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薩摩半島東南部における植物生態学的研究

Plant ecological study in South-Eastern part of Satuma.

大　　野　　照　　好

Teruyosi O耶0

拷
■■■一■■

昌

筆者はさきに理学博士堀川芳雄先生と共に,九州における亜熱帯の北限を明確にせんとして調査
■

し,九州西南部においては鹿児島県出水郡三笠半島北部をもって亜熱帯の北限としたのであるが,

末だ亜熱帯の特質については尽されていないのでこれを発明せんとして調査をすすめているが,本

報告はその中,薩摩半島東南部に関するものである.本報告においては結論を出すに至らないので

今後(D研究をまって改めて翰述することにするO

研　　究　　方.　浅

春研究にあたっては単に南方分子の分布を論ずる噂かりでなく,気象その他環境因子との相関々

係において,群落学的に考察をすすめ,以て亜熱帯の特質を究明せんとした.

1,群落の解析にあたっては10m Quadrate怯及びLine transect法をとった0

2,生活型はRaunkierの生活型分類によった｡

3 ,被度階級はBraun-Blanquetの五段階分類旗を採周した｡

4 ,生活型は正宗厳敬氏の階程に従った｡

(ここにいう代表的南方因子とは,奄美大島を含む琉球以南に起源を有し,本邦南部において分

布の極限される種に限定し,本邦南部因子と見なされる穂は之を除外した.)

環　　　　境

1,土　地　の　●特　徴

本地方は霧島火山帯中の指宿火山に属し,軍三期層の基盤の上に偏平な火山を多数に噴出し,

互に相重なって建設された丘陵性の火山地帯で,檀部的に第三期層が頭出しているが,大部分は

多量の軽石層が堆積してできた甲羅層で旧期火山噴出の泥溶岩及び安山岩も多い.侍新期火山の

噴出物も見られる｡

2,気　候　の　特　徴

本地方は大隅半島と共に,日本々土で緯度の最も低い地域で気温は第1表○如く帝温で冬季の

最低温度が零度以下に降ることはない. (対象の脇元は亜熱帯の北限地帯である.)

雨量は亜熱帯の他地方に比し少く,年降水量が2,000mm内外である｡
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第　　1　　表
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植　　　　生

植生について考察するにあたり,海岸地区と内陸地区(厳密には云えないが)に分けるちとにす

るo

l,海　岸　地　区

A,砂疎地植物群落

①,ハマヒルガオー-マダルマ群叢, ⑧, -マゴウ鮮叢⑧,ダンパイヒルガオ-ハマダルマ群叢
⊂二

㊨, -マ旨ウ-ハマダルマ群叢等を見る事ができ常在度或は優占度の高い種として,ハマチクマメ,

ハマオキト　ハマヒルガオ, -マダルマ, -マゴウ等があげられ,ヒメフジナデシコ,ホソバワダ

ン,ダンパイヒルガオ等の南方分子がよく介在し,養育良好である｡ダンパイヒルガオは中藤以北

には見られない｡

B,岩地植物群落(海岸荒原)

ここでは, ①, Ttべラーハマヒサカキ, ②,シャ1)ンバイ--マヒサカキの群叢であるがそれら

性, ⑧,シャ.)ンバイ-Tベラ, ㊨,如マツーハマヒサカキの群叢となることもある｡シャ5y

バイ,マ)i,バシャ1)ンバイ, -マt:サカキ,イヌビへ　Tベラ,アキグミ等の南部荒原植物が占

め積数僅少である.長崎昇には本地方を以て自生北限とするマルバ-クケイがシャ1)バイ,ハマヒ

サカキ等に混じているのを見る.これら群叢の下生として-マグ;uマ, -マヒルガオ, -マオモT,

ナゲシバ,ヒメフジナデシコ,ホソバワダ-/, -マホラシノブ,ボク-/ボウフウ,クマS,ダ, -ガ

チ,ホラシノブ等が常在度が高い.　　　　　　　　　　　　　　.

