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1. はじめに

木材の識別は木材の性質を知るためにも，また木材の不1;用を考えるにあたっても，その出発点として常

に欠くことのできないものである。広葉樹材については古くから利用され，そのためにも性質がかなり詳

しく知られている比較的少数のいわゆる有用材に加えて，かつては利用価値が低いためいわゆる雑木とし

て取り扱われていた多数の樹種が，近年になって木材工業の発達にともなl "いわゆる有用材の小径木と

ともにわれわれの自に触れる機会が多くなってきた。しかもこれらの樹種の木材には材料としての性質に

差があり，そのことが木材を利用する場合にしばしば問題にされることが多くなってきている。このこと

のためにますます多数の広葉樹材の識別を確実に行なう必要性が感じられるようになってきている。

わが国においても，古くから木材の識別のための研究が行なわれている。また識別表も多くの機会に発

表され，河合33)，藤岡および兼次11)，金平川，杉浦53〉，山林~~\その他によるものなどが知られている。しか

し，これらのすでに出されている研究結果の中には識別のための記載に明らかに誤りと考えられる点もあ

り，また同一樹種の性質についての記載が研究者によって異なっていることもある。さらに識別に必要な

(1) 木材部材料科組織研究室長
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性質の記載が十分なされていない樹種も少なくなL 、。これらに加えて今日では，はじめに述べた理由から

もすでに識別のための性質が記載されている樹穫のほかにより多くの樹種についての記載が必要である。

これらの点を考えると，本邦産広葉樹材の識別を行なうためにはすでにだされている研究結果のみでは

十分とはL内、えないので，この研究を取り上げ，さらに多数の樹種について，より十分な識別を行なおう

とするものである。ここでは識別を行なうことを目的とするため，各樹種のあらゆる性質についての詳細

にわたっての記載は行なわず，各樹種の識別に用いられる性質についてのみ記載を行なった。そのため観

察項目として取り上げたものは後述する識別カードに項目として取り上げた性質，および各属の特徴およ

び各樹種間の識別拠点の項に記載されている性質などである。ここで取り上げた樹種の大部分はすでにだ

されている研究結果の中にその性質が，記載の仕方に多少の差はあってもすでに記載されているものであ

る。したがってここでのそれらの樹種に対する観察は，それらについての記載を再検討するかたちで行な

われている。しかし筆者がここで識別拠点として取り上げた各樹種の顕微鏡的および民眼的性質の取り上

げ方には従来のものとかなり異なっている点がある。そのためここでの観察の重点のおき方が，それらの

場合とかなりの点で異なっている。また各樹種の性質のうちでまだ記載がなされていないものがかなり認

められ，それらの記載はさらに識別を完全に行なうための資料となる。

また，実際に識別をおこなうための方法として，ここでは従来用いられている識別表に採用されている

Dichotomous system を採用せず， Multiple entry syst巴m を用いたカードによる識別を考え，そ

のためのカードの設計も行なった。この識別カードに項目として取り上げた性質は識別拠点となる性質の

うちからより観察しやすく，また普遍的であるものが選ばれてし、る。またカードに取り上げた項目のみで

は識別が十分行なえない場合を考えて，さらに詳しい性質の記載も加えた。

ここで観察の対象として取り上げた樹種は植栽樹種を含めて本邦に産する 53 科， 119 属の 179 種類の

広葉樹で， Table 1 に示してある。これらの樹種のほかに少数の樹種が詳しい記載は行なわなかったが，

類似樹種との比較のために参考として簡単に記載がされている。この研究で対象となった樹種を選ぶにあ

たっては，いわゆる有用樹種はもちろん，できるだけ多くの属から少なくとも l 樹種が含まれるように努

めた。記載を行ないえなかった樹種についてはなるべく早い時期に取り上げ，さらに識別が完全に行なえ

るようにしfこ L 、。

この研究を行なうにあたって林業試験場長斉藤美鴬，木材部長小倉武夫，材料科長上村武，前組織研究

室長井阪三郎，組織研究室長小林弥一，強度研究室長沢田稔，組織研究室原田浩をはじめ材料科研究員諸

氏，造林部草下正夫，蜂谷欣二の諸氏からしばしば適切な教示.批判，検討をいただし、たっまた，濠洲の C.

S. I. R. O. の Dr. DADSWELLからは貴重な資料，適切な批判をいただいた。さらに東大農学部猪熊

泰三教授，倉田悟助教授，島地謙の諸氏からは文献閲覧，標本利用の便を与えられ，さらに適切なる教

示，検討をいただいた。

組織研究室須川豊仲氏からはこの研究を行なうにあたって長期間にわたり協力をいただいた。

以上の皆様に深甚なる感謝の意を表するものである。
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記載を行なった樹種Table 1. 

The species observed 

Betulaceae 

|科治
Family 

Salicaceae 

Myricaceae 

Juglandaceae 

番号i 樹種名| 学
No.1 Name 1 Botanical 

11 ヤマナラ ν1 Populus Sieboldii MIQ. 

21 ドロノキ 1 P.Maximo叫 iczii HENRY 

31 パツコヤナギ 1 Sa!ix Bakko KIMURA 

41 ヤマモ.モ 111ゐ'rica rubra SiEB. et Zucc. 

5 1 ノグノレミ 1 Flatycarya strobilacea SiEB. et Zucc. 

61 サワグノレミ 1 Pterocarya rhoifolia SIEB. et Zucc. 

71 オニグノレミ 1 ]uglans ailanthifolia CARR. 

81 イヌ ν デ 1 CarPinus Tscho加sUi MAXIM. 

91 アヵ ν デ 1 C, laxiflora BLUME 

10 1 クマ ν グ 1 C, jaρonica BLUME 

名
name 

C. cordata BLUME 

Ostrya japonica SARG. 

じorylus Sieboldiana BLUME 

Betula Maximowicziana REGEL 

B. platy.ρhylla SUKATCHEV var. japonica HARA 

B. Schmidtii REGEL 

B. Ermanii CHAM. 

B. gross!l SIEB. et Zucc. 

Alnus firma SIEB. et Zucc. 

A. Jirma SIEB. et Zucc. var. hirtelia FRANCH. et 
SAVAT. 
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Fagaceae 

A.pendula MATSUM. 

A. hirsuta TURZ. 

A. Maximowiczii CALLIER 

A. joponi ca STEUD. 

Fagus crenata BLUME 

F. jaρoni ca MAXIM. 

Quercus acuta THUNB. 

Q. Hondai MAKINO 

Q. ρaucidentata FRANCH. 

Q. gilva BLUME 
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Q. myrsinaefolia BLUME 

Q. glauca THUNB. 

Q. phylliraeoides A. GRAY 

Q. mongolica FISHER var. grosseserrata RHED. 
Q. serrata THUNB. 巴 t WILS. 

Q. aliena BLUME 

Q. dentata THUNB. 

Q. variabilis BLUME 

Q. acutissima CARRUTHERS 

Castanea crenata SIEB. et Zucc. 
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Ulmaceae 

科名
Family 

-4 ー

番号l 樹種各| 学
N0.1 Name 1 Botanical 

41 I コジイ I Castano，ρsis cuspidata SCHOTTKY 

42 I スダジイ 1 C. cuspidata SCHOTTKY var. SieiJoldii NAKAI 

43 1 マテパ V イ 1 Pas縅i� 鐡ill�:s MAKﾌNﾖ 

44 I アキニレ I Ulmus parvifolia ]ACQ. 

45 I ハルニレ I U. Davidiana PIANCH. var.}aρoniωNAKAI 

46 1 オヒョウニレ 1 U. laciniata MAYR 

47 1 ケヤキ 1 Zelkowa serrata MAKINO 

48 I エノキ I Celtis 甁ensis PERS. var.japonica NAKAI 

49 I エプエノキ I C. jessoensis KOIDZ , 

50 1 ムクノキ I Aphanant he asρera PLANCH. 

林業試験場研究報告

主主
name 

Moraceae 

Proteaceae 
Trochodend~ 

raceae 
Euptel eaceae 
Cercidiphylla -

ceae 
Berber:daceae 

Magnoliaceae 

Morus bombyds KOlDz. 

Broussoneti a ρaρyrifera VENT , 

Ficus Wightiana WALL. 

F. erecta THUNB. 

Helicia cochichinensis LOUR 

Trochodendro開 aralioides SrEB. et ZUCC , 

Euptelea polyandra SIEB. et ZUCC. 

Cercldip1zvllum J澑onlcum NAKAJ 

Berberis Thunbergii DC , 

Michelia compressa SARG. 
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Lauraceae 

Magnolia obovata THUNB. 

M_ Kobus DC 

Illicium religiosum SrEB. et ZUCC , 

Cinnamomum CamPhora 5mB, 

C , jaρonicum SJEB , 

Machilus Thunbergii SIEÈI, et ZUCC , 

Lindera obtusiloba BLUME 

Neolitsea seri cea KOlDz. 

Actinoda�hne lancifolia MEISN. 

A. /0町gifolia NAKAI 
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Saxifragaceae 

Hama!Ilelidaceae 

Rosaceae 

Hydrangca panicu/ata 5mB, 

Deutzia scabra THUNB. 

Hamamelis japo1!ica SIEB. et ZUCC , 

Distylium racemosum SIEB. ~et ZUCC , 

Prunus ]amasakura SIEB , 

P. Zipρeliana MIQ , 

P. stinulosa SlEÍ3, 鑼 Zucc, 

P. Ssiori FR. SCHM , 

p , Grayana MAXIM. 

Photinia glabra MAXIM , 
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Malus Tschonoskii C , K. SCHN, 才オウラジロノキ

p.・'rus ρ'yrifolia NAKAI ν ナマヤ

81 

82 
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干斗 ~ 
Family 

番号l 樹極活 l
No.1 Name 

83 ザイプリポク

84 カ マヅカ

85 ナナカマド

86 アズキナ ν

87 ウラジロノキ

88 ネムノ キ

89 サイ カチ

90 エ γ i/ュ

学名
Botanical name 

Amelanchier asiatica ENDL. 

Pourthiaea villosa DECNE var. laevis STAPF 

Sorbus commixta HEDL. 

S. alnifolia C. KOCH 

S. jaρonica HEDL. 

Albizzia ]ulibrissin DURAZZ. 

Gleditsia jaβonica MIQ. 

Soρh刀ra ja�oni ca LrNN. 

91 I イヌエシジユ I ~~~c~~a_ amurensis RUFR. 巴t MAXIM. var. Buergeri 
I ' /. --V - I C. K. SCHN. 

92 I ブジキ I Platyosρrion ρlatycarρum MAXIM. 

93 I ユクノキ I Cladrastis sikokiana MAKINO 

94 I ニセアカ iノヤ I Robinia Pseudo-Acacia LINN. 

95 Iカラスザシ ν ヨク I Zanthoxylum ailanthoides SIEB. et ZUCC. 

96 I キハダ I Phellodendron amurensis RUFR. 

97 I ニガキ I Picrasma quassioides BENN. 

98 Iν ンジユ I Ailanthus altissima SWINGLE 

99 I センダン I Melia Azedarach LINN. var. jaρo開ica MAKINO 

100 I チャンチシ I Cedrela chinensis C. K. SCHN. 

101 I ヒメユズリハ I Daþhniρhyllum Teijsmanni ZOLL. 

102 I ユズリハ D. macro�odum MIQ. 

Mallotus jaρ'onicus MUELL. ARG. ワ
キ
グ

ν
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Saρium jaρonicum PAX et HOFFM. 
Buxus microρhylla SIEB. 巴 t ZUCC. var. ja�onica 
REHD. ef WILS. 

106 I '7 ノレ ν I Rhus vernicぴlua STOKES 

107 I ヤマハゼ I R. sylvestris SIEB. et ZUCC. 

108 I ヌルデ I R. chinensis MILLER 

109 Iチヤジチンモドキ I Pou�artia Fordii HEMSL. 

110 I アオハダ I Ilex macroρoda MIQ. 

Leguminosae 

Rutaceae 

Simarubaceae 

Meliaceae 

Euphorbiaceae 

Buxaceae 

Anacardiaceae 

Aquifoliaceae 

111 イ ヌツグ 1. crenata THUNB. 

112 クロガネモチ 1. rotunda THUNB. 

113 モチノ キ 1. integra THUNB. 

114 タラヨ ワ 1. latifolia THUNB. 

115 マ ニL 、、、 Euonymus Sieboldianus BLUME 
Celastraceae 

116 ゴ シズイ Euscaρhis jaρo珂ica KANITZ 
Staphylaceae 

117 イロハモミジ Acer ρal matum THUNB. 
Aceraceae 

118 イタヤカエデ A. Mono MAXIM. 

119 チドリノキ A. car�inifolium SIEB. et ZUCC. 

12Cl ワリカエデ A. crataegifolium SIEB. et ZUCC. 

121 ヲリハダカエデ A. rufinerve SIEB. 巴 t ZUCC. 

122 ト チノ キ Aesculus turbinata BLUME Hippocastanaceae 
123 ムク ロジ Sa�indus Mukoross i GAERTN. Sapindaceae 
124 アワプキ Meliosma myriantha SIEB. et ZUCC. Sabiaceae 
125 クロウメモドキ Rhamnus jafJonica MAXIM. Rhamnaceae 
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番号i 樹種名| 学 名
na町leN0.1 Name 1 Botanical 

126 1 ケンポナ ν1 Hovenia dulcis THUNB. 

127 I ホノレトノキ I Elaeocarρus sylvestris POIR. 

128 1 オオパボダイジユ 1 Tilia Ma:ximowitziana SHIRAS. 

129 I ì/ナノキ I T. ja�oni ca SIMONKAI 

1"30 1 アオギリ I Firmiana platanijolia SCHOTT. et ENDL. 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

145 

147 

148 

149 

150 

ヤプツパキ

ナッツパキ

ヒメì/ヤラ

モクコク

サカキ

ヒサカキ

クスドイグ

イイギリ

ミツマタ

ナツグミ

タラノキ

タカノツメ

カクレミノ

コ ν アプラ

ハリギリ

アオキ

ミズキ

タマノミス・キ

ヤマポウ ν

リヨウプ

Camellia japo明ica LINN. 

Stewartia Pseudo.Camellia MAXIM. 

S. 押10nadelpha SIEB. et ZUCC. 

Ternstroemia gymnanthera SPRAGUE. 

Cleyera japonica THUNB. 

Eurya japoni ca THUNB. 

X~losma japonicum A. GRAY 

Idesia polycarρa MAXIM. 

Edgeworthia papyrifera SlEB. et Zucc. 

Elaeagnus multiflora THUNB. 

Aralia elata SEEMANN 

Evodiopana:x innovans NAKAI 

Dendroρanax trifi dus MAKINO 

Acanthopanax sciadophylloides FRANCH. et SAVAT. 

Kalopanax seρtemlobus KOIDZ. 

Aucuba ja，ρoni ca THUNB. 

Cornus controversa HEMSLEY 

C. brachyρoda C. A. MEY. 

C. Kousa BUERGER. 

Clethra barbinervis SIEB. et ZUCC. 

151 I ミツパツツジ I Rhododendron dilatatum MIQ. 

¥52 I アセピ I Pieris jaρonica D. DON 

153 I ネジキ I Lyonia ovalifolia DOURDE var.elliρtica HAND.MAZZ 

154 Iν ャ ν ヤシポ I Vaccinium bracteatum THUNB. 

155 I タイミシタチバナ I Ra.ρanaea neriifolia MEZ. 

156 I トキワガキ I Diospyros Mo仰すsiana HANCE 

157 Iν ナノガキ I D. L,tus LINN. var. g[abra MAKINO 

158 I ヤマガキ I D. Kaki THUNB. var. sylvestris MAKINO 

159 I ハイノキ I Symρlocos myrtacea SIEB. et ZUCC. 

1601 クロノ〈イノキ I S. prunifoli a SIEB. et Zucc. 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

エゴノキ

ハクヴシボク

アサガラ

オオパアサガラ

イボタノキ

ヒイラギ

ノ、 ì/ドイ

Styrax jaρonica SIEB. et Zucc. 

S. Obassia SIEB. et Zucc. 

Pteγostyrax corymbosa SIEB. et Zucc. 

P. his�ida SIEB. et Zucc. 

Ligustrum obtusifolium SIEB. et Zucc. 

Osmanthus ilicifolius MOU!LLEFERT 

Syringa reticulata HARA 

科~
Family 

Elaeocarpaceae 

Tiliaceae 

Sterculiaceae 

Theaceae 

Flacourtiaccae 

Thymelaeaceae 

Elaeagnaceae 

Araliaceae 

Cornaceae 

Clethraceae 

Ericaceae 

Myrsinaceae 

Ebenaceae 

Symplocaceae 

Styracaceae 

Oleaceae 
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番主到樹種名 l 学 名
name N0.1 Name 1 Botanical 

168 !ν オジ I Fraxinus Sρaethiana LINGELSH. 
169 1 ヤチダモ 1 F. mandshurica RUPR. var. japonica MAXIM. 

170 1 ヤマトアオダモ 1 F. longicusρ'is SIEB. et Zucc. 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

アオダモ

チ ν ヤノキ

クサギ

キリ

キササゲ

ニワトコ

プマキ

ガマズミ

サシゴジユ

F. Sieboldiana BLUME 

Ehretia ovalifolia HASSK・

Clerodendron trichotomum THUNB. 

Paulownia tomentosa STEUD. 

Catalρa ovata G. DON 

Sambucus Sieboldiana BLUME 

Viburnum Sieboldi MIQ. 

V. di/atatum THUNB. 

V. Awabuki K. KOCH 

2. 識別カードの適用について
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科名
Family 

Boraginaceae 

Verbenaceae 

Scroph ulariaceae 

Bignoniaceae 

Caprifoliaceae 

木材の識別をより行ないやすくするためには，識別のための拠点、をどのようにして取り上げ，より明らか

に定義づけてゆくかを検討することはきわめて重要である。また実際に識別を行なってゆくための手順を

より簡単にするための検討も見のがすことのできない点である。もちろんこの両者は完全に異なった，関

連のないものではない。筆者はこの研究を行なうにあたって，上述した 2 点のうちとくに後者を考慮して，

すでに述べたようにカードによる識別を考え，広葉樹材の識別を行なうための一方法を示すものである。

従来わが国において行なわれている識別はすべて Dichotomous system によった識別表に基づいてい

るといえよう。一般に木材の識別が複雑で，行ないにくいものであると考えられている場合が多いが，そ

れはもちろん木材の性質に変異が多く， とらえにくい点が少なくないことも一つの原因となってはいる

が，また一方ーその識別が Dichotomous system によった識別表に基づいて行なわれているためにさらに

取り扱いにくく感じられていることも見のがすことのできないことである。従来の識別表の特徴は必ずそ

れを作成した者の考え方によって，識別をすすめてゆくための順序が定められていることである。したが

って，利用者はそれに示されている識別拠点の有無などについてのみ試料の検討を行なえばよいのである

が，反面この順序にしたがわないかぎり，その識別を進めることはできなL 、。このことは実際に識別を行

なう際にはしばしば上述したような識別の複雑さを感じさせる原因となる。またさらに従来の識別表に新

しく樹種を加えるためには，かなり複雑な手続を必要とすることが多い。

上述したような複雑さを除いて，識別をさらに行ないやすいようにするためにMultiple entry system 

を用いたカードによる識別が考えられるようになった。この方法については CLARKE が 1938 年に発表

した。それ以後種々の形式をもったカードが考えられてきている。わが国においては針葉樹材についての

カードによる識別法が小林23)によって出されているのみである。

ここではわが国における広葉樹材を対象とし さらにまた利用される場所を考えてA ・ B2 型式の識別

カードを設計した。いずれも肉眼的，顕微鏡的性質を項目として取り上げているが， Aカードには木材の

識別のみを対象とするため，顕微鏡的性質をより多く取り上げており， B カードには用途，木材の性質，
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その他が加えられ，顕微鏡的性質は前者に比して少なくなっており，木材を使用する現場での利用を対象

とする。

B カードの項目のうち物理的性質の項目はとくに実験を行なった結果によpって適用されているのではな

く，すべて既存の文献からの引用によって適用されている。したがってこれらの項目についてはさらに各

樹種についての性質が明らかにされてから後，ふたたびその適用についての検討がされるべきである。ま

た用途についても既存の文献からの引用によっている。したがって各樹種の詳しい材料としての性質が明

らかになり，その結果に基づく用途の指定が行なわれるようになった際には，ももろん再検討されるべき

ものである。

ここでは各樹種について記載された性質のうちから主要な識別拠点となる性質を選んでカードの項目と

して取り上げており，各樹種の記載の項に示されている数字はAカード lの項目番号である。これによって

かなり詳しく識別が行なわれるが，このような項目によってのみでは詳しくその性質を表現することがむ

ずかしい場合，さらに詳しい記載が必要な場合などには，各樹種の項目番号表の下に示された 2 ， 3 の性

質，各属の特徴および樹種聞の識別拠点についての項目に示された記載を刺用すればよ L 、。

識別カードに利用するために，項目として取り上げた各性質の分類方法が，従来行なわれてきた識別表

のためのものとかなり異なっている点もあるので，各性質のうちカードの項目として取り上げたものにつ

いては次項で説明する。

m 識別カードの~.容

筆者がここで取り上げた識別のためのカードにはすでに述べたようにA'B 2 型式があり，いずれも 118

個の孔が Text~Fig. 1 , 2 , 3., 4 に示すように各項目のためにあけられている。カードは表団および裏

面が利用される b カードの各孔はすべてが 1 個の性質を示すようにされている。

Aカードでは表面および裏面を凋い，項目番号 1-107 までを木材の識別に必要な木材の肉眼的および

顕微鏡的性質のために用い， 108-110 では重さ， 111-114 では本邦での地域的な分布を取り上げてい

る。 115-118 は分布に関連した項目に利用される。これに取り上げられた各項目の内容は Table 2 に

示した。 ζ の中にはかなりな余白があるが，これらはさらに詳しい識別を行なうために利用される。これ

らについては 3. の取り上げた項目の説明，定義の際に説明する。

Bカードでは項目番号 1-86，すなわちカードの表面の項目のみが識別のための項目として取り上げら

れ，木材の肉眼的および顕微鏡的性質が示されているが，そのうちでは後者がAカードに比べて少なくな

っているのみで他は差がない。これらの項目によっただけでも十分識別が行なわれるように設計されてい

る。裏面では87--舗が分布. 97--99 が重さ， 100-102 が強さ， 1C3-104がその樹木の落葉，常緑の別，

105-118 が木材の用途として取り上げられている。その各項目の内容は Table 3 に示されている。

いずれのカー lドの場合でも識別を行なうにはそれぞれの項目に該当する性質がある場合にのみ，その項

目を適用することが，誤りをさけるためによい進め方である。しかし識別に熟練している場合には項目に

よっては，その場合の判断によってこれらの項目を否定的にも用いることができるが，いずれにしてもニ

の方法による場合には確実な方法とはし内、えない。

このカードを利用して識別拠点を記載するためには，他の用途じ用いられているパシチカードの場合と

同様，該当する項目をくさび型にパシチし，ソートを行なった際に落ちるようにする。このための記載は

各樹種の記載の項に示されている各樹種の項目番号の表および TabJe 4 ,. 5 などによっで行なう c
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肉眼的な性質のみについて識別を行なう場合に，各カードの孔によってこノートをしてゆくと，最後に l

枚以上のカードが残ることもしばしばおこりうる。このような場合には Plate 1-9 などに示されてい

る木口面の写真によればかなり明らかに区別される。またこのような場合裏面の参考事項の項に示されて

いる性質も役だたせることができる。

A.B両カードの裏面にはそれぞれの樹種についての参考事項が示される。このところには一般的な事

項，木材の肉眼的構造，顕微鏡的構造なども記され，カードの各項目の孔による記載では説明し得なかっ

た点，さらにより詳しい識別に必要な肉眼的および顕微鏡的性質およびその他各樹種についての説明事項

が言己される。

ここでは Table 1 に示された植栽樹種を含めた約179種類の本邦に産する広葉樹材を対象としてカード

による識別ができるように各樹種の記載がされている。これらの樹種につも、ては各樹種の記載の項に示さ

れたおのおのの項目番号をパンチすれば直ちに識別ができるが，さらに上述した以外に新しい樹穫をこれ

に加える場合にはそのカードを用意して該当項目をパシチし，すでにパンチされたものに加えればよし、。

(2) 議JllJの進め方

与えられた試料について識別を行なうためには観察した試料のもつ陸質がカードのどの項目に記載され

たものと一致するかを検討し，その該当した項目をソートすれば，その性質をもっすべての樹種のカード

が落ちてくるー。このことを何回か，試料のもつ種々の性質を観察しながら繰り返えせば，最後にはその木材

のカードのみが落ちてくる。ときには 1 枚以上のカードが残ることがあるが，このようなことはほとんど

同一属に属する樹種であるから，このような場合には参考事項に記された事項によらなければならない。

ここではこのような目的のため，観察を行なった樹種を対象として属内の樹種聞の関係，各樹種のより詳

しい記載を行なって，上述のような場合に備えている。肉眼およびレシズ(約10倍の単眼鏡を意味する。

以下同様)によってのみの識別を行なう場合にはカード項目のうち，利用できるものについてのみソート

を行なえばよい。

カードを利用する場合には利用者が望むどの項目からでも識別をはじめることができるが，木材の性質

から考えて，一般に識別を行なう際にはその性質のとらえやすさから考えて，はじめに導管の配列の仕方

(数孔状，環孔状，その他)，大きさ，射出線の幅，高さ，柔細胞の顕著な存在などを検討することから

出発すると，かなり狭い範囲の樹種にしぼられてくるから，その後の識別を進めるためにより有利になる

といえる。また一面他に比べてきわめて特徴的な性質を有L，他に少数の同じ性質を有する樹種しかない

場合，例をあげれば導管をもたない場合一ーヤマグノレマ (Trochodendron) , 波状紋を有する場合ーート

チノキ (Aesculus) ， カキ (Dios.ρyros) , ì/ナ (Ti .ia) , 集合射出線を有する場合一一ハシノキ (Alnｭ

us) ， コジイ (Castanoρsis) , ì/デ類 (Carρ抑制) , その他の場合があるが，これらの場合にはその性質

1 つをソートすることによってかなり限られた樹種にしぼられ，性質によってはその 1 つの性質によって

直接目的とする樹種名が取り出されることがある。

導管の大きさ，分布数，射出線の高さ，幅，形およびその他の性質の内で，樹種によってはその性質がか

なりの幅をもった値で記載されなければならない場合があり， 1 つの性質が 1 項目以上によって記載され

ることがおこる。たとえば導管の直径が (31) と (32) で，射出線の幅が (66) と (67) によってパシチされる

ことなどはしばしばある。また該当する性質が認められてもそれが一定して存在せず，やや不定ではある

が識別拠点として用いられる場合，また存在が部分的であったりする場合にはカードの項目番号の下に赤
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線をづけて，その旨を表示する。このため各樹種の記載の項目での記載番号はイタリツクで示す。

Tab!e 2. Aカードに取り上げた特徴

Features in card A 

鶴| 特 徴 |障害| 特 徴

一般的性質 色調は顕著 41 配列の仕方l散在状
2 白色 42 放射状

3 褐色 43 紋様状

4 黄色 44 切線状

5 赤そ黒，の他桃，，の紅特，緑褐徴等色的な色 45 環孔状

6 
縞(紫)

46 孔圏は単列

7 47 孔圏は多列

8 48 孔圏外は散在状

9 芳香 49 孔圏外は紋様，放射状

10 年輸が認められる 50 孔圏外は切線，波，斜状

11 年輪線界~弧に状白色の線， 帯線 51 複合の仕方単独導管のみ切 の白色の12 
帯 52 放射方向に 4 個以上

13 蟻~油状の感触 53 放射方向に 5 個以上

14 柔細胞 柔細胞は顕著 54 蜂寓状，房状

15 柔細胞を欠く，不顕著
55 穿孔 単一穿干し

16 導管と関係あり 56 多孔穿孔
17 導管を包む

18 導管と無関係 57 螺旋肥厚 一般的に認められる

19 散在する 58 小導管にのみ認められる

20 線状になる 59 倶IJ壁の紋孔階小等段紋) 状紋孔21 帯状になる 60 孔(交互状，並列状

22 配列は規則的

23 配列は不規則
61 

24 翼状，連続翼状
62 

25 講網状ず仁階段慨状するものの 63 射出線 幅 特に目だっ光沢
26 64 レンズにより~;gめられる
27 に結品 65 肉眼でも認められる
28 66 中庸

29 導管 導管を欠く
67 広い~きわめて広い

30 大きさ 肉眼では認め難い
68 高さ < lmm 

31 肉眼でも認められる
69 1-2mm 

32 中庸
70 > 2mm 

33 大きい 71 異性 I 型
34 はなはだ大きい 72 異性 E 型

35 分布数 きわめて少数
73 異性 E 型

36 少数
74 向性

37 多数
75 単列異性

38 
76 単列同性

77 集合
39 タイローズ 78 1-2または 2 細胞幅
40 着色物質
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震| 特 徴 陸間 特 徴

79 顕著な 2種の幅

80 5 細胞幅以上 100 

81 10細胞幅以上 101 

82 細胞中に結晶 102 

83 
103 木織進 螺旋肥厚

84 水平樹脂溝
104 層階状配列

85 層階状配列
105 隔膜

86 鞘状細胞
106 重紋孔顕著

87 導管ー射出 交互状~並列状 107 
線紋孔

88 階段状
108 重さ 軽い

89 柵状
109 中庸

90 
110 重い

91 その他 垂直樹脂溝垂直樹脂溝
111 分布 |北海道

92 樹脂溝は同心円弧状
112 本州

93 外傷樹脂溝
113 四国

94 分泌細胞 114 九州
95 材内箭部 115 

96 波状紋 116 

97 117 

98 118 

Table 3. Bカードに取り上げた特徴

Features in card B 

特 徴 陪号| 特 徴

一般的性質 色調は顕著 20 帯状
2 白色 21 配列は規則的

3 褐色 22 自己列は不規則

4 黄色 23 翼状，連続翼状

5 赤紫そ，の，桃他緑，等の紅特)褐徴色的な色(黒， 24 

匂細網み札輪胞顕界著中階をに形段結状成晶するものの6 25 

7 縞 26 

8 27 

9 芳香
28 導管 導管を欠く

10 年輪が認められる

11 年切輪線界~に白色の線， 帯線 29 大きさ 肉眼では認め難い

12 弧状の白色の 30 肉眼でも認められる

13 帯域~油状の感触 31 中庸
32 大きい

14 柔細胞 柔細胞は顕著
33 はなはだ大きい

15 柔細胞を欠く，不顕著

16 導管と関係あり 34 分布数 きわめて少数
17 導管を包む 35 少数

18 導管と無関係 36 多数

19 線状
37 タイローズ
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67 I 

68 偏逼
69 
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71 

72 

特 膏
E
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1
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特
番
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m
l
g
B
g
E
E

徴

着色物質

配列の仕方l散在状
放射状

紋様状

切線状
84 

環孔状

孔圏は単列

孔圏は多列

孔圏外は散在状 11 87 1分布
1干し圏外は紋様，放射状 1188 

孔圏外は切線，波，斜状11 89 

85 

86 

複合の仕方陣独導管のみ

放射方向に 4 個以下

放射方向に 5 個以上

峰寓状，房状

単一穿干し

多孔穿孔

90 

穿孔

-
A
n
4
2
J
A

切

q
J
G
J
Q
J
G
J
 

95 

96 
螺旋肥厚|一般的に認められる

小導管にのみ認められる1197 1物理的性質|重さ

特

地域

同性

l単列異性
単列向性

集合

1-2 または 2 細胞幅

細胞中に結晶

水平樹脂溝

層階状配列

北海道

本州

四国

九州

i植物帯 陣寒帯
温帯

暖帯

|亜熱帯

その他 |植栽

|輸入外材

福夜五司布!原空腎設銃託黙ヰ幣芸互よ平~Iユ出11に|に:ご: 

!暫!1車ずjF伊伊?「十iF肝トトトト喜LL恥いい~一問叩一一同恥叩一心日四円噸弧
志百言
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t
Q
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ヴ4

マ
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'

強さ

い
庸
い
一
い
庸
い

軽
中
重
一
弱
中
強

家具，指物

建築，およびその内装

箱

器具，器具柄

枕木

土木，坑木

船舶

合板

車柄

彫刻，錠作

製紙，パルプ

運動具，楽器，特殊用途

木炭

その他

幅

高さ <1 例m

1-2mm 

> 2mm 

114 

115 
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3. 識別力一ドに取り上げた項目の定義および説明

A カードに取りあげた項目の説明

前述したようにここでは AカードおよびB カードの 2 種類のカードを作成している。そのうちのA カー

ドについてその項目の定義および説明を行なう。 B カードの項目はAカードのそれと，若干異なっている

が，とり上げた項目の大部分は，用途，分布，強さ，その他 2 ， 3 の項目を除いては， A カードのそれと

同じで， A カードの項目のうちから若干の項目が減らされた形になっている。したがって B カードの項目

の定義および説明はAカードの項目と同じものはそのまま B カードのそれに適用し， B カードのみのもの

について，取り上げる。

1-13 :一般欧性質についての項目

主としてそのままで肉眼的に容易に判断されるような性質を取り上げている。

1-7 には色調に関連した項目が取り上げられている。きわめて特徴的な色調をもち，簡単に項目の適

用ができる場合は問題はないが，現実には木材の色調は中間的なことが多く， しかも淡褐色~淡黄褐色を

示すことが多L 、。また心材，辺材によっての色調差はかなり多くの樹種に知られている。さらに同一樹種で

あっても，その樹令，生育環境などの差によってもかなりの差を示すこともしばしば指摘されている。ま

た伐採直後の色調とやや時間が経過してかなり乾燥した後，さらに長期間大気中にさらされた後とではそ

れぞれ色調も異なる。またさらに木材の各断面によっても差が認められ，腐朽材，変色材などでも本来の

色調とは異なっている。したがってこれらの項目は気乾状態にある正常材の心材の新しい材面について適

用することが望ましL 、。

1 顕著な色調

木材の色調は最も普通には淡褐色~淡黄褐色およびそれらに近いことが多L 、。しかし，それらの多数の

樹種とは別に，著しく濃色，または鮮明な他の色調を示すものがある。

イスノキ (Eistylium) ， ケンポナν (Hovenia) ，オニグルミ (luglans) ，ホオノキ (Magnolia)，キ

ハダ (Phellodendro >l) ， ワノレν (Rhus) ，モクコク (Ternstroemia) その他がこの例である。

2 白色

材の色調が完全な白色を示す樹種は少ない。一般にはやや他の色調を帯びることが多いが，その色誤が

きわめて淡く，白色に近い場合に適用する。

ミズキ (Cornus) ，カクレミノ (Dendro.ρanax) ，マユミ (Euonymus) サワグjレミ (Pterocarya) , 

νラキ (Sapium) その他がある。

3 褐色

木材の色調のうち，褐色および褐色に近いものが最も多いが，大部分は明らかな褐色を示すことがなく

他との中間的な色調を示す。

カゴノキ (Actin四daþhne) ，イヌエンジユ (Maackia) ， ヲパメガV (Quercus) ，ハノレニレ (Ulmus)

その他が比較的顕著な褐色系の色調を示すものの例である。しかしこれらのほかに，さらに多くの淡褐色

およびそれに近い色調を示す木材がある。輸入外材のうちこの項目の適用される顕著な例としては P グナ

ムパイタ (Guajacum) ， チ←ク (Tectona) などがあげられる。

4 黄色
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この色調を示す木材であっても，鮮黄色を示す場合とかなり褐色を帯びている場合とがある。

前者の例としてはメギ (Berberis) ，カジノキ (Broussonetia) ， ツグ (Buxus) ，ブジキ (Cladrastis) , 

ワノレν (Rhus) ，カラスヂ ;:/V ヨウ (Zanthoxylum) その他が，後者の例としてはヤマグワ (Morus) ，

キハダ (Phellodendron) ， ノグルミ (Platycarya) ， ユセアカVヤ (Robinia) その他がある。

5 赤，桃，紅褐色など

ヨグソミネパ 9 ，ワダイカシパ (Betula) ， ツパキ (Camellia) ， チヤシチシ (Cedrela) ，オニグノレミ

(Juglans) , ヤマモモ (11ゐIrica) , アサダ (Ostrya) ， アカガν，イチイガV (Quercus) ，モクコク

(Ternstroemia) その他がある。輸入外材としてはナトー (Palaquium) ， タ Y ギーノレ (Sho1'e~) その

他がある。

6 その他の顕著な色

2-5 に述べた色調以外に，これらとはかなり異なった特徴的な色調を示す木材がある。黒色を示すも

のと Lては輸入外材の黒檀，いわゆる黒柿と呼ばれるカキ類 (Diospyros) , 紫色を示すものとして輸入

外材の紫檀類 (Dalbergia) ， 緑色を示すものとしてホオノキ (Magnolia) などがその例である。

T 縞

木材の木口面では同心円状に，比較的規則的に配列することは少ないが，他の部分とは明らかに色調の

異なった条が認められ，これは縦断面では縞となって認められることがある。これらの縞は一般に他より

も明らかに濃色である。

この最も顕著な例は外材のゼブラウッド (Astronium ， Brachystegia など)として扱われている樹種

に認められる。ダオ (Dracont omel um) などにもその顕著な例が認められる。本邦産材ではこの顕著な

例は知られていない。

8 

9 芳香

本邦産材のうちクスノキ科 (Lauraceae) の樹種はしばしば芳香を有することが知られており，とくに

クスノキ (Cinnamomum) は伐採後時聞が経過しても顕著な芳香を有するのできわめて特徴的である。

10-12 にはきわめて概観的な木口面での木材の肉眼的な性質を取り上げている。

10 年輪は明らかである。

年輸が肉眼でもかぞえることのできる場合に適用する。最も顕著な例は導管が環孔状 (46) に配列する

場合に認められる。その他年輪界に柔細胞の線，帯，または小導管，仮導管などが一定の傾向をもって配

列する場合，さらに秋材部の木織維と春材部のそれとの聞に膜厚，細胞腔の差がある場合，導管が散在状に

配列していても，春材部と秋材部の導管の分布， 大きさなどに差がある場合などでは年輸は明らかであ

る。散在状，放射状などに導管が配列する場合には，しばしば年輪が認められなかったり，きわめて認め難

いことがある (Fig. 53, 132)。本邦産材中では年輪の数えられない樹種は限られており， ほとんどの樹種

では明らかでないことがあっても，数えることはできる。この項目を否定的に用いることはラワシ類のよ

うにきわめてそのことが明らかである場合を除いては行なってはならなL 、。

11 年輪界に白色の線，帯が認められる。

木口面で木材を観察した際に年輪界に沿って白色~淡色の線，帯が肉眼によっても認められることがあ
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る。柔細胞によるものとしては年輪界に長く連続して配列する柔細胞があるとき，柔細胞の短い切線状の

配列が断続的に年輪界に認められる場合，さらに導管の周囲を包む柔細胞が秋材部へゆくにしたがって，

その切線方向への畏さを増し，ついには年輪界に導管とともに帯状に配列する場合などがある。導管によ

るものとしては切線状~斜状に配列した小導管により形づくられた帯が秋材部にむかつてその長さを増

し，ついには年輪界に連続的~断続的に配列することがあり，これが淡色~白色の帯として認められる。

このような場合しばしば柔細胞がこれに接して存在することがある。またアカνデ (Carþinus) などの場

合には年輪界に詳状に複合する小導管が配列していて，これが肉眼的には白色の連続した帯として認めら

れる。また秋材部の年輪界の木繊維などが厚膜で細胞腔が小である場合にもこのように認められる (Fig.

7, 8, 61 , 90, 121) 。

12 年輪内に切線~弧状の白色~淡色の線，帯を有す

11 に適用される場合を含まず，年輪の内部に白色~淡色の線~帯状の組織が認められる場合に適用す

る。このことは小導管が切線~斜状に配列する場合，柔細胞が線状~帯状，連続翼状などに配列する場合

などに認められる (Fig. 5 , 31, 39, 46 , 51, 53, 92 , 95 , 121, 144, 173, 175, 176)。また垂直樹脂

溝を有する Dipterocarpaceae の樹種では常に白色の同心円状の帯が認められる (Fig. 226, 227) 。こ

れは垂直樹脂溝を包んでいる柔細胞の帯であるが，これらの場合にはこの項目が適用される。

13 ;由~蝋状の感触

材の感触がこのようである場合は本邦産樹種中には認められない。外材のリグナムパイタ (Guajacum) ，

チーク (Tectona) などはこの例である。

14~28 :柔細胞についての項目

14 柔細胞顕著

柔細胞が多数集合して，帯~線状，その他の状態で配列すると，材の木口面では，白色~淡色を示し

他の組織から明らかに区別されるので肉眼，レシズなどによって認められることが多L 、。柔細胞の存在の

仕方には大別して導管に常に関係したものと，導管やその配列と常に無関係であるものとがある。後者の

場合，年輪界に同心円状に配列して，その境界を形づくるものおよび散在するものおよび短く~かなり畏

く切線状につらなるものとがある。これらの種々の柔細胞の配列のうち，肉眼的にも顕著なものは導管之

常に関係しているもの，および年輪界に配列するものなどのことが多く，また切線状に配列するものもし

ばしば顕著なことがある。なお特別な例として垂直樹脂溝を包む柔細胞の層が認められることがあり，さ

らに，これが長い同心円状の帯を形づくることがあって，きわめて顕著な特徴を示すものがある (Fig.

5 , 29, 53, 87, 121, 128, 156, 166, 170, 173, 174, 175) 。

15 柔細胞不顕著，欠く

柔細胞が樹種によっては認められない場合がある。また柔細胞の組織があっても，その配列の仕方によ

っては肉眼，レシズなどによっては認められない場合がある (Fig.56， 57, 62, 70, 71 , 76, 79, 81, 151) 。

導管に常に関係をもっ場合でも，その発達の度合が低く，導管の周囲に柔細胞がうすい層を形づくって

いる場合，また柔細胞が導管の一部分のみを包む場合，または単に少数が導管の周囲に接して存在する場

合には肉眼的には明らかでない。しかし樹種によっては柔細胞が 1-2細胞程度の厚さの層で導管を包ん

でいても，その細胞が箸しく大きかったり，分泌物を含むために着色している場合には肉眼またはレンズ

によっても注意すれば認められる。
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また導管に関係なく散在する場合のうち，短く柔細胞が切線状に配列する場合などは，それらが，多数

存在し，顕微鏡下では顕著な特徴であっても肉眼，レシズなどでは認められない。

16 導管と関係あり

柔細胞が常に導管に関係をもち，導管に接したり，さらには包んだりして存在する。これがよく発達し

ている場合には，それぞれその度合にしたがし、 (14) , (17) , (19) , (21) , (24) なども同時に適用さ

れる (Fig. 54, 63, 87, 92, 121, 128, 175) 。

柔細胞の組織がよく発達している場合には白色~淡色を示すので，それが包んでいる導管の輪郭をより

明らかに周囲から目立たせる。しかし少数の柔細胞が導管に接して存在する場合は肉眼的には全く認めら

れなし、。導管に接して柔細胞が存在するものとしては，その度合にしたがって鞘状，翼状，連続翼状など

を示すものがあり，それにしたがって，それぞれの項目を適用する。

導管に伴って存在する場合でも，それが安定した性質ではなく，たまたま散在しているものが導管に接

していると考えられる場合には適用しない。

柔細胞が導管に関係をもちながら存在する場合樹種によってはこの項目を適用するのみで足りる場合も

あるが，上述したように他の項目も適用されることがある。このような場合，それらの各性質の現われ方

には一定の傾向が認められる。すなわち，年輸の春材部に近い部分では導管を鞘状に配列して包む柔細胞

が，秋材部へむかつて徐々にその包む鞘の厚さを増し，その中でもとくに切線方向へは増えて，輪郭が眼険

~翼状を形づくるようになり，さらに，これらが幾っか切線方向に連続して，連続翼状を示すようになる。樹

種によっては限険~翼状までだけのものを有するものがある。これらの連続した柔細胞の線~帯はしばし

ば導管とともに長い淡色~白色の年輪界を形づくる。年輪内で柔細胞の配列に移行の認められる場合に，

かなり年輸の広狭がこの移行の経過に影響を及ぼしていて，年輸の広い場合にはかなり上述した移行が段

階的に進むが，狭い場合には，広い場合に認められる移行の中間部が抜けて，両端のみが認められること

が多L、。このような場合には必ず 2 項目以上が適用されているが，このことは異なったし、くつかの特徴を

もつのではなく，上述したような性質の移行する経過を記載していると考えるべきである。そうすれば，

試料によってはカードに適用されている項目が認められないことがあっても誤ることはないはずである。

17 導管を包む

柔細胞が導管の周囲を完全に包んではいるが，その細胞の数が少なし鞘状を示す場合に適用する。顕

微鏡下ではかなり顕著な特徴を示すことがあっても，肉眼的には認め難いことが少なくなL 、。注意すれば

導管の輪郭がこのような柔細胞の層がない場合に比べて，やや鮮明になっていることによって区別できる

ことがある。樹穫によってはかなり，盲周囲の組織より明らかに区別されるものもある (Fïg. 63, 64, 65, 66, 

67, 220)。クスノキ (Cintlamomum) ， タプノキ (Machilus) ， アワプキ (Meliosma) などはこの項目

の適用される例である。

18 導管と無関係

柔細胞が散在したり，短い切線状，長い切線状などに配列しまたさらにそれらが長く同心円状に配列

するが，導管およびその配列とは直接には関係なく配列することがある。この項目と同時に (19) ， (20) , 

(21) , (25) , (26) などの項目が適用されることがある。

柔細胞が導管と無関係に配列する場合に，その配列の仕方が，年輸の内部で，春材部および秋材部を通

じてほとんど一定である場合と，春材部から秋材部へむかつて一定の傾向をもって移行する場合とがあ
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る。導管の分布の仕方，直径の移行の仕方によって上述した 2 つの傾向が生みだされている。すなわち，

春材部から秋材部へむかつての導管の分布の差および直径の移行がほとんど認められない樹種では一般に

前者の傾向を持ち，導管の分布の差および直径の移行が著しい樹種では後者の傾向を持っていることが多

L 、。後者の場合には前者の場合に比べてより多数の項目が適用されるが，その場合にはそれらの移行の経

過をそれぞれ記載しているのであって，おのおの異なった性質の幾つかがあるためにそのように記載され

ているのではないと考えるべきである。

さらにまたこの項目を適用される顕著な例として，柔細胞の同心円状の帯が，垂直樹脂潜会包んでいる

ことがある。このような性質はラワン類のきわめて特徴的な性質であるが，このような場合も当然この項

目が適用される (Fig. 226, 227) 。

19 柔細胞は散在する。

柔細胞が導管とは無関係に，少数~多数が散在する場合，さらに， これらが 2-3偲，ときには部分的

に，さらにそれ以上切線方向に連続して配列していても，肉眼，レシズなどでは認めることができないこ

とがある。顕微鏡下ではかなり顕著な性質であるので，主としてこの項目は顕微鏡的な特徴として適用す

る。樹種によっては秋材部ではかなりこれらが切線方向に長い白色の線を形づくることがある。このよう

な樹種一一ミズキ (Cornus) ，エゴノキ (Slyrax) などーーでは (20) もともに適用され，また (14)

も適用されうる。しかしこのような樹種で，年輪幅がせまい場合には，上述したような性質がレシズなど

では認め難くなる (Fig. 4 , 24, 25, 83, 84, 103, 126, 130, 132, 136, 147, 159, 162) 。

この項目が適用される例としてハシノキ (Alnus) , ツグ (Buxus) , サカキ (Cleyera) , ミズキ

(Cornus)，プナ (Fagus) ， イイギリ (Id3sia) ， ν キミ (llticium) ， ヤマモモ (Myrica) ， ナナカマ

ド (Sorbus) ，ナッツパキ (Ste回artia) , ハイノキ (Sym，ρlocos) , その他の樹種がある。 (Fig. 5 , 6. 

