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第 四 章 樺 太 演 習 林 の 植 生 型

前章の如 くして測定せ る植生層の状1兄は 第十一表 の如 くにして地表植物の状態

は 第十二表 第十三表の如し・ 材積は総て一ヘクターノン當 とす。

第 十 一 表
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以上第一平坦部
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以 上 第 二 平 坦 部
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被 覆 度
備 考

以 上 中 腹 部
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一 一 一 一一

轡 篠 森本♂ 糖 被 覆 度 土勲 ① 総酸貼 備 考
地柑 上1・一→-q31肝 ⑤ 灌榊 生1攣麟:三1翻 下 暦

Io4(3}一 一 一 一 一15--510礫129・83・5角 礫 表 土 淺 ル・ン ル キ 林

Io5-一 一 一 一 一5--85礫 一 一

ic6(2)一 一 一 一 一 一24-一 一 夏。 角 礫6・24・6草 生

Io7-一 一 一 一 一4-一 一5-一 一 表 土 淺 し

io8① 一(1)一 一 一 一15-一 一IoIo角 礫4・54・6草 生 ハ ン ノ キ 林

Io9(1)一 一 一 一 一:5--nyb-S15礫 一 一 表 土 淺 し

IIo2)一 一 一 一 一15-一 一20角 礫127・03・7表 土 淺 し潤 葉 樹

III-一 一 一 一15--520角 礫 一 一

II2-一 一 一 一15-1-15角 礫149・13・7草 生i趾 淺 し

II3-一 一 一 一15-1-一 一・ 一 一 一 ハ ヒ マ ツ 林

II4-一 一 一 一13-1-Io角 礫 一 一 ・・ヒ マ ツ 林 『

以 上 山 頂 部

林 木 暦 合 計

第 一(18)

平 坦 部1361806661389

第 二(12)

