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Synopsis

　　Miyawaki　A1｛ira，　Sasaki　Yasushi（Dep．　Vegetation　Sci．　Inst．　Environ．　Sci．＆Techn．　Yokoha．

ma　Nat．　Uhiv．）and　Mochida　Yukira（The　Mt．　Hakkoda　Bot．　Lab．　Tohoku　Univ．）1982．　Tropical

rain　f（～rest　in　the　】E，ast　Kalimantan，　Indonesia；

　　The　vegetation　of　the　tropical　rain　forest（apProximately　400m　above　sea　level），　at　about　70

km　inland　from　Balikpapan　in　the　East　Kalimantan，1n（｛onesia，㎜ay　be　classi士ied　into　3　communities

by　the　di｛ference　in　flQristic　cGmposition；the　phytosociGlogical　classificatlon　coincides　with　topo－

graphical　distinction，　namely，　Melanti　putih－community　on　the　mountain　ridge，　Melanti　Inerah－

community　on　the　moしlntainside　and　Ulln－Juji－community　in　the　valley．　These　3　communities

differ　not　only　in　florist三。　composition　but　also　in　community　structure．　Phytosociological　systema－

tization　of　the　vegetat三〇n三n　the　area　is　to　be　attempted　after　relev6　collection　will　be　more

co正nplete．

は　じ　め　に

　東カリマンタンの熱帯多雨林についての調査は，19

79年11月の予備調査と1980年11月～1981年1月の2回

にわたっておこなった。現地調査には宮脇昭，奥田重

俊，鈴木邦雄，佐々木壕ξ，凍田町，持田幸良，望月睦

夫と現地人のBadar氏との計8名がたずさわった。

Badar氏々まPassir語族に1謁し，　現在Bahkpapan

Forest　Industry（BFI）の森林資源調査員である。現

地での樹木の判鋼（現地名）は，すべてBadar氏に

よった。東南アジアの熱帯多雨林についての研究は，

Richard　1964，　H，　Walter　1964，　N．　Stein　1978など

の欧米研究老によるものの他，大阪市大・東南アジア

研究グループの一連の研究などがある。しかし熱帯多

爾林では，生育する植物の種類がきわめて多く，ま

た，種の同定が困難であること，山野を踏査しての広

域的な現地植生調査作業にも困難さがともなうことな

どから，これまでの植生学的な研究は数少ない。今圃

の調査では，群落の相観，階層とともに種類組成に注

目し，熱帯多雨林の群落組成による群落区分をおこな

い，群落桐互の組成，構造，生態的特徴を比較しなが

ら，群落体系化への足がかりをつかむことを穏的とし

た。

　したがって，植生調査頻数は限られたが，おのおの

均質の植分と判定される対象について，全1二｛：1現植物の

階層別の測定をできるだけ厳密におこなうように努力

した。

夏　調査地の概要

　調査地点のPemantus山（1051m）は，インドネ

シア領東カリマンタンの都市Bahkpapanから西北西

へ直線距離にして約70km内陸部にある。　Pemantus

山は対峙するBeratus山（1228m）とともに1つの

山塊を形成しており，現在なお山塊全域が臼然林でお

　＊　本調査・研究は文部省科学研究費補助金（海．外調杏），課題名：熱帯アジアの潜在躍然植生網化の研究とくに森林保全

　　と持続的な利罵の基礎として，研究代表者：宮脇　昭，課題番号：404208，504126，56043024による。

　　Contributlons　from　the　Department　of　Vegetation　Science，　Institute　of　Environmenta｝Science＆

　　Technology，　Yokohama　National　University　No．137
＊＊ ｡浜圏立大学環境科学研究センター植生学研究室．Department　of　Vegetat童on　Science，　Institute　of　Environ－
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Fig。1　MaP　of　location　of　relev6s　in　t1、e　East　Kalimantan，　Indonesia，

繋

鰹

鴨、窒

麟，

　　　　　Fig．2　Pemantus山中腹部の熱帯多雨林

Tropicai　rain　forest　on　the　mounta玉nslope　o士Mt．　Pemantus．

おわれている。熱帯多雨林の自然林は，東カリマンタ

ンでも数少くなっており，このPemantus山，　Bera－

tus山の山塊一帯も山1頁域を残して伐採される予定で

ある。1960年代後半から現地の森林開発社BFIによ

って林道の建設とラワン材を対象とした択伐が平行し

ておこなわれている。伐採の進行速度は，年閥1km

の歩合いでおこなわれてきたといわれているが，現在

では機械力によって，幾分加速されてきている。気候

条件についての，現地の観測値がないが約60km海岸

よりのSotekでの観測頒によると年平均気温28．9。C

8月を頂点として7～9月に，｝を期があり年間2239mm

の雨最がある。より内陸都で，標高約450mの調査地
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Fig。3ペマンタス山中腹の熱帯多雨林の林内

