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は　 じ　 め　 に

　陸上植物 に と っ て 海水は有毒で あ り， 海は分布拡大 の

障害 とな っ て い る，した が っ て ，そ れ ぞ れ の 大陸 や 島 に

は 固有 の 植物 が 存在す る こ と に な る． しか し，い くっ か

の 散布様式の 中に は海を問題 に しな い もの もあ り，時 に

は 何百 キ ロ メ
ートル に も わ た っ て 種子を散布 さ せ る，い

わゆ る長距離散布を可能に す る能力 を持 っ た植物 もあ る．

海 を 渡る方法と して は，果実あ る い は 種子が風 に 乗 るか，

鳥 に 食べ られ る か ま た は体 に 付着 す るか，海流 に 浮 くか

の い ず れ か しか な い ． こ の 中で 海流 に 乗 っ て 分布 を 拡大

する方法 つ ま り海流散布は ， 他の 散布様式 と違 っ て どの

よ う な特徴を 持 っ て い る の だ ろ うか．

　日本は，四方を海で 囲まれ て い る た め，海流散布 の 研

究に は恵 まれた環境に あると思われ る．そ れ に もか か わ

ら ず ，
こ れ ま で

一
部 の 植物を除 い て 海流散布の 研究は ほ

と ん ど行わ れ て こ な か っ た．筆者 は ，こ れ まで 漂着散布

体の 研究を き っ か けとして ，他 の 散布様式と共に海流散

布を考 えて きた．す で に 海流散布植物の 分布論 に つ い て

は中西 （1983） に ，動物 も含 め た 生物 の 海流散布 に っ い

て は中西 （1990） に ま とめ て い る．こ こで は具体的なデ ー

タ を示 しな が ら，海流散布 の 実態を紹介す る と共 に，そ

の 散布様式 が 海洋島 フ ロ ラ の 成立 に ど の よ う に か か わ っ

て い る の か を論 じて み た い．

散布体の 漂着と植物の 分布

　種子散布 の 研究 の 中 で 最 も重 要 で 基本的 な こ と は ，

散布 の 事実，すなわち実際 に 散布 さ れ た 証拠 と な る デ ー

タ を得 る こ とで あ る．海流散布 の 場合 に は海流 で 運 ば 礼

海岸 に 打ち上 げ られ た 果実や種子，す な わ ち漂着散布体

の 情報を集め る こ と で あ る，

1．日本の漂着散布体と分布

　 a ．漂着散布体の 記録

　日本列島の 沿岸に は熱帯の 海域を源 とす る強大 な 暖流

で あ る黒潮が流れ て お り，黒潮 は ベ ル トコ ン ベ ア
ーの ご

と く熱帯起源 の 漂流 物を 日本列 島 に 運 ん で い る，漂着散

布体にっ い て は 江戸 時代 の 本草書 に もコ コ ヤ シ ，ゴ バ ン

ノ ア シ
，

モ ダマ などが記録 され て い る．しか し，科学的

な記録は最近 まで 行われて い な
’
い ．日本列島の漂着散布

体 は石井 （1973， 1976）， Nakanishi （1981， 1983．

1987），中西 （1983，1991） な どに よ っ て 明ら か に さ れ，

約30種の熱帯起源の漂着散布体が知 られ て い る．こ の う

ち頻度の 高 い コ コ ヤ シ ，ゴバ ン ノ ァ シ，ニ
ッ

パ ヤ シ
，

モ

ダ マ の 県別漂着例 の 分布 に は 次 の よ う な特徴があ る （図

1）．散布体は 日本海側 で はよ り北の 方ま で 漂着 して お

り，特に九州北部 か ら山陰地方西部に多い．一
方 ， 太平

洋側 で は房総半島 まで に 漂着が 認 め られ ， そ れ以北 に は

漂着 して お らず，四 国や紀伊半 島 の 先端部に多い ．こ れ

は明らか に海流 の 流れを反映 し て い る．黒潮 の 支流 で あ

る対馬海流 は 東 シ ナ海か ら 日 本海 に 入り北進 し，一
部は

津軽海峡か ら太平洋側 に 出 るが，分岐 した一方は北海道

西部沖まで 北上 して い る．一方 ， 太平洋側で は黒潮が九

州，四 国，紀伊半島，東海南部沖か ら関東南部沖 まで 北

上 し， そ こ が ら東 に 向 きを変え 日本列島か ら遠 ざ か る．

したが っ て 対馬海流 に 乗 っ た散布体は よ り北まで 運ば札

大平 洋側 の 散布体は 関東以北 に は運ばれ に くい こ と に な

る．こ の よ うに 海流散布体は海流 の 流れ に支配 さ れ る と

言 える．

　次 に 実際に 漂着散布体に よ っ て分布 の 拡大 に
一部成功

した例を紹介す る．

　 b ，グ ン バ イ ヒ ル ガ オ とハ マ ナ タ マ メ の 分布

　 グ ン バ イ ヒ ル ガ オ とハ マ ナ タ マ メ は よ く知 られ た海流

散布植物で ， しば し ばそ の 分布圏 （繁殖 圏） を 越 え て ，

漂着種子か ら発芽 して い る の が観察 される （中西 1987）．

グ ン バ イ ヒ ル ガ オ の 繁殖圏 （こ こ で 言 う繁殖圏と は，毎

年越冬 し， 開花 ・結実す る生育地 の 分布範囲 を示 して い

る）の北限は宮崎県児湯郡高鍋町 （北緯32° 6 ’

）で あ る

が ， そ の 範囲 を越え て 多 くの 芽生え や幼植物の生育が記

録さ れ て きた，そ れ らを整理 し て み る と ， 太平洋側で は

茨城県 まで，日本海側 は そ れ よ り北 の 山形県ま で 発見さ

れて い る （図 2 ）．特に能登半島で は ほ とん ど の 砂 質海

岸 で 毎年多 くの 芽 生 え が 見 ら礼 多量 の 種子が海流 に よ っ

て 日本海に供給さ れ て い る．ハ マ ナ タ マ メ の 繁殖圏 の 北

限 は島根県八束郡鹿島町 （北緯 35°31つ で あ る．そ れ よ

り北で ハ マ ナ タ マ メ の 幼個体 が 発見 され た の は 山形県，

石川県 ， 茨城県で （図 3 ），グ ン バ イ ヒ ル ガ オ に 比 べ て

発見頻度は少な い ．こ れは ハ マ ナ タマ メ の 種子生産量が

少な い こ とと，芽生 え の 形態 が 知 られ て い な い た め，見

過ご さ れて い る こ と が 原因 と 考 え られ る．い ずれ に して

も分布の 範囲はグ ン バ イ ヒ ル ガ オ とよ く似て お り，日本
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図 1．海流散布体の 県別漂着例 （中西　未発表）

　 　 　 1 ： コ コ ヤ シ，2 ： ゴ バ ン ノ ア シ ，3　 ニ
ッ

パ ヤ シ ，4 ： モ ダマ
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図 2．グ ン バ イ ヒ ル ガ オ の 分布図 （中西　1987）

　　　 1 ：漂着 発芽 分布 地，2 ：繁殖 分布地
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図 3．・ ・ マ ナ タ マ メ の 分布図 （中西　1987）

