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長距離散 布 分布論か らみ た散布

　小 　 　野 　 　幹 　 　雄

（東京都立大学理 学部牧野標本館）

　胞子 や種子 そ の 他 の 散布体に よ る高等植物 の 散布 dis−

persal に は 2 っ の 異 っ た性格 がある．第一
は そ の 植物 の

生活史 の 中で 日常的 に 起 る 生殖 行為の 結果 と して ，親個

体を離れて 散布体が 親 の 周辺 に まき散 らされ，そ の 分布

域を拡 げ た り移動 さ せ た りす る こ と で あ る．こ の 現 象 は

通 常，個体数 の 増加 を伴 う．生 態学 の 領 域 で は，こ の 意

味 で の dispersa正に 「分散 」 とい う語 を使 うこ とが多 い ．

分散とい う言葉自体が，分布 の 拡が りと 個体数 の 増加，

そ して そ の 継続的 な くり返 しを暗黙 の うち に 前提 と した

ニ ュア ン ス を も っ て い る ．

　こ れ に対 し第 二 の 性格 は も っ と ア ク シ デ ン タ ル な 側面

が あ る．
’
確率的 に は き わ め て 低 い 事象で も ， 何 らか の 偶

然 が 重 な っ て ご く少数 の 散布体が 長距離 に 移動 し，好運

に もそ こ に 定着 して 新 しい 分布域 を作 る よ う な 場合 で あ

る．日常的に くり返 さ れ る 可能性は まずな い 偶発的 な 現

象 な の で ，生 態学 の 対象 とな る こ とは少 な い ．昔か ら植

物地理 学 ， と くに 分布論の 上 で 論じ られ る こ と で あ っ た ．

こ の 意 味で は 「散布 」 と い う語 の 方 が 語 感 か らい っ て も

妥当 で あ る．こ の 語 に は 個体数 の 増加 とか ，継続的 な く

りか え し と い っ た 「分散」 の 語 の もっ ニ
ュ ァ ン ス が な い

か らで あ る ．分布論 で は こ の 意味を強 調 し て ， と く に

1
一
跳躍散布 jurnp−dispersalと い う こ と が あ る．＊ 1

　 とこ ろで ，通常 の 散布方式 と して は散布体 を運 ぶ 媒体

（media ）に よ っ て ， 重 力散布 geochory ，風散布 ane −

mochory ，水流散布 hydrochory ，動物散布 zoochory

など に 分類され ， 植物 の 側 に もそ れぞれ の media に 対

応 す る 散 布 の メ カ ニ ズ ム が 発達 して い る点 は，種子植物

の 送 ・受粉 pollination の 様式 と同様 で あ る．

　 こ こ で は こ の う ち ， 分布論 で 問題 に す る 長距離散布 に

しぼ っ て 話を 進 め よ う．長距離散布 の 場合，散布体 自身

に マ
ーキ ン グ して その 散布状況を追跡 ・調査す る