C,海岸林套(常緑潤菓樹林)

海岸林蚕の構成因子として,アコウ,モクコク,モクタチバナ,ネズミモチ,サハシTlグミ,イ

哩iEi由　　　　　　　　　　　　　　　　?P/>77,電苗　&Ff,蝣ry-^^-'f,
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バキ,ホウTlクイチゴ,コクテ-/ギ,下ベラ,タイミ-/タチバナ,ヤツデ,サル日)イバラ,サツ

マサ-/キライ,オウムラサキシキブ,クサギ,テイカカヅラ,ヤツデ,フウ下ウカヅヲ,セン占ン

アサ,アケビ,ハスノハカヅヲ,ムべ,マJL/バグミ,オゲイクビ,キクバドnp,クズ,クスドイ

ゲ,カクワツガ-等があげられるが殆どが代表的南方分子で群落構成をみると, ⑤,ブコウ-ヤブ呂

クケイ群叢,②,ヤブ占クケイーモクタチバナ群叢,⑧,タブーヤブ昌クケイ群叢に分けられるようで

ある｡下生植物としても南方分子が多く,よく繁茂しているものであって,ハマオモT,シTlバナ

也-/ダ-/グサ,チヂミザサ,ノヂギク, -マヒルガオ, -マエンドウ　^メドハギ,オ占ヤブソテツ,

クマシダ,ボタンボウフウ,ホソバワダン,ジシバリ,ヒメフヂナデシコ,アヲノクマタケラン,

ホシダ,ホヲシノブ, -マホヲシノブ,クチシノブ,イシカグマ,ヤブラン等を常在種としてあげ

ることができるが群落としては良好な養育をなすとは云えないのではなかろうか.之は土地約･人

工的環境に基因するものであろう.中庭以北には見られないクハズイモも旺盛な養育を示し,長崎

鼻oyチッは荒蕪地によく繁茂して自生北限地として有名である.

D,海　岸　蛤　林

海岸ク｡マツ林で, ⑤,クTlマツ群叢, ⑧,クTlマツーアコウ群叢, ⑧,ク｡ヤツ-ヤブ昌クケ

イ群叢等があるが,群落構成因子は前記常緑潤菓樹林の犬と何らの相違も認めることはできない｡

韓2　表　　長　崎　鼻　ク　ロ　マ･ツ　群　落

種 名 生酒 ∃整 被度 種 名 ■ 生 活型 被度 種 名 盆 暗型 被慶

■算 l 層

M S

(M O

3

2

ミ ミ ズ､ バ イ (N ) + ミ ソ ナ オ シ′ N

(N )

+

+

ク ■ロ マ ツ ク■ス ド イ グ N + 第 5 層 ■

籍 3 ■層 ノ､ マ ビ ノ､ ( N )

( N )

十

十

サル ト リ イバ ラ

ク ロ マ ツ 韓 4 層 チ ガ ヤ C h ■

ハ マ 亘 サ カ キ N - l シ ャ リ ン バ イ ス ス キ C h +

サ ツマサ ンキ ライ (N ) I ク 口 車 (N ) + ノ イ バ ラ (N ) +

ト べ ●ラ N l イ ヌ ビ ハ (N ) + ミ ソ ナ オ シ ■■(由 ) +

サル トv -イ バ ラ N + カ ソ コ■ノ キ (N ) 千 アキ ノキ リ■ソ ソウ 良

C h

+

ア キ クや ミ ■N + ハ iq ク サ ギ N 十 ホ シ′ ダ +

■ヤ ■■プ チ ク ケ イ (N ) 十 ) ､ Lマ ■ビ ノ､ ( N ) + タ ′マ シ′ ダ +

ハ マ ク サ ギ N + カ ク ワ ツ ガ､ ユ N + ハ■マ ホ ラシ′ノブ 十

イ■1 ヌ ビ ハ N + ク ス ド イ グ N + ホ ラ シ′ ノ ブ I

シ ■ヤ 11) ソ バ イ N + ■ハ ゼ ノ キ (N ) + ク チ シ ,/ プ + I

ク ■ ロ ■キ N + ■ イ ヌ ザ ■ソ>y ヨウ . N 十 ハ マ ア ザ ミL +

コ ク テ ン ギ (N ) + ナ ガバ ノキイチ ゴ N + ガ■ ナ H +

カ ソ コ ノ■キ N + ■サ ブ ニ ク ケ イ (N ) + ヒメフジナデ シコ

ハ マ ダ ル マ

■ジ シ バ 1)