　　 　 1 ： 漂着発芽分布地，2 ： 繁殖分 布 地

海側 で よ り北 ま で 分布 して い る． こ の 2種 の 生育地 の 分

布範囲は熱帯起源の漂着散布体の 分布に
一

致する． こ の

よ うな海流 の 流れが主 な原因と な っ て，日本海側海岸で

よ り北 ま で分布 して い る も の に は，イ ワ タ イ ゲ キ，ウ ミ

ヒ ル モ などがあ る．

2 ．世界 の 漂着散布体

　漂着散布体 の 記録 は古 くか ら あ る が ， ま と ま っ た最初

の 研究 は Guppy （1917） に よる もの で ある．最近 に な っ

て 世界各地か ら漂着散布体 に 関す る報告が次 々 とな さ れ

る よ うに な り，海流散布 の 証拠が蓄積さ れ て きた．まだ

世界全体の 海流散布 の よ うす が 明 らか に され る まで に は

至 っ て い な い が ，今日 ま で 得られ た 資料 に 基 づ き紹介 し

て み た い．

　表 1 は熱帯起源の漂着散布体が 多い地域と確認種数を

示 した もの で，そ れぞれ の 調査期間や 精度は異 な る が ，

お よ そ の 傾 向は把握で き る と思 わ れ る．湾流 （ガ ル フ ・

ス ト IJ一ム ） の 影響 を受 け る メ キ シ コ 湾岸 （Gunn ＆

Dennis，1973）， フ ロ リダ半島 （Gunn ， 1968）， 合衆

国東南部沿岸 （Gunn ＆ Dennis ， 1972）， 西 ヨ ー
ロ ッ

パ 沿岸 （Colgan，1919； Nelson ，1978）な ど に お い て

は，西 イ ン ド諸島や中南米 を起源 とす る散布体 の 漂着が

知 られ て い る，ア ジ ア で は 古 く Kerr （1930） が タ イ の

小島 に お け る 漂着 を 記録 して い る が，ア ジ ア の 他 の 地域

で は 日本を除 くと全 く記録され て い な い．日 本 で は八重

山諸島か ら52種 （Nakanishi ， 1983）， 日本本土 か ら28

種 の 漂着散布体が報告され て い る （Nakanishi ，1987）．

南半球 で は，ニ ュ
ー

ジ
ー

ラ ン ド （Mason ， 1961） お よ

び オ
ー

ス ト ラ リア の グ レ ー トバ リ ア リーフ の
一
部 （Smi −

th　et　al ．，1990），フ ィ
ージ諸 島 （Smith， 1990） に お

い て 記録され て い る．こ れ らの 記録か ら，次 の 点が指摘

で きる．漂着散布体 の 数 は，海流 の 源 に 近 い 方 の 地 域，

つ まり低緯度ほ ど 多 い ．また 海流散布体 を生ず る 多 くの

植物は，熱帯起源 で あ る．っ ま り海流散布植物は 西 イ ン

ド諸島，東南ア ジ ア， ミク ロ ネ シ ア に 多く生育して い る，

Ridley （1930）は 「海流散布植物 は南 ア メ リカ や ア フ

リカ の よ う な大陸の 海岸で は な く，熱帯で 多 く の 島々 が

存在す る地域 を起源 とす る もの で あ る」 と考 え た が ，漂

着散布体の 分布か らもそ の 考え を支持 して い る．

海流散布体の形態

　散布体は，果実で あ っ た り，種子 で あ っ た り，ある い

は果実 の
一部で あ っ た りす る、 ヒ ル ギ科な ど の マ ン グ ロ

ーブ植物 の よ うに 幼根 が 散布体 とな る もの もあ る．後 で

述 べ る よ うに果皮が水 に 浮 く構造を して い る もの は，果

実の 状態 で 散布さ れ る．マ メ 科の モ ダ マ や シ ロ ッ プな ど

は裂果を持っ た め種子 が散布体と な る が，同 じ マ メ 科 で

も ク ロ ヨ ナ や ナ ン テ ン カ ズ ラ な ど は 不裂果を持 っ た め ，

果実 （莢） の 状態 で 散布され る， こ の よ うな もの は，果
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表 1．世界各地 の 熱帯起源 の 漂着散布体の 種数 （中西　未発表）

地 域 緯　度 種 　数 文 献

イ

ロ

キ

東

カ

ア

カ

メ

南

ユ

ル

ラ

シ

フ

タ

ラ

イ

コ

口

ン

ド

州

岸

ダ

島

ン

ナ

湾

リ

半

52− 55° N

31− 32° N

29− 30° N

26− 29° N

18− 21° N

11223444150Nelson （1978）

Gunn ＆ Dennis （1972）

Gunn ＆ Dennis （1973）

Gunn （1968）

Gunn 　et 　 al ．（1982）

土

島

）

　

　

イ

　

諸

夕

本

　

（

　

山

島

本

　
オ

　

重

タ

　

　

