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は　じ　め　に

近年の森林に対する様々な要請は、木材供給のみならず水土保全、保健休養、風致景観、文化、教

育等の森林利別こも大きく、森林機能の多様化、高度化が-層要求されている。そこで、森林におけ

る多面的な捜能を高めるためには上層林冠とともに林床植生の待つ役割を十分に発揮させる必要があ

り、複層林施業に対する期待が高まっている。

現在の複層林施業技術は、下木植栽したスギ、ヒノ羊等の生育が中心に研究されている○　しかし、

林床の自然植生は、気候、土壌条件に加えて上木から強く影響を受けろ光条件により大きく変化する

が、どのように変化するかに未解明な点が多い。

岐阜県内における林床植生の変化については、揖斐郡谷汲村岐礼地内において主に草本層の10年間

の変化(7)を検討した。今回は、郡上郡美並村粥川地内の天然林、人工林において11年間に3回種

生調査を実施し、主に林床(低木層十草本層)の経年的な植生変化を調べた。

この報告は、昭和54年度から平成元年度に実施した山地災害防止機能の機能別モデル林施薬調査事

業(2)の植生調査をまとめたものである。

なお、調査にあたって、御協力いただいた岐阜県森林

整備課(旧林業振興課、経営普及課)資源調査係の域貝

の方々に深く謝意を表します。

1調査方法

1_1　調査場所

調査地域は、図-1に示すとおり岐阜県中央部の郡上

郡美並村粥川地内である。調査した方形区は、表-1に

示す10箇所に5×10mの大きさで設定した。方形区は、

10mの長い-辺を等高線に平行とした。方形区の設定は、

1979年10→11月に行った。方形区は、4maの機能別モデ

ル林内において、様々な林相、地形、土壌で詞査するよ

う設定した。
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図-1　調査地



表-1　方形区の立地条件

・植　　　　　生 剳綷`区 州o ��ﾙ.磯��}�~��標　高 緬&���ﾆ��斜面 方位 佛溢隗��ト土壌型 �7��ｹ^ｨﾝ��

天 然 林 �8(��7����ｸ4ｨ��5i}��l �8����3　0　0 們駘ｩ(iYB�<ｨ��ﾆ��S60’w �8��x�ﾂ�BD(d) 亢ﾘ����)��

ツガー広葉樹林 �"�4　0 鉄���斜面中部 平　衡 斐CX�ﾄR�6　2● �(�2�′′ 

モ　　、　　林 �2�5　5 滴��H����ノン 燃�4　0’ �&��ノン’ 

人 工 林 �7���6ﾘ���x��}��4 �2�3　4　0 們駘ｩ(iYB�<ｨ��ﾆ��S60●w �8����ﾂ�′′ �6�88�ｸ6r�ノ′ 迭�7 �8��8����斜面中部 平　衡 �3#��ﾄR�4　0. 艇�ﾂ�砂　　岩 

ノ′ 澱�12 �8��8����斜面下部 凸　形 �3sX�ﾄR�42’ �6ﾘ�ﾂ�ノ′ 

ス　　ギ　　林 途�2　6 �8��x����斜面下部 平　衡 �6ﾄ��dR�35“ ��ﾈ�ﾂ�チャート 

ノ′ 唐�2　6 �8��8����′′ �3���gr�3　5● 艇�ﾂ�砂　　岩 

ヒ　ノ　キ　林 湯�4　0 �8��H����斜面中部 凸　形 �2�4　2’ ��ﾈ�ﾂ�ノ′ 

ス　　ギ　　林 ����6　0 �8��c��斜面下部 平　衡 斐CX�ﾇ2�17● �(��i チャート 砂岩・貴君 

設定時の林相は、3箇所が針広混交林又は針葉樹林の天然林で、7箇所がスギ又はヒノキの人工林

である。なお¥植生の名称は、使古する上層木の樹種名筆によった。設定時の林齢は、3-00年であ

るo立地条件は、標静00へ510m、斜面の中部一下部、平衡一凸形斜面、傾斜角17-62。、土壌がチャ
ート、砂岩、貴君を母材とする褐色森林土壌である。天然林は、人工林に比べてやや標高が高く、斜

