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座 長 　小 　川 　　 　潔 （東京学芸大 ）

　　　　ノJ丶　野　　幹　　雄i（都 立 大）

小川 　まず 中越 さ ん の お 話 に 対す る 質問 か ら ど うぞ ．

　穐 の 存在様式を と らえ る視 点

広木 （名大）　 中越さん の お仕事 は こ れま で の 種組成論

を 脱却 した 画期的 なもの だ と私は受取 っ て い る の で す が，

扱 っ て お られ る の は 同 じ （一つ の ）森林 内で の 種の 生 存

の 問題 で すね，そ こ か ら直 接結論と して ギ ャ ッ プの 中で

あ る 種 が 種 の 存続を は か っ て い る と考え る の はち ょ っ と

行 きす ぎで は な い かと思 う の で す が ．

中越 　た と え ば ， 裸地化 さ れた 初期に 出 て くる種 の 特徴

と して 埋土種子 の 戦略とい うもの を 私 は 想定 した わ けで

す が ，ウ ワ ミ ズ ザ ク ラ に つ い て 昨 日 原 さ ん が ギ ャ ッ プに

沢 山出て くる と お っ し ゃ っ て い た の で ，私 の 想定 と割 と

合 っ て い る の で はな い か と思 い ま した．ク マ イ チ ゴ に つ

い て も，小 林 さ ん が昨年 の 講演で 話 された の と全 く同 じ

状態 で 出 て き ま す．攪乱 の 方法 が ど の よ う な 方法 で あ ろ

うと，ギ ャ ッ プ だけで は な くて ，例 え ば山崩れ で もか ま

わ な い の で す が ，要す る に 裸地化 と い うもの がお きて ，

そ の 時に 土壌 が そ こ に 残 っ て い る な らば 埋 土 種子戦略 は

有効だ と思 い ます ．もし完全 に裸地化 され るの で あ れ ば ，

い わゆ る初期に 出て くる一
年生 草本か ら冠 毛 の あ る 種子

を つ け る草本が入 っ て くる こ と もあ り得 ます が ．以 上 の

よ うな こ と は ， 沢山の 観察事実 と 論文 と か らほ S 結論で

きると思 い ます．

広 木　ウ ワ ミズ ザ ク ラが ギ ャ ッ プ に 出 て き て い る と い う

こ と と，ク マ イ チ ゴ が 攪乱後初期に林内 に 入 り こ む こ と

と は，違 っ た 条件で 成立 して い る と思 い ます．つ ま り森

林 と草原 が 接 して い る と こ ろで あ る か ， あ る い は ち が っ

た森林 が 接 して い る と こ ろで あ る か ， た とえば斜面 で ブ

ナ 林 か ら ス ギ 林 へ と変 っ て い くと こ ろ で あ る か，そ うい

っ た 群落の パ タ
ー

ン の 対比関係 に よ っ て 種 の 出現 の しか

た が 違 っ て くる の だ ろ う と思 い ま す ．だか らそ うい っ た

関係 を 一
応 おさえ な い と，た と え ば ウ ワ ミズ ザ ク ラ の 種

の あ り方 と い っ た こ とは
一

概 に は 結論づ け られ な い の で

は な い か，とい うの が 私 の 疑問点 で す．

中越 　発表 の 最後 の と こ ろ で 言 っ た の は非常に 予測的な

こ とな の で すが ， 多様 な 種 が こ の 地球 上 に あ る と い うこ

と，そ れ が混在 して い る と い うこ との 説 明をす る こ とを

テ
ー

マ に して い る か ら ， そ う い う こ とを言 っ て い る わけ

で す．

広木 　逆に私は，大雑把す ぎる とい う批判を受け た わけ

で す けれ ど，山全 体の 森林 と い うマ ク ロ な 観点 を 打 ち出

したわけ で す．そ う い う観点を抜 きに して 個 々 の 種 の あ

り方 の 結論 とい うか位 置付 けはで き な い の で は な い か と

思 い ます ．

中越 　焦点を い ろん な と こ ろ に あて て い くべ き だ ろ うと

思 い ます けれ ども，少 くと も私 の 仕事か らは あ の 程度 は

言 え る の で は ない か とい う こ とを言 っ た わけ で ，た しか

に ギ ャ ッ プはや っ て い ま せ ん が ， 今後私 が や る か 出て き

た デ
ー

タを引用 さ せ て もらうか しようと思 い ます．

広木　そ の 場合，他 の 仕事 の 引用 と い う の は 全 然環境 の

違 う，条件の 違 うと こ ろ で や っ た もの で すか ら， や は り

例 え ば ブ ナ林 と接 す る 周 辺 で ウ ワ ミ ズ ザ ク ラが ど こ を占

め て い るの か ，ウ ワ ミズ ザ ク ラ の 分布 の 中心 地 ・本拠 地

で はどう生 え て い る の か を問題 に しな けれ ばな ら な い と

思 い ま す．単に ブ ナ 林 だ け で ウ ワ ミ ズ ザ ク ラが 種 の 存続

を は か っ て い る か。とい う と僕 に は そ う は 思 え な い わ け

で す ．多分 トチ ノ キ ・サ ワ グル ミ林が成立す る 沢筋 へ い

く過程 で ウ ワ ミズ ザ ク ラの 分布 の 中 心 が ど こ か に あ る の

だ ろ うと思 い ます，ブ ナ林 へ は そ こ か ら入 り こ ん で い る

の だ と思 い ま す．

甲山 （京大）　 細か く見 る よ り広 く見 て い く立場 が 大事

で は な い かと広木 さん が言われま した けれ ど ，
ど ち らが

大事か と い う問題 で は な い よ うな気が します．た しか に

細 か く見て い く と全 然 わ か らな い よ うな現 象がある し，

大き く見ると見 え な い よ うな現象 もあ る し，種 の 生活を

理 解 す る の に ど ち らが 重要か とい う と ど っ ちとも言えな

い と い う こ と が あ る と 思 う の で す ．中越 さ ん の 言われた

よ うな個体群の 維持 とい う視点で見て い く時に も林 の ダ

イ ナ ミ ク ス の 理 論 が重 要 な視点に な る わ けで す．埋 土 種

子 の き き 方 と い うの も林 の ダ イ ナ ミ ク ス に 依存 して き ま

っ て くる．例えば ク マ イ チ ゴ な ど もそ うい う文脈 の 中で

理解 さ れ な け れ ば い けな い と 思 い ま す ．そ う い う様 々 な

ア プ ロ
ー

チ を 意識 しな が ら全体と して 種 は ど の よ う に生

活 して きた か と い う こ とを考え る の が一
番 み の りがあ る

の で はな い か と 思 い ま す．
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　 リタ
ーの 発芽 へ の 影響

