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１
．
花
器
官
形
成
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
モ
デ
ル 

こ
の
話
は
会
報
第
２６
号
「
羽
化
登
仙
」

で
既
に
話
し
た
の
で
、
ご
く
簡
単
に
変
異

の
方
向
だ
け
を
紹
介
し
て
置
く
。 

（
１
）
雄
し
べ
が
花
弁
に
変
化
す
る
。 

雄
し
べ
が
変
化
し
て
大
小
不
同
の
小
花

弁
（
化
生
雄
ず
い
、
ま
た
は
ペ
タ
ロ
イ
ドﾞ

と
呼
ば
れ
る
）
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
こ

う
な
っ
た
花
型
の
も
の
を
半
八
重
咲
や
八

重
咲
と
呼
ぶ
。
さ
ら
に
こ
の
小
花
弁
が
完

全
に
花
弁
化
し
外
弁
と
同
じ
に
な
っ
た
も

の
は
九
英
咲
、
さ
ら
に
１
本
の
雄
し
べ
か

ら
２
枚
の
完
全
な
外
弁
が
形
成
さ
れ
る
と

十
二
英
咲
と
な
る
。
こ
の
花
型
に
関
係
し

た
A
遺
伝
子
の
働
き
が
強
い
（
ホ
モ
）
と

完
全
な
八
重
咲
と
な
る
し
、
弱
い
（
ヘ
テ

ロ
）
場
合
は
半
八
重
咲
と
な
る
。
育
種
家

が
完
全
な
八
重
咲
種
を
作
り
た
い
場
合
は

半
八
重
咲
を
自
家
受
精
す
る
と
い
う
こ
と

の
理
論
的
な
裏
づ
け
で
あ
る
。
江
戸
系
や

肥
後
系
に
多
い
。 

（
２
）
雄
し
べ
が
雌
し
べ
に
変
化
す
る
。 

カ
キ
ツ
バ
タ
に
「
舞
孔
雀
」
と
い
う
品

種
が
あ
る
。
こ
の
品
種
は
雄
し
べ
が
発
達

し
て
雌
し
べ
と
同
長
と
な
っ
た
柱
状
の
器

官
を
持
っ
て
い
て
、
よ
く
見
る
と
そ
の
器

官
の
先
端
は
２
裂
し
て
蘂
片
の
よ
う
な
形

に
な
っ
て
い
る
。
花
菖
蒲
で
も
同
じ
よ
う

な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
花
菖
蒲
で

は
雌
し
べ
化
が
よ
り
進
ん
で
、
雌
し
べ
の

真
下
に
も
う
１
枚
の
雌
し
べ
が
で
き
る
品

種
も
あ
る
。
つ
ま
り
１
花
の
中
に
雌
し
べ

が
６
枚
あ
る
と
い
う
二
重
芯
と
な
る
も
の

で
、
主
に
伊
勢
系
統
に
見
ら
れ
る
。 

（
３
）
雌
し
べ
が
花
弁
に
変
化
す
る
。 

古
品
種
に
「
八
重
勝
見
」
と
い
う
品
種

が
あ
る
が
、
こ
の
品
種
は
雌
し
べ
の
背
の

部
分
が
競
り
上
が
っ
て
き
て
花
弁
に
変
化

し
て
い
る
。
こ
の
咲
き
方
は
台
咲
と
呼
ば

れ
る
が
、
こ
の
品
種
を
使
っ
た
類
似
品
種

が
い
く
つ
か
作
ら
れ
て
い
る
。
小
生
の
作

出
し
た
「
羽
化
登
仙
」
は
別
系
統
か
ら
出

て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
江
戸
系
統
の
中

に
こ
の
遺
伝
子
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
モ
デ
ル
の
理
論
か
ら
考
え

る
と
、
完
全
台
咲
と
な
る
場
合
は
雄
し
べ

が
消
失
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
と
推
定

さ
れ
る
。 

２
．
五
三
性 

こ
の
用
語
は
加
茂
花
菖
蒲
園
の
一
江
豊

一
氏
が
以
前
、
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。

ア
ヤ
メ
科
植
物
で
は
外
花
被
３
枚
、
内
花

被
３
枚
、
雄
し
べ
３
本
、
雌
し
べ
３
枚
あ

り
基
本
数
が
「
３
」
と
な
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
花
菖
蒲
の
有
名
品
種
で
あ
る
「
五

