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イ ネ科植物の 遠縁交雑親和性 と種遺伝学

村　　松　　幹　　夫

　　（岡山大学農学部）

緒　　言

　有性生殖 に おけ る接合体 の 形成 は決 して 単純で は な く，

特 に 高等被子植物 に お い て は接合子と胚乳形成 に 関す る

要因 が 多 く，複雑 で あ る．そ れ らの 形成異常は種属間交

配 に おける交雑不親和性を結果す る．ま た 関与す る内的

要 因す な わ ち遺伝的要因 の 解析は新 し く進化 し た植物群

に お い て 行 な うの が 適 当で あ る と考え られ る．イ ネ科 は

最 も適 した 群 の
一

つ で あ ろ う．

　 こ こ で 交雑不親和性 （Cross　 incompatibility） は

自家不和合性か ら明確に区別 しなけれ ばな らな い ．交雑

不親和性一交雑親和性は各生物種 の 同
一

性 に 関与 し，そ

の 機作に は 遺伝的要因 に よ る交 雑障壁 な ど多 くの 生物現

象が含ま れ る．主 に授粉か ら受精後の 雑種胚 の 発生 まで

を含めた 生育不適合性 （lncongruity） と して ま とめ る

方が妥当 な 現 象 で あ る （Hogenboem ，1973）．　
．一方，

後者 の 自家不和合性は 自家授粉 に よ っ て は次代種子 の 形

成が行なわれな い 現象で あ り，そ の ような 種 や系統で は

他殖 に よ る遺伝的異型接合体集団 が 形成され，雑種強勢

に よ る 種 や 集団 の 生育旺盛 が 維持 されるな ど，む し ろ同

一
種内 に お い て 有利 に 働 く現象で あ る．

　種属間が 互 い に 交雑不親和性で あ れ ば，そ れ らの 種属

間 に は 生殖 的隔離が生 じ る． こ の 不親和性に よ る 生殖的

隔離は 通常遺伝的要因が 関与す る隔離で あ り ， そ れ らは

交雑障壁 （Hybridization　barrier） として あ らわれ

る が，Stebbins （1950） は 受精前障壁 （Prefertiliza−

tion　barrier） と受精後障壁 （Postfertilization　bar−

rier ） に わけて い る． こ れを配偶子 か ら雑種接合子 の 形

成 まで に つ い て み る と，配偶子合体前 （Presyngamic ）

と配偶子合体後 （Postsyngamic）とする こ とが で きる．

　後者に は接合子 の 発生 に よ る雑種胚や雑種胚乳に み ら

れ る さ ま ざま な 異常現象が含ま れ て い る．そ れ らの 異常

雑種の 両親そ れ ぞ れ は正常で あ り，
ヘ テ ロ 接合体 に お い

て初め て 出現す る の で ， 異常現象は両親か ら由来 した遺

伝 子 間 の 補足作 用 に よ る と考 る べ き で あ る，補足遺伝子

に よ る そ れ らの 異常表現型 は決 して 胚発生 や 種子 の 形成

期間 の み に 表れるの で は な く，植物 の 発生，生育に した

が っ て そ の 各段階 に み られ る．そ れ らを順 に 大 きく分け

る と，

　 a ，配偶子隔離一雑種崩壊

　 b ．雑種生存不能

　　（＝雑種致死 Hybridlethal，　Hybrid 　inviability）

　 c ．雑種弱勢

　　（Hybrid 　weakness ，　Hybrid 　inviability）

　 d ．体細胞染色体不安定性

　　（Chro 皿 osome 　instability）

　 e ．染色体不対合〜染色体構造変異など

　f ．雑種不稔性 （Hybrid 　 sterility ）

などとなる．少 な くと も雑種崩壊や雑種生存不能は 雑種

胚 の 発生初期 に 生 じ， e ．の染色体不対合は成熟分裂期

に 表れ，雑種部分不 稔性 〜不稔性 （Chromosomal

hybrid　sterility ）を結果する．雑種不稔性は種 々 の 要

因 に よ っ て 生 じ る が ， f．は さ ら に 後 の 時期 に み られ る

不稔性で ，遺伝子雑種不稔性 （Genic 　hybrid　sterility ）

として表れる．

　個体発生の後期に表れ る現象は初期に雑種生存不能 な

ど の 異常が 生 じな い こ とを前提 とす る，発生初期 の 異常

現象は よ り遠縁の 種属間組合せ の 雑種 に 多い が ，個体発

生後期に障害を表す雑種の 交配組合せ はそれ ら遠縁種属

問の うちで も比較的近縁関係 に あるとい う傾 向は，染色

体異常の 程度 と類縁関係の 濃淡 との 対応 と と もに ，一
般

に 認め られ て きたと こ ろで ある． こ れ らの 遺伝的障壁 の

存在が種属 の 分化や系統発生と，さ らに系統群 （種属群）

とどの 様 に 対応 して い る か な ど に っ い て は 重要な問題点

が含まれ る こ とが 明か で あるが，体系づ け られ た検討 は

まだ 殆 ど な い に 等 しく，今後の研究に待つ とこ ろが多い．

　 イ ネ 科 の コ ム ギ 族 （連） （Triticeae）で は倍数性種形

成 に よ る種分化が そ の 多 くを占め る．そ の 種分化 は 比較

的新 し く，栽培植物で あ る 6 倍性 コ ム ギ （2n；6x− 42）

の 成立 は わ ず か 1万年以 内で あ る こ とが知 られ て い る．
一一方， タ ケ族 （連）（Bambuseae ） は イ ネ 科 の 系統上

原始的なと こ ろ に 位置す る古 い 群 と して ，コ ム ギ族と対

照的 で あ る．こ れ らの 2群 に お け る交雑親和性の 様相に

つ い て 現在 まで 得 られ た 結果 を 比較検討し た い ，

　 しか し，コ ム ギ 族およびタケ族は そ れ ぞ れ比較的大き

い 植物群 で あ り，交雑親和性の 研究 に は種 々 の 困難 と混

乱が と も な う．例え ば各族内 の すべ て の 種属間 の 正逆交

配組合せ 数は きわ め て多数に な る．さ らに外部形態 に よ

る分類体系に研究者間の 見解の 差が大 きく，コ ム ギ 族 の

み に っ い て も最近 10〜20年間 に 新 しい 系統分類 が 提 出さ

れて い る．両族は 生理生態学的 に も種属間差異が大 きく，
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世界的に 広 く分布 して い る．生育環境 が 大 き く異 な る地

