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絶滅が危惧される木本種を対象にした自生地保全は, 個

体サイズの大きさや固着性で長寿命性であることを考慮す

ると, 個体 (種) 単位だけではなく, それらを包含する林

分あるいは森林生態系といった様々なスケールを考慮して

実施されなければならない｡ 種の存続が危機的状況にある

絶滅危惧種の場合, 天然更新を阻害するあらゆる要因を抽

出し, それらを排除あるいは緩和するため, 林分あるいは

森林生態系に配慮した適切な施業・管理を行うことが重要

である (環境庁 1996；プリマック・小堀 1997；藤森ら

1999)｡ 特に, 保全対象である木本種が含まれる林分の分

��������������������
金谷 整一１)・玉泉 幸一郎２)・伊藤 哲３)・齋藤 明２)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������１)�����������������２)�����������３) �������������２)

１)独立行政法人森林総合研究所�������������������������������������������1 �����������������������������305�8687
２)九州大学農学部林学科�����������������������������������������������������������6�10�1 ���������������������������812�
8581

３)宮崎大学農学部生物環境科学科������������������������������������������������889�2192�����������9�2009 ������������4�2009����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������：ヤクタネゴヨウ, 絶滅危惧種, 種組成, 屋久島

鹿大演研報 37：49～61 (2010) ���������������������������37：49～61 (2010)� �



布 (配置) および構成要素 (種組成), その成立要因を明

らかにすることは, 対象種に対する適切な保全作業を実施

する上で不可欠である｡

ヤクタネゴヨウ (�������������������������) は, 最
新のレッドリスト (環境省 2007) で絶滅危惧��類 (��)
として記載されている屋久島と種子島にのみ自生するマツ

科マツ属の常緑高木である(初島 1938；�����������1987)｡
ヤクタネゴヨウは, 屋久島では３地域に隔離分布している

が (金谷ら2005�), 種子島では個体群として成立している
地域は少なく, 天然生の個体は各地に点在している (金谷

ら 2001, 2005�)｡ ヤクタネゴヨウの生残個体数は, 屋久
島で1�500～2�000個体, 種子島で300個体ほどと推測されて
いる (金谷ら 2005�)｡ このようにヤクタネゴヨウは, 分
布域が制限されていること, 生残個体数が少ないことに加

え, 様々な要因により衰退していると考えられている｡ 例

えば, 種子生産数が少ないことに加え (金谷ら 1996), 近

交弱勢の影響による種子稔性の低下により天然更新が阻害

されていることが指摘されている (金指ら 1998)｡ また,

昭和50年代までの丸木船や建築材への利用による伐採 (金

谷ら 2001��������������2004), 台風被害 (�������������
2001) およびマツ材線虫病被害 (�������������2001,
金谷ら 2005�) により個体数の減少が確認されている｡ 最
近では, 大陸由来の越境大気汚染物質や (永淵 2000), 広

域基幹林道の工事による自生地破壊 (堀田 2001) の影響

が懸念されている｡

以上のような状況にあるヤクタネゴヨウの自生地保全を

進めるには, 天然更新の促進を目指した適切な施業を実施

することが不可欠である｡ そのため, ヤクタネゴヨウ林分

の分布および構成要素を明らかにすることが急務である｡

これまでに, ヤクタネゴヨウ林分の構造や生育環境を調査

した報告は散見されるが (熊本営林局植生調査課 1937；

辻本ら 1983；武田・久保 2001；永松ら 2003), これらは

１～２地域のみを対象にしたものである｡ また屋久島にお

いて, ヤクタネゴヨウは主に標高300～800�の暖温帯常緑
広葉樹林域に分布するが (金谷ら 1997), 屋久島の植生を

取り纏めた宮脇 (1980) の報告には, ヤクタネゴヨウ林分

に関する記載はない｡ 以上のことから, 現在, ヤクタネゴ

ヨウ林分の植物社会学的な情報が充分に蓄積されていると

は言い難い｡ そこで本報では, ヤクタネゴヨウがまとまっ

て自生する屋久島の３地域を対象に林分の種組成を調査し,

同島におけるヤクタネゴヨウ林分の分布 (配置) および特

徴を整理するとともに, その林分の成立要因について検討

した｡ なお, 一部のデータは, 伊藤・野上 (2005) で公開

していることを付記する｡
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屋久島は, 九州本土南端より南方約60��に位置する周

