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         Pfianzensoziologische Studie des Berges DaiseR in der Prafektur

                              Tottori (W-Honshu) Japan
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                                                  'Sma 6H･JJS<llli;ijl8----･eq[IHptee

                  " vonAkiraMiyawaki,KeiichiOhnoundShigetoshiOkuda

                                                    wa･n"x
                                                    tnI- ?;l!･eejM -ts･ee1< YilStrfii

                                                    dthlzrti< 3fi-ll:hig'llltil'{F･Xtt-A< Xlf**

                                                    Mitwirkung von

                                                    H. Harada, Kazue Fujiwara, K. Suzuki

                                                    Y. Sasaki, Kayoko Inoue u. H.Shimizu

   Im Juli und Oktober 1971 haben wir im Auftrag der Piafektur Tottorl eine vegetationskundliche

 Gemeinschaftsarbeit Uber den Berg Daisen, der an der Japanischen Meeresseite im W-Honshu liegt,

 durchgefUhrt.

   Folgende Vegetationseinheiten ergaben sich aus zahlreichen Vegetationsaufnahmen im Geltinde sowie

 aus der Ubersichtstabelle, die wir auch aus dem Untersuchungs- und den benachbarten Gebieten uncl

 den bis heute publizierten entsprechenden Gese}lschaftstabellen zusammengestellt haben:

     I. Fagetea crenatae Miyawaki, Ohba et Murase 1964

       1. Saso-Fageta1ia crenatae Suz.-Tok. 1967

        A. Saso-Fagion crenatae Miyawaki et al. 1964

          l) Lindero umbeliatae-Fagetum crenatae Sasaki 1964
        B. Pinion pentaphy11ae Suz.-Tok. 1966

          1) Pintts f)ai"vijlora-Gesellschaft

      2･ Querceta1iaserrato-mongolicae Miyawaki et al. 1971

        A. Noch nicht bestimmte Verbande

          1) Lindeiu umbellata-Querctts motigolica var. gi'osseserJnta-Gesellschaft

          2) P>'ttntes inci-sa var. kinkiensis-Oueii;tts ser)uta-GeseHschaft

        B. Pinion densif1orae Suz.-Tok. 1966

          1) Rhododedro-Pinetum azumanum Suz.-Tol<. 1966

        c. C1erodendro-Ma11otionjaponicae Ohba 197I
          1) Rt{bt{s crataeg'ij2)litcs-A7ulia elata-Geseilschaft

      3. Fraxino-U1meta1ia Suz.Tok. 1966

        A. Pterocarion rhoifo1iae Miyawaki 1964
          1) Po}ysticho-Pterocaryetum Suz.-Tok. 1956
          2) Styiux obassia-Conius conti"o'versa-Gesellschaft

          3) Meliosnza tent{is-Zelkova sertuta-Gesellschaft

      4- Noch nicht bestimmte Ordnungen

        A. Weige1ion hortensis Horikawa et Sasaki 1959
          1) Sali:t 'vuipina-Alnuspendula.-Geselischaft

 *

**

IiGl[]491･g3 E31HzaoseaN' Contributions from the Department of Vegetation Science, Institute of Environ-

                   mental Science and Technology, Yokohana National University No.5
,egllSCJic*l-ktllv(l}E:twLE.ts,. (Biologisches Institut, Universittit Tottori)
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         2) Sa,lt.x sachali.nensi.s-Alntts pe?td2tla-Gesellschaft

         3) Rhododendi'on lagopus-Mrex si{ge?Aokii var. Ioizgipedtt,nculata-Gesellschaft

       B･ Noch nicht bestimmte Verbande

         1) Taxetum nanae ass. nov.

    li. Miscaiithetea sinensis Miyawaki et Ohba 1970

     1. Miscanthetalia sinensis Miyawaki et Ohba lg7o

       A. Miscanthetion Suz.-Tok, et Abe 1959

         1) Saussureo-Miscanthetum sinensis Suganuma 1970
         2) [l'7ialictrtttn aquilagilfolii{nt-Calanzagrostis lo7tgtseta-Gesellschaft

       B. Zoysionjaponicae Suz.-Tok. et Abe ex. Suganuma 1970

         1) Zaysia .iaponi.(ra-Gesellschaft

     2. Noch nicht bestimrnte Ordnung

       A. Artemisio-Po1ygonion sacha}inensis Miyawaki Ohba et Okuda 1968 &

          Laporteo-Artemisien montanae Suganurna 1970
         1) Veronicasti"ttnt sibi?'ictvn-t"7'tein'isia 7nonoph),lla-Gesellschaft

    M. Noch nicht bestimmte Kiassen

     1. P1antaginetalia asiaticae Miyawaki 1964

       1) Plantctgo asiatica-Gesellschaft

    N. Noch nicht bestimmte Klassen, Ordnungen und Verbtinde

       1) llx)ilobiunt fatti'iei-Anophalis ?na7garitacea var. angtt.stij?)lia-Gesellschaft

       2) Plis,llodoce nijy)onica-A7Ttei-ica nana-Gesellschaft

       3) Gat{lthe?'tla adenoth7'i:-Spiraea j'aponi.ca-Gesellschaft

  Die Karten der realen Vegetation des gesamten Gebirges sind im MaBstab 1:2s OOO nach pflanzen-

soziologischen Gesellschaftselnlielten gezeichnet worden. Die Kartierung "Turde nach Geltindeaufnah-

men auf Luftbildern gemacht (Karte im Anhang),

  Der Berg Daisen besteht aus andesit-artigem bruchigen Grunclgestein, An verschiedenen Stellen cles

Berges sind eingesttirzte Vertiefungen und Halden entstanclen. Die Vegetation zeigteine entsprechende

Verteilung, wie aus der Vegetationskarte hervorgeht,

  Der Berg Daisen ist ein isolierter Berg nahe der Japanischen Meeresktiste. Dadurch steht er unter

starkem Einf}uB des Wintermonsuns.

  Der Berg Daisen geh6rt klimatisch zum Japanischen Meeresbezirk. Seine Flora besitzt mehrere

Arten der Japanischen Meeresselte. Aber sie enthalt auch einige Arten der Pazifischen Meeresseite,

weil der Berg am westlichen Rand des Bezirkes der Japanischen Meeresseite liegt.

  Zu der Artenzusammensetzung der Gesellschaften spiegelt sich dieser feine Unterschied der floristi-

sehen Verteilung wieder.

  Auf dem oberen Teil des Berges (Uber 900 m) hat sich bis heute noch die natUrliche Vegetation

erhalten. Ihre Standorte bilden geologisch sowie topographisch wegen der Einsturz-Bereitschaft des

Gesteins eine "schwache Landschaft" im Sinne von Ttixen, Man findet an mehreren Stellen des

Berges viele verschiedene ZusammenbrUche.

  Wenn auf den h6heren Teilen des Berges Daisen (ifber 9eOm) sowie Uber 700m auf dem Berg

Higashi-Daisen eine sachgemtiBe Nutzung betrieben wttrde, mUBte das nicht zur Vernichtung der

Vegetation fuhrten. Dagegen k6nnten Erosions-Katastrophen durch Teifun oder durch Erdbewegun-

gen sehr gefahlich werden. Darum ist es notwendig, die Verteilung der Vegetation als Anzeiger

der gesamten Standortsbedingungen pflanzensozioiogisch gut zu lesen, sie richtig zu verstehen und die

Iabile vielseitige naturliche Landschaft auf dem Oberteil des Berges Daisen zu erhalten und zu schUtzen.
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WQ　aber　die　Vegetat1Qn　schQn　durch　R．utschungen，　StraBenbauten　und　andere　Anlagen　vern量chtet

worden　ist，　sollte搬an　bem廿ht　sein，　eine　standortgem巨Be　Vegetation　neu　zu　sc1｝affen．

はじめに

　中国山地で最高峰である大山を中心とする地域は中

綴地方の主軸をなしている中国幽脈の北側に位置して

いる。この地域は古くからの信仰に支えられ，また昭

和1！年に大山隠岐国立公嗣として制定されるなど早く

から保護管理されており，現在もきわめてすぐれた自

然漿観が残されている。』

　大山の中腹に広がるブナの原生林，山頂部の特異な

外観を示すキャラボク群落など，山地帯から亜高山帯

にかけての垂直的な植物群落の推移や，山腹を大きく

刻む崩壊地に発達している植物群落の遷移系列が見ら

れるなどきわめて学術的にも価値が高い。また植物

網，．動物絹も変化に富み，固有種，大陸系，北方系，

薩方系などの種が生息しており，自然度の高い豊かな

生物相を示している（Photo．1）。

　このような現状をふまえて将来にわたって大山の自

然景観を十分に保護し，その枠内での慎重な利用を考

え，さらに積極的な管理と，破壊されている植生の復

允をめざすために植生の側からの診断を口的とした調

査が鳥取大学の協力を得て1971年7月30日～8月2Ei

および10月29日～30日の2測にわたって大山山系山域

の植生調査が行なわれた。この調査は主峰大山をはじ

めとして，これをとりまく大休峠，矢筈ケ山，甲ケ山，

勝田ケ山，船上山や山麓部の桝水原，文珠堂，鏡ケ

成，地獄谷など海抜600mより1，700mにわたる山域

のほぼ全域にわたって可能なかぎり全ての植生型を対

象に行なわれた。

　本幹はこれらの植生学的な調査結果を基礎に大山の

植生輔導の保全と，道路建設などによる破壊からの保

護や復元の閏題について撫物祉会学的および生態学的

な立場からの基礎資料を提供しようとするものであ

る。

　現地植生調査に扮して津山科学教育博物館の生！1句義

博氏をはじめ，鳥取県関係の各位，ならびに鳥取大

学，横浜国立大学の学生諸君の協力を得た。締して厚

く謝意を述べたい。

1　大山の自然環境とフロラ

1・地形・地質

　中国地方の主軸は古生層，中生層とそれを貫入した

花陶岩類とからなる中国山脈である。この背稜山地に

は，鳥取県の西から道後山（1，2691n），那岐LLI（！，240

m），氷ノ山（！，510m）などが県境に位置しているの

がみられる。大山はこの中圏山脈の北側に位置してい

る。

　大山は大山火山帯に属する海抜1，7！3mの死火山で

ある。火山体構造は巨大なトロイデ式火山で海抜900

mから山頂部にかけて急しゅんな山腹斜面を形成して

いる。しかし海抜900m以下の山麓部は急に傾斜がゆ

るやかになり日本海の海岸に向かって広大なすそ野が

発達している。

　主峯大山を形成する岩質は角閃安山岩類などの酸性

度，粘性の強い溶岩からなっている。一般に母岩はも

ろく，とくに大山匡順部より山腹にかけて各所に崩壊

地および崖錐が生じている。北叙面の元谷，南斜面の

一ノ沢，ニノ沢，三ノ沢などにはとくに大きな崩壊斜

面が見られ，現在も絶えまなく土砂崩壊がっついてい

る。主峯の北部には三六1峰の寄生火山をはじめ南東部

に鳥ケ山，擬宝珠山，蒜山などの寄生火山や，外輪山

の矢筈ケ山，甲ケ山，勝田ケ山などが主峯の東北に位

羅している。また大山山麓には阿弥陀川，楢川，加勢

野川などの中小河川が見られる。とくに加勢蛇組の上

流部は地獄谷と呼ばれる深い渓谷で，そこには大山滝

がかかり，美観を呈している。

2・気　候

　藤野で述べられたように，大山は背稜山脈より北側

にあることから，夏冬2季に降水量のやまをもつ典型

的な裏El本降雨型に属している。これは背稜山脈を．眠

いに南の年間降雨量の少ない瀬戸内海岸気候と好対象

をなしている。福井（1966）によれば，ゆ国地方では

裏iヨ本型の気候が中匡1山脈を越えて南側にまで進出す

る状況が明らかにされている。このことからも大山山

系が典型的な裏Ei本型気候の支配下にあることが確認

される。

　さらに大山は雪似島も多く最深2～3m，根雪期闘

100日以上におよぶところもあり，北陸につぐ深雷地

帯の西部をなしている。また大出が海岸線に近い独立

峯であるため気候条件もぎびしく，とくに冬季の北西

季節風が強く影響していると考えられる。

　3．　植物相（フロラ）

　中国山地の日本海側におけるフロラについては今ま

でに堀川（！935），佐々木（1958），堀川・佐々木

　（1959），堀川・鈴木・安藤・佐々木（1966），中西・

矢野（！967），生駒（1967）によって植物群落との関

連において報告されている。

　大山のフロラは，生態学的または分類学的見地から

みて特異な植物が多くみられる。大山の標高は，1，713

mであるが，海抜1，700鵬付近より上部は碓日本では

璽直分布的に山地帯から亜高山帯にうつる地点である
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といわれており，また冬季の多雪などの裏日本型気候

の影響が強いことなどから，いわゆる亜高山，高山系

要素や裏El本要素の鑓物が多く分布している。

　高山～亜高i⊥喘；（亜寒帯）に分布の中心をおく残存

種としてアカモノ，マイズルソウ，ヒメアカバナ，ツ

ガザクラ，コメバツガザクラ，ミヤマクワガタ，タチ

コゴメグサなどが多くみられる。また臼本海要素の植

物で分布的に西之地域として細微づけられるものにエ

ゾユズヲハ，ヒメモチ，チャボガヤ，キャラボク，ダ

ィセンキスミレなどがあげられる。

　キャラボク群落は大山山頂部や東大山の山頂部およ

び尾根部に発達している。キャラボクは東北地方から

中瞬地方にかけての裏日本地帯に散在して分布し，こ

の地域が分布の瞬限付近にあたるものと考えられる。

エゾユズヲハ，チャボガヤ，ハイイヌガヤなどの常緑

低木はブナ林の林床で良好な生育をしめしている。ま

た海抜900m以高の岩角地や崩壊地にはミヤマクワガ

タ，タチコゴメグサ，ダイセンキスミレ，ダイセンオ

トギリ，ヒメアカバナなどがみられる。大山山頂部の

安定した階段状の斜面にはツガザクラ，コメバツガザ

クラがみられるが，これらの植物は主な分布域である

東北および中部山岳の亜高匡1帯や高山帯1・こ分布してい

るが，大山にも隔離分布白勺な生育がみとめられる。ヒメ

アカバナも周様に隔離分布した種としてあげられる。

　ブナ林には裏日本要素の植物とともに表日本要素の

植物も多く生育しており，群落的には日本海側のブナ

林の西縁部としての特異性を示している。

∬　植生単位

　前後2回の調査によって得られた寓生調査資料

（Vegetationsau壬nahme）は約220であった。これら

の資料を他の地域の調査資料と比較しながら組成表の

作成が進められ，国際的に定義された群集または群落

とが区分された。記録された群落は森林群落！1，草本

群落9であった。

　A　自然植生　NatUrliche　Vegetation

1・夏緑広葉樹林So飢mergr撫e　Laub面schw盗ld破

　1）クqモジーブナ群集（Tab．！）

　　（Symploco一）Linderoumbellatae
　　－FagetumcrenataeSasaki！964
　｝三i本のブナ林の植物社会学的体系はSasaki（1970）

