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Studies on vegetation management for conservation of species diversity 

in summer green forests  

  

Abstract 

 

This paper discusses the vegetation management of summer green secondary 

forests for conserving the species diversity effectively and sustainably. 

In section Ⅰ, the vegetation changes induced by different intensities of cutting in 

the secondary forests of Pinus densiflora and summer green secondary forests in 

Hyogo prefecture were examined. Five years after management, the number of species 

had increased in the managed sites, while there was little change in the uncontrolled 

sites. These results indicate that management was effective for conserving the species 

diversity. The number of species had increased more in the more-intensively selective 

cutting sites than in the less-intensively selective cutting sites. 

The effects of clear cutting and 2 intensities of selective cutting on damaged pine 

forests into summer green secondary forests in Hyogo prefecture were examined. The 

changes in the growth environment and the seed dispersal form of species 3 years after 

management were analyzed. The number of species and the number of individuals 

increased in the clear cutting site, with an increase of species in grass elements and 

forest edge elements. On the other hand, there was an increase of species in summer 

green secondary forest elements at any intensity of selective cutting.   

The relationship between intensity of cutting and regeneration by sprouts of main 

woody species in summer green secondary forests was examined. Regeneration by 

sprouts occurring during the 3 years after cutting on the clear cutting site and the 

selective cutting sites, was investigated for 5 woody species, Ilex pedunculosa, Lyonia 

ovalifolia var. elliptica, Eurya japonica, Rhododendron reticulatum and Abelia serrata. 

The pattern of the number and elongation of sprouts by age showed a convex pattern 

with a peak in tree species, I. pedunculosa and L. ovalifolia var. elliptica, while the 

shrub species, E. japonica and R. reticulatum showed a constant pattern. The number 

and elongation of sprouts showed significant differences in I. pedunculosa var. elliptica 
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and L. ovalifolia on the clear cutting site. When the cutting age was about 30 years, I. 

pedunculosa and L. ovalifolia var. elliptica tended to dominate. The clear cutting 

seemed to increase the relative dominance ratio in I. pedunculosa and L. ovalifolia var. 

elliptica, which originate from sprouts. 

Regeneration behavior of tree species in the clear cutting site and the selective 

cutting sites was investigated in summer green secondary forests. During the 9 years 

after management, regenerated forests occurred by sprout formation and by growth of 

saplings, and the proportion of sprouted formation to total regeneration (PSRG) 

differed with the intensity of thinning. Following the management, regeneration 

occurred more often by sprout formation than by growth of saplings in the clear cutting 

site, while regeneration occurred more often by growth of saplings than by sprout 

formation in the selective cutting sites. Four groups of tree species could be classified 

based upon the tree density of individuals (H≧1.3m) and PSRG. Type A regenerated 

many individuals independently of intensity of cutting and had PSRGs of more than 

50%. Type B regenerated many individuals independently of intensity of cutting and 

had PSRGs of less than 50%. Type C regenerated many individuals in the clear cutting 

site had PSRGs of more than 50%. Type D regenerated many individuals in only the 

clear cutting site and had PSRGs of less than 50%. Tree species belonging to Type A 

were Ilex pedunculosa, Lyonia ovalifolia var. elliptica and Eurya japonica etc., and 

their species regenerated many individuals. These results suggest that the selective 

and high frequency removal of Type A species provide richness for other tree species. 

In section Ⅱ, for the purpose of creating the physiognomy of summer green tall 

forests and increasing species richness, the coppice forests (summer green secondary 

forests) were managed by cutting lucidophyllous shrubs and bamboo grasses, and by 

keeping dominant trees like Pinus densiflora and Quercus serrata intact. Twenty fixed 

quadrates were set in 13 areas under the “Sato-yama” Management Project in Hyogo 

Prefecture, and the vegetation was investigated for 9 years after the management. The 

number of species increased markedly during the first 5 years after the management, 

as compared with the number before this management, except for some areas in which 

species such as Dicranopteris linearis were dominant. The main species that increased 
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after the management was summer green secondary forest elements, the dominant 

species in the coppice forests. The ratio of the number of disappeared species against 

those of the number of species that appeared was low for the summer green secondary 

forest elements while the ratio was high for the grass elements and forest edge 

elements. These species were not the dominant species in the summer green secondary 

forests. Therefore, it is considered that the “Hyogo-model” vegetation management is 

effective for maintaining and increasing the species richness in the summer green 

secondary forests. In addition, a second management at the time when the number of 

newly appeared species reached a plateau was considered effective to keep the species 

richness. 

Vegetation management by girdling in Quercus serrata, as well as by cutting 

evergreen shrubs was conducted in a summer green secondary forest in Hyogo 

Prefecture to examine the effect of girdling on natural regeneration of summer green 

secondary forests. The technique of girdling is suitable to avoid rapid changes in 

optical conditions when managing the forest, and is easy to conduct by forestry 

volunteers working for the conservation of summer green secondary forests. During 

the 7 years after the girdling, the relative light intensity began to increase in the first 

two years and finally reached approximately 80%. Species that appeared newly after 

the girdling, were mainly the dominant species in the summer green secondary forest. 

Young seedlings appeared after the girdling showed a high survival rate. After optical 

conditions were improved, their height growth was also good. Therefore, it is 

considered that the girdling, which causes the death of the upper layer tree, is effective 

to promote natural regeneration in summer green secondary forests. 

In section Ⅲ, the stand structure was examined for 11 years after “Hyogo-model” 

vegetation management in a summer green secondary forests with different amounts 

of cover of evergreen broadleaved species, in southern Hyogo Prefecture. In the forest 

floor vegetation 11 years after the management, the smaller the cover of evergreen 

broadleaved species before the vegetation management, the greater the frequency and 

the tree size of summer green species (summer green tree and summer green shrub). 

On the other hand, the greater the cover of evergreen broadleaved species before the 
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management, the greater the frequency and the tree size of evergreen broadleaved tree 

species after the management. The light conditions influenced by evergreen 

broadleaved species before the management and the increase in evergreen broadleaved 

species by the vegetation management, are considered to affect the stand structure 

after the vegetation management. These results suggest that selective and frequent 

cutting of evergreen broadleaved species is necessary for creating the physiognomy of 

summer green high forests and for increasing species richness, in the summer green 

secondary forest with much cover of evergreen broadleaved species. 

Resprouting response of tree species and stand structure 3 years after clear 

cutting in a Quercus serrata coppice forest (stand age: 12 years) and a Quercus serrata 

high forest (stand age: 54 years) were investigated. In the coppice forest after the clear 

cutting, the stand structure consisted of summer green trees of sprout-origin; the 

sprouted/individuals ratio was 100% and 95.4%, respectively, for Castanea crenata and 

Quercus serrata. In the high forest following the clear cutting, the stand structure 

consisted of both summer green trees and lucidophyllous trees of sprout-origin; the 

sprouted/individuals ratio was 88.5% and 100%, respectively for Quercus variabilis, 

Quercus glauca and 50.0% and 69.6%, respectively, for Castanea crenata and Quercus 

serrata. This difference after the clear cutting increased the number of individuals of 

Quercus glauca in proportion to the number of individuals of trees. Thus, the present 

study demonstrated that the disturbance by clear cutting in the tall forest promotes 

the growth of secondary lucidophyllous forests. 
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序論 

 

人類社会の持続可能性の確保は，地球全体の課題であり，現在，国際的な規模での取り

組みが推進されている。1992 年にブラジルのリオデジャネイロで開催された環境と開発に

関する国連会議（地球サミット）では，気候変動枠組み条約と並んで，生物多様性条約

(United Nations Convention on Biological Diversity)が採択された。その後，日本では，

生物多様性国家戦略が新戦略（2002 年）から第 3次戦略（2007 年）へ改訂され，そのたび

に内容も実効性も高まっている（鷲谷ほか 2006）。 

近年，生物多様性の保全に重要な場としてコナラ林などの夏緑型里山林（以下，夏緑二

次林とする）が注目されている。夏緑二次林は，近畿，中部，関東地方の二次植生であり，

生物多様性の場であるとともに，身近な自然や環境学習の場でもあることから，夏緑二次

林の新たな役割や機能の重要性を示す研究が多数発表されている（石井ほか 1993；倉本・

内城 1998；服部ほか 2004）。 

かつて夏緑二次林は，薪炭林や農用林として人間活動の影響を受けて成立してきた。し

かし燃料革命以降はそのほとんどが放置されており，夏緑二次林の景観や生物相が急激に

変化しており（服部ほか 1995），放置林化に伴う植生変化（藤村 1994）や種数の減少（大

野 2003），および植物の種多様性の減少（斉藤ほか 2003）が指摘されている。また，ササ

や常緑樹の繁茂が，耐陰性の低い種の生育を妨げることによって，種組成の変化や多様性

の低下をひき起こしていることが指摘されており（山本ほか 2000；斉藤ほか 2003；松村ほ

か 2007），夏緑二次林の新たな役割や機能を発揮するためには，適切な植生管理の実施が

必要不可欠となっている。 

夏緑二次林における植生管理研究については，都市近郊の二次林を対象とした森林面積

と種組成との関係（浜端 1980）やレクリエーション的利用を目的とした林床管理（重松・

高橋 1982）の 1980 年代の研究に端を発する。こうした研究の流れは，地球サミット以降

さらに加速し，夏緑二次林を，多様な動植物の保全の場や，地域の特色ある風景や景観の

形成の場，健康や環境教育・レクリエーション的利用の場などの新たな環境的・文化的価

値の創出の場として利活用するために，いくつかの植生管理方法（重松 1989；服部ほか

1995；神奈川県 1995）が提案されているところである。 

 ところで，持続可能性を優先させた夏緑二次林などの植生管理，すなわち生態系管理で

は，対象に不確実性を認めたうえで，順応的な方法で管理することが求められている（鷲
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谷 1999）。この順応的管理のプロセスにおいては，提案された管理方法はあくまでも一つ

の仮説であり，管理の実施は実験であり，モニタリングの実施結果によって仮説の検証が

試みられ，その結果に応じて，当初の管理方法の改善を行い，再度仮説を立てて，よりよ

い働きかけを行うべく，管理の精度を向上していくことが重要である（鷲谷 1999）。 

 しかし，実際の夏緑二次林の植生管理においては，前述したいくつかの管理方法の提案

に基づき,全国各地で実施はされているものの，生物多様性，特に植物種の多様性（以下，

種多様性とする）の保全の観点から，長期的にモニタリングを行い，その管理方法の影響・

効果を解析した研究は少ない。この管理実施後のモニタリングが十分でないために，植生

管理は実施されたものの，その後の維持管理が適切に行われず，種多様性の保全の観点か

ら評価した場合に，当初の植生管理の実施が十分に効果を発揮していない事例が見受けら

れる。 

 また，全国の旧薪炭林や旧農用林，すなわち現状の夏緑二次林を，種多様性の保全を目

的として植生管理を実施するためには，多大の経費あるいは大量のボランティアが必要で

あり，現実的にはとても不可能である。現在全国で 12,000 人の市民ボランティアによる植

生管理によって，夏緑二次林を含む 2,000ha の里山林が管理されていると言われている（中

静 2004）が，日本全体の里山林は 600 万 ha 以上と考えられ，管理されているのはわずか

に 0.03％にすぎない（恒川 2001）。兵庫県においても『森林ボランティア 1万人作戦』を

展開しており，平成 19 年度末現在で 8,099 人の森林ボランティアが活動している（兵庫県

2008）が，前述の中静（2004）の試算同様に，ボランティア 1人当たりの植生管理が実施

されたとしても，里山林の管理面積は約 1,350ha に過ぎず，県全体の里山林面積 311,000ha

のうち，約 0.4％の管理に留まる状況にある。そこで，植生管理を実施する区域について

は，より高い管理効果が発揮される区域を選定して，重点的に管理を実施すべきである。

現時点では，「撤退の農村計画」（林ほか 2007）において計画レベルでの議論はなされてい

るものの，事業レベルでの方法論に踏み込んだ研究はみられない。 

以上のことから本研究は，昭和 30 年代の燃料革命以降，放置されて 50 年以上が経過し

た夏緑二次林を対象として，植物種の多様性保全を目的とした植生管理手法を明らかにす

ることを試みた。この手法を明らかにすることによって，夏緑二次林の植生管理を効果的

に行い，かつ種多様性の保全を将来にわたって持続可能にできると考えたからである。 

本研究で植物種の多様性保全に着目したのは，植物は生態系における一次生産者として，

エネルギーを生態系に取り込む役割を担い，消費者や分解者である動物・微生物の生活を
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物質・エネルギーの面から支えていることから，動物や微生物の多様性は，植物の多様性

に大きく依存していると考えたからである。例えば，鳥類の多様性は，植物の多様性によ

って保証される植生の構造的な複雑性に大きく依存している（MacArthur and MacArthur 

1961）ことからも，植物種の多様性が重要であることがわかる。 

本論文の構成は，以下のとおりである。まず第 1章では，種多様性の増加に効果がある

要因として光環境に着目し，植生管理時の伐採程度と種多様性との関係を解析した。また，

管理後の種多様性の変化に影響を与える要因として伐採対象木の萌芽能力に着目し，管理

時の伐採程度と各樹種の萌芽能力との関係を解析した。これらの解析結果を総合的に判断

し，種多様性の変化に対して，増加要因として働く光環境と，減少要因として働く特定樹

種の萌芽能力との関係から，種多様性の保全に適した伐採程度について，択伐時の伐採程

度（第 1章第 1節）や，皆伐と強度択伐，弱度択伐（第 1章第 2節）の比較研究を行い，

考察した。 

次に第 2 章では，第 1 章で明らかにした伐採程度による植生管理を各地で実施したうえ

で，管理後の種多様性の変化について 10 年近くにわたってモニタリングを実施し，その

影響・効果を検証し，考察を加えた。また，この植生管理でも種多様性が十分に保全され

なかった原因を究明するとともに，種多様性の保全を持続可能にするために，当初の植生

管理後の維持管理手法を明らかにした（第 2 章第 1 節）。さらに，この植生管理では，夏

緑高木樹種の世代交代による更新が図れないとする欠点を補うために，環状剥皮を利用し

た新たな管理方法の提案を行い，その影響・効果を実験的に検証した（第 2 章第 2 節）。 

最後に第 3 章では，種多様性の保全を目的とした管理効果の高い植生管理区域を，管理

前の植生条件から予測するために，管理前の常緑広葉植物量に着目し，第 1 章で明らかに

した伐採程度による植生管理を実施したうえで，管理後の管理対象種の萌芽能力と種多様

性との関係を解析した（第 3 章第 1 節）。また，夏緑高木樹種の世代交代による更新手法

として有効であると考えられる皆伐による植生管理を取り上げ，管理前の優占種（伐採対

象種）の樹齢と樹種構成によって，伐採対象種の萌芽能力がどの程度異なるかを明らかに

するとともに，管理後に再生する群落構造を予測することで，高林化した夏緑二次林にお

ける皆伐による植生管理の問題点に言及した（第 3 章第 2 節）。 

なお本研究では，調査対象を兵庫県の夏緑二次林としている。兵庫県を対象としたのは，

兵庫県が自治体として，全国に先駆けて夏緑二次林を対象とした植生管理を公的に行って

おり（兵庫県 1995），平成 19 年度末までの管理面積は 12,332ha で，全国的にも前例のな
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い規模で，夏緑二次林の植生管理を実施しているためである。兵庫県はまた，北は日本海，

南は太平洋に面していることから，日本の縮図とも言われており，この兵庫県における本

研究の成果は，近畿，中部，関東地方の夏緑二次林にも広く適用することが可能であると

考えられる。 

また本研究では，市民ボランティアでも実施可能な植生管理方法の確立を目標としてい

る。一般市民の生物多様性への関心の度合いは，現時点では極めて低く（鷲谷ほか 2006），

里山での植生管理に関わっている市民団体の約半数においては，その活動目的として生物

多様性をほとんど意識していない（松本 2005）のが現状である。こうした中で，兵庫県は

市民ボランティアの育成に努めていることは前述したとおりであり，全国的にみても市民

ボランティアによる里山保全活動が盛んな地域であることから，市民向けの植生管理方法

が受け入れられやすい素地があると判断したのが，兵庫県を調査対象としたもう一つの理

由である。 
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第 1 章 夏緑二次林の伐採程度と種多様性保全効果に関する考察 

序論 

 昭和 30 年代の燃料革命以降，夏緑二次林は放置されたために植生遷移が進行し，種多様

性は変化しており，光環境の低下とともに種多様性が減少する（石井ほか 1993）ことが指

摘されている。したがって，種多様性を保全するためには，林内の光環境を改善するため

の植生管理が必要であり，すなわち，種多様性の保全に適した伐採程度を明らかにするこ

とが重要である。 

夏緑二次林は，かつては伐採の繰り返しという攪乱を経験しており，これら夏緑二次林

の種組成，特に樹種構成は，伐採前の森林を構成していた樹種の，伐採時における繁殖能

力に大きく影響を受けている（紙谷 1986）。伐採による植生管理後の樹木の繁殖能力は大

きく二つに分けられ，実生由来による再生と萌芽由来による再生がある。このうち，後者

の萌芽由来による再生は，その初期成長量が実生由来による再生の伸長量に比べて大きい

（Ito et al. 1989）ために，他の植物に与える影響も大きく，種多様性への影響も大きい

ことが予想される。この萌芽由来による再生については，林業上有効な更新手段であるこ

とから，特に皆伐後の萌芽更新に関する研究が多くみられる（例えば，菊谷 1953，紙谷 1986）。

また皆伐以外での萌芽の報告では，間伐や枝打ち後の萌芽発生（Hibbs et al. 1989，田中

ほか 1989）がある。しかし，伐採程度以外の要因を同一条件に揃えたうえで，伐採程度の

違いによる樹種ごとの萌芽能力を比較した研究は，ヒサカキの事例（真鍋ほか 1991）を除

いて皆無である。 

そこで本章では，同一条件において伐採程度が異なる植生管理を実施し，種多様性を指

標として，管理後の構成樹種の萌芽能力と，種組成の変化を解析し，種多様性の保全に適

した伐採程度を明らかにすることを試みた。なお，第 1節では択伐による伐採程度の違い，

第 2節では皆伐を加えて，択伐による異なる伐採程度との比較を行った。 
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第 1 節 択伐程度と種多様性との関係 

1 調査地と調査方法 

(1)調査地の概況 

 調査地は，中国山地の南に位置する兵庫県神崎郡福崎町西治（以下，福崎調査地）と兵

庫県西脇市市原（西脇調査地）のアカマツ二次林であり，表日本型気候区（鈴木 1962）の

影響を受ける地域である。いずれの調査地とも，地質は流紋岩類で，北斜面に位置してい

る。福崎調査地は 1992 年に開業したゴルフ場の周辺森林として残った二次林であり，西脇

調査地は 1976 年から 78 年にかけて実施した生活環境保全林整備事業地内に位置する二次

林である。今回の調査地は，いずれも昭和 30 年代以降は放置されていた。なお，同一地域

にあるアカマツ二次林と夏緑二次林の種組成は類似している（青木ほか 1998）ため，夏緑

二次林の植生管理を検討するに当たっては，アカマツ二次林も同様に対象とした。 

アカマツ二次林は，松枯れによって階層構造や種組成が大きく変化する可能性がある。

しかし，本調査地の二次林は松枯れの被害が皆無かその程度が軽微であったこと，亜高木

層に次世代の林冠部を構成するコナラなどの夏緑広葉樹が優占していたことから，当分の

間はアカマツ二次林，その後はコナラが優占する夏緑二次林として維持できる状況にあっ

た。ここでは薪炭林よりもいくぶん林床が豊かでレクリエーション利用にも適しており（武

内 1994），管理面でも経済的である森林（服部ほか 1995）で，伐期が長く，樹高の高い樹

木で構成される森林（以下，高林とする）を目標とし，アカマツやコナラを優占種とした

夏緑二次林を目標植生とした。 

(2)管理前の状況 

植生管理を実施する前の福崎調査地の夏緑二次林は，階層が 4層に分かれており，高木

層はアカマツが樹高約 13ｍで優占していた。しかしその一部はマツノザイセンチュウによ

る松枯れ被害を受けており，その結果，亜高木層（10ｍ以下）に位置していたコナラが高

木層に達しつつあった。低木層は 5ｍ以下でヒサカキやアセビ，コバノミツバツツジ，ネ

ジキ，リョウブなどがみられた。草本層は 0.7ｍ以下でヒサカキが最も優占していた。 

 西脇調査地の夏緑二次林についても，階層が 4層に分かれており，高木層には樹高約 14

ｍのアカマツが優占しており，松枯れはみられなかった。亜高木層は 9ｍ以下でコナラ，

ネジキ，低木層は 4ｍ以下でコバノミツバツツジ，ヒサカキ，モチツツジ，ミヤマガマズ

ミなどがみられた。草本層は 0.6ｍ以下でヒサカキやソヨゴが優占していた。 

 管理前の 100 ㎡当たりの出現種数は，福崎調査地の 3 調査区がそれぞれ 25 種，21 種，
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26 種，西脇調査地がそれぞれ 28 種，27 種，24 種であった。 

 これらの状況から，それぞれの調査地における各調査区間の，植生管理前の階層構造お

よび種組成はほぼ同じとみなして，以下の解析を進めた。 

(3)植生管理の実施 

 福崎調査地と西脇調査地で 20ｍ×20ｍの方形区を各 3箇所設定し，択伐の伐採程度の違

いによって，強度に択伐した区（以下，強度択伐区とする），弱度に択伐した区（弱度択伐

区），管理を実施しなかった区（対照区）とした。植生管理は，福崎調査地が 1991 年 8 月，

西脇調査地が 1992 年 8 月に方形区内で実施し，その管理内容は表 1-1-1 に示した。 

目標とした高林で，かつ種多様性の高い林床へと誘導するために，下層木を中心とした

密度管理を行うこととし，管理内容は，植物の同定が出来ない作業者でも管理作業が可能

なように，出来るだけ簡単でわかりやすい内容とした。福崎調査地では，樹種に関係なく

胸高直径と幹数のみに着目して伐採対象木を決定し，西脇調査地では，常緑広葉樹および

胸高直径，幹数に着目して伐採対象木を決定した。伐採対象木は，主に草本層に位置する

胸高に満たない木本個体についても，原則として同様に取り扱うこととした。当初の植生

管理後は一切管理を行わず，植生遷移に委ねた状態でその後の植生変化を 5年間調査した。 

(4)現地調査 

 植生管理を実施した 20ｍ×20ｍの方形区の中心部に，10ｍ×10ｍの調査区を設定すると

ともに，調査区内の中央部に長さ 10ｍ，幅 2ｍのライントランセクトを 1本設定した。 

 毎木調査は，植生管理前と管理直後に 10ｍ×10ｍの調査区内に位置する樹高 1.3ｍ以上

の樹木を対象に，樹種名，すべての幹の樹高と胸高直径を測定し記録した。 

 さらに植生管理前と管理後 5年目に，設定したライントランセクト内の草本層の全植物

種について，種名，萌芽・実生の別，高さ(H)，植物高の地表面から 1割の高さの部位での

直径(D)を記録した。 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-1-1 植生管理の内容と主な伐採種 

強度
択伐区

胸高直径3㎝未満の木本種のうち，幹数にして約80%を伐採＋胸高直径3㎝以
上の木本種のうち，幹数にして約25%を伐採
（伐採種）ｲﾇﾂｹﾞ，ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ，ｿﾖｺﾞ，ﾈｼﾞｷ，ﾋｻｶｷなど8種

弱度
択伐区

胸高直径3㎝未満の木本種のうち，幹数にして約50%を伐採
（伐採種）ｿﾖｺﾞ，ﾋｻｶｷ，ﾓﾁﾂﾂｼﾞ，ﾔﾏｳﾙｼなど6種

強度
択伐区

常緑広葉樹をすべて伐採＋残った木本種のうち，幹数にして約25%を伐採
（伐採種）ｲﾇﾂｹﾞ，ｸﾛﾓｼﾞ，ｿﾖｺﾞ，ﾋｻｶｷ，ﾓﾁﾂﾂｼﾞなど10種

弱度
択伐区

常緑広葉樹をすべて伐採
（伐採種）ｱﾗｶｼ，ｲﾇﾂｹﾞ，ｿﾖｺﾞ，ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲ，ﾋｻｶｷの5種

注）胸高に満たない樹木種個体についても管理対象とした。

福崎調査地

西脇調査地
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植生調査は，植生管理前と管理後 1年目，3年目，5年目に，10ｍ×10ｍの調査区におい

て，階層ごとの高さと全植被率を記録するとともに，階層別に出現種ごとの被度パーセン

トを記録した。 

(5)相対照度の測定 

 照度の調査は，植生管理前と管理直後および管理後 1年目，3年目，5年目における 7-8

月の曇天日に調査日を設定し，デジタル照度計（ミノルタ，T-1H）を用いて測定した。相

対照度は，太陽放射の遮蔽物がない場所での積算照度に対する，林内の積算照度の比で示

した。本研究における下層木を中心とした植生管理の影響や効果は，主に草本層で顕著で

あると想定されたことから，その階層に着目した解析を行うこととし，林内での測定は草

本層のすぐ上の位置とした。1 回当たりの測定時間は 5 分とし，調査区内をくまなく歩い

た。同一調査区で 3回測定して相対照度を求め，その平均値を各調査区の平均相対照度と

した。 

照度による光環境の推定法については，植物の成長は照度ではなく波長域ごとの光量子

が関与している（鷲谷 1993）こと，照度は人間の視感度に基づくものであり，一般に光合

成研究に用いるのは適当ではない（寺島 2003）ことが指摘されており，測定上も，測定時

期や時間および天候に左右されやすい（藤森 1889）といった問題点がある。しかし，以前

から多用されている光環境の推定法であり，過去のデータ（例えば，重松 1988）との比較

が可能であること，測定が容易であることから，本研究ではこの推定法を採用することと

した。 

(6)植生データの解析 

 種組成の変化を把握するために，出現種を生育環境区分別に分類した。なお区分は日本

植生便覧（宮脇ほか 1983），日本植生誌近畿（宮脇 1984），日本野生植物館（奥田 1997）

を参考に，総合的な判断で行い，人里要素，草原要素，林縁要素，先駆低木林要素，夏緑

二次林要素，照葉樹林要素，その他要素の 7つの生育環境区分とした。また，種多様性の

測度として，100 ㎡における出現種数と Simpson の 1/d，Shannon の H’を用いた。それぞ

れの種の相対優占度は被度パーセントから算出した。 

 

2 結果 

(1)植生管理後の階層構造 

 植生管理に伴う階層構造の変化を把握するため，針葉樹（アカマツのみ），夏緑広葉樹，
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常緑広葉樹の別に樹高階分布を示した（図 1-1-1）。図は樹高 1.5ｍ以上の樹木を対象とし

ている。福崎調査地の強度択伐区では樹高 5.5ｍ以下の層で大きな変化がみられ，管理後

の低木層はほとんど皆無であったが，弱度択伐区では低木層に夏緑広葉樹と常緑広葉樹が

比較的多く残っていた。 

 一方，西脇調査地の強度択伐区では常緑広葉樹はすべて伐採しており，夏緑広葉樹は樹

高の低い階層を中心に伐採した。西脇調査地の弱度択伐区では常緑広葉樹のみをすべて伐

採したため，夏緑広葉樹が低木層に比較的多く残っていた。 

(2)相対照度の経年変化 

 植生管理前後の相対照度の経年変化を示したのが図 1-1-2 である。植生管理前の相対照

度は各調査区間でほとんど差はなく，福崎調査地で 1％，西脇調査地で 1～2％であり，林

床には光がほとんど差し込まない状況であった。管理直後の相対照度は，福崎調査地と西

脇調査地の強度択伐区が 15％，福崎調査地の弱度択伐区が 8％，西脇調査地の弱度択伐区

が 4％であり，植生管理によって光環境が改善された。しかし，管理後 1 年目には強度択

伐区についても 7～8％に低下しており，管理後 5年目では強度択伐区，弱度択伐区，対照

区の間でほとんどなかった。 

(3)出現種数の経年変化 

福崎調査地と西脇調査地の各調査区の種組成の経年変化は，付表 1-1-1～6 に示した。 

図 1-1-3 は，植生管理前の 100 ㎡における出現種数を基準に，管理後 1 年目，3 年目お

よび 5年目の種数の増減を示したものである。管理後 5年目における増減の程度は，最も

増加していた強度択伐区の増加種数が 20 種（福崎）と 21 種（西脇），弱度択伐区は 17 種

（福崎）と 11 種（西脇），対照区は西脇調査地では 2種増加し，福崎調査地では 1種減少

した。植生管理前と管理後 5年目の種組成を比較し，その間に新たに出現した種と消失し

た種を示したのが表 1-1-2 である。福崎調査地と西脇調査地の強度択伐区では多年生草本

植物や夏緑低木，夏緑高木の種が新たに出現する確率が高く，オオバノトンボソウ，コツ

クバネウツギ，ナツハゼ，タカノツメ，ヤマザクラ，アオハダといった夏緑二次林要素が

多く含まれていた。この傾向は植生管理後の相対照度が比較的高かった福崎調査地の弱度

択伐区においてもみられた。また福崎調査地と西脇調査地の強度択伐区では，夏緑二次林

要素とともに，人里要素のチヂミザサ，草原要素のワラビ，ネザサ，ヤマハギ，林縁要素

のオニドコロ，クマイチゴ，先駆低木林要素のアカメガシワ，ヌルデの増加がみられた。

種数の増加は，いずれの調査区とも，管理後 1～3年目にかけての期間が最も大きかった。 
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 図 1-1-1 植生管理前後の樹高階分布の比較 
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(4)多様度指数の変化 

図 1-1-4 は，植生管理前と管理後の全階層における 1/d と H’を示したものである。 

 管理後 5 年間の変化をみると，1/d は管理によって急激に高くなるものの，その後は横

這いかやや低下した。 

図 1-1-2 植生管理に伴う相対照度の経年変化 
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図 1-1-3 植生管理に伴う出現種数の変化（管理前を 0とする） 
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表 1-1-2 植生管理後 5年間の新たな出現種（＋）と消失種（－） 

福崎 西脇 福崎 西脇 福崎 西脇
人里要素

ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 多年生草本 +
増減種数 0 1 0 0 0 0

草原要素
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 多年生草本 +
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino  var. viridis 照葉低木 +
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 夏緑低木 　 +

増減種数 1 2 0 0 0 0
林縁要素

ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 夏緑藤本 + + +
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 夏緑藤本 + + +
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 夏緑藤本 + +
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 多年生草本 +
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 夏緑低木 +

増減種数 1 4 2 2 1 0
先駆低木林要素

ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 夏緑高木 +
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 夏緑高木 +

増減種数 0 2 0 0 0 0
夏緑二次林要素

ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 多年生草本 + +
ﾐﾔﾏｳｽﾞﾗ Goodyera schlechtendaliana 多年生草本 + + +
ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ Heloniopsis orientalis 多年生草本 +
ﾔﾏｼﾞﾉﾎﾄﾄｷﾞｽ Tricyrtis affinis 多年生草本 +
ｹﾀｶﾞﾈｿｳ Carex ciliato-marginata 多年生草本 +
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex stenostachys 多年生草本 + +
ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑低木 +
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑低木 +
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑低木 + +
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑低木 +
ｳﾝｾﾞﾝﾂﾂｼﾞ Rhododendron serpyllifolium 夏緑低木 + +
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑高木 + + + + +
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑高木 + + + +
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑高木 + + - -
ｳﾗｼﾞﾛﾉｷ Sorbus japonica 夏緑高木 +
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanax sciadophylloides 夏緑高木 +
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 多年生草本 +
ｳｽﾉｷ Vaccinium hirtum var. pubescens 夏緑低木 +
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinum oldhamii 夏緑低木 + +
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑高木 +
ｶｷﾉｷ Diospyros kaki 夏緑高木 +
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑高木 + +
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑低木 +
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑低木 + + - -
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑低木 - + +
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑低木 -

増減種数 16(-1) 9(-1) 11 5 -2 2(-2)
照葉樹林要素

ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 多年生草本 + + +
ﾌﾓﾄｼﾀﾞ Microlepia marginata 多年生草本 +
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉低木 + + + + +
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉低木 + -
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉低木 + + +
ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲ Castnopsis cuspidata 照葉高木 + +
ﾋｲﾗｷﾞ Osmanthus heterophyllus 照葉高木 +
ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ Cinamomum daphnoides 照葉高木 + +

増減種数 3 4 4 4 1(-1) 2
その他要素

ﾋﾒﾔｼｬﾌﾞｼ Alnus pendula 夏緑低木 +
増減種数 0 1 0 0 0 0

弱度択伐区 対照区
種名 生活形

強度択伐区

管理後 5年目の比較では，いずれの多様度指数値とも，管理を行った区が対照区よりも

高くなった。また伐採程度の強弱では，1/d は強弱の差は小さく，H’は各弱度択伐区の方

が各強度択伐区よりも高くなる傾向がみられた。 
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(5)植生管理の攪乱程度による草本層の変化 

管理を行った各強度択伐区と各弱度択伐区の草本層で，管理後 5年目の被度パーセント

の高かった上位 5樹種について，植生管理後に出現したライントランセクト上の萌芽個体

と実生個体別の現存量（D2H，単位：㎝ 2･㎝，20 ㎡当たり）を示したのが図 1-1-5 である。

ただし，萌芽個体についてはその萌芽枝が複数ある場合，最高の高さの萌芽枝をその個体

の値として用いた。福崎調査地の強度択伐区ではヒサカキ，コバノミツバツツジ，ネジキ，

ソヨゴ，イヌツゲ，西脇調査地の強度択伐区ではソヨゴ，ヒサカキ，イヌツゲ，モチツツ

ジ，クロモジが上位 5樹種を占めており，これらの発生は萌芽由来が現存量の多くを占め

ていた。福崎調査地と西脇調査地の弱度択伐区においても萌芽由来である樹種がみられた。

しかし，現存量の絶対量が小さく各強度択伐区と比較して萌芽由来の現存量は少なかった。 

図 1-1-4 植生管理に伴う多様度指数の変化 

2

4

6

8

管理前 1年目 3年目 5年目

1/d

福崎・強度択伐

福崎・弱度択伐

福崎・対照

西脇・強度択伐

西脇・弱度択伐

西脇・対照

2

2.5

3

3.5

4

管理前 1年目 3年目 5年目

H'



第 1 章 第 1 節 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1-1-5 上位 5樹種の萌芽・実生別の現存量（草本層 20 ㎡当たり） 
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3 考察 

(1)相対照度の経年変化 

 既存の研究（重松 1988）では，キキョウ，リンドウ，アキノキリンソウなどの草原要素

の種の生育が顕著な草本型林床の形成には，30％程度以上の相対照度が必要であることが

指摘されている。一方，本研究の目標植生は，種多様性の高い林床であることから，重松

（1988）の林床タイプでは，野生鳥獣の生息場所や林床植物の多様性保持を目的とした雑

木型林床が類似しており，30％以下の相対照度でもよいことが指摘されている。今回の相

対照度の測定値は，植生管理直後の強度択伐区でも 15％とかなり低めの値であった。その

理由として，管理を行った方形区の大きさが 20ｍ×20ｍと小さく，周辺部に残存した樹林

が影響していた可能性がある。 

(2)植生管理に伴う種多様性の増加 

 福崎調査地と西脇調査地の対照区の 5年間の追跡調査結果から，放置し植生遷移に委ね

た場合には，出現種数や多様度指数はほとんど増加せず，特に西脇調査地の対照区では減

少する傾向がみられた。これらの結果は，管理放棄によって種数が減少した（大野 2003，

斉藤ほか 2003）とする既往研究とも一致する。一方，植生管理を実施した各強度択伐区，

各弱度択伐区と各対照区の比較から，管理を実施することによって，管理直後の強度択伐

区の相対照度でも 15％と低めの値であったにもかかわらず，100 ㎡における出現種数や多

様度指数で示される種多様性の増加がみられた。これらのことから，植生管理は種多様性

を高めるのに効果のあることがわかった。 

(3)種多様性の保全からみた植生管理の伐採程度 

 福崎調査地と西脇調査地の強度択伐区では，各弱度択伐区よりも出現種数が多く増加し

た。その中には，目標植生とした夏緑二次林を本来の生育最適場所としない人里要素や草

原要素，林縁要素，先駆低木林要素の種が含まれていた。また，萌芽再生由来であるヒサ

カキやソヨゴなどの特定の種の被度パーセントが高くなる傾向がみられ，さらに強度択伐

区では，均等性を示す多様度指数 H’の値が，弱度区よりも低くなる傾向がみられた。こ

れらの結果は，伐採程度が大きい強度択伐区では，光環境の改善程度が大きいことから，

光要求性が高い植物種に有利となり，目標とした夏緑二次林を本来の生育最適場所としな

い植物種も含まれる可能性があること，植生管理の際に伐採した種が萌芽再生によって再

び優占してしまい，他の種の侵入を阻害してしまう可能性を示唆している。しかしながら，

ある程度以上の光環境を改善しないと，新たな植物種の出現にはつながらず，また新たに
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出現したとしても，それらが定着し成長できない可能性が高い。以上のことから，樹高が

高い夏緑二次林で，かつ種多様性の保全を目的とした植生管理を実施するに当たっては，

本研究の強度択伐区に準じる伐採程度の植生管理を行い，その後に萌芽再生した特定樹種

を対象に，適切に維持管理を継続するのがよいと考えられる。 
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第 2 節 異なる伐採程度下における種組成と萌芽特性 
1 調査地と調査方法 

