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要 旨

1)さ きに花の諸形質の変異を観察した京都大学農学部前の並木のヤマザクラについて葉に関する

個体変異を調査した。

2)葉 芽開野の時期(第1報 記載),葉 の展開 ・発達速度,成 葉に達するまでの色調変化には明ら

かな個体差がある。これらのヤマザクラはいずれも茶芽系統に属 し,開 舎予期の葉色には大差がないが,

その後緑化までの発達過程では個休によって異なった色調変化を示す。生長と緑化進行は必ずしも一

致せず,同 じ生長状態でも緑化の進んだものや,そ うでないものがある。

3)葉 の形態的形質に関する変異を検討するため,12個 体各100葉 の測定を3年 くり返して行った。

i.形 態的形質としてとり上げた 葉身長 ・幅 ・形状比(葉 身長/幅)・ 大きさ(葉 身長×幅)・支

脈数 ・葉柄長などのうち,葉 身長および大きさには,通 常の方法で求めた個体間変動の不偏分散比か

らすれば,個 体間で平均値に有意差を認めない。しかし両者とも年々の平均値には個体間に差があり,

また平均値による個体順位 も年によりかなり大きく変動する。すなわち同一環境に対する各個体の反

応はそれぞれ異なっている。

ii.形 状比 ・支脈数および葉柄長は年による変動が比較的小さいので,個 休変異の標識として適

当と考えられる。

111.幼 形の葉面に見 られる毛茸はしばしば成体形の葉にも生 じる。この毛茸の発生有無 ・発生場

所(表 ・裏)な どは個体によりかなり異なるようである。

iv.葉 身長と幅,葉 身長と葉柄長,葉 身長と支脈数,葉 の大きさと支脈数 葉柄長と花梗長それ

ぞれの形質問には有意の相関がない。しかし葉の形状比と花弁の形状比との間には高い相関がある。
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4)落 葉の早晩にも個体差の存在する傾向が うかがえるが,微 気候 ・生理状態などに著しく影響 さ

れるようであるから,個 体変異の標識としてとり上げない方がよい。

5)交 配試験の結果,ヤ マザクラは自家不和合の性質をもつことがわかった。自家不和合性は,ヤ

マザクラが現在のように多 くの変異をもつに至った一因であると考えられる。

1緒 言

ヤマザクラが変異に富むことはすでに知られているが,同(かの)一地域のほぼひとしい立地条件下にある

個体群について継続調査し,個 体聞の形質の相違を実証した例はない。

前報(の)では花期の早晩や花の形態など,花 を中心にヤマザクラの個体変異を検討 した。本報では葉に

関する変異を調査した結果を報告する。 出葉時期の早晩,出 葉より出蕾までの期間の 長短について

1951～1961年 までの10年間('60欠)に 得 られた観察結果はすでに述べた。 ここでは出(り)葉後の葉の発

達から吟味する。

変異の実態が明らかになるにつれて,ヤ マザクラの結実が自家受粉で行われるものか否かという点

にも関心がもたれるようになった。これを確かめるために観察対象のヤマザクラ数個体を選んで行 っ

た交配実験の結果を附記す る。最後に第1報 の観察結果とあわせて,総 合的に個体変異について考察

したい。

II材 料 お よび調査 方針

調査の対象としたヤマザクラは,前 報(り)と同 じく京都大学農学部の本館前に南北約114mに わたって

1列 に植えられた,い ずれも樹齢約52年(1966年 現在)の16個 体である。 この うちNo.XIIIは1957

年1月 病害によりほとんど枯死 したため切り倒され,No,IVお よびNo.Xは1963年 頃よ り病害顕著

となり,1966年 にはNo.IVは 枯死,No,Xも 一部の枝が生きているにすぎない。 またすでに主幹の

ないNo.IIは1965年9月 の台風 によって最大の支幹を折損した。 葉の形態調査では上記理由により

これ ら4個 体(No,II,IV,X,XIII)を 除外した。全個体は1962年 までに接木によって後代を得,こ れ

らは1966年3月,京 都府立植物園 ・京都大学演習林上賀茂試験地(全16個 体);同 白浜試験地 ・比叡

山頂京福電鉄所有地(一 部欠)な どに移植,現 在生育中であって,将 来環境を異にした場合の形質発

現の研究に供試する予定である。なお1964年 一'65年にヤマザクラNo.XIV～XVIの す ぐ東に位置する

基礎物理学研究所に接 し,そ の南側,す なわちNo.IX～XIの 東側に数理解析研究所が設置された。

これにともなって さきに補植されたヤマザクラ若木とヤマザクラに並列するチャンチンモ ドキが取 り

除かれた(前 報第1図 参照)。

葉の調査にあたっては幼形または成体形への移行形を成体形と混同しないことに留意 した。根際か

ら出る枝条または主幹から直接生 じる小枝は幼形あるいは幼形 と成体形の中間形であるのが一般で,

これ らは形態的にも生態的にも成体形と形質が異なる。たとえば幼形の葉は成体形の葉に比 して狭長,

肉厚 く濃緑,落 葉おそく,葉 の両面に多数の微毛を生 じ,と くに表面につ く毛茸はおそくまで脱落 し

ない。個々の調査方法は結果の各項に述べる。

皿 観察 な らびに 実験 結果

1葉 の形質と個体差

i)葉 の発達と葉色の変化

葉は発達とともに合掌状態から次第に展開 し,花 の満開期を経た頃完全に開 く。最初葉柄基部には
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両側に長さ数mmの 托葉各1が あり,こ れらは葉の展開完了前後にすでに 脱落 しているのを常 とす

る。しかし枝条が幼形の場合には比較的長 く残存 して葉の完全緑化後もなお着生 し,自 らも生長 して

1cm内 外の長さに達する。

三 拝}ま 若 葉 の 色 に よ り ヤ マ ザ ク ラ を 青 芽 系(Viridifoliae)・ 黄 芽 系(Flavifoliae)・ 茶 芽 系(Fulvi-

foliae)・ 赤 芽 系(Rubrifoliae)の4系 に大 別 した 。 青 芽 系 は 若葉 が 緑 色,黄 芽 系 は帯 黄 緑 色,茶 芽

系 は帯 赤褐 色 ～ 褐 色,赤 芽 系 は 明赤 ～ 深 紅 色 を呈 す る。 農 学 部 前 のヤ マザ ク ラは いず れ も茶 芽 系 に属

す るが,出 葉 後 の葉 の生 長 速 度 と緑 化 まで の葉 の色 調 変 化 には 個 体 に よ りか な り大 きい 差 が あ る(第

1表)。 た と え ばNo.1は 葉 の展 開 中 は と くに赤 味 が 強 い が,No.IIは 明 褐 色 を 呈 す る。 しか し出葉

初 期 の合 掌 葉 の色 は 両 者 と も 赤 褐色 で 差 を つ けが た く,そ の 色 調 はRIDGwAYに よ るPomperia(の)n

Red～MadderBrown(PL.XIII)に あ た る。 お そ ら くは そ の 後個 体 に よ って葉 に ア ン トチ ア ンの 増

量 を見 る もの,葉 緑 素 形 成 の す み や か に起 る もの な どが あ り,そ の 差 と して 種 々の 色 調 が 現 わ れ るの

で あ ろ う(第1表D項)。 緑 化 が と くに早 い の はNo.XIで,こ の もの で は 他 の14個 体 にお け る葉 の緑

化 完 了(褐 色 消 失 の こ と,当 時色 調 は淡 緑)が 落花 完 了 後 で あ るの に対 し,花 の わ ず か に1,2分 散

っ た頃 すで に 緑 化 して い る。 この現 象 は年 々同 様 に認 め られ る。No.XIIIも1956年 ま で の観 察 で はか

な り緑 化 の早 い もので あ った 。

葉 は通 例 花 の 満 開 日に は ほ とん ど展 開完 了 に 近 い状 態 に達 す る が,No.XVは 観 察樹 中最 も発 達 が

お くれ,花 の満 開時 に充 分展 開 した葉 を見 る こ とな く,葉 自体 も小 さい 。 これ に対 し展 開 のす み や か

な もので は満 開 時 に早 く も開 き き る(No.III,V,XI,第1表E項)。

葉 の生 長 は展 開完 了後 もな お多 少 続 き,緑 化 も さ らに進 み,5月 初 旬 に 至 って深 緑 とな り,は じめ

て 完 全 な成 葉 と な る。 この 頃休 芽 はす で に形 成 され,各 葉 腋 に は そ れ ぞ れ 若 い 帯緑 の芽 が存 在 す る。

こ れ らは さ らに 多少 生 長 分 化 し,盛 夏 黒 褐 色 の鱗 片 葉 で おお わ れ た状 態 に な って休 止 す る。

ii)葉 の 形 態

葉 の形 態 調 査 は1961,'64お よ び'65年 の3年 にわ た って 実 施 した 。個 体 比較 の指 標 と して,葉 身 に

関 して は1)長 さ,2)幅,3)長 さ と幅 の 比,4)長 さ と幅 の積,5)支 脈 数 を,ま た葉 柄 に 関 して は

1)長 さ,2)花 外 蜜 腺 数 を と り上 げ た 。葉 の採 取 に あ た って は位 置 や 高 さを考 慮 の上,各 樹 数 カ 所 の
'