7 , 32, 39, 43 , 101 , 156, 173, 200, 208, 221 , 223) 。

21l 柔細胞は線状を示す。

柔細胞による組織が切線方向へ長く伸び，さらには同心円弧状を示すが，柔細胞の層数が少なしその

ためにその組織の憶が狭いので，導管の直径に比べると，はるかに幅が狭いことが為る。このように柔細

胞の組織がそのl隠は狭いが，切線方向へ肉眼的に認められる程度の長さを持っている場合に適用する項目

で， (16) を適用した場合にも (18) を適用した場合にも適用される。

この項目の適用される例としてはカキ (Diosρ'yros) ， イスノキ (Dislylium) ， ノプノキ (Plerocarya) , 

ミズナラ，アカガν (Quercus) ，エゴノキ (Styrax) その他がある (Fig. 200, 208, 221 , 223) 。

この項目はしばしば (19) ， (22) , (23) , (25) などとともに適用される。

21 柔細胞は帯状を示す

柔細胞が切線方向へ長く伸び，樹種によっては長く同心円弧状を示すが，その柔細胞の層数が多く，そ

のためにその組織の幅が導管の直径の半分以上を示し，樹穫によってはその直径よりも広いことがある。

本邦産材中ではこの項目の適用される例は少ない (Fig. 50, 121) 。 この項目の適用される最も顕著な例

はアコワ，イヌピワ (Ficus) などに認められる (Fig. 53, 209, 231) 。

(16) , (18) , (22) , (23) などと共に適用される。

この項目が適用される特別な例としては，導管の直径の約半分が常に帯状の柔細胞の中に包まれている

ものがある。この場合 (16) もともに適用される。この例は本邦童材のうちでは 1 種にしか認められず，
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きわめて特徴的な性質で，ヤマモガV (Helicia) を他から区別する有力な識別拠点である (Fig.54) 。

22 柔細胞の線，帯などの配列は規則的

柔細胞が形づくる切線状，同心円弧状の線または帯が年輪内で，おのおのの間隔がほとんど一定に配列

することがある。帯状の柔細胞がこの配列を示す顕著な例はアコヲ，イヌピワ (Ft"cus) などに認めら

れ，線状の例はチVヤノキ (Ehretia) ， マテパν イ (Pasania)，アカガν (Quercus) , その他に認め

られる (Fig. 29 , 44 , 173) 。

この項目が適用される場合に (25) もともに適用されることがある。

23 柔細胞の線，帯などの配列は不規則

柔細胞が形づくる切線状，同心円強状の線または帯が年輪内で，おのおのの配列の仕方およびその間隔

が一定でなく配列することがある。

ムクノキ (Aρhananthe)，ヤチダモ (Fra<t:inus) ， ノグルミ (Platycarya) ， ムクログ (Saρindus) ，

ハクワシポク (Styrax)，その他に認められる (Fig. 5 , 50, 101 , 121 , 162, 170, 209) 。

24 柔細胞は翼状~連続翼状を形づくる

導管を包む柔細胞 (16， 17) が，発達するとそれらが包む円形~だ円形を示す導管の輪郭とは異なっ

て，切線方向へ伸長して，翼状を示すようになる。さらにはこれらの幾っかが切線方向へ連続するように

なる。一般にはこのような場合かなり肉眼的にも明らかな淡色~白色を示しているが，その幅が一定でな

く，かなり広い部分と狭い部分が認められることが多~'o このことは導管の付近でその幅が広く，導管か

ら離れると幅が狭くなることによる。

ムクノキ (Aρhananthe)，ヤチダモ (Fraxinus)，イヌエシジユ (Maackia) ， キリ (Pauloωnia) ，

ニセアカVヤ (Robinia) ， その他がある (Fig. 50, 87, 121, 128, 170, 175, 207) 。

25 柔細胞の線が射出線の線とともに網状~階段獄を示す

柔細胞によって形づくられる線が射出線の幅と，とくに差がなく，両者の幅カ丸、ずれも狭い場合には肉

眼，レシズなどによると網状の模様を形づくっていることが認められる。

その例としてはカキ類 (Diosρ~ros) ， オニグノレミ (Juglans) ，サワグノレミ (Pt erocar ya) ， その他が

ある (Fig. 6 , 7 , 156) 。

また柔細胞による幅の狭い切線状の線が，平行に配列し，射出線とともに階段状の模様を示すことがあ

る。

その例としてはマテパν ィ (Pasania) ，コナラ， ミズナラ (Quercus) ，その他が知られる (Fig. 29, 

34, 43 , 44 , 223) 。

26 年輪界を形成するもののみ顕著

柔粧胞が年輪界に沿って長く線または帯状の組織として配列する場合には，それによる白色~淡色の線，

帯が年輸の境界を形づくることが肉眼でも認められる。したがって (11) をともに適用することが多L 、。

ここではこの配列を示す柔細胞以外には顕著な柔細胞がなく，最もこの細胞が顕著である場合にのみ適用

する。またこの場合でもその配列が導管およびその配列と関係ない場合にのみ適用する。したがって切線

状に配列する顕著な柔細胞があって，それがそのまま年輸の境界に断続して配列すると考えられる場合，

導管を包む柔細胞が顕著で，翼状，連続翼状を示しそれ等がさらに年輪界で長く連続する場合，および

その他年輪界を形づくる柔細胞以外に顕著な柔細胞がある場合などには適用しなし、。 (18) ， (20) ，または
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(21) などとともに適用されることがある。

トチノキ (Aesculus)，ホ才ノキ (Magnolia) , ドロノキ (Po.βulus) ， パツコヤナギ (Salix) ， ν ナ

ノキ (Tilia) ，その他にその例が認められる (Fig. 2 , 3 , 60, 120, 127, 210 , 213 , 214) 。

27 細胞中に結晶が認められる

顕微鏡下ではしばしば柔細胞中にνュク酸石灰などの結晶が含まれることがある。結品の形，大きさ，

それを含む柔細胞の形態などが樹種によって異なり， しばしばその樹種の特徴となることがある。

本邦産材中に認められる結晶の形は主として方形~ひし形であるが，金平糖状を示すもの (Fig.260)

およびやや長方形を示すものなども認められる。その大きさは本邦産材中では長辺が 10-50μ におよび

かなり樹種的な特徴を示す。またその結晶の数も l 細胞中に l 個のみの場合，さらには 2 個以上である場

合がある。 2 個以上存在する場合でも，同じような大きさの結晶だけがある場合と，大小のある結品が混

在する場合とがある (Fig. 261) 。

結晶を含む細胞の形態も種々あり，通常の短冊状の柔細胞中に認められる場合，方形の柔細胞中に認め

られる場合，さらには方形の柔細胞が単独で認められる場合およびその細胞がかなり長く，鎖状に連続す

る場合，結晶が大きく，そのために大きく円形~洋酒たる状にふくれている場合，柔細胞が隔膜によって

2 個以上の部屋に分かれ，その中に結晶が認められる場合などがある。

結晶の存在の有無は樹穫によっては同一樹種内でも，また同一試料内でもかなりの差があることが少な

くなL 、。したがってこの項目は否定的な意味では用いるべきではなし、。

結晶の認められる樹種の例としてはイタヤカエデ (Acer) ， コジイ (Castanea)，ヤマモモ (Myrica) ，

アカガν (Quercus) ，ノリレニレ (Ulmus) ，その他がある。

28 

29-62 :導管についての項目

29 導管を欠く

広葉樹材と針葉樹材の最も異なっている点のーっとして前者には導管があり，後者には全くないことが

あげられる。しかしきわめて顕著な例外がある。すなわち， Tetracentraceae , Trochodendraceae , 

Wintanaceae の各科に属する樹穫の材では，広葉樹であるのにかかわらず，導管が認められないこと

が知られている。本邦産材ではヤマグルマ (Troιhodendl.on) にその例が知られるのみである (Fig. 

55, 222) 。

導管が存伝する場合にはツグ (Buxus) およびその他の場合のようにその導管の直径が最も小さい部類

に属するものであっても，レシズなどによって注意すれば，きわめて不明りようであっても，針葉樹材の

場合のように均一な組織から成立っていないことがわかる。

30-34 導管の大きさ

導管の大きさの測定は春材部の導管を対象として行なれそれは木口面などで肉眼，レシズなどによっ

て導管を観察する際の基準として取りやすし、からである。環孔状に導管が配列する材では孔圏部にあるも

ののみを対象とする。

ここでは大きさの項目を 5 段階に分けている。導管の大きさは同一樹種，同一個体内でも，生育環境，樹

齢その他の原因でかなりの幅をもって変異することが， しばしば認められる。したがってこのような場合

には 1 項目のみでなく 2 項目以上も適用される。しかしここで定められている各項目の段階を，少数の例
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がわずかに越えているような場合にはその部分を切りすて，そのために 2 項目以上を適用していなL 、。この

ことは次に示すように，この段潜を分けるための基準として，肉眼的な観察を主としているためである。

この段者は一般によく知られている各段漕を代表するような典型的な大きさの導管を有する樹種のいくつ

かを取り上げ，それによって 5 段階に分け，そのおのおのの直径を測定しておのおのの段階の限界を表示し

た。肉眼およびν シズなどのみによる場合にはかなり巻末の木口写真が比較のために役立つはずである。

30 肉眼では認められない

導管の直径が 50μ 前後より小さい場合には肉眼では認め難いか， または全く認められなL 、。縦断面で

も，木口商でもこのことがし、える。最も直径の小さいもの (25μ 以下の場合)はレシズによって，その存

在がただ小さい点として認められるのみで，輪郭は明らかでない (Fig. 82 , 100, 103, 113 , 132, 133 , 

134, 135, 179) 。

この例としてはずイブリポク (Amelanchier) ， アオキ (Aucuba)，ツグ (Buxus) ，サカキ (Cleyera) , 

ユズリハ (Daρhniphyll的河) ，ウツギ (Deutzia) ，イスノキ (Distylium) • マユミ (Euonymus) ， ヒ

サカキ (Eurya) ，マシサク (Hamamelis) ， ν キミ (Illicium) ，ネジキ (Lyonia) ， オコt ワラジロノキ

(Malus) ，ヤマモモ(地Irica) ， ヒイラギ (Osmanthus) ， カナメモチ (Photinia) ， アセビ (Pieris) , 

カマツカ (Pourthiaea) ，タイミシタチパナ (Raρanaea) ， ミツパツツジ (Rhododendron) ， ナナカマ

ド (Sorbus) ，モクコク (Ternstroemia) ， ν ャνヤジポ (Vaccinium) ，ゴマキ (Viburnum) ， クスド

イグ (Xylosma) ，その他がある。

この項目が適用される場合であっても，導管が一定の傾向を持って，帯状，線状およびその他の模様を

形づくるときは，おのおのの導管は認められないが，それらの形づくる模様は肉眼でも認められ，ときに

は顕著な模様として認められる。

31 肉眼でも認められる

導管の直径がほぼ 50-100μ の範囲に入るようになると肉眼によっても認められるようになる。しか

しこの下限に近い 50μ 前後の直径の導管はやはり (30) の場合と同様肉眼では認め難いことが多い。こ

の範匹の上限に近い直径を示す導管は，ただ小さい点として認められるだけでなく，ある広さをもったも

のとしてま芭められる (Fig. 1 , 25 , 60 , 116, 127, 147, 159) 。

この範囲の直径をもっ導管は縦断面では細いが，かなり明らかなくぼんだ線として認められる。 (30)

との区別される点は上述のことが (30) では全く認められないか，きわめて認め妻都、ことである。

この例としてイタヤカエデ (Acer) , トチノキ (Aesculus) ， ヤV ヤプi/， ハシノキ (Alnus) ， メギ

(Berberis) , イヌVデ (Carþinus) ， カツラ (Cercidiphyllu1河) , リヨヲプ (Clethra) , ミズキ

(Cornus) ，ツノハνパミ (Corylus) , ミツマタ (Edgeωorthia)，ナツグミ (Elaeagnus) , ホルトノ

キ (Elaeocarpus) , プナ (Fagus) , ヤマモガi/ (Helicia) , ノリワツギ(巧Idrangea) ， イイギリ

(Idesia) ，アオハダ (Ilex) ， イボタ (Ligustrum) ， ダシコウパイ (Lindera) ，タプノキ (Machilus) ，

ホオノキ (Magnolia)，オガタマノキ (Michelia) ， i/ ロダモ (Neolitsea) , ヤマナラν (Populus) , 

ヤマザクラ (Prunus)，アサガラ (Pterostyra.x) ， パヅコヤナギ (Salix) ， ニワトコ (Sambucus) ， エ

ゴノキ (Styrax) ，ハイノキ (Symρlocos) ， ハV ドイ (Syringa) ，志/ナノキ (Tilia) ， その他がある 0

32 中庸

導管の直径がほぼ 100-200μ の範囲に入るようになると， 個々の導管がかなり明らかになり，輪郭も
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認められるようになる。このうち 150μを越えるようになると個々の導管が広さをもつだけでなく，かな

り奥行を持った孔として認められるようになる (Fig ， 2 , 6 , 14, 27 , 44 , 50, 53, 101, 156) 。

この例としてはコνアプラ (Acanthoρanax)，カゴノキ (Actinodaρhne) ， ムクノキ (Aρhananthe) ，

タラノキ (Aralia) ， ヲダイカシパ (Betula) ，クスノキ (Cinnamomum) , ユクノキ (Cladrastis) ， ク

サギ (Clerodendron) , トキワガキ (Diospyros) ， ゴシズイ (Euscaρhis) ，タカノツメ (Evodioρanax) , 

アコワ (Ficus) ，アカメガν ワ (Mallotus) ， アワプキ (Meliosma) ，アサダ (Ostrya) ， マテパν ィ

(Pasania) ，ニガキ (Picrasma) ，フジキ (Platyosprion) , ドロノキ (POρulus) ， サワグノレミ (Pte ・

rocarya) , アカガν (Quercus) , ヤマハゼ (Rhus) ， ナッツパキ (Stewartia) , カラスザンν ョワ

(Zanthoxylum) ， その1mがある。

33 大きい

導管の直径がほぼ 200-300μ の範囲に入るようになると，個々の導管はその輪郭はきわめて明りように

なり，肉眼によってもその奥行がかなり明りように認められる (Fig ， 5 , 7 , 45 , 51, 52, 88, 99, 170) 。

この例としてはネムノキ (Albizzia) ， カジノキ (B1'oussonetia) ， キササグ (Catalpa) ，チヤシチン

(Cedrela) ， エノキ (Celtis) ， チνヤノキ (Ehretia) ，サイカチ (Gleditsia) ， グシポナν (Hovenia) ，

オニグノレミ (]uglans) ，ヤマグワ (Morus) ，ノグルミ (Platvcarya) ， チヤシチシモドキ (Poupartïa) , 

クノレν (Rhus)，エシジユ (Sophora) ，アキニ ν (Ulmus) ，その他がある。上述した例でもわかるよう

にこの程度の直径を有する導管の存在は，本邦産材中では，オニグノレミを除いては導管が環孔状に配列す

る樹種に限られていることが一つの傾向として認められる。

34 はなはだ大きい

導管の直径が 300μ を越える樹穫は本邦産材中ではかなり限られたものになり， 一般には (33) を示

すもののうちに (34) を示すものが混在する場合が多い。

この例としてV ンジユ (Ailanthus) ，クリ (Castanea)，ハリギリ (Kalopanax) ， セシダシ (Melia) , 

ミズナラ (Quercus) ，ニセアカνヤ (Robinia) などがあげられるが，この典型的な例としてはクリ，セ

シダンなどがあげられる (Fig， 34, 41 , 93, 97, 98) 。

35-38 導管の分布数

導管の分布数は生育環境などによってかなりの変異を示すが，樹種によって一定した値を示している。

本邦産材中で最も多いものでは 300/mm2を越え，最も少ないものでは 5/mm宮前後である。導管の分布数

を詳しく測定し，分布数別に細別しようとすることは顕微鏡下では可能であるとしても，実際にはかなり

の幅の分布数を示すことが多いから，分布数の比較的近似した樹種間の区別はむずかしし、。ここでは肉眼

的にも数えやすい分布数の少ないものに重点をおいて分類を行なっている。

なお測定にあたって導管が散在状 (41) ，放射状 (42) などに配列する場合のみを対象とし，環孔状

(45) ，切線状 (44) ，紋様状 (43) に配列する場合には分布数測定の対象とはしない。

(38) は (37) をさらに詳しく分類することが必要な場合には，これを用いるが，とくにここでは適用

しない。

35 きわめて少数

分布数が 5/mm2 以下を示す場合に適用するが， しばしば (36) とともに適用されることがある。

ムクノキ (Aþhananthe) ，ヤマガキ (Diospyros) ， アコワ (Ficus) ，オニグノレミ (]uglans) ，マデパ
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ν イ (Pasdnia) ， サワグルミ (Pterocarya) ， アカガν (Quercus) ， その他に認められる (Fig. 6 , 

7 , 32 , 44. 53. 56 , 156) 。

36 少数

分布数が 5-15/mm2 を示す場合に適用するが， しばしば (3:>) または (37) とともに適用されること

がある。

ムクノキ (Aþhananthe) ， クスノキ (Cinnamomum) ， ユクノキ (Cladrastis) ， アコウ (Ficus) ， ヤ

マガキ (Diosþyros) ， アカガi/ (Quercus) ， カラスず :/i/ ヨワ (Zanthoxylum) ， その他がある (Fig.

53, 63 , 92 , 94 , 156) 。

37 多数

分布数が 15/mm2 を越える場合に適用する。このうちでも分布数が少ない樹種では (36) がともに適

用されることがある。 (35) , (36) が適用されない分布数を示す樹種はすべてこれを適用する。上述した

ように，その利用の対象を考えて，さらにこの中を (38) を利用して大別して利用することも行なえる。

38 

39 タイローズ

導管を木ロ面で観察した際に，タイローズが顕著な樹種で， しかもその導管の直径がかなり大きい場合

には，肉眼，レシズなどによってキラキラ光る膜状の物質が認められる。肉眼，レシズなどによって明ら

かでない樹穫でも顕微鏡的には顕著に認められる例も少なくなL 、。

タイローズの出現の仕方には，泡状に導管腔中に突出して，腔中を満たしているもの (Fig. 93, 176, 

205) と，導管腔中に平板状に出ているもの (Fig. 246 , 268) ，などがあり，主として前者の顕著なもの

が肉眼，レシズなどによって認められる。肉眼，レンズなどでは認められないが顕微鏡下で，かなり顕著

である場合には (39) で示し，カードでは項目番号に赤線をひいて区別する。

この顕著な例としてクリ (Castanea) ， ヤマグワ (Morus) ， キリ (Paulownia) ， キハダ (Phelloden

dron) , ミズナラ (Quercus) ， ニセアヵνヤ (Robinia) ， アキニレ (Ulmus) などがある。

40 導管中に着色物質が充てんされている

導管の内腔に着色した物質が認められ，木口面では着色した点として，縦断面では長く着色した条とし

て導管の存在が他からきわめて明らかに区別されることがある。本邦産材中では例は少なく ， Dios，ρ'yros， 

Morus, Prunus などに所属の樹種に認められることがある。しばしば顕微鏡下では導管腔中に着色物質

があることが認められるが，ここではそのような場合を含まず，肉眼的な特徴としてのみ取り上げる。

41-50 導管の配列の仕方

41 導管の配列は散在扶

年輪内での導管の配列が，春材部，秋材部を通じて，特に顕著な一定の傾向を持たず，多少の傾向はあ

ったとしても，一様に分布する場合を適用する。導管の複合する数が少ないような場合は他に比較してこ

の項目の適用される典型的な例となることが多いが，複合する数が多い場合，例をあげれば半径方向に複

合する傾向が強い場合 (Fig. 110, 135) などではかなり放射方向へ配列する傾向が認められるようにな

る。また集合射出線があって，導管の分布する場所が限られている場合には，やはり，幅の広い導管の分

布する帯が存在するようになる (Fig. 8)。樹種によっては，かなり平等に導管が散在していても， しば

しば個体によっては顕著ではないが，部分的，全体的に斜線状，切線状およびその他の配列傾向を有する
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ことがある (Fig ， 1 , 7 ， 12， 26， 50， 59 ， 75 ， 78， 146 ， 156， 177)。全て上述した様な場合は (41) を適用する。

導管が散在状に分布する場合でも，その直径の秋材部へむかつての移行の仕方，分布数の変化などによ

って，春材部と秋材部の区別をするための難易が生じ，それがしばしば肉限的な特徴となることがある o

樹種によってはしばしば春材部の年輪界に沿って導管が配列することがある。このことは Betula，

Prunus， その他の属に所属する樹種に認められるが，このような場合も (45) に述べる理由によって

(41) を適用する。

この例としてはきわめて多数の樹種があり，イタヤカエデ (Acer) ， トチノキ (Aesculus) ， ハシノキ，

-'r ìノヤプν (Alnus) , ムクノキ (Aþhananthe) , アオキ (Aucuba) , クダイカンパ (Betula)，ツグ

(Buxus)，ヤプツバキ (Camelli a) ， カツラ (Cercidiþhyllum) , クスノキ (Cinnamomum) ， ユクノ

キ (Cladrastis) , 日ヨクプ (Clethra) , ミズキ (Cornus)，ツノハVパミ (Corylus)，ヤマガキ (Dio ・

3ρ yros) ， イスノキ (Distylium) ， マユミ (Euonymus) ， プナ (Fagus)，アコヲ (Ficus) ，ノリワツギ

(Hydrangea) ， イイギリ (Idesia) ， アオハダ (Ilex) ， オニグノレミ (juglans)，ホオノキ (Magnolia) , 

アサダ (Ostrya)，ヤマずクラ (Prunus) ， ドロノキ (Populus)，タイミシタチパナ (Raþanaea)，ヤ

マハゼ (Rhus) ， パツコヤナギ (Salix) ， ニワトコ (Sambucus) ， ハイノキ (SYmρlocos) ， i/ナノキ

(Tilia) ，クスドイグ(あIlosma) ，その他の例がある。

42 導管の配列は放射状

導管が放射方向へむかつて長い範囲にわたって連続した線~帯を形づくりながら配列することがある。

ときにはこの連続した導管の配列が 1 年輪以上におよび，その幅も単列~数列におよぶことがある (Fig，

29, 32, 44 , 223) 。

本邦産材中では Pasania ， Quercus の両属に属する樹種にのみこの導管の配列が認められる。 (41) が

適用される場合でもしばしば放射方向に配列する傾向をもっ樹種があるが， (41) の項で説明したように，

ここではこの項目を適用しない。

43 導管の配列は紋様状

導管がジグザグ状の紋様，火焔状の紋様などを形づくって配列することがある。このような場合，個々

の導管の直径は小く，肉眼では認め難いことが多いが，これらの小導管が多数密に接して上述した紋様を

形づくるので肉眼でも顕著に認められる (Fig ， 76 , 123, 166, 224) 。

本邦産材中ではその例は少なく ， Osmanthus, Rh2mnus およびその他 2 ， 3 の属に属する樹種に認め

られる。その顕著な例としてヒイラギ (Osmanthus)，クロクメモドキ (Rhamnus) があげられる。

44 導管の配列は切線状

導管が切線方向に密に配列し，その配列による導管の帯が同一年輪内で常に 2 本以土認められることが

ある。一般にこの配列をする樹種ではこれらの導管の帯が射出線とともに階段状の模様を形づくる (Fig ，

54, 225) 。

導管が環孔状に配列する (45) 場合と，その配列がよく似ているが，この場合には同一年輪内に 2 本以

上の導管の帯があることによって区別される。しばしばこれらの導管の帯は柔細胞の淡色の組織の帯と接

している。

この例としてはただ l 種が本邦産材中に知られるのみで，ヤマモガν (Helicia) を他から区別するた

めのきわめて特徴的な性質であり，またこれの属するヤマモガV科 (Proteaceae) に属する樹種の特徴
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としても知られている。

45 導管の配列は環孔状

年輪内の導管のうち，蒋材部の導管が他に比べて特にその直径が大きく，これらの導管が春材部の年輪

界に沿って密，またはやや疎に配列していて，その部分が他の導管の配列とは明らかに区別された環状の

導管帯を形づくることがある (Fig. 35 , 47 , 89, 96 , 101 , 128, 138, 171)。したがってこのような材で

は年輪は顕著である。

切線状に配列する (44) 場合との区別は， 1 年輪内にただ 1 本の導管帯があるかどうかによって行なわ

れる。また散在状に配列する (41) 場合に年輪界に沿って導管が配列することがあるが，このような場合

でもその導管の配列は他から明らかに区別されるほど顕著でなく，また導管の直径も他と比べてとくには

大きくはないので， この項目は適用しない。

春材部の年輪界に沿って配列する導管を孔関部の導管とよぴ，その部分を孔圏部とよび，それ以外の部分

に配列する導管を孔圏外導管とよんで区別する。導管が環孔状に配列する場合に，孔圏外の導管は散在状，

放射状，斜線状，火焔状，扇状，切線状などの配列をするので， (45) とともに (48) ， (49) , (50) など

の各項目を同時に適用する。

樹種によっては環孔状配列と散在状配列の中間的とも考えられるような導管配列を示すことがある。こ

のことは孔圏外導管が散在状に配列する場合に多い。環孔状配列をする場合に年輪幅が狭いといわゆるぬ

か目状を示すようになり，比重が減少し，材面の光沢が失われ，さらには導管の配列の仕方が年輪幅の広

L 、場合とやや異なるようになってくるから，肉眼による識別の場合には注意を要する。

この配列を示す例としてはコνアプラ (Acanthoρanax) ， ν シジユ (Ailanthus)，ネムノキ (Albiz

zia) ， メギ (Berberis) ， カジノキ (Broussonetia) ， クリ (Castanea) ，スダジイ (Castanopsis) ， キサ

サグ (Catalρa) ， チヤジチシ (Cedrela)，エノキ (Celtis) ，クサギ (Clerodendron) ， カクレミノ (Den.

dropanax) , ミツマタ (Edgeworthia) ， チνヤノキ (Ehretia) ， ナツグミ (Elaeagnus) , タカノツメ

(Evodi 0 panax) , νオジ (Fraxinus) , サイカチ (Gleditsia) ， ケシポナシ (Hovenia) ， ハリギリ

(Kalo仰向ax) ， イボタ (Ligustrum) ， イヌエシジユ (Maackia) ， アカメガν ワ (Mallotus) ， セシダ

シ (Melia) ， ヤマグワ (Morus) ， キリ (Paulownia) ， キハダ (Phellodendron) ， ノグノレミ (Platycaｭ

rya) , ミズナラ (Quercus) ， クノレジ (Rhus)，ニセアカVヤ (Robinia) ， ， ムクログ (Saρindus) ， エン

ジユ (So，ρhora) ， アキニレ (Ulmus) ， ケヤキ (Zelkoμ・a) などがあげられる o

46 抗圏では導管は単列に配列する

導管が環孔状に配列する材の孔圏での導管の列数が単列である場合に適用する (Fig. 138, 142, 143, 

144, 165, 205 , 206)。ほとんど常に単列である樹種は比較的少数であり，単列および多列を示す樹穫も

ある。後者の場合には (47) もともに適用する。

この例としてはコνアプラ (Acanthoρanax) ， メギ (Berberis) ， カクレミノ (Dendroρanax) ， ナツ

グミ (Elaeagnus) ， タカノツメ (Evodioρanax) ， ハリギリ (Kalopanax) ， イボタノキ (Ligusi1'um)

などがある。

47 孔圏では導管は多列に配列する

導管が環孔状に配列する材の孔圏での導管の列数が多列である場合に適用する (Fig_ 5 , 46, 93, 95, 

97, 98, 107, 124, 128, 139, 171, 175, 201 , 202, 203, 207, 208) 。
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このような列数を有する樹種の中ではその列数によって次のように大別できる。

a) 列数が 2 - 3)1IJであるが，時に単列を示すことがある。したがって (46) をともに適用されること

もある (Fig. 39, 40, 48, 97) 。

b) 列数が 2-数列になるが，単列のことはない (Fig.98， 139) 。

c) 列数が常に多く，数列をこえることが多い (Fig. 41 , 99, 176) 。

この項目が適用される例としてはν シジユ (Ailanthus)，ネムノキ (AlLizzia)，カジノキ (Brous

sonetia) ，クリ (Castanea) ， キササゲ (Cata砂a) ， チヤシチシ (Cedrela)，クサギ (Clerodendron) , 

チi/ヤノキ (Ehretia)，ジオジ (Fraxinus)，サイカチ (Gleditsia)，イヌエシジユ (Maackia)，アカ

メガν ワ (Mallotus) ， セシダシ (Melia) ，キリ (Paulownia)，ニガキ (Picrasma). ワ jレν (Rhus) ，

ニセアヵνャ (Robinia)，エシジユ (Soþhora) ，その他があげられる。

48 孔圏外では導管は散在状に配列する

孔圏外に分布する導管が散在状に配列する場合に適用する (Fig. 52, 87, 89, 92, 98, 99, 139, 168, 

169, 174, 175, 199, 201 , 206, 207) 。

他の配列をする場合でも，孔圏部から移行する中間部でしばしばこの配列を示すことがある。

この例としてゴν アプラ (Acanthoþanaλ) ，ネムノキ (Albizzia) , チヤシチシ (Cedrela) ， クサギ

(Clerodendron) , ミツマタ (Edgeworthia) ， ナツグミ (Elaeagnus) ， i/ オジ (Fraxinus) ， サイカ

チ (Gleditsia) ， イボタノキ (Ligustrum) ， アカメガν ワ (Mallotus)，ニガキ (Picrasma) ， ワノレν

(Rhus)，エンジユ (Soρhora)，その他がある。

49 孔圏外では導管は紋様状，放射獄に配列する

孔圏外での導管の配列が放射状 (42) および扇状，紋様状 (43) などを示す場合に適用する (Fig.34, 

35, 40, 43 , 141, 142, 173, 198, 200, 208) 。

この例はクリ(Cast anea) ， スダジイ (Castanoþsis) , ミズナラ (Querγus) ， その他に認められる。

50 孔圏外では導管は切線状，波状，斜状に配列する

孔圏外の導管が密に集合しまたは複合して切線方向，斜方向にむかつた帯または線を形づくり，とき

には長く連なり，液状を示すこともある。一般にこのような帯または線は春材部から秋材部へむかつて，

その長さを増してゆく。しばしば ('8) が孔園部に隣接した部分に認められることがある (Fig.46， 47, 

48, 51, 58, 95 , 145, 202 , 203 , 204 , 205) 。

肉眼，レ νズなどで観察した際には木ロ面で2 切線状，弧状の淡色~白色の帯または線として認められ

る。 (50) の適用される場合は，導管の直径が小さく， しかもそれらが密に複合しているために，柔細胞

によるものとは一見区別し難いが，レシズなどによっても注意すれば，やはり両者の大きさがかなり異な

るので区別できる。

この例が認められるものとしてエノキ (Celtis)，ハリギリ (Kalo.ρanaぇ)，キハダ (Phellodendron) , 

Y グノレミ (Platycarya) ， アキニレ (Ulmus) ， ケヤキ (Zelkowa) ，その他があげられる。

51,...;54 導管の複合状態

導管の複合状態は樹種によって差があり， しばしばそのことが，他から区別するための特徴となる。こ

こではこれらの項目を適用するにあたって， とくに (52) - (54) では木口面で認められる各樹種の特徴

となるような複合状態を取り上げ，比較的少数認められるようなものについては取り上げなL 、。
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51 分布する導管はすべて単独である

複合導管がほとんどなく，単独導管のみが分布する樹種がある (Fig ， 27 , 32 , 44, 223) 。

この例としてアカガν (Quercus) ，マテパν イ (Pasania) などがある。

52 導管が放射方向に複合するが，その複合数Iま 4 個以下

放射方向に 2-4 個複合する場合に適用するが，一般にはこの他にかなり単独導管および少数の不規則

方向に複合する導管が混在することが多い (Fig.159， 162, 214 , 216, 218, 220, 221 , 231) 。

樹種によってはしばしば (53) がともに適用されることがある。

この例としてイタヤカエデ (Acer) , トチノキ (Aesculus) ， ムクエノキ (Aρhananthe) ，ワダイカ γ

パ (Betula)，ヤマガキ (Viospyros)，アサダ (Ostrya) , ドロノキ (Populus) ， サワグノレミ (Ptero. 

carya)，その他があげられる。

53 導管が放射方向に複合するが，その複合数は多く 5 個以上

(52) に比べて放射方向に長く複合しその複合数が10個をこえることもある (Fig ， 110, 112, 125, 

135, 219)0 

樹種によってはしばしば (52) がともに適用されることがある。

この例としてハンノキ (Alnus) ，イヌVデ (Carpinus)，ツノハνパミ (Corylus) ， ホルトノキ (E

laeocarpus)，アオハダ (Ilex) ， クスドイグ (Xylosma) ，その他があげられる。

54 導管が蜂奮状，房状などの形に複合する

導管が群状に複合し しかもそれが顕著である場合には，その導管によって形づくられた模様が蜂寓

状，房状などを示す (Fig ， 49 , 141 , 177, 202 , 204 , 205, 208)。また切線方向に畏く複合して花綜状を

示す場合もこれに含める (Fig， 226)。前述した例の場合に，樹種によってはさらにそれらが切線方向へ連

続した帯を形づくることがある。また孔圏外の導管が散在している環孔材で秋材部の年輸界に近い部分で

は，小導管が多数複合して上述したようになることが多い。

この例としてエノキ (Celtis) , チジヤノキ (Ehretia) , タカノツメ (Evodioρanax) , ヤマモガν

(Helicia)，キハダ (Phellodendron) ， ニワトコ (Sambucus) ，アキニレ (Ul抑制) ，その他があげられる。

55-56 導管の穿孔

各導管節の上下に接続している部分には必ず穿孔板があり，その部分に穿孔が認められる。その穿孔の

種類により次のごとく 2 大別する。次の (55) または (56) のいずれか一種類の穿孔を有する樹種が多い

が，樹種によっては両者が認められることがある。

閥単一穿孔を有する

導管の穿孔板に円形~だ円形の開孔が 1 個認められることがある (Fig ， 234, 235, 238, 241 , 247 , 

248, 266 , 267)。この場合，導管の直径が大きいと，縦断面では，導替の膜壁と穿孔板が，ちょうど竹を

縦割したような形を形づくっていることが肉眼またはレシズで認められることがある。

この例としてはイタヤカエデ (Acer)，ケシポナν (Hovenia) , ハ P ギ!1 (Kalopan':lx) , セシダy

(Melia)，ヤマグワ (Morus) ，キリ (Paulownia) ，キハダ (Phellodendron) , ドロノキ (Populus)

ミズナラ (Quercus)，ヤマハゼ (Rhus)，ニセアカジヤ (Robinia)，パヅコヤナギ (Sa!ix) ， Vナノキ

(Tilia) ，ケヤキ (Zelkowa) などがある。

56 多孔穿孔を有する
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導管の穿孔板に (55) に比べると小型の開孔が，数多く認められる。この場合主として，階段状穿孔と

呼ばれるものが多く，他の形のものはきわめて少ない。階段状穿孔は Fig.232 ， 246, 249, 252 , 254 な

どに示すように，関口部が細長く， しかもそれらが平行に配列している。おのおのの関口部の問に残った

穿孔板の部分を階段と呼ぶ。おのおのの関口の間隔およびその階段の数はかなり樹種の特徴を示すことが

ある。なお比較的階段状穿孔に似たものとして網状穿孔があり，その名の示すとおり穿孔板が網目状を示

して L 、る。また階段状を示す場合に少数の網目状のものが認められること，および階段状を示すものが部

分的に認められることがある。その他の例は本邦産材中ではまだ知られていない。

この例としてハシノキ (Alnus) ， ワダイカシパ (Betula) ， ツグ (Buxus) ， カツラ (Cercidiphyllum) , 

ミズキ (Cornus) ， ヅノハVパミ (Corylus) ， ユズリハ (Daρhniphyllum) ， イスノキ (Distylium) ， ホ

オノキ (Magnolia) ， アワプキ (Meliosma) ， ヤマモモ (Myrica) ， アサガラ (Pterostyrax) ， エゴノ

キ (Styrax) ， ハイノキ (Symρlocos) ， その他が<!bげられる。

57 導管壁に螺旋肥厚が常に認められる

導管の内壁に認められる螺旋肥厚は樹種の区別のための顕著な拠点となる (Fig.232， 242 , 243, 244 , 

263 , 264 , 270, 277 , 287)。樹種によってはすべての導管壁に顕著に認められることがあり，また常に認

められるのではあるが，かなり不顕著で注意しないと見落すようなものもある。

樹種によっては螺旋肥厚の出現が，偶発的なことがあり，また常に認められても，その存在が導管の尾

部に限られていることもあるが，この両者の場合には適用しない。

この例としてイタヤカエデ (Acer) ，マユミ (Euonymus) ， ヤマモガν (Helicia)，アオハダ (Ilex) , 

ヒイラギ (Osmanthus) ， アサダ (Ostγya) ， ヤマザクラ (Pru r.us) , ナナカマド (Sorbus) ， ハイノキ

(Symplocos) ， ジナノキ (Tilia) ， クスドイグ (Xylosma) ，その他があげられる。

58 小導管の導管壁にのみ螺旋肥厚が常に認められる

螺旋肥厚が小導管に認められ，その出現が顕著であることがある (Fig.236 ， 237, 240) 。このことは螺

旋肥厚が偶発・的に秋材部の小導管に認められるような場合を意味するのでなく，春材部の大型の導管には

螺旋肥厚が認められないが，秋材部の小導管にのみ顕著な螺旋肥厚が常在する場合に適用する。このこと

は一般に小導管が切線状の帯，花総状，房状などを示す場合に認められることが多い。

この例としては ì/":/i/ ユ (Ai lanthus) ， メギ (Berberis) ， カジノキ (Broussonetia) ， キササグ (Ca.

talPa) ， サイカチ (Gleditsia) ，ヤマグワ (Morus) ， キハダ (Phellodendron) ， ムクロジ (Sapindus) ，

アキニレ (Ulmus) ， ケヤキ (Zelko叩a) ， その他がある。

59 導管の側壁に階段状紋孔がある

導管の側壁に導管の長軸に直角方向に伸びた大型の，平行にならんで階段状の模様を形づくる紋孔が認

められることがある (Fig.232， 246) 。

なお (29) を適用されるヤマグルマ (Trochodendron) の基礎組織を形づくる仮導管にはこの紋孔が

認められる。

この例としてはカツラ (Cerci di phy llum) ， ヒメユズリハ (Da.ρ加iphyllum) ， ノリワツギ(功'dran

gea) ，ホオノキ (Magnolia)，オガタマノキ (Michelia) ， ハイノキ (Symplocos) ， ゴマキ (Viburnum) , 

その他がある。

6~ 導管の側壁に小さい紋孔があり，交互状，並列状およびその他の配列をする
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導管の側壁に小さい紋孔があり，それらが上述したような配列を示す (Fig， 234, 237, 243 , 251, 266, 

267 , 270 , 271 , 272, 276 , 277, 278 , 291 , 294, 297)。これらの配列をする場合でもかなり， 樹種によ

ってはその配列の仕方に差異があり，また小さいとはL、え，その紋孔の大きさには樹種による差がかな

り認められる。交互状に配列する場合，おのおのの紋孔が密着して蜂寓状の模様を形づくる場合が少なく

ない。またおのおのの輪郭が円形~だ円形を示していることもある。紋孔の配列がとくに傾向をもたず，

散在することもある。

この項目では以上述べたように (59) が適用されないすべての紋孔を適用する。

この項目を適用される樹種は (59) が適用される紋孔を有する樹種を除いたすべての樹種である。

61 

62 

63~86 射出線についての項目

この組織を意味する語としては放射組織が最も適当と考えられるが，一般にはあまり用いられていな

い。このための語としては古くから髄線，射出線などが多く用いられてきている。ここではカードが利用

される現場などを考えると，一般によく用いられている語を用いた方がより効果的であると考えた。しかし

前述した 2 語のうち髄線はこの組織を説明する語としては不適当であることがしばしば指摘されている。

したがってここでは射出線を用いる o

63 射出線にとくに目だつ光沢がある

射出線は多くの樹種の場合，多少は他の組織とはその色調が異なっている。そのことがしばしば樹種の

特徴となることがあるが，これとは別に樹種によっては木口面で顕著な光沢のある射出線をもつことがあ

る。肉眼的な性質がよく似ている樹種の聞で， しばしばこの光沢の有無が区別点となることがある。一般

にはその肉眼的な認めやすさから考えても幅の広い射出線にこの項目が適用されることが多い。

この例としてはナツグミ (Elaeagnus) ， プナ (Fagus) ，ヤマモガν (Helicia) ， イヌツグ (llex) ， そ

の他がある。

64~67 射出線の幅

ここでは肉眼的な観察を主として，一般によく知られている各段階を代表するような典型的な射出線幅

を有する樹種を基準としている。各項目に示してある数値はおのおのの段階を代表するような射出線幅を

測定したもので，その基準の取り方からみても，これらの数値の意味するものはとくに厳密なものではな

L 、。導管の大きさの測定の場合と同様，ここでは少数の例がわずかにその段階をこえるような場合には，

切り捨てて 1 項目のみを適用する。また射出線幅の値が 2 項目を適用しなければならないこともしばし

ばある。

樹種によっては射出線の色調と他の組織の色調との対照が明らかな場合，逆の場合などがあるから，肉

眼による場合には測定にあたって注意しないと，実際の幅ょに広くなったり，狭くなったりすることが

おきる。

64 レンズによってはじめて認められる

射出線の幅が狭く， 25μ を越えない場合には肉眼では認められないことが多L、。とくに狭い場合にはそ

の線の所在も不明なことがある。これらはレシズを用いることによって，はじめて認められる (Fig， 1 , 

3 , 100, 101, 103, 113, 120)。このような射出線は一般には単列~複列の場合が多い。
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この例としてトチノキ (Aesculus) ， ずイブリポク (Amelanchier) ， ツグ (Buxus) ，カツラ (Cercidi.