　　　　相観

　Aprofile　of　tropical　rai鷺forest　on　the

mountainslope　of　Mt．　Pemantus．

付近では，平均気湿がより低く，年間降水量はより多

いものと考えられる。ちなみに，調査時の12月，林内

の気温はほぼ23。Cに一定していた。地質は第三紀層

の砂泥暦を基盤としている。土壌はLateritic　soilsの

うちのYe110W　soilに含められる土壌と判定され，

落葉層の下には，ごく薄い表面のみが黒色のA層がみ

られるが，ただちに黄色の粘質度の高い粘土となって

いる。

　植生学的には，過去に賢顔の採取，抜き切りがあっ

たかも知れないが人闘の居住地も付近にまったくない

ことから，ほぼ原生林といえる森林が続き，二次林や

代償植生群はほとんどみられない。自然崩壊地や河川

沿いに陽地林やマント群落などがわずかにみとめられ

るにすぎない。森林植生はいわゆるラワン材として有

用材である磁α孤やDψ如ηごα1ψπ∫類が高木層を占

め，高木層の高さは40～50mに達している。標高400

斑付近のPemantUS山の中腹一帯で1ま，高木層を占

める樹木は31～01孤が多く，1）ψ如切α1ψ～悩ま量的に

ごく少ない。またPemantus山の標高約800mの高海

抜地では，31研でα，Z）ψ如rocα’ψ榔の両属の種をほと

んど欠き，群落高15m以下の群落栢観のまったく異な

る植生帯がはじまっている。したがって，群落高40～

50mに達する31zo1槻，　D4，’8ノηcωψ’イ5類を主とする，

ほぼ群落相観の類似した熱帯多雨林は，標高約800m

以下の働．L馳に分布しているものと考えられる。

護　調査地と調査方法

　調査地はPelnantus山（1051m）の中腹，標高約

310～450mに設置した。したがって，標高的には，同

一の植生帯と考えられる。

　調査区は，地形的に異なる尾根（Rg），中腹（S1），

谷部（V1）の3地点にそれぞれ設定された。3調査地

点は，Pemantus山から派生する同一の尾根の両斜面

を利用した（Fig．4参照）。

　調査地点Rgは，尾根頂部直下の標高450膿南側斜

藤，調査地点Slは，尾根から派生する裾部で，小河

川に狭まれた凸状斜面で標高350mである。調査地点

Vlは，斜面下部の小測ll沿いに発達した狭い河成段

丘上で，礫の堆積がみとめられる。標高は310mと3

地点中もっとも低い。

　3調査区ははそれぞれ40mx40mで，　Rg，　S1地点

ではさらに10mx10mの小櫃に区分，　Vl地点では20
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xn×20mの4小櫃に細区分して，三生調査が行われた

（Fig．6）。

　植生講査は，現地での種の岡定が困難で，自認定法

では被度の判定を間違う危険性もあったので樹高3

m，胸高直径3cm以上の樹木について山木調査をお

こない，種名の判定と，醐高，胸高直径をそれぞれ測

定した。種名の判定は，現地ではすべてBader氏に

よってパッシール語名によっておこなわれた。毎木調

査と並行して各調査区の樹冠投影図，群落断面図の作

成がすすめられた。また低木調査の対象となった樹木

については，種類別にそれぞれ標本を採取し，また高

木類についてもチェーン・ソーで伐採して採取した。

樹高3m以下の低木や草本植物については幽現個体を

すべて刈取り採取し，室内作業で形態的に可能な限り

分類し，それぞれについて個体数を記帳の上標本の作

成をおこなった。

Tab・1調査地Rgの毎木調査表　Trees　of　relev6　Rg

調査区酬樹木醐丁台　二四魎名　学名
・・1・v・N・i・・ee　N・i・・y・・幅豊「「ed　ve「nacula「specle・n・m・ i田平欝騨騨

！樹

Rg－1

Rg－2

6

1

2

5

7

8

11

13

15

3

4

9

10

12

14

7

1

4

6

2

3

T1・＊IM。1。ntim。，ah

　　　5

51・・’掘妙一♂・i 25 35 962．11

T2

（c）串＊

T3

（c）

T1

Rupai 　　　　　　　　ミ
乃ψ1～・翫磁・一i・9

Lomu

16120！．06
　　…

α・・繍〃酬・7｛

Rangarei

10 78．54

翫ル〃一・…・・巨1

Rusak　putih 1・7 17

95．03

1くeramu

1226．98
1

1／7 13 ／32．73

Miwe 14 8 50．27

】＞lata　kucing
　　　　　ヨ
伽鰯p・1 7

1くayu　raya κ〃8ノ〃αsp．

Jomit　bako

Rusak　putih

9

7 1 38．48

Miwe

Miwe

9．5 70．88

1

7 5

8 6

8 i

19．63

28．27

Rupai 助励’・・ガ・一・i 7

Rusak　putih 7

・t 28．27

5 ！9．63

7

M玉we

Lahung　gila

Melanti　putih

T2 Benitan

Mata　kucing Hoμαsp．

Tulang ハ46〃～665，ZO〃0々90／Z6Z〃’～‘〃声

（Pulari）die

9 8

27

18

31

15

25 25

1・ln

38．48

50．27

754．7（う

176．71

490，87

T3 iM。，。k。。玉。g
五∬01）8αSP． 6

層目lanti　putih i 6

95．03

4 12．57

5

8

王くayu　raya

・1・9．・・

κ〃・〃・αsp・1
7 6 28．27

Engkuni 　　　　　　　　　「13αccα’”拠ノ襯”’o∫‘乙＊ ・1 6 128．27

＊determined　by　Harry　Wlriadlnata＊＊T：tree　iayer　c：climber
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28. 27

15. 90

19. 63

38. 48

19. 63
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{
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Mata kucing Hef)ea sp.

I<eranji

H
8

11

23

14. 5

13

14

12. 57

132. 73

15.90

63. 62

3R. 48

2436. 01

176.71

530.93

153. 94

Mata kucing Elt)Pea. sp. 10

415.48

Sl-13
I

i
1

l
I
E
1

i

l

l

1

4

6

2

3

5

Sl-14
I

1

2

6

T,

T,

T,

T,

Ensamak Ezigenia j'amboloidirs

Melanti merah Sirol'ea lopi'osttla

Mata 1<ucing H?ipea sp.

Benitan

Marandulu

Tulang A41imec3,lon oligonettrt"n

Makang "blclrioca71pus Pol)ipetala

Melanti merah Sho7'ea lepi-ositla

Melanti merah Slioi'ea lapi-ositla.