枝(約40～60cm長)か ら100枚 を任 意 に抽 出 したが,全 体 か ら見 て 異 常 に 小 さい葉 や頂 部 の異 常 に大

き い葉 は意 識 的 に これ を 除 いた 。 これ らの 測 定 は葉 が 充 分 緑 化 した5月 中旬 以 降 に行 った。

測 定 値 の 統 計 的取 扱 い で花 弁 の場 合 と異 な る点 は,分 散 分 析 の 結果 を用 い て任 意2個 体 間 の平 均 値

の 有 意 差 を 検 定 す るの に,SNEDECAR*に よ って 多少 修正 され たTuKEYの 方 法 に よ った こ とで あ る。

ま た個 体 お よ び年 変 動 の不 偏 分 散 比 は それ ぞ れ の要 因 の分 散 量 と個 体 ・年 交 互 作用 の分 散 量 との 比 で

あ らわ した が,個 体 変 動 の分 散 比 は前 報 同 様 に誤 差 の分 散 量 と の比**で も って も示 した 。 あ る量 的形

質 に っ いて の表 現 型 の安 定度(個 体 内 変 異 の大 き さ,お よ び年 に よ る平 均 値 変 動 の程 度)が 個 体 間 で

異 な る と きは,個 体 ・年 交 互 作 用 効 果 の 大 き さ に個 体 差 が あ る こ と を意 味 す る 。 したが って 個体 間 変

異 を検 討 す る場 合 に は,こ の 交 互 作 用 効 果 を個 体 固 有 の もの と見 な し,分 散比 を誤 差 の分 散 量 に基 づ

い て求 め る こ と も意 義 が あ る と考 え る。 な お,花 弁 の 諸 形 質 で は交 互 作用,誤 差,い ず れ の分 散 量 に

基 づ いて 検 定 して も個 体 間 に有 意 差 が あ る。

a葉 身 の長 さ と 幅

葉 身 の幅 は花 弁 同様 最 大 幅 を も って あ らわ す こと に した 。測 定 結果 は 第1・i～1・2図 お よ び 第2表 に

示 す よ うで あ るが,長 さ ・幅 と もに各 年 同 一 個 体 で 平 均 値 に変 動 が あ る。 ま た平 均 値 の大 き さで つ け

*ス ネデカー
,統 計的方法(改 訂版),日 本語訳(1962)p.232-233.

**岡 松正泰
,推 計学ノー ト(1961)P.80-8L



第1表 葉 の 発 達 に お け る 個 体 差

(観測年:1961)

諭 〉調讐IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIVXVXVI禦 鯉-馳
㈹ 出 葉 日2-13-i101-1210200-25

発

達 展 開 日1412131111111412141210141114124

過

程 緑 化 日21202118202021162119122217201510

(B)出 葉 一 展 開1213101210111313121110121114144

期 官

出葉 一 緑 化19211819192。2。171918122。172。179

間彗 展 開 一 緑 化7887997477286637

(c)出 蕾 ・11 -2221-22-31-22-12-12-12-12-・21-22-12一

腱 満 開 ・ ・-44-55-45-・ ・-44-・4-55-44-54-55-44-54-54-35-・ 二 …

(D)満 開 日BRB(R)RBB(R)B(R)B(RG)BRB(RG)dRBB(RG)B(GR)RBRBRB(G)RB(G)一

色 展 開 日B(RG)GBBRBGB(RG)B(RG)GBGBBGG(B)GBBGBG(R)1GBGB一

落 花 日BGGBBGGBG(B)BGG(B)dG(B)G(B)G(B)GBGdBGIG(B)G(B)一  
(E)展 開 日6-59-10565768-78-97-6568-999-10一

開 花

状 態 緑 化 日101010101010101010106-510101010-
1._

註 ㈹ 展 開 日:1樹 の ほ とん ど の葉 が 展 開 を 終 った 日,緑 化 日:ほ とん どの葉 が緑 色 と な った 日.数 字 は3月31日 を0,4月1日 を1と す る通 日,

(c)展 開 度:1出 葉 初 め,2葉 開 籠 中,3半 開,4展 開 中,5展 開 了

例.i-zは1と2の 両 者 混 じる も1が 多 い こ とを意 味 す る.他 の記 号 も これ に準 ず る.

(n)B:褐 色,R:紅 色,G:緑 色.た とえ ば(B)はBの 色 調 の か か って い る こと,RBはR>Bを 意 味 す る.1:淡 色,d:濃 色.落 花 日:全 樹 落 花 完 了 の 日

(E)記 号5:満 開,6:2分 散 り,7:4分 散 り,8:6分 散 り,9:8分 散 り,10:全 落 花

」
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第2表 葉 の 形 態 に 関 す る 変 異(平 均 値 ±標 準 偏差)

」 葉 身 葉 柄[

油 体 観測年(mm)温)長 ・/幅8講 響)支 脈数 斥m避
'6183

.7±10.142.2±5.72,03±0.223,58±0.8221.8±2.016.9±2,0
'6484

.5±12.040.7±5.72.09±0.173.48±0.9418.4±1.613.6±3.2

1'6570.8±7.234.0±3.72.12±0.242.45±0.4619.9±2.217.0±1.9

平 均79。7±11.639.・ ±6.22.・8・ ・2・3.17± ・.932・.・ ±2・7「15.8・3・1
-'6183

.5±9.741.6±5.12。02±o.133.54±0.8018,3±z.OI18.4±2.0
'6487

.8±7.838.8±4.52.28±0.233.38±0.7318.5±2.3j18.7±2.9

111'6578.3±8.039.2±4.32.01±0.213.07±0.6217.4±2.420.6±2.3 1
平 均83.2±9.439.9±4.82.10±0.263.33±0.7518.1±2.019.2±2.9 -一一一

'61186
.8±8.545.6±5.11.91±0.124.08±0.8018.8±1.920.2±2.3

'6478
.5±8.439.3±5.12.01±0.203.14±0.7017.8±1.919.2±2.O

V'6577.1±8.437。1±3.72.08±0.212.94±0。6417.7±2.319.7±2.4 -一"一 一 一一一1
平 均80.8±9.540.7±5.42.00±0.203.39±0.8618.1±2.1119.7±2.3 -一

 '6197
.6±15.739.3±6.62.51±0.193.97±1.3420.7±2.121.9±3.0

'6484
.9±9.533.1±4.02.57±0.212.85±0.6118.9±1.821.2±2.3

VI'65 _86.6±7.834.2±3.42.54± °.2°3.°3± °.542°.2±2.1_i22.8±2.4

平 均89・7±12・835・5±5・62・54±o・203・28±1・0419・9±2・2122・o±2・4 醒一 '61196
.4±13.748.3±6.32.00±0.214.74±1。1618.6±2.220.8±3.1