þhyllum)，ユズリハ (Da.ρhniρhyll配m) ， 。イスノキ (Distylium) , ミツマタ (Edgeworthia) ， マユミ

(Euonvmus) ， マンサク (Hamamelis) ，ホオノキ (Magnolia) ， アカメガν ワ (Mallotus) ， ダンコワ

ノミイ (Lindera) ，ネジキ (Lyonia) ，オオワラジロノキ (Malus)，アサダ (Ostrya)，カナメモチ (Pho ・

tinia) , ドロノキ (Poþulus) ，サワグノレミ (Pterocarya) , ノミツコヤナギ (Sali又) , ナナカマド(ぷor ・

bus) ， クスドイグ(おIlosma) ，その他がある。

筋肉眼でも認められる

レンズを用いなくとも，肉眼によって射出線が認められる場合がある。他の組織との色調の対照が明ら

かでない射出線はしばしば見落されることがある。また (64) を適用されるものとの限界に近い幅をもっ

ているものは，その区別がむずかしL 、。一般にこのような幅をもった射出線の幅は 25-50μ の範囲に含

まれる (Fig. 4 , 7 , 14, 53, 63 , 116, 127, 143, 145, 147) 。

この例としてはコνアプラ (Acanthoρanax)，イタヤカエデ (Acer) , カゴノキ (Actinodaρhne) , 

ネムノキ (Albizzi a) ， ワダイカシパ (Betula)，キササグ (Cata~ρa) ， クスノキ (Cin担amomum) ，ユ

クノキ (Cladrastis) , ミズキ (Cornus) ， カクレミノ (Dendroþanax) ， ホルトノキ (Elaeocarρus) ，

タカノツメ (Evodioρanax) ， アコウ (Ficus)，ケシポナV (Hovenia) , Vキミ (Illi cium) ，オニグ

ノレミ (Juglans) ，ハリギリ (Kaloρanax) ， イヌエシジユ (Maackia) ，セシダシ (Melia) , ヤマモモ

(Myrica) ，キハダ (Phellodzndron) ， ノグルミ (Platycarya) ， ヤマザクラ (Prunus) ， ヤマウルν

(Rhus) ，ハイノキ (Symþlocos) ， νナノキ (Tilia) ， カラスザンν ョワ (Zanthoxylum) ， その他がある。

66 幅は中庸を示す

とくに注意を払わなくとも射出線が肉眼でも容易に認められ，その射出線も，線としてだけではなく，

かなり幅のあるものとして認められるようになる (Fig.49 ， 55, 56, 58, 88, 97 , 108, 114)。とくに

(67) に近い部分は帯として明らかに認められる。このような射出線は 50-100μ の範囲に含まれる幅

を有する。この程度の幅を有する射出線は，もちろん樹種による例外はあるが，とくに散在状配列の導管

を有する材では，導管の切線方向の直径よりも，広いことが多くなってくる (Fig.71 ， 132, 154) 。

この例、としてはVy i/ユ (Ailanthus) ， メギ (Berberi5) ， チヤジチシ (Cedrela) ， エノキ (Celtis) ，

ウツギ (Deutzia) ，ナツグミ (Elaeagnus) ， ブサザクラ (Euρtelea) ， ゴンズイ (Euscaρhis) ， サイカ

チ (Gleditsia) ，アオハダ (llex) ， ヤマグワ (Morus) ，モクコク (Ternstroemia) ，ヤマグルマ( 1'0・

chodendron) ， ν ヤVヤジポ (Vaccinium) ，その他がある。

67 広い~きわめて広い

射出線の幅が広くなると肉眼でもきわめて明らかになり，きわめて広い場合には鋸断した木口面，柾目

面などで肉眼によっても明らかに認められる。この段階に含まれる射出線の場合には，一般にその幅が導

管のそれよりも広いことがほとんどである (Fig.24， 26, 32, 37, 54, 146 , 155)。この項目の適用される

ものはその幅が 100μを越えるもので， しばしば 200μ を越える射出線を有する樹種もある。

このような射出線ではその細胞の配列数が多く， 10細胞幅以上になっている。また個々の射出線は幅が

狭いが，それらが多数集合 Lて，肉眼的には木口面で幅の広い帯を形づくる集合射出線もほとんどがこの

項目の適用をうける。

この例としてハンノキ (Alnus) ，アオキ (Aucuba)，イヌジデ (Carþinus) ， コジイ (Castano_ρsis) , 
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ヅノハVパミ (Corylus) ，チジヤノキ-(Ehr.eti a) ， プナ (Fagus) ，アオギリ (firmiana) ，' ヤマモガν

(Helicia)，マテパν イ (Pasania) ， ミズナラ，アカガν (Quercus) ，タイミシタチパナ (Raþanaea) ，

その他がある。

68~70 射出線の高さ

肉眼による測定を基準とするため，射出線の形によっては， しばしば顕微鏡による測定値と異なってい

ることがあるから，取り扱う際には注意すべきである。このことの一例をあげると，異性 I 型 (71) を示

す射出線では，幅の狭い単列部の高さが，かなりの部分を占めているが，その多列部は柾目商，板目面で

明らかであっても，単列部はほとんど認めることはできない。したがって肉眼による結果と顕微鏡による

ものとは差がでてくる。さらに集合射出線の場合にこのことは著し~ '0 

集合射出線の場合は柾目函では個々の射出線としてしか認められないため，その射出線の高さは低い

が，板目面では，その性質上，高い射出線として認められる。したがってこのことを考えて，射出線は板

目面での高きを主として測定するようにしたL 、。

68 射出線の高さは lmm より低い

例をあげると次のとおりである (Fig.182， 191, 192, 193) 。

カゴノキ (Actinoda.ρhne) ， ワダイカシパ (Betula) ， ヤチダモ (Fraxinus)，ハリギ日 (Kaloρanax) , 

セシダシ (Melia) ，ナワグノレミ (Pterocarya) ， パツコヤナギ (Salix) ， その他。

69 射出線の高さは 1~2mm

例をあげると次のとおりである。

ユズリハ (Daþhn(ρhyllum)，カクレミノ (De担droρanax) ，ワツギ (Deutzia) ， ホルトノキ (Elaeo・

carþus)，アコワ (Fjcus) ，ノリワツギ (Hydrangea) ， アオハダ (Ilex) , も/キミ (Illicium) , ì/ラキ

(Saρium) ， νナノキ (Tilia) ， その他。

70 射出線の高さは， 2mm を越える

例をあげると次のとおりである (Fig.185， 186, 189, 196, 197) 。

ハンノキ (AliiUS) ，アオキ (Aucuba)，メギ (Berberis) ， イヌ νデ (Carρinus) ， コジイ (Castano・

ρsis) ， プナ (Fagus)，アオギリ (Firmiana) ，ヤマモガì/ (Helicia)，プヲプキ (Meliosma)，マテパ

ì/イ， (Pàsania)，アカガν ， ミス・ナラ (Quercus) ，タイミシタチパナ (Raþanaea)，モクコク (Ter ・

持stroemia) ，その他。

71~76 射出線の形の分類

射出線の形の分類は多くの研究者によって種々の角度から行なわれてきているが，.ここでは KRIBS舶

の分類法にdしたがった。

;/71 ，異性 I 型

，-単列射出線と多列射出線とからなるー(Fig.246， 258, 259, 262, 263 , 264. 284. 286. 288. 298, 299 

300) 。

'.、 a.. 単列射出線 多列射出稼の多列部の細胞と異なり垂直方向への長さの長い細胞から成立っている o

、 b二多列射出線単列の翼部を上下両端に有し，その単列翼部の長さは多列部と同じくらいか，または

長い単列翼部を形づくっている細胞は単列射出線のそれと同様垂直方向への長さが景い。多列部の細胞は

、叡白面て・円形~だ円形を示‘し.在日面では半径方向に長い占
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72 異性E型

単列射出線と多列射出線とからなる (Fig.246， 255, 257, 274, 282, 288, 302) 。

a. 単列射出線 多列射出線の多列部の細胞とは異なり，垂直方向への長さの長い細胞から成り立って

いる。

b. 一個の大裂の黍直方向への長さの長い細胞を縁辺にもつか，または単列射出線の細胞と同様，垂直

方向への長さの長い細胞から成り立っている単列部を有するが，その部分の長さは多列部より短L 、。多列

部の細胞は板目面で円形~だ円形を示し，柾目面では半径方向に長い。

73 異性E型

単列射出線と多列射出線とからなる (Fig.232 ， 247, 273, 276)0 

a. 単列射出線 2 種類がある。一つは垂直方向への長さの長い細胞からなり，他は多列射出線の多列

部の細胞とほとんど同様な細胞から成り立っている。

b. 多列射出線 射出線の縁辺には方形(垂直方向への長さが長いものではなく)で，一般に 1 列に配

列する細胞があり，もし単列部が高くなることがあっても，細胞は方形で，その垂直方向への長さは長く

はならなL 、。多7"IJ部の細胞は板目面で円形~だ円形を示し，柾目面では半径方向への長さが長い。

74 同性

単列射出線と多列射出線とからなる (Fig.236， 242, 243, 249, 250, 254, 266, 268, 269, 271, 272) 。

a. 単列射出線 多列射出線の多列部の細胞と同様な細胞からなる。

b. 多列射出線 射出線の縁辺には方形または垂直方向への長さの長い細胞はなく，細胞はすべて板目

面~円形~だ円形を示し，柾目面では半径方向への長さが長い。単列の翼部を有することも，有しないこ

ともある。

75 単列，異性

射出線はすべて単列であり，板目面で観察すると，円形~だ円形の細胞と，垂直方向に長さの長い細胞

との 2 種類によって成り立っている (Fig.292， 293) 。

76 単列，同性

射出線はすべて単列であり，板目面で観察すると，円形~だ円形の細胞のみから成り立っている。柾目

面ではこれらの細胞は半径方向への長さが長く，横臥状を示す (Fig.238， 244 , 248, 279. 290, 291) 。

77 集合射出線

多数の幅の狭い，高さの低い射出線が多数集合して肉眼または低倍率のレシズなどによっては， 1 個の

大型の紡錘形の射出線として認められることがある。この場合，その集合する度合によって，かなりの肉

眼的および顕微鏡的な性質が異なっている (Fig.13， 24, 44, 189, 192, 219, 278) 。これを木口菌で，

主主意深くレシズなどによって観察すると，この幅の広い射出線が 2本以上に分れていることが認められ

る。板目面では一見大型の紡錘形の組織として認められるが，注意するとそれが他の組織によって 2 個以

上に分たれていたり，また樹種によってはその部分に他に比べて，ただ射出線の分布密度が多いのみであ

る程度のことがある (Fig. 9 , 219)。肉眼的に観察した場合，板自国では，同様な紡錘形を示す他の射出

線に比べると輪郭が明らかでないしまた光沢が少ないことが多い。また柾目面ではこれだけの高さの為

る射出線主しては認められず，これを構成し℃いる低い射出線としての高さしか示さないことが多L 、。

ζ の例としてはハシノキ {Alnus) ， コジイ (Çastanoρ$is) , ヅノハジパミ (Cory!.us) , ワパメガV
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(Quercus)，その他がある 0

78 射出線は単列~複列，または複列

この項目が適用されるほとんどの場合は肉眼では認め難い (Fig.274， 275, 286)。したがって (64) も

同時に適用されることが多い。 (78) として示す場合は大部分が単列~複列であるが.少数の 3 列のもの

が含まれる場合，また (75) ， (76) でありながら.まれに複列のものを含む場合などを示している。

この例としてはずイブリポク (Amelanchier) ， ツグ (Buxus) ， カツラ (Cercidiþhyllum) , ヤマガ

キ (Diosþyros) ， ミツマタ (Edgeωorthia)，イイギリ (Idesia)，オオウラジロノキ (Malus) ， ヒイラ

ギ (Osmanthus) ， ヤマハゼ (Rhus)，クロワメモドキ (Rham担us) ， ハν ドイ (Syringa) ，クスドイグ

(Xylosma)，その他がある。

79 広射出線と狭射出線の 2 穫が明らかに認められる

木材を木口商で観察した際に広い射出線と狭い射出線が明らかに区別されて，認められることがある。

一般には広い射出線が数細胞幅を越え，狭い射出線との問の細胞幅の差が著しく， しかもその細胞幅の移

行が漸滅的でない場合に適用される (Fig.268， 273, 280, 281. 285; 287) 。

肉限およびレシズなどによる場合を考えて集合射出線 (77) がある場合にもこれを適用する。

この例としてハシノキ (Al即時) ，アオキ (Aucuba) ，コジイ (Castanoþsis)，ナツグミ (Elaeagnus) , 

プナ (Fagus) ，アオギリ ('Firmiana)，ヤマモガν (Helicia) ， マテパV イ (Pasania) ， ミズナラ，ア

カガν (Quercus) ，アキニレ (Ulmus) ， νャνヤシポ (Vaccinium)，その他がある。

80 射出線の細胞幅は 5 を越える

樹穣によってはしばしば (81) をともに適用することがある。細胞幅が常に 5 を越えるが， (81) が適用

されるほどは広くない場合に適用する (Fig.266， 268, 273 , 283, 288) 。

この例としてはアオキ (Aucuba) ，エノキ (Celtis) ，チνヤノキ (Ehretia) ，プサザクラ (Euþtelea) , 

ヤマグワ (Morus)，ウワミズザクラ (Prunus)，アキニレ (Ulmus) ， i/ ヤ i/ヤシポ (Vaccinium)，ケ

ヤキ (Zelkowa) ，その他がある 0

81 射出線の細胞幅は10を越える

細胞幅が常に 10 を越える場合に適用する (Fig.280， 281 , 285 , 287) 。

この例としてはVシジユ (Ailanthus)，メギ (Berberis)，ゴシズイ (Euscaρhis) ，プナ (Fagus) ，

サイカチ (Gleditsia) ， ヤマモガν (Hetici a) ， ヤマグノレマ (Trochodendron) ， その他があるL

82 射出線細胞中に結晶が認められる

射出線細胞中にνュワ酸石灰の結品を含む樹種は少なくなく，樹種の特徴を示すことが多い (Fig.

257, 264, 268, 269, 273)。結晶を含んでいても，その含む細胞が縁辺の細胞であるか，縁辺以外の細胞

であるか，またはその両者であるかが樹種によって異なる。その結晶が方形~ひし形，長方形または金平

糖状を示すか，どうか，またさらにその大きさはどうかなども樹種の区別点として考えるべき点である。

また結晶が細胞中に 1 個ずつ含まれるか 2 個以上が含まれるか，さらに結晶を含む細胞が，大きく変形

しているかどうか，細胞が隔膜で仕切られてz その中に結晶が含まれているかなども結晶の存在が認めら

‘れた場合に検討されなければならない点である。

この例としてイヌ νデ (Carρinus) , チヤジチシ (Cedrela) , ユクノキ (Cladrastis)，ケシポナν

(Hovenia) ，、プカメガV ワ (Mallofus) , アサダ (Ostrya) ， カナメモチ (Photinia) , イボタノキ
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(Ligust rum) , マテパν イ (Pasania)，ニガキ (Picrasma) ， ノグノレミ (Platycarya) ， アカガ i/ (Quｭ

ercus) ， ワJレ i/ (Rhus)，ケヤキ (Zelkowa) ，その他がある。，

E 

84 射出線中に水平樹脂溝が認められる

ここで用いる樹脂溝の意味することは 91-93 :垂直樹脂溝についての項目で説明されるものと同じで

ある 6 紡錘形を示している多列射出線中に，放射方向へ向って走る水平樹脂溶が認められる。最も認めや

すいのは板呂面である。射出線中に 1-2個の褐色などに着色した点が認められ，レシズによるとかなり

奥行のある孔として認めることができる (Fig_183， 188, 289) 。

この水平樹脂溝は Anacardiaceae ， Apocynaceae , Araliaceae , Burseraceae, Cactaceae Cochｭ

lospermaceae, Compositae , Crypteroniaceae, Dlpterocarpaceae , Euphorbiaceae, Guttife ・

rae , Hamamelidaceae, Julianiaceae , Loganiaceae , Moraceae , Myrtaceae, Rosaceae , Rubiｭ

aceae , R utaceae , Sapiñdaceae, Solanaceae , Thymelaeaceae, Ulmaceae , Umbelliferae な

どの各科の樹種に存在することが知られているが，本邦産の樹種にはその例がきわめて少なく， Anacar 

diaceae のチヤジチシモドキ (PO叫:partia) ， Araliaceae のカクレミノ (Dendro，ρanax) , ブカノキ

(Scheffera) などに認められる特徴である。

85 射出線が層階状の配列をする

射出線の高さが一定で， しかも板目商で水平方向に配列し，その配列がかなり平行に，規則的になって

いることがある (Fig.182 ， 187, 279) 。

肉眼的には顕著な波状紋 (96) を形づくる。射出線が層階状に配列する場合，個々の射出線は幅が狭

く，高さも低いので，個々の射出線としては肉眼では認められない。

この例としてトチノキ (Aesculus) ， ヤマガキ (Diosþylos) などがある。

86 鞘状細胞が認められる

多列射出線を板目面で観察した際，その射出線の多列部が円形~だ円形の横臥状細胞のみから成り立っ

ていないで，多列部の周囲を大型の直立細胞，長だ円形，方形の細胞などが包んで鞘状を示すことがあ

る (Fig.284， 285)。樹種によってはこの鞘状を示す細胞が，完全に射出線の多列部を包まず，紡錘部の

一部あるいは片側のみにあることがある。

この例としてはタラノキ (Aralia)，アオキ (Aucuba) ， メギ (Berberis) ， エノキ (Celtis)，クツギ

(Deutzia) ， アコク (Ficus) ，ヤマモガi/ (Helicia) , アオハダ (llex)，タイミシタチパナ (Raρa

naea) ，ニワトコ (Sambucus) ， ヤマグルマ (Trochodendron) ， ν ャνヤシポ (Vacdnium) ， その他が

ある。

87-90 射出線と導管の聞の紋孔

87 紋乳は交互状，並列状に配列する

分野紋孔の大きさは小~中庸で，その配列が交互状，並列状などに配列している (Fig.237， 244, 248, 

252, 262)。したがって (88) , (89) などを適用しないすべての場合に適用する。

この例として多数の樹種があり， (88) , (89) などを適用されない樹種がすべて含まれる。

88 紋孔は階段状に配列する

大型の紋孔が，その長きが放射方向に長く， しかもそれらが平行に配列して階段状を示すことがある



--'--36- 林業試験場研究報告第 118 号

(Fig.232, 245, 246, 253) 。

樹種によってはしばしば部分的に紋孔が並列状に配7IJLていることがゐり，その場合には (87) をとも

に適用する。

この例としてツパキ (Camellia) , カツラ (Cercidiphyllum) , サカキ (Ciéyera) , ヒメユズりハ

(DaphniphylluTI仏イスノキ (Distylium) ， フサザクタ (Euptelea) ， アゴク (Ficus) ; ノリクツギ

(的，dra担~gea) ， V キミ (Illicium)，オガタマノキ (Michelia)，アセビ (Pieris) ， ミツパツツジ (Rho.

dodèndron)，ナッツパキ (Steu!artia) ， ゴマキ (Viburnum) ，その他がある。

89 紋孔は柵状に配列する

紋孔が大型で， しかも垂直方向への長きが畏く，平行に並んで，柵を立てたように認められることがあ

る (Fig.233) 。

この紋孔は Fagaceae にのみ認められ，スダジイ (Castanea) ， マデパV イ (Pasania)，アカガν，

クヌギ (Quèrctis) ， その他の顕著な特徴の一つである。

90 

91-102 その他の性質についての項目

この項目の中には他の項目の中に含まれない項目をすべて含める 0

91-93 垂直樹脂潜についての項目

ここで示している垂芭樹脂溶とは垂直細胞間際溝のすべての種類を意味している。細胞間際、溝を分類す

るために種々の名称が用いられてきている。すなわち針葉樹材に認められるものを樹脂溝，広葉樹材に認

められるものをゴム質物溝とする場合，さらに後者の場合，その内容物を検討し，その内容物のいかんに

よってゴム質物溝，樹脂溝などと分類する場合，さらにこれらの内容物，長さなどを考えたより詳しL 、命

名などが行なわれている。

ここでは細胞間隙溝として用いるべきであるものを，一般にきわめて慣用的に用いられてきている樹脂

溝を利用のための便宜さを考えて用いる。したがって，ここではその中に含まれている物質が樹脂である

ことのみを示しているのではなレ。実際に筆者の観察によっても，本邦産の広葉樹材中に認められるもの

のうち，黒色~黒褐色のゴム質物が認められるものが多く，一例のみに内容物が揮発性の物質であるため

か全くの空溝になっていることが認められた。

91 垂直樹脂溝が認められる

木材の木口商で，導管とは別に，、開孔が認められ，さらにそれらの幾っかが切線方向に配列しているこ

とがある (Fig.99， 138, 190, 228, 229) 。 これらを縦断面で観察すると長い条を形づくっている。垂直

樹脂溶中には分泌物が認められることがあるが，また何も認められず，空隙となっている場合もある。

この項目は正常，外傷による偶発・的なものの両者を含め，垂直樹脂溶の存在する場合には適用する。

正常の垂直樹脂溝を有する樹種は少なく， Caesalpiniaceae , Connara写 e !i e; ， Cornaç~ae ， I)ipter.oｭ

carpac,eae , Simafubaceae などの各科に含まれているものに認められることが知られている。

ヌド邦章材中には正常に認められるものはなく，外傷による偶発・的な垂直樹脂溝の存在のみが知られてにい

る。

92 垂直樹脂溝は同心円弧状を示す

垂直樹脂溝は切線状に配列 L; 、それを包む柔細胞は長く同心円弧状の帯を形づくり，‘肉眼によ?ても顕
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著な特徴として認められる (Fig.227)。この特徴は本邦での市場材ではラワシ類として取り扱われてい

る Dipterocarpaceae の樹種に顕著な特徴である。

93 垂直樹脂溝は正常でなく，外傷によって偶発的に生じる

正常に発生している垂直樹脂溝に比べ，その出現は少ないことが多く，またその垂直方向への長さも短

い。その切線方向への配列も長くはない (Fig.99， 138, 190, 228, 229)。その発生の原因からもうなづ

けることであるが，その溝の輪郭は不規則な配列の細胞によって形づくられている。

この性質が知られている樹種は Ampelidaceae， Bombacaceae, Braginaceae , Burseraceae, 

Caesalpiniaceae, Combretaceae, Elaeagnaceae, Elaeocarpaceae, Euphorbiaceae, Hamameli. 

daceae , Lecythidaceae , Malvaceae, Meliaceae, Mimosaceae, Moringaceae , Myrtaceae , 

Pap i!ionaceae, Proteaceae, Rosaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Simarubaceae, Sterculi-

aceae, Styracaceae, Vochysiaceae などの各科に属するものである。本邦に産するものとしては Ela

eagnaceae に属するナツグミ (Elaeagnus) ， Meliaceae に属するテヤシチン (Cedrela) ， Rosaceae 

に属するヤプグクラ，ウワミズヂクラ (Prunus) など， Rutaceae に属するカラスザンV ヨワ (Zantho

xylum) , Simarubacea巴に属するニガキ (Picrasma) その他がある。

94 分泌細胞がある

射出線細胞および柔細胞中に，他の細胞とは形が異なり，大型で円形，だ円形，卵形などを示す細胞が

認められ，その中に油状の物質などを含むことがある (Fig.220， 232, 276) 。

この性質が認められるのは Annonaceae ， Aristolochiaceae , Burseraceae, Canellaceae, Dillenia. 

ceae, Hernandiaceae, Lauraceae, Magnoliaceae , Monimiaceae, Myristicaceae, Piperaｭ

ceae, Rutaceae , Saurauiaceae , Schisandraceae , Winteraceae などに属する樹種であることが知

られている。本邦産材中では Lauraceae に属するカゴノキ (Actinoda.ρhne) ， クスノキ (Cinna脚mum) ，

ダシコヲパイ (Lindera)，タプノキ (Machilus) ， i/ ロダモ (Neolitsea) , その他があり， Magnolia ・

cea巴に属するオガタマノキ (Michelia) にも認められる。

95 材内筒部

一般にわれわれが出会うような本邦産材には認められない性質であるが，樹種によっては箭部が材の中

に含まれていることがある (Fig.30l)。

96 波状紋

縦断面において木材の構成要素の長さが一定で，水平方向に平行に，規則的に配列すると肉眼的にも顕

著なさざなみ状の紋様を示すことがある (Fig.182， 187) 。

これらの波状紋は射出線が層階状に配列して (85) ，そのために認められる場合と，それ以外の組織に

よって認められる場合がある。

この例としてはトチノキ (Aescu!us) • ヤマガキ (Diospylos) ， ν ナノキ. (Tilia) ，その他がある 0

97-102 

(91) -(96) までに取り上げた性質および一般的性質，柔細胞，導管，射出線，木繊維などの項目に取り

上げてはいないが，その他にも少数の樹種の識別のためにはきわめて特徴的な拠点となる性質も少た〈な

い。また項目としての取り上げ方を変えたり，さらに項目によっては細分することによっ℃有力な拠点が

作り出されるごともある。、 、 、 '-. ,< 
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この項目では上述したような性質を必要に応じて取り上げるようにする。その例をあげれば Legumino・

sae の材の導管に認められる Vestured pits，細胞中に認められる Silica，単位長さに存在する射出線

の数，細胞中に認められる給品の形およびその細胞の形などおよびその他の性質が考えられる。

103-107 木織縫などについての項目

木織惟と繊維状仮導管との区別は一般には前者に単紋孔があり，後者に重紋孔があることによって行な

われているが，両者の間には移行形のものがあり，実際に区別することはむずかしいので，ここでは木繊

維などとして両者を一括している。

103 螺旋肥厚が膜壁に認められる

木繊准などの膜壁に螺旋肥厚が認められる場合，ほとんどすべてに認められる場合 (Fig.263) と， 特

定の部分に存在する木織縫などにのみ認められることがある。

この例としてサカキ (Clevera) ， ワツギ (Deutzia)，ナツグミ (Elaeag持us) ， マユミ (Euonymus) ，

ア才ハダ (Ilex)，イボタノキ (Ligustrum)，カマツカ (Pourthiaea) , ハイノキ (Symρlocos) ， サン

ゴジユ (Viburnum) ， そのf也がある。

104 層階状配列をする

木織'准などがその長さが一定で，規則的に配列していることが縦断面で認められることがある (Fig.

234, 242, 259, 282 , 296) 。

このような場合細胞の尖端は鈍角で，長さも短い。

この例としてイタヤカエデ (Acer) ， i/ ンジユ (Ailanthus)，カクレミノ (Dendroρanax) ，ヤマガキ

."(Diosρyros) , ミツマタ (Edgeωorthia) ， チ νヤノキ (Ehretia) ， アコワ (Ficus)，アオギリ (Firmi.

ana) ， セシダシ (Melia) ，キリ (Paulownia) ， i/ ナノキ (Tilia) ， その他がある。

105 隔膜がある

木織准の内壁に細胞の畏軸に対して直角方向に薄い隔膜が認められることがある (Fig.262， 265) 。

この伊lとしてアオキ (Aucuba) , クサギ (Clerode舟dron) , カクレミノ (Dendro�anax) , ワツギ

(Deutzia) ， タカノツメ (Evodio，ρanax) ， アコク (Ficus) ， アオギリ (Firmiana) ， アワプキ (Meliosma) , 

キハダ (Phellodendron) ， アセビ (Pieris) ，チヤシチシモドキ (Pouρartia) ， ヤマザクラ (Prunus) ，

ワノレν (Rhus) ， エンジユ (Soþhora)，ムクロジ (Saþindus)，クスドイグ (Xylosma)，その他がある。

106 膜壁に重紋孔が認められる

細胞の膜壁に重紋孔が認められ，そのことがしばしば樹種の特徴となることがある (Fig.263) 。

この例としてはア方キ (Aucuba)，カツラ (Cercidiρhylluin)，ユズリハ (Da，ρhniρhyllum) ， イスノ

キ (Distylium)，マユミ (Euonymus) ， ブサヂクラ (Euρtelea) ， アオハダ (llex) , i/ キミ (Illici um) , 

イボタノキ (Ligustrul叩)，ヤマモモ (Myrica) ， カマツカ (Pourthiaea) , ミツパツツジ (Rhododend.

ron) ， ハイノキ (Symþlocos) ， ν ャνヤジポ (Vaccinium)，ゴマキ (Viburnum)，その他に認められる。

108-110 木材の重さ(気乾)

この項目の適用は主として松島問"林業試験場品〉，渡辺聞などによっている。

108 軽い

比重 0.5 以下のものに適用する。

例としてハンノキ (Alnus) ， キリ (Pauloωnia) , ドロノキ (Po�ulus) ， サワグノレミ (Pterocarya)，
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パツコヤナギ (Salix) ， ν ナノキ (Tilia) その他がある。

109 中庸

比重 0.5-0.9 の聞を示すものに適用される。

この項目を適用される樹種が最も多く，その代表的なものをあげると次のとおりである。

イタヤカエデ (Acer) ， ワダイカシパ (Betula) ，クリ (Castanea) • マユミ (Euonymus) ， プナ (Fa.

gus) ，ヤマモガν (Helicia) ， アオハダ (Ilex) ， ハリギリ (Kalo.ρanax) , タプノキ (Machilus) ， ア

サダ (Ostrya) ，ノグルミ (Platycarya) ， ミズナラ (Quercus) ， エゴノキ (Styrax) ， アキニレ (Ulm.

us) その他がある。しばしばこれらの樹種に (108) または (110) がともに適用されることがある。

110 重い

比重 0.9 以上のものに適用する。

本邦産材中で比重 0.9 を越えるものは少なく，オノオレカシパ (Betula) ， イスノキ (Distylium) ， イ

チイガν (Quercus) その他がある。

111-118 樹木の分布についての項目

この項目のうち (111) - (114) までの項目は本邦における地理的な分布について適用したが， (115) 

- (118) は必要に応じてさらに細分する場合，さらには外材にまで適用する場合には (111) - (118) 

を P.40 の註 1 のようにして用いることもできる。この項目の適用は主として大井39) の記載を引用して行

なった。

111 北海道

112 本 9'J11

113 四国

114 九州|

115 

116 

117 

118 

B カードに取り上げた項目の説明

'. 

B カードの項目として取り上げられているものが， Aカードの項目としてすでに取り上げられている場

合にはAカードに取り上げた項目の説明をそのまま適用する。 Aカードの項目番号と B カードのそれとの

関係は Table 4 に示した。 B カードのみに取り上げられた項目の説明のみをこの項で行なう。

91-94 樹木の分布(植物帯)についての項目

この項目の適用は主として本多13) の記載を引用して行なった。

91 亜寒帯

本州などではVラペ，アオモリトドマツなどが代表樹種で，カラマヅ，コメヅガ，ダケカシパ，トワヒなど

が生育する。北海道ではエゾマツ， トドマヅにより代表され，アカエプマヅ，ダケカシパなどが生育する。

このような土地では年平均気温が 60 C以下であることが知られている。

92 温帯

最も代表的な樹種としてはプナがある。イヌプナ， ミズナラなどがこれにつぎ，カV ワ，クリ，ケ-tキ
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コナラ，ì/グ類， トチノキ，ホオノキなどが暖帯からひきつづいて分布し，ì/ラカシパは温帯から亜寒帯

にも達する。その他カエデ，ì/ナノキ，ニレなどの分布があり，ところによってはワラグロモミ， ヒノ

キ，サワラなどが分布する。北海道では黒松内以北においてはプナは認められなし、。

このような土地では年平均気温が 6-130 C であることが知られている。

93 暖帯林

ヵν類，クスノキ類， νイノキ類，ヅパキ，サヂシカ，イスノキ，モチノキ類，ヤマモモなどが常緑樹

として知られている。またアカマツ，ク.ロマツ，カヤなどの針葉樹，エノキ，クヌギ，アベマキなどの落

葉樹も分布する。南部ではアコワ，クス，ソテツなどおよびナギ，イヌマキなどの針葉樹も分布してい

る。さらにモミ，ツガ，クリ，コナラ， νデ類などの生育する土地が温帯につらなっている。

このような土地では年平均気温が 13-21 0 C であることが知られている。

94 亜熱帯

アコワなどが生育し，クスノキ，タプノキなどが暖帯につつ・いて分布する。

このような土地では年平均気温が 21 0 C以上になることが知られて l. る。

95 植栽樹種

元来わが国には分布せず，他から導入されて生育する樹種については (87) - (94) の項目を適用しな

いで，この項目のみを適用する。

96 輸入タト材判

この報告の中では輸入外材についての記載は行なっていないし，また輸入外材を主とした対象ともして

いないが，本邦産材に含めての識別対象となることがある。そのような場合にこの項目を適.用する。その

項目の適用は必要に応じて行なうようにする。

100-102 木材の強さ

ここではとくにこのための試験は行なわず，すでに発表されている値を引用している。この項目の適用

のために用いられたものは主として松島聞に林業試験場舶などによるものである。したがってそれらの中

に認められなかった樹種の値，実際に値があってもその樹種がかん木であってとくに用途などを考えた場

合に必要でないようなものなどについてはこの項目を適用していない。

ここでの値は気乾状態での圧縮強さによって表わされている。

100 弱い 400 kgjcm2 以下

101 中庸 400-500 kg j cm2 

ホ 1 さらに輔、入外材のために細分した分布の項目が必要である場合にはこの項目を適用するとともに便

法として本邦産材の分布の項目 (87) - (94) を転用して次のようにすればよい。

87 ヨーロヅパなど。

88 イシド，ピノレマ，セイロシ，パキスタシなど。

89 マラヤ，タイ，フイリツピシ，ボルネオ，インドνナ，ニューギユヤ，イシド糸Vヤなど。

90 ォーストラリヤ，ニユムグーラ Y ドなど。

91 アフリカなど。

92 北米。

93 中，南米。

94 その他。



102 強い 500kg/cm2 以上

103 落葉性

104 常緑性

105-118 用途

本邦産広葉樹材の識別(須藤) - 41 ー

この項目の中に含まれないような特殊な用途はその他を適用して Table 5 の備考欄に示すようにし

た。この項目の適用は文献からの引用によっている。このために用いられたものは本多凶，松島33)，農商

務省山林局38)，渡辺町などによるものである。

Table 4. Aカードと B カードの項目番号の関係

Relation between the item number of card A and B 

Bカードの項目 Aカードの項目 B カードの項目 Aカードの項目 Bカードの項目 Aカードの項o号目f 番号 番号番号番号番号 番Item No. Item No. of Item No. of Item No. of Item No. of Item No. of 
Card B Card A Card B Card A Card B Card A 

41 43 81 76 
2 2 42 44 82 77 
3 3 43 45 83 78 
4 4 44 46 84 82 
5 5 45 47 85 84 
6 6 46 48 86 85 
7 7 47 49 87 111 
B 8 48 50 88 112 
9 9 49 51 89 113 
10 10 。 52 90 114 

11 11 51 53 91 * 
12 12 52 54 92 * 
13 13 53 55 93 * 14 14 54 56 94 ' ホ

15 15 55 57 95 割ド

16 16 56 58 96 * 17 17 57 59 97 lQ8 
18 18 58 60 98 109 
19 20 59 9ヲ 110 
20 21 60 91 100 * 
21 22 61 92 101 * 22 23 62 94 102 * 23 24 63 95 103 古住

24 25 64 96 104 * 25 26 65 105 本

26 27 66 103 106 * 27 28 67 104 107 本 l

28 29 68 63 108 * 29 30 69 64 109 * 30 31 70 65 110 * 
31 32 71 66 111 本

32 33 72 67 112 調ド

33 34 73 68 113 * 34 35 74 69 114 * 35 36 75 70 115 * 36 37 76 71 116 本

37 39 77 72 117 * 38 40 78 73 118 * 39 41 
78v 9 74 

40 42 75 

注: * これらの項目は Bカードに取り上げた項目の説明の項で説明し，これらの項目番号による詑
載は Table 5 で行なっている。

人~ヘ
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No. 樹 種 名
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Table 5. . B カーでドのための項目(分布，

Descriptions with the items of distribution. 

分 布 重 さ 守怠 白さ

北海|利四|九 I~~~I 暮|暖門績|輸入 軽|中|重 弱|中|強
道87 1 88 1 8同919州0191 192 帯93 待94 I 9栽5 外96材 い庸い い庸い

97198199 100 1 101 1 1句

1 i ヤマナラ ν10 。 。 。 。 。

2 ド ロ ノ キ 。 。 。 。 。 。

3 パヅコヤナギ 。 。 。 。 。

4 ヤ マ モ モ 。 。 。 。 。 。

5 ノ グ ノレ 、、、 。 。 。 。 。

6 サワグ Jレミ 。 。 。 。 。 。 。

7 オニグノレミ 。 。 。 。 。 。 。 。

8 イ ヌ ν プア
。 。 。 。 。 。 。

9 ア カ V 。 。 。 。 。 。 。 。

10 ク マ ν ア 。 。 。 。 。 。

11 サ ワ V ノミ 。 。 。 。 。 。 。

12 ア サ ダ 。 。 。 。 。 。 。 。

13 ツノハ ν ノミミ 。 。 。 。 。 。 。 。 。

14 ワダイカシノ4 。 。 。 。 。 。 。

15 ν ラヵ γ 八 。 。 。 。 。 。

16 オノオレカシノミ 。 。 。 。 。 。

17 ダケカシパ 。 。 。 。 。 。

18 ヨグソミネパリ 。 。 。 。 。 。 。 。

19 ヤ ν ヤプ ν 。 。 。 。 。 。

20 ケヤi/-'fプ i/ 。 。 。 。 。 。 。

21 ヒメヤ ν ヤプi/ 。 。 。 。 。 。

22 ケヤマハジノキ 。 。 。 。 。 。 。

23 ミヤマハシノキ 。 。 。 。

24 ノ、 シ ノ キ 。 。 。 。 。 。 。 。

25 プ ナ 。 。 。 。 。 。 。

26 イ ヌ プ ナ 。 。 。 。 。 。

27 ア カ ガ ν 。 。 。 81 。 。 。

28 ハナガガ ν 。 。 。

29 ツクバネガジ 。 。 。 。 。 。 。

30 イチイガ i/ 。 。 。 。 。 。 。

31 ν ラ カ ν 。 。 。 。 。 。 。

32 ア ラ カ ν 。 。 。 。 。 。 。

33 ウパメガ i/ 。 。 。 。 。 。

34 、、、 ズ ナ ラ 。 。 。 。 。 。 。 。 。

35 コ ナ ラ 。 。 。 。 。 。 。 。 。

36 ナラガもノワ 。 。 。 。 。 。 。 。

37 カ ν ワ 。 。 。 。。 。 。 。 。 。

38 ア 4、.、
マ キ 。 。 。 。 。 。 。

39 ク ヌ ギ 。 。 。 。 。 。 。 。 。

40 ク リ 。 。 。 。 。 。 。 。 。

41 コ v' イ 。 。 。 。 。 。

42 ス ダ v' イ 。 。 。 。 。 。

43 マテパ ν ィ 。 。 。 。 。 。

44 ア キ ーー レ 。 。 。 。 。 。 。

45 ノ、 Jレ ーー v 。 。 。 。 。 。 。 。

46 オヒヨヲニレ 。 。 。 。 。 。 。 。

47 ケ ヤ キ 。 。 。 。 。 。 。 。

48 ニL ノ キ 。 。 。 。 。 。 。

49 エプエノキ 。 。 。 。 。 。

50 ム ク ノ キ 。 。 。 。 。 。

51 ヤ マ グ ワ 。 。 。 。 。 。 。

52 カ v' ノ キ 。 。 。 。 。 。

53 ア コ ワ 。 。 。 。 。

54 イ ヌ ピ ワ 。 。 。 。 。

55 ヤマモガ ν 。 。 。 。 。 。

56 ヤマグノレマ 。 。 。 。 。 。

57 フサザクラ 。 。 。 。 。 。

58 カ ツ ラ 。 。 。 。 。 。 。

59 メ ギ 。 。 。 。 。

60 オガタマノキ 。 。 。 。 。
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強さ，重さ，用途，その他)記載

strength, weight , uses and miscellany of B Card 

用 途

家具|建築|箱|器具|枕|替|船|市!?紙lF| 木|寸 No. 性性 指10物5 内10装6 1 107 1 1柄08 1 1木09 1 110 1 1舶111112111ヲ 錠114 パプ1ノ1レ5 116|| 炭117 他118 10ヲ 104

。 。 。 。 。 。 。 マッチ包装材 l 
。 。 。 。 。 。 。 マヅす " 2 
。 。 。 。 。 3 

。 。 。 。 。 4 
。 。 。 げた 5 
。 。 。 。 。 げた，経木，マッチ 6 
。 。 。 。 。 。 7 
。 。 。 。 。 。 。 。 8 
。 。 。 。 。 。 。 9 
。 。 。 。 。 。 10 

。 。 。 。 。 11 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 12 
。 。 。 。 13 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 14 
。 。 。 。 。 。 。 15 
。 。 。 。 。 。 。 。 16 
。 。 。 。 。 。 17 
。 。 。 。 。 。 。 。 18 
。 。 。 。 19 
。 。 。 。 20 

。 。 。 21 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 22 
。 。 。 。 23 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 24 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 25 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 26 

。 。 。 0 櫓擢 27 
。 。 。 。 28 
。 。 。 。 。 29 
。 。 。 。 。 。 櫓 30 

。 。 。 。 。 。 。 。

備櫓櫓長炭擢, 櫓
31 

。 。 。 。 。 。 。 32 
。 。 。 。 。 。 33 

。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 34 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 35 
。 。 。 36 
。 。 。 。 。 。 。 37 
。 。 。 。

。 。 38 
。 。 。 。 。 。 。 39 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 40 

。 。 。 。 。 。 。 41 
。 。 。 。 。 。 。 42 

。 。 。 。 。 。 。 43 
。 。 。 。 。 44 
。 。 。 。 。 。 45 
。 。 。 。 46 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 47 
。 。 。 。 。 。 。 48 
。 。 。 。 。 。 。 49 
。 。 。 。 。 。 。 50 

。 。 。 。 。 。 51 
。 。 樹皮は製紙 52 

。 。 。 。 53 
。 。 54 

。 。 55 
。 。 。 。 56 

。 。 。 。 57 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 58 
。 。 59 

。 。 。 。 60 
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Table 5. 

分 布 重 さ 日童 き

No. 樹 種 名 すIml 日 1317IZi 官官12lqb 空|員|害 弱|高|強L 、 L 、

97198199 100 1 101 1 102 

61 ホ オ ノ キ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

62 コ プ ν 。 。 。 。 。 。 。 。

63 ν キ 、、、 。 。 。 。 。 。

64 ク ス ノ キ 0 0. 
。 。 。 。 。 。 。

65 ヤプニッケイ 。 。 。 。 。

66 タ プ ノ キ 。 。 。 。 。。 。

67 ダシコウパイ 。 。 。 。 。

68 ν ロ ダ モ 。。 。 。 。 。 。

69 カ ゴ ノ キ 。 。 。 。 。

70 ノミリノミリノキ 。 。 。 。 。 。

71 ノ リウツギ 。 。 。 。 。 。 。 。

72 ウ ツ ギ 。 o. 。 。 。 。 。

73 マ ユノ サ ク 。 。。 。 。 。 。

74 イ ス ノ キ 。 。 。 。 。 。

75 ヤマザクラ 。 。 。 。 。 。 。

76 パクチノキ 。 。 。 。 。

77 リ シ ポ ク 。 。 。 。 。

78 事/ウリザクラ 。 。。 。 。 。 。

79 ウワミズヂクラ 。 。 。 。 。 。 。

80 カナメモチ 。 10 。 。 。 。

81 オオウラジロノキ 。 。 。 。

82 ヤ マ ナ ミノ 。 。 。 。 。 。

83 ザイブリポク 。 。 。 。 。 。

84 カ マ ヅ カ 。 。 。 。 。 。 。

85 ナナカマド 。 。 。 。 。 。 。 。

86 アズキナ ν 。 。。 。 。 。 。 。 。

87 ウラジロノキ 。 。 。 。 。

88 3ト ム ノ キ 。 。 。 。 。 。

89 サ イ カ チ 。 。 。 。 。 。 。

90 エ. シ i/ コ.
。 。

91 イヌエ γ i/ ユ 。 。 。 。 。 。

92 フ 王7 キ 。 。。 。。 。 。

93 エL ク ノ キ 。 。 。

94 ニセアカ i/ ヤ 。 。 。 。

95 カラス 1'-;/i/ ヨウ 。 。 。 。 。 。 。

9� キ ノ、 ダ 。 。 。 。 。 。 。 。

97 ーー ガ キ 。 。 。 。 。 。 。

98 ν シ i/ ニL 。 。

99 セ シ ダ シ 。 。 。 。

100 チヤジチン 。 。 。

101 ヒメユズリハ 。 。 。 。 。。
102 ニL ズ リ ノ、 。。 。 。 。

103 アカメガ i/ ワ 。 。 。 。

104 ν ラ キ 。 。 。 。 。

105 ツ グ 。 。 。 。 。 。

106 ウ ノレ V 。 。 。

107 ヤ マ ノ、 ゼ 。 。 。 。 。 。

108 ヌ Jlノ プ
。 。 。 。 。 。 。 。

109 チヤジチシモドキ 。 。。 。 。 。

110 ア オ ノ、 ダ 。 。 。 。 。 。 。

111 イ ヌ ヅ グ 。 。 。 。 。 。 。 。

112 クロガネヨE チ 。 。 。 。 。 。

113 モ チ ノ キ 。 。 。 。 。 。。
114 タ ラ ヨ ワ 。 。 。 。 。

115 マ ユ 、、、 。 。 。 。 。 。 。

116 ゴ ン ズ イ 。 。 。 。 。 。

117 イロハモミジ 。 。 。 。 。 。 。

118 イタヤカエデ 。 。 。。 。 。 。 。。 。

1l 2i0 9 チ ドリノキ 。 。 。 。 。

ウ リカエデ 。 。 1 0 。 。 。 。
- ー一・ 『 官 す
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(つづき)

習す|害関官官I ~I替!?li15 貯111E2151す|途
。 。 。 。 。 。 。 。 61 
。 。 。 。 。 。 62 

。 。 。 63 
。 。 。 。 。 。 。 。 64 
。 。 。 。 。 。 65 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 66 

。 。 。 67 
。 。 。 。 68 
。 。 。 。 。 。 。 69 
。 。 。 。 。 。 。 70 , 

。 。 71 
。 。 72 
。 。 。 73 

。 。 。 。 。 。 。 。 。 74 
。 。 。 。 。 。 75 

。 。 。 。 。 76 
。 。 。 小細工 77 

。 。 。 。 。 。 78 
。 。 。 。 。 。 。 79 

。 。 。 。 80 

。 。 。 。 81 
。 。 。 。 。 。 82 
。 。 。 。 。 83 
。 。 。 84 
。 。 。 。 。 。 。 85 
。 。 。 。 。 。 。 。 86 
。 。 。 87 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 88 
。 。 。 。 。 。 。 。 89 
。 。 。 。 。 。 。 90 

。 。 。 。 。 。 。 。 91 
。 。 。 。 。 。 92 
。 。 。 。 。 。 。 93 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 94 
。 。 。 。 95 
。 。 。 。 。 。 96 
。 。 。 。 。 。 97 
。 。 。 。 。 98 
。 。 。 。 。 。 。 。

1909 0 。 。 。 。 。 。 。

。 。 。 。 。 。 。 101 
。 。 。 。 。 。 。 102 

。 。 。 。 。 。 103 
。 。 。 104 

。 。 。 105 
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(つづき)

用 途
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105 家具，指物など

106 建築および内装など

107 箱材など

108 器具，器具柄など

109 枕木など

110 土木，坑木など

‘ 111 船舶など

112 合板など

113 車輔など

114 彫刻，錠作など

115 製低，パルプなど

116 運動具，楽器など

117 木炭

118 その他

Salicaceae ヤナギ科

Populu8 ハコヤナギ属

林業試験場研究報告第 118 号

4. 各樹種の記載

1. P. Sieboldii MIQ. ヤマナラシ

2 10 14 20 26 31 37 41 52 55 60 64 68 74 76 87 108 111 112 113 114 

心材と辺材との区別はほとんど明らかでなく，前者は淡黄褐色を帯び，後者は白色を示す。

一導管;直径 -40-100μ，分布数 -160/mm2， 射出線;幅 -5-10' μ，高さ -200-400μ0 

'~'2. P. Maximowiczii HENRY ドロノキ
E、

:':6 10 14 20 26 31 32 37 41 52 55 60 64 68 74 76 87 108 111 112 

三心材と辺材との区別は屡やや明らかで，前者は帯紫黒色を帯びており，後者は白色~灰白色を示す。

導管;直径 -70-130μ，分布数 -130/mm2， 射出線;幅 -5-10円高さ -100-4001'0 

Salix ヤナギ属

3. S. Bakko KIMURA パツコヤナギ

3 10 14 20 26 31 37 41 52 55 60 64 68 75 87 108 111 112 

心材と辺材との差は明らかで，前者は褐色を示し後者は白色を示す。

導管;直径 -50-110 民、分布数 -80-140/mm2， 射出線;幅 -5-10μ，高さ -150-450μふ

Myricaceae ヤマモ E科

Myrica ヤマモモ属

円4. M. rubra SIEB. et Zucc. ヤマモモ

1 5 10 15 18 19 27' 30 37 41 56 60 65 68 72 73 87 106 109 112 113 114 

三十材と辺材の区別は不明で浄る。材の色調は暗紅褐色を示す。

導管:直径 ~叩--50(70)fk， 射出線;幅 -20-40μャ (1-3細胞帽し一育大 -250-750μ。



Juglandaceae クルミ科

Platycarya ノグルミ属

本邦産広葉樹材の識別(須藤)

5. P. strobilacea 5IEB. et Zucc. ノグルミ

- 49 一ー

3 10 12 14 16 18 20 22 23 33 39 45 46 47 50 54 58 60 65 68 73 82 83 

87 109 112 113 114 

導管(干し圏) ;直径 -200'-300μ，射出線;幅 -20-60μ (1- 5(6)細胞幅)，高さ -150-700 

(100)μ。

Pterocarya サワグルミ属

6. P. rhoifolia 5IEB. et Zucc. サワグルミ

2 10 11 12 16 17 18 20 22 23 25 32 35 41 52 55 60 64 68 74 78 87 108 

111 112 113 114 

心材と辺材の区別はなく，白色を示す。

導管;直径 -80-250μ，分布数 3 - 5/mm2， 射出線;幅 -6-20μ (1-2 (3)細胞幅)，高さ

-100-450μ 

Juglans クルミ属

7. J. ailanthifolia CARR オニグルミ

1 5 7 10 12 l4 16 17 18 20 22 23 25 33 34 35 39 41 52 55 60 65 68 74 

87 109 111 112 113 114 

var. cordiformis REHDER ヒメグルミは類似した性質をもっている。

心材と辺材の区別は明らかであり，前者はやや黒色を帯びた紅褐色で，後者は灰白色を示す。しばしば

材に灰黒色のしまが，明らかではないが認められる。

導管;直径 -100-350μ，分布数 3 - 8/mm2， 射出線;幅 -8-35μ (1 -5 細胞幅)，高さ

-150-(00110 

Betulaceae カバノキ科

Carpinus クマシデ属

8. C. Tschonoskii MAXIM. イヌシデ

2 10 11 14 18 20 23 31 37 41 52 53 55 56 57 60 67 70 73 74 77 82 87 

109 112 113 114 

クマシデに材の色調，その他の性質が類似している。

9. C. 1，αxiflora BLUME アカシデ

2 10 11 14 18 20 23 31 37 41 52 53 55 56 57 60 67 70 73 74 77 邑2 87 

109 111 112 113 114 

クマシデに材の色調，その他の性質が類似している。

10. C. japonica BLUME クマシデ

2Wll l4 ~~~mæßU~~~MOOmWnUTI~fi 

109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでなく，材の色調は灰白色を示す。その他はサワシパに類似している。
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11. C. cordata BLUME サワシパ