根本 （東京農大）　 中越さ ん は リタ ーが種子に マ イ ナ ス

の 影響 を 与え る ，と い う よ うな こ と を お っ し ゃ られ た の

で す が ，そ の 逆 に リタ
ーが あ っ た 方 が プ ラ ス に な る とい

う例はあ ります か ．

中越 　 ミズ ナ ラ とか ブ ナ な ど は リタ
ーが あ っ た 方が い い

で す．

根本　発芽 に い い わ けで すね．

中越　ク リな ども リタ
ーが あ っ た 方 が 発芽が い い で す ね ．

む き出 しの ま ま だ と死 ん で しま い ま す ．

根本 　草本 に つ い て は ど うで す か ．

中越　 リタ
ー

の 効果 は マ イ ナ ス の よ う な気 が します．

根本 　私が タ イ で 仕事を して い た 時の デ
ー

タ で は リタ
ー

を全部取 っ て しま うとカ タ バ ミの 類が優 占 して きます．

そ の ま まの 状態 に して お きま す と ， とい っ て もそ ん な に

厚 い リタ
ー

で は な い の で す けれど，ベ ニ バ ナ ボ ロ ギ ク が

優 占 します．

中越 　A 層全体 の 中で 絶 対数 と して は 草本が 多 い わ け で

す か らマ イ ナ ス の 効果 と な っ た と しか考え られませ ん ．

　群落区 分 の 全 体をめ ぐ っ て

堀 （茨 城 大 ）　 中越 さ ん は 最初に い う ん f 群集型 の い わ

ゆ る組成表を出 さ れ て ， そ こ に は 立木 と して はな い けれ

ど も埋 ⊥ 種子 と して は か な り入 っ て い る の だとい う例 を

沢 山示 さ れま した ．そ の 後 に ，そ の 解 析 の 方法 と して ，
…

つ は そ の 環境，光 とか土壌水分 とかをみて ，もう
一つ

は 植物 の 方の 性質，主 に 種 子 重 や い ろ い ろな散布型 に つ

い て の お話を さ れま し た ．そ の 結果 い ろ い ろ な 植物 の 種

子 サ イ ズ と，い ろい ろ な環境条件と の 対応 の 中で 埋土種

子 に な る か，そ れ と も発芽 す る か と い う こ と が群集型 と

は 直接関係な く際立 っ て よ く説 明 され た よ うな 気 が しま

す．われわれが い ちば ん 知 りた い の は，そ れ で は群集型

は 生態的 な環境 条件及び植物の 側 の 性質 ，
こ の 2 者 と ど

うかかわ っ て い る の か とい う こ とで す ．こ れ らの 3 者 を

つ な ぐよ うな説 明を して も らい た い と思 うの で す が ．た

と え ば遷 移 と い うの は 群集 が 変化 して い く現象で すね ．

そ の 動 き の メ カ ニ ズ ム を と らえ る た め に ， い ろ い ろ な環

境 と種子 な どの 性質を対応 さ せ て 調 べ て み ますけ ど，そ

の 3 っ の っ なが りが，特 に今目 の 話 の 中で は群集型 との

対応 の しか た が もう
一

っ よ くわ か らな か っ た の で す．

中越 　ひ と つ は ，調 査 の 方 法 と して ス タ ン ドを設定 す る

た め の 群落区分 だ っ た と解釈 さ れ て も結構な の で す．た

だ．そ の 結果 として 標徴種 や 識別種 の 動 き が わ か っ て き

た わ け で す ．た と え ば ク マ イ チ ゴ が 埋 十 種子 を つ く る と

か ，伐採跡地 に 出て くる と い う性質が群落 の 標徴種 と し

て の そ れ と
一

致 す る ．そ して 識 別種 で あ る ナ ガ バ ノ モ ミ

ジ イ チ ゴ と か ヌ ル デ と か タ ラ ノ キ な ど が そ れ に伴う ， と

い うふ う に して 群集 の 成 立 過 程 に つ い て は あ る程度解明

で きた だ ろうと思 うわ け で す ．そ こ で 困 っ た の は い ろ ん

な と こ ろ に 出て くる 常在 度 の 高 い 種 だ っ た の で す が ，こ

れ は先程 の 広木さ ん の 御指摘に も関連す る の だ けれ ど も

も っ と上級 の 群落単位の 中で もう
一

度見 て い か な くて は

い け な い と考 え て い ま す ．

堀　そ れ は 植物社会学 の 方で 言 われ る群集 型 と い う こ と

は 関 係 な く，か な り一般 的 な 問題 だ と思 うの で す が 。

中越　ある特定 の 場所 に あ る種 が ある ，と い う こ との 説

明をす る前 に
，

な ぜ そ の 空闇 に 別 の 種 が い な い の か を説

明 しなければ い けな い ．今日 は こ の 他 の 種 が 無 い と い う

こ とを 説 明して きた わけ で す． Environmental 　 barrior

と私が 呼 ん で い る もの に ひ っ か か っ て 群落 の 構成 種 に な

れ な か っ た 種 が ある と言 い た い わ けで す ．

堀 とい う こ と は ， 始め に 群集あ りき，と い う こ と で す

