
Ⅰ．はじめに

　西南日本の山地帯以下の代表的な自然植生である常緑広葉樹林

（照葉樹林）は古くから耕作地や薪炭林，植林地として人為の強

い影響を受けてきたため，今日では原生状態で大規模に残ってい

る場所はなく小面積のものが点在しているだけである （山中，

１９７９；藤原，１９９７）。そのため，成熟した照葉樹林に関する研究

例は少なく，照葉樹林の構造，動態についての知見は十分でない。

一方，森林の構造や動態の研究には長期にわたる大面積の継続調

査が必要であることが指摘されてもいる（中静・山本，１９８７）。

　宮崎県綾町の綾北川流域には，伐採記録がなく原生状態がよく

保たれた照葉樹林が３００ha 以上にわたって連続して残っている

（綾照葉樹林）。成熟した照葉樹林の更新に関する知見を得ること

を目的に，綾照葉樹林の核心部に大規模な長期固定試験地が設け

られ，１９８９年から長期的な観測が行われている （Sato �����．，

１９９９）。本研究ではこの固定試験地で得られたデータから，綾照

葉樹林を構成する主要樹種の個体群構造を明らかにすることを目

的とした。本試験地初期の林分構造については田内・山本

（１９９１）によってすでにその概要が報告されている。しかし，

１９９３年１３号台風により林分が攪乱を受けたこと，上記報告後に試

験地設計の改良とデータ精度の向上が行われたことを受け，本研

究では，（１）台風攪乱後の綾照葉樹林の姿を明らかにし，あわせ

て（２）主要構成樹種の実生から成木までを通じた個体群構造

（サイズ分布型）についてタイプ分けをすることを目的とした。

綾照葉樹林の概要について先に報告している田内・山本（１９９１）

および Sato �����．（１９９９）との比較を行い，今回明らかになった

新たな知見について整理した。

Ⅱ．調査地と方法

　調査は宮崎県綾町の成熟した常緑広葉樹林（宮崎森林管理署竹

野国有林９３林班）内に設置した４．０ha （２００m×２００m）の固定試

験地（北緯３２°０４′，東経１３１°０９′）で行った。試験地は標高

３８０m～５２０mの北向き斜面で，年平均気温は１４．２℃，暖かさの指

数は１１１，年降水量は３０７０mmである（Sato �����．，１９９９）。植生

はウラジロガシ－イスノキ群集とイチイガシ－ルリミノキ群集の
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宮崎県綾町にある成熟した照葉樹林（綾照葉樹林）内の４ ha 固定試験地において１９９７－１９９８年に毎木調査と稚樹・実生調査を行い，林

分の種組成・密度について過去の報告と比較した。主要構成樹種のサイズ分布型を整理し，更新に関して考察した。綾照葉樹林は２２種の

林冠構成種と２８種の亜高木種で構成されており主な優占種はイスノキ，タブノキ，アカガシ，ウラジロガシであった。林分は１９９３年の１３

号台風によりダメージを受けたが，木本種構成と主要樹種の優占順位は台風以前と変化がなかった。主要構成樹種のサイズ分布型は３タ

イプにまとめられた。イスノキ，ホソバタブ等ではサイズに沿って個体密度が一貫して減少するパターン（Ａ型）を示し安定した更新が

見込まれた。３種のカシ等では稚樹期に密度が著しく低下するパターン（Ｂ型）を示し林冠下での更新の困難さが示唆された。不連続な

分布型（Ｃ型）を示したイヌマキ等では更新の確率は低いと考えられた。

The population structure and regeneration of canopy and subcanopy species were studied in a 4 ha plot in an evergreen broad-leaved 

forest in the Aya Research Site (ARS) in southwestern Japan.  The plot contained 22 canopy and 28 subcanopy species and ���������	

���������, ���������	
����, ����������	
�
��, �������� were dominated. Although a strong typhoon caused severe damage to parts 

of the ARS on 1993, species composition and their dominance were not changed by the typhoon. Dominant canopy and subcanopy 

species were divided into three groups (A, B, C) based on size distribution patterns. Group A (typical species: ���������	
�������, 

����������	
���) showed an straight-line decrease along sizeclasses and are expected successful regeneration. Group B (typical species: 

����������	
�
��, ��������, ��������) showed an inverse J-shaped size distribution. Group B species appear to require gaps for 

regeneration. Group C (typical species: ���������	
����������	) had discontinuous size distribusions. It seems that regeneration of 

group C species is difficult in a present situation.