ウ

日

八

力

32− 45° N

　　24°

N
　 　 10°

？N

8202
匚

」

匚

」

Nakan 三shi （1987）

Nakanishi （1983）

Kerr （1930）

ノ
ー

ス オ ーク ラ ン ド

　　（ニ ュ
ージー

ラ ン ド）

ス ワ イ ン リ
ー

フ

　　（グ レ
ートバ リア リー

フ ）

ビチ レ ブ 島 （フ ィ ジ ー）

34− 35° S

22° S

18
°
S

9

34

73

Mason （1961）

Smith 　 et　 aL （1990）

Smith （1990）

皮が 堅 く，果実 内 に 空所 が あ り浮き や す く な っ て い る．

1．浮 くた め の 構造

　海流 で 散布 さ れ る た め に は散布体 が 長期 間海水 に 浮 き

続 ける必要 が あ る わけで ，
コ コ ヤ シ

，
モ モ タ マ ナ や モ ダ

マ の
一種 （Entad α gig α s ）は少な くとも 2年以上 浮 い

て い る （Gunn ＆ Dennis，1976）．ま た ，筆者 は ヒ メ

モ ダ マ の種子を 1年以上海水に浮かせた後，発芽す る こ

と を確か め て い る．長期間浮 くこ とが で きる散布体に は

明 らか に浮 く た め の 特別 な構造 が発達 して お り，そ れ に

よ っ て 長距離散布を可能 に して い る．そ の 構造 に つ い て

は古 くか ら Schimper （1891），　 Guppy （1906），　 Muir

（1937） などに よ っ て 分 けられ て きて い る．Gunn ＆

Dennis （1976） は， こ れ まで の 分け方を 参考に ， 散布

体を以下 の よ うに わけ て い る．

　  散布体の 中に 空所が あ る もの …… こ れ に は種子

の 中 に空所 が あ るサ ッ マ イ モ 属 （lpomoe α）， ク ズ モ ダ

マ 属 （Mucun α），
コ ガ ネ ヒ ル ガオ 属 （M θ厂remia ），モ

ダ マ 属 （Ent α dα） などと，果皮 に 空所 が あ る ク ル ミ属

（Juglans）が あ る．

　  子葉組織が軽 い もの
…… ハ マ ナ タマ メ （Cana −

vαlia），デ イ ゴ 属 （E・rythrin α ）．

　   　繊維質か コ ル ク 質 あ る い は そ の 両方の 果皮を持 っ

もの
……　ミ フ ク ラ ギ 属 （Cerbera），

モ モ タ マ ナ 属

（Terrninaliα） な ど大形の 果実を持つ もの は ほ とん ど

こ の 構造 を 持 っ て い る．モ ン パ ノ キ，クサ トベ ラ，キ ダ

チ ハ マ グ ル マ な ど は小さ い に もか か わ らず コ ル ク 質 の 果

皮を持 っ て い る．

　   散布体が 薄 い もの
……

ヒ ル ギ ダ マ シ 属 （Avice−

nni α），

　   上記 の 構造 が 複合 した もの ・…・・ゴバ ン ノ ア シ 属

（B αrringtoni α），コ コ ヤ シ 属 （Cocos ）な ど．例え ば

コ コ ヤ シ は繊維質 の 果皮 を持っ ば か りで な く， 内果皮 は

堅 く，海水 の 侵入 か ら胚を守 っ て お り ， 内部 の 空所 は浮

力 を っ けて い る．

　その 他 ハ マ オ モ トの 場合に は種子自身に コ ル ク 層 が あ

り，さ らに胚乳の柔組織に は 空気を含む間隙があ る （小

清水　1933）．グ ン バ イ ヒ ル ガ オ の 種 予は，内部 に 空所

が あ る ばか りで な く， 表面に 密生 した 毛 が 水 を は じ く役

目を持 っ て お り ， 浮きやす くな っ て い る．こ の よ うに海

流散布体に は海水に長期間浮 くた め の さ まざ ま な構造が

発達 して い る．

海岸植物 の散布

　海流 で 種 子が 散布さ れ る に は ， まず散布体が海 に 出な

けれ ば な ら な い．こ れ に は必ず しも海岸 に 生育 して い る

こ と が 必要 で は な く，例え ば内陸 で あ っ て も川岸 に 生育

して い る植物で あ る な らば，散布体 が 川 の 水 に 流 さ れ て

海に出る こ とも容易 で あ る．実 際 に 海岸 に 漂着 し た散布

体 の 中 に は，川 か ら海 に 出 て 流 れ て き た と 思 わ れ る もの

も少な くな い． しか し．海岸 に 漂着 して 運 よ く発 芽 し，

生育す る と な る と 内陸植物で は 不利で あ り，定着 は 不可

能 に 近 い．した が っ て ，海流散布植物は 多 くが海岸植物

で あ る と 考 え られ る．こ こ で は 日本 の 海岸植物 に 注目 し

て，そ の 海流散布の 可能性を調べ て み る．

L 　日本本土 に 分布す る 海岸草本植物

　 a ．散布体 の 形態

　海岸植物 は立地 か らみて 岩石海岸植物，塩生 （塩湿地）

植物，砂礫浜海岸植物 に 分け る こ とが で きる．そ れぞれ

に属す る植物 の 散布体 の 重量を比較 して み る と （表 2 ），
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表 2
， 日本本土 に 生育す る海岸草本植物の

　　　散布体の 重量 （中西　未発表）

1
％

g／ 100粒

岩石海岸植物

　　 ソ ナ レ ム グ ラ

　　 ハ マ ボ ツ ス

　　 ホ ソ バ ワ ダ ン

　 　 エ ゾ オ オ バ コ

　 　 ダ ル マ ギ ク

　 　 ハ マ ナ デ シ コ

　　 ボ タ ン ボ ウ フ ウ

0．0080

．0230

．0320

．0380

．0710

，0900

．532

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

区

％

の

 
一

口

目
咽

目

 