’
こ とは

技術的に き わ め て 難し い ．こ の た め 長距離散布 の 認識 は，

隔離 さ れ た 地域 に 域外か ら侵入 した植物 を材料 に ，そ の

起原 地 （origln ）を 推定 し，か っ 散布 の メ デ ィ ア を 想定

す る と い う，い わば 疫学的 な 方法 に 頼 っ た デ
ー

タ が 蓄積

され て き た ．中 で も，か つ て い か な る 大陸 や 陸塊 に も地

続き に な った 歴 史を もた な い ，い わゆ る海洋 島 oceanic

isIand＊2
の フ ロ ラの 研究が そ の よ うな テ

ー
タ を提供

』
して

きた （Carlquist　1965，1974，　 Tryon 　1979）．また海底

火山 の 爆発 や 隆起，爆裂 に よ る裸地 の 新生 な どを契機 に ，

処女地 に お け る 植物 の 侵 入 ，定着を継続的 に 追跡，記 載

す る方法 で も貴重 な デ
ー

タ が 提供 され て きた．古 くは，

Doctors 　 van 　 Leeuwen （1936） に よ る ク ラ カ ト ウ 島で

の 1883年 か ら50年 に 渡 る 調査 は 有名 だ し，最近 で は ア イ

表 1　 主な大陸 ， 大陸島， お よ び海洋島の 管束植物 フ ロ ラ構成の 比較

大

陸

大

陸

島

海

洋

島

シ ダ植物　　　裸子植物 単子葉植物　　双子 葉植物 ブ ナ 科

北 ア メ リ カ 東 部

フ　　　ラ　　　ン 　　　ス

2．71 ％

2．09

0，58 ％

0，48

28．　24 ％

21．13

68．45 ％　　　　（0．68 ％）

76．29　　　　　　（0．32　　）

イ　　 ギ 　　 リ　　 ス

琉

ノ 丶

小

3．99 0，77 25．45 69．78 （0．18　 ）

本 （北海道〜九州） 9．59 0，96 27．03 62．42 （0，48 ）

球　 　列 島 13，58 0，27 27．28 58．91 （0、33 ）

ワ　 イ　 諸 島 12．28 0 14．61 73．09 0

ラ パ ゴ ス 諸 島 19．71 0 15．65 64．64 0

笠　 原　 群 島 18．08 0，26 28．42 53．23 0

　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　（内　数 ）

デ
ー

タ ．Greason （1952），　 Coste （1937），　 Clapham ，　 TuLin ＆ Warburg （1957）， 大井 （1961），
　Walker

　　　　（1976）， St．　John （1973），　 Porter （1980），　 Kobayashi ＆ Ono （1981）
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ス ラ ン ド沖 の 火山島で の 調査 もある（Fridriksson　1984）．