面中部に集中し、傾斜かやや急で、より乾性土壌に分布する。人工林は、斜面下部の肥沃な立地に多

い。気象(6)は、年降水量約2300血、年平均気温的15℃である。最深斑雪深(3)は、1.Om未満

である。皿7、10はチャートの疎が多いが、その他では土壌化かすすんでいる。

1.2　調査方去

調査は、植生調査、毎木調査を行い、1979年10-11月、1983年10月、19紗年9月に実施した。ただ

し、1989年調査は、皿5、6で実施できなかったo植生調査は、階層別に、種類、被度を測定した。

なお、階層別の被度は、被覆宜の百分率、種類烏的改廃はブラウンブランケの使古度を用いた。毎木

調査は、胸高直径4調以上について行った。

2　結果と考察

2.1　方形区の林況

-　2　-

_。軍　事



各方形区における林分状況を表-2に示した。

天然林の立木密度は、肥lでは下層木が成長し胸高直径4cⅢ以上の本数が増加しているが、No2で

は除伐、測量用の伐開により減少し、・No3では下層木の枯死により減少している。人工林では、No8

が56豪雪による雪害と間伐により立木密度が減少している。平均樹高は、天然林では3.3-8.3mと低

いが、上層の針葉樹は8-23mと比較的高い。人工林の平均樹高は言.3-23.7mである。平均胸高

直径は、天然林で3・7-10・3c皿、人工林で5・9-41・3脚である。推定地位窟数は、ヒノキ17-19m、ス

ギ19-22mである。これを、林分収穫表(4、5)に当てはめるとヒノキが地位1へ2、スギが抱位

2-3に相当する。胸高断面積は、姐l、3ではモミの増加量が大きい。Nol、3のモミは、胸高直

径4c問以上の本数は少ないが、上層木で優占するため、生長量が大きく胸高断面嶺合計の中で占める

比率の増加が大きい。

各方形区の階層別優占種を表-3に示した。

なお、各階層の上限は、高木層が8-23m、亜高木層が6-20m、低木層が2-7m、草本層が

0.6-1.Omである。

他l、2の針広混交林では、高木層の優占樹種が広葉樹から針葉樹に変わっている。人工林は、No

衰-2　方形区の林分状況

方形区 No 緬�ｩ.吋��林　　　　分　　　　状　　　　況 

立査′籠度 兌ﾘｼ�/(ﾘ"���ﾒ�蓋箸空調高 假ｹ}ｹNI�B�箔霹地書 仆��ﾘﾄ��

※ 1 �����x����(200)11.000 茶�2絣澱紕�(14.0)5.7 �� 茶2���3"綯�

19　8　9 茶#����"緜���(16.0)6.1 茶#や��迭縒��(12.3)48.5 

※※ 2 �����x����(200)3.200 茶ゅ�迭�2�(12.0〉　5.8 �� 茶"�"���偵b�

19　8　9 茶#���"繝���(11.0)8.5 茶�B���(��r纈��(12.3)19.1 

※ 3 �����x����(400)3.200 茶#R���(��ゅ"�(34.0〉　8.6 �� 茶3b紕鼎"���

19　8　9 茶C���2�����(25.0)8.5 茶C"������2��(55.5)62.3 

4 �����x���� �� ��ﾃ�"�17 �3R紕�

19　8　9 迭�#���8.1 湯�"�

5 �����x����4.400 迭絣�5.9 ��經R�19 ��"繧�

6 �����x����5.000 途繹�R�7.5 ��縱R�19 �#�繧�

7 �����x����1.400 ��B縒�16.0 ���Sﾒ�19 �3�綯�

19　8　9 ��Bﾃ���.17.6 �#�紕�0.84 �52.6 

8 �����x����l.600 ��"綯�16.1 ��縱2�22 �32���

19　8　9 氾#���20.6 ��r�2�0.89 �28.4 

9 �����x����1.400 ��r�"�20.6 ��繝R�17 鼎ゅB�

19　8　9 ��紊���18.0 �#2縒�0.87 �63.3 

10 �����x����300 �#B繧�37.3 ��經��21 �3"絣�

19　8　9 �3���25.7 泥ﾃ2�0.61 �40.4 

※()、書きはモミの値　　　　　※※()書きはツガの値
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す

4の若齢林では亜高木層にエゴノキが優占するが、他の方形区では高木層、亜高木層をス羊、ヒノキ

が占めており、保育管理がよく行き届いている。

林床の低木層、草本層は、No2ではツツジ類が多く乾性型土壌の特色を示めし、No7、10では、ミ

カエリソウ、アカツ、ジュウモンジンタのやや塑性型土壌の特色を示している。他の調査区では、サ

カキ、シキミ、ヒサカキの常緑広葉樹が多い。

的3には、冷温帯にも生育するイヌブナが認められるが、各調査区の植生の組成からみると、すべ

表-　3　　　　方形区の階層別優占種

方形区 No 俘H��.���D��優　　　占　　　種　※ 

高　　木　　層 ����ﾘ(��m������低　木　眉 �������gｸ�����r�

l �������x����ツク　パネ　ガシ �4X��8ｨ��4ｨ��4h��6b�サ　　　カ　　　キ �5h������4ﾈ������7��1　9　8　3 �684���6�6ﾈ��*ｨ5b�ソ　　　　ヨ　　　　コ �5H������4ｨ������4ﾂ�シ　　　字　　　、 

19　8　7 �8(�����������������ソ　　　ヨ　　　ゴ �5H������4ｨ������4ﾂ�ヒ　サ　カ　キ 

2 �������x����ソ　　　　ヨ　　　　コ �5h������7H������4ﾂ�モ　チ　ツ　ツ　ジ �5�������5�����}��1　9　8　3 娩6�4X6�x4ｨ4x6h�ｲ�シ　　　ラ　　　キ �8(��6���68��68��5r�ミ　ツ　パ　ツ　ツ　ジ 

1　9　8　9 �68��������������4ｲ�サ　　　カ　　　キ �7���687�68��68��5r�ス　　ゲ　　類 

3 �������x����そ　　　　　　　　、 �4ｨ��6�4���4ﾘ6ﾘ��4ﾂ�サ　　　カ　　　キ �48����6ｸ����7X��6��1　9　8　3 �8(�����������������カ　ナク　ギノ　キ �5H������4ｨ������4ﾂ�シ　　　羊　　　、 