(1)調査地の概況 

 調査地は，兵庫県姫路市山田町の北西斜面に位置する夏緑二次林（植生管理時の林齢は

40 年前後）である。本地域は表日本型気候区（鈴木 1962）に属し，年平均気温は 14.6℃，

年降水量は 1,318 ㎜と比較的乾燥した温暖な地域である。本調査地の夏緑二次林は松枯れ

の被害が甚大であり，松枯れ後の植生は高木層が存在せず，亜高木層にソヨゴやネジキ，

低木層にヒサカキが多くみられた。林床にはコシダが優占し，アカマツに代わる高木性樹

種の出現は非常に少なく，植生遷移が停滞した状況にあった。本調査地では，松枯れの被

害によって悪化した景観を改善し，夏緑二次林が有する種多様性保全機能を回復すること

を目的として，1994 年から 1999 年にかけて，林野庁の生活環境保全林整備事業が実施さ

れた。 

(2)植生管理の実施 

 植生管理は，今回の調査地が松枯れの激害地であること，高木層のアカマツが松枯れに

よってすべて枯損していること，亜高木層にソヨゴが優占しているものの，次世代の林冠

部を構成できる樹種がみられないこと，土壌環境から判断して，今後の目標植生は，コナ

ラなどの夏緑二次林が適している（山瀬ほか 1996）と考えられたことから，新たにコナラ

苗を導入し，植栽によってコナラが優占する夏緑二次林に誘導することを目標とした。 

 本研究では，伐採程度の違いが樹木の再生様式にどのような影響を与えるかを把握する

ために，地形条件や階層構造のほぼそろった松枯れ激害林に，30ｍ×30ｍの方形枠を 3箇

所設定し，①皆伐を実施する皆伐区，②強度の択伐を実施する強度択伐区，③弱度の択伐

を実施する弱度択伐区の実験区とした。 

 皆伐区では，枯損したアカマツを含むすべての個体を伐採し，強度択伐区では，枯損し

たアカマツと胸高直径 8 ㎝以下の個体を対象として伐採を行い，弱度択伐区では，枯損し

たアカマツと胸高直径 6 ㎝以下の個体を対象とした。伐採対象木は，胸高に満たない木本

個体についても，同様に取り扱うこととした。伐採の高さは地上高約 10 ㎝の位置とし，10

㎝に満たない個体はそのまま伐採せずに残した。伐採は，1996 年 12 月から 1997 年 1 月に

かけて実施した。萌芽能力は，根株の貯蔵デンプン量の多い秋の終わりから冬にかけて伐

採した方が，貯蔵デンプン量の少ない夏期の生育期間中に伐採したものより成長が良い（菊

谷 1953）との報告があることから，今回の伐採時期は，萌芽の発生に適した時期に属する
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と考えられる。 

 なお，当初の植生管理後は，基本的に手を加えず植生遷移に委ねた状況で，その後の植

生変化を調査した。 

(3)相対照度の測定 

 相対照度の測定は，植生管理前（1996 年 7 月）と管理後 1 年目（1997 年 8 月），3 年目

（1999 年 8 月），5年目（2001 年 8 月），9年目（2005 年 8 月）のいずれも曇天日に調査日

を設定し，デジタル照度計（ミノルタ，T-1H）を用いた。同一調査区で 3回測定して相対

照度を求め，その平均値を各調査区の相対照度とした。 

(4)現地調査 

 植生管理を実施した 30ｍ×30ｍの実験区の中心に 10ｍ×10ｍの調査区を設定し，この調

査区内に出現する植物種を対象に，植生調査と，伐採時における伐採木の樹齢の測定，伐

採後の萌芽残存率，再生個体における萌芽幹の本数（以下，萌芽本数）および萌芽伸長量

の測定を行った。 

 植生調査は，それぞれの実験区の中心に 10ｍ×10ｍの方形区を設定し，さらにこの方形

区を 2ｍ×2ｍの小方形区に 25 等分した。この小方形区ごとに，出現したすべての樹木種

を対象にその種名を記録した。記録は，植生管理前（1996 年 10 月）と管理後 1年目（1997

年 10 月），2 年目（1998 年 10 月），3 年目（1999 年 10 月），5 年目（2001 年 10 月），9 年

目（2005 年 10 月）に実施した。 

また，樹高および胸高直径（樹高 1.3ｍに満たない個体は，樹高の地表から 1 割の高さ

の部位での直径）を測定した。測定は，植生管理前（1996 年 10 月）と植生管理直後（1997

年 4 月），管理後 3年目（1999 年 10 月），管理後 9年目（2005 年 10 月）に実施した。 

 伐採木の樹齢の測定は，地上高 10 ㎝の位置で樹齢測定用の円板試料を採取して，その年

輪を計数し，伐採時における樹齢とした。萌芽残存率は，調査対象個体数に対する萌芽残

存個体数の割合で示した。また萌芽伸長量は，同一個体に複数の萌芽幹がある場合には，

最大の伸長量の値をその個体の値とした。 

(5)植生データの解析 

種組成の変化を把握するために，新たな出現種の生育環境区分と種子散布様式を解析し

た。生育環境区分は，第 1章第 1節と同様に，宮脇ほか（1983），宮脇（1984），奥田（1997）

を参考に総合的な判断で行い，人里要素，草原要素，林縁要素，先駆低木林要素，夏緑二

次林要素，照葉樹林要素，その他要素の 6つに区分した。また種子散布様式は，浅野・桑
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原（1990），沼田・吉沢（1992）を参考に決定した。 

 

2 結果 

(1)植生管理前の樹種構成 

調査区別に，植生管理前の樹種別の個体数と平均樹高（ただし，樹高 1.3ｍ以上の樹木

について，100 ㎡当たりの個体数を示す）を示したのが表 1-2-1 である。いずれの調査区

とも，アカマツが多くみられたが，その多くは松枯れによって枯損していた。アカマツ以

外の樹木としては，コバノミツバツツジ，ソヨゴ，ネジキ，ヒサカキの個体数がいずれの

調査区でも多かった。樹高 1.3ｍ以上の個体数は，皆伐区が 256 本/100 ㎡，強度択伐区が

276 本/100 ㎡，弱度択伐区が 233 本/100 ㎡であり，100 ㎡における出現種数は，それぞれ

18 種，16 種，17 種であった。   

植生管理前の現存量と管理前後の現存量比については，伐採後は，強度択伐区と弱度択

伐区のいずれにおいても，ソヨゴが多く残存しており，ソヨゴ以外の樹種では，強度択伐

区でカクレミノとネジキ，弱度択伐区でアカマツ，イソノキ，カナメモチ，サカキ，タカ

ノツメ，ネジキが残っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-2-1 植生管理前の個体数，平均樹高および現存量と管理前後の現存量比 

（樹高 1.3ｍ以上，アカマツ枯死個体は総種数と個体数合計に含まない） 

個体数 樹高 現存量
注1)

現存量比
注2)

個体数 樹高 現存量 現存量比 個体数 樹高 現存量 現存量比
/100㎡ m c㎡･ｍ/100㎡ ％ /100㎡ m c㎡･ｍ/100㎡ ％ /100㎡ m c㎡･ｍ/100㎡ ％

ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 3 3.0 23.2 0.0
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 2 7.7 221.7 0.0 3 5.6 110.8 100.0
(ｱｶﾏﾂ枯死) 32 15.8 31223.8 0.0 13 12.5 26083.7 0.0 10 14.8 31545.9 0.0
ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 2 6.0 201.6 100.0
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 3 1.7 13.9 0.0
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 3 8.5 337.4 100.0
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 3 2.2 12.8 0.0 3 3.3 21.0 0.0  4.4 0.0
ｳﾗｼﾞﾛﾉｷ Sorbus japonica 2 9.2
ｶｸﾚﾐﾉ Dendropanax trifidus 3 7.1 281.8 100.0 6 2.4
ｶﾅﾒﾓﾁ Photinia glabra 8 1.4 0.1 0.0 3 2.2 2 6.1 1896.2 79.3
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 3 1.6 0.5 0.0
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 3 2.0 21.9 0.0 6 2.7 23.7 0.0
ｸﾘ Castanea crenata 3 3.5 25.5 0.0
ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ Hydrangea luteo-venosa 5 2.3 20.2 0.0 7 1.8 106.7 21.8
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 11 2.6 41.2 0.0 11 2.7 69.9 0.0 2 2.6 8.6 0.0
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 10 2.1 2.2 0.0 3 3.4
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 19 2.1 39.8 0.0 46 2.7 318.1 0.0 36 2.4 7.7 0.0
ｻｶｷ Cleyera japonica 3 4.7 160.3 0.0 6 3.9 3 4.4 1468.8 93.7
ｼｬｼｬﾝﾎﾞ Vaccinium bracteatum 2 1.8 14.5 0.0
ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 28 9.2 8170.7 0.0 33 6.1 8891.8 81.2 26 7.4 6566.0 96.6
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 3 1.8 9.1 0.0 6 6.2 397.7 100.0
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 33 3.4 709.7 0.0 48 4.5 2754.3 5.5 37 4.4 675.2 65.6
ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 21 4.5 1550.8 0.0 1050.0 0.0 7 3.5 243.8 0.0
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 97 2.7 1634.2 0.0 93 2.6 1644.7 0.0 89 2.4 695.0 0.0
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 3 2.4 2.4 0.0 6 2.0 8.9 0.0 7.3 0.0
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 5 4.1 67.8 0.0 6 5.9 93.7 0.0 2 4.3 47.1 0.0

注1)　現存量は，D
2
H量で示し，(D)は胸高直径(胸高未満の個体は，植物高の1割の高さの直径)(cm)，(H)は樹高(m)とした。

注2)　現存量比は，（管理後の現存量）／（管理前の現存量）×100で示した。　

弱度択伐区

17

233
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256

16

276
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(2)相対照度の変化 

 図 1-2-1 は，植生管理に伴う相対照度の変化を示したものである。管理前は，ソヨゴや

ヒサカキなどの常緑広葉樹が多く出現していたことから，林床近くの相対照度は低く，2

～3％であった。植生管理後 1 年目と管理後 9 年目の相対照度は，皆伐区が 99％→92％，

強度択伐区が 53％→33％，弱度択伐区が 22％→15％であった。 

(3)出現種数の変化 

各調査区の種組成の経年変化は，付表 1-2-1～4 に示した。 

図 1-2-2 は，伐採に伴う調査区内（10ｍ×10ｍ）の出現種数の変化を示したものであり，

管理前を基準に，その後の種数の増減を示している。伐採を実施した 3調査区では，皆伐

区が管理後 3年目で 41 種と最も多く増加しており，強度択伐区（32 種），弱度択伐区（22

種）の順に増加した種数が多かった。また管理後 9年目で，皆伐区と強度択伐区が 40 種で

同程度の増加であったのに対し，弱度択伐区では 15 種と減少した。一方，植生管理を行っ

ていない対照区では，ほとんど変化がみられなかった。 

(4)新たな出現種の生育環境区分と種子散布様式 

 図 1-2-3 は，管理後 3 年間で新しく出現した植物について，100 ㎡における生育環境区

分別の出現種数を示したものである。伐採を実施した 3つの調査区では，いずれも夏緑二

次林要素の植物の種数が多くを占める傾向がみられ，中でも強度択伐区と弱度択伐区では

夏緑二次林要素の種が他の要素よりも多い傾向がみられた。また皆伐区では人里要素，草

原要素，林縁要素の種が多くなる傾向がみられた。 

 図 1-2-4 は，管理後 3年間で新しく出現した植物の種子散布様式別の種数を示したもの

である。管理を実施した調査区では，風散布型と動物散布型の植物が多くを占めており，

伐採程度が大きいほど，これらの散布型の植物は増加する傾向がみられた。 
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図 1-2-1 植生管理に伴う相対照度の変化 

0

20

40

60

80

100

管
理

前

管
理

後
1年

目
3年

目
5年

目
9年

目

経過年

相
対
照
度
・
％

皆伐区

強度択伐区

弱度択伐区

対照区

図 1-2-2 伐採程度別の出現種数の変化（伐採前を 0とする） 
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図 1-2-3 新規出現植物の生育環境区分 
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図 1-2-4 新規出現植物の種子散布様式 

0 20 40 60

対照区

弱度択伐区

強度択伐区

皆伐区

100㎡における出現種数

風散布

動物散布

自動散布

重力散布

栄養繁殖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)樹種別の発芽個体数 

 図 1-2-5 は，新しく出現した樹木種の個体数（1 ㎡当たりに換算）を示しており，先駆

低木林要素，夏緑二次林要素，照葉樹林要素の生育環境区分の別にならべたものである。 

 先駆低木林要素のアカメガシワやイヌザンショウ，カラスザンショウ，タラノキ，ヌル

デは，伐採程度の大きい調査区ほど，出現個体数が多くなる傾向がみられた。夏緑二次林

要素のイソノキやガンピ，タカノツメは，伐採程度の大きい皆伐区よりも強度択伐区や弱

度択伐区で，出現個体数は多くなる傾向がみられた。照葉樹林要素の種では，伐採程度の

違いによる明らかな傾向はみられなかった。 
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表 1-2-2 再生個体数 

皆伐区
強度

択伐区
弱度

択伐区
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 10 4 3
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 34 20 25
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 51 46 53
ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 37 34 21
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 22 47 25
ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 0 0 0
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 107 126 120
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 4 4 5
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 9 3 0
注）各調査区に共通して出現した種のみを示す

種名
注）

新しく出現した樹木種のうち 3年間で消失した樹木種は，対照区のイソノキとヤマウル

シ，弱度択伐区のヌルデ，強度択伐区のカクレミノであった。また，強度択伐区のカラス

ザンショウとタラノキ，ガンピは個体数の減少が目立った。 

(6)樹種別にみた植生管理 3年後の萌芽能力の比較 

 各調査区（対照区を除く）における再生個体数を示したのが，表 1-2-2 である。3 つの

調査区に共通して，伐採対象となった樹種は表に示す 9種であり，いずれも夏緑二次林に

ごく普通に出現する種であった。この中で，どの調査区においても，萌芽による再生個体

数が 20 以上みられた，コツクバネウツギ，コバノミツバツツジ，ソヨゴ，ネジキ，ヒサカ

キの 5種を選定し，今回の解析の対象とした。 

 樹種別にみた伐採時の樹齢，植生管理 3年後における萌芽残存率と萌芽本数，萌芽伸長

量を示したのが，図 1-2-6 である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-5 伐採程度別，樹種別の出現個体数 
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 樹齢の平均値は，コバノミツバツツジでは，皆伐区と強度択伐区および弱度択伐区の間

で有意の差がみられた（Tukey-kramer 法，いずれも p＜0.01）。他の 4樹種では，伐採程度

に関係なく，樹齢の構成は類似していた。 

 萌芽残存率は，5 樹種とも概して高かった。ソヨゴでは，伐採程度が小さくなるにつれ

て，萌芽残存率が小さくなる傾向がみられた。他の 4樹種では，伐採程度に関係なく萌芽

残存率がほぼ一定であった。 

 萌芽本数の平均値は，ネジキとコバノミツバツツジでは，皆伐区と強度択伐区および弱

度択伐区の間で有意差がみられ（Tukey-kramer 法，いずれも p＜0.01），ネジキでは，伐採

程度の高い調査区で，萌芽本数が大きかった。ソヨゴとコツクバネウツギ，ヒサカキでは，

伐採程度に関係なく萌芽本数がほぼ一定であった。 

 萌芽伸長量の平均値は，いずれの樹種とも皆伐区で最も大きく，弱度択伐区と比較して

有意に大きかった（Tukey-kramer 法，いずれも p＜0.01）。ソヨゴ，コツクバネウツギ，ヒ

サカキでは，皆伐区と強度択伐区の間で，また，ソヨゴ，コバノミツバツツジでは，強度

択伐区と弱度択伐区との間で有意の差がみられ（Tukey-kramer 法，p＜0.01），いずれの樹

種とも，伐採程度の高い調査区の方が，萌芽伸長量は大きかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-6 樹種別にみた伐採時の樹齢と萌芽残存率および萌芽本数，萌芽伸長量（管理 3年後）

縦棒は標準偏差を示す．異なる英文字間は，Tukey-kramer 法(ｐ＜0.01)で有意差あり. 
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図 1-2-7 伐採程度別にみた萌芽本数，萌芽伸長量（管理 3年後） 

Ip:ｿﾖｺﾞ，Lo:ﾈｼﾞｷ，As:ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ，Rr:ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ，Ej:ﾋｻｶｷ 

縦棒は標準偏差を示す．異なる英文字間は，Tukey-kramer 法(ｐ＜0.01)で有意差あり. 
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(7)伐採程度別にみた植生管理 3年後の萌芽能力の比較 

 伐採程度別に植生管理 3年後の萌芽本数をみると（図 1-2-7），皆伐区では，ネジキが他

の 4樹種と比較して有意に多く（Tukey-Kramer 法，p＜0.01），この傾向は，強度択伐区に

おいてもほぼ同様であった。また弱度択伐区では，ネジキと他の 4樹種との間に有意の差

がみられる（Tukey-Kramer 法，ｐ＜0.01）とともに，コバノミツバツツジの萌芽本数が，

ソヨゴとコツクバネウツギのそれよりも多かった（Tukey-Kramer 法，ｐ＜0.01）。 

 伐採程度別に萌芽伸長量をみると（図 1-2-7），皆伐区では，ソヨゴとネジキ，コツクバ

ネウツギが，コバノミツバツツジとヒサカキよりも有意に大きかった（Tukey-Kramer 法，

ｐ＜0.01）。強度択伐区では，ソヨゴとネジキが，コツクバネウツギ，コバノミツバツツジ，

ヒサカキよりも有意に大きかった（Tukey-Kramer 法，ｐ＜0.01）。弱度択伐区では，ネジ

キがコツクバネウツギ，コバノミツバツツジ，ヒサカキよりも有意に大きかった

（Tukey-Kramer 法，ｐ＜0.01）。 

(8)樹種別にみた伐採時の樹齢と萌芽能力との関係 

 樹種別の伐採時の樹齢と萌芽本数との関係を示したのが，図 1-2-8 である。皆伐区にお

いて，ネジキでは伐採時の樹齢 20-30 年で萌芽本数が最大になる傾向がみられ，コツクバ

ネウツギでは樹齢 10 年前後で萌芽本数が大きくなる傾向がみられた。ソヨゴとコバノミツ

バツツジ，ヒサカキでは，いずれの伐採程度においても，伐採時の樹齢と萌芽本数との間

に明らかな関係がみられなかった。 
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 次に，樹種別の伐採時の樹齢と萌芽伸長量との関係を示したのが，図 1-2-9 である。皆

伐区において，ソヨゴでは樹齢 20-30 年で萌芽伸長量は最大になる傾向がみられた。また，

ネジキでは樹齢 20 年前後で萌芽伸長量が大きくなる傾向がみられた。ソヨゴとネジキのい

ずれにおいても，伐採程度が小さいほどこの傾向は明らかでなかった。コツクバネウツギ

では，皆伐区において，今回調査した範囲内で，伐採時の樹齢とともに萌芽伸長量が大き 

くなる傾向がみられたものの，強度択伐区や弱度択伐区ではその傾向は明らかでなかった。

コバノミツバツツジとヒサカキでは，いずれの伐採程度においても，伐採時の樹齢と萌芽

伸長量との間に明らかな関係はみられなかった。 

(9)植生管理 9年後の樹種構成と再生様式からみた樹種特性区分 

 次世代の森林を構成する樹種構成を把握するために，樹高 1.3ｍ以上の樹木について，

樹種別に個体数と萌芽由来個体の割合を示したのが，表 1-2-3 である。 

いずれかの調査区で 5 本以上（100 ㎡当たり）みられた樹種について，伐採程度による

個体数の違いと萌芽由来個体の割合から，再生した樹種を 4つのタイプに区分した。いず

れの伐採程度においても，萌芽由来による再生個体が 50％以上を占めていた樹種として，

イヌツゲ，コツクバネウツギ，サカキ，ソヨゴ，ネジキ，ヒサカキをＡタイプとした。次

に，いずれの伐採程度においても，実生由来の再生個体が 50％以上を占めていた樹種とし

て，カナメモチ，ガンピ，タカノツメをＢタイプとした。伐採程度が大きいほど，萌芽由

来の再生個体が 50％以上を占めていた樹種として，カマツカ，コガクウツギ，コバノガマ

ズミ，コバノミツバツツジ，ヤマウルシをＣタイプとした。伐採程度が大きい皆伐区にお

いて，実生由来の再生個体が 50％以上を占めていた樹種として，アカメガシワ，イソノキ，

イヌザンショウ，カラスザンショウ，タラノキ，ヌルデ，ネズミモチ，ヤマハゼをＤタイ

プとした。 

 再生個体数が 25 本以上（100 ㎡当たり）であった樹種は，皆伐区ではソヨゴ，ヒサカキ，

イソノキ，強度択伐区ではソヨゴ，ネジキ，ヒサカキ，弱度択伐区ではヒサカキ，ガンピ

であった。 

樹高 1.3ｍ以上の個体数は皆伐区，強度択伐区，弱度択伐区の順に有意に多かった

（Tukey-kramer 法，ｐ＜0.05）。また，100 ㎡における出現種数（樹高 1.3ｍ以上）は，皆

伐区が 35 種，強度択伐区が 34 種，弱度択伐区が 22 種で，弱度択伐区で少なくなる傾向が

みられた。 
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図 1-2-8 樹齢と萌芽本数との関係 
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 図 1-2-9 樹齢と萌芽伸長量との関係 
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表 1-2-3 樹種別（樹高 1.3ｍ以上）の個体数と萌芽由来個体の割合 

種名 ＞胸高 ％ ＞胸高 ％ 萌芽割合注） ＞胸高 ％ ＞胸高 ％ 萌芽割合 ＞胸高 ％ ＞胸高 ％ 萌芽割合

○いずれの伐採程度においても，主に萌芽により再生した種
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 0.1 0.0 0.3 0.1 100.0 0.1 0.0 0.4 0.1 100.0 0.4 0.2 100.0
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 0.4 0.1 0.7 0.2 86.7 0.4 0.1 0.6 0.2 66.7 0.1 0.0 0.6 0.3 66.7
ｻｶｷ Cleyera japonica 0.1 0.0 0.4 0.1 100.0 0.2 0.1 0.3 0.1 77.4 0.1 0.0 0.4 0.2 77.1
ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 1.1 0.4 1.2 0.3 100.0 1.3 0.5 1.0 0.4 95.3 1.0 0.4 0.7 0.3 100.0
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 1.3 0.5 0.6 0.2 100.0 1.9 0.7 1.0 0.4 100.0 1.5 0.6 0.6 0.3 100.0
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 3.9 1.5 1.7 0.4 100.0 3.7 1.3 1.8 0.6 98.2 3.6 1.5 1.4 0.7 84.6
○いずれの伐採程度においても，主に実生により再生した種
ｶﾅﾒﾓﾁ Photinia glabra 0.3 0.1 0.6 0.2 21.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 0.4 18.5
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 0.1 0.0 0.5 0.1 25.0 0.2 0.1 0.5 0.2 12.5 1.5 0.7 4.3
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.3 0.0 0.2 0.1 0.5 0.2 11.8
○伐採程度が大きいほど，主に萌芽により再生した種
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 0.3 0.1 60.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ Hydrangea luteo-venosa 0.2 0.1 0.7 0.2 75.0 0.1 0.0 50.0 0.3 0.1
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 0.4 0.1 0.7 0.2 58.8 0.1 0.0 0.1 0.0 43.2 0.1 0.0 50.0
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 0.8 0.3 0.5 0.1 100.0 1.8 0.7 1.1 0.4 64.4 1.4 0.6 0.1 0.0 33.3
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 0.2 0.1 0.9 0.2 68.4 0.2 0.1 0.4 0.1 57.1 0.1 0.0 0.1 0.0 18.2
○伐採程度が大きい場合のみ，主に実生により再生した種
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 0.5 0.1 26.5
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 1.3 0.3 5.8 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthixylum schinifolium 0.6 0.2 23.1
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthixylum ailanthoides 0.3 0.1 0.0
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 0.3 0.1 30.0
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 0.3 0.1 0.0
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 0.3 0.1 20.0 0.1 0.0 0.0
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 0.3 0.1 28.6
○いずれの伐採程度においても，再生密度が5本／100㎡未満の種
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 0.1 0.0 0.1 0.0 50.0 0.1 0.0 23.2 0.1 0.0 0.0
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 1.4 0.5 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.5 0.2
ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 0.1 0.0 25.0 0.1 0.0 0.2 0.1 50.0 0.1 0.0 66.7
ｳﾗｼﾞﾛﾉｷ Sorbus japonica 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 0.1 0.0 100.0 0.1 0.0 0.0
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 0.2 0.1 0.0
ｶｸﾚﾐﾉ Dendropanax trifidus 0.1 0.0 0.1 0.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
ｶｺﾞﾉｷ Litsea coreana 0.1 0.0 50.0
ｸﾘ Castanea serrata 0.1 0.0 0.1 0.0 100.0 0.2 0.1 0.0
ｺﾅﾗ Quercus serrata 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 25.0
ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ Amelanchier asiatica 0.2 0.1 0.0
ｼｬｼｬﾝﾎﾞ Vaccinium bracteatum 0.1 0.0 0.1 0.0 100.0
ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1
ﾋﾉｷ Chamaecyparis obtusa 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 0.1 0.0 100.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 0.1 0.0 0.2 0.1 40.0 0.2 0.1 0.1 0.0 52.4
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 0.1 0.0 50.0 0.2 0.1 0.0
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 0.2 0.1 50.0
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 0.2 0.1 5.3
合計（本／100㎡） 267 378 276 280 243 209

種類数 18 35 17 34 17 22

管理9年後
伐採程度

注）萌芽割合は，萌芽由来の個体の割合を示し，残りは実生由来の個体を示す

管理前 管理9年後
皆伐区 強度択伐区 弱度択伐区

管理前 管理9年後 管理前
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 (10)植生管理 9年後の再生樹林における萌芽残存率および実生個体数 

植生管理 9年後に再生していた全ての樹木種（ただし，管理時の残存木を除く）につい

て，萌芽残存率（管理 9 年後に残存していた萌芽由来による個体数／萌芽再生しない種を

除く管理直後の伐根数×100）および 1㎡当たりの実生個体数を示したのが，図 1-2-10 で

ある。萌芽残存率は皆伐区が最も高く，ついで強度択伐区，弱度択伐区の順に有意に多か

った(Tukey 法，ｐ＜0.05)。また萌芽由来の個体数も皆伐区が最も多く 4.3 本/㎡で，強度

択伐区の2.7本/㎡と弱度択伐区の2.0本/㎡よりも有意に多かった（Tukey法，ｐ＜0.05）。 

一方，実生由来の個体数は，萌芽由来の個体数とは逆に，弱度択伐区，強度択伐区，皆

伐区の順に有意に多かった（Tukey 法，ｐ＜0.05）。 

 次に，植生管理 9年後に再生していた全ての樹木（伐採時の残存木を除く）について，

萌芽および実生由来別の樹高階分布を示したのが，図 1-2-11 である。皆伐区では，再生個

体群の樹高の上層部を萌芽由来の個体が多くを占めており，実生由来の個体数が低く抑え

られる傾向がみられた。一方，伐採程度が小さい強度択伐区と弱度択伐区では，上層部を

占める萌芽由来の個体が皆伐区と比較して少なく，実生由来の個体が多くみられた。 

植生管理 9年後における伐採程度別の萌芽由来と実生由来の平均樹高の比較を示したの

が，図 1-2-12 である。いずれの伐採程度においても，萌芽由来の樹高の方が，実生由来の

樹高よりも有意に大きかった（t-test，ｐ＜0.05）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-10 管理 9年後の萌芽残存率（左）と 1㎡当たりの実生個体数（右）
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図 1-2-12 伐採程度別の平均樹高 
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図 1-2-11 管理 9年後の伐採程度別の樹高階分布（100 ㎡当たり） 
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3 考察 

(1)伐採程度と出現植物の生育環境区分との関係 

 新しく出現する植物の種数は，伐採程度が大きくなるほど増加する傾向がみられた（図

1-2-2）。これは伐採程度が大きいほど，光環境が急激に改善され，発芽条件の整う植物が

多くなるため，出現種数が多くなったものと考えられる。 

 生育環境区分別では，伐採程度が大きくなるほど，人里要素，草原要素，林縁要素の種

が増加する傾向がみられる一方で，伐採程度に関係なく，夏緑二次林要素の種がほぼ同様

に増加した（図 1-2-3）。また，樹木種の個体数では，先駆低木林要素の種が皆伐区で多く

なること，夏緑二次林要素の種が強度択伐区と弱度択伐区で多くなる傾向がみられた（図

1-2-5）。これらの結果は，アカメガシワやヌルデなどの先駆低木林要素の種では，発芽の

光要求性が高いこと（鷲谷 1998），一方，夏緑二次林要素の種では，光強度は多少低くて

も発芽が可能であることを示していると考えられる。 

(2)伐採程度と出現植物の種子散布様式との関係 

 種子散布様式では，動物散布型の種と風散布型の種で，伐採程度が大きくなるほど増加

する傾向がみられた（図 1-2-4）。皆伐区における風散布型の種は，ダンドボロギクやヒメ

ムカシヨモギなどの人里要素の種が含まれており，残存木がなくなったことによって，周

辺からのこれらの種の侵入が容易になったこと，人里要素のような陽生植物にとって，十

分な光環境が確保されたことが影響しているものと考えられる。 

 動物散布型の種は，埋土種子に多く含まれていること（梅原ほか 1983）や，鳥の止まり

木がある地点に集中的に種子が運ばれるようになること（浅野・桑原 1990），電線は鳥類

の休息場所となり，電線下は種子が多く供給されること（星野ほか 1996）が指摘されてい

る。止まり木や電線に類するものがない本研究の皆伐区においても，動物散布型の種が多

く出現していたことから推察すると，動物散布型の種の発芽は，伐採後に新たに供給され

たものよりも，埋土種子に由来している可能性が高いと考えられる。 

(3)伐採時の樹齢と萌芽能力との関係 

 紙谷（1986）は，冷温帯の夏緑二次林の主要構成種の萌芽能力について報告しており，

ブナやミズナラが林冠部で優占できているのは，薪炭林の伐採周期とこれら樹種の萌芽能

力の最大になる樹齢とが，ほぼ一致しているためと述べている。 

今回調査した高木樹種のソヨゴとネジキは，林冠部で優占できる樹種に類似した特徴を

示し，伐採時の樹齢が 20-30 年で，萌芽能力が最大になる傾向がみられた。従来，薪炭林
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として管理されていた夏緑二次林は，林床に生えてくる低木類が 5～6年おきに刈り取られ

（柴刈り），上層木も約 30 年周期で伐採されていた（重松 1993）と言われている。この伐

採周期で管理されていた夏緑二次林では，この二次林構成種のソヨゴやネジキにとって，

30 年前後の周期で定期的に萌芽再生する機会が与えられること，林冠を構成してきた上層

木も同時に伐採されることで光環境が改善されるといった条件が保証されていたために，

これらの高木樹種が優占しやすかったのではないかと推察される。 

 一方，低木樹種のコバノミツバツツジとヒサカキは，樹齢に関係なく萌芽能力がほぼ一

定であり，これらの樹種は，どのような周期で伐採されても，一定の萌芽を発生して，安

定した更新を行っているものと考えられる。これらの特徴は，冷温帯の夏緑二次林で報告

されている低木樹種の萌芽能力の特徴（紙谷 1986）とも一致している。 

(4)萌芽能力に影響を及ぼす物理的環境要因 

 萌芽能力に影響を及ぼす物理的環境要因は，生育地の光と温度であることが指摘されて

おり，どちらの要因により強く影響を受けるかは，樹種によって異なる（Schier1983，真

鍋ほか 1991）。今回の調査において，ヒサカキやコバノミツバツツジの低木樹種では，伐

採程度の違い，つまり光環境の違いによって萌芽能力に差がみられ，ソヨゴやネジキの高

木樹種と比較して小さかった。ヒサカキでは，光よりも温度が萌芽能力を規定する物理的

要因である（真鍋ほか 1991）ことが指摘されており，このことから今回の結果は，これら

の低木樹種にとって，萌芽能力を規定する要因としては，光環境の影響は大きくないこと

を示唆している。一方，ソヨゴでは，伐採程度が大きいほど，萌芽残存率と萌芽伸長量が

大きくなり，ネジキでは，萌芽本数と萌芽伸長量が大きくなる傾向がみられたことから，

これら高木樹種の萌芽再生にとっては，光がより影響を与える要因であると考えられる。 

 しかし，低木樹種であるコツクバネウツギは，皆伐区では，今回調査の範囲内で，伐採

時の樹齢とともに萌芽伸長量が大きくなる傾向がみられた。コツクバネウツギは，伐採さ

れなくても自然に萌芽更新し，株立ちするという特徴があり，また株立ちした幹の寿命は

比較的短い（岸本ほか 1987）ことが指摘されている。今回，コツクバネウツギの樹齢 20

年以上の個体がみられなかったことは，この知見とも一致するものである。 

(5)植生管理 9年後の樹種構成と再生様式からみた樹種特性区分 

樹高 1.3ｍ以上の個体数は皆伐区，強度択伐区，弱度択伐区の順に多く，100 ㎡における

出現種数（樹高 1.3ｍ以上）は，皆伐区，強度択伐区が多く，弱度択伐区で少なくなる傾

向がみられた（表 1-2-3）。また，いずれの伐採程度においても，萌芽由来の個体の樹高の
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方が実生由来のそれよりも大きかった（図 1-2-11）。萌芽由来と実生由来の個体では，残

存根系と子葉の貯蔵養分量や両根系の水分および塩類の吸収効率に差があることから，一

般的に，萌芽由来個体の初期伸長量は，実生由来個体の伸長量に比べて大きい（Ito et al. 

1989）と言われており，今回の結果も，既存の知見と一致するものであった。弱度択伐区

で出現種数が少なかったのは，萌芽由来個体の再生が抑えられ，実生由来個体が再生でき

る空間は確保されるものの，実生が生育するのに必要な光環境が得られないために，消失

してしまったものと考えられる。 

また，萌芽由来によって再生可能なＡタイプの樹種（ソヨゴ，ネジキ，ヒサカキ）が，

いずれの伐採程度においても多くを占める傾向がみられた（表 1-2-3）。最近の放置された

夏緑二次林では，植物の種類数が減少している（服部 2005）が，そうした状況下でも，こ

のＡタイプの樹種は比較的多く残っている。この現象は，Ａタイプの樹種が，着実に萌芽

によって再生可能な樹種特性を有していることに起因しているものと推察される。 

以上のことから，下層植生の種多様性を高めるためには，Ａタイプの樹種を選択的に，

かつ高い頻度で除去することが必要であり，当初の植生管理後も，これら樹種の選択的下

草刈りを実施することによって，実生由来の個体が確実に定着し，かつ成長できるニッチ

を用意しておく必要があると考えられる。 

(6)種多様性を高めるための伐採程度 

皆伐区では，強度択伐区や弱度択伐区と比較して萌芽残存率は高く，実生由来の個体数

は抑制される傾向がみられた（図 1-2-10）。これは皆伐区では，光環境の改善が起こり，

特に萌芽再生を光環境に依存する樹種にとって，より有利な条件が整ったためであり，さ

らに，萌芽由来個体の生育に伴い，実生由来個体の排除が起こったものと推察される。 

他方，皆伐区よりも伐採程度が小さい強度択伐区と弱度択伐区では，萌芽由来の個体数

が少なく，実生由来の個体数が多くみられた（図 1-2-10）。これは，強度択伐区や弱度択

伐区では，萌芽由来個体の生育が皆伐区よりも抑制された分，実生由来個体の生育が可能

になったものと考えられる。しかし，特に弱度択伐区では，実生由来個体が十分に生育せ

ずに，出現種数の増加にはつながらなかった。 

以上の結果を踏まえると，出現種数の増加は，萌芽由来個体よりも実生由来個体に依存

するところが大きいことから，夏緑二次林の種多様性を高めることを目的として行う当初

の植生管理については，伐採程度は中程度の強度択伐を行うのがよいと考えられる。 

種多様性を決定する要因の 1つに攪乱があり，競争排除を押し留めるほどの弱い攪乱で
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なく，他方，攪乱に対する抵抗性が特に小さい種が絶滅してしまうほどの強い攪乱でもな

い中程度の攪乱が，理論的には多様性を最大にする（Connnell 1978）ことが指摘されてい

る。本研究においても，当初の植生管理で行う伐採程度は，攪乱の程度において，この理

論と一致するものであった。なお，攪乱の頻度は，当初の植生管理後の維持管理に適した

時期について，第 2章第 1節で検討する。 

(7)樹種転換を考慮した伐採程度 

植生管理後の萌芽能力を比較した結果では，伐採程度の大きい皆伐区で樹種間の萌芽能

力の差が大きくなり，伐採程度の小さい弱度択伐区で樹種間の差は小さくなる傾向がみら

れた。これらの結果は，皆伐した場合には，ソヨゴとネジキの優占度が相対的に高まる可

能性を示している。今回の調査地のように松枯れの激害を受けた夏緑二次林では，上層木

のアカマツが消失した状態にあり，ソヨゴやネジキにとって萌芽再生しやすい環境が，す

でに整っていることになる。このような環境下で皆伐を行うことは，ソヨゴやネジキの萌

芽再生による現存量の増加を助長してしまうために，種多様性の低下につながる恐れがあ

る。皆伐を伴う管理については，重松ほか（1999）が，アカマツ林を夏緑広葉樹林に樹種

転換するには，皆伐するよりも強間伐を施して苗木を植栽するほうが，より良好な結果が

得られることを指摘している。さらに，皆伐した場合には，森林景観が大きく変化するこ

とや，下草刈りなどの管理を頻繁に行わなければならない。したがって，ソヨゴやネジキ

等が優占している夏緑二次林の植生管理において，樹種転換や高木種の世代交代による更

新を期待する場合には，最初に択伐による管理を行い，その後は特定樹種が優占しないよ

うに光環境を制御しながら，緩やかに光環境を改善し，樹種転換を行う方法も検討すべき

と思われる。この方法については，第 2章第 2節で検討する。 
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結論 

第 1章では，伐採程度の異なる皆伐，強度択伐，弱度択伐の植生管理を実施し，管理後

に新しく出現した植物の特性を解析し，種多様性の保全に適した伐採程度を明らかにする

ことを試みた。放置された夏緑二次林では，植生管理を実施しなかった場合と比較して，

植生管理の実施は明らかに種多様性を高めるのに効果のあることがわかった。伐採程度の

大きさでは，強度択伐で，ソヨゴやネジキなどの特定の樹種が優占する傾向がみられるも

のの，ある一定程度以上の伐採を実施しないと，光環境は改善せず，新たな植物の出現が

十分に期待できないか，あるいは出現したとしても，生育出来ない可能性が示唆された。

一方，皆伐による植生管理を実施してしまうと，特定樹種の優占が著しく，実生由来個体

の発芽と生育が抑制されてしまうことが明らかになった。 

種多様性保全を目的とした伐採による攪乱を伴う植生管理では，特定の樹種の優占を抑

制することと，新たな植物の定着と成長を促進するといった，植物ごとに相反する管理効

果が要求され，この両者のバランスが重要となる。本研究から，かつての皆伐による植生

管理ではなく，伐採程度が中程度の強度択伐による植生管理は，これらの二つの要求を満

たせる可能性が高いことが明らかとなり，種多様性を保全するうえで有効な植生管理の一

手法に成り得るものと結論づけた。
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第 2 章 「兵庫方式」による種多様性保全効果に関する考察 