　海洋島に おけ る長距離散布 は 上記 の メ デ ィ ア の うち ，

と く に 風 海流 お よ び動物 （鳥） に よ る もの が 大部分を

占 め る ．こ れ は 個 々 の 島 の フ ロ ラ を構成す る高等植物 の

散布様式 （具体的に は ど の よ うな メ デ ィ ア に 適応 した 散

布体を もつ か　　とい う面か らの 解析 ）か ら推定 され る

結論 で あ る ．

　こ の うち風散布は，微小で 大量 の 散布体を もつ 植物，

た と え ば ラ ン 科 の 種子 や シ ダ 植物 の 胞子 な どが 空中 lcee

い 上 り ， とき に は信 じ られ な い ほ ど の長距離を飛ば さ れ

る ．た と え ば南極大陸で の 観測 で は 大 量 の 花粉な ど に 混

じ っ て ，種子 や 胞子，さ らに ク モ や カ タ ッ ム リ さえ飛 ん

で い た とい う （Akers 　 et 　 aL 　l979）．た だ こ れ らの 散布

体 が 高空を寒冷 や 紫外線 に 耐え て 無事 に 飛行 し， か つ 安

全 に着地 して 発芽，定着を で き る か ど うか は別の 問題 で

あ る，常識的 に い っ て き わ め て ロ ス の 多 い 散布方式 で あ

るが，長距離散布を こ の 方式 に たよ るこ との 多 い シ ダ植

物 の フ ロ ラ中 に 占め る 比率 （い わ ゆ る シ ダ率 fern　ratio ）

が ，海洋島 に お い て は大陸や大陸島 の それ に くらべ て か

な り高 い こ とも知 られて い る （表 1）．

　
一

方，海 流 に よ る散布 は ，ご く日常的 に くり返 さ れ る

ケ
ー

ス と，非常 に 稀 に 偶然 に 起 る場合があ る．前者 の ケ

ー
ス は む しろ前述 の分散 （あ る い は 拡散） と い う べ き 現

象で ，ハ マ ゴ ウ や グ ン バ イ ヒ ル ガ オ，ハ マ ナ タ マ メ ，

ク サ トベ ラ　 などとくに 熱帯 ・亜熱帯 の 海浜植物 に ご く

ふ つ うに 見 られる．マ ン グ ロ
ーブ を形作 る ヒ ル ギ科そ の

他 の 植物 や，コ コ ヤ シ な ども同様 で あ る．日本 で は黒潮

に 乗 っ て 運 ば れ る漂着散 布 体 の 例 と して シ ナ ア ブ ラ ギ リ

Aleurites 　fordiiや ク ク イ ノ キ A ．　 molUCC α na な どの

熱帯 性 トウ ダ イ グサ 科，サ ガ リバ ナ 科 の ゴ バ ン ノ ア シ

B α rringtoni α cesiatic α ，その他 の 例 が 報告 され て い る

（中西 1983）．こ れ らの 多 くは比較的頻繁 に 特定 の 地域

に漂着する こ と と，定着す る場所が海浜に 限 られ る こ と

か ら，定着 した 集団間 に 隔eelCよ る種分化 が 起 るよ うな

例 は 知 られ て い な い ．い わ ゆ る汎 熱 帯 ・汎 海浜 植物 で あ

る ．こ れ に対 し きわ め て 稀 に，た と え ば流木な ど に 付 着

し て 漂着す る よ う な ケ
ー

ス で は ，後述 の 鳥散布 の 場合 と

同様な 隔離が 期待さ れ る．Carlquist （1974） が rare −

case 　driftと呼ん で frequent　driftと区別 した例 で あ

る ．

　 こ こ で は しか し鳥散布 の 様式を中心 に 議論を進 め よう．

鳥 に よ っ て 運 ばれ る散布体 は 種子 ま た は そ れ を内包 す る

果実で あ る 、胞子 が対象と な る こ と は まず な い ．した が

っ て 鳥散布 は 種子植物 に 限 られ，しか もほ とん どの 場 合

被子植物で あ る
＊ 3．こ の こ とは 進化史的に も，

』ジ ュラ 紀

末か ら白亜紀初頭 とされ る鳥類 の 出現 が ，被子植物 の 登

場 ・発展 の 時期と ほ ぼ
一

致する こ と か ら も う な づ け る こ

とで あ る．

　 もと もと植物進化に お け る 「種子」 の 出現 は 陸上維管

束植物 の 生活史 の 中 で ，乾燥 に 対す る適応 を，そ の 点 で

の ウ ィ
ーク ポ イ ン ト ともい え る配偶体 （前葉体） とそ こ