平 坦1部311223-u61781(

34》 ④

中 腹 部Ir29913。340

(31)(28)山

頂 部Ic1-_

標 準 地(面 積30平 方 米)平 均

第 一一

平 坦 部4・45・82L444・84651'43●72'03'51。9.64'1

第 二

平 坦 部5・23・718・629・78231●33'12●23.3168●73.9

中 腹 部3・73・ ・4.31L35200.82.6r。71.27084』

山 頂 部040.02--720.83.9-o.259.04.1



ミヤ マ シ ダ

ウサ ギ シダ

ヤ マ ド リゼ ンマ イ

フサ スギ ナ

カ ラ フ ト ドジ ヨ ウツ ナ ギ

クサ ヨ シ

ミツ マ タ スゲ

エゾ カ ワ ズ スゲ

ミヅ バセ ウ

ザ ゼ ンサ ウ

マ ヒヅ'レサ ウ
■

トナ カ イサ ウ

ォ ホバ ナ ル ェ ン レイ サ ウ

1カラフ トユ キサ サ

バ イ ケ イサ ウ

フタバ ラン

エノ チ ドリ

キ ソチ ド リ

ォ ホ パ ィ ラ クサ

ウ ラジ ロ タ デ

オ ホ チ シ マ ト リカ ブ ト

ヒメ イチゲ サ ウ

ハ ヒキ ン ポ ウ ゲ

ア キ カ ラマ ッ サ ウ

コ ン ロ ンサ ウ

トが スグ リ

エ ゾ 三グ リ

オニ シモ ツケ サ ウ

タ カ ネ ナ ナ カマ ド

エ ゾ ノ ミツモ トサ ウ

カ ヲ フ トイバ ラ

エ ゾ イ チ ゴ

ェ ゾ ホサ キ ナナ カ マ ド

コ キ ン バ イ

ホ ロ ム イ イ チ ゴ

コ ミ ヤ マ カ タ パ ミ

ツ'レ ツ ゲ

キ ツ リ フ ネ

ミ ヤ マ タ ニ タ デ

マ'レ パ タ ウ キ

ノ・ナ ウ ド

ゴ ゼ ン タ チ バ ナ

オ ク ロ ウ ス ゴ

オ ホ バ ス ノ キ

イ ハ ッ ツ ジ

・ツ マ ト リサ ウ

リ ン ネ サ ウ

エ ゾ ル ヘ ウ タ ン ボ ク

エ ゾ ニ ハ ト コ

カ ラ フ ト ミ ミ カ ウ モ リ

ヨ プ ス マ サ ウ

エ .ゾ ア ザ ミ

オ ホ ヲ タ カ ラ コ

ア キ タ ブ キ

ハ ンゴ ンサ ウ

コケ類

第 十 二 表(1)第 一 平 坦 部 草 生 調 査 表



ミヤ マ シダ

シ ラネ ワ ラビ

オ ク ヤ マ シ ダ

ミヤ マ フ ラ ビ

ウサ ギ シダ

クサ ソテ ツ

ヤ マ ド リゼ ンマ イ

トクサ

フサ スギ ナ

ビ カゲ ノカ ヅ ラ

ア ス ヒカヅ ラ

ウチ フ マ ンネ ンス ギ

タ カ ネ ガ リヤ ス

カ ラ フ ト ドジ ヨ ウツ ナ ギ

ク サ ヨ シ

バ クサ ン ス ゲ

ミツ マ タ ス ゲ

ェ ゾ カ フズ ス ゲ

ミヅバ セ ウ

ザ ゼ ンサ ウ

ク ルマ ユ リ

マ ヒ ツ ルサ ウ

クル マ バ ツ クバ ネサ ウ

オ ホ パ ナ ノ エ ンレ イサ ウ

バ イ ケ イサ ウ

ォ ホバ イ ラ クサ

カ ラ フ トホ ソバ ツ メ クサ

シ ラ オ ヒバ コべ

エ ゾ ル オホ ヤ マ ハ コ べ

ヒメ イチ ゲ サ ウ

カ ラ フ ト リユ キ ンク フ

ェ ゾノ リユ キ ン ク フ

エソ セ ウ マ

ミッパ フ ウ レ ン

ハ ヒキ ンポ ウ ゲ

ア イ ヌyサ ビ

エソ スグ リ

ハ ヒス グ リ

オ ニ シ 毛 ツ ケ

エ ソ イチ ゴ

エ"
計ホサ キ ナ ナ カ マ ド

マ ル バ シモ ツ 乞

エノ シモ ツ ケ

コキ ンバ イ

コ ミヤ マ カ タバ ミ

ム ラサ キ ツ リパ ナ

テが ラバ ナ

キ ツ リ フネ

ミヤ マ マ タ タビ

ヤ ナ ギ ラ ン

ミヤ マ タニ タ デ

エソ ニ ウ

ェ ゾオ ホ バ セ ンキ ユ

エソ バ ウ フ ウ

マ,レバ タ ウ キ

ゴセ ンタチ バ ナ

カ ラ フ ト ミヅ キ

オ ク ク ロ ウ ス ゴ

オ ホバ ス ル キ

イハ ツ ッ ジ

ク ロ マ メル キ

ツマ ト リサ ウ

ミヤ マ フ ス レ ナグ サ

オホ バ ノ ヤ工 毛 グ ラ

ク ル'マム グ ラ

ボ ソバ ノキ ヌ タサ ウ

ウ コ ンウ ツギ

リ ンネサ ウ

ク ロ パ ナヘ ウ タ ンボ ク

エソ'ルヘ ウ タ ン 瀞 ク

エ ゾ ニハ トコ

ェ ゾ ヨ モ ギ
●

カ ラ フ ト ミ ミコ ウ モ リ

ヨブ スマ サ ウ

=ソ ア ザ ミ