か．

中越　そ うで す．もしは じ め か ら連続体説 で い くな ら ば

こ の 仕事 はお そ ら くナ ン セ ン ス だ ろ うと思 うの で す ．し

か し私 は，ど の よ うな 植生分類を や ろ うと中核 に な る 群

落が必ずあ る とい う信 念を持 っ て い ます．とい うの は，

BRAUN −BRANQUET が ヨ
ー

ロ ッ パ ァ ル プ ス で 最初 に 論文

を 書 い て 植物社会学がで きた 時点 で 高 山植物と い うもの

が 最 もク リア
ー

に 群集 レ ベ ル で もの が話 せ る こ と に な っ

た わけ で す ね ．私 も何度 か 高山を歩 い て 見 て ，チ ュ
ーリ

ッ
ヒ ・モ ン ペ リエ

ー
学派 の 流儀 に よ る 群 落分類 の な りた

つ の は確 か に 高 山帯 だ と 思 い ま した ．森林で は そ れは ぼ

けて きます．ぽ けて くる けれ ど も，中核 的部分 と い うの

は あ っ て ，そ こ で は必ず典 型 的 な 種 類 組 成 が な りた つ と，

そ うい う前提 で 話 して い る わけで す．

堀 わか りま した．ま だ あ りますけれ ど ……．

　サ サ と森林の 再生

村松 （岡 山大）　 ハ コ ネザ サ とか ク マ ザ サ の 群落 の あ る

と こ ろ とい うの はむ か し森林を 切 り開 い た あ とで ，そ こ

に は他 の 樹種が は い らな い と聞 い て い ま す．先程 の お 話

で は大 き な母樹があ っ て そ れ が カ バ ーして い る と そ の 林

床 に あ る サ サ の 生育をず い 分 阻害 して い る よ う に 思 うの

で す が ．

中越　は い ．

村松　そ う しま す と，サ サ が あ る 場合 に は 他 の もの の 稚

樹 が は い ら な い とします と，サ サ の 全面開花 の 時に は侵

入す る チ ャ ン ス が あ る とい う こ とで し ょ うか ．そ の へ ん

の ，サ サ と の 関係を ひ と つ お伺 い した い の で す が ．

中越 　ご紹介した の は稈の 密度 で す けれ ど，疎開 した 群

落 と い い ます か，低木性の 群落 で サ サ の 密度 が 高 い わ け

で す．森林で は サ サ の 密度 はそ ん な に 高 くあ りま せ ん ．

サ サ の 全面開花 につ い て は私 はま だ 見 た こ とがあ りま せ

ん ．そ れ か ら ， サ サ の よ うな 長 い 年月 の 中で
一度だけ開

花結実す るよ うな 極端な一
回繁殖型 の 植物 の 場合，そ れ
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が構成 して い る群 落あ る い は覆 っ て い る 空間と い う の は

確 か に他の 種の 存続に 役立 つ か も しれ ま せ ん ね ．

　休眠 種子 の 役 割

小林　　（宇都宮大 ）　 い わ ゆる二 段発芽 型 の 種子 と い う

もの が あ る と聞 い て い ます ．冷温帯の 木 木 の 種子 に 多 く

見 られ る よ うで す が，果肉を と り去 っ て ま だ 湿 っ た う ち

に 播 くとそ の 直後 に 発芽す る けれ ども
一 H 乾燥状態 に な

る と 1 〜 3 年 くらい 後 の 春 の 低 温 期を経 た あ と で 発 芽す

る とい うよ うな性質を示す もの が 随分見 られ る と い うよ

うな こ と を読 ん だ こ と があ る の で すが，そ う い う場合に

は 生存率 ・発芽率 な ど が ど う 考 え ら れ る の か ．こ れ に 散

布 型 を 関連 させ て 考 え る と か な り複雑な 問題 に な る の じ

ゃ な い か と思 い ま す ．

中越 私 は そ うい うもの を見 て い ませ ん の で ．

内藤　 ハ ギ 属 で は殆ん どの 種子が 地 中 に 埋積 して ，あ る

時期 に ，例 えば山火事 な どがあ る と
一

斉 に 発芽 が お きる

とい う現象が知 られ て い ま す．

小 林　た とえば ク ロ モ ジ な どは 発芽 と休眠が半 々 で すか

ら多分 に そ う い う二 畏 発芽 的 な こ とを や る 可 能性が あ る

とい うふ うに見て い ま す．そ う し ます と，中越さ ん は 発

芽 の 観 察を 3 ヶ月 しか な さ っ て い な い と い う こ と な の で ，

こ う した 現 象 を 見 過 して しま う の で は な い か ．と くに 冷

温帯で こ れ は大切 だ と思 うの で す が ．

中越 　 私 は 休 眠 し た 種 子 に つ い て は 埋 土 種 子 と い う形 で

全部捨象 して お ります．そ れ も含 め て 生存曲線を描 い て

い けば今 日 私 が 呈 示 した もの とは 違 っ た もの に な る は ず

で す ．

（午後 の 部 ）

小野 　今 日，午前 か ら午後 を通 して の 唯
・ab キ

ー
ワ
ー

ド

は 多分
“

タネ
”