域に分布す る多数 の 種 を収集し ， 交雑実験の た め 同
一

条

件下で栽培する と，開花，結実の 差異が 大 き く表われ，

管理 に 多 くの 労力と時間を必要と す る．さ ら に 斉
一な 実

験結果 を 得 るに は，そ の 実験が 異な る季節間 に わ た る こ

と な く同
一

気候条件下 の 短期間に多数の 交配を同時 に 行

な う必要が あ る． こ の た め 本稿で 述 べ る実験 で は 日本本

土 に高い 適応を示す固有 の 野生種で あ る 日本産カ モ ジ グ

サ属を用 い て い る．それ らの 種 は 日本の 実験圃場 に お け

る開花期間中の 気候条件 の 変化 の 影響 を受 け る こ と が き

わ め て少な く，常 に 良好 な開花 と種子形成を示すの で ，

交配実験 に お い て も最 も信 頼され る客観的 な 結果が得 ら

れ ると考え られ る．ま た，日本産の タ ケ 族 も 日本 の 気候

条件へ 高 く適応 して い る．さらに， コ ム ギ族 と大きく異

なる生理生態的特異性が あ る．特に 長期の 栄養繁殖の 後，

開花 に い た る植物で あ り，そ の 交雑実験 は 意義あ る結果

を もた らす と考え られ る．

　な お，タ ケ植物群の分類学的取り扱い は研究者 に よ っ

て 異 な っ て い る．本稿 で は Clayton ＆ RenvQize

（1986） に した が い イ ネ科 の 1族と し， ま た 属以 下 の 分

類は鈴木 （1978） に よ っ た，

供試実験植物群

a ．コ ム ギ族の 概略

　 コ ム ギ 族 （Triticeae；Hordeae ）は ， 300種以上が

知 られ て い る大 きい 族 で あ り， コ ム ギ や オ オ ム ギ な ど の

主要有用栽培植物を含 ん で い る．い ずれ も穂状 （ま た は

複穂状）花序を 示 し，小穂 が 無柄か
， また は ほ とん ど無

柄 （オ オ ム ギ 属 の 側列小穂） で あ る．そ の 中で コ ム ギ属

（Triticum）と オ オ ム ギ 属 （ffordeum） は 互 い に異な

る方 向へ 進化 し た 2系統群 （コ ム ギ 亜族とオ オ ム ギ亜族）

そ れ ぞ れ の 最先端に 位置す る 属 と考 えられ る．こ の 両系

統の 中間に位置する と考え られ る属 に 広義 の カ モ ジ グサ

属 （Agropyron ）が あ り，100種以 上 が 記載さ れ ， 日

本に も分布 して い る，そ れ らの 日本固有種 は 西南ア ジ ァ

に 多 い 種 とは生 理 生態学的に 異 な り，東 ア ジ ア に 比較的

多 い Roegneria 節 に属す る．こ の 節 は また 独立 の Roe −

gneria 属と さ れ る こ と もあ り，最近 は広 義 の エ ゾ ム ギ

属 （Elymus） の
一

部と
一

括し新た に エ ゾ ム ギ 属 と して

扱う分類上の 見解 が 提示 さ れ て い る．

　 こ れ ら 4 属 の 特徴 を 表 1 に 示す．上述の と お りカ モ ジ

グサ 属 と エ ゾ ム ギ 属 は コ ム ギ属 とオ オ ム ギ属の中間の特

徴を示す比較的大 きい 属 で あ る が，両属間 の 差 は穂節当

り の 小穂数 が 主 な 相違点 と さ れ て きた．しか し ， しば し

ば同一個体の穂や同
一

穂上 の 位置 に よ っ て 1また は 2 小

穂とな る こ とが あ り，明確 な 区別点 と は認 め が た い 場合

が あ る．ま た ご く近縁属 間 の 交雑 は しば しば可能で あ り，