に 生 じる雌性配 偶子 を胚珠の 中に 閉 じ込 め る こ と で 完成

させ た もの とい え よ う．しか しこ の こ とは，一
方 で 胞子

の もつ 大量 か つ 長距離の 散布能力を犠牲 に した こ とで も

あ る．さ らに 被子植物 に 至 っ て 胚珠は子房中 に 埋没 し，

栄養的に も乾燥に対 して もよ り万全 の保護を受け る こ と

と な っ た が，重 量化 と 大形化 は ますます進 ん で 散布力を

失わざ る を得 な くな っ た ．鳥 に 代表 され る 動物散布 は こ

の 点 で ，比較的少数で 大形 の 散布体をか な り確実 な方法

で
一

定 の habitat に 届ける利点 をも っ て い る．Carlquist

（1974） は鳥 に よ る散布 を ， 種子 や 痩果 に 鈎など の 付属

体を も っ て い て 羽毛 に 付着 して 運ばれ る鳥体散布 （BB ），

い ちど鳥 に食 べ られ て か ら消化管を通 っ て 排出 ， 散布 さ

れ る被食散布 （BD ，水鳥 の 水カ キ に 泥 と と も に 付着 し

て 運 ばれ る付泥散布 （BM ）および，種子 の 外 表 に 粘 着

物質 をも っ て い て 鳥 の くちば しな どに は りつ い て 運ばれ

る粘着散布 （BV ） の 四 つ に 分 けた ＊ 4．こ の 分け方 で ハ

ワ イ を始 め 太平洋諸島 の フ ロ ラ を分析す ると，圧倒的 に

鳥散布 型 の 植物 の 中で も と くに被食型 BI タ イ プ が 主 体

で あ るこ とが 明 らか とな っ た （Fig ．1）．われわれが 小笠

原 と硫黄列島で 行 っ た 解析 で も ， 明 らか な 帰化植物を 除

く自生植物中で 鳥散布 に よ ると見 られ る植物は70％に 達

し，そ の 中 で はや は りBI 型が大 半を占め て い る（Fig．2）．

鳥 に よ る長距離散布 に つ い て は 古 くか ら，鳥 の 消化管 が

短か く種子など の 腸内滞留時間が短 い こ と，渡 り鳥 の 移

動 ル ートが 南 北 方向に 限 られ る こ と，一般 に渡 り の 前 に

は 鳥 が 採餌 しな い とされ る こ とな どか ら，あま り大き な

役割 は 果 さ な い との 批判 が あ る （Cain　1971な ど ）．しか

し実 際の 海洋島 フ ロ ラの 構成 で は，上述 の よ うに 鳥散布

型，なかんず く BI型 の 散 布様式を もつ 植物 の も っ 比 率

の 高さが 誰の 目に も明 らか で ある．ま た鳥の 飛翔，運搬

能力 に つ い て も次 の よ うな報告例があ る．Taylor （1954）

に よ れ ば ； ユージ ーラ ン ド南東約 1，000k 皿 の 海洋 島 マ

ッ カ リ
ー

　Macquarie 　IsL か らマ
ーキ ン グ して 放鳥 した

ア ホ ウ ド リの 1種 Giant 　petrelが 4 ケ 月後 に 8．000km

東方 の 南 ジ ョ
ージ ア 島 （南大西洋） で 確 認 さ れ た と い う．

こ れは東西方 向 で の 長距離な移動 で あ る．ちなみ に こ の

マ ッ カ リ
ー島の 自生種子植物 フ ロ ラ は35種で そ のすべ て

が鳥散布型植物 で あ り，．そ の うちの 33種 まで が 二 ＝
一ジ

ーラ ン ドや オ ース ト ラ リア に 同一種 を もち． 1，　000　km

余 りの 跳躍散布 （jump−dispefsal） を した こ と は 明 ら

か だ とい う （Taylor 　1954）．ま た 近 藤 ら の 最 近 の ユ

ニ ーク な実験 で は ，
ツ バ キ や サ ザ ン カ の 種子 が ヒ ヨ ド リ

Microscelisαm αurotis αmaurotts の 消化管中 に 滞

留する時間は 71分か ら 1，340分 ， 平均で 155（サザ ン カ ）〜

156分 （ツ バ キ ） で あ っ た （Kondo 　 et 　 aLl982 ）．しかも
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図 1　 太平洋上 の 海洋島 フ ロ ラ の 散布様式 に もとず く比較 （Carlquist　1974）．