三
の
宝
」
と
い
う
品
種
で
は
、
１
株
に
発

生
す
る
花
の
基
本
数
が
３
、
４
、
５
と
変

化
す
る
の
で
三
英
花
や
四
英
花
、
五
英
花

を
咲
か
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
五
三
性
に

六
英
咲
性
、
つ
ま
り
内
花
被
が
外
花
被
化

す
る
性
質
が
加
わ
る
と
六
英
花
、
八
英
花
、

十
英
花
と
な
る
。 

故
宮
沢
文
吾
氏
が
残
し
た
「
花
菖
蒲
の
研

究
」
と
題
し
た
報
告
書
の
中
で
、
花
柱
支

と
花
柱
支
と
の
間
に
糸
状
体
と
い
う
器
官

が
発
生
し
、
そ
れ
が
完
全
に
発
達
す
る
と

完
全
な
花
柱
支
と
な
る
と
言
っ
て
い
る
が
、

こ
の
糸
状
体
な
る
も
の
は
外
花
被
・
内
花

被
・
雄
し
べ
・
雌
し
べ
と
い
う
１
セ
ッ
ト

の
原
器
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

３
．
花
弁
構
造
と
そ
の
伸
長 

花
菖
蒲
の
花
弁
の
横
断
面
の
上
側
を
上

層
、
下
側
を
下
層
と
大
雑
把
に
仮
定
分
類

し
て
見
よ
う
。
野
生
種
の
花
弁
は
一
般
的

に
上
層
の
伸
長
が
下
層
の
伸
長
を
上
回
る

の
で
花
弁
は
垂
れ
る
。
水
平
咲
と
呼
ば
れ

る
咲
き
方
で
は
こ
れ
ら
２
層
が
同
等
に
伸

長
す
る
。
し
か
し
上
層
の
伸
長
が
止
ま
っ

て
く
る
と
い
う
変
異
が
起
こ
る
と
、
蓮
華

咲
（
仏
像
の
座
）
→
抱
咲
→
玉
咲
の
順
に

開
張
し
に
く
い
花
形
に
変
化
し
て
く
る
。 

と
こ
ろ
で
花
菖
蒲
に
は
「
芸
」
と
い
わ

れ
る
花
弁
の
変
化
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の

多
く
も
こ
の
２
層
の
伸
長
差
に
よ
る
よ
う

だ
。
た
と
え
ば
、
樋
弁
と
呼
ば
れ
る
も
の

は
１
枚
の
花
弁
の
左
右
の
弁
縁
の
下
層
部

分
の
伸
長
が
促
進
し
た
も
の
だ
し
、
中
高

弁
は
弁
中
部
分
の
上
層
が
よ
り
伸
長
し
た

も
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
マ
ン
ア
イ
リ
ス
等

の
フ
リ
ル
は
１
枚
の
花
弁
の
周
辺
部
分
が

上
下
層
共
に
伸
長
し
た
結
果
、
弁
縁
部
が

体
積
増
大
し
て
フ
リ
ル
を
現
す
。
ま
た
、

花
弁
表
面
に
和
服
地
の
縮
緬
を
形
成
す
る

場
合
も
こ
の
現
象
が
小
さ
く
散
在
し
て
生

じ
た
こ
と
に
よ
る
。
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
起

こ
る
の
は
花
菖
蒲
の
瓔
珞
咲
と
呼
ば
れ
る
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芸
で
あ
る
。
開
花
か
ら
始
ま
り
花
が
萎
ん

で
し
ま
う
２
日
半
の
間
に
花
弁
が
刻
々
と

変
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
我
わ
れ
現

代
人
に
は
そ
の
芸
を
味
わ
う
時
間
が
な
さ

そ
う
で
あ
る
。 

４
．
ア
ポ
ト
ー
シ
ス
（
細
胞
の
自
然
死
） 

 

