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兵庫県北部に分布するコナラ二次林とブナ二次林の

種組成と垂直分布
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Species composition and altitudinal distribution of 
Quercus serrata secondary forests and Fagus crenata secondary forests 

in northern Hyogo Prefecture, Japan
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Abstract

Changes in species composition of secondary summer-green forests along altitudinal gradient (40-
500 m) were examined in northern Hyogo Prefecture, Japan. Thirty-five forest stands were investigated. 
The species composition of the stands was analyzed using the phytosociological tabulation method. The 
results showed that the stands were divided into two types (A and B). Major dominant trees of type A 
and type B were Quercus serrata and Fagus crenata, respectively. The first-axis score of the detrended 
correspondence analysis ordination for the stands was highly correlated with values of the warmth 
index (WI) and the coldness index (CI), suggesting that the differences in species composition between 
the two stand types were primarily caused by air temperature conditions. Type A stands tended to be 
replaced by type B stands at approximately 300 m in altitude. This altitude was similar to the altitude 
at which natural evergreen broad-leaved forests were replaced by natural summer-green forests. The 
values of WI and CI at an altitude of 300 m were estimated to be 95 ℃ . month and -10 ℃ . month, 
respectively.

Key words: altitudinal distribution, Fagus crenata, northern Hyogo Prefecture, Quercus serrata, 
secondary forest, species composition
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図１ 調査地点図．●はタイプ A，〇はタイプ B，1-35 は表 1 
の調査地点番号，100-800 は標高（m）．