囲約100��, 面積約500��2のほぼ円形の島である｡ 屋久島
は, 九州最高峰の宮之浦岳 (1�936�) を中心として標高
1�800�以上の峰が座する ｢奥岳｣ と, 海岸周辺の標高1�000�前後の峰々が形成する ｢前岳｣ といわれる地域に大別さ

れる｡ 屋久島の外周は古第三紀の堆積岩である熊毛層群で

あり, 島中央部の大部分は新第三紀中新世の屋久島花崗岩

からなっている (岩松・小川内 1984)｡

屋久島におけるヤクタネゴヨウの自生地は, 南東部の高

平岳 (ハサ岳国有林66林班), 南部の破沙岳周辺 (破沙岳

国有林47・48林班) および西部林道沿い (瀬切川から国割

岳周辺：平瀬国有林２～10林班) の３地域の前岳部分であ

り, それらは互いに10��以上離れている (金谷ら 2005�)｡
調査は, ヤクタネゴヨウを含む林分とその周囲に分布する

ヤクタネゴヨウを含まない林分を選択して行った｡ 調査林

分数は, 高平で４林分 (�1～4), 破沙岳周辺で30林分
(�1～30) および西部林道沿いで９林分 (�1～9) の合計
43林分であった (図１)｡ これらの調査林分は, 標高が280

～910�の範囲にあり, 調査時における林齢は120～190年
であった｡

調査地域内の植生は, 高平岳では ｢ギョクシンカ�スダ
ジイ群集｣, 破沙岳周辺では ｢ギョクシンカ�スダジイ群集,
イスノキ�ウラジロガシ群集, タカサゴシダ�スギ群集｣ お
よび西部林道沿いでは ｢ギョクシンカ�スダジイ群集, イ
スノキ�ウラジロガシ群集｣ と区分されている (宮脇 1980)｡
屋久島の北東部に位置する屋久島測候所 (屋久島町小瀬

田：北緯30�23�1�, 東経130�39�5�, 標高37�) における30
年間 (1971～2000年) の年平均気温は19�2℃, 年平均降水
量は4358�8��である (気象庁 2009)｡ 1982年における各

地の降水量は, 高平岳に近い安房 (東部) で7�100��, 破
沙岳に近い尾之間 (南東部) で4�200��, 西部林道沿いに
近い栗生 (南西部) で2�500��であり, 西部地域で雨が少
なく, 島中央部や東部地域では雨が多い傾向がある (江口

1984)｡����
植生調査は, 1995年11月から1996年12月にかけて行った｡

各調査林分の約20�×20�の範囲内において, 出現するす
べての維管束植物を対象に��������������(1964) の植物
社会学的手法にしたがい, 階層ごとに被度・群度を用いて

記録した｡ 階層は高木層 (�1), 亜高木層 (�2), 低木層 (�)
および草本層 (�) の４層に分類し, 被度・群度は�～５
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の６階級に区分した｡ また, 各調査林分の標高, 斜面方位

および斜面傾斜角についても記録した｡����
林分間の類似性の検討には, 各調査林分の高木層および

亜高木層に出現した種の最大被度を変数として, ユークリッ

ド距離を用いてウォード法によるクラスター分析を行った｡

なお出現種の被度は,�5��87�5％, �4��62�5％, �3��37�5％,�2��17�5％, �1��5�0％および����0�5％と植被率に変換し
た｡ 林分間のクラスター分析には, 統計用ソフト (スタティ

スティカ, スリースカンパニー, 東京) を用いた｡

調査した43林分のうち４林分以上に出現した種について,

ヤクタネゴヨウとの種間の相関 (����������������������������) を明らかにするために, 以下に示した式を用いて解
析した (小林 1995)｡

ここで, �：比較しようとする２種 (��と��) が共に出
現した林分数, �：��が出現し��が出現しなかった林分数,�：��が出現せず��が出現した林分数, �：��と��が共に出
現しなかった林分数を示す｡

