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窒素は, 森林生態系などの多くの陸域生態系において,

植物の生産にとっての制限要因となっている(�����������������1991������������2007�｡ リターフォールなどに より土壌へ供給された有機態窒素は, そのまま樹木が吸収

することは出来ない｡ 有機態窒素は, 土壌において土壌動

物や微生物の働きにより無機化され, アンモニア態窒素と

なり, さらに硝化細菌の働きにより硝化され硝酸態窒素と

なる｡ 低分子の有機態を植物が直接吸収すると言う報告も
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あるが (�������������1998), 多くの有機態窒素は, ア
ンモニア態か硝酸態の無機態窒素となることにより樹木に

とって利用可能になる｡ そのため, これまで多くの研究で,

土壌の窒素供給量の指標として, 窒素無機化量や硝化量な

どが使われてきた (�������������1989)｡ さらに土壌の
窒素無機化量は, 森林の純生産量とも相関が見られること

が報告されている (������������1984������������1997)｡
窒素無機化量や硝化量は, 気候帯, 土壌タイプ, 植生タ

イプなど様々な空間スケールにおいて変化することが知ら

れる (��������������1982����������1986�������������
1994�������������1998�2001��������������1999)｡ 一方
で, 同一林分内の斜面位置の違いといった小さなスケール

においても, 窒素無機化特性は大きく変動することが報告

されている (������������1994�����������1995�������������1998�2001��������������1999�������� �������
2003)｡ 例えば�����������(1998) は, 滋賀県竜王のスギ
人工林において, 斜面上部では見かけの硝化が起こらず土

壌中の無機態窒素は主にアンモニア態窒素として存在する

のに対して, 斜面下部では硝化速度が高く土壌中の無機態

窒素は主に硝酸態窒素として存在することを報告している｡

同様のパターンは, 京都府北部の冷温帯落葉樹林において,

斜面上部に比べて斜面下部では無機化速度も硝化速度も高

いが, 斜面上部では見かけの硝化が起こらないことが報告

されている (��������������2003)｡ 一方で, 同一斜面
上の尾根で無機化速度が大きくなる例や (平井ら, 2007)

や地形と明瞭な関係が認められない例 (������2003) も
報告されている｡ 他にも斜面位置に着目した窒素無機化特

性の研究は, 国内外の様々な森林タイプにおいて報告され

てきた (吉田ら, 1979；沓名ら, 1988�������������1994；
高橋ら, 1994�����������1995������������1997�戸田・
生原�1994�小柳ら, 2002���������������2009)｡ わが国
の森林の多くは斜面に成立するため, 斜面位置による土壌

条件の違いを生み出すメカニズムを明らかにすることは,

森林を管理する上でも有益な情報を与えると考えられる｡

本調査地は, 南九州の大隅半島に位置し, 1914年の桜島

噴火の際の噴出物由来の未熟土からなる地域である｡ 従っ

て表層土壌は他の地域に比べ短い時間しか土壌生成作用を

受けていない｡ 未熟土では土壌中の有機物含量が少なく,

窒素無機化速度が低いことも予想される｡ これまでの多く

の研究は, 土壌生成のある程度進行した土壌での報告であ

り, 未熟土での斜面立地の違いに関しての窒素無機化特性

に関する研究例は非常に少ない｡ 未熟土の場合, 斜面位置

の違いにより生まれる窒素無機化特性の差が, 他の土壌タ

イプと比べて小さいことも考えられる｡ そこで本研究では,

南九州の火山灰性未熟土の異なる３斜面上に成立するスギ

人工林において, 斜面上部と下部といった斜面位置の違い

が窒素無機化特性に与える影響を明らかにすることを目的

とした｡ � � � ���������
調査は鹿児島県大隅半島に位置する鹿児島大学農学部附

属高隈演習林で行った｡ 高隈演習林は桜島の東側に位置し,

演習林一帯は過去の桜島噴火の際に噴出した火山噴出物が

厚く堆積している｡ 特に表層土壌は1914年の大噴火の際の

火山噴出物が厚く堆積している｡ 高隈演習林における年平

均気温は14℃ (1999～2004), 平均年降水量は3410��
(1999～2004) である｡

高隈演習林内の ｢６林班り｣, ｢16林班と｣, ｢16林班り｣

の３つの林班内の斜面上部から下部にかけて連続した同一

斜面上に生育する34年生(��1), 46年生(��2), 56年生
(��3)のスギ人工林において調査を行った｡ 各林班におい
て, 斜面上部と下部にそれぞれ15�×15�の調査区を設置
した｡ 調査区の概要を表１に示す｡