2 10 11 14 18 20 23 31 37 41 52 53 55 56 57 60 67 70 73 74 77 82 .87 

109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでなく，材の色調はやや淡紅色を帯びている。

導管;直径 -50-140μ，射出線;幅 -10-30μ，高さ -150-950μ。

Ostrya アサダ属

12. O. japonica SARG. アサダ

5 10 14 18 20 23 26 31 32 37 41 52 55 57 60 64 68 .73 .74 82 87 109 111 

112 113 114 

心材と辺材の区別は明らかであり，前者は赤褐色~紅褐色を示し，後者は淡紅黄色を示す。も

導管;直径 -20-200μ，分布数 20-60/mm2, 射出線; I福 -10-20μ (1 -3 細胞幅)，高さ

-150-750μ。

Corylus ハシパミ属

13. C. Sieboldiana BLUME ツノ J、シ/，(ミ

2ro11Huu~~~Mæ41U~~M~~fiwwun 

87 109 111 113 114 

J心材と辺材との区別は明らかでなく，白色~灰白色の色調を示す。

導管;直径 -20-70:μ，射出線;幅 -10-20μ (1 -2 細胞幅)，高さ -150-800μ。

Betula シラカンパ属

14. B. Maximowicziana REGEL ウダイカンパ

5 10 11 14 18 20 26 32 37 41 52 56 60 65 68 73 74 87 109 111 112 

心材と辺材の区別は認められ，前者は一般に赤褐色を示し，後者は帯黄白色を示す。

導管;直径 -50-200μ，射出線;幅 -20-30μ，高さ -350-550μ。

15. B. platyphyllα SUKATCHEV var. Japonica HARA シラカンパ

3 10 11 14 18 20 26 32 37 41 52 56 60 64 68 73 74 87 109 111 112 

心材と辺材の区別は明らかでなく，材の色調は黄白色~淡黄褐色を示す。

導管;直径 -60-130μ，射出線;幅 -25-30μ(1- 3 細胞幅)，高さ -150-400μ。

16. B. Schmidtii REGEL オノオレカンパ

5 10 11 14 18 20 26 32 37 41 52 56 60 65 68 73 74 87 110 112 

心材と辺材との区別は明らかであり，前者は赤褐色を示し，後者は黄褐色を示す。

導管;直径 -30-200μ，射出線;幅-10-20μ( 1'--' 4 (5)細胞幅)，高さ -200-4001-'0 

17. B. Ermanii CHAM. ダケカンパ

3 10 11 14 18 20 26 32 37 41 52 56 60 64 65 68 73 74 87 109 111 112 113 

心材と辺材との区別は明らかでなく，材の色調は淡黄褐色を示す。

導管;直径 -80-130μ，射出線;幅 -10-30μ (1 -3 細胞幅)，高さ -150-400μ。

18. B. grossa SIEB. 巴 t Zucc. ヨグソミネパリ

5 10 11 14 18 20. 26 .32 37.41 52 56 60 64 65 68 73 74 87 105 109, 112 
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113 114 

心材と辺材との区別は明らかであり，前者は赤褐色を示し，後者は帯黄白色を示す。

導管;直径 -40-190μ，射出線;幅 -20-40μ (1 -4(5)細胞幅)，高さ -100-450μ。

Alnus ハンノキ属

19. A. firma SIEB. et Zucc. ヤシヤブシ

20 のケヤシヤプシ記載に同じ。

20. A. firma SIEB. 巴 t Zucc. var. hirtella FRANCH. et SAVAT ケヤシヤブシ

5 10 11 15 18 19 31 37 41 52 56 60 64 68 74 76 78 87 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められず，材の色調は淡紅色を示す。

導管;直径 -70-120μ，射出線;幅 -10-20μ，高さ '-100-600 1'0 

21. A. pendula MATSUM. ヒメヤシヤブシ

5 10 11 15 18 19 31 37 41 52 56 60 67 70 74 77 78 79 87 109 111 112 

心材と辺材との区別は認められず，材の色調は淡紅褐色を示す。

導管;直径 -30-90μ，射出線;幅 -10-20μ，高さ -100-600μ。

22. A. hirsutαTURZ. ケヤマハンノキ

5 10 15 18 19 31 37 41 52' 56 60 67 70 74 77 79 87 109 111 112 113 114 

var sibirica C. K. SCI町.ヤマハンノキは類似の性質をもっている。

心材と辺材との区別は明らかでなし、。前者は帯褐紅色，後者は淡黄褐色を示す。

導管;直径 -30-80μ，射出線;幅 -10-20μ，高さ -100-600μ。

23. A. Maximowiczii CALLIER ミヤマハンノキ

5 10 15 18 19 31 37 41 52 56 60 64 68 74 76 78 87 109 111 112 

心材と辺材との区別は認められず，材の色調は淡紅褐色を示す。

導管;直径 -30-80μ，射出線;幅 -15-20μ，高さ -100-350μ。

24. A. japonica STEUD. J、ンノキ

5 10 15 18 19 31 37 41 52 56 60 67 69 70 74 77 87 109 111 112 113 114 

心材と辺材の区別は明らかでなL、。前者は帯褐紅色，後者は淡黄褐色を示す。

導管;直径 -30-90μ，射出線;幅 -10-30μ，高さ -100-600μ3 

Fagaceae プす科

Fagus ブナ属

25. F. crenata BLUME プナ

2 5 10 15 18 19 30 31 37 41 55 56 60 63 67 70 73 79 80 81 82 86 87 

109 111 112 113 114 

イヌブナにその性質がきわめて類似している。

26. F. japonica MAXIM. イヌブナ

2 5 10 15 18 19 30 31 37 41 55 56 60 63 67 70 73 79 80 81 82 86 87 

109 .112 113 114 

心材と辺材との区別は認められず，淡紅色~淡褐色を示す。しかし，偽心材を生じた材では，その部分



- 52 ー 林業試験場研究報告第 118 号

は濃色になる。

導管;直径 -20-110μ，分布数 -100-180/mm2， 射出線;幅 -130μ( 1-20細胞幅)，高さ

-3500μ。

QuerCU8 コナラ属

27. Q. acuta THUNB. アカガシ

1 5 10 12 14 18 20 22 25 27 32 35 36 39 42 51 55 60 63 67 70 74 77 

79 81 82 89 109 110 112 113 114 

心材と辺材との境は明らかではなL 、。前者は顕著な赤褐色を示し，後者は淡赤褐色を示す。

導管; 1直径 -40-200μ，射出線;幅 -750μ，高さ 1cm を越えることもある。

28. Q. Hondai MAKINO ハナガガシ

3roHU~W~.fi~M~~~n~~~fimU"æ 

82 89 109 114 

心材と辺材との区別は明らかでなく，前者は淡褐色~帯紅淡褐色で，後者はそれより淡色である。

導管;直径 -50-300μ，射出線;幅 -700久高さ 1cm を越えることもある。

29. Q. paucidentata FRANCH. ツクパネガシ

3roHU~W~.fi~~M~~~n~WafimU" 

81 82 89 109 110 112 113 114 

心材と辺材との区別はやや認められる。前者は淡黄褐色を示し，後者は淡黄白色を示す。

導管;直径 -300μ，射出線:幅 -500μ，高さ 1cm を越えることもある。

30. Q. gilva BLUME イチイガシ

1 5 10 12 14 18 20 22 25 27 32 35 36 39 42 51 55 60 63 67 70 74 77 

79 81 82 89 109 110 112 113 114 

心材と辺材との境は明らかでない。前者は顕著な赤褐色を示し，後者は淡褐色を示す。アカガシに類似

した性質をもっ。

31. Q. myr8inaefolia BLUME シラカシ

2 10 12 14 18 20 22 25 27 32 36 39 42 51 55 60 63 67 70 74 77 79 81 

82 89 109 110 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められず，淡灰白色~淡黄灰色を示す。その他アカガシに類似している。射出

線の幅は 350μ に達する。

32. Q. glauca THUNB. アラカシ

3WUUUW~.fi~$M~anU~~fimun~ 

81 82 89 109 110 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調は淡灰褐色を示す。その他アカガシに類似してしる。

導管;直径 -30-200μ，射出線;幅 -600μ。

33. Q. phylliraeoide8 A. GRAY ヴパメガシ

3 10 14 18 20 22 25 27 31 32 36 37 39 42 51 55 60 66 70 74 77 79 81 

82 89 109 110 112 113 114 
ー、
、'
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心材と辺材との区別は認められない。材の色調は褐色を示す。

導管;直径 -40-180μ，射出線;幅 -600μ，高さ 2cm を越えることもある。

34. Q. mongolica FlSHER var. grosseserrata RHED. et WILS. ミズナラ

3ronM~w~BM~mMftø~~~Mmu~æιT 

109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は特には明らかでない。前者はやや黄色を帯びた褐色，後者は淡色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -100-380μ，射出線;幅 -220μ( 1-12-30 細胞幅)，高さ 2cm を越え

ることがある。

35. Q. serrαta THUNB. コナラ

3 10 12 M 18 20 22 25 27 34 39 45 46 47 49 55 60 63 67 70 74 79 81 

82 87 1[9 110 111 112 113 114 

ミズナラに類似した性質をもっ。

36. Q. aliena BLUME ナラガシワ

3ronM~w~BnM~üMflø~~~Mmuτ9 81 

87 109 110 112 113 114 

ミズナラに類似した性質をもっ。

37. Q. dentata THUNB. カシワ

3ronM~~~BM~~flß~~~Mmu~æ~M 

1も9 110 111 112 113 114 

ミズナラに類似した性質をもっ。

38. Q. variabilis BLUME アペマキ

5 10 12 14 18 20 22 25 27 34 39 45 47 49 H 55 60 63 67 70 74 79 81 

82 89 109 110 112 113 114 

クヌギに類似した性質をもっ。

39. Q. acuti同ima CARRUTHERS クヌギ

5ronM~~~BfiM~~Mfløu~~~mmuw 

81 82 89 109 110 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められる。前者は赤褐色，後者は灰白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -170-430μ，射出線;幅 -300μ( 1-35 細胞幅)，高さ 1. 5cm を越える

ものも多L 、。

Castanea クリ属

40. C. crenata SlEB. et Zucc. クり

3 10 15 16 18 19 20 34 39 45 47 49 64 68 76 87 109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められる。前者はやや黄色を帯びた褐色，後者は淡黄褐色を示す。

導管(孔圏) ;直径 -150-500μ，射出線;幅 -10-15μ，高さ -100-300μ。

Castanopsis シイノキ属

,n: .C. . cuspidata StHﾒTTKY コジイ
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3UHU~W~D.nM~ß"fi~~~OOmWTIW 

89 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調は淡黄褐色~黄褐色を示し，前者は後者より濃色であ

る。やや材は紅色を帯びることもあり。

導管(干し圏) ;直径 ~150~300μ，射出線;幅 ~10-20μ，高さ ~150~500ßo 

42. C. cuspidata SCHOTTKY var. Sieboldii NAKAI スダジイ

3uuumW~D.nM~."fl~~~M~~~W 

112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調はコジイに類似しているが，一般にやや濃色である。

導管(干し圏) ;直径 ~150~300μ，射出線;幅 ~8-15μ，高さ ~100~550μ。

Pasania マテパシイ属

43. P. edulis MAKINO マテパシイ

5 10 12 14 18 20 22 25 27 32 35 42 51 55 60 63 67 70 74 77 79 82 89 

109 112 , 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでなL 、。材の色調は淡紫色を帯びた紅褐色を示す。

導管;直径 ~40~150μ，射出線;幅 ~8~15μ，高さ ~150-450μ。

Ulrnaceae ニレ科

Ulmus ニレ属

44. U. parvifolia ]ACQ. アキニレ

3 10 12 15 16 17 27 33 39 45 46 47 50 54 55 58 60 65 66 74 79 80 82 

87 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められる。前者はやや赤色を帯びた褐色，後者は淡黄褐色を示す。

導管(干し圏) ;直径 ~140~270 ペ射出線;幅 -10-90μ(1-6 (7)細胞幅)，高さ -100~1000μ 

45. U. Davidiαna PLANCH. var. japonica NAKAI ハ}J，ニレ

3 10 12 15 16 17 27 33 39 45 46 47 50 54 55 58 60 65 66 74 79 80 82 

87 109 111 112 113 114 

アキニレに類似した性質をもっ。

導管(孔圏) ;直径 -140-290μ(320) ，射出線;幅 -10-80μ(1-6 (7)細胞幅) ，高さ -1l0 

-740μ。

46. U. laciniata MAYR オヒョウニレ

3 10 12 15 16 17 27 33 39 45 46 47 50 54 55 58 60 65 66 74 79 80 82 

87 109 111 112 113 114 

アキニレなどに類似した性質をもっ。

導管(孔圏) ;直径 -40-300μ，射出線; -10-50μ(1- 5 細胞幅) ，高さ -100-750μ。

Zelkowa ケヤキ属

47. Z. serrata MAKINO ケヤキ

13WHHWTImMM~.~nWM~~~~~~n 
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74 80 82 87 109 112豆113 114 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は黄褐色~赤褐色，後者は帯黄白色~淡黄褐色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -140-260μ，射出線;幅 -15-85μ(1- 5(8)細胞幅)，高さ -150-750μ 

(900) 。

Celtis ヱノキ属

48. C. sinensis PERS. var. japonica NAKAI エノキ

3ro"UUHÆU~G~fl~W~~~oo~~n~~ 

81 82 86 87 109 112 113 114 

エゾエノキにその性質がきわめて類似している。

49. C. jessoensis KOIDZ. エゾエノキ

3 10 12 U 15 17 18 24 33 45 46 47 48 50 54 55 58 60 66 68 72 73 80 

81 82 86 87 109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでなL、。前者は淡黄褐色を示し，後者はやや淡色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -150-230μ，射出線;幅 -10-90μ( 1-10 凶細胞幅，単列のものは少な

く，低L 、) ，高さ -150-800μ。

Aphananthe ムクノキ属

50. A. aspera PLANCH. ムクノキ

3 4 10 11 14 16 17 21 23 24 32 35 36 41 52 55 60 64 65 68 72 73 82 

‘87 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではなL 、。前者は淡黄褐色~淡黄色を示し，後者は前者より淡色である。

導管;直径 -100-170μ，分布数 (4)-20凶 /mm2， 射出線;幅 -10-50μ(1- 4(5)細胞幅) ，高

さ -150-700μ。

Moraceae クワ科

Morus クワ属

51. M. bombycis KOIDZ. ヤマグワ

1 3 4 10 11 14 16 17 24 33 39 411 45 46 47 48 50 54 55 58 60 66 68 73 

80 84 87 109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は顕著な黄褐色を示し，後者は帯黄白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -200-280μ，射出線;幅 -10-65μ( 1-7 細胞幅，単列は低く，少なL 、) , 

高さ -100';"800μ(1100) 。

Broussonetia コウゾ属

52. B. papyrifera VENT. カジノキ

2 4 10 12 14 16 17 24 33 39 45 47 48 50 54 55 58 60 65 66 68 72 73 

82 87 108 109 112 113 114 

心材と辺材との区別はほとんど認められなL、。材の色調は淡鮮黄褐色を帯びており，後者はやや淡色で

ある。

導管(干し盟) ;直径 -120-250μ，射出線; 1幅 -20-60μ (1 -4(5)細胞幅)，高さ -200-400μ 
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(700) 。

Ficus イチジク属

53. F. WIなhtiana W ALL. アコウ

3 12 14 16 17 18 21 22 27 32 35 36 41 52 55 60 65 68 69 71 72 80 82' 

88 104 105 108 112 113 114 

イヌピワにその性質が類似している。

54 , F.' erecta THUNB, イヌピワ

3H14WTIUU~~b.~ß~~~~~~nn~~ 

88 104 105 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調は灰色を帯びた淡褐色~淡黄褐色を示す。

導管:直径 -110-230μ，分布数 4 -16Imm2， 射出線;幅 -20-70μ(80) (1 -5 (7) 細胞幅) , 

高さ -400-1200μ。

Proteaceae ヤマモガシ科

Helicia ヤマモガシ属

55. H. cochichinensis LOUR , ヤマモガシ

5 10 12 14 16 17 20 22 31 37 44 54 55 57 60 63 67 70 73 74 79 80 81 

86 87 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められる。前者は紅褐色，後者は帯紅白色を示す。

導管;直径 -40-80μ，射出線;幅 -200-400μ( 1-20 細胞幅，単列のものは少なく，低L 、) . 

高さ -5mm を越える。

Trochodendraceae ヤマグルマ科

Trochodendron ヤマグルマ属

56, T , aralioides SIEB , et Zucc. ヤマグルマ

2 10 11 15 18 19 29 63 66 69 70 71 72 79 80 86 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められる。前者は紅褐色，後者は淡褐色を示す。

射出線;幅 -130μ(1-8細胞幅)，高さ -1000--1900 f.lo 

Eupteleaceae フサザクラ科

Euptelea フサザクラ属

57. E , polyandra SIEB，巴 t Zucc, フサザクラ

2 10 15 30 31 37 41 56 59 60 63 65 66 69 70 71 72 8) 86 88 106 109 112 

113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は灰白色を示す。

導管;直径 -40-60μ(90) ，射出線:幅 '""'10--65μ(1l0) (1"-6ω) 細抱幅)，高さ -2100μ。

Cercidiphyllaceae カツラ寺ヰ

Cercid句hyllum カツラ属

58. C, japonicum NAKAI カツラ

3 5 10 15 30 31 37 39 ・ 41 56 59 60 64 68 ,71 72 78 88 106 109 111 112 
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113 114 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は赤褐色，後者は淡褐色を示す。

導管;直径 -60-100μ，射出線;幅 -10-20μ( 1 _;"'2 細胞幅，単列は少なL 、);高さ -200-

900μ(1300) 。

Berberidaceae メギ科

Berberis メギ属

59. B. Thunbergii DC. メギ

1 4 10 12 15 31 45 46 48 50 54 55 58 60 66 74 80 81 86 87 109 112 113 

114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は鮮黄色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -5Q-70μ，射出線;幅 -70-90μ( 1-12細胞幅，単列は低く，まれであ

る) ，高さ -4mm に達する。

Magnoliaceae モクレン科

Michelia オガタマノキ属

60. M. compressa SARG. オガタマノキ

3 4 10 11 14 21 26 31 37 41 52 53 56. 57 59 65 66 68 73 88 24 109 112 

113 114 

心材と辺材との区別は認められる。前者は黄褐色，後者は帯灰白色を示す。

導管;直径 -30-110 ベ射車線;幅 -5Cl-70μ (1- 5 (6)湘泡福)，高さ -20)-500μ(650) 。

Magnolia モクレン属

61. M. obovata THUNB. ホオノキ

1 6 10 11 14 20 26 31 37 41 52 55 59 64 65 68 70 73 78 88 108 109 111 

112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は特徴的な緑色，後者は淡黄白色~灰白色を示す。

導管;直径 -50-110 ベ射出線;幅 -10-40μ (1 -2(3)細胞幅).高さ -200-700μ。

62. M. Kobus DC. コブシ

2 4 10 11 14 2:J 26 31 37 41 52 55 59 64 65 68 7J 73 78 88 109 111 112 

113 114 

var. borealis SARG. キタコブシは類似した性質をもっ。

心材と辺材との区別は認められず，材の色調は淡黄白色でやや緑色を帯びる。ホオノキに類似した性質

をもっ。射出線が 3 細胞幅になることが比較的多い。

Illicium シキミ属

63. 1. religiosum SIEB. et Zucc. シキミ

5 10 15 18 19 30 37 41 56 59 65 68 69 71 72 87 88 106 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調は淡紅褐色を示す。

導管;直径 -30-40μ(60)，射出線; 1福 -15-50μ(1- 3(4) 細胞幅)，高さ -250-800μ(1200) 

Lauraceae クスノキ科
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Cinnamomum クスノキ属

64. C. Camphora SIEB. クスノキ

3 5 9 10 14 16 17 32 36 37 41 52 55 60 65 68 73 78 87 88 94 108 109 

112 113 114 

心材と辺材との区別はとくに明らかではなし、。前者は淡赤褐色，後者は淡黄褐色~灰白色を示す。

導管; 直径 -40-200μ，分布数 -30jmm2 ， 射出線;幅 -10-30μ(40) (1 -2 (3)細胞幅) , 

高さ -150-300p.o 

65. C. japonicum SIEB. ヤプニッケイ

3 10 14 16 17 24 31 37 41 52 55 56 60 65 68 73 78 87 94 109 112 113 

114 

心材と辺材との区別は明らかでなし、。材の色調は黄白色~淡褐色を示す。

導管;直径 -30-120μ，分布数 -50jm押.2，射出線;幅 -10-35μ (1- 2(3) 細胞幅)，高さ

-100-7~0μ。

Machilus タブノキ属

66. M. Thunbergii SIEB. et Zucc. タプノキ

35UMMTIUnøæO~~WOOM~~n~MM_ 

109 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められる。前者は紅褐色，後者は淡黄褐色~黄褐色を示す。時に前者がより淡

色になることがある。

導管;直径 -50-130μ，分布数 -50jmm2, 射出線;幅 -10-32μ (1-2 (3)細胞幅) , 高さ

-100-600μ。

Lindera クロモジ属

67. L. obtusiloba BLUME ダンコウパイ

3 10 14 16 17 31 37 41 52 55 56 60 64 68 73 78 87 94 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められなし、。材の色調は淡黄白色~淡紅白色を示す。

導管;直径 -30-80μ，分布数 30-65 (75) jmm2， 射出線;幅 -10-30μ (1- 2(3)細胞幅) , 

高さ -150-800μ。

Neolitsea シロダモ属

68. N. sericea KOIDZ. シロダモ

2 3 14 16 17 24 31 37 41 52 55 56 60 64 65 68 73 78 87 94 109 112 113 

114 

心材と辺材との区別は認められなL 、。材の色調は淡灰褐色を示す。

導管;直径 -35-80μ，分布数 25-45 (60) jmm2， 射出線;幅 -10-30μ (1 -2(4)細胞幅) , 

高さ -150-700 p.o 

Actinodα:phne カゴノキ属

69. A. lancifolia MEISN. カゴノキ!

15UMUTIUnøM~O~~~OOM~~nmMM 
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114 113 112 109 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は赤褐色，後者は淡黄白色を示す。

高さ-10-30μ(1- 2(3)細胞幅) , 射出線;幅-20/mm2, -25-120μ分布数導管;直径

-150--450μ。

r( リ r( リノキlongifolia NAKAI A 70. 

112 105 109 94 87 73 68 65 60 55 56 52 37 36 32 31 18 17 16 14 10 

113 114 

心材と辺材との区別は認められなL、。材の色調はやや緑色を帯びた淡黄色を示す。

者自
，~";"~'IL: ミ

ー.'ぷ γ

4 3 

-10--40μ (1- 3(4)細胞幅)， • -30/mm2， 射出線;幅-70-130μ(150) ，分布数導管:直径

"-200;.....500μ(700) 。高さ

ユキノシタ科Saxifragaceae 

アジサイ属Hydrangea 

ノリウツギSIEB. H. . paniculata 71. 

114 113 112 111 109 88 78 72 71 69 65 64 59 56 41 37 31 30 15 10 5 1 

心材と辺材との区別は明らかてある。前者は紅色~紅褐色，後者は黄白色を示す。

-10-30μ( 1 100/mm2 を越えることが多L 、。射出線;幅-30-50μ(70)，分布数導管;直径

-1000-1500 Po -2(3)細胞幅)，高さ

ウツギ属Deutzia 

ウツギscαbra THUNB. D 72. 

111 109 106 105 103 87 86 80 79 71 70 69 66 60 56 41 37 30 15 

114 

心材と辺材との区別は認められなL、。材の色調は淡黄白色~淡灰褐色を示す。

-1000-2250μ。-10-110μ(1-7 細胞幅)，高さ-20-50μ，射出線;幅導管:直径

マンサク科Hamamelidaceae 

マンサク属Hamamelis 

マンサクSIEB. et Zucc. japonica H. 73. 

114 112 113 111 109 106 88 78 75 68 64 59 56 41 37 30 19 ]8 15 10 5 

一
1
4
v
o


-
，

d
司
l
l

10 

113 

3 

112 

2 

心材と辺材との区別は認められなL、。材の色調は赤色を帯びた白色~淡褐色を示す。

-30-50μ(60)，射出線;幅 -10-20μ(まれに複列部が認められるが，その部分の高導管;直径

-200-700μ。さは 2-3 細胞高で，低L 、)，高さ

イスノキ属Distylium 

イスノキZucc. SIEB. et racemosum D 74. 

106 88 82 78 72 69 '71 68 64 59 56 41 37 30 27 24 20 18 14 10 6 1 5 

114 113 112 110 109 

心材と辺材との墳は明らかでなL、。前者は顕著な暗紫褐色，後者は暗灰色を示す。ときには前者が赤色

-400-1000μ(~6∞)。

~淡赤色を示し，後者も大差ない色調を示すことがある。

-15-30μ(35) (1-2 細胞幅)，高さ-20-55μ，射出線;導管;直径
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Rosaceae パラ科

Prunus サクラ属

75. P. Jamasa~ura SIEB. ヤマザクラ

1 5 10 15 18 19 27 31 37 40 41 55 57 60 65 68 74 87 91 93 105 106 109 

112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は赤褐色，後者は淡黄褐色を示す。前者では不明りような緑

色の条が認められたり，緑色を帯びたりすることがある。

導管;直径 -40-100μ，射出線;幅 -10-60μ (1 -3 細胞幅)，高さ -150-1000 民

76. D. Z勿l]Jeliana MIQ. パクチノキ

5 10 11 14 17 18 20 23 31 37 41 53 55 57 60 65 66 68 72 .80 87 106 110 

112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調は淡紅褐色~紅褐色を示す。

導管;直径 -50-90μ，射出線;幅 -50-S'0μ (1- 5 (6)細胞幅) , 高さ -200-700μ(1000) 。

77. P. spmulqsa SIEB. et Zucc. リンポク

5 10 11 15 18 19 30 31 37 41 43 55 57 60 65 68 72 73 87 109 112 113 

114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調は淡紅褐色を示す。

導管;直径 -30-60μ，分布数 -330/mm2， 射出線;幅 -10-50μ(1 -4 (5)細胞幅) , 高さ

-200-700μ。

78.. P. Ssiori f R. SCHM. シウリザクラ

1 5 10 15 18 19 31 37 40 41 55 57 60 65 68 74 87 91 93 106 109 111 112 

心材と辺材との区別は明らかであるo 前者は赤褐色，後者は淡黄褐色を示す。しばしば不明りような緑

色の条があること，または緑色を帯びていることがある。

導管;直径 -40-70μ，射出線;幅 -10-50μ (1 -5 細抱幅)，高さ -200-750μ(1150) 。

79. P. Grayana MAXIM. ウワミズザクラ

1 5 10 15 18 19 31 37 40 41 55 57 60 65 66 69 73 80 86 87 91 93 105 

lU6 109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は赤褐色，後者は淡黄褐色を示す。緑色を帯ぴたり，不明り

ような緑色の条を有することあり。

導管;直径 -40-80μ，射出線;幅 -10-70μ(1- 9 細胞幅)，高さ -20D-1500 μ。

Photinia カナメモチ属

80. P. glabra MAXIM. カナメモチ

3 10 15 18 19 27 30 37 41 55 57 60 64 68 71 72 82 87 106 110 112 113 

114 

心材と辺材との区別は認められなし、。材の色調は褐色を示すが，やや赤色を帯びる。

導管;直径 -15-45μ，分布数 200/mm2 を越えることが多L 、。射出線;幅 -10-20μ(1""" 3 細

胞幅);高さ -200-600μ。



本邦産広葉樹材の識別 (須藤) - 61 一

Malus リンゴ属

81. M. Tschonoskii C. K. SCf悶. オオウラジロノキ

5 10 15 18 19 27 30 37 41 55 60 64 68 73 74 78 82 87 106 109 112 

心材と辺材との区別は認められなし、。材の色調は桃色を帯びた淡褐色である。

導管;直径 -10-35 ベ分布数 -200jmm2 を越えることが多L 、。射出線:幅 -10-25μ (1 -2

(3)細胞幅)，高さ -100-400μ。

Pgrus ナシ属

82. P. pyrifoliαNAKAI ヤマナシ

3 5 10 15 18 19 30 37 41 55 57 60 6t 65 68 74 78 87 106 109 112 113 

114 

その他のナν類は性質が類似している。

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡紅黄褐色~淡紅褐色を示す。

導管;直径 -30-50μ，分布数多く ， -500jmm2 に達することもある。射出線:幅 -10-30μ( 1 

-2(3)細胞幅，単列のものは少なし、)，高さ -100-350μ。

Amelanchier ザイフリポク属

83. A. asiatica ENDL. ザイフリボク

5 10 15 18 19 30 37 41 55 57 60 64 68 74 78 87 106 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は比較的明らかな淡紅色を示す。

導管;直径 -20-60μ，分布数 -200/mm2 を越えることが多い。射出線;幅 -10-20μ，高さ

150-600 "'0 
Pourthiaea カマツカ属

84. P. villosa DECNE var. laevis STAI'F カマツカ

5 10 15 18 19 27 37 41 55 56 57 60 64 65 68 73 87 103 106 109 110 111 

112 113 114 

心材と辺材との区別は認められなし、。材の色調は淡紅褐色を示す。

導管;直径 -20-45ペ分布数 -200jmm2 を越えることが多L 、。射出線 ; -10-30μ( 1-3 

細胞幅) ，高さ -350-800μ。

Sorbus ナナカマド属

85. S. commixta HEDL. ナナカマド

5 10 15 18 19 30 37 41 55 57 60 64 68 74 78 87 109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでなL、。材の色調は淡紅色を示す。

導管;直径 -15-60μ，分布数 -200jmm2 を越えることが多L、。射出線;幅 -10-20 (1-2 

(3)細胞幅)，高さ -100-400μ。

86. S. alifolia C. KOCH. アズキナシ

5 10 .15 18 19 30 37 41 55 57 60 64 68 74 78 87 109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調は淡紅色~淡紅褐色を示す。

導管;直径 -15-65μ，射出線;幅 -8-25μ (1 -2(3)細胞幅)，高さ -100--450μ。



- 62 ー 林業試験場研究報告第 118 号

87. S. japonica HEDL. ウラジロノキ

5 10 15 18 19 30 37 41 55 57 60 64 68 74 78 87 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調は淡紅色を示す。

導管;直径 10-60μ，射出線;幅 -8-25μ (1 -2 細胞幅)，高さ -150-350μ。

Leguminosae マメ科

Albizzia ネムノキ属

88. A. Julibrissin DURAZZ. ネムノキ

3 10 14 16 17 24 27 33 39 45 47 48 52 55 60 65 68 74 87 104 105 109 

112 113 114 

心材と辺材との区別は認められる。前者はくすんだ黄褐色，後者は黄白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -200-300μ，射出線;幅 -20-40μ (1 -3(4)細胞幅)，高さ -150-450 f.l o

Gleditsia サイカチ属

89. G. japonica MIQ. サイカチ

1 5 10 12 14 16 17 24 27 33 40 45 47 48 55 58 60 66 68 69 74 80 81 

86 87 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は顕著な紅色を帯び，後者は黄白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -150-320μ，射出線; I福 -30-80μ (1 -8 問細胞幅，単列のものは低く，

少なL 、) ，高さ -250-1500μ。

Sophorα クララ属

90. S. jα:ponica LINN. エンジユ

1 3 10 12 14 16 17 24 33 45 47 48 54 55 60 65 68 74 87 105 109 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は黒褐色，後者は黄白色を示す。

導管(孔圏) ;直径 -200-350ペ射出線:幅 -10-40μ(50) (1-5 細胞幅，単列のものは低く，

少なL 、) ，高さ -150-750f.lo 

Maackia イヌエンジユ属

91. M. amurensis RUPR. et MAXIM. var. Buergeri C. K. SCHN. イヌエンジユ

1 3 10 12 14 16 17 32 33 45 47 48 4¥l 50 54 55 58 60 65 68 69 74 80 

86 87 104 109 111 112 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は暗褐色，後者は黄白色を示す。時に日音褐色と黄白色の部分

とが Lま状に存在することがある。

導管(干し圏) ;直径 -100-250μ，射出線;幅 -20-60μ (1- 8(9) 細胞幅， 1-2 細胞幅のもの

は少なL 、) ，高さ -400-1200μ。

Platyosprion フジキ属

92. P. platycarpum MAXIM. フジキ

4 10 12 15 16 17 18 19 32 45 46 47 48 50 54 55 58 60 65 68 74 82 87 

109 112 113 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は黄褐色s 後者は黄白色を示す。



本邦産広葉樹材の識別 (須藤) - 63 ー

導管(干し圏) ;直径 -80-200μ，射出線:幅 -30-50μ (1 -5 細胞幅)， 高さ -200-700μ。

Cladrastis ユクノキ属

93. C. sikokiana MAKINO ユクノキ

4WllUHH~U~M~~~~ß~M~~~U~~ 

109 ll2 ll3 ll4 

心材ι辺材との区別は明らかである。前者は黄色，後者は黄白色を示す。

導管;直径 -40-220μ，分布数 5-20!mm人射出線; I幅 -30-50 (60)μ (1 -5 細胞幅)，高

さ -200-600 Jlo 

Robinia ハリエンジユ属

94. R. Pseudo.Acacia LINN. ニセアカシヤ

3 10 12 14 16 17 24 27 33 34 39 45 47 48 50 54 55 58 60 65 68 74 104 

105 109 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は暗黄白色~黄褐色，後者は黄白色を示す。前者は木ロ面で

は暗褐色を示す。

導管(孔圏) ;直径 -100-350μ，射出線;幅 -10-50μ (1- 5 (6)細胞幅，単列のものは低く，

少なし、)，高さ -300-1000 Jlo 

Rutaceae ミカン科

Zanthoxylum サンショウ属

95. Z. ailanthoides SIEB. et Zucc. カラスザンショウ

4 10 11 14 16 17 18 20 26 27 32 36 37 41 52 55 60 65 68 74 87 91 93 

108 109 ll2 ll3 114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調は黄色~淡黄色を示す。

導管;直径 -70-170μ， 分布数 -12-28!mm2， 射出線;幅 -20-.50μ (1 -4 細胞幅)，高さ

-300-600μ(800) 。

Phellodendron キハダ属

96. P. amurensis RU!'R. キハダ

134WUUHH~~~~n~WM~~W~~~U~ 

105 108 109 111 112 113 114 

, var;. sachalinensis F.r. SCHM. ヒロハノキハダ およびその他の類似した性質をsもつ変種がある。

心材と辺材との区別は明らかである。前者は顕著な黄褐色，後者は黄白色を示す。

導管(孔圏) ;直径 -100-300久射出線;幅 -10-30μ(40) (1-5 細胞幅，単列のものは低

く，少なし、).高さ -200-500 p.o 

SiIliarubaceae ニガキ科

Picrasma ニガキ属

: 97. .,P. ‘ qUaBsioides BI1:NN. ニガキ

‘= 

4 10 11 14 16 18 24 26 27 32 45 46 47 48 55 60 65 68 74 82 87. 91・ 93

109 111 112 113 114 
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心材と辺材との区別は認められる。前者はやや赤色を帯びた淡黄色，後者は淡黄白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 ~150~250μ，射出線:幅 ~1O~35μ (1 ~ 5 (7) 細胞幅，単列のものは低く，

少なし、)，高さ ~200~500μ(700) 。

Ailanthus ニワウルシ属

98. A. altissima SWINGLE シンジユ

2 4 10 14 16 17 33 34 45' 41 50 54 55' 58 60 66 68 73 74 80 81 87 109 

心材と辺材との区別は明らかでない。前者は淡黄褐色，後者は淡黄白色を示す。

導管(干し商) ;直径 ~200~300μ(350) , 射出線; 1福 ~10-80μ(110) (1~12細胞幅，単列のも

のは低く，少なL 、) ，高さ ~300~90::J μ(1100) 。

Meliaceae センダン科

Melia センダン属

99. M. Azedtirach LINN. var. japonica MAKINO センダン

5 10 12 14 16 17 24 27 33 34 40 45 47 48 50 52 54 55 58 60 65 68 74 

87 109 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は赤褐色，後者は淡黄白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 ~200-350μ，射出線:幅 -10-50μ (1 ~4 (6)祖泡幅， 単列のものは低く，

少なし、)，高さ -100~400μ。

Cedrelα チャンチン属

100. C. chinensis C. K. SCHN. チャンチン

1 5 10 14 16 17 24 33 40 45 47 48 52 55 58 60 66 68 73 74 82 87 91 93 109 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は顕著な赤褐色，後者は黄白色を示す。

導管(孔圏) ;直径 ~150~370μ，射出線; 1悟 ~20-80μ(1 ~ 7 細胞幅，単列のものは低く，少

なし、) ，高さ -150-750μ。“

Euphorbiaceae トウダイグサ科

Daphniphyllum ユズリハ属

101. D. Teijsmanni ZOLL. ヒメユズリハ

102 のユズリハの記載に同じ。

102. D. macropodum MIQ. ユズリハ

5 10 15 18 19 30 37 41 56 59 64 68 69 71 72 78 88 105 109 112 113' 114 

心材と辺材との区別は認められなL 、。材の色調は暗紅色を示すら

導管;直径 ~2()~50μ，分布数 -200/例m2， 射出線; 1悟 --15-30μ (1 -2 細胞幅).高さ ~ 
200-850μ(1000) 。

Mallotus アカメガシワ属

103. M. japonica MUELL. ARG. アカメガシワ

2 3 10 12 14 18 20 23 27 32 45 47 48 55 60 64 '68' 69 75' 82 87 109 112 

113' 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡黄褐色を示す。
"‘" 
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導管(孔圏) ;直径 -100-200μ，射出線:幅 -10-30μ(まれに 1-2 細胞高の複列部をもつこ

とが'ある)，高さ -300-14001'0 

Sapium シラキ属

104. S. japonicum PAX. et HOFFM. シラキ

2 4 10 11 12 14 18 20 23 27 31 37 41 52 53 55 60 61 68 69 75 82 87 

109 112 113 114 

心材Jと辺材との区別は認められない。材の色調は淡黄白色を示す。

導管;直径 -30-60μ，分布数 15-4G/mm2 ， 射出線;幅 -10-15μ，高さ -200-1200μ。

Buxaceae ツゲ科

B旧制ツゲ属

105. B. microphylla 8IEB. et Zucc. var. japonica REHD. et WILS. ツゲ

1 4 15 18 19 30 37 41 56 60 64 68 72 73 78 87 109 110 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められなし、。材の色調は鮮黄色を示す。

導管;直径 -30-40μ，分布数 200/mm2 を越える。射出線 -10-25μ (1- 2(3)細胞幅)，高

さ -300-600 l' (800) 。

Anacardiaceae ウルシ科

Rhus ウルシ属

106. R. verniciflua 8TOKES ウルシ

1 4 10 14 16 17 33 39 45 47 48 52 55 60 64 65 68 73 h2 87 88 105 109 

心材と辺材との区別は明らかで為る。前者は鮮黄色，後者は淡灰白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -170-270μ，射出線;幅 -10-30μ(1- 3(4)細胞幅)，高さ ，...-150<-600μ 

107. R. sylvestris 8IEB. et Zucc. ヤマハゼ

1 4 10 11 14 16 17 20 26 32 39 41 52 55 60 64 65 68 73 78 82 87 88 

105 1C9 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は鮮黄色，後者は淡灰白色を示す。

.導管;直径 -40-170μ，分布数 ; 15-35/mm2， 射出線;幅 -20-40μ (1- 2(3)細胞幅)，高さ

-150-600μ。

108. R. chinensis MILLER ヌルデ

3 10 12 14 16 '17 33 39 45 47 48 50 54 55 58 60 65 68 73 82 87 88 105 

109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められる。前者はくすんだ褐色，後者は灰白色を示す。

導管(孔圏) ;直径 -100-250μ，射出線;幅 -10-35μ (1- 3(4)細胞幅).高さ -200-7∞ μ。

Poupαrtiâ チャンチンモドキ属

109. P. Fordii HEMSL. チャンチンモドキ

'1 ‘ 5 10' 14 16 17 33 39 45 47 48 50 '52" 54" 55 60 65 68 72 73' 82 84 87 

105 109 112 113 114 
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心材と辺材との区別は明らかである。前者はやや黄色を帯びた紅色，後者は淡黄白色を示す。

導管(孔圏) ;直径 -150-300μ，射出線;幅 -10-30μ (1 -3 細胞幅，単列のものは低く，少

なL 、) ，高さ -400-780μ。

Aquifoliaceae モチノキ科

Ilex モチノキ属

110. 1. macropoda MIQ. アオハダ

2 10 15 18 19 27 30 31 37 41 53 56 57 60 63 66 67 69 71 72 79 80 81 

82 86 87 103 106 109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は認、められない。材の色調は帯黄白色を示す。

導管;直径 40-60μ，射出線;幅 -130μ( 1-10U2)細胞幅) ，高さ -2400110 

111. 1. crenata THUNB. イヌツゲ

2 10 15 18 19 30 31 37 41 53 56 57 60 63 66 67 69 71 72 79 80 86 87 

103 106 109 111 112 113 114 

材の色調はアオハダに類似している。

導管;直径 -40-60μ，射出線; I幅 -130μ (1 -10細胞幅)，高さ -1500μ。

112. 1. rotunda THUNB. クロガネモチ

2 10 15 18 19 30 31 37 41 53 56 57 60 63 66 69 71 72 79 80 82 86 87 

103 106 109 112 113 114 

材の色調はアオハダに類似している。

導管;直径 -40-60μ，射出線; I悟 -80μ(1-8細胞幅)，高さ -1400μ。

113. 1. integra THUNB. モチノキ

2 10 15 18 19 27 30 31 37 37 41 53 56 57 60 63 66 67 69 71 72 79 80 

82 86 87 103 106 109 112 113 114 

材の色調はアオハダに類似している。

導管;直径 -20-50μ(80)，射出線;幅 -120μ( 1-7 細胞幅)，高さ -1500μ。

114. 1. latifolia THUNB. タラヨウ

2 10 15 18 19 30 37 41 53 56 57 60 63 66 69 71 72 79 80 82 86 87 103 

106 109 112 113 114 

材の色調はアオハダに類似している。

導管;直径 -20-50μ，射出線; -'80μ (1 -6 (7)細胞幅)，高さ -1800μ。

Celastraceae ニシキギ科

Euonymu8 ニシキギ属

115. E. SieboldiαnU8 BLUME マユミ

2 4 10 15 18 19 30 37 41 55 57 60 64 68 74 76 87 103 106 109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調はやや黄色を帯びた白色を示す。

導管;直径 -30"-'40μ，分布数 300/mm2 を越える ο 射出線;幅ん10"""2μ，高さ -150-550110 

Staphylaceae ミツパウツギ科
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EU8caphi8 ゴンズイ属

116. E. japonica KANITZ ゴンズイ

2 10 15 16 31 32 37 41 56 60 66 67 69 70 71 72 79 80 81 86 87 106 109 

112 113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調はやや黄色を帯びた白色を示す。

導管;直径 -40-100μ(120)，分布数 30-80/mm2， 射出線;幅 -10-130μ (1 -10凶細胞幅) , 

高さ -2400μ。

Acera�ae カエデ科

Acer カエデ属

117. A. palmatum THUNB. イロハモミジ

2 5 10 11 14 18 26 27 31 37 41 52 55 57 60 65 68 74 87 104 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調は白色~紅色を帯びた淡褐色を示す。

導管;直径 -30-70μ，射出線;幅 -10-30μ (1 -4 細泡幅)，高さ -100-600μ。

118. A. MonD MAXIM. イタヤカエデ

2 5 10 11 14 18 26 27 31 37 41 52 55 57 60 65 68 74 87 104 109 111 112 

113 114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調は白色~紅色を帯びた淡褐色を示す。

導管:直径 -20-100 ペ射出線;幅 10-50μ (1 -5 細抱幅)，高さ -100-630 /J., 

119. A. carpinifolum SIEB. et Zucc. チドリノキ

3 5 10 11 14 18 26 27 31 37 41 52 55 57 60 63 66 67 69 74 79 83 84 

87 104 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかでなL、。材の色調は淡褐色~淡褐紅色を示す。

導管;直径 -20-70μ，射出線;幅 -10-120μ(140) (1 -15細抱幅)，高さ -100'-1000μ 

(1200) 。

120. A. crataegifolium SIEB. et Zucc. ウリカエデ

2 3 10 11 14 18 26 30 37 41 52 55 57 60 64 68 74 78 87 104 109 112 113 

114 

心材と辺材との区別はl児らかでない。材の色調は白色~淡褐色を示す。

導管;直径 -20-70μ，射出線; 1隠 -10-25μ (1 -2 細胞幅)，高さ -100-550μ。

121. A. rufinerve SIEB. et Zucc. ウリハダカエデ

2 3 10 11 14 15 18 26 31 37 41 52 55 57 60 65 68 74 87 104 109 112 113 

114 

心材と辺材との区別は認められなし、。材の色調は白色~淡褐色を示す。

導管;直径 -30-90μ，射出線;幅 -10-35μ(1 -4 (5)細1包幅)，高さ -100'-';750μ。

Hippocastanaceae トチノキ科

Ae8culu8 トチノキ属

122. A. turbinata BLUME トチノキ

• 
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2 10 11 14 18 20 26 31 37 41 52 55 57 60 64 68 76 85 87 !l6 109 111 . ~12 

113 114 

心材と辺材との区別は明らかでない。材の色調は淡黄白色~淡紅白色を示す。

導管;直径 -40-80μ(110)，射出線;幅 -10-15μ，高さ -100-300/-10 

Sapindaceae ムクロジ科

Sapindu8 ムクロ:/属!