によってまとめられている。そこでは中国山地におい

て海抜600～L500mの地域に生育しているブナ林を・

チマキザサ，クロモジ，コバノブユイチゴによって特

徴づけられるクロモジーブナ群集にまとめている。鳥

取大由はこの群集の分布域の主部にあたる。今膿の調

査においてこのクロモジーブナ群集の存在が再確認さ

9実

れた。同時に群集の種組成および亜群集以下のレベル

での位置づけに多少の相違がみとめられた。

　自然植生としてのクロモジーブナ群集は，大山山系

では海抜800～1，300mの人為的玉込の及ばない地域に

生育している。クロモジーブナ群集のまとまった玉垣

が見られるのは，大山山麓では大出寺上部の北斜面や

南斜面のニノ汎三ノ沢付近，鳥ケ山由麓などであ

る。また大総嫁より巣大山の外輪山には安定したブナ

林が発達している。

　大山山系で北方に位澄する船上山では，海抜50Gm

付近まで十分発達したブナ林が認められる。しかし一

般に大山山麓の海抜800mより下部は人為的な破壊が

及んでいるため自然生のブナ林を見ることはできない

が一般に大恥由系の中部から南部にかけてのいわゆる

ブナ帯の成立する海抜は600mから1，350mの間にある

と考えられる。一方大繭1は独立峯でありまた日本海測

からの気候的影響に支配されやすい。したがって気候

的極相状態でのブナ林の帯状発達を考えた場合，ブナ

の生育する下限が北に低く，南に高い帯状配　1」をとる

可能性がある。このようなことから大山山麓のブナの

下限の海抜高度に輪西と南西とでは200～300mの差が

生じたと考えたい。このような森林群落の下降現象は

独立峯的形態をなしている大山の山型に起因すると考

えられる。

　クロモジーブナ群集の種組成的な違いは群集標徴租i

と亜群集単位段階において多少みられた。佐々木は，

クロモジーブナ群集の標乙種をチシマザサ，クロモ

ジ，コバノブユイチゴとしたが，今副の組成表の作成過

程において以下の問題点が示された。すなわちチマキ

ザサは群集標徴種により上級の群団レベルの標徴種と

して考えられること。クロモジが表iヨ本要索の強い種

であることからチシマザサーブナ群団に属する群集の

標魚種としての位置づけが弱いことなどである。コバ

ノブユイチゴに関しては今濾の調査で見られなかった

ので評価されなかった。これらの問題点が検討された

結果，このクロモジーブナ群集はチシマザサーブナ群

団に属し，スズタケーブナ群団との境界域に存在する

種組成的に特徴づけの難しい群集と考えられた。佐々

木はEi本海側の西南本州，とくに北近畿をクロモジー

ブナ群集の主要分布域としている。今翻の調査では，

群集の標西砂および区分麺は表El本的要素の強いクロ

モジ，ナツツバキ，アオハダ，フウリンウメモドキ，

〈．コバノブユイチゴ）をもって特徴づけられた。

　佐々木はチシマザサの爾限をもってチシマザサ亜群

集とミヤマイボタ亜群集を区分した。また風衝的で土

壌の乾いた礫状地上に生育するオオイワヵガミ亜群集

の存在を認めた。今回の調査ではクロモジーブナ群集
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の典型亜群集は見られなかったが，種組成的に区分さ

れた亜群集としてダイセンミツバツツジ亜群集とミヤ

マカタバミ亜群集とが識別された。

　ダイセンミツバツツジ亜群集は佑々木のいうオオイ

ワカガミ亜群集に対応するもので，大山滝周辺の土壌

の浅く乾性な立地の尾根部，大山のやや乾性な斜面や

礫質の平担な山麓部に生育している。ダイセンミツバ

ツツジ亜群集は海抜650～1，130mの範囲に見られる

が，一般に海抜700～！，000m付近で良妊に発達してい

る。群集構造をみると，この亜群集に対応するミヤマ

カタバミ亜群集と同様に，低木層の植被率は50％前後

であるが，一般にブナの優占する高木第1麟や高木第

2層の発達がよい（Phoω．2）。

　ミヤマカタバミ亜群集は佐々木のミヤマイボタ亜群

集に対応するもので，海抜800～L280mの間に生育

し，とくに海抜1，000～2，000m付近で最もよく発達し

ている。一般にダイセンミツパツツジ亜群集と比較し

てより土壌の湿性な安定した立地に生育している。ま

た草本1轡の多くの植物の出現によっても特徴づけられ

る。大山山麓の大部分，大休峠付近でこの亜群集の良

好な発達状態が見られる。

↑

！

お
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，ゴ

選

§

　中部本州から北部にかけての裏日本海側のブナ林

は，ブナ帯の中部から上部にかけての土壌の浅い尾根

筋に成立するマルバマンサクーブナ群集（Hama－

melio．Fagetumcrenatae）とブナ帯の中部
から下部にかけての平担地およびそれに接する緩斜潤

などに成立するヒメアオキーブナ群集（Aucubo－

Fagetumcrenatae）とに区分されている（宮
脇｛也　1968）。

　大山山系のクロモジーブナ群集のダイセンミツバツ

ツジ亜群集とミヤマカタバミ亜群集は，その生育立地

によって明確に区分することができる。またそれぞれ

の群落構造および種組成などに若干の違いが認められ

る。また2っの亜群集内に，それぞれに対応する立地

の生態的区分が示される（Abb，2）。

　このようなことから，これらの亜群集はそれぞれ独

立した群集になりうることが考えられる。この場合，

嚢二地的な群集区分種のダイセンミツバツツジ，ヤブコ

ウジによって特徴づけられるダイセソミツバッッジー

ブナ群集とミヤマカタバミ，オオカニコウモリ，ユキ

ザサによって特徴づけられるミヤマカタバミーブナ群

集との区分が考えられる。そしてこれらの群集は地域

クロモジープナ群集
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的な群集としてのクロモジーブナ上群集にまとめられ

るものと考えられる。

　このような一つの群集区分の考え方は，一般的な群

集の定義の明確な位概づけとともに今後検討された

いQ

2・山地帯渓谷林　Sch叢ucht－W蕊達der

　2）ジュウモンジシダーサワグルミ群集（Tab．2）

　　Polysticho－Pterocaryetu頂Suz．・

　　Tok．1956

　痢地帯ブナクラス域の，とくに裏霞本側を主な生育

領域とするサワグルミ林は，大山山系では南東部の地

獄谷，大山滝付近および躍ヒ部厚1；i1上流の湿潤な河岸砂

礫地に生育する渓谷生落葉広葉樹林である。大山に限

らず一般にサワグルミは湿潤な土嵯蓬をもつ崩壊斜面下

部や，数年ないし数10年おきに起る氾濫や一時的な冠

水獄どの物理的破壊をうける，やや不安定な河床にト

チノキ，カツラ，オヒョウなどとともに生育域の限ら

れた群落として発達している。

　中国地方のi・チノキーサワグルミ群落についてはす

でに堀川・佐々木（1959），　掘川・鈴木・安藤・佐々

木（1966）によって報告されている。そこではサワグ

ルミが多くの場合二次的遷移系列上の不安定粗を代表

するものとして存：在し，土壌の安定化とともにブナ林

へ移行するものと，物理的破壊作用の持続する環境に

おいて，湿潤な狭い受光量域に適．したブナ林とは異質

な安定相を示すトチノキ，カツラ，ケヤキの優占した

群落へ移行するものとが区分されている。後噺は渓谷

継生の極相としてトチノキージュウモンジシダ群集

（Polysticheto－Aesculetum　turbi’na一

糾e）として認められた（堀川・佐当麻1959）。

　また東中圏地方の氷ノ山では準裏日本蒙門門区の低い

山地の渓谷に発達した林床に裏日本的構成種を多くも

つミヤマクマワラビーシオジ群集（Dryopterio．

F「axinetumsPaetianae）が報告されている
（中西他1970）。これらの群落は中国地方では，海抜

500～LOOOInの範囲にわたっている。

　今陵の調査では高木層にサワグルミ，オヒョウ，ヨ

グソミネバリを優占し，林床の草本層は平均植被率65

％前後，時に90％以上の植被率に達し，ジュウモンジ

シダ，サカゲイノデ，夢ヨウメンシダなどのシダ類の

ほかミヤマイラクサ，クサアジサイなどによって被わ

れている。この群落は種組成および群落構造的に，す

でに各地で記録されているジュウモンジシダーサワグ

ルミ群集と同様なものとして識別された。

　ジュウモンジシダーサワグルミ群集は本州表1ヨ本の

ミヤマクマワラビーシオジ群集と，イワボタンーシオ

ジ群集　（Chrysosplenieto－Fraxinetum
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spaetianae），中園地方のトチノキージュウモンジ

シダ群集，そして九州地方のヤマタイミンガサーオヒ

・ウ群集（Cacali・一Ulmetumlaciniatae）

とともにさらに上級のサワグルミ群団（Pte「oca「一

yonrhoif・11ae）にまとめられる。

　本地域のジュウモンジシダーサワグルミ群集は本来

の渓畔林的要索の強いチャルメルソウ亜群集とブナ林

への移行相を示すヤマトキホコジ亜群集に下位区分さ

れた。

　チャルメルソウ亜群集はウワノミミソウ，チャルメル

ソウ，オヒョウ，チドリノキなどの群団レベルの標徴

種およびフサザクラ，シシウドなどの区分種によって

特徴づけられる。

　ヤマトキホコリ亜群集はヤマトキホコリをのぞけ

ば，クロモジーブナ群集領域を主な生育地とするブ

ナ，クロモジ，ミヤマカタバミ，ハリギリ，タニギキ

ョウなどの区分種によって特徴づけられている。

　この亜群集は高木層にサワグルミが優議するほか，

ブナが少数混生しており，林床はやや乾駐的な傾向に

ある。このことはこの亜群集がクロモジーブナ群集ミ

ヤマカタバミ亜群集に接続する移行相にあたることを

示している。「

　またヤマi・キホコリ亜群集は海抜780～850mの範囲

に生育しており，チ．ヤルメルソウ亜群集より高海抜に

あるため∫必然的にブナクラス領域の要素が強く現わ

れてくるものと考え．られる。

　3）バクウンボクーミズキ群落（Tab・3）

　　5ら・ノ・礁。伽∬’α一Co17zμ∫‘ω漉ηηθノー5α一Gese11．

　　schaft

　大山滝周辺，海抜600～800mの範閥にはジュウモン

ジシダーサワグルミ群集と接した湿性な礫状斜面で土

壌の安定した立地にはミズキ，バクウンボク，ヨグソ

ミネ・句を区分種とするバクウンボクーミズキ群落が

みとめられた。高木層はミズキ，ヨグソミネバリが高

被度に優占する。草本層はサワグルミ群団の路面種で

あるサカゲイノデ，ジュウモンジシダやブナオーダー

およびブナクラスの標徴鍾であるオクノカンスゲ，ミ

ヤマカンスゲが高云云に生育している。

　平均出現種数は51種で他の森林群落や渓谷森林群落

に比較して多い。また1園出現種も多いことなどか

ら，この群落が一定の安定相をもった自然林とは考え

にくい。しかしチシマザサーブナ群団に対応する群落

区分種としてミズキ，バクウンボク，ヨグソミネバリ

をあげたが，これらの種はブナクラス域の森林群落が

人為的あるいは自然的要因によって破壊された跡地，

とくに湿性な斜面や渓谷沿いの急斜面上などでは，落

葉広葉樹の早期安定相を形成する主要構成種群として
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局地約に群落を形成する。このようにバクウンボク『