の

ω

刷

唱

。oq

二

8
富

塩生植物

　 　 フ ク ド

　　ハ マ マ ツ ナ （硬実）

　　 ホ ソ バ ノ ハ マ ア カ ザ （硬実）

　　 ウ ラ ギ ク

　 　 ナ ガ ミノ オ ニ シ バ

　 　 マ ツ ナ

　　 ハ マ サ ジ （硬実）

　　ホ ソ バ ノ ハ マ ア カ ザ （軟実）

　　マ ツ ナ （軟実）

0．0320

．0540

．1080

．1210

，1280

ユ600
、1860

．2570

，394

1

3

2

4

知 40

Exposure　to　sea 　vater

days

図 4．海岸草本植物 の 散布体 の 浮遊能力 （中西　未発表）

　　 　 1 ：
ハ マ ボ ウ フ ウ，ハ マ ヒル ガ才，ハ マ オ モ ト，2 ：

ハ

　 　 　 マ ナ タマ メ ，3 ；
ハマ エ ン ド ウ ，4 ： ボ タ ン ボ ウ フ ウ ，

　 　 　 ハ マ ボ ッ ス ，ハ マ サ ジ，ハ マ マ ツ ナ，フ ク ド

砂礫浜海岸植物

　 　 不 コ ノ シ タ

　 　 ノ 丶 マ ノ 丶 コ へ

コ ウ ボ ウ シ バ

ハ マ ボ ウ フ ウ

ケ カ モ ノ ハ シ

コ ウ ボ ウ ム ギ

ェ ゾ ノ コ ウ ボ ウ ム ギ

ハ マ ヒ ル ガ オ

ハ マ エ ン ド ウ

ツ ル ナ

ハ マ ナ タ マ メ

ハ マ オ モ ト

　 0．431

　 0、544

　 0．590

　 1．187

　 ］，193

　 1．322

　 】．342

　 3．629

　 3．836

　 15．996

　 90．311
1356

明 らか に 砂礫浜海 岸植物 の 散布体 は 他 の 散布 体 よ り重

い こ と が わ か る，中で もハ マ オ モ トの 種子 はひ じ ょ うに

重 い ．それ に対 して 塩生植物 と岩石海岸植物 で は 軽 く，

岩石海岸植物 の 方 で は さ らに 軽 い もの が 多 く，ボ タ ン ボ

ウ フ ウ を 除 くと 1個あ た りの 重量 は 1   以 下で あ る．

　 b．浮遊能力と 発芽率

　海水中で の 散布体の 浮遊能力 を調 べ る と　（図 4），砂

礫浜海岸植物で あ る ハ マ ボ ウ フ ウ， ハ マ ゴ ウ，ハ マ ヒ ル

ガ オ ，
ハ マ オ モ トの散布体は 2 カ 月間全 く沈 む こ とが な

く，ハ マ ナ タマ メ と ハ マ エ ン ド ウ で は少 しず っ 沈む もの

が あ る が，い ず れ も優れ た 浮遊能力 を 持 っ て い る，そ れ

に対 して岩石海岸植物で あ る ボ タ ン ボ ウ フ ウ と ハ マ ボ ッ

ス ， 塩生植物で あ る ハ マ サ ジ，お よ びハ マ マ ツ ナ，フ ク

ドで は 数 日以内 に散布体の すべ て が 沈ん で しま う．っ ま

り砂礫浜海岸植物の 散布体だ け が海流で 散布 さ れ る可能

性があ る．

　次 に，海水が発芽 に 及ぼ す影響，すな わ ち種子を海水

に 浸 け た 日数 の 経過 に よ る発芽率 の 変化を検討す る （表

3 ，表 4）．岩石海岸植物の ハ マ ナ デ シ コ と ボ タ ン ボ ウ

フ ウ で は明 らか に海水に浸 した期間が 長くな る と そ の 発

芽率 は 低下す る が，ハ マ ボ ッ ス や 塩生植物 と 砂礫浜海岸

植物 の ほとん どで は海水の 影響を受け て い ない．いずれ

に して も海岸植物 の 種子はあ る期間海水に浸され て も発

芽す る もの が あ る こ と を示 して い る． した が っ て，浮遊

能力 とあわ せ て 考え ると，砂礫浜海岸植物で は明 らか に

海流に よ る長距離散布 が 可能 で あ り，塩生植物 と岩石海

岸植物で も短距離な らば海流 で 散布 さ れ る可能性がある．

2．日本本土 に お け る半マ ン グ ロ
ーブ植物

　 a ．分布 と生育地

　海流散布す る木本植物と言え ば，マ ン グ 1コ ープ植物 で

あ る．しか し， こ れ ら は琉球列島まで 分布するが，日本

本土 に は分布 して い な い た め，Fl本本土 に お け る木本 の

海流散布 を考え る に は そ の 生育立地か ら 見 て， ハ マ ジ ン

チ ョ ウ ， ハ マ ボ ウ， ハ マ ナ ッ メ の 3 種が 好例 で あ る

（Nakanishi ，1985）．ハ マ ジ ン チ ョ ウ は イ ン ド ネ シ ア

か ら 台湾，琉球列島をへ て 九州西岸を長崎県五 島列島ま

で 分布 して お り （図 5），そ の 生育地 は 内湾 や 入 江 な ど

の 波浪 の 影響が少な い 岸辺 で ある． ハ マ ボ ウ は奄美大 島

か ら以 北 の 琉球列島，九州，四国，本州の 関東南部 まで

分布 し （図 6 ），特に 紀伊半 島 に 多 く，海水が流入 す る
’
下流域や河囗付近に群落を形成 して い る （中西　1979）．
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表 3．海岸草本植物の散布体を 海水に 浸 した後 の 発芽率 （中西　未発表）

海 水 に 浸 し た 日 数

o 1 2 3 5 10 20

岩石海岸植物

　 ハ 　　マ 　　ボ　　ツ 　　 ス

　 ハ 　 マ 　 ナ　 デ 　 シ 　 コ

　 ボ 　タ　 ン 　ボ 　ウ　 フ　 ウ

　 ホ　 ソ　 バ 　 ワ　 ダ　 ン

100％
647898

100％
777580

98％

677991

100％

706798

95％

525785

98％

372588

98％

3622

塩 生 植 物

　 フ 　　　　 ク　　　　　ド

　 ハ 　　　マ 　　　サ　　　ジ

　ホ ソバ ノハ マ ア カザ （軟実）

　 ヒ ロ ハ マ ッ ナ （軟 実 ）

　ハ マ マ ッ ナ （軟 実 ）

　 マ 　　ツ 　　ナ （軟 実 ）

8698100100100100 649698100100100699990100100100629499100

ユ0094

表 4．砂礫浜海岸植物の 散布体を海水に浮か せ た後 の 発芽率 （中西　未発表）

海 水 に 浮 か せ た 日 数

0 10 20 30 60

ハ マ ヒ ル ガ オ

ハ マ エ ン ド ウ

ネ コ ノ シ タ

ハ マ ナ タマ メ

ノ 丶 マ ノ 丶　コ 　ベ

87± 1．4％　（　99）

79　　 ％ （38）
48± 1．3％　　（101）
10　　　0％　（　24）

89± 5．9％　（　90）

92± 　6．6％　（111）

78　　　　　％　　（120）
44± 11，3％　（　84）

88± 　3．7％　（　95）

81± 　2．4％　（　57）
48± 　3．3％　（　61）

92±　3，3％　（148）　　80± 11，6％　（　85）

87± 10．6％　（　70）

　　　　　　　　 83　　　　　％　（120）

47± 16，0％　（　70）　　59：ヒ13．9％　（　80）

94　　　　　％　（　67）　 92　　　　　％　（　36）
56±　3．3％　（150）　89±　9．9％　（165）

（ ） は実験 に 用 い た種 子数

36

鈎

32

30

2t

25

2●

置27甲　 　 　　 　　129■ 139’

図 5 ．ハ マ ジ ン チ ョ ウ の 分布図 （Nakanishi ，1985）

　 　 　 点 の 大 きさ は群落 の 個体 数 を表 す （1 ： 9 以 下，2 ：

　 　　10− 49，3 ：50以 上 ）

ハ マ ナ ッ メ は，中国南部 と台湾か ら日本列島ま で 分布 し

（図 7），紀伊半島東部 に 多 く見 られ，生育地 の 多 くは海

跡湖の 岸で あ る （中西　1981）．

　 b ．散布体 の 形態

　 ハ マ ジ ン チ ョ ウ の 果実は 倒卵形 で ，直径 9 − 11  ，
コ

ル ク質が発達 し，内部 に 1 − 3 個の 種子があ る．ハ マ ボ

ウ の 1 っ の 朔果 の 中に は30− 45個の 種子 が 入 っ て お り，

朔果か ら こ ぼ れ た種子に よ っ て散布さ れ る，種子は長さ

約 5 皿田， 腎臓形を し，内部に は 空室があ る．ハ マ ナ ツ メ

の 果実は半円球で ， 端は翼状とな り， 高さ 5 − 6 皿皿， 直

径11− 16  ， 中果皮は木質また は コ ル ク質で ， 内果皮は

ひ じょ うに 堅 い ，内部 は 3室 に 別れ，そ れぞれ 1個 の 種

子 が 入 っ て い る，

　 c ．浮遊能力と発芽率

　 ハ マ ジ ン チ ョ ウ と ハ マ ボ ウ の 種子 に は海水 に 浮遊す る

期間 が た つ に つ れ て ，す こ しず っ 沈 む もの が あ るが， 2

ヵ 月た っ て も半数以上が浮 い て い る （図 8），それ に 対

しハ マ ナ ツ メ で は 4ヵ 月た っ て も全 く沈 む もの は な く，

浮遊能力 に 優れ て い る．

　次 に ，海水 に 浮か せ た後 の 発芽率 を検討す る （表 5）．
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図 6．ハ マ ボ ウ の 分布図 （Nakanishi ，1985を一部改変）

　　　点の 大きさ は群落の 個体数を表 す

　　　（1 ： 9以 下，2 ：10− 99，3 ： 100以 上）

t6
’

24
鹽

127・　　 　 　　 1tD ’