123. S. Mukoro88i GAERTN. ムクロジ

4 10 11 12 14 16 21 23 24 27 32 33 45 46 47 48 52 55 60 64. 68 74 87 

104 105 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は黄色，後者は黄白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -90-300μ，孔圏外での導管の分布数 8 -15/mm2， 射出線:幅，20-25μ

(1 -3(4)細胞幅，単列のものは低く，少なL 、)，高さ -200-400μ(600) 。

Sabiaceae アワプキ科

Melio8ma アワプキ属

124. 1H. myriflnth~ SIEB. !!t Zucc. アワブキ

3 5 10 11 14 16 17 26 31 32 37 40 41 52 55 56 60 66 70 71 72 86 87 

105 106 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない。材の色調はやや紅色または黄色を帯びた褐色を示す。

導管;直径 -70-130μ，分布数 20-45/mm2 ， 射出線;幅 -10-70μ( 1-4 細胞幅)，高さ

-450-2500~。

Rhamnaceae クロウメモドキ科

RhamnU8 クロウメモドキ属

123. R. japonica MAXIM. クロウメモドキ

3 10 11 15 30 31 43 54 55 57 60 64 68 74 78 87 109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められる。前者はやや紅色を帯びた黄褐色，後者は淡灰黄色を示す。

導管;直径 -30-50μ(70) ，射出線;幅 -10-15μ( 1-2 細胞幅);高さ '-150-350 ん

Hovenia ケンポナシ属

126. H. dulci8 THUNB. ケンポナシ

1 5 10 11 14 16 17 24 27 33 45 46 47 48 52 55 60 65 68 72 73 82 87 

109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかである。前者は紅褐色，後者は黄白色を示寸。

導管(干し閤) ;直径 -170-310μ，孔圏外導管の分布数 2Q-40/mm2， 射出線;幅 -40-50μ(60)

(1 -5 細胞幅)，高さ -150-950μ。

ElaeocarpJlceae ホルトノキ科

Elaeocarpu8 ホルトノキ属

127. E. 8ylve8tri8 POIR. ホルトノキ

ー

-一
2 5 15 31 37 41 52 53 55 57 60 65 69 70 71ι82 87 ,10.6 .1119 ; 112 113 114 
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心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡紅白色で，秋材部はやや紅色を帯びている。

導管;直径 -50-90 ベ射出線;幅 -10-40μ(1- 2(3)細胞幅) ，高さ -350-2500μ。

Tiliaeeae シナノキ科

Tilia シナノキ属

128. T. Maximowitziana SHIRAS. オオパボダイジユ

2 10 11 14 18 20 23 26 31 37 41 55 57 60 65 69 74 78 87 96 104 105 

108 109 111 112 

心材と辺材との区別は明らかではなL、。前者は帯黄淡褐色，後者は帯黄白色を示す。その他はシナノキ

に類似している。

129. T. japonica SIMONKAI シナノキ

2 3 10 11 14 18 20 23 26 31 37 41.55 57 60 65 69 74 87 96 104 105 108 

109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない。前者は帯黄淡褐色~やや赤色を帯びた淡黄褐色，後者は帯黄白

色を示す。

導管;直径 -50-120μ，射出線;幅 -10-45μ (1 -4 細胞幅)，高さ -200-2000μ。

Stereuliaeeae アオギリ科

Firmiana アオギリ属

130. F. platanifolia SCHOTT. et ENDL. アオギリ

3 4.10 11 12 14 16 17 24 33 34 45 47 48 52 55 60 67 69 70 73 79 81 

86 87 104 1(J5 109 

心材と辺材との区別は明らかではない。前者は黄褐色，後者は淡黄白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -200-350μ，孔圏外導管の分布数 4 -25/mm2, 射出線; I幅 -180μ (1-

14細胞幅)，高さ -250-4000μ。

Theaeeae ツバキ科

Camellia ツバキ属

131. C. japonica LINN. ヤブツバキ

5 10 15 18 19 30 37 41 56 60 64 68 72 78 82 87 88 103 106 109 112 113 

114 

心材と辺材との区別は認められなL、。材の色調は紅褐色を示す。

導管;直径 -25-40μ，分布数 • -100-200/mm2， 射出線;幅 -10-30μ(1- 2(3)細胞幅)，高

さ -100-650μ。

Stewαrtia ナッツバキ属

132. S. Pseudo.Camellia MAXIM. ナッツバキ

5 10 15 18 19 31 32 37 41 56 57 59 64 65 68 72 87 88 1116 _1Q9 112 113 

114 

心材と辺材との区別は認められなL、材白の色調は紅褐色を示す0 ・

導管:直径 -60-140μ，分布数 50-100/mm2， 射出線;幅 -10-30μ(1- 3 細胞幅)，高さ
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-230-400μ。

133 S. monadelpha 5IEB. et Zucc. ヒメシャラ

5 10 15 18 19 27 31 32 37' 41 56 57 59 64 65 68 72 87 88 106 109 112 

113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は紅褐色を示す。

導管:直径 -60-140μ，分布数 50-S0/mm2, 射出線:幅 -10-40μ (1 -4 細胞幅) , 高さ

-150-550μ。

Tern8troemia モクコク属

134. T. gymnanthera 5I'RAGUE. モクコク

1 5 15 18 19 30 37 41 56 60 65 66 70 71 72 87 106 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない。前者はあざやかな赤色，後者はやや淡色を示す。

導管;直径 -30-50μ，分布数 100-180/mm2 ， 射出線.; I隔 -10-70μ (1 -4 細胞幅) , 高さ

-2900μ。

Cleyera サカキ属

135. C. japoni(:a THUN8. サカキ

5 10 15 18 19 30 37 41 56 59 60 64 68 69 75 87 88 103 106 109 112 113 

114 

心材と辺材との区別は明らかではない。前者は紅褐色，後者は淡黄褐色を示す。

導管;直径 -25-50μ，分布数 -150-320/mm2， 射出線;幅 -10-25μ(まれに複列部をもつこ

とがある)，高さ -200-1540μ。

Eurya ヒサカキ属

136. E. japonica THUNB. ヒサカキ

5 10 15 18 19 30 37 41 56 59 60 64 65 68 69 71 87 106 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は紅褐色を示す。

導管;直径 -20-50μ(60)，分布数 120-200/mm2 ， 射出線;幅 -10-35μ (1 -3 細胞幅)，高

さ -200-1500μ。

Flaeourtiaeeae イイギリ科

Xylo8ma クスドイゲ属

137. X. japonicum A. GRAY クスドイゲ

3 10 15 80 37 41 53 55 57 60 64 69 71 78 82 87 105 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない。前者は褐色，後者は淡黄褐色を示す。

導管;直径 -20-50μ，分布数 -200/mm2, 射出線;幅 -10-20μ (1 -2 細胞幅) , 高さ ~ 
300-1200 JJo 

Ide8� イイギリ属

138. 1. polycarpa MAXIM. イイギリ

2 10 15 18 19 30 31 37 41 52 55 60 64 65 68 71 72 78 87 108 109 112 

113 114 
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心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡黄白色~灰白色を示す。

導管;直径 -50-70μ，射出線;幅 -10-35μ (1 -2 細胞幅)，高さ -300-1000μ。

Thymelaeaceae チンチョウゲ科

Edgeworthia ミツマタ属

139. E. papyrifera 5mB. et Zucc. ミツマタ

2 10 11 14 16 17 18 20 26 31 45 46 47 48 55 60 64 68 73 74 '78 87 104 

心材と辺材との区別は認められなL、。材の色調は白色~帯黄白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -70-100 ベ 射出線;幅 -15-20μ (1 -2 細胞幅)，高さ -150-450μ 

(900) 

Elaeagnaceae グミ科

Elaeagnu8 グミ属

140. E. multiflora THUNB. ナツグミ

4 10 14 18 19 20 25 31 45 46 48 55 60 63 66 68 74 79 81 87 91 93 103 

106 109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない。前者は褐黄色，後者は淡黄色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -50-120μ，射出線;幅 -100μ( 1-4 細胞幅)，高さ -100-550 1'0

Araliaceae ウコギ科

Aralia タラノキ属

141. A. elata SEEMANN タラノキ

3 10 12 15 16 32 33 45 47 48 50 54 55 60 65 68 73 74 86 87 109 111 112 

113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない，材の色調は淡褐色~褐色を示す。

導管(孔閣) ;直径 -150-250久射出線;幅 -10-40μ(50)( 1-5 細胞幅，単列のものは低く，

少なL 、) ，高さ -150-1100μ 。

Evodiopanax タカノツメ属

142. E. innovan8 NAKAI タカノツメ

2 4 10 11 15 16 31 45 46 48 50 54 55 60 65 68 73 74 87 105 109 111 

112 113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は帯黄白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -70-100μ(120) ，射出線;幅 '"'"'20-50μ(1- 3 (4)細胞幅，単列のものは少な

L 、) ，高さ -100，..，.，400μ(500) 。

Dendropan闘力クレミノ属

143. D. trifidu8 MAKINO カクレミノ

2WUHD~~~~~~~~~~UM~-~~m 

114 

心材と辺材との区別は認められなL 、。材の色調は白色を示す。

導管(干し国) ;直径 -60-110μ，射出線;幅 -15-60μ (1 -4 細胞幅，単列のものは低く，少な
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L 、) ，高さ -150-400μ(700) 。

Acanthopanax ウコギ属

144. A. sciαdophylloides FRANCH. et SAVAT. コシアプラ

3 4 10 11 15 16 31 32 45 46 48 52 55 60 65 68 73 74, 87 108 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められる。前者はやや緑色を帯びた淡黄褐色，後者は灰白色~淡黄白色を示

す。心材と辺材との境界に黒色を帯びた着色千告が認められることが多い。

導管(干し圏) ;直径 -70-150μ，射出線;幅 -15-35μ(45)(1-4 細胞幅，単列のものは低く，

少なL 、) ，高さ -100-350μ 

Kalopanax ハリギり属

145. K. septemlobus KOlDZ. ハリギリ

2 3 4 10 12 15 16 33 34 39 45 46 50 54 55 60 65 68 73 74 87 109 111 

112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない。前者は淡黄褐色~黄白色，後者は淡黄白色を示す0 ・

導管(干し閤) ;直径 -170-350μ(400)，射出線;幅 -10-50μ (1 -5 細胞幅，単列のものは低

く，少なL 、) ，高さ -200-700゚o 

Cornaceae ミズキ科

Aucuba アオキ属

146. A. japonica THUNB. アオキ

1 3 10 11 15 18 19 30 37 41 56 57 60 67 70 71 72. 79 80 86 87 103 105 

106 109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない。前者は淡灰褐色，後者はやや淡色である。

導管;直径 20-60μ，射出線;幅 -170゚  (1-6 細胞幅)，高さ -4500゚o 

Cornus ミズキ属

147. C. controversa HEMSLEY ミズキ

2 10 15 18 19 31 32 37 41 52 56 60 65 68 71 72 87 106 109 111 112. 113 

114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡黄白色~淡褐白色を示す。

導管;直径 -60-130μ，射出線;幅 -10-50μ (1 -4 細胞幅)，高さ -250-1000 ゚ o 

148. C. brachypoda C. A. MEY クマノミズキ

5 10 15 18 19 31 32 37 41 56 60 65 66 68 71 72 87 106 109 112 113 114 

心材と辺材との区別はとくには明らかではない。前者は紅褐色，後者は淡黄白色を示す。

導管:直径 -60-130μ，射出線; I福 10-70μ(1-5 (6)細胞幅)，高さ -250-1000 ゚ o 

149. C. Kousu BUERGER. ヤマボウシ

2 5.15 18.19 31 37 .41 .56 60. 65 68 71 72 87 106 109. 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない。前者は淡紅色， t奏者はやや淡色である。

導管;直径 -50-80μ{90)，射出線; I福 -15-45μ (1 -4(5)細胞幅)，高さー-200，..，.. 1000μ

, ﾇlethraceae リヨウブ科
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Clethra リヨウブ属

150. C. barb初日叫S SIEB. et Zucc. りヨウプ

3 5 10 15 18 19 31 37 41 56 60 65 68 71 72 82 106 109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない。材の色調はやや紅色を帯びた淡褐色を示すo

導管;直径 -40-100μ(120) .ー分布数 .30-60/mm九射出線;幅 -10-60μ (1 -4 細胞幅)，

高さ -200-1100μ。

Ericaceae ツツジ科

Rhododendron ツツジ属

151. R. dilatatum MIQ. ミツバツツジ

3 5 10 15 30 37 41 56 59 60 64 65 68 71 87 88 106 109 112 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡褐色~淡紅褐色を示す。

導管;直径 -10-40μ，分布数 -400/mm2 を越えることがある。射出線;幅 -10-40μ (1-

3(4)細胞幅).高さ -200-600μ， 

Pieris アセビ属

152. P. japonica D. DON アセビ

5 10 15 30 37 41 56 57 60 64 68 72 73 78 87 88 105 106 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められなL 、。材の色調は淡赤褐色~淡褐色を示す。

導管;直径 15-40μ，分布数 -400/mm2 を越えることが多い。射出線;幅 -20-30μ (1 -2 

(3)細胞幅) .高さ -100-500μ(800) 。

Lyonia ネジキ属

153. L. ovalifolia DOURDE yar. elliptica HAND-MAZZ ネジキ

5 10 15 30 37 41 56 60 64 68 71 72 87 106 109 112 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡赤褐色を示す。

導管;直径 -30-60μ，分布数 -200/mm2 を越える。射出線;幅 -20-30μ (1 -3(4)細胞幅) , 

高さ -200-800μ。

Vaccinium スノキ属

154. V. bracteatum THUNB. シヤシャンポ

5 10 15 30 37 41 56 57 66 69 70 72 79 80 86 87 88 103 105 1C6 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡紅褐色を示す。

導管;直径 -30-50μ，分布数 -200/mm2， 射出線;幅 -60-170μ (1 -8 細胞幅)， 高さ

2200μ(30CO) 。

Myrsinaceae ヤブコウジ科

Rapcinaea タイミンタチバナ属

155. R. neriifoliαMEZ. タイミンタチバナ

5 15 16 30 37 41 55 60 67 70 72 81 86 87 105 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は帯紫淡紅色を:示す。

導管;直径 -30-50μ(60) ，射出線; I福島 -150-250μ(-8-13細胞幅，単列のものは少たしう，高
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さ -7000μ を越えることもある。

Ebenaceae カキノキ科

Diospyros カキノキ属

林業試験場研究報告第 118 号

156. D. Morrisiana HANCE トキワガキ

156roHUHTI~W~~~~~~a~MM~~nø 

78 85 87 96 104 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められなし、。材の色調はやや黒色の不規則なしま~はん点を有し，淡紅色~淡

とう色を示す。また材が黒色を示すことも知られている。

導管;直径 50-100μ(130) ，分布数 4-6/mm2 , 射出線 1幅 -10-20μ(1 ,._, 2 (3)細胞幅) , 

高さ -300-400μ(800) 。

157. D. Lotus LINN. var.. glabra MAKINO シナノガキ

1 5 6 10 12 U 16 17 18 20 22 25 32 35 40 41 52 55 60 64 65 68 72 73 

78 85 87 96 104 109 112 113 114 

材の色調はトキワガキに類似している。

導管;直径 50-170μ， 分布数 3 -5/mm2， 射出線;幅 -10-30μ(1- 2(3)細胞幅) , 高さ

-2∞-400μ(800) 。

158. D. Kaki THUNB. var. sylvestris MAKINO ヤマガキ

1 5 6 10 12 14 16 17 18 20 22 25 27 32 33 35 40 41 52 55 60 64 65 68 

72 73 78 85 87 96 104 109 112 113 114 

材の色調はトキワガキに類似している。

導管;直径 -40-250μ，分布数 3 -4 /mm2 , 射出線;幅 -10-25μ(40) (l -2 (3) 細胞幅) , 

高さ -350-500μ(880) 。

Symplocaceae ハイノキ科

Symplocos ハイノキ属

159. S. myrtacea SIEB. et Zucc. ハイノキ

2 10 15 18 19 30 31 37 41 56 57 59 60 64 65 68 71 72 87 103 106 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡黄白色を示す。

導管;直径 -30-55μ(65) ，射出線;幅 -20-30μ(40) ( 1 -4 (5)細胞11寝) ，高さ -300-600μ(1200) 。

160. S. prunifolia SIEB. et Zucc. クロ 1'<イ

2 5 10 15 18 19 31 37 41 56 57 59 60 65 68 71 72 78 87 88 103 106 109 

112 113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡黄白色~帯紫紅白色を示す。

導管;直径 -30-60μ(70)，射出線;幅 -10-25μ(30) ( 1 -2 (3) 細胞幅)，高さ -300-900μ 

Styracaceae エゴノキ科

Styrax エゴノキ属

161. S. japonica SIED. et Zucc‘エゴノキ

2 3 10 12 14 18 20 23 31 32 37 41 52 56 60 65 68 71 72 87 109 112 113 
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114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡黄白色~淡環褐色を示す。

導管;直径 -20-130μ，射出線;幅 -20-40μ (1 -3(4)細胞幅) ，高さ -400-900μ 

(1400) 。

162. S. Oba四ia SIEB. et Zuc�. ハクウンポク

2 3 10 12 14 18 20 23 27 31 32 37 41 52 53 56 60 65 68 71 72 87 109 

111 112 113 114 

材の色調はエゴノキに類似している。

導管;直径 -20-140μ，射出線;幅 -20-40μ (1 -4 (5)細胞幅)，高さ -400-900μ(1100) 。

Ptero8tyrax アサガラ属

163. P. corymbo8a SIEB. et Zucc. アサガラ

2 3 10 11 15 18 19 31 37 41 56 60 64 68 72 73 78 87 108 109 112 113 

114 

心材と辺材との区別は明らかではない。材の色調は淡黄褐色~淡燈色を帯びた淡褐色を示し，前者は後

者よりやや濃色で，鮮明である。

164. P. hi8pidαSIEB. et Zucc. オオパアサガラ

2 10 11 15 18 19 31 37 41 56 60 64 68 72 73 78 87 108 109 112 113 114 

材の色調はアサガラに類似している。

導管:直径 -30-110 久射出線;幅 -10-25μ (1- 2(3:細胞幅)，高さ -400-700μ。

Oleaceae モクセイ科

LigU8かum イボタノキ属

165. L. obtu8ifolium SIEB. et Zucc. イボタノキ

2 10 15 30 31 45 46 48 55 57 60 64 65 68 72 78 82 87 103 106 109 110 

111 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調はほとんど白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -50-60μ，孔圏外の導管分布数 60-100Imm2， 射出線;幅 -10-30μ( 1 

-2(3)細胞幅)，高さ -200-600μ。

08manthu8 モクセイ属

166. O. ilicifoliu8 MﾓUILLEFERT ヒイラギ

2 3 10 11 14 18 20 26 30 43 54 55 57 60 64 65 68 72 73 78 87 1iO 112 

113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡黄白色~白色を示す。

導管;直径 -20-50μ，射出線;幅 -20-30μ (1 -2 細胞幅)，高さ -150-400 陀

Syringa ハシドイ属

167. S. reticulata HARA I、シドイ

3ro11uMumæÜ~OOM~nU~M~_・lÍ1 112 113 

114 
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心材と辺材との区別は明らかではない，材の色調は淡黄褐色を示し，後者は淡色である。

導管;直径 -50-80μ(100) ，射出線;幅 -10-25μ(1-2 (3)細胞幅)，高さ -150-550μ。

Frαxinus トネリコ属

168. F. Spaethiana LINGELSH シオジ

3 10 11 12 14 16 17 20 23 24 33 34 45 号 47 48 .52 55 60 64 65 68 74 ‘ 78 

87 .109 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められる。前者は淡褐色，後者は淡黄白色~白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -200-400μ，射出線;幅 -10-30μ(40) (1 -2 (3)細胞幅) ，高さ -200-

400μ。

169. F. mandshurica RUPR. var. japonicαMAXIM. ヤチダモ

3 10 11 12 14 16 17 20 23 24 33 34 45 47 52 55 60 64 65 68 74 87 109 

・ 111 112 

心材と辺材との区別はやや明らかである。前者は褐色を示し，後者は淡黄白色を示す。

導管(孔圏) ;直径 -200-400久射出線; I福 -10-40μ (1 -4 細胞幅) ，高さ -200-400μ。

170. F. longicuspis SJEB. et Zucc. ヤマトアオダモ

2 4 10 12 14 16 17 20 23 24 33 45 47 52 55 60 64 65 68 74 87 109 112 

113 114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は帯黄白色を示す。

導管(干し庖) ;直径 -200-300μ，射出線;幅 -10-40 (1-3 (4)細胞幅)，高さ -300-5001-'0 

171. F. Sieboldiana BLUME アオダモ

2 4 10 12 14 16 17 20 21 23 24 32 33 45 46 47 48 52 55 64 65 68 74 

78 87 1~9 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められなし、。材の色調は帯黄白色を示す。

導管(干し圏) ;直径 -100-220μ，射出線;幅 -10-30μ (1- 2(3)細胞幅)，高さ -150-550 

μ。

Bor且ginaceae ムラサキ科

Ehretia チシャノキ属

172. E. ovalifolia HASSK. チシャノキ

3 4 6 10 12 14 16 18 20 22 25 33 45 46 47 48. 50 54 55 58 60 67 68 69 

74 79 80 87 109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない。材の色調は黄白色~黄褐色を示す。しばしば帯紫黒色の不規則

な変色部分が認められる。

導管(孔圏) ;直径 -150-270μ，射出線;幅 -10-1001-' (1-7 細胞幅)，高さ -200-1000μ 

(1300) 。

Verbenaceae タマツヅラ科

, Clerq_dendron クサギ属

173. C. trichotomum THU阻.クサギ



本邦産広葉樹材の識別(須藤) -77 ー

4 10 11 12 14 16 17 18 21 24 26 32 45 47 48 55 60 65 68 73 87 105 109 

111 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない。前者は黄色，後者は淡色である。

導管(干し圏) ;直径 -llO-210μ，孔圏外導管の分布数 10-25/mm2, 射出線;幅 10-50μ(70) 

(1 -4 細胞幅)，高さ -200-1000μ。

Scrophulariaceae ゴマノハグサ科

Paulownia キリ属

174. P. tomento8a STEUD. キリ

3 10 12 14 16 17 21 24 33 34 39 45 46 47 48 52 55 60 65 68 74 87 104 

108 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない.前者は淡褐色，後者はやや淡色である。

導管(干し圏) ;直径 -200-340μ，孔圏外導管の分布数 5-10/mm2 , 射出線;幅 -15-40μ (1 

-4 細胞幅，単列のものは少なし、)，高さ -200-500J.&0 

Bignoniaceae ノウゼンカズラ科

Catalpa キササゲ属

175. C. ovatαG. DON キササゲ

3 10 12 14 16 17 24 33 39 45 47 48 50 54 55 58 60 64 65 68 73 74 87 108 

心材と辺材との区別は明らかではなし、。材の色調はくすんだ褐色を示し，後者はやや淡色である。

導管(孔圏) ;直径 -100-230μ，孔圏外導管の分布数 5-1O/mm2， 射出線; I隠 -20-30μ( 1 

-3(4)細胞幅，単列のものは少なL 、) ，高さ -100-90:J110 

Caprifoliaceae スイカズラ科

Sambucu8 ニワトコ属

176. S. Sieboldiana BLUME ‘ニワトコ

2 10 11 15 31 37 41 54 55 60 65 68 72 73 86 87 105-109 112 113 114 

心材と辺材との区別は明らかではない。材の色調は淡黄褐色を示し，前者は後者よりやや濃色である。

導管;直径 -40-110μ，射出線;幅 -20-50μ(60)( 1-5 細胞幅，単列のものは少なし、) ，高さ

-200-500μ。

Viburnum ガマズミ属

177. V. Sieboldi MIQ ゴマキ

2 3 10 15 18 30 37 41 56 59 60 65 68 71 72 78 87 88 106 109 112 113 

114 

心材と辺材との区別は認められない。材の色調は淡褐白色~淡褐色を示す。

導管;直径 -20-70μ，射出線;幅 -10-30μ(40) (1-2 (3)細胞幅)，高さ -500""";750μ(1200) 。

178. . V. dilatcitum THUN.B.ガマズミ

2 5 10 15 18 30 31 37 41 56 57 59 60 65 68 69 71 72 86 87 88 103 106 

109 111 112 113 114 

心材と辺材との区別は認められなL 、。材の色調は淡黄白色~淡紅褐色を示す。
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導管;直径 -25-50μ(70)，射出線;幅 -10-40μ(60) (1-4 細胞幅)，高さ -600-1800μ。

179. V. Awabuki K. KOCH サンゴジユ

2 5 10 15 18 30 31 37 41 56 57 59 65 69 71 72 86 88 103 106 109 112 

113 114 

心材と辺材との区別は認められなし、。材の色調は淡褐白色~淡紅褐色を示す。

導管;直径 -30-75μ，射出線:幅 15-50μ (1- 3(4)細胞幅)，高さ -200-1500μ(2000) 。

5. 各属の特徴および樹種聞の識別拠点について

前項の各樹種の記載で，十分に記載することのできなかった個々の性質をさらに必要のあるものについ

てくわしく記載して，識別がより行なわれやすくなるための便をはかった。したがって各樹種の特徴のう

ちきわめてその存在が限られ，該当樹穫の識別には有力な拠点として利用される性質などはここに記載さ

れている。

多くの場合，各属の樹種は 2 ， 3 の代表的な性質によって特徴づけられる。しかし属によっては，特定

の 2 ， 3 の性質によってその属の樹種すべてが代表されず， 2 つ以上のグループに分けられるような顕著

な性質の差が同属の樹種聞に認められることもある。ここで各属の特徴としてあげてあるものは，各樹種

の記載の項で取り上げた樹種のみを対象として取り上げているため，各属の特徴というても，その属のす

べての樹種を代表していない場合もおこりうる。

また各樹種の記載の項目では取り上げていないが，他の樹種との関連を示すためにその性質についての

簡単な観察を行なった樹種についても記してある。

Salicaceae 

Populu8 

記載を行なった樹種の他に 2 樹種が知られている。

導管は散在状に分布しているが，斜線状，切線状に配列する傾向が認められ，また年輪の最内部に導管

が断続的に，ときにはかなり長く円弧状に配列することがある。

年輪界に，線状に配列する柔細胞は，肉眼的にはとくに顕著ではなし、。

導管の輪郭はやや多角形を示す。導管の膜壁にしばしば条線が認められる。

ドロノキとヤマナラシを比較すると， 前者の導管の直径はやや大きく， しばしば 100μ を越えるが，

後者で100μを越えることはほとんどない。

Salix の楠種との顕著な差はその射出線が単列向性を示すことである。

褐色耳目t認められる。

26, 41, 64, 76 などによって取り出される。

Salix 

記載を行なった樹種のほかに 37 樹種が知られてし'、る。

多くの性質は POρulus の樹種に類似している。 POρulus の樹種との顕著な差はその射出線が単列異性

を示すことである。

褐色涯が認められる。

26, 41 , 64, 75 などによって取り出される。
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Myricaceae 

Myrica 

記載を行なった樹種のほかに 1 樹種が知られている。

導管の配列は散在状を示し，単独のものが多く，切線方向，不規則方向などに 2 個複合するものが少数

認められる。導管の直径の移行がきわめて少ないため，肉眼による年輸の区別は明らかでなく，秋材部が

春材部に比べて濃色であることによってやや区別される。導管の輪郭は多角形の傾向が著しし、。

射出線は他の組織に比べると，濃色であるので柾目面では明らかである。射出線の個々の細胞と導管と

の大きさを木口面で比較すると前者が大きいことがしばしば認められる。

散在状，切線状に配列する柔細胞は顕微鏡下では顕著である。

柔細胞，射出線細胞などには着色物質が含まれている。

5, 30, 41, 65, 68 などによって取り出される。

Juglandaceae 

Platycarya 

導管は環孔状に配列し，その孔圏は 1-2(3)列に配列する導管によって形成される。孔圏外の小導管は

多角形を示し，肉眼ではその個々は判別できないが，それらによって形成された白色~淡色の不規則な形

の斜線状，放射状などの帯は肉眼でも認められる。

白色の柔細胞の細線が秋材部で規則的に配列し，肉眼でも認められる。導管の周囲に l 細胞幅の柔細胞

の層が認められるが，顕著ではない。

射出線細胞中に結品が認められ，結品は大きく 30x50μ に達し，その細胞は洋酒樽状にふくれてい

る。板目面では射出線の多列部が一定の大きさの細胞のみからなっていないで， しばしば大きさの異なっ

た細胞からなっていることが，顕微鏡下で認められる。

20, 22 , 33, 45, 50, 65, 68, 82 などによって取り出される。

Pterocarya 

導管の配列は散在状であるが， しばしば導管が放射方向へ配列する傾向をもつことがある。その直径の

移行は少なく，肉眼によって春材部と秋材部を区別することはむずかしし、。年輪界は淡色の細線により区

別される。導管の輪郭は円形~だ円形を示し，単独および 2-(3)個放射方向に複合したものとからなる。

白い切線状に配列する柔細胞の細線は注意すれば肉眼でも認められ，それらの配列間隔は広く，また，

しばしば波状を示す。導管の周囲に 1 細胞幅の柔細胞の配列が認められるが，完全に包むことはなし、。年

輪界に沿って柔細胞の細線が断続的に認められる。

2, 32, 41, 78 などによって取り出される。

Juglans 

導管の配列は散在状であるが，その直径の移行は比較的急である。導管の輪郭は円形~だ円形を示し，

単独および 2-3個放射方向に複合したものとからなる。

白い切線状に配列する柔細胞の細線は肉眼によっても注4意すれば認められる。導管の周囲に 1 細胞幅の

柔細胞の配列が認められるが，完全に包むことはなL 、。年輪界に沿って柔細胞の細線が断続的に配列する。

5, 33, 35, 41, 52,. 65, 68 などによって取り出される。その色調が特徴的であるためれー弛から区別さ

れる。 、F

、
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Betulaceae 

Carpinus 

記載を行なった樹種のほかに 1 樹種が知られている。

年輪界は肉眼では白色の帯によって認められる。この帯はレシズなどにより注意ぶかく観察すると小導

管などが群団状に集合し，年輪界に沿って点在しているものによって，このように認められるものである

ことがわかる。材の色調は灰白色で，とくに顕著な色調ではないが，木材の色調としては同様な色調のも

のが少ないために，他から比較的区別されやすし、。年輪界はほとんど常に顕著な波状を示す。これは集合

射出線と年輪界の交点付近で，凹凸ができるためである。

導管は散在状に配列するが，放射方向へ広い帯を形成して分布する。これは集合射出線が存在し，その

ために導管の分布する部分が帯状に限定されるからである。導管の輪郭は多角形の傾向をもち，放射方向

に数個以上複合する導管も少なくなし、。

集合射出線は他の組織と同様灰白色を示すが，光沢がないため，他からかろうじて区別される。射出線

細胞中に認められる結品はひし形などを示すことが多いが，イヌシデに不顕著ではあるが金平糖状を示す

ものが認められた。

クマシデ，アカシデ，イヌシデなどは性質が類似している。サワシパはこれらの 3 樹種に比較するとそ

の材の色調が，やや紅色を帯びていることおよび集合射出線の集合の仕方が疎であることなどによって，

他から区別しうる。

2, 31, 41 , 53, 57, 67, 70, 77 などによって取り出される。

Cor;ylus の樹種とは材の色調，その他の点で性質が類似しているが ， Carþinus の樹種ではその集合射

出線の色調が他の組織の色調と明らかな差をもたないことが，区別点となる。

褐色斑が認められる。

Ostrya 

導管は散在状に配列するが，それらの配列がしばしば放射方向にむかうことが認められる。春材部から

秋材部への導管の直径の移行が認められる。単独および放射方向に 2-4 個複合する導管からなる。

1 細胞幅の淡色の柔細胞の細線が不規則に配列することが認められるが，一般にはこのことは秋材部で

顕著であることが多い。年輪界に沿って柔細胞の細線が断続して認められる。

射出線細胞中には結晶が認められるが，比較的小さく， 20x20μ で，細胞はとくには変形していなL 、。

5, 32, 41 , 55, 57, 64 などによって取り出される。

Betula および Prunus の樹種とその性質が類似しているが，前者とは肉眼で導管が一つ一つの孔と

して認められること，および導管の膜壁に螺旋肥厚があり，またその穿孔が単一であることなどによって

区別される。後者については Prunus の項で述べるようにして区別する。

Corylus 

記載を行なった樹種のほかに 2 樹種が知られている。

導管は散在状に配列するが，集合射出線の広い帯によってさえぎられ，放射方向へむかう広い帯状に分

布している。

年輪の境界は顕著な波状を示す。これは広い集合射出線と年輪界との交点付近で凹凸を生ずるためであ

る。
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集合射出線は淡紅褐色を示し，木口面，板目面などで，灰白色などを示す他の組織から，肉眼によって

も明らかに区別される。このことが， Cm'pinus の樹種との区別点となる。その他の性質は Caゆinus

の樹種に類似している。

2, 20, 31 , 41 , 63, 67, 70, 77 などによって取り出される。

Betula 

記載された樹種のほかに 4 樹種が知られている。

導管は散在状に配列し， しばしば放射方向にむかつて配列する傾向があるが，顕著ではなL 、。導管の直

径の移行はゆるやかである。導管の輪郭はだ円形，やや多角形を帯びるなどの傾向をもち，単独のものお

よび放射方向に複合するものとからなる。木口面で肉眼によると導管が白色の点として認められることが

多い。

射出線は柾目面では他の組織から濃色の帯として明らかに区別される。このことはとくに色調の赤いカ

パ類で著しL 、。

柔細胞は散在するもの，切線状に配列するものなどがあるが，後者の場合でも長く連らなることは少な

い。年輪界に沿って淡色の柔細胞の細線が断続して存在する。

導管の分布数は，一般に 20-50/mm2 を示すことが多L 、。単独導管と放射方向に複合する導管との分

布比率に樹種による差があることが知られており，兼次32) , 工藤・山林27>などによりウダイカンパでは

その単独導管の分布比率が他に比して多いことが報告されている。

32, 41 , 56, 64, 65, 68 などによって取り出される。

Betula の各樹種は一般には次のようにして識別される。

A. 心材と辺材との区別は明らかで，心材の色調は赤褐色を示す。重< (比重は 0.9 を越えることが多

L 、) ，硬L 、。オノオレカンパ。

B. 心材と辺材との区別は明らかで，心材の色調は赤褐色，紅褐色を示すが， A に比して淡色であるこ

とが多L 、。 A より軽い(比重は o 6-0.8 を示すことが多い)。ウダイカンパ，ヨグソミネパリ。

C. 心材と辺材との区別は明らかではなく，材の色調は淡黄褐色~帯黄白色などを示す。シラカンパ，

ダケカンパ。前者は後者に比し軽軟である。

Ostrya, Prunus のi樹種と外観的には類似しているが，導管の膜壁に螺旋肥厚がなくその穿孔が階段状

であることが明らかな区別点となる。柾自国での射出線の色調も，肉眼による特徴的な性質であるので，

他からの区別点として利用される。

AlnU8 

記載された樹種のほかに 5 樹種が知られている。

この属の樹穫は大きく集合射出線を有する樹種のグループと，有しない樹種のグループとに 2 分され

る。

A. 集合射出線を有する樹種

導管は散在状に配列するが，集合射出線の存在によってその分布する部分が限られ，放射方向にむかつ

た広い導管の分布する帯が認められる。導管は放射方向に複合する傾向が強く，数個以上複合することも

少なくなL、。これらの樹種のうち，材の色調が淡紅褐色を示し，材がやや硬く，重いものがヒメヤシヤプ

シで為る。材の色調が淡紅褐色~淡澄褐色を示し，材がやや軟らかく，軽いものがハンノキ，ケヤマハンノ

,ptr: 
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F キ，ヤマハンノキなどである。これらの樹種は集合射出線の存在，導管の分布の仕方，材の色調などによ

って他から区別される。

5, 41 , 56, 70, 77 などによって取り出される。

B. 集合射出線を有しない樹種

導管は散在状に配列し，放射方向に複合する傾向が強L 、。射出線は幅が狭く，肉眼では認め難いことが

多い。材の色調は淡紅褐色を示し，外観的には Sorbus の樹種などと類似しているが ， Sorbus の項に述

べるようにして区別される。ケヤシヤブシ，ミヤマハンノキ，ヤシヤブシなどがこれに含まれる。

5, 31 , 41, 56, '64，切などによって取り出される。

この属の樹種では柔細胞は散在状，短切線状に配列することが顕微鏡下では認められる。

褐色濯が認められる。

Fagaceae 

Fagu8 

導管は散在状に配列し，秋材音\$へむかつての導管の直径の移行が認められ，その分布数は秋材部の年輪

界では少ない。

年輪界は細かし、が，顕著な波状を示し，春材部と秋材部との聞には顕著な差が認められ，後者が濃色を

戸示すので，各年輸は明らかである。

導管の輪廓はだ円形，やや多角形を帯びる.導管中にはしばしば顕著な平板状のタイローズが認められ

るが，肉眼では認められない。

射出線ft\，、ずれの断面においても顕著で，木口面で絹糸状の光沢をもった帯として顕著に認められ，導

管の直径より射出線の幅が広いことが多い。板目面では他の部分より濃色で，顕著な紡錘形を示す。

柔細胞は散在状，短切線状に配列し，多数存在するが，肉眼では認められない。

導管の穿孔は一般には単一穿孔を示すが，小導管にはしばしば階段状穿孔が認められる。

プナとイヌプナとは性質がきわめて類似しているために両者の区別は顕微鏡による詳細な観察などが必

要である41h

31, 41 , 63, 67, 70, 81 などによって取り出される。

QuerCU8 

記載を行なった樹種のほかに 2 樹種が知られている。

導管の配列の仕方によって大きく 2 グループに分けられる。そのうち導管が放射方向に配列する樹穫の

グループにはアカガシ，アラカシ，イチイガシ，ウパメガシ，シラカシ，ツクパネガシ，ハナガガシなど

が含まれ，導管が環孔状に配列する樹種のグループにはアベマキ，カシワ，クヌギ，コナラ，ナラガシワ，

ミズナラなどが含まれる。

A. 導管が放射方向に配列する樹種

すべての導管は単独で，複合する導管は認められず，円形~だ円形の輪郭をもっ。これらの導管は 1-

数列幅に記列し，その直径の移行はゆるやかである。これらの導管の配列は淡色の組織の中に包まれてい

るために周囲の組織から明らかに区別される。

射出線は幅が広く，高さも高く，顕著な樫白状を示すc 射出線と導管の問の紋孔は桐状を示す。

柔細泡は木口面で，やや規則的に配列する切線状を示し，射出線とともに階段状の模様を形づくってピ、
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ることが，肉眼，レシズなどで認められる。

材の色調，その他の性質によって次のように区別される。

A1.心材と辺材との色調差が認められ，前者は濃色で赤褐色を示す。アカガシ，イチイガシ。

An. 材の色調は黄褐色~灰白色を示す。

An'. 心材と辺材との区別が認められるが，前者は黄褐色を示す。ツクパネガシ。

An". 心材と辺材との区は別明らかでなし、。アラカシ，シラカシ，ハナガガシ。

Am. 心材と辺材との色調差は明らかでないが，材の色調は比較的濃い褐色を示す。

集合射出線が認められる。ウパメガシ。

これらのうち，導管の直径はハナガガシ以外では 200μを越えることはなL 、。しかし，ハナガガシでは・・

300μ に達するので他から区別される。

このグループに属する樹種は 14， 25, 36, 42, 51, 67, 70, 89 などによって取り出される。

B，導管が環孔状に配列する樹穫

孔圏の導管は直径が大きく，肉眼でも明らかに認められる。孔圏外の導管は直径が小さく，レンズなど、

によりかろうじて認められる。これらの小導管は放射方向にむかつて配列し，火焔状，扇状などの模様を

それらを包む淡色の柔細胞などの組織とともに形づくる。

射出線は高きが高く，幅も広いため，いずれの断面でも明らかに認められる。

柔細胞は孔圏部の導管，孔圏外の導管などを包むものと，さらに孔圏外で切線状に配列するものとがあ

る。孔圏外でやや規則的に配列する淡色の切線状の細線は肉眼，レシズなどによっても明らかに認められ

る。

射出線と導管との問の紋孔は柵状を示すもの (B I)とそうでないものとがある (Bn) 。

材の色調，孔圏外導管の形などによって次のごとく 2大別される。

B 1.材の色調は淡赤褐色，赤褐色を示し，孔圏外の小導管の輪郭は円形，だ円形などを示し，厚膜であー

る。アペマキ，クヌギ。

Bn. 材の色調は黄褐色，帯黄褐色を示し，孔圏外の小導管の輪郭は多角形を示し，薄膜である。カシ

ワ，コナラ，ナラガシワ，ミズナラ。

このグループに属する樹種は 34， 45, 49, 67, 70 などによって取り出され，さらにB1 と Bnの各樹種は

89 の有無により区別される。

Quercus の各樹種はさらにくわしく顕微鏡的性質および肉眼的性質(孔密部導管の列数，射出線細胞

および柔細胞中の結晶の存在の差異，放射方向に配列する導管の列数，その他の性質)などによって識別

されることが知られている山由。

Castanea 

環孔状に配列する導管はだ円形を示すことが多く，その直径は大きく，本邦産材中の最大値を示すこと

が知られている。その孔圏導管の配列数は多い。また孔圏の中では導管の直径の移行が認められ，その分

布は疎である。孔圏の導管は柔細胞，仮導管などによる組織の淡色の帯の中に認められる。孔圏外の導管

は放射方向にむかつて配列し，火溜状，扇状などの模様を形づくる。それらの小導管は多角形の傾向を帯

び，肉眼，レシズなどによっても注意すれば認められるものもある。

導管と射出線との聞の紋孔はやや大型のものが多く，不規則な形を示すものが混在している。
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柔細胞は散在状，やや不規則に配列する短い切線状を示すことが顕微鏡下では認められる。

Castanoρsis の樹種とはその外観的な性質が類似しているが，導管の直径がきわめて大きいこと，孔圏

の導管配列数が常tこ多列で広い帯を形づくること，柔細胞の細線が肉眼では認められないこと，導管と射

出線との問の紋孔の形がことなることなどによって区別される。

33, 45, 47, 49, 64, 76 などによって取り出される。

CastanQPsis 

導管は環孔状に配列し，その孔園部の導管を含めて年輪内での導管配列は，放射方向にむかう傾向があ

る。孔圏の導管の列数は 1-数列を示すが，その配列は疎である。導管の輪郭は円形を示すことが多L 、。

孔圏外の導管は直径は小さく，放射方向にむかつて配列し，火焔状，扇状などの模様を形づくる。

切線状に配列する柔細胞の細線は比較的規則的な配列を示し，射出線と網状~階段状の模様を形づくる傾

向が強く，注意すれば肉眼でも認められる。柔細胞はしばしば結品を含むことがあり，小さ L 、。

スダジイとコジイとはその性質が類似しているが，両者の問には顕著な差がある。すなわち集合射出線

が前者ではほとんど常に認められないが，後者に常在することである。したがってスダジイでは射出線は

狭く，肉眼では認めにくいが，コジイでは広い集合射出線が認められる。なおスダジイとコヲイとの間に

はニタリジイなどと呼ばれる中間的な性質を示すものがある。このために認められる特徴的な点は集合射

出線の出現の仕方が前述の両者の中聞を示すことである。

Castanea の樹種とはその性質が類似しているが，コジイは幅の広い集合射出線があることにより，ま

たスダジイは孔圏部導管の配列がより疎であること，孔圏での導管の配列数が一般に少ないこと，柔細胞

の淡色の細線が注意すれば肉眼でも認められること，導管と射出線との聞の紋孔が異なることなどによっ

て区別される。

45, 46, 47, 49 などによって取り出される。さらにスダジイは64， 68, 76 を，コジイは67 ， 70, 77な

どをそれぞれ加えることによって取り出される。

Pasania 

導管は放射方向にむかつて配列し，鎖状を示す。導管の直径の移行はきわめてゆるやかで，輪郭はだ円

形を示し，単独のもののみが認められ，複合するものは認められない。

年輪の境界は顕著な波状を示す。

射出線は幅が広く，高さが高いので木口面，板目面では明らかに認められるが，集合射出線であるため

レ yズなどによると木口面では何本かの細い部分に分かれ，また板目面では濃色の紡錘形の組織が淡色の

組織によっていくつかに分けられていることが認められる。

柔細胞は肉眼でも明らかな淡色の細線を形づくり，やや規則的に配列する}ために部分的には射出線と階

段状の模様を形づくる。柔細胞中には結晶が認められ，大きさの小さいもの (10X10μ) とやや大きいも

の (20X30μ) とがあり， しばしば混在することがある。射出線細胞にも結品が認められ，方形を示すも

のと金平糖状を示すもの、とがある。

射出線と導管との関の紋孔は柵状を示す。

マテパシイt の・ほかにシリプカガシ ( P. gla1)ra OERST) が知られでいる。前者に比してその射出線

の幅は狭いが，高さが高いことによって区別されることが知られている勺。，

Quercus の樹種のうち導管が放射状に配列するグループのものとは性質が類似している。しかし，.そ



本邦産広葉樹材の識別(須藤) 。
。

の色調が Quercus の樹種とはことなっていることにより区別される。

5, 42, 51, 67, 70 , 77 などによって取り出される。

Ulmaceae 

Ulmus 

導管は環孔状に配列し，その孔圏では 1-2 (3)71Jに配列する。孔圏外では導管の直径は小さく，多角形

を示し，群状に複合しており，孔圏に近い部分ではそれらが散在するが，年輪の外側にむかつては切線方

向に帯状につらなり，さらに花総状を示すようになる。

これらの導管の帯に接して柔細胞が存在するが，顕著ではなく，肉眼では区別できない。年輸の境界で

は小導管と柔細胞などからなる断続した帯~線が認められる。

射出線は高さ，幅などは特徴的ではないが，その色調が顕著で，とくに柾自国では他の組織が淡褐色~

くすんだ褐色などを示すのに比べて，明らかに区別される紅色~紅褐色の帯として認められる。このこと

は比較的性質の類似した他の属の樹種との間の明らかな区別点となる。

柔細胞，射出線細胞中に結品が認められ，その大きさは 20x30μ に達する。射出線細胞中に認められ

るものは一般には射出線の外側部に位置する方形~直立状の連続した細胞中に認められる。ハルニレで

は，個体によっては結晶が認められないことがあった。

Ulmus の各樹種は性質が類似している。材の色調に差があることがしばしばし、われているが，色調に

よる区別はむずかしい場合が多L、。しかし，一般にはハルニレはやや赤褐色を，アキニレはやや黄褐色を

帯び，オヒョウニレは前 2 者に比して淡色であることが多いといえる。

Celtis および Zelkowa の樹種とはその性質が類似しているが，導管の配列がやや異なること，射出

線の色調およびその他により区別される。

33, 45, 47, 50, 58, 65, 74 などによって取り出される。

Zelkowa 

導管は環孔状に配列し，孔圏では1-271Jに配列する。年輪幅が広い場合には2jIJになることが多いが，

外側に位置するものは直径がやや小さ L 、。孔圏外の導管は直径が小さく，多角形を示し，多数が複合して

短くとも切線方向に伸びる帯を形づくり，秋材部の年輪界に近い部分では，それらが長く連らなり花綜状

を示すようになる。

柔細胞は導管に接していて顕微鏡下では明らかに認められるが，肉眼では認められない。年輪界に沿っ

て小導管とともに断続的な帯を形づくっている。

射出線細胞中に結晶が認められ，その大きさは比較的大きく 30x35μ に達し，その細胞はやや円形に

ふくれている。一般には結品を含む細胞は辺縁の方形細胞に限られ，横臥状細胞中には認められない。

Celtis および Ulmus の樹種と性質が類似しているが，導管の配列の仕方に差があること，材の色調

に差があることおよびその他の性質によって区別される。

45, 46, 50, 65, 82 などによって取り出される。

Celtis 

記載した樹種の他に 1 樹種が知られている。

導管は環孔状に配列し，導管の孔圏での列数は 1-2(3)である。干し圏外では多角形を示す小導管が群状

に集合したものが，年輪の外側にむかつてその切線方向への長さを増し花綜状を示すが，干u脅から刊圏



- 86 ー 林業試験場研究報告第 118 号

外へ移行する部分には，比較的直径の大きい円形~だ円形の単独および放射方向などに複合した導管が存

在する。このことは比較的性質の類似した Ulmus， Zelkowa の樹種には認められない性質である。

導管の周囲には層をなして存在する柔細胞が認められ，さらにそれらが切線方向に伸長することがある

が，小導管の帯とは肉眼では区別されない。

射出線には鞘状細胞が認められるが，その細胞は方形であることが多く，紡錘形の片側または両側に認

められる。射出線細胞中に認められる結晶はとくに大きくはないが (25X30μ)，その細胞はややふくれ

ている。結品を含む細胞は辺縁の方形細胞に主としてかぎられている。

エノキとエゾエノキは性質が類似している。

U!mus および Zelkowa の樹種とは性質が類似しているが，それぞれの属の項で述べたようにして区

別される。

45, 48, 50, 60, 68, 86 などによって取り出される。

Aphananthe 

散在状に配列する導管は平等に分布し，その直径はきわめて徐々に移行する。導管の配列が環孔状を示

すことが報告されているが駒， 筆者の観察ではそのことは認められなかった。導管の大部分は単独で，

その他には放射方向に 2-(4)個複合するものが少数混在する。複合導管の接合部のおのおのの導管の膜は

厚く (-7-9μ に達する) ，その他の部分との差が著しし、。

導管を包む柔細胞は顕著で，春材部から秋材部へむかつて，鞘状，翼状，連続翼状などを示し，さらに

同心円弧状の淡色の帯を形づくるようになり，その幅が 10-間細胞幅におよぶ。さらに，それらがその

まま年輪界に認められることがある。この畏い柔細胞の帯の存在することは本邦産材中では数少ない例の

一つである。

射出線細胞中に認められる結晶は主としてその存在が辺縁の細胞に限られている。

14, 17, 21 , 23, 24, 32, 35, 36, 41 などによって取り出される。

Moraceae 

MorulJ 

記載を行なった樹種のほかに 3 樹種が知られている。

導管は環孔状に配列し，その孔圏では多列を示し， 3-4 列を示すことが多いが，その列数は一定しな

いことが多L 、。孔圏外では，孔圏に近い部分では孔圏の導管よりやや直径の小さい円形~だ円形の導管が

散在し，秋材部にむかし、その直径を減少し，輪郭はやや多角形の傾向を帯びるようになり，比較的少数で

はあるが，それらの導管が群状に集合するようになる。

導管の周習を淡色の柔細胞の組織が包んでおり，ときには不顕著な翼状を示すことがある。

導管の中にとくに孔圏部で白色~黄白色の物質が充填されていることが肉眼でも認められることがあ

る。またタイローズが導管中に認められることもある。

射出線の多列部の外側に直立細胞が認められるが，とくに著しくはなし、。

材の色調はきわめて特徴的な黄褐色を示すが長く放置されると濃褐色に変化するo

1, 3, 4, 33, 45, 48, 54 などによって取り出される。

Brou88onetia 

記載を行なった樹種のほかに， .1 樹種が知られている。
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導管は環孔状に配列し，孔圏での列数は多く 5~Jにおよび，そのうちでは比較的疎に分布する。孔圏外