Durian lahung I)tti"io sp.

165.13

132.73

153. 94

9 63.62

10
l

10 I
E
E

78. 54

30

15

18

9

6

9

31

28

33

16

33

14

6

9

60

60

15
i
I 20

855. 30

201 .06

855. 30

153. 94

28. 27

63. 62

2827. 43

2827.43

314.16
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I

Sl-15

Sl-16

8 l
I

Umar .4i'tocai?zts
   i
sp･*l l2 30

3

4

5

7

;
i

i

T, I Kapur DiA":obalanops sp. 10

Benitan
i 8

13

l5

Melanti karpitip I)iosP)il"OS CItlTcVliop
   E
siS i

   ]
10

i
l

12

706. 86

4

3

7

1

2

5

6

8

T,

T,
E

:
Ts

5

1

6

T,

T,

132.73
1

l76.71

113 .10

MalNrang H),cb2ocai?us pol)petala
I

i 6

kwIata 1<ucing Hopea sp. 35

8
F

50. 27

E
i

50

Ensamak Ezt8'eilla .ia]nboloidkrs
l

19 :･30

1963.86

:

E
i

706. 86

Kapur I)iryobalanoPs sp. 20

Lempasung 71i:),smanniode ncb'on bogo- I
     1'ie?lsis*i 8

Madang

Engkuni Bac('attJ'ea 1'aceniosa

Lenda Aglaia sp.

5

6

6

Buno Ag'laia sp. io

Tei tei Beilsch.miecffa. sp.*

Tarap fli'toctvlPrts lanceaefblia

Madang tanduk
'

2

3

4

7

8

9

i
I

l
i

i

T, J
I
i
l

:
/

J
:
l

l

Miwe

26

11

19

9

20

9

5

6

314.16

63. 62

19. 63

28. 27

6
I
I 28. 27

12
I

113 .10

Manglga lutuk AdetnecJilon sp.

Siwo

Tulang A4entec),lon o l･ig'oneiti'itnt

Dama dama

50

30

25

6

9 I 6

9

9

10

Lempasung marau
Bac('aiti`ea stipitlata*I

5

17

9

9

'

6

1963. 50

706. 86

490. 87

28. 27

28. 27

226.98

63.62

63. 62

28. 27

Tab. 3 ftffjakVl a)-fij':?i<saeree Trees of relev6 Vl

xgg[}"<AtisIE'iialjL't*tssii':sas Eza=,

         l/ i,
Relev6 No.         Tree No･ i                    Layer
                  i

Vl- 1 1

2

18

19

27

3

4

l 5

6

7

T,

(c)

(c)

T,

    lj1aj2twX

Preferred vernacular

       name

  tEVYil'

Species

`k

name

ret r･:'g,s

Height
  (m)

+
:

ljfaj} iS p-g.{x

D.B.K
 (cm)

;
]

I;sclilgliffilll･{'

Basal area
 (Cm2)

Ulin Ei{si(lei'o cslon "",zvagel`t

Beringin Cnestis 7Aamij7oi"a.

Semayap

Keramu

unknown Alangittm, j'a'vanicttm*

Bako raya

Bingkoy

Miwe

Merompai
A4dsti:cia trichotoina var.

   koi"thalsiana*

Katan

30

30

24

23

130

200

22

24

26
t

(30)

30

(18)

13273 .23

31415.93

380. 13

452. 39

(30)

11

18

9

706. 86

(254. 47)

(9) (63.62)

7

15

5

38.48

176.71

19. 63
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Vl- 2

8

9

10

11

12

13

14

16

17

20

21

22

23

i

i

Marijltng Aiiti.desnza sp.*

E

l

"
l
'

'
i
I

Tulang bengkare

Malo monu

Malo monu

Dama dama

unknown Alangttt.nx ja'vanlcteln*

-

Duyan datei

Miwe

18 13

9
l
l

5

6

9

20

5

4

8

unknown
Cnestis platantha*i

10

Natu Rila.gitium sp.

Paru paru

Malo monu

7

14

15

24

25

26

28

4

9

12

16

17

18

22

27

1

2

3

5

6

7

10

11

13

15

17

T,

T,

T3

Jambu baui 15

Kapur Di)}obalanops sp.

Durian lahung I)ltl-io sp.

Tulang bengkara

unknown I)3,soa;yltt.nt a lliacete?it*

Meuei

Natu Rila qtt.tttl]t sp.

Ensamak Ettge211a･ Jamboloictes

Malo monu

5

7

7

7

8

27

il o

27

Pingu 24

unknown
Alangiuin ja'vanictti?t*I

20

Purun silu I';leliciopsis    l
spJ I 26

Melanti karpitip Dio sp)v-os crto"i'anlopsts

Mengl<ikir

Sosop

Tarap AiAtocai?zts lanceaefblia

Juji

Purun silu I,;lel ZCIopSIS SP.*

24

30

10

9

17

10

6

10

22

6

4. 5

4

10

8

13

17

11

4

7

5

6

6

24

30

44

34

15

40

Plipis

Katan thj'anciphelit{in SPi*

Juji

25

33

20

5

6

9

10

14

9

15

13

8

132. 73

19. 63

28. 27

78. 54

:-l80. 13

28. 27

15. 90

12. 57

78. 54

50. 27

132. 73

226. 98

95. 03

12. 57

38. 48

l9. 63

28. 27

28. 27

452. 39

706. 86

1520. 53

907.92

176.71

1256.64

490. 87

855. 30

314. 16

19.63

28. 27

63.62

Merijang .ilntictesnia
  .l
sp.   I

[

11

Bunoy

Natu 1?txla qu{tn- sp.