論　文



両方の特徴を併せ持っており，九州の内陸低山帯と山地帯の照葉

樹林の接点に位置する。

　調査では最大到達樹高２m以下の低木を除く全木本樹種を対

象とした。胸高（１．３m）直径５ cm以上の個体について４ ha 固

定試験地の全域で１９９７年１１月に毎木調査を行った。調査時に各個

体の林冠への到達の有無を観察し，調査樹種を林冠構成種とそれ

以外（亜高木種）に区分した。胸高直径５ cm未満の個体につい

ては４ha固定試験地内に等間隔（１０m）・格子状に配置した４００個

の方形区（樹高２m以上の個体については４m×４m方形区，

樹高２m未満の個体についてはその内部の２m×２m方形区）

で１９９８年１１月に個体数を記録した。なお樹高０．３m未満の個体に

ついては上記２m×２m方形区４００個のうち試験地中央部１．２ha

の範囲の１４３方形区のみを対象とした。当年生実生は数の変動が

大きいため１９９８年に発生した実生はカウントせず，１年以上生存

している個体（１９９７年以前に発生）の数を記録した。
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表－１．構成樹種の密度および胸高断面積と最大幹直径（胸高直径５ cm以上）

Table－1．List of the ５０ woody species that occurred in the study area
Maximum
dbh．
最大幹
（cm）

Basal
area

胸高断面積
（m２ha －１）

Stem
density
幹密度

（no．ha －１）

Indiv．
density
個体密度

（no．ha －１）

Abbrevati-
on
略名

Species
学名

種名

林冠構成種Canopy species
１１５．５１２．１３８０．８３７２．５�����������	
������� Sieb.et Zucc.イスノキ
５７．５２．５８８．５７３．３������������	
��� (Sieb.et Zucc.)Kosterm.ホソバタブ
１３５．１５．５３４．０３１．０������������	
�
�� Bl.ウラジロガシ
１１４．３８．１３０．８２９．５�����������	
���� (Sieb.et Zucc.)Kosterm.タブノキ
１２２．５６．８２０．５２０．３�������������	� Thunb.アカガシ
１２５．５２．６２２．３１８．３�������������	
�������� (Thunb).Shottky var. ��������� (Makino)Nakaiスダジイ
５２．００．７２６．０１１．８������������	
�� Makinoマテバシイ
１０６．８１．９９．５９．５�����������	
�� Bl.イチイガシ
４６．９０．３４．０４．０�������������	
�
������	
 Miq.ユズリハ
６９．７０．３３．５３．５�����������	
����������	 (Thunb.) Lamb.†イヌマキ
５１．５０．２１．８１．８����������	��
���� Hemsl.＊ミズキ
９６．００．４１．５１．５��������	
�������� Maxim.＊イヌシデ
６６．７０．２１．５１．５���������	
� Thunb.モチノキ
４６．６０．２１．５１．５����������	
�����
 Sieb.et Zucc.＊リュウキュウマメガキ
７５．７０．２０．８０．８��������	
����� Maxim.＊イイギリ
３４．１０．１０．８０．８���������	
����	 C.A.Mey.＊クマノミズキ
５３．１０．１０．３０．３���������	���
��� Sieb.ex Koidz.＊ヤマザクラ
５０．３０．００．３０．３��������	
������� Gaertn.＊ムクロジ
４９．６０．００．３０．３�����������	��
���� (L.)Sieboldクスノキ
４０．５０．００．３０．３��������	
���	�������� Sieb.et Zucc.＊カラスザンショウ
３９．１０．００．３０．３���������	���
� Hara＊テツカエデ
８．５０．００．３０．３�������������	�
�	�� Bl.ツクバネガシ

亜高木種 Subcanopy species
４２．６３．１２６０．０２５０．０�������������	
��� Thunb. pro p., emend. Sieb. et Zucc.サカキ
４６．３１．５８６．５８６．３��������������	
���� L.ヤブツバキ
３５．３０．５４９．８４８．０��������������	�
������ Siebold ex Nakaiヤブニッケイ
１８．００．１３７．８３７．５�����������	
��� Thunb.ヒサカキ
４６．６０．８２８．０２７．８�����������	
����������� (Blume) Nakaiバリバリノキ
３７．００．４２１．０２０．８�����������	�
�
����� (Blume) Koidz.イヌガシ
２６．８０．２６．３６．０������������	������
�
 Hanceトキワガキ
２６．４０．１６．０５．３����������	
����� Sieb. et Zucc.ヤマビワ
４５．００．２４．０４．０�����������	
����������� (Sieb. et Zucc.) Meisn.カゴノキ
４２．８０．１３．８３．８������������	
����
�����
 (Wight et Am.) Beddomeモッコク
１６．１０．０２．８２．８���������	�
������ Sieb. et Zucc.クロバイ
２０．８０．０２．５２．５�����������	
�����
���� Zoll.ヒメユズリハ
１９．２０．０２．０２．０���������	
���� Miq.＊ハマクサギ
１２．６０．０２．０２．０����������	��
����� Sieb.et Zucc.シキミ
１２．５０．０２．３２．０����������	
 Thuhb．＊イヌビワ
１４．１０．０１．８１．５���������	��
���� (Blume) Koidz.シロダモ
８．８０．００．８０．８���������	�
������ Hooker et Arnottアデク
１２．８０．００．５０．５���������	
������
� Koidz.ナタオレノキ
８．４０．００．５０．５����������	
 Thunb. var. ��������� (Miq.) King＊ホソバイヌビワ
８．００．００．５０．５���������	
����� (Thunb.) Koidz.ミミズバイ
６．８０．００．５０．５���������	
�������
������� Sieb. et Zucc.カンザブロウノキ
１７．７０．００．５０．５����������	
���� (Maxim.) Sarg.オガタマノキ
１８．１０．００．３０．３��������	
���
� Hayataツゲモチ
１２．４０．００．３０．３����������	
������� (Thunb.) Makinoカクレミノ
７．３０．００．３０．３���������	
	���� K. Kochサンゴジュ
５．３０．００．３０．３���������	�
������
 Sieb. et Zucc．シロバイ
２２．００．００．３０．３����������	
������� Sieb. et Zucc,＊ヒメシャラ
９．３０．００．３０．３��������	
�� Thunb.クロガネモチ