そ れ ら F ， の雑種細胞学 的研究 と くに 染色体 の 対合量 の

分析が属 の 統合や新属の 記載 に 寄与 しつ つ あ る　（Kim −

ber ＆ Sears，1978）．す な わ ち 同
一ゲ ノ ム が 2 っ 以

上 の 属 に わ た っ て 共通 して存在す る場合や，従来 の 分類

に おい て 同
一

属に まとめ られ て い た複数 の 種 が 全 く異種

ゲ ノ ム を もっ 場合が見 い だ さ れ，そ れ ら の 新 しい ゲ ノ ム

に 基 づ い た新属が記載さ れっ っ あ る．こ の こ と は コ ム ギ

族 に お い て 外部形態 の 差異 よ り も細胞学的分化が先行し

て い る こ と を示 して い る．もち ろ ん一般に，形態学的に

よ り遠縁 と 考え られ る属 は異種ゲ ノ ム 関係に あ り， ま た

表 1．コ ム ギ族 （Triticeae） の コ ム ギ 属 （Triticum），カ モ ジ グサ属 （Agropyron ），

　　　エ ゾ ム ギ属 （Elymus ）お よ び オ オ ム ギ 属 （Hordeum ） に お け る 主要形質
1）

穂 　の 　形　態 生理 ・生態学 的形質 細胞遺伝学的分化

属
穂　軸

穂節 当り
　　　　　　 生活型
の 小穂数

繁殖習性 倍数性
ゲ ノ ム

分　化

関連参照
2 ）

文　 　献

磁 潔 折 れ る
4）

カ モ ジ グサ 属

（Agroporron ）

エ ゾ ム ギ 属

　（Elyrnus）

オ オ ム ギ 属

（Hordeum ）

1 越年
一

年生　 　自 殖 性

折れな い 　 1（ま れ に 2）　 多年生

折れな い 　 2 （ときに 1）　 多年生

折 れ る 3

自殖性〜

他 殖 性

大 部 分

自 殖 性

2x （比較的少）
　 〜 6x 多

Kimber ＆

Sears （1978）な ど

2x（少）〜10x　 複　雑　 Dewey （1984）

4x〜12x

多〜越年　　他 殖 〜 　　2x（多）〜
一

年 生 　 自 殖 性 　 　 6x （少）

複 　雑 〃

比較的　 Bothmer 　 et　 al ．
単 　　純　　　　　　　　　　　　　（1991）

注 1）属の 分類は 主に穂 の 外部形態に 基づ く大井 （1965） の 分 類 に したが っ た．各属 に お け る 1 〜2 の 例外 は 除 く．

　2 ）細 胞遺 伝学的研究が 先行 し，野生 種 の Aegilops 類 に つ い て もオ オ ム ギ属と と もに 他属に 比べ ，極あ て 深 く掘 り Fげ た

　　 研 究が 多数 あ り，そ れ らを参照す る必要が あ る．Kimber ＆ Sears （1978）お よ び Devey （1984） は細 胞遺伝 学的研究

　　 に よ る ゲ ノ ム を単 位 とす る分 類 に 関係 す る．最近，カ モ ジ グサ 属 と エ ゾ ム ギ属 は細 胞遺 伝学 的 に 多数 の 新 属に 分 け られ

　 　 ね ば な らな い こ とに な っ て い る．

　 3 ） コ ム ギ 属 （Triticurn） に は エ ギ ロ ブ ス 属 （A 　egilops ） を 含 む．

　 4 ）成熟 穂 軸の 節 に 離層が 生 じ小穂単 位 に 脱 落す る．た だ し，栽培裸 型 コ ム ギ およ び栽 培型 オ オ ム ギ で は折れ な い ．・
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交雑親和性 も低 い ．図 1 に は そ の よ うな 属間 の 近
一
遠縁

