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PRESS RELEASE  2023/7/4   

 
  

   
 

1900万年前の温暖期の地層から“オベチェの森”を発見 
～地球環境変化と植生変化との関係解明に期待～ 

 

ポイント 
・岐阜県美濃加茂市の約 1900万年前の地層から、オベチェだけから構成される化石林を発見。 
・現生のオベチェはアフリカ中部だけに生育するアオイ科の熱帯性樹木。 
・本発見は地球温暖化後の植生変化を予想する重要な手がかり。 

 

概要 
北海道大学大学院理学研究院の山田敏弘教授らの研究グループは、岐阜県美濃加茂市の木曽川河床

に露出する約 1900万年前の地層中に見られる約 130本の化石樹幹を調査し、それらがすべてオベチ
ェ（アオイ科）の仲間の絶滅種ワタリア（Wataria parvipora）であることを発見しました。また、こ
の化石林の林床には、１種類の葉ウリノキモドキ（Byttneriophyllum tiliifolium）が降り積もっていま
した。つまり、この化石林は純林*1であり、化石樹幹と葉化石が同じ樹木に由来することは確実です。 
 現在の植物が落葉することから想像できるように、植物の器官は化石になる前に、互いに別れ別れ
になります。そのため、植物全体が化石として保存されることは極めて稀で、特に大きな樹木全体が
化石として見つかることは滅多にありません。その結果、葉や幹に別々の学名が与えられるのが普通
です。一方、化石を含む植物の類縁を推定するためには、様々な器官の特徴を総合的に観察すること
が必須です。ウリノキモドキは約 1900－1000万年前の北半球に普遍的に見られるものでしたが、そ
の類縁は分かっていませんでした。今回、幹と葉が“繋がった”ことにより、ウリノキモドキがオベチ
ェの仲間のものであることが初めて解明されました。 
 現生のオベチェはアフリカ中央部だけに分布する熱帯性の高木です。ウリノキモドキが見つかる時
代は、地球の平均気温が最大で 4°C 上昇した温暖期にあたります。今回の発見により、この温暖期
に高い気温を好む樹木が世界中に拡大したことが示されました。一方、この温暖期の後には、急速に
寒冷化が進行します。ウリノキモドキは、寒冷化の開始後も生育していましたが、ついに寒さに耐え
きれなくなり、約 650万年前に絶滅しました。このような植生史は、植物が温度変化に合わせて分布
を変えることを示す一方、ある程度の環境変化に耐える強かさを持っていることを暗示します。 
なお、本研究成果は、2023年 6月 22日（木）公開の Scientific Reports 誌に掲載されました。 

 
 
 
 
 
 
 

図 .オベチェの仲間だけか
らなる化石林（右）とその林
床を覆うウリノキモドキ
（左）。 
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【背景】 
新生代中新世の前半（約 1900－1600 万年前）は温暖期にあたり、約 1600 万年前には地球の気温は

現在よりも平均で 4°C高くなりました。ウリノキモドキはこの温暖期を代表する葉化石で（p1図左）、
北半球から広く見つかっています。ここで「葉化石」と書いたのは、この化石が葉だけに基づいて名付
けられた化石であるためです。植物は多くの場合、化石になる前に体を構成する器官がバラバラになり
ます。例えば、植物が落葉することから想像できるように、樹木の幹と葉とが繋がって化石になること
は滅多にありません。 
一方、植物の類縁推定は、様々な器官の特徴を組み合わせて行われるのが普通です。そのため、ウリ

ノキモドキは中新世の葉化石として極めてポピュラーなものでしたが、その類縁はこれまで分かってい
ませんでした。 
岐阜県美濃加茂市御門町の木曽川河床には瑞浪層群中村層（約 1900万年前）が露出しています。1994

年の木曽川大渇水の際には、この場所から約 400本の直立樹幹化石*2が発見され、この場所は現在、美
濃加茂市化石林公園として公開されています。この化石林の一部はワタリアであることが知られていま
したが、化石林を構成する樹種はこれまで包括的に調べられていませんでした。 
 

【研究手法】 
研究グループは、現在でもアクセスできる樹幹化石約 130 本（p1 図右）の樹種を、岩石剥片を作成

して調べました。また面白いことに、樹幹化石の根元にはウリノキモドキを多産する葉の化石層があり
ました（図 1、2）。そこで、この化石層の中に含まれる葉の種類と埋まり方とを調べることにしました。 
 

【研究成果】 
調べた約 130 本の樹幹化石は、すべてワタリアであることが分かりました（図 3‒6）。樹幹の中には

直径が 1m を超えるものがあった一方（図 4、6）、その多くは直径が 20 cm以下の若い木でした（図 5、
6）。つまり、化石林公園に見られる化石林はワタリアの純林であり、この純林が長期にわたって維持さ
れていたことが分かります。また、根元に見られた葉化石の 98％はウリノキモドキであること、ウリノ
キモドキの化石には水によって運搬された形跡がないこと（図 2）、が分かりました。このことは、この
化石層がウリノキモドキだけからなる落葉層であることを意味します。 
以上の結果を考慮すると、ワタリアの幹にウリノキモドキの葉が着いていたと考えざるを得ません。