では導管の輪郭は円形~だ円形で，比較的直径が大きく，単独および放射方向に複合するものとが散在し，

比較的直径の移行はゆるやかである。秋材部の年輪界に近い部分では多角形を示す小導管が群状に複合す

るが，秋材部にむかつてその切線方向への長さを増し，柔細胞とともに畏い切線状の帯を形づくるように

なり，さらには年輪界にも配列する。

柔細胞は孔圏に近い部分では導管を包み，翼状などを示し， ν シズでも認められる。

射出線は木口面では黄色の細線として明らかに認められる。

Clerodendron および Zanthoxylum の樹種とその性質が類似しているが，導管の配列の仕方，柔細

胞の配列およびその他によって区別される。

4 , 45, 47, 48, 50 などによって取り出される。

FicU8 

記載を行なった樹種のほかに直立性木本としては 1 樹種が知られている。

導管は平等に散在し，単独および放射方向に 2-3個複合する導管からなる。導管の輪郭はだ円形を示

し，その直径の移行はきわめてゆるやかである。

木口面で観察すると，年輪内に淡色の同心円状の柔細胞の広い帯が，かなり規則的に配列しているた

め，まと状の模様を形づくる。この柔細胞の帯は一般に導管の直径の半分またはそれ以上に広L 、。この柔

細胞の組織の帯の存在および導管直径の移行の少ないことのために年輪の境界は認めにく L 、。この柔細胞

による縞は縦断面でも認められる。

射出線には多列部の片側または部分的に鞘状細胞が認められる。

導管と射出線との聞の紋孔は大型の限険状を示す。

アコウとイヌピワは性質が類似しているが，前者はやや赤褐色を帯び，その材は後者に比して軽軟であ

る。

この属の樹種はきわめて特徴的な性質をもっため他から容易に区別される。

12, 21, 22, 35, 36, 41 などによって取り出される。

ProteaeeBe 

Helicia 

導管はその直径が比較的小さく，輪郭は多角形を示している。それらは切線方向に多数配列して，花総

状を示している。これらの導管による帯は 1 年輪内に多数存在し，肉眼でも明らかに認められる。この導

管の配列は年輸の外側にむかつて凹部をもっ淡色の組織として認められ，広い射出線とともに階段状の模

様を形づくる。導管の直径の移行はゆるやかで，このため年輪の境界は木口面では認めにくい。

上述した小導管の帯の凹部には柔細胞の淡色の帯がともなっているが，肉眼などでは導管の帯との問の

区別はしにく L 、。

射出線はその幅が広く，高きが高いため，いずれの断面でも明らかに認められ，柾目面で美しい模様を

示す。鞘状細胞が認められるが，部分的に出現することが多L 、。

本邦産材中ではきわめて特徴的な導管配列をもつので他から容易に区別される。

44, 67 などによって取り出される。

TrochodendrBceae 
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宣'rochodendron

本邦産材中での導管をもたない唯一の例である。春材部と秋材部との差は明らかである。

基礎組織は仮導管で，その膜壁には著しい階段状の紋孔が認められ，射出線との間には並列状，階段状

などに配列する紋孔が存在する。

ときに射出線に鞘状細胞が認められる。

きわめて特徴的な性質を有するので，他から容易に区別される。

29 のみによっても取り出される。

褐色斑が認められる。

Eupteleaceae 

Euptelea 

導管は散在状に配列し，単独導管がほとんどを占める。複合導管として木口面で認められるものは，上

下に接続する各導管節の接続部が，そのように認められるのである。このような接続は切線，不規則など

の方向が多L 、。導管の輪郭は多角形を示す。

射出線は板目面では濃色の紡錘形を示し，肉眼でも明らかに認められる。

柔細胞は少ない。

30, 31" 41, 63, 67, 70, 86, 88 などによって取り出される。

Cercidiphyllaceae 

Cercidiphyllum 

記載を行なった樹種のほかに 1 樹種がまれに産することが知られている。

導管は散在状に配列し，直径の移行はゆるやかである。各断面を肉眼で観察すると，材面にキラキラ光

るものが認められ，顕著な特徴である。

年輪界はやや暗色の細線により形づくられている。

導管の輪廓は多角形を示し，単独のものが多く，放射方向に複合するものはほとんど認められず，不規

則および切線方向などに複合するものが認められるが，これらは上下に接続する各導管節の接続部が重な

り合って，そのように認められることが多L 、。導管の中に平板状を示す薄膜のタイローズが認められる。

柔細胞は少ない。

31, 41, 56, 59, 64, 78, 88 などによって取り出される。

Berberidaceae 

Berberis 

記載を行なった樹種のほかに 3 樹種が知られている。

導管は環孔状に配列し，その孔圏での列数は 1 ~Jで，その配列は疎である。またその導管の直径は小さ

く，肉眼ではかろうじて点として認められるにすぎなL 、。孔圏外の導管は直径が小さく，個々の導管は肉

眼では認められないが，それらが数個ずつ群状に複合して散在し，さらにその導管群が斜線状などに配列

する傾向が目郎、ため，白色の線などとしてはかろうじて認められるが，長くは連らならない。

射出線に鞘状細胞が認められるが，顕著ではない。

1, 4, 31, 45, 46, 48, 50, 66, 70 などによって取り出される。

Magnoliaceae 
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導管は平等に散在し，単独および放射方向に複合する導管からなり，切線方向などに複合するものは少

ない。放射方向に複合する導管はときに数個を越えることもあり，顕著な特徴となる。 二 三

年輸の境界には淡色の帯が認められ，その帯は-10 細胞に及ぶ柔細胞によって形づくられてL 必。

導管中には薄膜の平板状を示すタイローズが認められる。

射出線の辺縁に分泌細胞が認められ，大型であることが多L 、。

Magnolia の樹種とは性質が類似しているが，材の色調，導管の配列の仕方，分泌細胞の存在，および

その他によって区別される。

14, 26, 31 , 41 , 59, 94 などによって取り出される。

Magnolia 

記載を行なった樹穫のほかに 7 樹種が知られている。

導管は散在状に配列し，その分布は平等で，その直径の移行はきわめてゆるやかである。その輪郭はや

や多角形を帯びた円形~だ円形を示し，単独，放射方向および切線方向などに複合するものからなる。

年輸の境界には淡色の線が認められ，これは-3-4 細胞幅に配列する柔細胞により形づくられてい

る。

ホオノキ，コブシ，キタコブシなどはその性質が類似しているが，ホオノキは顕著な緑色の心材をも

ち，その他は心材と辺材との区別は明らかでなく，やや緑色を帯びた淡黄色を示す。またホオノキでは春

材部と秋材部との差は認められないが，その他ではその差は認められ， したがって材はホオノキに比べて

やや堅L 、。

Michelia の樹種とは性質が類似しているが， 導管の配列，材の色調およびその他により区別される。

26, 31, 41 , 59, 64, 88 などによって取り出され，ホオノキはさらに 1， 6 を加えることにより取り

出される。

lllicium 

導管は散在状に配列し，分布は平等で，その直径の移行はきわめてゆるやかである。その輪郭は多角形

を帯びる傾向があり，単独および切線方向に複合する導管からなるが，後者は上下に接続する導管の接続

部が重なり合ってそのように認められるものがほとんどである。しばしば春材部の導管が年輪界に沿って

1 列に配列し断続的に，ときにはかなり長く連らなることがある。

柔胞細は少なし、。

5, 30, 41 , 59, 88 などによって取り出される。

Lauraceae 

Cinnamomum 

記載を行なった樹種のほかに 2 樹種が知られている。

導管は平等に散在し，直径の移行はゆるやかで為る。単独および 2-(3)個放射方向に複合する導管から

なり，輪郭はだ円形を示す。

柔細胞は導管を包んで鞘状に配列している。その存在は肉眼，レシズなどによっても淡色，または分泌

物を含むために着色した組織として認められる。その存在のために導管の輪郭はより明らかになるゲ

射出線と導管との聞の紋孔は眼険状，階段状を示すことが多い。
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分泌細胞は柔細胞中にも，射出線細胞中にも認められる。

導管の穿孔は階段状および単一状を示すが，前者は少なL、。タイローズは平板状および泡状を示す。

褐色斑が認められる。

クスノキとヤプニッケイとは性質が類似しているが次のような点で区別される。

クスノキ 導管の直径はやや大きく，分布数は一般に少なL 、。分泌細胞はより顕著で，導管の穿孔はほ

とんど単一である。材には永続性のある強い芳香を有する。材はやや軽軟である。したがって9， 32, 36, 

37, 41, 55, 65, 78, 94 などによって取り出される。

ヤブニッケイ 導管の穿孔は単ーを主とし，少数の階段状のものが混在する。したがって31 ， 37, 41 , 

55, 56, 65, 78, 94 などによって取り出される。

Machilus の樹種とはその性質が類似しているが，比較するとクスノキは一般に導管の直径がやや大き

く，またその分布数が少なく，芳香があることおよびその他により区別され，またヤブニッケイはやや直

径が小さいこと，材の色調がことなることおよびその他により区別される。

Machilus 

記載を行なった樹種のほかに l 樹種が知られている。

導管は散在状に配列しその分布は平等である。その輪郭はだ円形を示し，単独および 2-3個放射方

向に複合するものとよりなる。導管の穿孔は一般には単ーであるが，階段状のものも少数混在する。

Cinnamomum の樹種とはその性質が類似しているが，その属の記載で述べたようにして区別される。

31, 32, 37, 41, 52, 55, 56, 78, 94 などによって取り出される。

Lindera 

記載を行なった樹種のほかに 7樹種が知られている。

導管は平等に散在するが，やや放射方向に配列する傾向が認められる。導管は単独のものが多く，放射

方向に 2-4 個複合するものが混在し，その輪郭は円形~だ円形を示す。導管の穿孔は単一の場合が多い

が，階段状のものが少数混在する。

導管の局囲には柔細胞が層状に配列するが，ほとんど 1 細胞幅であるので，肉眼によっては明らかでな

し、。

分泌細胞の出現は比較的少ない。

かつ色斑が認められる。

31, 37, 41 , 55, 56, 64, 78, 94 などによって取り出される。

NeQlitsea 

記載を行なった樹種のほかに 1 樹種が知られている。

導管は平等に散在し，単独および 2-3 個放射方向に複合するものとからなり，その輪郭はやや多角形

の傾向をもっ円形~だ円形を示す。

春材部と秋材部との差が明らかに認められることがある。

導管の周囲には柔細胞の淡色の組織が鞘状，ときには翼状を示していることがレシズによれば明らかで

ある。

導管の穿孔は単一であるが，階段状のものが少数認められる。

褐色斑が認められる。



本邦産広葉樹材の識別(須藤) Q
d
 

31 , 37, 41 , 55, 56, 65, 78. 94 などによって取り出される。

Actinodaphne 

導管は平等に散在し，その直径の移行はゆるやかである。単独の導管が多く，放射方向に 2-3個複合

するものが少数認められ，その輪郭はやや多角形の傾向を帯びた円形~だ円形を示す。

導管の周囲には淡色の柔細胞の組織が認められ，鞘状~翼状を示すことがレシズな εにより認められ

る。

導管の穿孔は主として単一であるが，少数の階段状が認められることがある。

カゴノキとパリパリノキとは顕微鏡下ではその性質が類似しているが，肉眼によってはかなり巽なった

性質を示す。

14, 24, 31. 32. 37, 41 , 94 などによって取り出される。さらにカゴノキは 1， 5 を加えることによ

り，パリパリノキは 3， 4. 105 などを加えることによってそれぞれ取り出される。後者ではときに暗緑

色の着色部分が認められることがある。その出現は正常ではないように考えられるが，このことの認めら

れることは特徴となる。

褐色斑が認められる。

Saxifragaceae 

Hydrangea 

記載を行なった樹種のほかに 7 樹種が知られている。

F導管は平等に散在し，その直径の移行はきわめて少なく，その輪郭は多角形を示す。ほとんどの導管は
単独で，切線状などに複合するものも認められるが，これらは上下に接続する各導管節の接続部が重なり

合ってそのように認められるものがほとんどである。

年輪の境界には，明らかではないが白色の帯が認められる。

導管の穿孔は階段状を示し，その階段数は多く， しばしば 50 を越え，またその階段は細かL 、。平板状

を示すタイローズが認められる。

柔細胞は少ない。

ノリウツギの材の色調は本邦産材中では特徴的な紅色を示す。

5. 30, 31, 41 , 59, 65, 78, 88 などによって取り出される。

Deutzia 

記載を行なった樹種のほかに 4 樹種が知られている。

導管は平等に散在し，直径の移行はきわめて少なL 、。その輪郭は多角形を示す。ほとんどの導管は単独

であり，切線状に複合するものも認められるが，これらは上下に接続する各導管節の接続部が重なり合っ

ているためにそのように認められるものがほとんどである。

年輪の境界は細かい波状を示す。

射出線とその他の組織との色調の差は少なく，とくに縦断面ではその幅，高さなどにもかかわらず，そ

の存在はとくには明らかでなL 、。射出線細胞の大きさが大きく，木口面でその切線方向への幅が導管の直

径より大きいことが認められる。

射出線と導管との問の紋孔はきわめて小さく，その数も多L 、。

柔細胞は少ない。
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30, 41, 66, 69, 80, 86, 103, 105 などによって取り出される。

HamameIidaceae 

Hamamelis 

導管は平等に散在し，その直径の移行はきわめて少なく，その輪郭は多角形を示す。ほとんどの導管は

単独であり，切線状などに複合する導管も認められるが，これらは上下に接続する各導管節の接続部が重

なり合っているためにそのように認められるものがほとんどである。

導管の穿孔は階段状を示し，その階段は細かいが，その数は多くない。

射出線細胞中には着色物質が認められる。

30, 41 , 59, 64, 75 , 88 などによって取り出される o

Distylium 

導管は平等に散在し.その直径の移行はきわめて少なL 、。導管の輪郭はやや多角形の傾向が強い。単独

および切線方向などに複合する導管とからなるが，後者のほとんどが上下に接続する各導管節の接続部が

重なり合って，そのように認められるものである。

射出線と他の組織との聞の色調差は少ない。

柔細抱が切線方向に長く，同心円弧状につらなって L 、て，その間隔はせまく，規則的に配列している

が，他の組織との色調差は少ない。この組織の存在は年輸の境界をますます認めにくくしている。

導管の穿孔は階段状を示すが，その階段数は多くなく，その階段の幅は広い。

柔細胞中には結晶が認められ，結品の大きさは 30x35μ に達し，その細胞は多室状で， しばしば円形

にふくれている。

射出線細胞中に結晶が認められ，細胞が円形にふくれている。

導管中にタイローズが認められ，平板状を示すことが多い。

材の色調が生育環境などにより，かなり異なることが知られている。本邦産材中で最も重い材の一つで

ある。

1, 5, 22, 30, 41 , 78, 110 などによって取り出される。

Rosaceae 

Prunus 

記載を行なった樹種のほかに 20 樹種が知られている。

導管は散在状に配列するが，この属の中ではその配列の仕方が樹種によりかなり明らかに異なってい

る。この導管の配列の仕方によって，以下に述べるようにグループに分けられる。なおこの属の樹種には

外傷による偶発的な垂直樹脂溝が認められることがあり，しばしば報告されているが，この性質が認めら

れる場合にはこの属の樹種の特徴のーっとなる。

A. 導管は平等に分布し，単独のもの，放射方向およびその他の方向に 2-3(4)個複合するものとから

なる。導管の輪郭はやや多角形の傾向を有している。しばしば春材部の導管が年輪界に沿って HIJに同心

円弧状に配列することがある。導管の中に黒色の物質が認められることがあり，これは縦断面では黒い

条を示すことが多い。導管の直径は他の B ， C グループの樹種に比して大きく，肉眼でも認められる。

このグループの樹種は射出線の性質，幅などによって 2 大別される。

Ar. 射出線の幅は数細胞をこえることはなく，向性である。シウリザクラ，ヤマザクラ。さらに後者
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の射出線細胞中に結晶が認められる。したがって，これらの樹種は 5， 31 , 41 , 57, 65; 74, 91 , 93 など

によって取り出される。

An. 射出線の幅は数細胞をしばしばこえる。したがって肉眼によってもより明らかである。異性であ

る。ウワミズザクラ。 5， 31, 41 , 57, 65, 66 , 72, 73, 86, 91 , 93 などによって取り出される。

褐色涯が顕著に認められる。

B. 導管は散在状に配列するが，放射方向に複合する傾向が強く，しばしば数個をこえるので，放射方

向にむかつて配列する傾向がある。導管の直径は小さく木口面では個々の導管としては肉限では区別され

ないが，放射方向にむかつた断続した白色の線としては認められる。心材と辺材との区別は認められず，

材は紅色を帯びる。導管の輪郭は多角形を示す。柔細胞は切線状に配列する白色の線を形づくり，不規則

ではあるが，かなり長く連らなる。パクチノキ， 14, 21 , 31 , 53, 57, 66, 68, 72 などによって取り出

される。

C. 導管は散在状に配列するが，かなり明らかな斜線状に配列する傾向をもっ。導管の直径は小さく，

肉眼では認められないものが多いが，それらが配列した白い線は認められる。単独導管は少なく， 2~3 

個放射方向に複合する導管が認められる。ときに春材部の導管が年輸の境界に沿って同心円弧状に配列す

ることが認められる。心材と辺材との区別は認められなL 、。褐色斑が認められる。 リンポク。 30， 31 , 

41 , 43, 55, 57, 65, 68 などによって取り出される。

Photinia 

導管は平等に散在し，その直径の移行はきわめてゆるやかであるが，年輪界に近い部分ではその直径と

分布数が急減する。単独の導管が多く，切線方向などに複合するものが認められるが，それは上下に接続

する各導管節の接続部が重なり合ってそのように認められるものがほとんどである。導管の輪郭は多角形

を示し，その尾部には螺旋肥厚が認められるが小導管にとくにこのことは著しL 、。

柔細胞は短く切線状に配列するが，年輪界に近い部分では，長く連らなることもある。

柔細胞および射出線細胞中に結晶が認められ，その結晶は大きく 30x40μ に達し，それを含む細胞は

円形~洋酒樽状などにふくれており，前者では多室状を示す。

27, 30, 41 , 64, 68, 71 , 82 などによって取り出される。

Malu8 

記載を行なった樹種のほかに 8 樹種が知られている。

導管は平等に散在し，その直径の移行はきわめて少ない。導管の輪郭は多角形の傾向をもち単独のもの

がほとんどで，不規則方向に複合する導管が認められるが，これは上下に接続する各導管節の接続部が重

なり合っているために認められるものである。

柔細胞は短く，切線状に配列するものがあり，比較的多数顕微鏡下では認められる。

射出線細胞中には着色物質が含まれている。射出線細胞，柔細胞などに結晶が認められ，前者では辺縁

にのみ認められ，後者では細胞が円形にふくれているか，または方形の細胞が数個上下に連続している。

褐色斑が認められる。

5, 30, 41 , 64, 68, 74, 82 などによって取り出される。

Pyru8 

記載を行なった樹種のほかに 4 樹種が知られている。
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導管は平等に散在する。導管の直径の移行はきわめてゆるやかで，その輪郭はだ円形~やや多角形を帯

びる。単独導管がほとんどを占め，切線方向などに複合しているものも認められるが，それらは上下に接

続する各導管節の接続部が重なり合ってそのように認められるものがほとんどである。

柔細胞は短く切線状に配列し，顕微鏡下では比較的多数認められる。

射出線中に着色物質が認められる。

褐色涯が認められる。

Malus の樹種とはその性質が類似しているが 57 の存在することにより区別される。

5, 30, 37, 41, 55, 57, 64, 65, 78 などによって取り出される。

Amelanchier 

導管は平等に散在し，その直径の移行はほとんど認められない。単独の導管が多く，不規則方向に複合

する導管も認められるが，それらは上下に接続する各導管節の接続部が重なり合ってそのように認められ

るものがほとんどである。導管の輪郭はだ円形~やや多角形の傾向をもっている。

柔細胞は教在~短切線状を示し，秋材部では比較的多数存在することが顕微鏡下で認められる。

木繊維の内腔はきわめてせま L 、。

30, 41 , 55, 57, 64, 78 などによって取り出される。

Pourthiaea 

導管は平等に散在し，その直径の移行はきわめて少なL 、。その輪郭はだ円形~やや多角形を帯びてい

る。単独の導管がほとんどを占め，これに少数の複合導管が混在しているが，これは上下に接続する各導

管節の接続部が重なり合ってそのように認められるもので為る。

導管の穿孔は主として単一であるが少数の階段状~網状を示すものが認められることがある。

柔細胞は少数が切線状に配列し，顕微鏡下ではその存在が比較的多数認められる。柔細胞中に結晶が認

められ，その大きさは 30x30μ に達し，その細胞は多室状を示し，方形~洋酒樽状にふくれている。

木繊維の内腔はきわめてせまく，螺旋肥厚は明らかではないことが多L 、。

5, 15, 27, 30, 41 , 55, 57, 64 などによって取り出される。

Sorbu8 

記載を行なった樹種のほかに 4 樹種が知られている。

導管は平等に散在し，直径の移行はきわめてゆるやかである場合が多く，その輪郭はだ円形~やや多角

形を帯びている。 ほとんどが単独導管で， 2-3伺不規則方向に複合するものが少数認められるが，これ

らは上下に接続する各導管節の接続部が重なり合っているためにそのように認められるものである。

射出線細胞中に着色物質が認められる。

柔細胞は散在し，秋材部では短く切線状に配列していることが顕微鏡下では認められる。

春材部と秋材部は後者が濃色を示すので，その差が認められる。

アズキナシ，ウラジロノキ，ナナカマドはそれぞれ性質が類似している。そのうちナナカマドは他に比

して淡色であるので他から区別される。

褐色瑳が認められる。

5, 30, 55, 57, 64, 74, 78 などによって取り出される。

Leguminosae 
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Albizzia 

記載を行なった樹種のほかに 1 樹種が知られている。

導管は環孔状に配列し，その孔圏の導管は 3-5 列に配列するが，その配列は密ではない。導管の直径

の移行は干し圏の内部でも認められ，比較的ゆるやかである。導管の輪郭は孔圏およびその付近では円形を

示し，単独および放射方向に複合する導管からなる。

柔細胞は導管を包み，鞘状，翼状を示す淡色の組織を形づくるが，とくにこれらが帯状に連続すること

はない。柔細胞中に結品が認められ，その大きさは 20X20μ に達し，その細胞は方形の多室状を示す。

導管中のタイローズは注意すればレンズにより認められる。

3, 14, 24, 33, 45, 47, 48, 65 などによって取り出される。

Gleditsia 

導管は環孔状に配列し，その孔圏では導管は多列で，孔圏部は広L 、。孔圏では導管は密に配列し，それ

らの輪郭は円形を示す。孔圏外の導管との聞の直径の移行は急で，孔圏外の小導管は単独および 2-3 個

放射方向に複合するもの，さらには，それらが多数複合して群状を示すものなどが認められる。

上述した導管，導管群の周囲を柔細胞の組織が包んでおり，年輪の境界にむかつてその切線方向への長

さを増してゆき，年輸の境界では上述した小導管の群とともに淡色のかなり長い帯を形づくるようになる。

射出線は板目百以外では，その色調が他の組織と異なるので，肉眼によっても明らかに認められる。

黒褐色の物質が導管中に存在し，肉眼でも認められる。

柔細胞中に 10XI0μ 程度の小さい結晶がまれに認められる。

射出線の多列部に鞘状細胞が認められるが，顕著ではないO

1, 5, 14, 17, 24, 45, 47, 48, 58, 66, 68, 69, 80 などによって取り出される o

Sophora 

導管は環孔状に配列し，その孔圏では 2-4 列，やや密に配列している。孔圏外の導管は孔圏のものに

比べてその直径は急激に減少して，やや斜線状になる傾向をもつが，平等に散在しているといえる。単独

導管が多いが，秋材部では放射方向，その他の方向に 2-3個複合するものが認められ，年輪界に近い部

分では複合する数が増し，群状を示すようになる。

柔細胞は導管の周囲に鞘状~翼状の組織を形づくり，秋材部では小導管とともに不規則な淡色の帯を形

づくり，さらにこれらが年輪界で帯状にかなり長く連らなる。

Maackiaの樹種とはその性質が類似しているが，色調のやや異なること， 58 がないことなどによって

区別される。

3, 24, 33, 45, 47, 48, 65, 68 などによって取り出される。

Maackia 

記載を行なった樹穫のほカ‘に 2 樹種が知られている。

導管は環孔状に配列し，その孔圏には常に 2 列以上の導管がやや密に配列している。孔圏部以外では，

だ円形の単独導管が多く，散在状に配列し， 2-3個複合したものが混在するが年輪界に近づくと小導管

が群状に複合し，さらには短い切線状~斜状の淡色の帯を形づくるようになる。

柔細胞は導管の周囲に鞘状，ときには翼状を示す淡色の組織を形づくる。さらに年輪界では上述した群

状の小導管とともにかなり長い帯を形づくる。柔細胞中には結晶が認められ，その細胞は多室状を示す。
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射出線の鞘状細胞はあまり発達せず，紡錘形を示す多列部に 1-数個の直立細胞が認められるのみであ

る。

SOþÍtoraの樹種とはその性質が類似し七いるがj 材の色調，闘が認められる事などによって区別される。

Platy�prion 

導管は環孔状に配列し，その孔圏には導管が 1-2 列，やや密に配タiJしている。孔圏外導管は急激にそ

の直径を減少する。孔圏外では主として単独導管が認められ， 2 ,._, 3 個放射方向に複合する導管も混在す

るが，年輪界にむかつて群状に複合する傾向がふえ，短い切線状帯を形づくる。

柔細胞は導管の周囲に 1-2細胞幅の層を形づくるものと，年輪界に断続的に線状に配列するものとが

ある。

射出線の辺縁細胞に結晶が認められる。

4 , 45, 46, 47, 48, 50, 58, 65 などにようて取り出される o

Cladrastis 

導管は散在状に配列し，ほとんど平等に分布するが，秩材部の年輪界ki!Iい書店分ではやや異なる。単独お

よび放射方向に 2-3個複合するものなどとからなるが，年輪界に近い部分では複合する数が多くなり，

直径も減少する。

柔細胞は顕著で，導管の周囲に鞘状，翼状などの淡色の組織を形づくり，ときにはそれらのいくつかが

切線方向に伸長して連続することが認められる。これらの淡色の組織が存在するために秋材部導管が肉眼

では認めやすくなる。年輪界に沿って 1-3細胞稿の柔細胞の帯が認められる6 柔細胞中に結晶が認めら

れるが， 20x20μ より小さ L 、。

4, 27, 32, 35, 36, 41 , 65, 68, 74 などによって取り出される。

Robinia 

導管は環孔状に配列し，その孔圏では密に，多列に配列する。孔圏外の導管は孔圏に近い部分では散在

し秋材部ぺむかうにしたがL 、切線方向などに配列する傾向を増す。ニれらの導管は単独でだ円形を示す

ものが主で，複合導管ば少ないが，年輪界に近づくにしたがって，小導管が群状に複合するようになる。

導管の周囲を鞘状，翼状の柔細胞の淡色の組織が包んでいる。年輪界に近い部分では群状を示す小導管

とともに切線状の帯を形づくり a 年輪界には同心円弧状のかなり長い帯を形づくる。

導管中にはきわめて顕著にタイローズが認められ，他から区別するための有力な特徴となる。

柔細胞中に結品が認められるがE 大きくはなく 10x10μ 程度で，その細胞は多室状を示す。

3, 24, 34, 39; 45, 47, 48, 50, 58, 65 などによって取り出される。

Rutaceae 

Zanthoxylum 

記載を行なった樹種のほかに 4 樹穣が知られている。

‘導管は散在状に配列し，その直径の移行はゆるやかである。導管の輪郭はだ円形を示すことがほとんど

で，単独のも;め拶多く s 放射方向ピ主，.;...，(3)個複合するもの，群状に複合するものなどがわずかに混在する。

春材部導管が年輪界に沿って疎に配列することがある。

柔細胞は年輪界』こ i.-z 細胞幅に配列し;淡色の車回線を形づ〈るもの主，導替の周囲に 1 細胞幅の層を

形'05.~ 急もの、主が認められるが，後者は肉眼では明らかでなし。
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射出線細胞は板目面宏観察すると長だ円形を示す細胞のみからなっ8ている。

柔細胞中に結晶が認められるが，小さく 10x10μ 程度である。

外傷による垂直樹頂溝が認められるこ‘とがあり，潜の中には着色物質が含まれ℃いる。
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Broussoneti a および Clerodendron などの樹種とその性質が類似しているが，おのおのの項に述べる

ようにして玄別される。

4, 26, 32, 36; 37, 41 , 65, 68, 74, 91, 93 などによって取り出される。

PhellotJendron 

導管は環孔状に配列し，孔圏の導管は密に 2-数列に配列しているためその孔閣は明らかである。孔鴎

外の導管の内孔圏に近い部分では比較的大型のだ円形を示すものがやや波状に配列する傾向をもちながら

散在しているが，それ以外では多角形の傾向をもっ多数の小導管が群状に複合し，さらには短い~やや長

い切線状の帯を形づくる。

柔細胞は導管の周囲を包んで存在するが，肉眼によっては導管などからは区別し難L 、。この柔細胞は小

導管の帯とともに同心円弧状の帯を形づくる。一般に柔細胞の組織と他の組織との区別は明らかでなL 、。

柔細胞中に結晶が認められるが小さく 10x10μ程度である。

導管中にはタイローズがあり，肉眼によってもキラキラ光るので認められる。

1, 4, 33, 39, 45, 47, 48, 50, 65 などによって取り出される。

Simarubaceae 

Picrasma 

導管は環孔状に配列し，その孔圏には 1- 3:7IJに配列する導管があるが，その配列はやや疎である。孔

圏外の小導管は散在し，単独のものおよび 2-数個が群状などに複合したものとからなる。木口面で導管

は黄色の点として，他から区別される。

柔細胞は導管を包み鞘状を示し，さらには翼状~連続翼状を示す。後者は帯状の淡色の組織として~眼

でも認められる。年輪界では複合した'J、導管を包んだ淡色の帯を形づくる。

射出線は黄色の細線として認められる。

柔細胞および射出線細胞中には結晶が認められる。前者では細胞は方形を示し，結品が星状を示すこと

があり，後者では辺縁の細胞，多列部の細胞の差がなく認められ，金平糖状を示すことが多L 、。

外傷による垂直樹脂溝が認められることがある。

褐色斑が認められる。

4, 14, 45, 46, 47, 48, 65, 68, 91 , 93 などによって取り出される。

Ailanthus 

導管は環孔状に配列し，その孔菌には 1-2(3)列に配列する導管が認められる。孔圏外の導管の直径は

小さく，単独のものは小数で，群状に，あるいは放射方向に複合するものが多数認められる。それらは散

在しているが，年輪界に近づくにしたがって放射方向，斜方向に複合する傾向を増し，短い帯を形づくる

ようになる。

導管の周囲には柔細胞の組織が認められるが，あまり発達していないので，肉眼では明らかでなL 、。年

輪界に近い部分では小導管とともに淡色の組織を形，づくっている。年輪界には導管に接したものなどが断

続的に線，帯などを形づくる。
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外観的には Picrasma の樹種と類似しているが，射出線幅が広いこと，結晶の認められないことおよ

びその他によって区別される。

2, 4, 34, 45, 47, 48, 50, 66, 81 などによって取り出される。

Meliaceae 

Melia 

導管は環孔状に配列し，その孔圏には 2~ 3J1]に配列する導管がある。孔圏の導管と孔圏外の導管との

聞の直径の差はとくに著しくないため，孔圏はとくには明らかでなL 、。孔圏内では導管はやや疎に配列し

ている。孔圏外の導管は単独のものが多く， 2~3個複合するものが混在するが，年輪界に近い部分では

小導管が詳状に複合することが多L 、。導管中に黒色の物質が認められ，肉眼によづても明らかである。

導管の周囲には鞘状，翼状を示す柔細胞の組織が存在するが，肉眼によっては明らかでなL 、。年輪界に

は小導管を包み，帯状に配列する柔細胞が認められ，その幅が広く， 10細胞におよぶことがある。柔細胞

中には結品が認められるが小さく， 10x10μ 程度で，細胞は多室状を示す。

外観的には Cedrela， Pou.ρartia の樹種に類似しているが，細かい点ではかなり性質が異なっている

ので注意すれば区別される。

5, 33, 34,. 40, 45, 47, 48, 50, 65 などによって取り出される.

Cedrela 

導管は環孔状に配列し，その孔圏には密に配列する 3-数列の導管がゐり，孔閣は明らかで孔圏外との

直径の差は著しL 、。単独および放射方向に 2~3個複合する導管からなり，その輪郭はだ円形を示す。

柔細胞は導管の周囲にやや淡色の鞘状の組織を形づくり，年愉界に近い部分ではやや不顕著な翼状を示

すことがある。

導管中に黒色の物質が認められることがあり，肉眼でも明らかである。これとは別に黒色物質を含む切

線状に配列する孔が認められることがあるが，これは外傷による垂直樹脂潜である。

射出線細J包中に結晶が認められ，その細胞は主として辺縁または多列部の外側部に認められ，方形~直

立細胞でやや円形を帯び，その結晶は 20x30μ に達する。

Melia の樹種とはその性質が類似しているが射出線幅， 孔圏の導管の状態，材の色調， 光沢などによ

って区別される。また Pou.partïa の樹種とは 84 のないことによって区別される。 また外傷による垂直

樹脂溝が認められる時は，きわめて顕著な他からの区別点となる。

5, 32, 40, 45, 47, 48, 66, 82, 91 , 93 などによって取り出される。

Euphorbiaceae 

Daphniphyllum 

導管はほとんど平等に散在する。単独のものが主で，切線方向，不規則方向などに 2 個複合する導管も認

められるが，これは上下に接続する各導管節の接続部が重なり合ってそのように認められるものである。

年輸の境界は明らかでなく，春材部と秋材部の色調の濃淡によってかろうじて区別される。

導管の輪郭は多角形を示し，その階段状穿孔の階段の数は多く，また細かい。

ユズリハとヒメユズリハとは性質が類似しているために区別し難L 、 0 4r 

Illiciu.m の樹種とはその性質が類似しているが， 64, 78 などによって区別される。

5, 30, 41 , 59, 64, .78, 88 などによって取り出される。
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Mallotus 

導管は環孔状に配列し，その孔圏には疎に(1)- 4 7JJに配列する導管があるが，孔圏外の導管との直径の

差が著 Lいため，孔圏は明らかである。孔圏外の導管は単独のもの，放射方向に 2-3 個複合するものな

どからなる。その!愉郭は円形を示し，教在状に配列している。

柔細胞が秋材部では 1 細胞幅で切線状に配列するが，レシズなどでは認め難L 、。

射出線の横臥状細胞の部分は低く，直立細胞の部分は高L 、。またきわめてまれに 1-2細胞高の複列部

をもつことがある。射出線細胞中には結晶が認められ， しばしば多室状を示し， 2 -4 個の緒長が含まれ

るが，結晶は小きく 10X.10 尺程京である。

柔細胞中にも結晶が認、められ，細胞は多室状を示す。

32, 45, 47, 48, 64, 75, 82 などによって取り出されるo

Sapium 

導管は平等に散在しているが単独のものおよび放射方向に 2-数個複合するものとからなり，と，くに後

者が多いので全体としては放射方向に配列する傾向が認められる。不規則方向に複合するものは少なし、。

導管の輪郭は円形を示す。

切線状に配列する柔細胞はしばしば波状を示しかなり畏く連らなる細線を形づくるが，レンズによっ

てはじめて白色の線として認められる。

秋材部の小導管はその直径に比して，その膜が厚い。

射出線細胞，柔細胞などの中に結晶が認められるが，小さく 10x15μ 程度で，結晶を含む細胞が前者

ではより多室になることが多い。

褐色斑が認められる。

2, 31, 41 , 52; 53, 64, 75; 82 などによって取り出される。

Bttxaceae 

Buxus 

導管は平等に散在し，きわめてその直径が小さく，レシス・などによっても木口面では明らかでない。そ

の直径の.移行はきわめて少なく，単独のものがほとんどを占め，輪郭は多角形を示す。

かなり多数の散在する柔細胞が顕微鏡下では認められる。

木繊維の内腔はきわめてせまし、。

年輪の境界は明らかでなく，ほとんど区別されなL 、 0

4, 30, .41, 64, 78 などによって取り出される。

Anacardiaceae 

Rhus 

記載を行なった樹穫のほかに 3樹種が知られている。

この属の樹種は，その導管の配列の仕方によって次のように大きく 2 グループに分けられる。、

A. 導管の配列は環孔状を示す。その孔圏では導管がやや密~密に配列し孔圏は明らかで，その列

数は多く数列におよぶ。孔圏外の導管は散在状に配列し，単独のものおよび放射方向に2-3(5)個複合

するものからなるが，年輪の境界にむかつてややその複合状態が変わってゆく。タイローズiJ~レシズなど

によって認められる。柔細胞は導管の周囲に層状に配列するが，とくに著しくはない。射出線細胞中に
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結晶が認められ，その大きさは 15x15μ 程度である。

'Ar. 材の色調ほ著しい鮮黄色を示す。孔箇外の導管はやや群状に複合する傾向があり，とそに年輪

、界に近い部分でこのことが明らかに認められる。しかし導管の全体主しての配列はおおむね散在状を

示す。年輪界に 1 細胞幅の柔細胞の逮らなりが認められること;がある。ウルシ。

AlI.材の色調はくすんだ褐色を示す。孔圏外の導管は年輪界に近い部分では群状に複合し，さらに

これらが斜方向，切線方向などにむかつて畏く複合するようになり，年輪界ではこれらを包む柔細胞

主ともに断続的な淡色の帯を形づくる。前述した結晶の存在はまれである。ヌルデ。

ウルシは 4， 33, 45, 47, 48, 64, 65 などによって，ヌルデは 3， 33;' 45, 47, ,48, 50 などによっ

てそれぞれ取り出される。

B. 導管は散在状に配列する。ときとして春材部の導管が年輪界に沿っ~て配列するが，断続的であり，

秋材部の導管との聞の直径の移行は少なL 、。したがってAの樹種に比して年輪の境界は顕著ではない。

導管は単独のものと 2 ，..;， 3 個放射方向に複合するものとからなるが，前者が多い。年輪界に 1 細胞幅の

柔細胞の連続した線が認められる。射出線細胞中に結晶が認められ， 20x30μ程度に達する。 Aの樹種

に比して材はち密である。ヤマハゼ。

ヤマハゼは 4， 26, 32, 41, 52, 64, 78 などによって取り出される。

ヤマハゼとウルシはその顕著な色調が共通で，外観的には類似しているが上述したようにして区別ぎ

れる。

i 褐色斑が認められる。

Poupartia 

導管は環孔状に配列し，その孔圏は 2 -3 J!Jに配列する導管により形づくられるが，とくに配列は密で

はなL、。孔圏外の導管は孔圏の導管に比べてその直径は小さく，ほとんど平等tこ散在している。これらの

導管は単独のものと，放射方向に 2-3個複合するものとからなるが，年輪界に近い部分でほ訴状に数個

複合するものが多く，これらが切線方向へ長く伸びる傾向をもっている。

柔細胞は導管の周聞に比較的層のうすい鞘状に配列する。年輪界に沿って 1 細胞幅の柔細胞がかなり畏

く連続することがあるが著しくはなL 、。

射出線中には水平樹脂溝が認められ，注意すればレンズによウて認められることがある。このことは他

から区別するためのきわめて特徴的な性質となる。水平樹脂溝を有するJ射出線は紡錘形を示し，その幅も

高さも他に比べて大きL 、。

結晶は射出線細胞中に認められ，その大きさは 25X30μv に達する。結晶を含む細胞はやぞふくれてい

る。
.. ，ー‘.

Cedrela の樹種とはその性質が類似しているが 84 などによって明らかに区別される。

5, 33, 45, 47, 48, 65, 82, 84 などによって取り出される。

Aquifoliace臚 

, Ilex 

さ記載を行なった樹種のほがに 12 樹種が知られている。

導告は平等に散在する。その直径の移行はきわめて少なく，そめ輪郭fì多角形を帯びるものが多い。単

独おまぴ‘放射方向へ 2 ん数個以上に複合するものとからなるがj 後者が多い記め，導管の配列は全体とし
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ては放射方向へむかつている。

年輪境界はとくに明らかではないが，注意すると細かい波状を示していることが認められる。

射出線は木口面では他の組織との聞に著しい色調の差をもたないが，著しい絹糸状の光沢をもち，また

板目函でやや濃色の紡錘形を示す。

柔細胞は肉眼では認め難いが，顕微鏡下では短い切線状に配列するものがかなり多数認められる。

射出線に鞘状細胞が認められるが，とくに著しくはな\.. ¥0 

柔細胞，射出線細胞などの中に結晶が認められ，各樹種聞にその存在の有無の差があることがしばしば

記載されているが，それらの記載によると各樹種聞の差が一定していなL、。また筆者の観察でもこのこと

が明らかにされている。したがって Ilex の各樹種聞の区別点としてこの性質を決定的なものとして用い

ることはできなし九 これらの結品の大きさはf定せず， 大きいものでは l 辺が 60μ に達することがあ

り，また小さいものが 2 個以上，細胞中に含まれていることがある。

Ilex の各樹種は性質が類似しているため，おのおのを区別することは難かしいが，アオハダは他に比べ

て射出線幅が広いために他から区別される。

EuscaPhis の樹種とその外観的な性質が類似しているが， 63 によって区別される。

2, 41, 53, 57, 63, 69, 97 などによって取り出される。

Celastraceae 

Euonymu8 

記載を行なった樹種のほかに 14 樹種が知られて卜る。

導管は平等に散在し，その輪郭は多角形を示し，単独のものが多く， 2-3個種々の方向に複合する導

管が混在する。年輪界に近い秋材部ではその直径と分布数が減少する。

年輸の境界はとくに明らかではない。

柔細胞はほとんど認められなL 、。

射出線は一般には単列同性を示すが，複列を示すものがまれに認められることもある。

Ilex の樹種とその材の色調など，外観的な性質が類似しているが，導管の複合?状態，射出線の幅，高

さ，その他などによって区別される。

2, 4, 30, 41, 57, 64, 68, 76, 103 などによって取り出される o

Staphylaceae 

EU8caphi8 

導管は平等に散在し，その直径の移行はゆるやかである。単独導管が多く分布する。切線方向などに 2

偲複合する導管も混在するが，それらは上下に接続する各導管節の接続部が重な'り合ってそのように認め

られるものである。導管の輪郭はやや多角形を帯びる。

射出緑はし、ずれの断面でも肉眼で認められるが，その他の組織との色調差は少なく，また光沢がなL 、。

このことは性質の類似したIlexの樹種との明らかな区別点となる。多列射出線には鞘状細胞が認められる

が，著しくはない。

Ilex の樹種とは外観的にその性質が類似しているが上述したような点およびその他によって区別され

る。

2, 41 , 67, 70, 79, 8J, 81 などによって取り出される。
一，-_
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Aceraceae 

Acer 

ー記載を行なった樹種のほかに 18 樹種が知られている。

導管は平等に散在し，その直径の移行はゆるやかである。単独のものおよび 2-数個放射方向に複合す

るものが多く，不規則方向に複合するものが少数混在する。その輪郭はやや多角形を帯びる。

柔細胞は年輪界に沿って細線を形づくるものと，散在するものとがある。樹種によってはこの両者の中

に結晶を有することがあり，前者では結晶は小さく，後者ではやや大き L 、。細胞は多室状を示す。したが

ってこの結晶の有無によって樹種の区別がされることがある。

射出線の幅は樹種によって 1-2 細胞を示すものから， 1-10 細胞幅を示すものまである。

木繊維には薄膜のものと，厚膜のものとがあり，そのため木口面では色調の濃淡が部分的に認められ

る。木繊維中にでん粉を含むものがあることが知られている。

年輸の境界は淡色の細線によって認められ， しばしば細かし、波状を示す。

各樹種は次のように主として射出線の幅などにより 3 グループに分けられる。

A. 射出線は 10 細胞幅に達し， -100μ を越えることも多L 、。したがって肉眼によっても明らかに認

められ，板目面では濃色の紡錘形を示す。そのため板目面は Fagus の樹種に類似している。チドリノ

キ。

B. 射出線は-5 細胞幅に達し， -50μ に達するので，肉眼でも認められる。

Br. 材はち密で堅L、。イタヤカエデ，イロハモミ ~o

Bn. 材はやや軽軟。ウリハダカエデ。

C. 射出線の幅はせまく， 1-2(3)細胞幅で， -25μ に達しているのみで，肉眼では認、め難~ '0 ウリカ

エデ。

イロハモミジにはヤマモミジなどの変種があり，その性質が類似しているが，後者は北海道，本州，四国，

九州にわたって分布している。前述したように記載を行なった樹種のほかに多数の樹種が知られるが，

そのほとんどが上述したB グループの中に含まれる性質をもつことが考えられる。

2, 26, 31 , 41 , 52, 55, 57 などにより取り出され，さらに個々については上述した射出線の幅，およ

び結品の存在などによって区別される。

褐色斑が認められる。

Hippocastanaceae 

Ae8culu8 

導管は平等に散在している。その直径の移行はゆるやかで，単独のものおよび放射方向に 2-4個複合

するものからなるが，少数の不規則方向に複合するものが混在する。このため導管の配列は全体としては

放射方向へむかう傾向がある。木口面では導管は他の組織との色調の差がほとんどないため，肉眼では認

めにくいが，縦断面では凹んだ線として認められる。

柔細胞は年輪界に沿って細線を形づくり，その幅は 1-HIJである。

射出線はその高さは低いが，規則正しく，水平方向に平行に配列し，層階状を示すために，肉眼によっ

ても著しL、波状紋を形づくる。外観的にはその性質が類似している樹種があるが，上述した特徴的な性

質 85， 96 などによって容易に区別される。
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37, .41, 76,. 85: '96 などによって取り出される。

Sapindaceae 

Sapindf!.8 

導管は環孔状に配列する。その孔圏には 2 - 3 71Jの導管が疎に配列している。孔圏外の導管はだ円形の

輪郭をもつものが多く，単独のもの，および 2-3個放射方向に複合するものとからなっているが，年輸

の境界に近い部分では群状に複合した小導管が認められる。 も

柔細胞の淡色の組織の帯が認められる。この柔細胞の組織は孔圏に近い部分では鞘状， ι 翼状を示してい

るが，これらが秋材部にむかつてゆくにしたがL、上述したような帯を形づくる。導管中には黄色の物質が

含まれ，そのために導管は黄色の点として認められる。

柔細胞中に結品が認められるが，その大きさは 20x20μ 程度で，細胞は多室状を示すo

{, 4, r '21, 27, .33, 45,' 47, 48, 52, 64, 68, 105 などによって取り出される。

Sabiaceae 

Meliosina 

記載を行なった樹種のほかに 4樹種が知られている。

導管は平等に散在する。単独の導管および放射方向に 2-4個複合する導管からなり，前者が比較的多

く，導管の配列はやや放射方向にむかう傾向がある。これらの肉眼などによっては放射方。向に複合してい

るよろに認められる導管の複合部には 1-2 個の柔細胞がはさまれているきわめて特徴的な複合の仕方を

示していることが顕微鏡下で認められる。導管は多角形の傾向をもち，やや厚膜である。

年輸の境界は淡色の細胞により認められる。

柔細胞は，年輸の境界に 1 細胞幅で断続的ではあるが，かなり長く連なるもの，導管の周囲に 1 細胞幅

の層を形づくるものおよびその他がある。

導管の穿孔には単一および階段状のものが認められるが，後者が多い。

、この属の樹種はアワプキのほかに 4樹種が知られているが，導管の複合状態，穿孔，隔膜，繊維状仮導

管の存在，柔細胞組織，射出線などの性質によって，アワブキにより代表されるグループとそうでない樹

種のグループとに 2大別されることが知られており，またアワプキの射出線細胞中に結晶の存在すること

が直交ニコノレ下で認められることが知られているm。

5, 41 , 52, 55, 66, 71, 86 などによって取り出される。

Rhamnaceae 

Rhamnus 

記載を行なった樹種のほかに 5樹種が知られている。

導管はジグザグ状の紋様を形づくり，淡色の模様を示し，肉眼でも認められるが，個々の小導管は直径

が小さいために認めにくい。導管の直径の移行はほとんど認められず，その輪郭は多角形を示している。

年輪界の春材部には同心円状に，上述したものと同様な小導管の帯が認められ，i/グずグ状を示す部分と

接続している。

柔細胞はほとんど認められない。

Rhamnus の属の樹種にはクロウメモドキとは異なった導管配列一一環孔状配列をもっ樹種があるの

で， .3 はこの属を代表する性質ではないから注意すべきである。



~lQ4~ 林業試験場研究報告第1l1:l号

Osmanthus の樹種とはその導管の配列の仕方が似℃いるが，上述じた春材部路沿った小導管の帯の存

在すること， 26 のないことおよびその他によって区別される。

30, 31, 43, 57, 64, 68, 78 などによって取り出されるが， 43 はとくに著しい性質である。

Hpvenia 

記載を行なった樹種のほかに 1 樹種が知られでいる。

導管は環孔状に配列し，その孔圏には導管がやや疎に(1)守 3(4)列に配列している。孔圏外には単独導管

が多く， 2-3 個放射方向C複合する導管とともに散在し，その直径の移行は急である。複合導管の接合

膜は厚く， 8μtこ達することがあるJ 導管の輪郭は円形を示すことが多い。

柔細胞は導管の周囲を包み，鞘状，翼状などを示し，年輪界に近づくとそれらが切線方向にその長さを

増すようになる。

射出線細胞中に結晶が認められるが，その大きさは一定せず 10x10μ戸25x35μ に達し， いずれの部

分の細胞にも認められる。

柔細胞中にも給品が認められるが，その細胞はとくに変形していない。

5, 17, 24, 33, 45, 47, 48 などによって取り出される。

Elae�arpaceae 

Elaeocarplis 

導管は散在状に配列し，単独のものおよび放射方向に 2-数個複合するものとからなるが，とくに後者

が多いので，導管の配列は全体として放射方向へむかう傾向が強L ‘。輪郭はやや多角形を帯びる。

春材部と秋材部との聞には材の色調に差があり，後者はやや紅色を帯びるのに反し，前者は黄白色を示

してL る。このために年輸が区別される。

射出線の高さは比較的高いが，単列部の高さが高いため，肉眼によっては柾目面などではその高さだけ

のものとしては認められなし、。射出線細胞中にまれに結晶が認められることがある。

同属の樹種にコパンモチ (E. japonicﾍls 5JEB. et ZUCC.) があるが，材の色調は淡黄白色を示し，

春材部と秋材部との聞の色調差が少ないことによって区別される。

31, 41 , 52, 53, 57, 65, 69, 70, 78 などによって取り出される。

Tiliaceae 

Tilia 

記載を行なった樹種のほかに 3樹種が知られている。

導管は平等に散在し，その直径の移行はゆるやかで，単独のもの，放射方向および不規則方向に複合す

るものなどからなっているが，導管の配列は全体として放射方向へむかう傾向がある。導管の輪郭はやや

多角形を帯びる。

木口面では年輪はとくに明らかではないが，その境界には淡色の細線が認められる。

柔細胞は年輪界に沿って配列するものと，散在および短い切線状に配列するものとがあり，後者は顕微

鏡下では多数認められる。

木繊維などの配列によるやや不顕著な波状紋が認められるが，肉眼による場合のこの属の樹種の特徴と

なる。
_' ,-

・'-

射出線の幅は 1-5細胞を示すが，オオパボダイジユでは 1-2細胞幅を示す個体があった。
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シナノキとオオボパダイヲユはその性質が類似していて区別しにくいが，一般に前者の材の色調は濃色

である o.