と交雑親和性 との 関係に つ い て 現在 まで に 知 られ て い る

結果 の ごく概略をま と め て 示す．交雑親和性は同
一

種内

で は もち ろ ん 正常で あ り高 い が，種間 で は組合せ に よ っ

て さ まざ ま で あ る． コ ム ギ 属 に 多 い 倍数性種 に っ い て み

る と，異な る倍数性間で は低 い 倍数性 の 種 を雌親 とす る

と き胚乳形成 の 異常が表われ，そ の 倍数性 の 差 が 大 に な

る と不発芽種子 の み が得 ら れ る の が一般的傾向 で あ る．

胚乳形成異常や胚乳崩壊 に よ る不発芽種子 は や や 遠縁 の

種属間組合せ で 同
一
倍数性 レ ベ ル の 組合せ に お い て もみ

られ，よ り遠縁の 組合せ で は 雑種種子形成が ご く初期に

停止する の が 通常 で あ る．

　 コ ム ギ族植物 の ご く
一

部 の 種 は樹林内 に 生 育する が ，

大部分 は草原な ど の 開け た 環境 に 適応 し， と く に 中 央 ，

西南 ア ジ ア か ら地中海地方な ど夏期に 乾燥す る 地域に多

く分布す る．そ れ らの地域で は 類似 した生態的地点に同

所的 に 生育 し，同時に開花成熟す る 傾向が 強 い ．コ ム ギ

族 は他 の イ ネ科植物と同様風媒花を持 ち，一
般 に 葯が大

き く，と くに 自家不和合性 で他殖性 の ラ イ ム ギ 属や ハ イ

ナ ル デ ィ ア 属 （H αynaldiα）で は 大き い ．自殖 と 他 殖

種 を 同
一
属 に 含 む オ オ ム ギ属で は葯は，自家不和合他殖

性 の H ．bulbosum で 大 き く ，
ム ギ ク サ　（H 、　 muri −

n “ m ） な ど の 自家和合性 自殖 種 で 極め て 小 さ い ． こ の

よ う な差 異 は カ モ ジ グ サ 属 （広義） に お い て もみ ら れ ，

Elytrigia節の 自家不和合性種 で は葯が比較的大き い．

日本産の Roegneria節 の 種 は自家和合性自殖種で あり，

葯 が 小 さ く，丘陵地 か ら林縁 に 比較的多 い ア オ カ モ ジ グ

サ （A ．cili αre ） で は特 に 小 さ い．ア オ カ モ ジ グサ に 比

べ て 開け た草原，荒地，河川 の 氾濫原 に 多 い 傾向が あ る

カ モ ジ グサ （A ．tsuhushiense ） で は 葯 が や や 大 き い ．

b ，タ ケ族 の 概略

　 日本産 の タ ケ ・サ サ 群植物に つ い て 多数 の 種 の 記載 が

あ り，サ サ 類 の み で も600種以上あ る と さ れ て い た．鈴

木 （1978） は タ ケ とサ サ を含め て約 100種に ま と め て い

る． こ の よ う に多数が 記載さ れ る理 由 は タ ケ や サ サ 類 が

日 本各地 の 異 な る生態的条件へ そ れ ぞ れ適応す る こ と に

よ る幅広い 形態学 的変異 の ため で あ る と考え られ る．

　 タ ケ ・サ サ 群植物 の 同
一

属 の 同
．一・

節 で は しば しば 異種

が 混在 して 生育す る こ と が あ る が，一
般に は ， 栄養繁殖

期間が きわ め て 長 い の で ，有性生殖 に い た る ま で の 期間

に 広大な面積を同
一種が生育占有す る傾向 が あ る．とく

に サ サ属 （S α s α ）で は 気候帯 に よ っ て 各節 が 分布域 を

異にする （鈴木　1978）．こ の ように タ ケ 族 は
一

般に 異

所的 に 生育 し繁殖す る群で あ る と考え る こ と が で き る．

栽培植物 と して 人為的に移植さ れ る こ との 多 い マ ダ ケ 属

イ ネ 科 コ ム ギ 族 （Tribe　Triticeae（Hordeae ））

コ 　 ム 　ギ　亜 　族 オ　オ　 ム 　ギ　亜 　族

ド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コ

円弩鞜 。 嘱 封
」 Triticum 　 　 　 旨
1　 （コ ム ギ 属）　　　 旨
L−一一一＿＿＿＿＿一一一一一一一一一＿＿」

Hayn αldia
　（ハ イ ナ ル デ イ ア 属）

葱 端
゜

嬲 勾属）
Elytrigiα 節

　　　　 ∫〜θσ8几θr ピα 節

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 H σ rde “ m

　　　　　　　　　　　　　（オ オ ム ギ属）
　H ）ノstrix

轄嶌響
／

／

＋ ＋ （〜0 ％） 十

匚＋ ＋ ］

0 ％

［＋ ］

（＋ ＋ ）〜 O％ ＋ ＋ （〜 0％）

［＋ ＋ ］

0％ ± 〜 0％

匚＋ ］ ［＋ ］

0％

［± ］

0％

図 1．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［士 ］

イ ネ科 コ ム ギ族 の 主要な属 の 類縁関係と交雑親和性 （村松 　1988）

上 段は 自然 また は人 為交雑 の 親和性

下 段 は 培養 に よ る成 績

＋ ＋〜O は その 程度 差 を示 す，線 の 両端は そ れ ぞ れ の 上部 に 記 して あ る属 に 対 応す る．
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（Phyllostachys）は しば しば他属と隣接 して 生育 す る