オ ホ ヤ ル ネア ザ ミ

コ ケ類

第 十 二 表(2)第 二 平 坦 部 草 生 調 査 表(BM.O--60)海 抜129-349米



ミヤ マ シダ

シ ラネ フ ラビ

オ クヤ マ シ ダ

ミヤ マ ヲ ラ ビ

ウサ キ シ ダ

クサ ソテ ツ

ボ ソイ ノデ

ヤマ ド リゼ ンマ イ

ヒカ ゲ ノ カ ヅ ラ

タ カ ネ が リャ ス

カ ラ フ1・ ドジョ ウツ ナ ギ

クサ ヨ シ

カ ラ フ1・イチ ゴ ツ ナ ギ

バ クサ ン ス ゲ

ミツマ タ ス ゲ

エ ヅ カ ワス スゲ

マ ヒヅ ァレサ ウ

ク ルマ バ ッ ク バ ネサ ウ

オホバ ナ ノ エ ンレ イサ ウ

バ イケ イ サ ウ

オホバ イラ ク サ

ウ ラ ジ ロタ デ

シ ラ オ ヒ2、コ ベ

エ ゾ ル オ ホ ヤ マ ハ コ ベ

エ ゾ ミヤ マハ コ ベ

オ ホ チ シ マ1・ リカ ブ1・

ヒ メイチ ゲサ ウ

カ ラ フ1・リウ キ ン ク ワ

エ.ゾセ ウ マ

ミヤ マ ハ ンシ ヨ ウ ツ'ン

ミツバ ワウ レ ン

ア キ カラ マ ツサ ウ

1・ガ スグ リ

エヅ スク・リ

ノ・ヒ スグ リ

エヅソ ヤ マ ブ キ シ ヨ ウマ

ナ ニ シ モ ツ ケ

タ カ ネ ナ ナ カ マ ド

カ ラフ1・ イバ ラ

エソ イ チ ゴ

コ ガ ネ ィ チ ゴ

エヅ ノ ホ サ キ ナ ナ カマ ド

コ キ ンバ イ

コ ミヤ マ カ タバ ミ

ツ'レツゲ

ム ラサ キ ツ リバ ナ

オ が ラバ ナ

キ ツ リ フネ

ミヤ マ マ タ タビ

キ バ ナ ノコ マ ル ツ メ

ミヤ マ タ ニ タデ

ェ ゾバ ウ フ ウ

シ ラネ ニ ン ジ ン

ハ ナ ウ ド

ゴ'ゼ7汐 【デバづ一 一

オ ク ク ロ ウ スゴ

オホ バ ス ノ キ

イハ ツ ツ ジ

コ ケモ モ

ツマ ト リサ ウ

カ ラ フ トハ ナ シ ル ブ

ミヤ マ フ ス レナ グ サ

オ ド リコ サ ウ

ヤ マ ノレリ1・ラル ヲ

オ ホバ ノ ヤへ 毛 グ ラ

ク ルマ ムグ ラ

ボ ソバ ノ キ ヌタ サ ウ

ウ コ ンウ ツギ

リ ンネサ ウ

ク ロバ ナ ヘ ウタ ンボ ク

エソ ヘ ウ タ ン瀞 ク

ヤ マ ヨ モ ギ

カ ラ フFミ ミUウ モ リ

ヨ ブ ス マサ ウ

エゾ ア ザ ミ

ア キ タ ブ キ

オ ホ ヤ ル ネ アザ ミ

ハ ンゴ ンサ ウ

カ ラフ1・ヤ マ ボ クチ

コケ類

第 十 二 表(3)中 腹 部 草 生 調 査 表(B・M・60-go)海 抜349-5go米



( B . M . 9 1 - 1 1 4 ) 海 抜

ミヤマシダシラネ
ワラビオクヤマ i ン
ダ ミ ヤ マ フ ラ ビ ウ
サ ギ シダクサソテ
ツヤマドリゼンマ
イアスヒカヅラタ
カネガリヤスカラ
フトドジョウツナ
ギクサヨシカヲフ
トイチゴッナギエ
ゾカワズスゲツバ
メオ毛トキミカゲ
サウエゾカンザウ
クルマユリマヒツ '
レ サ ウ オ ホ パ タ ケ
シ マ ラ ンオホパナ
ノェンレイサウバ
イケイサウカラフ
トアヲヤキサウオ
ホアマドコロオホ
バイラクサウスパ
サイシンウラジロ
タデエゾノオホヤ
マハコべオホチシ
マレリカプトヒメ
イチゲサウエソセ
ウマアキカラマツ
サンカエフバクセ
ンナズナトがスグ
リエソスクリリハ
ヒスク ' り
エ ソ ノ ヤ マ ブ キ シ
ヨ ウ マオ昌シモツ
ケタカネナナカマ
ドカラフトイバラ
エゾイチゴコがネ
イチゴェソノホサ
キナナカマドヨキ
ンバイチシマフウ
ロコミヤマカダバ
ミムラサキツリバ
ナオがラパナキツ
リフネヒメミヤマ
スミレキバナノコ
マノツメヤナギラ
ンミヤマタニタデ
エゾニウェゾバウ
フホタルサイコシ
ラネ昌ンジンマノ
レバ々ウキハナウ
ドゴセジタチ , サ キ
バ ナ シ ヤ ク ナ ゲ オ
ク クロウスゴクロ
マ疋ノキ ' コ ケ モ モ
ツ マ ト リ サ ウ カ ラ
フ・トハナシノブ
ミヤマワλレナグ
ナチドΨコサウシ
ホがマギクヤマノ
レりトラノヲク ' レ
マ ム グ ラ ボ ソ バ 〉
キ ヌ タサウウコン
ウツギリンネサゥ
クロバナヘウタン
ボクェゾノヘウタ
ンボクレンプクサ
ウ
ヤマハハコエソヨ
モギカラフ塾ミミ
コウモリヨプスマ
サウエゾアザミオ
ホヲタカラコアキ
タブキ・ホロナイ
ブキォホヤノネア
ザミハンゴンサウ
アキノキリンサウ
カラフトヤマボク
チコケ類