種皮を つ け た まま食 べ さ せ た場合 は排 出後 も例外な く発

芽能力 を 保持 して い た ，こ の 例 で は種子 の 腸内滞留時問

は 最長 22時 間 〔サ ザ ン カ ） に 達す る．きわ め て 稀な偶然

と して な ら 数 日間， 1，　000　km 余 の 跳躍散布 は 十 分 に 期

待 で き る数 値 として 注 目に 値 い しよ う．

　 とこ ろで ，こ の よ うな 解析 の 過程で もう
一

つ 顕著な現

象が注 目された．隔離 された海洋島 で はそ こ に 外部か ら

散布，侵 入 す る生物種 に対し て きび しい フ ィ ル タ
ー

が か

か る反面，ひ と た び 侵入 して 定着 した 種 に と っ て は他 の

類縁種 との 競合関係か ら解放 され る い わ ゆ る生態的解放

ecological 　 release を 背景 と して ，新た な 種分 化 の 進行

が促進 され る．そ の 結果，そ の 島 （または群 島）内 の さ

まざまな habitat に お い て ，顕著 に 適応 した
一

群 の 固有

種群が 生 じ，そ の 島固有 の 属，とき に は科 の レ ベ ル と し

て 扱われ る例が多い ．ガ ラパ ゴ ス 諸島の キ ク科 Scα lesia

属を始め ， ハ ワ イ 諸 島の サ ワ ギ キ ョ ウ 科 （Lobeliaceae）

の 諸 属 や フ ト モ モ 属 MeterosiderOs カ ナ リ ア 諸 島

の キ ク 科 Argyr α nthernum 属 な ど は 有名 な例 で あ り

（Carlquist 　1974，0rlo　1960，1970， 1971，Humphrie

l976，1979）， 規模 は小 さ い が小笠 原諸島の ミカ ン 科 の

固有 属 シ ロ テ ツ Boniniα 属 の 例 もあ る ．ま た 属を分

けな い まで も，ガ ラ パ ゴ ス の Peperomia （コ シ ョ ウ科），

カ ナ リア 諸島の Sonchus （キ ク科）な ど 多数の 固有種群

に 分化 し た 例 は 多 く，小笠 原 で も トベ ラ属 や ム ラ サ キ シ

キ ブ属な どで 群 島内分化 の 固有種群が知 られ て い る（Ono

1984，Kawakubo 　l986）．こ れ らの 適 応 放 散 的 な 種分化

それ自体 は別 の 機会 に 論 じると して ．こ こ で 注 目して お

きた い の は．そ れ らの 植物 の 散布様 式 で あ る ．

　 こ の よ うな 島内ま た は群島内種分化 の 非常に 顕著な植

物群の 散布様式を ハ ワ イ ， ガ ラパ ゴ ス ，小笠原，硫黄列
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表 2　 海洋島群島に お け る種分化 の 顕著 な 代表例 とそ の 散布形態

　　　 （硫黄列島に っ い て は 固有種を生 じて い る属全部）

群　　島 属 科
当初侵入（移住）　　現存 固
　　　　　　　　　　　　　　 散布様式
種　　数（推定）　　 有種数

HAWAII ＊ Cyrtα ndr α

He （1）り ‘‘s

Peperomia

  α 几 eα

ゐα bor （！‘α

Phor‘losteg‘α

S‘θπ ogy 几 e

PeleaSchidea

Pittospor 畆 m

Gesrleriaceae

Rubiaceae

Piperaceae

Campanulaceae

Loganiaceae

Labiatae

Labiatae

Rutaceae

Caryophyllaceae

Pittosporaceae

1111111111 008800002035444444331 BIBI

／（BM ）

BVBIIBVBIBIBIBIBMBV

GALAPAGOS ＊ ＊ Opu 几 ‘‘α 　　　　　　Cactaceae

Alternαnthe 厂α Amaranthaceae

Scα lesia　　　 Compositae

Acal ）
，ph α 　　　 Euphorbiaceac

ルtc〕llu80　　　 Aizoaceae

Peperomi α 　　　Piperaceae

111111 752q

げ

9
尸
D

1
　

1
　

1

BIBI

／BBBIf

（BB ）

BI／BBBIIBMBV

BONIN ＊＊＊ Pittosporum

Sγmplocos

α 泓 ‘cα rp α

IlexFicus

ハfachitus

Pittosporaceae

Symplocaceae

Verbenaceae

Aquifoliaceae

Moraceae

正」auraceae

111111 4433333 VIIIIIBBBBBB

VOLCANO ＊＊＊ ny Ru わusEl

αeoc αrpus

Mel α stoma

Ocんros ‘α

正琵dツα ‘s

／llpiniα

c α rex600dyer

α

Rosaceae

Elaeocarpaceae

Melastomataceae

Apocynaceae

Rubiaceae

Zingiberaceae

Cyperaceae

Orchidaceae

11111

／2122

11111111II

　