ミズキ群落は・遷移系劇的に見ればサワグルミ林からブ

ナ林へ移行途上の不安定な群落と考えられるが，種組

成的にはミズキ，バクウンボク，ヨグソミネバリなど

の区分種によって性格づけられ，また限られた生育立

地にある程度の持続的安短イ＝1臨もった植物群落として

発達するものと考えられる。

　：卜本層に生育するヤマブキショウマ，ミズヒキ，イ

ヌガンソク，ナガバモミジイチゴ，ヨシノアザミはサ

ワグルミ群団に対する二次的撹舌Lを示す生態的な指標

種群と考えられるもので，本来の意味での群落区分穐

としては認められない。

　今回，バクウンボクーミズキ祥落はr1然植生に属す

るものとして、；己載されたが，多くの場合，二次的作用

を受けた半if撚的な渓谷林とも考えられる。

　4）ミヤマハハソーケヤキ群落（Tab．4）

　　ハ48〃。∫〃α彦召，～～廊＿Z8既。て1α　∫oズ’η’α＿Gesell，

　　schaft

　ミヤマハハソーケヤキ群落は山地ブナ帯と低山地カ

シ帯との推移帯1・こ位1【1するいわゆる中野（1942）のク

リ帯，古岡（1953）のモミ帯，鈴木（1952）のツガ群

団に属する群落である。中間温帯林あるいは同帯林と

いわれたこの種の落葉広葉樹林は，吉良（1971）の温

瀧指数により示された暖帯落葉樹林帯（warmtempe・

rate　deciduous　broad－1eaf　forest　zone）としても理

解される。

　植物社会学的見地からの研究成果としては鈴木

（1952）の太平洋岸低山帯に発達するツガーコカンス

ゲ群集　（Carici－Tsugetumsiebol（lii），

山崎・長井（1960）のEi木海狽ilの渓谷沿に発遅するツ

ガーサイゴクミッバッッジ群集　（Rhododendro

－TsugetUlnnudipedis），　垢U「i。イノニ々ン仁

（1959）の1二1二唯郵也づゴで記録されたツガークロソヨゴ群

集（llid＿Tsugetumsieboldil），そしてi⊥1

中（1960，196！）により四隅地方のツガーアセビ群集

（Pieri－TSugetun｝），スギーーウスゲクμモジ群

集（Lin（lero－Cryptomerietum）が報借さ
れている。

　これらは谷戸の混入な岩戸1地や沈斜画のこk壌の1父い

立地に生育するツガ，モミなどの針葉樹林の優幽した

群落をまとめたものである。

　これに対し湿生な渓谷沿いの岩屑状斜面や谷筋の二」二

こ口浅い，♂斜面には気候的極相あるいは土地的旧師と

してのブナ林やツガ林に代ってケヤキ，イタヤカエ

デ，アカシデ，クマシデ，イヌシデを主要構成樹種と

する落葉広葉樹林が発達している。この種の植物群落

の植物社会学的な位置づけについての乱案としては古

田（！965）の本州中部低山｝，蔽こおけるクマシデーコガ

クウツギ群集（Hydrangeo－Carpinetuln
japon三cae），　Suzuki，T．　etal．（1970）のウワバ

ミソウーケヤキ群集　（Elatostemo＿Zelkove－

tum）などがあげられる。

　鈴木（！966）はこの群集をツガ群団に属するものと

したが，これらの暖帯落葉広葉｛封林は相観的にもツ

ガ，モミなどをともなう場合が少ないこと，また種組

成的にも多少の違が見られる。各地のまだ椰分的な敏

生調査資料からも，いわゆる中間温；吊；の夏緑広葉樹林

のクマシデーコガクウツギ群集やウワバミソウーケヤ

キ群集と名づけられている君幡が隣接して生育するツ

ガ林とは微地形灼にその分布域を異にして発達してい

る場合が多い。さらに各地でこの種の三分についての

詳細な調査資渚ヌ｝がふえれば別の｛Lβ団としてまとめられ

る畦三絃｛三が強いQ

　今戸の調査では船」二：山の海抜450～550m付近の岩滑

状の北斜面地および大山寺ドの海抜800m付近のテラ

ス状の岩代地斜爾において爵木層にケヤキ，イヌシ

デ，クマシデ，低木1・1ゴ1にハナイカダ，ウ夢ノキ，サン

ショウ，ミヤマハハソをもつことで特徴づけられたミ

ヤマハハソーケヤキ群落がみとめられた。この群落は

上部ではクロモジーブナ群集ダイセンミッバッッジ亜

群集のクマシデ変群集に接続し下部でヒメァオキーウ

ラジロガシ群集（AucubetG－Cyclobalano－

psidetum　stenophyllae）に接している。

　またチシマザサーブナ群団の標微種℃あるヒメアオ

キ，ハイイヌガヤ，チャボガヤがこの群落の林床1’こ高

：被度で生育しているが，これは日本海沿岸の山地帯ブ

ナ林のヒメアオキーブナ群集や中繭他（1970）の繭中

国氷ノ山で記録されたイヌブナーチャボガや群集

（T・rreyo－FagetumjaP・nicae）と群落
種継成が類似している。しかし四二層にブナ，イヌブ

ナおよびモミを欠いていることなどから，大山のミヤ

マハハソー・ケヤキ群落を別の群落単位として区別され

た。

　このようにブナ林構成種．と山地帯下部の落葉樹林と

が混り合っているため，暖，ll＝落葉構林｝吊：の明確な形態

はとらえにくい。1圭吋一叢（1963），到㌃木・安藤・1⊥i中

G968）は中間1副1苧林のこのような形態を優占種群の

種の交錯現象の点から触れている。

　佐々木（1958）は鳥取県三有ま山で海抜50～400mの

範囲に生育する裏日本型ウラジロガシ林としてのヒメ

アオキーウラジロガシ祥集の上都に不完全ではあるが

暖帯落葉広葉樹林帯の存在の可能性があることを報告

している。しかし一般には日本海側ではブナ帯とカシ

帯との閻には中部本州や表ε体でみられるウラジロモ



ミ，ツガ，モミなどの優占した針葉樹林；由：の存在ははな

はだ弱く，ブナ転とカシ帯とが接していることが多い。

　：1藁，暖帯落葉広葉樹林帯が垂直分布的にどの範囲

に生育するのか明確にされていない。今西（！969）は

裏目本における森林群落の二挺分布論においでブナ帯

としての山地帯とその下都のウラジPガシ帯としての

麗1馴地lil：の存rEを霊三三した。また匡1崎（1959）は山重也

帯を300～L600mのll奄i朋，その下部の低山帯を0～

300mの範囲にあるものとした。

　そこで暖帯落葉広葉樹林帯が山地帯の下音戸00～800

撚の同に存在するとするならば，今西のいう亜山地帯

を別の意味での中岡温帯と新しく定義し，これをもっ

てこの種の群落の生育域とすることが考えられる。こ

のようにミヤマハハソーケヤキ群落は裏日本地域にお

いて山地帯下部または聾山地帯（40〔）～800m）にわた

って特定の生ずゴ地に発達する群落と理解することがで

さる。

3．肉地帯針葉樹林　K量efe臓wald

　5）　ヒメ⊇マ、ソ君羊落　（「rab．5）

　　P〆ノ～ど’∫／）α1・o耀01層‘謬一GeseUschaft

　東大山の勝田ケ山，クロモジーブナ群集領域内にお

ける海抜700～900m付近の西斜翻には局地的｛’こヒメコ

マツの優回する群落が見られる。ヒメコマツの生育す

る立地は隣接するブナ林の立地より突出した尾根状の

急しゅんな岩角地である。そこでは非届：状的かつ土地

的極絹林としてのヒメコマツ群落が見られた。

　ヒメコマツ群落はヒメコマツの像かクμソヨゴ，ソ

ヨゴなどの常緑低木および耳本田のイワカガミによっ

て区分された。また高木第1層はヒメコマツが優占し

ているが，高木第2痘，低木層にはブナ群団や，さら

にブナクラスの標二種も鮮落構成種として多数生育し

ている。そのため種．組成的にも気候山姫山林としての

クロモジーブナ群集ダイセンミツバツツジ亜群蒙のオ

オイワカガミ変群集に類似しており群島単位としての

独立性を認めにくいmもある。しかし乾性および貧養

性立地指標種群としてのネジキ，アセビ，リョウブ，

ホツツジ，シキミ，アクシバ，ウスノキ，シュンラン

などが恒常的に生育しており立地条件も他と極端に違

うことから，ヒメコマツ群落はチシマザサーブナ群団

とは鴉の上級単位にまとめられる可能性が強い。

　鈴木（1966）は北海道から中部日本，九州にかけて

の日本海側の土地的制約を強く受けた常緑針葉樹林群

落を一つのヒメコマツ群団（Pinionpentaphyl－

1ae）にまとめた。そこでは代表的な群集としてクロ

ベ，ヒメコマツの混生するクロベーシャクナゲ群集

（RhodQdendro－Thuletum）がある。また
本州，四国，九州の表日本側のヒノキ，ヒメコマツの
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混生する植物群落はヒノキ群団　（Chamaecype－

rionobtusae）にまとめられている（山中1960）。

　大山のヒメコマツ群落がこれらのいずれかの群雨に

属するものと考えられるが，分布域からみれぽヒメコ

マツ群団に含められる町能性が強い。

4・山地帯風衝低木群落　Windexpon宝erte　Geh6｝z・

　　gese韮ISC｝蓋a釜£en

　6）ダイセンミツバツツジークロソヨゴ群落（Tab・

　　6）！伽4・面κ勧zZα9・μ詔α∫μ96r・肋var．

　　♂o〃gψ84〃1α‘♂α如一Gesellschaft

　大山では海抜L300m付近より，東大由では海抜

L200鶏より上部は高木森林限界となり山頂部まで風

矯型の低木群落が発達している。標高L700mの大山

山頂までの気候的極相は出地帯ブナ林が考えられる

が，盛夏季の高温，冬季北西季節風の強い影響ミなどの

環境要li団が一種の山頂効果として強く働くためブナ林

は成立せずこれに代って群落両1～2m守口の山地帯

風衝低木群落が生育している。

　今圓大山山系で見られた風衝低木心落卓ま，多数の落

葉低木からなるダイセンミツバツツジークロソヨゴ群

落と，大111山頂部において高山帯のハイマツ群落と絹

似な群落形態を示しているキャラボク群集との2群落

である。

　ダイセソミツバツツジークロソヨゴ群落はダイセソ

ミツバツツジ，クロソヨゴ，キャラボクなどによって

識鴉された。

　大山では狭い尾根状地｝杉の発達があまりみられない

こと，また相観的に澗様な上落構造を示す加壊地植生

の発達がよいことなどから，この群藩の生育領域はか

なり限定されている。しかもそこではこの風衝低木群

落に代るものとしてのキャラボク群落が広い面穫で生

育している。

　しかし東大山の三二にのびる安定した稜線部では，

ダイセンミツバツツジークロソヨゴ群落の発逢は良好

である。そこでは矢筈ケ山や甲ケ山山頂村’近において

もみられるような岩角状の尾根が発達しており，この

兄根に沿って群落密反の高い二二樹型の植分が狭い群

落幅で生育している。このダイセンミツバツツジーク

ロソヨゴ群落は風向側で風誓1塑ブナ林に，風背側では

崩壊地植生と二二している。

　ダイセンミツバツツジークロソヨゴ群落は岩角地や

やせた尾根部の土壌の浅い立地に生育しているが，低

木層は高被度に発回している。そのため耳本月の発達

は二三におさえられている。この低木／員にはダイセン

ミッバツツジをはじめとしてホツツジ，ヤマツツジ，

アクシバ，ウラジロハナヒリノキ，オオバスノキなど

ッッジ科植物が多数生育している。しかしこれらのツ
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ツジ科植物は他の祥落，とくに大山山系ではクロモジ

ーブナ群集伽域の一部で良好な生育をみる。また区分

種としてのクロソヨゴはとくに風衝地に限って生育す

るものではない。このようにダイセンミツバツツジー

クロソヨゴ群落には特別に群落を特行災づける標四種や

区分種が欠如している。

　しかしこの群落が相観的にも二塁箕な群落であり，ま

た風衝という気候的環境要困に支配された自然的，ま

たは半自然的な持続群落であることから一つの独立性

の高い群落単位として考えたい。

　同様な現象についてSuzuki，　T．　et　al（1970）は九

州中部山岳の二次的影響を強く受けた高木森林限界上

部の落葉低木群落において詳しい考察を行なってい

る。そこでは，独立性が乏しく，特凋の標徴種や区分

種が欠如した低木群落は，低本層と草本層との階層δ

特徴的な結合形態，および群落遷移系列における構造

的発達段階により群集として定義される町能性がある

と述べている。このことは次に考察されるキャラボク

群集の位置づけにも関連している。

　7）キャラボク群集（Tab，7）

　　Taxetumnanaeass．nov．
　大山山系ではダイセンミツパツツジークロソヨゴ群

落に隣接してキャラボク群集が発達している。主な生

育域ほ大山山頂部海抜L600m付近のやや平坦な風鋤

斜面にみられるが，東大山や鳥ケ山の風衝的な尾根筋

や1ま日頁吝1曾こダイセンミツノミツツジーキャラボク群落と

混生するが所々に小規模な群量客を形戒している。

　キャラボク群集の低木層は平均樹i；さ淑・8mのキャラ

ボクが尚被度，高群度に被いタニウツギ，ミャマイボ

タ，ヤブウツギなどの落葉低木が多少混生する程度で

ある。相観的にはi、辱山ノ・イマツ群落に類似した風衝低

木群落である。

　キャラボク林の林床は密生するキャラボクの枝葉に

よって置くオオバヨツバムグラ，ミヤマタニタデ，ミ

ヤマカンスゲ，クルマムグラ，タニギキョウ，ミャマ

タニソバ，ミヤマワラビなど亜高i」．i帯’li㌻緑針葉樹林の

林床や受光領域の狭い温潤な沢沿いの肉地帯森林群落

下に主な生育地をもつ種が多数みられる。

　この特徴的な群落形態と種組成をもつ風衝低木群落

は標二種としてキャラボク，区分種にミヤマタニタ

デ，ミヤマタニソバをもつキャラボク群集として認め

られた（Photo．5）。

　ダイセソミツバツツジークロソヨゴ群落においても

キャラボクは十分な生育状態を示すが，最も良好な発

達状態をみるのはやや凹状な風謡扇で冬季の降雪量も

多く，夏季においても土壌の湿性度が高く保たれる立

地に限られる。そこではダイセンミツバツツジークロ

ソヨゴ騒落に多くみられる済葉低木のノジウツギ，リ

ョウブ，ナナカマド，コミネカエデなどの生育は弱

い。このほかクロソヨゴをともなっていないこと，林

床の草本層の発達が良奏1二なことなどからダイセンミツ

バツツジークロソヨゴ群落と明確に区分される。

　キャラボクはイチイと同様に山地帯から亜鯉山帯に

かけて生育するが分布域1ま口本海冶ノf地帯1’こ限られて

いる。枝を長く伏臥し，また小枝を細く分けるなどの

特徴は多雪地域の生育に適している。このようにキャ

ラボクは東北地方から中国地方の日本海倶liに点々と分

布している。

　各地のキャラボク群落は大山艮順におけるような大

群落ではなくダイセンミツバツツジークロソヨゴ群落

におけるような他の低木林と混生しているか，または

ブナ祥落の下位ir位の区分租1的な存在として見られる

（中西・矢野1967，二酉他1970）。

　大山以外の地域てはこのキャラボク群集に対応する

群落はみられない。このことはキャラボク祥集が地域

的に限られた地域固イ丁の群集としての色彩を強めてい

る。

　キャラボクと同様，裏口本多爵地帯の由」：也帯あるい

は亜百山帯の風1重1落葉低木林として発達しているミヤ

マナラ林がある。これはミヤマナラ群集　（Nano－

quercemm）としてみとめられている（宮脇他
1968）。　ミヤマナラの生育地はブナ帯の上音i～て冬季季

節風のため亜隷⊥i帯↑｝な緑針葉樹林が成∫乞しえない風衝

地に安定した持続群落をつくっている。このようにミ

ヤマナラ扉集は生百地，群落種組成などかなりキャラ

ボク祥落と近似している。大易（！967）は大山のキャ

ラボク群落をミヤマナラ群済の代理群浴としている。

　キャラボク群集の生育地は多淫雪風園地であるが，

鞍雪量がさらに多い門並地ではキャラボクは生育でき

ずそこでは肩茎煎原が発達している。大山山1μ目llのキ

ャラボク群集内には，所々モザイク状に分布した爾茎

草原をみることができる。

5・崩壊地落葉低木群落　　Niedrige　sommergr韮Re

　　Ge鼓δizgese茎茎schafteR　a貧Rutsehh註nge譲

　8）キツネヤナギーヒメヤシャブシ群落（Tab．8）

　　3α〃」じτw砂ガηα一AZノ～z‘5ノ）ω4z‘Zα一Gesellschaft

　大山山系の高木森林限界上部の風衝低木群落のダイ

センミツバツツジークロソヨゴ鷹匠に荷常在度e生育

するツノハシバミ，タンナサワフタギ，ナナカマドは

広く各地の二次的な低木群落や自然的，半白然的な落

葉低木群落においても出現する。大山の高木森林限界

上部には風衝低木群落に隣接して生育するヒメヤシャ

ブシを優占した落葉低木群落が見られるが，ツノハシ

バミ，タンナサワフタギなどはこの群落においても高



被芝に生育している。またこのキツネヤナギーヒメヤ

シャヅシ群落の堂島1は2～4mで相観的に風二三木材く

に引’「似している。

　しかしこのヒメヤシャブシ群落はダイセンミツバツ

ッジークロソヨゴ群落と比較して風1輌という環境要因

が主動要旨ではないこと，多くの場合湿性なニヒ壌をも

った匹『状麟恋に発達すること，さらに多少不安疋な砂

礫質の土壌をもった崩壊地沿いの立地に限られて分布

するなど生育立地はかなり異なる。また林床にはシシ

ゥiご，サカゲイノデ，オシダなどの湿潤な立地に主な

生ドf域をもつ種群が多くみられるなど種組成的に独立

性の高い群落と考えることができる。今画ウリハダカ

鵬デ，ミヤマカンスゲ・イタヤカエデなどの多くのブナ

クラスの標徴種をともない，海抜1，500mの高木森林

限界上部から海抜1，100m付近の由地帯ブナ科く域の崩

｝孟f地沿に生育するこの落葉低木君h客はヒメヤシャブ

シ，シシウド，サカゲイノデを区分種にもつキツネヤ

ナギーヒメヤシャブシ群落として把握された。キツネ

ヤナギはタニウツギと同様に風衝低木罪F落のダイセン

ミッバッツジークロソヨゴ群落に．も商常7ri三度で出現す

る種であるが，このキツネヤナギーヒメヤシャブシ群

落においても，その植物祉会字的な位羅づけを行う上

で垂．要な種といえる。

　堀川・佐々木（1959）は中国山地において人為的影

　が強く働いた山地帯低木群落をダイセンヤナギ（キ

ツネヤナギ）一アキグミ群集（Salixdaiseni・

cnsis－Elaeagnusumbellata－Ass．）とタ

ニウツギーイワカガミ群集（Weigelahorten．

sls－Shortiasoidanelioides－Ass．）　を認

めている。この2っの群集はキツネヤナギーヒメヤシ

ャブシ／l“落と同様に，1二：二次的低木群落や湿性の土壌を

もつ沢沿の自然的あるいは半il撚的な低木曜11撚をまと

めたものである。そして日本海沿岸の多山地帯にその

1三な分布域をもつ二次的低木群落を含めた自然的，半

i「然的な低木群落をタニウツギ群団（WeigeBon

hortensis）にまとめている。

　また宮脇・大場・村瀬（196のは丹沢［よi地でブナ林

のマント群落としてのニシキウツギ群落について詳己載

している。この祥落はタニウツギ群団に対応する表日

本の低木林と考えられる。

　これらの稀落と種組成的な比較を行った糸！課崩壊地

低木群落であるキツネヤナギーヒメヤシャブシ群落は

ダイセンミ　ツノミツツジークロソヨゴ葦洋夢吝とおなじ，よ　う

にキツネヤナギ，タニウツギを群団レベルの標三種に

もつタニウツギ群団に属するものとされた。

　キツネヤナギーヒメヤシ．ヤブシ群落は土壌の．女’疋化

がすすめば遷移的には隣接するクロモジーブナ群集に
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移行してゆくものと考えられる。しかし元谷やその他

の崩壊地においても現在もなお土砂押字が続いている

し石木森林限界一L部の風背側の斜面ではしばしば雪崩

が起ると考えられる。

　このように立地的に不安定であり土壌も湿潤な状態

が保たれるようなところではこのキツネヤナギーヒメ

ヤシャブシ群落は持軌詳落として存在するものと考え

られる。

　9）オノエヤナギーヒメヤシャブシ群落（Tab・9）

　　＆z趾τ　5α‘1観々ノ～θノ～∫お一AZ／zκ5ρ6π4κZ‘乙一Gese1L

　　schaft

　大LL】の北斜面および南二二には山頂部から海抜600

mの山気都まで達する大きな崩壌地が発達している。

そのなかで三斜纈の元谷，南斜日の一ノ沢，ニノ沢，

三ノ沢の田鼠は大きい。これらの崩壊地は風雨に起［塑

する雨裂や二三にしみ込んだ雨水の凍結と氷解などの

機械的破壊作用に」こり形成された崩壊地である（堀割i

。杉莚」ほ　！954）。

　元谷では雨の少ない季節においても中腹付近から沢

の流水をみる。一ノ沢，ニノ沢，三ノ沢では降爾が長

期にわたる時でなければ一般に植物がばらばらに生え

た紅礫や砂礫からなる瀬沢として荒れた崩壊地宗観を

示す。しかしひとたび降雨となると澗沢は地表面をぷ

激な流水によって被われてしまう。この場含，崩壊地

の地表面は流水の物理的破壊作用によって再び裸地化

される。そして新たな植物群落の遷移の場を提供す

る。山頂部に近い崩壊地上部では雨水による破壊作用

ばかりでなく■崩による破壊作用も強く働いている。

このようにヨ壌の不安定な崩壊地にはその破壊の度

合，頻辰などにより，遷移系列における種々の植物群

落の種組威的，群落構造的変化が見られる（Photo．4）。

　キツネヤナギーヒメヤシャブシ群落が朋園地沿の多

少土壌の鼠走した立地に生育する三分であるのに対し

慨桜崩壊地上にその生育をもつ植物群落としてオノエ

ヤナギーヒメヤシャブシ群落が記録された。

　オノエヤナギーヒメヤシャブシ群濤は嶺壊地にしば

しば純群落を形成するヤマハンノキや，ヒメヤシャブ

シと流水沿いの不安定で旧姓な立地に生育するオノエ

ヤナギなどの落葉低木林によって特徴づけられた。

　大山山預llllの砂礫質のニヒ壊からなる懸巌部にはこの

崩壊地落葉低木群落は見られず，常時起っている砂礫

移動に対応した草本群落が団塊状に生育するだけであ

る。

　オノェヤナギーヒメヤシャブシ群落が主に分布する

のは海抜1，000mの崩壊地での崖錐都にあたる移動の

少ない巨礫や礫の堆積レたゆるやかな斜；面に限られて

いる。
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　オノエヤナギーヒメヤシャブシ群落内の地表にはし