11

11

176. 71

132.73

50. 27

10

9

7

78. 54

63. 62

38. 48
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Vl- 3

19

20

23

24

25

26

28

29

8

14

21

1

2

4

14

12

8

18

23

3

5

6

7

9

10

11

15

!6

17

19

20

21

22

24

25

(c)

T,

T,

T,

T,

unknown

Kayu raya Kl,iema lau7'ina*

Mengkikir

Buno Aglaia sp.

unknown

Juji

Natu periuk

Kayu arang G"ato us,lon sp.*

Bingkai bu

Katan 1kei"anePhel･iu.in sp.*

Meuei

unknown

Juji

Natu thlaqttii{?n sp.

Melanti putih

3uji

Buno wani

Natu Rila qu.tu2tt sp.

Benitan

Melanti 1<ar P]tlP

Ensamak Eztgenia iantboloicfes

Tampang

Miwe

Tulang Mefnecsilon o ligoneto"ton

Juji

Mantrenseng

Keranji

Natu I)Zila qtt･lu-?n sp.

Melanti putih

Miwe

Puakempulu APo?"osa ebnei-i. sp.*

Bengkron

Miwe

Natu IZIa9UZUI)l sp.

Malo monu

unknown

9

9

15

8

7

15

19

8

7

7

6

35

35

40

30

30

25

17

24

11

6

7

9

9

10

11

12

14

15

8

9

7

7

7

7

4

4

12

17

5

4

6

6

75

44

110

60

40

40

17

50

9

6

6

7

9

10

7

10

6

12

6

7

7

38. 48

38. 48

38. 48

12. 57

12. 57

113. 10

226. 98

19. 63

12. 57

28. 27

12. 57

4417. 86

1520. 53

9503.32

2827 .43

1256. 64

1256. 64

226. 98

1963.50

63. 62

28. 27

28. 27

38. 48

63. 62

78. 54

38. 48

78. 54

28. 27

l13.10

28. 27

38. 48

38. 48

7

8

8

4
E
i

6

12

12. 57

28. 27

113. 10
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Vレ4

13

7

10

15

17

21

22

25

12

16

28

（c）

（c）

（c）

Onga

Klari　waya

Bako　srapet

T4

T1

Kemuning xα．’．1孟ゐ．・ρ11メ細’〃・sp．＊

Melanti　kuning 31λ・ノでαsp．

T2 Ensamak Eπ9翻αノα〃～ゐ・10～漉∫

6

45

15

　

Jul三 25

Purun　silu 凹々ψ鯉∫sp．

Ulin Eπ3’盈1’・£）伽測α98ノ’～

Juli

Keramu　konteU

Buno ノ1ψ磁sp．

Beni亡an

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　8

11

13

14

18

19

20

23

24

26

27

　9

T3

unlmown

Keralnu

unknown

30

18

30

20

20

19

17

9

U
Kiyontang Bαη噂～7’9鰍～αsp．＊ ．！3

Duku

Tilion　marau 助01803α6z〃～8r1＊

Marlung 伽〃α・～〃～‘ヲ∫μ～・／召ノ¶～∫

Benitan

8

4

8

8

5

167

20

30

45

20

60

20

玉．7

15

15

9

10

i

20

Kayしl　raya

7

3

6

6

9 6

unknown 加一・・　・i ！2

Naれ1 Pと～Zα〈1z‘～～〃〃　sp．

Malo　monu

9

！2

8

unknown ノ1／α7～ψ〃〃ブζzて・αノ～～6z〃厚

Keralnu

Natu ル♂α9～磁ノ〃sp．

Natu RτZασ遅∫z〃〃．sp．

Benitan

Ensiung

Benitan

7

12

！0 7

6

9

！5

7

6

10

10

6

7

！2

6

12

19，63

21903．97

314．16

706．86

159G．43

314．16

2827．43

314．16

226．98

176．71

176．71

63．62

78．54

314．16

38，48

7。07

28．27

28．27

28．27

50．27

38，48

1工3．10

38．48

28．27

78，54

78．54

28．27

28．27

113。10

　　　　　　　　　　　　皿　群落組成

熱帯多爾林は，即時に種類同定が困難なこともあ

り，相観的に同一にみえる森林が延々と続いている。

調査地のPemantus山の中腹は，標高300～500撫と

低く，海抜高度的にはほとんど差はなく、全域が低地

熱帯多雨林に含められる。しかし，地形的な起伏が大

きいことから調査区：を1つの派生尾根での尾根，中
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腹，谷部の3地点に設置し，地形の差による晶々傾度