調査区の施業履歴は, 高隈演習林の森林簿によると,��1プロットでは2005年２月と2006年１月に除間伐が行わ
れており, ��2プロットでは1978年８月に除伐, 2004年１
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表１ 調査地の概要��������������������
林 分 林 齢 斜面位置 標 高 傾 斜 斜面方位 立木密度 平均胸高直径 平均樹高 胸高断面積合計
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月に除間伐が行われており, ��3プロットでは1978年６月
に除間伐, 1996年１月に利用間伐が行われている｡ その後

各調査区とも調査時まで特に施業は行われていない｡

各調査区に生育するすべてのスギについて胸高直径と樹

高を測定した｡ 調査区の下層植生には, 斜面上部下部とも

にヤブニッケイ, タブノキ, エゴノキ, ヤブツバキ, アオ

キ, ネズミモチなどの樹種が見られた他, 草本類やシダ類

などが出現した｡�������
土壌の窒素無機化および硝化特性を評価するために, 本

研究ではバリードバッグ法を用いた (����1960)｡ 2007年
６月10日に各調査区から表層０�10��の鉱質土壌を５ヶ所
づつ, 100��の採土円筒２つを用いて採取した｡ 採取した
土壌は, 現地で根や有機物などを簡単に取り除いた後にポ

リエチレン製の袋に詰めて埋め戻し, 現地の地温で培養を

行った｡ また採取した土壌の一部は培養初期の土壌として,

実験室に持ち帰った｡ １回目の回収は2007年10月12日に行

い, その際に初回同様に培養初期の土壌の採取と次の期間

のバリードバッグの設置を行った｡ ２回目の回収と設置は

2008年２月20日に行い, 2008年６月12日に最後の回収を行っ

た｡ 培養期間は１回目が124日間, ２回目が131日間, ３回

目が112日間で, 合計で計367日間であった｡

培養初期とバリードバッグ内の培養後の土壌を２��の
ふるいを用いて根や有機物を取り除いた後に湿重で４�を
取り分け, 40��の２�･���で１時間振とう抽出した｡ 抽出
液のアンモニア態窒素と硝酸態窒素の濃度を, スルファニ

ルアミド・α‐ナフチルアミン法とインドフェノール法を

用いて測定した｡ また培養初期と培養後の土壌の含水率を

測定し, 乾土１��あたりのアンモニア態窒素現存量と硝酸
態窒素現存量を算出した｡ 無機化量と硝化量は, 培養前後

の差から算出した｡

残った土壌は, 80℃の乾燥機で72時間以上乾燥させ全炭

素・窒素および��の分析用試料とした｡ 土壌の全窒素濃

度,全炭素濃度を��アナライザー (������������22�,
住化分析センター, 大阪) で測定した｡ また土壌��につ
いては, 10�の土壌を１�の���およびイオン交換水50��で
１時間浸透した後にガラス電極��メーター (��������51, 堀場製作所, 京都) を用いて測定した｡
細土率を測定するために, 各調査区から表層０�10��の

鉱質土壌を５ヶ所づつ, 100��の採土円筒２つを用いて採
取した｡ ２��のふるいで細土を篩別後, 80℃の乾燥機で
72時間以上乾燥させた後に重量を測定した｡ 細土率から１

ヘクタールあたりの炭素蓄積量, 窒素蓄積量, 窒素無機化

量および硝化量を算出した｡������
斜面位置および林分による全炭素濃度, 全窒素濃度, 炭

素蓄積量, 窒素蓄積量, 土壌��比, ��, 窒素無機化速度,
硝化速度, 窒素無機化量, 硝化量の違いを明らかにするた

めに二元配置の分散分析を行った｡ 統計解析は, 統計ソフ

ト����を用いて行った (�����������������������)� �������������������������
各調査区の全炭素濃度, 全窒素濃度, 炭素蓄積量, 窒素

蓄積量, 土壌��比および��を表２に示す｡ ６調査区の全
炭素濃度は, 16�32～21�86���－１の範囲にあり, 平均は
19�62���－１であった (表２)｡ ６調査区の全窒素濃度は,