こ と が あ る が，通常 は単
一

種 が大き い 生育集団を形成す

る，互 い に 広大 な地域を占有す る結果 ， 自然条件で も他

種属 の 集 団 が 互 い に 隣接して 生育す る地域が しば しば み

られ，そ の よ うな 地域 で は 自然雑種と考え られ る 中間型

の 群 が 見 い だ され る こ と が あ る．サ サ属の ナ ン ブ ス ズ 節

（Sect．　Lasiodernz α ）や ア ズ マ ザ サ属 （Sαsαellα ） が

そ れ で あ る，さ ら に タ ケ類 の ナ リ ヒ ラ ダ ケ 属 （Semi −

arundin αriα） も種々 の 外部形態学的形質が マ ダ ケ 属

とサ サ 類 との 中間型を示す属で あ る．

　こ の よ うな生育や繁殖に関す る特徴 に 加えて ，タケ 族

の 外部形態と くに 花器 に は比較的大 きい 差異 が 認 め られ

る．そ の 種属間差は イ ネ科の 他 の 各族 に 比 べ て 大 き く，

もちろん コ ム ギ族各属間差異よ りも大で あ る （図 2）．

また表 2 に は 日本産タ ケ族の
一

般的特徴をまとめて 示す．

こ れ らタケ ・サ サ群植物の う ち サ サ類は自家和合性を示

し，自殖性で あ る が ，
マ ダケ属で は少な くともマ ダケ は

他殖性で あ る と考え られ る．タ ケ類 とサ サ 類 は と もに葯

が大 きく， 花粉量は多 い．

タ ケ　　群　　の 　　属 花　　器　　形　　態

雄 ず い 数
雌 ず い の

柱 　頭 　数
鱗 皮 の 数

2n＝6x＝72

タ ケ類

2n＝4x＝48

B αmbusa

ホ ウ ラ イ チ ク属

サ サ類

　 　 2n＝4x；48

1）θn 〔irOCα1α肌 US

マ チ ク属

Tet厂agonocal α〃IUS

シ ホ ウ チ ク属

Phytlostαchys

マ ダケ属

Sinoうambusa

ト ウ チ ク属

Semiarundinα ri α

ナ リヒ ラ ダ ケ属

Shiわα tα e α

オ カ メ ザ サ属

Pleioblα 8tUS

メ ダ ケ属

Chimonob α mbUS α

カ ン チ ク属

Sas α ella

ア ズ マ ザ サ 属

　 　 Sasα
L

　　 サ サ 属

PseudOS αsa

ヤ ダケ属

sα s α morph α

ス ズ ダケ 属

6

6

6

3

3

3

3

3

3

6

6

3 （
− 4）

6

3

1

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

0

3

3 （1− 2）

3

3

3

3

3

3

3

3

3

図 2．日本産 タ ケ群 （タ ケ族，タ ケ亜科，タ ケ科） の 属 と 花器形態 （村松　1988）

鈴木 （1978） など に 基づ い て 作成
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表 2．日 本 の タ ケ 族 の 属
1）

1．タ ケ 類　　　　　　稈鞘 は 脱落性 　日 本 に 分布 す る 種属は導入 さ れ た栽培種を主 とす る．

　（Bamboo 　group ） 温帯 お よ び亜熱帯 （〜熱帯） に 分布．2n；・48 お よ び 72．

Phy〃ost α chys

（マ ダケ属）

Semiarundin αniα

（ナ リ ヒ ラ ダケ属）

Sinob αmb 磁Sα

（トウ チ ク属）

Tetrαgonoc α1αrnas

（シ ホ ウ チ ク属）

Shibαtaea

（オ カ メ ザ サ 属）

B α rnbus α

（ホ ウ ラ イ チ ク属）

DendrOC α 1αmuS

（マ チク属）

稈長 5 〜25m に 達す る大型 タ ケ類で ，導入 さ れた栽培種．各地 に 野生化する，
た だ し ， イ ン ヨ ウ チ ク （P ．Tranquiltα ns ）は 日本原産の固有野生種で稈長 4m 位