と種類組織の比較をおこなった。地形的位置の異なる

3調査地点の種類組織を比較した表をTab・5に示し

た。

　調査地Rg（尾根部）はMelanti　putih（％’u∫1～o・

解αsp．）が優占し，　Mata　kucing（遅oρ8αsp・），　Na－

tu（んZααμ～～〃〃sp．）の被度が高い。欄体数ではMi－

we，　Meuei，　Rusak　putih（Vαオ～oα？），　Engkuniそれ

にMelanti　putih，　Mata　kucingが10本以上の個体数

を有している。調査地S1（中腹）ではMelan亡l

merah（31・ω孤妙ノリ∫・’Zのが圧倒的に優占し，最上

届を占めている。またKayu　raja（Koo”ψα∬～α

6ごτ‘＝8Z5のの被度も高い。個体数ではMelanti　merah

（31こ口浬α♂砂1η∫z’Zα）　ををよじめ，　Melanti　kuning

（5ん。ノ’雌sp．），　Mata　kucing　（Hoプ）β‘z），　SosoP　カミ多

い。調査地Vl（谷部）では，単一樹種が優晒するこ

とはなく，Ber三ng三n（G～85’～5ノーθ〃1ど〃・ノ’π），　Ulln（E～1－

5～‘～冶ノ・o露yoノ～駅¢，α96ノ’～），　Melanti　kuning，　Jujiなどの

複数の種が高被度で生育している。個体数においても

やや平均化され，Juli，　Malo　monu，　Natu（」職Zαg，，～，

～〃〃sp．），　Miweなどが運脚っているにすぎない。

　群落組成的には，調査地点RgはMelanti　putih
（拓ノ・α31～oノ・（｝αsp．），　Rusak　putih（Vαご～ご，α？），　Engkuni，

E〃ψ‘〃～‘ゐ”∫ゐεごαηゾ！var．ρ♂」如’～！5，　Mual，　Rangare三

（Nψ～読z〃ηsp．），　Medang　kapas（肋∫8αsp・）に

よって特徴づけられる。

　調査地点S1の群落ではMelanti　merah（31～orω

妙1り…Zα），K・y・・aj・（Koo〃ψα∬～α齪8♂∫α），　K・y・

api，　Marlung（揺07zα〃‘乃。5μ’oZαがの，　Sosop，　Ma－

kan9（遅ydηo‘α1プ〉～’5ρoり少αα♂の，　SosQp，　Siwo（五9－

1α～召sP．），　Lenda　G49／6～‘～SF），　Ti1沁n　telung，　Te三tel

（B8’♂∫（ヲ～ノ〃～8‘Z’α　sp．），　Kapur　（1）1コ口∠）‘ガα〃。少5　sp・）

Medang¢～’58αsp，）など多数の種によって特徴づ

けられる。

　調査地点Vlの群落は，　Ulin（E～‘5ノ漉1η記yo／z£てθ‘z－

9βr’），Beringin　（C／zθ∫彦’α　プα～ノ～ヴ70プα），　Jujl，　Malo

monu，　Klatan，　Bullo　wani（〆1gZα1αsp．）によって特

徴づけられている。このように，3地点の群落がそれ

ぞれ区分軸承をもっていることから同一地域内のほぼ

同一海抜地で，しかし地形的位置の異なる場雇におけ

る群落は，種類組成的にそれぞれ群集レベルで区分さ

れるものと考えられる。今回，調査区数が，わずか1

調査区ずつで，一般性の確認がないこと，全層にわた

る種の同定がまだ不十分であることなどから，群集規

定はしえない。しかしながら，ここでは以下のような

仮称名を与え，論を進めたい。

　調査区Rg（尾根）lMelanti　putih－comm・

　調査区Sl（中腹）：Melant量merah－comm，

　調査区Vl（谷部）：Ulin－Juji－comm．

　Melanti　putih－commは，最大樹高38mで，3群集

中もっとも群落高が低く，胸高直径の最大もMelanti

Putihの90cmともっとも小さい。しかし，生育する

樹木の個体数では195本／0．16haともっとも多い値を

示している。港令木を除く，毎木調査対象木の種多様

度指数（Fisher　et　a1．1943）の概算＊をしてみると3

群落中19，6ともっとも低い値となる。したがって，

Melanti　put三h－commでは同一種が多数の個体数を

有して生育し，群落を形成しているといえる。次に

Melanti　merah－comm．では，最大樹高45mと高く，

胸高直径の最大はMelanti　merahの！70cmと大き

い。しかし樹木の個体数では，！14本／0．16haと少な

い。しかしながら種多様度指数を概算すると38．5と高

い。谷部河成テラス地（Vl）のUlin－Juli－cOlnn1・で

は．最大樹高45mと3調査地点中もっとも高く，胸高

直径においても最大で，Beringinの200cmともっと

も高い値を記録している。樹木の個体数でみると101

本／0．16haと3群集中もっとも少ない。しかしなが

ら，種多様度指数では45．1の高い値を示し，群落内に

岡一種の混成する度合いがもっとも低いことを示し，

お互いに異なる多数の種類によって群落が形成されて

いるといえる。

　3群落の林床，すなわち低木類や草本植物は群落組

成表Tab．5にはあげられていない。しかし，一般

に，林床は貧弱で，草本植物はほとんど生育せず，大

半は高木暦を占める高木類の芽生え，若山木によって

占められている。したがって，林床に生育する植物群

は，群落組成的に，Tab．3に示された区分種以上に決

定的な意味をもつことは少ないと考えられる。Mela－

nti　putih－comm．，　Melanti　merah－comm．では，林

床の全植被率は20～30％と低く，林床の大半は若巾木

で占められている。しかしながら，谷部のUhn擁ujレ

cOlnm．だけは例外で，先の2群落とは異なり，林床

の全植被率は90％と高く，ここではMalantaceae　sp，

がほぼカーペット状に優占して生育している。

　以上の各々3群落の特性をまとめるとのTab．4よ

うに示される。

　　　　　Tab．4　3群落の精性の比較
　Characteristic　features　of　the　3　communities

群　落　の　高　さ

最：大胸高藏径
材　　　積　　　量。

種　多　様　度
樹　木　個　体　数

Rg＜SI≦；Vl

Rg＜S1＜Vl

Rg＜Sl〈Vl

Rg＜S1＜Vl

Rg＞Sl＞VI

＊Unknownのうち5G％（半数）を異種として鉾出
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                            Tab. s Pemantus IIIOpa,,!;Pti'{21t?rg-)ptceDptvaklljStltc

               Floristic composition of trepical rain forest in Mt. Pemantus, East

   Total basal area for releve Rg:O,4252%, Sl:O.6549%, Vl:O.6785%,

                                                            SlNo. of releve                                       Rg
Field Nr. of relev6                                       DC
AItitude                                                            350m                                       450m
Size of study area                                                            40×40m                                       40×40mTotal number of species                                       47                                                            60