屋久島におけるヤクタネゴヨウ林分の種組成 ��

��＝ (��－��)�(��＋��)
図－１ 調査地

図中の記号は, 図－２のクラスター分析の区分による｡ ●：タイプ�, ■：タイプ�, ▲：タイプ�, ▼：タイプ�｡����1 �������������������������������������������������������������������������������������2�●：�����, ■：�����, ▲：�����, ▼：������
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調査した43林分において, 合計138種の維管束植物が確

認された｡ そのうち針葉樹はヤクタネゴヨウの他, ツガ

(�������������), スギ (�������������������), ヒノキ
(�������������������) およびイヌマキ (����������������������) の５種であった｡ イヌマキを除いた針葉樹
４種および広葉樹22種の合計26種が, 高木層に出現した｡

調査した43林分のうち, ヤクタネゴヨウが出現したのは,

標高320～875�の21林分であった｡
調査した43林分は, 高木層の優占種によって, 以下に示

す針葉樹が優占するタイプ�および�, 広葉樹が優占する
タイプ�および�の４タイプに区分された (図２, 表１)｡

(1) タイプA (ヤクタネゴヨウ林分：９林分)

本タイプの林分ではヤクタネゴヨウが高木層で優占し,

他樹種の樹冠より突出していた｡ 高木層の植被率は, 平均

26�7％ (10～55％) であった｡ 亜高木層ならびに低木層の

平均植被率はともに48�3％であり高木層より高かった｡ こ
れらの階層では, タイミンタチバナ (���������������) な
らびにサクラツツジ (��������������������) が非常に高
い被度で優占し, ヤクタネゴヨウはほとんど出現しなかっ

た｡ 草本層の植被率は平均16�1％ (５～30％) で, 亜高木

層ならびに低木層に出現した広葉樹に加え, アデク

(������������������) やサカキ (���������������) が多く
みられた｡ また草本層では, シダやランの草本種の出現は

少なかった｡

(2) タイプB (ツガ-ヤクタネゴヨウ林分：13林分)

本タイプの林分は, ツガが高木層を高被度で優占し, そ

れ以外にヤクタネゴヨウ, スギおよびヒノキの針葉樹が出

現することで特徴づけられた｡ 高木層の植被率は平均49�2
％ (20～70％) を示した｡ 亜高木層の植被率は平均41�5％
(10～75％) であり, タイミンタチバナの被度が高かった｡

また, イスノキ (������������������) が高い被度でみら
れる林分もあった｡ 低木層の植被率の平均は49�2％ (５～

75％) で, タイミンタチバナとサクラツツジに加え, ヤク

シマシャクナゲ (������������������������������) の被
度も高かった｡ 草本層の植被率は平均9�2％ (５～15％)

で, 他の林分タイプより低い傾向があった｡ 草本層で出現

頻度の高い樹種は低木層と同様であったが, アデク, アセ

ビやヒサカキ (�������������) も多く出現した｡
(3) タイプC (イスノキ-ウラジロガシ林分：13林分)

本タイプの林分の高木層は, イスノキの他にウラジロガ

シ (������� ��������) や ヒ メ シ ャ ラ , マ テ バ シ イ
(�����������������) 等の広葉樹種も高木層に出現した｡
平均植被率は, 高木層で60�8％ (15～95％), 亜高木層で

42�7％ (０～80％), 低木層で28�9％ (10～50％) であった｡
これら３層ともイスノキに加え, タイミンタチバナとサク

ラツツジの被度が高かった｡ 草本層の植被率は平均45％

(10～95％) で他の林分タイプより高い傾向があった｡ こ

の層では, イスノキ, タイミンタチバナの他, イヌガシ

(������������������), ヤブツバキ (���������������), ア
リドオシ (�������������������) やヨゴレイタチシダ
(��������������������) が多く出現した｡
(4) タイプD (イスノキ林分：８林分)

本タイプは, 高木層をイスノキが高い被度で優占するこ

とで特徴づけられ, その平均植被率は75�6％ (60～90％)

を示した｡ イスノキの他にアカガシ (�������) やスダジ
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図－２ 高木層および亜高木層に出現した種の最大被度を
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イ (���������������������������������) が高木層にみられ
たが, ヤクタネゴヨウやツガは出現しなかった｡ 亜高木層