とい う こ と だ と思 い ます．まず午後 の お

二 人 の お 話を中 心 に 討論を 再開 して い きた い と思 い ま す ．

　休眠 と 発芽 の 生 理

折谷 （富 山県 立 技 短人）　 私 も ア ブ サ イ シ ン 酸を 調 べ て

お りますが，実際 ジ ベ レ ワ ン などが休眠 の 覚 醒を誘導す

る こ と は 分 っ て お り ま して も，そ の 際 の 種 子の 中の ア ブ

サ イ シ ン 酸 の 量 的変化 に 関係 す る デ
ータ は ま だ 見 られ ま

せ ん ，ジ ベ レ リ ン が 作用す る と き 組織 が そ れ を 覚 え て い

て ジ ベ レ リ ン が消失 して も効果 が 残 る と言 われて お り ま

す ．種子 の 休眠性 と い うよ うな もの が どの よ うな 個体発

生の ，例え ば受精 しま して か ら登熟 ま で の ど うい う過程

で 付与 さ れ る の か と い う こ と に ，非常 に 興 味 を も って お

ります ．特に 樽本 さん の お 仕事で ， 種子 の 個体発生の 過

程 で 休眠 が ど の よ うな環境要因 に よ っ て 付．与 さ れ る の か

ち ょ っ と お 聞 き した い と 思 い ます．

樽本　私 で は ち ょ っ とお 答 え しか ね ます ．ソ ル ガ ム の 場

合で す と未熟か ら登熟 ・完熟 ・過完熟，ど こ で も胚 だけ

とりだ します と い つ で も100 ％発芽 します．

藤伊　答 え に な る か ど うか わ か りま せ ん が，冬芽 の 場合

い わゆ る summer 　 dermancy とい うもの が あります．

こ れは冬 芽が 作 られは じ め た初期 の 段階 で ，葉 を虫が 食

うとか します と休眠 に 入 らな い で そ の まま栄養生 長を 続

けます．こ れ は まだ ア ブ サ イ シ ン 酸が完全 に は作用 して

い な い 段階で あ る と考え られ ます ．胚 をまだ未熟 な 段階

で と りだ して しま う と そ の ま ま 発芽 して しま うと い うよ

うな こ とは起 こ りうるの で はな い か と い う気 が しま す ．

で す か ら，い つ 完全 な true 　dormancy に 入 る かとい う

の は そ の 物質 の 量 との 問題 がか かわ っ て くる の で は な い

か と考え られ ま す．

河 野 （富 山大）　 藤伊 さん に お た ず ね し た い の で すけ ど，

先程発芽 の プ ロ セ ス を段階 的 に き ちっ と系統づ けて 説 明

さ れ た わ けで す が ，実 際 に 自然界で い ろ い ろ な植物が作

っ た種 子 の 中 に は 最初 か ら完熟 した 状態で 落 ち る もの ば

か りで は な く，後熟 が 必要 な もの もあ ります ．ま た 土壌

中の 特定 の 細菌と共生状態 に な っ て は じ め て 胚発 生 が さ

ら に 進 ん で 成熟す る と い う よ うな もの もあ り ます．そ う

い っ た もの を と りあ げて も先 程 お 話 しさ れ た よ うな メ カ

ニ ズ ム と い うの は変わ りが な い とお 考 え で すか ．

藤伊　私 は 変 わ り な い と考 え て い ま す．種 子 だ けで な く

他 の 休眠器官 ， 例 え ば ジ ャ ガ イ モ の 休眠芽な どで も非常

に よ く似 て い る とい う こ とか ら考 え ま して 基本的な線は

まず 同 じ と 私は考 え て い ます．

河 野 　そ う しま す と ，い ろ い ろ な 条件下 に 散布 さ れ て 後

種 子 は さ ま ざ ま な 長 さ の 休 眠 を して い る わ け で す が ，そ

の 最初の 段階 を ブ ロ ッ ク して い る もの は種皮の 厚さとい

っ た 形態的 な もの だ と 考 え て い い わけで す か ．

藤伊　今ま で に で て き た こ と か らす る と そ う 言 わ ざ る を

得な い の で す．その 他に，例えば胚 だけを とりだ して し

ま う こ と に よ っ て 発芽 阻 害物質 が 細 胞 の 外 へ と り 出され

て しま う た め に 代謝 が動 きだ す と い う 可能性もあ る か と

思 い ま す．

河野　 わ れ わ れ の 立 場 か ら す る と，野 外条件下 で い ろ い

ろ な形 で 種 子が散布 され て そ こ で
一

定期間存在 して い て ，

ま た 動きだす と い う
一

連 の 過程を と らえ た い わ け で す ．

そ の 場合 に 何 が発芽 とい うもの を基本的 に 制御 して い る

機構 な の か とい う こ とに つ い て で きる だ け きち っ と理解

した い わ け で す．今 の お 話 を 総合 します と，種 子 の も っ

て い る形 態 ・構造上 の 特性が分散 されたあ とどうい うか

た ちで保た れ たり こ わ された りして い る か と い うこ と を

も う ち ょ っ と 注 意 さ え す れ ば，基 本的 な メ カ ニ ズ ム に つ

い て は同 じ と い う こ とで し ょ うか ．

藤 伊　特殊 な もの は 別 と しま して 大体 の 実験室 で す と ふ

つ う10日 と か20 日低温 処 理 す る と休眠覚腥 され て 発芽 し

て しま い ます ．早 い もの で す と 6ri位で す． そ れ 位 で
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い い わ けで す か ら屋外 で も水 の 状 態 な ど で 変 る と思 い ま