花
菖
蒲
の
実
生
の
中
に
花
柱
支
（
３
枚

に
開
裂
し
た
雌
し
べ
）
２
枚
が
融
合
し
た

も
の
が
時
折
、
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
を
自

家
受
精
し
て
行
く
と
３
枚
の
花
柱
支
全
て

が
融
合
し
、
１
本
の
雌
し
べ
と
な
っ
た
も

の
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
進
化
を
後
戻
り

し
て
い
る
こ
と
に
当
る
。
つ
ま
り
、
花
菖

蒲
の
祖
先
は
ユ
リ
科
植
物
の
よ
う
な
３
つ

が
融
合
し
た
１
本
雌
し
べ
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
も
と
も
と
１
本
で
あ
っ
た
雌
し

べ
に
切
れ
込
み
が
入
り
平
た
く
変
形
し
３

枚
の
花
柱
支
と
な
っ
た
。
勿
論
こ
れ
に
伴

っ
て
蜜
腺
の
移
動
と
か
花
粉
媒
介
昆
虫
と

の
関
係
変
更
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

我
わ
れ
人
間
が
胎
内
に
居
る
時
に
持
っ
て

い
た
指
と
指
の
間
に
あ
っ
た
水
か
き
が
出

産
前
に
は
消
え
て
し
ま
う
の
と
同
様
に
、

予
め
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
た
現
象
で
あ

り
、
動
物
界
で
も
植
物
界
で
も
こ
の
現
象

を
ア
ポ
ト
ー
シ
ス
と
い
う
。 

同
様
に
花
菖
蒲
の
蜜
標
部
分
が
縦
方
向

に
隆
起
し
て
花
弁
状
の
突
起
を
形
成
す
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
花
菖
蒲
の
祖
先
種

に
ヒ
メ
シ
ャ
ガ
が
持
っ
て
い
る
よ
う
な
ト

サ
カ
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
花
菖

蒲
で
は
こ
の
ト
サ
カ
は
花
粉
送
粉
者
と
の

関
係
が
な
か
っ
た
た
め
ア
ポ
ト
ー
シ
ス
が

起
こ
り
、
現
在
で
は
退
化
し
て
し
ま
っ
た

と
想
像
さ
れ
る
。 

５
．
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
（
平
行
す
る
二

つ
の
世
界
） 

 
野
生
種
の
自
生
地
を
何
度
も
訪
れ
て
い

る
と
、
圃
場
で
起
こ
っ
て
い
る
花
菖
蒲
の

実
生
変
異
が
、
実
は
自
生
地
の
ノ
ハ
ナ
シ

ョ
ウ
ブ
で
も
全
く
同
じ
よ
う
に
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
両
者
共
に
同
じ

よ
う
な
先
祖
帰
り
（
前
項
で
話
し
た
よ
う

な
内
容
）
が
発
生
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
共
に

進
化
の
過
程
を
逆
コ
ー
ス
で
示
し
て
く
れ

て
い
る
。
こ
れ
が
一
つ
目
の
パ
ラ
レ
ル
ワ

ー
ル
ド
で
あ
る
。
生
物
進
化
に
興
味
の
あ

る
人
に
は
必
見
の
現
象
で
あ
る
。 

他
方
、
欧
米
で
改
良
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
マ

ン
ア
イ
リ
ス
と
わ
が
国
の
花
菖
蒲
と
の
間

に
は
、
花
形
、
色
彩
に
お
い
て
大
き
な
違

い
が
出
来
て
い
る
。
例
え
ば
、
ジ
ャ
ー
マ

ン
ア
イ
リ
ス
の
古
花
に
は
パ
ラ
ソ
ル
咲
と

呼
ば
れ
る
六
英
咲
花
が
あ
っ
た
が
、
こ
の

花
型
は
緊
張
感
の
な
く
、
だ
ら
し
な
い
花

型
と
し
て
欧
米
で
は
専
ら
淘
汰
さ
れ
て
い

っ
た
。
逆
に
わ
が
国
で
は
こ
の
花
型
は
珍

重
さ
れ
、
む
し
ろ
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
選
抜
時
の
育
種
家