序論 

夏緑高木による環境高林（服部 2001）（以下，夏緑型環境高林とする）を目標とした「兵

庫方式」による植生管理は，服部ほか（1995）によって提案された新たな植生管理手法の

一つである。この管理手法は，コナラなどの高木優占種を残し，照葉低木類，ササ類の除

間伐を行う手法であり，第 1章で明らかにした，種多様性の保全効果が高い強度択伐によ

る植生管理とも一致するものである。兵庫県では，1994 年から実施している里山林整備事

業および里山林再生事業（兵庫県 1995，兵庫県 1998）において，この夏緑型環境高林を目

標とした，兵庫方式による植生管理を実施している。 

そこで第 1節では,この兵庫方式による植生管理について，種多様性保全の観点から管理

の有効性を検証することを目的とし，管理後最長 9年目までのモニタリング結果について

考察する。また，当初の植生管理後の維持管理手法についても検討する。 

一方，この兵庫方式による植生管理では，高木種の世代交代による更新が図れないとい

う問題点がある。昭和 30 年代以降，一斉に放置された夏緑二次林は，現在では 51～55 年

生の林齢の林が最も多く，林齢構成が非常に偏っている（例えば，兵庫県農林水産部 2008）。

このまま伐採せずに放置すると，高林ばかりの単純な生態系になってしまい，生態系の多

様性の観点から問題が生じる。また，高木層を構成している樹種が一斉に寿命を迎える可

能性があることから，林を若返らせ，林齢構成を分散させることも必要と考えられる。林

を若返らせる手法としては，皆伐による萌芽更新以外にも，間伐や択伐による萌芽更新（松

浦ほか 2002）や実生更新（片岡ほか 2003），あるいは苗木の植栽（重松ほか 1999）による

手法が検討されている。しかしこれらのいずれの手法においても，萌芽枝や実生，植栽苗

の成長を促進させるのに，ある程度の高木の伐採が必要であり，こうした高木伐採は，急

激な森林景観の変化を伴うとともに，相当の技術と労力が不可欠となるために，熟練した

森林従事者が減少している今日においては，適切な植生管理技術が確立されたとしても，

その管理が十分に実施できない可能性がある。 

そこで第 2 節では，熟練を伴わない森林従事者や森林ボランティアでも管理作業が可能

であり，さらに林冠構成木の除去作業の省力化にもつながる環状剥皮による高木の枯殺法

に着目し，環状剥皮後 7 年間の林内相対照度の変化と，草本層植生の変化，さらに高木樹

種の世代交代による更新の観点から，コナラ稚樹の消長をモニタリング調査したので，そ

の結果を報告する。 
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表 2-1-1 調査地の概要 

調査
区№

群集名 地質
海抜
(m)

方位
傾斜
(°)

1 赤穂市 周世 ｱｶﾏﾂ-ﾓﾁﾂﾂｼﾞ群集 流紋岩 185 - 0
2 赤穂市 周世 ｱｶﾏﾂ-ﾓﾁﾂﾂｼﾞ群集 流紋岩 220 S45W 7
3 赤穂市 周世 ｺﾅﾗ-ｱﾍﾞﾏｷ群集 流紋岩 128 N50W 29
4 たつの市 誉田町福田 ｺﾅﾗ-ｱﾍﾞﾏｷ群集 流紋岩 50 S45W 15
5 姫路市 打越 ｺﾅﾗ-ｱﾍﾞﾏｷ群集 流紋岩 110 N15E 23
6 宍粟市 山崎町下町 ｺﾅﾗ-ｱﾍﾞﾏｷ群集 流紋岩 310 S20W 25
7 市川町 下牛尾 ｱｶﾏﾂ-ﾓﾁﾂﾂｼﾞ群集 流紋岩 280 S30E 30
8 市川町 下牛尾 ｺﾅﾗ-ｱﾍﾞﾏｷ群集 流紋岩 310 S20W 25
9 加東市 上鴨川 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ-ｺｼﾀﾞ群集 流紋岩 230 S30E 20
10 篠山市 今田町上立杭 ｱｶﾏﾂ-ﾓﾁﾂﾂｼﾞ群集 流紋岩 230 N70W 14
11 篠山市 今田町上立杭 ｺﾅﾗ-ｱﾍﾞﾏｷ群集 流紋岩 260 S90W 13
12 南あわじ市 阿那賀 ｺﾅﾗ-ｱﾍﾞﾏｷ群集 堆積岩 45 N10W 20
13 南あわじ市 阿那賀 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ-ｺｼﾀﾞ群集 堆積岩 20 E 30
14 南あわじ市 阿万吹上町 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ-ｺｼﾀﾞ群集 堆積岩 60 W 28
15 養父市 八鹿町八木 ｺﾅﾗ-ｵｸﾁｮｳｼﾞｻﾞｸﾗ群集 安山岩 185 S 37
16 豊岡市 日高町栗栖野 ｱｶﾏﾂ-ﾕｷｸﾞﾆﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ群集 玄武岩 365 S70W 24
17 豊岡市 日高町栗栖野 ﾐｽﾞﾅﾗ-ｸﾘ群集 玄武岩 465 N25W 2
18 豊岡市 出石町奥山 ｺﾅﾗ-ｵｸﾁｮｳｼﾞｻﾞｸﾗ群集 花崗岩 360 N75W 30
19 豊岡市 但東町中山 ｱｶﾏﾂ-ﾕｷｸﾞﾆﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ群集 花崗岩 160 N70W 20
20 豊岡市 但東町中山 ｺﾅﾗ-ｵｸﾁｮｳｼﾞｻﾞｸﾗ群集 花崗岩 155 N80W 20

調査地名

第 1 節 ｢兵庫方式｣の植生管理による種多様性および種組成の変化 
1 調査地と調査方法 

(1)調査地の概況 

調査は，兵庫県が実施している里山林整備事業地のうちの 13 事業地を対象とした（表

2-1-1，図 2-1-1）。13 事業地のうち 9事業地（赤穂市，たつの市，姫路市，宍粟市，市川

町，加東市，篠山市，南あわじ市阿那賀，南あわじ市阿万吹上町）は瀬戸内側に，4 事業

地（養父市，豊岡市日高町，豊岡市出石町，豊岡市但東町）は日本海側に位置している。 

 瀬戸内側に位置する 9事業地の年平均気温は約 14～17℃，年降水量は約 1,000～1,500mm

であり，表日本型気候区（鈴木 1962）および準裏日本型気候区（鈴木 1962）に属している。

日本海側に位置する 4 事業地の年平均気温は約 12～14℃，年降水量は約 1,700～1,900mm

であり，裏日本気候区（鈴木 1962）に属している。 

(2)調査方法 

(ⅰ)定置調査区の管理前調査 

植生管理を行う前に，事業地内の夏緑二次林内に 10ｍ×10ｍの定置調査区を設置し，各

調査区内の植生調査を実施した。植生調査は，植物社会学的調査方法（Braun-Blanquet1964）

に基づいて，階層区分を行った後に階層ごとの高さと全植被率を記録し，階層ごとに出現 
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した全ての種を記録した。出現種の被度については被度パーセントを測定した。 

調査区は，1つの事業地につき，1～3区，合計 20 調査区を設置した。各調査区の地名，

調査対象群集名，地質，海抜，方位，傾斜については表 2-1-1 に示した。 

(ⅱ)兵庫方式による植生管理の内容 

 兵庫方式による植生管理では，種多様性を阻害すると考えられる種の選択的除去を基本

に実施している。具体的な内容は，以下のとおりである。①アカマツ，コナラ，アベマキ，

ヤマザクラ，アカシデなどの林冠構成種による高林を目標，②亜高木層，低木層，草本層

に密生しているヒサカキ，アラカシ，ソヨゴ，ネズミモチなどの常緑広葉樹の伐採，③林

冠を被い，樹幹を締めつけているフジ，クズなどのツル植物の伐採，④林床に繁茂してい

るネザサ，コシダ，ウラジロの刈り取り，⑤松枯れなどによる枯死木の除去，である（兵

庫県 1998）。各調査区における主な伐採・刈り取り種を表 2-1-2 に示した。 

 なお，兵庫方式による植生管理に要する経費を試算したところ，樹高の高くなる前に，

短い伐期で伐採する森林（以下，低林とする）の状態で管理を行う従来型の低林管理が，

100㎡当たり7,100～19,200円であったのに対し，兵庫方式による植生管理は3,700～5,900

円であり，この植生管理と比較して，低林管理は 1.9～3.3 倍高かった。 

(ⅲ)植生管理後の維持管理 

図 2-1-1 調査地点図 
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 管理後 1年目以降は，調査区 3と調査区 4では，毎年 8月の調査終了後に主にネザサを

対象とした下草刈りを実施し，調査区 1，16 では管理後 4 年目，調査区 11 では管理後 5

年目のそれぞれ調査終了後に，常緑広葉樹やネザサ・コシダ・ウラジロを対象とした選択

的下草刈りを行った。それ以外の調査区では，当初の植生管理後は手を加えず植生遷移に

委ねた状況で，植生の変化を調査した。 

(ⅳ)定置方形区の追跡調査 

 (ⅰ)で示した調査区について，(ⅱ)に示した植生管理を行った後 1年目から 7～9年目ま

で追跡調査を行い，種組成の経年変化を調べた。調査時期は 8月とし，調査の間隔は原則

1年 1回としたが，調査区によっては，2年目以降は 2年に 1回の間隔とした。植生調査は，

管理前と同じ調査方法に基づいた。管理後新たに出現した個体については，萌芽している

ものと実生のものとを区別して記録した。 

(ⅴ)植生データの解析 

種組成の変化を把握するために，新たな出現種の生育環境区分を解析した。生育環境区

分は，第 1章第 1節と同様に，宮脇ほか（1983），宮脇（1984），奥田（1997）を参考に総

合的な判断で行い，人里要素，草原要素，林縁要素，先駆低木林要素，夏緑二次林要素，

照葉樹林要素，その他要素の 6つに区分した。 

 

2 結果 

(1)植生管理による亜高木層以下の植被率の変化 

 亜高木層，低木層，草本層における管理前後の植被率の変化を表 2-1-2 に示した。表の

値は，各調査区での亜高木層と低木層，草本層の植被率の合計値を示した。 

 管理前と管理 1年後の植被率を比較すると，調査区 3～8，10～13，15～19 では，亜高木

層のソヨゴやウバメガシ，低木層のヒサカキ，ヤブツバキ，イヌツゲ，アセビなどが伐採

された結果，植被率の合計値が減少した。また，調査区 1，2，9，14 では草本層のコシダ

が，調査区 20 では草本層チマキザサが刈り取られた結果，植被率の合計値が減少した。 

(2)植生管理による出現種数の変化 

 表 2-1-3 は，各調査区に出現した種数の変化をまとめたものである。なお，各調査区の

種組成と種ごとの被度パーセント（一部の調査区では，管理前は被度で示す）の変化は，

付表 2-1-1～20 に示した。  

管理後 7～9 年目の時点において，管理前からの増加種数が 10 種以上みられたのは 20
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表 2-1-2 主な伐採・刈り取り種と亜高木層以下の植被率の変化 

管理前 管理1年後
1 ﾋｻｶｷ，ｺｼﾀﾞ 190 85
2 ﾋｻｶｷ，ｺｼﾀﾞ 220 121
3 ﾋｻｶｷ，ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ 105 75
4 ﾋｻｶｷ，ﾈｻﾞｻ 165 41
5 ﾋｻｶｷ，ｲﾇﾂｹﾞ 138 78
6 ﾋｻｶｷ，ｹﾈｻﾞｻ 130 44
7 ｿﾖｺﾞ，ﾋｻｶｷ 90 17
8 ﾋｻｶｷ，ｱｾﾋﾞ 96 13
9 ﾋｻｶｷ，ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ，ｺｼﾀﾞ 120 69

10 ｿﾖｺﾞ，ﾋｻｶｷ 150 24
11 ｿﾖｺﾞ，ﾋｻｶｷ 100 65
12 ｶｸﾚﾐﾉ，ｻｶｷ 96 50
13 ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ，ｺｼﾀﾞ 174 82
14 ｺｼﾀﾞ 130 36
15 ｼﾗｶｼ，ﾋｻｶｷ 80 48
16 ﾊｲｲﾇﾂｹﾞ，ﾈｻﾞｻ 120 105
17 ﾂﾙｼｷﾐ，ﾊｲｲﾇﾂｹﾞ 110 65
18 ﾋｻｶｷ，ｱｾﾋﾞ 110 38
19 ｿﾖｺﾞ，ﾋｻｶｷ 160 59
20 ﾋｻｶｷ，ｲﾇﾂｹﾞ，ﾁﾏｷｻﾞｻ 125 67

調査
区№

伐採・刈り取り種
植被率の合計値％

※亜高木層，低木層，草本層の植被率の合計値

表 2-1-3 植生管理前後の出現種数の変化 

管理前 管理１年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後

1 20 18 19 21 21 20 19 18 19 20 0
2 19 21 25 29 28 28 22 23 23 4
7 34 41 47 53 55 53 56 22
10 20 22 32 40 46 49 53 33
16 57 69 84 90 94 103 109 110 53
19 38 37 43 49 52 54 54 54 63 25
3 41 40 45 46 48 47 45 4
4 47 45 56 50 59 54 51 57 60 53 6
5 38 41 46 50 58 64 67 69 72 73 35
6 39 45 60 63 69 79 82 80 41
8 26 35 41 47 50 51 60 34
11 32 37 49 61 62 63 69 74 79 47
12 30 36 49 56 53 68 65 66 36
15 22 35 53 57 61 60 35
18 35 38 38 44 47 31 41 6
20 41 44 47 53 49 47 52 11

ﾐｽﾞﾅﾗ-ｸﾘ群集 17 54 56 60 63 65 69 15
9 22 35 43 40 36 27 5
13 19 25 29 36 45 48 44 46 27
14 12 15 16 17 16 16 17 17 5

ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ-ｺｼﾀﾞ群集

群集名

ｺﾅﾗ-ｵｸﾁｮｳｼﾞｻﾞｸﾗ群集

調査
区№

増加種数
種数

ｺﾅﾗ-ｱﾍﾞﾏｷ群集

ｱｶﾏﾂ-ﾓﾁﾂﾂｼﾞ群集

ｱｶﾏﾂ-ﾕｷｸﾞﾆﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ群集

調査区中 13 区で，調査区 16 では管理後 7年間で 53 種の増加がみられた。この出現種数の

増加は，管理後 5年目まではほとんどの調査区でみられ，調査区 5，8，10 では植生遷移に 
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表 2-1-4 植生管理後の出現種と消失種（3調査区以上で出現した種のみ） 

生育環境 区数 生育環境 区数
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus D 10 ﾋｻｶｷ Eurya japonica F 4
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata D 10 ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora F 4
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora E 10 ﾂﾕｸｻ Commelina communis A 3
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura E 10 ﾖﾂﾊﾞﾑｸﾞﾗ Galium trachyspermum A 3
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata C 9 ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino  var. viridis B 3
ｺﾅﾗ Quercus serrata E 9 ｱｹﾋﾞ Akebia quinata C 3
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius A 8 ｱﾍﾞﾏｷ Quercus variabilis E 3
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides D 8 ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro C 3
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica E 8 ｸﾏﾔﾅｷﾞ Berchemia racemosa C 3
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica E 8 ﾋﾒﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro C 3
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis E 8 ﾋﾖﾄﾞﾘｼﾞｮｳｺﾞ Solanum lyratum C 3
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea B 7 ﾀﾝｷﾘﾏﾒ Rhynchosia volubilis C 3
ｽｽｷ Miscanthus sinensis B 7 ｵｵｶﾓﾒﾂﾞﾙ Tylophora aristolochioides C 3
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor B 7 ｲﾅｶｷﾞｸ Aster ageratoides var. semiamplexicaulis E 3
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius C 7 ｵｵﾓﾐｼﾞ Acer amoenum E 3
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda E 7 ｷﾝｷﾏﾒｻﾞｸﾗ Prunus incisa ssp. kinkiensis E 3
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium E 7 ｺﾏﾕﾐ Euonymus alatus  f. ciliato-dentatus E 3
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans E 7 ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii E 3
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras B 6 ﾀﾞﾝｺｳﾊﾞｲ Lindera obtusiloba E 3
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus C 6 ﾀﾝﾅｻﾜﾌﾀｷﾞ Symplocos coreana E 3
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda C 6 ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata E 3
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata C 6 ﾄｷﾜｲｶﾘｿｳ Epimedium sempervirens E 3
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica D 6 ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii E 3
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata E 6 ﾈﾑﾉｷ Albizia julibrissin E 3
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor E 6 ﾐﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ Lonicera gracilipes var. glandulosa E 3
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ Fraxinus sieboldiana E 6 ﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ Lonicera gracilipes E 3
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii E 6 ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi E 3
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis E 6 ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris E 3
ｵｶﾄﾗﾉｵ Lysimachia clethroides B 5 ﾔﾏﾎﾞｳｼ Benthamidia japonica E 3
ｽｲｶｽﾞﾗ Lonicera japonica C 5 ｼﾛﾀﾞﾓ Neolitsea sericea F 3
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens C 5 ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa F 3
ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum schinifolium D 5 ﾋｲﾗｷﾞ Osmanthus heterophyllus F 3
ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ Acer rufinerve E 5 ﾓﾐ Abies firma F 3
ｶｽﾐｻﾞｸﾗ Prunus verecunda E 5 ｱｷｸﾞﾐ Elaeagnus umbellata G 3
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa E 5 ｳﾂｷﾞ Deutzia crenata G 3
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata E 5 ｽｷﾞ Cryptomeria japonica G 3
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum E 5 （以下省略）
ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ Amelanchier asiatica E 5 230
ｻﾝｼｮｳ Zanthoxylum piperitum E 5 592
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata E 5
ｻｼﾞｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ Carpesium glossophyllum A 4
ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ Andropogon virginicus B 4
ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata C 4 生育環境 区数
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus C 4 ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor B 6
ﾉｲﾊﾞﾗ Rosa multiflora C 4 ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus D 5
ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum D 4 ﾀﾗﾉｷ Aralia elata D 5
ｲﾁﾔｸｿｳ Pyrola japonica E 4 ｵｶﾄﾗﾉｵ Lysimachia clethroides B 4
ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ Prunus grayana E 4 ﾋﾖﾄﾞﾘｼﾞｮｳｺﾞ Solanum lyratum C 4
ｶｷﾉｷ Diospyros kaki E 4 ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides D 4
ｸﾘ Castanea crenata E 4 ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum D 4
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens E 4 ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica D 4
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanax sciadophylloides E 4 ﾔﾏﾊｯｶ Rabdosia inflexa B 3
ﾀﾑｼﾊﾞ Magnolia salicifolia E 4 ｽｲｶｽﾞﾗ Lonicera japonica C 3
ﾁｺﾞﾕﾘ Disporum smilacinum E 4 ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata var. heterophylla C 3
ﾂﾙﾘﾝﾄﾞｳ Tripterospermum japonicum E 4 ﾋﾒｺｳｿﾞ Broussonetia kazinoki E 3
ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ Lindera glauca E 4 （以下省略）
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus F 4 120
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum F 4 193

A:人里，B:草原，C:林縁，D:先駆低木林，E:夏緑二次林，F:照葉樹林，G:その他

出現種 出現種（続き）

調査区数　計

調査区数　計

消失種
種名

種名種名

種数　計

種数　計

委ねた状況下で，管理後 8年目まで出現種数の増加が確認できた。出現種数の増加が落ち

着くのは，ある特定の植物が優占してくる時期とほぼ一致していた。また出現種数の増加

が落ち着いた後は，ほぼ横ばいで種数が維持された。  

(3)植生管理による出現種と消失種の特徴 

植生管理後に新たに出現した種（萌芽再生を除く）と消失した種を表 2-1-4 に示した。 
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図 2-1-2 生育環境区分ごとの調査区数の合計値 
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表中では，増加種数が 10 種未満の 7調査区を除く 13 調査区において，出現あるいは消

失した種の種名と生育環境区分，13 調査区中で該当する出現種あるいは消失種が含まれる

調査区の数を示しており，3 調査区以上で出現あるいは消失した種のみを示している。ま

た出現種と消失種の生育環境区分ごとの調査区数の合計値を図 2-1-2 に示した。 

出現した種数は 230 種であり，種ごとの調査区数を合計した調査区数の合計値は 592 種

であった。生育環境区分別の調査区数の合計値では，アカマツ，ヤマザクラ，コナラ，エ

ゴノキ，ムラサキシキブ，アオハダ，ウリカエデなどの夏緑二次林要素の種が最も多く，

次いでノブドウ，クマイチゴなどの林縁要素の種，ジャノヒゲ，ネズミモチなどの照葉樹

林要素の種，ススキ，ヤマハギなどの草原要素の種，アカメガシワ，タラノキ，カラスザ

ンショウなどの先駆低木林要素の種の順に多かった。また，兵庫県版デッドデータブック

（兵庫県 2003）に記載されているコウヤミズキやエビネ，エドヒガンなどの新たな出現や

開花が確認された。 

一方，消失した種は 120 種であり，調査区数の合計値は 193 種であった。生育環境区分

別の調査区数の合計値では，タカノツメやヒメコウゾなどの夏緑二次林要素の種やヤマハ

ギ，オカトラノオなどの草原要素の種，アカメガシワ，タラノキなどの先駆低木林要素の

種，ヒヨドリジョウゴなどの林縁要素の種が，多く消失していた。 

 生育環境区分別にみた，出現種の調査区数の合計値に対する消失種の調査区数の合計値

の割合（その他を除く）は，先駆低木林要素の種が最も高く 53％，人里要素の 40％，草原 
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図 2-1-3 下草刈りの時期と出現種数の変化（矢印は，下草刈りを実施した時期を示す）

要素の 37％の順に高かった。一方，出現種，消失種とも調査区数の合計値が最も大きかっ

た夏緑二次林要素の種では，割合は低く 25％であり，ついで照葉樹林要素の 26％，林縁要

素の 28％の順であった。 

(4)植生管理後の下草刈りによる植生変化 

植生管理後に実施した下草刈りによる植生変化を示したのが図 2-1-3 である。 

調査区 11，16 では，当初の植生管理の効果による出現種数の増加傾向が小さくなった時

点で下草刈りを行うことによって，ふたたび出現種数の増加がみられた。 

一方，調査区 1 では，当初の植生管理によっても出現種数の増加がみられず，4 年後に

ふたたび下草刈りを行っても効果は全くみられなかった。 
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3 考察 

(1)植生管理による亜高木層以下の植被率の変化 

 管理前と管理 1年後の植被率を比較すると，いずれの調査区とも亜高木層以下の植被率

の合計値が減少しており，全ての調査地点で亜高木層あるいは低木層，草本層の植被率の

低下がみられ，植生管理の実施によって，林内や林床の光環境が改善されたものと考えら

れる。 

(2)植生管理による出現種数の変化 

管理後 3年目までの調査結果（山崎ほか 2000）でも確認されたように，兵庫方式による 

植生管理を実施した多くの調査区において，管理後に出現種数の増加がみられた。また，

この効果は最低でも管理後 5年目までは継続されたこと，出現種数の増加が落ち着いた後

も急激に減少することがなかったことから，兵庫方式による植生管理は，種多様性を保全

するのに効果があると考えられる。 

ところで本研究では，単位面積当たりの出現種数をどれだけ確保すべきかの基準を設定

するまでには至っていない。宮脇・奥田（1990）は，夏緑二次林であるコナラ－アベマキ

群集の平均出現種数が約 54 種であることを示しており，この平均出現種数と本研究の植生

管理前のコナラ－アベマキ群集の出現種数（26 種～47 種）を比較すると，いずれも植生管

理前の出現種数が平均出現種数を下回っていた。このことから，種多様性を保全するため

の植生管理は必要不可欠であったとみなすことができる。しかしながら，この平均出現種

数は，広い地域での調査から得られた調査地ごとの出現種数を平均して算出した値である

ことから，今後は，対象地域ごとに詳細な植物相調査を行い，その地域の夏緑二次林にお

ける種組成を明らかにしたうえで，目標とする単位面積当たりの出現種数を設定する必要

がある。 

(3)出現種の増加が少ない調査区の特徴 

 調査区 1，2，3，4，9，14，18 の 7 区は，管理後 7～9年目の時点において管理前からの

増加種数が 10 種未満であった（表 2-1-3）。 

 調査区 1，2，9，14 はいずれも尾根筋や斜面上部に位置しており，植生管理前はアカマ

ツの枯損後にコシダが林床に高い被度で優占している状態であった。植生管理によってコ

シダは刈り取られたが，一度だけでの管理では直ぐにコシダが回復して優占し，仮に新た

に実生が出現しても被圧されて消失してしまうために，新たな出現種が少なかったものと

考えられる。 



第 2 章 第 1 節 

50 

 調査区 18 ではニホンジカによる食痕が多数確認された。高密度化したニホンジカが植生

に与える問題は全国各地から報告されており（例えば，高槻 2000），この調査区において

もニホンジカの影響で出現種数の増加が制限されたものと推察される。 

調査区 3，4は毎年の下草刈りを実施しており，新たな出現種がある一方で消失種も多く，

種数の増加にはつながらなかった。既往の研究では，下草刈り等の植生管理頻度が高いほ

ど，草本層の種多様性が高まる（根本ほか 1998）と言われており，今回の調査結果とは必

ずしも一致しない。しかし今回の場合，毎年下草刈りを実施している調査区 3，4で，消失

種が多くみられたことから判断すると，消失の原因は，下草刈りの攪乱に弱い種が生育出

来なくなること，頻度の高い下草刈り作業によって，新しく出現した種は踏み荒らされて

しまうことによるものと推察される。 

(4)植生管理による出現種と消失種の特徴 

夏緑二次林の主要構成種であり，目標とした夏緑型環境高林に最も望ましい種と考えら

れる夏緑二次林要素の種は，新たに出現する種が多く，そのうち消失する種は少ないこと

（図 2-1-2），さらに，兵庫県版レッドデータブックに記載されている，夏緑二次林要素の

貴重種の保全にもつながっていることがわかった。一方，夏緑二次林の主要構成種ではな

い人里要素や草原要素，先駆低木林要素の種は新たに出現する種が少なく，仮に出現して

も消失してしまう種が多いことがわかった。したがって，兵庫方式による植生管理は，よ

り夏緑二次林に相応しい構成種の割合を高めるのに効果的であることが明らかになった。 

(5)当初の植生管理後の維持管理作業 

調査区 11，16 では，当初の植生管理の効果による出現種数の増加が少なくなった時点で

下草刈りを行うことによって，ふたたび出現種数の増加がみられた（図 2-1-3）。先にも述

べたとおり，高頻度の下草刈りの実施は出現種数の増加につながらないことを考えあわせ

ると，ある特定の植物が優占し始め，出現種数の増加が鈍る時期を目安に下草刈りを行い，

年数で言うと，重松（1993）が指摘しているように，5～6年に 1回程度の下草刈りを行う

ことによって，種多様性はふたたび増加する可能性があると考えられる。 

一方，調査区 1 では，当初の植生管理によっても出現種数の増加がみられず，4 年後に

ふたたび下草刈りを行っても効果は全くみられなかった。調査区 1のように，コシダなど

特定の種が高い被度で優占している場合には，さらに頻度の高い下草刈りを行う必要があ

る。しかしながら，生育空間を創出するだけでは新たな植物種の侵入が困難で，種多様性

の増加が期待できない場合には，照葉人工林における種多様性を高める事例（服部ほか
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2003）を参考にして，地域性種苗によるアカマツやコナラ等の植栽によって，種多様性の

増加を図ることも必要と思われる。ただし，調査区 1は，コシダが優占していることから

もわかるように，乾燥した立地環境にあることから，この乾燥した条件が種多様性の増加

を制限している可能性もあり，仮に，頻度の高い下草刈りや地域性種苗の植栽を行ったと

しても，十分に種多様性が増加しないかも知れない。この点については，今後の課題とし

たい。 

また調査区 18 のように，ニホンジカの摂食害の影響がある場合には，鹿排除柵等を設置

するなどの植生を保護する手段を講じる必要がある。 

(6)高木層を対象とした植生管理の必要性 

当初の植生管理後も 5～6 年に 1 回程度の下草刈りによって，種多様性は増加する可能

性があるものの，2 回目の下草刈り後の増加割合は，当初の植生管理後の出現種数の増加

割合と比較して劣っていた（図 2-1-3）。また，夏緑型環境高林を目標とした兵庫方式の植

生管理では，林冠が閉鎖される傾向にあることから，特に高木樹種の成長は十分ではなく，

これら樹種の世代交代による更新の可能性は低いことが想定される。そこで，今後も継続

的に種多様性を保全し，あるいは天然更新も期待するのであれば，下層を対象とした下草

刈りのみに留まるのではなく，高木層に位置する林冠構成木の伐採等による除去を行い，

この除去によって高木樹種の若齢木の成長を促進させることが必要であろう。省力的に林

冠構成木を枯殺する方法については，次節（第 2章第 2節）で述べる。
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表 2-2-1 兵庫方式による植生管理実施後の残存個体（樹高 1.3ｍ以上） 

ha当たりの個体数 平均胸高直径 平均樹高

夏緑樹 ｺﾅﾗ Quercus serrata 600 23.2 14.9

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 800 2.0 2.6

ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ Fraxinus sieboldiana 100 2.1 3.0

ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 200 1.4 1.8

ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 100 7.9 7.7

照葉樹 ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 100 19.6 13.0

樹種名

第 2 節 ｢兵庫方式｣と高木の環状剥皮による植生管理との比較 
1 調査地と調査方法 

(1)調査地の概況 

調査地は，兵庫県姫路市打越のコナラを主体とした夏緑二次林で，表日本気候区（鈴木 

1962）に属し，比較的雨量が少なく温暖な地域である。地質は流紋岩類，海抜 110ｍで，

山腹平衡斜面の下部に位置し，斜面方位は北西向き，傾斜 23°である。 

階層構造は，高木層（高さ 15ｍ），亜高木層（10ｍ），低木層（7ｍ），草本層（0.5ｍ）

の 4層構造であった。高木層にはコナラとソヨゴがみられ，高木層構成種の平均胸高直径

は 22.7 ㎝，平均樹高は 14.6ｍ，1ha 当たりの立木密度は 700 本であった。 

(2)兵庫方式による植生管理の実施 

本調査地を含む一帯では，夏緑型環境高林を目標植生とし，種多様性保全を目的とした

里山林整備事業（兵庫県 1995，兵庫県 1998）が，兵庫県によって 1996 年 1 月～3 月に実

施された。事業で実施した植生管理では，低木層（高さ約 7ｍ）以下に位置していたソヨ

ゴやイヌツゲ，アセビ，ヒサカキなどの常緑広葉樹を中心に伐採を行った。管理後に残存

した個体数密度および残存した個体の平均胸高直径，平均樹高は，表 2-2-1 に示すとおり

である。 

(3)環状剥皮の実施 

兵庫方式による植生管理の実施後に，残存した高木層と亜高木層に位置するコナラ，ヤ

マザクラとソヨゴを対象に環状剥皮を実施した。30ｍ×30ｍの実験区を 3箇所設定し，そ

れぞれを実験区内に位置する亜高木層以上の全ての樹木を環状剥皮する区（以下，環状剥

皮区），兵庫方式による植生管理（高林管理）のみを実施する区（高林管理区）と，高林管

理と環状剥皮のいずれも実施しない対照区とした。 

環状剥皮は，1996 年 7 月に，地上部からの高さ 30-70 ㎝前後の形成層とその外側の部分

を，15～20 ㎝の幅で環状に剥ぎ取った（図 2-2-1）。萌芽能力は，根株の貯蔵デンプン量の 
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多い秋の終わりから冬にかけて伐採した方が，貯蔵デンプン量の少ない夏期の生育期間中

に伐採したものより成長が良い（菊谷 1953）との報告があることから，本研究の環状剥皮

においても，その剥皮時期は，萌芽の発生には適さない時期に属すると考えられる。 

環状剥皮を行った各樹種の平均樹冠幅は，コナラが 6.3ｍ，ヤマザクラが 5.6ｍ，ソヨゴ

が 4.7ｍであった。なお作業は，チェーンソー等の機械を用いず，鉈のみを用いて環状剥

皮を行った。作業に要した時間は，コナラ 1本当たり約 14 分で，100 ㎡当たりの環状剥皮

に要する経費を試算すると約 1,300 円であり，環状剥皮同様に，林冠構成木の除去が行え

る従来型の低林管理が，100 ㎡当たり 7,100～19,200 円を要するのに対し，安い経費で実

施可能であった。 

(4)現地調査 

30ｍ×30ｍの 3実験区の中心にそれぞれ 10ｍ×10ｍの調査区を設定し，この調査区内に

出現する植物種を対象とした植生調査，コナラ稚樹の本数と樹高の測定，相対照度の測定

を行った。 

植生調査は，高林管理前，環状剥皮直後および環状剥皮 1年後～7年後のいずれも 10 月

に，調査区ごとに階層区分を行い，階層ごとの高さと植被率を記録するとともに，階層別

に出現種ごとの被度％を記録した。 

コナラ稚樹の本数と樹高の測定は，環状剥皮直後の 1996 年 8 月にみられたコナラの当年

生稚樹を対象に個体識別を行い，剥皮後 7年目までの残存状況と樹高の測定を行った。 

相対照度は，高林管理前，環状剥皮前と環状剥皮 1 年後～7 年後までのいずれも 7 月の

曇天日に調査日を設定し，デジタル照度計（ミノルタ，T-1H）を用いて測定した。同一調

査区で 3回測定して相対照度を求め，その平均値を各調査区の相対照度とした。なお本研

図 2-2-1 コナラ(Quercus serrata)の環状剥皮（剥皮直後） 
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図 2-2-2 相対照度の変化 
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究では，草本層植生とコナラ稚樹の変化に着目したため，林内での測定位置は，いずれの

調査日とも草本層のすぐ上の位置とした。 

(5)植生データの解析 

種組成の変化を把握するために，新たな出現種の生育環境区分を解析した。生育環境区

分は，第 1章第 1節と同様に，宮脇ほか（1983），宮脇（1984），奥田（1997）を参考に総

合的な判断で行い，人里要素，草原要素，林縁要素，先駆低木林要素，夏緑二次林要素，

照葉樹林要素，その他要素の 6つに区分した。 

 

2 結果 

(1)環状剥皮後の樹木の状況と相対照度の変化 

相対照度の変化を示したのが，図 2-2-2 である。高林管理前では，各調査区とも，アセ

ビやイヌツゲ，ヒサカキなどの照葉樹が多く出現していたことから，草本層の相対照度は

低く，約 3％であった。高林管理の実施によって 24～28％の明るさとなり，その後，高林

管理区では，ほぼ 20％台で推移した。一方，環状剥皮区では，個体サイズの小さいヤマザ

クラとソヨゴが剥皮 2年後から枯れ始め，コナラも 3年後から枯れ始めた結果，剥皮 2年

後 32％，3 年後 49％，4 年後 71％と次第に明るくなり，5 年後以降は 80％台で推移した。

なお，環状剥皮を実施した樹木は，いずれの個体とも萌芽による再生がみられなかった。 
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(2)植被率の変化 

各調査区の種組成の経年変化は，付表 2-2-1～3 に示した。 

表 2-2-2 は，各調査区の階層別の植被率の経年変化を示したものである。高木層と亜高

木層の植被率は，環状剥皮区において，環状剥皮に伴う枯殺に伴い，剥皮 2～3年後から減

少した。一方，高林管理区では，7 年間ほぼ同様の植被率で推移した。次に，低木層と草

本層の植被率は，環状剥皮区と高林管理区において，高林管理による低木層以下の伐採に

伴い，環状剥皮前の時点で減少したが，その後は増加した。増加の割合は，環状剥皮区が

高林管理区を上回っていた。 

(3)出現種数の変化 

10ｍ×10ｍにおける種数の変化を示したのが，図 2-2-3 である。高林管理前の種数はい

ずれの調査区とも 35～38 種であった。環状剥皮区および高林管理区では，環状剥皮の有無

に関わらず，ほぼ同じような傾向で種数が増加した。剥皮 7年後の種数は，環状剥皮区，

高林管理区とも 71 種であった。一方，対照区の 7 年間の種数は，33～36 種でほとんど変

化がみられなかった。 

(4)新しく出現した種の生育環境区分 

高林管理および環状剥皮によって，7年間で新しく出現した種数は，環状剥皮区 44 種（途

中で消失した種を含む，以下同様），高林管理区 39 種，対照区 3種であった。図 2-2-4 は，

環状剥皮区と高林管理区で，新しく出現した種の生育環境区分別の割合を示したものであ 

る。高林管理区では，アオハダやイソノキ，エゴノキなどの夏緑二次林要素が 59.0％を占

め，次にアマヅル，クマヤナギ，ナガバモミジイチゴなどの林縁要素（17.9％），カゴノキ

やナナミノキなどの照葉樹林要素（10.3％），ススキやヒヨドリバナなどの草原要素（7.7％），

イヌザンショウやタラノキなどの先駆低木林要素（2.6％），チヂミザサ，ヘクソカズラな 

 

 

 

 

 

 

 

 

階層
高林

管理前
環状剥
皮直後

剥皮
1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後

75 75 75 75 65 40 5 0 0

70 70 70 75 75 75 75 75 75

5 5 5 2 0 0 0 0 0

8 8 8 8 8 8 8 10 10

80 35 35 40 45 55 55 60 60

75 40 40 40 40 45 45 50 50

50 25 25 30 35 40 55 65 75

55 30 30 35 40 45 45 50 50

  （上段：環状剥皮区，下段：高林管理区）

高木層

亜高木層

低木層

草本層

表 2-2-2 階層別の植被率の経年変化（対照区を除く） 
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図 2-2-3 出現種数の経年変化 
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どの人里要素（2.6％）の順に多かった。また環状剥皮区では夏緑二次林要素が 54.5％を

占め，次に草原要素（11.4％），先駆低木林要素（11.4％），林縁要素（9.1％），照葉樹林

要素（9.1％），人里要素（4.5％）の順に多かった。高林管理区で，夏緑二次林要素と林縁

要素の種の割合が，環状剥皮区と比較して少し多くなる傾向がみられたものの，全体的に

はほぼ同様の傾向を示した。 

(5)草本層植生の被度の変化 

調査期間中に草本層に出現した種で，被度 5％以上で出現した林縁要素のナガバモミジ

イチゴ，夏緑二次林要素のクロモジ，コウヤボウキ，コガクウツギ，ヤブムラサキ，照葉

樹林要素のソヨゴ，ヒサカキの 7種を対象に，環状剥皮前と剥皮後 7年間の被度パーセン



第 2 章 第 2 節 

57 

表 2-2-3 草本層に出現した種の被度％の経年変化    

（期間中に，被度 5％以上で出現した種のみ，対照区を除く） 

生育環境
区分

環状
剥皮前

剥皮
1年後

2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後

林縁 ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 0.5 2 4 5 7 25
  0.5 2 5 7

ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 1 1 2 3 3 7 12 15
0.1 0.1 1 1 1 1 2 7

ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 20 20 15 15 10 5 5 1
25 25 25 25 25 25 30 30

ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ Hydrangea luteo-venosa 0.5 0.5 2 3 3 4 5 5
0.1 0.2 1 1 2 2 4 5

ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis   0.5 1 1.5 3 7
0.1 0.1 0.5 2 2 2 4

照葉樹林 ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 2 2 2 2 2 3 3 5
2 2 2 2 3 3 3 3

ﾋｻｶｷ Eurya japonica 0.5 1 1 1 2 3 5 5
0.5 0.5 1 1 1 1 2 2

（上段：環状剥皮区，下段：高林管理区）

種名

夏緑
二次林

トの変化を示したのが表 2-2-3 である。ナガバモミジイチゴは，環状剥皮区で被度パーセ

ントの増加がみられ，剥皮 7 年後の被度パーセントは，高林管理区の 7％に対して，25％

を占めていた。またクロモジが，剥皮 7 年後に，高林管理区で 7％に対して，環状剥皮区

15％であった。一方，コウヤボウキは，環状剥皮区で被度パーセントの減少がみられ，剥

皮 7年後の被度パーセントは，高林管理区が 30％を占めていたのに対して，環状剥皮区で

は 1％であった。コガクウツギ，ヤブムラサキ，ソヨゴ，ヒサカキは，環状剥皮区，高林

管理区とも，ほぼ同様の傾向を示し，剥皮 7 年後の被度パーセントは，いずれも 5％前後

であった。 

(6)コナラ稚樹の残存率 

剥皮直後に観察したコナラ当年生稚樹の個体数を基準とし，剥皮後 7 年間の残存率の変

化を示したのが図 2-2-5 である。剥皮直後の当年生稚樹は，環状剥皮区が 0.69 本／㎡，高

林管理区が 0.54 本／㎡，対照区が 0.15 本／㎡であった。剥皮後の残存率は対照区で著し

く減少し，7年後で 6.7％であった。一方，環状剥皮区では徐々に残存率が低下し，7年後

の生存率が 72.5％，高林管理区で 35.2％であった。 

(7)コナラ稚樹の樹高成長 

 コナラ稚樹の樹高成長を示したのが図 2-2-6 である。環状剥皮区では，剥皮 4年後まで

は樹高成長がほとんどみられず，高林管理区の樹高成長とほぼ同程度であったが，相対照

度が 80％以上となる 5年後以降で，成長が良好になる傾向がみられ，剥皮 7年後の平均樹

高は 40.2 ㎝であった。一方，高林管理区および対照区で樹高成長は小さく，7年後の平均

樹高は，それぞれ 16.4 ㎝，8.7 ㎝であった。 
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図 2-2-6 コナラ稚樹の樹高成長 

5

15

25

35

45

剥
皮

直
後

剥
皮

1年
後

2年
後

3年
後

4年
後

5年
後

6年
後

7年
後

樹
高
・
㎝

環状剥皮区

高林管理区

対照区

図 2-2-5 コナラ稚樹の残存率の変化（剥皮直後を 100 とする） 
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3 考察 

(1)環状剥皮による光環境の変化と種多様性 

高木を対象とした環状剥皮では，相対照度が徐々に高くなり，急激な光環境の変化を緩

和することができた（図 2-2-2）。皆伐による植生管理では，アカメガシワやカラスザンシ

ョウ，タラノキなどの先駆低木林要素の種が最も増加する傾向がみられた（第 1章第 2節；

山瀬 2000a）が，環状剥皮による管理では，緩やかな光環境の改善によって，夏緑二次林

要素の種の増加が最も多くなる傾向がみられた（図 2-2-4）。皆伐による植生管理では，萌

芽能力の大きい特定の樹種が優占してしまう傾向がみられ（第 1 章第 2 節；山瀬 2000b），

さらに植物の生育空間が急激に成長の早い樹種で占められることから，発生する植物種の

数が減少してしまうことが指摘されている（神奈川県 1995）。環状剥皮による管理では，

緩やかに光環境が改善されることから，特定の樹種のみが優占するのを抑制することがで

きるとともに，高林管理と同様に，夏緑二次林要素の種を主体とした種多様性を確保でき

る可能性が示唆された。 

(2)環状剥皮による天然更新の可能性 

環状剥皮による植生管理では，コナラ稚樹の残存率が高く，光環境の改善とともに樹高

成長も良好になる傾向がみられた。これらの結果は，高林管理のみでは得られない十分な

光環境を得ることができること，皆伐による管理と異なり，植物の生育空間が急激に成長

の早い樹種で占められる可能性は低いことが原因と考えられる。しかしながら，環状剥皮

による管理においても，草本層に出現する林縁要素のナガバモミジイチゴが，剥皮 7年後

に比較的高い被度となっていることから，現存するコナラ稚樹の成長を促進するためには，

特定の優占種の動向を観察しながら，今後，これらの種を対象とした選択的下草刈りを実

施する必要がある。 

コナラ稚樹の更新を目的とした環状剥皮の実施面積については，ギャップ形成時に半径

5ｍ以下のギャップ（≦90 ㎡）は上層木化の場として不適であること（Hibbs 1982），林内

におけるコナラ稚樹の分布は，サイズの大きなギャップ（≧70 ㎡）に依存していること（Abe 

et al 1995），ギャップは成立後速やかに閉鎖する傾向にあることから，少なくとも 100

㎡以上の面積を確保する必要があると思われる。 

なお，今回の剥皮直後の 8月に観察した時点では，稚樹の個体数は少なめであったが，

これは，当年生稚樹の残存率は 6～9 月にかけて減少する（鈴木・久野 1993）ことから，

本研究では，当年の始めよりも残存率が低下した時点から観察を開始したためと思われる。 
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一般的にコナラの萌芽能力は幼齢林で高く，伐根直径 20～30 ㎝以上，樹齢 40～45 年以

上になると，萌芽枝が発生せずに枯死する切株の割合は増加すること（韓・橋詰 1991）が

指摘されている。本研究で対象とした夏緑二次林もまた，コナラの平均胸高直径 23.2 ㎝で

樹齢約 50 年であった。燃料革命以降に放置された夏緑二次林は，本研究で対象とした夏緑

二次林と同様，主要な構成種であるコナラは樹齢が高いために，こうした夏緑二次林では，

かつての伝統的な萌芽再生による更新は，困難であることが予想される。こうした夏緑二

次林でコナラによる更新を行うためには，実生更新が有力であり，今回の環状剥皮による

林冠構成木の枯殺は，実生更新を促進する技術としても優れているものと考えられる。 

(3)環状剥皮による枯殺法の問題点と利点 

環状剥皮による林冠構成木の枯殺の問題点は，一時的に高木や亜高木の立ち枯れの景観

が発生する，倒木の危険性を伴う、材は利用されない点である。またこの管理手法では，

樹体の重量が軽くなっているために，環状剥皮後の伐採は危険を伴う場合が多いので，基

本的に自然枯損し朽ちるまで放置するのが望ましい。これらのことから，環状剥皮による

植生管理は，人目につきにくい場所や急傾斜など機械を用いた作業が困難な場所で，有効

であると考えられる。 

環状剥皮による植生管理の利点は，作業が容易であること，経費を低く抑えることがで

き，省力化にもつながることである。この利点に伴い，市民ボランティアによる管理も可

能になることから，結果として一般市民の生物多様性の保全への関心を高めることにもつ

ながるものと期待される。さらに，緩やかに光環境が改善されることから，夏緑樹林要素

の種を主体とした種多様性の保全や，実生更新を促進し，世代交代を図る更新技術として

も優れているといった利点がある。 

今後，環状剥皮による枯殺法のこうした特徴と，それぞれの管理対象地における利用面

や景観面，労力面などの条件を考慮した上で，皆伐や択伐などの他の手法と組み合わせて

多様な植生管理を実施することで，放置されている夏緑二次林の管理の拡大につながるも

のと思われる。 
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結論 

 第 2 章では，兵庫方式による植生管理の有効性について，種多様性の保全の観点から検

討を行い，夏緑二次林の構成種を中心とした種多様性の保全効果が高いことを明らかにし

た（山瀬ほか 2005，山瀬 2005，山瀬 2007）。また，出現種の増加が少ない理由を明らかに

するとともに，種多様性を維持・保全するのに必要な維持管理は，5～6年に 1回程度の選

択的下草刈りであることを実験的に明らかにした（山瀬ほか 2005，山瀬 2005，山瀬 2007）。 

兵庫方式による植生管理の問題点として，林の若返りが図れない点に着目し，環状剥皮

による植生管理が，種多様性の保全効果も高く，高木樹種の世代交代による更新を図る技

術としても期待できることを明らかにした（山瀬 2004）。またこの手法は，市民ボランテ

ィアによる植生管理手法としても可能であることから，一般市民の生物多様性保全の関心

を高めることにもつながるものと考えられた。 
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第 3 章 植生管理前の植生条件に関する考察 

序論 

共同研究会「撤退の農村計画」（林ほか 2007）では，農村地域からの積極的な撤退とい

う新しい目標を掲げて，過疎地の住民の生活と共同体を守り，地域の環境の持続性を高め

るために，居住地，資金，労力を戦略的に再配置（再構築）することが議論されている（林

ほか 2008）。農村地域の夏緑二次林についても，すべての夏緑二次林を保全するのが現実

的でない状況下で，植生管理による保全効果の高い夏緑二次林が，優先的に管理されるべ

きと考えられる。したがって，より効率的に夏緑二次林が保全できる区域を明らかにする

ことが重要になる。 

そもそも複雑な生態系を対象とした植生管理の効果や影響は，不確実性を伴う。そこで

管理実施後の植生変化を検証することが重要になってくる。植生変化のうち，種多様性や

種組成の変化については，土壌や過去の植生状態（Brunet et al. 1997）や，管理形態の

違い（畠瀬ほか 2006，第 1章第 2節；山瀬 2006），常緑植物の増加による林床の光環境の

変化（斉藤ほか 2003）が関係していることが指摘されている。 

効率的に夏緑二次林を保全するためには，植生管理前の植生状態を知ることで，管理後

の保全効果を予測できる技術が必要である。しかし，植生管理前の状態が，管理後の植生

変化に及ぼす影響を考察した報告は皆無である。また，管理後の植生変化のうち，群落構

造の変化を把握することは，植生管理の長期的な計画を立てるのに重要であるにも関わら

ず，管理後に，長期間が経過した群落構造の変化を考察した報告は，ほとんどみられない。 

放置され自然遷移に委ねられた夏緑二次林は，潜在自然植生に向かって遷移しており，

東北地方や内陸部を除く大部分は照葉樹林域に位置していることから，長期的には照葉樹

林化する（服部ほか 1995）。照葉樹林化に伴う常緑植物の増加は，夏緑二次林の種多様性

の低下を招き（松村ほか 2007），照葉樹林化に伴い成立する照葉樹林は，原植生の種多様

性の高い照葉樹林に戻るのではなく，夏緑二次林内に生育していたヒサカキ，アラカシ，

ヒイラギ，ネズミモチ，ソヨゴなどのわずかな常緑広葉樹によって構成されるきわめて単

純な種組成を有する照葉樹林へと遷移し，相観的には照葉樹林化しても種組成的にはきわ

めて貧弱な樹林にしかならない（服部ほか 1995）ことが指摘されている。 

そこで第 1節では，植生管理前の植生状態として，常緑広葉植物の生育状態の違いに着

目し，常緑広葉植物量が異なる 3箇所のコナラ－アベマキ群集において，第 2章で取り上

げた兵庫方式による植生管理を実施した後，管理 11 年後に林床に成立した群落構造を比較
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し，成立した群落構造と，管理前の常緑広葉植物量，管理後に侵入し定着した各植物の成

長，および林内環境の変化との関係を解析した。 

次に，第 1 章第 2 節で検討した皆伐による植生管理手法を再度取り上げる。P.49「(6)

高木層を対象とした植生管理の必要性」でも述べたとおり，皆伐による植生管理は，照葉

樹林化を阻止して長期的に種多様性を保全するとともに，高木樹種の世代交代による更新

を図る手法としては可能性が高いと考えたからである。また高林の皆伐は，燃料革命以降

に一斉に放置されたために生じている，二次林の林齢構成の偏りの解消にもつながること

が期待できる。そこで植生管理前の常緑広葉植物量と構成種の樹齢が，皆伐後の萌芽能力

や群落構造に及ぼす影響を検討する。 

皆伐後は，実生や萌芽の発生によって二次林が再生するが，萌芽は，地上部に残存する

根茎の貯蔵養分を利用して成長できる（Bellingham and Sparrow 2000）ため，実生に比べ

て一般に成長が速い（Bond and Midgley 2001），重要な更新材料であることが指摘されて

おり，ブナ二次林（紙谷 1986）やミズナラ二次林（小谷 2005），照葉二次林（伊藤 1996）

での再生過程の研究が行われている。また，萌芽能力は若齢期に旺盛で，高齢林では株直

径が大きくなるほど衰えることが報告されている（橋詰 1994，谷本 1990）。このように樹

種別の萌芽能力についてはいくつかの報告がみられるものの，萌芽再生によって構成され

る群落構造の変化に着目した研究は少なく，冷温帯の夏緑二次林で，最適な伐期を越えて

伐採された場合に，萌芽由来の高木樹種の相対的優占度は，ブナで低下しミズナラで増加

する可能性を示した研究（紙谷 1986）や，照葉二次林での伐採後の群落構造の発達過程に

言及した研究（井藤ほか 2008）がみられる程度である。 

そこで第 2節では，コナラが優占する暖温帯の夏緑二次林において，かつての皆伐によ

る植生管理が継続された結果，常緑広葉植物量が少なく，樹高の高くなる前に短い伐期で

伐採される低林（伐採周期 10～15 年）と，植生管理が行われずに植生遷移に委ねられてい

た結果，常緑広葉植物量が多く，樹高の高い樹木で構成される高林（伐採周期約 50 年）を

皆伐し，皆伐前後に優占する主な高木樹種の萌芽能力を比較し，夏緑二次林の皆伐後に成

立し得る群落構造を明らかにすることを試みた。さらに得られた結果から，照葉樹林化を

阻止し，夏緑高木樹種の世代交代による更新を目的とした夏緑二次林での皆伐が，植生管

理前の常緑広葉植物量や構成種の樹齢によって，その効果がどのように異なるかを検討し

た。
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第 1 節 管理前の常緑広葉植物量が「兵庫方式」後の群落構造に及ぼす影響 

1 調査地と調査方法 

(1)調査地の概況 

 調査地は，兵庫県が 1996 年 12 月～1997 年 3 月にかけて里山林整備事業を実施した，赤

穂市周世（以下，赤穂とする），神崎郡市川町下牛尾（市川），篠山市今田町上立杭（篠山）

のコナラ－アベマキ群集である。 

 3 調査地とも，概ね表日本気候区（鈴木 1962）に属するが，市川と篠山の調査地は内陸

型の影響を受け，赤穂調査地よりも気温は低く，降水量が多いのが特徴である。地質はい

ずれの調査地とも流紋岩，海抜は 130～260ｍ，方位は N50W～S40W，傾斜は 13～25°の範

囲である。 

(2)植生管理の内容 

 兵庫方式による植生管理では，種多様性を阻害すると考えられる種の選択的除去を基本

に実施しており，①アカマツ，コナラ，アベマキ，ヤマザクラ，アカシデなどの林冠構成

種による高林を目標とし，②亜高木層，低木層，草本層に密生しているヒサカキ，アラカ

シ，ソヨゴ，ネズミモチなどの常緑広葉樹の伐採，③林冠を被い，樹幹を締めつけている

フジなどのツル植物の伐採，④林床に繁茂しているネザサ，コシダ，ウラジロの刈り取り，

⑤松枯れなどによる枯死木の除去，を行っている（兵庫県 1998）。なお，当初の植生管理

後は手を加えず植生遷移に委ねた状態で，その後の植生変化を調査した。 

(3)調査方法 

（ⅰ）植物社会学的調査 

 各調査地に設定した 10ｍ×10ｍの調査区において，植生調査を実施した。植生調査は，

植物社会学的調査方法（Braun-Blanquet 1964）に基づいて，階層区分を行った後に階層ご

との高さと全植被率を記録し，階層ごとに出現した全ての種を記録した。出現種の被度に

ついては，被度％を目測により測定した。被度の測定にあたり，被度が 0.01％未満である

場合は，その被度を 0.01％として記録した。植生調査は，植生管理前の 1996 年 7 月～11

月と，管理後 1年目の 1997 年，1998 年（2年目），1999 年（3年目），2001 年（5年目），

2003 年（7年目），2004 年（8年目），2006 年（10 年目）および 2007 年（11 年目）の 7月

～8月に実施した。 

（ⅱ）毎木調査 

 前述の調査区で，樹高 1.3ｍ以上の木本種を対象にその種名，樹高および胸高直径を測
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定した。調査は 1996 年 7 月～11 月（植生管理前）と 1997 年 4 月（管理直後），2007 年 8

月に実施した。さらに樹高 1.3ｍ未満のすべての樹木種を対象に，2007 年 8 月にその種名

と樹高を測定した。 

（ⅲ）林内環境調査 

 各調査区の林内の光環境を把握するために，相対照度を測定した。照度は，植生管理後

1年目の 1997 年と，2001 年（5年目），2006 年（10 年目）のいずれも 8月の曇天日に調査

日を設定し，デジタル照度計（ミノルタ，T-1H）を用いて測定した。同一の調査区で 3回

測定して相対照度を求め，その平均値を各調査区の相対照度とした。本研究では，草本層

に成立した樹木種に着目したため，林内での測定位置は，いずれの調査日とも草本層のす

ぐ上の位置とした。 

また，各調査地の土壌水分条件を把握するために，土壌表面（地表 6 ㎝）の体積含水率

を，ADR 法土壌水分計（DIK-312A，大起理化工業株式会社）を用いて測定した。測定は，

晴天日が 3 日以上続いた 2007 年 8 月に，1 調査区あたり 25 地点で測定し，その平均値を

算出した。 

（ⅳ）植生データの解析 

調査地ごとに生活形別の植物量を把握するために，既存の研究（松村ほか 2007）を参考

に，調査区内に生育する各階層の夏緑植物（夏緑高木＋夏緑低木），常緑広葉植物（常緑広

葉高木＋常緑低木），常緑針葉植物（常緑針葉高木）ごとの被度％を積算した。 

 

2 結果 

(1)生活形別の積算被度と基底断面積合計量の変化 

 各生活形別に積算被度％を合計したのが，表 3-1-1 である。なお，生活形の判定は，宮

脇ほか（1994）を参考に区分した。夏緑植物の積算被度は，植生管理前は赤穂＞篠山＞市

川の順に高く，植生管理の際には残存対象となったことから，管理後 1年目の積算被度は

管理前とほとんど変化がなく，管理後 11 年目では 1年目と比較して，赤穂が 16.50％，市

川が 22.87％，篠山が 31.06％の積算被度の増加がみられた。常緑広葉植物は，管理前は赤

穂，市川と比較して篠山が低かった。管理後 1 年目は管理の伐採対象となったことから，

いずれの調査地とも著しく減少した。管理 11 年目は赤穂が 43.13％と最も高く，次いで市

川の 25.45％，篠山の 11.65％であった。また，管理前の常緑針葉植物は，高木層にアカマ

ツが位置していた市川と篠山で高く，アカマツがみられなかった赤穂で低かった。 
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赤穂 155.97注1) 158.18 162.82 171.48 172.45 175.27 175.55 174.60 174.68
155.00注2) 0.97注3) 156.00 2.18 159.60 3.22 168.00 3.48 168.10 4.35 165.10 10.17 160.00 15.55 158.00 16.60 159.00 15.68

85.62 4.58 4.85 11.36 20.84 31.75 34.56 40.12 43.13
81.10 4.52 0 4.58 0 4.85 4.00 7.36 10.00 10.84 17.00 14.75 18.00 16.56 20.00 20.12 20.00 23.13
2.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市川 118.96 116.89 118.04 118.19 126.66 131.15 137.62 139.77 141.83
112.50 6.46 109.00 7.89 109.00 9.04 109.50 8.69 117.00 9.66 117.50 13.65 118.00 19.62 120.00 19.77 121.00 20.83
77.23 6.17 7.68 8.71 13.71 16.99 20.80 23.20 25.24
76.00 1.23 6.00 0.17 6.00 1.68 7.00 1.71 8.00 5.71 9.00 7.99 12.00 8.80 14.00 9.20 14.00 11.24
10.01 0.02 0.02 0.07 0.08 0.17 0.09 0.22 0.22
10.00 0.01 0 0.02 0 0.02 0 0.07 0 0.08 0 0.17 0 0.09 0 0.22 0 0.22

篠山 137.49  135.20  139.14 144.14 151.06 151.20 163.75 166.13  166.26
130.75 6.74 127.35 7.85 128.55 10.59 126.10 18.04 138.50 12.56 126.50 24.70 143.00 20.75 132.50 33.63 132.50 33.76
30.54  3.76  4.71 4.46 5.92 9.55 10.05 11.62  11.65
17.80 12.74 0 3.76 0 4.71 1.00 3.46 2.00 3.92 3.00 6.55 3.00 7.05 3.00 8.62 3.00 8.65
10.70  0.02  0.01 0.02 0.02 0.04 0.08 0.11  0.11
10.70 0 0 0.02 0 0.01 0 0.02 0 0.02 0 0.04 0 0.08 0 0.11 0 0.11

注1)は全階層の合計値，注2)は低木層以上の合計値，注3)は草本層のみの積算被度％を示す

常緑広葉
植物
常緑針葉
植物

夏緑植物

常緑広葉
植物
常緑針葉
植物

夏緑植物

常緑広葉
植物
常緑針葉
植物

5年目 7年目整備前 1年目 2年目 3年目 11年目

夏緑植物

8年目 10年目

表 3-1-1 各調査地の生活形別積算被度の変化  

 

 

 

 

 

 

生活形別の基底断面積合計量（ただし，樹高 1.3ｍ以上の樹木種が対象）でみると，植

生管理前の常緑広葉植物は，赤穂で 730.3 ㎝ 2と最も多く，次いで市川の 688.1 ㎝ 2，篠山

の 413.7 ㎝ 2であった。管理直後から管理後 11年目の変化は，赤穂が 4.9 ㎝ 2→244.9 ㎝ 2，

市川が 39.6 ㎝ 2→151.4 ㎝ 2，篠山が 0.8 ㎝ 2→3.6 ㎝ 2であり，3調査地とも，植生管理の

伐採対象となって常緑広葉植物量が著しく減少しているものの，管理後の増加程度は，管

理前の常緑広葉植物量が多かった赤穂，市川の順で大きかったのに対し，篠山では顕著に

小さかった。 

(2)林内環境の変化 

 植生管理後 1 年目の相対照度は，赤穂が 30％，市川が 31％，篠山が 35％で，ほぼ同程

度の光環境の改善であった。その後の相対照度の変化は，赤穂が 8％（5年目）→1％（10

年目），市川が 19％→5％，篠山が 26％→15％であり，赤穂の光環境の悪化が著しい一方，

篠山の光環境の変化は緩やかであった。 

 また，管理後 11 年目の体積含水率は，赤穂が 12.9±4.5％vol，市川が 14.4±3.6％vol，

篠山が 11.4±2.3％vol であり，3調査区の間で統計的に有意の差はみられなかった（Tukey

法，ｐ＞0.05）。 

(3)植生管理 11 年後における生活形別の群落構造 

 植生管理 11 年後に成立した樹木種の群落構造の特徴を明らかにするために，生活形別に

集計した樹高階分布を，図 3-1-1 に示した。なお今回の目的は，植生管理の影響を把握す

ることであることから，植生管理前に樹高 1.3ｍ以上ですでに生育し，管理の伐採対象と

ならなかった個体は，今回の解析の対象外とした。つまり，今回の解析対象は，植生管理

で伐採対象となった樹木種から萌芽によって再生した個体，および新たに実生発芽した個

体と，植生管理前に樹高 1.3ｍ未満で成立し，かつ伐採対象とならなかった一部の個体で

ある。 
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図 3-1-1 植生管理 11 年後の林床に成立した群落構造の生活形別の樹高階分布 

 成立した群落構造を生活形別にみると，夏緑高木は，篠山で最も個体数が多く個体サイ

ズも大きく，次いで，市川，赤穂の順であった。夏緑低木も，篠山で最も個体数が多くそ 

のサイズも大きかった。市川と赤穂では，個体サイズはほぼ同程度であったが，個体数は 
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表 3-1-2 主な樹木種の出現時期と個体数，平均樹高 

生活形 種名 出現時期 個体数 平均樹高･㎝ 注) 出現時期 個体数 平均樹高･㎝ 注) 出現時期 個体数 平均樹高･㎝ 注)
夏緑高木 ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanax sciadophylloides － 0 － - 管理前 92 9.6 a 3年目 36 28.9 b
夏緑高木 ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 管理前 166 11.9 a 管理前 131 6.9 a 1年目 56 18.4 b
夏緑高木 ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 1年目 5 9.8 a 管理前 15 11.2 a 管理前 91 28.8 b
夏緑高木 ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 3年目 3 8.7 a 2年目 22 8.9 a 3年目 36 20.3 b
夏緑高木 ｺﾅﾗ Quercus serrata 1年目 7 8.7 2年目 2 5.5 - 1年目 33 9.9
夏緑高木 ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ Fraxinus sieboldiana － 0 － - 1年目 5 7.5 1年目 51 10.8
夏緑高木 ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 11年目 3 3.3 3年目 56 12.9 3年目 5 10.4

夏緑低木 ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 2年目 1 12 - 3年目 47 6.3 a 2年目 37 18.8 b
夏緑低木 ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 1年目 6 16.7 a 管理前 12 14.3 a 管理前 159 41.6 b
夏緑低木 ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 3年目 2 14.0 - 1年目 16 12.8 a 1年目 42 52.4 b
夏緑低木 ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 管理前 14 15.1 a 管理前 31 14.8 a 管理前 180 28.8 b

常緑広葉高木 ｱﾗｶｼ Quercus glauca 管理前 39 40.3 管理前 2 14.5 - 11年目 1 5 -

常緑低木 ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 管理前 4 30.3 1年目 11 37.8 管理前 31 32.4
常緑低木 ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 1年目 2 17.5 - 管理前 13 13.3 a 管理前 51 44.1 b
常緑低木 ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 1年目 7 20.1 2年目 73 19.7 a 管理前 79 34.2 b
常緑低木 ﾋｻｶｷ Eurya japonica 管理前 57 27.1 管理前 119 18.8 管理前 120 25.5

その他 22種143個体 29種219個体 36種185個体
合計 459 18.4 866 13.6 1193 28.3

市川赤穂 篠山

注)3調査区間の比較はTukey-kramer法，1調査区当りの個体数が少なく（ - で示す調査区），2調査区間の比較はt-testを実施。異なる記号間には，5％水準で有意差
があることを示す。

市川の方が多かった。常緑広葉高木は，篠山，市川と比較して，赤穂で，主にアラカシの

出現によって，最も個体数が多く個体サイズも大きかった。常緑低木は，個体数は篠山と

市川で多かったものの，個体数が少なかった赤穂においても，そのサイズは比較的大きい

個体がみられた。常緑針葉高木はほとんどがアカマツで，赤穂では出現せず，市川と篠山

でみられたものの，その個体サイズは概して小さかった。 

(4)主な樹木種の出現時期と個体数，平均樹高 

 植生管理 11 年後に成立した群落構造を構成する樹木種は，赤穂が 38 種 459 個体，平均

樹高 18.4 ㎝，市川が 45 種 866 個体，13.6 ㎝，篠山が 52 種 1193 個体，28.3 ㎝であり，構

成種数と個体数は篠山＞市川＞赤穂の順に多く，平均樹高は篠山＞赤穂＞市川の順に高か

った。 

そこで，赤穂，市川，篠山の 3調査地のうち，1調査地以上で 30 以上の個体数がみられ

た 16 種（夏緑高木 7種，夏緑低木 4種，常緑広葉高木 1種，常緑低木 4種）に着目し，そ

の樹木種ごとの出現時期と個体数，平均樹高を示した（表 3-1-2）。なお出現時期は，その

樹木種が各調査区内に最初に出現した時期を示すものであり，11 年後の時点で生育してい

た個体の侵入時期を示すものではない。個体数が比較的多くみられた 16 種の樹木種の出現

時期は，管理前～3 年目と比較的早い時期に出現する傾向がみられ，すなわち夏緑高木の

タカノツメ，ヤマウルシ，アオハダと，夏緑低木のウリカエデ，コツクバネウツギ，コバ

ノミツバツツジ，コバノガマズミ，常緑低木のイヌツゲは，種子供給の時期がいずれの調

査地ともほぼ同じ時期であったと推察されるが，11 年後の平均樹高は，赤穂，市川と比較

して，篠山が有意に高かった（Tukey-kramer 法，ｐ＜0.05）。 
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3 考察 

(1)常緑広葉植物量と林内環境との関係 

 植生管理前の常緑広葉植物が少なく，管理後の常緑広葉植物の増加程度が少なかった篠

山で，光環境の変化が小さかった。一方，管理前の常緑広葉植物が多く，その増加程度が

大きかった赤穂で，光環境の悪化が著しかった。これらのことから，管理前に常緑広葉植

物が多い場所では，成長に有利な萌芽再生によって，管理後も常緑広葉植物の増加程度が

著しくなる可能性が高く（第 1 章第 2 節，山瀬 2006），十分な光環境の改善にはつながら

なかったものと推察された。 

(2)光環境と林床の群落構造との関係 

光環境の変化が小さかった篠山で，夏緑植物の個体数が多くみられ，その個体サイズも

大きい傾向がみられた。これら夏緑植物の多くは，種子供給の時期がほぼ同じ時期であり

ながら，その樹高成長は，光環境の良好な篠山で，より成長量が大きかったことから，管

理後の光環境が，管理後に成立する群落構造に大きな影響を与えているものと考えられた。

管理放棄に伴う常緑植物の増加による光環境の悪化によって，種多様性の減少と種組成の

変化が起こることが指摘されている（松村ほか 2007）が，本研究から，管理後の常緑広葉

植物の増加程度が，管理後の光環境に影響を与え，管理後に再生する群落構造にも影響を

与えていることが明らかになった。 

(3)植生管理後の維持管理 

植生管理後に再生する常緑広葉植物量が，管理後の群落構造の発達に影響を与えること

が示唆されたことから，植生遷移が進行し常緑広葉植物が増加した夏緑二次林や，本研究

の赤穂のように，常緑広葉高木のアラカシなどの遷移後期種が侵入し，定着しやすい条件

にある夏緑二次林において，種多様性を高め，群落構造の発達を促すためには，当初の植

生管理後の維持管理として，常緑広葉植物のより頻度の高い選択的な刈り取りが必要であ

る。このことから，管理前の常緑広葉植物量が少ない場所で植生管理を実施した方が，得

られる管理効果はより高いと考えられる。 

また，管理前の常緑広葉植物量が著しく多く照葉樹林化が進行している場合には，兵庫

方式による植生管理を実施し，その後の頻度の高い維持管理を実施しても，種多様性の保

全は十分に高まらない可能性がある。このような場合には，皆伐による植生管理を検討す

る必要があり，この植生管理については，次節（第 3章第 2節）で検討する。
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第 2 節 常緑広葉植物量と樹齢が皆伐後の群落構造に及ぼす影響 

1 調査地と調査方法 

(1)調査地の概況 

 調査は，中国山地の南東部に位置する兵庫県宍粟市一宮町東河内（以下，一宮とする）

の低林と，兵庫県宍粟市山崎町五十波（山崎）の高林の各 1林分を対象に行った。一宮は

標高 470ｍ，方位 S，傾斜 13°，山崎は標高 200ｍ，方位 S10E，傾斜 28°であり，一宮は

山崎の北東約 12.5km（直線距離）離れた場所で，いずれも暖温帯のシイ，カシ類を中心と

する照葉樹林域（宮脇 1984）に位置している。概ね瀬戸内気候地域に属するが，内陸型の

影響を受け，気温は低く，降水量が比較的多いのが特徴である。 

一宮は，昭和 30 年代後半の燃料革命以降も，地元住民が薪利用のために，樹高の高くな

る前に 10～15 年周期で小面積の皆伐を繰り返している低林である。一方，山崎は，燃料革

命以前は薪利用が行われていたが，それ以降は植生遷移に委ねたままで 50 年近くが経過し，

樹高の高い樹木で構成される高林である。 

 直近の皆伐による植生管理は，一宮は 2003 年 12 月，山崎は 2006 年 3 月に実施した。伐

採面積はそれぞれ約 500 ㎡（一宮）と約 1,700 ㎡（山崎）である。 

(2)調査方法 

 皆伐前の群落構造を把握する目的で，皆伐予定区域内に調査区を設定した。調査区の大

きさは，10ｍ×10ｍ（100 ㎡）の方形区を基本とし，一宮では 3方形区（計 300 ㎡），山崎

では 13 方形区（計 1,300 ㎡）とした。調査区の設定にあたっては，皆伐区域の境界部に近

い場所は,周辺の残存木によって光環境が異なり，萌芽能力に影響を及ぼす可能性があった

ため，皆伐区域の境界部の影響を受けると思われる場所については除外した。調査区内に

出現した高木樹種で，胸高直径 3㎝以上の生存個体すべてについて，樹種名，立木位置，

胸高直径（地上高 1.3ｍ），樹高と，地上高 1.3ｍ以下の位置で分幹している場合はその幹

数を記録した。調査は，一宮が 2003 年 10 月，山崎が 2005 年 10～11 月に実施した。 

 また，皆伐後の樹種別の萌芽能力および林分構造を把握する目的で，皆伐前に調査対象

とした各個体について，伐採高，伐り株の直径，年輪測定による伐採時の樹齢（測定不可

能であった一宮のコナラ 1個体と山崎のアベマキ 2個体，コナラ 5個体を除く）と，各個

体の萌芽本数（複数幹の場合はその合計本数），各個体の最大萌芽高（地上部から最も伸長

した萌芽枝の先端までの高さ）を記録した。調査は，一宮が 2004 年 11 月（管理 1年後），

2005 年 11 月（2年後），2006 年 10 月（3年後），山崎が 2006 年 10 月（管理 1年後），2007
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試験地名
平均立木密度

(№･100m
-2

)
最大胸高直径

(㎝)
最大樹高

(m)

一宮 42.7 13.3 10.2
山崎 28.0 29.9 22.0

表 3-2-1 皆伐前の高木種の立木密度と胸高直径，樹高 

年 10 月（2年後），2008 年 9 月（3年後）に実施し， 管理 1年後から 3年後までの調査を

行った。 

 

2 結果 

(1)皆伐前の群落構造 

 表 3-2-1 は，各調査地の皆伐前の高木樹種の 100 ㎡当たりの平均立木密度，最大胸高直

径，最大樹高を示したものである。皆伐前の平均立木密度（高木樹種で胸高直径 3㎝以上）

は，一宮では 42.7 本･100m-2で，その内訳は大きい順に，コナラ 36.3 本･100m-2，クリ 5.4

本･100m-2，ノグルミ 0.7 本･100m-2，ウラジロノキ 0.3 本･100m-2であり，山崎では 28.0 本･

100m-2で，その内訳は，アラカシ 20.2 本･100m-2，アベマキ 3.9 本･100m-2，コナラ 3.5 本･

100m-2，クリ 0.2 本･100m-2，アオハダ，アズキナシ各 0.1 本･100m-2であった。また最大胸

高直径と最大樹高は，低林の一宮が 13.3 ㎝，10.2ｍで，高林の山崎は 29.9 ㎝，22.0ｍで

あった。全体の立木密度は低林の一宮が大きく，夏緑高木が占めているのに対し，高林の

山崎は，常緑高木のアラカシが多くを占めていた。 

また樹高階別の出現種をみると（図 3-2-1），一宮では，10ｍ以上 15ｍ未満でコナラとク 
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図 3-2-1 皆伐前の樹高階分布 
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多幹率
平均 最小 最大 平均

ｸﾘ Castanea crenata 17 1.9 1.0 ～ 3.0 50.0
ｺﾅﾗ Quercus serrata 114 1.6 1.0 ～ 5.0 31.2

131 － － － 33.6

多幹率
平均 最小 最大 平均

ｸﾘ Castanea crenata 2 1.5 1.0 ～ 2.0 50.0
ｺﾅﾗ Quercus serrata 46 1.3 1.0 ～ 3.0 23.9

ｱﾍﾞﾏｷ Quercus variabilis 51 1.5 1.0 ～ 5.0 31.4
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 263 1.4 1.0 ～ 5.0 19.0

362 － － － 25.5全樹種

幹数調査
個体数

幹数調査
個体数

一宮

全樹種

山崎

表 3-2-2 皆伐前の幹数と多幹率 

リがみられ，5ｍ以上 10ｍ未満でコナラが最も多く，ついでクリ，ウラジロノキ，ノグル

ミ，5ｍ未満でもコナラが多く，ついでクリ，ノグルミがみられた。山崎では，15ｍ以上で

アベマキが多く，ついでコナラ，クリの順に多くみられ，10ｍ以上 15ｍ未満でアラカシと

コナラが多く出現し，ついでアベマキ，クリ，5ｍ以上 10ｍ未満でアラカシが多くみられ

るとともに，コナラ，アベマキ，アオハダ，アズキナシがわずかにみられ，5ｍ未満ではア

ラカシのみが多く出現した。高林の山崎では，常緑高木のアラカシが多く占めており，そ

のアラカシは 15ｍ未満で多く分布していた。 

(2)皆伐前の幹数と多幹率 

 皆伐前にみられた高木樹種のうち，一宮，山崎の両調査地でみられたクリ，コナラと， 

山崎で多くみられたアベマキ，アラカシの 4高木樹種に着目し，以下の解析を行った。 

表 3-2-2 は，皆伐前における全樹種および高木樹種別の幹数と多幹率を示したものであ

る。ここで多幹率とは，井藤ほか（2008）が示した指標で，全個体数に対する地上高 1.3

ｍ以下の位置で 2本以上に分幹している個体の割合である。一宮のクリ，コナラの平均幹

数は，それぞれ 1.9 本，1.6 本で，山崎の 1.5 本，1.3 本よりも多く，一宮の全樹種とコナ

ラの多幹率は，それぞれ 33.6％，31.2％で，山崎の 25.5％，23.9％よりも高かった。また，

山崎のアラカシの多幹率は 19.0％であり，一宮や山崎の他の高木樹種と比較して低かった。 

(3)皆伐時の伐り株直径，樹齢と伐採高 

 表 3-2-3 は，調査地別に高木樹種 4種の皆伐時の伐り株直径，樹高と伐採高を示したも

のである。一宮の伐り株直径の平均は，クリ 8.1 ㎝，コナラ 8.9 ㎝に対し，山崎はクリ 18.2

㎝，コナラ 19.7 ㎝，アベマキ 20.2 ㎝，アラカシ 7.2 ㎝であった。また一宮の樹齢の平均

は，クリ 10.6 年，コナラ 8.9 年，樹齢の最大はクリ，コナラの 12 年であったのに対し，  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 3 章 第 2 節 