1　9　8　9 �8(�������������������カ　ナク　ギノ　キ �5H������4ｨ������4ﾂ�シ　　　キ 

4 �����x���� ��ヒ　　　ノ　　　キ �5�������5�������4ﾂ�19　8　3 �7�������6ﾘ�����ﾈ��4ﾂ��7�������6ﾘ������4ﾂ�ワ　　　ラ　　　ビ 

1　9　8　9 刄G　ゴ　ノ　キ �7���5H��4ｨ����4ﾂ�コ　ア　ジ　サ　イ 

5 �����x���� ��ヒ　　　ノ　　　キ �5H��5H��4���5B�1　9・8　3 �7�������6ﾘ������4ﾂ�刄r　　ザ　カ　　キ 

6 �����x����ヒ　　　ノ　　　キ �� �5h�����������������1　9　8　3 �7�������6ﾘ������4ﾂ�刄A　　　オ　　　キ 

7 �������x����ス　　　　　　　ギ �7�������6ﾘ������4ﾂ�ウうソ◆　ロサブキ’ �7���4ｨ��4h8ｨ��5ﾈ��4R�1　9　8　3 �5���������������4ﾒ��4X8�5ﾈ�ﾈ���4�8�4ﾈ�b�ア　　　カ、　　ソ 

1　9　8　9 �5���������������4ﾒ��8h��4�����6ﾘ����9��ア　　　カ　　　ソ 

8 �������x����ス　　　　　　　ギ �5���������������4ﾒ�ヒ　サ　カ　キ �7�����5H��4ｨ����4ﾂ�1　9　8　3 �5���������������4ﾒ�刄X　　ゲ　　類 

1　9　8　9 �5���������������4ﾒ��5H������4ｨ������4ﾂ�キ　ジノ　オ　シ∴ダ 

9 �������x����ヒ　　　ノ　　　キ ��ヒ　　サ　カ　　キ �5(��4���5x��5H��42�1　9　8　3 �7�������6ﾘ������4ﾂ��7���5H��4ｨ��4ﾂ�ヒ　　サ　カ　キ 

19　8　9 �7�������6ﾘ������4ﾂ��5H������4ｨ������4ﾂ�コ　ア　ジ　サ　イ 

10 �����{�����ス　　　　　　　ギ ��モ　ミ　ジイ　チ　ゴ �5ﾈ�h5(4X8(8ｨ5ﾈ�ﾈ5h5��ｲ�19　8　3 �5�������������4ﾒ��5h��8ﾘ��8(��5r�ミ　カ　ェリ　ソ　ウ 

1　9　8　9 �5���������������4ﾒ��7ﾘ��5�����5�����7"�ソ’ヨサモンソ’ソタ◆ 

※優占種は、最大披度の植物とした
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ての調査区が温暖帯林に属している。

各方形区の階層別枯枝率を表-4に示した。

天然林では、高木層、亜高木屈、低木層、草本層の各階層によく分化しているが、人工林では亜高

木層、低木層の発達が悪いo No4、5は、若齢人工林で樹高が低いため高木層、亜高木層が欠除して

いる。また、人工林では一斉林施薬が行われているため、除間伐により亜高木層の欠除することが多

い。11-36年生の壮齢人工林では、林床照度の低下による低木層の欠除と草本層の植披率の低下が認

められる。草本層の改廃の少ない

Nol、3、6では、シキミ、アオ

キ、ヒサカキの常緑樹が多い。

2.2方形区の出現植生

各方形区において、階層別に出

現する種数を衰-5に示した。

Nol、2の針広混交林では、高

木層に4種、亜高木層に4-11種、

低木層に11-20種と、他の林相に

比べて各階層に種数が多い。草本

層は、各方形区とも植生が豊富で

あるが、天然林の平均約20種に比

べて、人工林の平均約40種と2倍

多い。各方形区の全体の種数は、

天然林では19-45種で草本層の積

数の約1.5倍であるのに対して、

人工林では25-66種で草本層の種

数の約2倍と多い。

人工林の合計種数(Y)は、林

床の照度と関係があると考えられ

るので、衰-2の収量比数(Ⅹ)