はじめに

本州の日本海側地域にはブナ科の夏緑広葉樹であるコ

ナラ，ミズナラ，ブナの優占する二次林が広く分布し

ている（大野，1990；星野，1996；紙谷，1986）．コ

ナラ二次林とミズナラ二次林を対象とした植生調査は

日本海側地域を含む国内の多くの地域で実施されてお

り，全国レベルでの分布や種組成，群落体系などが報告

されている（大野，1990；星野，1998；鈴木，2001，

2002；辻，2001）．しかし，ブナ二次林を対象とした

植物社会学的研究やブナ二次林とコナラ二次林・ミズナ

ラ二次林を詳しく比較した研究はほとんど実施されてい

ない．このため，ブナ二次林の種組成や垂直分布などの

特徴はよくわかっていないのが現状である．これらの特

徴を明らかにすることは日本海側地域における夏緑二次

林の群落分化の実態を把握したり，日本海側地域の正確

な植生図を作成したりする上で重要な課題であると考え

られる．

兵庫県北部（日本海側地域）に位置する三
み

川
かわ

山
やま

の北斜

面とその山麓部にはまとまった面積を有するコナラ二次

林・ブナ二次林が比較的多く分布している．しかし，こ

れらの二次林の間で種組成と垂直分布を詳細に比較した

研究はまだ実施されていない．そこで本研究では，当地

域のコナラ二次林・ブナ二次林を対象とした植生調査を

実施し，両二次林の種組成・垂直分布の相違を明らかに

することを目的とした．

調査地域の概要

調査は兵庫県美方郡香美町に位置する三川山の北斜面

とその山麓部で行った（図 1）．中国山地の東端に位置

する三川山は氷ノ山後山那岐山国定公園に指定されて

いる山岳の一つで，山頂の標高は 887.8 m である．調

査地域の地質は後期白亜紀の流紋岩，古第三紀の花崗

岩，新第三紀の安山岩・火砕岩などから構成されている

（産業技術総合研究所地質調査総合センターの「地質図

Navi」，付記を参照）．

調査地域は，多雪によって特徴づけられる裏日本気

候区（鈴木，1962）に属している．気象庁の「過去の

気象データ」（1971 年 ‒1990 年の平均値，付記を参

照）をもとに，調査地域の最寄りの気象観測所（豊岡，

標高 3.4 m）の気候条件を調べたところ，年平均気温

は 13.9 ℃，暖かさの指数（WI）は 110.7 ℃・月，寒

さの指数（CI）は -4.4 ℃・月，最寒月の月平均気温は

2.8 ℃，年降水量は 1972.9 mm，冬期降水量（12‒2 月）

は 599.7 mm，最深積雪は 65.9 cm であった．

調査地域に分布する森林群落の多くは二次林と人工林

であるが（環境庁，1982），三川山には極相状態または

それに近い状態の照葉樹林（ウラジロガシ自然林）と夏

緑樹林（ブナ自然林）がまとまった面積で残存している

（中西・西本，1981）． 

方　　法

植生調査

1991 年 6 月から 10 月にかけて植物社会学的方法

（Braun-Blanquet, 1964）に基づく植生調査を行った．

調査地点は 35 地点で，その標高は 40‒500 m である．

調査地点の地形はいずれも斜面で，傾斜角度は 10‒45

度（平均値±標準偏差は 33.1 ± 8.7）である．

調査対象とした林分（以下，調査林分）は樹木の伐採

や下刈り，落ち葉かきなどの利用・管理が放棄されてい

る「樹高 12 m 以上，胸高直径 50 cm 以下のコナラ・

ブナが林冠を構成する夏緑二次林」である．調査林分の

林齢は不明であるが，1948 年に米軍が撮影した航空写

真を確認したところ，いずれの調査林分も 1948 年時点

ですでに林冠が閉鎖していることがわかった．このこと

から，調査実施年（1991 年）における調査林分の林齢

は少なくとも 43 年以上であるといえる．

植生調査では，まず林分の階層を区分した．階層は高
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木層（林冠），第 1 低木層，第 2 低木層，草本層の 4 層，

