ナカガワノギク*** 1県 4,000個体
イワギク 11県 2,000個体
ピレオギク 1道 300株
チシマコハマギク 1道 300株

* 環境省見直し(2007)で絶滅危惧Ⅱ類 (VU) に降格
** 同 絶滅危惧ⅠB (EN) に昇格

*** 同 準絶滅危惧 (NT) に降格

追加： 絶滅危惧Ⅱ類 (VU) にオオシマノジギク

準絶滅危惧 (NT) にキクタニギク、トカラノギク



北陸地方に分布する野生菊

高山 イワインチン 富山 (DD)
オオイワインチン 富山 (DD)
イワギク 福井 (VU) ・ 石川 (NT)

山地 リュウノウギク 福井・ 石川 (NT) ・ 富山

海岸 ワカサハマギク 福井 (VU)
サンインギク 福井 (CS) ・ 石川 (CE) ・富山 (CE)

各県におけるレッドリストカテゴリー CE: 絶滅危惧Ⅰ類
VU: 絶滅危惧Ⅱ類
NT: 準絶滅危惧
CS: 要注目
DD: 情報不足



１. 調査研究 植物相の調査、絶滅危惧植物の実態調査

◎地域住民の方との連携が不可欠

富山県中央植物園友の会植物誌部会の活動

生物(植物)多様性の保全と植物園の役割



２. 情報提供、教育普及 報道発表、展示・講座・講習会

３. 保全事業 増殖、自生地外保存


