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イ ネ に お け る 小 穂 の 形 態 形 成

珊　 各種小穂 の 内頴 と そ の 維 管束走 向の 差 異

松葉 捷 也 （名 古屋 大 学 農 学 部 ）

　筆者は 前 2 報 で
、 イ ネ小穂の 軸は 単一

で あ る と の 通説 に 反 し て 、軸 は 合 成物で あ り、 小穂軸 と 小花軸

と か ら成 っ て い る こ と を軸維管 束走向を調べ る こ と に よ り明 らか に し た 。 ま た 内讀 の 維管束走 向 は か な

り不安定 の よ う で あ る こ と に も言及 し た 。こ の 点 、イ ネ 科 植物 の 内頴は一
股 に 2 脈で そ の 維 管束 は 小花

軸維管東 に 安 定的に 連 絡す る の と は 対 照的 で あ る 。

本 報 は イ ネ の 臟 の 糖 綻 向を訛 く把握 ・ 、 先 のee 点 で の ・ デ ・ N 、モ デ 。　nの 望謡。続 き 、

よ り細 部 で の 実 証を行 な お う と す る 試 み の 第
一

歩 で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 材　 料　　と　 技　 法

　 　 3）

　前報 で 用 い た 正 常小穂 、複小花崎形小穂 （2 子房と 1 子 房 ）の 三 者各 10 個 分 の プ レ パ ラ ー
ト に

、 新
　 　 　 　 　 　 　 　 1）
し く重 小花崎 形 小 穂 （後 に 詳述 ）10 個分 の プ レ パ ラ ー ト を加 え ，観 察 に 供 し た。

　技 法 は 前 報 と 同 様 で あ る が 、 こ こ で い う維管 束走向 と は 、Delafield ’

s　 Hematoxylin で

濃 く染色 さ れ る維臀 東組織 全体の 走 向の こ と で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　　　　　　　　果

　まず正 常小 穂 、 重小 花崎 形小 穂 お よ び複小花畸形小穂 の 三 者 【酎に お け る内頴 の 脈の対応 閧係に つ い て

見た 。正 常小穂 （図 4 − 1 ）と重小花崎形小 穂 （図 4 − 2 ）｝こは 、と もに 3 脈の 正 常形 態 の 内頴が あ る

（図 4 − 3 の P2 参照 ）。 前者の 内領 P は 外預 1 に
、 後者の そ れ P2 は 上位外頴 12 に 対応す る か ら P

と P2 は 互 ｝こ 独立 し た 器官 と し て 現 わ れ て い る 。 そ れ で P と P2 の 側 脈を 各々 U 、　 V ；r 、 t と し ，同

じ く中 肋を 0 ；W とす る （図 1 参照 ）。閥題 は 複小花畸形小 穂 に お け るよ うに 、内頴 が 剣型頴 （図 4 −

4 の d ）や リ ン 片状頴 （図 4 − 5 の q ）の よ うな崎形形 ueceな る場 合 で あ る。剣 型頴 1 個 に は 通常そ の

両周辺 に 各 1 本 の 脈が あ る 。 こ の 脈 は 、外頴 と リ ン ピ と の 位置閧 係 か ら判断 （ 1報図 2 − 4 、同 図 5 −

1 、2 お よ び本 報図 4 − 3 を 比 較 ）す る と 、図 1 に 示 すよ うな対 応に な る
。 また リ ン 片状 讀 1 個は 通 常

そ の 中 央部 に 1 脈 を有 し 、剣 型穎 に 対 し て 図 1 に 示す よ うな対応 をす る （ 1 報図 5 − 1 、 2 と本報図 4

− 6 を比 較参照 ）。

　以上述 べ た脈 の 対応関係 は そ の 維管栗 走 向 に お い て 今囲は じめて実証さ れ た 。 次 に 維管束 走向に つ い

て述 べ る （以 後維管束は 対 応す る脈の記 甘 で よ ぶ こ と と す る 。 ）。

　正 常小穂 の 内頴維管束の 走 向例を図 5 − 1 〜 3 と 1司 4 〜 7に 示 し た 。前者 で は U 、V は小 花軸維 管束

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼 作東 海支 部研 究硬 概 66 （1975 ）
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図 L 　各種小穂の 内頴間 に お け る脈の 対応 関係
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図 2． 正 常小穂の 内頴維管 束 の 走 向型 （ 10 個の 分布 ）
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図3． 重小 花畸形 小樋 の 内頴 維管束の 走向型 （10 個 の 分布 〕