ばしばスナゴケの群生をみるが，この群落がまだ十分

な群落構造および機能をもたない，遷移的に初期の植

分であることを示している。

6・風衝わい性低木群落　Winde聯onierte　Zwerg・

　　str我uchhe量de

　10）ツガザクラーコメバツガザクラ群落（Tab．10）

　　　Pん：曜040ceπ∫”oπ‘cα一ん四竹ατπαπα一Ge－

　　　se1｝sc1ユaft

　東繭にのびた山稜をもち，最：高峰でもある大1川蛸頁

部は大由山系で最もきびしい自然環境下にあると考え

られる。冬季季節風を強く受け，夏季の高温や麓燥に

さらされるばかりでなく，土壌はもろい角閃安山岩質

の不安定な火山砂礫からなっている。そこではこれら

のき’びしい身心要因に適応した特異な植物群落が発達

している。この群落は高山帯に生育する植物群落に相

観的に相似しており高山帯を思わせる。

　山頂部の西部地域には土壌のやや安定した階段状の

斜面がみられるが，そこには相観的に高山風衝駿生低

木群落に対応したッッジ科植物とコケ類が優占したッ

ガザクラーコメバツガザクラ群落が発達している。こ

の群落は平均群落！2cm前後でカーペット状に拡が

β、．
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り，コメバツガザクラ，ジガザクラ，ダイモンジソウ

て持徴づけられている。

　ツガザクラーコメバツガザクラ群落の生育立地は最

も風が強く，冬の積雪の少ない斜翻であり，しかも夏

の酉温や乾燥も強く作用するところである。この群落

は両山帯のコメバツガザクラーミネズオウ群集

（ArctericG－Loiseleurietum）に類似し
た山地帯上部や丑1互高山帯に生育する風衝媛生低木群落

とみることができる。

　ツガザクラーコメバツガザクラ群落の主丑構成種で

あるコメバツガザクラは中部以北の高山ぜll；に主な分布

域をもち，今圓の調査ではみられなかったがミネズオ

ウとともに大山を分布の匹1縁としている種である。生

育地は飼山風衝1獣こあり，コメバツガザクラーミネズ

オウ群集の標徴種でもある。

　ツガザクラは主に中部以北の亜高山帯から石山帯に

かけて分布しているが，コメバツガザクラと異なり多

雪地域の営団［醐辺や湿性の岩隙地に生育する。しかし

i∫購1山地では乾燥した岩礫原などに生じるなど乾燥状

態にも強く，この種の生育域の広さを示している（山

ξ二P1964，　’謎で騒動．プく場　1967）。

　このようにツガザクラー・コメバツガザクラ群落はコ

メバツガザクラなどの風衝的な立地に生育する植物と

ツガザクラ，ダイモンジソウなど主に湿性な岩隙地に

生育する植物からなる大匡糾寺有の群落である　（Abb・

3）。

　大山のツガザクラーコメバツガザクラ群落の生育地

は夏季のi；．温い乾燥にそれζまど強く影響されない北癬

頭の受光量の少ない湿性な部分に限られている。コケ

類も：乾燥に強いシモブリゴケやスナゴケに混生して亜

高L紅1帯針葉樹旨く下の湿性地に多いイワダレゴケやカモ

ジゴケもカーペット状に生育している。

　ツガザクラーコメバツガザクラ群落にはこのほかイ

ワカガミ，ネバリノギランなどの岩隙生植物も高い當

若州で生育し，また隣接群落の崩壊地植生の構成種と

いえるコメススキ，タチコゴメグサなども多数みられ

る。

　宮脇ら（！968）はブナクラス域の風働岩角地の植生

であるオオコメツツジーツガザクラ群集（Rhodo－

dendro－1）hyllodocetunl　nipPon二cae）

などを一括したツガザクラ群団（Phyllodoceta－

11a）をまとめている。

　ツガザクラーコメバツガザクラ群落がツガザクラ群

醍に属するものか，それとも亜高山性風衝低木群落を

含めたミネズオウークロマメノキ群団　（LQisele－

urieto－Vaccinion）に属するかは今後の検討

にまちたい。
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7・崩壊地草本群落　Rasen　an　RutschhangeR

　11）ヒメアカバナーホソバノヤマハハコ群落（Tab．

　　　11）

　　　の～Joう々〃μ力酬ゴ♂一4π砂1Lα臨ノ〃α1二9α1』∫孟曜8α

　　　var．απ9’‘5君ヴわ♂∠α一Gesellschaft

　大山山頂部の南北に拡がる崩壊地は関季をとわず持

続的な砂礫移動をともなった土壌の不安定な地域であ

る。とくに崩壊地の懸崖部には植物は断灘i勺に生育す

るだけである。ここにはホソバノヤマハハコ，ミヤマ

クワガタ，コメススキ，ヒメアヵバナなどの多年生植

物によって特徴づけられるヒメアカバナーホソバノヤ

マハハコ群落の先駆白勺な団魂状の群落が発卜してい

る。この群落は崩門地でも砂礫移動による，機械的な

破壊を受けることの少ない巨礫のかげや，やや戯状の

斜里部によく生育する。

　大山は第四紀以来の死引解であるが，現窪も活動を

続ける活火足や体火山の火山灰砂礫地や崩壊地に広く

分布する群落と多くの共通な群落構成種をもってい

る。たとえばコメススキ，イタドリなどは火山灰砂礫

地や崩壊地に広く生育する種である。

　大場（1969）は1主1地帯および亜隷」」帯にかけて分布

する火山砂礫地の植物群量客として磐梯山のミヤマクワ

ガターコメススキ群落，吾妻山彙のイタドリーコメス

スキ群落について述べているが，大山のヒメアカバナ

ーホソバノヤマハハコ群落に高い頻度で生ずるミヤマ

クワガタ，コメススキ，イタドリなどは共通種として

あげられよう。これらの種は植物社会学的体系の位置

からも上級単位レベルの識別種として考えられる。

　大山の崩壊地植生の生育域は山下麟｝プナクラス域に

あたるが，そこに生育している植物は前にも述べられ

たように麗箭1⊥喘：から高断D二にかけて広く生育する種

も少なくない。コメススキ，ミヤマクワガタ，ダイセ

ソキスミレなどがそれにあたる。またこの崩壊地植生

を特徴づけている主要構成種の多くはツガザクラーコ

メバツガザクラ群落のコメバツガザクラのように本州

中部以北に主な分布をもつ一方，大山に隔離分布して

いるか，大山を分布域の西限としている。

　ダイセンキスミレは別名ナエバキスミレともよば

れ，裏日本多雪地帯の高山帯…陪llから璽高山帯上部の

崩壊地に生育するナエバキスミレ群集（Violetum

brevistipulatae　klshidae）　の標微種であ

る。大山の山地～ll＝に生育するダイセンキスミレは第四

紀末の氷河期に日本海沿いに広7うミつたオオバキスミレ

の分布の西縁部に残存し，北陸地方や東北地方におけ

ると同様に高山型として分化した種と考えられる（堀

JBイ也　！966）。

　ヒメアカバナは崩壊地沿いの水湿な立地に生育する
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が，ミヤマハタザオなどと同様に中部以北に主に分布

する種であるが，これらも飛地的に大山を分布の匹i目

地としている。

　このように大山の崩壊地植物右垂落であるヒメアカバ

ナーホソバノヤマハハコ期日は北方系の1偵物によって

特徴づけられている。しかしクロモジーブナ群集がそ

うであったよ5にこの群洛においては喪日本系の植物

ばかりでなく表日本要素も重要な役割をもっている。

すなわち，崩壊地にコメススキとともに高二度に出現

するホソバノヤマハ・・コは返灘出方以西の山地帯に生

育するものであり，中部以北に分布するヤマハハコに

対応した表日本型の分布を示す植物である。

　このようにヒメアカバナーホソバノヤマハハコ群落

は1尉1山系あるいは北方系のコメススキ，ミヤマクワガ

タ．ヒメアカパナ，ミヤマハタザオそしてダイセンキ

スミレと表日本構成種のホソバノヤマハハコとが大山

将有の環境下において，ともに発達してできた特異な

群落といえる。

8・風衝岩田地低木群落W呈Rdexponierte　Fels．

　　spakengesellschaft

　l2）アカモノーシモツケ群落（Tab，12）

　　　Gα～’Z∫乃8ノゴαα6Z（ノノ～o〃2’耽一5》〆1u8αノζψo〃～ω一

　　　GesellSchaft

標高LOOOm前後の岩鰍［力」館随もつ東大i⊥1の矢

筈ケ山で甲ケ山には，椰近飽の表醐のわずかな、膿の

堆積した部分に，小闘積の柚子群落が生し育している。

このような立地に生育する植物は岩の害廓三iに深く根を

おろすことの可能な根系をもった小形低木や眉山植物

が多い。

　この風聯帯角地に生粥hる植物櫓客はシモツケ，イ

ワキンバイ，イワデンダによって特徴づけられたアカ

モノーシモッケ群落とt．てまとめられた。アカモノー

シモツケ群落は東大山の再木森林限界上鄭に位：置し，

風衝低木群落や風衝草原などが隣接群落としてみられ

る。アカモノーシモツケ祥落の多くは北町緬や東斜面

の受光領域の少ない湿性な土壌がたもたれる岩影地や

岩黒地に発達している。このことからアカモノーシモ

ツケ群落にとって強い冬季季節風の作用よりも，夏季

の而温，乾燥がこの群落の生育にとってより強い制限

要因として好くものと考え一られる。アカモノーシモツ

ケ群落にはアカモノ，ヤマツツジ，イワナシ，ホツツ

ジ，ウスノキなど土壌の浅い乾燥しやすい岩角地にも

強く根をはる小形低木状のツツジ科植物が多数生育し

ている。またイワカガミ，シシガシラ，ショウジョウ

バカマ，オオバギボウシなど生態的にも1｛lll平な岩隙」也

に．生ずる草本植物も多い。

　大場（1973）は，ヨーロッパの岩隙植物群16である

Asplenietea　rupestrisと日本のブナクラス域の岩隙

植物群落とを比較して，垂直分布に対応したイトイ群

昌（コケモモートラヒクラス域）とイワキンバイ無届1

（ブナクラス域）とに区分した。さらにイワキンバイ

群巨1の下にイワキンバイ群団をおいた。これに属する

群‘吝は，群目および群団の特徴鍾であるイワキンバ

イ・イワデンダ，フクロシダ，クモノスシダ，ツルデ

ンダ，イワヒバ，キリンソウによって特徴づけられる

とされた。

　大山にみられるアカモノーシモツケ群落はイワキン

バイ，イワデンダなどをともなっており，いわゆるイ

ワキンバイ群団に属すると考えられる。

　しかしこのアカモノーシモツケ群落にはイワキンバ

イ，イワデソダをのぞけば三三植生を特徴づける固有

の磁極はほとんど見られず広し・蝋域をもつ風衝岩角

地生の小形低木や草本植物からなっている。それゆえ

この群落は風衝岩霊地低木群落として別の群団および

オーダーの単位でまとめられる可能性もある。

9・山地帯高茎草本群落　W量ndexponierte　und

　　ぬochstaudenreiche　Wiese簸

　13）クガイソウーヒトツバ謎モギ群落（Tab．13）

　　　Vθ’「0〃’Cα曲Wμ∫訪∫’・～‘Wπ一∠4ノ≠0ノ〃15～α〃，0刀0．

　　　ρ1～ッZ／α一GeseUschaft

大山や東大111の海抜L200m以上の山地帯には森林

群落や低木群落などの高次の植物社会が成立できるよ

うな立地と考えられるところでも，持続的で安定した

自然性の山地帯高茎草本群量客が発達している。そのよ

うな所では，崩壊地におけるのと同様に，物理的な被

壊作用に対する抵抗力の強い大形寡本植物が生育して

いる。烹日劇境要因としては，土壌の機械的な移動の

ほかに，積雪，』』崩お」＝び」壌水分などが作用してい

ると考えられる。

　大山には相観的および種組成的にみてクガイソウ，

ヒi・ツバヨモギなどの勘茎草本植物の優占する群落

と，ヒデノガリヤス，カリャスモドキなどのイネ科植

物の優占する群落とのあい異なる山地帯筒茎草本植物

群落が兄られる。前者はクガイソウ，ヒ1・ッバヨモ

ギ，ミヤマシシクド，ショウジョウバカマなどによっ

て，種組成的にヒデノガリヤス，カリヤスモiごキから

なる草本植物群落に対して区分されたクガイソウーヒ

トッバヨモギ群落が認められた。

　クガイソウーヒトツバヨモギ群落の生育地は，土壌

は浅いが新鮮な粗腐植の三三のみられる湿性な崩壊地

沿いの回状斜面や三三地に生育するほか，風背側で積

ム量の多い多湿な凹状地にしばし々ぎ大群済を形成する

（Photo．7）。

　クガイソウーヒトツバヨモギ群落にはショウジョウ
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1　イワナシ

2　ヤマツツジ

3　アカモノ

4　イワカガミ

5　シモツケ

　　　　　　　Aもb．4　アカモノーシモツケ群落の植生断li〔〔i

Vegetat三〇nsprofil　der　Gα‘‘髭1擢1ゴαα6！6〃。’ん1・謡一の～’u6‘‘ノ‘ψo／z～ぐα一Gesellschaft

　　A：コオニユリ下位単．位

　　　　　Unt・reinheit　von　L’々～‘’μ♂o’clz’♂～〃’var．猷8γ～〃’z．‘〃’

　　B：イワナシ下位．単位：

　　　　　Urltereinhelt　von勾）ガ8て雄Zα5どα君’ごα

勧’9α8αα5ぬオ～cα

Rlzo‘Zo漉ノ～6〃。πゐ‘～8〃厚ゾ2’ゴ

Gακ♂〃三θ1一’α‘π16〃0〃L1・’」じ

51ZOπ’αぶoZ4αノ～β♂♂0！（♂65

勘航zβα∫‘ψoπ記α

6：タチコゴメグサ

7：ダイセこ／オトギリ

8：ミヤマクワガタ

9：イワキソバイ
！0：コオニニしり

Ezψん’U∫∫α〃雄詔∫ノノω測鳶溜∫

遅）ψ6がα〃μα∫α1Z～〃αβ

．V81・o／z∫α乙∫ご1z〃パ‘♂々α〃αvar．6ωκ♂α’α〃α

乃孟ωz‘’μα♂～6葱π5π

ム翫‘〃ム傭6観〃～’var．彦ど9加～酬

スク㍉ショウジョウバカマ，ミヤマシシウドなど裏1ヨ

布する種を含んでおり相観的にも亘琶高山粥二高茎草勝〔と

類似した群落形態を示している。

　しかし群落を性格づけているクガイソウ，ヒトツバ

ヨモギ，サラシナショウマ，オオヨモギは山地帯ブナ

クラス域の麟然植生あるいは代償植生として高茎草原

やソデ群落を構成する重要な種群である。
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　裏臼本多雪目の山地帯高下｝ド原に関する植物枇会学