の
感
性
の
違
い
に
よ
る
も
の
だ
が
、
こ
の

違
い
を
考
え
る
に
は
、
む
し
ろ
人
文
科
学

の
助
け
が
必
要
と
な
る
。
一
般
に
民
族
衣

装
、
特
に
女
性
の
花
嫁
衣
装
に
は
民
族
性

が
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
我
わ

れ
人
間
の
身
を
飾
る
装
飾
品
と
い
う
意
味

で
は
、
育
種
さ
れ
た
花
も
民
族
衣
装
も
同

系
列
の
も
の
で
あ
る
。
花
菖
蒲
で
は
立
弁

が
大
き
く
伸
長
し
て
垂
弁
と
な
っ
た
六
弁

咲
の
存
在
が
特
徴
的
だ
が
、
立
弁
が
大
き

く
伸
長
し
、
ゆ
っ
た
り
と
下
垂
し
て
い
る

点
は
和
服
の
袖
を
連
想
さ
せ
る
。
花
菖
蒲

に
は
和
服
の
も
っ
て
い
る
袖
の
良
さ
が
あ

る
と
言
っ
た
故
人
が
い
た
が
、
機
能
的
な

洋
服
の
袖
を
生
み
出
し
た
西
側
世
界
と
は

異
質
な
文
化
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
れ
が
二
つ
目
の
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
で

あ
る
。 

 

以
上
は
育
種
家
か
ら
見
た
花
菖
蒲
の
実

生
変
異
と
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
世
界
観

を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
よ

う
な
見
方
を
す
る
こ
と
は
、
既
存
品
種
の

同
定
や
新
品
種
選
抜
に
有
用
だ
と
考
え
た

の
で
今
回
公
表
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で

あ
る
。
一
覧
表
と
し
て
別
表
に
ま
と
め
て

見
た
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
尚
、
別
表
に

用
い
た
専
門
用
語
に
つ
い
て
は
古
来
よ
り

伝
わ
っ
て
い
る
呼
び
方
を
極
力
、
尊
重
し

て
使
用
し
た
。 
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品種名 ＊株分繁殖された同じ特性を維持する一群の名称。

