
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

８２６１７

基盤研究(B)（一般）

2016～2013

東アジア統合植物レッドリストの構築と日本における周縁集団の進化生物学的評価

Establishment of an integrated red list in East Asia and evolutional evaluation 
for distribution-edge populations in Japan

４０３００６８６研究者番号：

國府方　吾郎（Kokubugata, Goro）

独立行政法人国立科学博物館・その他部局等・研究主幹

研究期間：

２５２９００８５

平成 年 月 日現在２９   ６ １５

円    11,000,000

研究成果の概要（和文）：　東アジア各国のレッドリストを統合させたレッドリスデータベースを完成させ、
Web上にて一般公開した。それをもとに各国の絶滅危惧植物の現状を解析比較した。
　複数の日本産絶滅危惧植物等に関する分類研究によって、３新種、１新変種の記載を含む成果が得られた。
　九州・琉球列島を分布北限とする分散能力の高い植物について、北琉球以北と中琉球以南の集団間に遺伝的な
種内分化があることが示され、北琉球以北の周縁集団はより高い耐寒性をもつことが示唆された。

研究成果の概要（英文）：    An integrated red list including East Asian countries was established, 
and was opened for public through website. Comparative analyses for situation of threatened plants 
between these countries were conducted using the integrated red list.
    Taxonomic studies on some Japanese-threatened plants produced some results including 
descriptions of three new species and one new variety.
    In some plants, with high disperse ability, having northern limit in Kyushu and the Ryukyus, 
genetic divergence within a species was detected between northern Ryukyus and northward, and central
 Ryukyus and southward. The distribution-edge populations of northern Ryukyus and northward were 
thought to have higher cold tolerance.

研究分野： 系統分類学・保全生物学

キーワード： 絶滅危惧植物　生物多様性　東アジア　周縁分化　レッドリスト
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
2010 年、第 3回東アジア植物園ネットワ

ーク会議が名古屋で開催され、國府方は東
アジアのグローバルな植物保全のためにロ
シア、韓国、日本、台湾、中国のレッドリ
ストをまとめることを提案した。それを受
けて、賛同した有志によって國府方を中心
とするワーキンググループが組織され、本
研究課題の東アジア植物のプロジェクトが
開始された。 
 
東アジア植物統合レッドリスト（以下、

統合レッドリスト）の作成には、幾つかの
問題が伴う。特に、各国で引き継がれてき
た分類見解が退嬰的に反映された分類問題
がみられる。これを解決するにはグローバ
ルな分類研究と情報交換が必要となる。 

複数の気候境界が存在する日本では、南
限あるいは北限として分布する植物が知ら
れ、その多くが周縁部では必然的に脆弱な
分布となっている。一方、これらの分布周
縁の集団は過酷な環境による淘汰圧によっ
て分化（以下、周縁分化）を起こした進化
的重要単位である可能性がある。よってグ
ローバルな保全のためにはその進化的重要
単位を明確にする必要がある。 

 
２．研究の目的 

前記の背景を踏まえ、本研究課題では下
記を目的とする。 
 
(1)適切な分類見解にもとづく東アジアの

絶滅危惧植物の統合レッドリストを完
成させ、そのデータベースを構築する。 

  
(2)分布周縁として日本で脆弱に分布する

絶滅危惧植物種の集団において、周縁分
化を形態、生理、分子レベルで調査し、
グローバルな保全を念頭に置いた進化
的重要単位を検出する。 

 
３．研究の方法 
(1)統合レッドリストの作成とデータベース

の構築 
まず、初期段階として、日本、ロシア東

部、韓国、中国、台湾の国家レベル（ロシ
ア東部は州レベル）のレッドリストおよび
関連文献情報等をもとに、絶滅危惧種にお
ける固有性情報、他国での分布情報、異名
などの分類情報を含む初期データベースを
作成する。この初期データベースをもとに
分類再検討が必要な植物種を抽出する。そ
の初期データベースでは学名を随時更新で
きるシステムとする。また、更新されたそ
のデータベースを用いて各国の絶滅危惧植
物の現状などを数量的に比較する。最終的
には、その統合レッドリストのデータベー
スを Web 上で国際的に発信する（日英バイ
リンガル）。 

 

(2)現地調査 
国内外において、サンプル（標本、DNA、

生きた植物）収集のため現地調査を行う。 
 
(3)分類見解の再検討 

前記の初期データベースによって、分類
再検討が必要と判断された植物を対象とす
る。まず、国内外の関連機関の標本をもと
に形態調査を行い、過去の分類見解の妥当
性の検証を行う。さらに、分子進化速度の
速い DNA 領域を用いた系統解析を行い、よ
り正しい分類見解を導く。その分類見解を、
データベースにフィードバックさせ、統合
レッドリストを質的に向上させる。 