'6473
,4±7.136.3±4.12.02±0.162.68±0.5419.1±2.016.7±1.9

VII'6573.7±6.935.2±4.42.13±0,232.62±0.5919.3±2.218.4±2.3
-一 一 一

平 均 「81.2±14.439.9±7.82.05±0.233.35±1,2319.0±2.118.6±3.2
.._一

!;61649182:99圭1§:93934:91圭54:5022:3245圭8:18213.782.85圭1.°40.641717:45圭11:7719.118.6圭zz:64

VIIIL .'658・ ・5±8・833・7±3・82・42±0・2・2・80±0・5818・4±2・119・4±2・5

平 均85.1±11.535.9±5.32.4q±0,173.14±0.8517.8±1.919.1±2.〇 一
'611100

.5±11.249.5±5.62.04±0.165.03±1.1219.1±2.219.3±2.3
'6477

.8±7.735.2±3.72.19±0.172.72±0.5818.3±1.816.5±1.5

1X'6579.9±7.736.7±3.92.20±0.233,03±0.5618.2±1.917.3±2.0

平 均86.1±13.440.5±7.82.14±0.243.59±1.3018.5±2.017.7±2.3

'6191
.6±10.943.6±5.42.11±o.214.05±0.8817.5±1.720.8±2.1

'6473
.7±6.631.9±4.02。32±0.212.42±0.5417.2±1.719.0±1.6

XI'6582.0±9.736.4±4.02.26±0.183.06±0.7616.7±1.8119.2±2.81

平 均82.4±12.037.3±6.62.23±0.233.18±0.9917.1±1.8119.7±2.1

'61192
.7±10.242.6±4.22.18±0.184.07±0.7920.3±1.8;24.5±3.5

'6476
.8±7.434.0±4.02.29±0.202.61±0.5920.5±1.5!20.9±2.4

XII'6583.0±9.5:.±4.02.17±0.143.21±0.7420,4±2.521.6±2.8一
平 均184.2±11.038.4±5.42.21±0.233.30±0.9220.4±2.0122.3±3.5

XIV'61'64'6584.9±1475.4±676.3±7;139.° ±631.6±335.2±3;12.18±°.232.39±0.232.18±0.181;41±1.°936±0.4875±0.5215.9±1.916.5±1.916.3±1.519.718.820.1圭1;1一一
平 均78.9±10.835.3±5.82.25±0.242.84±0.8716.2±1.819.5±3.0

-一一一'一
'.61.1-97

.0「壬一9.一σ37.2±4.12.63±0.273.63±0.7319.7±i.719.0±2.4
,6482

.3±8.828.8±3.72.89±0.302.38±0.6117.9±2.117.8±1.8

XV'6579.7±10.031.3±3.42.56±0.312.53±0.6418.0±2.019.3±2.4-..一一
平 均86.3±12.532.4±5.22.69±0.352.85±0,8518.5±2.118,6±3。1

1'611103.3±9.945.0±4.82.29±0.224.69±0.9519.6±1.719.8±1.7
'6478

.6±8.835.1±3.82.21±0.312.81±0.6316.0:ヒ1.815.8±1.9

XVI'6586.0±9.039.7±4.02.18±0.213.44±0.6617.7±1.917.6±2.5

1平 均89・ ・±13・939・9± ・・92・23・ ・.233・65±1・ ・817・8± ・・317・7± ・・9

睾 姿'61'64'6592.579.779 .5圭13.39.59.642.34.35.§+g±5±4;7492.19±2.31±2.24i-§窮4.°5±1.1°2.81±0.722.91±0:68}§;°±2.41±2.24±2.52°.3±3.318.1±2.819.4±3.1

総 平 均183.9±12.437.9±6.52.24±0.333.26」:1.0018.5±2.419.2±3.0
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た 個 体 順位 も年 に よ りか な り大 き く 変 動 す る(第3表)。 こ の こ と は分 散 分 析 に お け る個 体 ・年 交 互

作用 の 分散 比 の 大 き さか ら も うか が え る(第4・1表)。 この交 互 作用 の 分 散 量 か ら個 体 間変 動 の 分 散 比

を 求 め る と,幅 で は個 体 間 で平 均 値 に有 意 の差 の あ る もの が 存 在 す る こ とを 認 め るが,長 さで は有 意

差 が 認 め られ な い。 しか しこれ を 各 年 それ ぞ れ の分 散 分 析 で見 る と差 に有 意 性 が あ る(第4・2表)。 誤

差 の分 散 量 に よ って 個 体 間 変 動 の 分 散 比 を 求 め る と,長 さ に も幅 に も と も に個 体 間 で 平 均 値 に有 意 差

の あ る もの が 存 在 す る こ と に な る(第4・1表,第5.1～5・2表)。 第5表 中 の 太 い+印 のつ い た組 合 わ せ

は,個 体 ・年 交 互 作 用 の 分 散 量 に 基 づ いた 有 意 標 準 か ら も平 均 値 間 に 有 意 差 が 認 め られ る こ とを 示 す 。