IIM

BB

？

DBBBA

デ
ー

タ の 出典 ：
＊ Carlquist （1974）， ＊＊ Wiggins （1971），

　　　　　　　 （＊＊＊＊
小野 （未 発 表 ））

＊＊＊ Ono　and 　Sugawara （1981）．

島 な ど の フ ロ ラ に つ い て 調 べ て み る と表 2の よ う に な る．
一

見 して 明 らか な よ うに こ れ らの 植物群 は ほ と ん どす べ

て が鳥散布型植物 で あ り．中で も被食 型 BI タ イ プ の も

の が 圧倒的 に多い 。こ の 事実 は何 を示唆す るの だろ うか ．

前述 の よ うに 島 に おけ る適応放散的な種分化 は，島 に 侵

入 して き た 植物種 が 島内 あ る い は 近 隣 の 群 島内 の 異 っ た

habitat に 二 次的，三 次的 に 拡散 し，競合関係か らの 解

放 ecological 　 release の 条件下 で多様な 分化を と げ た

結果 と解釈 され て い る．その 場合．受け皿 として の 環境

の 多様性は島の 大き さや 山の 高さ，そ の 他の 地形の 複雑

さなどで あるが，植物側 で い えば い か に 能率 よ く安全に，

近隣 の 諸環 境 に 散布体 が く り返 し拡散 で き る か とい う点
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に か か っ て い る．こ こ で い う拡散 は，最初 の 段 階 で の 島

へ の 散布，侵入 の 場 合 の よ う な 偶 然 的，跳 躍的 な 散布

（jump−dispersaDで はな く， 冂常時 ， 反復 的に 頻繁

か つ 安全に 行 わ れ る種子 や 果実 の 分散 で あ る ．こ の 拡散

に は被食型 の 鳥散布 はきわめて 有利 で あろ う．そ の 理 由

は，上例 の よ う に一般的 に は鳥の消化管 内で の 種子 滞留

時間は数時間 と短か く，鳥 の 島 内 （あ るい は群 島内） で

の 自由 な 飛翔 の 間 に ，さ ま ざ ま な habitat に無 差 別 に バ

ラ ま か れ る こ と に な る か ら で あ る ，こ の 点，同 じ鳥散 布

で も水か き に こ び りつ くタ イプ （BM ）は，水 鳥 が 湿 地

か ら湿地 ic飛び渡 っ て 水かき の 泥を落すだ けで ， 種子は

湿地 や 水辺 と い う特定 の habitatの 間 で しか 運 ば れ な い ．

また BB 型 も鳥が飛翔 中に 落す よりは特定 の habitatに

離着陸す る際に鳥体 を 離 れ る こ と が多 い よ う で あ る．海

流散布 に 至 っ て は沿岸海浜以外 に 散布体 が 運ばれ る手だ

て は な い ．そ の 点で 島 内あ る い は群島内 の さ ま ざ ま な 生
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図 2　推定 され る 当初侵入種 （original 　immigrant ） の 散布様式
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育環 境に 無差別的 に，か つ 頻繁 な分散 が 期待 で き る の は