図 7． ハ マ ナ ツ メ の 分布図 （Nakanishi ，1985）

　　　　 点 の 大 きさ は群落 の 個 体数を表す

　　　　 （1 ： 9以 下，2 ： 10− 99，3 ： 100以 上 ）

表 5．海水 に 浮か せ た後 の 発芽率 （Nakanishi ，1985）

海 水 に 浮 か せ た 月 数

0 1 2 3 4

ハ マ ジ ン チ ョ ウ

ハ 　 マ 　 ボ 　 ウ

ハ 　マ 　ナ 　ツ　 メ

6％ （50） ＊

83％ （90）

96％ （93）

6％ （50） ＊

93％ （69）

89％ （85）

10％　　（50）　＊

98％ （87）

86％ （76）

100％　（81）

93％ （86）

97％　（100）

73％ （96）

（ ） は実験 に 用 い た 種 子数

＊
： 果 実数

著
＄

σ｝

．E
惹
2
」

EXPOSure 　to　sea 　watermonth5

図 8．海水で の浮遊能力 （Nakanishi ， 1985）

　 　 　 A ；
ハマ ジ ン チ ョ ウ ，B ：

ハマ ボ ウ ，　 C ： ハ マ ナ ツ メ
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表 6．琉球列島南部 の 海浜植物の 散布体と そ の 大きさ （Nakanishi ，1988）

植生帯
1

種 名 散布体の 形状
‘’ 乾重量

（  ）

容 積

（ぱ ）

比 　重

（9／ c  ）

H ナ ン ヵイ ハ マ ナ タ マ メ

ソ コ ベ ニ ヒ ル ガ オ

グ ン バ イ ヒル ガ オ

ハ マ サ サ ゲ

キ ダチ ハ マ グル マ

SSSSF 465．4．

28．5101

，236

．6

　 2．6

0．650

，060
．210

．090

．03

0．720

．480

．480

．410

．09

S イ ボ タ ク サ ギ

モ ン パ ノ キ

ア 　 ダ　 ン

クサ ト ベ ラ

イ ソ フ ジ

MFMFS 114，5

　 20．03120177

，0112

．2

O．500

．1012

．50

．500
．30

0．230

．200

．250

．350

．37

F テ リハ ボ ク

ハ テ ル マ ギ リ

ハ ス ノ ハ ギ リ

オ オ ハ マ ボ ウ

ク ロ ヨ ナ

モ モ タ マ ナ

サ キ シ マ ハ マ ボ ウ

FFFSFFS 424022381369

　 14」

24193797144

．0

9．503

．832

．250

．056

．5021

．OO

．40

0．450

．58

．0．610

，280

．370

ユ80

．36

＊ H ： 草本帯，S ： 低木帯，　 F ： 高木帯．　 ＊ ＊ S ：種子，　 F ：果実，　 M ： 分果

図 9 ．海浜植物群落の 北限線 （中西　未発表）

　 　 　 a ： グ ン パ イ ヒ ル ガ オ 群 落，b ： ク サ トベ ラ ーモ ン

　 　 　 パ ノ キ群 集，オ オハマ ボ ウ群 落， C
： ア ダ ン 群 集，

　　　 d ニ ク ロ ヨ ナ 群集，e ： ハ ス ノ ハ ギ リ群集，　 f ：
ハ

　 　 　 テ ル マ ギ リ群 集，ナ ン カ イハマ ナ タ マ メ 群集

蜘
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石
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　 　 o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　go

　　　　　　 EXPOsure 　to　sea 　 water （days）

図10，海水 で の 浮遊能力 （Nakanishi ，1988）

　 　 　 ● Al テ リ ハ ボ ク，モ ン パ ノ キ，ク サ ト ベ ラ，モ モ タ マ

　　　 ナ ，キ ダチ ハ マ グル マ ，● B ： ナ ン カ イ ハマ ナ タ マ メ ，

　　　パ
テ ル マ ギ リ

’
t ク ロ ヨ ナ，イ ソ フ ジ，口 ： グ ン バ イ ヒル

　　　 ガ オ，★ ：
ハス ノ ハギ リ，△ ： ソ コ ベ ＝一ヒ ル ガ オ，■ ：

　　　 ハ マ サ サ ゲ，○ ： オ オハ
マ ボ ウ，× ： サ キ シ マ ハ マ ボ ウ，

　 　 　 ◎ ： ア ダ ン ，▲ ； イ ボ タ クサ ギ
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ハ マ ジ ン チ ョ ウ で は 種子 の 稔性 が 低 い せ い か，発芽率 が