73 

表 3-2-3 皆伐時の伐り株直径，樹齢と伐採高 

平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大
ｸﾘ Castanea crenata 17 8.1 3.3 ～ 14.9 10.6 7 ～ 12 20.7 13 ～ 45

ｺﾅﾗ Quercus serrata 114 8.9 3.3 ～ 28.9 8.9 6 ～ 12 23.3 18 ～ 43

平均 最小 最大 平均 最小 最大 平均 最小 最大
ｸﾘ Castanea crenata 2 18.2 10.4 ～ 26.0 46.5 45 ～ 48 45.5 30 ～ 61

ｺﾅﾗ Quercus serrata 46 19.7 6.9 ～ 33.1 45.9 31 ～ 53 50.3 15 ～ 108
ｱﾍﾞﾏｷ Quercus variabilis 51 20.2 7.9 ～ 36.5 46.8 26 ～ 54 52.6 12 ～ 120
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 263 7.2 3.2 ～ 18.3 23.5 11 ～ 48 36.5 9 ～ 83

伐り株直径・㎝ 伐採高・㎝樹齢（測定不可を除く）調査
個体数

山崎

伐り株直径・㎝ 伐採高・㎝樹齢（測定不可を除く）調査
個体数

一宮

 

 

 

 

 

 

 

 

山崎の樹齢の平均は，クリ 46.5 年，コナラ 45.9 年，アベマキ 46.8 年，アラカシ 23.5 年，

樹齢の最大はアベマキの 54 年であり，低林の一宮が，高林の山崎よりも伐り株直径は小さ

く，樹齢も低かった。 

 一宮の平均の伐採高はクリ 20.7 ㎝，コナラ 23.3 ㎝，伐採高の最大はクリの 45 ㎝であっ

たのに対し，山崎の平均伐採高はクリ 45.5 ㎝，コナラ 50.3 ㎝，アベマキ 52.6 ㎝，アラカ

シ 36.5 ㎝，最大はアベマキの 120 ㎝で，山崎の伐採高は高めであった。 

(4)樹種別の萌芽能力 

 低林（一宮）と高林（山崎）の皆伐後の萌芽能力を比較するために，図 3-2-2 は，高木

樹種 4種の萌芽再生率と萌芽本数，最大萌芽高を示したものである。ここで萌芽再生率と

は，全個体数に対する萌芽再生している個体の割合のことである。クリとコナラの皆伐 3

年後の萌芽再生率は，一宮ではクリ 100％（調査個体数ｎ＝17），コナラ 95.8％（ｎ＝114）

とほとんどの個体が萌芽再生していたのに対し，3年後の山崎ではクリ 50.0％（ｎ＝2），

コナラ 69.6％（ｎ＝46）と萌芽再生率が低下した。一方，山崎では，アベマキが 88.5％（ｎ

＝51）と比較的高く，アラカシは 100％（ｎ＝263）とすべての個体が萌芽再生した。 

萌芽本数は，山崎のアラカシは皆伐 1 年後から 2 年後にかけて減少したものの，皆伐 3

年後の平均萌芽本数は 13.1 本であり，他樹種と比較して最も多かった。それ以外の樹種は

年数の経過とともに緩やかな減少がみられ，皆伐 3年後の時点で，一宮のクリ 3.6 本，コ

ナラ 4.5 本，山崎のクリ 1.5 本，コナラ 2.7 本，アベマキ 7.2 本であり，クリとコナラの

萌芽本数は，一宮と比較して少なくなる傾向がみられた。 

皆伐 3年後の最大萌芽高の平均は，一宮ではクリが 253.6 ㎝で最も大きく，次いでコナ

ラが 194.1 ㎝であったのに対し，山崎ではアベマキが 327.2 ㎝で最も大きく，残りの 3樹

種はコナラ 245.9 ㎝，アラカシ 243.4 ㎝，クリ 243.0 ㎝で，ほぼ同じ大きさであった。 
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図 3-2-2 高木樹種 4種の萌芽再生率と萌芽本数，最大萌芽高       

縦線は，標準偏差の幅を示す 
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(5)皆伐後の群落構造 

皆伐 3年後の樹高階別の出現種をみると（図 3-2-3），一宮では，300 ㎝以上 400 ㎝未満

でクリとコナラがみられ，200 ㎝以上 300 ㎝未満でコナラが最も多く，100 ㎝以上 200 ㎝未

満でもコナラが多く，クリ，ノグルミもみられた。100 ㎝未満ではクリ，コナラ，ウラジ

ロノキがみられた。山崎では，400 ㎝以上でアベマキとコナラがわずかにみられ，300 ㎝以

上 400 ㎝未満でコナラ，アベマキとともにアラカシがみられた。200 ㎝以上 300 ㎝未満で

アラカシが最も多く，クリ，コナラ，アベマキ，アズキナシがわずかにみられた。このア

ラカシが多くみられる傾向は，200 ㎝未満についても同様であり，皆伐後の高林の山崎で

は，常緑高木のアラカシが，再生しつつある群落構造の最上層には達していないものの，

最上層より下の階層では，いずれも多くを占める傾向がみられた。 

皆伐後の群落構造を構成する高木樹種で，萌芽再生以外の実生起源による個体では，一

宮でヤマウルシやヌルデ，山崎でカラスザンショウ，イヌザンショウ，ヌルデなどのいず

れも先駆樹種がみられ，一部の個体で最上層に達しているものもみられた。しかしこれら

先駆樹種が，萌芽個体の再生を妨げている状況は確認されなかった。 

図 3-2-4 は，伐採前後の樹種別の構成個体数の割合を示したものである。低林を皆伐し

た一宮では，皆伐前のクリ，コナラ，その他夏緑広葉樹（ウラジロノキ，ノグルミ）の割

合が，皆伐後もほぼ同様の割合で維持されていた。一方，高林を皆伐した山崎では，萌芽

再生率の低かったコナラ（構成個体数の割合：皆伐前 12.6％→皆伐後 9.4％）をはじめ，

すべての夏緑高木樹種の割合が減少したのに対し，常緑高木のアラカシのみの個体数の割

合が高くなった（構成個体数の割合：皆伐前 72.3％→皆伐後 76.8％）。 
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図 3-2-3 皆伐 3年後の樹高階分布 
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3 考察 

(1)高林での照葉樹林化の進行 

 一宮では，胸高直径 3 ㎝以上の高木樹種の立木密度が高く（42.7 本･100m-2），そのすべ

てがクリ，コナラを中心とする夏緑高木であった。一方，山崎では，常緑高木のアラカシ

が 15ｍ未満（調査地内の最大樹高は 22.0ｍ）で多く出現し，高林化した夏緑二次林では，

低林の夏緑二次林と比較して，常緑樹が多くみられた。 

 皆伐前の幹数は，両調査地でみられたクリとコナラで，一宮の方が山崎よりも多く，全

樹種の多幹率も一宮が山崎よりも高かった。また山崎のみに出現したアラカシの多幹率は

低く（19.0％），実生起源による個体の定着が原因と考えられた。Oliver（1981）は，温帯

林における一斉攪乱後の一般的な群落構造や種組成の変化プロセスとそのメカニズムをモ

デル化しており，“更新初期（stand initiation）”，“幹の排除（stem exclusion）”，“下層

個体の再加入（understory reinitiation） ”，“老齢化（old growth）”の 4つのステージ

に分類している。また，照葉二次林において井藤ほか（1996）は，Oliver の示した“幹の

排除”のステージから“下層個体の再加入”のステージに移行する段階で，平均幹数およ

び多幹率の減少が起こることを示している。このことから,コナラを主体とする夏緑二次林

を対象とした本研究においても，低林から高林に移行する過程で，平均幹数の減少（クリ：

1.9本→1.5本，コナラ1.6本→1.3本，表3-2-2）や多幹率の減少（全樹種：33.6％→25.5％，

コナラ：31.2％→23.9％，表 3-2-2）にみられる“幹の排除”によって，他個体の侵入・

定着が促進された結果，山崎で観察されたように，実生由来によるアラカシの侵入といっ

た“下層個体の再加入”が起こっているものと考えられる。 

(2)皆伐後の群落構造 

 低林の一宮では，皆伐前に優占していたクリとコナラの萌芽再生率が高く，萌芽本数も

多く萌芽伸長も良好であった。このことから，低林を皆伐した場合には，再びクリやコナ

図 3-2-4 皆伐前後の樹種別の構成個体数割合 

一宮
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皆伐後

皆伐前

山崎

0% 20% 40% 60% 80% 100%

皆伐後

皆伐前 ｸﾘ
ｺﾅﾗ
ｱﾍﾞﾏｷ
その他夏緑樹
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ラが優占する夏緑二次林が優占するものと考えられる。 

 高林の山崎では，アベマキは萌芽再生率が高く（88.5％），萌芽本数や萌芽伸長も良好で

あり，皆伐 3 年後の時点での群落構造の最上層を占めていたものの，皆伐前の最上層に，

アベマキと同様に優占していたコナラは，樹齢が高くなるにしたがい萌芽再生率が低下す

る（韓・橋詰 1991）という既存の知見と同様，萌芽再生率が低く（69.6％），萌芽本数や

萌芽伸長もアベマキより劣っていた。一方，照葉樹林化に伴って新たに侵入したアラカシ

は，萌芽再生率が100％で，萌芽本数は他樹種と比較して最も多く（皆伐3年後で13.1本），

萌芽伸長もコナラと同程度であり，立木密度の割合はこのアラカシのみが皆伐前よりも増

加する傾向がみられた。山崎ではアベマキが出現したため，皆伐後もアベマキが最上層を

占める形となったが，コナラと比較してアベマキは，地域によってはやや出現頻度が低い

ことが，隣接する岡山県で指摘されており（難波・波田 1997），コナラのみが優占する夏

緑二次林では，アラカシがより増加してしまう可能性が十分にある。以上のことから，“下

層個体の再加入”のステージにおいて，アラカシが多く侵入している場合，これらのアラ

カシは，少なくとも林齢 50 年程度の夏緑二次林においては，その樹齢は 50 年以下である

ことから萌芽能力が高く，皆伐後もアラカシが優占してしまい，照葉樹林化をさらに促進

してしまうものと考えられる。 

 皆伐後に開始される林床管理によっては，樹木の種組成がリョウブ優占型からコナラ優

占型への転換していくことが示されている（鈴木・加藤 1997）。本研究の対象林分におい

ても，林齢 50 年程度の夏緑二次林において，皆伐による植生管理によって照葉樹林化を阻

止するためには，当初の皆伐後も優占してきたアラカシを再度選択的に伐採し，必要に応

じてコナラ等の夏緑二次林の林冠構成木の補植が必要になると考えられ，夏緑二次林の照

葉樹林化を阻止し，種多様性を高めるためには，以前にも増した頻度や強度の植生管理が

必要である。また，樹齢の高いことが萌芽能力の低下につながり，照葉樹林化の阻止や夏

緑高木樹種（特にコナラ）の更新につながらない一因となっており，今後，高齢木の萌芽

能力を高める技術開発も必要と考えられる。 
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結論 

第 3章では，効果的に夏緑二次林での種多様性を保全するために，植生管理前の植生状

態に着目し，管理前の植生状態と管理効果との関係を解析した。その結果，兵庫方式の植

生管理を実施しても，管理前の常緑広葉植物量が著しく多い場合には，種多様性は十分に

増加しないことがわかった（山瀬 2008）。夏緑二次林の照葉樹林化は一斉に進んでおり，

照葉樹林化が進んだ場所で植生管理を実施する場合には，強度の管理を繰り返し実施する

必要がある。以上のことから，費用対効果の観点からは，より照葉樹林化が進んでいない

夏緑二次林で，植生管理を実施した方がより高い効果が得られるものと考えられる。 

また林齢 50 年以上が経過した夏緑二次林では，皆伐による植生管理を実施しても，さら

に選択的な伐採が必要であることが明らかになり，皆伐による植生管理によって，夏緑二

次林の照葉樹林化を阻止し，夏緑高木樹種の世代交代による更新を促進するためには，以

前にも増した頻度や強度の植生管理が必要であることを示した。
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総括 

 

人類社会の持続可能性の確保は，地球全体の課題であり，中でも生物多様性の保全は最

重要課題である。近畿，中部，関東地方の二次植生であるコナラ林などの夏緑二次林は，

近年，特に生物多様性の場として注目されており，この夏緑二次林の新たな役割や機能が

十分に発揮できるように，植生管理を行うことが緊急の課題となっている。そこで，放置

されて 50 年以上が経過した夏緑二次林を中心に，下層植生を対象とした種多様性の保全を

効果的に実施し，かつ長期的に持続可能にする植生管理手法を確立することを目的に，本

研究を実施した。 

種多様性の保全を目的とした植生管理においては，光環境の改善が重要である。そこで，

伐採程度の異なる皆伐，強度択伐，弱度択伐の植生管理を実施し，管理後に新しく出現し

た植物の特性を解析し，種多様性の保全に適した伐採程度を明らかにすることを試みた。

植生管理を実施しなかった場合と比較して，植生管理の実施は，種多様性を高めるのに明

らかに効果のあることがわかった。また，伐採程度については，強度択伐で，ソヨゴやネ

ジキなどの特定の樹種が優占する傾向がみられるものの，ある強度以上の伐採を実施しな

いと，光環境は改善せず，新たな植物の出現が十分に期待できないか，あるいは出現した

としても，生育できないことを明らかにした。一方，皆伐による植生管理を実施してしま

うと，特定樹種の優占が著しく，実生由来個体の発芽と生育が抑制されてしまうことがわ

かった。これらの結果から，かつての皆伐による植生管理ではなく，伐採程度が中程度の

強度択伐は，特定の樹種の優占を抑制する利点があり，種多様性を保全するうえで有効な

手法であるとの結論に達した。また，植生管理後 9年間の樹林の再生過程を調査し，樹種

ごとの再生様式を明らかにすることで，伐採対象種を選択し，より種多様性の保全効果が

高い植生管理手法を明らかにした。 

次に，強度択伐による兵庫方式の植生管理の有効性について，種多様性保全の観点から

植生管理後 9年間の検証を行い，種多様性の保全効果は最低でも管理後 5年目までは継続

されること，夏緑二次林に相応しい構成種の割合を高めること，出現種数の増加が落ち着

いた後も急激に減少することはないことを明らかにした。また，種多様性を維持・保全す

るのに必要な維持管理は，5～6年に 1回の選択的下草刈りであることを明らかにした。さ

らに，兵庫方式の植生管理の問題点として，高木樹種の世代交代による更新が困難である

点に着目し，環状剥皮による植生管理では，緩やかな光環境の改善が図れることから，種
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多様性の保全効果も高く，高木樹種の天然更新も期待できることを明らかにした。この兵

庫方式や環状剥皮による植生管理は，従来型の低林管理と比較して，安い経費で種多様性

を保全することが可能であり，また，安い経費で可能であるということは，作業内容も比

較的容易であることから，市民ボランティアによる植生管理としても有効な手法であり，

一般市民の生物多様性の保全への関心を高めることにもつながることが期待できる。 

最後に，効果的に夏緑二次林での種多様性を保全するために，植生管理前の植生状態に

着目し，管理前の植生状態と管理効果との関係を解析し，強度択伐による兵庫方式の植生

管理を実施しても，管理前の常緑広葉植物量が著しく多い場合には，種多様性は増加しな

いことを明らかにした。夏緑二次林の照葉樹林化は一斉に進んでおり，照葉樹林化が進ん

だ場所で植生管理を実施する場合には，強度の攪乱による植生管理を繰り返し実施する必

要性があることから，費用対効果の観点からは，より照葉樹林化が進んでいない夏緑二次

林で，植生管理を実施した方が効果的であるという結論に達した。この知見は，今後，夏

緑二次林から積極的な撤退を行い，より重点的に種多様性の保全効果が高い植生管理を行

ううえでの，一つの目安になると考えられる。また林齢 50 年以上が経過した夏緑二次林で

は，皆伐による植生管理を実施しても，ふたたび常緑広葉樹が優占する可能性が高く，か

つての若齢で皆伐していた時期のように，夏緑二次林の若返りが図れる可能性は低いこと

がわかった。このことから，高齢の夏緑二次林を皆伐し，林の若返りを期待する場合には，

さらに強度や頻度の高い攪乱による植生管理が必要になるものと思われる。 

本研究では，当初の強度択伐による兵庫方式の植生管理によって，夏緑二次林に相応し

い構成種の種多様性が高まることを明らかにしてきた。一方，皆伐による植生管理によっ

て，草原要素や林縁要素，先駆低木林要素の種は増加することが明らかになった。これら

の結果は，伐採程度によって，植生管理後に成立する植物の種構成が制御できる可能性を

示している。生物多様性は，種多様性だけでなく，遺伝子の多様性とともに，生態系の多

様性や景観の多様性の 4 つのレベルからなる組成的，構造的，機能的階層性をそなえた概

念であるとされており（Noss1990），これらいずれの階層も無視することができない（鷲谷・

矢原 1996）。したがって，市民ボランティアによる植生管理手法としても有効な強度択伐

による兵庫方式の植生管理とともに，皆伐による植生管理を組み合わせることによって，

特に草原要素の種多様性を高めるとともに，夏緑二次林の高林だけでなく，低林の夏緑二

次林を創出し，生態系や景観の多様性も高めていくことが重要であると考えられる。その

ためにも，高林状態の夏緑二次林を対象とした，皆伐による植生管理手法の確立が急務で
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ある。今後の課題としたい。 

また本研究では，当初の植生管理とその後の維持管理手法を中心に，植生管理技術につ

いて議論してきた。現在，夏緑二次林の植生管理は，様々な主体によって各地で展開され

ているが，決して一過性の管理に留まることなく，管理を継続することが重要である。し

たがって，人類社会の最重要課題である生物多様性の保全を推進し，継続的に夏緑二次林

の種多様性を保全するには，植生管理技術の確立とともに，その担い手となる管理体制が

必要不可欠である。そのためには，生物多様性の保全の意義を市民に広く普及啓発すると

ともに，行政や企業の支援を得ながら，市民主体の管理体制を構築していくことが必要で

あると考えられる。
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付表 1-1-1 福崎・強度択伐区の種組成 

福崎・強度択伐区 管理前 管理1年後 3年後 5年後

B1 高さ・m 11 11 12 12
被度・% 25 25 25 25

B2 高さ・m 9 9 9 9
被度・% 45 20 45 50

S1 高さ・m 4.5 5 5 5
被度・% 90 20 35 40

K 高さ・m 0.8 0.5 0.8 0.9
被度・% 50 30 40 60
出現種数 26 30 41 46

生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 3年後 5年後

ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 B1 25 25 25 25
B2 1 1 1 2

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B2 25 10 20 25
S1 5 3 3 1
K 2 2 1

ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 夏緑二次林 B2 15 15 25 30
K 0.01 0.01 0.05 0.5

ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 B2 5 5 5 5
S1 40 25 30 30
K 15 15 15 5

ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 B2 5 5
S1 5 5
K 0.1 0.1 0.01 0.1

ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 照葉樹林 S1 10 1 5
K 0.5 1 2 0.5

ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 S1 1 1 1 1
K 1 1 1 1

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 5 5 5 5
K 15 15 20 25

ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 50 10 10 15
K 10 10 10 5

ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 S1 3 5 5 5
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.02 0.05
ｱﾍﾞﾏｷ Quercus variabilis 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.05
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 0.05 0.05 0.05 0.05
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 K 0.05 0.1 0.1 0.5
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 0.1 0.1 0.1
ｳｽﾉｷ Vaccinium hirtum var. pubescens 夏緑二次林 K 0.8 0.8 0.8 0.8
ｳﾗｼﾞﾛﾉｷ Sorbus japonica 夏緑二次林 K 0.03 0.5
ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ Prunus grayana 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｳﾝｾﾞﾝﾂﾂｼﾞ Rhododendron serpyllifolium 夏緑二次林 K 0.1 0.5
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 0.02
ｶｷﾉｷ Diospyros kaki 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.05 0.05
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.05 0.1
ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 K 0.03 0.03 0.03 0.05
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.05
ｹﾀｶﾞﾈｿｳ Carex ciliato-marginata 夏緑二次林 K 0.01
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.02 1
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanax sciadophylloides 夏緑二次林 K 0.01
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 K 0.02 0.5
ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.05
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 0.5
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 0.5 0.5 0.5
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 5 5 5 5
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 照葉樹林 K 0.01
ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ Heloniopsis orientalis 夏緑二次林 K 0.05 0.1 1
ｼﾗｲﾄｿｳ Chionographis japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.5 0.02
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.01 0.05
ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲ Castanopsis cuspidata 照葉樹林 K 0.01 0.02
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.03
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 5 2 2 2
ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 K 0.02 0.02
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 0.01
ﾐﾔﾏｳｽﾞﾗ Goodyera schlechtendaliana 夏緑二次林 K 0.01 0.02
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 K 0.1 0.5 1
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.05 0.1
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.01
ﾔﾏｼﾞﾉﾎﾄﾄｷﾞｽ Tricyrtis affinis 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.05
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 1 0.5
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.5 0.5
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K 0.05 0.1 0.5

種名
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付表 1-1-2 福崎・弱度択伐区の種組成 

福崎・弱度択伐区 管理前 管理1年後 3年後 5年後

B1 高さ・m 12 12 12 13
被度・% 40 40 40 40

B2 高さ・m 8 8 9 9
被度・% 40 20 25 40

S1 高さ・m 3.0 3.0 4.0 4.0
被度・% 75 30 35 45

K 高さ・m 0.8 0.5 0.7 0.8
被度・% 10 7 10 10
出現種数 27 31 41 44

生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 3年後 5年後

ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 B1 40 40 40 40
B2 1 1 1 1

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B2 5 5 5 5
S1 0.5 0.5 0.5 1

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B2 20 7 10 20
S1 1 2 2 1
K 0.5 1 1 0.5

ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 夏緑二次林 B2 15 5 10 15
S1 5 3 5 5

ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 照葉樹林 S1 5 5 5 5
K 0.2 0.2 0.2 0.2

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 10 10 10 15
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 S1 5 2 3 5
ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 S1 0.1 0.1 0.5 0.5
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 50 7 10 15

K 3 1 5 5
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 S1 1 0.5 0.5 1

K 0.5 0.5 0.5 0.5
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 1 0.01 0.02 0.05
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 K 0.01
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.05
ｳｽﾉｷ Vaccinium hirtum var. pubescens 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.05
ｳﾗｼﾞﾛﾉｷ Sorbus japonica 夏緑二次林 K 0.05 0.02 0.02 0.05
ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ Prunus grayana 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.1 0.2
ｳﾝｾﾞﾝﾂﾂｼﾞ Rhododendron serpyllifolium 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.1
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 0.01 0.01
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.02
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.05
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.01
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 1 1 1 1
ｹﾀｶﾞﾈｿｳ Carex ciliato-marginata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.01 0.01
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanax sciadophylloides 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02 0.02
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.2 0.1 0.2 0.2
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 0.05 0.5 0.5
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 0.5
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 照葉樹林 K 0.01 0.01
ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ Heloniopsis orientalis 夏緑二次林 K 0.05 0.1 0.1 0.1
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.01 0.02
ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata 林縁 K 0.05 0.05 0.1 0.2
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 K 0.01 0.01
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 4 2 2 2
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.02 0.05
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.01
ﾐﾔﾏｳｽﾞﾗ Goodyera schlechtendaliana 夏緑二次林 K 0.02 0.02
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.01 0.1 0.1
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.02 0.02
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.2 0.2 0.2 0.2
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 K 0.01 0.01
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K 0.01 0.01 0.01 0.01
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付表 1-1-3 福崎・対照区の種組成 
福崎・対照区 管理前 管理1年後 3年後 5年後

B1 高さ・m 12 12 12 13
被度・% 65 65 65 65

B2 高さ・m 8 9 9 9
被度・% 8 8 8 10

S1 高さ・m 4.0 4.5 4.5 5.0
被度・% 65 65 65 70

K 高さ・m 0.8 0.8 0.8 0.9
被度・% 40 45 45 30
出現種数 23 22 23 22

生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 3年後 5年後

ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 B1 40 40 40 40
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 S1 1 1 1 1

K 0.05 0.05 0.05 0.05
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 S1 1 1 0.5 0.5
ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 25 25 25 25

B2 5 5 5 5
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 8 7 5 5
ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 S1 2 2 2 2
ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B2 2 2 2 3
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 S1 3 3 3 2

K 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 S1 1 1 1 1
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 B2 1 1 1 2

S1 2 2 2 2
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 45 45 50 60

K 40 40 40 30
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 4 3 2 2
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.02
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 0.05 0.02
ｳｽﾉｷ Vaccinium hirtum var. pubescens 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 1 0.5 0.03 0.01
ｶﾅﾒﾓﾁ Photinia glabra 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.02 0.02
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.02
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.5   
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 1 1 1 1
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 0.1 0.5 0.5 0.5
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 1 1 1 1
ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ Heloniopsis orientalis 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 1 1 1 1
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.02
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.05 0.1 0.1
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.05
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 4 3 1 0.01
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.05
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付表 1-1-4 西脇・強度択伐区の種組成 

西脇・強度択伐区 管理前 管理1年後 3年後 5年後

B1 高さ・m 13 13 13 14
被度・% 80 80 85 85

B2 高さ・m 8 8 9 9
被度・% 15 15 20 15

S1 高さ・m 4.0 3.5 4.0 5.0
被度・% 90 55 80 95

K 高さ・m 1.0 0.5 0.5 0.6
被度・% 70 7 15 25
出現種数 27 33 45 48

生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 3年後 5年後

ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 B1 50 50 50 50
ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 30 30 35 35

B2 10 10 10 5
K 0.02 0.02 0.02 0.02

ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 B2 5 7 10 10
K 0.1 0.1 0.1 0.1

ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 B2 1 1 1 1
K 0.05 0.05 0.05 0.05

ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 S1 5 5 7 10
K 0.1 0.1 0.1 0.5

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 70 50 60 70
K 1 0.01 0.01

ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 3 2 2
K 1 3 3

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 S1 40 3
K 1 0.05 5 10

ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 S1 2 1 2 2
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 S1 15 10 15 15

K 0.5 2 0.5 0.5
ｱｵｷ Aucuba japonica 照葉樹林 K 0.5 0.01 0.01
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 K 0.05 0.01 0.01 0.01
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.01
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.01
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 5 0.5 3 3
ｳｽﾉｷ Vaccinium hirtum var. pubescens 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 林縁 K 0.01 0.05 0.05
ｶｷﾉｷ Diospyros kaki 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.1 0.1
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 K 0.01 0.01
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 1 0.5 0.1 0.1
ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 K 2 0.01 0.02 0.02
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.02 0.05 0.05
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 照葉樹林 K 0.02 0.05
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.01 0.02 0.02
ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata 林縁 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 K 0.05 0.1 0.5
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 K 0.01 0.03
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 0.01 0.2 0.5
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.01
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.01 0.01
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 K 60 1 5 10
ﾋﾒﾔｼｬﾌﾞｼ Alnus pendula その他 K 0.01 0.05 0.05
ﾌﾓﾄｼﾀﾞ Microlepia marginata 照葉樹林 K 0.01 0.01
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.01 0.01
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.01
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 K 0.05 0.05
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.01 0.1
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 K 0.01 0.05
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.02 0.1
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 1 1 1 1
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 K 0.01
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付表 1-1-5 西脇・弱度択伐区の種組成 
西脇・弱度択伐区 管理前 管理1年後 3年後 5年後

B1 高さ・m 13 13 13 13
被度・% 70 70 70 70

B2 高さ・m 8 9 9 9
被度・% 50 45 55 60

S1 高さ・m 4.0 3.5 4.0 4.5
被度・% 70 50 60 75

K 高さ・m 1.0 0.3 0.5 0.6
被度・% 60 5 10 25
出現種数 28 30 37 39

生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 3年後 5年後

ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 B1 55 55 55 55
B2 5 5 5 5

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 15 15 15 15
B2 2 2 2 2
S1 0.5 0.5 1 1
K 0.01 0.01

ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 B2 20 25 25 25
ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B2 5 0.5 1 5
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 B2 0.1 1 2 3
ﾋﾒﾔｼｬﾌﾞｼ Alnus pendula その他 B2 20 20 20 20
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 B2 2 2 3 3

K 0.01 0.01
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S1 3 0.1 1 1

K 0.5 1 1
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 S1 0.5 1 2 2

K 0.1 0.5 1
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 S1 1 1 5 5

K 0.05 0.05 0.1 0.5
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 50 55 55 55
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 S1 0.2 0.5 3 3
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 15 15 15 15

K 1 1 1 2
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 S1 1 1 1 1

K 0.5 0.5 1 1
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.01 0.05
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 0.02 0.05 0.05 0.1
ｳｽﾉｷ Vaccinium hirtum var. pubescens 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.1 0.1
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 K 0.02 0.05 0.05 0.05
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.05 0.01
ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.02 0.01
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.05 0.1 0.1 0.1
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 0.05 0.1 0.5
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.1 1
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.01 0.02
ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲ Castanopsis cuspidata 照葉樹林 K 0.01 0.03
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 3 3 7 7
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.01 0.03 0.05
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.01 0.01 0.05 0.1
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 照葉樹林 K 0.1 0.1 0.05 0.05
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 K 60 0.5 1 2
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.05 0.05
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.01
ﾐﾔﾏｳｽﾞﾗ Goodyera schlechtendaliana 夏緑二次林 K 0.01
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.01 0.05
ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ Cinnamomum japonicum 照葉樹林 K 0.02 0.05
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.05
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 K 0.01 0.05
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K 0.01 0.01 0.02 0.02
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付表 1-1-6 西脇・対照区の種組成 

西脇・対照区 管理前 管理1年後 3年後 5年後

B1 高さ・m 14 14 14 14
被度・% 95 95 95 90

B2 高さ・m 8 9 9 9
被度・% 11 11 7 7

S1 高さ・m 4.5 5.0 5.0 5.0
被度・% 95 95 95 95

K 高さ・m 1.0 1.0 1.0 1.2
被度・% 35 40 40 40
出現種数 24 24 25 26

生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 3年後 5年後

ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 B1 55 55 55 50
B2 1 1

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 30 30 30 30
B2 5 5 2 2
K 0.05 0.05 0.01 0.01

ﾋﾒﾔｼｬﾌﾞｼ Alnus pendula その他 B1 12 10 10 10
ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B2 5 5 5 5
ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 照葉樹林 S1 1 5 5 5
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 S1 5 3 2 2
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S1 0.5 1 1 1

K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 S1 2 2 1 0.5

K 0.05 0.05 0.05 0.05
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 40 40 40 35
ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 S1 1 1 1 1
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 30 30 30 35

K 25 30 35 35
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 20 20 15 15

K 5 5 5 1
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 K 0.05 0.05 0.1 0.5
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.05
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 K 0.05 0.01 0.01 0.01
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.02 0.01
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.5 0.1 0.1 0.1
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 0.05 0.05 0.05 0.05
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.01
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 K 0.02 0.05 0.02 0.05
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 3 3 3 4
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.05 0.05 0.05 0.1
ﾋｲﾗｷﾞ Osmanthus heterophyllus 照葉樹林 K 0.02 0.02
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.01 0.01 0.02
ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ Cinnamomum japonicum 照葉樹林 K 0.02 0.02
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.01
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 K 1 0.05 0.01 0.01

種名
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皆伐区 管理前 管理1年後 2年後 3年後 5年後 9年後

B1 高さ・m 11 - - - - -
被度・% 25 - - - - -

S1 高さ・m 7 - 2.0 3.0 4.0 5.0
被度・% 90 - 50 50 75 35

S2 高さ・m - - - - - 2.0
被度・% - - - - - 45

K 高さ・m 1.0 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0
被度・% 20 60 95 98 95 100
出現種数 41 54 73 82 81 81

生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 2年後 3年後 5年後 9年後
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 B1 1

K 0.1 0.02 0.02 0.5 1
ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B1 25

S1 10 5 7 10
K 0.01 3 1 2 3 5

ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 S1 0.5 2 2 5
S2 5
K 0.01 1 0.02 0.02 0.1

ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 S1 4 5 5 5
K 10 10 10 10 12

ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 S1 2 2
S2 8
K 0.5 1 3 5 5

ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum schinifolium 先駆低木林 S1 1 2 5
S2 5
K 0.05 1 2 3 0.5

ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S1 5
K 1 1 0.5 1 1 1

ｳﾗｼﾞﾛﾉｷ Sorbus japonica 夏緑二次林 S2 0.5
K 0.01 0.05 0.1 0.02

ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 S2 1
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 S1 1
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var.laevis 夏緑二次林 S1 1

S2 0.5
K 0.5 2 2 3 5 0.02

ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 S1 5 5 15 25
K 1 1 1 2 0.5

ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 S2 0.5
K 0.05 1 1 2 3

ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 S1 1 1 2 5 10
K 0.05 1 2 2 1

ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ Ilex rotunda 照葉樹林 S1 1
ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ Hydrangea luteo-venosa 夏緑二次林 S1 1 2 2 5

S2 3
K 0.5 0.05 3 5 5 3

ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 S1 1 0.5 1 5
S2 3
K 0.5 0.1 0.5 2 4 8

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 S1 2 2 5
S2 5
K 0.05 1 1 3 4 7

ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 S1 1 1 1 3
S2 3
K 0.5 0.1 1 1 2 2

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 2
K 3 3 4 5

ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 S1 0.5 　
K 1 0.1 0.2 0.5 1

ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 0.5 2 5
S2 5
K 1 3 3 5 5 5

ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 S1 1 2
S2 1
K 1

ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 S1 0.5 1 3
S2 0.5
K 1 1 1 2 1

ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 S1 1
K 0.02 0.05 0.05 0.5 0.5

ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 S2 0.5
K 0.05 2 2 2 2

ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 S1 15 2 2 5
S2 5
K 8 3

ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 S1 5
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 80

K 5 5 5 7 8 10
ﾋﾒﾑｶｼﾖﾓｷﾞ Erigeron canadensis 人里 S1 0.2

K 0.2
ﾋﾖﾄﾞﾘﾊﾞﾅ Eupatorium chinense 草原 S1 2

K 2 4 5 5 1
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 S2 1

K 2 2 4 3

種名

付表 1-2-1 皆伐区の種組成
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生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 2年後 3年後 5年後 9年後
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 S2 0.5

K 0.3 0.01 0.02 0.1 0.1
ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ Andropogon virginicus 草原 S1 15 15 10

K 5 35 50 30 2
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 0.1 1 2

S2 2
K 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5

ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 S1 2 4 2 5
S2 5
K 1 5 2 1 3 5

ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 S1 2 2
S2 2
K 0.05 1 3 5 5

ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 S1 0.1 1 5
S2 7
K 0.03 0.03 0.03 0.05 0.1

ｱｷﾉﾀﾑﾗｿｳ Salvia japonica 草原 K 0.05 0.05 0.05 0.05
ｱｷﾉﾉｹﾞｼ Lactuca indica 人里 K 0.01 0.02 0.02 0.02
ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 夏緑二次林 K 0.05
ｱﾒﾘｶｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ Bidens frondosa 人里 K 0.03 0.03
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 0.1 0.01 0.03 0.1 1 1
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 K 0.01
ｴﾉｺﾛｸﾞｻ Setaria viridis 人里 K 0.02 0.02
ｵｸﾏﾜﾗﾋﾞ Dryopteris uniformis 照葉樹林 K 0.02 0.1 0.5
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 林縁 K 0.5 0.02 0.1 0.1 0.5 0.5
ｶｸﾚﾐﾉ Dendropanex trifidus 照葉樹林 K 0.01 0.05 0.05 0.1
ｶﾅﾒﾓﾁ Photinia glabra 照葉樹林 K 0.1 0.02 0.1 0.5 0.5
ｶﾆｸｻ Lygodium japonicum 林縁 K 0.02 0.05 0.05
ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.02 0.1 0.5
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 K 0.05 2 3 3 5
ｹﾀｶﾞﾈｿｳ Carex ciliato-marginata 夏緑二次林 K 0.02
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.5 1 5 5 5 3
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 10 6 10 25 40 30
ｻｼﾞｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ Carpesium glossophyllum 人里 K 0.02 0.05 0.1
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 1 0.05 0.2 0.5 0.05
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.01
ｼｬｼｬﾝﾎﾞ Vaccinum bracteatum 照葉樹林 K 0.2 0.2 0.2 0.2
ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ Heloniopsis orientalis 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.01
ｼﾗﾔﾏｷﾞｸ Aster scaber 草原 K 0.02
ｼﾛﾀﾞﾓ Neolitsea sericea 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.05 0.05
ｽｲｶｽﾞﾗ Lonicera japonica 林縁 K 0.01 0.05 0.05 0.05
ｽﾉｷ Vaccinium var.glabrum 夏緑二次林 K 0.5 0.01 0.02 0.05 0.05 0.05
ｾﾞﾝﾏｲ Osmunda japonica 草原 K 0.04 0.04 0.05 0.5 0.02
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.5 0.02 0.01 0.01 0.05 0.02
ﾀﾁﾄﾞｺﾛ Dioscorea gracillima 林縁 K 0.05 0.1 0.5
ﾀﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾛｷﾞｸ Erechtites hieracifolia 人里 K 3 0.05 0.05  
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.01
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 5 0.05 0.05 0.05 0.02 0.01
ﾃﾘﾊﾉｲﾊﾞﾗ Rosa wichuraiana 林縁 K 0.03 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾅｶﾞﾊﾞﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola ovato-oblonga 草原 K 0.02 0.02
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 林縁 K 0.02 0.02 0.1
ﾆｶﾞｲﾁｺﾞ Rubus microphyllus 林縁 K 0.05 0.1 0.02
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 0.1 0.03 0.03 0.03 5 2
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.1 0.02 0.02 0.1 0.05
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.01 0.01 0.1 0.1
ﾊﾘｶﾞﾈﾜﾗﾋﾞ Thelypteris japonica 夏緑二次林 K 0.01
ﾋﾉｷ Chamaecyparis obtusa その他 K 0.01 0.02 0.1 0.5
ﾋﾒﾄﾞｺﾛ Dioscorea tenuipes 林縁 K 0.05 0.1 0.1 0.05
ﾌﾕｲﾁｺﾞ Rubus buergeri 照葉樹林 K 0.02 1 1 1 2
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.05 0.5 0.5 1 1
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 0.1
ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾎﾞﾛｷﾞｸ Crassocephalum crepidioides 人里 K 1 1 1  
ﾎﾗｼﾉﾌﾞ Sphenomeris chinensis 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.05
ﾏﾝﾘｮｳ Ardisia crenata 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.05
ﾐﾔｺｲﾊﾞﾗ Rosa paniculigera 林縁 K 0.01 0.02 0.5 0.3
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.05
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.5 0.01 0.01
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ Camellia japonica 照葉樹林 K 0.2
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.5
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.02
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05
ﾔﾏﾉｲﾓ Dioscorea japonica 林縁 K 0.05 0.05 0.05
ﾖﾓｷﾞ Artemisia princeps 人里 K 0.02 0.02
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02 0.02 0.5 1
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K 1 2 3 3 0.02