での植被率は平均45�6％ (20～60％) で高木層と比較して

低かった｡ この層では, イスノキ, タイミンタチバナおよ

びサクラツツジの被度が高かった｡ 低木層の植被率は平均

31�9％ (５～70％) で, 亜高木層に高被度で出現する種に

加えヒサカキやヤブツバキが多く出現した｡ 草本層の植被

率は平均30�6％ (20～50％) で, イヌガシ, アリドオシとヨ
ゴレイタチシダの被度が高かったが, イスノキ, ヒサカキ,

センリョウ (�����������������) やマンリョウ (��������������) も多く出現した｡
各林分タイプにおけるヤクタネゴヨウの出現率は, �で

100％, �で69�2％, �で23�1％ならびに�で０％であり,
広葉樹が高木層を優占する林分タイプで低かった｡ 各林分

タイプの平均傾斜角は, �で31�0�, �で31�5�, �で30�1�お
よび�で23�6�であった｡ タイプ�は他のタイプと比較して,
傾斜角30�未満の林分数が有意に多かった (��������������������0�05)｡ なお, 各林分タイプと標高ならびに斜面方
位との間には, 明瞭な関係は認められなかった (図３)｡

ヤクタネゴヨウと正の分布相関関係 (�＜0�05) がみら
れたのは, 針葉樹ではツガのみで, 広葉樹ではヤマモモ

(�����������), コバンモチ (�������������������), シャ
リンバイ (���������������������) およびシャシャンボ
(�������������������) の４種, 合計５種であった (表１)｡
一方, 負の関係がみられたのは22種であった｡ これには,

イスノキ, ウラジロガシ, スダジイ, タブノキ (������������������), バリバリノキ (���������������), ヒメシャ
ラ (�������������������), イヌガシおよびモクタチバナ

(����������������) の計８種の高木層に出現した広葉樹が
含まれていた (表１)｡ また, センリョウならびにアリド

オシなどの低木性樹種のほか, シダ類やラン科植物等が多

く含まれていた｡ � ����������������������������
ヤクタネゴヨウが多く出現したタイプ�および�の林分

は, 標高320� (��1) ～875� (��17) にみられた (図１,

表１)｡ これら林分の標高域は, 常緑広葉樹林帯からヤク

スギ林帯へと移行する範囲であり (大澤ら 2006), その多

くはイスノキ�ウラジロガシ群集 (標高480～980�) とな
る (宮脇 1980)｡ 屋久島におけるイスノキ�ウラジロガシ
群集は, 高木層にイスノキやウラジロガシのほか, アカガ

シやバリバリノキが優占し, 時にヒメシャラやスダジイが

混生する (宮脇 1980)｡ また亜高木層では, サクラツツジ

が高被度で生育し, 草本層にシダ植物が豊富に生育するこ

とで特徴付けられている (宮脇 1980)｡ 今回調査した林分

のタイプ�および�は,これらの特徴とよく合致した(表１)｡
またタイプ�および�においても高木層を優占する樹種が
異なる程度で, 亜高木層以下では, これらの特徴の多くを

含んでいた (表１)｡ これまでの報告でも, ヤクタネゴヨ

ウ林分は, イスノキ�ウラジロガシ群集に属することが指
摘されている (武田・久保 2001；永松ら 2003)｡

ヤクタネゴヨウが出現した林分では, ツガ, ヤマモモ,

コバンモチ, シャシャンボおよびシャリンバイが高頻度で

出現し, ヤクタネゴヨウと正の分布相関がみられた (表１)｡
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図－３ 各林分タイプにおける標高と方位および傾斜の関係

図中の記号は, 図－２のクラスター分析の区分による｡ ●：タイプ�, ■：タイプ�, ▲：タイプ�, ▼：タイプ�｡����2 ���������������������������������������������������������43 �������������������������������������������������������������������������������2�●：�����, ■：�����, ▲：�����, ▼：������



屋久島南部の破沙岳周辺においては, ツガ, ヤマモモ, ウ

バメガシ, シャリンバイおよびアセビがヤクタネゴヨウの

随伴種とされ (熊本営林局植生調査課 1937), 西部林道沿

いにおけるヤクタネゴヨウ林分では, コバンモチやシャシャ

ンボが高頻度で出現している (武田・久保 2001)｡ これら

の樹種は, 乾燥した尾根筋に分布する乾性種として位置付

けられている (中尾 1985)｡ また, ヤクタネゴヨウやツガ

を含む林分は, 屋久島の低地における暖温帯の常緑広葉樹

林の渓流域に生育するヤクシマサルスベリ (����������������������������������) 等の渓畔要素を欠く典型的な尾根
型の群落である (伊藤・野上 2005)｡ ヤクタネゴヨウが優

占する林分の多くは, 基岩が露出し傾斜30�以上の急峻な
尾根筋であり (図１, 図３), 巨岩が多い上に土壌に乏しく

植物の生育に非常に厳しい立地環境である (金谷ら 1997；

武田・久保 2001)｡ これらのことから, ヤクタネゴヨウ林

分は, イスノキ�ウラジロガシ群集の中でも急峻な尾根筋
に特異的に分布すると考えられる｡

ヤクタネゴヨウは, イスノキやウラジロガシと負の分布

相関がみられた (表１)｡ このことから, ヤクタネゴヨウ

林分は, イスノキ�ウラジロガシ群集の中でもイスノキや
ウラジロガシを欠く特異的な群落であると推察される｡ イ

スノキ�ウラジロガシ群集は, 特別な区分種をもたない典
型亜群集とアデク, コバンモチ, イズセンリョウ等を区分

種とするイズセンリョウ亜群集に分けられる (宮脇 1980)｡

武田・久保 (2001) は, 屋久島西部におけるヤクタネゴヨ

ウ林分を, ウラジロガシ�イスノキ群集ならびにウバメガ
シ群落の下位単位として区分し, その区分種をシャシャン

ボやコバンモチ等とした｡ 以上のことから, 屋久島におけ

るヤクタネゴヨウ林分は, イスノキ�ウラジロガシ群集に
おける下位単位として, 乾燥した尾根型要素の樹種を多く

含んだ特異的な存在であると考えられる｡�������������������
林分の成立, すなわち木本種の更新には, 様々な規模や

頻度で発生する撹乱と強く関与し, 林冠ギャップの形成

(山本 1984；中静・山本 1987) や, 地表変動 (伊藤・中

村 1994) 等の点から議論されている｡ これらのことを踏

まえて以下に, ヤクタネゴヨウ林分の成立要因について考

察する｡

ヤクタネゴヨウは, 台風や人為伐採などによる林冠層が

強度に破壊された後に更新するツガ (������������������
1987；鈴木・薄田 1989) と同所的に分布し, かつ高木層

に出現した (表１)｡ このことから, ヤクタネゴヨウは,

林冠層破壊によるギャップ形成後に更新していると推察さ

れる｡ 今回調査した林分では, 亜高木層以下の階層でタイ

ミンタチバナやサクラツツジが高い被度で優占しており,

ヤクタネゴヨウの実生や稚幼樹はほとんどみられなかった

(表１)｡ ヤクタネゴヨウの実生の定着には林床の���(�����������������) 20％以上が必要と推測されており (伊藤

ら 1996), 発達した常緑広葉樹林内では実生の発生はみら

れない (永松ら 2003)｡ これらのことから, ヤクタネゴヨ

ウ実生の定着には亜高木層以下に高被度で生育する広葉樹

種による林床の光環境が影響していると考えられる｡ チョ

ウセンゴヨウ (������������) において, 上層個体の単木
的な枯死等による小規模な林冠ギャップ形成だけでは, そ

の周辺に分布する個体の枝葉の成長により数年で閉鎖され

てしまい, それに伴って林床の光環境は急速に悪化するた

め, 実生の定着は困難とされる (石川・沖津 2002)｡ これ

らのことから, ヤクタネゴヨウの更新には, 林床の光環境

が改善され維持される大規模な林冠ギャップの形成に加え,

亜高木層以下に優占する広葉樹種が消失あるいは減少する

ような攪乱が必要であると考えられる｡

森林の更新にとって, 攪乱発生前から林分内に存在する

前生樹が大きな役割を果たしている (山本 1984；中静・

山本 1987)｡ 前生樹は, 攪乱発生直後から良好な成長を示

し, 遅れてギャップ内に侵入してきた後生樹に対して優位

的立場にあり (鈴木 1980), このような前生樹として林冠

層攪乱前の林内に生育可能なのは, 耐陰性のある陰樹であ

る｡ 今回の調査地域において代表的な陰樹は, 常緑広葉樹

林における各階層に出現し安定した個体群構造を維持して

いるイスノキである (�������1986；��������1994)｡
今回の調査で区分されたタイプ�および�の林分では, イ
スノキは各階層において高い被度で優占した (表１)｡ ま