0�95～1�50���－１の範囲にあり, 平均は1�18���－１であっ
た (表２)｡ 二元配置分散分析の結果, 全炭素濃度・全窒

素濃度ともに斜面位置による有意な差が見られた (表３)｡

また全窒素濃度に関しては, 林分間による有意な差が見ら

れた (表３)｡

６調査区の炭素蓄積量は, 13�39～19�27���－１の範囲に
あり, 平均は15�93���－１であった (表２)｡ ６調査区の窒

素蓄積量は,0�78～1�10���－１の範囲にあり,平均は0�96���－１
であった (表２)｡ 二元配置分散分析の結果, 炭素蓄積量・

南九州のスギ人工林における斜面位置の違いが土壌窒素無機化特性に与える影響 ���

表２ 表層土壌 (������) の理化学性��������������������������������(������)�
林 分 林 齢 斜面位置 全炭素 全窒素 炭素蓄積量 窒素蓄積量 ��� ｐ�(���) ｐ�(�２�)

(��������) (��������) (�������������) (������) (������) (�������������) (�������������)� ���－１ ���－１ ���－１ ���－１��� �� ����� � �����±���� ����±���� �����±���� ����±���� ����±��� ���±��� ���±������ �� ����� � �����±���� ����±���� �����±���� ����±���� ����±��� ���±��� ���±������ �� ����� � �����±���� ����±���� �����±���� ����±���� ����±��� ���±��� ���±������ �� ����� � �����±���� ����±���� �����±���� ����±���� ����±��� ���±��� ���±������ �� ����� � �����±���� ����±���� �����±���� ����±���� ����±��� ���±��� ���±������ �� ����� � �����±���� ����±���� �����±���� ����±���� ����±��� ���±��� ���±���



窒素蓄積量ともに斜面位置による有意な差が見られた(表

３)｡ ６調査区の��比は, 14�7～17�7の範囲にあり, 平均
は16�7であった (表２)｡ 二元配置分散分析の結果, 斜面

位置と林分による��比の有意な差が見られた(表３)｡ ６
調査区の��は, ���抽出の場合で5�1～5�7で, 水抽出で6�0
から6�3の範囲にあり, 平均は���抽出の場合で5�3, 水抽
出で6�2であった (表２)｡ 二元配置分散分析の結果, 水抽

出, ���抽出ともに斜面位置による有意な差が見られた
(表３)｡�������������������
各調査区の期間ごとの窒素無機化速度および硝化速度を

表４に示す｡ 2007年６月10日から10月12日の期間１の無機

化速度は, 0�19～0�35�����－１���－１の範囲にあり, ６調
査区の平均は0�30�����－１ ���－１であった (表４)｡ 2007

年10月12日から2008年２月20日の期間２の無機化速度は,

0�04～0�11�����－１���－１の範囲にあり, ６調査区の平均
は0�06�����－１ ���－１であった(表４)｡ 2008年２月20日か
ら６月12日の期間３の無機化速度は, 0�10～0�32�����－１����1の範囲にあり,６調査区の平均は0�20�����－１ ���－１
であった (表４)｡ 二元配置分散分析の結果, すべての期

間において, 斜面位置と林分による窒素無機化速度の有意

な差は見られなかった (表３)｡

硝化速度については, 窒素無機化速度とほぼ同様の傾向

を示した (表４)｡ 2007年６月10日から10月12日の期間１

の硝化速度は, 0�18～0�36�����－１ ���－１の範囲にあり,
６調査区の平均は0�29�����－１ ���－１であった (表４)｡

2007年10月12日から2008年２月20日の期間２の硝化速度は,

0�05～0�11�����－１ ���－１の範囲にあり, ６調査区の平均
は0�07 �����－１ ���－１であった (表４)｡ 2008年２月20日
から６月12日の期間３の硝化速度は, 0�12～0�35�����－１���－１の範囲にあり,６調査区の平均は0�22�����－１ ���－１
であった (表４)｡ 二元配置分散分析の結果, すべての期

間において, 斜面位置と林分による硝化速度の有意な差は

見られなかった (表３)｡ また無機化速度に占める硝化速

度の割合は, ほぼすべての林分で100％であった｡

各調査区の期間ごとおよび年間の窒素無機化量および硝化

量を表５に示す｡ 年間の窒素無機化量は, 36�3～67�1�����－１の範囲にあり, ６調査区の平均は51�8�����－１であっ
た (表５)｡ 二元配置分散分析の結果, すべての期間にお

いて,斜面位置と林分による窒素無機化量の有意な差は見ら

れなかった(表３)｡ また硝化量については, 37�2～66�4���

舘野 隆之輔・鈴木 寿仁・濱田 肇次・日高 謙太���
表３ 斜面位置と林分の違いが土壌の理化学性と無機化特性に与える影響についての二元配置分散分析の結果������������������������

斜面位置 林 分 斜面位置×林分

(�������������) (�����) (�������������×�����)� � � � � �
全炭素 (������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
全窒素 (������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
炭素蓄積量 (�������������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
窒素蓄積量 (�������������) ���� ���� ���� ���� ���� ������� (���) ���� ���� ���� ����� ���� �������(���) (��(���)) ����� ������ ���� ���� ���� ������(�２�) (��(�２�)) ���� ���� ���� ���� ���� ����
窒素無機化速度 (�������������������)
期間１ (�������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
期間２ (�������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
期間３ (�������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
硝化速度 (�����������������)
期間１ (�������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
期間２ (�������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
期間３ (�������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
窒素無機化量 (���������������)
期間１ (�������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
期間２ (�������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
期間３ (�������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
硝化量 (�������������)
期間１ (�������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
期間２ (�������) ���� ���� ���� ���� ���� ����
期間３ (�������) ���� ���� ���� ���� ���� ����



��－１の範囲にあり, ６調査区の平均は54�0�����－１であっ
た (表５)｡ 二元配置分散分析の結果, すべての期間にお

いて, 斜面位置による硝化量の有意な差は見られなかった

(表３)｡ 各調査区ともに年間の無機化量, 硝化量の90から

95％程度が, 植物の生育期である期間１と期間３に集中し

ていた｡

� ������������������
本調査地は, 鉱物質土壌０�10��における全炭素量と全

窒素量は, 他の地域と比べても小さかった (堤, 1987)｡

一般に土壌中の炭素や窒素量が少ない場合に窒素無機化速

度が小さくなることが知られている (平井ら, 2006)｡ し

かし本調査地における表層土壌０�10��における１年間の

南九州のスギ人工林における斜面位置の違いが土壌窒素無機化特性に与える影響 ���
表４ 表層土壌 (０－����) の現地培養による期間ごとの窒素無機化速度および硝化速度������������������������������������������������������������������������������������������

林 分 林 齢 斜面位置 期間１(�������) 期間２(�������) 期間３(�������)
(��������) (��������) (�������������) �������～�������� ��������～������� �������～������������－１���－１ �����－１���－１ �����－１���－１
窒素無機化速度 (�������������������)��� �� ����� ����±���� ����±���� ����±������� �� ����� ����±���� ����±���� ����±������� �� ����� ����±���� ����±���� ����±������� �� ����� ����±���� ����±���� ����±������� �� ����� ����±���� ����±���� ����±������� �� ����� ����±���� ����±���� ����±����
硝化速度 (�����������������)��� �� ����� ����±���� ����±���� ����±������� �� ����� ����±���� ����±���� ����±������� �� ����� ����±���� ����±���� ����±������� �� ����� ����±���� ����±���� ����±������� �� ����� ����±���� ����±���� ����±������� �� ����� ����±���� ����±���� ����±����

表５ 期間ごとおよび年間の表層土壌 (０－����) の窒素無機化量と硝化量���������������������������������������������������������(������)
林 分 林 齢 斜面位置 期間１(�������) 期間２(�������) 期間３(�������) 年間総量

(��������) (��������) (�������������) �������～�������� ��������～������� �������～������������－１ �����－１ �����－１ �����－１
窒素無機化量 (���������������)��� �� ����� ����±���� ���±��� ����±���� ������� �� ����� ����±���� ����±��� ����±��� ������� �� ����� ����±���� ���±��� ����±���� ������� �� ����� ����±���� ���±��� ����±��� ������� �� ����� ����±���� ���±��� ����±��� ������� �� ����� ����±���� ���±��� ����±���� ����
硝化量 (����������������� �� ����� ����±���� ���±��� ����±���� ������� �� ����� ����±���� ����±��� ����±��� ������� �� ����� ����±���� ���±��� ����±��� ������� �� ����� ����±���� ���±��� ����±��� ������� �� ����� ����±���� ���±��� ����±��� ������� �� ����� ����±���� ���±��� ����±���� ����



無機態窒素量は36�3～67�1�����と, 他地域のスギ林の窒素
無機化量と比較しても小さい値ではなかった｡ 例えば群馬

県の斜面下部に成立する約80年生スギ人工林で, 表層土壌

０�10��における１年間の無機態窒素量をシリンダー法で
調べた結果53�1�����と報告されている (高橋ら, 1994)｡

また平井ら (2007) では亜寒帯から亜熱帯にかけて, 幅広

い気候帯の様々な植生で, レジンコア法を用いた表層０�
５��の年間無機化量を調べた結果, 8�5～149�8�����－１と
報告している｡ 本調査地と同じ暖温帯域に限ると,

29�7～149�8��� ��－１の範囲であった｡ また和歌山県のス
ギ人工林において本研究と同様のバリードバッグ法を用い

て測定した結果,表層０�50��の土壌で18�7～45�1�����－１
と報告されており (�����������, 2009), 本調査地よりも
はるかに小さい｡ 以上のように土壌層位や方法が様々で単

純な比較は難しいが, 本調査地では全国的な他の森林と比

べても必ずしも無機化量が小さい訳ではないと考えられる｡

このことは, 本調査地の土壌は, 窒素無機化にとって良好

な条件が揃っていることが関連すると考えられる｡ 例えば,

土壌有機物の��比が20以下の時に不動化に対して相対的
に無機化が進行すると考えられている (武田, 1994；�������������1999������������2001)｡ 本調査地の土壌有
機物の��比は, 林分により若干の違いは見られたが, す
べての林分で斜面上部と下部ともに20以下であった｡ また��も全体的に他の地域よりも高い傾向があり, 硝化にとっ
て良好な環境であると考えられる｡ そのため本調査地では,

無機化に占める硝化の割合は, ほぼ100％と非常に高かっ

た｡ 他地域でしばしば報告される斜面上部で見かけの硝化

がほとんど起こらないという現象が本調査地で見られなかっ

たのは, 土壌��が斜面上部でも十分に高いことが関係す
ると思われる (������������1998���������������2003)｡
本調査地の土壌は未熟土であり, 土壌中の有機態窒素の

貯留量は林分により若干の違いはあるが, 全般的に他地域

に比べ少ないが, 窒素無機化量は必ずしも小さくはない｡

さらにスギの年間窒素吸収量や窒素の内部循環量も他の地

域と比べて小さくはない (���������������������������)｡
土壌の貯留量にたいして循環量が大きい本調査地のような

未熟土では, 伐採などに際して, 土壌流出や土壌環境の変

化が起こらないように工夫する必要があるだろう｡�������������������
これまで斜面位置により無機化速度が変化する (�����������1997), あるいは無機化速度は一定の傾向はないが,
無機化速度に占める硝化速度の割合が変化する (������������1998�高橋ら, 1994), 無機化速度も硝化率も変化する
(��������������2003) などの報告がなされてきた｡ パ

ターンは様々であるが, 斜面位置によって, 無機化速度や

硝化速度などの無機化特性に何らかの違いみられることが,

わが国の森林では人工林と天然林ともに一般的な傾向であ

ると考えられる｡ しかし本調査地においては, 窒素無機化

速度, 硝化速度ともに斜面位置による違いが見られなかっ

た｡

窒素無機化特性の違いには, 土壌の全窒素量, 土壌��,��比, 微生物層などが影響することが示唆されている
(沓名ら�1988�戸田, 1994���������������2002；平井
ら�2006)｡ また硝化については, 斜面位置による土壌��
や��比の変化に伴い, 硝化細菌の現存量や活性が変化す
ることにより, 硝化速度が変化することが示唆されている

(沓名ら�1988�千原2000�������������1998)｡ 同一の斜
面上での斜面位置の違いにより無機化や硝化などの窒素無

機化特性に変化が見られた例のほとんどで, 斜面上部では

下部に比べて, 土壌��が低く, ��比が高いという結果が
併せて報告されている (������������1998���������������2003)｡ 本調査地では, 土壌��はこれまでの報告
と同様に斜面上部で低くなる傾向が見られたが, 土壌��
比は斜面位置にたいして一定の傾向を示さなかった｡ しか