図 1 〜 7 の 注 釈

1 ：纈 ・ P ：畷 ・1・ ： リ ン ピ ・1・ ：上位eSX ． P 。 ・上位内頴 ．1。 ， ：上位 ・丿。 ピ

　U 、 V ： P の 側 脈 ．0 ： P の 中 肋 ， r ．　t ： P2 の 側 脈 ．W ：P2 の 中 肋 ，d ：剣 型 頴

　 q ： リ ン 片状頴
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Fl に 連 絡す る か 、 0 は 外 頴 の 最 周辺 の 側 脈 m ，　 n の 基 部 と 環 を な し （同図 3 ）、小 穂軸 維 管 東 の 先 端

に っ なが る。後者で は 0 は小 花 軸維管朿に連 絡す る （同図 7 ）が U 、 V は 各々 m ，
　 n に 連絡す る。

　 U 、 V 、0 の 3 維 管束 が 小花 軸維膏束 に 連 絡す る か 否 か に よ っ て走 向 の 型 は 8 通 りで き る が 、　 U 、　 V

の 位 置を 区別 し な け れ ば 6 通 りと な り、こ れ に 対 す る 10 個 の 分布を 調 べ 図 2 に 示 した 。

　次 に 重小花崎 形 小穂 で は 、
中 肋W は 10 個 す べ て が 小 花 軸 維 管 束 F2 に 連 絡 し て い た （図 6 参照 ）が

、

側 脈 r 、 t は 【E常小穂 と 同様の 変 化 を示 し た （図 3 参照 ）。

　複小花崎形小穂で は
、 U 、 V 、　 r ， t 以外に 最大 6 本の 維灣 束を観察 し た 。 それ らの 現われ る位 置は

き ま っ て お り（図 7 − 4 矢 印 ）、た い て い は 小 花軸維管束 に 連絡 し ない で 消失 す る （1E 常形態の 頴 に も

こ の 種 の 維 箸栗 が み られ た が ．例 は 多 く な い 。 ）。側脈 の 維管 朿 走 向 は 4 本 と もき わ め て 安定 で ，図 7

− 1〜 3 は 2子 房 を もつ 場 合 の
一例で あ るが 、3 に 見 る r の よ うに して 4 本 の 維管 束 は 複合小花軸維管

栗 （F1 ＋ F2 ）に 連絡す る 。 し か もU 、V は F1 側 に 、　 r 、 t は F2 側に 連 絡し 、 10 個 中 1 つ の 例

外 もな か った 。図 7 − 5 、 6 は 1 子房の 場合で 、複合小花軸維管 束は 2 矛 房の 場合と異 な り、 F1 側が

小 さ くな る 。 し か し 4 本 の 維管 束 は 同様 に 各 々 の 側の 単位小花軸 維 管東 （F1 、 F2 ）に連絡す る 。 た

だ r 、 t の 方で
， そ の

一方が 上位外頬の 側脈維管東 に 連 絡し て い るもの が 2 個 と 、

一万が 消失 し て い る

もの が 1 個 あ っ た 。

　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 考 　　 　　 　　　 　　察

　結 果 の 著 レ い 特 徴 は 、 正 常形態 の 維管 束走 向 が 安 定 で は な く、 逆 に 崎形 形 態 の 側 脈維管束 走向が 安定

で あ る と い うこ と で あ る。

　ま ず図 1 に 示 し た結 果 を具体 的に 分析し て み る と
、 剣 型頴の 2 脈の維管 束が

一
方は F ユ に 、他方は F2

に 各々 出来す る と い う事 実は 、 剣型藾 そ の もの があ た か も単一
の 穎の ご と くに 見 えなが ら 、 実は複合物

で あ る こ と を示す 。 ま た剣型頴 の 2 本 の 維管束 に
、 同 様 の 位 置 に あ る 2 枚 の リ ン 片状頴の 脈 維管朿が対

応 し 、同 じ走向 を し め す 事実 は 、 同 様 の 位 置に あ る 剣 型 頬 1 個 と リ ン 片状頴 2 個 は 互に 同 値 で あ る こ と