班

C h

H

+

+

+
ノ イ バ ラ N ■+ ワ ーク エ ビ (C h ) 十

ア ケ ビ (N ) + ホ ウ ロ クイチ ゴ N l ツ ハ ブ ■キ ■C h +

へ ク ソ カ ズ ラ N + ク ロ ■マ ■ツ (蛇 ) + ク ロ マ ツ (N ) +

キ ク バ ド コ ロ

･.■r .

N ■ + ト ■ベ ラ N + ネ コ ハ ギ C h +
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2,内　陸　地　区

本地方は早くより文化すすみ,開拓その他の人工を加えられることく多く,自然状態を保持する

植生は殆ど見られなV､弘神社の社叢その他に僅かに取りのこされて自然の極相状態にあると琴め

られる群落を見ることができる.これら群落中には代表的南方因子を多く包蔵しているものであっ
b

I

竿, -単この状態が壊されるならば最早や絶戟してしまうおそれのある種もある.

A,低　　地　　帯

ここでは, ①,クス-タブノキ, ⑧.タブーヤブ占クケィ, ⑧,シィ,. ㊨,シイ～タブーヤブ丘

クケイ等の群叢を認めることができる｡

開聞神社社叢植物群落

第3表の如く植樹によるスギも混在しているが群落そのものは破壊されなかったもののようであ

る0本杜叢中にはこの他にクマクケラン,サクラヲ-/,ボウラ-/,キバナ,セキコク,クTlツグ等

の南方分子も包赦し,南方因子集団地ともいうべき群落である｡
I

.第3　義　開　聞　神　社　ク･ス　ノ　キ　群　落

■■-
種 名 垂痛壷 m m 種 名 生活型 被度 嘩 名 塵括型 由慶

∫策 1 層 】

4

ヤ ブ ム ラ サ キ m C + ホ ウ ロ クイチゴ N 1 ■■

ク ス ノ キ m g セ ソ ダ y l (m e) ■+ サ サ $p N 1

ス ギ m S 2

2

ヤ ツ1 デ m C 十 ア カ ■ソ N + .

■■籍 2一層

m C

ア カ メ ガ シ ハ m C + ヤ マ ピ ノ､ (N + ■

シ ロ ダ モ ピ ､㌢ ボ ウカズラ m e + バ■ク チ ノ キ (N ) ■+
ヤ ブ ニ■ク ケ イ (m e) 1■ オ ウ タ ニワクリ 良 + ネ ズ､ ミ一モ チ (N ) +

～lP イミンクチバナ ■､ m e l■ フ ウ■ー卜ウガブラ m e + ク ス ド イ グ
.

(N ) +

■■タ● ラ ノ ■キ ■m C + ナ ナ メ ノ キ m ■C + ■ カ ′ク ワ■ツ■ガ ユ
′

N ■+

オ ガ ●ク マ ノ キ m C -f ナ b■ ビ
m C + -:タイ ミンクチバナ (N ) +

■■元■ウ シ ウケヤクl′ 女n C 十 ■キ ク■■バ ドコ ◆ロ 血 C + ク サ ､ ギ ■ (N ) +

オ ■ウ タ ニワタ 1J E + ト ベ ラ m C ■+ サ ル ■ト リイバラ● (N ) -f

キ ブ タ m C●

■(血C )

■+ ヤ ブ ツ バ キ m C + ボ ン テ ン カ N

N

G

C h

十

十

マ メ ●ブ タ + バ ク チ ノ キ (m e ) + 第 5 層

■ノ キ シ′ ノ ブ
′一､

蝣蝣+ 蝣

l■■

､ヤ マ ビ ノ■､ m C + ■ イ ハ ガ ネ ソ ウ

籍 畠層

ヤ プ ニ ■ク ケ イ

ヤ ン テ Iソ V ウ

第 4 層
m C

(N

+

●▲■■+

カ ナ ワ ラ■ビ

ク リ ハ ラ ン

マ ム1 シ グ サ

ヤ●ブ コ ウ ジ

+

■+ ■
十

十
ハ ア ク サ ギ m e ■+ ■ カ ウ シ ウウヤク

ス■ ギ (m e) + ア カ メ ガ､シ′ハ (N ) 十 ヤ 1 ブ ラ ン C h +
タ ラ■ ノ キ .■コカlC I + ■タ ラ ノ キ (N ) + サ サ ク サ ■ 班 +