この 処 理 法 を 他 の形 質 に関 して も適 用 す る こ と にす る。

b葉 身 の形 と大 き さ

花 弁 の場 合 同 様,葉 身 の 長 さ と幅 の 比(以 下 形 状 比 と よぷ)で 形 を,積 で 大 き さを あ らわ す 。 変 異

の あ り さま は 第1・3～1・4図 お よび 第2～5表 に示 され た よ うで あ って,形 状 比,大 き さ と も,同 一 個

体 内 で さえ 年 に よ って 変 動 が あ るが,大 き さの変 動 が と くに 著 しい 。3年 平 均 で 形 状 比 の 最 大 は

No.XVの2.69,最 小 はNo.Vの2.00で あ る。 す なわ ちNo.XVの 葉 は花 弁 同様 狭 長 で あ り,No.V

の葉 は か な り丸 い(第2,3図)。

形 状 比 に はか な り多 くの2個 体 組 合 わ せ に平 均 値 の有 意 差 を認 め るが,大 き さの場 合 は少 く,と く

に遺 伝 的 な分 散 のみ を問 題 にす る と個 体 間 で平 均 値 に有 意 の 差が な い(第5・3～5・4表)。

同 一 個 体 に つ いて み る と,一 般 に葉 の小 さ い年 は形 状 比 が 大 き い。 す なわ ち大 き い葉 の時 は 幅 広 く,

丸 味 の あ る形 に な り,小 さ い葉 の 時 は 比 較 的 狭 長 な形 と な る。 これ は長 さ の増 減 の割 合 よ り も幅 の増

減 の 割 合 の方 が 大 きい た め に起 る現 象 で あ る。

c支 脈 数

こ こで支 脈 数 とは 中 肋 よ り発 して葉 縁 近 くまで 達 す る1葉 中 の支 脈 の 数 を いい,途 中 で 終 る支 脈 が

あ って も これ を 含 ま な い 。

第1・5図 お よ び第2表 に見 られ る よ うに,3年 平 均 の 支 脈 数 の 最 大 はNo.XIIの20.4,最 小 はNo。

XIVの16.2で あ り,12個 体 の総 平 均 は18.5で あ る。分 散分 析 の 結果 か ら も個 体 間 で 平 均 値 に 有 意 の差

の あ る ことが 認 め られ る(第4・1表,5・5表)。

d葉 柄 の 長 さ

葉 身 の形 状 を調 査 した と 同 じ葉 につ いて 葉 柄 の長 短 を吟 味 した。 第1・6図,第2表 ～ 第5・6表 に見 ら

れ る よ うに,葉 柄 の長 さ に も個 体 間 に有 意 の 差 の あ る場 合 が か な りあ る 。3年 平 均 の 最 大 はNo.XII

の22.3mm,最 小 はNo.1の15.9mmで あ って,両 者 は他 の11個 体 の ほ とん ど,ま た は す べ て と有 意

の 差 を示 す(第5・6表)。

e花 外 蜜 腺 数

花 外蜜 腺 は 葉 柄 上 面 に葉 身 に近 接 して 通 常2個 つ くが,し ば しば0～1に 減数 ま た は3～5に 増 数

す る 。1961年4～5月 にか けてNo.XIIIを 除 く15個 体 につ き各200葉 を 調 査 した 結果 に よ る と,蜜 腺

数 は2>1>0>3>4>5と な り,2が 断 然 多 い 。一 方,増 数 と減 数 とで は 減 数 の 場 合 が 多 い 。 す な わ

ち3,000葉 中 蜜 腺 数 が1ま た は0で あ る葉 は552枚(18.4°o),3～5で あ る葉 は120枚(4.0%)で あ っ

た 。 個 体 ご と の平 均 値 に は2.12(No.IV)～1・30(No.VIII)の 幅 が あ り,個 体 差 の あ る こ とが うか が え

る。 しか しそ の うち4・5両 月 にわ た って 観 察 した12個 体 で は,い ず れ も5月 に観 察 した方 が 平 均 値

高 く,4月 の 平 均 値 が1.39に 対 して,5月2.03(No.III);4月1.27に 対 して5月2.04(No.X)と い

う著 しい差 の あ る場 合 も見 られ た。 ま た1つ の 枝 で1枚 の葉 に増 減 が あ る と,同 じ枝 の 多 くの 葉 に も

同様 の増 減が あ る場合 が 往 々認 め られ た 。4・5月 と も蜜 腺増 数 葉 の 多 い 個 体 はNo.IVとNo.XV,

減 数 葉 の 多 い個 体 はNo.II,XIVお よ びXVIで あ っ た。 蜜 腺 数 の増 減 が 個 体 変 異 の 標 識 と して 適 当

か 否 か は今 後 充 分 吟味 さ れ な けれ ば な らな い 。



No.II,III,VI,VIII,X,XIVお よ びXVIで は葉 身 と 葉柄 と の境 ま た は葉 身 基 部 の葉 縁 に蜜 腺 の つ

くもの が 多 い。No.VIIは 逆 に,蜜 腺 が 他 の 個 体 の場 合 よ り葉 身 か ら離 れ て つ く。

fそ の 他 の 変異,と くに葉 面 に お け る微.毛の着 生 に つ いて

葉 肉 の 厚 さは 同一 個 体 内で も変 異が あ る が,個 体 問 で も多少 差が あ る よ うに 見え る。 観 察 個体 中で

はNo.IXが 最 も厚 い よ うで あ った 。

通 常 ヤ マ ザ ク ラの葉 は無Lと され るが,観 察16個 体 の成 葉 に は いず れ も上 面 中 肋上 に 長 さ約1mm

ま た は それ 以 下 の微Zが 疎 生 あ る いは や や 密 生 す るの が 偬 め られ る。 この τ三は溝 をつ くる中 肋 の 底 部

に1列 にな らび,葉 の先 端 に 向 か って 斜 生 す る。一 方 根際 か ら出 た萌 芽 枝 あ る い は直 接 幹 か ら出 た 枝

条 につ く葉 の 上 面 には,中 肋 ばか りで な く葉 の 網 脈 上 に も長 さ約0.2～0.3mmの 白色 の 微 毛 が 常 に 顕

著 に着 生 し,8月 下 旬 に お い て もな お 多数 が 多少 紅 を帯 びて 残存 す る 。 この よ うに葉 面 に生 じる毛 茸

はfl1肋 .ヒの 斜 毛 と網 脈上 の微 毛 の2種 に 区 別 され るが,以 下 に述 べ る と こ ろは す べ て 後者 の 毛 茸 に つ

いて で あ る。 この幼 形葉 に 見 られ る葉 面 上 の微Lが 成 体 形 の葉 に も見 られ るか ど うか を ,No,XIIIを

除 く15個 体 の葉(葉 身 諸形 質 の測 定 に 用 い た各 個体100枚,1961年5月 採 取 直 後 観 察)に つ い て見 る
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と,多 くの 葉 に はそ の 存 在 を 認 め が た か った が,No.1,V,VIII,IX,X,XIVお よびXVIに は往 々多

少 の微 毛 を つ け る葉 を 見 る こ とが で き,と くにNo,Vで は 多数 の葉 で これ を認 め た 。 も っ と も他 の個

体 で も少 数 の葉 に若 干 の微 毛 を 見 る こ とが で き たか ら,葉 面 に微 毛 の あ る成葉 を全 く もた な い もの は

な い と いえ る。

1966年,No.IVお よびXIIIを 除 く14個 体 の,開 籠 後 間 もな い 種 々の 生 長 度 の 葉(長 さ1～4cm程 度,

合 掌 状 態 か ら ほ とん ど展 開 した もの まで)に つ いて,微 毛 の着 生 状態 を 観 察 した 。 結果 を要 約 す る と,

第3表 平 均 値 の 大 き さ に よ る 個 体 順 位

長 さ 幅 長 さ/幅 長 さ × 幅 支 脈 数 葉 柄 長個 体

'61'64'651'61'64'651'61'64'651'61'64'651'61'64'651'61'64'65

11131271109101010112153121212

1111218183210712112394101153

VI97913241121211143717881535

VI32110991222745232211

VII51211247111192810824399

VIII74597113338481195976

1×28615589517566681011

XI811451067546103101011348

XII693673568592311122

XIVI1010101111854612129121112654

XVI4561121212111191111147711087

XVI162451486361512961110
一1

第4・1表 葉 の 諸 形 質 に 関 す る 分 散 分 析

＼ 形 質.一.一 葉 身 葉 柄.
要 因 ＼ ＼ 長 さ 幅 長さ/幅 長さ×幅 支脈数 長 さ＼ 一.-
a個 体3747.092033.4512.6618.18456.73938.11

分 散 量b年66451・5022047204・63568・51274・001245・95
c個 体 ・年 交 互 作 用2541.64351.620.6315.5049.4178.41

d誤 差95.3621.020.0450.583.976.09
-一 一

個 体

a/c1.475.78**20.10**1.179.24**11.96**

分 散 比 ・/d39・29**96・74**281・33**31.34**115・05**154・04**

年

b/c21。15**62.70**7.34**36.67**5.55*15.89**

交 互 作 用26.65**16.73**14.00**26.80**12.46**12.87**

第4・2表 葉 身 の 長 さ,長 さ と 幅 の 積 に 関 す る 年 別 分 散 分 析

長 さ 長 さ × 幅

要 因 一

1961196419651196119641985

個 体4466.202201.002158.6057.3913.2917.53分 散 量

誤 差142・5971・1228・8310・680・410・29

分 散 比 個 体31・32**3・.95**74・88**1:一 一:**32・96**61・37**
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第5表 葉の諸形質 における平 均値 の個体間有意差検定

(欄内数字 は3年 測定の平均 値を示す.説 明本文)

5・1葉 身 の 長 さmm5・2葉 身 の 幅mm

個体VIXVI1XV.・i吻 皿図 圃 ・.1御 個体 ・ 蜘WI・1皿'・ 孤 ・WW

VI89.了V40.了

XVI-89曾3.眠 一40■5

xv+-86.31田 一 一40.Oii

IXI十1-1-186.11111111111XVII-1-1-'39.9

脳 十 十 一 一85.1皿 一 一 一 一39_9

XQI十1十1-1-1-184.21111111111十1十1-"-1-139.0

皿 十 十 一 一 一 一83.2刈 十 十 十 十 十 一3呂 ・4

皿 十 十 十 十 一 一 一82.4xt十 十 十 十 十 十 一3了 ・3

田 十 十 十 十 十 一 一 一8102糊 十 十 十 十 十 十 十 十35・9

V十 十 十 十 十1十 一 一 一88.8VI十 十 十1十 十 十 十 十 一35.51.

II十 十 十 十 十!十 十 一 一 一 了9●了w十+十1十 十 十 十 十 一 一35・3.l
w++

,+.++++it+_一 、-18.9w+++1++++国+++32.4

5・3葉 身の形状比(長 さ/幅)5・4葉 身の大 きさ(長 さ×幅)103mmz
,'

個体 卵 脚 国WI刈 図 坤IW・ 個ゆ1図V田 ・ 刈 ・1・ …iw畑
 一「1--

XV2.69

VI+2.,、iXVIIX3.653.59 旨

屈【 十 十2.401V十 一3.39
!