すが， 5 〜 6 日 低温処理がかかれ ば多分い わ ゆ る true

dormancy は破れ るだろ うと私 は 判断するわけで す，そ

う します と ， あ と は い わ ゆ る eTlf。 rced 　d・ rmancy の 方

が生 態的に は大きな意味を も っ て い る と考え ま す ．

河野　種 子発芽 の 実験を我 々 も随分試みて い る わ けで す

が ，そ う し た もの で 得 られ た 結果を評価す る場合 に
一般

に 生理学者の 立場 と して 最低 こ う い う ポ イ ン ト を お さ え

て お い て ほ し い と い うよ うな こ とが あれば御指摘願 え ま

せ ん で し ょ うか．

藤伊 　ち ょ っ と考え させ て
．
ドさい ．

矢原 （東大理）　 種間交雑 を実験的 に 行 い ま した 場合 に

種子 の 形態形成 に 影響がで る こ とが結構あ ります．そ の

場合 ，両親種 の 種 子 と か果 実 の 形 態 が も と もと 違 っ て い

る場合 は理解 しや す い の で すが ， そ うで な い場合に は受

精 した の ち の ゲ ノ ム の 親和性が ま ず くて 胚 の 発 生が うま

くい かな い こ と に起 因 す る と 考 え ら れ る と思 い ま す，そ

うす る と種 子の 中で 胚 の ゲ ノ ム と 母親 に 由来 す る 細胞質

の 部分 との 相 互 作用 が そ の 構造 に 影響 を 与 え て い る の で

は な い か と思 うの で すが．

藤伊 　影響 は あ る と思 い ます．

矢原 　そ の 影響 の 程度とい うの は ど の 程度 見積 っ て お け

ば よ ろ しい の で し ょ う か ．

藤伊　例えば ミ トコ ン ド リア に も DNA があり葉緑体

に も DNA が あ っ て ，そ れ らと核 の DNA の 遺伝 情報

が 絡 み あ っ て い ろ い ろ な 働 きを して い る 訳 で すか ら， 細

胞遺伝学的な要因が形態に影響す る の は 当然考え られ る

こ とだ と思 い ま す．しか しそ うい う問題 に 関す る仕事 と

い うの は 発芽 に 関 して は殆 ん どな され て い な い の は現状

で す．こ れ か らの 生 理学 と い うの は，核 だ け と か葉緑体

だ け と い う の で な く，そ れ らの 間 で の 物質 が ど うい う風

に 流れて い くか，エ ネ ル ギ
ー

がどう流れて 互 い に 連絡を

と りあ うか，とい う こ とが段 々 と中心 的課題 に な りつ つ

あ る と思 い ます．

渡辺 （岐阜大）　 私 は 以前 タ バ コ の 光 発 芽 を や っ て い ま

した ．タ バ コ の 場合 は 大部分の 系統が光を必要 とす る の

で す が ，ギ リ シ ャ と か トル コ に あ る 系統 に は 光 の い らな

い 系統 があ りま す ．交配 して 遺伝子分折を しますと 2 対

で 決 っ て い る こ と が分りま した ．先程，種 子 の い ろい ろ

な 時期 で 発芽率 が 変 わ りうる と い うお 話 で した が タ バ コ

の 場合 そ れは遺伝 的 に 決 っ て い る の で は な い か と思 い ま

す ．そ こ で ，暗 発 芽 の 場 合 と 光 発 芽 の 場合 と で は ど の へ

ん が 違 っ て い る の で しょ うか ．

藤伊　光 発 芽 と暗 発 芽の 違 い で す が，す べ て に つ い て 調

べ られて い る わ け で は ご ざ い ま せ ん が ，グ ル タ ミ ン を 合

成す る酵素が あ る こ と が一つ の 大 き な 問題 で す ．光をあ

て る こ と に よ っ て グ ル タ ミ ン 合成酵素 の 活 性 が 誘導 さ れ

る と い わ れ て お りま す．そ れ だ けが 文配 して い る の か ど

うか は い ろ い ろ な 植物 を 調 げて み な ければ わ か りませ ん

けれど も， そ れか らア ミノ 酸代謝が優先する とい う こ と

か ら考えます と，ア ミ ノ 酸代謝系の 酵素活性 の 有無 ，そ

れ を 光 が 誘導す る か ど うか と い う こ と に あ る点か か わ り

を も っ て く る の で は な い か ．他 に も問 題 の 物 質 は あ る と

思 い ま すが ， 発芽 に と ど ま らず
一

般 に 器官形 成 を行う時

に は ど の 場合で も，フ リ
ーな ア ミノ 酸 の 蓄積 とい うもの

が ま ず あ る と い う こ と は 共 通 して い る と思 い ま す．

渡辺 　農学 や 生態学 の ほ うで は休眠 とい うの は か な り広

い 意 味で 使 っ て い る と思 うの で す が ，先 生 の お 話 で は ず

い 分 厳密 に 定義 されて い る ん で すね．

藤伊　生理学的 な 立場 か ら い い ま す と，や は りい ち お う

分 けて みて そ の 後 で 総合 して みな ければ い け な い の だ ろ

うと思 い ます ．本当 は 定義 で き る もの で は な い と思 うの

で す が ，

一
応定 義 して み た と い う段階 で す．ひ とつ の 作

業仮説 と して 追 求して み て ，そ の 後で休眠 と い うこ と を

考え，生態学に そ れ を利用 して い くと い うや り方を とる

の が い ちば ん い い こ とで は な い か と考 え て い ま す．

小野 　 い ま生理学者 と して の 立 場 か ら休 眠現象 とい うも

の を か な り厳密 に は っ きり決 め た うえ で の お 話 を い た だ

き ま し た が ，そ れを さ らに そ の 周 辺 に 存在す る 問題 に 拡

げ て い きます と こ れ は もう生態学あ る い は 分布 論 に かか

わ っ て くる 問題 に な っ て くる わけ で す．そ の へ ん の 立場

か らの ご 意見を お う か が い で き た ら と思 う の で すが．

広木 （名大）　 私はたまたま種子が落 ちる と次 の 日 に 発

芽す る ウバ メ ガ シ や ミズ ナ ラ な ど を 扱 っ て きま して 休眠

性 の こ とを考えな くて よ か っ た の で すが ，
こ れ か ら は休

眠性 の 種 子を もつ 樹種 を ど う扱 お うか と 考 え て い ま す ．

私は生態学者 は生理学者 に あまり毒 され て は い け な い と

思 っ て い ます ．方法論 を きちん と押 さえ な い と．野外 で

どの 種 は い つ 発 芽 して くる か と い う仕 事 が す ご く残 さ れ

て い る わ けで す．中越 さん の お 仕事 は発芽 して 土 の 上 に

出 て きて か ら の こ とで す が ，土 の 中で い つ 発芽 して い る

か ，土 の 上 で す るの か 中で す る の か ， リタ ーがあ る と発

芽 す る の か しな い の か，水 の あ る な しで は どうか，冬 の

12月前 に 発芽 して い る か 1月 や 2月 に す る の か ， そ うい

っ た 点を全部 の 種類に つ い て よ く調 べ なけ れ ば い け な い

と思 い ます．生理 学的な問題と い うの は そ れ か ら出て く

る と 思 うの で す．

　令 と サ イ ズ の 関係

佐藤 （北大）　 問題提起 で 恐縮 な の で す が ，生 態 の 方 の

話 の すす め 方 と して は何年 目とか い う こ とを重 さで 測 る

とい う発想 な の で すが，こ れか らは生活 史 とい う見方 の

中 に 個体の 生理 的 な令 と い う概念を と り入 れ る 必要 が あ

る の で は な い か と思 い ま す．

山本 （京大農）　 私の や っ て い る 仕事 の 中 で お 話 ししま

す と，ヒ ノ キ の 実生 は 大変小 さい わ け で すが ， そ の 実生
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期 の 非常 に 短 い 期 聞 の うち に 著 しく形 が か わ っ て い く．

