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Summary

　Seed　germination　and 　the　subsequent 　development　of 　male 　and 　female　Chinese　yam （Dioscorea

o〃 osita　Thunb．）coUected 　in　China　were 　investigated，　The　accessions 　may 　sefve　as　a　source　of

germplasm　for　future　bleeding、

　The　optimum 　temperatuTe 　for　seed 　geτmination 　was 　l　1 ℃ in　the　dark．　Leaves　proliferated　rapidly 　40

days　after　planting　and 　the　shoots 　elongated 　until 　60　days　after 　p】arlting 　in　1
−・2「−　and 　3

−
yr
− 01d

seedlings ．　New 　shoots 　emerged 　from　the　old 　tuber　which 　shriveled 　as　it　supplied 　the　new 　developing

tuber　with 　nutrients ，　The　male 　seedlings　produced　 more 　leaves　than 　did　female　ones 　during　thoir

second 　and 　third　years　of 　growth．　Fifteen　out 　of　nineteen 　2−yr
−
old 　scedlings 　initiated　inflorescences；

seven 　bore　male 　flowers，　while 　cight 　differentiated　female　flowers．　The　female　flowers　developed
seeds 　which 　matured 　as　the　three −lobed　capsules 　turned 　brown．　The 　number 　of 　globular　or　e旺ipsoidal

bulbils　which 　form　in　the　leaf　axils 　increased　annually ．　Their　fresh　weight 　did　not 　differ　between　male

and 　female　seedlings ．　The　length，　fresh　weight ，　and 　diameter　of 　the　tubers　incleased　annually 　during

the　th【ee 　seasons ；the　tubels　on　the　male 　seedlings 　were 　consistently 　larger　than　those　from　the　female

ones ，

Key　Words ： Dioscorea　opposita ，　male 　and 　female
，
　seed 　germination，　seedling，　tuber　growth．

緒　 　言

　ナ ガ イ モ （Dioscorea　opposita 　Thunb ．）はヤ マ ノ イ モ 科

（Dioscoreaceae）ヤ マ ノ イ モ 属 （Dioscoreの の 植物 で ，坦

根体と 呼 ば れ る塊茎を発達 す る蔓性 で多年生 の 草本植物

で ある．ナ ガイ モ の 原産地は中国と考え られ て お り，日

本 で は 食用 と して 栽培さ れ て い る．ヤ マ ノ イ モ 属の ナ ガ

2000年9 月4 日　受付，2001年 6月 1 日　受理．

本報 告の
一

部 は 園芸学会平成 12 年度春季 大会に おい て 発表 した，
＊Colresponding　auIhor ・

イ モ は，長形種 の な が い も群，扁形種 の い ち ょ うい も群，

塊形種 の つ くね い も群に分け られ，なが い も群で は ナ ガ

イ モ ，い ち ょ うい も群 で は イ チ ョ ウ イ モ ，つ くね い も群

で は ツ ク ネイ モ が栽 培され て い る （佐藤 1989）．

　ヤ マ ノイ モ 属の 植物 の 多 くは雌雄異株で あ り（Ayensu，

1972），日本で栽培さ れ て い る ナ ガ イ モ の 大 部分 は雄株

で ，雌株の 個体数 は極端 に 少 な い ．ナ ガ イ モ と同じ よ う

に食用 として 利用 さ れる ヤ マ ノ イ モ （P．　japonica　Thunb．）

に お い て は 自生地 に おけ る生活環 が報告され て い る が，ナ

ガ イ モ で は種子が得られる こ とは 極 め て ま れ で あ る た め，
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雌雄性 を初 め と して 種子 の 発芽か ら成株に至る ま で の 生