との関係をみてみた。相関係数が

0.57で、直線回帰式がY=一73Ⅹ

十100であった。また、No8は56

豪雪時に調査区の周辺で雪害を受

け、1983年以後の調査ではこの影

響が認められた。これを除外して

計算すると、相関係数が0・82と高

く、直線回帰式がY=-106Ⅹ十

122であった。

全方形区には239種田現し、高

木層に13種、重商木屑に33種、

低木層に95種、草本層に231種が

出現した。

表-4　方形区の植披率

方形区 No ��馴　定　年 �������Fｨ����zh����R�

高　木　層 ��)m��r�低　木　層　草　木　層 

1 ��19　7　9 店����3　0 滴����5 19　8　3 滴����6　0 嶋����2 

19　8　9 塗����5　0 度����4 

2 ��19　7　9 �8����4　0 �8����10 19　8　3 �8����3　0 滴����3　0 

19　8　9 塗����4　0 �8����4　0 

19　7　9 嶋����5 嶋����2 

3 �19　8　3 嶋����4　0 ���2 

19　8　9 度����5　0 滴����1 

4 �19　7　9 湯絣�6 �8����6　0 19　8　3 剴�����7　0 

19　8　9 剴R�15 

5 �19了9 1983 �� 度����70 20 8　0 

6 �19　7　9 ������� ��6 19　8　3 ��������2 

7 �19　7　9 度����5 ��R�5 19　8　3 祷������R�2　0 

19　8　9 度��R�鳴�4 

8 �19　7　9 嶋����8 ��R�10 19　8　3 塗�����5　0 

19　8　9 度������R�3　0 

9 �19　7　9 祷��R� 唐�5 19　8　3 祷��R���R�10 

19　8　9 祷�����(����15 

10 �19　7　9 塗���� 滴����9　0 19　8　3 度����滴����8　0 

19　8　9 度����度����4　0 
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各方形区の全体の群数を常緑樹、落葉樹、多年草、一.二年草に分けると図-2に示したとおりで

ある。なお、ヤマツツジ、モチツツジ等の半落葉性の種、単子葉のサルトリイバラを落葉樹に含めた。

全方形区の平均極致は、常緑樹10霞、落葉樹21稲、多年草11種、一・二年草0.3種の合計42種で、

落葉樹が多く-・二年草が少ない。常緑樺は、2-14種であるか、No7、10では2-6種と少ない。

これらの方形区は土猿に棟が多く、土壌条件が影響しているかもしれない。落葉樹は、No4、10が27
へ36稲と多く、的3、6、9が9-14稲と少なく、表-4で高木層と亜高木層の植被率が低いところ

表-　5　方形区の積数

方形区 No ��ｨ��.���D��植　　　披　　　率　　　% 

高　木　層 ��)m��r�低　木　届 �����m����r�合　　　計 

1 �������x����4 途�2　0 ����B�3　2 1　9　8　3 �2�11 唐�2　1 �8��2�

1　9　8　9 釘�8 ����1　8 �8��2�

2 �������x����4 ������1　5 ����R�3　4 1　9　8　3 釘�4 途�3　6 滴��"�

1　9　8　9 釘�4 ����R�3　4 滴��R�

3 �������x����1 鳴�7 ����B�2　2 1　9　8　3 ���11 �"�1　4 �(��B�

1　9　8　9 鳴�4 澱�1　2 ������

4 �������x����l 迭�1 塗��R�6　6 1　9　8　3 剴���B�4　9 店��b�

1　9　8　9 剴�ﾂ�3　7 滴��r�

5 �������x����1 ��l 塗��R�6　6 1　9　8　3 剪�4　1 滴��"�

6 �������x����2 �� �8����3　1 1　9　8　3 �"��3　0 �8����

7 �������x����2 鳴�7 ����r�2　5 1　9　8　3 �"��2�3　2 �8��r�

1　9　8　9 �"��"�2　5 �(����

8 �������x����1 �"�1　0 滴����4　9 1　9　8　3 �"��5　7 塗��2�

1　9　8　9 �"�����r�5　1 塗��"�

9 �������x����2 ��ll �(��b�3　5 1　9　8　3 �"���cR�3　0 �8��B�

1　9　8　9 �&��迭�3　2 �8��r�

10 �������x����1 ��3　2 �8��b�6　4 1　9　8　3 鳴��(����4　4 塗����

1　9　8　9 鳴�����"�4　5 店��r�
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極致

方形区別定年0

日劇

種数

図-2　生活形別出現極致
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で極致が多く、植故事の多いところで種数が少ない。多年草は、天然林でl-7種と少なく、人工林