Kalimantan

No.
per plot

Relative
dominance

No.
per plot

Relative
dominance

Vl
G
310m
40×40m
53

No.
per plot

Relative
dominance

Character specles

  Melanti putih
  Rusak putih
  Engkuni
  unknown

  Muai
  Rangarei
  Medang l{apas

  Melanti rnerah
  Kayu raja
  Kayu api
  Marlung
  Sosop
  Makang
  Tei tei
  Riong
  Kapur
  Siwo
  Medang
  Lenda
  Tilion teilung

  Mata kueing
  Rupai
  Mangkalutuk
  Nyatoh
  Melanti

  Ulin
  Beringin
 Juji
  Malo monu
  Buno wani
  Katan

  Melanti
  Melanti
  Ensamak
  Purun silu
  Durian lahung
  Keranji
  Plipis

Companions

(Shorea er Ptzrashorea)
( Vketiea ?)

(Baccaurea racemosa)
(ElliPantht{s beccarii
 var. Peltatus)

(Alephelium sp.)
(Litsea sp.)

(Shorea leProsula)
(KoomPassia excelsa)

(ixonanthes Petiolaris)
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F玉g．7調査地Rg，　Sl，　V1地点の林内相観

Profile　of　relev6　points　Rg，　SI　and　Vl．



　次に各々3群落間の種類継成上の差の大小をみる

と，Tab．5に示された群落組成表では，　Melanti　Pu－

t三h－comm．　と　Meianti　merah－comm．に対して

Mata　kucing（Ho汐8αsp．），　Rupai（E～ψノ～o’わ～αびノzβ一

reα），　Nyat・h（RτZα．σκ～～〃〃．sp．）の共通種群がある。

また，Melanti㎜erah－comm．とUl三n－Juli－cQmm．

とに対してはMelanti　kuning（81zolm　sp．），　Melanti

ka・pitip，　Ensa㎜ak，　Durian　lahung（D～・rめspう

の共通種がある。さらに，これら3群落に対しては
Natu　（Pα♂αgz6∫〃♂sp．），。　Tarap　（ノ1ノオ。αz1ソ）～‘∫sp，），

Buno（五gZα∫α99αノ～990），　Keram，　Meuei，　Miwe，

Kayu　rayaの各共通魚群があることから，3群落

は，群落組成的にほぼ瞬列の群落単位として位置づけ

られるもののようにみえる。また，これら3群落につ

いて，共通係数（Jaccard　I902），類似度百分率（Whi－

ttaker！952）を使用して数量的に試算，比較してみ

ても，ほぼ等間隔にあり，数値的にも同列の群落とし

て位置付けられる（Fig．8）

　しかし，我々の植生調査資料では，中腹部のMela－

nti　merah－comm．と谷部のUlln－Juji－comm．との

共通温言の常在度は，ともに低いこと，とくにUlin－

Juli－comm，では，河成段丘の下方へ向うにつれて

Jujiの個体数が増え，さらに新たな種群の生育がみと

められ，この地方の熱帯多雨林の優占種であるεん。超α

属の種を欠いてくる。また，林床もMalantaceae　SP．

が三川し，90％以上の植被率を示すなど斜面上部の

Melanti　putih－comm．，　Melanti　merah－colnm．1こ

比較して群落相観的にも大きな差がみられる。したが

って調査地点の設定に留意することによって，地形的

位置の違いによる環境傾度に対応した種組成三差がよ

り明りょうに現われてくると考えられる。

　すなわち，Melanti　putih－comm．（Rg）とMelanti

merah－c・mm，（S1）は，おもに5／zω’6α属によって特

徴づけられる類縁の群落であるといえ，谷部（Vl）の

Uin－Juli群落は，5ゐ。紹α属を欠く傾向にあり，群

団レベル以上の組成的差のある群落であるということ

が考えら）れる。

】V　群落構造

　地形的位置の異なる3地点における群落は，それぞ

れMelanti　putih－cornm．，　Melanti　merah－colnm，

とUlin－Juli－comn1．の3群落にそれぞれ区分され

た。これら3群落の群落構造が，心木調査によって作

成された群落断面図と樹冠投影図とによって比較考察

された。

　D群落断面図
　各調査地の群落断面は，調査方形区の区線に平行す
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Rg