的な考察は各地でなされている。宮脇ら（1968，1969）

によるアカソーオオヨモギ群集（Boehmeric－

Artem1sietummontanae）やオオイタドリ
ーオオヨモギ群落そしてヤマヨモギ（オオヨモギ）一

クロバナヒキオコシ群集（Isodoni－Artemlsi－

etummontanae）　が菅沼G970）に3：り有寸く告さ

れている。宮脇ら（1968，1969）は裏1脚本ブナ帯の湿

性肥沃地にソデ群落状に発達する大形草本植物群落で

あるアカソーオオヨモギ群集やオオイタドリ群落をオ

オヨモギ，オニシモツケ，ハンゴンソウなどを区分種

とするオオヨモギーオオイタドリ群団（Artemisio

－1）dygonionsachalinensis）1（まとめら
れた。

　まだ18；沼（！970）はこれらの「撚的あるいは代償植

生である好硝酸性爽臼本多隔地の山地帯開脚1「1「1：原群落

をまとめたヤマヨモギームカゴイラクサ群団

（LaPorteo一一Artem量sionmontanae）を
提唱している。これらの群団のそれぞれには同質ある

いは類緑の群落を多く含んでおり今後十分な比庚検討

を必．要とすることはいうまでもない。

　大山のクガイソウーヒトツバヨモギ稀落がどちらの

群団に属するかは今後検討したい。しかしまたこの群

落にはイヨフウロ，シモツケソウ，ノアザミ，シュロ

ソウ，アキノキリンソウなどススキ草原の植物が｝．、1常

在度で生育している。

　このことはクガイソウーヒ1・ツバヨモギ婦落が単な

る山地帯両町隻1～：原としてばかりでなく乾性的な口．目：也帯

風上草原の性格を，あわせもっていると推察される。

　本調査ではクガイソウーヒトツバヨモギ群落が植物

社会学的にどちらの群団に属するものか明確にされな

かったが，山地帯済四海1京と一尽して群団以上の上級

単位としてのススキクラス（Misca凱hetea）に

含められる祥落とされた。

　14）カラマツソウーヒゲノガリヤス群落（Tab，！4）

　　　TILα伽研〃πα9κ∠ごε9が∂♂∫～〃〃一Cα如’〃α9’η漉∫

　　　∠o〃g∠紹‘α一Gesellschaft

　大山にはクガイソウーヒトツバヨモギ群落に隣接し

てもう一つの虜地帯草本群1害であるカラマツソウーヒ

ゲノガリヤス群落が発達している。相観的にヒデノガ

リヤス，カリヤスモドキ，ヤマスズメヒエなどイネ科

植物やイグサ門門物が優占した植分である。

　カラマツソウーヒゲノガリヤス三日は低木森林限界

上部の土壌の安定した風衝地に主として分布している

が，閉門的で積雪量の多い湿性地にも生育する。やや

傾斜の緩やかな所では隻EI本の亜高山帯や高山帯の咽

笛地に広く分布するイワイチョウーショウジョウスゲ

言洋集　（F技urio－Caricetu皿blephar三caτ．

pac）の生育立地と同様な湿性でうすい泥炭の堆積層

がみられた。とくに大山山頂部では，この種の泥炭質

土．壌に結びついたカラマツソウーヒゲノガリヤス群落

が広い範囲にわたって発達している。しかし遥山道沿

いや頂上の三角点周辺部などでは踏圧による人為作用

によってカラマツソウーヒゲノガリヤス群落は代償植

生であるオオバコ群落に鷺きかえられている。

　カラマツソウーヒゲノガリヤス群落は前述のクガイ

ソウーヒトツバヨモギ群落と嗣様，イヨフウロ，シュ

ロソウ，ノアザミ，アキノキリンソウ，シモツケソウ

などススキ草原要素も多くみられ，ススキ群団

（Miscanthionsinensis）に含まれる可能性

が強い。このようなススキクラスに嘱する「i然的な風

衝草原は小両程～ながら日本各地の海岸地帯から山地帯

にかけて局地的あるいは断続的に分布している。

　今回の調査ではこの掃落は山地帯譜i茎掌原の一部に

含まれるものとしたが，強い風衝作川とつりあって持

続している風衝〕1監：原とも考えられる。

　その意味でカラマツソウーヒゲノガリヤス群落は湿

性～中性な土壌に孟｛三育する山地帯風種i準原として山地

帯街菱草本群落とは起k緕の異なる群落として区：分され

る可能性も強い。

　B・fヒ償｛IL砿ヒ　Ersatzgese里lschaften

lO・二次林群落　Sekun雌re　Waldgesells磁afteu

　15）クロモジーミズナラ群落（Tab．！5）

　　　ゐ～〃6～・〃Uz’〃め〃‘τ‘α一Q～‘8π－z’∫〃’・ノ～goZ～αz　var．

　　　9ノη5灘5ωフ影α一Gesellschaft

　大山山麓の海抜900m以下のブナクラス域では伐

採，放牧，火入れ，造林などの人為的な撹幽しによって

自然植生の大部分は破壊され，代償門生であるミズナ

ラ，ススキ準：原，スギ。ヒノキ植林などに置きかわっ

ている。

　高木層や低木層にミズナラを優占する落葉高木林は

上都では気候的極餐il林であるクロモジーブナ群集に接

し，下部ではやブツバキクラス域上部までの海抜700

m前後に分布する。

　このミズナラ林が見られる地域は，香取開拓村周

辺，飯盛山の北∴阻麓のほかとくに大山の南部山麓や

烏ケ山山麓では広い範囲にわたって分布している。山

麓部の土壌の深い野州面部では良好な生育状態のミズ

ナラ林がみとめられた。

　日本各地で見られる二次的落葉喬木林とおなじよう

に大幅山．麓のミズナラ林にも，群落の種組成からみて

特異な種をもたない独立性の低い群落となっている。

今回群落区分種とされたリョウブ，ナナカマド，タン

ナサワフタギ，ヤマウルシなどはブナクラス域の落葉



陶水林や低木群落に広く生育するものであり，大山で

も風薩低木群落や崩壊地低木群落にも高頻度に出現す

る穣である。しかしこれらの種が人為的な作用をとも

なった植物群落に選択的に結びつく傾向にあることな

どから区分種として示された。

　クロモジはクロモジーブナ群集の標註麺であり，裏

日戸地域のブナ林の表日本的要索を示すものとして位

置づけられている。大山のミズナラ林においても夷日

木ブナクラス域の代償植生で表日本的要素の加味され

た群落であることを性格づける区分種とされた。

　オオヤマザクラは中富本州から北部のブナクラス域

に分布しているが，大山のミズナラ林が裏日本メ喉区

の二次林であることを示す種としてこれも区分種とさ

れた。以上のことから大山の二次的なミズナラ林を臼

然植生であるクロモジーブナ稀集に対応した代償植生

としてのクロモジーミズナラ群落が認められた。

　大山のミズナラークロモジ群落は梱観的にも明らか

に異なり，種組成的な相違のはっきりした二つの柚生

挙位とからなっている。これらの殖生単位は本来，質

的に異なる群落であり分けて考える必要があると思わ

れる。しかし今國は得られた資料が不十分であったた

め便宜上クロモジーミズナラ群落として一つの群落と

して扱かわれた。

　Suzuk1，　T．　et　al（1970）は九日中部山．岳において同

様な人為的作用を強く受けた落葉低木群落について詳

細に述べており，選択的に結びついたタチシオデを板

徴種とするジョウブーミズナラ群集（Clethro－

Quercetumcrispulae）を認めている。ショ
ウジョウバカマ下位群落は種組成および二日構造的に

リョウブーミズナラ群集に近附した槌分と考えられ

る。

　16）キンキマメザクラー期ナラ群落（Tab．16）

　　　Pズ，〃〃f∫’〃C磁var．勧～々！6ノ～∫’5－Q～’6ノて7’‘∫

　　　5θ1フ厩α一Gesellschaft

　クロモジーミズナラ群落の下都には亜高木層や低木

／轍こコナラを優占種とするもう一つの二次的落葉樹林

が存在する。

　大山山麓のブナクラス域は海抜600m前後まで下降

しており，クロモジーミズナラ群16はこの地域を代表

する二次的落葉樹林といえる。しかし海抜500～600m

の範面以下ではミズナラの優占する二次林からコナラ

の優申する群落に漸次移行している。本調査でコナラ

の優占した工次林は海抜480mの地蔵峠下の一向平で

得られた調査資料だけであった。この資料からみられ

るように，大山嶋麓のかなり低海抜な標高400m前後

までチシマザサーブナ群団およびブナオーダー，ブナ

クラスの標徴種が下降している。すなわちコナラ林の
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低木層や草本層には，チシマザサ，チャボガヤをはじ

めブナクラス域に生育する植物が多数みられる。裏日

本多雪地帯ではブナクラス域が高度的に下降する現象

はしばしばみられる。このようにブナクラス域の植物

が高木層から林口の低木層，草本層えと，その構造的

な生育位置を変えて低海抜な地域までおりることは十

分考えられる。このような群落構造的な意味で高木層

にブナクラス域の植物を優占するクロモジーミズナラ

群落とこのコナラ林とは相互にパなる群落とみなすこ

とができる。

　すでに佐々木（1958）が三徳山において認めている

ように，海抜300～400m前後から下部は喪i三1本多隻地

ではやブツバキクラス域に属するヒメアオキーウラジ

ロガシ群落の生育域である。本調査区のコナラ林には

ヤブツバキクラス域に生育する常緑広葉樹はみられな

かった。このことは佐々木が述べているように，海抜

350～600mの範1！li1はブナクラス域とヤブツバキクラス

域との移行帯としての暖帯落葉樹林帯にあたり，その

位置にこのコナラ林が存在していることが考えられ

る。

　すなわち大山のコナラ林を強く性格づけている亜面

木層，低木層の樹木は本来ブナクラス下都から，いわ

ゆる中間温帯といわゆれる暖帯落葉樹林帯にその主な

分布域をもつ種目が多い。

　密脇らG97Dはやブツバキクラス域の二次的落葉

樹林と中詞温粥；に位置する半自然的および二次約落葉

樹林を一つにまとめてコナラーミズナラオーダー

（Quercetaha　serrato－mongolice）と
した。そこで表臼本カシ林域の二次林であるクヌギー

コナラ群集（Quercetumacutlss1mo＿serr，
atae）に対応した憩三i本カシ林域の二次林の存在が

考えられる。しかし大山のコナラ林には裏日本要素の

植物はみられず，大都分は表日本の二次林と共通の落

葉樹林によって構成されている。

　大山山麓のコナラ林はキンキマメザクラ，クロモ

ジ，ダンコウバイによって群落区分されたキソキマメ

ザクラーコナラ群落として記録された。

　キンキマメザクラは中部以西に分布することから束

El本型コナラ林に村する区分種とされた。またクロモ

ジ，ダンコウバイは裏撲本ブナ群団域における表｝三i本

の暖帯落葉広葉樹林帯の特徴を示す植物として区分種

に位置づけられた。

　上級単位の標記種あるいは区分種とされたコナラ，

アカシデ，アオハダ，ヤマザクラなどはコナラーミズ

ナラオーダーの標記種および区分種でもある。

　17）ヤマツツジーアカマツ群集（Tab．17）

　　　RhodQdendro－Pinetum　azuma一
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　　　numSuz一Tok1966
　表日本のモミーシキミ群集（11Bcio－AbietUn、