Tilia の各樹種は特有の臭気をもっている。

26, 31, 41; 57, 65, 69, 96 などによ勺て取り出される。

Sterculiaceae 

Firmiana 

導管は環孔状に配列し，その孔圏には 2-4 列，やや密に配列する導管があり，明らかな帯を形づぐる。

孔薗外の導管は散在し，主として単独で" 2-3 複合する導管が少数混在してし、る。導管の輪郭は主とし

て円形を示す。

柔細胞は導管を包み，翼状~連続翼状の淡色の組織を形づくり，とくに年輪界に近い秋材部では明らか

である。

射出線は柾目面で幅の広い帯を形づくるが，他の組織との色調差は明らかでなL 、。板目函では紡錘形の

組織として肉眼でも認められるが，顕微鏡下では，その輪郭が不規則であることがわかる。鞘状細胞は著

しL 、。

24, 45, 47, 48, 52, 58, 67, 70, 81 などによって取り出される。

Theaceae 

Camellia 

記載を行なった樹種のほかに 3 樹種が知られている。

導管は平等に散在し直径の移行はきわめてゆるやかで，単独のものがほ主んどを占め，切線方向に 2

-(3)個複合するものが少数認められる。後者は上下に接続する各導管節の接続部が重なり合ってそのよう

に認められるものがほとんどである。導管の輪郭は多角形を示す。

導管の穿孔は，その階段の間隔の広い階段状を示l..，ときに網状を示すことがある。

柔細胞は散在状，短い切線状を示し，顕微鏡下では多数認められる。

射出線細胞中には大裂の結晶が認められ， 40 X'60μ に達し，その細胞は円形に著しくふくれている。

褐色斑が認められる。

Cleyera , Eurya, Stewartia などの樹種と外観的にはその性質が類似しているが，導管の直径，射出

線の細胞幅，射出線細胞中の結品の有無およびその他を比較することによって区別される。凶

5, 30, 41 , 64, 68, 78, 82, 103 などによって取り出される。

Stewartia 

記載を行なった樹種のほかに l 樹種が知られている。

導管は平等に散在するが，秋材部の年輪界では急激にその直径，分布数などが減少する。導管は単独のも

のがほとんどで，切線方向などへ 2 個複合する導管が少数認められる。後者のほとんどが，上下に接続する

各導管節の接続部が重なり合ってそのように認められるものである。導管の輪郭は円形~だ円形を示す。

年輪内での春材部と秋材部との差は後者が濃色であることにより認められる。

柔細胞は散在状，短い切線状に配列し顕微鏡下ではかなり多数認められる。また注意すれば秋材部では

細く短い切線状に配列するものがレシズによって認められることがある。導管には階段状穿孔が認めら

れ，その階段の間隔は広い。
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，褐色i啄が認められる。
、..，‘

ナッツバキとヒメシャラとはその性質が類似しているが，後者にはその柔細胞中に 15x20μ 程度の結

晶が認められ，細胞は多室状を示しているので区別される。

Camelli a, Cleyera, Eurya などの樹種とその性質が類似しているが ， .Camellia の項で述べた点に

注意すれば区別される。

5, 31, 41 , 57, 59, 65, 68, 85, 88 などによって取り出される。

Ternstroemia 

導管は平等に散在し，その直径の移行はきわめてゆるやかで，輪郭は多角形を示す。単独導管がほとん

どを占め，切線方向などに複合するものが認められる。後者のほとんどは上下に接続する各導管節の接続

部が重なり合ってこのように認められるものである。

，年輸の境界はほとんど明らかではない。

柔細胞は散在状，短切線状に配列し，顕微鏡下ではかなり多数認められる。

射出線は木口面よりむしろ縦断面で明らかである。

材の色調はきわめて顕著な紅色を示すので，他から区別することができる。

1, 5, 30, 41 , 66, 70 などによって取り出される。

Cleyer，α 

導管は平等に散在し，その直径の移行はゆるやかである。その輪郭は多角形を示す。単独のものが多

く，切線方向などに複合するものが少数認められるが，後者のほとんどは上下に接続する各導管節の接続

部が重なり合ってそのように認められるものである。

春材部に比べて秋材部はやや濃色であるので年輸が区別される。

柔細胞は散在する。

導管には階段状穿孔が認められ，その階段の数は多く，その間隔はせまし、。導管の尾部に螺旋肥厚が認

められることがある。

木繊維に螺旋肥厚が認められるが，明らかでないことが多く，出現も少ない。

Camellia, Eurya, Stewartia などの樹種とその性質が類似するが ， Camellia の項で述べた点によ

って区別される。とくに Eurya の樹種とは類似しているが， 75 によって明らかに区別される。

5, 30, 41 , 64, 68, '75 などによって取り出される。

Eurya 

記載を行なった樹穫のほかに 3 樹種が知られている。

導管は平等に散在し，その直径の移行はゆるやかである。輪かくは多角形を示し，単独のものが多く，

切線方向などに複合するものが少数認められるが，これらのほとんどは上下に接続する各導管節の接続部

が重なり合ってそのように認められるものである。

年輪界は春材部に比べて秋材部がやや濃色を示すことによってかろうじて認められる。

柔細胞は散在する。

導管は階段状穿孔をもっており，その階段の数は多く，またその間隔はせまし、。

Camellia, Cleyera, Stewartiaなどの樹種とはよくその性質が類似しているが， Camelliaの項に述べ

た点によって区別される。 Cleyeraの樹種とはとくによく類似しているが，射出線幅に差があることによっ
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て，また一般に導管の分布数がやや少ないことによっても区別される。

射出線は肉眼によっては，その高さだけのものとしては認められない。

5, 30, 41 , 64, 65, 69 などによって取り出される。

Flacourtiaceae 

Xylosma 

-107ー

導管は平等に散在し，その直径の移行はきわめてゆるやかである。放射方向に複合する傾向が強く，数

個以上複合するものが多いので，導管の配列は全体として放射方向へむかう傾向が強L 、。導管の輪郭は多

角形を示す。

春材部と秋材部との問には色調の差がやや認められる。

柔細胞は少ない。

射出線の幅がせまいので肉眼ではそれだけの高さのものとしては認められなL 、。単列部と複列部の幅は

ほとんど等しく，また複列部の高さは低い。

結晶が射出線細胞中に認められ， 10x15μ 程度で，ときに 2 個が 1 細胞中に認められることがある 0

30, 41 , 53, 57, 64, 82 などによって取り出される。

Idesia 

導管は平等に散在し，その直径の移行はゆるやかである。導管の輪郭は多角形を帯び，単独のもの，放

射方向および少数の不規則方向などに複合するものとからなる。

年輪の境界はかろうじて淡色の細線によって区別される。

柔細胞は少ない。

板目面で射出線は針状を示す。

2, 30, 31, 41 , 52, 64, 68, 78, 108 などによって取り出される。

Thymelaeaceae 

Edgeworthia 

導管は球干し状に配ヂIJL，その孔圏には導管が疎に 1-2(3í列に配列しているため孔圏は肉眼によっては

顕著でない。また導管の直径が小さく，孔圏部の導管のみが~眼でかろうじて認められるのみである。孔

圏外に散在する導管は単独のもの，放射方向および切線方向などに複合するものとからなり，その輪郭は

多角形た示し，厚膜である。

柔細胞は導管の周囲を包むが，顕著ではなく，また散在するものおよびしばしば年輪界に断続して l 細

胞幅に配列するものなどがある。

射t1:\線細胞中に結晶が存在することが知られているm。

2, 31 , 45, 48, 64, 68，切などによって取り出される。

Elaeagnaceae 

Elaeagnus 

記載を行なった樹種のほかに 11 樹穂か知られている。

導管は環孔状に配列し，その孔圏には，乱分的には多列を示すがほとんど 17IJに配列する導管が認めら

れる。孔圏の導管のみが肉眼で認められ，孔圏外の導管はレシズによっても認めにくい。

柔細胞は散在しそれらが切線方向に配列していることが顕微鏡下では明らかで為る。孔圏の導管に接
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して柔細胞が認められるが，顕著ではない。

射出線は木口面では光沢をもっ黄色の帯として認められ，また板呂田では濃色の紡錘形を示す。

短く弧状に配列する外傷による垂直樹脂溝が偶発的に認められるが，このことが認められる場合には他

から区別するための特徴となる。樹脂溝の中には黒褐色の物質を含み，その直径が導管より大きーし、ことが

ある。

Elaeagnus の樹種は性質が類似しているがs マルパグミ (E. macrophyllia THUNB.) はその髄心が

大きく直径 1cm に達するとともあるため，他のナツグミおよびツルグミ (E. glabra THUNB); アキグ

ミ (E. umbellata THUNB.) などから区別される。

4, 31, 45, 46, 48, 63, 91 , 93 などによって取り出される。

Araliaceae 

Aralia 

導管は環孔状に配列し，その孔圏には導管がやや密に 3-5 列に配列していて，孔閣が明らかである。

孔圏外の導管は散在するが，切線状，波状などに配列する傾向が強く，もこの傾向はとくに秋材部で5郎、。

孔圏に近い部分では単独のものおよび放射方向などに 2 個複合する比較的円形の導管が認められるが秋材

部では小導管が切線状の帯を形づくることが認められる。

柔細胞は導管の周囲に認められるが顕著ではなく，肉眼では認めにくく，また時に年輪界に沿って配列

するものがある。

射出線は注意すれば板目面で紡錘形の組織として認められる。鞘状細胞が認められるが完全に多列部を

包むことは少なし、。

3, 33, 45, 47, 48, 65, 68, E6 などによって取り出される。

Evodiopanax 

導管は環孔状に配列し，その孔圏には導管が，やや疎に 1 列に配列してし、る。孔圏外の導管は散在状に

配列するが，複合導管が多く，その複合の方向が斜方向，切線方向へむかうことが多いのでしばしば導管

の配列が斜方向，切線方向などへむかう傾向をもっ。孔圏外の導管は多角形を示す。

射出線は注意すれば肉眼などでも褐色の紡錘形の組織として板目面で認められる。

柔細胞が年輪の境界に認められることがあるが，これらは導管に接しているものおよびそれに連続して

いるものがほとんどで長く円弧状には連らなっていない。

Acanthoþanax の樹種と性質が類似しているが，導管の直径が 100μを越えることはなく，したがって木

口面での孔圏の明りょうさがやや劣っているし，また材がややち密であることなどによって区別される。

4 , 31 , 45, 46, 65, 68, 73, 74 などによって取り出される。

Dendropanax 

導管は環孔状に配列し，その孔圏では疎に 1 ~Jに配列するため，孔圏はとくに明らかではな~'o 孔圏外

の導管は小さく，多角形を帯び，数個以上放射方向に複合しときには放射方向，斜方向へむかつで導管

の帯を形づくることがある。

板目面で射出線を観察すると，レ νズによっても注意すれば， c，淡色の紡錘形の組織の中に褐色の点が認

められる。このことは水平樹脂溝の存在によるものである d

二柔細胞は少なし、。
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2, 31, 45, 46, 49, 65, 84 などによって取り出されるがE とくにB4は顕著な特徴である。

Acanthopanax 

記載を行なった樹種のほかに 8樹種が知られている。

導管は環孔状に配列し，その孔圏には疎に 1 Jl]に配列する導管が認められる。孔圏外の当事管は直径が小

さく，多角形を帯び，放射方向，不規則方向に数個複合するものが多く，これらが斜状，波状などに配列

しているため，肉眼によってはそのような帯状の組織があるように認められる b

年輸の境界都に柔細胞が認められるが，これらは導管に接するもの，およびそれに連続するもので，長

く同心円弧状には連らならない。

Dëndroρánax， Evodioρanax などの樹種とその性質が類似しているが3 前者と 84 のないこと，後者

とはその導管の直径が 150μ に達すること，したがって孔圏部がより明らかであることによって区別さ

れる。

3, 31, 32, 45, 46, 48, 52, 65, 68, 73, 74 などによって取り出される。

Kalopan仰

導管は環孔状に配列し，その孔圏には密に 171]に配列する大型の導管があり，孔圏は明らかである b 孔

ー圏外の導管は直径が小さく，多角形を帯び，多数複合して切線方向，斜方向などへ幅の広い帯を~づくつ

ている。

柔細胞はしばしば導管に接して存在するが少数である。

射出線の外側部に直立細胞が 2-3個認められることがあるが鞘状細胞といえるほどではない。

2, 4, 34, 45, 46, 50, 65, 74 などによって取り出される。

Cornaceae 

Au騏ba 

導管は散在状に配列するが，全体としては放射方向へむかう傾向が強L 、。導管の輪郭は多角形を示し，

単独のものが多く，これに 2 個切線方向などに複合する導管が認められる。後者は上下に接続する各導管

節の接続部が重なり合ってそのように認められるものである。年輪界に沿って春材部の導管が 1711に疎に

配列することがある。

年輪の境界は他の濃色の材の部分より淡色の不鮮明な帯により認められる。

射出線は木口函で淡色で幅の広い帯として認められ，その各細胞の切線方向の幅でも導管の直径より大

きいことが多い。

1, 3, 30, 41 , 57, 67, 70, 79 などによって取り出される。 ι くに材の色調は特徴的である。

Cornu8 

記載を行なった樹種のほかに 1 樹種が知られている。

導管は平等に散在し，その直径の移行はゆるやかである。導管は単独のものおよび放射方向，切線方向

などに複合するものなどからなるが，樹種によってやや傾向に差がある。導管の輪郭はやや多角形を帯び

る。

柔細胞は散在状，短切線状などに配列し，顕微鏡下ではかなり多数認められることがある。

年論の境界がしばしば波状を示すことがある。

Cornus の各樹種は次のようにして区別される。
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A. 材の色調は紅褐色を示す。射出線は他の組織より濃色で，板目面では肉眼でも注意すれば紡錘形の

組織として認められ，その細胞幅は 5 (6)におよぶ。クマノミズキ。

B. 材の色調は淡黄白色~淡褐色などを示す。導管の直径はしばしば 100μ を越える。ミズキ。

C. 材の色調は淡紅色~淡紅白色を示す。導管の直径は 100μ を越えない。ヤマボウシ。

A は 5， 31, 32, 41, 66, 68, 72 などにより， B は 2， 31, 32, 41 , 52, 65, 68, 72 などにより，

Cは 2， 5 , 31 , 41 , 65, 68, 72 などにより取り出される。

Clethraceae 

Clethra 

導管は平等に散在し，その直径はゆるやかに移行する。導管の輪郭はだ円形~円形などを示し，単独の

ものが多く，不規則方向に 2 個複合する導管がわずかに混在する。後者は上下に接続する各導管節がその

接続部で重なり合うためにそのように認められるものである。

射出線は濃色の小さい紡錘形の組織として板自国で注意すればレシズなどによっても認められる。

柔細胞は散在状~短い切線状に配列し，かなり多数顕微鏡下で認められる。

Camellia, Cleyera, Eurya および Stewartia などの樹種と外観的には類似しているが，前の 3 属

の樹種とは導管の直径が異なること，およびその他などにより区別され，また Stewartia の樹種とはそ

の射出線の高さ，幅，形などが異なることおよびその他によって区別される。

5, 31, 41 , 65, 68, 71 などによって取り出される。

Ericaceae 

Rhododendron 

記載を行なった樹種のほかに多数の樹穫が知られている o

導管は平等に散在し，その直径の移行はゆるやかである，導管の輪郭は多角形を示し単独のものが多

しこれに 2個切線方向などに複合する導管が少数混在する。後者は上下に接続する各導管節の接続部が

重なり合ってそのように認められるものである。

年輪の境界は春材部と秋材部との問の色調の差によりかろうじて認められる。

射出線は木口面ではその幅がせまいが，色調が澄色を示すので他から区別されやすし、。板目面で射出線

を観察すると，その各細胞聞の上下の接続は長卵形の尖端の部分で行なわれているため，一般の射出線の

接続とは異なっている。導管と射出線の問の紋孔は細かL 、紋孔が並列状に配列して階段状のように認めら

れる場合が多く，また階段状を示すこともある。

導管の尾部に螺旋肥厚が認められる。

Lyonia, Pieris などの樹種と外観的にはその性質が類似しているが，各属の項で述べるように区別さ

れる。

5, 30, 41 , 65, 71 , 88 などによって取り出される。

Pieris 

導管は散在状に配列しその分布数は春材部にやや多L、。導管の輸かくは多角形を示し，単独のもの，

切線方向などに複合するものからなる。後者は上下に接続する各導管節の接続部が重なり合ってそのよう

に認められるものである。導管の配列は切線方向にむかう傾向がかなり著しく，また年輪界に沿って春材

部の導管が l ヂIJに配列することが認められる。
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春材部は淡色の帯としてとくに明らかではないが，秋材部から区別される。

柔細抱は少ない。

導管には階段状穿孔があり，その階段数は比較的少なく，その階段の間隔は広L 、。ときに単一穿孔が認

められることがある。

板目面では射出線の各細旋聞の上下の接続は長卵形の尖端の部分で行なわれ，特徴的な性質を示す。

LYjnia および Rhododendron の核種とは外観的にはその性質が類似している。前者とは次の項に示

すようにして区別され，後者とは射出線の形，幅，導管の膜~に認められる螺旋肥厚の存在，およびその

他によって区別される。

5, 30, 41 , 57, 64, 73, 88 などによって取り出されそ。

Lyoniα 

導管は散在状に配列し，その直径の移行はややゆるやかに認められる。導管の輪郭はやや多角形を帯

び，単独のものが多く，切線方向などに複合するものが少数認められる。後者は上下に接続する各導管節

の接続部が重なり合ってそのように認められるものである。

春材部は淡色の帯を示している。

柔細胞は少ない。

Pi eri s, Rhododendron などの樹種と外観的にはその性質が類似しているが，導管と射出線との聞の

紋孔，射出線の形，導管壁の螺旋肥厚の有無，およびその他によって区別される。

5, 30, 41 , 64, 71 , 72, 87 などによって取り出される。

Vαccinium 

記載を行なった樹種のほかに 2 樹穫が知られている。

導管は平等に散在し，その直径の移行はきわめてゆるやかである。導管の輪郭は多角形を示し，単独の

ものが多く，不規則方向に複合する導管がこれに混在する。後者のほとんどは上下に接続する各導管節の

接続部が重なり合ってそのように認められるものである。

射出線は他の組織との色調差がほとんどではないが，民限でも明らかに認められ，その幅が木口面では

導管の直径よりも広いことが多く認められる。板目面でも紡錘形の組織として認められる。

柔細胞は少なL 、。

隔膜繊維は導管に接して認められることが多い。

射出線に認められる鞘状細胞は，片側または両側に部分的に認められることが多い。

導管には階段状穿孔が認められるが，その階段数は比較的少なく，そのおのおのの間隔は広いことが多

く，また，まれに単一穿孔が認められる。

5, 30, 41 , 57, 66, 69, 70, 79, 80, 103 などによって取り出される。

Myrsinaceae 

Rapanaea 

導管は平等に散在するが，放射方向へむかつて配列する傾向をもち，その直径の移行はほとんど認めら

れなし、。導管の輪郭は多角形を示し，単独のものおよび 2-3 個放射方向に複合するもの，不規則方向に

複合するものとからなる。

年輸の境界は不明で，ほとんど肉眼では数えることはできない。
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射出線はすべての断面で顕著に認められ，木口面では淡色め帯として認められる。射出線中には褐色~

澄色の点がかなり多数肉眼によっても認められるが，これは射出線中に破生的に生じたV スト (Cysts)

があり，その中に含まれる物質のためにこのように認められるもので，この性質は之の樹種のきわめて特

徴的な性質であるO

柔細胞は主として導管に接して認められるが顕著ではない。

5, 30, 41 , 67, 70, '81 , 86, 105 などによって取り出される。

EbeIiaceae 

Diospyros 

材の色調は淡紅色~澄色を示し，また，しばしば黒色を帯びることも知られている。この黒色はもともと

各樹種の性質であるのか，または二次的な原因によりこのようになるのか明らかでない。材が黒色を帯び

ない場合でも，導管が黒色に染まった条として認められることが多い。

導管は平等に散在し，その直径はゆるやかに移行する。導管の輪かくはだ円形を示し，単独のものが多

く，これに主として放射方向へ 2-4 個複合するものが混在する。

柔細胞の細線は射出線の細線とともに網状，階段状などの模様を形づくり，また年輪界に車回線を形づく

り，さらに導管の周囲に薄い層を形づくる。

射出線が層階状に配列するため，顕著な波状紋が認められる。

Diospyros の各樹種は次のようにして区別される。

A. 導管の直径は 200μ を越える。柔細胞中に結晶が認められ，その細胞は多室状を示す。ヤマガキ。

B. 導管の直径は 200μ 以下である。柔細胞中に結品は認められない。

Ar.導管の直径は 100μ を越えるo シナノガキ。

BlI.導管の直径は 100μ を越えることがあってもその数は少ない。トキワガキ。

5, 6, 25, 35, 41 , 52, 78, 85, 96 などによって取り出される。

Symplocaceae 

Symplocos 

記載を行なった樹種の他に 9 樹種が知られている。

導管は平等に散在し，単独のものおよび不規則方向に複合する導管とからなるが，後者は上下に接続す

る各導管節の接続部が重なり合っているためにそのように認められるものである。直径の移行はゆるやか

で，輪郭は多角形を示す。

柔細胞が秋材部では 1 細胞幅の短い切線状に配列することが顕微鏡下では明らかである。

褐色斑が認められる。

Symplocos の各樹種は次のようにして区別される。

A. 射出線の細胞幅は 1-2(3)で，その幅は 10X25 (30)μ。クロパイノキ。

B. 射出線の細胞幅は 1-4(5)で，その幅は20-30 (40)μ。ハイノキ。

なお上記の 2 種のほかには，ここでは樹種の記載の項では述べてないが，射出線の幅だけをヨ取り上げて

芳えると，次のような樹種が以下のようにして区別される。クロキ (S.luëida 'SiEB. e't Zucc.) はAに含

まれるものであり，カンザブロウノキ (8. theophrastaefolia SIEB. et Zucc.) はA， Bとは別にCとし

て扱われるべきで，射出線の細胞幅は 1-6(7)で，ときにはその幅が 100μ に達することもあり， Lば
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しば光沢を有する。

クロパイノキは他の樹種に比べて，その材の色調がやや濃く，春秋材部の区別がより明らかである。ハ

イノキの柔細胞中にはまれに結晶が認められることがある。

31 , 41 , 57, 68, 71 , 103 などによって取り出される。

Styracaceae 

Styrax 

導管は散在状に配列し，その直径は秋材部で明らかに減少するために，春材部と秋材部との聞の導管配

列に明らかな差が認められる。導管は単独のもの，および放射方向に 2-数個複合するものとが多く，群

状に複合するものは少なL 、。輪郭はやや多角形を帯びる。

秋材部には柔細胞が形づくる淡色の細線があり，注意すれば肉眼でも認められることがある。

Styrax の各樹種はその性質が類似しているがハクウンポクは一般にはその年輪界が細かL 、波状を示す

ことが多い点および柔細胞中にまれに結晶が認められることがエゴノキと異なる点である。コハクウンポ

ク (8. 8hiraiana MAKINO) は他にその性質が類似している。

20, 31 , 41, 52, 65, 68, 71 , 72 などによって取り出される。

Pterostyrax 

導管は平等に散在し，その直径の移行はきわめてゆるやかである。導管の輪郭は多角形を示し，単独の

もの，および放射方向，その他に複合するものとからなる。

柔細胞は散在状~短い切線状に配列するものが，平等に分布するが肉眼では認められなL 、。

年輸の境界には淡色の細線が認められるが，これは数列-10 列以上に配列する内腔のきわめてせまい

木繊維およびその他によって形づくられたものである。

射出線は板目面ではしばしば針状を示すことが顕微鏡下で認められる。

褐色程が認められる。

31 , 41 , 64, 68, 73, 78 などによって取り出される。

Oleaceae 

Ligustrum 

記載を行なった樹種のほかに 8 樹種が知られている。

導管は環孔状に配ヂIJ し，孔圏には導管が 1 7IJに配列している。孔圏の導管は小さく，ほとんど肉眼では

認められないが，孔閤外の導管がさらに小さいので，レシズなどによれば孔習は明らかである。孔圏外の

導管は散在状に配列し，単独のものが多く， 2-3個放射方向，不規則方向などに複合するものが混在し

その輪郭は多角形を示す。年輪の境界は細かい波状を示す。

柔細胞は少なL 、。

射出線細胞には結晶が多数認められ，方形~長方形を示し， 10x10μ程度の大きさをもち，ー1 細胞中に

2 個以上含まれることがある。この結晶は横臥状細胞にも，直立細胞にも認められる。

31, 45, 46, 48, 57, 64, 65, 68, 78 などによって取り出される。

Osmαnthu8 

記載を行なった樹種のほかに 4 樹種が知られている。

導管はジグザグ状の紋様を形づくっている。個々の導管の直径は小さく，肉眼では認めにく L
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らが形づくる帯は肉眼によっても明らかに認められる。その直径の移行はほとんど認められず，その輪郭

は多角形を帯びる。

年輪の境界には淡色の線が認められるが，これは柔細胞が2-3jJJに配列して形づくっているものである o

Rhamnus とその性質が類似しているが，年輪の境界に存在する柔細胞の有無その他によって区別され

る。

26, 30, 43, 57, 64 , 78 などによって取り出される。

Syringα 

導管は散在状に配列するが，春材部の年輪界に沿って導管が配列することがある。その直径の移行はき

わめてゆるやかで，その輪郭は多角形を帯び，単独のものが多く，放射方向，不規則方向などに複合する

ものが混在する。

年論の境界部付近は淡色を示してし唱。

柔細胞は導管に接して認められるもの，年輸の境界に少数認められるものなどがあり，前者は春材部に

認められることが比較的多いが，いずれも顕著ではない。

導管中に平板状のタイローズが認められることがある。

3, 31, 41 ,. 55, 64, 73, 78 などによって取り出されるO

Fr，叫inU8

記載を行なった樹穫のほかに 2 樹種が知られている。

導管は環孔状に配列し，その孔圏にはやや疎に配列する導管がある。子L圏外の導管との直径の差は著し

L 、。孔圏外の導管は散在状に配列し，単独のもの，および 2-(3)個放射方向に複合するものなどからな

り，輪邦は円形~やや多角形を帯び，比較的厚膜である。

柔細1包は導管の周囲に淡色の鞘状，翼状などの組織を形づくり，年輪界に近い秋材部ではそれらが切J線

方向に連らなり，連続翼状を示すようになるO

名樹種の性質は類似しているが，次のようにして大別される。

A. 導管の直径は大きく， 400μ に達するものもある。孔圏での導管の配列数は 2-4 を示す。心材と

辺材との区別は明らかである。

A r.心材の色調は比較的濃L 、。ヤチダモ。

AJI. 心材の色調は Ar に比べて淡L 、。シオジ。

B. 導管の直径はやや大きいが， 250μ を越えるものは少なL 、。孔圏での導管の配列数 2-3 を示す。

心材と辺材との区別は認められなし、。ヤマトアオダモ。

C. 導管の直径は A， B に比べて小さく， 200μ を越えることは少なL、。孔圏での導管の配列数はほ

とんど単列を示すことが多L、。心材と辺材との区別は認められなL 、。

ここの記載には含まれていないがトネリコ (F. japonica BWME) は上述した拠点のみによるとB に

加えられる性質を示しているo

褐色斑が認められる。

14, 21, 45, 48, 65, 68 などにより取り出され，さらにA， B， C各グループ別の性質により区別される。

Boraginaeeae 

Ehretia 
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記載を行なった樹種のほかに 1 樹種が知られている。

導管は環孔状に配列し，その孔圏には 1-3列に配列する導管があり，明らかに他から区別される。孔

圏外の導管は，孔圏に近い部分では円形~だ円形を示し，単独，および 2-3個複合するものが散在し

ているが，秋材部にむかつてゆくと，多角形を帯びた小導管が多数群状に複合し，これらが切線方向，斜

方向，ときには放射方向へむかつて伸びた淡色の帯を形づくる。しかしこのことは年輪幅の広い場合に認

められるものであり，それ以外では散在する円形~だ円形の導管は認められず，孔圏からすぐ帯を形づく

る小導管が認められ，ときには小導管が扇状の模様を示すこともある。

柔細胞は肉眼では認めにくいが，レシズなどによれば，切線状に配列する細線として認められ，その配

列はやや規則的であるためしばしば射出線とともに階段状の模様を形づくる。

射出線は板目面では濃色の紡錘形の組織としてレシズなどにより認められる。板目面で観察すると射出

線を構成する各細胞の形は一定せず，大型の細胞が混在することが多L 、。

1, 3, 25, 33, 45, 46, 47, 49, -50, 66, 80 などによって取り出される。

Verbenaceae 

Clerodendron 

記載を行なった樹種のほかに 1 樹種が知られている。

導管は環孔状に配列しその孔圏には導管が 2- 3;7'IJ配列するが，その配列は比較的疎で，孔圏外への

直径の移行は比較的ゆるやかである。孔圏外の導管の輪郭はだ円形~やや多角形を帯び，単独のものが多

く，少数の放射方向，不規則方向などに 2 伺複合する導管が混在する。

柔細胞は導管の周囲に配列して鞘状を示 l，年輪界に近い秋材部では切線方向へ長くつながることが多

く，淡色の細線を示す。また年輪の境界では幅の広い帯を形づくり，肉眼でも明らかに認められ，その細

胞列数は数列を越え，さらに時には 10 列を越えることがある。この層の幅が広いため秋材叡の小導管は

その中に点在している。

射出線細胞中にはしばしば他に比して大型の細胞が認められ， 不顕著な鞘状細胞を形づくることもあ

る。

結晶が射出線細胞および柔細胞中に認められることがあり，前者ではややふくれた細胞中に認められる

が，いずれにしてもまれにしか認められない。

Broussonetia, Zanihoxylum などの樹種と，その性質が類似しているが，導管の配列に差があるこ

と，年輪界に認められる柔細胞の広い帯の存在およびその他によって区別される。

4, 11, 14, 21 , 26, 32, 45, 46, 47, 48, 65 などによって取り出される。

Scrophulariaceae 

Pαulownia 

導管は環孔伏に配列しその孔圏には 1-4 子IJに配列する。孔圏外の導管への直径，分布数の移行がゆ

るやかであるため，子L圏はとくに明らかではない。孔圏の導管は淡色の組織の帯の中に認められる。孔圏

外の導管は散在状に配列し，その直径の移行はゆるやかであるため， しばしば導管全体の配列が散在状に

なる傾向がある。孔圏外の導管はやや多角形を帯び，単独のものが多く， 2-(3)個放射方向に複合するも

の，その他の方向へ複合するものなどが，これに混在する。

孔圏外の導管は肉眼によっても明らかな淡色の柔細胞の組織に包まれており，その柔細胞は翼状，さら
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に幅は広いが，短い切線状の帯を形づくる。

導管中にタイロ日ズが認められない。

タイヴシギリ (P. Kawakami� I'to) ，ココノエギリ (P~ Mikado lTo)' などとはその性質が類似4 し

ている。

24, 33, 34, 45, 41, 48, 65; 68, 74, 108 などによって取り出される。

Bignoniaceae 

Catαlpa 

導管は環孔状に配列し，その孔圏にはやや密に配列する数列幅におよぶ導管が認められる。、孔圏外の導

管は孔圏に近い部分では，単独，放射方向へ 2-3個複合するもの主からなり，散在状に配列するが，秋

材部へむかつて群状に複合するようになり，年輪界に近い部分ではそれらが斜線方向，切線方向へむかつ

て伸びる帯を形づくるようになる。

柔細胞は導管の周囲を包み，薄い鞘を形づくるが，秋材部T三t主小当事管君事とともにかなり畏い淡色の帯を

形づくるようになる。柔細胞の組織と小導管群とを肉眼では区別しにく L 、。

3, 33, 45, 47, 48, 50, 54, 65, 68, 74, 108 などによって取り出される。

Caprifoliaceae 

SambUCUB 

導管は散在状に配列し，その直径の移行は少なL 、。これらの導管は斜線状に配列する傾i向が強く，また

春材部の年輪界に沿って導管が配列することがあり，春材部と秋材部との関に導管配列の差が認められる。

導管の輪郭は多角形の傾向を帯びることが多く，一般に群状に複合するものが多く，単独導管は少ない。

柔細胞は少ない。

lt 31 , 41 , 65, 68 , 73, 86 などによって取り出される。

Viburnum 

記載を行なった樹種の他に 11 樹種が知られている。

導管は平等に散在し，その直径の移行はきわめてゆるやかである。導管の輪廓は多角形を帯び，単独の

ものが多く，これに切線方向などに複合する導管が混在する。後者のほとんどは上下に接続する各導管節

の接続欝が重なり合ってこのように認められるものである。

年輸の境界~~春材部と秋材部との間の色調の差によって区別される。

射出線はその幅が狭いため縦断面では肉眼によってはそれだけの高さのあるものと Lては認められない

ことが多L 、。

柔細胞が散在状2 短切線状を示していることが顕微鏡下では認められる。

導管には階段状穿孔が認められ，その階段数は多く，また細かL 、。

各樹種は次のようにして区別される。

A, 射出l線は肉眼によつでも容易に認められ，その細胞隠は 1-3凶に達する，。木織機，導管の膜壁に

螺旋肥厚が認められる。サンゴジユ，ガマズミ。、

B.射出線は肉眼では認めにくく，かろうじて認められるものもあるが" 1-2(~細胞幅を示すσ 木繊

維，導管に螺旋肥厚は認められなL 、。ゴマキ。

褐色斑が認められる・。，
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30, 4.1, 65" 69， τ1，舗などによって取り出される。 A ， B 各グループについては上述したようにし

て区別される。

6. むすび

筆者は本邦産広葉樹材を主な対象とした識別の研究を行なった。このため 179 種類の樹種についてその

肉眼的および顕微鏡的性質を観察し，そのうちから主として各樹種の識別拠点となるような性質を取り上

げて記載を行なった。この観察の結果，未記載の樹種の性質の記載を行ない，さらにまたすでに出されて

いる研究結果の中に認められる誤りの訂正，これらの記載の聞における差異の検討，さらにはかなり多数

の樹種について未記載の性質の記載も行なうことができた。これらの記載は広葉樹の識5J1jをさらに確実に

行なうために役だっと考えられる。

さらにこれらの記載を利用して実際の識別を行なうために，そのうちから比較的観察しやすく，普遍的

である性質を項目として取り上げた識別カードを設計した。この識別カードの利用は，それによって識別

がより容易にできるために役だつはずである。

この研究の中では識別拠点の取り上げ方に従来の Dichotomous System のためのものとかなり異

なっている点があるo 木材の識別を行なうに当って拠点となる性質を固定したものとして取り上げること

よりも，個々の試料の示す性質がある一定の変化する過程のー断面であるとして考え，そのような拠点の

取り上げ方をする方がより識別を正確に行なうためにはょいと考え，できるだけそのように努めた。また

そのような識別拠点の取り上げ方をする場合には，識別カードを用いる方法の方が実際の識別に当ってよ

り効果を期待できるものと考える。
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Identification of Japanese Hardwoods 

Syoji SUDO 

(R駸um�) 

The author carried out wood anatomical studies on 179 ]apanese hard woods for the 

purpose of identification, and described the principal characters on every species 

together with some newly observed characters. 

On th巴 basis of these descriptions, he designed 2 kinds of card sorting keys in order 

to provide a simple means of identification. One of them, Card A, is designed for idenｭ

tification, use in the laboratory, containing some items of microscopic characteristics. 

Card A is shown in Text-Fig. 1 and 2. The features adopted in Card A are shown 

in the Table given below. Card B is designed for use on the field, containing items of 

uses, distributions and some properties of woods etc. , besides items for the identificaｭ

tion. Card B is shown in Text-Fig. 3 and 4. 

In this paper the features adopted in these card sorting keys are first explained 

with photographs_ Then the principal features of woods are described with item 

number of Card A, and the relation between the item number of Card A and B is shown 

in Table 4. 
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LIST OF FEATURES OF CARD A 

GENERAL 

1 DlSTINCT COLOUR 

2 WHITISH 

3 BROWN 

4 YELLOWISH 

5 RED , PINK TINTS, RED BROWN 

6 OTHER COLOURS 

7 STREAKY 

8 

9 DlSTINCT ODOUR 

10 GROWTH RING 

11 WHITISH ZONE IN BOUNDARY 

12 WHITISH ZONE (except (11)) 

13 WAXY 

SOFT TISSUE 

14 DlSTINCT (to n. e.) 

15 ABSENT 

16 ASSOCIATFD WITH PORES 

17 SURROUNDlNG PORES 

18 PREDOMINANTL Y INDEPEMDENT 

OF PORES 

19 DIFFUSE 

20 BANDED, FINE LINES 
21 BROAD CONSPICUOUS BANDS 

22 IN REGULARLY SPACED BANDS 

23 IN IRREGULARLY SPACED BANDS 

24 WINGLIKE, CONFLUENT 
25 RETICURA TE 

26 TERMINAL 

27 CRYSTALS 

28 

PORES 

29 ABSENT 

30 VERY SMALL, INVISlBLE (to n. e.) 

31 SMALL 

32 MEDIUM 

33 LARGE 

34 VERY LARGE 

35 FEW 

36 MODERATEL Y NUMEROUS 

37 NUMEROUS 

38 

39 TYLOSES 

40 DEPOSlTS 

41 DIFFUSE POROUS 

42 IN CHAIN 

43 FLAMELIKE ARRANGEMENT 

44 TANGENTIAL ARRANGEMENT 

45 RING POROUS 

46 PORE ZONE UNISERIATE 

47 PORE ZONE MUL TISERIATE 

48 DlFFUSE EXCEPT PORE ZONE 

49 RADlAL OR FLAMELIKE EXCEPT 

PORE ZONE 

50 TANGENTIAL, WAVY, OBUQUE 

EXCEPT PORE ZONE 

51 PREDOMINANTLY SOLITARY 

. 52 RADlAL MUL TIPLES壬 4

53 RADIAL MUL TIPLES;ミ 5

54 CLUSTERS 

55 SIMPLE PERFORATlONS 

56 MUL TIPLE PERFORA TIONS 

57 SPIRALS COMMON 

58 SPIRALS ONL Y IN SMALL VESSELS 

59 SCALARIFORM PlTS 

60 NUMEROUS SMALL PITS 

61 

62 

RAYS 

63 CONSPICUOUS LUSTER 

64 BAREL Y VISlBLE WITH LENS 

65 FINE 

66 MEDIUM 

67 BROAD & CONSPICUOUS 

68 <lmm IN HEIGHT 

69 1-2mm 1/ 

70 >2mm 1/ 

71 HETEROGENOUS 1 

72 

73 

1/ 

'f 

1I 

III 

74 HOMOGENOUS 

75 UNISERIATE HETEROGENOUS 

76 1/ HOMOGENOUS 

77 AGGREGATE 

78 1-2 OR 2 CELLS WlDE 

79 2 DlSTINCT WlDTHS 
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80 >5 CELLS WIDE 

81 >10 CELLS WIDE 

82 CRYSTALS 

83 

84 HORIZONT AL CANALS 

85 STORIED 
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101 

102 

FIBRES 

103 SPIRALS COMMON 

104 STORIED 

105 SEPTATE 

86 I 106 BORDERED PITS 

OTHER FEATURES I 107 

87 VESSEL-RAY PITS SMALL MEDIUM, I WEIGHT 

OPPOSIT, ALTERNATE ETC. I 108 LIGHT 

88 VESSEL-RA Y PITS SCALARIFORM I 109 MODERATE 

89 VESSEL-RAY PITS PALISADE-LIKE I 110 HEAVY 

90 I LOCALITY, ETC. 

91 VERTICAL CANALS I 111 HOKKAIDO 

92 VERTICAL CANAL$ CONCENTRIC I 112 HONSHU 

93 TRAUMATIC VERTICAL CANALS I 113 SHIKOKU 

94 SECRETARY CELLS I 114 KYUSHU 

95 INCLUDED PHLOEM I 115 

96 RIPPLE MARK I 116 

~ I 1U 

98 I 118 

99 I (The item number adopted in thIs 1ist 
100 I shows that of card A.) 



本邦産広葉樹材の識別(須藤) -123 ー

写真説明 Explanation of photographs 

Fig. 1-180 各樹種の木口面 Transverse sect. ca. x 10 

Fig. 1 ヤマナラv (POρulus Sieboldii) Fig. 2 ドロノキ (P. Maximowiczii) 

Fig. 3 パツコヤナギ (Salix Bakko) Fig. 4 ヤマモモ (Myrica rubra) 

Fig. 5 ノグノレミ (Platycarya strobi lacea) Fig. 6 サワグノレミ (Pterocarya rhoifolia) 

Fig. 7 オユグノレミ (]uglans ai lanthifolia) Fig. 8 イヌ νグ (Carρinus Tchonoskii) 

Fig. 9 アヵ νデ (C. laxiflora) Fig. 10 クマi/"デ (C. japonica) 

Fig. 11 サワνノ{ (C. cordata) Fig. 12 アサダ (Ostrya ja.ρonica) 

Fig. 13 ツノノ、vノミミ (Corylus Sieboldiana) 

Fig. 14 ウダイカシパ (Betula Maximowicziana) 

Fig. 15 Vラカ Y ノミ (B. ρlatyρhylla var. japoni ca) 

Fig. 16 オノオレカシノミ (B. Schmi dtii) 

Fig. 18 ヨグソミネパリ (B. grossa) 

Fig. 17 ダケカシパ (B. Ermanii) 

Fig. 19 ヤVヤプν (Alnus firma) 

Fig. 20 ケヤνヤプν (A. firma var. hi1'tella) Fig. 21 ヒメヤνヤプν (A. pendula) 

Fig. 22 ケヤマハシノキ (A. hirsuta) 

Fig. 24 ハシノキ (A. japonica) 

Fig. 26 イヌプナ (F. jaρoni ca) 

Fig. 28 ハナガガν (Q. Hondai) 

Fig. 30 イチイガν (Q. gilva) 

Fig. 23 ミヤマハシノキ (A. Maximowiczii) 

Fig. 25 プナ (Fagus crenata) 

Fig. 27 アカガν (Quercus acuta) 

Fig. 29 ツクノミネガV (Q. ρaucidentata) 

Fig. 31 Vラカ V (Q. myrsinaefolia) 

Fig. 32 アラカ v (Q. glauca) Fig. 33 クパメガv (Q. phylliraeoides) 

Fig. 34 ミズナラ (Q. mongolica var. grosseserrata) やや広い年輸を示す。孔圏の導管は 27IJ 以

上に配列する。 Por巴 zone wider than biseriate in wide ring. 