第 十 二 表 ( 4 ) 山 頂 部 草 生 調 査 表



ミヤ マ シ ダ

シ ラ ネ ワ ラ ビ

オ ク ヤ マ シ ダ

ミヤ マ ワ ラ ピ

ウサ ギ シ ダ

ク サ ソテ ツ

ボ ソイ ノ デ

ヤ マ ド リゼ ン マ イ

ト ク サ
●

フサ ス ギ ナ

ビ カゲ ノ カヅ ラ

ア ス ヒカヅ ラ

ウチ ワ マ ンネ ン スギ

タ カ ネ が リヤ ス

カ ラ フ ト ドジ ヨ ウ ツ ナ
ギ

ク サ ヨシ

カ ラ フ トィ チ ゴ ツ ナ ギ

バ クサ ン スゲ

ミ ツマ タ スゲ

エ ゾ カノ・ズ ス ゲ

ミヅ バ セ ウ

ザ ゼ ンサ ウ

ツ バメ オ モ ト

キ ミカゲ サ ウ

ェ ゾ ク ワ ンザ ウ

ク ルマユ リ

マ ヒヅ,レサ ウ

ク 〃 マバ ツ ク バ ネサ ウ

トナ カ イサ ウ

払 バ タケ シマ ラ ン

第 十 三 表

2隆
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オホ バ ナ ル ヱ ンレ イ サ

ウ

カ ラ フ トユ キサ サ

バ イケ イサ ウ ・

カ ラ フ トア チヤ ギ サ ウ

オ ホア マ ドコ ロ

フ タ バ ラ ン

ェ ゾチ ドリ

キ ソチ ド リ

オ ホバ ィ ラク サ

ウ スバ サ イ シ ン

ウ ラ ジ ロ タ デ

カ ラ フ トホ ソ バ ツメ ク

サ

シ ラ オ ヒノ、コ ベ

ェ ゾ ル オ ホヤ マハ コ ベ

エソ ノ ミヤ マノ、コ ベ

オ ホ チ ジマ トリ カ ブ ト

ビメ イ チ ゲサ ウ

カ ラ フ ト リウ キ ン ク ワ

ェ ゾ ル サウ キ ン ク ワ

エヅ セ ウ マ

ミヤ マ ハ ンシ ヨ ウ ヅ'レ

ミツ バ ワ ウ レ ン

ハ ヒキ ンポ ウ ゲ

ア キ カ ラ マ ツサ ウ

サ ン カエ フ

コ ン ロ ンサ ウ

ア イ ヌリ サ ビ

ハ ク セ ンナ ヅ ナ

1いガ ス グ リ

エゾ ス グ リ

ハ ヒ スグ リ

ェ ゾ ノ ヤ マ ブ キ シ ヨウ

マ

オニ シモ ツ ケ サ ウ



タ カ ネ ナナ カ マ ド

ェ ゾル ミツ モ1・サ ウ

カ ラ フ トイ バ ラ

ェ ゾ イ チ ゴ

コ ガ ネ イ チ ゴ

ェ ゾル ホサ キ ナ ナ カ マ

ド

マ'レパ ミ/モツ ケ

ェソ シモ ツケ

コ キ ンバ イ

ホ ロム イ イ チ ゴ

チ シマ フウ ロ

コ ミヤ マ カ タ バ ミ

ツ ル ツ ゲ

ム ラサ キツ リ バナ

ヲ・ガ ラバ ナ

キ ツ リフ ネ

ミヤ マ マ タ タ ビ

ヒ メ ミヤ マ ス ミレ

キ バ ナ ノ コマ ノ ソメ

ヤ ナ ギ ラ ン

ミヤ マ タ ニ タ デ

エ ソ ニ ウ

エ ソ オホバ セ ンキ 千

エ ゾ バ ウ フ ウ

ホ タ ルサ イ コ

チ シ マ ニ、ン ジ ン

マ'レバ タ ウ キ

ハ ナ ウ ド

ゴ ゼ ンタ チ バ ナ

カ ラ フ ト ミヅ キ

キバ ナ シヤ ク ナ ゲ

オ ク ク ロ ウ スゴ

オ ホバ スル キ

勿
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イ ハ ツ ツ ジ

ク ロマ メ ル キ

コケ モ モ

ツ マ ト ササ ウ

カ ヲ フ トハ ナ シ ノブ

ミヤ マ フ ス レナ クサ

チ ド リコサ ウ

シ ホ ガ マ キ ク

ヤ マ ル リ トラ ル チ

オホ バ ルヤ ヘ モ グ ラ

ク ルマ ムグ ラ

ボ ソバ ノ キ ヌ タサ ウ

ウ コ ンウツ ギ

リン ネサ ウ

クロバ ナ ヘ ウ タ ンボ ク

ェ ゾ ノヘ ウ タ ンボ ク

エ ゾ ニハ トコ

レ ン プ クサ ウ

ヤ マハ ハ コ

ヤ マ ヨ モギ

エ ソ ヨ屯 ギ

カ ラ フ ト ミ ミカ ウ毛 リ

ヨ ブ スマ サ ウ

エヅ ア ザ ミ

オ ホ チ タ カ ラ コ

ア キ タ ブキ

ホ ロナ イ プキ

オホ ヤ ノ ネア ザ ミ

ハ ンゴ ンサ ウ

ア キ ノ キ リンサ ウ

カ ヲ フ トヤ マ永rクチ

コ ケ 類



29

備 考 頻 度は個 体の現 はれ たる標準地 と全 標準地 との割合 を

五級 に分 ちて定め た り。

被覆度は五級t:分 つ(18頁 参照)十 印は散 生を示 す。

第十一表によれば 蘇 苔 叉は腐朽木層は平坦部 より山頂部 に進むに從つて次第 に減

じ、灌木層は平坦 及 中腹部に優勢にして、草生層は第 一平坦部 と山頂部 に多 し。叉

此草生層 を第十三表 集計に照合 すれば 第一平坦部 より山頂部 に至 るに從 つて其種類

を減 じ、且各部に於け る種類 数 と被覆度 より見れば、第一平坦部 にては比較的少種類

の もの集團 をなし.、之 に次 で山頂部は比較的多種の小集團 をなし、第二平坦林、中腹

部は散生、点生 の草生層多 くして、エ ゾマツ、 トドマツ の最 も良好な る林相を 呈せ

る区域 なることを窺知せ らる。

更に各部 に就 き頻 度多 き(4以 上)も の を列記 すれば次の如 くなる。

第 一 平 坦 部 第 二 平 坦 部 中 腹 部 山 頂 部

フサ ス ギ ナ ゴゼ ンタ チ バ ナ ゴ ゼ ンタチ バ ナ ウ ラ ジ ロタ デ

マ ヒヅ ル サ ウ ウサ ギ シ ダ ウサ ギ シ ダ

カ ラ フ トユ キサ サ

コ キ ンバ イ

ゴゼ ン タチ バ ナ

オ ク ク ロ ウ ス ゴ

オホ バ ス ・キ

イ ハ ツ ツジ

リ ンネ サ ウ

又各蔀 に特有 なる種類 を墨 ぐれば次の如 し。
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第 一 平 坦 部

ザ ゼ ンサ ウ

トナ カイ サ ウ

カ ラ フ トユ キ サ サ

フ タノ{ラ ン

エゾ チ ド リ

キ ソチ ド リ

ハ ヒキ ンポ ウゲ

コ ン ロ ンサ ウ

ェ ゾ ミツモ1・サ ウ

ホ ロム イ イ チ ゴ

第 二 平 坦 部

カ ラ フ 恥 ミヅ キ

エゾ オ ホバ セ ンキユ

エゾ シ モ ツケ

マ'レバ シモ ツ ケ

ア イ ヌ ワサ ビ

エゾ リユ キ ンク ワ

カ ラ フ トホ ソバ ツメ クサ

中 腹 部

ミヤ マ ノ・ン シ ヨ ウ ツ ル

ェ ゾ ル ミ ヤ マ ハ コ ベ

一印は特徴植物(33頁 参照)