W十 十 十2.251W十 十 一3.35
E

皿 十 十 十 一i2・23皿 十 十 一 一3・33
ヨ

XVI

XQ‡ ‡ ‡ 二1:z.zz・2.2,翫 ‡:::3.3°3.,、
I

IX++++1÷++2・141X[++一 一 一 一 一3.18

皿+++++++-2.mlI+++一 一 一 一 一3.11
i

I++++++1+一 一2・G8田++1+一 一 一 一 一 一3・14

W十 十 十 十 十 十1十 十 一 一2●05W十 十1十 十 十 十 十 十 十 十2・85

V+++1+++「++++-12』Owレ+i++++
、++千 ・-2・84

5・5支 脈 数5・6葉 柄 の 長 さ 皿m

個体図1睡iw刺WV皿i刺WI隠W個 体 畑WVxtW皿 田 粗 剛XVI眠1
- '.一一

刈120・・一 ■1組 ・…l

I-20.OW-22・Ol

VI--19.9V十 十19.7i

W十+十19・0皿 十 十 一i9.了

>xI十1十!十1‐IiB.5111111111xivI+1十1‐i‐lis.5

XVI十1十1十1-1-118.511iiIIlIIIII+1+1-1-1-119.2

V十 十 十 十 一 一18。11贋 十 十 十1-一 一19.O
II

皿++1++一 一 一X18・1w+++{++一 一18・6

孤++1++++一 一1ア ・8xv++十.++一 一 一18・6
r

XVI十 十 十 十 十 十 一 一 一1i.了XVI十 十 十1十 十 十 十 十 十li.1

.x[十 十 十 十 十 十 十 十 十 十11 .1X【 十 十 十 十 十 十 十 十 十 一11.7己
畑+

,+++1+1++++1+1+116・21+++、++++++++15.9
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(1)葉 の表 裏 と も微 毛 を生 じ る もの:No.II,V,VIII,X,XVI.

(2)表 に の み微 毛 の 発 生 が 認 め られ る もの:No.1,VII(や や 不 明 瞭),IX,XIV,XV.

(3)裏 に の み 明瞭 な も の:No.VI.

(4)表 裏 と も認 め が た い も の:No.III,XI,XII.

この よ うに 毛 の 発 生 状 態 は 少 くと も4種 類 に分 け られ る。 成 葉 に お いて 葉 面 に微 毛 の残 る葉 の 多 い

個 体 は 幼 形葉 に 見 られ る よ うに微 毛 が か な り あ と まで 残 存 す る性 質 を な お保 持 して い る か,毛 の 発生

す る葉 が最 初 か ら多 数 あ るか の い ず れ か,ま た は そ の両 方 で あ ろ うと考 え られ る 。 こ の こ と は成 葉 上

面 に微 毛 の 往 々認 め られ た個 体 が す べ て(1)ま た は(2)に属 す る こ とか ら も首 肯 され るで あ ろ う。 した が

って 幼 葉 ま た は 成 葉 にお け る微 毛 着 生 の有 無 ま た は 多少 も個 体 差 の1指 標 に数 え る こ と がで き る か も

知 れ な い。

葉 の 裏 側 に 微 毛 が 生 じる時 は,幼 形 ・成 体 形 の 別 な く,同 じ形 態 の 微 毛 が 隆 起 した支 脈 上 に も着 生

す る。 しか しNo.vだ け は支 脈 上 に 毛 を生 じな い 。一 般 に 裏 側 の 毛 は 表 側 の 毛 よ り早 く脱 落 す る。

微 毛 が葉 の表 裏 に生 じる場 合,そ の 発 生 を 見 る と,最 初 は 裏 側 に,つ づ いて 表 側 に生 じる。 か つ毛

は 表 よ り裏 に 多 い 。 幼形 葉 で も表 裏 に微 毛 が 発 生 す るが,逆 に裏 側 よ り表 側 に多 い(No.III,VI,XVI

に お け る観 察)。 上 面 中肋 に生 じる斜 毛 は下 面 の 微毛 と ほ ぼ 同時 に 出現 す る。

iii)形 質 相 関

LOEWELら は リンゴ50品(の)種の葉 を調 査 し,葉 身 の 長 さと 幅,葉 身 長 と葉 柄 長 との 間 には か な り の

高 い 正 の 相 関 が あ る こ とを 認 め た 。 ま た葉 と果 実 との 間 で は,葉 形 と果 形,葉 柄 長 と果 梗 長 に や は り

正 の 相 関 を見 た 。 前 述 の よ うにヤ マザ ク ラで は 同一 個 体 につ いて 見 る と,葉 の小 さ い年 は幅 狭 く,大

き い 年 は幅 が 広 い傾 向 が あ る。 これ を 全 個 体 につ いて見 た場 合,リ ンゴ同 様 葉 長 と葉 幅 に正 の相 関 が

あ る と いえ るか ど うか 。 また葉 身 と葉 柄 とで 長 さ に関 して 相 関 が 見 られ るか 。 そ の ほか 葉 の長 さ と支

脈 数,葉 の 大 き さ と支 脈 数 との 聞 で は ど うか 。 以 上 の諸 点 を 対 象12個 体 に つ い て,測 定 した3年 の平

均 値 か ら相 関 係 数 を 求 め て 吟 味 した 。 しか し これ らの形 質 間 で は いず れ も有 意 の相 関が 認 め られ な か

つナこ(第6表)。

葉 身 の大 き さ と支 脈 数 につ いて,個 体 ご と に年 々 の平 均 値 を 比 較 す る と,か な り比 例 的な 変 動 を示

す の はNo,VIとNo.XVIの み で あ って,個 体 内で も葉 の大 き さ と支 脈 数 と にm的 な相 関 をppa」 が

た い 。 支 脈数 は と くに葉 の大 小 と関 係 が な く,む しろ遺 伝 的 にか な り安 定 して い る よ うに見 え る 。

花 葉 は葉 の 変 形 と見 られ るか ら,同 一 個 体 の 葉 と花,と くに葉 と花 弁 と の間 には 形 質 に密 接 な相 関

が あ る と思 わ れ る。 す で にNo.XVに つ い て は 花 弁 も葉 も狭 長 で あ る こ とを 見 たが,こ の よ うな 関 係

がm的 か ど うか を 形 状 比 に よ って 検 討 し た。 ま た リ ンゴ品 種 に お け る よ うに葉 柄 と花 梗 と の間 に長

さ に 関 して 相 関 的関 係 が 見 られ るか ど うか を も吟 味 し た 。 この 際葉 に 関 して は 上述 同 様1961,'64,

'65年 の測 定 の 平 均 値
,花 に 関 して は1951,'53両 年 の 平 均 値 を 資 料 に して お り,し たが って 測 定 年 の

相 違 が 問題 で あ るが,お お よ その 傾 向 はた しか め る こ とが で き よ う。

第6表 に示されるように,葉 柄長と花梗長との

間には相関がないが,葉 身の形と 花弁の 形には

1°oの危険率で有意の相関がある。すなわち葉が

丸いものでは花弁も丸 く,葉 が細長いものでは花

弁 も細長い傾向があるようである。

iv)落 葉

葉は休芽形成後次第に変色し,通 常6月 下旬～

7月 上旬頃から徐々に落ちて,秋 から初冬(12月
一 一



第7表 落 葉 の 早 晩(1952-1959)

譜!IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXI・XIVXVXVI

(27/11)(12/11)(21/11)(18/11)(21/11)(12/11)(12/11)(26/11)(27/11)(21/11)(18/11)(27/11)(4/11)(17/11)(15/11)(10/11)1952

1341171043121598141652

(16/9)(1619)(24/11)(30/11)(26/9)(31/10)(26/9)(5/12)(30/11)(30/11)(30/11)(30/11)(16/9)(9/11)(5/12)(14/11)'53

1178342988881596

(29/11)(29/9)(29/11)(29/11)(6/11)(20/11)(19/10)(29/11)(29/9)(20/11)(29/11)(29/11)(29/9)(20/11)(29/11)(6/11)'54

819946210151091793

'55(16/12)(17/11)(10/12)(2/12)(26/11)(26/11)(17/11)(2/12)(16/12)(26/11)(26/11)(26/11)(22/9)(2/12)(2/12)(21/10)