４９．４１１５０．０１０８９．５全体計Grand total
＊落葉広葉樹Deciduous broad-leaved species，†針葉樹 Coniferous species
胸高直径５cm未満の種：クロキ，タイミンタチバナ，ニガキ，アカメガシワ，ヤマモモ，クサギ，コバンモチ，ヌルデ，ハマセンダン，ヤマ
グワ，シイモチ，シャシャンポ，ハイノキ，ミサオノキ



Ⅲ．結　果

１．種組成

　毎木調査の結果，胸高直径５ cm以上の構成種は５０種，個体密

度は１０９０本･ha－１，胸高断面積は４９．４m２･ha－１であった（表－１）。

林冠構成樹種は２２種，林冠に達する個体がほとんどなかった亜高

木種は２８種であった。この他に胸高直径５ cm未満の稚樹・実生

調査でのみ記録された種が１４種あった（表－１参照）。個体密

度・胸高断面積ともにイスノキが最も高い割合を占め，胸高断面

積ではタブノキ，アカガシ，ウラジロガシがこれに続いた。これ

らの樹種では個体の最大直径が１００cm以上に達していた。個体密

度では亜高木種であるサカキ，ヤブツバキが第２，３位となった。

亜高木種では個体の最大直径が５０cmを越える種はなかった。マ

テバシイを除く全ての種では単幹（胸高直径５ cmを越える萌芽

幹を持たない）個体が大多数であったが，マテバシイでは１個体

あたり平均２．２本の幹数があった。生活型別にみると，林冠構成

種のうち常緑広葉樹が１２種，落葉広葉樹が９種，針葉樹が１種で

あった。落葉広葉樹種の優占度はいずれも低く，個体密度，胸高

断面積ともに上位１０種に入るものはなかった。

　主要構成樹種の立木密度（幹密度）と胸高断面積の変化につい

て１９９１年の値（Sato �����．，１９９９）と比較した（表－２）。林分

全体では，幹密度は１９９１年の値とほぼ同じであったが，胸高断面

積は１割近く減少した。樹種別にはアカガシ，マテバシイ，ユズ

リハで幹密度・胸高断面積ともに減少が目立った。スダジイ，ヤ

ブニッケイでは幹密度の増加が著しかったものの胸高断面積はほ

とんど増加しなかった。

２．個体群構造

　林冠構成種、亜高木種それぞれ上位１０種についてサイズ別に個

体を樹高０．３m未満，樹高０．３－２m，樹高２m以上胸高直径５

cm未満，胸高直径５－２０cm，胸高直径２０－５０cm，胸高直径

５０cm以上の６サイズクラスに区分し，サイズ分布型についてタ

イプ分けを試みた。各種のサイズ分布型は，サイズが大きくなる

につれ一貫して密度が低下するもの（A型），樹高２m未満のク

ラスに比べて樹高２m以上のクラスの個体密度が著しく低いも

の（B型），個体のないサイズクラスが存在し不連続な分布型を

示すもの（C型）にまとめることができた（図－１，表－３）。A

型には林冠構成種であるイスノキ，ホソバタブ，スダジイが含ま

れた。また主要１０亜高木種のうちサカキ，ヤブツバキ，ヤブニッ

ケイなど８種がＡ型に区分できた。B型には林冠を構成する３種

の主要なカシ類（ウラジロガシ，アカガシ，イチイガシ）とタブ

ノキ，マテバシイ，ユズリハが属した。亜高木ではトキワガキが

Ｂ型の傾向を持っていた。C型には個体密度の低い種が属し，林

冠構成種ではイヌマキと９種の落葉広葉樹全てがこれに含まれた。

亜高木種のカゴノキもC型に分類された。

Ⅳ．考　察

　綾照葉樹林は１９９３年の１３号台風によりダメージを受け，林冠木

の根返り，幹折れによって多数の新たな林冠ギャップが形成され

た（Sato �����．，１９９９）。主要林冠構成種の中で，１９９１年から

１９９７年にかけて幹密度および胸高断面積が減少した種が目立った

のはこの台風攪乱による影響が大きいと考えられる。しかし綾照

葉樹林の木本種構成・主要樹種の優占順位に台風以前（田内・山

本，１９９１； Sato �����．，１９９９）から目立った変化は見られなかっ

た。

　サイズ分布型はその種の生活史特性をある程度反映したものと

考えられる。実生から成木までの各サイズに安定した個体密度を

持っているA型の種，イスノキ，ホソバタブ，スダジイと８種

の亜高木は耐陰性が強く，生存・成長に関して林冠ギャップへの

依存度が比較的低い可能性がある。特に亜高木種は最大直径が

５０cm未満で一生を通じて林冠に到達しないにもかかわらず，サ