そ れ は 昆 虫な どで み られ る 形態 の 変化 と 同 じよ う な もの

だろ うと思 うの で す．そ れ で 令で と らえ るよ りも外部形

態 の 変化が内部 の 生 理 的変 化 と関わ っ て る の で はな い か

と考 え て 区分 け を や っ て い る わ け で す．

甲山 （京大 ）　 令 age で はな くて サ イ ズ だ と い う考 え方

に つ い て ，そ れ だ けで も駄 目な の で は な い か と い う こ と

を咋日言 い ま した ．実生 と稚樹 とい うの はそ れ ぞ れ 一．つ

の 発育段 階だ と思 うの で すが，そ うい うもの に お き か え

る だ け で もや は り だ め だ と 思 い ま す ．色 々 な 植物が 持 っ

て い る大きな可塑性の 中で ，あ る 段階 の もの が どうい う

環境 の 中で ど うい う挙動をす る か とい うこ とが 問題 に な

っ て く る わ けで す ．中越 さ ん が 示 さ れ た よ うな ，い ろ い

ろ な 場所 で 挙動 が 違 うとい うの は横軸 を令で と っ て い る

か らで ，発育段 階で と っ て み れば同 じ に な る ん で しょ う．

一
方同じ発育段階と言 え る もの で もタ イ プ の 違 う 林 の 中

に い れば違 う挙動を示す と思 い ます ．そ こ で 昨 日の 議 論

を 延 長 さ せ て も ら う と ， 発 育 段 階 と い う質 的 な 変化をと

らえ た 上 で サ イ ズ な どい ろ い ろ な デ モ グ ラ フ ィ ッ ク な 示

標を使 っ て 見 て い かな け れ ば い けな い の で は な い か と思

い ます．

河野 　今の 話 とも関連 しますが ， 厳密 に chronelogical

age を全 て の 場合に 適 用 す る に は 無 理 が あ る と 思 い ま

す．技術的 に もで きな い し生物学的 に どうい う意 味があ

る か と い う こ と を考 え て も，そ れ に よ っ て 今 や っ て い る

手法以上 に どれ だ けの こ とを解釈 で きるか，か な り問題

は あ る の で は な い か．一
つ の 例 を あげます と，個 体群統

計学の 佳事を評価す る時に は そ の 種 の 分布 の 中心 的な場

所で の 挙動に つ い て の 話が一般化 さ れ て 出て きて ，分布

の 限界 近 い へ りの と こ ろ で ど う い う こ と をや っ て い る か

と い う こ とに つ い て はあま りお さ え な い で もの を言 っ て

い る こ とが多 い 。分布 の 周辺 で は ，例 え ば資源 の 不 足 の

た め に多年生 の 植物で も生長が毎年経年的 に進まな くて

juvenile　 stage に 何年 も留ま っ て い る と い う こ と が結溝

あ る わけ で す ．そ うい う現象 が ご く普通 に あ る と すれば，

そ こ に chr 。 nological 　 age を もち こ む こ と が どれ だ け の

意 味をも っ て くる かと い う，また別 の 問題 が出て くる と

思 い ます．重 さ で も大 きさ で も，我 々 は ひ とつ の 目安 を

得 た い か ら使 っ て い る の で あ っ て ，そ の 点 に つ い て はそ

うい う風 に 割 り 切 っ た 方 が い い ．む しろ発 育相 の 変化を

きち っ と押え る こ と の 方が バ イ オ ロ ジ カ ル に は 意味があ

る の で は な い か と い う気 が し ます．

矢原 （東大）　 佐藤 さ ん の お っ し ゃ る こ と は，
chr ・ n ・lo−

gical　 age を読む と い う こ とで な くて ，ある 種 が 個体発

生 して い く過 程で 刻む aging の よ うな もの があ っ て そ

れ を無視 して は い けな い とい うこ とだと私は受けとりま

した ． そ れ と 時間 を 追 っ て すすむ令 age ，と い う よ り

もyear と い っ た 方 が い い と思 い ます が ， そ れ と もう
一つ

は サ イ ズ の 問題 こ の 3 つ が きちん と区別 されず に 議論

され て い る と思 い ます．Year とい う こ と に つ い て は例

え ば 森林 に ギ ャ ッ プ が 何 年に 1 回 位 の 割合 で 出 て くる の

か，と い う正 確 な推定 と い う の は 必要な こ と で は な い か

と思 い ます．

　次 に 令 よ りもむ し ろ サ イ ズ だ と い う批判 に つ い て は ，

サ イ ズ に よ っ て ・∫逆 的 に 変化する形態 とい うの があ るわ

けで す ね ．た と えば マ ム シ グ サ な どは サ イ ズ に 依存 して

性転換 して 雄 が雌 に 変わ ります が ，生理状態 に よ っ て 雄

に戻る こ とがあ っ て ，そ の 時に は 形 も昔 に もど る わけで

す ．シ ダの 場合に は 佐藤 さん が 発 達令 と 呼 ん で お られ る

よ うな 不可 逆的な形態変化が あ ります ．被子植物の 場合

で も，い く らい じけ させ て も子葉に は戻 らない わ け で す

ね ．そ う い う シ ダ の 場合 と 本質 的 に は 同 じ現象 が あ りま

す．従 って ycar と発達令と サ イ ズ と ，
こ の 3 つ を区別

しな けれ ばい けな い と い う こ とが今の 議論 を聞 い て 私 は

理解 で きま した ．

小野　そ の year と い う の は 物 理 的 な 時間 と い う こ と で

すね ．

矢原　そ うで す．Time ，し と い う言 い 方 の 方 が い い で す

ね ．

河野　 1 年生 の 植物だ っ た ら
“
口

”

と い う単位で 測られ

る ，そ う い う意 味で し ょ う．

新 山 （北大）　 ヤ ナ ギ の種子発芽の 簡単な 実験を や っ て

い る の で す が ，ヤ ナ ギ の 場合 は種子が落ちて か ら 1時間

位で 子葉が出て きます 。場合 に よ っ て は発芽 した 段階 で

散布さ れ る こ と もあ り，水 の あ ると こ ろで はす ぐ子葉 を

展開 して 発根 しま す ．個体群動態 の こ とは す ご く気 に な

っ て い て デ
ー

タを と りた い と思 っ て い る の で すが ， ヤ ナ

ギ 林 と い うの は殆ん どが同令林で そ れが モ ザ イ ク 状 に 河

畔 に 存在 して い る よ う な 状 態 だ と 思 い ま す の で 1個体 で

は な くて 同令の 群落 の デ モ グ ラ フ ィ
ーが 必要 に な る と 考

え て い ます ．河辺 とい うの は か な り不安定 で す か らそ う

い うと こ ろ の デ モ グ ラ フ ィ
ー

の 問題 と い うの は 安定 した

環境 の もの と は か な り異質 に な る と思 っ て い ます。

種子散布をどう とらえるか

山西 （北大）　 内藤さん の お話だと翼の 着 い て い る種子

で も考 え ら れ て い る ほ ど に は 飛 ば な い と い う こ と で す が ，

で はそ うい う形質 が ど う して 進化 して きた の で し ょ うか ．

河野先 生は
一

つ の 解釈 を お示 し に な りま した け ど ．

内藤　そ の 質 問 に は 私 は ち ょ っ と答 え き れ な い の で す．

散布型 と い う見方だけで は ち ょ っ と問題があ りそ うだ と

い う こ と を今 日 は言 い たか っ た の で す．ヤ ナ ギ の 種 子で

すけれ ども，あれ も本 当に 飛 ば すた め に 毛 が つ い て い る

の か どうか 分 らな い の で すね ．もの に よ っ て は ， ゆ れ る

とパ ッ と外れ て しま っ て 散布の 役割を果 さ な い こ と があ

ります ．タ チ ヤ ナ ギ な どだ と，落 ちます と水 の 上 に 浮 い
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て 流れ て い くわけで す ．あ る 種 の ヤ ナ ギ で す と冠毛 が 水