種名

付表 1-2-1 皆伐区の種組成（続き）
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強度択伐区 管理前 管理1年後 2年後 3年後 5年後 9年後

B1 高さ・m 8 8 9 9 9 10
被度・% 50 40 45 40 60 75

S1 高さ・m 4 - 2 2 2 4
被度・% 90 - 7 40 50 50

K 高さ・m 1.5 1.5 0.8 0.9 1.0 0.8
被度・% 10 65 99 95 100 100
出現種数 39 59 64 71 74 79

生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 2年後 3年後 5年後 9年後
ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 20 25 30 30 35 40

S1 1 3 5
K 2 5 5 5 1

ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 B1 10 5 6 10 10 15
K 0.01 0.02

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B1 10 6 6 10 10 15
K 0.01 0.02 0.1 0.5

ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 B1 10 4 5 5 5 5
S1 2 4 3
K 4 3 3 5 1

ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 S1 0.1 0.5 1 1
ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 照葉樹林 S1 10

K 0.3 0.01 0.05 0.05 1 0.5
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 S1 1 1 1

K 0.01 0.3 2 2 5 0.1
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S1 10 1

K 1 5 5 5 5 3
ｶｸﾚﾐﾉ Dendropanax trifidus 照葉樹林 S1 0.5 0.5 0.5

K 0.02 0.02 0.02 0.1 0.02
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var.laevis 夏緑二次林 S1 1
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 S1 25 45 30

K 3 15 1 3
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 S1 1

K 0.01 0.5 1 2 1
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 S1 5 0.5 2 4

K 0.1 8 8 1 2 3
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 S1 0.5

K 0.01 0.05 0.2 1 1 0.2
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 5

K 0.05 0.1 0.1
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 0.1 1 2 5 3

K 1 3 3 8 15 1
ｼｬｼｬﾝﾎﾞ Vaccinum bracteatum 照葉樹林 S1 0.1
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 S1 1

K 0.01 0.03 0.02 0.02 1 1
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 S1 2

K 0.02 0.1 0.02 0.1
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 S1 5

K 0.01 0.5 1 1 2
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 S1 1

K 0.5 2 2 3 1
ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 S1 1

K 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 60

K 1 10 10 10 12 20
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 5

K 0.1 2 1 2 3 1
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 S1 1 2 3

K 0.01 4 3 5 5 5
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 S1 4 4 5 5

K 2 2 2 5 2
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 S1 1 3 2

K 0.02 0.05 0.1
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.02 0.01 0.05 0.05 0.5
ｱｶｼﾃﾞ Carpinus laxiflora 夏緑二次林 K 0.01
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 1 1 1 2 0.05
ｱｷﾉﾀﾑﾗｿｳ Salvia japonica 草原 K 0.01 0.01 0.05
ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 夏緑二次林 K 0.02 0.01 0.02 0.1 0.05
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.05 0.05 0.1 0.1
ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum schinifolium 先駆低木林 K 0.02 1 1 2 0.1
ｳﾒﾓﾄﾞｷ Ilex serrata 夏緑二次林 K 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5 1
ｳﾗｼﾞﾛ Gleichenia japonica 夏緑二次林 K 1
ｳﾗｼﾞﾛﾉｷ Sorbus japonica 夏緑二次林 K 0.05
ｴﾋﾞﾂﾞﾙ Vitis thunbergii 林縁 K 0.05 0.1
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 0.1
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 林縁 K 0.01 0.05 0.5
ｶｷﾉｷ Diospyros kaki 夏緑二次林 K 0.02 0.05 0.05 0.1 0.5
ｶｽﾐｻﾞｸﾗ Prunus verecunda 夏緑二次林 K 0.05 0.5 0.5
ｶﾅﾒﾓﾁ Photinia glabra 照葉樹林 K 0.1 0.01 0.02 0.1 1 3
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 K 0.05 　
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.3 0.05 0.1 1 1
ｷｸﾊﾞﾔﾏﾎﾞｸﾁ Synurus palmatopinnatifedus var. palmatopinnatifidus 草原 K 0.05
ｹﾀｶﾞﾈｿｳ Carex ciliato-marginata 夏緑二次林 K 0.03 0.02 1 2 3
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 3 1 2 2 5 5
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanax sciadophylloides 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.1 1

種名

付表 1-2-2 強度択伐区の種組成 
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生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 2年後 3年後 5年後 9年後
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 5 3 25 25 35 15
ｻｼﾞｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ Carpesium glossophyllum 人里 K 0.02 0.05 0.01
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 1 2 2 3 3 1
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.01 0.1 0.1 0.5 0.5 0.02
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 夏緑二次林 K 0.01 0.02
ｼﾗｲﾄｿｳ Chionographis japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.1 0.05
ｼﾗﾔﾏｷﾞｸ Aster scaber 草原 K 0.05
ｼﾛﾀﾞﾓ Neolitsea sericea 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.1 0.5 0.5 0.5
ｽﾉｷ Vaccinium var.glabrum 夏緑二次林 K 0.1 0.02 0.05 0.02 0.01 0.01
ｾﾞﾝﾏｲ Osmunda japonica 草原 K 0.5
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.01 0.1 0.1 0.2
ﾀﾂﾅﾐｿｳ Scutellaria indica 草原 K 0.02
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.03 0.03 0.05 0.1 0.5 0.1
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 0.5 0.8 0.05 0.01 0.05 0.5
ﾂﾙﾘﾝﾄﾞｳ Tripterospermum japonicum 夏緑二次林 K 0.02
ﾃﾘﾊﾉｲﾊﾞﾗ Rosa wichuraiana 林縁 K 0.05
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 林縁 K 0.02 0.05 0.05 1 1
ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ Elaeagnus pungens 照葉樹林 K 0.02
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 0.1 1 10 10 10 30
ﾉｹﾞｼ Sonchus oleraceus 人里 K 0.01 0.05
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.05 0.05 0.05 0.1 0.5
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 0.05 0.02 0.05 0.05 2
ﾋﾉｷ Chamaecyparis obtusa その他 K 0.05 0.02 0.05 0 0.2
ﾋﾖﾄﾞﾘﾊﾞﾅ Eupatorium chinense 草原 K 0.2 4 5 5 1
ﾌﾕｲﾁｺﾞ Rubus buergeri 照葉樹林 K 0.05 1 1 2 0.5
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.01 0.03 0.02 0.05 1 1
ﾎﾗｼﾉﾌﾞ Sphenomeris chinensis 照葉樹林 K 0.05 0.1 0.1
ﾏﾝﾘｮｳ Ardisia crenata 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.02 0.1 0.1 0.05
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.03 0.02 0.05 0.1 0.1
ﾐﾔｺｲﾊﾞﾗ Rosa paniculigera 林縁 K 0.5
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.1
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 K 0.2
ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ Andropogon virginicus 草原 K 5 25 15 3
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02 0.02
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.02 0.1 0.1 0.5
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ Camellia japonica 照葉樹林 K 0.05 0.1 0.05
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.01 0.02
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.01 0.1 0.02 0.02 1
ﾖﾓｷﾞ Artemisia princeps 人里 K 0.02 0.02 0.02 0.01
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.05
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K 0.1 8 20 25 30 5

種名

付表 1-2-2 強度択伐区の種組成（続き）
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弱度択伐区 管理前 管理1年後 2年後 3年後 5年後 9年後

B1 高さ・m 9 9 9 10 10 11
被度・% 80 70 75 75 85 95

S1 高さ・m 4 4 4 4 5 5
被度・% 90 30 40 60 60 45

K 高さ・m 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
被度・% 20 15 15 30 35 35
出現種数 32 44 57 54 58 47

生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 2年後 3年後 5年後 9年後
ｳﾗｼﾞﾛﾉｷ Sorbus japonica 夏緑二次林 B1 10

S1 1 1 3 2
K 1 1 0.5 0.5 0.5

ｶﾅﾒﾓﾁ Photinia glabra 照葉樹林 B1 2 8 10 10
S1 0.2 2 1 1 2 2
K 0.01 1 0.5 0.5 0.5 1

ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 B1 6 15 15 15
S1 10 5 0.5 0.5 0.5 0.5
K 0.1

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B1 40 40 50 50 50 55
S1 6 0.5 1 2 2
K 0.01 0.1 0.5 1 2 1

ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 B1 30 30 30 30 40 40
S1 0.5
K 0.5 0.02 1 1 1 1

ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 B1 5
S1 1 2 2 3 l
K 0.5 0.01

ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 S1 1
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 S1 1

K 0.1 0.03 0.1 0.1 0.5 0.5
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 S1 1 4 1 1 1 1

K 0.1 0.1 0.5 0.5
ｲﾀﾄﾞﾘ Reynoutria japonica 人里 S1 0.5

K 0.01 0.01 0.05 0.5 0.1
ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum schinifolium 先駆低木林 S1 0.1 0.2 0.5 0.5

K 0.02 0.02 0.02 1
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 S1 0.5
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 S1 2 3 3 2

K 0.1 1 1 3 1
ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ Hydrangea luteo-venosa 夏緑二次林 S1 1

K 0.02
ｺｸﾂﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 S1 0.5 0.5 0.5 1 1

K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02
ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 S1 0.5

K 0.01 1 0.5 1 1 2
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 10

K 0.01 0.05 0.1 0.1 1 0.05
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 0.5 1 1

K 0.1 1 1 2 2 2
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 S1 5 4 5 5 5

K 0.01 0.01 1 1 1
ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 S1 1

K 0.02 0.01
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 S1 0.5 0.5

K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 55 1 2 2

K 20 3 4 10 12 10
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 S1 0.5 1

K 0.01 0.03 0.05 1 1
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 K 0.01 0.05
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.01
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 2 0.05 0.1 0.1 0.2
ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 夏緑二次林 K 0.03 0.03
ｱﾒﾘｶｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ Bidens frondosa 人里 K 0.01
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 0.5 0.2 0.5 0.5 1 1
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.02
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 林縁 K 0.02 0.02 0.05 0.1 0.1
ｶｸﾚﾐﾉ Dendropanax trifidus 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.01
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var.laevis 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ｶﾗｽｳﾘ Trichosanthes cucumeroides 人里 K 0.01  
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.05 0.2 0.5 2 3
ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.01  
ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 K 0.02 0.02 1 0.02
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanax sciadophylloides 夏緑二次林 K 0.02
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 0.05
ｻｼﾞｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ Carpesium glossophyllum 人里 K 0.02
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.5 2 3 2
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 夏緑二次林 K 0.05
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.5
ｽﾉｷ Vaccinium var.glabrum 夏緑二次林 K 0.01
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.02 0.5
ﾀﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾛｷﾞｸ Erechtites hieracifolia 人里 K 0.05 0.05
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 1 0.2 0.2 0.5 2 0.1
ﾅｶﾞﾊﾞﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola ovato-oblonga 草原 K 0.05 0.05 0.05

種名

付表 1-2-3 弱度択伐区の種組成
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生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 2年後 3年後 5年後 9年後
ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ Elaeagnus pungens 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.02
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 K 0.01 0.02
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 0.1 0.02 0.05 0.1 0.5 0.5
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.01
ﾊﾘｶﾞﾈﾜﾗﾋﾞ Thelypteris japonica 夏緑二次林 K 0.01
ﾋﾉｷ Chamaecyparis obtusa その他 K 0.02 0.02 0.05 0.05
ﾋﾖﾄﾞﾘﾊﾞﾅ Eupatorium chinense 草原 K 0.01 0.03 0.05
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 K 0.01 0.01 0.02 0.02
ﾌﾕｲﾁｺﾞ Rubus buergeri 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.02 0.05 0.1
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.05 0.05 0.1 0.5
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 0.02
ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾎﾞﾛｷﾞｸ Crassocephalum crepidioides 人里 K 0.04 0.04
ﾎﾗｼﾉﾌﾞ Sphenomeris chinensis 照葉樹林 K 0.05 0.05
ﾏﾝﾘｮｳ Ardisia crenata 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.1 0.2 0.5
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
ﾐﾔｺｲﾊﾞﾗ Rosa paniculigera 林縁 K 0.01 0.01
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 K 0.01 0.03 0.03 0.01 0.05 0.02
ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ Andropogon virginicus 草原 K 1
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 K 0.01
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.1 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ Camellia japonica 照葉樹林 K 0.05
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 K 0.5 2 0.5 1 1 0.5
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾔﾏﾉｲﾓ Dioscorea japonica 林縁 K 0.03 0.1 0.1 0.1
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 K 0.02 0.02

種名

付表 1-2-3 弱度択伐区の種組成（続き）
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対照区 管理前 管理1年後 2年後 3年後 5年後 9年後

B1 高さ・m 8 8 8 9 9 11
被度・% 50 45 60 70 70 80

S1 高さ・m 4.0 4.0 4.5 4.5 5.0 5.0
被度・% 85 55 30 40 45 50

S2 高さ・m - - 1.5 2.0 2.0 2.5
被度・% - - 40 45 50 40

K 高さ・m 0.8 1.0 0.4 0.5 0.7 0.7
被度・% 20 25 20 8 9 5
出現種数 35 34 36 35 33 34

生育環境区分 階層 管理前 管理1年後 2年後 3年後 5年後 9年後

ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 B1 20
ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 照葉樹林 S2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 2

K 0.5 0.05 0.1 0.05 0.05 0.1
ｳﾗｼﾞﾛﾉｷ Sorbus japonica 夏緑二次林 B1 3 3 3 5 5 5

K 0.01 0.01 0.01
ｶﾅﾒﾓﾁ Photinia glabra 照葉樹林 B1 5 8 15 15 15

S1 5
K 0.01 0.01 0.01 0.1 0.5

ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var.laevis 夏緑二次林 S2 0.1
K 0.02 0.02 0.02 0.1 0.1

ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 S2 2 0.5 0.5 0.5 0.5 1
K 0.01 0.03 0.1 0.1 0.02

ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 S2 6 1 1 2 2 1
K 0.5 0.5 1 0.5 1 0.1

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S2 10 2 1 1 1 1
K 0.5 0.5

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B1 30 35 40 45 50 45
S2 0.05 0.1 0.5
K 0.05 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05

ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 S2 0.1 0.1 0.5 2
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 B1 5 5 10 10 10 15

S1 2
ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 B1 3

S1 5 4 3 3 3
S2 1 1 1 0.1

ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 45 50 30 40 45 50
S2 30 40 45 30
K 10 7 1 0.05 0.1 1

ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 S1 2 1 0.8 1 1
S2 0.05 0.1 0.1 0.5
K 0.05 0.05

ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S2 2 2 2 2 2 2
K 0.05 0.04 0.02 0.1

ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 S2 5 2 0.03 0.05 0.01
K 0.1 0.08 0.03 0.05 0.05 0.02

ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 K 0.5 0.5
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 0.05 0.02 0.02 0.05 0.05 0.1
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 K 0.01 0.05
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 林縁 K 0.01 0.05 0.1 0.02
ｶｸﾚﾐﾉ Dendropanax trifidus 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1
ｶｽﾐｻﾞｸﾗ Prunus verecunda 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.05  
ｹﾀｶﾞﾈｿｳ Carex ciliato-marginata 夏緑二次林 K 0.1
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.03 0.02 0.02
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 1 0.5 0.5 0.05 0.5 0.5
ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 K 0.05 0.02 0.01
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 0.05 0.05 0.05 2 2 2
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 2 3 3 0.5 0.5 0.05
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.02  
ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ Heloniopsis orientalis 夏緑二次林 K 0.02 0.03 0.05 0.05 0.01
ｼﾛﾀﾞﾓ Neolitsea sericea 照葉樹林 K 0.01
ｽﾉｷ Vaccinium var.glabrum 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.05 0.05 0.03 0.05
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.5 0.2 0.2 0.2 1 0.1
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 10 14 16 5 2 0.5
ﾄｳｺﾞｸｼﾀﾞ Dryopteris nipponensis 照葉樹林 K 0.01
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02 0.05 0.05 0.02
ﾏﾝﾘｮｳ Ardisia crenata 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.05 0.02 0.1
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.05 0.1 0.1 0.1
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K 0.05 0.05 0.05 0.1

種名
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付表 2-1-1 調査区№1の種組成 
№1（赤穂市周世） 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後

S1 高さ・m 3.5 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0
被度・% 60 25 25 25 25 25 25 20 25 22

S2 高さ・m 2.0 2.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
被度・% 40 50 55 55 55 45 55 60 70 75

K 高さ・m 1.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
被度・% 90 10 29 33 33 10 35 60 75 80
出現種数 20 18 19 21 21 20 19 18 19 20

維持管理内容
生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後

ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 S1 3 25 25 25 25 25 25 20 20 15
S2 + 3 5 5 5 5 5 8 8 5
K + 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 +
S2 3 25 25 25 25 30 35 35 40 45
K + 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 S1 1
S2 + 10 10 10 10 2 5 5 10 10
K + 0.5 0.02 0.02 0.02 0.01 1 1 2 2

ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 S1 +
S2 + 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5
K + 0.02 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 S1 1
S2 1 10 10 10 10 5 5 6 6 7
K + 0.05 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 1 2 0.5

ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 S1 1
S2 1 5 5 5 5 5 1 1 1
K + 2 0.01 0.01 0.01 0.01

ﾋﾉｷ Chamaecyparis obtusa その他 S1 2 5 7
S2 + 0.5 2
K + 0.02 　 0.01

ｱﾍﾞﾏｷ Quercus variabilis 夏緑二次林 S2 0.5 1
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 S2 +

K 0.02 0.1 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 0.03 0.5
ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 S2 + 0.5

K + 2 0.7 1 1 1 2 2 3 3
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S2 0.1 1

K + 1 2 2 2 0.5 0.5 1 1 1
ｼｬｼｬﾝﾎﾞ Vaccinum bracteatum 照葉樹林 S2 + 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S2 + 3 3 5 5 1 2 2 5 6

K + 0.05 0.8 1 1 1 2 1 3 5
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 0.01
ｱﾘﾉﾄｳｸﾞｻ Gonocarpus micranthus 草原 K 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K + 0.02 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.5
ｳｽﾉｷ Vaccinium hirtum var. pubescens 夏緑二次林 K +
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K + 0.01 0.01 0.01 0.01
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 5 5 25 30 30 7 35 55 65 70
ｼﾗｲﾄｿｳ Chionographis japonica 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.01
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K + 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 4
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K +
ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ Andropogon virginicus 草原 K 1
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.01
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K +
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 K 0.05 0.02 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 K + 0.01 0.02 0.02
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K 1 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

種名
下草刈りの実施
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付表 2-1-2 調査区№2の種組成 

№2（赤穂市周世） 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後
S1 高さ・m 7 7 7 7 7 7 7 7 7

被度・% 50 26 27 27 27 28 25 20 20
S2 高さ・m 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5

被度・% 75 70 75 75 75 80 75 80 85
K 高さ・m 1.0 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0

被度・% 95 25 70 98 80 98 98 100 100
出現種数 19 21 25 29 28 28 22 23 23

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 S1 10 10 10 10 10 10 10 8 8

S2 0.5 1 2
K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 S1 15 15 15 15 15 15 15 10 7
S2 1 2 2 2 2 2 2 0.5 1
K 0.1 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 S1 15
S2 1 1 1 1 2 5
K 0.1 1 1 1 1 1 1 1 2

ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 S1 15 1 2 2 2 3 3 5 5
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S2 3

K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 1
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 S2 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1

K 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 S2 0.3 0.1

K 0.05 0.1
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S2 35 65 70 70 70 70 75 75 70

K 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 2
ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 S2 1

K 0.05 0.1 0.5 1
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S2 3 2 2 4 4 4 4 5 5

K 0.5 0.5 1 1 1 1 5 3
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 S2 0.3 0.5

K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 S2 1 2 2 3 3 3 3 4 2

K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 S2 1

K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.5 1
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S2 30 0.1 0.5 1 2

K 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 S2 0.1 0.1 1
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 S2 1 1 1 1 1 1 1 2 5

K 0.1
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 S2 1 1 1 1 1 1 1 2 2

K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 S2 0.5
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｱﾍﾞﾏｷ Quercus variabilis 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｳｽﾉｷ Vaccinium hirtum var. pubescens 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 0.01 0.01
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.1 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 5
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 95 25 70 75 80 80 90 99 99
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.02
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.05 0.5 1 1
ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata 林縁 K 0.01
ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲ Castanopsis cuspidata 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 0.01
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.01 0.01
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 K 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.5 1
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.01
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.5

種名
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付表 2-1-3 調査区№3の種組成 

№3（赤穂市周世） 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後
B1 高さ・m 18 18 19 19 19 20 20

被度・% 90 80 80 85 85 85 90
B2 高さ・m 12 12 12 12 12 13 13

被度・% 30 50 60 60 60 65 70
S1 高さ・m 6 6 6 6 7 7 7

被度・% 40 14 14 17 25 27 27
S2 高さ・m 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

被度・% 30 4 5 5 4 3 3
K 高さ・m 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.7 0.5

被度・% 5 7 7 7 14 18 25
出現種数 41 40 45 46 48 47 45

維持管理内容 毎年の下草刈り
生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 90 80 80 85 85 85 90
K 0.01 0.02 0.1 0.1 0.1 0.05

ｶｽﾐｻﾞｸﾗ Prunus verecunda 夏緑二次林 B2 15 25 20 20 15 10 10
K 0.01 0.01 0.01 0.03 0.1 0.2 0.5

ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 B2 10 25 30 30 35 45 50
S2 2 2 2 1 1 1
K 0.01 0.1 0.1 0.5 0.5 0.05 0.5

ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 B2 3 5 5 5 5 5
S1 3
K 0.1 0.05 0.05 0.01

ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 B2 6 5 5 5 5 5 5
S1 10

ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 夏緑二次林 S1 4 1 2 2 2 1 1
ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 照葉樹林 S1 3

K 0.1 0.1 0.02 0.02 0.50 1 1
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 S1 2

S2 1
K 0.5 0.5 0.5 1 1.0 2 2

ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 S1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
S2 0.1 0.5 1 1 1 1
K 0.1 0.2 0.2 0.1 0.01 0.1

ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 S1 0.5
S2 0.3

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 5 7 7 10 15 20 20
ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 S1 1

S2 5
K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.02

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 S1 1
K 1 0.5 1 2 3 3

ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 5
S2 20
K 2 2 2 3 3 5 5

ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 S1 1
S2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5

ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 S1 1 2 2 2 2 1 1
K 0.01 0.01

ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 3 3 3 3 5 5 5
S2 2
K 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 2

ﾓﾐ Abies firma 照葉樹林 S1 2
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ Camellia japonica 照葉樹林 S1 3

K 0.1 0.5 0.5 2 4 3
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S2 0.1

K 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.1
ｳﾝｾﾞﾝﾂﾂｼﾞ Rhododendron serpyllifolium 夏緑二次林 S2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

K 0.02
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 S2 0.3

K 0.1 0.02 0.02 0.05 0.10 0.1 1
ﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia spathulata 夏緑二次林 S2 0.3

K 0.02 0.05 0.05 0.01
ﾅﾂｱｻﾄﾞﾘ Elaeagnus yoshinoi 夏緑二次林 S2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.05
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 S2 0.5

K 0.1 0.01 0.01 0.03 0.03 0.1 0.05
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 S2 1 1 1 1 0.5 0.5

K 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.01
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.2 0.5 0.02
ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ Acer rufinerve 夏緑二次林 K 0.3 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.05
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.05 0.1 0.3
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.01
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.5 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 2
ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ Hydrangea luteo-venosa 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02
ｺﾏﾕﾐ Euonymus alatus f. ciliato-dentatus 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.03
ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ Amelanchier asiatica 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.02
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.02 0.1
ｼｷﾐ Illicium anisatum 照葉樹林 K 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.3 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 1
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
ｽﾉｷ Vaccinium var. glabrum 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.01 0.02 0.02 0.05 0.05
ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲ Castanopsis cuspidata 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.02 0.05 0.1 0.1
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 0.3 0.1 0.5 1 1 0.05 0.1
ﾃｲｶｶｽﾞﾗ Trachelospermum asiaticum 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1 0.5
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 K 0.01

種名
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付表 2-1-3 調査区№3の種組成（続き） 

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.1 0.01 0.01 0.01 0.05 0.5 0.5
ﾉｻｻｹﾞ Dumasia truncata 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 K 0.1 0.02 0.01 0.01 0.50 0.5 0.5
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 0.02
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.01
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 K 0.02
ﾓﾁﾉｷ Ilex integra 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.05
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 K 0.01 0.01

種名
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付表 2-1-4 調査区№4の種組成 
№4（たつの市誉田） 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後

B1 高さ・m 15 15 15 17 17 17 17 18 18 18
被度・% 80 85 85 90 90 90 95 95 95 95

B2 高さ・m 10 10 10 - - - - - - -
被度・% 20 10 10 - - - - - - -

S1 高さ・m 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 6
被度・% 60 1 2 3 3 4 5 5 5 6

K 高さ・m 1.2 0.5 0.7 0.3 0.5 0.7 0.5 0.5 0.7 0.8
被度・% 85 25 40 50 60 65 70 70 65 60
出現種数 47 45 56 50 59 54 51 57 60 53

維持管理内容 毎年の下草刈り
生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後

ｱﾍﾞﾏｷ Quercus variabilis 夏緑二次林 B1 3 30 30 25 25 25 30 30 30 30
K 0.01 0.01 0.05 0.02

ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 B1 5 5 5 5 5 5
B2 1 10 10

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 3 30 35 50 50 50 55 55 55 55
S1 + 1 1 1 1 1 2 2 3 3
K + 0.02 0.01 0.01 0.5 0.05

ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 B1 2 25 30 20 20 20 20 25 25 25
K 0.05 0.05 0.02 0.05 0.1

ｴﾋﾞﾂﾞﾙ Vitis thunbergii 林縁 S1 +
K 0.5 2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

ｶｷﾉｷ Diospyros kaki 夏緑二次林 S1 +
K + 1 1.5 0.01 1 1 1 1 1 1

ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 S1 1
K + 0.2 0.05 0.05

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 +
K 1 1 1 1 1 1 1

ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 1
K 1 1 2 0.3 2 2 2 2 2 1

ｽｲｶｽﾞﾗ Lonicera japonica 林縁 S1 +
K 0.2 0.2 1 2 2 5 5

ﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia spathulata 夏緑二次林 S1 +
K 1 1 0.03 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata 林縁 S1 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
K + 0.2 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 S1 1
K + 0.1 0.1 0.5 0.5 1 1 1 2 1

ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ Elaeagnus pungens 照葉樹林 S1 +
K 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 S1 +
K + 0.5 0.5 0.1 0.02 0.05 0.5 1 2 2

ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 3
K 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3

ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 S1 1 1
K + 5 1 1 1 1 1 1 0.1 0.5

ｷﾂﾞﾀ Hedera rhombea 照葉樹林 S1 0.05 0.1
K 1 2 0.5 0.5 1 1 1 2 2 2

ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 S1 0.05
K 0.02 0.05 0.5 1 1 1 1 1 1

ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 S1 +
K 0.05 0.1 0.05 0.05 0.1 0.05

ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 +
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 S1 + 1.5 2 2 2 1 1 1 2

K 1 1 1 2 1 1 1 1 1
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 S1 1

K 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 2 2
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 K 0.5 0.5 0.5
ｱｶｼﾃﾞ Carpinus laxiflora 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02 0.5 0.5 0.5 1 0.5
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.1 0.1 0.05
ｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ Solidago vigaurea  subsp. Asiatica 夏緑二次林 K 0.02
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 K 0.05 0.01
ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum schinifolium 先駆低木林 K 0.5
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K + 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 2 2
ｲﾇﾋﾞﾜ Ficus erecta 人里 K 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05
ｲﾉｺｽﾞﾁ Achyranthes bidentata var. japonica 照葉樹林 K 0.05
ｲﾎﾞﾀﾉｷ Ligustrum obtusifolium 夏緑二次林 K +
ｳｽﾉｷ Vaccinium hirtum var. pubescens 夏緑二次林 K 1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ Prunus grayana 夏緑二次林 K + 0.01
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.02 0.05 0.05 0.05 0.02 0.01
ｵｵｲﾀﾁｼﾀﾞ Dryopteris pacifica 夏緑二次林 K + 1 1 1 1 1 1 2 2 2
ｵｵﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris hondoensis 照葉樹林 K 2 2 2 2
ｵｶﾄﾗﾉｵ Lysimachia clethroides 草原 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ｵｸﾏﾜﾗﾋﾞ Dryopteris uniformis 照葉樹林 K 0.02 0.05
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 林縁 K 0.5 0.05 0.05 0.5 0.5 0.5 1 1
ｶｴﾃﾞﾄﾞｺﾛ Dioscorea quinqueloba 夏緑二次林 K + 2 2 2 2 1 0.5 0.1 0.05 0.1
ｶｺﾞﾉｷ Litsea coreana 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.01 0.02
ｶｽﾐｻﾞｸﾗ Prunus verecunda 夏緑二次林 K 0.02
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 K 0.5
ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum 先駆低木林 K 0.01 0.05 0.1 0.05 0.01 0.01 0.05 0.02
ｸｽﾉｷ Cinnamomum camphora 照葉樹林 K 1 0.1
ｸﾏﾉﾐｽﾞｷ Cornus brachypoda 夏緑二次林 K 0.01
ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ Amelanchier asiatica 夏緑二次林 K 0.01
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K + 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 照葉樹林 K 3 0.05 0.05 0.5 0.5 0.1 0.1 0.5 0.05 0.1
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ｼﾛﾀﾞﾓ Neolitsea sericea 照葉樹林 K 0.01
ｽｷﾞ Cryptomeria japonica その他 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｽﾉｷ Vaccinium var. glabrum 夏緑二次林 K + 0.02 0.02 0.02 0.1 0.5 1 1 2 0.05
ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 K 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.5
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.1
ﾁｺﾞﾕﾘ Disoporum smilacinum 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K + 0.05 25 25 30 25 25 20 10 0.05
ﾂﾕｸｻ Commelina communis 人里 K 0.1 5 1 0.05 0.05 0.01 0.02
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 1 0.5 1 1 1 1 1 1
ﾂﾙｳﾒﾓﾄﾞｷ Celastrus orbiculatus 林縁 K + 0.02 0.03
ﾃｲｶｶｽﾞﾗ Trachelospermum asiaticum 照葉樹林 K 1 0.5 0.1 1 1 1 1 2 3 4
ﾄｷﾘﾏﾒ Rhynchosia acuminatifolia 林縁 K 0.03 0.05 0.1 0.1
ﾄﾗﾉｵｼﾀﾞ Asplenium incisum 夏緑二次林 K 0.02
ﾅｶﾞﾊﾞｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus var. umbrosus 照葉樹林 K +
ﾅﾅﾐﾉｷ Ilex chinensis 照葉樹林 K 0.02 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
ﾅﾝﾃﾝ Nandina domestica 照葉樹林 K + 0.5 1 0.01
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 K 0.02 0.01
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 2 10 3 5 25 30 30 30 25 30

種名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付表 

107 

付表 2-1-4 調査区№4の種組成（続き） 
生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後

ﾉｲﾊﾞﾗ Rosa multiflora 夏緑二次林 K 0.05 0.03
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.5
ﾊｼｶｸﾞｻ Hedyotis lindleyana 人里 K 0.01 0.01
ﾋｲﾗｷﾞ Osmanthus heterophyllus 照葉樹林 K + 0.02 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 0.02
ﾋﾖﾄﾞﾘｼﾞｮｳｺﾞ Solanum lyratum 林縁 K 0.01 0.01
ﾋﾖﾄﾞﾘﾊﾞﾅ Eupatorium chinense 草原 K 0.02
ﾌﾕｲﾁｺﾞ Rubus buergeri 照葉樹林 K 1 0.5 0.5 1 1 1 2 5 5 5
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 2 2 2 1 2 2 3 3 3 4
ﾏﾝﾘｮｳ Ardisia crenata 照葉樹林 K + 0.02 0.05 0.02 0.02 0.05 0.1 0.5 1 2
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K + 0.5 1 0.02 0.1 0.1 0.5 1 1 1
ﾐﾔｺｲﾊﾞﾗ Rosa paniculigera 林縁 K + 0.1 0.2 0.4 0.5 1 1 1 1
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.03
ﾔﾌﾞｼﾞﾗﾐ Andropogon virginicus 人里 K 0.02
ﾔﾌﾞﾗﾝ Liriope platyphylla 照葉樹林 K +
ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ Lindera glauca 夏緑二次林 K 0.01
ﾔﾏﾉｲﾓ Dioscorea japonica 林縁 K + 0.05 0.05
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 K 0.05 0.01 0.5
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 K 2 1 0.05 0.1 0.05 0.05 0.1
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付表 2-1-5 調査区№5の種組成 
№5（姫路市打越） 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後

B1 高さ・m 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
被度・% 70 70 50 75 75 75 75 75 80 80

B2 高さ・m 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11
被度・% 20 20 25 20 30 35 40 40 45 50

S1 高さ・m 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6 7
被度・% 75 40 40 40 40 45 45 50 10 15

S2 高さ・m - - - - - - - - 3.0 3.5
被度・% - - - - - - - - 60 65

K 高さ・m 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
被度・% 95 30 40 40 40 45 45 50 99 98
出現種数 38 41 46 50 58 64 67 69 72 73

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後
ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80

B2 8 8 10 10 15 15 20 20 25 25
K 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.5 1

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
S1 1
S2 2 3
K 5 0.05 0.05 2 2 5 5 7 7 8

ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 B2 8 10 15 10 10 15 15 15 20 25
S1 3 4
K 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1 0.2

ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 S1 1 1 1
K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 35 35 35 35 35 40 40 40
S2 55 55
K 0.02 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.02 0.05

ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 S1 1
K 0.01 0.05 0.5 0.5 1 1 1 2 2

ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1
S2 1 2
K 2 0.2 0.2 1 1 1 1 2 1 1

ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 S1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5
K 1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1

ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 S1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
S2 0.5 0.5

ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 S1 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5
S2 0.5 0.5
K 1 0.02 0.02 0.03 0.03 0.1 0.1 0.1 0.02 0.05

ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 40
S2 2 3
K 10 2 2 4 4 6 6 8 10 10

ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 S1 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5
S2 0.5 0.5
K 1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5

ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K 0.01 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1

ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5
S2 1 2
K 0.02 0.02 0.02 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ Camellia japonica 照葉樹林 S1 5
K 8 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5 0.5 0.03 0.03

ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 S1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4
K 2 0.01 0.01 0.5 0.5 1 1 1 0.1 0.1

ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 S1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
K 0.5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.5 0.01 0.01 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5
ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
ｱﾌﾞﾗﾁｬﾝ Lindera praecox 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.02
ｲﾁﾔｸｿｳ Pyrola japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum schinifolium 先駆低木林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 0.1
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 5 0.02 0.02 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 K 0.01
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05
ｴﾉｷ Celtis sinensis var. japonica 夏緑二次林 K 0.01
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 0.01
ｶｽﾐｻﾞｸﾗ Prunus verecunda 夏緑二次林 K 1 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 K 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 1 0.02 0.02 0.01 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 1
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 K 0.01 0.01 0.5 0.5 0.5 0.05 0.2
ｸﾏﾔﾅｷﾞ Swida macrophylla 林縁 K 0.05
ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 K 0.01 0.01
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 4 5
ｹﾀｶﾞﾈｿｳ Carex ciliato-marginata 夏緑二次林 K 0.5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.02 0.1
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1
ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ Hydrangea luteo-venosa 夏緑二次林 K 0.5 0.01 0.01 0.02 0.02 0.1 0.1 0.1 1 0.1
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 85 3 5 8 8 25 40 60 75 85
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02
ｺﾏﾕﾐ Euonymus alatus  f. ciliato-dentatus 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ｺﾞﾝｽﾞｲ Euscaphis japonica 夏緑二次林 K 0.02
ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ Amelanchier asiatica 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.02
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.02
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.02 0.1 0.1 0.1 0.02 0.1
ｽｲｶｽﾞﾗ Lonicera japonica 林縁 K 0.02 0.02
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.05 0.05 0.05 1 1
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.03 0.05
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.02 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.05 0.05
ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata 林縁 K 0.1
ﾂﾙﾘﾝﾄﾞｳ Tripterospermum japonicum 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾅｶﾞﾊﾞﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola ovato-oblonga 草原 K 0.01 0.01 0.02 0.02
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.02 4 5
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.1
ﾆｼﾉﾎﾝﾓﾝｼﾞｽｹﾞ Carex stenostachys 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.05
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 10 0.2 0.2 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05
ﾉｲﾊﾞﾗ Rosa multiflora 夏緑二次林 K 0.02
ﾉｶﾞﾘﾔｽ Calamagrostis arundinacea  var. brachythcha 草原 K 0.01 0.02
ﾉｷﾞﾗﾝ Metanarthecium luteo-viride 草原 K 0.01 0.02 0.05 0.05
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付表 2-1-5 調査区№5の種組成（続き） 
生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後

ﾋﾒﾄﾞｺﾛ Dioscorea tenuipes 林縁 K 0.01 0.05 0.5 0.5
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.1
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.5 0.05
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.5 1
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.5 0.05
ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ Andropogon virginicus 草原 K 0.02 0.02 0.2 0.2 0.2 0.1 0.05
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.02
ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ Cinnamomum japonicum 照葉樹林 K 5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.1 0.5
ﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ Lonicera gracilipes 夏緑二次林 K 0.02 0.02
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
ﾔﾏﾉｲﾓ Dioscorea japonica 林縁 K 0.02 0.02
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 K 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾔﾜﾗｼﾀﾞ Thelypteris laxa 夏緑二次林 K 0.01
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K 5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
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付表 2-1-6 調査区№6の種組成 