または亜高木層を含む 5 層とした．階層の区分は目視

によって行い，葉群の分布を区分の目安とした．次に，

階層ごとに全維管束植物の出現種のリストを作成し，各

出現種の被度を記録した．被度は Braun-Blanquet 

(1964) の被度階級値（＋，1，2，3，4，5）とした．

調査面積は種組成と地形の均一性に応じて 100‒400 

m2とした．

なお，調査地域にはニホンジカが生息しているが，

1991 年時点ではニホンジカの姿や糞塊，ニホンジカの

被食痕をもつ植物はまったくみられなかった．このため，

本研究ではニホンジカの生息状況や採食状況などに関す

る調査は行わなかった．

データ解析

得られた植生調査データをもとに組成表を作成し，表

操作法（Mueller-Dombois and Ellenberg, 1974）に

よる群落区分を行った．群落単位の識別種を抽出する際

の判定基準については群落適合度（佐々木，1973; 宮

脇ほか，1994）の適合度級 V（または 5）を採用した．

群落適合度は群落単位に対する植物種の偏在性の程度

を評価するための指標であり，上述した V の判定基準

に該当する種は独占種（exclusive species; ある群落

単位にほとんど完全に限定されている種）と呼ばれてい

る（佐々木，1973）．ただし，いずれの群落単位におい

ても出現頻度が 20 % 以下の種は抽出の対象から除外し

た．

種組成による調査林分の序列化を行うために DCA

（Hill and Gauch, 1980）を実施した．この解析では

全調査林分での出現頻度が 5 % 以上の種を対象とし，

量的データとして各出現種の被度階級値を使用した．被

度階級値の＋は 0.5 として取り扱った．複数の階層に出

現した種については被度階級値の最大値を使用した．

調査地点の気温条件として WI と CI を算出した．こ

れらの算出には調査地域の最寄りの気象観測所（豊岡，

標高 3.4 m）で収集された気象観測データ（気象庁の「過

去の気象データ」，付記を参照）を使用した．具体的には，

調査実施年の前年から 19 年前までの期間（1971‒1990

年）に収集された気象観測データの平均値と調査地点の

標高データをもとに気温減率 0.6 ℃ /100 m を用いて

各調査地点の WI と CI を推定した．次に，種組成に対

する気温条件の影響を明らかにするために，DCA によ

って得られたサンプルスコアと WI，CI の関係について

Spearman の順位相関分析を行った．

種の和名および学名は米倉浩司・梶田　忠の「BG 

Plants 和名－学名インデックス　YList」（付記を参

照）に従った．DCA には PC-ORD 5（MjM Software 

Design，Gleneden Beach）を使用した． 

結　　果

表操作の結果，調査林分は二つの群落単位，すなわ

ちタイプ A とタイプ B に区分された（表 1）．群落単位

の識別種はタイプ A がコナラ，ウリカエデ，キンキマ

メザクラ，シュンラン，カスミザクラなどで，タイプ B

がオオバクロモジ，ハウチワカエデ，エゾユズリハ，キ

ジノオシダなどであった．高木層の主な優占種はタイ

プ A がコナラで，タイプ B がブナであった（表 1）．こ

のように，コナラ二次林とブナ二次林はそれぞれタイプ

A とタイプ B にまとめられた．

DCA に よ っ て 得 ら れ た 1 軸 お よ び 2 軸 の

eigenvalue はそれぞれ 0.311，0.178 であった．これ

らの軸のサンプルスコアから構成される座標平面上に全

調査林分を配置したところ，タイプ A とタイプ B は 1

軸上で離れて分布する傾向が認められた（図 2）．

DCA の 1 軸スコアと標高の関係を図 3 に示す．タ

イプ A とタイプ B の標高の範囲は部分的に重複してい

たが，タイプ B はタイプ A よりも高標高域に分布する

傾向が認められた．タイプ A の分布上限の標高は 440 

m で，タイプ B の分布下限の標高は 280 m であった

（表 1）．これらの標高の気温を計算により推定したとこ

ろ，標高 440 m の WI と CI はそれぞれ 88.4 ℃・月，

-13.5 ℃・月で，標高 280 m の WI と CI はそれぞれ

96.1 ℃・月，-9.7 ℃・月であった．

DCA のサンプルスコアと WI，CI の関係について順

位相関分析を行った．その結果，1 軸スコアと WI，CI

の間には順位相関係数でそれぞれ 0.860（P ＜ 0.001），

0.862（P ＜ 0.001）という強い正の有意な相関が認め

られた．2 軸スコアと WI，CI の間にも正の有意な相関

が認められたが，順位相関係数はそれぞれ 0.353（P ＜

0.05），0.351（P ＜ 0.05）と 1 軸スコアの順位相関係

数よりも低かった．

考　　察

タイプ A とタイプ B の群集同定

表操作と DCA による解析の結果，調査地域に分布す

るコナラ二次林とブナ二次林の種組成は明確に異なって

おり，それぞれが別の群落単位にまとめられることがわ

かった（表 1，図 2）．植物社会学における植物群落の

基本単位は群集と呼ばれており，これまでに多くの群集

が報告されている（宮脇ほか，1994）．ここでは，表 1

の結果をもとに，タイプ A とタイプ B が既報の群集の

どれに該当するのかについて検討を行った．

既往研究では兵庫県北部に分布するコナラ二次林は複

数の群集に同定されている．例えば，鈴木（1984）は

アベマキ－コナラ群集に同定し，青木・服部（1998）
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･

･
･

･

キ
ジ

ノ
オ

シ
ダ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ミ
ズ

メ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ス
ミ

レ
サ

イ
シ

ン
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ハ
ク

ウ
ン

ボ
ク

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ト
チ

ノ
キ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

キ
ク

バ
ド

コ
ロ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

オ
オ

カ
メ

ノ
キ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

チ
シ

マ
ザ

サ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ト
リ

ア
シ

シ
ョ

ウ
マ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ツ
タ

ウ
ル

シ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

イ
ヌ

ブ
ナ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ウ
ス

ノ
キ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ヤ
マ

ソ
テ

ツ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

タ
イ

プ
A

タ
イ

プ
B

表
１

 
タ

イ
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タ
イ

プ
B

の
種

組
成

．
+-
5
は

被
度

階
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調
査

地
点

番
号

そ
の

他
の

種

シ
シ

ガ
シ

ラ
･

リ
ョ

ウ
ブ

･
･

･

ヤ
マ

ウ
ル

シ
･

･
･

ウ
ラ

ジ
ロ

ガ
シ

･
･

･
･

･

コ
ハ

ウ
チ

ワ
カ

エ
デ

･
･

･
･

･

ユ
キ

グ
ニ

ミ
ツ

バ
ツ

ツ
ジ

･
･

･
･

･

ヒ
サ

カ
キ

･
･

･
･

･

マ
ル

バ
マ

ン
サ

ク
･

･
･

･
･

･

ソ
ヨ

ゴ
･

･
･

･
･

･

チ
ゴ

ユ
リ

･
･

･
･

･
･

ア
セ

ビ
･

･
･

･
･

･
･

ヒ
メ

ア
オ

キ
･

･
･

･
･

･
･

ア
ク

シ
バ

･
･

･
･

･
･

･

ミ
ヤ

マ
ガ

マ
ズ

ミ
･

･
･

･
･

･
･

ツ
ル

ア
リ

ド
オ

シ
･

･
･

･
･

･
･

･

ヤ
ブ

コ
ウ

ジ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

サ
ル

ト
リ

イ
バ

ラ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ク
ロ

モ
ジ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ス
ダ

ジ
イ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ト
キ

ワ
イ

カ
リ

ソ
ウ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ア
カ

シ
デ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

タ
ム

シ
バ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ナ
ナ

カ
マ

ド
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

チ
マ

キ
ザ

サ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ネ
ジ

キ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ヤ
ブ

ツ
バ

キ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

タ
カ

ノ
ツ

メ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

イ
ワ

ガ
ラ

ミ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ツ
ク

バ
ネ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

コ
シ

ア
ブ

ラ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ブ
ナ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ツ
ル