で6-24種と多いが、揖斐郡谷汲村の場合(7)ではより湿性な土壌で多年草の出現種数が多く、今

回の調査も土壌の影響が大きいと考えられる。-・二年草は、No2、4、5、7・に出現し、林冠が疎

開し直射日光が林床にはいる場合に生育している。

本調査で出現した植生239種は、常緑樹が31種、落葉樹が113種、多年草が91種一・二年草が4種で

ある。

2.3　林床植生

2.3.1出現種の特性

各調査区に出現した林床植生(低木層と草本層)の頻度を調べたが、頻度25%以上の植生を表-・6

に示した。

頻度25%以上の植生は、58種あり、このうち常緑樹が15種、落葉樹が29種、多年草が14種であった。

表　一　6　　頻度の高い林床植生

頻度　% 仂�'b�種　　　　　　　　　　　　　　名 

86 鳴�シ　キ　ミ 

82 ���シ　ロ　モ　ジ 

75 鳴�ヒ　サ　カ　キ 

71 鳴�コ　ア　ジ　サ　イ 

68 �2�サ　カ　キ、　ア　オ　キ、サ　ルトリ　イ　パ　ラ 

64 ���ヤ　ブ　コ　ウ　ジ 

61 �"�ア　セ　ビ、　ア　ラ　カ　シ 

50 �"�エ　ゴ　ノ　手、　ヤ　マ　ウ　ル　シ 

46 �2�マ　ン　サク、　カ　マ　ツ　カ、　コ　パ　ノ　ガ　マ　ズ　ミ 

43 釘�ヒ　ノ　キ、ク　ロ　モ　ジ、　シ　シ　ガ　ラ　ン、 
ム　ラ　サ　キ　シ　キ　ブ 

39 澱�サ　イ　コ　ク　ミ　ツ　パ　ツ　ツ　ジ、　ス　半、ト　ウ　ゲ　シ　バ 
キ　ツ　ネ　サ　サ　ゲ、　チ　ゴ　ユリ、　ヤ　マ　ノ　イ　モ 

36 迭�ア　オ　ハ　タ、テ　イ　カ　カ　ズ　ラ、ウ　ス　ノ　辛、 
ハリ　ガ　ネ　ワ　ラ　ビ、　モ　ミ 

32 ����ア　ウ　ナギ、イ　タドリ、ヤ　プ　ラ　ム　ラ　サ　ギ、シ　ラ　手、 ソ　ヨ　ゴ、チ　ヂ　ミ　ササ、ツク　ノ〈　ネ　ウ　ツ　字、フ　ジ、 

ツ　ル　シ　キ　ミ、　ヤ　マ　ジ　ノ　ホ　ト　ト　ギ　ス 

29 途�カ　ナク　ギ　ノ　辛、クリ、サ　ン　カク　ズ　ル、 ジ　ュ　ウ　モ　ン　ジ　ン　タ、ツク　バ　ネ　ガ　ン、 

パ　イ　カ　ツ　ツ　ジ、　ヒ　メ　イ　タ　ビ 

25 ����ア　カ　ン　テ、ウリ　カ　ェ　ヂ、ガク　ウ　ツ　半、 
コ　パ　ノ　イ　ン　カ　グ　了、　コ　パ　ン　ノ　幸、　サ　サク　サ、 

へク　ツ　カ　ズ　ラ、　モ　チ　ツ　ツ　ジ、　ヤ　プ　マ　メ、 

ヤ　マ　コ　ウ　パ　ン、　ヤ　マ　ツ　ツ　ジ 

計 鉄��常緑樹15毅　落葉樹29稜　多年草14寵 

-　8　-
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また、58種のなかにつる植物が9

種含まれ、多年草14種の中にしだ

植物が5稜含まれている。頻度の

高い植生は、シキミが86%、シロ

モジが82%、ヒサカキが75%、コ

アジサイが71%、サカキ、アオキ、

サルトリイバラが68%である。

出　現　率

頻度　　0　　20　　40　　60　　80　100　㍊

6胴以上

40・-

Ⅲ細雪

頻度によって植生の生活形が異

なっており、頻度階別の常緑樹、　2略未満

落葉樹、多年草、一・二年草の割

合を図一3に示した。
全体

常緑樹　落葉樹　多年草-・二年草

極致

10

11

48

服劃

238

頻度の高い植生には常緑樹が多　　　　図-3　頻度別の生活形出現牽

く、頻度が少ない植生には多年草が多い。一・二年草は、頻度20%未満のものばかりである。なお、

林床に出現した種数は、238種で全体の239種より1種少ないだけである。この1種は、サイフリボク

であった。頻度20%未満が169種と大部分を占め、20-40%が48種、40-60%が11種、60%以上が10

種であった。また、林床植生238種は、常緑樹31種、落葉樹I12種、多年草91種、一・二年草4寵であっ

た。

頻度29%以上の林床植生について、揖斐郡谷汲村の場合(7)で算定した林況指数Fによって、生

育抱別の植生の分布特性を検討した。

表-　7　　　杯　洗　別　の　林　床　植　生

生産地 僭HｻX轌�Db�種類 偃ﾘ��������������������}��

魔人生 業工 棺林 林に ��ﾃH決�2��緤j)i��1 �68��5���6�6ﾈ��4X��68��4ﾒ�

0.6　・- ��"�　　　　i アオハタ、アセビ、アラカシ、アワプ辛、 

・多 劍4X��5�6ﾘ������4�8ｨ��5(7�6ﾘ��4ｸ7ﾘ5���7��

幼い 劍5H48��5(4���7���687�68��68��5x��5ﾈ��8���58���

齢植 劍6�48��4ｨ��6868��5x��7ﾘ��985H4���8H7ﾘ��5x6ﾘ��7ｨ6x6x4ﾘ5��

普 ��繹���Rﾒ�11 �5(��4�5x5H48��5H4ｨ4ﾈ��5h4ﾈ��7���5h8偃����

通 劍685�7�6ﾈ4ｸ5h��6�8ｨ��4ｸ6ﾈ��8���8���7(��7�5H4ｨ��4ﾈ���

的 に 生 劍7���8���484���7(��7���6ﾘ������8(��7���8H7X5(��4X��5r�

l.0　・- 唐�エ　ゴノ　辛、カ　マ　ツ　カ、キ　ツネササゲ、 育 劍5H8ｸ6x8ｨ��487�8���5h8ﾘ8(5x��6X48��4ｨ��5�8����

す る ●植 劍6r�4X5�5h6���8H7ﾘ��4X��8ｸ5b�

1.2　・- 迭�カナクギノ辛、シシガラ　ン、ス羊、チゴユリ、 
生 劍6�6���7���5H5B�

杜に 齢多 大い 鳴紿��-b�3 �4���8ﾘ8(��5x��8���8�5H4ﾈ��5h4ﾈ7X��8H7ﾘ6ﾘ��48��8"�

2.0　・- 途�アオキ、イ　タドリ、ヤプムラサ辛、 工　植 劍5H984ｨ4���5�8ｸ��5x8X��4X8(985x5h5���7H��5x���

林　生 劍68��8ｸ��5h4ﾈ��7��

ー　9　-



FT:ある種が出現する方形区

数
Fp:ある稲が出現する人工林

11年生以下の方形区数
Fし:ある稲が出現する天然林

の方形区数
Q　:全方形区数
Qp:人工林11年生以下の方形

区
Qし:天然林の方形区数

林況指数Fの計算結果を表葛7

に示した。

天然林、幼齢人工林に多い植生

は13軽で、ツクバネウツギ、アオ

ハタ、アセビ、アラカシ、ウスノ

羊、クリ、サイコクミツバツツジ、

ソヨゴの乾性土壌にも生育できる

種が大部分である。普遍的に生育

する植生は24種で、やや乾性土壌

によく生育する種が多い。壮齢人

工林に多い植生は10種で、連濁性

からやや乾性土壌によく生育する

稲が多い。

頻度25%以上の植生について、

生活形別の分布特性は、図-4に

示すとおりであった。

常緑樹は、普遍的に生育する割

合が高い。落葉樹は、普遍的に生

育する割合が低く、林分によって

生育する種数が大きく異なる。多

年草は、普遍的に生育する割合、

壮齢林に生育する割合が高い。

2.3.2　種の変化

各方形区において、測定年毎に、

林床植生の種類がどのように変化

したかSdrensen(8)の共通係

数CCで比較した。

生育地

天然林

幼齢人工林

普通的

壮齢人工林

0　　　20　　40　　60　　80　100　縛

種数

腿

24

聞

常緑樹　落繋棺　　　　多年草

図二4　生育地別の生活形出現率(頻度20縛以上)

CC

L0

0.75

日暮嗣

0.25

0

1.0

0.75

0_5

0.25

0

町園田

0.75

0.5

0.25

0

L0

0.丁5

0.5

0.25

0

▼ノミ

1　2　3　4　5∴6　7　8　9　10

方形区　Ⅳ○

図-5　林床植生におけるC Cの変化
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CC=2a/(2a+b十c)

a:比較する2測定年の共通する種数

b、C:比較する2測定年のそれぞれに出現する種数

CCの値は、2測定年がまったく同-の植生であれば1、まったく異なる植生であれば0となる。

各方形区において、各軸定年で計算したCCを図-5に示した。

林床植生全体のCCは、約0.2-0.7で、林相による差は認められない。

常緑樹のCCは、0-0.9で方形区による差が大きい。No7でCCが0であるのは、3回の測定時

の常緑樹の軽数が0へ3種と少ないためである。常緑樹のCCは、No7を除くと落葉樹、多年草より

高い。従って、常緑樹は、図--4で普遍的が多いように、環境の変化に対して適応力の高い種が多い

と考えられる。各方形区において、CCの変化が大きいのは常緑樹の種数が他よりも少ないことが大

きく影響していると考えられる。

落葉樹のCCは、約0・2-0・6と常緑樹、多年草よりやや低い。従って、落葉樹は、図-4で普遍的

が少ないように、環境の変化による種の入れ変わりが多いと考えられる。

多年草のCCは、0-0.8である。Nolでは2へ4種と種数が少ないためCCが低く、No2では除

伐、測量用伐採により林床の照度が急変し、89年の植生がそれまでとまったく異なったためCCが低

くなっている。

林床植生のCCを方形区ごとに比較すると表-8-11のとおりである。

林床植生全体のCCは、1979年が0-0・46、平均0・20、1989年が0.04へ0.45、平均0.23であった。

No7、10は、CCの平均値が0・05-0・19と他の方形区0・16-0・30より小さく、他の区と同じ種類が少

衰-8　　　林床植生のC C(全体)

No ������(������8������H������X������h������x���������������������平均値 

1 ��紊8�����H����#(����#����������ﾃ�8�����h����#(�����b�0,18 

(0・21)(0・34)(0・36)(-)()(0.06)(0.32)(0.36)(0.12) 茶��#R��

2 閉胤ｹV���V儼茶りﾚ顯陳�0.16 (0.19) 

3 閉�0.16 (0.22) 

¥(溝(0・16)(当(溝(鵠(瑞(晶 
4 碧�ﾂ卯ﾉ%ｲモ靺靺霰ﾃつ�0.21 (0.25) 

5 癖羽���S�陳���S#つ���S32ﾂ�9b�0.23 () 

6 閉���S�{陳���SCbﾂ�9b���S�"ﾂ�0.28 (-〉 

7 癖鄧V���R�0.05 (0.18) 

8 閉椅�軏�0.24 (0.24) 

9 閉モ陏H薰ﾂ�0.23 (0.30) 

10 ��0.10 (0工9) 