風散布型 （A ） か ら BI，　 BV の 鳥散 布 で あろ う．こ の

うち，最初 の 侵入段 階 で の 長 距 離 散 布 の 可 能性 と の 相乗

効果を考 え る と鳥被食 （BD 型植物 の 優位性 が 明 らか と

な っ て くる．表 に み ら れ る 顕 著な 傾 向は こ の 論 理 で 説 明

で きる の で は なか ろ うか ，小笠 原 の 南西約 250km に あ

る，小笠原 よ りもは る か に新 しい
＊ 5

と され る 硫黄列島 の

フ ロ ラは ， 小笠原諸島 の それ の い わば satellite と 位 置

づ け られ る が，筆者が行 っ た解 析 で はさらに 上述 の 傾 向

が 強 く，鳥被 食 型 BI の 比 率 は ほ ぼ 40％ に 達 し て い る

（図 2）．また北硫黄島 の 固有 と さ れ る 7 種は 2種を 除 い

て すべ て こ の BI 型 で あ っ た ．こ の こ とも上 述 の 推論 と

矛盾 しな い 事実 で あ る．

　 こ の よ うに 隔離 された海洋島 に おける種分化 の 過程と

して，きわ め て 偶然的，か つ 長距離の 跳躍散布 に よ る 最

初 の 侵入者 original 　immigrant の 定着 を第 1 段階 と

して ，そ の 個 体 か ら の 二 次的，三 次的 な 分散 が 近隣 の さ

まざまな habitat へ 行わ れ る こ と に よ っ て 起 る分化を第

2段 階 と想定 す る こ とが で き よ う．第 1 段階で は ori −

ginal 　immigrant の もつ 遺伝子構成 の 特性，い わ ゆ る

遺伝子浮動 genetic 　driftが背景 と して働 い て創始者効

果 founder　effect を示す こ とが多か ろ う し，第 2 段 階

の 背景は前述 の 生態 的解放 ecological 　release で あ る，

そ して 何 れの 段階 で も散布体を運 び込む キ ャ リ ア
ーと し

て 鳥，な か ん ず く被食 型 鳥散布の 果 す大き な 役割 を くり

返 し指摘 して おき た い ．

　　　 　　　　　　 注　　　 記

＊ 1Plelou （1979）に よ る と こ れ ら の 用語は次 の よ うに

　定義 され る．広義の散布 ・分散 dispersa1の うち本稿

　で 論 じ る よ うな，比較的長距離 の ア ク シ デ ン タ ル な 散

　布 を跳躍散布 jump−dispersalと い う．こ の 場合，散

　布体 は かな りの 長距離を，短時間 に，突発的に 運ばれ，

　 しか もそ の 途 中は仮に 着地 し た と して も到底無事 に 発

　芽定着 で きな い よ うな 異質 （不適）な環境 を飛び越 して

　行わ れ る．海や 砂漠 や 氷原 を飛 び越すよ うな 場合 を 想

　定 して よ い ．拡散 diffusienは 反対に ， 日 常的な分散

　の 連続 と して ，そ の 生物 に と っ て 好適 （hospitable）

　な 環 境の中を徐々 に分布を拡 げ ， あるい は移動す る こ

　 とで あ る ．こ の 場合，長距離の 移動は何代 も世代 を重

　ね る中で 実現す る．
＊2 海洋島 oceanic 　island．海洋 （太洋）起原 の 島嶼 で

　地 史的に 大陸 と 地続 き に な っ た こ との な い 島 を 海洋 島

　 ま た は大洋島と よ び ， 大陸 の
一

部が切れ て 生 じた大陸

　 島 continental 　island と区別する．よ り厳密 な術語

　 と して は前者を Thalassogenous ， 後 者 を Cherso−

　genous と よ ぶ提唱 もあ る．
＊3 裸子植物で も鳥散布 と考 え られ る 例 は ビ ャ ク シ ン 属

　JuniperttSと 若干 の マ ツ 属 に 知 られ る （Salomonson

　l978，
　 Van 　der　Wall 　et　al ．1977）．と くに Juniperus

　は そ の 肉質の 種皮 を鳥が食 べ る被食型散布 で ，小笠原

　の シ マ ム ロ 」．　boninensis を始め バ ーミューダ ，
カ ナ