長過程 や 植物学的な 一般的性状を調 べ た 研究は少な い

（水野，1953；八 鍬 ら，1981；Arakiら， 1983；堀，1984；

荒木 ら，1987）．

　ナ ガ イ モ の 収量性や 品質を改良す る に は，雌株の 獲得

と と もに 種子 や 実 生 苗 に つ い て の 基礎的知見を得 る こ と

が必要 で ある．そ こ で，本研究 で は中国 で採集 した ナ ガ

イ モ の 種子 を供試 して，発芽 と雌雄性および実生苗 の 生

育特性を明らか に しよ う と した

材 料 お よ び 方 法

実験 材 料

　1995 年 10 月 27 日 に 中国湖北 省 の 武当 山 の 標高約

900−−1，000　rn ，直径約 5km の 範囲に 自生 して い た植物体

5株か ら さ く果 ご と採集 した ナ ガ イ モ の 種子を供試し た ．

さ く果か ら種子 を取 り出し た後に，実験に用 い る ま で シ

リカ ゲ ル の 入 っ た デ シ ケ
ー

タ中 に 封入 して 室温 で 保存 し

た．な お，採集 した種子か ナ ガ イ モ で あ る こ とは，葉が

三角状卵形 で 先端 が 尖鋭，基部 が 広心形 で あ るこ と，塊

茎 は直下 し て 先端 が 肥厚 した 形状で あ る こ とお よ び 中国

国内に お け る 分布状態か ら判断 した （斐
・丁，1985）．

実 験 1．種 子 の 発 芽

　1995 年 11月 26 日に，直径 90mm の シ ャ
ーレ に水で湿

らせ た脱脂綿を入 れ，1 シ ャ
ーレ当た り 20−30粒の 種子

を置床 し た．そ の 後，8，／1，14，17，20，23，26，

29，32，35℃ に 設定 した イ ン キ ュ
ベ ー

タ内 （暗黒 ）で 発

芽 させた．発芽実験 は 3反復行 っ た．種子 の 発芽 は 幼根

が 種皮 か ら 突き出 た こ とで 判断 し，種子 の 発芽率 は 播種

後 16週 間まで 調査 した，

実 験 2．実 生 苗 の 生 育

　材料 に は 実験 1 で 得 られ た 実生苗を供試 した ．1996 年

6月 3 日に第 1葉が展開した実生苗 19株を岩手大学教育

学部技術教育農場で ，株間 3．　O　cm ，深さ 10cm に 定植した

（以 下 1年生 苗と略す ）．1996年 12月 （定植後 180 日以

降 ）に 掘 り上 げ，新塊茎の 新鮮重，長 さ，太 さ，形状お よ

び 分岐数を調査 した．な お，塊茎は基部，中間部，先端

部に 三 等分 し，各 々 の 中央部 の 横断面 の 直径を塊茎 の 太

さと して 表 した．また，葉数 花序 の 発達，むか ご の 形

成 に つ い て は，定植後 10 日 ご とに 調査 した ．新塊茎 の 長

さ に つ い て は ， 定植後 90 日 まで は 10 日 ご とに ， 定植後 90

日以降は 30日 ご とに 3〜5株ず つ 掘り上 げて調査 した．定

植後は各株ご と に 長 さ 100cm の 支柱 を 設置 し，蔓の 伸長

と と もに 垂直 に 誘引 し た，肥料 と して は，定植前に堆肥

を ユt・10a
−1

施用 した．

　1997年 6月 6 日 （2年生苗 ）お よ び 1998年 5月 28 日 （3

年生苗 ）に は，各 々 前年に掘 り上げた塊茎を分割せ ずに株

間 50　cm ，深 さ 10cm に定植 し，12月に掘り上げ た，な

お ，1998年 （3年生苗 ）に は 分岐 した塊茎を分岐点 で 分 け

て 定植 し，各株 ご と に 長さ 200cm の 支柱を設置 して蔓を

伸長さ せ る と と もに垂直に誘引した． 1997年と 1998 年

に 施用 した肥料は，1996年 （1年生苗 ）と同様で あ っ た．

　葉数，花序の 発達，む か ご の 形成に つ い て は，定植後

10日ご と に 調査 した．新塊茎に っ い て は，12月 に掘 り上

げ，新鮮重，長さ，太 さ，形状お よ び分岐数を調査 した ，

な お，塊茎は，1996年 （1年生苗 ）と 同様 に，基部，中間

部，先端部に 三等分 し，各 々 の 中央部 の 横断面 の 直径 を

塊茎 の 太 さ と して 表 した，

結　　果

実 験 1．種 子 の 発 芽

　種子は 8〜23　°Cで 発芽し た が ，26−・35 ℃ で は発芽 し な

か っ た （第 1図）．播種後 16週間の 発芽率は 11 ℃ で最 も

高く （89．7％），次 い で ユ4 ℃ （61．4％），8 ℃ （34．0％）の 順

で あ っ た ．11−23 ℃ に お い て は，温度が高い ほ ど発芽率

は低か っ た．

実 験 2．実 生 苗 の 生 育

1）葉数 の 変 化

　1年生苗 （1996年 ）で は，本葉の 展開に伴 っ て葉腋に腋

芽の 形成さ れ た 株が 認 め られ た ．形成さ れ た 腋芽の 数は

1年生苗 で は 1株当た り 2〜4個で ， 腋芽の発達 に伴 っ て側

枝とな っ て 伸長 した．2年生苗 （1997 年 ）お よ び 3年生苗

（1998 年 ）で も腋芽が 側枝と して 伸長 し，側枝数の 多い 株

で は 1株当た り4−7本伸長 した．