firmae）の生育立地に対応して日本海岸気候区にあ

たる大山ではやマツツジーアカマツ祥集（Rhodo－

dendro－Pinetumazumanum）が東大山・
船上匡1山1走の尾根部ξこ’向」然的な生育状態で生育して

いる。

　大山山麓部の海抜400m前後はキンキマメザクラー

コナラ挿落の項で述べられたように，気候的晶相林と

してはやブツバキクラス域の上限部に分布i或をもつヒ

メアオキーウラジロガシ群集の存在が考えられる。ヒ

メアオキーウラジロガシ群集は上戸で麺ヨ妾ブナクラス

域に接しており，カシ林域の上部にはほとんど特徴的

な植物群済はみられない。表U本ではやブツバキクラ

ス域のカシ林域上部の尾雄＼部には二L地的極相としての

モミーシキミ群集が生育している。

　胃般に裏日木多瓢地においては表H本におけるよう

に森林帯としてのモミ林やウラジロモミ林の発辻は不

完全でありまた断片的な分布状態でしかみられない。

　舩上山山麓では表しi本のヤマツツジーアカマツ群集

に近似した種組成をもつアカマツ林が児られた。この

アカマツ林は気鹸的極絹林としてのヒメアオキーウラ

ジロガシ群集分布域の尾根部に半［’1然的な状態で生育

する群落と考えられる。

　ヤマツツジーアカマツ群集は表日本の場合は土地的

極相のモミーシキミ群集の持続的な代償柚生として発

達するほか，部分的にはアカマツの自生する池肩i的立

地もみられる。このような事実から郵ヒ山のアカマツ

林はヤマツッジーアカマツ群集の標徴種やアカマツ掃

団（PiniOndensiflorae）の標徴種および区分

種であるアカマツ，ウラジロノキ，ネジキによって【〉く

分されたヤマツツジーアカマツ群集の一・部として把握

された。

　キンキマメザクラーコナラ群落と岡様にブナクラス

域の植物が多数混生しているが，低木層や貸本厭こは

やブツバキクラス指標種であるピサカキ，ヤブコウ

ジ，キズタ，アオキなどがこのアカマツ林の林搾を性

格づけているρ

　しかし大山山麓には半自然li勺に生育するヤマツツジ

ーアカマツ群集はほとんど見られず，かえって大由北

西都の槙厭などにみら牙τるように．広い画積にわたって

生育したアカマツ植林が存在する。特に大山寺に通ず

る大1護．i道路沿いにはみごとに発瑳したアカマツ林が認

められた。

　今囲，アカマツ植林については十分な調査はなされ

なかったが，尾．毅部のヤマツツジーアカマツ群集とほ

ぼ同様に，アカマツ群団に属し，最終的にはコナラーー

ミズナラオーダーに含まれるものと考えられる。

11・伐り跡群落　Kahlschlaggesellscha蛋te獄

　18）クマイチゴータラノキ群落（Tab．18）

　　　ノ《～めμ5ご1エz’ごzo9ゲbZ～～‘5一且1u〃α6♂‘ε’ζ～一Gesell・

　　　scha｛t

　大由東都の地蔵峠付近には自然林，二次林そして植

林などの伐採跡地が広い瀬積1・こわたってひろがってい

る。この伐採跡地は飯盛山北山麓や大山南購の鍵掛峠

付近においても同様にみられる。

　これらの代納跡地はすでに部分的にスギ，ヒノキの

造林が行なわれているが，多くは代採後2～4年ほど

へた多様な代り跡群落がモザイク状に発達している。

一般に代採一年目に1まダンドボロギク，ベニバナボロ

ギクなどの属島素性・年4．∴5：本植物からなる代り跡群

落がみられる。さらに3～5年後には多数の低木が侵

入した群落となる。

　今圓の調査iでは伐り跡群浴は伐採後2～3年蔭｝の群

を6高1m前後の低木を主とした三分で得られた。この

二分にはクマイチゴ，ナカバモミジイチゴなどの

Rubus（キイチゴ属）類やヌルデ，タラノキなどの陽

性低木が面い’llな在度で生育している。

　この伐り跡低木群落はクマイチゴ，ナカバモミジイ

チゴによって区分されるクマイチゴータラノキ群落と

してまとめられた。

　伐り跡．一年i勲まベニバナボロギクーダソドボロギク

四葬　 （Erechtites　hieracifoha－Cras－
socephalumcrepidioides－Ass，）　〉うミ存在

するが，その標高種であるベニバナボロギクはこのク

マイチゴータラノキ群落においても高い常孔度で生育

している。このことはクマイチゴータラノキ群落が遷

移的に｝〕舞期の君1落であるベニバナボロギクーダンドボ

μギク群集から推移した群落であることを予想させ

る。

　クマイチゴータラノキ鷹～客はヌルデ，タラノキな

どを群団線子種にもつクサギーアカメガシワ群団

（Clerodendro－Mallot1on　laponicae）
にまとめられたQクサギーアヵメガシワ群団は日本の

暖温帯においてアカメガシワ，クサギ，カラスザンシ

ョウ，ヌルデ，ニワトコ，タラノキなどによって特徴

づけられた群団である（大場197D。

12・人為草原　Wiesen　und　We重den

　19）ホクチアザミーススキ群集（Tab．19）

　　　Saussureo－Miscanthetum　sine－
　　　nsisSuganuma　1970

　過度な伐採，火入れ，刈取りなどの入念的な破壊作

耀によって自然植生は破壊され，さらに代lllt植生であ

る落葉広葉樹林も1年生～多年生草本植物からなる人



為草原に変えられてゆく。

　大山山気のススキの凌略する人為草原は定期的な刃1

取り，火入など人為的な干渉と結びついて持続してい

るブナクラス域のススキ写原である。一部では牛の放

牧地に結びついたススキ草原が分布しているが，これ

はトの踏みつけや採譜などが準刈り作用と同じ効果を

およぼしているからである。このように大山のススキ

草1f∫《は海抜600～1，000mの山地帯ブナクラス域にわた

って広い分布がみられる。

　一般にススキ草原はブナクラス域から一ド部のヤブツ

バキクラス域内にわたって共通な分布を示しており，

その地域によって特徴的な種組成を示しているが，今

囲の調査はブナクラス域のススキ：i〔原に限られ，ヤブ

ッバキクラス域のススキ群落との種組戒的な比較や考

察はなされなかった。

　中国地方から九州地方にかけての海抜600m以上の

ブナクラス域に位置するススキ群落は菅沼（197（））に

よってホクチアザミーススキ群集（Saussureo－

Miscanthetumsinens1s）にまとめられた。
この群集は中鼠山f也でかって報告されたススキーi・ダ

シバ群集　（Arund1nelletG－Miscanthet－
um）を1ヨ本各地のススキ群落と比較検討された結果，

新たに植物社会学的な位置づけがなされた群集であ

る。三二標二種としてホクチアザミ，センボンヤリ，

キキョウ，タチコゴメグサ，ヤマニンジン，オケラ，

ヤマジノホトi・ギスがあげられているQ．大Li」のススキ

群落にはこれらの群集標徴強は低い常在度でしか存在

しないが全般的な種組成からみてホクチアザミースス

キ群集に含められた。さらにこの群集を1で1格づける識

別種としてヨツバヒヨドリ，アキカラマツ，ヒヨドリバ

ナなどのススキ群団（Miscanth呈onsinensis）

の標三種が区分された。ホクチアザミーススキ群集は

大山南山麗の御三，笹ケ平をはじめ北山麓のスキー場

周辺，桝水高原などでは広い面積で発達している。

　この群集はさらに2つの亜群集に下位区分された。

　ヒキオコシ亜群集はヒキオコシ，ナワシロイチゴ，

ノダケなど，やや湿性な土壌をもった林縁部にしばし

ば生育する森林ソデ群落構成種によって特徴づけられ

る。この亜群集の平均出現戸数は29種と後で述べられ

るレンゲツツジ璽群集に比較して少ない。とくにスス

キ，ミツバツチグリをのぞく他のススキオーダーおよ

びススキクラスの標徴趣の生育は匡泣ないか，または

欠配している場合が多い。このことはヒキオコシ亜群

集の生育立地においてホクチアザミーーススキ群集の主

要分布域とは多少災なった環境要因が作用しているこ

とを示している。

　レンゲツツジ亜群集はひんぱんな刈取りや火入れが
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行なわれるところに生育している。大山のホクチアザ

ミーススキ群集はほとんどがこのレゲツツジ亜群集に

含まれる。群落高は0・8m以下でヒキオコシ亜群集に

くらべて低い。しかし塩分種にはススキ群団やススキ

クラスの標玩種の出現も多く，また山地帯広葉嘉原を

形成する種群も多数生育している。ホクチアザミース

スキ群集の㎜都で認められた。

　20）シバ群落（Tab．20）

　　　Zoッ3～αノα／）o〃1ω一Geselischaft

　本来シバ草原はススキ草原がかってそうであったよ

うに，牛馬の放牧によって成立していた代入杣生であ

る。敏牧地では牛馬の面食や踏み斑などの放牧圧の程

1、どにより種々の掌本植物群落が生じている。牛馬が集

まってもっとも強く踏っけられる馬立場などで’はオオ

バコ群落が生じ，その月辺にはシバ群落が成5押する。

踏圧や採油が弱ま観こ従ってススキi：原にうつり変わ

ってゆく。

　大LLI山麓ではこれらのシ／㍉’原ばかりでなくゴルフ

場や道路の法面などではシバの織付けによるシバ1［1‘地

がかなりの面積で’広がっている。このことは水無原や

扇永原においてもみられる。1

　桝水原や大山寺付近のシバ群落はシバ，スズメノヒ

エ，　ノチドメなどシバ群団（ZoysionlaPoni’

cae）の姻日高徴種によって区分された。このシバ群

落には群集レベルの特徴‘内な植物が欠姻しており群落

学的に明確な位擢とづけはなされなかった。

　若沼（1966），伊藤（1971）　は九州と四日本のシバ

草原について報告している。これによれば，海抜700

～！，200m憩後に分布するシバ群落をゲンノショウコ

ーシバ群集（Geran1o－Zoys圭etumlaponi－

cae）にまとめられた。今画組成表による比i陵では大

山のシバ群落はゲンノショウコーシバ群集の断片とみ

なすことができよう。

　大山寺周辺および桝水原で得られたシバ群落は，種

組成的にトダシバ，ヒカゲスゲ，アリノトウグサ，マ

ツムシソウ，ワレモコウなどススキクラス（Mis－

canthletea）の標二種を多くもつ以外には，シバと

特徴的に結びつく種を欠いている。このことはこのシ

バ群落が独立性のとをましい断片的群落であることを示

している。

15・　踏犀亦群落　’「friもξgeseBschaft

　21）　肩肱ノミコ群落　（Tab．21）

　　　1ゼα〃‘αgoα5～α‘’cα一Gesellschaft

　大山山頂の三角点周辺や東大山の矢筈ケ山山頂には

オオバコを優占種とした踏跡群落が広がっている。オ

オバコ群落はかってこの搦所に生育していた植物群落

がおもに登山者の踏圧の機械的破壊作摺を受けたこと



ユ08

によって後退し，そ叙こ代わって踏圧という極端な人

為的制限環境下に存続し，かっ生育域をひろげてきた

ものである（Photo．8）。

　踏跡群落は人間の生活活動のおよぶ道路沿いにしば

しぼ生育し，広く北半球全域に分布している。大山の

オオバコ群落はオオバコ，スズメノカタビラなどのオ

ーダー，クラスレベルの標徴種によって区刷された。

オオバコオーダー（Plarltaginetalia　asiati－

cac）はヨーロッパで認められたオーダー，　Plan幽

tag玉netaliamajorisTx．1950に対応するも
のである。

　これらの群落区分種以外に，踏圧とい環境作用にと

もなって高頻度にあらわれる群集レベルや群劉レベル

での特徴的な植物の生育はみられなかった。このこと

が大山持有のきびしい気候条件によるものかどうか明

らかでないが，この踏み跡群落が独立性の高い群集と

してではなく，断片的な種組成しかもたないオオバコ

群落として位麗づけられた。

　また大山山頂のオオバコ群落の生育立地は潜在的

に，クガイソウーヒi・ツバヨモギ群落やカラマツソウ

ーヒゲノガリヤス群落の生育｝t∫能な立地であり，白然

遷移的には上記の高～欠な草本群落に移行してゆく可能

性を目しているものである。

14．　非直林　　Forsten

　22）ヒノキ植林（Tab．22）

　　　Clz‘〃槻8・砂α溶。玩♂偲一F・rst

　ブナクラス域の自然林が部分的に破壊されている海

抜800～900mの範囲にはミズナラの優占する二次林と

ともにスギ，ヒノキ，カラマツなどの植林地が各所に

みられた。とくに大山南山麓の大山環状道路沿いには

かなりの面積にわたってスギ，ヒノキの造林が行なわ

れている。

　今回示された植林の調査資料は海抜800皿甫後の大

山滝付近で得られたヒノキ植林だけであった。しかし

高木層の植林樹種をのぞけばスギ植林との種組成的な

ちがいは認められない。すなわち高木層のヒノキを別

にすれば林床の低木層や草本層に々まチシマザサーブナ

群団の証徴種であるハウチワカエデ，エゾユズリハ，

ヒメモチをはじめブナ，コハウチワカエデ，イワガラ

ミなどブナクラス域の標記種が多数生育している。

　各地の植林地においても同様に，植林樹種をのぞい

た林床の植物はその造林されている土地の潜在自然植

生，または気候的寝相を構成する植物によって占めら

れる。

　スギ，ヒノキ，カラマツの．植林地は大山由麓では海

抜800m前後のブナクラス域にみられたがアカマツの

植林地は海抜700m以下の火山灰台地に限られてお

り，おもにブナクラス域下部の海抜600m付近からヤ

ブツバキクラス域にわたって広く植林されている。こ

のことがアカマツの生態的，生理的な分布域の蠣によ

るものかどうかは明らかではない。

　一方，豪円山の海抜900m乱雲にはクロマツの半自

然的な生育がみらうる。一般にクロマツの生育地はブ

ナクラス域までおよぶことは少ないとされているが，

水平的な分布で，クロマツは海岸沿いに本州北部まで

その生育分布をのばしている。このことから人為的な

管理がなされればクロマツでも麩南分詩的にブナクラ

ス域下部まで生育可能域が拡がるものと考えられる。

　C・植生単位のまとめ

　これまでに述べられた群集および群落は，総合常在

度表（Ubersichtstabelle）で示されることによって植

物納会学的な位置が明石崔にされる。しかしすべての群

集，群落についての群落分類学上の｛立概決定は因難で

あり，一部は暫定約なものとして示された。

1・　森林群落と低木群落の総合常：ri：i度表（Tab．23）

　敏林地をのぞくすべての森林群落と低木群落は総合

當rE度表によって比較された。上級単位はチシマザサ

ーブナ群団，サワグルミ群団，タニウツギ群団にまと

められる。京たこれらはササーブナオーダー，ブナク

ラスに属するものとされた。ここでは各群落について

再び明らかにされた点を群団レベルで述べてみたい。

　オノエヤナギーヒメヤシャブシ群落，キャラボク群

集，ダイセソミツバツツジークロソヨゴ群落，キッネ

ヤナギーヒメヤシャブシ群落などの低木群：落はタニウ

ツギ群団にまとめられた。キャラボク群集のヤブウツ

論難群集にはタニウツギ群団は標徴種であるタニウツ

ギ，キツネヤナギが欠如している。この場合区分種で

あるWeige｝a（タニウツギ）属のヤブウツギが群団嘉

島鍾の代理種と考えられる。

　大山の自然的，半自然的な森林群落，低木群落はサ

サーブナオーダーおよびブナクラスに属するものとさ

れたが，このタニウツギ群団においてオーダー，クラ

スの標徴種の出現する頻度はきわめて低い。このこと

は，裏霞本のタニウツギ群団が表心木の低木群落また

はブナクラス域以外の自然的，半自然的な低木群落を

まとめた新たなオーダーレベルの植物社会学的な位置

づけがなされる可能性を示している。

　しかし，ダイセンミツバツツジークロソヨゴ群落，

キツネヤナギーヒメヤシャブシ群落においてササーブ

ナオーダーやブナクラスの標徴種は部分的に重要な役

割をはたしている。

　ジュウモンジシダ～サワグルミ群集，バクウソボク

ーミズキ群落，ミャマハハソーケヤキ群落は山地帯渓

谷林としてのサワグルミ群団に属するものとされた



が，後者の二群落はサワグルミ群団領域とチシマザサ

ーブナ群団領域との移行帯に位置するものと考えら

れ，両群団の標出品が高頻度に混在している。この2

っの群落に関しての植物社会学的な位鍛づけは今後さ

帰こ検誕されたい。

　チシマザサーブナ群団にまとめられたクロモジーブ

ナ群集にはとくに問題の点は認められなかった。

クロモジーーミズナラ群落やキンキマメザクラーコナラ

群落などの二次的森林群落では一部チシマザサーブナ

群団の標徴種が明確な区分種としての拡幅をはたして

いる。

　ブナクラス域下部の二次林の上級単位についてはイ

ヌシデーコナラ群団　（Carp三nio－Quercion

serratae）が考えられるが，大山の二次林は不明な

点が多く群団レベルの植物社会学的な位置づけはなさ

れなかった。これらの群団はブナクラス域の二次群団

をまとめたコナラーミズナラオーダーに属することは

いうまで・もない。

　ヒメコマツ群落はヒメコマツ群団にまとめられた

が，オーダー，クラスレベルの植物社会学的オ〔六二は

明らかでなく，今回はブナクラスに属することだけが

示された。

　ヤ・マッッジーアヵマッ群集はブナクラス外のアカマ

ツ群団に属するものとされている（鈴木／966）。

　大山のヤマツツジーアカマツ群集はブナクラスの影

響が強いこと，また落葉二次林と深い関係が見られる

ことなどから群隣レベル以上の上級単位はコナラーミ

ズナラオーダー，そしてブナクラスに所属するものと

考えられる。またこの群集はヤブツバキクラス域のピ

サカキ，アオキ，キズタをともなうことで特徴づけら

れている。

2・　屈性低木群落と草本植物群落の総合常在度表

　　（Tab．24）

　伐り跡群落をのぞくすべての駿性低木群落と草本植

物群落は総合常在度表によって比較された。上級単位

はヒメアカバナーホソバノヤマ・）・コ群落，ツガザク

ラーコメバツガザクラ群落，そしてアカモノーシモツ

ケ群落のように群訓以上の上級単位が未決定のものも

あったが，それぞれススキ群麟，オ田浦モギーオオイ

タドリ群団，ヤマヨモギーームカゴイラクサ群団，シバ

群隅そしてミチヤナギ群団にまとめられた。

　ススキ群団，シバ群団それに暫定的にヤマヨモギーー

ムカゴイラクサ群団を加えてこれをススキオーダー・お

よびススキクラスに属するものとされた。

　ミチヤナギ群団はオオバコオーダーにまとめられ

た。ヒメァヵバナーホソバノヤマハハコ群落，ツガザ

クラーコメバツガザクラ群落はEl本寄地の同質の植物
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群落との比較が困難なこともあり，独立の上級単位を

構成する可能性の強い群落として上級単位未決定のま

ま示めされた。また，すでに各項目で述べられている

ように，アカモノーシモツケ群落の一都は岩隙植生と

して，別の独立した群落単位にまとめられる可能性が

強い。

　カラマツソウーヒゲノガジヤス群落，ホクチアザミ

ーススキ群集はススキ群団にまとめられた。またカラ

マツソウーヒゲノガリヤス群落も同様にススキ群諏に

含まれるものか疑問の多い群落である。

　ヤマヨモギームカゴイラクサ群団に属するものとさ

れたクガイソウーヒトツバヨモギ群落は山地帯高田jlil：

本群落と「司質なものとされたが，この群落についても

今後の比較，検討を必要とされる。

　シバ群落，オオバコ群落については，いままでの調

査資料と比較検討の結果それぞれシバ群矧，ミチヤナ

ギ群1丑iにまとめられた。

lv　植生配分の概観

　A　自然植生

1．夏緑広葉樹林

　大山山系における山地帯の額i直分布をみると海抜

800～L300mの範囲セこはブナに代表される夏緑広葉樹

林が広く帯状に発達している。

　この出地帯ブナクラス域の植生単位であるクロモジ

ーブナ群集は大山から東大1ま1にわたる地域において広

く分布している。

2・　山地帯渓谷林

　大山では非帯かこ的な分布をもつ山地帯渓谷林が臼然

植生の良好に保存された地域においてしばしば認めら

れた。璽直分布的には海抜450～800mの鞄囲でブナク

ラス域の下部にあたる地域に部分的に発達している。

　ジュウモジンシダーサワグルミ群集は海抜600～

LOOOmの範囲で大山滝付近および甲川などの河；ii沿

にみられた。・・クウンボクーミズキ群落は大山滝周辺

でジュウモンジシダーサワグルミ群集に接した叙涌部

に分布している。船上山北斜面，海抜450～600mの範

囲には土地的環境要因に奪割く支配されたミヤマハハソ

ーケヤキ群落が見られた。

3．　山地帯針葉樹林

　非帯状的な分布を示す自然植生として前述の渓谷林

のほかに東大山西斜面の山地帯針葉樹林がある。この

急傾癬地の土壌の浅い岩角地に限られて生育している

群落はヒメコマツ群落として記録された。

4．　山地帯風衝低木群季蓉：

　大山では海畝L300m付近より，東大山では海抜

1，200mより上部は高木森林限界となり山頂部付近ま
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　　　　　　　　　Abb．5大山・東大【⊥1における自然植生の一一一般‘i勺な配分模式