15314125741316698110112

(7/12)(7/12)(7/12)(7/12)(7/12)(26/11)(26/11)(14/12)(14/12)(7/12)(7/12)(7/12)(31/10)(26/11)(26/11)(16/11)'56

98131411631516101271542

(29/11)(25/11)(25/11)(29/11)(25/11)(25/11)(16/11)(29/11)(29/11)(25/11)(25/11)(25/11)(16/11)(16/11)(19/10)'57

11810127921413564331

(s/i2)(z4/ii><24/ii)(is/u><is/u>(is/ii)<s/iz>(s/iz>(s/12)(a/iz)<is/u><is/u)<is/ii>(ii/u>(29/9)'58

119106581214151374321

(7/12)(6/11)(7/12)(7/12)(7/12)(12/11)(7/12)(7/12)(7/12)(7/12)(7/12)(7/12)(18/11)(18/11)(30/9)'59

621291031011128137541

欄 内上 毅()内 は1樹 全 落 葉 を確 認 した 日付:日/月 を 示 す.下 段 は落 葉 過 程 の 記 録 に よ り判 定 した年 ご との 落 葉 順 位.

巽



第8表 交 配 結 果

組
(倉xa)せ 授騰 着顯 養野 実麟

ヤ マ ザ ク ラ × ヤ マ ザ ク ラ

No.工II×No.IIIユ5100'61,'62

iixNo.V594067.8'62

0xNo.IX311651.6'61

No.VxNo.V5300'62

iixNo.III472553.2ii

〃 ×No.VIII573866.7〃

iixNo.IX221045.5ii

nxNo.XI5811.7ii

No.VIIIxNo.VIII2314.3ii

No.IXxNo.IX2400n

No.XIxNo.XI5700ii

iixNo.V5811.7ii

ヤ マ ザ ク ラ × ソ メ イ ヨ シ ノ1)

No.VIxNo.1282175.0'63

rrxNo.3521019.3ri

No.XIVxNo.1533566.Oii

〃 ×No.3302376.7〃

ヤ マ ザ ク ラ × エ ゾ ヤ マ ザ ク ラ2)

No.VIIxM361438.9'66

〃 ×N23521.7〃

No.XIxN602643.3ii

註1)No.1:農 学 部 演 習 林 本 部 前,No.3:農 学 部 本 館 南 側(前 報 のNo.6

に 当 る),樹 齢 約45年.

2)演 習 林 本 部 見 本 園 内,樹 齢 約40年.

初 ～ 中旬)に か け1樹 全 体 の落 葉 を 終 る。 観 察 対 象 の ヤ マザ ク ラで は,そ の落 葉 期 が 東 面 に並 ぶ チ ャ

ンチ ン ・チ ャ ンモ ドキ ・イ チ ョウ な ど の落 葉 期 よ り早 く訪 れ るた め,他 の樹 の か げ にな る部 位 で は お

そ く,か つ 緩 慢 に落 葉 す る のが 常 で あ る。 ま た 陰陽 の 差 に よ らず,1樹 中 の枝 に よ って も落 葉 に早 晩

が あ る 。 この よ うな状 況 下 で は厳 密 に個 体 に よ る落 葉 遅 速 の 差 を 知 る こ と は 困難 で あ るが,一 応1952

年 よ りユ959年 にわ た る落 葉 状 態 の観 察 結 果 を落 葉完 了 日 に よ って 示 す(第7表)。 こ こで 落 葉 完 了 日

と は落 葉 終 了 を 確 か め た 日の意 味 で,実 際 の完 了 日と0～7日 程 度 の 誤 差 が あ る。 なお 順 位 に は落 葉

完 了 日の ほか 落 葉 経 過 を も加 味 した。

表 に見 られ る よ うに,ヤ マザ ク ラの 落 葉 早 晩 は か な り不 規 則 で あ る が,No.XIIIは 常 に最 も早 く落

葉 し,No,VIIお よ びNo,XVIは 落 葉 が早 く,No.III,VIIIお よ びIXは お そ い傾 向が あ る。 しか し

同 一 ク ロー ンで あ る ソ メ イ ヨシ ノ*に も落葉 遅 速 の 差 が あ り,著 しい 場 合 に は最 初 に落 葉 を 完 了 した

個 体 と最 後 に終 え た個 体 と の間 に は2カ 月 余 の 開 きが見 られ た 。 これ は花 の満 開 日の差 が 最 大2～3

日(第1報 第4図 参照)で あ った の に対 し非 常 に大 き い 。 す な わ ち 同 一 因子 型 で も落 葉 は 内外 環 境

(栄 養 状態,病 虫 害,陰 陽等)に 著 し く左 右 され る。 した が って ヤ マ ザ ク ラ に も落 葉 に対 す る個 体 差

が あ る こ とは 確 か と思 わ れ るが,そ の 実 態 を 明確 に把 握 す る こ と は困 難 で あ る。

多 くの個 体 で は全 樹 落 葉 に先 立 ち多 少紅 葉 を 見 る。 紅 葉 は 普通11月 にな って 明 らか にな るの で,す

*1953～1957年 の5年 にわたる
,農 学部本館南側の並木16樹 についての調査 による。
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でに多数の葉はこの時脱落 している。 紅葉現象がとくに顕著に認められるのはNo.IIIで ある。 反対