Fig. 35 ミズナラ( 11 )やや狭い年輸を示す。孔圏の導管はほとんど 1 JiJに配列する。

Pore zone nearly uniseriate in narrow ring. 

Fig. 36 コナラ (Q. serrata) Fig. 37 ナラガν ワ (Q. aliena) 

Fig. 38 カ V ワ (Q. dentata) Fig. 39 アペマキ (Q. variabilis) 

Fig. 40 クヌギ (Q. acutissima) Fig. 41 ク日 (Castanea crenata) 

Fig. 42 コジイ (Castanopsis cuspidata) Fig. 43 スダグイ (C. cuspidata var. Sieboldii) 

Fig. 44 マテパν イ (Pasania edulis) Fig. 45 アキニレ (Ulmus parvifolia) 

Fig. 46 ハノレニレ (U. Davidiana var. jaρonica) 

Fig. 47 オヒョウニ v (U. laciniata) Fig. 48 ケヤキ (Zelkoωa serrata) 

Fig. 49 エノキ (Celtis sinensis var.ja，βonica) Fig. 50 ムクノキ (A.ρhananthe aspera) 

Fig. 51 ヤマグワ (Morus bombycis) 

Fig. 53 アコウ (Ficus Wightiana) 

Fig. 52 カジノキ (Broussomtia paρyrifera) 

Fig. 54 ヤマモガν (Helicia cochichinznsis) 

Fig. 55 ヤマグノレマ (Trochodendron aralioi des) 

Fig. 56 フサザクラ (Euρtelea polyandra) Fig. 57 カツラ (Cercidiphyllul咋 japonicum)
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Fig. 58 メギ (Berberis Thunbergii) Fig. 59 オガタマノキ (Michelia compressa) 

Fig. 60 ホオノキ (Magnolia obovata) Fig. 61 コプν (M. kobus) 

Fig. 62 Vキミ (lllicium religios即時) Fig. 63 クスノキ (Cinnal冗omum Camphora) 

Fig. 64 ヤプニッケイ (C. jaρonîcum) Fig. 65 タブノキ ;(Machilus Thunbergii) 

Fig. 66 ダシコウバイ (Lindera obtusiloba) Fig. 67 ì/ロダモ (Neotitsea sen'cea) 

F竑. 68 カゴノキ (Actinodaphne lancifolia) Fig. 69 ノミリバリノキ (A. long禛olia) 

Fig. 70 ノリウツギ (Hydrangea ρ:mitulata) Fiι71 ウツギ (Deutzia s饌bra) 

Fig. 72 マシサク (Hamamelis japoni.ca) Fig. 73 イスノキ (Distylium 'racemosum) 

Fig. 74 ヤマザクラ (Prunus jamasakura) Fig. 75 パクチノキ (P..zîppeliana)

Fig. 76 リシポク (P. spinulosa) Fig. 77 V クリずクラ (P. 8siori) 

Fig. 78 クワミズヂクラ (P. Grayana) 号Fig. 79 カナメモチ (Photinia glabra) 

Fig. 80 オオウラジロノキ (Malus Tchonoski�) Fig. 81 ヤマナ V (pyrus pyrifolia) 

Fig. 82 ずイブりボク (Amelanchïer asiatica) Fig.83 カマヅカ (Pourthiàeav�losa var ,laevis) 

Fig. 84 ナナカマド (Sorbus commixta) 

Fig. 86 ワラジロノキ (8. japoni饌) 

Fig. 88 サイカチ(Glediti a jaρonica) 

Fig. 85 アズキナν (8. alnifoli a) 

Fig. 87 ネムノキ (Albiz:ti.a juHbr罇sin) 

Fig. 89 エシジユ (801うhora japoni.ca) 

Fig. 90 イヌエ :YV' ュ (Maackia amurensi.s var. Buergeri) 

Fig. 91 プジキ (Plàtyosρrion ρlatycarρum) Fig. 92 ユクノキ (Cladrastis sikoki ana) 

Fig. 93 ニセアカ Vヤ (Robi何ia Pseudo-Acacia) 

Fig. 94 カラスザシν ヨワ (Zanthoxylum ailanthoides) 

Fig. 95 キハダ (Phellodendron .amurensis) Fig. 96 ニガキ (Picrasma quassioi des) 

Fig..97 iノシグユ (Ailanthus altissz'ma) 

Fig. 98 セシダシ (Melia Azedarach var. japon�.ca) 

.F刕. 99 チヤシデシ (Cedrela chine持sis)

Fig. 100 ヒメユズ P ハ (Daρhniρhyllum Teijsman据i)

Fig. 101 アカメガV ワ (Mallotus japonica) Fig. 102 Vラキ (8aPium japonicum) 

Fig. 103 ツグ (Buxus micro�hylla var.jaPonica) 

Fig. 104 ヲルν (Rhus vernicifl田a) Fig. 105 ヤマハゼ (R. sylvestris) 

Fig. 106 ヌルグ (R. .chinensis) Fig. 107 チヤシ'チシモドキ (Poupartia Fordii) 

Fig. 108 アオハダ (Ilex macropoda) Fig. 109 イヌツグ .(I. cren詔ta)

Fig. 110 クロガネモチ (1. rotunda) Fig. ー111 モチノキ (1. integra) 

Fig. 112 タラヨワ (1. lalifoli.a) Fig. 113 マユミ (E耳onymus.8iebJldianus) 

Fig. .114 ゴシズイ (Euscaρhis jaρonica) Fig. 115 イロハモミジ (Acer ρalmatum)

Fig. 116 イタヤカエデ (A. Mono) Fig. 117 チ『ド 9 ノキ (A. .carPinifolium) 

Fig. 118 ワリカエデ (A. .crataegifolium) Fig. 119 ヲリハダカエデ (A. -rufinerve) 

Fig. 120 トチノキ (Aesculus turbinata) Fig. 121 ムクログ (Saρindus Mukorossi) 

Fig. 122 アワプキ・(Mel$'osma myriantha) Fig. 123 クロワメモドvキ (Rhamnus japonica) 

一一
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Fig , 124 ケシポナν (Hovenia d�cis) Fig , 125 ホ Jレトノキ (Elaeocarpus sylvestris) 

Fig , 126 オオパボダイジユ (Tilia Maximo即itziana)

Fig , 127 i，ノナノキ (T， jaρonica) Fig, 128 アオギり (Firmiana platanifolia) 

Fig , 129 ヤプツパキ (Camellia japonica) 

Fig, 130 ナッツノ4 キ (8tewa1・tia Pseudo-Came[U,a) 

Fig , 131 ヒメ Vヤラ (8， monadelPha) 

Fig , 133 サカキ (Cleyera japonica) 

Fig , 132 モクコク (Ternstroemia gj'!明nantheγa)

Fig , 134 ヒサカキ (Eurya japonica) 

Fig , 135 クスドイグ(お，losma japonicum) Fig , 136 イイギリ (ldesia polycaゆa)

Fig, 137 ミツマタ (Edgeworthia papyrifera) Fig , 138 ナツグミ (Elaeagnus multiflora) 

Fig , 139 タラノキ (Aralia elata) Fig , 140 タカノツメ (Evodiopanax innovans) 

Fig , 141 カクレミノ (Dendroρanax trifidus) 狭い年輸を示す。 孔圏の導管は密には配列してい

ない。孔圏外の小導管に群状に集合する傾向がある。 Pores rather sparce in pore zone 

and many smaII vesseIs with tendency being in group except pote zone in 

narrow nng , 

Fig , 142 カクレミノ( 1/ )広い年輸を示す。孔圏の導管はやや密に配列する。孔圏外の

小導管は半径方向に複合する傾向が強い。 Pores rather c10s.e in pore zone , and 

smaII vesseIs mostly radiaIIy multiple except pore zone in wide ring , 

Fig , 143 コ νアプラ (Acanthoρan宝x sci adoPhylloi des) 

Fig , 144 ハリギリ (Kalopanax sψtemlobtω) 狭い年輪を示す。孔i函の導管は疎に配列する傾向を

もつ。孔圏外の小導管の占める面積が多L 、。 Pores rather sparce in pore z'O'ne , and 

space occupied by smaII vesseIs wider than that of other elements in 

narrow rmgs , 

Fig, 145 ハリギリ( 1/ )広い年輪を示す。孔圏の導管は密に配列する傾向をもっ。孔圏

外の小導管の占める面積は他に比し少ない。 Pores rathr close .in pore zone, and space 

occupied by smaIl vesseIs narrower than that of other eI:ements in wide .ring , 

Fig , 146 アオキ (Aucuba japoni::a) Fig , 147 ミズキ (Cornus controversa) 

Fig , 148 クマノミズキ (C， bachypoda) Fig , 149 ヤマポワν (C， Kousa) 

Fig , 150 リヨウプ (Clethra barbinervis) 

Fig , 151 ミツノミツツジ (Rhododendron dilatatum) 

Fig. 152 アセピ (Pièris japoriica) Fig , 153 ネグキ (Lyonía ovalifolia var , ell，ρtíca) 

Fig , 154 i/ ヤ νヤジポ ( Vaccinium bracteatum) 

Fig. 155 タイミジタチパナ (Ropanaea neriifolio) 

Fig , 156 トキワガキ (Diospyros Morrisiana) Fig , 157 i/ ナノガキ (D , Lotus var , glabra) 

Fig , 158 ヤマガキ (D， Kaki var. sylvestris) Fig, 159 ハイノキ (Symplocos 、myrtacea)

Fig , 160 クロパイノキ (8， ρrunifolia) Fig , 161 エゴノキ (8tyrax japonica) 

Fig , 162 ハクウシポク (5， Obassia) Fig , 163 アサガラ (Pterostyrax corymbosa) 

Fig , 164 オオパアサガラ (P， hisPid�) Fig, 165 イボタノキ'(Ligustrum 'obtusi foJi um) 
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Fig.. 166 ヒイラギ (Osmanthus ilcifolius) Fig. 167 ノ、ν ドイ (Syringa reticulata) 

Fig. 168 i/ オジ (Fraxi担us Sþaethiana) 広い年輸を示す。孔圏の導管はほとんど 2 列以上に配列

C，その配列はやや疎である。 Pores more than biseriate in pore zone and rather 

loose in wide rings. 

Fig. 169 i/ オジ( r/ )狭い年輸を示す。孔圏の導管はほとんど ljlJで， その配列は疎

である。 Pores uniseriate in pore zone and more loose in narrow rings. 

Fig. 170 ・γ テダモ (F. mandshurica var.jaρonica) 

Fig. 171 ヤマトアオダモ (F. longicus�is) Fig. 172 アオダモ (F. Si eboldi ana) 

Fig. 173 チνヤノキ (Ehretia ovalifolia) Fig. 174 クサギ (Clerodendron triιhotomul時)

Fig. 175 キリ (Paulownia tomentosa) Fig. 176 キササグ (Catalþa ovata) 

Fig. 177 ニワトコ (Sambucus Sieboldiana) Fig. 178 ゴマキ (Viburnum Sieboldi) 

Fig. 179 ガマズミ (V. dilatatum) Fig. 180 サシコ・ジユ (V. Awabuki) 

Fig. 181-197 板目面での射出線の高さ，広さ，配列などを示す。 Height ， width and arrange-

ment of rays in tangential sect. ca. x10 

Fig. 181 i/ ナノキ (Tilia ja�onica) 

Fig. 182 νナノガキ (Diosþyl'OS Lotus var. glabra) 射出線の層階状配;1110 Storied rays. 

Fig. 183 カクレミノ (Dendroρanax trifidus) 水平樹脂溶が射出線中にある。 Horizontal

canals in rays. 

Fig. 184 フサヂクラ (Euρfelea ρoかandra) Fig. 185 ヤマモガν (Helicia cochichinensis) 

Fig. 186 イヌプナ (Fagus ja�onica) 

Fig. 187 トチノキ (Aesculus turbinata) 射出線の層階状配列。 Storied rays. 

Fig. 188 テヤシチシモドキ (Pouρartia Fordii) 水平樹脂溝が射出線中に為る。 Horizontal

canals in rays 

Fig. 189 ハシノキ (Alnus jaρonica) 集合射出線。 Aggregate ray. 

Fig. 190 ヤプヂクラ (Prunus incisa var. tomentosa) 外傷樹脂溝の配子Jj Traumatic vertical 

canals. ca. x 10 

Fig. 191-197 柾目面での射出線の高さを示す。

Height of rays in radial sect. ca. X 10 

Fig. 191 クダイカシパ (Betula Maximowicziana) 

Fig. 192 ノ、シノキ (Alnus ja�onica) Fig.193ν ナノガキ (Dios.ρ'yros Lotus var.glabra) 

Fig. 194 ノリレニν (Ulmus Davidiana var. ja�onica) 

Fig. 195 チνヤノキ (Ehretia ovalifolia) Fig. 196 ヤマモガν (Helicia cochichinensis) 

Fig. 197 フサザクラ (Euþtelea ρolyandra)

Fig. 198-208 環孔状配列導管を有する材の例

The examples of ring porous woods. ca. x50 

Fig. 198 クリ (Castanea crenata) 

Fig. 199 ヤチダモてFraxinus mandshurica var. ja�onica) 
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Fig. 200 ミズナラ (Quercus mongolica var. grosseserrata) 

Fig, 201 キリ (Paulo即nia tomentosa) 

Fig. 202 ハルニレ (Ulmus Davidiana var. ja.ρonica) 

Fig. 203 キハダ (Phellodendron amurensis) Fig. 204 ケヤキ (Zelkowa Serrata) 

! ig. 205 ハリギリ (Kaloþanax se�temlobus) 

-127ー

Fig. 206 ナヅグミ (Elaeagnus montana) 外傷樹脂溝を有する。 With traumatic vertical 

canals. 

Fig. 207 ネムノキ (Albizzia ]ulibrissin) 翼状を示す柔細胞を有する。 With winglike parenｭ

chyma. 

Fig. 208 チVヤノキ (Ehretia ovalifolia) 切線状配列の柔細胞の細線がある。 With fine lines 

of parenchyma 

Fig, 209-2.21 散孔状配列導管を有する材の例

The examples of diffuse porous woods. ca. x50 

Fig. 209 ムクロジ (Saþindus Mukorossi) 不規則に配列する柔細胞の帯がある。 With irregularlY 

spaced wide band of parenchyma. 

Fig. 210 ドロノキ (Poþulus Maximowiczii) 年輪界に柔細胞の線がある。 With lines of parenｭ

chyma in boundary of ring. 

Fig. 211 カツラ (Cercidiþhyllum ja�onicum) 

Fig. 212 ホオノキ (Magnolia ob()vata) 年輪界に柔細胞の線がある With lines of paren. 

cnyma in boundary of ring. 

Fig. 213 1/ナノキ (Tilia ja�onica) 

Fig. 214 トチノキ (Aesculus turbinata) 年輪界に柔細胞の線がある。 With lines of parenｭ

chyma in boundary of rings. 

Fig. 215 イタヤカエデ (Acer Mono) 年輪界に柔細胞の線がある。 With l�es of parenchyma 

in boundary of ring号.

Fig. 216 ウグイカシパ (Betula Maximowicziana) 年輪界に柔細胞の線がある。 With lines of 

parenchyma in boundary of rings. 

Fig. 217 ヤマずクラ (Prunus ]amasakura) Fig. 218 アサダ (Ostrya jaρ()nica) 

Fig. 219 ハシノキ (Alnus jaþonica) 集合射出線を有する。 With aggregat巴 ray.

Fig. 220 クスノキ (Ci r.namomum Camþhora) 鞘状を示す柔細胞を有する。 With sheath of , pa-

renchyma around vessels. 

Fig. 221 オニグノレミ (Juglans ailanthifolia) 短い切線状，鞘状および年輪界に柔細胞がある。With

parenchyma, short lines , thin sheath around vessels and in boundary. 

Fig. 222 ヤマグルマ (Trochodendron aralioides) 導管を有しない Without pores. ca. x 50 

Fig. 223 アカガν (Quercus acuta) 導管は単独，放射方向に配列する材。 Pores in chain, ex-

clusively solitary. ca. x50 

Fig. 224 ヒイラギ (Osmanthus ilicifolius) 火焔状に配列する導管を有する材。Flame!i恥 .an; an-
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gement of pores. ca. x 50 

Fig. 225 ヤマモガν (Helicia cochichinensis) 切線状に配列する導管を有する材。 Tangential

arrangement of pores. ca. x 50 

Fig. 226-239 垂直樹脂溝の例。

Examples of vertical canals. 

Fig. 226 llo�ea sp. 垂直樹脂溝は畏く同心円弧状に配列し柔細胞の帯の中に認められる。

Long tangentially aligned vertical canals , in wide and long band of 

parenchyma. ca. x25 

Fig. 227 D伊terocaゆus sp. 垂直樹脂溝。 Vertical canals in parenchyma. ca. x 25 

Fig. 228 ニガキ (Picrasma quassioides) 外傷樹脂溝，内容物を含まぬ。 Traumatic vertical 

canals without content. ca. x60 

Fig. 229 チヤジチシ (Cedrela chinensis) 外傷樹脂潜，ゴム質物を含む。 Traumatic vertical 

canals with gum. ca. x80 

Fig. 230 モクコク (Teγnstroemia gymnanthera) ca. x 30 

Fig. 231 アコク (Ficus Wightiana) 規則的に配列する幅の広い柔細胞を有する。 With regular, 

wide banded parenchyma. 

Fig. 232-265 柾目面での射出線およびその他を示す。

Ray typs and other features in radial sect. 

Fig. 232 オガタマノキ (Michelia comþressa) 射出線と導管との問の紋孔および導管壁の紋孔は階

段状，射出線中に分泌細胞。 V-R pits and intervascular pits scalariform, secreｭ

tary c巴l1 s in ray. ca. x 100 

Fig. 233 マテパV イ (Pasania edulis) 射出線と導管の間の紋孔は棚状。 V-R pits palisade-

like. ca. x80 

Fig. 234 キリ (Pauloω開ia tomentosa) ca. x 80 

Fig. 235 ヤチダモ (Fraxinus mandshurica var. ja�onic3) ca. x80 

Fig. 236 ハルユレ (Ulmus Davidiana var: ja�onica) ca. x80 

Fig. 237 ケヤキ (Zelkowa serrata) ca. x80 Fig. 238 クリ (Castanea crenata) ca. x 80 

Fig. 239 ミズナラ (Quercus mongolica var. grosseserrata) ca. x80 

Fig. 240 キハダ (Phellodendron amurensis) ca. x80 

Fig. 241 ハりギリ (KaliJρanax se�temlobus) ca. x80 

Fig. 242 イタヤカエデ (Acer Mono) ca. x80 Fig. 243 νナノキ (Tilia ja�onica) ca. x80 

Fig. 244 トチノキ (Aesculus turbinata) ca. x 80 

Fig. 245 ホオノキ (Magnolia obovata) ca. x80 

Fig. 246 'カツラ (Cèrcidiρhyllum ja�onicum) ca. x80 

Fig. 247 ♂ヤマザクラ (PrunùsJamasakura) ca. x80 

Fig. 248 ドロノキ (POρulus Maximowiczii) ca. x80 

: Frg;" 2'49 万ダオカシパ子(Betula Maxiriwwìí:z"iana)、白;'><:80



本邦産広葉樹材の識別(須藤) -129ー

Fig. 250 アカガν (Quercus acuta) ca, X 80 Fig. 251 アサダ (Ostrya jaρonica) ca. x80 

Fig. 252 ハンノキ (Alnus jaρonica) ca. x80 

Fig. 253 クスノキ (Cinnamomum camPhoγa) ca. x80 

Fig. 254 ヨグソミネパリ (Betula grossa) ca. x 80 

Fig. 255 ミズキ (Cornus con:roversa) ca. x 50 

Fig. 256 フナザクラ (Euρtelea polyandra) ca. x 50 

Fig. 257 クロガネモチ (llex rotunda) ca. x 50 Fig. 258 ウツギ (Deutzia scabra) ca. x50 

Fig. 259 アコウ (Ficus Wightia持a) ca. x50 

Fig. 260 ニガキ (Picrasma quassioides) 柔細胞中に認められる結品。 Crystals in parenchyma 

cells. ca. x 1100 

Fig. 261 カマヅカ (Pourthiaea villosa var. laevis) 柔細胞中に認められる結品。 Crystals in 

parenchyma cells. ca. x 50 

Fig. 262 クスドイグ(勾Ilosma jαþonicum) 隔膜繊維。 With septate fibers. ca. x 130 

Fig. 263 サンゴジユ (Viburnum Awabuki) 導管，木繊維などに螺旋肥厚著し。 Spiral thicken-

ings on wall of vessels and fibers. ca. x 130 

Fig. 264 イボタノキ (Ligustrum obtusifolium) 射出線細胞中に小結晶が多数認められる。 With

many small crystals in ray cells. ca. x 130 

Fig. 265 タプノキ (Machilus Thunbergii)隔膜繊維，分泌細胞がある。 With septate fibers and 

secretary cell. ca. x 130 

Fig. 21�6-301 板目商での射出線およびその他を示す。

Ray types and other features in tangential sect. 

Fig. 266 ハルニレ (Ulmus Davi di ana var. japoni ca) ca. x 80 

Fig. 267 ハリギリ (Kaloρanax septemlobus) ca. x 80 

Fig. 268 プナ (Fagus crenata) ca. x 80 

Fig. 269 ヤマザクラ (Prunus ]amasakura) 導管の螺旋肥厚，射出線細胞中の結晶。 Spiral

thickenings on wall of vessels and large crystals in ray cells. ca. x80 

Fig. 270 ì/ナノキ (Tilia japonica) ca. x80 

Fig. 271 ヤチダモ (Fraxinus mandshuri ca var. jaρonica) ca. x80 

Fig. 272 キハダ (Phellodendron amurensis) ca. x 80 

Fig. 273 ケヤキ (Zelkowa serrata) 射出線の縁辺細胞に結晶。 Crystals in marginal c巴 Ils of 

rays. ca. x 80 

Fig. 274 カツラ (Cercidiρhyllum japoni cum) 導管重の紋孔と分野紋孔は潜段伏を示す。 Inter-

vascular and vessel-ray pit !l-勾s scalariform. ca. x80 

Fig. 275 ホ才ノキ (Magnolia obovata) ca. x80 

Fig. 276 クスノキ (Cinnamomum Camρhora) 分泌細胞。 Secretary cell. 

Fig. 277 アサダ (Ostrya jaρonica) 導管の螺旋肥厚。 Spiral thickenings on wall of vesｭ

se1s. ca. x80 
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Fig. 278: ハシノキ (Alnus jaρonica) 集合射出線。 Aggregatè ray. c"a. XSﾒ 

Fig. 279 トチノキ (Aesculus turbi nata) 射出線の層階状配列。 Rays storied. ca. x'so 

Fig. 280 ミズナラ (Quercus 間ongolica vat. gr�seserrata) ca. >< 8� 

Fig. 281 アカガν (Quercus acuta) ca. x80 

Fig. 282 アコク (Ficus Wightiana) 木繊維は層階状配列。 Fibers ‘stötied. ca. x 50 

Fig. 283 フサずクラ (Euρtelea polyandra) ca. x 50 

Fig , 284 ウヅギ (Deutzia scabra) 射出線に鞘状細胞。 Sheath cells of the rays. ca. X50 

Fig , 285 アオギリ (Firmiana latanifolia) 1/ 

Fig. 286 ホ Jレトノキ (Elaeocarρus sylvestri s) 

Fig. 287 ヤマモガ i/ (Helicia cochichinensis) ca , x80 

Fig. 288 クロガネモチ (Ilex rotunda) ca. X 50 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

ca. x50 

ca. x50 

Fig. 289 カクレミノ (Dendropanax trifidus) 水平潜が射出線中に認められる。 Radial canals 

in ray. ca. x80 

Fig. 290 クリ (Clstanea crtnata) ca. x80 

Fig , 291 ドロノキ (Populus Maximowiczii) ca. x80 

Fig , 292 パヅコヤナギ (Salix Bakko) ca. x50 

Fig. 293 i/ ラキ (Sapium jaρonicum) ca. x50 

Fig. 294 ウダイカシパ (Betula Maximowicziana) ca. x80 

Fig. 295 イタヤカエデ (Acer Mono) ca. x 80 

Fig. 296 キリ (Pauloωnia tomentosa) ca. x 80 

Fig. 297 ヨグソミホパリ (Belula grossa) ca. x 80 

Fig. 298 アワプキ (Meliosma myrt'antha) ca. X50 

Fig. 299 ミズキ (Cornus controversa) ca. x 50 

Fig. 300 ノ、クウシポク (Styrax Obassi a) ca. x 50 

Fig. 301 フジ (Wisteria floribunda)材内筒部の例を示す。 An exaﾌnp!e of the included~phloー

em. ca. x1 
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樹種名索引

アオキ...・H ・.....・ H ・..………...・H・..・山…......・H ・ ..72

アオキ属...・H ・ H ・ H ・.....・ H ・..…...・H・..…… 72. 109 

アオギリ…...・H・..……...・H ・H ・ H ・..……..，・H ・ .....69

アオギリ手"+・H ・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.. 69, 105 

アオギリ属………-…一……..，・H ・.....・ H ・.. 69, 105 

アオダモ…...・H ・.....・ H ・..…..，・ H ・.....・ H ・.....・H ・ ..76

ア才ハダ…….....・......・-市H ・ H ・......・H・....… 66， 101 

アカガν …...・ H ・.....・ H・..…...・ H ・H ・ H ・ "52 ， 82, 83 
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C. Kousa.... ・H・……・…....・H ・-…....・H ・....・H ・72

Corylus ..................…・・・…………...…... 50,80 

C. SI・ eboldiana .，.・ H ・.....・H ・.....・ H ・..…...・ H ・ ..50

Da�hni�hyllum ...・ H ・H ・ H ・.....・ H ・H ・ H ・.....・ H ・ ..64

D. macroþodum...…・H・H・..… H ・ H ・.........・H ・ ..64

D. Teijsmanni .........・ H ・.....・ H ・..……...・ H ・ ..64

Dendroþanax …...・ H ・.....・ H ・.....・H ・ "71 ， 108, 109 
D. trifidus .，.・ H ・.....・ H ・.....・H ・H ・H ・.....・ H ・ ..71

Deutzia ・ H ・H ・H ・H ・......・ H ・.....・H ・........・ H ・. 59, 91 

D. scabra ...・ H ・......・ H ・H ・H ・....・ H ・......・H ・ ....59

Diosjう'yros ..・ H・-…・H ・ H・.，…...・ H ・.....・H ・ "74， 112

D. Kaki ・ H ・H ・..…..，・...…'"・ H ・.， 0.. ・ H ・.....…・・74

D. Lotus var. glal.ra ......・ H・..…...・H ・.，…74

D. Morrisiana …...・H ・.....・H ・ H ・ H ・..…...・H ・ ..74

Distylium .，.・H ・..…・・・...・ H ・.....・ H・..……… 59, 92 

D. racemosum ...・ H・..…...・ H ・.....・ H ・.....・H ・ ..59

Ebenaceae ….，.・H・......・H ・....・ H ・......・ H ・ '74 ， 112

Edge回orthia...…・H ・ H ・..…...・H ・.....・ H ・.，…71 ， 107

E. �a�yrifera ...・ H ・..…..，・H ・..…..，・ H・..……71

Ehretia ......・H ・ H ・......・ H ・.........・ H ・..-...・H ・76， 114

E. ovalifolia ….，.・ H ・..….，.・ H ・.....・ H ・H ・ H ・..…76

Elaeagnaceae ....…...・ H ・H ・ H ・....・ H ・......…71 ， 107

Elaeagnus... ….，.・H ・・H ・ H ・H ・H ・.....・H ・ '71 ， 107 ， 108

E. glabra ...・H ・ H ・H ・.....・ H ・.....・H ・'"・H ・.... 108 

E. macroρhylla......... ・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・.. 108 

E. 押lultiflora ...・H・..………...・H ・.....・ H ・..…71

E. umbellata...... ・H ・..…...・H ・....・H・...・H ・.. 108 

Elaeocarpaceae.." ….....・ H・.....………… 68， 104

Elaeocarþus ・H ・ H・-…...・H ・.......・ H・'"・H ・ "'68， 104

E. ja�oni cus ...・H ・.....・H ・.....・ H ・.....・ H ・.. 104 

E. sylvestris・H ・H ・..…...・H ・....・ H ・・H ・H ・-…・・・・ 68

Ericaceae ・H ・ H ・.....・ H ・.....・H ・.....・H ・..……73， 110

Euonymus... ・ H ・.....・ H ・.....・H ・.....・ H・..……66， 101

E. Sieboldianus …...・ H ・.，….，.・ H ・.....・ H ・..… 66

Euphorbiaceae ・・・・H ・ H ・.....・H ・.....・H ・.....・ H ・ ..64

Euþtelea ・H ・ H ・..….，.・H ・.....・ H ・..…...・H ・.. 56, 58 

E. �olyandra... ...・H ・.....・ H ・..……・H ・H ・..…."，56

. Eupteleaceae ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............. 56, 88 

Eurya.. …...・ H ・...・H ・..…H ・H・..，…70， 105, 106, 110 
E. jaþonica ・H ・H ・H ・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.....・ H ・ "70

Euscaρhis・ H ・ H ・..……・H ・ H ・・・・ H ・ H ・.....・ H ・・・ 67 ， 101

E. jaþonica ・ H ・H ・.....・ H ・.....・H ・.....・ H ・H ・H ・ ..67

Evodioρanax・H ・ H ・.....・ H ・H ・H・..…・・・…71 ， 108109

E. innovans …………...・H・..…………………71

Fagaceae ・H ・ H・-・….，.・ H ・.....・H ・.......・ H・-… 51 ， 82

Fagus... ・ H・..…...・ H・.，…・H ・ H ・.....・ H ・.. 51, 82, 102 

F. crenata.... ……・・・…............・H ・-…...・H ・ ...51

F. jaρonica ・H ・ H ・.....・ H・..…一...・ H・..………51

Ficus ...・H ・ H ・ H ・.....・ H ・ H ・ H ・.....・H ・.....・ H ・.. 56,87 

F. crenata... …...・ H・......・H・-…H ・H・-………"56

F. Wightiana ・・H ・H ・......................………56

Firmiana ...・H ・H ・ H ・.....・ H ・.....・H ・.....・ H ・ "69.105

F. �latanifolia …・・・・・・・・・・・・・・・ ..................69

Flacourtiaceae ・ H ・ H ・...….....・H ・..…・…"70， 107

Fra:>:inus ...・H ・H ・ H・..…...・ H・..……...・H ・ "76， 114

F. jaþonica …...・H ・.....・ H ・..…・ H ・ H ・H ・H ・.. 114 

F. longicusρis ・ H ・ H ・・・・・・・ H ・ H ・・H ・H ・-…...・ H ・ ..76

F. mandshurica ver. jaþonica ・H ・H ・..……76

F. Sieboldiana ・H ・H ・.，…...・H ・.....・ H ・.....・H ・ ..76

F. Sρaethiana...... ・ H ・..…..，・ H ・.....・ H・..……76

Gleditsia ......・ H ・.....・H・..…...・H ・..…・.. 62,95 

G. jaþonica ・ H ・H ・H ・ H ・.....・ H ・.， '"・H ・... 62,95 

Hamamelidaceae ・H ・ H ・.....・ H ・.....・H ・..… 59.92

Hamamelis ・H ・H ・ H ・ H ・.....・H・..…………… 59， 92

H. ja�oni ca . …....・ H ・....・H ・.....・H ・.....・H ・..…59

Helicia …・...・ H ・'"・ H ・...・ H ・.....・H ・......・H ・. 56,87 

H. cochi chi nensi s …....・H ・......・ H ・......・ H ・ ...56

Hippocastanacece ...・ H ・ H ・ H・..….，.・ H ・.. 67.102 

Hovenia.... ・ H ・"…-…....・H ・.....・ H ・....・ H・-…68， 104

H. dulcis.. ・ H ・...・ H ・....・ H ・...・ H ・ H ・ H ・...・H ・ ....68

Hydrangea ・・ H ・H ・....・ H ・....・ H ・....・・ H ・ H ・... 59,91 

H. þaniculata. …....・ H ・.....・H ・ H ・ H・-….，……59

ldesia... ・H ・..……・…'"・H・"…・・…・....・ H ・ "'70， 107

1. ρolycarþa ......・H ・..…...・H ・.....・ H・..………70

Ilex......... ・ H ・H ・H ・.....・ H ・..…...・H ・ .....66， 100, 101 

1. crenata ...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・..…….，.・H ・-・…66

1. integra …・・・…・・・・・・・…...........….....…-…66

1. latifolia ...・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・-…...・ H ・ ...66

1. macroþoda...... ・ H ・.....・ H ・..….，.・ H ・.....・H ・ ..66

1. rotunda...... ・ H ・.....・H ・.....・H・-…....・H ・-・…66

lllicium......... ・ H ・.....・ H ・...・ H ・........・H ・ '57 ， 89 ， 98

1. religiosum ..・..，….，.・ H ・.....・H・..…………57

]uglandaceae ・H ・ H ・.，…・ 1 ・・・ H ・H・-…H ・H ・，.， 49,78 

]uglans...... ・H ・ H ・H・'"・H ・...・H ・....・H・.........・ 49， 78
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J. ailanthifolia・H ・H ・.....・ H ・.....・H ・.....・ H・..…49

Kalopanax... ・H ・.....・H ・-…...・H・.....・H・-…72， 109

K. seρtemlobus... ・H ・.....・H ・ H ・ H・..…・ H ・H ・..…72

Lauraceae...... ・ H ・.....・H ・.....・H ・.....・ H ・..... 57, 89 

Leguminosae ……....・H ・....・ H ・.......・H ・. 62, 94 

Ligustrum...... ・H ・ H ・ H ・.....・ H・-・…...・ H・..…75， 113

L. obtusifolium...... ・H ・.....・H ・.....・H ・......・H ・ ..75

Lindera ・H ・ H ・.....・ H ・.....・ H・..…...・ H・..…… 58， 90

L. obtusi loba... …・・・・・・・・・….........・ H・..… ......58

Lyonia...... ・H ・.....・ H ・ H ・H ・...........・ H・.....…73 ， 110

L. ovalifolia var. ellptica...... ・H ・ H ・ H ・..…73

Maackia... ・H ・..…...・H ・.....・ H ・....・H ・...・ H ・.. 62, 95 

M. amurensis var. Buergeri... ・ H ・......・ H ・ "62

Machi!us .......・H ・....…."・ H・.......・ H ・..・… 58， 90

M. Thunbergii ・H・..……...・ H ・.....・ H ・-…H ・ H ・ .58

Magnolia .........…・・・…・….....・ H・........… 57, 89 

M. Kobus.... ・H ・....・ H ・....・H・-…....・H ・........・H ・ 57

M. obovata ....…・・…............・H ・........…-… ..57

MagnoIiaceae ・ H ・H ・.....・ H ・....・ H・-…・…… 57， 88

Mallotus... ・H ・.....・ H ・.....・ H ・.....・H ・.....・ H ・.. 64,99 

M. japoni cus ...・ H ・..…...・ H ・.....・H ・H ・ H ・..……64

Malus ......・H ・.....・H ・........・ H ・-・…...・ H ・ "61， 93 ， 94

M. Tschonoskii ・H ・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.....・H ・..… 61

Melia …..，・H・.....・ H ・.....・ H ・..…...・ H・..…… 64， 98

M. Azedarach var. japonica・H ・H ・.....・ H ・ ..64

Me Ii aceae ・ H ・H ・.....・ H ・.....・ H ・ H ・ H ・......・H ・. 64 ,98 

Meliosma...... ・ H ・ H ・ H ・.....・H ・.....・H ・..…… 68， 103

M. myriantha ...・ H ・H ・ H・..…...・ H ・..…...・ H・-・…68

Michelia...... ・H ・ H ・ H ・...・ H ・-…H ・ H ・...・ H ・ H ・.. 57, 89 

M. compressa... ・ H ・.....・H ・.....・ H・..…...・ H ・-・…57

Moraceae ……H・ H ・."・ H ・.....・ H ・....・ H・..… 55， 86

Morus …・・H ・H ・ H ・H・..…'"・H・.....・ H・-…… 55, 86 

M. bombycis ・H ・ H ・....・ H ・.....・H ・...・ H ・.....・H ・ ..55

Myrica . …....・ H・.......・ H ・....・ H ・-…...・ H ・..， 48, 78 

M. rubra...... ・H ・..….，.・H ・..….，.・H ・.....・H ・..…48

Myricaceae .…・・H ・ H ・....・H ・....・ H ・....・ H ・.，. 48,73 

Myrsinaceae ・H ・H ・.....・ H ・ H ・H・-…'"・H・-一…・73

Neolitsea …....・ H・-…...・ H ・.....・H・..……… 58， 90

N. sericea ………...・H ・.....・H・-………………58

Oleaceae ..........................................75, 113 

Osmanthus …………...・H ・.....・H ・..…75， 103， 113

O. ilicifolius ..，・ H ・.....・ H ・.....・ H・..…………75

Ostrya ..，・ H・.，……...・ H ・.....・ H ・.....・H ・ "50， 80， 81

O. jaρonica ……...・H ・H ・ H・..…...・H ・.....・H ・'， 50

Pasania...... ・H ・.....・ H ・..…...・H ・..…...・H ・.. 54,84 

P. edulis・・・・・・・・・・....・ H ・.........・H ・ .................54

P. glabra ...・ H ・.....・ H ・..…...・ H ・........・H ・..…84

Paulownia ...・ H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・..…77， 115

P. Kawkami …...・ H ・.....・H ・H ・ H ・.....・H ・.. 116 

P. Mikado ・ H ・ H・..…...・H ・.....・H ・H ・H・..…… 116

P. tomentosa...... ・ H ・ H ・ H・..…...・H・...…H ・H ・ ..77

Phellodendron... ・ H ・....・H ・.....・ H ・....・H ・.... 63, 97 

P. al官urensis ...・ H ・H ・H・..…."・H ・.....・ H ・..…63

Photinia ...・ H ・H ・H ・.....・H ・.....・ H ・.....・H ・.. 60.93 

P. glabra... ・ H ・ H ・H ・.......・ H ・.....・H・-…'"・H ・ .60

Picrasma ...・ H ・..…...・H ・..…...・ H・..……63， 97 ， 98

P. quassioides... ・H ・.....・H・..…...・H ・.....・H ・ ..63

Pieris・..…...・ H ・.....・ H ・.....・H ・.....・ H ・ "73 ， 110, 111 
P. jaρo据ica ・H ・ H ・.....・ H ・.....・H ・'"・H ・...・H ・ ...73

Platycarya ...・ H ・.....・H ・.....・ H ・....・ H・-… 49， 79

P. strobi lacea …...・ H・..…・H ・H ・.....・ H・-・……49

Platyosprion .......…...・H ・H ・H ・.....・H ・.... 62, 96 

P. Platycarpum ......…......・ H ・......・H ・....…62

POρulus ...・ H ・.....・H・..…...・H ・......・H ・H ・ H・..… "'48

P. Maximoωiczii・H ・..…...・H ・.....・ H ・.....・H ・ ..48

P. Sieboldii ・ H ・ H ・.....・H ・H ・H ・.....・ H ・H ・ H・-・…48

Pouρarti a ...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・...・H ・ ....65 ， 98, 100 
P. Fordii ...・ H ・......・H・-…H ・H ・.....・ H ・...・ H ・ ..65

Pourthiaea ...…...・H ・.....・H ・'"・・ H ・H・..…. 61 ,94 

P. villosa var. laevis ・ H ・H ・.....・H ・H ・H・..… 11

Proteaceae …...・ H・.....・H ・.....・H ・H ・H ・.. 56,87 

Prunus …...・H・.....・H・..….，.・H ・.. 60, 80, 81, 92 
P. Grayana... ・H ・.....・ H ・-・…...・H ・.....・ H・..…60

P. Jamasakura...... ・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・ "60

P. sPinulosa ...・ H・..…H・H ・H ・.....・H ・.....・ H ・ ...60

P. Ssiori ・・・....・ H ・...・H・H ・H・.....・H・-…H ・ H ・ ..60

P. Ziρρeliana ...・H ・....・ H ・......・ H・..…...・ H ・ ..60

Pterocarya .........・ H ・.....… H ・ H ・....・H・-… 49， 79

P. rhoifolia ・・・・H ・ H・..…...・H ・..…・H ・ H・..……49

Pterostyrax ............・H ・......・H ・-・・・・・・・・・・・・ 75， 113

P. corymbosa ."・H ・..…...・H・..…H ・ H ・...・ H ・ ..75

P. hisPida...................... ….....・ H ・..........， 75

Pyrus.…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・…...・H・..…・・・・・ 61, 93 

P. ρ'yrifolia......... ・H ・..…...・H ・.....・ H・..…・ ..61

Quercus.................................52, 82, 83, 84, 85 
Q. acuta...…..，・H・..………...・H・.....・H ・..……52

Q. acutissima... ・H・..…...・H ・.....・H ・H ・ H ・..…53

Q. aliena …….，.・H ・.....・H ・-…...・H・.....・H ・ ..53

Q. dentata ....................._......・H ・ ...........53

Q. gilva …...・ H・.....・H ・.........・ H ・....・H ・.....・H ・ ..52
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Q. glauca … ._o_o ・ H ・......・ H ・..………...・H ・H ・..…521 Steωartia... ・H・-・…...・ H・..………69 ， 105 ， 106, 110 
Q. Hondai........ ・・H ・ M ・S ・.....・ H ・...... ~..・H ・H ・ ...521 S.' monadelþha.......... ・ H・-…… ....・ H ・.......・70

Q. magnolica var. grosseserrata.... ・ H・-…531 S. Pseudo-Camellia .，.・ H ・...・H ・....・ P ・...・H ・ ..69

Q. myrsinaefolia ....・H ・....….....・ H ・....・H ・ .521 Styracaceae ....・ H ・....・ H ・-…・...・H ・....・ H ・74 ， 113

Q. ρaucidentata .........… ........・ H ・-…・・ ・・・ 521 Styrax .....・ H ・-…"..， ・ 9 ・ H ・ H・-……・・・・ ・・74 ， 113

Q. ρhyllirazoi.des ....・H ・.. ~.・H ・.....・H ・._...・ H ・ ， 521 S. jaþonica.... ・H ・....・ H ・....・H ・-…….....・H ・ ..74

Q. serrata....………H・H・.....・H・..…...・ M ・ ....531 ぷ Obassia・H ・H ・..ー...・ H ・...・ H ・......・ H ・H ・H・..…75

Q. variabilis …...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・-・リ・・・… '531 S. Shiraiana・u ・..……...・H ・..…...・ H・..一… 113 

Rha押znaceae ・.........・ H・...……H ・ H ・..._..…・・・73 1 Symplocaceae…….....・H・.........・H ・...・H ・ '74 ， 112

R. neriifolia …....・H・....……-…，......・ H ・ ..731 Symplocos........ ・ H ・........・ H ・....・・哩 H ・H ・-… '74， 112

Rhamnaceae .……....・H ・........・ H ・...・H ・ '68， 1031 S. lucida... ・H ・.....・ H ・..…H・H ・..，・H ・...・ H ・. 112 

五 hamnus ....・ H ・-…..，・H ・-・・H ・ H ・....・ H ・ 68， 103 ， 1141 S. myrtacea ........・H ・....・H ・...・ H ・.....・ H ・.....・74

R. ja�oni ca ........…・・H ・H ・....・ H ・".・H ・...・ H ・ 681 S. þrunifolia.…....・ H ・...・H ・-…H・H・...……74

Rhododendron …....・H・....…...・H ・ '''73 ， 110， 1111 S. theoþhrastaefolia.... ・H ・........・H・-…… 112

R. di latatum ...・H ・.....・ H ・........・ H ・ H ・M・-…731 Syringa............ ・ H ・........・ H ・-…・・ H ・H ・-… '75 ， 114

Rhus …・・...・ H ・....・ H ・-…...・ H ・.....・H ・....・ H ・ 65;991 S. reticulata ……・・H ・H・-…H ・ H ・....・H ・ ...75

R.' chinensis ……....・H ・.......・H・..…'"・ ......651 Ternstroemia …...・H ・-・…....・ H ・....・H ・-…70， 106

R. sylvestris…‘...・H ・......・H ・..・・H ・ H ・-…H ・H ・ '651 T. gy押znanthera …ー'"・H ・...…...・ H ・.....・ H ・ ...70

R. verniciflua...... ・ H ・...・H ・....・ H・'"・H・-…..651 Theaceae ・・H ・H ・....・H ・...・ H ・...・ H ・....・ H ・ ....69， 105

Robinia・H ・H ・.....・H ・....・ M・-…....・H・....・…. 63,96 1 Thymelaeaceae.…H ・H ・.....・H ・-…H ・ H ・-…71 ， 107

R. Pseudo.Acacia …...・ H ・H ・H ・......・ H ・H ・ H ・ "631 Ti lia ..・H ・H ・H ・...，・ H ・-…・ H ・ H ・......・ H ・ '69 ， 104, 105 
Rosaceae.. ・ H ・...・ H ・....・ H ・.....・ H ・.....・ H ・... 60,921 T. jaþonica.. ・ H ・..，・H ・..…...・ H ・.....・H・..……69

Rutaceae ...・H ・.....・H ・....・ H ・...・ H ・.....・ H ・.. 63,961 T. Maximowitziana ・ H ・ H ・..……....・H ・ .......69

Sabiaceae・ H ・H・..…...・ H ・.....・ H ・H ・....・ H ・ "'68， 103 1 Tiliaceae ・H ・H・..………...・H ・..…...・H ・..… 69， 104

Salicaceae ・H ・ H ・H ・ H・..………...・H ・H ・H ・.. 48,781 Trochodendr.aceae ・H ・ H ・..……...・H ・..… 56， 87

Sa!ix …...・H ・...・H ・H ・.....・ H ・.....・ H ・..……. 48, 781 Trochodendron.. ・H ・......・ H ・.....・H ・H ・H ・.. 56,88 

S. Bak止0・・・…...・H・..…..，・ H ・.....・ H ・ ...............481 T. aralioides ………......・H ・..…...・H ・.....…56

Sambucus …・・・・H ・ H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・ "77， 1161 Ulmaceae ..・H ・...・H ・H ・H ・.....・H ・.....・ H・..… 54,85 

S. Sieboldiana.... ・・ H ・H ・. ，......・ H・....・H ・'"・ H ・771 Ulmω・・H・ H・-…H ・H・-…H ・ H ・.....・H・-… ..54 ， 85 ， 86

Sapindaceae ・ H ・H・..…..，・ H ・....・ H ・..，....・・68 ， 1031 u. Davidiana var. jaρonica ・ H ・ H・..………54

Saþindus ・H ・H ・H ・ H・..…..……H ・H ・...・H ・ "68， 1031 u. laciniata... ・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・..…・ ..54

S. Mukorossi …...・H・.....・H ・......・ H・......・ H ・ ...681 u. ρarvifolia ...・H ・H ・ H ・..…...・H・..………・・ .54

SaPium ...・ H ・.....・H ・....・ H ・...・…...・ H ・..….. 65,991 Vaccinium ・ H ・ H ・.....・ H ・...........・ H ・..……73， 111

S. ja�onica ・・・・H ・H ・.....・H ・..・・H ・H・-…H ・ H ・ ，，， 65/ V. bracteatum ...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.....・ H・..…73

Saxifragaceae ・H ・H・..…….. ~..，・H ・H ・H ・.. 59,911 Verbenaceae …..，・H ・.....・H ・....…...・ H ・ "'76， 115
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