　Verteilungsschema　der“・ichtigsten　natUrl宝c1犯“Vegetation　au｛dem　Berg　Daiseエ｝u．　Ost－Daisen．

1：クロモジーブナ群集Under・umbellatae－Fagetum　crenatae
2；ミャマハハソーケヤキ群落　ル血目。∫〃～α’8ノ～z’～∫・Z8躍。て．，α56／91ηオα・Gesellschaft

3：ジュウモンジシダーサワグルミ群集　Polys巨cho。駐terocaryetum
4：ヒメコマツ群落　∬）～〃z‘51ρα1’てノヴZoノτレGesellschaft　　　　　　　　　　「

5：ダイゼンミツバツツジークロソヨゴ群落　R1～o‘～oご／8ノ～41ηノ～Z‘」9‘）／）～’∫一1！8∠τ5～‘8冨ノ’o屠～var．

　　Zo～～9ψ84～〃．π甲～4‘z’α一Gesellschaft

6：キャラボク群集Taxetum　nanae
7：キツネヤナギーヒメヤシャブシ群落　＆z♂油親吻～ノ～α一ノ1Z〃μ∫ヵ‘～1～‘～～’Zα一Gesellschaft

8・オノエヤナギーーヒメヤシ・プン覇客3・Z孟・・…1・・〃〃・…岬♂〃…μ〃・1・’1・IG・・ellschaft

9：クガイソウーヒトツバヨモギ群落・カラマツソウーヒゲノ．ガリヤス群落　．U6rωz記σ∫∫1噌’〃〃5’ゐ1万α〃刀．一

　　ノ1’廊ノ〃∫∫～α〃’o〃。ノ＞1り，”α・Gesellschaft　und　7フ～．α々ご孟ノ’z〃ノ～‘ηz’漉9びわ〃～〃ノムC屠α〃～α91－05々∫Zo〃9ノ∫8’‘～一

　　Geseilschaft
lGニアカモノーシモツケ群落　Gα雇‘11、ω¶～αα‘Zcノ．z碗1～．．”～〔τ一5∫）ゴ’wαゴ‘4）o厚。α．Gesellscha｛t

！l：ヒメアカバナーホソバノヤマハハコ群落：琢）’Zoム～～’ノ〃．ノa．～〃’！e’41／z‘z／）1～ごzZ富〃～α1召τzノ闇1如ビ6πvar，

　　αノ～9∫‘z飼～α・Gesellschaft

12：ブナクラス域の潜在的下限　Potentielle　Endgrenze（1es　F　a　g　e　t　e　a　c　r　e　n　a　t　a　e－Areales

で風衝低木群落が；｝1｝多状に発達しているQこの風衝低木

群落は相観的にも区分されるように，落葉低木林を主

とするダイセンミツバツツジークロソヨゴ群落と常緑

針葉低木の優占するキャラボク群集とが存在してい

る。ダイセンミツバツツジークロソヨゴ群落は大山，

東大山をはじめ鳥ケ山でもクロモジーブナ群集に接し

て広い範囲にわたって生育している。キャラボク群集

は東大山のやせ尾根状の山頂付近ではほとんど分布せ

ず大艮1山頂や鳥ケ山頂部のやや平坦な地域セこ限られて

生育している。とくに大山山頂の西側には大噸積でキ

ャラボク群集が発達している。

5・　崩壊地落葉低木群落

　大山，東大由，そして鳥ケ山の高木森林限界上部か

らクロモジーブナ群集域の山地帯下部にわたって，崩

壊地と平行した状態で発達した落葉低木群落が見られ

る。

　風衝低木群落に接し，とくに風背側の湿性な凹状余斗

面にはキツネヤナギーヒメヤシャブシ群落が生育して

いる。キツネヤナギーヒメヤシャブシ群落の海抜

1，200m以上に生育する植分は風衝的な影響を強く受

けており種組成的にもまた相観的にもダイセンミツバ

ツツジークロソヨゴ群落と類似している。



　キツネヤナギーヒメヤシャブシ群落の垂直的な分布

の下限は明確でないが，海抜800m前後まで下降する

ものと考えられる。

　もう一つの崩壊地落葉低木群落であるオノエヤナギ

ーヒメヤシャブシ群落は，崩壊地に沿って璽直的に分

布しており，海抜的にはキツネヤナギーヒメヤシャブ

シ群落より低く，海抜600～1，000mの範閥に生育して

いる。

　大山北斜面の元谷，南斜面の一ノ沢，ニノ沢，三ノ

沢をはじめとする崩壊地沿いにはこれらの崩壊地植生

の典型的な群落配分が見られる。

6．　二丁腰性低木群落

　大山山頂記田の海抜1，600m前後の崩壊地に面した

階段状斜面には高山帯風衝媛性低木群落に類似したツ

ガザクラーコメバツガザクラ群落が局地的に存在して

いる。この群落は強い風衝と日々くりかえされる高温

乾燥にさらされるきびしい環境条件下に生育してい

る。

7・崩衝地草本群落

　大山山頂部の海抜L600m付近より亜i直的にLLI腹を

けずる崩壊地はひんぱんな砂礫移動による物理的な破

壊作用により植物群落の生育は極端に制限されて，し

ばしばそこは無植生地となっている。

　このように不安定な崩壊地上部の懸崖地にはヒメァ

カバナーホソバノヤマ一指コ群落が団塊状に生育して

いる。この群落は崩壊斜脚の傾斜が緩まる海抜800m

付近まで崩壊地に沿って下降している。

　崩壊地下部の崖錐では，ヒメァカバナーホソバノヤ

マハハ 柱Q落は漸次的に記述の崩壊地落葉低木群落で

あるオノエヤナギーヒメヤシャブシ群落に移行してゆ

くQ

8・　賑丸儲f二三重也｛氏フ1く奪回落

　東大山には他の地域にくらべて崩壊地が少ない。標

高1，300m前後の山頂部岩角地には，この地域特有’の

風衝二二地低木群落であるアカモノーシモツケ群落が

発達している。

　アカモノーシモツケ群落は高木森林限界上部の風衝

低段群落の生育領域内にあり，しばしばダイセンミツ

バツツジークロソヨゴ群落のあいだにモザイク状に生

育している。しかし本来の岩隙植生と考えられる植分

は，かなり小面積の立地に限られている。

9．　山地帯高網草本群落・風衝草原

　大山や束大山の海抜1，200m以上の高木森林限界上

部には，風衝低木群落や崩壊地低木群落に接して持続

的な出地帯高茎草本群落が発達している。

　クガイソウーヒトツバヨモギ群落のキャラボク群集

に接した湿性な凹状地やキツネヤナギーヒメヤシャブ
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シ群落に隣接した湿性な冠状斜而に生育している。と

くに表登山道沿いの海抜L200～1，4001nの範囲にはこ

の群落がかなりの面積で発達している。

　カラマツソウーヒゲノガリヤス群落の生育地は，ク

ガイソウーヒトツバヨモギ群落とくらべて海抜的にも

やや高く，また風衝的な影響を強く受けた三分であ

る。三鈷峰の南斜面には広い鰹囲にわたってこのカラ

マツソウーヒゲノガリャス群落が発達している。

　今圏，クガイソウーヒもタバヨモギ群落とカラマツ

ソウーヒゲノガリヤス群落は山地帯高言草本群落とし

て一つの凡例にまとめられたがカラマツソウーーヒゲノ

ガリヤス群落は山地帯風衝草原として別に扱かわれる

可能性が強い。また調査されなかった海抜LOOOm以

下のクロモジーブナ群集内の崩壊地などの開放地にみ

られた草本群落もこの山地帯高富草本群落にまとめら

れた。

　B　代償植生

10．ニニ次林群落

　大山山麓の海抜900m以下では自然植生のほとんど

が代償植生に債きかえられている。

　この地域で広い面積にわたって生育している二次林

群落としてクロモジーミズナラ，キンキマメザクラー

コナラ群落，そしてヤマツツジーアカマツ群集が認め

られた。

　クロモジーミズナラ群落は上部のクロモジーブナ群

集セこ接し，海抜600～！，000mの範隙こ広く分布してい

る。この群落で定期的に管理されている植分は香取開

拓地周辺や鍵揖峠付近でみられた。また半自然的生育

状態の植分は大山寺周辺，地蔵峠付近で見られる。

　キンキマメザクラーコナラ群落の生育分布域は本来

海抜500m以下にあるものと考えられるが，ブナクラ

ス域にあってミズナラの生育のみられない萌芽状の落

葉低木群落やマント群落（Mantelgeselischaft）など

もこのキンキマメザクラーコナラ群落に一括してまと

められた。しかしこれらの落葉低木群落はキンキマメ

ザクラーコナヲ群落とは種組成的にもまた相観的にも

異なる。キンキマメザクラーコナラ群落は大山山麓に

おいて海抜1，000m以下からヤブツバキクラス域内ま

で分布している。

　本来のヤマツツジーアヵマツ群集はキンキマメザク

ラーコナラ群落と同様に大山では面積的にもわずかで

あるが種組成的，相観的にもアカマツ植林と異なる点

が少ないことなどから単一つの群落単位としてまとめ

られた。このアカマツ植林は，とくに大山道路沿㌧：・の

槙原では広い面積にわたってみることができる。

lL人為草原

　二次林群落と岡様に人為草原も大由肉麓り海抜
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1，000m前後のブナクラス域からヤブツバキクラス域

にいたるまでの広範囲にわたって分冷している。

　ホクチアザミーススキ群集は過度な伐採，火入れ，

刈取などの人為的作用のおこなわれている地域では広

範囲に発達している。とくに豪円山スキー場周辺，桝

水高原，笹ケ原そして擬宝珠山山麓には十分発達した

ススキ草原がみられる。今回は，採草地または放牧地

にされている外国牧草種の優翻した人工草地もこのホ

クチアザミーススキ群集に含められた。

　シバ群落はススキ草原内において部分的に発達して

いる。塩水高原や大山寺そして擬宝珠山山麓では人閻

に踏まれる休憩場や広場にこのシバ群落が認められ

た。ゴルフ場などにおけるような植栽されたシバ草原

は水無原，福永原付近にみられた。

12．伐り跡群落

　最近の人為的作用の及んでいる地域を植生図におい

て明瞭に示す指標的な植物群落としてこの伐り跡群落

があげられる。

　クマイチゴータラノキ群落は地蔵峠，飯盛山北部そ

して夏掛峠付近の伐採跡地に見られた。ここでは隅じ

伐り跡群落でやや早期に発達するベニバナボロギクー

ダンドボロギク群落もみられた。

13．踏跡群落

　踏跡群落としてのオオバコ群落は大山寺の参道，登

由道，遊歩道そして各地の広場など，人間の生活行動

のいきわたる範囲に付随して分布している。しかしこ

れらのオオバコ群落は線状であり面積的をこも小さいQ

しかし大山山頂三角点付近のオオバコ群落は大匡；山地

ではもっとも海抜的によい代償楠生として特異である

ぽかりでなく，面積的にも広く見られた。

14．植林
　植林はその植栽樹種によって相観的に区分された。

大山ではスギ植林，ヒノキ植林，アカマツ植林，クロ

マツ植林，そしてカラマツ植林が見られた。ヒノキ植

林とスギ植林とは相観的な区分が困難なこと，またし

ばしば混植されることからスギ。ヒノキ植林としてま

とめられた。

　スギ・ヒノキ植林が目立っ地域は大山南斜面の大由

環状道路沿いで海抜800～1，000mの範囲である。また

大山滝付近や勝田ケ山東山麓にもまとまった植林地が

みられる。

　アカマツ植林については前述されたがクロマツ植林

は豪円山海抜900m付近の尾根部に沿って見られた。

　カラマツ植林は桝水高原の海抜700m付近に造林さ

れているが，面積的に小さい。

15．その他

　具体的な分布状態について明らかにされなかったが

前述の植生単位の他にモウソウチク群落，カラスビシ

ャクーニシキソウ群集，ヒメジョオンーヒメムカシ灘

モギ群落，ウリカワーコナギ群集などの植生単位が認

められた。

V　大山自然の保護に対する植生学からの

　　提案

L　きびしい環境条件下に生育する大山の植生

　中国山地のほぼ中央の日本海岸に突心してそびえる

大山は，その独得な，しかも秀麗な山容をそなえてい

る。

　大山の植生は前述のように，植物群落学的立場から

も，また，群落分布学的な立場からもきわめて特異

な，質の高いものといえる。

　一般的に見ると，大山の基岩がもろい安山岩である

にもかかわらず海抜700～800狙以高は自然植生が福乱存

されている。とくに，海抜700m（ところによっては

海抜600m）からし200mにかけては，クロモジ一一ブナ

群集が十分に発達している。この群集はいわゆるブナ

を主とする夏緑広葉樹からなる喬木林であるが，これ

が大山の火山性の不安定な山地斜彌をおおっている。

しかも，同群集内には乾性立地から湿性立地にいたる

いくつかの亜群集レベルの群落が，斜面の角度や方

向，わずかの凹凸に晃事に対応して成立している。

　海抜！，300m面高は，森林の糊観は一変し，タニウ

ツギ，キツネヤナギ，ナナカマドなどの夏緑低木群落

におきかわる。さらに山頂付近の多積雪地には草本植

物群落のヒトツバヨモギ群落や，ヒデノガリャス群

落，大山を特徴づけるダイセソキャラボク群集が見ら

れる。ブナ林の高度分布は，本来海抜！，60Gmが生育

限界とされているが，大山が独立して存在しているこ

と，若い火山であることなどから気候的にも地形的に

も，この地域にはブナの高本林が生育しえないのであ

る。したがって，この事実は大山の自然環境がきわめ

てきびしいものであることをうらづけている。

　大山の他のいちじるしい特徴は，もろい基岩に起因

した，崩壊地が山頂部からクロモジーブナ群集域まで

広大していることである。そこには，ヒメアカバナーホ

ソバノヤマハハコ群集と規定されたきわめてまばらな

植生が生育するのみである。崩壊地植生は若い火山か，

風化しやすい白岩をもつ地域に多く，この地域は例え

ば窟士山，乗鞍主峯，浅聞山などのように，道路建設を

はじめとする人為的破壊作用はタブーとされている。

　東大山は，大山主峯に比べて基岩がきわめて安定

し，崩壊地はひかくてき少ない。しかしヒメロマツ林

でウツギ群落などの岩角地生の植生が特徴的に分布し

ている。
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　このように，大山の懲然植生は若い火山体できわめ

てもろい，風化されやすい基岩上に生育しているばか

りでなく，日本海に向って孤立しているなど地質的地

形的要函に撫えて，きびしい気象条件に対してかろう

じて生育しているきわめて弱い植生の集まりであるこ

とが断需できる。弱い植物群落が形成する景観域を景

観学上ではとくに弱い景観域（Schwach　Lan（1schaft）

とよばれ，人闘による開発はもっとも慎重にあるいは

全くこれをさけなければならない地域であるといわれ

ている。

2・人為的圧迫による大山の植生の変化

　大山は古来，山岳信仰の対象とする修験場で一般庶

民とは縁遠い存在であった。しかし，自然景観にすぐ

れたこの霊山も，明治はじめ以降仏教支配がとかれ，

登山考が年を追うごとに増加し，昭和初期には登山道

も整備された。また昭和！玉年，国立公園に指定される

に及んで来訪者が増加し，大山の自然に与える人為的

な圧迫がはげしさを増している。とくに近年の来訪者

数は爆発的でありデータによれば，山頂を目ざした登

由者は一年間に約18万人と推定され，それに伴なう環

境悪化は大山地域の各所で認められる。さらにこの人

為による自然環境の破壊は，観光道路の造成計麺によ

ってさらに拍車がかけられようとしている。

　海抜600エn以下の山麓都は，広い地域にわたって古

くから農業や林業などの立場で伐採，開墾，植林など

が行なわれている。そのため，かつては常緑広葉極林

が生育していたと考えられるこの地域は，現在，アカ

マツ植林，キンキマメザクラーコナラ群落，ホクチア

ザミーススキ群集に変質している。北部の海抜7001n

の平坦地は香取開拓群落として古くから耕作され森林

は畑地雑草群落と化している。しかしこれらはいずれ

も公園区域外のことであるが，最近では区域内での樹

林伐採が罵立っている。とくに大山東方の笹平上部の

斜面では巾2km，長さ2kmにおよび広範囲なクロ

モジーブナ群集の一斉皆伐が行なわれ，伐採あと地に

は伐跡群落が生育している。この伐採は海抜1，100皿

にまで達している。

　大山の観光槻発の足どりを見ると，江戸時代は大山

の祭日に開かれる牛馬召了にともなう参詣人で養いをこに

ぎわった。大正翻意には5，300頭もの牛馬が集まった

といわれる。

　大山道路が昭和38年12肩セこ開通し，大山寺一帯には

次々に旅館，みやげ店などが建ち並んだ。さらに大山

寺から裏大山に回る有料道路・大山高原ラインは昭和

40年10月に開通，止山と裏大山を結ぶスカイラインは

昭和45年夏に開講した。これらの観光道路によって大

山を訪れる観光客は幾何級数的に増加し，登由者は年

間に約18万人と推定される程になり自然への圧迫がは

げしさを増している。大山道路によって照感けい道が

かく蟷されクロマツの並木が各所で寸断された。桝水

原，鏡ケ成，などの山腹斜面は観光客の滞溜広場とし

てのキャンプ場，ロープウエイ，避難小屋などが設置

され，自然植生のクロモジーブナ群集やミズナラニ次

女は，ホクチアザミーススキ群集やシバ草地に変えら

れた。同様に，大山北斜藤では，大山寺に接した西斜

面ブナ林がスキー場に変じている。さらに，もっとも

けい斜角のゆるい大休峠に通ずる山道ぞいは，体暇村

建設のために森林の伐採が進められ，大山の自然植生

域にあたかもクサビをうち込まれたように，破壊の季

がのびている。

　一方大LL繭頂を目ざす登山者の増加にともない山頂

都の楠生も急げきに破壊されている。大山山頂部の植

生は前述のように，不安定な地質ときびしい気象条件

につり合った弱い植生の集合体であるが，人間の踏

圧，汚物の廃棄などによって，自然植生はたちまちの

うちセこ消滅している。鳥取県の高体連登山部の調査で
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は昭和45年夏の7．月21日～8月末日の約40日間に約4