山 頂 部

キ バ ナ シ ヤ ク ナ ゲ

チ シ マ ニ ン ジ ン

ホ タ ル サ イ コ

ヒ メ ミ ヤ マ ス ミ レ

チ シ マ フ ウ ロ ウ

ハ ク セ ン ナ ヅ ナ

サ ン カ ヱ フ

ナ ホ ア マ ド コ ロ

カ ラ フ1・ ア ヲ ヤ ギ サ ウ

オ ホ バ タ ケ シ マ ラ ン

エ.ゾ ク ワ ン サ ウ

キ ミカ ゲ サ ウ

ツ バ メ ナ モ1・

其他 バ ク サ ンス ゲ、 ミッマ タスゲ、 エ ゾ カノ・ズ スゲ、 コ ミヤ マカ タ・"ミ等 は下方

平坦部 より次第 に山頂部 に 及び て 其 数 を減ず ると共 に 、 タカ ネガ リヤス 、カ ラ フ ト

ドジ ヨ ッナギ、 クサ ヨシ、 カ ラ フ 日 チ ゴツナ ギ は寧 ろ山頂部 よ りも 中腹 及第 二 平

坦 部 に多 し。

又著 し く立 地 條件 ご關連 して 生 ぜ る特殊 植物 として、 ヤ マ ドヅぜ ンマイは特 に低

灘 地 に グ イマ ツ と共 に必ず生 じ、 エ ゾマ ツ、 トドマ ッ林 に てヤ マ ドリぜ ンマ イを生

ぜ る箇所 は サノγヲガセ を懸 けた る不 良林 相 をなす水湿 地 な う。

ウ ラジ ロタデ、 ノ・ンゴ ンサ ウ、 オ ニシ モ ツケ 等 は 崩壊 流 出等 の裸 出地到 る庭 に大 群

落 をな し。 ヤ ナギ ラン、 ム ラサ キニ ガナ、 エ ゾ イチ ゴ、 タ カネ ガ リヤ ス、 イハ ノ ガ

リヤス 等 は焼 跡 地 に必 す群生 し、 河眸 は 柳類(ド ロヤ ナギ、 カ ラフ トヤ マナ ラシ、

ノ"ツコヤナ ギ、 カ ラフ トオ ホバ ヤナギ、 タ ライカヤナ ギ、 エ ゾク ロヤナギ、 エ ゾヤ

ナギ、 カ ラ フ ト ヤナ ギ、 キ ヌ ヤ ナギ)の 潤 葉樹 林 を な し、 沖積灘 潤 な る 樹 下 に

トク サ 、 ヒメ トク サ、 エ ゾヌ カボ、 ヤ マカ モジク サ、 アカンカ サス ゲ 、 エ ゾアぜ ス

ゲ、 ヤ マ ヨモギ、 エ ゾ ヨモギ、 オ ホ ケタデ、 ヨブス マサ ウ、 ア キタブ キ、 ホ ロナイ

ブキ、 等多数 籏生 せ り。

以 上 調査 の地表植 物 を大燈 各 部 に通 じて総 覧 す るに次 の如 し。
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第 一 李 坦 部 は 多 く 土 壌 又 は 植 物 に 被 は る る も 地 下 水 高 く、 往 々Sphagnum(ミ ヅ

コ ケ)を 生 じ 所 謂 ッ ン ド ラ を 形 成 し 、 所 生 の 群 落 も ツ ン ド ラ 地 帯 に 特 有 な る も の を

以 て 成 る部 分 あ り。 即 ち

Carex(・ ・ク サ ン ス ゲ 、 トナ カ イ ス ゲ 、 ホ ロ ム イ ス ゲ 、 シ ユ ミ ツ トス ゲ 、 カ ラ フ ト ホ

ソ ス ゲ 、 シ ロノ・リ ス ゲ 、 ミ ツ マ タ ス ゲ)Eriophorum(サ ギ ス ゲ 、 ワ タ ス ゲ)Myrica

(ヤ チ ヤ ナ ギ)Betula(ホ ロ ナ イ カ ン ノ")Drosera(ナ ガ ハ ノ モ ウ セ ン ゴ ケ 、 モ ウ セ ン

ゴ ケ)Rubus(チ シ マ イ チ ゴ 、 ホ ロ ム イ イ チ ゴ)Sanguisorba(シ ロ ノ"ナ ノ ワ レ モ コ

ウ)Spiraea(マ ノレバ シ 毛 ツ ケ)Empetrum(ガ ン コ ウ ラ ン)Epilobium(ホ ソ ・"ア カ

ノ・・ナ)Cornus(エ ゾ ノ ゴ ぜ ン タ チ ノ・"ナ)Andromeda(ヒ メ シ ヤ ク ナ ゲ)Chamaedaphne

(ホ ロ ム イ ツ ツ ジ)Ledum(エ ゾ イ ソ ツ ツ ジ 、 ホ ソ ノ"イ ソ ツ ツ ジ)Oxycoccus(ヒ メ

ツ ル コ ケ モ モ 、 ツル コ ケ モ モ)Rhododendron(サ カ イ ツ ツ ジ)Vaccinium(ク ロe

メ ノ キ 、=ケ 毛 モ)Lobelia(サ ハ ギ キ ヨ ウ)の 如 し
.

第 一 平 坦 部 内 に も エ ゾ マ ツ 、 ト ド マ ツ、 グ イ マ ツ を生 ず る も低 湿 地 多 く し て 地 下

水 高 く各 所 に 小 部 分 の 瀦 水 停 滞 す る 箇 所 あ うて 甚 し く漁 地 を な し。

Osmunda(ヤ マ ド リ ぜ ン マ イ)Equisetum(カ ラ フ トス ギ ナ 、 フ サ ス ギ ナ)Carex

(ト ナ カ イ ス ゲ 、 オ ホ カ サ ス ゲ 、 スY'ヤ シ ロ ス ゲ 、 シ ユ ミ ツ トス ゲ 、 ホ ソ ス ゲ)Calla

(ミ ヅ ザ ぜ ン)Lysichiton(ミ ヅ バ セ ヲ)Symplocarpus(ザ ぜ ン サ ウ)Hosta(ギ ・"ウ

シ 、Tovaria(カ ラ フ トユ キ サ サ 、 ト ナ カ1サ ウ)Vefatrum(バ イ ケ イ サ ウ)Caltha

(カ ラ フ ト リ ウ キ ン ク ワbエ ゾ ノ リ ウ キ ン ク ワ)Runanculus(ハ ヒ キ ン ポ ウ ゲ)

C・・yd・1ir(エ ブ キ ケ マ ン)C・ ・d・mine(コ ン ・ ン サ ウ・ ア イ ヌ ワ サ ピ)Ci・ut・(ホ ソ

ノ"ヌ マ ゼ'り)Sium(ホ ソ ノ"ヌ マ ぜ り)Naumburgia(ヤ ナ ギ ト ラ ノ ヲ)Menyanthes

(ミ ヅ カ シ ノ・)

等 の 灘 潤 植 物 群 落 を な す 。

山 頂 部 は 一般 に 表 土 淺 く砂 礫 裸 出 し 総 説 に 述 べ た る如 く降 水 に 依 る洗 源 作 用 も 甚

し く、 土 地 乾 燥 し 所 謂 乾 生 寒 原 を な し 一 年 中 大 牛 は 氷 雪 に 被 は れ 、 生 育 期 間 短 か く

書 夜 の 温 度 較 差 大 に し て 日 中 は 概 ね 強 き 日光 及 日熱 を 受 け 夜 間 は 温 度 急 に 下 降 し 、

加 ふ る に 強 風 多 き状 態 な れ ば 植 物 の発生 異 常 に し て 董 枝 の 尋 常 に 伸 張 す る も の な く
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何 れ も地 面 に 葡 葡 し て 廣 大 な る群 叢 を 形 づ く り、 且 密 蔽 し て 毛 艶 の 観 を 呈 す 。 凡 て