に 親和性があ っ て ，す ぐ水に な じん で 定着 す る の で す が，

タ チ ヤ ナ ギ の 場合は水を は じい て 浮い て い くわけ で す ．

そ うい うわけで ， 常識的な推論だ けで は駄 目 な 部分 が非

常 に 沢 pJtあ りそ う で す．

高田 （京大理）　 種子 の 話 と先程 の 発育段階 の こ とで す

け れ ど ，
バ イ オ ロ ジ カ ル ・エ イ ジ とカ レ ン ダー ・エ イ ジ

の 問題 と い うの は ソ 連 で 随分や っ て い る し ， 日本 で も紹

介者が か っ て い た わけ で す け ど．最近 は あや ふ や に な っ

て しま っ て い る と こ ろ があ りま す が ．む つ か しい 問題 だ

と思 い ます ．ッ ツ ジ の 場合 は 生長す る と サ イ ズ とか 形 が

かわ る だけ で は な くて ，例 え ば生理 的 な 性質 も随分変 っ

て しま い ま す．た とえば実生 の 初期に は水分要求性が非

常 に強い わ けで すけれ ど も，そ れがち ょ っ と大 き くな っ

て 上伸枝 を 出す よ う に な る と もう全 く乾性植物的 な ，余

り水分を必要 としな い ように な っ て しま い ます．そ れ以

外 に も，例え ば樹形 で そ の 質が 完全 に か わ っ て しま うと

い う問 題 が あ り ま す ．A6ies で は そ れ迄匍匐して い た も

の が光を受けれ ばす っ と上伸す るけれ ども，ツ ツ ジ の 場

合は かな り明 る い 場所 に い て も上伸枝 を出さず に そ の ま

ま大 きくな っ て か ら，養分 を 貯 め 込ん だ 頃に 何か が 引き

金 に な っ て 上伸す るよ うに な る．つ ま り発育段階が変化

す る わ けで す ，こ の よ うに ッ ツ ジ の 場合に は，形 だ け の

問題 で は な くて 生理的に もは っ きりした 発育段階が ある

と考 え られます。そ うい う意味で バ イ オ ロ ジ カ ル ・エ イ

ジ とカ レ ン ダ
ー

・ エ イ ジ と の 関 係 に は か な り重 大 な 意 味

が あ る と思 うわ けで す ，

　 そ れか ら種子 の 散布 の 問 題 で す が，後氷期 に な っ て か

らお そ ら く1万年位 の 間 に 少 くとも 500km 以上飛ん だ

と考 え られ る暖帯性 の ツ ツ ジ が北海道 に ひ とつ だけあ り

ます ．しか し現 実 の ッ ッ ジ の 種 子散布距 離 を 調 べ た ら せ

い ぜ い 201n
， ま あ 10　m の 範囲 が 圧倒的 で な か な か 飛

ばな い ．種子散布の 意 味 と い うの は，二 つ あ る と思 うわ

け で す ．一つ は 種 の 個体群 の 維持 に か か わ るもの ，もう

ひ とつ は 種 の レ ベ ル の 問題 で ，種 の 存続 の た め に とに か

く遠 くへ 飛 ば す こ と．こ うい う二 面性 が 種子散布 に は 実

は あ る ん だ と考 え て い ます ．種 の レ ベ ル の 問題 とい うの

は現実 に はす ご く予がつ け に くい 問題 で ， 推測が多 くな

る と い う面が あ っ て ，非常 に 困難 さ を感 じます が ．

小野 　実 は 私 も先程か ら同じような こ とを 発 言 した い と

思 っ て い た の で すが，散布の 問題 に つ い て は，近距 離で

しか も 日常的 に 次世代 を つ く る 形 で 行 わ れ る も の と，

もうひ とつ ，分布論 が 扱 うよ うな長距 離 の， い わ ゆ る

long　 distance　 dispersal に つ い て の もの と 二 つ あ る と思

い ます ．こ の 二 つ は かな り別の 立場か ら見な ければ い け

な い と思 うの で す．太平洋の 島で 動物 に 付着 して 長距離

散布 を す る キ ク 科 の Bidens の 種子 が 一
度島 に 渡 っ て 定

着 して しま い ， そ の 島で 代を重ね る と dispersibilityを

失 っ て い る と い う話があ りま す．こ れ は長距 離散布 に あ

た っ て 機能 して い る部分 と一
度定着 した あ とで そ の 周 辺

で 増え て い く上 で 機能 して い る 部分 とい うの は か な り別

の 問題 なん だ と い う こ と を 示唆 して い る こ と だ と思 い ま

す．

村松 （岡山大）　 種 子散布 の 問題 で すが，タ ン ポ ポ と ヒ

レ ァ ザ ミを 比 べ る と ， 総苞片が タ ン ポ ポ で は 非常に そ り

返 ります が ヒ レ ア ザ ミで は余 りそ りか え らな い ．総苞 の

巾 に 冠毛 の は ずれた種子 があ っ て ，強 い 風 が 来 た 時 に こ

れ が 振 れて 種子散布す る ．こ う考 え る と ヒ レ ア ザ ミ の 方

は冠毛 がそ れ程 重 要 な 役割 を 果 た して い な い の で はな い

か と思 うわけ で す．む し ろ早 くな くな っ て しま っ た 方 が

都合が よ か っ た の で はな い か．乾燥地帯 の い ろ い ろ な種

を見 て み ま す と ， 例 え ば野生大 麦 の 場合，芒 の 形があ る

種で は 丁度 Bide ・ns の よ う に 動物 に 付 い て 分布 する の に

役 に 立 っ て い る し， 別の 種 で は そ れ が 少 し細 くな る こ と

に よ っ て 今度 は タ ン ポポの 冠毛 と 同 じよ うな 役割 を も っ

て 非常 に 遠 くま で 飛 ん で い る ．つ ま り， 乾燥した 平坦 な

地 帯 で は一たん 落ち る ま で の 距離 は短 い けれ ども二 次的

に 散布す る 距離は非 常に 長 くな る ．タ ン ポ ポ もそ ん な 条

件 だ と も っ と 飛 ぶ の で は な い か と思 い ま すね ．そ うい う

こ とを見 ますと，種 子散布 の 条件は い ろ い ろあ っ て ，広

い 眼 で 見 る とま だ 掘 り下げ る こ とが あ る の で は な い か と

思 い ます．

内藤　そ れ は 全 く同感 で す。わずか な デ