上段：類似度百分率
ｺ段：共通係数

Sl
18．8

Q6．4

V1
15．6

Q3．5

11．5

R0．8

Rg Sl V1

　　Rg：Melantl　putih－comm．

　　Sl：Melantl　merah－comm．
　　VI：Ulin－Juj重一comm．

Fig・8　3群集の類似度百分率，共通係数比較

　　Percentage　sim聾arity　and　similarity

　　coefficient　of　the　3　communities．

る線で切り，長さ401n，幡約5mで群落断面図が作成

された。

　Melanti　put玉h－comm．では，他の2群落に比較し

て，樹高と胸高薩径のそろった個体が，高密度で生育

し，高木層を占めている。また高木層を占める個体数

が多く，一斉林の議論を示している。

　Melanti　merah－comm．では高木第1磨と2層巨1と

の間に大きな段差があり，群落階層がもっとも明瞭で

ある。また中小低木類の個体数が多く，とくに山冠の

空いた部分で多い。

　Ulin－Juli－comm，では，巨大な大面木で特徴づけ

られる。高木層を占める樹木の個体数は少ないがいず

れの個体も大きな樹冠で空間を占めている。また林床

の中小低木の個体数は，もっとも少ない。しかし林床

にはMalantaceae　spp．が雄臣度で密生しており，他

の2群落とは，群落粗観をまったく異にしている。

　2）　樹冠投影図

　毎木調査の対照となった樹木について，生育位置と

樹冠の投影図が作成された。

　屋根部のMelanti　putih－comm．で1よ，樹冠の直径約

！0mの高木類が，ほぼ等間隔に，しかも高い密度で配

分している。また中高木類も個体数が多く，大径木の

樹冠のギャップを中心に，ほぼ全：域に分散している。

　中腹部のMelanti　merah－comm・でをま，樹冠直径

約15mの高木類が，たがいには，ほとんど接すること

なく，15～20mの間隔をおいて生育し，ついで樹冠直

径5m以下の中高木も，ほぼ等間隔に分散生育してい

る。このMelanti　merah－comm・では，大豪木と中

高木とが，もっとも等闘隔にきれいに分散構造をもっ

て生育しているといえる，
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　Fig．11　V1地点（Ulin－Juji－comm．）の群落断面図

Profile　diagram　of　the　Ui距Juji－comm．（Relev6　V1）．

　谷部のUlin－Juli－comm．では，樹冠藏径が20mを

超える大径木が，やや不規則に上層を占めている。こ

の大径木の樹冠關隙を埋めるように，中高木が生育し

ている。｛Jlin－Juli－comm．では，個体数も少なく，

樹冠の重層率はもっとも低いことが特徴である。

　3）樹高，胸高直径別生育数

　おもに毎木調査によって得られた生育樹木の個体数

を樹高別，胸高直径別に考察がなされた。

　　a）　胸高直径別の樹木数

　毎木調査の対象となった胸高直径3cm以上の樹木

について，胸高直径別の頻度分布を示したのがFig．

17である。

　Rg地点のMelanti　putih－comm．で1ま胸高直径10

cm以下の！23本を最：大とし，胸高直径！00cm以下の

樹木によって構成され，比較的小径木均一の特徴を示

している。胸高直径別の樹木数の分噴ぎは図表ではほぼ

直線的に低下している。

　S1地点のMelantl　merah－comm．では，胸高直径

10cm以下の77本を最大とし，最大胸高直径が170cm

に達する大径木の混生が目立っている。胸高直径の大

小の巾がより大きく，群落階層がより明瞭になってい

ることを示している。

　Vl地点のUlin－Juji－comm．は，胸高直径10cm以

下の樹木数63本目最大とし，最大胸高直径が200cmに

達する大径木を混じえて構成され，胸高直径の大小の

巾がもっとも大きくなっている。したがって，胸高直

径別の樹木数の分布は，図表（Fig，17）では，もっと

強いL字型分布を示している。

　　b）　樹高別の生育植物数

　毎木調査の対象となった高木類の他，林床の若令

木，草本植物をも含めた，生育植物の全個体数を樹高

別に表わしたのF玉g．18である。

　Rg地点のMelanti　putih－com撒では，林床の高

さ2m以下の生育個体数4078本を最大とし，樹高の高

い植物が徐々に減少し，樹高401n以下の樹木によって

構成されている。
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F玉9。12 森林伐採地でみられた熱帯多衛林の断面羽ヨ観

Aprofiie　o士tropical　ra量n　forest，

威i蜜脳

内r

I、誤

贋麓

Fig．13林床にはほとんど草本植物は生育しておらず，高木類の芽生えや若盛木が多い

Buddings　and　young　trees　dominate　the　圭orest　floor；　grasses　and　herbs　are　scarce・

　Sl地点のMelanti　merah－comm．では，林床の高

さ2m以下の生育個体数4574本を最大としている。

もっとも樹高の高いものは，樹高40mを超えている。

これら　Rg地点のMelanti　merah－comm．および

Sl地点のMelanti　merah－comm．での，莫大な個体

数を数える樹高2～4m以下の植物は，その大半が林

冠の高木1曽を占めているShoreaやParashoreaなど

の実生，着四丁である。

　Vl地点のUlin－Juli－comm．では林床にMalanta．

ceae　spp．がカーペット状に優占しており，他の2群
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　　Fig・15　調査地S1（Melanti　merah－comm．）の樹冠投影図

Crown　prolection　diagram　of　relev6　Sl（Melanti　merah－comm．）．
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CrQwn　prolection（liagram　of　relev6　V1（Ulin－JujFcomm，）．
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F叢9．17胸高直径別の樹木数（DBH　3　cm以上の樹木について）

　　　Tree　number　of　each　DB｝｛grade（DBH詫3cln）．

落とは相観的にも異なっている。Malantaceaeは，株

状にしかもカーペット状に密生しており，正確な個体

数は数え得ていない。林床の生育個体数は，3群落中

けたはずれで最大であることは間違いない。しかしな

がら，樹冠を占める高木類の若令木はむしろ少なく，

3群落中最小であると観察された。また最大樹高も，
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Tree　Ilulnber　of　each　tree　height、

40mを超え，樹高別の生育個体数は，図表（Fl9．18）

ではもっとも強くL字形に近づいている。

　4）板根の発達

　熱帯多雨林下では，一般に温帯モンスーン気候下の

森林植生域にみられるような発達した土壌麟位はみら

れず，薄いA層の下層に，粘土質の基麟が続いてい

る。この熱帯多爾林での大径木の樹木の大半は，非直

根性で，しかも，板根を形成しているものが多い。

板根は，Melanti　putih－comm．，　Melanti　merah－co－

mm，，　Ulin話ujl－comm．のいずれの群落においても，

良く発達している。しかし，斜面中下部のMelanti

merah－comm．やUlin－Juli－comm．では，大径木が

多いことから，とりわけ，良く発達した板根をみるこ

とができる。Melantilnerah－comm・ぐこおける31～o卍α

Fig49　PemantUS　l畑制辺の熱帯多構林中最大級の大木の板根部分

A慕ianuree　Qn　the　M£．　Pe1nantus　w三th　8　m　DBH　and　helght　60m．
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立lrli図