是 等 植 物 の 葉 は 堅6革 状 を 成 し 能 く寒 冷 並 に 乾 燥 に 堪 ふ る も の 多 し 。

Dryopteris(=ホ ヒ シ ダ)Cystopteris(ナ ヨ シ ダ)Polystichum(ヒ ヒ ラ ギ シ ダ)

Woodsia(ミ ヤ マ イ2・ デ ン ダ)Selaginella(エ ゾ ノ ヒ モ カ ヅ ラ)Allium(チ シ マ ラ ツ

キ ヤ ウ)Stenanthium(カ ラ フ トサ ウ)Veratrum(カ ラ フ ト ア ヲ ヤ ギ サ ウ)Orchis(オ

ク バ ク サ ン チ ド リ)Thesium(ノ ・ヒ カ ナ ビ キ サ ウ)寿Po域gollum(エ ゾ ノ イ ブ キ ト ラ ノ

ヲ)Draba(モ イ ハ ナ ヅ ナ)Saxifraga(シ コ タ ン サ ウ 、 チ シ マ イ ハ ブ サ 、 ヤ マ ハ ナ サ

ウ)寿Potentilla(ウ ラ ジ ロ キ ン ノ"4)Sanguisorba(タ カ ネ タ ウ チ サ ウ)Empetrum(ガ

ン コ ウ ラ ン)Cnidium(チ シ マ ニ ン ジ ン)Cassiope(tetragona)Arctous(オ ホ ノ"ク マ

コ ケ モ モ)
.Ledum(エ ブ イ ソ ツ ツ ジ、 ホ ソノ"4ソ ツ ツ ジ)Loiseleuria(ミ ネ ス ハ ウ)

Phy!lodoce(エ ゾ ツ ガ サ ク ラ)Rhododendron(キ ノ"ナ シ ヤ ク ナ ゲ ・ エ ゾ ツ ツ ジ)

Vaccinium(コ ケ 毛 毛)Serratula(カ ラ フ ト ヤ マ ボ ク チ)Scorzonera(フ タ ナ ミ サ ウ)

Artemisia(サ マ ニ ヨ モ ギ 、 チ シ マ ア サ ギ リ サ ウ)Leontopodium(エ ゾ ノ ウ ス ユ キ サ

ウ)等 な う 。

特 に キ ・"ナ シ ヤ ク ナ ゲ は 六 七 月 の 候 に 美 花 を つ け 、 又 山 頂 漢 谷 の 土 砂 堆 積 せ る肥

沃 地 に はHemerocallis(エ ゾ ク ワ ン ザ ウ)Lilium(エ ゾ ス カ シ ユ リ・ ク ル マ ユ リ)

Aquilegie(オ ク ヤ マ ヲ ダ マ キ)TrolliUs(チ シ マ キ ン バ イ)

の 大 群 生 を な し 御 花 畑 の 美 観 を 呈 す 。

幌 登 、 保 恵 、 木 菟 の 各 山 頂 の 岩 石 上 に は 特 に 媛 小 な る岩 上 植 物 が 地 衣 類 と 共 に 生

じ 清 楚 の 花 を 開 く を 見 る 。 其 顯 著 の も の に

Tofieldia(チ シ マ セ キ シ ヨ ウ)Dianthus(カ ハ ラ ナ デ シ コ)Melandryum(カ ラ フ ト ビ

ラ ン ジ)Silene(カ ラ フ トマ ン テ マ)Sedum(ホ ソ ノ"キ リ ン サ ウ 、カ ラ フ ト ミセ'"ヤ 、

ホ ソ バ ノ 凝 ン ヶ4サ ウ)Hedysarum(チ シ マ ゲ ン ゲ)Viola(キ バ ナ ノ コ マ ノ ツ メ)

Thymus(ヒ メ ジ ヤ コ ウ サ ウ)Veronica(キ ク …"クノ・ガ タ)Calium(カ ハ ラ マ ツ 、")
ら

Adenophora(ホ ソバ イ ハ ギ キ ヨ ウ 、 ホ ロ トサ ウ)・等 あ り。

此 中 に て ホ ロ トサ ウ(AdenophoraUyemuraeKudo)は 幌 登 山 上 に て 登 見 せ る新 種

なb。
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第 二 季 坦 部 及 中 腹 部 は エ ゾ マ ツ、 ト ドマ ツ の 良 好 な る林 相 を な す 区 域 に む て 著

し き特 性 を 有 す る 植 物 を 欠 く も 、 林 内 到 る庭 に 厚 き コ ケ 層 あb。 腐 朽 倒 木 は 此 区 域

に 最 も 多 く、 羊 歯 植 物 は 此 地 域 に 多 種1ζ し て

Atyrium(ミ ヤ マ シ ダ 、 ヒ メ シ ダ 、 カ ラ フ ト ミ ヤ マ シ ダ)Dryopteris(オ ク ヤ マ シ

ダ 、 エ ゾ メ ン マ 、 シ ラ ネ ワ ラ ピ、 ウ サ ギ シ ダ 、 ミヤ マ ワ ラ ビ)Matteuccia(ク サ ソ テ

ツ)Lycopodium(ヒ カ ゲ ノ カ ヅ ラ 、 チ シ マ ヒ カ ゲ ノ カ ヅ ラ 、 ス ギ カ ヅ ラ 、 ア ス ヒ カ

ヅ ラ、 ウ チ ワ マ ン ネ ン ス ギ 、 タ チ マ ン ネ ン ス ギ 、 ホ ソ ノ"ノ タ ウ ゲ シバ)

等 に て 其 他 細 小 な る次 の 地 表 植 物 を 有 す 。

Oxalis(コ ミ ヤ マ カ タ バ ミ)Cornus(ゴ ぜ ン タ チ ノ"ナ)Linneae(リ ン ネ サ ウ)