シ
キ

ミ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

マ
ル

バ
ア

オ
ダ

モ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ダ
ン

コ
ウ

バ
イ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ミ
ズ

ナ
ラ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ホ
ツ

ツ
ジ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ミ
ツ

バ
ア

ケ
ビ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ウ
ワ

ミ
ズ

ザ
ク

ラ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ヤ
ブ

ム
ラ

サ
キ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

オ
オ

イ
ワ

カ
ガ

ミ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ア
ツ

ミ
カ

ン
ア

オ
イ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

タ
ン

ナ
サ

ワ
フ

タ
ギ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ヤ
マ

ボ
ウ

シ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

イ
ヌ

シ
デ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

エ
ゴ

ノ
キ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ハ
イ

イ
ヌ

ツ
ゲ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ミ
ヤ

マ
ナ

ル
コ

ユ
リ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

サ
カ

キ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ア
オ

ハ
ダ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ゼ
ン

マ
イ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

タ
イ

プ
A

タ
イ

プ
B

表
１

 
つ

づ
き
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調
査

地
点

番
号

ツ
リ

ガ
ネ

ツ
ツ

ジ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

オ
ク

ノ
カ

ン
ス

ゲ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ハ
イ

イ
ヌ

ガ
ヤ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

タ
チ

シ
オ

デ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

タ
チ

ツ
ボ

ス
ミ

レ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ナ
ガ

バ
ジ

ャ
ノ

ヒ
ゲ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ア
ズ

キ
ナ

シ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ウ
ラ

ジ
ロ

ノ
キ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ノ
サ

サ
ゲ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ヘ
ク

ソ
カ

ズ
ラ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ウ
リ

ハ
ダ

カ
エ

デ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

イ
タ

ヤ
カ

エ
デ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ア
オ

ダ
モ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ム
ラ

サ
キ

マ
ユ

ミ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ホ
ソ

バ
ト

ウ
ゲ

シ
バ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

シ
ロ

ダ
モ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ム
ラ

サ
キ

シ
キ

ブ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

キ
ク

バ
ヤ

マ
ボ

ク
チ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

フ
ジ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

ネ
ム

ノ
キ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

マ
ツ

ブ
サ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ホ
ナ

ガ
ク

マ
ヤ

ナ
ギ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

ホ
オ

ノ
キ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

チ
ャ

ボ
ガ

ヤ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

チ
ヂ

ミ
ザ

サ
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

テ
イ

カ
カ

ズ
ラ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

コ
マ

ユ
ミ

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･
･

･

オ
オ

バ
ス

ノ
キ

･
･

･
･

･
･

･
･
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はコナラ－オクチョウジザクラ群集に同定している．し