（断面’1 A B C

50cm

陶自自1図

0

A

o

B

C

」「バ

0　　　50cm

F三g。20」％’α31～o耀αsp．の板根

Abuttress　root　of品rα∫1～07でαsp．

Z砂加5雇αの板根では，板根の高さだけで5m以上に

達している。

　Melanti　putih－cOInm．においては板塀をもつ個体

が多いが小形のものが多い。その代表的なものとして

島㍑31LO1噂8αsp．の板根は，下根としては，小形であ

るが，その中でも大径のぬノη∫1～01孤sp．の板根を測

定してみた結果がFig．19に示されている。

　AはDBHが30cmで樹高が35m，　Bは45cmの
35m，　Cは，もっとも大きく60cmで樹高45mに達し

ている。しかし，板高の高さは40cm～120cmであり，

横への拡がりも120cmのものが最大となっている。
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                                        Summary

   Following the preliminary study in November 1979, a large-scale vegetation survey was conducted

on Mt. Pemantus, which is }ocated about 70km northwest o{ Balikpapan in East Kalimantan, Borneo

Island, in December lgsO. The fielcl survey covered the area from 310 to 450 m above sea level. Qua-

drates of 4ox40m were fixed at 3 topographicaily difterent locations:Ridge (Rg.), Mountain slope

 (Sl.) and Valley (Vl.). By a tree census, species names were identified, and tree height and DBH

were measured (Tab. Itv3); then profile diagram (Fig. 9Nll) and crown projection diagram (Fig. 14

-v 16) were drawn up. In the course of the tree census, samples of all shrubs and grasses were also

gathered, and their species identifiecl and population gaugecl, to comprehend the floristic composition
                 s
of communities.

   Table. 2 is the community table of trees and climbing plants whose height is over sm, and BDH

over 3cm (The names of places are entered in the }ocal language, Passir). The following ecological

characteristics have been made clear from the above survey.

1. In rugged mountainous areas, the tropical rain forest may be classifieci into 3 communities accor-

ding to the difference in their floristic composition, namely, the first community on the mountain

ridge, the second on the mountain slope an(l the last in the valley. These 3 groups distinguished from

each other by the floristic composition may, in fact, are associations. However, it is difficult to judge,

from the data available at present, whetherthey are associations or units oflower rank in classification.

Therefore, they are tentative!y regarded as communities in the present report.

    Rg(Ridge) :Melantiputih-cominunity
    Sl (Mountain slope) :Melanti rnerah-community

    Vl(Valiey) :Ulin-Juji-coinmunity
2. With regard to the community structure, the crown height of the Melanti putih-community aro-

und the ridge is even, '"'hereas that of the Melanti merah-community on the mountain slope and the

Ulin-Juli-community in the valley is quite irregular. As to the floor vegetation, a species of Marantaceae

dominates the floor of the Ulin-Juji-communlty in the valley, but tieor vegetatlon generally is poor in

the other two communities. Buddings of the tall trees occupy most of the ground, which rarely has

decislve influence on the communlty classMcatlon. The helght elass and the DBH ofthe trees are both

clistributed in clistinct L-shape (Fig. 17--18).

    Quantitative comparison of the characteristics of the 3 communities, Rg, Sl and Vl, is shown in

the following scheme:

    Community Height Rg<S}S. Vl
    Stem Volume (Total Basal Area) Rg<S}<Vl

    Species Diversity Rg<Sl<Vl
    Tree Popuiation Rg>Sl>Vl
                                       Rg

    Percentage Similarity / ×                                    SI - Vl

    The 3 communities are nearly equal in community similarity. More precisely, it is considered that

Rg and Sl are closer to each other, where differences llkely exist in floristic composition between

Rg (or Sl.) and Vl above the alliance levei.



264

               st ma

1) O}eersE-E:, pt'remeYe 1977, qptvaOptaec{th,

  #}¥vaOsutw8rwinth, 76-111, ljApt.ms.

2) Jaccard.P.,1902:GesetzederPflanzenvertei-

  lung in der alpinen Region. Flora 90:347-

  377.

3) H. Ogawa, K.Yoda, K.Ogino, T.Kira,1965:

  Comparative ecological studies on three main

  types of forest vegetation in Thailand ll.

 Plant biomass.-Nature and Life in Southeast

 Asia Vol.4 (49-8e).

4) H. Ogawa, K. Yoda, T. Kira, K. Ogino,

 T. Shidei, D. Ratanawongse, C. Apasutaya,

  1965:Comparative ecologica} study on three

  main types ot forest vegetation in Thailand I.

  Structure and floristic compesition-Nature and

  Life in Southeast Asia Vol.4 (13-48).

5) S. Ohtani, R. Soepono, B. Ardiwinata, K.

  Hidajat, 1962 : Initial forest regeneration survey

  report of East Kalimantan, Indonesia(Draft).

6) P. W. Richards, 1964:The tropical rain fo-

  rest. Cambridge Univ. Press. 450pp. London.

7) N. Stein,1978:Coniferen in westlichen Ma-

  layischen ArchipeL !6spp. Biogeographica M.

  Dr. W. Junk B. V. The Hague-Boston-London.

8) H. Walter, 1964:Die Vegetation der Erde.

  Band I. 592pp. VEB Gustav Fischer Verlag

  Jena.

9) R. H. Whittaker, 19s2:A study of summer

 foliage insect comrnunities in the Great Smol<y

 Mountains. Ecol. Monographs. 22:1-44･