万人の登山者がありゴミ処理量が3，260k9に達したと

いわれている。

　このように大山山頂部は自然に対して局所的に人為

圧が強く働いている。そのため山頂部の植生は次々に

退行し，はなはだしいところでは園地化してうる。山

頂部分の自然植生は，クガイソウーヒトツバヨモギ群

落とカラマツソウーヒゲノガジャス群落でしめられて

いたと考えられる。また一部はキャラボク群集の存在

も考えられる。しかし現在は一様に平地に見られるは

ずの踏跡植物群落のオオバコ群落ととって変ってい

る。オオバコ群落は頂上部の入間が集合するところに

まとまった広がりを見せ，さらに自然草原の中を通る

登山道にそって細長く分布しており人為的影響の程度

の指標となっている。この人間集合地域に接して，白

山の誇るキャラボク群集が兇られるが，その林内には

汚物がすてられている場合が多く，群集が変質される

おそれがある。

2．　大山の自然保護対策について　一植生学の立場か

　ら一

　大山はすでに前述の調査結果から明らかなように学

術的にきわめてすぐれた生物共同体の集まりである。

すなわちそれぞれが，大山熱電のきびしい環境条件に

適応し，過夫の長い年月において最：大限に発達した生

物群集（終麺相）の集含体ということができる。個々

の植物群落にあたって見ると，地質，地形，土壌，大

気候，徴気象などの立地条件は群落にとってきびし

く，他からのわずかな変動因子によって容易に破壊さ

れ持続が困難となる。とくに中腹（海抜600m）以高

の植生セこはそのことが云える。

　海抜600mから1，300mにかけて広がるブナ林（クロ

モジーブナ群集）は裏日本型ブナ林の西出にあたりま

た森林構成種の中には表日本に分布する面心も混生す

るなど，植生分布学的にきわめて貴重な存在である。

しかも裏日本の多雪特有の環境条件で，土壌や林内の

湿度はきわめて高く，とくにミヤマカタバミ亜群集に

おいて，それがいちじるしい。同様に沢ぞいのジュウ

モンジシダーサワグルミ群集域も，受光時間が短か

く，春遅くまで積雪があり，林内湿度は高い。このよ

うな森林において皆伐や，自動車道路建設のための伐

開や掘削は，森林の林内環境のバランスが失なわれ，

ひいては森林の存続が危ぶまれることになる。

　海抜1，300m以高の低木群系（キツネヤナギ群落

他）は，本州内陸地であればブナの高木林が成立する

はずの立地が，龍西方向からの冬季季節風のもたらす

強風と多量の積雪によって生存をしいられている自然

の代償群落である。さらに，山項からっつく崩壊性の

谷部に近接したところは，春さぎのなだれ圧の影響も

加わる。裏日本山地における，このようなきびしい立

地に生存する自然の代償植生は，北陸および東北地方

における，ヒメヤシャブシータニウツギ群落や，ミャ

マナラ群集などにも見られる。

　東大山の南北方向に走る山稜の地質は，大山本山に

くらべてひかくてき安定していることが，崩壊地の少

ないことから判断することができる。この地質は同じ

安山石ではあるが黒色の硬い輝石安山岩といわれてい

る。この山稜は細く尖り東西方向の斜面はきわめて急

傾斜に落ちこんでいる。したがって，森林を支える土

壌の堆積はきわめて少なく，しかも北西風の影響によ

って表土は乾燥している。このような立地条件を反映

して岩角地や稜線ぞいのやせ尾根にはヒメコマツ群

落，アカモノーシモツケ群落，ダイセンミツバツツジ

ークロソヨゴ群落など，本山とは対照的な貧養性のき

わめて弱い自然植生がかろうじて分布している。

　山頂部の低木群系すなわち凹地のキャラボク群集か

ら，卓状地のコメバツガジクラの擾占した風衝低木群

落までのすべての植生はきびしい自然環境に耐えて生

存し，しかも人閲圧によって容易に破壊されているこ

とはすでにのべられた。

　以上のように大剛の自然は，本来，開発という名の

自然破壊は許されないところである。しかしながら，

大山東側や北側における大規模な皆伐や無理な観光道

路の建設がすでに行なわれているのが実情である。さ

らに今度予想されあるいは一部は実行に移されている

大山を一周する環状道路（勝田ケ山をトンネルで掘抜

く計癒）レクリェーション施設用地の拡大，多様な自

然林の植林による単調化などに嫁しては，強力な保護

政策が必要とされる。大山を護る法的な規制には昭和

！！年2月1E｝指定された国立公園指定（12，403ha｝1疑

心38年半は31・927ha）をはじめ，特別鳥獣保護区，地

下資源採掘禁止，特別天然記念物指定があるが，これ

らの法律の内容の強化，例えば普通地域の格上げによ

る伐採規制や特別保護地区の拡張などが考えられる。

　大山山］頁部の自然破壊については鳥取県高体連登山

部が自発的に実情を調査し，自然に与える人為のイン

パクトについてきわめて貴重な資料が得られている。

この運動では，登山者数，高山採集の無断採集の実

態，排棄物の量などについてこくめいな調査が行なわ

れ，さらに，その結果にもとずく具体的な対策も積極

的に進められている。

　以上により，大山の自然の蒋質が植物社会学の立場

から明らかにされた。この上さらに，生物共同体のも

う一方の構成者である動物群集の解明が必要とされ

る。そしてその成果が得られてはじめて大山の自然の



しくみや各群集の相互の有機的関係が明らか．になろ

う。しかし，大山の植生は，今回の調査から判断して

少なくとも，植物社会学の立場から，今まで臼本列島

の各地で行なわれてきた開発という名の麹然破壊には

きわめて無防備であると断言することができる。

要　約

　1971年7月および10月の2回にわたって中贋地方中

部の日本海側に位置する大山全域の植生調査が行なわ

れ，以下の群集および群落が記録された。また1：

25，000の地形図に現存植生図（日本自然保護協会調査

報告第45号資料）が描かれた。主に大山・東大山のブ

ナクラス域（600～1，700m）の植物群落が調査対象と

された。

1　ブナクラス　Fagetea　crenatae　Miyawa－
　　ki，　Ohba　et　Murase／964

　1　ササーブナォーダー　Saso－Fagetalia

　　　c「enataeSuz．一Tok．！967

　　A　チシマザサーブナ群団　Saso－Fageta1－

　　　　iacrenataeM玉yawkieta1．1964

　　　1）クロモジーブナ群集Linderou狙be－

　　　　　llata｛〉一FagetumcreaataeSasa－

　　　　　ki　1964

　　B　ヒメコマツ群団　Pin玉onpentaphylL
　　　　aeSuz，一Tok．1966

　　　1）ヒメコマツ群落．£ア伽‘∫ραプη．卯ωu－

　　　　　Gesellschaft

　2　コナラーミズナラオーダー　Quercetalia

　　　serrato－mongolicaeMiyawakietal。

　　　1971

　　A　米決定群団　Noch　nicht　bestimmte　Verb－

　　　　ande

　　　1）クロモジーミズナラ群落　”π4βノrαz‘〃め8－

　　　　　ZZα彦α一（ンZ‘8ノ℃μ∫〃Z・ノ38罐6αvar．91η∬θ∫87・・

　　　　　ノーα診α一Gesellschaft

　　　2）キンキマ．メザクラーコナラ群落乃僧♂胡π∫

　　　　　∫η‘ゴ∫αvar漉∫ノzん砂～5ゴ5－Q㍑8’τμ∫∫8η窃α一

　　　　　Gesellschaft

　　B　アカマツ群団　Pinionde旦siHorae
　　　　Suz．．Tok．1966

　　　1）ヤマツツジーアカマッ群集　　Rhodode．

　　　　　ndro－Pinetumazumanum　Suz．
　　　　　一Tok．！966

　　C　クサギーアカメガシワ群団　Clerodend－

　　　　　ro－MallotionlaponicaeOhba
　　　　　l971
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　　　1．）クマイチゴータラノキ群落　Rπ傭∫ごπz如・

　　　　　鰐〃bZ裁トA7掘如θZα∫砕一Gesellschaft

　3　ニレーシオジオーダー　FraxiRO－Ulme－

　　　taliaSuz．．Tok．1966

　　A　サワグルミ群団　Pterocarionrhoif－

　　　　oliaeMiyawakl1964

　　　1）ジュウモンジシダーサワグルミ群集　Po・

　　　　　lysticho一一Pterocaryetum　Suz，一

　　　　　Tok．1956
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丑　ススキクラスMisca航hetea　sinensis
　　Miyawaki　et　Ohba　1970

　1　ススキオーダーMiscanthetalia　sin－

　　　ensisMiyawaki　et　Ohba　1970

　　A　ススキ群幽MiscanthetionSuz〔T．
　　　　ok．　et　Abe　1959
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　2　未決定オーダー　Noch　nicht　bestimmte　Ord．

　　　nung

　　A　オオヨモギーオオイタドリ群団．Aftemi一



ユ16

　　　　si◎一一PGIyg（＞niQnsachali黛e豆S1s

　　　　M三yawaki　Ohba　et　Okud盆1968，ヤマヨモ
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　　　　ArtemisioD　montaaae　Suganulna

　　　　1970

　　　1）クガイソウーヒトツバヨモギ群落　Vご’”oル

　　　　∫6α5彦η〃～’勲力廊～〃ノ～一ん勿〃呂癖αノπoノ～（ψ1z一

　　　　⊃〃α一Gesellschaft．

租　乗決定クラス　Noch　nicht　bestimmte　Klassen

　1　オオノミコオーダー　Plantaginetalia

　　　asiaticaeMlyawaki1964

　　A　ミチヤナギ群団　Polygonion　avic－

　　　　ularislaponicaeMiyawak11964
　　　1）オオバコ群落　PZα7z忽90　α5～αだ。α一Gese・

　　　　　11schaft

W　未決定群団，オーダーおよびクラス　Noch　nic－

　　ht　bestimmte王（lassen，　Ordnung　u．　Verbande．

　　　1）ヒメアカバナーホソバノヤマハハコ群落

　　　　　の∫あ∂1’〃〃廊～〃ゾα∫一ノ1〃妙ゐα〃5〃πz偲脚ゴム

　　　　　‘κ8αvar．α〃gκ5彦z漁〃α一Gesellschaft

　　　2）ツガザクラーコメバツガザクラ群落P妙一
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　大山は粘性の強い安山岩系岩石で形成されている

が，一般に母岩はもろく各地に崩壊地および謹錐が

生じており，それに付随した特異な植物群落の配分が

見られる。

　また大山が臼本海に近く面した独立峰的な山岳であ

るため気候条件も強く影響しており大山の植生配分を

決定する重要な環境要爾となっている。これらの自然

環境と植生との相互関係について植物社会学的な観点

から考察された。

　大山は気候的に裏B木気候区に属し，フμラ的にも

裏矯本要素が多い。しかしその西限付近に位置してい

るため，しばしば炎田木要素の植物も分布をひろげて

おり，種々の植物群落の出組1或；に微妙に反映してい

る。

　大由の海抜900m以上は自然植生が十分残さオtてい

る地域であるが，立地は土壌的，地形的に崩壊しやす

いきわめて弱い景観域である。そこでは各所に大小の

崩壊地をみることができる。

　大山の海抜9001n以上，また東大山海抜700m以上

を従来の無秩序な開発を行なえば，癬然植生の破壊は

もとより自然災害の起る恐れが十分ある。そのために

も人為的な干渉に対する多様な虜然立地の反応を構生

を指標として診断し，自然景観域の保全をはかってゆ

く必要がある。

　大山の自然景観は単なる観光資源としてばかりでな

く山崩れ防止などの国土保全，地域的な治山治水の見

地から保安林として保全し，かつすでに破壊された植

生の復元に十分留意すべきである。
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　　　　　鰹3曇響箋懸盤熱

　　　　　　Photo．1．特異な崇観をもつ大由の主峯（鍵掛峠より望む）。

Femans玉cht　des　Berges　Daise且．　Die　natUrliche　Vegetation　beschrankt　sich　auf
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　　　　　　　優潔したブナ林をはじめ低木層，草本層と群落階泌が旨立つ（大体峠）。
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Photo，3．尾根部に発難したクロモジーブナ群集，

　　　　　ダイセンミツバツツジ亜群集の外観

　　　　　（飯盛山）。
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　　　schaft　auf　rutschenclen　Flachen　　（San・

　　　nosawa）．
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鍵嘱
　謹磯

㈹潔繍巌無燕難い。

簸。

欝舞

叢叢灘

　　　　　1欝雛
　　　　購臨講

轟轟，叢
　Photo．5・大山山頂の湿性な平坦部に発達したキャラボク群落。所々落葉低木
　　　　　　のエゾアジサイ，ヤブウツギが混生している（大山）。
Tα∠τμ∫α‘功～♂α如　var．7zα〃α．Gesel互schaft，　die　auf　feuchten　Ebenen　des

Berggipfels　entwickelt　ist（Daise漁）．

灘

蓑轟雛
　　麹灘

i羅嚢．

霧蕪雑
蕪離離、

鞭翻騰灘

i態

態i
難謡

講i懸
　　　　潮

騒麟，
磯慧講鹸

艦瞭篠

Pkoto．6．山贋付近の崩壊斜藺に団塊状に発達したヒメァヵバナーホソバノヤマ・・ハコ群落（大山）。
　　　　　勾）～♂o～フガ～〃〃プ2ε～げ～o～一ん～α／＞1～α廊〃～α’「9て〃亭～‘αぐβα　var．αノ～gz’5’施Z’α一Gesellscha負，

　　　　　die　ballenart1g　auf　rutschenden　Hangen　auf　dem・Berggipfel　des　Daisen

　　　　　entwiCkek　iSt（DalSen）．
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．撫蜿P

．講灘．、

Pkoto．7・キャラボク群落に接した凹状地に生育するクガイソウーヒトッバヨモギ群落（大山）。

　　　　V81ηノz∫6α∫孟1マ〃π5’ろゼ戸α〃π一A1≠8〃π5∫αノ〃。πg〆履｝〃α．Gesel豆schaft　wacbst　auf

　　　　tiefliegenden　Flachen　mit　Kontakt　zu　Taxetuml臓anae（Daisen）．

為

P勲oto．8　大山山頂の三角点周辺には踏跡群落としてのオオバコ群落が広がっている（大山）。

　　　　　PZαノ～‘αgoα5懇懇α．Gesellschaft　als　Tritt．Gesellschaft　auf　dem　Gipfel

　　　　　des　Berges　Daisen（1，710m廿．　M．）．