野生種 ：原野に自生するノハナショウブ及びその栽培種　（自生地別に微妙な差異が見られる）

野生変異種 ：自生地で採取された自然突然変異個体の株分増殖品

野生交雑種 ：野生種同士、又は野生種と栽培種、栽培品種との交配に由来（園内実生、浸透交雑種を含む）

長井系 ：昭和時代、山形県長井市にて収集・形成された素朴な系統（小－中輪）

江戸系 ：江戸時代、堀切地方を中心として野生変異種等が収集されたり改良された系統（小－中－大輪）

肥後系 ：江戸末期、肥後地方で改良された系統（中－大－巨大輪）

伊勢系 ：江戸末期、伊勢松坂地方で改良された系統（中輪）

種間雑種 ：ハナショウブと他種との交雑種（小－中輪）

作出年代 ＊作出・命名、または発表年代を示し、野生変異種の場合は発見された年代をいう。

作出者 ＊品種を作出した育種家をいうが、命名者との連名等もある。野生変異種については発見者となる。

＊上方から見た全体の花弁数による分類

三英咲 ：野生種と同様に３枚の大きな外弁と３枚の小さな内弁からなるもの

六英咲 ：内弁が伸長し外弁と同様になり６枚の大きな花弁となったもの

：内弁が外弁化が不完全で、黄目の出現も不安定なもの（例：秀紫）⇒半六英咲

＊民族衣装には自国文化が投影されている。六英咲は和服の袖の魅力が表現されている。（日本的表現）

八重咲 ：六英咲に雄しべが花弁化した大小不同の旗弁（仮生雄蘂）が加わったもの

：花弁化が不完全で、旗弁（仮生雄蘂）の出現が不安定なもの⇒半八重咲

：花弁化が進行し、各雄しべとも完全に外弁化したもの⇒九英咲

：各雄しべから２枚の外弁が生じたもの⇒十二英咲

五三性 ：基本数（雄しべ・花柱支・花弁のセット）が３ではなく、外弁が３～６と変化する⇒三～六英咲

：基本数３～６であるところに、さらに内弁が外弁化したもの⇒六～十二英咲

＊花柱支と花柱支と間に糸状体形成⇒ﾛｰﾄ状突起（例：酒中花）⇒花柱支となる

＊開花当日～翌日の花器中心から外弁先までの長さの２倍（外弁を水平状態にして描く円の直径）

小輪 ：１4ｃｍ以下（標準品種：五三の宝）

中輪 ：14～17ｃｍ（標準品種：愛知の輝）

大輪 ：18～23ｃｍ（標準品種：秋の錦、水天一色）

極大輪 ：23ｃｍ以上（標準品種：舞扇）

＊主要花弁の開張度による分類

標準型 ：花弁が富士山型になだらかに垂れたもの。お椀のような膨らみがあるもの⇒椀咲

垂咲 ：下垂するもの。　極端にだらりと垂れる⇒大垂、厚弁大輪花でどっしり垂れるもの⇒深咲

平咲 ：水平に広がったもの。花弁が上・下２層の二重構造と仮定の時、両層の伸長度が同じもの

受咲 ：花弁が上向きとなったもの。上層の退化程度により、蓮華咲⇒抱咲⇒玉咲⇒爪咲となる。

＊八重咲の大小不同の旗弁の開張度による分類

八重獅子咲 ：旗弁が勢いよく立ち上がっているもの（踊咲、狂咲ともいう）

八重牡丹咲 ：優雅に重なっているもの（盛上咲ともいう）

＊外弁の色彩・配色

色彩 ：花弁表面を占める主なる基本色

配色 ：基本色に加わる濃淡やその形⇒単色、白筋、ぼかし、覆輪、刷毛目、絞り、脈、網目、砂子

形（縦横伸長） ：ﾉﾊﾅｼｮｳﾌﾞ様の鉾形⇒細弁、二次元伸長し、楕円→卵形→円形→扇形となったもの⇒丸弁

：弁元細く途中から伸長し倒卵形→しゃもじ形となる⇒しゃもじ弁（六英花では矢車咲という。）

：ﾉﾊﾅｼｮｳﾌﾞより弁幅細く先端が鋭角となる⇒笹弁（佐藤文治氏は百合咲と呼んでいる。）

芸（立体伸長） ：厚弁（花弁に厚みのあるもの）、薄弁（薄くて日持ちの悪いもの）

：弁縁の下層が伸長し雨樋のようになったもの⇒樋弁（細弁で発生⇒折鶴咲）

：弁中央の上層が伸長して盛り上がったもの⇒中高弁

：弁縁の上下２層だけが伸長したもの⇒波状弁（激的変化⇒瓔珞咲）

：弁縁の上下２層だけが伸長して弁中との伸長差が生じたもの⇒フリル弁

：上下２層の伸長差だけでなく円周伸長が加わったもの⇒捩弁（一定方向の場合⇒風車咲）

：部分的に上層のみが伸長し凸凹が発生したもの⇒縮緬地

：原因究明されていないが、直射日光にて花弁がキラキラ輝く現象がある⇒ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾀﾞｽﾄ

＊野生種と改良系統があり系統内は共通遺伝特性がある。戦後品種は系統間交配され「系」でなく「型」と呼ぶべきである。

外花被

別表：育種家の花菖蒲品種特性分類表　（2008年版）

花径

花容

＊外弁の形・変化

系統

花型
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＊内弁の色/配色

色彩 ：花弁表面を占める主なる基本色

配色 ：基本色に加わる濃淡やその形⇒単色、白筋、ぼかし、覆輪、刷毛目、絞り、脈、網目、砂子

＊内弁の形・変化 （内弁のことを江戸では鉾、肥後・伊勢では耳と言った。）

形（縦横伸長） ：ﾉﾊﾅｼｮｳﾌﾞのような鉾形⇒細弁、二次元伸長し楕円→卵形→円形となったもの⇒丸弁

：細弁と丸弁との中間型で弁先が鈍角に尖ったもの⇒熨斗耳

芸（立体伸長） ：開花後もずっと直立しているもの⇒立耳（弁縁が内側を向くものを受耳という）

：捩ているもの⇒捩耳、垂れているもの⇒垂耳

＊花柱支の色/配色　（花柱支とは花の中央、三つに裂けた雌しべのこと）

色彩 ：基本色及びそれに付け加わる色彩の濃淡（外花被に準じる）。

配色 ：基本色に加わる濃淡やその形⇒単色、白筋、ぼかし、覆輪、刷毛目、絞り、脈、網目、砂子

＊花柱支の形/変化　（花柱支は古来より芯と呼ばれている。）

形（縦横伸長） ：ﾉﾊﾅｼｮｳﾌﾞのように水平に広がるもの⇒寝芯、水平で短い⇒短芯、水平で長い⇒長芯

：三方へ均等に開き、先端にある二枚の蘂片が爪状に行儀よく並んだもの⇒玉洞芯

：芯に鋸歯があり、先端の蘂片に切れ込みが入っているもの⇒蜘蛛手

芸（立体伸長） ：上方へ立上がったもの⇒立芯、巨大発達し立ち上った⇒大立芯、不規則に枝分かれした⇒崩芯

：花器官形成のABCﾓﾃﾞﾙに従って雌しべが花弁化したもの⇒台咲

芸（退行現象） ：花柱支２枚が融合⇒拳骨咲⇒花柱支３枚が融合⇒蝋燭咲⇒花柱支が消失したもの⇒無芯

＊イリス属の祖先はユリ科植物のように３本の雌しべが１本に融合したものであったと推定される。

＊蜜標の色/変化　（外弁基部にある黄色いシグナルという。昆虫に蜜の在り処を教えるもの）

色彩 ：ﾉﾊﾅｼｮｳﾌﾞのような黄色⇒標準色、緑掛ったもの⇒緑目、沿海産ﾉﾊﾅｼｮｳﾌﾞに多い橙色⇒橙黄目

形（退行現象） ：蜜標の部分が縦方向に隆起⇒翼状突起（クレスト）⇒花弁化してくるもの⇒副弁

＊祖先はﾋﾒｼｬｶﾞのように蜜標部分に翼状突起があったと推定される。

＊花菖蒲は一ヶ月以上に渡って開花するので、開花期により品種が区別されている。

極早生 ：関東以西の暖地で、５/２５頃までに満開を迎えるもの

早生 ：　　　　　　々　　　で、６/１頃に満開を迎えるもの

中生 ：　　　　　　々　　　で、６/７頃に満開を迎えるもの

中晩生 ：　　　　　　々　　　で、６/１０頃に満開を迎えるもの

晩生 ：　　　　　　々　　　で、６/１５頃に満開を迎えるもの

極晩生 ：　　　　　　々　　　で、６/１５以降に満開を迎えるもの

＊地際から最も高い花首（花弁の付け根）までの長さ

わい性 ：５０ｃｍ以下

低性 ：６０－７０ｃｍ

中性 ：９０ｃｍ内外

高性 ：１００ｃｍ以上

＊株全体の葉の下垂性の状況

直 ：すべての葉が直立している

やや垂 ：垂葉の出現が、１／４以下

垂 ：垂葉の出現が、１／２以上

＊伸びきった成葉の色

黄色 ：例、愛知の輝

緑 ：例、五三の宝

灰緑 ：例、粉を吹くもの

濃緑 ：例、松坂司、昇竜

斑入 ：斑色（白、黄色、黄緑、緑濃淡）、斑形（縞斑、昼夜斑、星斑、捌け込み、覆輪、脈斑、切斑）

＊花茎に生じる側枝の状況

稀 ：稀に１枝生じる

１，２枝 ：通常１枝、稀に２枝

多枝 ：通常２枝以上

＊生育強健性と増殖力　（葉芽より花芽が多いと花付は良いが増殖力は落ちることになる）

強 ：強健で増殖力が大きい

中 ：草勢、増殖力共に中間、またはどちらか一方が弱い

弱 ：草勢が弱いかやや弱い。増殖力も弱い

分枝

葉色

内花被

花柱支

蜜標

草勢・増
殖力

葉性

花期

草丈

- 43 -


	18実生新花と花の謎その１０（付表）
	18実生新花と花の謎その１０[本文）