た, 高木層にヤクタネゴヨウが優占した場合でも, イスノ

キ等の広葉樹が高木層あるいはその下層に出現する林分が

あった (表１)｡ これらの林分では, 林冠層が破壊される

程度の攪乱では, 前生樹として生育しているイスノキ等の

広葉樹が林冠ギャップ下で優占すると推察される｡ したがっ

て, 各階層で広葉樹が優占するタイプＣやＤの林分や, 高

木層にヤクタネゴヨウが優占するが下層にイスノキ等の広

葉樹が高被度で出現する林分では, 林冠ギャップが形成さ

れた場合でも, ヤクタネゴヨウが更新する可能性は低いと

考えられる｡

ヤクタネゴヨウは既報 (熊本営林局植生調査課 1937；

金谷ら 1997；武田・久保 2001) と同様に, 傾斜が30�以
上の急峻な尾根上あるいは花崗岩が露出している場所に多

く出現した (表１, 図３)｡ 屋久島における斜面傾斜が25�
以上で花崗岩が露出している地形では, 土壌崩壊等のマス

ムーブメント (重力による地表構成物質の移動) は, 約

1�000年周期で発生していると予測されている (磯 1984；

屋久島におけるヤクタネゴヨウ林分の種組成 ��



���������������������1997)｡ 低頻度で発生する土壌崩
壊は, 強度かつ大規模攪乱に位置づけられ, 一旦発生する

と広い面積ならびに林分の階層構造に大きな影響を及ぼす

(伊藤・中村 1994)｡ つまり土壌崩壊は, 攪乱前に成立し

ていた植生構造に大きな打撃をあたえ, 攪乱後の新たな林

分の成立に重要な役割を果たしている (伊藤・中村 1994)｡

以上のことから, ヤクタネゴヨウの更新は, 大規模な林

冠ギャップの形成に加え, 林床に分布する広葉樹種の前生

樹が消失するような土壌崩壊を伴った強度攪乱が必要であ

ると考えられる｡ その後に林分として成立するには, 定着

したヤクタネゴヨウ実生が消失するような土壌攪乱が生じ

ず, また林冠ギャップが閉鎖されることなくあるいは定期

的に形成され林床の好適な光環境が維持される必要がある

と推察される｡� �
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屋久島の暖温帯常緑広葉樹林における絶滅危惧種ヤクタ

ネゴヨウの３カ所の自生地で, 43林分の種組成を植物社会

学的手法にしたがって調査した｡ 調査林分は, クラスター

分析により高木層および亜高木層の優占種の被度に基づい

て, ４つのタイプに区分された｡ ヤクタネゴヨウが出現し

たタイプの林分は､ 傾斜30 以゚上の急峻な尾根筋に多く成

立していた｡ ヤクタネゴヨウは, ツガおよびヤマモモ等の

尾根筋に分布する５種と正の相関があったが, イスノキお

よびウラジロガシ等の22種とは負の相関であった｡ これら

のことから, ヤクタネゴヨウ林分は, イスノキ－ウラジロ

ガシ群集における下位単位として, 尾根型要素を多く含ん

だ特異的な群落であると考えられた｡ ほとんどの調査林分

で亜高木層以下の階層は, タイミンタチバナやサクラツツ

ジが高被度で優占し, ヤクタネゴヨウの稚幼樹は生育して

いなかった｡ 以上のことから, ヤクタネゴヨウ林分の成立

には, 大規模な林冠ギャップの形成に加え, 林床に分布す

る広葉樹種の前生樹が消失するような土壌攪乱が必要であ

ると考えられた｡
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