かし，コナラ二次林であるタイプ A には，アベマキ－

コナラ群集の標徴種（鈴木，2001）とされているアベ

マキ，ノグルミ，アラゲミツバツツジ（コバノミツバツ

ツジの種内分類群），ザイフリボク，ニシノホンモンジ

スゲ，ナラガシワや，オクチョウジザクラ－コナラ群集

（コナラ－オクチョウジザクラ群集と同義）の標徴種・

区分種（鈴木，2002）とされているオクチョウジザク

ラ，ハナヒリノキ，ウラジロヨウラク，ウゴツクバネウ

ツギ，ユキツバキ，エゾツリバナはほとんど，あるいは

まったく出現していない．また，鈴木（2002）の研究

では，オクチョウジザクラ－コナラ群集は若狭湾から秋

田県までの日本海側地域および下北半島に分布するとさ

れており，兵庫県北部での分布は確認されていない．こ

れらのことから，タイプ A をこれらの群集に同定する

ことは困難であると考えられる．

一方，辻（2001）は兵庫県北部に分布するコナラ二

次林をコナラ－ユキグニミツバツツジ群集に同定してい

る．辻（2001）によると，コナラ－ユキグニミツバツ

ツジ群集の標徴種・識別種はキンキマメザクラ，ユキグ

ニミツバツツジ，トキワイカリソウであるという．タイ

プ A にはこれらの種が高い頻度（77.3 % 以上）で出現

しているほか，コナラ－ユキグニミツバツツジ群集を特

徴づける種（辻，2001）とされているヒメアオキ，ハ

イイヌツゲ，アクシバ，チマキザサもよく出現している．

これらのことから，タイプ A はコナラ－ユキグニミツ

バツツジ群集にまとめられると考えられる．

調査地域ではミズナラ二次林はほとんどみられない

が，その周辺地域にはミズナラ二次林が広く分布してい

る（鈴木，1984, 2002；星野，1998）．このようなミ

ズナラ二次林は鈴木（1984），星野（1998）によって

それぞれクリ－ミズナラ群集，ミズナラ－ムラサキマユ

ミ群集に同定されている．一方，日本のミズナラ自然

林・ミズナラ二次林の群落体系を再検討した鈴木（2002）

はキンキマメザクラ－ミズナラ群集を新たに記載し，兵

庫県北部のミズナラ二次林をすべてキンキマメザクラ－

ミズナラ群集にまとめている．タイプ B はブナの優占

林であるが，その高木層にはミズナラが混生しているの

で，タイプ B はキンキマメザクラ－ミズナラ群集とし

て位置づけられる可能性がある．そこで，この点につい

て検討するためにタイプ B とキンキマメザクラ－ミズ

ナラ群集の種組成を比較したところ，タイプ B ではキ

ンキマメザクラ－ミズナラ群集の標徴種（鈴木，2002）

とされているキンキマメザクラ，キクバヤマボクチ，キ

クバドコロ，ムラサキマユミ，スギの出現頻度が 23.1 

% 以下と低いことがわかった．この点とタイプ B の優

占種がブナであることを考え合わせると，タイプ B を

キンキマメザクラ－ミズナラ群集として位置づけること

は難しいと考えられる．

中西・西本（1981）は三川山に分布するブナ自然林

をブナ－オオバクロモジ群集に同定している．この群集

は Sasaki (1970) が初めて記載したものであるが，中

村（1984）はブナ－オオバクロモジ群集をヒメアオキ

－ブナ群集の異名であるとし，三川山のブナ自然林をヒ

メアオキ－ブナ群集に同定している．中村（1990）に

よると，ヒメアオキ－ブナ群集の標徴種はヒメアオキ，

ハイイヌガヤ，タチシオデ，アケボノシュスランである

という．タイプ B にはヒメアオキ，ハイイヌガヤ，タ

図 2 DCA による調査林分の序列結果．●はタイプ A，○はタ

イプ B．

図 3 DCA の 1 軸スコアと標高の関係．●はタイプ A，○はタ

イプ B．
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チシオデが比較的高い頻度（30.8‒69.2 %）で出現して