№6（宍粟市山崎町下町） 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 7年後 9年後
B1 高さ・m 15 15 15 15 15 15 16 16

被度・% 75 80 80 80 80 80 80 80
S1 高さ・m 5.0 4.5 5.0 7 7 7 7 7

被度・% 55 20 19 20 20 25 25 25
S2 高さ・m 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0

被度・% 5 4 5 4 3 3 3 3
K 高さ・m 0.8 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8

被度・% 70 20 20 25 35 45 50 65
出現種数 39 45 60 63 69 79 82 80

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 7年後 9年後
ｱﾍﾞﾏｷ Quercus variabilis 夏緑二次林 B1 75 80 80 80 80 80 80 80

S1 1 1 1 1 1 2 2 2
K 0.01 0.02 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 0.05

ﾀﾞﾝｺｳﾊﾞｲ Lindera obtusiloba 夏緑二次林 S1 10 10 7 8 8 8 8 8
K 0.05 0.05 0.05

ﾊﾈﾐｲﾇｴﾝｼﾞｭ Maackia floribunda 夏緑二次林 S1 2 2 3 3 2 3 3 2
ﾋｲﾗｷﾞ Osmanthus heterophyllus 照葉樹林 S1 5 1 1 1 1 1 2 2

K 0.02 0.5 0.5 0.5 1 1 2
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 35 5 5 5 5 5 7 10

K 30 0.5 0.5 0.5 1 2
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 S1 1 1 1 1 1 1 1

K 0.05 2 3 3 5 5 7
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 S1 3 3 3 5 5 5 5 5

K 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ Lindera glauca 夏緑二次林 S1 1 1 1 1 1 1 1 1

K 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1
ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum 先駆低木林 S2 0.5 0.5 1 1 1 1

K 1 1 2 2 2 3 3
ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ Elaeagnus pungens 照葉樹林 S2 5 1 1 1 1 1 1 1

K 0.01 0.05 0.1 0.1 0.5 0.5 1
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 S2 2 1 1 1 1 1 1 1

K 1 1 1 1 4 5 5
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 K 0.5 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.02 0.02
ｱｷｸﾞﾐ Elaeagnus umbellata その他 K 0.1 0.5 0.5 0.5
ｱﾌﾞﾗﾁｬﾝ Lindera praecox 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.05 0.05
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 1 0.02 0.05 0.1 0.5 1 2 2
ｲﾀﾄﾞﾘ Reynoutria japonica 人里 K 0.01 0.01 0.02 0.05 0.05 0.05 0.02 0.01
ｲﾇｼﾃﾞ Carpinus tschonoskii 夏緑二次林 K 0.03 0.03 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 1
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 0.5 0.02 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ｲﾎﾞﾀﾉｷ Ligustrum obtusifolium 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
ｳﾂｷﾞ Deutzia crenata 海岸 K 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
ｳﾝｾﾞﾝﾂﾂｼﾞ Rhododendron serpyllifolium 夏緑二次林 K 1 1 1 1 1 1
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1
ｵｵｶﾓﾒﾂﾞﾙ Tylophora aristolochioides 林縁 K 0.01 0.02 0.02
ｵｶﾄﾗﾉｵ Lysimachia clethroides 草原 K 0.01 0.01 0.02
ｶｴﾃﾞﾄﾞｺﾛ Dioscorea quinqueloba 林縁 K 1 1 1 1 1
ｶｷﾉｷ Diospyros kaki 夏緑二次林 K 0.01 0.05
ｶﾆｸｻ Lygodium japonicum 林縁 K 0.5 0.02 1 2 2 3 3 3
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 K 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01 0.05 0.1 0.1
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.05
ｸｻｲﾁｺﾞ Rubus hirsutus 林縁 K 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05
ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ Rhamnus japonica var. decipiens 夏緑二次林 K 0.05 0.05
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.1
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 15 4 5 5 4 2 0.5
ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ Hydrangea luteo-venosa 夏緑二次林 K 0.05 0.02 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 0.5
ｺﾅｽﾋﾞ Lysimachia japonica 人里 K 0.01 0.05 0.05
ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.05
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.5 0.05 1 1 1 2 2 3
ｺﾏﾕﾐ Euonymus alatus f. ciliato-dentatus 夏緑二次林 K 0.05 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 0.2
ｻｼﾞｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ Carpesium glossophyllum 人里 K 0.01 0.01 0.01
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 3 0.05 0.5 1 1 1 1 0.5
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.1 0.1 0.1
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.05 0.05 0.1 0.1
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02
ｼﾛﾀﾞﾓ Neolitsea sericea 照葉樹林 K 1 0.01 0.05 0.5 1
ｽｲｶｽﾞﾗ Lonicera japonica 林縁 K 0.01 0.05 0.05 0.05
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.01 0.01 0.02 0.05 0.1
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.01 0.01
ﾀﾁﾄﾞｺﾛ Dioscorea gracillima 林縁 K 0.5 1 1
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.01
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.02
ﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia spathulata 夏緑二次林 K 0.02 0.05 0.05 0.1 0.5 1
ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata 林縁 K 0.05 0.02 0.02 0.01 0.1 0.1 0.05 0.05
ﾂﾕｸｻ Commelina communis 人里 K 0.1 0.02 0.02 0.05 0.5 1
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.5 0.5 0.5
ﾃｲｶｶｽﾞﾗ Trachelospermum asiaticum 照葉樹林 K 0.05 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾃﾘﾊﾉｲﾊﾞﾗ Rosa wichuraiana 林縁 K 0.5 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1
ﾄｳｹﾞｼﾊﾞ Lycopodium serratum 夏緑二次林 K 0.05 0.01
ﾄｷﾘﾏﾒ Rhynchosia acuminatifolia 林縁 K 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 林縁 K 0.5 0.05 0.02 0.02 0.05 1 1 1
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 0.02 1 2 2 2 5 5
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 K 1 0.01 0.05 0.03 0.05 0.1 0.5 0.5
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01
ﾉｺﾝｷﾞｸ Aster ageratoides 人里 K 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.1
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.05 0.02 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5
ﾊﾝｼｮｳﾂﾞﾙ Clematis japonica 林縁 K 0.01 0.05 0.05
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 3 3 3 3 5 6 8 10
ﾋﾒﾄﾞｺﾛ Dioscorea tenuipes 林縁 K 0.05 0.05 0.05 0.5 1 1 1
ﾋﾞﾛｰﾄﾞｲﾁｺﾞ Rubus corchorifolius 林縁 K 0.05 0.1 0.1 0.5 0.5
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付表 2-1-6 調査区№6の種組成（続き） 

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 7年後 9年後
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.5 0.01 0.05 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.1 0.1 0.5 0.5
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.05 0.02 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
ﾐﾔｺｲﾊﾞﾗ Rosa paniculigera 林縁 K 0.05 0.05 0.1 0.5 0.5 0.5
ﾐﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ Lonicera gracilipes var. glandulosa 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.1 0.02 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 夏緑二次林 K 0.02 0.5 0.5 0.5 1 1 2
ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ Syneilesis palmata 夏緑二次林 K 0.05 0.03 0.01 0.1 0.2 0.2 0.5
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 K 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.1
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.01 0.01
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 K 0.01 0.01
ﾔﾏﾊｯｶ Rabdosia inflexa 草原 K 0.01 0.01
ﾖﾂﾊﾞﾑｸﾞﾗ Galium trachyspermum 人里 K 0.02 0.01
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付表 2-1-7 調査区№7の種組成 

№7（市川町下牛尾） 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後
B1 高さ・m 12 13 13 13 14 14 14

被度・% 80 75 75 60 70 80 85
B2 高さ・m 6 6 7 7 7 8 8

被度・% 15 1 1 1 2 2 3
S1 高さ・m 3.0 3.0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.5

被度・% 5 6 15 17 19 20 19
S2 高さ・m - - - - - - 2.0

被度・% - - - - - - 12
K 高さ・m 0.5 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0

被度・% 10 10 10 15 20 30 65
出現種数 34 41 47 53 55 53 56

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 B1 55 55 55 55 60 60 60

B2 0.5 1 1 1 2 2 3
K 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1

ｳﾗｼﾞﾛﾉｷ Sorbus japonica 夏緑二次林 B1 5 5 5 5 5 10 15
S1 0.1 1 1 1 1 1
K 0.01 0.05 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 10 15 15 20 20 25 25
B2 5
S1 2 2 2 1 4
K 0.1 0.05 0.02 0.02 0.5 1 1

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B1 10
B2 10
S1 0.5 1 2 2 5 9 10
K 0.5 0.5 0.01 0.01 2 4 3

ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 B2 0.5
S1 2 1 3 3 2 2
S2 2
K 2 0.1 1

ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 B2 0.5
K 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.05 0.1

ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 照葉樹林 S1 0.1
K 0.5 0.05 0.05 0.2 0.5 1 1

ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 S1 0.1
K 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 S1 1 2 1 0.5
S2 1
K 0.01 0.05 0.05 0.1 0.5 0.5 1

ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 S1 0.5 0.5 1 2
S2 2
K 0.1 1 0.05 0.1 0.5 0.5 7

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 0.1 0.05 1 1 1 1
S2 2
K 10 0.02 6 7 7 7 15

ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 0.5 0.5 0.5 0.5
K 0.1 1 1 2 2 2 2

ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 S1 0.5
K 0.1 0.03 0.1 0.02 0.02 0.1 0.2

ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 3 3 4 5 5 5 5
K 0.5 0.5 0.02 0.02 2 3 4

ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 0.5 0.5 1 1
S2 2
K 0.5 2 0.1 0.2 1 2 5

ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 K 0.1 0.1 0.05 0.02 0.05
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.1 0.1 0.05 0.02 0.05
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.1 0.05
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 0.02 0.01 0.02 0.5 0.5 0.05
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 1 2
ｲﾁﾔｸｿｳ Pyrola japonica 夏緑二次林 K 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum schinifolium 先駆低木林 K 0.02 0.05 0.1 0.2 0.2
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5 1
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02 0.02 0.5 1 5
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 0.1 0.2 0.2 0.2
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.05
ｶｷﾉｷ Diospyros kaki 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.01 0.5 0.5 0.5
ｸﾏﾔﾅｷﾞ Swida macrophylla 林縁 K 0.01 0.01 0.2 0.2
ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 K 0.02 0.01 0.01 0.01 0.5 0.5
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.1 1 3 3 3 2 8
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanex sciadophylloides 夏緑二次林 K 0.1 0.02 0.5 0.5 0.5 0.05 0.05
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02 0.05 0.1 0.1
ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ Amelanchier asiatica 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05
ｻﾝｼｮｳ Zanthoxylum piperitum 夏緑二次林 K 0.01
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.03 0.05 0.01 0.01 0.05
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.03 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.5 0.05 0.5 1 0.5 0.05 0.1
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.05
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.01
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 林縁 K 0.02
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 K 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.05
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 K 0.05 0.05 0.1
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K  0.1 0.1
ﾈﾑﾉｷ Albizia julibrissin 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.05 0.02 0.05 0.02 0.01 0.05
ﾋｲﾗｷﾞ Osmanthus heterophyllus 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.02 0.02
ﾋﾉｷ Chamaecyparis obtusa その他 K 0.05 0.02 0.02 0.05 0.1 0.1 0.1
ﾍﾞﾆﾊﾞﾅﾎﾞﾛｷﾞｸ Crassocephalum crepidioides 人里 K 0.01
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 K 0.05 0.1 0.1 0.2 0.5 1 2
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付表 2-1-7 調査区№7の種組成（続き） 

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後
ﾏﾝﾘｮｳ Ardisia crenata 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.02 0.02
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.1 0.01 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.5 0.5 0.5 0.02 3
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 K 0.2 0.05
ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ Andropogon virginicus 草原 K 0.02 0.02 0.01
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ Camellia japonica 照葉樹林 K 0.1 0.03 0.1 0.5 0.5 0.2 0.2
ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ Lindera glauca 夏緑二次林 K 0.1 0.02 0.1 0.2 0.2
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.01 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.5 3 0.03 0.03 0.1 0.1 0.1
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 K 0.01 0.01
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 K 0.05
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付表 2-1-8 調査区№8の種組成 

№8（市川町下牛尾） 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後

B1 高さ・m 17 27 18 18 18 19 19
被度・% 75 85 85 85 85 90 90

B2 高さ・m 9 9 10 10 11 11 11
被度・% 20 4 5 6 7 8 10

S1 高さ・m 5.0 5.0 6 6 6 7 7
被度・% 75 12 12 13 15 21 22

K 高さ・m 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8
被度・% 1 1 3 3 7 12 18
出現種数 26 35 41 47 50 51 60

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 75 85 85 85 85 90 90
B2 15 4 4 5 5 5 7
K 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1

ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ Amelanchier asiatica 夏緑二次林 B2 0.5 0.5 0.5 1 2 3 3
S1 0.5
K 0.01 0.01

ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 B2 0.5
S1 2 2
K 0.1 0.5 1 1

ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 B2 0.5
S1 1 1 1
K 0.01 0.02 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2

ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 照葉樹林 S1 10 3 3 3 5 7 7
K 0.05 0.5 0.5 1 2 0.01

ｳﾗｼﾞﾛﾉｷ Sorbus japonica 夏緑二次林 S1 0.5 0.5
K 0.01 0.01 0.02 0.05 0.05 0.01

ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 S1 0.5 0.5
K 0.02 0.05 0.05 0.1

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 5 5 5 5 5 4 4
K 0.5 0.5 0.5

ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 0.5
K 0.1 0.04 0.05 0.5 0.5 0.5 1

ﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia spathulata 夏緑二次林 S1 0.5 0.5 0.5 0.2
ﾋｲﾗｷﾞ Osmanthus heterophyllus 照葉樹林 S1 0.5 1 1 1 1 1 1

K 0.1 0.03 0.05 0.05 0.1 0.5 0.5
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 60 2 2 3 5 6 7

K 0.5 0.04 1 1 2 3 4
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 K 0.01 0.01
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.05 0.02 0.02 0.02
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 0.1 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.1 0.1 0.5
ｲﾁﾔｸｿｳ Pyrola japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum schinifolium 先駆低木林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 0.5 0.01 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 K 0.02 0.01 0.01 0.1
ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ Acer rufinerve 夏緑二次林 K 0.01
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.02 0.1 0.5 0.5
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 0.03 0.01 0.03 0.05 0.05 0.01
ｶｷﾉｷ Diospyros kaki 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.05 0.05
ｶﾅｸｷﾞﾉｷ Lindera erythrocarpa 夏緑二次林 K 0.01
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 K 0.02 0.01
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.01 0.1 0.3 0.02
ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum 先駆低木林 K 0.02
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 K 0.01 0.01 0.02
ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 K 0.05
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.1 0.03 0.05 0.05 0.1 0.5 1
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.1 0.02 0.02 0.02 0.05
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanex sciadophylloides 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.05 0.1 0.5 0.05
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.1 0.03 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
ｻﾝｼｮｳ Zanthoxylum piperitum 夏緑二次林 K 0.01
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.05
ｼﾗﾔﾏｷﾞｸ Aster scaber 草原 K 0.02 0.02 0.01
ｽｷﾞ Cryptomeria japonica その他 K 0.1 0.02
ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.5 1 3
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.1 0.02 0.02 0.1 0.1 0.5 0.5
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.01 0.02 0.02  0.02
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 林縁 K 0.01 0.05 0.05 0.1
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 K 0.01 0.01
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.01 0.1 0.05 0.05 0.01 0.02
ﾋﾒﾄﾞｺﾛ Dioscorea tenuipes 林縁 K 0.01
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 K 0.01 0.01
ﾌﾕｲﾁｺﾞ Rubus buergeri 照葉樹林 K 0.3 0.1
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.02 0.03 0.05 0.05 0.2
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.1 0.5 1
ﾏﾝﾘｮｳ Ardisia crenata 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 K 0.02
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.02 0.02 0.05 0.05
ﾓﾐ Abies firma 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.05 0.05
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.1 0.2 0.5
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.1
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.1 0.02 0.05 0.05 0.1
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 K 0.01
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 K 0.05 0.1 0.1 2
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付表 2-1-9 調査区№9の種組成 

№9（加東市上鴨川） 管理前 1年後 2年後 4年後 6年後 7年後
S1 高さ・m 7 7 7 7 7 8

被度・% 95 60 70 70 75 80
S2 高さ・m 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0

被度・% 20 4 6 9 10 12
K 高さ・m 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0 1.0

被度・% 5 5 9 15 20 35
出現種数 22 35 43 40 36 27

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 4年後 6年後 7年後
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 S1 5 5 7 7 7 5

K 0.05 0.03 0.5 0.5 0.5
ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ Quercus phillyraeoides 照葉樹林 S1 50 45 55 60 65 70

S2 10
K 0.2 0.1 0.3 0.5 0.5 1

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 S1 5 5 5 5 5 5
K 0.1 0.01 0.05 0.1 0.5 0.5

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 1 1 1 1 1
S2 5 3 3 5 6 7
K 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 1

ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 S1 1
S2 5
K 0.1 0.5 0.5 0.5 1 2

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 S1 30 5 5 5 5 5
S2 1
K 0.1 1 2 5 7 7

ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 1
S2 10 0.5 0.5 1 1 2
K 0.5 0.1 1 1 2 10

ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 S1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
S2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
K 0.1 0.01 0.01 1 1 2

ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 S1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
K 0.01 0.05 0.1 0.5

ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S2 1 3 3 3 3
K 0.1 0.5 0.5 0.5 1 1

ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 S2 1
K 0.01 0.01 0.02

ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 S2 1
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 S2 1

K 0.3 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.1 0.2
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.05 0.02
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 K 0.01 0.02 0.02 0.01
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.05 0.1 0.5
ｸﾛﾊﾞｲ Symplocos prunifolia 照葉樹林 K 0.3 0.05 0.05 1 2 5
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.05 0.1 0.5 0.5
ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ Hydrangea luteo-venosa 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 1 2 3 3 2 5
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02
ｻｼﾞｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ Carpesium glossophyllum 人里 K 0.01 0.02
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 0.3 1 1 1 2 2
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.05 0.02 0.5 1 1
ｼｬｼｬﾝﾎﾞ Vaccinum bracteatum 照葉樹林 K 0.1 0.01 0.02 0.05 0.05 0.05
ｽﾉｷ Vaccinium var. glabrum 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.01
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.02 0.02
ﾀﾑｼﾊﾞ Magnolia salicifolia 夏緑二次林 K 0.05 0.02 0.1 0.5 0.5
ﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia spathulata 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.5 2 3
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02
ﾅｷﾘｽｹﾞ Carex lenta 夏緑二次林 K 0.03 0.05 0.05 0.05
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 K 0.01 0.01
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
ﾋｲﾗｷﾞ Osmanthus heterophyllus 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.02 0.02
ﾋﾞﾛｰﾄﾞｲﾁｺﾞ Rubus corchorifolius 林縁 K 0.01
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 K 0.01
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.01 0.01
ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ Andropogon virginicus 草原 K 0.05 0.01
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ Camellia japonica 照葉樹林 K 0.05
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 夏緑二次林 K 0.01
ﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ Lonicera gracilipes 夏緑二次林 K 0.01 0.01
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 K 0.3 0.5 0.5 1 0.5 0.5
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.02 0.01 0.01
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.02 0.5 1 1
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 K 0.01 0.1 0.2 0.1

種名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付表 

116 

付表 2-1-10 調査区№10 の種組成 

№10（篠山市今田町上立杭） 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後

B1 高さ・m 18 18 18 18 18 19 19
被度・% 70 35 35 35 30 20 25

B2 高さ・m 12 12 12 12 12 12 12
被度・% 40 9 10 10 10 9 10

S1 高さ・m 6 - - - - 2.0 2.5
被度・% 80 - - - - 15 55

K 高さ・m 1.0 0.5 0.5 0.7 0.8 0.7 0.7
被度・% 30 4 18 20 21 50 25
出現種数 20 22 32 40 46 49 53

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後

ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 B1 66 35 35 35 30 20 25
B2 3
K 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.5

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B1 4
B2 24
S1 3 10
K 0.5 4 4 3 8 1

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B2 6 5 5 5 5 5 5
K 0.02 0.02 0.02 0.1 0.5 0.01

ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 B2 1
S1 2
S1 1
K 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.5 0.5

ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 B2 5 4 5 5 5 5 5
S1 2
K 0.01 0.01 0.01 0.05 1 0.1

ｱｵｷ Aucuba japonica 照葉樹林 S1 0.1
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 S1 0.5 0.5

K 1 1 2 2 2 1 0.5
ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum schinifolium 先駆低木林 S1 1

K 0.02 0.03 0.03 2 0.1
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S1 1

K 0.1 0.02 0.02 0.1 0.05 0.5 0.02
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 S1 0.5

K 0.01 0.02 2
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 S1 0.1

K 0.01 0.02 0.5
ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum 先駆低木林 S1 1 1

K 0.3 1
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 S1 1 1

K 0.05 0.01 0.02 0.02 0.05 0.5
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanex sciadophylloides 夏緑二次林 S1 0.5

K 0.01
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 S1 1 10

K 0.03 0.5 1 1 4 0.5
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 18 1 1

K 0.02 0.02 0.05 0.05 1 1
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 1 2

K 3 0.05 2 2 2 0.5 0.5
ｻﾝｶｸﾂﾞﾙ Vitis flexuosa 夏緑二次林 S1 5
ｽﾉｷ Vaccinium var. glabrum 夏緑二次林 S1 0.09
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 S1 0.5

K 0.01 0.05 0.05 0.2
ﾀﾆｳﾂｷﾞ Weigela hortensis 林縁 S1 1

K 0.02 0.02 1.5
ﾀﾑｼﾊﾞ Magnolia salicifolia 夏緑二次林 S1 1

K 1 0.02
ﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia spathulata 夏緑二次林 S1 1
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 林縁 S1 2

K 0.01 0.02 0.02 5 7
ﾆｶﾞｲﾁｺﾞ Rubus microphyllus 林縁 S1 10

K 2 5
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 S1 2 0.5

K 0.03 0.05 0.05
ﾋｲﾗｷﾞ Osmanthus heterophyllus 照葉樹林 S1 2

K 0.05 1 1 1 0.5 0.2
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 55 5 30

K 25 0.03 3 5 5 12 1
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 S1 0.01

K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.1 0.5
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 S1 2 1 10

K 0.02 1 1 1 2 0.5
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 S1 2 15

K 0.5 2 2 2 1 0.5
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 S1 0.6

K 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1 0.5
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 S1 0.1

K 0.1 0.01
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.01 1
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.02 0.01
ｱﾍﾞﾏｷ Quercus variabilis 夏緑二次林 K 0.01
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 K 0.01 0.5 0.1 1 0.05
ｲﾅｶｷﾞｸ Aster ageratoides var. semiamplexicaulis 夏緑二次林 K 0.01 0.01
ｳﾗｼﾞﾛ Gleichenia japonica 夏緑二次林 K 0.1 0.5
ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ Prunus grayana 夏緑二次林 K 0.5
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 0.01
ｵｶﾄﾗﾉｵ Lysimachia clethroides 草原 K 0.01
ｶｽﾐｻﾞｸﾗ Prunus verecunda 夏緑二次林 K 0.1
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付表 2-1-10 調査区№10 の種組成（続き） 

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.01
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 K 0.01 0.02 0.01
ｸﾏﾉﾐｽﾞｷ Cornus brachypoda 夏緑二次林 K 0.05
ｸﾏﾔﾅｷﾞ Swida macrophylla 林縁 K 0.01
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 K 1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1
ｻﾝｼｮｳ Zanthoxylum piperitum 夏緑二次林 K 0.1
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.01 0.05 0.1 0.1 0.1 0.5
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 1 0.5
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.1
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.05 0.2 0.2 0.5
ﾀﾞﾝｺｳﾊﾞｲ Lindera obtusiloba 夏緑二次林 K 0.5 0.5
ﾀﾝﾅｻﾜﾌﾀｷﾞ Symplocos coreana 夏緑二次林 K 0.1
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.01 0.05 0.2
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 K 0.1 0.1
ﾉｲﾊﾞﾗ Rosa multiflora 林縁 K 0.5 0.5
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 2 3 3 3 1 0.1
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.01 0.5 0.5
ﾋﾉｷ Chamaecyparis obtusa その他 K 0.5 0.1
ﾋﾒｺｳｿﾞ Broussonetia kazinoki 夏緑二次林 K 0.05
ﾋﾖﾄﾞﾘｼﾞｮｳｺﾞ Solanum lyratum 林縁 K 0.02
ﾋﾞﾛｰﾄﾞｲﾁｺﾞ Rubus corchorifolius 林縁 K 0.01 0.05 0.05 1 2
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.5 0.5
ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ Andropogon virginicus 草原 K 0.1
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.1 0.1 0.5 0.5
ﾖﾓｷﾞ Artemisia princeps 人里 K 0.02
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付表 2-1-11 調査区№11 の種組成 

№11（篠山市今田町上立杭） 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後
B1 高さ・m 15 15 15 15 15 15 15 16 16

被度・% 80 65 67 74 74 75 75 75 85
B2 高さ・m - - - - - - - 10 10

被度・% - - - - - - - 8 10
S1 高さ・m 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

被度・% 80 55 58 60 60 55 55 65 70
K 高さ・m 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 0.3 0.5 1.0 1.0

被度・% 20 10 15 20 20 10 15 50 50
出現種数 32 37 49 61 62 63 69 74 79

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後
ｱｶｼﾃﾞ Carpinus laxiflora 夏緑二次林 B1 0.7 4 2 2 2 2 3

B2 5 5
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 B1 11

K 0.01 0.01 1
ｱﾍﾞﾏｷ Quercus variabilis 夏緑二次林 B1 0.7 1 1 2 3 5 5 7 10

K 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 55 60 60 65 65 65 65 65 70

B2 3 5
K 1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0.5

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B1 9
S1 3 1 2 2 2 2 3
K 2 2 2 1 1 1 1 5 3

ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 B1 1
S1 8 5 5 5 5 3 3 3 5
K 0.5 1 1 1 1 1 1 1

ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 B1 0.1
S1 2 1 1 1 1 1 1
K 0.1 2 3 4 4 1 2 1 2

ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 B1 4 4 5 5 5 3 3 3 5
K 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5

ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 S1 0.05 0.05 0.1 0.2 0.5 0.5 1 1
K 0.05

ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 照葉樹林 S1 0.6
K 0.5 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3 0.5

ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S1 1 1 1
K 5 0.2 0.5 1 1 1 1 3 12

ｳﾒﾓﾄﾞｷ Ilex serrata 夏緑二次林 S1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
K 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.5

ｶｷﾉｷ Diospyros kaki 夏緑二次林 S1 0.4 0.5 1 1 1 1 1 1
K 1

ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 S1 0.8
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 S1 1

K 5 1 2 3 3 0.5 2 10 3
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 S1 1 1 1 1 1 1 1 5 5

K 0.5 0.5 1 2 2 1 2 1 1
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 56 50 50 50 50 50 50 50 55

K 1 2 4 4 1 1 2 2
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1

K 0.5 0.5 1 2 2 1 1 1 1
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 S1 1

K 0.02 0.02 0.1 0.1 0.1 0.1 5 2
ﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia spathulata 夏緑二次林 S1 0.1
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 S1 0.2
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 4

K 5 1 0.05 0.05 1 0.5 1 7 8
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 1 2 3 3 2 1 1 1 1

K 0.1 1 0.02 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
ﾔﾏﾎﾞｳｼ Benthamidia japomica 夏緑二次林 S1 0.8
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5
ｱｶｶﾞｼ Quercus acuta 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
ｱｷﾁｮｳｼﾞ Rabdosis longituba 草原 K 0.01 0.02 0.02 1 1
ｱｸｼﾊﾞ Vaccinium japonicum 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.1
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 K 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01
ｲﾁﾔｸｿｳ Pyrola japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ｲﾅｶｷﾞｸ Aster ageratoides var. semiamplexicaulis 夏緑二次林 K 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 1 0.5
ｲﾇｶﾞﾔ Cephalotaxus narringtonia 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05
ｳﾂｷﾞ Deutzia crenata その他 K 0.01 0.05 0.02 0.02 0.05
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 K 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 1 0.1
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02
ｵｵｶﾓﾒﾂﾞﾙ Tylophora aristolochioides 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.1
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05
ｵｶﾄﾗﾉｵ Lysimachia clethroides 草原 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 林縁 K 0.05 0.02 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0.5
ｶｽﾐｻｸﾗ Prunus verecunda 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 K 0.01
ｷｸﾊﾞﾔﾏﾎﾞｸﾁ Synurus palmatopinnatifedus var. palmatopinnatif 草原 K 0.01 0.01
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 K 0.05 0.5 0.5
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.1
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanex sciadophylloides 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.05 2 1
ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ Amelanchier asiatica 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ｻｼﾞｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ Carpesium glossophyllum 人里 K 0.01 0.02 0.1
ｼｷﾐ Illicium anisatum 照葉樹林 K 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.5 0.5
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.1
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 夏緑二次林 K 0.02 0.05
ｽｷﾞ Cryptomeria japonica その他 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ｽﾉｷ Vaccinium var. glabrum 夏緑二次林 K 0.01 0.01
ﾀｶﾞﾈｿｳ Carex siderosticta 夏緑二次林 K 0.01 0.05
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.5 0.5
ﾀﾂﾅﾐｿｳ Scutellaria indica 草原 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1
ﾀﾑｼﾊﾞ Magnolia salicifolia 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.5 0.5
ﾀﾞﾝｺｳﾊﾞｲ Magnolia salicifolia 夏緑二次林 K 0.01 0.012 0.012 0.012 0.5
ﾀﾝﾅｻﾜﾌﾀｷﾞ Symplocos coreana 夏緑二次林 K 0.5 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.5
ﾁｺﾞﾕﾘ Disoporum smilacinum 夏緑二次林 K 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.01 0.1 0.1
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 0.02 0.2 0.1
ﾃﾘﾊﾉｲﾊﾞﾗ Rosa wichuraiana 林縁 K 0.2 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
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付表 2-1-11 調査区№11 の種組成（続き） 
生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後

ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 K 0.05 0.05 0.05 0.05
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1
ﾊﾈﾐｲﾇｴﾝｼﾞｭ Maackia floribunda 夏緑二次林 K 0.01 0.02
ﾋｲﾗｷﾞ Osmanthus heterophyllus 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.1
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1
ﾋﾒｶﾝｱｵｲ Heterotropa takaoi 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.5
ﾋﾒｺｳｿﾞ Broussonetia kazinoki 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02
ﾋﾒﾔﾌﾞﾗﾝ Liriope minor 草原 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.5 0.5
ﾋﾛﾊﾉﾄｳｹﾞｼﾊﾞ Lycopodium serratum var. intermedium 夏緑二次林 K 0.03 0.03
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05
ﾌﾓﾄｽﾐﾚ Viola boissieuana 夏緑二次林 K 0.01 0.02
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾐﾔﾏﾅﾙｺﾕﾘ Polygonatum lasianthum 夏緑二次林 K 0.01 0.1
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1
ﾓﾐ Abies firma 照葉樹林 K 0.01 0.02
ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ Cinnamomum japonicum 照葉樹林 K 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05
ﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｽﾞﾗ Lonicera gracilipes 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1
ﾔﾏﾊｯｶ Rabdosia inflexa 草原 K 0.02
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.1 0.5
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付表 2-1-12 調査区№12 の種組成 

№12（南あわじ市阿那賀） 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 6年後 8年後 9年後

B1 高さ・m 12 13 13 14 14 14 15 15
被度・% 95 95 95 95 95 95 95 95

B2 高さ・m 8 9 9 9 9 9 10 10
被度・% 25 10 15 15 15 15 15 20

S1 高さ・m 4.0 7 7 7 7 7 7 7
被度・% 70 25 30 30 30 30 30 30

K 高さ・m 1.0 0.6 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2
被度・% 1 15 80 95 95 95 98 98
出現種数 30 36 49 56 53 68 65 66

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 6年後 8年後 9年後

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 40 40 40 45 45 45 45 45
K 0.01 0.05 0.05 0.5

ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ Cinnamomum japonicum 照葉樹林 B1 20 20 20 20 20 20 20 20
K 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 5 8

ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 B1 45 45 45 40 40 40 40 40
K 0.01 0.01 0.02 0.05 0.05 0.01

ｶｸﾚﾐﾉ Dendropanax trifidus 照葉樹林 B2 10 10 15 15 15 15 15 20
K 1 2 5 5 7 10 10

ｲﾇﾋﾞﾜ Ficus erecta 照葉樹林 S1 15 15 20 20 20 20 20 20
K 1 10 10 10 15 15 20

ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 S1 10 10 10 10 10 10 10 10
ｱｵｷ Aucuba japonica 照葉樹林 K 0.5 0.5 1 1 5
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 K 0.5 1 1 1 1
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03
ｱｷｸﾞﾐ Elaeagnus umbellata その他 K 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
ｱｹﾋﾞ Akebia duinata 林縁 K 0.02 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ｲﾉﾃﾞ Polystichum polyblepharum 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 1 1
ｴﾉｷ Celtis sinensis var. japonica 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ｵｵｲﾀﾁｼﾀﾞ Dryopteris pacifica 夏緑二次林 K 0.05 0.1 1 1 0.5
ｵｶﾀﾂﾅﾐｿｳ Scutellaria brachyspica 草原 K 0.02 0.02 0.01 0.02 0.05 0.5
ｵｶﾄﾗﾉｵ Lysimachia clethroides 草原 K 0.02 0.01
ｶｷﾄﾞｵｼ Glechoma hederacea subsp. grandis 人里 K 0.01 0.01
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 K 0.5 1 0.5 0.1 0.1
ｷｯｺｳﾊｸﾞﾏ Ainsliaea apiculata 照葉樹林 K 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05
ｷﾂﾞﾀ Hedera rhombea 照葉樹林 K 1 10 15 15 20 20 20
ｸｺ Lycium chinese 林縁 K 0.02 0.05 0.1
ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum 先駆低木林 K 0.5 1 2 1 0.5
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.2 1 1 1 1 2
ｺｸﾗﾝ Liparis nervosa 照葉樹林 K 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.5
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ｺﾏﾕﾐ Euonymus alatus  f. ciliato-dentatus 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 0.5 1
ｺﾞﾝｽﾞｲ Euscaphis japonica 夏緑二次林 K 0.05 0.1 0.5
ｻｼﾞｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ Carpesium glossophyllum 人里 K 0.01 0.01  
ｻﾈｶｽﾞﾗ Kadsura japonica 照葉樹林 K 0.05 20 25 30 40 20 7
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.1 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 1
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ Rhaphiolepis indica var. umbellata 照葉樹林 K 2
ｼﾗﾔﾏｷﾞｸ Aster scaber 草原 K 0.05 0.1 0.1
ｼﾛﾀﾞﾓ Neolitsea sericea 照葉樹林 K 0.1 0.02 4 1 1 1 1 2
ｽｲｶｽﾞﾗ Lonicera japonica 林縁 K 0.5 1 2
ｾﾝﾘｮｳ Sarcandra glabra 照葉樹林 K 0.5 1 1
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.2
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.01 0.5 0.5 0.02 0.02 0.5 0.5 0.5
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.5 0.05 0.05 0.5 1 2
ﾁｺﾞﾕﾘ Disoporum smilacinum 夏緑二次林 K 0.05 0.05
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.05 0.01 0.5 5 5 7 2 0.5
ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata 林縁 K 0.5 7 1 1 1 2 4
ﾂﾕｸｻ Commelina communis 人里 K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.02
ﾂﾜﾌﾞｷ Farfugium japonicum その他 K 0.1 2 2 2 2 4 2 2
ﾄﾍﾞﾗ Pittosporum tobira その他 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.05 0.05
ﾅｷﾘｽｹﾞ Carex lenta 夏緑二次林 K 0.01 0.1 0.02 0.05 0.1 1 5
ﾅﾂﾉﾀﾑﾗｿｳ Salvia lutescens  var. intermedia 夏緑二次林 K 1
ﾅﾙｺﾕﾘ Polygonatum falcatum 草原 K 0.5 4 0.5 1 2 2 2
ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ Elaeagnus pungens 照葉樹林 K 0.2 0.5 0.5
ﾅﾝｶｲｱｵｲ Heterotropa nankaiensis 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.5
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.2 0.7 4 5 5 5 5
ﾉｸﾞﾙﾐ Platycarya strobilacea 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.1 0.5
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.01 2 2 2 2 2
ﾊｼｺﾞｼﾀﾞ Thelypteris glanduligera 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5
ﾊﾏﾎﾗｼﾉﾌﾞ Sphenomeris biflora 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.1 0.1
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5
ﾋｷｵｺｼ Rabdosia japonica 夏緑二次林 K 0.01  
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.02 0.1 0.5 1 1
ﾋﾒﾄﾞｺﾛ Dioscorea tenuipes 林縁 K 0.1 0.7 0.02 0.05 0.5 0.5 0.5
ﾋﾒﾑｶｼﾖﾓｷﾞ Erigeron canadensis 人里 K 0.01
ﾋﾒﾕｽﾞﾘﾊ Daphniphyllum teijsmannii 照葉樹林 K 0.5 1 1 2 5 7
ﾋﾖﾄﾞﾘｼﾞｮｳｺﾞ Solanum lyratum 林縁 K 0.01
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 K 0.8 1 1 1 2 3
ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ Chloranthus serratus 夏緑二次林 K 0.01  
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.5 2 1 1 1 2 2
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 0.5 1.5 20 20 20 15 10
ﾏｻｷ Euonymus japonicum その他 K 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.1 0.5
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.1 0.5 0.5 0.5 1 1 1
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.04 0.05 0.1 0.5 5
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 1 3
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 夏緑二次林 K 0.2 0.2 2 2 3 2 2
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 K 0.05
ﾔﾏﾓﾓ Myrica rubra 照葉樹林 K 0.5 0.5 0.5 1 2
ﾖﾂﾊﾞﾑｸﾞﾗ Galium trachyspermum 人里 K 0.02 0.5 0.5 3 1 0.05
ﾘﾝﾄﾞｳ Gentiana scabra var. buergeri 草原 K 0.1 0.5 1
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K 0.05
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付表 2-1-13 調査区№13 の種組成 