池　　田　　湖

第4表に見る如く種数多く,丁魂一層の貧弱なるは人為的変化をう骨て賓新期にあるもので,ク｡

マツにかわってヤブ品クケィ,クスノキ,ホルTノキ等の常緑潤英樹が第-層を占める･よう陀なる

ものと思われるo筒附近に見られる南方代表因子として,求-/チ-/カ旺盛な養育をとげ,ギョクシ

ンカ, ㌢ラクマカヅラメサクララン,リウビ-/タイ,タ･Yシダ, yマ苗シヰゾウ,:クマシダその他
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●

第4　表　クロマツ群叢(池田湖西岸)湖面ヨリ10m

唾 ■名 生海壷 ‥疲度 盛 名 壷清盛 被度 揮 名 塵括型 J被度

欝 ●l 層 I

M S

M S

2

2

バーク■チ ノ キ (N ) + ､▲ バ ク チ ノ キ (N ) +

一日ク ロ マT ツ■ ネ ズ ミ■∴ーモ ■チ ■ N + ネ ブ ミ モ チ N

C h

十

十

第 2 層 ハ マ一三サ カ キ N 千 琴 5 層

ヤ ナ ニ ク ケ イ マ ユ ミ N + サ ブ 1コ ウ ジ

カ ゴ ノ キ M C I マ ′tT バ ク ツ グ N + テ イ カ カ ヅ ラ (N ) +

ア カ メ ガ､シ′ハ M C l シ′ヤ シ′ヤ ソ ポ (N ) 1 ア オ ガ ネ ソ ウ

(N )

(甲)

< N )

班

+

タイミシタチバナ ■M C 4 - カ ■ク ワ ツ●ガ ユ N +
ポ ン チ ■■ソ カ

ア カ メ ガ シ′ノ､

ハ ■+ Pヒ サ カ■キ

ヨ モ ギ■

十

十

+

+

ク ス ノ キ M S 1 カ■ン コ●ノ キ N
I

4-

ホ jt/ トーノ キ M S + タイミンクチバナ (N J +

■ア ケ ビ M C + テ イ カ カ ブ ラ (N ) + チ ヂ ミ ザ サ C h +

ム べー M C ●■十 ､ テ ク モ 1) カブラ■ (N )

N

十▲■

+

チ ガ ヤ .C h +

ヤ ア■-ノ イ モ M C ■十 第 ■4 層 ツ ハ ブ キ C h +
コ ウ モ リ■カズラ M C 十 ハ 々 ■ヒ サ カ キ ヤ ブ ラ ■ソ C h ■十一