イズ分布型からは安定した更新が見込まれる点は光獲得競争と生

活史戦略の点から非常に興味深い。Ｂ型に属する３種のカシとタ

ブノキ，マテバシイ，ユズリハは稚樹期の顕著な密度低下が特徴

であった。これらの種群では稚樹期の生存・成長率が低いことが

考えられ，光環境の改善が更新のカギを握っている可能性が考え

られる。閉鎖した常緑広葉樹林内でカシ類がほとんど成長できな

いとする報告（田内，１９９０）はこれを裏付けるものである。これ

らの種群の更新には大きな林冠ギャップが必要との指摘もされて

いる（Tanouchi and Yamamoto，１９９５）。不連続な分布型を示す

Ｃ型の種の更新はＢ型の種よりもさらに不安定で確率の低いもの

であることが考えられる。このような種群ではまれにしか起こら

ない大規模な攪乱が更新に重要な役割を果たしている可能性があ

る（Tanouchi and Yamamoto，１９９５）。

　これまで，西南日本の成熟した照葉樹林ではカシ類の稚樹密度

が非常に低く，現状のままではカシ類の更新は期待しにくいこと

が報告されてきた（Yamamoto，１９９２）。今回，綾照葉樹林の主
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表－２．主要樹種の立木密度および胸高断面積の６年間の変化

Table－2．Temporal changes of stem density and basal area in 

dominant species during ６ years. Abbreviations are shown in 

Table－１.

Ratio of BA
between

１９９１ and １９９７*
胸高断面積比
（%）

Ratio of stem
density 
between

１９９１ and １９９７*
幹密度比
（%）

Basal
area
in １９９１
胸高断面積
（m２ha －１）

Stem
density
in １９９１
幹密度

（no.ha －１）

Species
（略名）

種名

林冠構成種 Canopy species
１０５１０１１１．６３７７．０��イスノキ
９０９６２．８９１．８��ホソバタブ
８４８９６．６３８．０��ウラジロガシ
８９８７９．１３５．５��タブノキ
７８８１８．７２５．３��アカガシ
９５１２２２．７１８．３��スダジイ
６７７２１．１３６．０��マテバシイ
１０１１００１．９９．５��イチイガシ
６２６７０．５６．０��ユズリハ
１０５１０８０．３３．３��イヌマキ

亜高木種 Subcanopy species
９７９８３．２２６４．０���サカキ
９８９７１．５８９．３���ヤブツバキ
１０１１４３０．５３４．８���ヤブニッケイ
１２７１１７０．１３２．３��ヒサカキ
９４９００．８３１．３���バリバリノキ
８５８７０．５２４．３��イヌガシ
９１９９５４．３１１６７．０全体計 Grand total

* 幹密度比と胸高断面積比は１９９１年の値を１００としたときの１９９７年の比
*value in １９９７/value in １９９１ x １００
データは Sato �����．（１９９９）を使用Value in １９９１ is derived from Sato 
�����．（１９９９）



要樹種について実生から成木までを通じたサイズ分布型をタイプ

分けすることにより，３種のカシでは稚樹期に個体密度の減少が

起こっている可能性が高いこと，タブノキ，マテバシイ，ユズリ

ハもまた３種のカシと同様のサイズ分布型を持っていることが新

たに明らかになった。
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表－３．主要樹種のサイズ分布型
Table－3．Size distribution types in dominant species. Abbreviations 
are shown in Table－1.

図－１．主要林冠構成種，亜高木種のサイズ構造
Figure－1．Size distributions of dominant species. The abbreviation in 
the figure is the species name, shown in Table 1.