※　裸書きは1979年調査、()書きは1989年調査
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表-9　　　　林床植生のC C(常緑樹)

No ����������(��������8��������H��������X��������h��������x���������������������������平均値 

1 ��紊h��������������3�������3���������������������#(������3H���������0.22 

(0.31)(0.48)(0.64)(-)(-)(0.09)(0.64)(0.50)(0.26) 茶�紊"��

2 癖ﾖ�モ靺��S�つ���ｭBﾂ鰻�鰻�鰻��0.16 (0.25〉 

3 閉�*｢�9b卯ﾈｭBﾂ鰻�ヨ�Xｽ篳軏ﾂ�0.32 (0.41) 

4 閉��sな�V痛V�ヨ�Xﾚ�9cつ�0.34 (0.43) 

・5 碧tｲ���S��ﾂ���SsRﾂ�9b����ﾂ�0.38 (-) 

6 閉���S��ﾂ���Sc2ﾂ���SCつ���S3�ﾂ�0.36 () 

7 閉�*ｨｭBﾈｭBﾂ�0.00 (0.17) 

8 閉�*｢穎"�0.31 (0.48〉 

9 癖軏ﾂ�0.32 (0.47) 

10 閉�0.09 (0.26) 
※　楳書きは1979年調査、()書きは1989年調査

表-10　　　林床植生のCC(落瑳樹)

No ������(������8������H������X������h������x���������������������平均値 

1 癖ﾖ�鄧��B���S�Bﾂ���S�2ﾂ椅�鰻�鰻�鰻��0.14 (0.16) 

2 �����ﾂ胤ｲヨ�X�}ｲ���S�2傴ｲ儼�為R忠V��0.15 〈0.17) 

3 ���ﾈ����鰻��tｸﾖｲ茶りﾕB茶��Xﾚ餒竰�0.16 (0.12) 

4 閉�.h�N���B鰻�鰻��0.21 (0.22) 

5 閉���S3にtｲ���S3Rﾉ����0.23 (-) 

6 碧�������0.26 (-) 

7 閉ヨ�Xﾚ��S(�にN篦�0.05 (0.18) 

8 癖ﾗRﾂ永��0.26 (0.23) 

9 碧V��0.12・ (0.22) 

10 閉�0.11 (0.13) 
※　裸書きは1979年調査、()書きは1989年調査 
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表-11　　林床植生のC C(多年草)

N　o ��������(��������8��������H��������X��������h��������x���������������������������平均値 

l ��經��������������ﾃ#(������#����紊h�������(������#H������#����������0.23 

〈0.22)(0.40)(0.25)()()(0.00)(0.00)(0.31)(0.07) 茶���ｒ�

2 閉ヨ�YMbﾈ軏ﾂ���S�8�(�Bヨ�XﾕB忠OYV鋳胤ｲ�0.14 (0.19) 

3 頁ﾂ���S�,ﾂぴ窒茶���茶��S�,ﾈ*ﾓ��S�r茶��S�r��������������#��������3���������0.06 (0.13) 

4 閉���Sc陳���S3R傴ｲﾈ鏆ﾂモ靺��C(�つ�0.24 (0.21) 

5 碧tｲ���S�rﾂ��C2ﾂ�9b�9b�0.29 (〉 

6 頁ﾈ羽���S#r茶��Sc2茶��S�r��0.29 () 

7 癖ｭBモ馭篳軏ﾂ�0.08 (0.15) 

8 閉椅���*｢�0.24 (0.16) 

9 閉胤ｲ�0.31 (0.24) 

10 ��0.11 (0.20) 

※　裸書きは1979年調査、()書きくま1989年調査

ないと考えられる。Nol-3の天

然林は、No7、10を除く人工林に

比べてCCかやや低い傾向である○

常緑樹のCCは、1979年が0~

0.了8、平均0.28であった。No2、

7、10は、CCの平均値が0-

0.26と他の方形区0.22-0・48より

小さく、他の方形区と同じ種類が

少ないためと考えられるe C D

落葉樹のCCは、1979年が0~

0.45、平均0.19であった。

多年草のCCは、1979年が0-

0.69、平均0.22であった。No3、

7は、CCの平均値が0・06-0・15

と他の方形区0.11→0・30より小さ

い。

CCからCD=1-CCを求め、

CDからBray-Curtis法(1)に

ょり方形区の-関係を求めた。位

置関係を図-6に示した。

l.0

0.8

0.6

陽動

膿閣

●’79調査

°’83調査

×’暗闇査　　●　8

数字は方形区NO

0　　　　0.2　　0.4　　0.6　　　0・8　　l・O

C D

図-6　C Dにによる方形区の位国関係
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維軸を1979年調査のNo5、8で、横軸を1979年調査のNO3、7で計算した。Bray-Curtis法では、

縦軸、横軸をとったNO3、5、7、8と植生がまったく異なると縦軸、横軸の中心の点となり、No3、

5、7、8に近い種類組成の植生があればその方形区の近くに位置することとなる。No7、10のスギ

林は比較的近い種類組成と考えられ、林相、林齢、土壌がよく似ていろためと考えられる。

2.3.3　被度の変化

各方形区において、測定年毎に、

(9)で比較した。

2∑mi n(Ⅹら　y′)