　葉数は蔓 の 伸長 に 伴 っ て 増加 した．1年生苗に おい て

は，定植後 30 日に 14．9± 2．1枚で あ っ た が ， 定植後 40 日

に 21．1± 3，4枚1定植後 60日 に 74．4 ± 1L7枚 に な り，急

激に 増加 した ．2年生苗 に は花序が発達 して，雄株 （7株 ）

と雌株 （8株 ）が 認 め られ た．

　2年生苗 の 雄株 に おい て は，定植後 30日 に 79．4± 34．1

枚，定植後 40 日に 157．7± 42．7枚，定植後 60日 に 237，9±

43．9枚に な り，急激に増加 した （第 2 図 ）．しか し、定植

後 60日以降に は，1年生苗と同様 に 葉数 の 増加は認め ら

れ な か っ た ，雌株 の 葉数 は，雄株 と 同様 に 急激に 増加 し
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Fig．　L　Gemination　rate ± SE   of 　Chinese　yam　 seeds

　 　 incubated　at　different　temperatUres　for　16　weeks 　in　the　dark，
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た が ，全発育期間 に お い て 雄株 よ り少 な か っ た，

　3年生苗 の 雄株に おい て 葉数は，定植後 30 日に は 61．6 ＝

23．0枚 で あ っ た が ，定植後 40 日 に 382．7 ± 92．6枚，定植

後 60 日後に 1
，
028．9 ± 203．8枚 に な り，急激に 増加 した．

定植後 60日以降 は，1年生苗および 2年生苗 と同様 に 葉

数 の 増加 は 認め ら れなか っ た．雌株 に お い て も，葉数 は

急激に増加 した が，3年生苗の 雄株と比較して著 し く少 な

か っ た，

2）花 序 の 発達 と 種 子 の 形成

　花序は 1年生苗に は形成さ れ な か っ た．2年生苗で は供

試 した 19株中の 15株に 花序が 形成さ れ，雄株が 7株，雌

株が 8株 に 分離し た．雄株で は 穂状の 雄花序が 上 向き に

伸長 し た が （第 3 図 A ），雌株で は穂状の 雌花序が 上 向き

に形成され た後に，花序の 発達に伴 っ て 下垂 した （第 3図

B）．ま た，雌株 で は 開花後 に 緑色 の 子房 が 発達 し，開花

終了後か ら徐 々 に 肥大 して ，成熟期 に は茶色の さ く果 と

な っ て 裂開 した （第 3図 C＞ さ く果 は 3室 に 分 か れ，各室

に 1’−2個 の 種子が 形成さ れて い た （第 3図 D ）．2年生苗で

花序が形成されなか っ た 4株 の 中の 2株に ，翌年 （3年生

苗 ），花序が形成 され，雄株 と雌株 に 1株 ずっ 分離 した、

2年生苗と 3年生苗か ら採集 した 種子 の 発芽率を調査 した

とこ ろ，実験 1 と同様に 11℃が最も高か っ た （デ
ータ省

略）．
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3）む か ご の 形 成

　む か ご は葉腋 に 形成され，外部形態は球形あ る い は楕

円体 で あ っ た．1年生苗 で は 19株中の 2株 で む か ごが形

成 され た，2年生苗 で は 雄株 7株 の す べ て に む か ご が 形成

され た．1株当 た りの む か ご の 形成数は 8− 124個で あ っ

た が，100個以下 の 株が多か っ た （第 4図）．雌株 に お い

て は 8株中 の 5株 で むか ごが 形成 され た が，1株当 た りの

むか ご の 形成数 は 2・・91個 と少な か っ た．3年生苗に お い

て は，雄株 10株 の す べ て に むか ごが 形成さ れ，1株当た

りの む か ご の 形成数は 17〜930個で あ っ た ．雌株に おい て

も，15株の す べ て に む か ごが形成さ れ た．1株当た りの

む か ご の 形成数は 16−330個 で あ っ た が，100 個以下 の 株

が 多く，1株当た りの む か ご の 形成数は雄株と比較 して少

な か っ た，

0
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80

Fig，2．　Number 　of 】eavcs ± SE　on 　2− and 　3 −yr
−
old 　Chinese

yam 　seedlings．

C

Fig・3・　 In目orescences ，　capsules 　and 　seeds 　Qf 　Chinese　yam ．

　　 A ： male 　inflorescence，　B ：female　in刊orescence　 with 　 sev −

　　 eral　capsules，　C ；dehiscent　capsules，　D ； seeds
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　むか ご 1個当た りの 新鮮重は，2年生苗の雄株に おい て