 
(4)日本における周縁分化の調査 
前記の分類研究によって、海外との共通種

あるいは単系統群であることが確認され、日
本において北限あるいは南限となり、周縁で
脆弱に分布する種（群）を対象とし、形態、
生理、遺伝子レベルでの周縁分化を調査する。 
 
４．研究成果 
(1)東アジア産植物の統合レッドリスト 

日本、極東ロシア、北朝鮮、韓国、台湾、
中国の国家レベルのレッドリストを統合し
た 18,121 分類群（維管束植物、変種以上）
を含む東アジア植物統合レッドリストを完
成させた。また、そのデータベースを国際
的に Web 公開した（日英バイリンガル）。 

 
まず、その統合レッドリストをもとに、

東アジア各国の絶滅危惧種子植物の現状を
数量的に解析した（中国にはシダ植物の国
家レベルのレッドリストがない）。 

解析の結果、最多数は中国、最高密度は
台湾であることが示された（図１）。また、 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
東アジアにおいて多くの絶滅危惧植物含む
科は、ラン科、キク科、ツツジ科であるこ
とが示された（図２）。 

また、日本では絶滅危惧種だが他国では
非絶滅危惧種ではない植物を最も多く含む
科はカヤツリグサ科であることが示された。
これは日本におけるカヤツリグサ科の種多
様性が高いこと、あるいは日本における本
科の分類研究が進んでいることのいずれか
が要因であると推測される。 

加えて、隣接する国（例えば日本と台湾）
の間では共通する絶滅危惧植物が多いが、 

図１. 東アジア各国の絶滅危惧種子植物の数と密度 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
隣接していない国（例えばロシア東部と台
湾）では共通する絶滅危惧植物が少ないこ
と、他 4 か国と隣接する日本はそれらの
国々との共通絶滅危惧種を多く含む傾向が
あることが数量的に示された（図３）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本では日本固有と扱われているが、他
国のレッドリストに掲載されている植物が
初期データベースにおいて 41 分類群検出
され、その一部は本研究課題により解決さ
れたが、残りについては今後の課題となる。 

 
この統合レッドリストに関する国際ワー

クショップを２回、特別展示等を８回開催
し、研究成果を学術的、社会的に発信した。 

 
今後、東南アジア各国を含めるため、フ

ィリピン、インドネシア、マレーシア、シ
ンガポールの国家レベルのレッドリストを
入手し、初期データべエースへの入力を行
った。また、東・東南アジアの植物統合レ
ッドリストに対応したデータベースのシス
テム再構築を行った。 

 
(2)分類に関する研究等 

統合レッドリスの初期データベースによ
って分類再検討が必要と判断された植物等
について、下記の分類研究等を行った。 
 

・男女群島のハママンネングサ（NT）と取り扱
われていた植物は、系統解析の結果、日本・
台湾・フィリピンの他地域の集団とは別系
統となり、形態的変異も認められたため、
男女群島産を新種ダンジョマンネングサ 
Sedum danjoense として記載した。 

・ハママンネングサおよび関連種を含めて系統
解析を行ったところ、ハママンネングサを
中国に分布する S. alfredii とする見解
は否定され、独立した S. formosanum（日

本・台湾・フィリピンに分布）とする見解
が支持された。 

・国内では奄美大島と沖縄島だけに分布が報
告されているヒメハイチゴザサ (CR) を
屋久島において発見した。 

・日本固有と考えられていたヤハズマンネング
サ(VU) は韓国済州島にも分布することが
示され、その隔離分布は対馬海峡形成後の
長距離分散によって成立したことが示唆さ
れた。 

・宮古島に産するサキシマエノキ (CR) につい
て、日本本土・韓国・台湾に分布するコバ
ノチョウセンエノキとは形態的・遺伝的分
化が認められ、宮古島産を別亜種として取
り扱う見解が支持された。 

・リュウキュウハナカダ（NT）は日本本土のハ
ナイカダと台湾固有のタイワンハナイカダ
とは遺伝的に分化しており、その起源は日
本本土、台湾ではなく、中国である可能性
が示唆された。 

・日本と韓国で隔離分布し、韓国では数集団し
か知られていないシムラニンジン (VU) は
一つの分岐群にまとまり、両者を一つの分
類群とする分類見解が支持されるとともに
隔離分布であることが示された。 

・シンチクヒメハギ (CR) の学名として
Polygala chinensis があてられているが、
形態調査より、P. polifolia とする見解が
適当であることが示された。また、シンチ
クヒメハギの久米島における新産地を発見
した。 

・屋久島におけるヒメサギゴケ (EN) の自生を
52 年ぶり再確認した。また、日本では本種
は宮崎～琉球に分布すると考えられていた
が、宮崎での分布は、標本の誤同定による
可能性が標本から抽出した DNA を用いた
分子系統解析によって強く示唆され、本種
の日本での分布は北・中琉球であるこが示
された。また、これまで本種に対して提唱
されてきた複数の学名のうち、 Mazus 
goodenifolius とする見解が妥当であるこ
とが示された。 