　リア などの 島嶼 に 隔離 された固有種が知 られ て い る ．

　マ ツ 属 で は 日 本 の ハ イ マ ツ が ホ シ ガ ラス に よ っ て 散布

　 され る と い わ れ て い る ．
＊4　Carlquist （1974） の 分 類 は 鳥散 布 の 中 で ，貯 食性

　お よ び吐き戻 しに よ る種子 の 放 出，散布を 区別 して い

　な い ．広 い 意味 で の 被食型 BI に 含 め て い る と も考え

　 られ る が ．
＊5　硫黄列島 （火 山列島、英名 Volcano 　 Islands）は

　富士 火山帯 の 延 長上 に並 ぶ 海底火山起原 の 列島 で ，北，

　中，南 の 3島と も明瞭な火 口 を もち，海 ヒに現れ た の

　は第 4 紀 の 後半以 降 とい われ （菊地 1982），中硫黄島

　 に 到 っ て は 2 〜3000年前 と もい わ れ る （貝塚 1982）．

　第 3紀中新世以後 の 出現 とされ る小笠原群島に 比 して

　はるか に新 しい ，

　　　　 　　　　　 補　　　足

　本稿 の 編集段階で 編集委員 の矢原氏か ら い くつ か の 貴

重 な 指摘 を頂 い た ．そ の 中 で ，群島 内の 二次的種分化 に

関 して は鳥ばか りで は な く風散布 も同様 に 重要 で あ り，

そ れ に つ い て も論 じるべ きだ とい う指摘が あ っ た の で 筆

者 の 意見 を 述 べ た い ．

　本稿 の 最後 の 部分 で 述べ た群島内で の種分化 で は ， 長

距離の 偶発 的な 跳躍散布を とげ た あ との 第 二 の 段階とし

て ，近隣 の 多様な habitat に対 して，二 次的 ， 三次的な

散 布 を 繰 り返 さ れ る こ とが，群島内種分化 を 進 め る 上 で

効果が あ り，被食型 の 鳥散布は そ の 点 で と くに 有効 で あ

ろ うと推論 した．しか し，た しか に こ の 第二段階 に 関す

る限 りは 風散布 も同様の 効果を もつ と考え られ る，こ の

第 二 段階 で は島内ある い は 群島中の 島間で ， 比較的近 い

距 離 に あ る さ ま ざ ま な habitat に 対 して ，頻繁か つ 無選

択的 に 散布 が くり返 され，そ れ ぞ れ の habitatで ，生態

的解放を背景 と して 適応放散的 に 種分化が 進行する こ と

を想定す るわ けだ か ら，冠毛 で飛ば さ れ る 風散布型 の キ

ク科植物 などは有利 で あろう．事実，太平洋諸島に おけ

るセ ン ダ ン グサ 属 Bidens （Carlquist　 1966，1974）や

Emilia 属 （Nicolson　l980）， カ ナ リ ア 諸島 の ハ チ ジ ョ

ウ ナ 属 Sonchus （Aldridge 　1975，1979）な ど は顕著な

適応放散的種分化を示す風散布植物だ し， 小笠原諸島 に

お い て もワ ダ ン 属 Crepidiαstrum が 3 種 もの 固有種 に

分化して い る （Ono ＆ Kobayashi 　 1986）．しか し隔離

が十分 に 効 い て い る海洋島の フ ロ ラ で み る と ， 風散布型

植物 の 比率は決 して高 くは な い （図 1 ，2）．ま た 適 応放

散的 な種分化を 起 し て い る例 も鳥散布型 に 比 して はるか

に 少 な い （表 2 ）．こ れは 上述 の 第
一段階，つ ま り偶発的
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な長距離 の 跳躍散布 とい う点 で 風散布型 の 不利 （成功率

の 低 さ ） を 示唆 して い る の で は な か ろ うか ．胞 子 や 花粉

の 場合は別 と して ，冠毛 を もつ 痩果 や翼果 の 場合の 風散

布 は．日常的 な
“
分散

”
に と っ て は有効 で あ っ て も， こ

こ で 論 じる長距離 の ，それ も海を越 えるよ うな 跳躍散布

に と っ て は効果 は 疑 が わ し い と筆者 は 考え て い る ．
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