いるほか，ヒメアオキ－ブナ群集の主要構成種（中村，

1990）とされているハウチワカエデ，ナナカマド，コ

シアブラ，ヒメモチ，エゾユズリハ，オオカメノキ，オ

オバクロモジ，ウワミズザクラ，チシマザサ，イワガラ

ミなどもよく出現している．これらのことは，タイプ B

とヒメアオキ－ブナ群集が同類の群落単位であることを

示している．ただし，日本のブナ自然林の群落体系を再

検討した福嶋ほか（1995）はヒメアオキ－ブナ群集を

ブナ－クロモジ群集の異名であるとし，兵庫県北部のブ

ナ自然林をすべてブナ－クロモジ群集に同定している．

このことから，タイプ B は福嶋ほか（1995）が記載し

たブナ－クロモジ群集にまとめられると考えられる．

タイプ A とタイプ B の垂直分布

タイプ B はタイプ A よりも高標高域に分布する傾

向が認められた（図 3）．また，DCA の 1 軸スコアと

WI，CI の間にはそれぞれ強い正の有意な相関が認めら

れた．これらのことから，コナラ二次林とブナ二次林の

種組成の相違は気温条件の違いを大きく反映していると

考えられる．

図 3 をみると，タイプ A とタイプ B の分布の境界

をなす標高は 300 m 前後であることがわかる．中村

（1984）も「三川山周辺ではブナの再生能力がきわめて

強く，日本海に直接面した積雪の多い北斜面のとくに海

抜 300 m 付近からブナの一斉再生林をみることができ

る」と記述している．そこで，前述の気象観測データを

もとに標高 300 m 地点の WI と CI を推定したところ，

これらの値はそれぞれ約 95 ℃・月，約 -10 ℃・月であ

った．このことは，調査地域ではコナラ二次林・ブナ二

次林の分布境界の気温値が WI 95 ℃・月前後，CI -10 

℃・月前後であることを示唆している．

前述したように三川山にはウラジロガシ自然林とブナ

自然林が残存している．ブナ自然林はウラジロガシ自然

林よりも高標高域に分布しているが，中西・西本（1981）

はこれらの自然林の垂直分布を詳細に比較し，両者の分

布境界の標高が 330 m であることを報告している．こ

の研究結果と本研究の結果を考え合わせると，調査地

域ではウラジロガシ自然林・ブナ自然林の分布境界の気

温値とコナラ二次林・ブナ二次林の分布境界の気温値

はおおむね一致する傾向にあると考えられる．Hattori 

& Nakanishi（1985）は自然性の高い照葉樹林（カシ

型林）とブナ自然林の垂直分布に関する調査データを日

本各地から収集し，本州の日本海側地域では両者の分布

境界に相当する WI，CI がそれぞれ 97.0‒98.6 ℃・月，

-10.5‒-10.4 ℃・月であると報告している．この研究結

果も上述の考えを裏づけていると思われる．ただし，タ

イプ A は標高 440 m 地点にも分布していたので（表

1，図 3），タイプ A の垂直分布には気温条件以外の要

因も関係しているといえる．例えば，タイプ A の優占

種であるコナラは萌芽再生能力が比較的高いが（佐竹ほ

か，1989；中川，2001；横井，2009），タイプ B の

優占種であるブナはその能力が比較的低いので（安田，

1985；中静，2009），標高 300 m 以上の場所であっ

ても伐採圧が非常に強い場合はコナラが優占する可能性

がある．また，タイプ A のコナラ以外の構成種の垂直

分布も伐採や下刈りといった人為攪乱の程度によって変

化する可能性がある．タイプ A の垂直分布にはこのよ

うな人為攪乱が何らかの影響を与えていると推察される

が，この点の検証は今後の研究課題としたい．

ブナ自然林の垂直分布は寡雪地域と多雪地域の間で

異なることがよく知られている．具体的には，ブナ自

然林は寡雪地域では WI 85 ℃・月以下の山地帯（冷温

帯）に分布するが，多雪地域では WI 85 ℃・月以上の

低地帯（暖温帯）にも分布する（相沢，1976；中西・

西 本，1983；Kure and Yoda, 1984；Hattori and 

Nakanishi，1985）．調査地域のブナ自然林は後者の例

の一つであり，その分布は山地帯から低地帯までの広

範囲にわたることが明らかにされている（中西・西本，

1981）．上述したように調査地域のコナラ二次林・ブナ

二次林の分布境界の標高はウラジロガシ自然林・ブナ自

然林の分布境界の標高と類似していた．これらのことを

考え合わせると，調査地域のブナ二次林の垂直分布はブ

ナ自然林の垂直分布と同様に積雪の影響を強く受けてい

ると考えられる．
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要　　旨

兵庫県北部に位置する三川山の北斜面とその山麓部に

はまとまった面積を有するコナラ二次林・ブナ二次林が

数多く分布している．本研究では，当地域の 35 地点（標

高 40‒500 m）においてコナラ二次林・ブナ二次林の

植生調査を実施し，両二次林の種組成・垂直分布の相違

を明らかにすることを目的とした．種組成の違いにより

調査林分は二つの群落単位（タイプ A，タイプ B）に

区分された．高木層の主な優占種はタイプ A がコナラ

で，タイプ B がブナであった．これらのことから，調

査地域に分布するコナラ二次林とブナ二次林の種組成は

明確に異なることがわかった．DCA の 1 軸スコアと暖
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かさの指数（WI），寒さの指数（CI）の間にはそれぞれ

強い正の有意な相関が認められた．このことから，コナ

ラ二次林とブナ二次林の種組成の相違は気温条件の違い

を大きく反映していると考えられた．コナラ二次林とブ

ナ二次林の分布の境界をなす標高は 300 m 前後である

ことが示唆された．この標高は調査地域におけるウラジ

ロガシ自然林・ブナ自然林の分布境界の標高と類似して

いた．標高300 m地点のWIとCIはそれぞれ約95 ℃・

月，約 -10 ℃・月であると推定された．
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