・コバノミヤマノボタン (VU) は中国産 
Bredia chinensis 、ヤエヤマノボタンとと
もにハシカンボク属 Bredia ではなく、独
立した属 Tashiroea とする見解を系統解
析によって支持した。 

・ヒメムカゴシダ (EN) について、オオフジシ
ダと現在は日本に分布しないムカゴシダと
の間の不稔性雑種であることを示した。 

・八重山と台湾に分布するリュウキュウキジノ
オ (CR) は2倍体であることを明らかにし、
広く分布するキジノオシダ属倍数体種の祖
先種の１つである可能性を示唆した。 

・リュウキュウヒモラン (CR) はヒモラン 
(EN) の形態変異、ヒメシシラン (VU) の 
小笠原産は独立種のムニンシシランとする
ことが適切と結論づけた。 

・屋久島固有のカワバタハチジョウシダ (CR)
は台湾とベトナムにも分布する広域分布種

図２. 科レベルでみた東アジアの絶滅危惧植物 

図３. 東アジア各国の共通絶滅危惧植物種類数 



であることを示した。 
・アジアに広く分布し、日本では屋久島のみに

分布するオオバシシラン (CR) を新種 
Haplopteris yakushimensis として記載し
た。 

・日本産シダ植物全種について、東アジアなど
における分布を分布最新知見に基づいてま
とめた（「日本産シダ植物標準図鑑」に収録）。 

・アジア産のシダ植物についての分類学的な研
究を行い、標本情報および生きた材料を用
いて日本とその周辺地域産の同種・姉妹種
の実体の比較を進めた。その結果、日本産
の絶滅危惧種において種の範囲や学名が変
更されるものが見出された。 

・RAD-seq 法を用いた分子系統解析により、多
くの絶滅危惧種を含むチャルメルソウ属に
ついて、従来の手法では得られなかった超
高解像度の分子系統樹を得ることができ、
極めて最近起きた種あるいは個体群の分化
パターンまで解明できることを示した。 

・奄美大島産アマミチャルメルソウ Mitella 
amamiana を記載し、本種の狭分布、少個体
数から、国際基準では EN に相当すること
を提唱した。 

・これまでオオチャルメルソウとされていた紀
伊半島の植物に形態的・遺伝的分化を認め、
新種ヤマトチャルメルソウとすることを提
唱した（正式な記載は未）。 

・多くの絶滅危惧種を含むカンアオイ属の日本
産のほぼ全種と中国産で日本産種と同一の
染色体数を保有する大部分の種について、
RAD-seq 法によって、超高精度系統樹を構築
することに成功し、日本列島でのカンアオ
イ属の適応放散の歴史を完全に解明した。
また、オオバカンアオイを除く奄美諸島に
自生する種は単系統群になることを明らか
にし、琉球列島でカンアオイ属が適応放散
を遂げていることを示唆した。 

 
(2)周縁分化に関する研究等 

・奄美群島と沖縄群島に分布する海岸植物、オ
キナワマツバボタン(VU)およびその関連種
の分類研究を行い、その姉妹種は中国・台
湾・フィリピンに分布する Portulaca 
psammotropha であることが判明した。また、
小笠原諸島のマルバケヅメクサは P. 
psammotropha とすることが適切であるこ
とが示された。 

これらオキナワマツバボタン－マルバ
ケヅメクサ種群において、最北となる奄美
群島産集団と沖縄群島産集団の間に遺伝的
分化が認められ、室内実験によって高い耐
寒性をもつことが示されたため、周縁分化
を起していることが示唆された。現在、そ
の耐寒性の原因遺伝子を探求するため、RNA 
解析と RAD-seq 解析を行っている。 

更に奄美群島と沖縄群島の集団間には
形態的差異も認められ、新変種アマミマツ
バボタン P. okinawensis var. amamiensis 
として記載した（記載直後に奄美市指定希

少野生動植物に指定されて厳重に保全され
ている）。 

・ロシア・韓国・日本のエンビセンノウ (VU)
のマイクロサテライトマーカーを用いた
遺伝解析を行った結果、地域ごとに異なる
遺伝的タイプを保有することが示され、遺
伝的汚染を防ぐため、国・地域間の自生地
で移植させない生育内保全と、由来する自
生地を明確にした生息域外保全が必要であ
ることが提唱された。特に南限付近となる
長野産の３集団のうちの２集団は他集団と
は Fst 遺伝距離がきわめて離れており、種
内進化的重要単位として保全する必要があ
ることが指摘された。 

・これまで、最終氷期以降に北上して琉球列島
に進入したと考えられていたコウトウシュ
ウカイドウ（VU）は最終氷期以前に進入し、
寒冷な環境で生き残って現分布パターンに
なったことが示唆された。 
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