Majantheum(マ ヒ ヅ 〃 サ ウ)Anemone(ヒ メ イ チ ゲ)Coptis(ミ ツ バ ワ ウ レ ン)

VacciniUm(4ハ ツ ツ ジ)

灌 木Rib肇(エ ゾ ス グy、 ノ・ヒ ヌ グ リ、 カ ラ フ トス グ リ、 トガ ス グ リ)は 林 内 僅 か

の 疎 開 地 に も よ く生 ぜ り。

是 等 地 表 植 物 に よ り て 大 髄 演 習 林 の 植 生 型 を 分 つ こ と 次 の 如 し 。

区 域 土 地 の 状 況 特 徴 植 物

演習 林区域 より下流

準ツ ンドラ地帯

(海抜81米 以 下)

主 と して ツン ドラ地帯多 く低編

に して酸度著 しく張 く、土壌淺

く地下水近 し。

Vaccinium

Rhododendron

Eriophorum

Rubus

演 習林 最 下流 よ り軍 路 に至 る

第 一 平 坦 部

(海 抜81-・ ・129米)

多 く低温 、 地下 水 近 く、漏 地 化

せ る区域 多 し、 ポ ドソー'レを な

し、粗 フー ムス層 な 構 成 し酸 度

高 く土 壌 淺 し。

Symplocarupus

Tovaria

Listera

Platanthera

Ranunculus

Cardamine

Potentilla
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卜

軍 路 よ り木 菟 山1こ通 ず るB・M・

o號 よ りB.M.60號 に至 るo

第 二 平 坦 部

(海 抜129-349米)

木 菟 山 に通 す るB・M・60號 よ

りB.M・gottl:至 るo

中 腹 林

(海 抜349--5go米)

B・M・9・ 號 よ り上 部 の 高嶺 地

域 全 般

山 頂 部

(海 抜5go-1・i48米 及 これ 以 上)

]

i
{

前者 に連 る緩斜地 に して湿度 中肩

フームス暦は深 さ5-i.scm

壌土層は深 さ5-40cn1

角礫多 く酸度強 き も前者の如 く

な らず、エゾ マツ、 トドマッの

良好 な る林相を呈 す。

中腹高所 な るも粗 フームス暦及

び表土 淺 く、地位前者 に亜 く区

域。

極めで急斜 地又は高嶺 山頂平坦

部 ななす、表土淺 く角礫 露出す

る箇所多 し。

平坦地 には粗 フームス暦 を構成

し 所謂高層 沼野(Hochmoor)

を形成 する所あ りo

 Iryopteris 

Cornus 

Dryopteris 

Cornus 

Rhododendron 

Vacciniurn 

Cnidium 

Veratrum 

Hemerocallis 

Viola

エ ゾ マ ツ 、 ト ド マ ツ 林

エ ゾ マ ツ 、 ト ド マ ツ 林 は 第 一 平 坦 部 よ り 中 腹 部 を 掩 ひ 演 習 林 の 大 部 を 占 め 、 其 混

清 歩 合 は エ ゾ ア ツ を 主 と し ト ドマ ツ は 本 数 に 於 て 約 二 割 、 材 積 に 於 て 約 一 割 な り。

(林 學 會 雑 誌 第 十 巻 第 六 號 参 照)而 し て エ ゾ マ ツ は ト ド マ ツ よ り老 大 な る も の を 存

し 樹 齢300年 饒 の も の 少 な か らざ る も 、 ト ド マ ツ は 樹 齢250年 に 至 る も の 稀 な

う。

林 型 は 第 二 平 坦 林 及 中 腹 林 に 於 て は 著 し く一 齊 林 型 を な す 。 即 ち 前 記 調 査 林 木 層 の

結 果 を 綜 合 し て 本 数 を 墨 ぐれ ば 次 の 如 く

区査＼ 樹 高6来 以上6-2.米2-o・3米o・3来 以下 計1ア ーJ;i當本数

第 一 平 坦 部136180666i3892371254・9

第 二 平 坦 部3112231116178134311go・6

中 腹 部1129gI3034068175・7

山 頂 部10T--III・5

計5695031gl235106494
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外観 上(樹 高及樹 冠 の状 況)よ う見 ゐ も主林 木 に多 敷の 前生樹(2米 以 下 の もの)を

林 下 に生 ぜ る一齊 林 型 な るのみ な らず 、實 質上(年 齢)も 亦一齊 型 に 近 きもの あ り。

(林 學雑 誌 第十 巻 第 六號 第十 一岩 第 、L號参 照)

如 斯林 型 をなす エ ゾマ ツ、 ト ドマツ 林 には コケ類 密生 し、地表植 物 勘 く、 ヒカゲ

ノ カヅ ラ、アス ヒカ ヅ ラ、ウチ ワ マ ンネ ンス ギ、コ ミヤ マカタバ ミ、ゴぜ ンタ チバ ナ 、

リンネサ ウ 等 を生 じ、 第二平 坦林B.M.8號 附 近 よbBM・40號 に至 る附近 に

於 て よ く此状 態 を観 る ことを得 。 第一 平坦 林 は準 ツ ン ドラ地帯 に連 る低 灘 地 多 くし

てエ ゾマ ツ、 トドマ ツ は樹 勢 衰へ 甚 し く疎 開 し ヤ蒐マ ドリぜ ンマ イを生 じ、樹 上 にサ

ル ヲガ セ(Usnealongissima)を 懸 け林相 不 良 とな る。

・山頂 部及 中腹部 附近 に於 け る エ ゾ マ ツ、 トドマ ツ林 には著 し く集 團 的 に更新 され

つ ゝあ る壮齢 林 を見 るこごを得 る。(BM.64號 更新 試瞼林 附 近)