目本原産 とさ れ る が，もとの 野生地 （起原地）は不明．通常，栽培条件で 知 られ る，

中国か ら の 導入種 栽培 （関東地方以西）．

中国か ら の 導入種 栽培 （関東地方以西）．日本に お ける開花の 記録が な い．

栽培種 で あ る帆 各地 に野生化す る．

東南 ア ジ ァ 地域か らの 導入種．栽培 （主 に西 ， 南日本）．

東南 ア ジ ア 地域か らの 導入種 栽培 （九州以南）．

2．サ サ 類

　（Sasa 　group ）

稈鞘 は非脱落性．日本原産 の 固有野生種を主 とす る．
性 の 種を含む．2n・＝48．

亜寒帯や高山 に原産分布す る耐寒

S α s α

（サ サ属）

Sasaetlα

（ア ズ マ ザ サ属）

S αsαmorph α

（ス ズ ダ ケ属）

Pse 砒dosαSα

（ヤ ダ ケ属）

Pleioblα stUS

（メ ダ ケ属）

σhimonobarnbus α

（カ ン チ ク 属）

外部形態学的変異 に 富み，強 い 耐寒性を示す．日本中部， 北部 お よ び高山に 比較的多 い ．
稈長 0．3〜3m ，通常 2m 以下 の 矮性形態を示す．

外部形態学的に サ サ 属 と メ ダケ 属 と の 中間型．おもに 中部 お よ び北部 本州 に 多 く，九

州お よ び四国に も知 られるが，北海道 で は見 い だ され て い な い．

琉球列島を除い て広 く分布する が，西 日本を除い て 日本海側に は み られ な い．

本州，四国，九州 に 分布，栽培 お よ び野生と して み られる，

琉球列島を含む 日本各地 の野生種 　中〜西南日本 に 極め て 普通 に 分布す る が ，
で は次第に少な くな る （カ ン ザ ン チ ク は 中国原産の 栽培種）．

本州 中部以南 の 日本に栽培， また は野生化す る．

東北 以北

1） 鈴 木 （1978 ） に よ る ，

a コ ム ギ族

交配 実験結果 と特異性

　欧米や 日本 の 多数 の 研究者に よ る現在ま で の交雑実験

結果 は 膨大 な 量 に 達す る．大部分 は 栽培型 の コ ム ギ ， オ

オ ム ギ お よ び そ れ ら の ご く近縁種属間の 交雑で あ り， そ

の 他 の 種属間組合せ は比較的少な い ．

　 日本産 カ モ ジ グサ属植物の ア オ カ モ ジ グ サ （2n− 4x−

28） や カ モ ジ グサ （2n＝6x ＝ 42） は Roegneria 節内 の

他種との 種間交雑が容易で あ り， F ， 雑種を得 る こ と が

で き る （Sakamoto ＆ Muramatsu 　 1966a，1966b）．

しか し，や や 遠縁 の 交配組合 せ で は 不 発 芽種子 と な る．

こ こ で は 岡山大学農学部育種学研究室 （現植物細胞遺伝

学研究室） で 行 な っ た交配実験 の うち代表的な結果の
一

部を紹介する．表 3 は ア オ カ モ ジ グサ を雌親 と し，コ ム

ギ 属 　 ラ イ ム ギ 属 お よ び オ オ ム ギ属 を花粉親 と して 行 な っ

た 1989年度の交配結果 で あ る． こ れ らの 組合 せ の 雑種種

子 はす べ て 不発芽種子 とな っ た．その 原因 は比較的初期

の 発育停止や さ らに 雑種胚乳 の 形成異常 に よ る胚 の 枯死

で あ る．したが っ て 胚培養 に よ る雑種胚 の 生育に つ い て

も調査 し， 培養 に は 客観 的比較 の た め 常 に MS 培 地 を

用い て い る．交配実験は比較的斉一な条件の もと に 行な っ

た が ， 雑種種子の 着粒率は人為 4倍体系統を用 い た組合

せを除 い て常に オ オ ム ギ属の種で高か っ た．ま た ラ イ ム

ギ で は種間交雑 と ほ とん ど差 の な い 高い 値が得 られ て い

る． こ れ らの 雑種胚 の 培養結果を み る と， 決 して 着粒率

とは対応 しな い．オオ ム ギ属や ラ イ ム ギ属との 間で は高

い 着粒率に もか かわ らず雑種胚 の 生育率 は高 くな く，コ

ム ギ 属 よ りも低 か っ た ．

　1990年度は 前年度よ りも高 い 着粒率 と生育個体率 が得

られ た （表 4，村松 ら未発表）．着粒率 は特 に ラ イ ム ギ

との 組合せ に お い て 高か っ た．ま た，オ オ ム ギ 属 と の 組

合せ が コ ム ギ属 （狭義） との 間 に お け る よ りも高 い 値 を

示すな ど1989年 の 予備的結果と類似 した傾向を示 し た．
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　　 　　 　 　　 表 3 ．ア オ カ モ ジ グ サ （2n＝4x − 28） を雌親 と した属間交配組合せ に よ る交雑結果一 1 （1989年度）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（村松 ら　 未発表）