ータ しか な い の

で 本 当の こ とは言えな い の で す が，10m 　ぐらい の 高 さ

の 屋上 の 隅 に ち ゃ ん とタ ン ポポが咲い て い る事例 があ る

の で す ．そ うい うデ
ータ を も っ と い っ ぱ い 集 め た い と考

えて ます．

吉井 （富 山大）　 先程長距離の 散布を 扱 う時 に は rege −

neration の よ うな 相 対的 に ミ ク ロ な 問題 と は 見方をか え

て い く必要が あ る の で は な い か とい う御意見 があ っ たと

思 い ます ，私 は 花粉分析 を 手段 に して 主 に 後 氷期 の 古植

生 を見 て い る の で すが，そ うい う立 場 で 日 頃艮 い time

span ，大 きな distanccの 間 題 を 論 じ る 時 に や は り同 じ疑

問を感 じて い る わ けで す．氷期 の 目 本列島 を 何種類 か の

植物，例 え ば先程 の ツ ツ ジ と か が か な り急速 に 分布域 を

広げた らしい と い われ て お ります が ，こ れが どうも種子

散布 の 状況 か ら推定 した 速 さ と あ わ な い の で す ．そ れ で ，

氷期 に ス ポ ッ ト状 に な っ て ど こ か に か くれ て い た 連 中 が

気候 が 好適 に な る に つ れて そ の まわ りに 分 布を 広 げ た の

だ と考え る 人 もい る わ け で す ．そ ん な 点 か ら種 子散布 の

問題 に は大 きな関心 が あるわ けで す．そ こ で お う か が い

した い の は，そ うい うマ ク ロ な もの と ミ ク ロ な も の と の

ギ ャ ッ プ を埋 め る，ある い は橋渡 しをす る もの の 見方 な

り方法論 に つ い て 現 在皆さ ん 方 は どん な 展 望 を お もち な

の か と い う点 が一
つ ．そ れ か ら，僕 の よ うな 立場 で 非常

に大雑把 な 話 を して い る もの が 種 子 の 分散 とか 植物が 動
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くと い う こ と を 考 え る 時 に こ れ だ け は押え る べ きだ とい

う ポ イ ン トみ た い な もの が あれ ば御指摘い ただ きた い と

思 い ま す ．

小野　そ の 点 で あえ て 反論するわけで はな い の で す が そ

の 二 つ の 問題 の 間を私 は無理 に 埋 め な くて も よ い の で は

な い か とい う気 が し ます．あ な た の い うマ ク ロ と は 長 距

離 な い し偶発的 と の 意味で しょ うし ， ミ ク ロ とは 日常 的

な 繁殖活動 の 中で の 散布で すね．そ れをつ な ご うとす る

た め に む しろ 話 が混 乱 して くる 部分 が あ る の で は な い か

と い う気が します．長距離散布 な い し は 偶発 的な散布 と

い う の は 別 の 問 題 に として 議論す る 機会 を もつ 方がよ い

と思 い ます、例えば高層で ネ ッ トを曳 い た デ
ー

タ に よ る

ととん で もな い もの が 飛ん で る ．カ タ ツ ム リが飛ん で い

る と い う報告 も あ りま す ，そ う い う ケ ース は 非常 に 偶 発

的 で 確率 の 上 で は問題 に な らな い け れ ど も分布論 で は確

率が 低 い か ら と い っ て 無視 で き な い とい う間題 が あ る わ

け で す．

河野 　も う すで に大半の 問題点 に つ い て は 議論 が つ くさ

れ て い る と思 い ま す け れ ど も，特定 の 種 がどうや っ て 個

体 群を継承 して い くか と い う中で の dispersal の 役 割 に

限定 して 二 ・三 述 べ て み た い ．先 程 の話に 戻 りま す が，

羽根を も っ て い る か らとい っ て す ぐ風散布 と 考 え る 必要

は な い と は 言 え な い の で す ．一
義的 に は こ れ は 明 らか に

風 に 対す る 散布 の 機構 な の で す ．た だ そ れ を 分 散 と定 着

とい う
一

連 の 過程 で み た時 い ろい ろ な 側面があ る の で は

な い か と い う こ とで す．キ ク 科 が 冠毛 を持つ の は，まず

風散布型 と して 進化 した た め と思 われま す が， ヒ レ ア ザ

ミの よ う に そ の 冠 毛が段 々 退 化的に な っ て はずれ る こ と

に よ っ て 近 くに も落 ちる と い う よ う な 形質がむ しろ 二 次

的 に 分化 して きた 可能性が あ る ．そ うい う点 に つ い て は，

や は り系統分類学的考察を じ っ くりと特定 の グ ル
ープ に

つ い て や っ て み な が ら評価 して い くとい う事 が大事だ と

思 い ます．

　 もう
一

例，糺umblc “
’tied は特に 砂漠 で 有名 な の だ けれ

ど も ， あれ は根元 か ら植物体全体 が 折 れ て 飛 ん で い っ て

埋 ま っ て 定 着す る わ け で ，個体密度 を お と さ な い 性質 を

併 せ て そ な え て い る わ けで す．分散 して い く こ と は 種 の

生活 圏を拡 げて い く こ とで 確か に有利 で あ る けれ ど，あ

わ せ て ど ん どん 個体密度 が お ち て い く可 能性 もあ る．突

然 と ん で もな い と こ ろ に 飛 ん で い っ た ら，そ れが outbre
−

eder で あ る と そ こ で は 次世代 が で きな い わ けで す． こ

こ に 個体群を維持 して い く場合 の もう
一

つ の 側面 が あ る ．

個 体密度 の 維持 と分散，そ の 両 面 か ら考 え れば今 まで で

て きた問題 も多 くはか な り統
一

的 に きちん と説 明で きる

の で は な い か と 思 い ます ．
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