し本調査地では斜面位置に関わらず��や��比は無機化や
硝化にとって良好な条件であったため, 斜面位置による無

機化特性の違いが見られなかったと考えられる｡

本調査地において土壌窒素無機化特性が斜面位置によっ

て違わなかった理由について, 既存の多くの報告では, 褐

色森林土などの土壌生成が比較的進んだ土壌であるのに対

して (平井ら�2006), 本調査地の土壌は火山灰性の未熟
土であり, 十分な土壌生成作用を受けていないことが関係

すると考えられる｡ 一般に土壌生成過程において, 母材・

気候・地形・生物・時間が土壌生成の５つの要素として挙

げられるが, 同一斜面上の林分にとっては, 地形と生物要

因以外の要因はほぼ同じであると考えられる｡ さらに本調

査地のような人工林では, 植生も同じである｡ しかし, 同

一植生でも斜面に沿った土壌環境変化によって落葉の窒素

濃度が変化することが知られる (�����������1997)｡ 貧栄
養な斜面上部で落葉の窒素濃度が低下することにより, 落

葉の分解速度も遅くなり, さらなる貧栄養な環境を生み出

すことが示唆されている (�����������1997)｡ 土壌生成が
進行するにつれ斜面位置の違いにより, 植物の養分吸収量,

分解速度, 有機物の蓄積様式, 土壌動物層, 土壌微生物層

などの土壌－植生間の相互作用系が変化し, 斜面位置の違

いが増大していくと考えられる｡ しかし本調査地では, 最

近の火山放出物由来の土壌であるため, 斜面位置による違

いが生み出されるには, 土壌生成の時間の経過が短かった

ことが影響するのではないかと考えられる｡ しかし本調査
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地でも��の違いが見られるため, 今後土壌生成作用が進
むにつれて, 土壌－植物間の相互作用により, 斜面位置に

よる環境条件の違いも大きくなり, 無機化特性も変化する

可能性もある｡ 土壌の生成段階の違いによる斜面に沿った

土壌環境の変化について, さらに詳細な研究が望まれる｡

本研究においては, 土壌の窒素無機化特性には斜面位置

による違いは見られなかったが, 同一林齢の樹高は他の地

域同様に斜面下部で斜面上部より高くなる傾向が見られた

(表１)｡ 本調査地においては, 少なくとも現段階では無機

化特性と森林構造の関連性は見られなかった｡ 今後, 未熟

土における窒素無機化特性や窒素循環様式と森林の構造や

生産性についての詳細な研究が望まれる｡� �
本調査を進めるにあたり, 京都大学フィールド科学教育

研究センターの徳地直子准教授には, 全炭素・全窒素の測

定において大変お世話になりました｡ 鹿児島大学高隈演習

林の職員の皆さまには, 調査区の設営に際して, 大変有益

な助言を頂きました｡ 鹿児島大学農学部生物環境学科育林

学研究室の米田健教授をはじめ学生の皆さんには, 野外調

査の協力と有益な助言を頂きました｡ ここに厚くお礼を申

し上げます｡ なお本研究は, 科学研究費 (19380078,
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舘野 隆之輔・鈴木 寿仁・濱田 肇次・日高 謙太��� � �
本研究は, 南九州の火山灰性未熟土に成立するスギ人工

林において, 斜面位置の違いが窒素無機化特性に与える影

響を明らかにすることを目的として行った｡ 本研究では,

南九州の大隅半島に位置する鹿児島大学農学部附属高隈演

習林の異なる３斜面上に成立するスギ人工林の斜面上部と

下部において, 現地培養により窒素無機化特性を明らかに

した｡ 本調査地は, 1914年の桜島噴火の際の噴出物由来の

未熟土が堆積した地域であり, 表層土壌は他の地域に比べ

短い時間しか土壌生成作用を受けていない｡ これまで土壌

生成のある程度進行した褐色森林土や黒ボク土において行

われた多くの研究では, 斜面位置の違いにより窒素無機化

速度が変化する, あるいは硝化速度や無機化に占める硝化

の割合が変化することが報告されている｡ しかし, 本調査

地においては, 斜面位置の違いは, 窒素の無機化特性に影

響を与えていなかった｡ 窒素無機化や硝化に影響を及ぼす

と考えられる土壌の炭素・窒素蓄積量や土壌��, 土壌��
なども斜面位置による違いは見られたが, 無機化や硝化を

制限するほどの違いはなかったと考えられる｡ 長期間にわ

たる土壌生成過程において, 斜面位置により水分などの環

境条件が変化することにより, 植物の養分吸収量, 分解速

度, 有機物の蓄積様式, 土壌動物層, 土壌微生物層など土

壌－植生間の相互作用系に変化を生み出し, その結果とし

て斜面位置による窒素無機化特性の違いが見られるのが一

般的だと考えられる｡ しかし本調査地のような未熟土にお

いては, 土壌生成が十分に進行していないために斜面位置

による土壌環境の違いが大きくないため, その結果として

窒素無機化特性に違いが見られなかったのではないかと考

えられる｡