にNo.VIIIで は最もおそくまで緑色が残 り,最 後まで明らかな紅葉を見ない。 紅葉 しにくい個体 と

しては,そ の他にNo.IV,XVお よびXVIを あげることができる。

2結 実 習 性

個体変異に関する調査と併行 して,ヤ マザクラの結実が 自家受粉によって行われるものか否かを検

討した。もしヤマザクラが自家不和合であれば,変 異の著 しい一因をこのことに帰し得るであろう。

供試植物として枝が比較的低 くて交配 しやすいNo.III,V,VIII,IXお よびXIの5樹 を選んだ。開

花前の花枝に硫酸紙袋をかぶせ,満 開時に授粉,約3週 間後に結果を観察 した(第8表)。 これらの

結果からヤマザクラが自家不和合性をもつことは明らかである。 ただしNo.VとNo.XIと の正逆交

雑はいずれも果実形成がむずかしい。ヤマザクラにソメイヨシノあるいはエゾヤマザクラを交配する

と,い ずれも結実が見 られ る。

元来ヤマザクラは山野に自生のもので,栽 植にあたっても実生か ら育成するのが普通である。自家

不和合性をもつこの植物が多 くの場合個体間でよく結実する事実は,親 和性に関する因子構成を異に

する個体が多数存在することを意味すると考えられる。

IV総 合 考 察

1950年 来,著 者 らは京都大学農学部本館前に位置す るヤマザクラ16樹 について個体変異の有様を観

察してきた。変異の標識としてとり上げたものは,葉 芽開野から落葉に至る,花 および葉に関する形

質約30に 及んだが,さ らに開花と温度との相関や,若 干の形質相関をも検討 した。

これらの調査から個体変異のとらえ方,標 識として選ぶべき形質などについて多少の理解が得 られ

た。とくに同一個体内でもかな り大きい変異のあることが知 られている量的形質の場合,個 体差をど

のよ うに理解すればよいか,葉 を例にとって若干この点にふれてみたい。

量的形質に関する個体間差異は通常平均値によってあらわす ことができる。また分散の大きさの比

較によっても判断する。しか し同一個体でも年により平均値を異にするのが普通で,平 均値の大きさ

によって個体に順位をつけるなら,そ れらの順位は年 々多少の変動を示す(第3表)。 そこで,あ る

形質の測定値を観測全年の平均値によって個体間で比較 し,そ の間に有意差を認めない結果が得 られ

たとしても,年 次に対する個体特有の平均値変動が見 られ るなら,や はり表現型の安定性 に関して個

体差があるとするのが妥当である。すなわち,ほ ぼひとしい立地条件で生育 している場合はいずれの

個体も同 じ環境下にあると考えてよいから,年 により平均値順位に固有の変動があるなら,そ れは同

一環境に対する反応が個体によって違 うために起ったと見 られるか らである。

上述のように,あ る形質に関する各個体の測定平均値が年々ひとしいということは少ない。平均値

の信頼区域を求めて,測 定した3年 各々を比較すると第9表(A)の ようになる。3年 を通 じて各年の

平均値の信頼区域に共通の部分がある個体は,形 状比に関 してはただ1つ,支 脈数に4つ,葉 柄長に

2つ あるだけで,長 さ ・幅 ・大きさにはない。花弁の形状比の場合 も測定2年 の平均値に,信 頼区域

から見て,差 のない個体は16個 体中5個 体しかない。ところが平均値によって個体に順位をつけ,3

年の順位の最大差が2以 下という安定した個体を各形質について調べると第9表(B)の ようになり,

その数は(A)の 場合より明らかに多く,し かも安定した個体は順位の上か下のものに多い。 この こ

とは形質に関する測定値(平 均値)が 各個体で年々変動 しても,若 干の個体は相対的に大 きい(ま た

は小さい)値 を毎年とること,中 間位に属するものでは各年環境に対する個体それぞれの反応の差に

敦って順位変動が烈しいことを意味する。順位か ら見ると安定 した個体の多い葉の形質は形状比(12

個体中7)で あり,つ ぎに支脈数(6),葉 柄長(5),葉 身長(4),幅(3),葉 身の大きさ(1)と なり,葉



の大きさは相対的にも毎年変動の大きいことがわかる。 このように1年 の観測では不明の個性も,く

り返し観測す ることによって次第に明らかとなる。

個体差を検討するための標識 として,ヤ マザクラではどのような形質をとり上げるのが適当であろ

うか。一応の基準として個体 ・年交互作用の分散量によって求あた個体間変動の不偏分散比が小さか

ったものはこれをとり上げないことにすればよかろう。そうすると葉の形質として,葉 身の長さ ・幅

・大きさがこれに当り,形 状比 ・支脈数 ・葉柄長はとり上げてよいことになる。花弁では長 さ ・幅 ・

形状比 ・大きさともにとることができる。そのほか葉に関しては,こ のような基準 に関係な く,出 葉

期 ・生長速度 ・生長中の葉色変化 ・葉面毛茸の発生を変異標識としてあげることができる。ここに毛

茸の発生とは発生の有無 と発生場所(表,裏,ま たは両面)の 差異を指す。葉面毛茸の存 ・不存,形
io)ii)

態的差異などはすでにクス,ミ ツマタ ・キ リなどの特用樹種の品種識別に用いられている。ヤマザク

ラの場合も,ま だ調査が充分ではないが,か なり大きい変異が期待 される。花では上記花弁の諸形質

のほかに,出 蕾期 ・満開期 ・花色 ・雄ずい数 ・花梗長 ・満開時の花の開度および蓼片の反転度など,

標識 としてとり上げ得る形質が多い。

開花 と温度との相関について,No.XIIIを 除 く15個体を平均 した通算11年 の年ごとの出蕾日と,出

蕾 日をふくむ出蕾前20日 間の日平均 ・日最高 ・日最低温度および地下1mの 地温の平均とを対照 し,

相関係数を求めたところ,い ずれの温度要因との間にも出蕾 日は有意相関を示さなかった。これはソ

メイヨシノで中原 ・鈴木(の)が開花前1ヵ 月の温度と開花 との相関を調べた際,福 岡では平均気温,東 京

では最低気温,秋 田では最高気温 と高度の相関を示したことと異なる。この差異は観測年数や期間の

とり方などの違いのほかに,ソ メイヨシノの接木繁殖による均一性とヤマザクラの実生繁殖による不

均一性の相違によるところが大きいと考えられる。すなわちヤヤザクラの開花早晩に関する変異の著

しいことが,こ れら各個体の開花 日を平均 した場合に温度との高い相関をもたらさない結果となるの
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であって,各 個体累年平均の出蕾 日と各温度との間でなら高い相関が認められる。出蕾前の期間をさ

らに長 くとり,そ の間の温度との関係を求めれば相関性は多少 とも高まるか も知れないが,ヤ マザ ク

ラの開花予想はいずれにせよソメイヨシノのそれより困難であろう。中央気象台の 「生物季節観測指

針」に,指(にノ)標植物 として規定に加えられたサクラをソメイヨシノと明示してあるのは,き わめて妥当

のことと思われる。

個体差認識の指標として本論文で扱 った形質はもっぱら形態的あるいは 生態的特性に 関するもの

であるが,長 谷川および白戸は本研究において観察した16個 体のヤマザクラの うち,No.1,工V,VII,

VIII,IX,XIII,XIV,XVの8個 体について材のフラボノイ ドを調べ,そ のうちNo.VIIの 成分にっい

て発表した。フラボノイドとしてはIsosakuranetinは じめ数(ユの)種が見出だされ,種 類によっては各個

体に分布の一般的なもの,そ うでないものがあるようであるが,材 の年齢,太 さ,そ の他種々の条件

で成分差が生 じるので個体差は明らかでない。 しか し形態的 ・生態的変異の存在は代謝物質にも変異

が見 られるであろうことを予想させる。Prunus属 一般の材のフラボノイ ドに関しては長谷川(ゆ)の報告

がある。

ヤマザ クラの葉は上述のように花弁よりも個体変異の標識として とり上げ得る形質(と くに量的形

質)が 少いよ うに見える。これは1つ には同一個体内での年 々の変異がより大きいためであろう。実

際に花は同一個体内ではほぼ一斉に発達 し,開 き,か つ散 る。これに対 し葉は新条形成とともにつぎ

つぎと現われ,発 達する。すなわち,同 じ枝につ く葉 も発生時期の異なるにともない,そ れぞれ異な

る内外環境条件を受けることになる。極端な例はポプラであって,こ れでは枝条の伸長生長の初期 に

つける葉(春 葉)は 変異が大き く,中 期以後につける葉(夏 葉)と の間にも形態的にかなりの差異が

ある。ヤマザクラでは着(ユのリラユの)生位置による葉形変異は,往 々枝の先端に異常に大 きい葉を,ま た短枝上 に

異常に小 さい葉をつけることがある以外に認めがたかったが,新 条基部から一定の位置にある葉(た

とえば枝の中央部の葉)を 抽出するなら,多 少とも資料における個体内変異の幅は狭まるかも知れな

い。 この点は詳しい吟味を要す る。

1つ の形質について有意の差がない場合でも,個 体差は諸形質の総合として表示されるものである

から,本 研究に用いた16個体が互いに他 と異なるものであることは明らかである。検討 した形質の中

には立地条件の違いでかなり変異す るものもあるが,多 くは遺伝的なものと思われる。しかし因子型

の差異は,将 来い くつかの異なる環境におかれた接木後代を検討することによって,よ り正確に知る

ことができよう。茶芽系統のヤマザクラから抽出されたわずか16個 体の間にさえ,こ のように大きい

差異があるのであるから,ヤ マザクラ全体の変異がはるかに大きいものであることは容易に推察され

る。同時にまた多数の個体を調査す るなら,各 形質に関する個体間の差異は埋ま り,結 局種全体とし

てその値は正規分布を示す ことになろう。

三好(の)はヤマザ クラおよび類縁のサクラに変異の 多いことについて,こ れらのサクラが"変 異時代

(diemutierendePeriode)"1こ あるとも考えられると述べた。 しか し変異の多いことはヤマザクラの

類にのみかぎられることであろうか。植物の変異程度の認識あるいは記載は,そ の植物の観察が詳細

に行われるか否かに左右されるところが大きい。もしここでヤマザクラについて行ったと同様な詳し

い調査を他の植物について実施するなら,そ の種において もやはり著しい個体差を認める場合が多い

であろう。林木をはじめ多 くの植物には地理 的変種または地方品種の存在が知 られ,こ れらを1地 域

に集めて諸形質の比較や遺伝力の検定を行 う試みもかなり行われている。しか し個(ゆぜの)体変異の実態 も種
zs)zz)

々の植物について次第に明らかにされてきている。たとえばブナでは雌雄開花時期の差,出 葉期,接
27)28)29)30)31)