そこで、葉と幹の化石の特徴を組み合わせて類縁を推定したところ、ワタリア／ウリノキモドキが現生
アオイ科のオベチェ（Triplochiton scleroxylon）と近縁であることが分かりました。オベチェやその近
縁種であるべテス（Mansonia altissima）は、アフリカ中央部の熱帯地域だけに分布します。また、ア
オイ科内の両種を含むグループも熱帯から亜熱帯にしか分布しません。これらのことから、ウリノキモ
ドキが温暖期に合わせて、北半球の広い範囲に分布を広げたことが分かります。一方、地球は約 1600
万年前を境に急速に寒冷化を始めます。ウリノキモドキはその後しばらく寒くなった地球で生きていま
したが、約 650万年前頃に絶滅しました。ウリノキモドキは湿地を好んだと考えられており、安定的で
競争が少ない湿地環境が寒冷気候下での生存を可能にしたのかもしれません。あるいは、ウリノキモド
キは温度変化に対してある程度柔軟に対応できたのかもしれません。 
 

【今後への期待】 
現在の状況のまま温暖化が進行すると、100 年後には約 4°C ほど地球の平均気温が高くなるという

推定があります。ちょうどウリノキモドキが生きた頃の地球と同じ気温です。本研究成果は、地球の気
温変化に合わせて、植物の分布が変化する実例を示しました。一方で、植物は意外と強かに気候変動を
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乗り越えていく可能性も示唆しました。今後、長いスケールでの植生変化を様々な植物化石で観察して
いくことで、「気候変動により絶滅する植物と絶滅しない植物の違いは何か？」が見えてくることを期
待しています。 
純林の化石が見つかることは世界的に見ても極めて稀です。美濃加茂市化石林公園は、市民の皆さん

が簡単に訪れることができる場所にあり、このような貴重な場所が長らく保存されていくことを切に願
います。 
 

【謝辞】 
本研究は、特色ある共同研究拠点の整備の推進事業（過去に学び未来を拓く植物多様性保全研究・教

育拠点：JPMXP0622716984）及び文部科学省科学研究費研究活動スタート支援（20K22673）の支援を
受けて行いました。また、本研究の遂行にあたり、美濃加茂市及び国土交通省から調査・採集の許可を
頂きました。 
 

  



 4 / 5 

論文情報 
論文名 An exceptionally well-preserved monodominant fossil forest of Wataria from the lower 

Miocene of Japan（日本の下部中新統で例外的に良好に保存されたワタリアの純林を発見） 
著者名 西野 萌 1、2、寺田和雄 3、植村和彦 4、伊藤雄氣 1、山田敏弘 1、5（1大阪公立大学附属植物

園、2大阪市立自然史博物館、3福井県立恐竜博物館、4国立科学博物館地学研究部、5北海道
大学大学院理学研究院） 

雑誌名 Scientific Reports（科学の専門誌） 
ＤＯＩ 10.1038/s41598-023-37211-z 
公表日 2023年 6月 22日（木）（オンライン公開） 

 
お問い合わせ先 
北海道大学大学院理学研究院 教授 山田敏弘（やまだとしひろ） 
ＴＥＬ 011-706-3424  メール pbyamada@sci.hokudai.ac.jp 

 大阪市立自然史博物館 学芸員 西野 萌（にしのめぐみ） 
  ＴＥＬ 06-6697-6222  ＦＡＸ 06-6697-6225  メール mnishino@omnh.jp 
福井県立恐竜博物館 研究・展示課長 寺田和雄（てらだかずお） 
ＴＥＬ 0779-88-0001  ＦＡＸ 0779-88-8710  メール k-terada@dinosaur.pref.fukui.jp 

配信元 
北海道大学社会共創部広報課（〒060-0808 札幌市北区北 8条西 5丁目） 
ＴＥＬ 011-706-2610  ＦＡＸ 011-706-2092  メール jp-press@general.hokudai.ac.jp 

  大阪公立大学広報課（〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138） 
  ＴＥＬ 06-6605-3411  ＦＡＸ 06-6605-3572  メール koho-list@ml.omu.ac.jp 
  大阪市立自然史博物館（〒546-0034大阪市東住吉区長居公園 1-23） 
  ＴＥＬ 06-6697-6222  ＦＡＸ 06-6697-6225 
 福井県立恐竜博物館（〒911-8601福井県勝山市村岡町寺尾 51-11） 
  ＴＥＬ 0779-88-0001  ＦＡＸ 0779-88-8700   
 国立科学博物館研究推進・管理課研究活動広報担当（〒305-0005茨城県つくば市天久保 4-1-1） 

ＴＥＬ 029-853-8984  ＦＡＸ 029-853-8998   メール t-shuzai@kahaku.go.jp 
 
  



 5 / 5 

【参考図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【用語解説】 
＊1 純林 … 一種類の樹木だけで構成される森林のこと。 
＊2 直立樹幹化石 … 生き埋めで化石になった木の幹のこと。 
 