花 粉 親
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一

方， カ モ ジ グ サ と の 1990年度 の 交配結果 は 表 5 に示

す とお りで あ る，オ オ ム ギや ラ イ ム ギ と の 間 に 高 い 着粒

率が得られ る こ とは ア オ カ モ ジ グサ との組合せ と同様で

あ り ， 特 に オ オ ム ギ と の 雑種胚 の 培養に よ る生 育個体率

で は極 め て 高 い 値 が得 られ て い る．しか し，オ オ ム ギ を

除 く他の 組合せ で は 明 らか に ア オ カ モ ジ グサ との 組合 せ

よ りも低 い 値 で あ る．交雑親和性を極め て 広義に 解釈 し，

胚培養 に よ る成功率を含め て 考慮す る と，ア オ カ モ ジ グ

サ が 示す コ ム ギ 族 の 他属との 親和性は カ モ ジ グ サ よ りも

高 い と考え る こ とが で き る．

　 さ らに 胚培養 に よ っ て得 られ た 属間雑種 F 、 植物間 に

は交配組合せ に よ る生育の 差異 が み られ る．そ れ らは少

な くとも次 の 3型 に分け る こ と が 可能 で あ る．

　（1｝ 通常の 異種 ゲ ノ ム 間 の 雑種 F 、 植物で ， 生育は良

好 で あ るが，異種 ゲ ノ ム 間 の 染色体 の 不対合 に よ る 不稔

性を示す雑種．体細胞染色体 数 （2n） は細胞を通 し て

一定で あ り，変異 しな い ，

　  　茎葉に キ メ ラ 状 の 縦縞 を生育過程に生 じ ， オ オ ム

ギ 栽培種 とカ モ ジ グサ属の 中間型 の 穂や カ モ ジ グサ 型 の

穂 を同一個体に キ メ ラ 状 に 生 じ る．体細胞染色体数 （2

n ）が同
一

個体内細胞間で大 きく変異する，不稔性 を示

す，

　（3｝ 雑種の 体細胞染色体数 が 細胞間で 大 きく変 異す る

こ と は （2｝と同 じで あ る が，茎葉の キ メ ラ 状の 縞 が 細 く，

生育が きわ め て 不良な雑種．小さ く繊細 な 個体 に と ど ま

り， 出穂開花す る こ とがな く生育途 ヒで 枯死する．

　 カ モ ジ グ サ と オ オ ム ギ （H ． vuigare お よ び H ．

irregulα re ）と の 間 の 雑種 はす べ て   型 で あ る．また，

ア オ カ モ ジ グサ とオ オ ム ギとの 雑種 は （3）型 と な っ た．

　 こ の ほ か の 属間組合 せ，す な わ ち， コ ム ギ 属 （狭義）

や Aegilops 属との 組合せ は すべ て （1）型 の 通 常の属間

雑種 で あ る．（3）型 に お ける 枯 死 は 補 足遺伝子 に よ る 雑

種致死 の た め と考え られ る．これ らの こ とは交雑障壁が

幾通 りも存在 し，さ ら に そ れ らそ れ ぞ れ の 表現型 に おけ

る強弱程度が互 い に独立 で あ り対応 しな い こ とを示 して

い る と考え られ る．

b ．タケ族

　 タ ケ族の 交配で は タ ケ類の マ ダ ケ を中心 と し，サ サ 類

と の 間 に 行 っ た 交配を取 り上 げ る．マ ダケ は 稈鞘 が落下

し，西南 日本 に 多 く
，
稈長は20m に も達す る 巨大竹 で あ

る．一方，サ サ類は稈鞘が存続 し，小型 の タケ族植物で，

特 に サ サ 属 は積雪地帯 や 寒冷地 に 適応す る． こ の よ う に

両者の 差は大で ある．サ サ 類 の うち メ ダケ属およびサ サ

属とマ ダケ との交雑を試み た結果，い ずれ も雑種種子 の

結 実が得 られ た．F ， の 生育 も良好で あり， 両親間の交

雑親和性は高 く，交雑を妨げ る 障壁 が 特 に 存在 す る とは

い え な．い （村松　1988； Muramatsu ，1989）．

表 5 ．カ モ ジ グ サ （2n　 ・・6x ； 42） を雌親 と した属 問交配組合せ に よ る交雑結果 （村松 ら 未発表）

（1990年度）

花 粉 親 交配小花数　　着粒数 （％） 培養胚数 発芽数 （％）　 生育個体数

一粒系 コ ム ギ

T ・boeoticum 　　4x
二 粒系 コ ム ギ

普通系 コ ム ギ

4602546733690 （0．0）
0 （0．0）
4 （0．6）
8 （2．2）

28 0 （ 0，0）
3 （37．5） 2

コ ム ギ 属 小計 1，756 12 （0．7） 10 3 （30．0） 2
Ae ．　 squa 厂ros α 2x
Ae ．　 squ αrros α 　N〔t2，4x