木後開花までの年数 と着花の多少,ス ギでは葉形,ヒ マラヤスギでは球果,ツ バキでは花や葉などに

個体変異が見 られており,Alnus,Betulaお よびPopulusで も出葉期に個体差が認められている(ヨの)。
33)34)

Caryaに お い て もか な り大 き な 自然 変 異 が あ り,テ ー ダ マ ツ に も個 体 変 異 が見 られ る。 欧州 ア カ マ



92

ツでは母樹から得 られる球果や種子の形質は年々同様であるが,そ の次代植物の球果や種子には形質

に大きな変異があり,実(ヨの)生集団に個体差のあることが明らかである。アヵマツの1地 方品種ツシママ

ツでは母樹別にとった種子の間で形質や発芽の様子 に有意の差が見 られる。Populusの クローン間(あ)に
17)37)

も種々の点で形質に差があり,材 の比重にも変異がある。またスギは1っ の地方品種の中にも個体差
38)39)

があることが知られている。次代で著しい変異を示す例はサ トザクラに見られる。すなわち三好は自

家受精の種子から生 じた次代に一重から八重が,あ るいは匂のないものか ら芳香を放つものが現われ

たと報 じている。ただし後述のようにこれらのサクラにも自家不和合性がある疑いがあるので,自 家

受精で得られた種子かどうかは疑わしい。ごく手近に個体差が認められるのは社寺の参道の並木や街

路樹などにおいてであって,出 葉 ・開花 ・黄葉 ・落葉などの時期が相隣る個体間で相違する現象をし

ばしば見受ける。たとえばイチ ョウ ・ケヤキ ・プラタナス ・トチなどがこれに属する。このように種

々の林木に個体差の存在が認められており,近 時問題になっているr精 英樹選抜による育種(ヨらメのバら)"も個(ラ)体

差の存在する事実に基づいている。林木の研究 も草本の研究同様個体変異を考慮することなしに行い

得ない。

元来遺伝子の増加ならびに組換えは生物の適応に重要であり,そ の1つ の手段は自家受精をさける
46)47)48)46)48)

こ とで あ ろ う。Prunus属 で は セ イ ヨ ウ ミザ ク ラや ス モ モ に 自家 不 和 合 性 が 知 られ て い るが,花 木 で
49)

あるサクラの類ではほとんど知 られていない。本研究において用いたヤマザクラ5個 体はともに自家
46)

不和合であった。しか しその変異の著 しさか ら見て,セ イヨウミザクラのように不完全な自家和合性

をもつ個体がないとは断言できない。 しか しヤマザクラにおける自家不和合性の存在は,こ の種の著

しい変異を促進 したであろうと考えられる。一方で 自家不和合性は変異に連続性をもたらして,結 局

種全体を1つ のまとまったものにする役割を果 している。

自家不和合性はヤマザ クラ以外にもオオシマザクラ;ソ メイヨシノ;コ ヒガンザクラ・イ トザ クラ
50)

な ど ヒ ガ ンザ ク ラ系 の サ ク ラや エ ゾヤ マ ザ ク ラ に も認 あ られ る(吉 川 ・渡 辺,お よ び吉 川 ・渡 辺,未
5)51)

発表)。 サ トザクラはヤマザクラ系数種のサクラ(主 としてオオシマザクラ)か ら生 じたものである

から,サ トザ クラの うち結実可能な品種も自家不和合である可能性がきわめて大きい。
52)53)

自然にはクロマッとアカマツとの種々の中間形を示す個体が散在する。ヤブッバキとユキツバキの

分布の中間帯にはこの両者の中間形があって,と くに変異が豊富である。わが国(ヨむメの)の栽培ツバキ品種の

大部分はヤブツバキに属するが,い くつかの品種にはユキツバキの形質も備わっている。ヤマザク(ららノ)ラ

とカス ミザクラ,カ ス ミザクラと エゾヤマザクラとの接触地域には,そ れぞれ両者の中間形が見ら
56)57)

れる。 また伊豆ではオオ シマザクラとエ ドヒガンの中間形が点在する。草本 においても,た とえば

Aegilopsmuticavar.typicaお よびAe.muticavar.loliaceaは,そ の自生地である中央 トル コ

では両者の種々の中間形 とともに混生 している。ヤマザ クラはまたソメイ ヨシノやエゾヤマザクラ(らの)の

交配によっても種実を形成する。 自家不和合の性質をもつこの種は実生繁殖によることが通常である

から,か つて自然生のものに他種が導入されなかったとはいえない。もし想像されるように徐々に他

種の形質が導入 されているのであるなら,種 はこれによって もますます変異の度を高めたであろ うし,

また将来にわた って高めて行 くことであろう。

本研究の遂行にあたっては応用植物学研究室の浜田稔助教授に終始有益な助言ならびに批判を受け

た。国立科学博物館の大井次三郎博士,農 林省林業試験場の長谷川正男博士,岡 山大学の高須謙一教

授からはそれぞれ関係方面の御教示を得た。統計処理の方法に関しては育種学研究室の安室喜正氏 ・

現四国農業試験場技官河野達郎氏らの御教示に負 うところが大きか った。また交配試験には木谷義明

氏の援助を受けた。以上の方々に対 し厚 く御礼申し上げる。

演習林長遠藤隆一教授,林 学教室岡崎文彬教授 ・四手井綱英教授,演 習林本部佐野宗一教授 ・同斉

藤達夫助教授には本論文(1,H報)の 公表について種 々御配慮頂いた。ここに深 く謝意を表す る。
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Résumé

   1) With a small population of Prunus Jamasakura in front of the building of the Faculty 

of Agriculture, Kyoto University, variation between individual plants on several leaf characters 

was investigated mainly in 1961, 1964, and 1965. 

   (i) At the time of sprouting, leaves of all trees had a similar colour, i.e. reddish brown. 
However, the velocity of growth and the mode of colour change to green after sprouting 

differed among the individuals. 

   (ii) The leaf form (represented by the ratio of length to breadth), the number of lateral 

veins, and the length of petiole showed statistically significant differences in many combi-

nations of two individuals. 

   (iii) The mean values of length, breadth, and size of the leaf varied so greatly every
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year that it was difficult to detect a distinct difference among the trees. Even in such char-
acters, however, it was clear that the individuals showed diverse responses to a given cir-

cumstance, for their ranking based on the mean values changed every year. 

   (iv) Variation was also observed among the trees in regard to the position of extrafloral 

nectaries and the development of hairs on the leaf-blade. The increase or decrease in 

number of extrafloral nectaries seemed, also, to differ among certain trees. 

   (v) Date of the end of leaf fall was very variable with external and internal conditions, 

so that a clear difference among the individuals was almost indiscernible. 

   (vi) The form of leaf-blade showed a high positive correlation to the form of petal. No 

significant correlations were recognizable between the following  characters  : the length and 

breadth of leaf-blade, the length of leaf-blade or pedicel and that of petiole, and the length 

or size of leaf-blade and the number of lateral veins. 

   2) From the result of cross experiments it was found that these cherry trees were self-

incompatible. This characteristic can be regarded as one of the causes which brought about 

such a remarkable variation in Prunus Jamasakura. 

Correction. A part of the  résumé in the previous paper (Bull. Kyoto Univ. For. No. 35, 
1964, p. 104) is to be revised as follows. 

   2) The date of flower bud appearance in each tree had a significant correlation with 
the mean of daily mean, maximum or minimum air temperature, and that of soil temperature 
at 1 m depth during 20 days prior to the bud appearance. The mean of the dates of all trees, 
however, showed no correlation with the above mentioned temperatures, at least in part, due 
to the remarkable differences among individuals. 

   In the mean of all trees, the interval between leaf and flower bud appearance or between 
flower bud appearance and full bloom showed a high negative correlation with the  air 
temperature, whereas in the mean of each tree no correlation was noticed. 

   During the 11 years observed, the lowest of the mean air temperatures was 3.2°C and 
the highest 16.0°C at the day of flower bud emergence, and 6.5°C and 18.3°C at the day of 
full bloom, respectively.