是等 エ ゾ マ ツ、トドマ ツ林 の更新 其他 に關 し ては更 に他 日別に報告 す る所 あ るべ し。

エ ゾ マ ツ、トドマ ツ林 の 土地 は一般 に極 め て張酸 性 な り。有機 酸 量(総 酸量)多 き

のみ な らず 、PH値 も低 く(強 酸 度)特 に漁 地化 せ るエ ゾ マツ・ ト ドマ ツ林 にては 強

度 な るもの あ り。今 エ ゾマ ツ、トドマ ツ林 に就 きて第十 一表 調 査 より之 を見 るに次表

の 如 し。

区 域 平 均PH、 蓄 積(石)

B.M.o-32
(第一平坦部)4・15465

B.M.o-9
(第二平坦部内)3・55750

B.M.IO-20
(第二平坦部内)3・62770

BM21-35
(第二平坦部内)3・791・170

B.M.36-60
(第二平坦部内)4・07662

B.M.61--go

(中 腹 部)4・07320

B.M.91-一一114
(山 頂 部)4・0972

叉酸 度 と高低 差 との關 係 は有機 酸 量(総 酸 量)は 高 さ と共 に減 少 せ るも、(第 十 一表

標 準 地平均)PHは 相違 少 な く概 し て高 所 に酸 度低 きも全般 に亘り て強度 を示せb。
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河浩潤葉樹帯は有機酸量 及PHは 其他の林地に比 むて少 く、 稚樹の好んで発生 する

腐朽木は有機酸量は少きもPHは ・・一・・一般林 内 と同檬甚だ張度 な り。

ケ イ マ ツ 林

カ ラマツは由來乾燥地 に生育するものな う。 例 へは其郷土 こして白頭山一帯の火

山灰 地帯、我國の富士 山及淺間山等 の火 山礫 土を墨 ぐるを得べ し。

然 れども乾生植物(Xer・phyte)の 定義 を水分の乏しき土地に生育す る植物 となす と

きは、グイマツ は樺太 に於 ては ボ ドソール化 せ る沼野に圭 こして生ず るを以 て、一

見甚だ矛盾の域 なきこと能はず 。 さ りなが ら植物 自体が乾燥 に耐 ゆ る性質は其立地

の乾燥状態 と無關係に考ふ ることを得べし。 何 となれば立 地が水灘状態な るも其水

分 にして 毒性 あ る爲めに植 物の養 分 として不適 當な るか、 叉は 土地が水分を抑留す

る力大 にして植物の吸収 を妨 ぐるものな るときは、之 に生ず る植物 は 水分を多 く必

要 とせざ るものな らざ るべか らず。 此場合の土地は植物に取 りては生理的乾燥状態

(physiologischeTrockenheit)な りと云ふべ く、之れ乾燥地に生ず る性 向あ るグイマツ

が樺太の沼野に生 す る所以 と認むべ きか。然れ ども最近Fankhauser(Zeitschriftftir

Forst-undJagdwesenIglg)に よれば カ ラマツの葉の蒸 曇作用は極めて旺盛 にして、

水分 を多量に浩費するが爲めに其根 を地中 に繁茂 し 叉 冬季の乾燥 に耐ゆ る爲め落葉

す るものにして、唯降水量の大な る地方(水 灘 地)に 在 ては淺根性 を呈 すと。

今本演習林 に於ける グイぜツ の生育状態を見 るに ツン ドラ帯 に接 する沼野、若し

くは降水量の浸透悪 しき水灘地 にして 所謂高暦沼野地(Hochm・or)な るか、或は廣

大 なる焼跡地(之 れは 二十数年前 に焼けた る土地にして現在 は乾燥せ る ボ ドソール

の無立木地)に 稚樹 として盛に生育す。 而 して此僥跡地は焼 失前の密林時代には高

層沼野的灘地な りしは 現に焼跡地に聾立 する老大なる グイマツ枯木の存す るに よう

て明かな り。傍て其生理的理 由は暫 く措 くも グイマツは沼野及乾燥地共に生育す る

は孚ふべか らざ るの事實な う。

而 して 根の登育状態 を見 るに 沼野に於 ては明かに淺根状 を呈 し、乾燥地 に於ては

概ね深根性 なる点 よら見 るも、 叉現在グイマツ の生ぜ る沼野状態 と、其焼失せ無立
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木 地 が乾燥 状 態 にあ るに も拘 らず 、 地上 に生 育せ る草 木類 が両 者 に於 て 大 差 な き点

よ り見 るも、所 謂 沼野 地(Moorboden)は 其乾燥 状 態 にあ ると、 水 灘 状態 にあ るとを

問はず植 物 の生 育 に対する 植 生 的作 用(Ek・1・gischeEinwirkung)に 大 な る変化 な き

もの と認 め ざ る を得ず 。 此点 はF.Schucht氏 の所 説E山 致 す るものあ るを畳 ゆ る

を以 て之 を抄 録 せ ん。

              Friedrich Schucht: Grundzüge der Bodenkunde, 

    Die meisten natürlichen Moorpflanzen sind denn auch trotz des hohen Wasser

gehaltes des Standortes xerophil. Die Wasserkapazität der Moorböden weist je nach 
Struktur und Zersetzbarkeit der  .HHumusmasse grosse Unterschiede auf. 

    Stark ausgetrockneter Torf nimmt Wasser nur sehr schwer oder überhaupt nicht 

wieder auf, da die Kolloide meist irreversibel geworden sind. Derartige durch Frost 

und Trockenheit strukturlos und sehr locker gewordene Böden neigen oft zur Vermull

ung oder zum sog. Puffigwerden, da die Benetzungsfähigkeit dieser Teile stark 

herabgesetzt ist. (S. 120) 

   Die Sonnenbestrahlung auf nacktliegendem Moorboden führt leicht zu einem 

„Puffigwerden", d. h. zur Entstehung von staubigem, pulverförmigem „Mull", welcher 
leicht verweht wird und der landwirtschaftlichen Nutzung grosse Schwierigkeit bereitet, 
da die „Dämpfung" solcher Moor oder Mullwehen sehr mühsam ist und grosse 

Kosten verursacht. (S. 254)