は 4・−109　mg で あ っ た が，100　mg 以 下 の む か ご が 多 か っ

た （第 5図 ），雌株に お い て は 5−−220rng で，100〜200　mg

の む か ご が 多 か っ た ． 3年 生 苗の 雄株 に お い て は

210−410　mg ，雌株 に お い て は 140−550　mg で あ っ た，以

上 の よ うに ，む か ご 1個当た りの 新鮮重は，雌雄の 株の 間

で 大 きな差 が 認 め ら れな か っ た．

4）塊 茎 の 形 成

　1年生苗 で は，供試 した 19株 の す べ て に 塊茎 の 形成が

認 め られ た （デ
ー

タ省略 ）．種子 の 発芽後に 第 1葉が観察

さ れ て か ら，第 2葉 が 出葉す る ま で に は 1 ヶ 月 を 要 した

が，塊茎 の 肥大 は第 2葉の 展開前に 観察さ れ た．形成され

た 塊茎は白色あ る い は淡黄色で あ っ た ，塊茎の伸長は定

植後 60 日以降 に 顕著 に 認 め られ，定植後 90 日 に 12．4 ±

3．　．8　cm ，定植後 120 日に 27．5± 9．2　cm ，定植後 180日に

は 53．1± 8．1cm に な り，急激 に 伸長 した ，2年生苗 の 雄

株に お い て は 50．5− 112．Ocm と，1年生苗と比較して大き

く，80400cm の株が多か っ た （第 6図）．雌株に おい て

は 37．O〜96．0　cm と，雄株と比較 して や や 小 さか っ た，3

年生苗 の 雄株 に お い て は 50．O−・120．Ocm と，2年生苗の 雄

株 と ほ ぼ 同 様 の 長 さ で あ っ た ．雌 株 に お い て は

20．0− 122．Ocm と，雄株と比較 して 個体間差が大きか っ た．

　新塊茎 の 新鮮重 は，ユ年生苗 の い ずれ の 株も 100g 以下

15

0
　
　
　
　
　
　
　

《
4

ユ
の

莓一
ao
．

oZ
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で あ っ た （デ
ー

タ省 略 ）．2 年生苗 の 雄株に お い て は

49．O〜7SO ．O　gで あ っ た が，200−−400　gの 株が多か っ た （第

7 図 ），雌 株 に お い て は 47．0〜367．Og で あ っ た が ，

100〜200g の 株が多 か っ た．3年生苗の 雄株に お い て は

80．O〜1，
320．Og で あ っ た が，500g 以上の 株は 2年生苗の

雄株と比較して多か っ た．雌株に おい て は 35．O−440．Og と，

雄株と比較して小 さく，い ずれの 株 も 500g 以下 で あ っ た．

　塊茎の 横断面 の 直径 は，1年生苗 で は基部 が 05 ± O．03

cm ，中央部が 0．8± 0．06   ，先端部が 1．1± 0．08　cm と

大きな差は認め られ ず ，細長い棒状で あ っ た （第 1表）．2

年 生 苗の 雄株に お い て は 基部は 0，5 ± 0．07cm で あ っ た

が，中央部は 2．0± 0．40   と 1年生苗 と比較 して 大き く

な り，先端部につ い て も同様に 2．8± O．75　cm と大 きか っ

た．雌株 に お い て は基部，中央部，先端部の 順に，0．5 ±

0．07　cm ，1．7 ± 0．20　cm ，2．1± 0．12cm と，中央部と先

端部は雄株と比較 して や や細か っ た，3年生苗の雄株に お

い て は基部は L2 ± 0．10　cm ，中央部 は 3，2 ＝ O．30　cm ，先

端部は 3．7± 0．49cm で あ っ た．雌株 に お い て は，基部，

中央部，先端部 の 順 に，1．0 ± O．04　cm ，2．2± 0．18　cm ，

2．3 ± 0．24cm で，中央部と先端部は 2年生苗 と比較 して

雄株との 差が大きか っ た．2年生苗お よ び 3年生苗 に お い

て は，特に 基部が細 く，中央部か ら先端部 に 向 っ て 太 く

な る細長い 棍棒状で あ っ た．
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Tab且e　1．　 Annual　increases　in　diameters　of 　tubers　from　male 　and 　female　Chinese　yam 　seedlingsz ．