キ ク バ ドコ ロ M C 十 ア カ メ ガ シ ハ (N ) + ■ノ ヂ ギ ク ■､H 1■ +
ギ ブ グ M C

N

十

十

I ハ マ ク サ ギ (N ) 十 ノ イ バ ラ N

､H

+

第 甲 層 ヌ ス ビ ■トハ ギ N + ■ヒ 卜 ツ バ +

■イ■ ヌ ピ ハ ノ イ バ ■ラ N + ホソバカナワラビ +

ヤ プ ニ ク ケ イ M C 十 ミ■ソ ナ オ シ′ N + ホ シ′ ダ + ■

サル ■ト リ イ バラ N + ホ グ ロ クイチゴ ■N + ツ ボ ク サ +

ク チ ナ シ N + ヤ ブ ウ バ キ (N ) + ヤ ブ ジ ラ ミ C h 十 ■

ヤ ブ ツ バ キ N + ■ ボ ン■テ ン カ N + セ ソ■ニ ソ､ソ■ウ N ■+ ■

が見られるのは池田湖の影響によるものであろう.おもうに池田湖は純熱帯湖としての特徴をもち,

水夏季28C,冬季10oCを降らないので趣く限られた範囲内においては湖水の影響により冬季の気

温がやや高いものと鳳われる.南方分子の生育を決定する環境因子は,冬季における寒冷特に最低

気温が何度まで降るかということによって決定されるものであると考えられるので,これら南方分

子の旺盛なる生育を可能ならしめているのであろう.
●

B,高　　地　　帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･

海岸林套植物群落及低地帯植物群落の構成因子はをの殆どが代表的南方因子であって,これら植

物は内陸に入るにつれ,叉高度が上るにつれその種数と数量とを減じて遂には絶えてしまう?であ

るが,本地方は日本列島中最も緯度の低い地域の一つで,しかも1,000m以上の山は皆無でしかも

海岸からわ距離もさほど速くない地域だから暖地性植物にとみ, 500m内外の高さまではそれら南

方分子の分布において,叉群落の構成状態において幾分の差異はあるが本質的な相違を認めること

は困難である｡

600-700m内外の高さまでの群落を見ると, ㊨,タブーヤブJJクケイ群叢, ⑧,,シイ群叢, ⑧,

ク11甘ツ群叢等がある｡

開　　聞　　岳
■

開聞番南斜帝の常緑潤英樹蝉に卑し北斜帝では申嘩附近零で橡準が発嘩しているCPは自邸的嘩嘩
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第　5　表　ヤプニクケイ-タブ群落(開聞蕃高度6COm)

■一
種 ■哀 ■生海由 疲度 穫 庵 ■虫清盛 疲痩

1

■-LJP JLq ■■■■-
頗■■ 名■■ 生活壷 由壷

舞 i 層

+M S 2

■ヤ ブ ツ バ キ
M C ■■⊥ テ イ カ カ ブ ラ (N ) +

■ヤ ブ 土 ク ケ イ マ ニ土 ミ M G ヰ ヤ ■∴マ ブ ■ド サ l▼(N ) I

(N )

†●

+

タ ブ ■ ノ キ M S 2 ヒ サ カ キ M ■C 十 1t算 4 層

ホ ル ■ト ノ キ M S 1､■■ 々 ▼ツ デ M C

N

+

+

タイ 亨ソタチバナ

カ ゴ ノ キ M S

M C

+

+

第 3∴層 ■ カ ク ∫■レ ■ミ1 ノ′1 (二N ) 辛

第 2 層 ヒ サ カ キ ヒ サ カ ■キ N +

シ ●t. シ l ソ ポ カ ゴ ノ キ (N ) 4- ユ ダ 1) ハ (N +

サ カ■ キ M C + タイ ミンクチバナ (N ) + イ ヌ ビ ハ N ●十

■コ バ シ ■モ ■チ■■■ M C ■ + サ ザ ン■ カ N 4- L1●セ■■ソ V 蝣ヨ■‥■ケ■ N

ト 9 年

C h

+

+

ヤ ブ ニ ッ ケ イ (M C ) + -y l プ ラ ジ イ (N ) + 第 5 層

カ ゴ ノ ■キ (M C ) + ヤ マ ピ ノ､ (N ) + ヅ ハ ブ キ

■ハ ク サ ン ボ ク M C + サ カ キ ー如) I+ ′■ ウ + ラ *? -pr 1

バ ク チ ノ キ (M C ) + ユ ズ リ ハ (N ) 4- イ タ■チ 1r㌢■ダ 十

ユ ズ一 リ ハ M q I イ■ ヌ ピ ハ N ■ 十 マ ′L/バ べニシダ +

ミ ミ ズ -バ イ M C + カ､ ク ■レ ■ミ ■ノ ■(由) ■+ フ ユ イ チ rzN> +

タイミソタチバナ M q + マ ル バ ウ ツ ギ N

I

+ ナガ■バノキイ子■■す ■■■ C h +

ハ マ ク サ ギ M C + マ メ■ ブ タ 千 ヤ ブ ■■羊 ウ ジ ■ q 昼: + 1-

)

に基因する植生の相違ではなく人工を加えられたことに基づくもめであろう.そOク.lマツ群落の
～

轟達及び構成状態･下生植物の生育状態等から考察するに,自然の状態に放置するならば南斜面と

同じく常緑潤英樹森に推移していくもOと思われる.