∑(xら　y′)

即ち、PSは、各種類ごとに方

形区ⅩとYを比較して、小さい方

の板壁の2倍を積算し、この値を

両区に現われた全種類の被度の合

計値で割った値である。したがっ

て、2方形区で植生が全く-致す

ればPS=l、全く異なればPS
二0であるも各方形区において、

各測定年で計算したPSを図-7

に示した。

林床植生全体のPSは、No4-

8では0.01-0.5とNol、2、3、

9、10の0.3-0.8より低く、およ

そ林齢の若い人工林で低い傾向で

ある。常緑樹は、全体とほぼ同じ

傾向である。Nol、2、3、9で

PSの高いのは、サカキ、シキミ、

アセビ、アラカシの板壁が常に高

いことに影響されている。

落葉樹は、No3、4、8で0.01

-0.2と他の0.1-0.6より低い。

Nol、2のPSが高いのは、サイ

コクミツバツツジ、モチツツジの

硬度が常に高いことに影響されて

いる。No7、9、10のP Sが高い

のは、ミカエリソウの披度が常に

高いことに影響されている。頻度

が高く、披度も些技的多いシロモ

ジ、コアジサイは、硬度の変化が

大きいため、PSを低くさせる傾

向にある。

多年草は、測定年による差が大

きい。しかし、No9、10の林齢の

林床植生の種類別頻度がどのように変化したか類似度百分率PS

1　2　3　4　　5　　6　7

方形区　No

図-7　林床植生におけるP Sの変化
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蓑-12　　　林床植生のP S(全体)

No ������(������8������H������X������h��6ﾘ����x���������������������平均値 

1 癖軏ﾈ軏ﾈ軏ﾂ����ﾂ���S�"ﾈ軏ﾂモ靺��Hﾚ��C��つ�0.40 (0.16) 

2 閉�*ｨｭBﾂ���S��ﾂ���S��ﾂヨ�S�.bﾈ�V痛V�ﾂ�0.06 (0.05) 

3 癖鏆ﾂ���S��ﾂ���S�"ﾂ�2靺��C(�な軏ﾂヨ�Sモﾂ�0.02 (0.15) 

4 閉���SS�ﾂ���S��ﾈ軏ﾂヨﾚ��S(+2ﾂ碓ｲ�0.08 (0.07) 

5 碧������S�Bﾂ�9b���S��ﾂ�0.08 () 

6 閉���"ﾂ���SC�ﾂ���Bﾂ���S��ﾂ�0.09 (-). 

7 閉�*ｨｭBﾈ軏ﾂ�0.02 (0.04) 

8 癖��ﾂ�2駭(ｶﾂﾂ�0.08 (0.15) 

9 ������0.07 (0.12) 
(0.01) 

10 閉�0.03 (0.03) 
※　裸書きは1979年調査、()書きは1989年調査

高い人工林は、どの生活形でもPSが商工、

植生がもっとも安定していると考えられる。

No3、7、10でPSが高いのは、アカソ、

ジュウモンジンダ、アキチョウジ、シシガ

ラシ、トウゲシバの被度が高いことに影響

されている。

林床植生のPSを方形区ごとに比較する

と表-12のとおりである。

林床植生全体のPSは、1979年が0-

0.50、平均0.06、1989年が0-0.56、平均

0.10であった。

PSからPD=1-PSを求め、PDか

らBray-Curtis法(1)により方形区の位

置関係を求めた。位置関係を図-8に示し

た。

CDと同様に、縦軸を1979年調査のNo5、

8で、横軸を1979年調査のNO3、7で計算

した。PSが低いため、縦軸、横軸のほぼ

中心に集まった。

0.8

0.6

●’79調査　　　’8

o’83調査

費’89調査

数字は方形区NO

10

0ro7 7　●

0　　　0.2　　　0.4　　0.6　　0.8　　1.O

PD

図-8　　P Dによる方形区の位置関係
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郡上郡美並村粥川地内の天然林、人工林において、10×5mの方形区を10箇所設定して11年間に3

回の植生調査を行い、主に林床植生(低木層十草本層)の変化を検討した。

l　調査で出現した植生は、全体で239種、高木層13種、亜高木層32種、低木層95種、草本膚231種で

ある。林床植生は、全体より1種少ない238種で、常緑樹31種、落葉樹1」3種、多年草91種、一・二年

草4託である。1方形区平均の林床植生は、合計42種で、常緑樹10種、落葉樹21種、多年草11種、一

二年草0.3種である。

2　林床によく生育する植生は、シキミ、シロモジ、ヒサカキ、コアジサイ、サカキ、アオキ、サル

トリイバラ、ヤブコウジ、アセビ、アラカシで頻度60%以上である。

3　頻度60%以上の林床植生には常緑樹が多く、頻度20%未満には落葉樹、多年草が多い。比較的よ

く林床に生育する植生では、常緑樹はどの林相の林床にも生育する種が多く、落葉樹ま天然林、幼齢

人工林の林床に生育する託が多い。

4　林床植生の経年的変化は、林床の光環境により大きく変化するが、種組成の変化が比較的少ない

のに対し、種毎の披度の変化が大きい。
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