4QU5031 0 （0．0）
0 （0．0）

そ の 他 の 種 929 5 （0，5） 4 2 （50．0） 1
エ ギ ロ プ ス 属 小計 1，386 5 （0．4） 4 2 （50．0） 1

S．cere αle　‘Haru −ichiban’

　　
”

　　　
‘Petkus　4x’

ρ

02
匚
り

8

51 （91．1
61 （74．4

6711 1 （ 6、3

8 （47．1）

−

ρ
0

ラ イ ム ギ 属 小計 138 112　（81．2） 33 9 （27．7） 7

Hay ．　 villosa 92 30　（32．6） 28 17　（　60．7） 0

H ．りulga 厂e

H 、i厂 regul α re

H ．sp 。n 繊 θα 配 呶 r 畆 配 （2x）
H ．bulbosum 　 　 　 　 　（4x）

1，976

　124

　 78
　229

470　（23，8）
15　（12．1）
22　（28，2）
37 （16．2）

317
　 81825

277　（　87．4）

　8 （100．0）
11 （61，1）

　 9 （36．0）

770302

オ オ ム ギ 属 小計 2，407 544　（22，6） 368 305　（　82，9） 217

合 十
一鹵ニ
ロ 5

，
779 703　（12．1） 443 336　（　75．8） 227

注 AegiiOPS属 を広義 の TritiCum属とは 別属 と し た．
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　得られた F1 雑種 はそれ ぞ れ両親の 中間型 で あ り，特

に 前者の 組合せ は ナ リ ヒ ラ ダケ 属 に，後者は イ ン ヨ ウ チ

ク に きわ め て よ く類似す る．

　こ の よ う に 異所的種分化を行な っ たと考え られる日本

産 タ ケ族の 種属間に は高 い 交雑親和性 が あ り，マ ダ ケ 以

外の属に つ い て も同様 で あ る と考えて よさそ うで あ る．

まとめ と問題点

1．イ ネ科 に おけ る対照的 な 2族 で あ る コ ム ギ族と タ ケ

族の 交雑親和性 をまとめ る と表 6 の よ うに な る．異な る

種が同所的に生育 し， 繁殖す る傾向を もつ コ ム ギ族で は

交雑親和性が低 い ．一
方，タ ケ族 は異所的種分化を行な

い ，高 い 交雑親和性 が 残存 して い る と い え よ う．

表 6．イネ科 コ ム ギ 族 およびタケ族 の 交雑親和性

　　　　　　外部形態の
イ ネ科 の 族
　　　　　　種属間差異

　　　　　 交雑親和性
生育地
　　　　　 （広　 　義）

コ ム ギ 族 　 少 な い 同 所 的　　低　　い

異 所 的　　高　　い

引　 用　文　献

タ ケ 族 大

2 ．コ ム ギ族 の 交雑不親和性 は第
一

に 雑種種子 の 胚乳形

成異常 とそ の不発芽に よ る． こ の 交雑障壁 に よ っ て 種属

間の 多くは 生殖的 に 隔離 されて い る．そ の よ うな属間交

配組合せ の 雑種胚の 培養に よ っ て 育成 した 雑種生育個体

を み る と ， さ ら に 異な る 第 二 の 細胞学的異常 が 見 い だ さ

れ，そ の 異常 の 出現 は交配組合 せ に よ る．例え ば コ ム ギ

族の カ モ ジ グサ と オ オ ム ギ と の 間 の 属間雑種 に は胚乳崩

壊 とい う比較的
一一

般的 な生殖的隔離の ほ か に個体発生 中

に 染色体 不安定性を もた らす細胞学的異常が み られ る，

3．雑種 個体 の 異常表現型 は両親か ら もた らさ れ た遺伝

子間 の 補足的作用 の 結果で あ る．した が っ て t そ の よ う

な補足遺伝子が両親 ， また は少な くともどち らか の 片親

に 系統発生 を 通 じて 生 じた と考え ね ばな らな い．

4．上述 の カ モ ジ グサ と オ オ ム ギ と の 雑種 に お い て 異常

を生 じる遺伝子型 は，オ オ ム ギ を頂点 と す る系統群 （種

属群） の 系統発生 に お い て 生 じた と考え ら れ る．

5． こ の よ うな 遺伝的変異 を 生 じる本質的な 差異 が コ ム

ギ 族 と タ ケ 族 と の 間 に 存在す る か ど う か は興味あ る 問題

で あ る．コ ム ギ族 で は不発芽雑種種子形成 に加 えて 染色

体 や 細胞学 的 レ ベ ル の 分化や 異常が 高 い 頻 度 で み られ，

した が っ て そ の よ うな潜在能力を もっ 植物群と仮定 で き

る．も し こ れ が 正 しい な ら ば，隔離を生 じる 潜在能力 が

前提 と して 先行 し，そ の 結果 と して コ ム ギ 族 の 同所的生

育が 可能に な っ た と考え ね ばな らな い．
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