低 い． しか し海水 の 影響は認 め られ な い．ハ マ ボ ウ と ハ

マ ナ ツ メ は発芽率が高 く， 3， 4 ヵ月海水に入れ た後で

もよ く発芽 して い る．以上 の 結果 か ら い ず れ の 種も海水

に よ っ て 発芽が阻止 され る こ とはな く，海流散布の 能力

があ る と言え る．

3．琉球列島南部 の 海浜植生 の 構成種 と散布

　 a ．海浜植生 と 構成種

　琉球列島南部 の 海浜植生 は，Miyawaki ＆ Suzuki

（1976）や中西 ・福本 （1985）が 示 した よ うに ， 汀線に

近 い 砂浜 に は グ ン バ イ ヒ ル ガ オーハ マ サ サ ゲ群集が広 く

被 い，所 に よ っ て は ナ ン カ イ ハ マ ナ タ マ メ 群落が被 っ て

い る．そ の 内側 の 低 い 砂丘 に は ツ キ イ ゲ群集が 発達 して

お り，次 い で キ ダチ ハ マ グ ル マ 群集，ク サ トベ ラーモ ン

パ ノ キ 群集や イ ボ タ ク サ ギ，イ ソ フ ジ な ど の 矮低木帯あ

る い は低木帯 と な り，さ ら に ク ロ ヨ ナ ， オ オ ハ マ ボ ウ ，

ハ テ ル マ ギ リな ど の 亜高木帯をへ て ハ ス ノ ハ ギ リの 優 占

す る高木帯へ と 明瞭な ゾーネ ーシ ョ ン が 発達 して い る．

こ の よ うな海浜植生 の ゾ ーネ ーシ ョ ン は Schimper ＆

Farber （1935）や Richards （1952）が述 べ て い る熱

帯 ア ジ ア の もの ときわ め て 似 て い る． こ れ らの 群落 の 構

成種は ほ とん ど1日熱帯あ る い は 汎熱帯 に 分布す る 植物 で

あ り，内陸に見 られ る群落の 搆成種の 分布型 と大 き く異

な る．図 9 は 主 な海浜群落の 分布北限を示 した もの で あ

る，前章で 述 べ た よ うに ，こ れ らの 構成種 は東南 ア ジ ア

か ら黒潮に乗 っ て北上分布 し， こ の よ うに 琉球列島で 北

限をな した もの で，琉球列島南部は東南ア ジ ア と共通 の

海浜植生 が 発達 して い る と言え る． こ れ らの 構成種 の 中

で ，優占種あ る い は標徴種 で あ る17種 に っ い て ， 海流散

布 の 能力 と実際の 散布状況 が 調 べ られ た （Nakanishi ，

1988）．

　 b ．散布体の 形態 と浮遊能力

　 こ れ ら17種の散布体の形状 ， 乾重量 ， 容積，比重 をみ

る と，大 き な 傾向があ る （表 6）．散布体が果実 で あ る

もの は もちろん の こ と，種子 で あ っ て も散布体は ひ じょ

う に 大き い ．ま た，キ ダチ ハ マ グル マ ，イ ボ タ ク サ ギ，

モ ン パ ノ キ，ク サ トベ ラな どで は コ ル ク質が ，
ア ダ ン で

は繊維質が発達 して い る し， そ の 他の もの で は散布体の

内部 に 空室 が あ る な ど， 浮 くための 構造が備わ っ て い る．

実際 に 散布体 を海水 に 浮 か せ て ，そ の 浮遊能力を調 べ た

結果 が 図10で あ る，テ リハ ボ ク ，
モ ン パ ノ キ，ク サ トベ

ラ，モ モ タ マ ナ，キ ダチ ハ マ グ ル マ ，ナ ン カ イ ハ マ ナ タ

マ メ な どの 散布体は 3 ヵ 月以上海水 に 浮き続け る こ と が

で きる し，そ の 他 の もの で は，海水に浸け た 日数がたつ

に っ れ て 沈 む も の が で て く る．調べ た すべ て の 種 の 散布

体に は 2 ヵ 月間海水 に 浸けて も浮 くもの が あ る こ とが わ

か る．し た が っ て こ れ ら の 散布体は海流 に乗 っ て かなり

の距離運ば れ る可能性があ る と言え る，

表 7 ．海水 に 浮か せ た後の 発芽率 （Nakanishi ，1988）

植生帯
’

種 名
海 水 に 浮 か せ た 月 数

0 1 2 3

H 　 　ナ ン カ イ ハ マ ナ タ マ メ

　 　 　 ソ コ ベ ニ ヒ ル ガ オ

　　　 グ ン バ イ ヒ ル ガオ

　 　 　 ハ マ サ サ ゲ

　　　 キ ダ チ ハ マ グル マ

90％ （46）

90％ （60）

70％ （60）

99％ （68）

26％ （100）

100％ 　（　46）

87％ （60）

86％ （60）

95％ （93）

63％　（100）

95％ （20）

91％ （35）

78％ （60）

98％ （68）

46％ （90）

94％ （34）

79％ （60）

54％ （95）

S　　イ ボ タ ク サ ギ

　 　 　 モ ン パ ノ キ

　 　 　 ア ダ ン

　 　 　 ク サ トベ ラ

　　　 イ ソ フ ジ

60％ （ 10）

54％　（300）

100％ （33）

90％ （60）

76％ （25）

88％ （24）

73％　（198）

82％ （29）

83％ （60）

70％ （37）

40％ （10）

59％　（400）

84％ （27）

94％ （52）

100％　（　15）

40％ （15）

53％　（240）

83％ （27）

31％ （36）

F テ リ ハ ボ ク

パ テ ル マ ギ リ

ハ ス ノ ハ ギ リ

オ オ ハ マ ボ ウ

ク ロ ヨ ナ

モ モ タ マ ナ

サ キ シ マ ハ マ ポ ウ

70％ （21）
18％ （50）

64％ （22）

67％　（150）

96％ （25）

79％ （14）

51％ （96）

56％ （ 18）
42％ （50）

53％ （30）

79％　（150）

95％ （21）

77％ （ 13）

66％ （93）

53％ （15）

15％ （39）

70％ （21）

81％　（150）

74％ （17）

67％ （12）

54％　（172）

48％ （33）

33％ （18）

81％　（150）

83％ （ 6）

67％ （100）

＊ 　 H ： 草 本帯，S ： 低 木帯，　 F ： 高木 帯

（ ） は実験 に 用 い た 種子 あ る い は 果実数
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　 c ．発芽能力

　次に散布体を海水に 浸 した 後 の 発芽率を検討す る （表

7）．海水に浸 した期間 はそれぞれ 0 （コ ン ト ロ ール ），

1， 2， 3 ヵ月で あ る．調 べ た もの の 中に は テ リ ハ ボ ク

の よ うに，海水 に 浸 した結果，発芽率が 低下 し た も の も

あ る が ， い ずれ の 種 も 1 ヵ 月 あ る い は 2 ヵ 月 の 間， 発芽

能力を保持 し た まま海水に 浮 く こ とが で きる種子 を持 っ

て お り，程度の 差 こ そ あれ，すべ て 海流散布 の 可能性を

持 っ た植物で あ る．

　 d ．野外で の 散布状況

　実際 に 野外で散布体が ど の よ うに 散布さ れ て い るか を

知 る た め に ， 冬期に漂着物が 帯状に打ち上げ られ堆積 し

た場所 （砂浜）に 1   の調査区を設定 し漂着散布体を調

べ た （表 8）．合計19の 調査区に つ い て 約 4　mm 以上 の 散

布体の 種類と数 とを調査 し た． 1 っ の 調査区 に は 5〜14

種 の 散布体が見 い 出さ れ ， 出現頻度の最 も高い もの は ア

ダ ン で ，次 い で クサ トベ ラ ， イ ボ タ ク サ ギ ，
ハ ス ノ ハ ギ

リ，モ ン パ ノ キ，ク ロ ヨ ナ と続 い て い る．海浜植生の 搆

成種 の 多 くは高頻度 に漂着 して い る．

　次に漂着 した散布体か らの 芽生えを夏期 に調べ た，調

査区 を 1 − 4   と し，合計18 の 調査 区か ら芽生え の 種

類と数 と を調 査 した （表 9）、 1つ の 調 査 区 に は 5 〜

表 8．漂着散布体の 種類と出現状況 （Nakanishi　 1988を改変）

　　 調査 区数 ： 19

13の 芽生 え が見 られ，出現頻度 の 最 も高い もの は ク サ ト

ベ ラ で ，以 下オ オ ハ マ ボ ウ，モ ン パ ノ キ，グ ン バ イ ヒ ル

ガオ ，
ハ マ ゴ ウ，ハ マ サ サ ゲ，ハ マ オ モ ト，モ モ タマ ナ

の 順 で あ っ た．や は り海浜植生 の 構成種の 出現頻度が 高

い こ と が わ か る．サ ガ リバ ナ や ヤ ェ ヤ マ ヒ ル ギ は漂着散

布体と して よ く見 られ た が，芽生 え は 発見されな か っ た．

これ らは泥質海岸 に 生育す る もの で あり，砂浜で は発芽

で きない た めで あ ろ う，

　琉球列島南部 の 海浜植生 の 構成種は海流散布植物で あ

り，黒潮 に よ っ て 熱帯域か ら分布を拡大 した もの で あ る

と推定 され る，

海洋島フ ロ ラ の成立と海流散布

1．新 しい 島 へ の 植物 の 侵入 と距離効果

　 a ．ク ラ カ タ ウ 諸島の フ ロ ラの 成立

　海底火山の 噴火な ど で 新 しくで きた島に 生物は どの よ

うに 移住 し，定着す るの だ ろ うか。こ れは生物地理学 の

興味深 い 課題 の 1 っ で あ る．そ の 課題を 解 くよ い 例 が ジ ャ

ワ 島とス マ トラ 島の 間に あ る ク ラ カ タ ウ 諸 島で あ っ た．

1883年に ク ラ カ タ ウ火山が大爆発を お こ し， 3 っ の 新 し

い 島が で き た．噴火後 3年目に は グ ン バ イ ヒ ル ガ オ を は

表9．芽生え の種類と出現状況 （Nakanishi　1988を改変）

　　　調 査区 数 ： 18

出
現

回

数

頻

度
（
％）

総

数

出
現

回

数

頻
度
（

％）

総

数

ン

ラ

ギ

リ

キ

ナ

ギ

ク

ナ

ツ

ナ

リ

　