600mあたりからブラカシ,シログモ, -イノ奇,.9ラジflガシ,アヲガシ,ク.lバイ等が多く見

られる.シャシャ-/求,ヤブ品クケィ,クTlキ,タブノキ,カクレミノ,ホルナノキ,アヲ奇,シャ

1)ンバイ,モクレイシ等は800m以上までも分布している.山鹿帯に底S,マイヌウゲ,コクテ-/ギ,

ヲガクマノキ,フカノキ,ヤマモガシ,コセウノキ,キジョラン,ヨウヲクラン,ボンテンカ等の

代表的南方分子が旺盛な発育をとげている.

代　表　的　南　方　分　子

本地方に分布する南方分子にして本地方を以て北限とするもの,及び九州南部･四国南部･紀伊

や島南部に分布し,それらの地を北限とするものに次のものがあげられる.

ミサオノキ,ハチヂヨウシダ,オウク苗ワタ1),シT3ヤマゼ-/マイ, 1)ウビンタイ,ナゴラ-/,

ツチTl)モチ,オガクマノキ,クエワク1)ノキ, -マビ-,アコウ,クマシダ,クワカツガユ,サ

ツマサンキライ,ハマホラシノブ,タチバナ,ギョクシンカ,ボンテンカ,ハカマカヅラ,ヒメフ

ヂナデシコ,イワダレソウ,ハマボウ,ホソバワダン,ノアサガオ,コクテンギ,サクララン}ギ

ョボク,サクラツツジ,シラクマカヅラ,マルバニクケィ,ツルウ1)クサ,グ-/バイヒルガ牙,ク

ハズイモ,オキナハチドリ,フカノキ,ソテツ,.カウシウウヤク, -ママンネングサ,コクテンギ,

クエワクリノキ,アヲノクマクケラ-/,ボウラ-/,カンコノキ,モクレイシ,セウべ-/ノキ,ミヤ
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コジマツヅラフジ,モクタチバナ,ヒメノボク-/,ツルモウリ-/カ,キンギンナスビ,バクチノ年,

}>マボウ,キバナノセキヨク,タカノ′→ウラボシ,ヤ1)ノホク1)′→ヲ-/,ナンカクラ-/,サツマル

1)ミノキ,オウハマダルマ,キキョウラ-/,ヒノキシダ,ナギ,ホンダウジグ,コバンモチ, ′ヽマ

ナツメ,ナシカヅラ,ル1)ハコべ,サギテ-/,ツルモウ9yカ等0 68種であるが調査不充分なの

で精査したらもつと多いことと思われる.蘭これら南方分子の個々について,をの生態学的･群落

学的･地理学的特徴についての報告は紙数の都合で割愛した｡

要　　　　　約
I

1,本研究は亜熱帯の特質を明らかに宜んとの意図のもとに行われたもOで,その中薩摩半島東南

部に関するものである.

2,本地方を分布の北限とするもの及び九州南部･四国南部･紀伊半島南部に共通にしてそれらの

地を北限とする南方分子が春地方で68種ある｡　　　　　　　　　　′
I

声,海岸地区においても内陸地区に於てもいくつか○群落型が認められるが,亜熱帯の特質を究明

するには未だ不充分である.

4,滴方分子はある群落中に集団的に侵入している場合が多い.

東研発1C対し絶えず御指導を賜った広島大単数匿堀川芳雄先生,常に助言と文献の貸与をされた髄大工学部
)                                                                     〉､

助教授及び終始協力し七くれた学友生野勇一君に対し深甚なる感謝の意を表する
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○中　野　治　房;

○土　井　英　夫:

○堀　川･大　野;

○鹿児島測候所;

○蕗児島県観光課;
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日本南西部構物気候の研究,金沢高師理科紀要. Vol 1‥No. 1

日本における暖地代表植物の分布考察.植物地理

摺物生理及び生態学実験法
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