Diameter （mm ＞

Seedling　age Basal　part Middle　part Apical　part

Male Female Male Female Male Fcmale

1yr 　 old

2−yr
−
01d

3yr ．old

0．5 ＝ 0．03 0．8 ± 0．06 1．1 ＝ 0．08

0．5 ± 0．07　　05 ± 0．04　　2．0 ＝ 0，40　　1．7 ± 0，20　　2．8 ゴ： 0．75　　2．1 ± 0．12

1．2 ＝ 0．10　　1．0 ＝ 0．04　　3．2 ＝ 0，30　　2．2 ± O．18　　3．7 ± 0，49　　2．3 ± 0、24

zDiameter
± SE 　represents 　the　mean 　of 　the　basal

，
middle ，　and 　apical 　parts　of　a　tubeT ．

　塊茎 の 分岐数は 1〜3年生苗で 1・・5本で あ っ た が，大部

分 の 塊茎 で は 1−・2 本で あ り，2年生苗お よ び 3年生苗に

は，まれ に先端部 の みが 2緬 本 に 分岐 した塊茎が観察さ

れ た ．

考　 察

　ヤ マ ノ イ モ 属の 植物 の 中 で 亜熱帯北部か ら冷温 帯に 分

布 し て い る 種 （D ．guinquetoba 　 Thunb．，　D ．　 tokoro

Makino）の 種子は，採集時 に 休眠状態 に あ る こ と か ら，高

い 発芽率を得 る た め に は 2−5 ℃ の 低温 に よ る 休眠打破が

必要 と な る （Okagami，1986）．しか し，本実験 で 用 い た

ナ ガ イ モ で は 低温処理 に よ る休眠覚醒 の 効果が 認 め られ

ず （照井 ら，1999）， 11℃ で 発芽率が 最 も高か っ た ．ヤ マ

ノ イ モ 属 の 植物の 発芽適温 は種 に よ り異 な る が，冷温帯

に 分布 して い る種 の a 掴poη’cσ Thunb．で は 14〜17℃ ，

D ．tokoro ・Makino で は ユ4・・23　
°C と，14 ℃ 以上 の 種 が 多

い （Okagami ・Kawai，1982；Terui・Okagami，1993），こ

の よ う に，本実験 で 用 い た ナ ガ イ モ の 種子 は発芽適温 が

低い こ とや ， 低温処理を しな くて も高 い 発芽率が 得 られ

る こ と，発芽開始まで の 期間が短 い とい う点 で ，他 の ヤ

マ ノ イ モ 属 の 植物と比較 して 明瞭に異な る こ とが示唆 さ

れた ，
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　 日本 で 栽培 さ れ て い る ヤ マ ノ イ モ 属 の 植物 で は雌雄性