ベ

サ

ギ

ノ

　

ラ

ポ

バ

　

マ

ギ

　

　

ク

ハ

　
ヨ

ダ

ト

　

パ

　

ク

ハ

　

　

　

　

　

　

　

　

リ

テ

タ

　

　

タ

ノ

　

　

　

　

　

ロ

　

サ

ボ

ス

ン

　

ブ

リ

ガ

　

モ

テ

ァ

ク

イ

ハ

モ

ク

ミ

テ

サ

ソ

モ

ハ　 　 　 ル 　マ

ソ コ ベ ニ ヒ ル ガ オ

ヤ エ ヤ マ ヒ ル ギ

モ 　 ク　 マ 　 オ　 ウ

ヒ　ル ギ モ 　 ド　キ

ナ ン テ ン カ ズ ラ

シ イ ノ キ カ ズ ラ

グ ン バ イ ヒ ル ガ オ

　 以 下 省 略

763338876665554444311111 948882272226661111688666443333222222211409259102997551644515142

　

111

　

　

　

　

4

1
匚
」

　

　

　

−

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

1

ク　 サ 　 ト　 ベ 　 ラ

オ オ ハ マ 　ボ　ウ

モ 　 ン 　 パ 　 ノ　 キ

グ ン バ イ ヒ ル ガ オ

　

サ

モ

マ

ゴ　

サ

オ

タ

マ　

マ

マ

モ

ハ ス 　ノ　ハ ギ

ナ ン テ ン カ ズ ラ

キ ダ チ ハ マ グ ル マ

ク　ロ 　イ　 ワ　ザ サ

テ　 リ　 ハ 　 ボ 　 ク

ハ テ ル マ ギ リ

タ イ ワ ン ウ オ ク サ ギ

ア　　　ダ　　　 ン

イ　ボ タ　ク　サ 　ギ

シ 　 マ 　 シ 　 ラ　 キ

ヤ エ ヤ マ ア オ キ

ハ マ タ　イ　ゲ キ

　 以 下 省 略

ウ

ゲ

ト

ナ

リ

7764277664443333333311111 44987993322277777777998763333222111111117996697674343351236361623

　

　

　

　

1

　

　

1

　

11

　

　

6

11
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表IO．3 島の フ ロ ラ の 散布型組成 の 比較 （Ridley，1930）