を 示す 。 リ ン 片状 讃 は 図 4 − 5 に 見る よ うに ，4 本
．
各 々 が き れ い に 独 立 1本と な っ て い る c 以 上の こ と か

ら、リ ン 片状讀 は 各 々 が 独立 し た小頴で あ る と す る考え方 と 、そ うで は な くて 各 々 は 2 つ の 正 常形態の

内禎の 左 石 半分の もの で あ る とす る考 え方が 可能で あ る 。

　い ず れ の 考え が に と っ て も中 肋の 存在に つ い て の 分析が必 要 で あ る が
， 外見上優勢 で あ る こ の 脈が二

次的 に 発生 し た もの で あ る と は 考え に くい よ うに 思 え る 。 し か し 内菰は 外績 に くらべ て退化 レやす い こ

と が 知 られ て い る し 、 ま た筆者 は ジ ベ レ リ ン 処 理 に よ っ て 内外顕 を 退 化 させ た 際 に
、 外頴の 中 肋は 最後

ま で残 る が 、 内頴 で は 中 肋 が容 易 に 消失 し ，逆 ie側脈 が 最 後ま で 戎 る傾 向 の あ る こ と を 観察 し た （19

69 年 ，未発表 ）。他方内穎 の 脈が 増加 する場 合、中肋に 変化が認 め られ る事例の あ る こ と は す で に 報
　 　　 1）
告 し た 。 こ の よ うに み て み る と 、 内損の 中 肋は 瞹勢で あ る と は い え、外預の 中肋 と 同列 に は 論ずる こ と
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2〕
の で きな い 性質を もっ と 考え られ る （維膏束走 向に お け る 両者 の 違 い は す で ｝1　1 報 で ふ れ た 。 ）。 こ れ

は 前者 の考 え方の 方向に 問題の 解決を求め る こ と を支持す る もの で あ る。後 者の 考 え 方 に と っ て 無 視 で

き な い もう1 つ の 困難は 、剣型頴が 複合 物 で あ る と は とて も感 じさ せ な い完全 な ゆ合 を ど う説明す るか

と い うこ と で あ る 。発生途 上の 2 っ の 内穎始原体 が
、 あ る 時点 で 両者 と も 2 分 さ れ 、 左右 の 半分つ つ が

ゆ 合 して 剣 型頴に な る と考 え る よ りは
、 そ もそ も4 っ の 独立 し た 葉 始原 体が 発生 す る 際 に

、 そ れ らが U

と r 、 V と t と が 組 に な る形で ゆ合す る と 剣 型頴 に な る と考 え る方が よ り事 実 に あ う 。 こ の 考 え 方 は 当

然止 常形 態 の 内頴自身 も複 合物 で
、 そ れ は U と V ま た は r と t と が組 に な る形 で の ゆ 合 に よ る と の 考 え

　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 4
万 に 到達 す る

。
こ の 考 え方 は す で に Rossberg 　が述べ て お り． 腋生体 制に も合致す る考え方 で あ る

の に 十分検討 さ れ た と は い え な い
。

中 肋 の 発生 と 関係 づ け て今 後深め る べ き問題 で あ る 。

　ま た 図 2 、図 3 に 示 し た 正 常形態 の 維管 來走 向 が 不安定 で あ る と い う事実の 意味 は 今の 所分析で きな

い が J 頃向 と し て は 小花 軸維管 束に 連 絡す る 方に か た む い て い る。 し た が っ て モ デ ル の 示す万 向で
、 研

究 を一
層深 め る必 要 が あ ろ う。

1　）

2 ）

3 ）

4 ）
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図 4 〜 7 の 注 釈 （一部 ）

　a ：1 の 中 肋 L 　m ・n ： 1 の 最 周辺の 側 脈、x ： 12 の 中肋 、　 F1 ： 1 に対 応す る小 花軸維 管 朿 、

　F2 ： 12 に 対応 す る小 花軸維管東 、な お 維管 束走 向の 各 事例 に お い て 、番 号 の 若 い 方が 軸の 上位

　で あ る 。

　　また ．図 4 − 4 で は 1 と 12 の 半分が 、 図 5 で は 1 と 12 が 除去さ れ て い る。
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