に 偏 りが み ら れ，な が い も群で は雄株が 多 く，い ち ょ う

い も群や つ くね い も群で は 雌株が多 い （佐藤，1989）．西

ア フ リカ の 熱帯森林地帯原産の D．rotund αta　Poir．は，な

が い も群と 同 じよ うに 雄株の 多い 種 で あ る が，数種 の 栽

培品種を用 い て 実生苗の 雌雄性を調査 した結果，雌株の

種子 の 形成率は極めて 低 い こ とが報告されて い る （Sadik・

Okereke，1975）．また，日本で栽培され て い る ナ ガ イ モ

で は，雌株 に 着 生 した さ く果 が 肥大 して も種 子 が 形成 さ

れ な い こ とが 多い （荒木 ら，1987），ま れ に形成さ れ た 種

子は胚培養を行 う こ と に よ り完熟 した胚に 生長させ る こ

とが 可能 で あ る が，発芽 は 困難 で あ る こ とが 知 ら れ て い

る （八鍬 ら，　1981；荒木ら，　1987 ；佐藤，　1989 ）．　しか し ，

本実験で 中国で 採集 した ナ ガイ モ の 2年生苗お よ び 3年生

苗 の 雌株に花序が形成さ れ，発芽能力の あ る 種子 が 得ら

れ た こ と は，ナ ガ イ モ で交雑品種を獲得 で き る可能性が

あ る こ と を示唆 して い る，

　む か ご は な が い も群 に 最 も多 く着生す る傾向 が み られ，

次い で い ち ょ うい も群 で 多 く，つ くね い も群 で は ほ とん

ど 着生 が み られ な い （佐藤，1989）．また，む か ご の 形成 は

光や 温度 に 影響 さ れ る こ と や ，ナ ガ イ モ の む か ご の 形成

に は蔓の 垂下 が 関連 して い る こ とが 報告 され て い る（沢 田・

八鍬．1955；沢 田 ら，1958 ；Okagami，1979 ）．本 実験 で

は ，むか ご の 形成数 に 個体間差 が 認 め られ た が，特に雌

株に むか ご の 形成数 が多い 株で は，繁殖に利用 で き る も

の と考え られ た ．

　 ヤ マ ノ イ モ 属 の ナ ガ イ モ で は，塊茎 の 形 か ら長 形種

（な が い も群 ），扁形種 （い ち ょ うい も群 ），塊形種 （つ く

ね い も群 ）に 分け られ るが ，そ れ ぞ れ の 群の 中に は 変形 し

た 塊茎が 観察 さ れるな ど，変異 の み られ る こ とがあ る．ま

た，ナ ガ イ モ （D．opposita 　Thunb．）と ヤ マ ノ イ モ （D．　ja−

ponica　Thunb．）の 交雑種 で は ， 塊茎の 長さが ナ ガイ モ と同

程度 で 肥大性 に 優れ て い る こ とが報告さ れ て い る （Araki

ら，1983）．本実験 に より，1年生苗 と 2年生苗 の 新塊茎

で は肥大と比較して 伸長が著し く，3年生苗以降に肥大が

顕著に な る こ と が明らか とな っ た．ま た，3年生苗で は雄

株が雌株と比較 し て 塊茎が顕著 に 大き か っ た こ と は，日

本で 栽培さ れ て い る ナ ガ イ モ に雄株が多い 原因 の
一

つ に

な っ て い る と考え られ た．

　以上 の 結果か ら，中国 で 採集 した ナ ガ イ モ の 種子を発

芽 さ せ て 実生苗を栽 培す る こ と に よ り，成株 に 育成する

こ とが 可能 で あ っ た，また，2年生苗 で 雌雄性が現れ，3

年生 苗 で 生育 の 旺盛 な 雌株系統を選抜 で きれば，こ れま

で ナ ガ イ モ で は 困難 とされ て い た 交雑品種を育成す る こ

と が 可能 に な る もの と考え られ た．

摘　　要

　ナ カ
’
イ モ （Dioscorea　opposita 　Thunb．）の 雌株の 獲得お

よ び 育種素材 と して の 利用 を目的 と して，中国 で 採集 し

た ナ ガ イ モ の 種子 の 生育特性を調査 した ．そ の 結果，種

子 の 発芽率は 11℃ が 最 も高 か っ た．葉数 は，1年生苗か

ら 3年生苗の い ずれ に お い て も，定植後 40 日か ら 60 日 に

急激 に 増加 しT 定植後 60 日以降 に は増加 は 認 め られ な か

っ た，2年生苗で は供試 した 19株中の 15株 に 花序が発達

して ，雄株が 7株，雌株が 8株に 分離 した．2年生苗 の 雌

株の 葉数 は 全発育期間に お い て雄株よ り少な か っ た が，3

年生苗 の 雄株と雌株 の 葉数 の 差は 2年生苗と比較 して 著

し く大 き か っ た．雌株で は 開花後 に 緑 色 の 子房が 発達 し，

成熟期に は茶色の さ く果 と な っ て 裂開 した，さく果 は 3

室に 分か れ ，各室 に 1〜2個 の 種子 が 形成 され て い た ．む

か ご は葉腋に 形 成さ れ ，外部形態 は球形 あ る い は 楕円体

で あ っ た，1年生苗に む か ごは ほ とん ど形成 さ れ な か っ た

が，2年生苗 の 雄株の 1株当 た りの む か ご の 形 成数 は

8〜124個，雌株で は 2−91個 ，
3年生苗 の 雄株で は 17〜93　O

個，雌株 で は 16・・33．　O個 で あ っ た．むか ご 1個当た りの新

鮮重に っ い て は，2年生苗 お よ び 3年生苗 と もに 雌雄の 株

の 間 で 大きな 差が認 め ら れ な か っ た．新塊茎の 長さ，新

鮮重お よ び太 さ は，発芽後の年数 と と もに大きくな り，3

年生苗 の 雄株 で は 新塊茎 の 新鮮重 お よ び 太 さ が，雌株 と

比較 して顕著に大きか っ た．
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