海流散布
　　　　　　 鳥
風散布

散 布
　　　　　そ の 他 合計

ジ ャ ワ 島か ら

被食型 付着型 泥 と共 に の 距離

ク ラ カ タ ウ

ク リス マ ス

コ コ ス ・キ ーリ ン グ

604417 34　　　　 34
9　 　 　 　 36

0　 　 　 　 0

9155 3　　　　 4

0　　　　 7

0　 　 　 　 0

14412922 　 40 

　224  

1，126  

じめ，ゴ バ ン ノ ア シ，ク サ ト ベ ラ，テ リハ ボ ク，モ モ タ

マ ナ な ど海流散布植物 が 10種，風散布植物 が16種確認 さ

れ，14年後 に は海流散布植物が 一
番多 くな り ， さ らに25

年後 に は海流散布植物 が 60種，風散布植物 が32種，動物

散布植物が 23種 と な っ た （Docters　 van 　 Leeuwen ，

1936）．．．一
方，1930年に は 4 番目の 島 ア ナ ク ・ク ラ カ タ

ウ 島が誕生 し た．そ の 2 年後 に 訪れ た Docters　 van

Leeuwen は ア ダ ン
，

ハ マ ナ タ マ メ の一種 （C αnav αliα
r σse α），グ ン バ イ ヒ ル ガ オ，ゴ バ ン ノ ア シ，モ モ タ マ

ナ ，
ホ ウ ガ ン ヒ ル ギ ， ク ロ ヨ ナ の 芽生え と 発芽 し た 41個

の コ コ ヤ シ の 果実を見 っ け た （Ilil1＆ Docters　 van

Leeuwen ，1933）．海岸林の 構成種 が 遷 移 の 初期 に 侵入

し，い ち は や く林を形成す る点は ， 海流散布の 大き な特

微 で あろ う。こ れ らの 種 は す で に 述 べ た よ うに 大部分が

琉球列島 の 海浜植物 と共通 で あ る．ま た 小笠原諸島 の 近

く の 新 し い 火山島で あ る西之 島新 島に は最初に グ ン バ イ

ヒ ル ガ オ の 群落 が 成立 し，そ の 後 ゴバ ン ノ ア シ
， テ リ ハ

ボ ク ，モ モ タ マ ナ ，モ ダ マ ， コ コ ヤ シ な ど の 果実 や 種子

の 漂着が発見 さ れ て い る．

　 b．海流散布植物と距離効果

　 ク ラ カ タ ウ 諸島の 植物の 侵入 は，供給源 で あ る 本島か

ら の 距離 が 近 い た め，そ の 影響 を強 く受 けて い る と考え

られ る．本島か らの 距離が 遠 くな るとそ の 島 の フ ロ ラ の

成立 がどの よ う に異な っ て くる の だ ろ うか． Ridley

（1930） は，上 に述 べ た ク ラ カ タ ウ 諸島 と共 に 1 ク リ ス

マ ス 島 　コ コ ス ・キ ーリ ン グ島の散布型組成を比較して

い る （表 1  ，本島 で あ る ジ ャ ワ 島か ら こ れ ら の 島ま で

の 距離 は そ れぞれ40  ，224  1
，
126睡 で あ り，コ コ ス ・

キ ー
リ ン グ島が

一
番離れ て い る．こ れ らの 島は いずれ も

熱帯 に あり，平均気温 は ほぼ同じで，風向きは季節に よ っ

て 変わ る もの の ，主風 は 南東 で あ る．土壌 や海岸の よ う

すはそれぞれ の 島 で 異 な っ て い る．表10か ら明らか の よ

うに，ク ラ カ タ ウ 島 に お い て は風散布植物 が多 い， こ れ

は明 らか に 供給源 で あ る ジ ャ ワ 島 に 近 い か らで あ り，距

離が 遠 い 島ほ ど散布種数は少 な くな っ て お り，距離効果

が表れ て い る．鳥 に 食べ られ て 運 ばれ る漿果 をっ け る 植

物は ク ラ カ タ ウ 島と ク リス マ ス 島で ほ ぼ 同 じで あ る が，

付着散布植物は ク リス マ ス 島 に 多 い ，こ れ は ク リス マ ス

島に は多くの海鳥が 訪れ る た め で あ ろ う．ク リ ス マ ス 島

に お い て 海流散布植物が少な い の は，こ の 島 に 砂浜が ほ

と ん ど な い こ とが 一
っ の 原因と考えられ る．コ コ ス ・キー

リ ン グ島で は海流散布植物が多く， そ れ 以外は海鳥に よ っ

て もた らさ れ る付着散布植物だ け で あ る．この よ う に 海

流散布は ， 風散布に比べ て距離効果が 小さ く ， 大陸あ る

い は主 島か ら遠 く離れ た海洋島で他の散布型 よ り も多 く

侵入 で きると言 え る，

2 ．海洋島 フ ロ ラ の 散布型比較

　Carlquist（1967） は東太平洋 とポ リネ シ ア に おけ る

海洋島 の 種子植物 の 散布型組成を比較 して い る （図11）．

彼 は散布型を 1。ラ フ テ ィ ン グの よう な まれ に お こ る海

流散布， 2．頻繁 に お こ る海流散布， 3．粘着性の あ る果

実 あ る い は種子 で くっ つ い て 運 ば れ る鳥散布， 4 ．泥 と

一
緒 に 脚に くっ つ い て 運 ば れ る鳥散布， 5 ．被 食型鳥 散

布， 6．トゲ や カ ギ を もち 羽毛 に くっ っ い て 運 ば れ る鳥

散布， 7．風散布の 7 っ の 型 に 分け，そ れ ぞ れ の 割合 を

示 して い る．島に よ る散布型組成の 割合の 違 い は，距離

効果もあ る か も知れ な い が ， そ れ よ りもそ れ ぞ れ の島の
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図 11．東太平洋 と ポ リネ シ ア に お け る海洋島の ff，r一

　　　植物 の 散布型組織 （Carlquist，1967）

　　　 そ れ ぞれ の グ ラ フ は 島の 位置を考え て 配列 され て い

　　　 る．棒 フ ラ フ の 長さ はパ ーセ ン トを表 し，N は 全種

　 　 　 類数 を示 す．
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環 境 の 違 い を反 映 して い る もの と考え られ る．頻繁に お

こ る海流散布 の 害1亅合 が 高 い もの は ラ イ サ ン 島， イ ク ア ト

リア ル 諸島，オ エ ノ 島 で ある．こ れ らは いずれ も全島の

生育す る種数 が少 な く，海流散布植物が サ ン ゴ礁の島に

先駆的 に侵入 した もの と思 わ れ る．一方 ， 出現 種数が 多

い 島， すなわち ハ ワ イ 諸島，サ モ ア ， トン ガ ， ソ シ エ テ ィ

諸島，ガ ラ パ ゴ ス 諸島を比較して み る と， ハ ワ イ諸島で

は海流散布が 少な い． こ れ は，北半球に位置す る ハ ワ イ

諸島周辺 に は北赤道海流 が東か ら西 へ と流れ ， そ の 源流

域 に は海流散布植物 が 少 な い の に 対 して ，南半球で は東

南ア ジ ア か ら ミ ク ロ ネ シ ア ，ポ 1丿ネ シ ア へ と 分布 を拡大

した海流散布植物 が ある こ と に よ っ て種数が多 くな っ て

い る と考え られる． こ の よ うな比較を東南 ア ジ ァ や ミ ク

ロ ネ シ ア の 島 で 行 え ば，海流散布 の 割合 が も っ と高 い は

ず で ある．

て，熱帯や亜熱帯域の島で は海岸林 の 成立 に海流散布植

物 の 役割 が 大 きい こ と に な る．

　 5．大陸 の 海岸よ りも島に多い …… 海流散布植物 は

東南 ア ジ ア ，ポ リネ シ ア や西イ ン ド諸島に多 く，それ ら

の 海域や そ こ を源とする海流域の 島 々 に は 海流散布植物

が多 くな る，例 え ば 黒潮 が沿岸を流れ る琉球列島は多 く，

そうで な い 小笠原諸島は少な い．したが っ て，新 しく島

が で きた場合，そ の 島 の 周辺 の 海流状況 に よ っ て ，そ の

後 の フ ロ ラ の 成立に 大 きな影響を与え る．

　 6．海岸植物，そ の 中で も砂質海岸植物 に 多 い
……

散布体 の 漂着，発芽，定着か ら考え て，海流散布植物は

多くが海岸植物で あ る こ と は当然で あ る が ，さ ら に 岩石

海岸植物や塩生植物よ りも砂質海岸植物 に多 い ．した が っ

て ，島 に 散布体が漂着 し，定着 で きるよ うな砂浜が あ る

か ど うか は ， 島の フ ロ ラ の 成立 に 大 き く影響 す る．

まとめと考察

　海流散布と海流散布植物の特徴お よ び海洋島 フ ロ ラ の

成立 と海流散布 の 関係 を ま と め る と次 の よ うに な る．

　 1．散布体が大き い ，
つ ま り種子が大 き い

……
風 で

運 ば れ た り，動物に 運ばれ る場合 に は，物理的 に 重さ あ

る い は 大 き さ に 制限 が あ る は ず で ある．しか し，海流散

布の場合に は海水に浮きさえすれば，散布体 の 重さ，大

きさ は問題がな い．海流散布植物 の 中に は大 きな果実を

持 っ て い る も の が 多 く，そ の 中の 種子 も大きい ．ま た モ

ダマ や ハ マ オ モ トなど種子で散布 されるもの も種子自身

が大きい ．した が っ て，それだけ栄養を持 っ た状態で散

布 され る こ と か ら，風散布体 の よ うな小さ い 種子に 比 べ

て定着率が高 い と考え られ る．特 に 砂浜や ， 新 しい 火山

島，サ ン ゴ礁 の 島 な ど 土壌 の 未発達の 立地 に も先駆的 に

侵入 で き る こ と に な る．

　 2．浮 くた め の 構造が 発達 して い る …… 海水に 浮 く

た め の 構造の 中で 特に著 しい特徴は ， 発達 した コ ル ク質，

繊維質の 果皮で あ る．散布体が大 きい 理由 の 1 っ は こ の

構造 に ある．コ コ ヤ シ や ゴ バ ン ノ ア シ な ど の 果実 は そ の

良 い 例で あ る．

　 3，散布 に 方向性があ る が ， 距離効果 は小さ い
……

散布体は海流 の 流れ の 方向に 運ばれ る．風 で も上 空 で は

偏西風 の よ う に方向性があ る が，地上部っ ま り植物の 高

さで は 必ず しも
一

定 の 方向 に 風 が 吹い て い る とは言えな

い し， 季節 に よ っ て も変化す る．した が っ て，海流散布

は風 よりも
一

定 の 方向 に 散布 さ れ や す い 特徴 が あ る．ま

た，海流 は何百 キ ロ ，あ る い は千キ ロ 以上 も流れて い る

た め 長距離散布 が 可能で あ り，風散布 に 比 べ て 距離効果

が小さい ．つ まり海流に乗 り継い で行けば世界的 に 広 が

る こ とが で きるわけで，海流散布植物 の 中に はグ ン バ イ

ヒ ル ガ オ や オ オ ハ マ ボ ウ の よ う に 汎熱帯 種 が あ る．

　 4．熱帯，亜熱帯域に多い ……
特 に 木本植物の 中で

海流散布さ れ る もの は 熱帯や亜熱帯 に限 られる．したが っ
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