№13（南あわじ市阿那賀） 整備前 1年後 2年後 3年後 4年後 6年後 8年後 9年後
B1 高さ・m 10 10 11 11 11 12 13 13

被度・% 30 20 20 30 30 35 40 50
B2 高さ・m 6 8 8 9 9 10 10 10

被度・% 95 75 80 85 80 85 90 90
S1 高さ・m 4.0 4.0 4.5 5.0 5.0 6 6 7

被度・% 70 3 3 8 8 35 45 50
K 高さ・m 1.0 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.0 1.2

被度・% 9 4 40 40 45 50 60 75
出現種数 19 25 29 36 45 48 44 46

生育環境区分 階層 整備前 1年後 2年後 3年後 4年後 6年後 8年後 9年後
ｸﾛﾏﾂ Pinns thunbergii 夏緑二次林 B1 30 20 20 15 15 15 20 20

B2 1
S1 3 3 3 3 3 3 　
K 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 B1 15 15 20 30 35
B2 10 10 10 5 3
K 0.01 0.02 0.02 0.1 0.1 0.1 0.1

ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ Quercus phillyraeoides 照葉樹林 B2 75 50 60 60 60 60 60 60
S1 10
K 0.05 0.1 0.1 1 1 1 1 2

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B2 5 5 5 5 5 5 5 7
ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 B2 1
ﾔﾏﾓﾓ Myrica rubra 照葉樹林 B2 20 20 20 20 20 20 20 25

K 0.1 0.1 0.1 0.05
ｶｸﾚﾐﾉ Dendropanax trifidus 照葉樹林 S1 0.1 20 30 35

K 1 0.01 4 5 8 10 10 10
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 S1 1

K 0.01 0.02 0.05 0.1 0.5 0.5
ｼｬｼｬﾝﾎﾞ Vaccinum bracteatum 照葉樹林 S1 0.1

K 0.02 0.02 0.02 0.05
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 S1 5 5 4

K 0.01 1 1 1 1 1 0.05
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 60 5 5 7 10 12

K 0.5 2 25 20 20 30 40 45
ﾋﾒﾕｽﾞﾘﾊ Daphniphyllum teijsmannii 照葉樹林 S1 1 1 2

K 0.01 0.05 0.1 0.5 1 2 5 0.5
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 S1 0.5 0.5 0.1

K 0.5 2.5 0.2 1 1 1 1
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 S1 0.1 0.5 1

K 0.03 0.02 4 2 5 5 5 1
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 1 1 2 1

K 0.02 0.2 1 1 1 0.5 0.3
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 夏緑二次林 S1 2 2 4

K 0.05 0.1 1.0 2
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.03 0.5 1 1 1 1 0.05
ｲﾅｶｷﾞｸ Aster ageratoides var. semiamplexicaulis 夏緑二次林 K 0.02 0.02
ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum schinifolium 先駆低木林 K 0.01 0.05 0.05 0.5
ｲﾇﾋﾞﾜ Ficus erecta 照葉樹林 K 0.20 0.2 0.1 0.1 0.05
ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ Acer rufinerve 夏緑二次林 K 0.2 0.5
ｴﾋﾞﾂﾞﾙ Vitis thunbergii 林縁 K 0.02 0.02 0.10 0.5 0.1
ｵｶﾄﾗﾉｵ Lysimachia clethroides 草原 K 0.05 0.1
ｶｽﾐｻﾞｸﾗ Prunus verecunda 夏緑二次林 K 0.01 0.01
ｶﾗｽｳﾘ Trichosanthes cucumeroides 人里 K 0.01 0.01
ｸﾛﾊﾞｲ Symplocos prunifolia 照葉樹林 K 0.02 0.1
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 5 1 3 5 5 5 10 10
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 2 3 4 2 2 2 2 2
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.5 0.5 0.2 1
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 照葉樹林 K 0.05 0.05 0.05
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ Rhaphiolepis indica var. umbellata 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.5
ｼﾛﾀﾞﾓ Neolitsea sericea 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1 0.1 2
ｽｲｶｽﾞﾗ Lonicera japonica 林縁 K 0.05 0.05
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.5 2
ｾﾝﾘｮｳ Sarcandra glabra 照葉樹林 K 0.05 0.05 0.05
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.05
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.01 0.01
ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata 林縁 K 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 1 2 0.5
ﾄﾍﾞﾗ Pittosporum tobira その他 K 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05
ﾅｶﾞﾊﾞﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola ovato-oblonga 草原 K 0.05 0.1 0.1
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 K 0.01 0.05 0.10 0.2 0.05
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 2
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 1 0.05 0.05 2 2 2 2 1
ﾉｲﾊﾞﾗ Rosa multiflora 林縁 K 0.05 0.2
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.2 2
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾋﾒﾑｶｼﾖﾓｷﾞ Erigeron canadensis 人里 K 0.01 0.05 0.05 0.05
ﾋﾖﾄﾞﾘｼﾞｮｳｺﾞ Solanum lyratum 林縁 K 0.01 0.05 0.02 0.02
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 0.01 0.5
ﾎﾗｼﾉﾌﾞ Sphenomeris chinensis 照葉樹林 K 0.2 1
ﾏﾙﾊﾞﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris fuscipes 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.02 0.02 0.05 0.05 0.10 0.1 0.5
ﾐﾔﾏｳｽﾞﾗ Goodyera schlechtendaliana 夏緑二次林 K 0.01 0.01
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 K 0.05 0.5 0.5
ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ Andropogon virginicus 草原 K 0.01 0.01 0.01
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 K 0.01 0.01
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 K 0.02
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付表 2-1-14 調査区№14 の種組成 

№14（南あわじ市阿万吹上町） 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 6年後 8年後 9年後
S1 高さ・m 6 6 6 6 6 7 7 7

被度・% 10 11 11 13 13 26 40 45
S2 高さ・m 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

被度・% 20 17 17 20 22 23 25 25
K 高さ・m 1.0 0.8 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5

被度・% 100 8 85 99 99 100 100 100
出現種数 12 15 16 17 16 16 17 17

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 6年後 8年後 9年後
ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ Quercus phillyraeoides 照葉樹林 S1 2 2 2 2 2

S2 2 8 8 6 6 6 6 6
K 0.5 5 2 3 3 3 3

ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 S1 2 1 1 1 1 3 10 10
S2 1 3 5 8 8 3

ﾋﾒﾕｽﾞﾘﾊ Daphniphyllum teijsmannii 照葉樹林 S1 1 1 1
S2 1 1 1.5 1.5 2 3 3 3
K 0.01

ﾔﾏﾓﾓ Myrica rubra 照葉樹林 S1 2 10 10 10 10 20 30 30
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S2 1 1.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1

K 0.02 0.1 0.1 0.1 0.5
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S2 2 2 3 3 3 3

K 1 1 6 2 4 5 15 20
ｼｬｼｬﾝﾎﾞ Vaccinum bracteatum 照葉樹林 S2 1 0.5 1 1 1 1 1 1

K 1 0.01 0.7 0.7 1 1 1 2
ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 S2 1 0.5 1 1 1 1 1 1

K 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 1
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S2 1 3 3 3 4 5 10 10

K 2 15 4 5 5 10 10
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 2 5 5
ｳﾗｼﾞﾛ Gleichenia japonica 夏緑二次林 K 2 2 3 3 3 3
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 5 5 75 90 97 100 100 100
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.01 0.5 1 1 1 1 1
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.05 0.5 1 2
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 K 1
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 K 1 0.02 0.7 0.5 0.5 0.5 1 1
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.05 0.5 1 1
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K 0.05
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付表 2-1-15 調査区№15 の種組成 

№15（養父市八鹿町八木） 管理前 1年後 2年後 4年後 6年後 7年後
B1 高さ・m 17 17 17 17 17 18

被度・% 95 95 95 95 95 95
B2 高さ・m 8 9 9 9 10 11

被度・% 10 25 25 25 25 25
S1 高さ・m 2 1 1 1.5 2 2.5

被度・% 15 1 1 4 10 10
K 高さ・m 0.7 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8

被度・% 20 22 33 35 35 45
出現種数 22 35 53 57 61 60

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 4年後 6年後 7年後
ｱﾍﾞﾏｷ Quercus variabilis 夏緑二次林 B1 95 95 95 90 85 85

K 0.02 0.05 0.05 0.05
ｼﾗｶｼ Quercus myrsinaefolia 照葉樹林 B1 5 5 5 10 10 10

B2 10 25 25 25 25 25
S1 2 5 6
K 5 2 2 5 7 8

ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ Prunus grayana 夏緑二次林 B2 3
K 2 2 1 0.01 0.5

ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ B2 3
ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B2 5

K 0.01 0.01 0.05
ﾃｲｶｶｽﾞﾗ Trachelospermum asiaticum 照葉樹林 B2 0.3

K 0.5 2 2 2 2 3
ｱｵｷ Aucuba japonica 照葉樹林 S1 5
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S1 2

K 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 S1 1

K 5 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
ｻﾝｼｮｳ Zanthoxylum piperitum 夏緑二次林 S1 1

K 1 1 1
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 15

K 5 1 1 1 1 0.5
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 S1 0.5

K 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
ﾐﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ Lonicera gracilipes var. glandulosa 夏緑二次林 S1 0.5 1 1

K 0.5 3 2 0.5 0.5
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 S1 1 3 3

K 2 2 2 1 1 1
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 S1 1 1 1

K 1 1 2 1
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.01
ｱｹﾋﾞ Akebia duinata 林縁 K 0.05 0.1 0.1 0.1
ｲﾀﾄﾞﾘ Reynoutria japonica 人里 K 0.02 0.05 0.05 0.05 0.02
ｲﾁﾔｸｿｳ Pyrola japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.02
ｲﾉｺｽﾞﾁ Achyranthes bidentata var. japonica 人里 K 0.05 2
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.2 0.5 0.5 0.1 0.1
ｵｵﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris hondoensis 照葉樹林 K 1 4 5
ｵｵﾓﾐｼﾞ Acer amoenum 夏緑二次林 K 0.05 0.5
ｵｸﾏﾜﾗﾋﾞ Dryopteris uniformis 照葉樹林 K 0.05 0.1
ｶｽﾐｻﾞｸﾗ Prunus verecunda 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.1 0.1
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.1 0.5
ｷﾂﾞﾀ Hedera rhombea 照葉樹林 K 0.3 0.5 2 1 0.5 0.2
ｷﾌﾞｼ Stachyurus praecox 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.1
ｷﾝｷﾏﾒｻﾞｸﾗ Prunus incisa subsp. kinkiensis 夏緑二次林 K 0.02 0.05 0.1 0.02
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01
ｹﾔｷ Zelkova serrata 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02
ｺｱｼﾞｻｲ Hydrangea hirta 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.05
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 0.1 0.1 0.5 0.5 0.05 0.5
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 照葉樹林 K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 夏緑二次林 K 0.1 1 1 0.5 0.5 0.5
ｽｷﾞ Cryptomeria japonica 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1
ﾀｶﾞﾈｿｳ Carex siderosticta 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.1
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.1 0.1 0.1 0.1
ﾀﾝｷﾘﾏﾒ Rhynchosia volubilis 林縁 K 0.05 0.1 0.05
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾁｬﾉｷ Camellia sinensis 照葉樹林 K 0.05 0.1 0.5 0.02
ﾂﾀｳﾙｼ Rhus ambigua 夏緑二次林 K 0.05 0.1
ﾂﾕｸｻ Commelina communis 人里 K 0.1 0.1 0.1 0.1 1
ﾄｷﾜｲｶﾘｿｳ Epimedium sempervirens 照葉樹林 K 0.01 0.3 0.5 1 1 1
ﾄﾗﾉｵｼﾀﾞ Asplenium incisum 夏緑二次林 K 0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 0.05
ﾅｷﾘｽｹﾞ Carex lenta 夏緑二次林 K 0.01 0.5
ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata 林縁 K 0.05 0.05 1
ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ Elaeagnus pungens 照葉樹林 K 0.5 0.02 0.03 0.05 0.1 0.1
ﾅﾝﾃﾝ Nandina domestica 照葉樹林 K 0.5 0.5 0.5 1 0.1
ﾆｶﾞｷ Picrasma quassioides 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 1 5 5 3 2
ﾈﾑﾉｷ Albizia julibrissin 夏緑二次林 K 0.01
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.1 0.1 0.1
ﾊｲｲﾇｶﾞﾔ Cephalotaxus harringtonia var. nana 照葉樹林 K 0.05 0.1 0.5 0.02
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 20 10 10 10 8 10
ﾋﾒｱｵｷ Aucuba japonica var. borealis 照葉樹林 K 0.5 0.5 0.5 1 0.5
ﾋﾒﾖﾂﾊﾞﾑｸﾞﾗ Galium gracilens 人里 K 0.01 0.01
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 K 0.5 1 5 1
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.01 0.05 0.1 0.1
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 5 0.5 2 2 2 1
ﾎﾗｼﾉﾌﾞ Sphenomeris chinensis 照葉樹林 K 0.01 0.01
ﾐｽﾞﾋｷ Antenoron filiforme 人里 K 0.02
ﾖｸﾞｿﾐﾈﾊﾞﾘ Betula grossa 夏緑二次林 K 0.02
ﾓﾐ Abies firma 照葉樹林 K 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.5
ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ Lindera glauca 夏緑二次林 K 0.5 0.5
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.05 0.5
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5
ﾔﾏﾎﾞｳｼ Benthamidia japomica 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.01 0.02
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付表 2-1-16 調査区№16 の種組成 

№16（豊岡市日高町栗栖野） 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後
B1 高さ・m 15 15 15 15 15 15 16 16

被度・% 60 65 65 70 65 70 75 75
B2 高さ・m 9 9 9 9 9 9 9 9

被度・% 30 25 27 30 27 27 35 40
S1 高さ・m 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0

被度・% 30 5 5 5 5 5 10 11
K 高さ・m 0.6 0.7 0.8 0.8 0.3 0.5 0.5 0.5

被度・% 60 75 98 98 40 70 80 90
出現種数 57 69 84 90 94 103 109 110

維持管理内容
生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後

ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 B1 4 50 50 50 50 50 50 50
S1   +
K 0.01 0.01 0.01 0.01

ﾓﾐ Abies firma 照葉樹林 B1 1 15 15 20 20 25 25 25
K   + 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 1

ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 B2 1 10 10 15 20 20 25 25
S1   +
K 0.01 0.05 0.5 1 0.1

ｲﾇｼﾃﾞ Carpinus tschonoskii 夏緑二次林 B2 1    
K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1

ｲﾜｶﾞﾗﾐ Schizophragma hydrangeoides 夏緑二次林 B2 + 1 1 1 1 1 1 2
K   + 5 10 10 1 5 3 2

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B2 + 5 5 5 5 5 5 5
S1   +
K 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02

ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ Acer sieboldianum 夏緑二次林 B2 2 2 3 4 4 5 5
S1   +
K   + 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1

ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 B2 +    
S1   +
K   + 0.5 2 1 1 0.5 0.1 1

ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ Lindera glauca 夏緑二次林 B2 1 10 10 10 5 3 3 3
S1   +
K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1

ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 S1   +
K   + 5 5 5 1 1 0.5 0.5

ｱﾜﾌﾞｷ Meliosma rigida 夏緑二次林 S1   +
K 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5

ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ Acer mono  var. marmoratum 夏緑二次林 S1   +
K 0.5

ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ Prunus grayana 夏緑二次林 S1   +
K 2 2 2 2 2 2 0.5

ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 S1   +
K 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1

ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 S1   +
K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 1

ｷﾝｷﾏﾒｻﾞｸﾗ Prunus incisa subsp. kinkiensis 夏緑二次林 S1   +
K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.01 0.05

ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 S1   +
ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ Rhamnus japonica var. decipiens 夏緑二次林 S1   +

K   + 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.05
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 S1   + 2 2 3 1 4 5 6

K 0.05 0.05 0.1 0.5 1 1
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanex sciadophylloides 夏緑二次林 S1   + 1 1 1 2 2 2 2

K   + 0.5 2 2 1 1 1 3
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum  var. punctatum 夏緑二次林 S1   +

K   + 3 4 2 1 0.5 0.1 2
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1   +

K 2 3 3 2 1 0.5 0.1
ｻﾝｼｮｳ Zanthoxylum piperitum 夏緑二次林 S1   + 1 1 1 1 2 2 2

K   + 3 3 3 3 1 0.5 2
ｼﾛﾀﾞﾓ Neolitsea sericea 照葉樹林 S1   +

K 1 1 1 1 1 1 1
ﾂﾙﾏｻｷ Euonymus fortunei 照葉樹林 S1   +
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 S1   + 2 2 2 1 1 0.5 0.5

K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.2 0.5
ﾊｲｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata var. paludose 照葉樹林 S1 1

K   + 10 10 10 5 10 30 35
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1   +

K 0.01 0.01 0.1 1 1
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 S1   + 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

K   + 0.1 1 1 1 2 2 0.5
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.05 0.1
ｱｷｸﾞﾐ Elaeagnus umbellata その他 K 0.01
ｱｹﾋﾞ Akebia duinata 林縁 K 0.01 0.05
ｲﾅｶｷﾞｸ Aster ageratoides var. semiamplexicaulis 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.5
ｲﾉｺｽﾞﾁ Achyranthes bidentata var. japonica 人里 K 0.5
ｲﾎﾞﾀﾉｷ Ligustrum obtusifolium 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.5
ｳﾂｷﾞ Deutzia crenata その他 K 0.02 0.02
ｳﾗｼﾞﾛｲﾁｺﾞ Rubus phoenicolasius 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1 0.1
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 K 0.02 0.2 0.2
ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ Acer rufinerve 夏緑二次林 K 1 1 1 1 1 0.5 0.5
ｴｿﾞﾕｽﾞﾘﾊ Daphniphyllum macropodum var. humile 照葉樹林 K 0.1
ｵｵｶﾓﾒﾂﾞﾙ Tylophora aristolochioides 夏緑二次林 K 0.01 0.1 0.1
ｵｵﾊﾞｷﾞﾎﾞｳｼ Hosta sieboldiana 夏緑二次林 K   + 0.5 1 1 1 1 0.02 0.05
ｵｵﾓﾐｼﾞ Acer amoenum 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05
ｶｴﾃﾞﾄﾞｺﾛ Dioscorea quinqueloba 夏緑二次林 K 0.02 0.02
ｶｽﾐｻﾞｸﾗ Prunus verecunda 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.05
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 K   + 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 1
ｶﾗｽｳﾘ Trichosanthes cucumeroides 人里 K   + 1 1 1 1 1 1 1
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 K 0.01
ｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ Carpesium divaricatum 人里 K 0.02
ｷｸﾊﾞﾔﾏﾎﾞｸﾁ Synurus palmatopinnatifedus var. palmatopinnatifidus 草原 K   + 0.02 0.02 0.02 0.1 0.1 0.5 0.5

下草刈りの実施
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付表 2-1-16 調査区№16 の種組成（続き） 
生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後

ｷﾂﾞﾀ Hedera rhombea 照葉樹林 K 0.01 0.05 0.1 1 2
ｷﾊﾞﾅｱｷｷﾞﾘ Salvia nipponica 夏緑二次林 K 0.1
ｷﾌﾞｼ Stachyurus praecox 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1
ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum 先駆低木林 K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ｸﾏｼﾃﾞ Carpinus japonica 夏緑二次林 K 0.05
ｸﾛﾊﾞﾅﾋｷｵｺｼ Rabdosia japonica 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1
ｹﾔｷ Zelkova serrata 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
ｺﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius var. japonicus 人里 K   + 3 3 3 0.5 3 3 3
ｺﾌﾞｼ Magnolia praecocissima 夏緑二次林 K   + 1 1 1 1 1 1 0.5
ｺﾏﾕﾐ Euonymus alatus  f. ciliato-dentatus 夏緑二次林 K + 0.01 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5
ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ Amelanchier asiatica 夏緑二次林 K 0.02
ｻﾈｶｽﾞﾗ Kadsura japonica 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.2 0.5 0.5
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K   + 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 夏緑二次林 K   + 0.5 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1
ｼﾗﾔﾏｷﾞｸ Aster scaber 草原 K 0.01 0.1 2
ｽｲｶｽﾞﾗ Lonicera japonica 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.5 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 1
ｾﾞﾝﾏｲ Osmunda japonica 草原 K 0.02 0.3 0.1
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.01 0.1 0.1
ﾀﾁｼﾉﾌﾞ Onychium japonicum 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.02 0.05
ﾀﾁﾄﾞｺﾛ Dioscorea gracillima 林縁 K   + 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1
ﾀﾑｼﾊﾞ Magnolia salicifolia 夏緑二次林 K 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.1
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 1 2 2 1 2 3 2
ﾀﾝｷﾘﾏﾒ Rhynchosia volubilis 夏緑二次林 K 1 1 1 1 1 1 1
ﾀﾞﾝｺｳﾊﾞｲ Lindera obtusiloba 夏緑二次林 K   + 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1
ﾀﾝﾅｻﾜﾌﾀｷﾞ Symplocos coreana 夏緑二次林 K 0.05 0.1 0.1 0.2 0.5 0.8 1
ﾁｺﾞﾕﾘ Disoporum smilacinum 夏緑二次林 K 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata 林縁 K   + 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾂﾀｳﾙｼ Rhus ambigua 夏緑二次林 K   + 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.5
ﾂﾙｼｷﾐ Skimmia japonica var. intermedia 照葉樹林 K 0.01 0.5 2 3 3
ﾂﾙﾘﾝﾄﾞｳ Tripterospermum japonicum 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 2
ﾄｷﾜｲｶﾘｿｳ Epimedium sempervirens 照葉樹林 K 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.1
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 林縁 K   + 5 10 10 0.1 5 7 5
ﾅﾜｼﾛｸﾞﾐ Elaeagnus pungens 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.1 1 2 2
ﾅﾝﾃﾝ Nandina domestica 照葉樹林 K   + 0.03 0.05 0.05 0.05 0.1 0.3 1
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 2 15 30 25 1 5 10 3
ﾈﾑﾉｷ Albizia julibrissin 夏緑二次林 K   + 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.05
ﾉｲﾊﾞﾗ Rosa multiflora 林縁 K   + 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.2 0.2
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5
ﾊｲｲﾇｶﾞﾔ Cephalotaxus harringtonia var. nana 照葉樹林 K 1
ﾋｲﾗｷﾞﾅﾝﾃﾝ Mahonia japonica その他 K   + 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.05 0.5 1
ﾋﾒｱｵｷ Aucuba japonica var. borealis 照葉樹林 K   + 5 7 7 1 10 10 10
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 K 0.02 0.05 0.05
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K   + 2 2 2 2 2 0.1 0.5
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 0.02 0.02
ﾏﾑｼｸﾞｻ Arisaema serratum 夏緑二次林 K   + 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 K 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5
ﾐｽﾞﾅﾗ Quercus crispula 夏緑二次林 K 0.02 0.02
ﾐﾂﾊﾞﾂﾁｸﾞﾘ Potentilla freyniana 草原 K 0.02 0.02
ﾐﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ Lonicera gracilipes var. glandulosa 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.1
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 K 0.02 0.05 0.05 0.1 0.2 0.5 1
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 K   + 1 1 1 1 1 1 2
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K   + 0.03 0.2 0.2 0.2 0.2 1 0.5
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1
ﾔﾌﾞﾚｶﾞｻ Syneilesis palmata 夏緑二次林 K 0.05 1 1 1 1 0.02 0.02
ﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ Lonicera gracilipes 夏緑二次林 K   + 0.03 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 1 0.02 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.2
ﾔﾏﾊｯｶ Rabdosia inflexa 草原 K   + 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1 0.5
ﾔﾏﾎﾞｳｼ Benthamidia japomica 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.2 1
ﾖﾂﾊﾞﾑｸﾞﾗ Galium trachyspermum 水辺 K 0.01 0.05 0.05
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5
ﾘﾝﾄﾞｳ Gentiana scabra var. buergeri 草原 K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01
ﾚﾝｹﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron japonicum 草原 K 3 3 3 0.5 1 0.5 0.7
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K   + 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05
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付表 2-1-17 調査区№17 の種組成 

№17（豊岡市日高町栗栖野） 管理前 1年後 2年後 4年後 6年後 7年後
B1 高さ・m 16 16 16 17 17 17

被度・% 70 70 80 80 80 85
S1 高さ・m 6 6 7 7 8 9

被度・% 20 25 26 29 30 30
S2 高さ・m 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0

被度・% 60 10 10 8 8 8
K 高さ・m 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7

被度・% 30 30 55 60 60 85
出現種数 54 56 60 63 65 69

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 4年後 6年後 7年後
ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ Acer rufinerve 夏緑二次林 B1   + 20 20 20 20 25

K 0.02 0.1 0.5 2
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 B1 1 5 5 10 10 10

S1   + 1 2 2 3 5
S2 1
K 0.1 0.1 0.2 0.1

ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 B1   + 3 5 5 5 5
S1   + 3 3 1
K   + 0.02 0.05 0.05 0.05 1

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 3 25 25 25 25 25
S1   + 7 8 5 5 5
S2   +
K   + 1 1 0.5 0.1 1

ﾊﾘｷﾞﾘ Kalopanax pictus 夏緑二次林 B1   + 5 7 10 15 15
K 0.05 0.1 0.2 0.1

ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ Lindera glauca 夏緑二次林 B1   +
S1   +
S2 1 2 2 1 1 1
K   + 0.05 0.05 0.5 1 0.05

ﾔﾏﾅﾗｼ Populus sieboldii 夏緑二次林 B1   + 20 20 10 5 5
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 S1   + 2 2 5 10 10

S2   +
K   + 1 1 1 3 0.1

ｵｵﾓﾐｼﾞ Acer amoenum 夏緑二次林 S1 1 10 10 10 7 8
S2   +
K 0.05 0.1 0.1 0.05

ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 S1   +
S2   +
K   + 0.5 1 1 5 7

ﾅﾅｶﾏﾄﾞ Sorbus commixta 夏緑二次林 S1   + 3 4 5 5 5
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 S1   + 0.5 1 1 1 1
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 S2   + 0.5 0.5 0.5

K   + 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ Acer palmatum 夏緑二次林 S2   +
ｴｿﾞﾕｽﾞﾘﾊ Daphniphyllum macropodum var. humile 照葉樹林 S2   + 1 1 1 2 2

K 0.5 1 1 1 0.5
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 林縁 S2   + 0.5 0.5 0.5
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 S2   + 0.5 0.5 1 1 1

K   + 0.05 0.05 0.1 0.2 0.5
ｷﾝｷﾏﾒｻﾞｸﾗ Prunus incisa subsp. kinkiensis 夏緑二次林 S2   + 1 1 1 1 1

K 0.02 0.05 0.05 0.1 0.1
ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ Rhamnus japonica var. decipiens 夏緑二次林 S2   + 1 1 1 1 1

K 0.03 0.03
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 S2   + 1 1 1 1 1

K   + 2 6 5 5 5
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S2   +

K   + 0.5 1 1 0.05 0.5
ﾀﾆｳﾂｷﾞ Weigela hortensis 林縁 S2   +

K 0.05 0.5
ﾂﾀｳﾙｼ Rhus ambigua 夏緑二次林 S2   +

K 0.3 0.5 0.5 0.05 2
ﾂﾙﾏｻｷ Euonymus fortunei 照葉樹林 S2   +

K   + 0.01 0.02 1 3 3
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 S2   +
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 S2   +

K   + 0.05 0.05 0.05 0.02 0.5
ﾊｲｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata var. paludose 夏緑二次林 S2 3

K 1 20 30 30 35 40
ﾐｽﾞﾅﾗ Quercus crispula 夏緑二次林 S2   +

K 0.5 0.5 0.5 0.01 0.02
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 S2 0.5 1 1 0.5 0.5

K   + 0.05 1 1 0.1 0.05
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 S2   +

K 1 0.5 0.5 1
ﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ Lonicera gracilipes 夏緑二次林 S2   +

K 0.5 1 1 2 0.05
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 S2   +

K   + 1 1 2 2 0.1
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 S2   +

K   +
ﾔﾏﾎﾞｳｼ Benthamidia japomica 夏緑二次林 S2   + 2 2 1 1

K 1
ｱｵﾀﾞﾓ Fraxinus  serrata 夏緑二次林 K 0.05 0.1
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05
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付表 2-1-17 調査区№17 の種組成（続き） 

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 4年後 6年後 7年後
ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 夏緑二次林 K   + 0.01 0.05 0.1 0.1 0.1
ｳﾂｷﾞ Deutzia crenata その他 K   + 0.01 0.1 0.2 0.5 0.5
ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ Prunus grayana 夏緑二次林 K   + 0.05 0.05 0.1 0.1 0.01
ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ Acer mono  var. marmoratum 夏緑二次林 K 0.01 0.05
ｵｵｶﾓﾒﾂﾞﾙ Tylophora aristolochioides 林縁 K   + 0.02 0.02 0.05 0.05 2
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 K   + 0.02 0.05 0.1 0.1 1
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 K 0.5 0.5 0.1 0.05 0.1
ｸﾏｼﾃﾞ Carpinus japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.05
ｺｱｼﾞｻｲ Hydrangea hirta 夏緑二次林 K 0.02 0.1 0.5 0.5
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanex sciadophylloides 夏緑二次林 K 0.5
ｺﾏﾕﾐ Euonymus alatus  f. ciliato-dentatus 夏緑二次林 K 1 1 1 2 0.5
ｻｻﾕﾘ Lilium japonicum 草原 K 0.05 0.05 0.05
ｻﾝｼｮｳ Zanthoxylum piperitum 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.1 0.5 0.5
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K   + 0.8 1 0.5 0.5 0.2
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 夏緑二次林 K   + 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.01 0.05 0.5
ﾀﾁｼｵﾃﾞ Smilax nipponica 林縁 K 0.02 0.02 0.03 0.5
ﾀﾂﾅﾐｿｳ Scutellaria indica 草原 K 0.02
ﾀﾝｷﾘﾏﾒ Rhynchosia volubilis 林縁 K 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
ﾀﾝﾅｻﾜﾌﾀｷﾞ Symplocos coreana 夏緑二次林 K   + 0.5 0.5 1 1 1
ﾁｺﾞﾕﾘ Disoporum smilacinum 夏緑二次林 K   + 0.5 0.8 1 2 2
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K   + 0.3 0.3 1 1 0.5
ﾁﾏｷｻﾞｻ Sasa palmata 夏緑二次林 K 0.02 0.05 0.1
ﾂﾀ Parthenocissus tricuspidata 林縁 K   + 0.5 1 0.5 0.1 0.1
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 0.5
ﾂﾙｼｷﾐ Skimmia japonica  var. intermedia 照葉樹林 K 1 1 2 5 7 10
ﾂﾙﾘﾝﾄﾞｳ Tripterospermum japonicum 夏緑二次林 K 0.02 0.05 0.05 1
ﾃﾘﾊﾉｲﾊﾞﾗ Rosa wichuraiana 林縁 K   + 0.5 0.5 1 1 1
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 林縁 K   + 2 2 1 0.05 0.5
ﾈﾑﾉｷ Albizia julibrissin 夏緑二次林 K 2 2 2 2 0.01
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 K 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K   + 0.1 0.2 0.2 0.2 1
ﾐﾔﾏﾅﾙｺﾕﾘ Polygonatum lasianthum 夏緑二次林 K   + 1 1 1 0.1 3
ﾓﾐ Abies firma 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K   + 0.5 0.5 0.5 0.5 2
ﾔﾏﾊｯｶ Rabdosia inflexa 草原 K   +
ﾚﾝｹﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron japonicum 草原 K   + 1 2 1 1 3
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K   + 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1
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付表 2-1-18 調査区№18 の種組成 

№18（豊岡市出石町奥山） 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後
B1 高さ・m 20 20 20 20 20 21 21

被度・% 2 95 95 95 95 95 95
B2 高さ・m 12 12 12 12 13 13 13

被度・% 60 35 35 40 40 50 50
S1 高さ・m 5.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4

被度・% 25 3 3 3 3 3 3
K 高さ・m 1.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5

被度・% 25 3 3 4 4 4 5
出現種数 35 38 38 44 47 31 41

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 B1 40 40 40 40 40 40 40

K 0.01 0.02
ｱｶｼﾃﾞ Carpinus laxiflora 夏緑二次林 B1 25 25 25 25 20 15 15

K 0.5 0.1 0.02 0.1 0.05 0.02
ｱｹﾋﾞ Akebia duinata 林縁 B1 10 5 5 5 5  
ｱﾍﾞﾏｷ Quercus variabilis 夏緑二次林 B1 15 25 25 25 25 25 30

K 0.01 0.01
ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 20 25 25 25 20 20 20

K 0.01 0.2 0.02 0.02 0.01 0.01
ﾀﾑｼﾊﾞ Magnolia salicifolia 夏緑二次林 B1 20 20 20 20 15 15 15

B2 25
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 B2 15

K 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.01 0.01
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanex sciadophylloides 夏緑二次林 B2 10 15 15 20 20 20 20
ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ Acer sieboldianum 夏緑二次林 B2 15 15 15 15 20 20 20

S1 10
K 0.05 0.05 0.5 0.2 0.1 0.01 0.02

ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 B2 20 5 5 5 5 10 10
S1 7

ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 照葉樹林 S1 5 2 2 2 2 2 2
K 10 0.5 2 2 2 2 3

ｵｵﾓﾐｼﾞ Acer amoenum 夏緑二次林 S1 5
ｼﾛﾀﾞﾓ Neolitsea sericea 照葉樹林 S1 3

K 0.05 0.02 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 7 1 1 1 1 0.5 0.5

K 10 0.05 0.5 0.5 0.1 0.1 0.5
ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 夏緑二次林 K 0.01
ｱﾗｶｼ Quercus glauca 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.05
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 0.05 0.02 0.5 0.5 0.1 0.02 0.1
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 K 0.5 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
ｷﾝｷﾏﾒｻﾞｸﾗ Prunus incisa subsp. kinkiensis 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02
ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum 先駆低木林 K 0.01
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 K 0.01 0.02
ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 K 0.01
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 2 0.02 0.05 0.05 0.02 0.02 0.1
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.1
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 1 0.1 0.5 0.5 0.1 0.05 0.1
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 0.5 0.03 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05
ｼｷﾐ Illicium anisatum 照葉樹林 K 0.02
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 1 0.02 0.1 0.1 0.1 0.1 0.02
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.1 0.01 0.05 0.05 0.05 0.01
ｽｷﾞ Cryptomeria japonica その他 K 0.02
ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 K 0.01 0.02
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01
ﾀﾁｼｵﾃﾞ Smilax nipponica 林縁 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.1 0.01 0.02 0.02 0.1 0.1 0.02
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.01 0.01
ﾀﾞﾝｺｳﾊﾞｲ Lindera obtusiloba 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01
ﾀﾝﾅｻﾜﾌﾀｷﾞ Symplocos coreana 夏緑二次林 K 0.5 0.02 0.1 0.1 0.05 0.01 0.02
ﾁｺﾞﾕﾘ Disoporum smilacinum 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.01 0.02 0.02 0.01
ﾂﾙｼｷﾐ Skimmia japonica var. intermedia 照葉樹林 K 5 1 0.01 0.03 0.05
ﾃﾝﾅﾝｼｮｳ属の1種 Arisaema sp. 不明 K 0.01 0.01
ﾄｳｹﾞｼﾊﾞ Lycopodium serratum 夏緑二次林 K 0.05 0.02 0.02 0.05 0.10 0.2 0.01
ﾄｷﾜｲｶﾘｿｳ Epimedium sempervirens 照葉樹林 K 0.3 0.1 0.02 0.02 0.05 0.1 0.05
ﾈﾑﾉｷ Albizia julibrissin 夏緑二次林 K 0.02
ﾉｻｻｹﾞ Dumasia truncata 林縁 K 0.02 0.01 0.01
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.01
ﾊﾈﾐｲﾇｴﾝｼﾞｭ Maackia floribunda 夏緑二次林 K 0.01
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 0.1 0.03 0.03 0.1 0.2 0.2 0.02
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.02 0.01
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.02 0.02
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 K 0.02
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.1 0.02 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 K 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 夏緑二次林 K 2 1 0.05 0.2 0.2 0.02 0.1
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.02
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5
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付表 2-1-19 調査区№19 の種組成 

№19（豊岡市但東町中山） 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後
B1 高さ・m 9 10 11 11 11 11 12 12 13

被度・% 60 45 60 65 60 55 60 55 55
B2 高さ・m 7 7 8 8 8 8 9 9 10

被度・% 80 15 15 17 19 20 20 30 35
S1 高さ・m 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.5

被度・% 70 40 42 43 43 45 47 55 65
K 高さ・m 0.4 0.3 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

被度・% 10 4 10 15 15 15 15 20 40
出現種数 38 37 43 49 52 54 54 54 63

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 B1 30 20 30 30 25 20 20 15 10

B2 30 2 2 2 1 2 2
K 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.05 0.01 0.1

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 30 25 30 35 35 35 40 40 45
B2 25 10 10 10 10 10 7 3 5
S1 2
K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.1 0.5 0.1

ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 B2 　25 5 5 5 5 5 5 5 5
S1 　 5 1 2 2 2 2 2 2 5
K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 1

ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 B2 　15
K 0.2 0.02 0.5 0.5 0.5 0.2 0.1 0.02 0.1

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B2 　20
S1 　 4 1 1
K 0.2 1 1 1.5 1.5 1.5 2 3 8

ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 B2 　 1
S1 　 3 4 4 4 4 4 2 1 3
K 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 1

ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 B2 　 5
K 0.01

ﾏﾙﾊﾞﾏﾝｻｸ Hamamelis japonica var. obtusata 夏緑二次林 B2 　20
S1 　20 5 5 5 5 2 2 0.5 2
K 0.1 1 1 2 2 2 1 0.5 0.02

ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 B2 　10 2 2 3 3 5 15 25 25
S1 　 1 0.5 1
K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.01

ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 S1 　 1
K 　　 2 2 3 5 5 3 2 2 1

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 30 30 30 30 30 35 40 50 55
K 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 6

ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 S1 　 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.5
K 0.1 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05

ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 　 5
K 0.2 0.05 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 7 8

ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 S1 　 1 2 1 2 2 2 1 0.5 1
K 0.1 0.05 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 S1 　 1
K 0.3 0.05 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1

ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01
ｱｸｼﾊﾞ Vaccinium japonicum 夏緑二次林 K 0.1 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1
ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 1 2
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
ｳｽﾉｷ Vaccinium hirtum var. pubescens 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 1
ｳﾗｼﾞﾛ Gleichenia japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.05 0.2 0.5 1
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05
ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ Prunus grayana 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.05 0.01 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02 0.1
ｵｵｲﾜｶｶﾞﾐ Schizocodon soldanelloides var. magnus 夏緑二次林 K 3 0.05 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.01
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 林縁 K 0.01 0.05
ｶｷﾉｷ Diospyros kaki 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.1
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 K 0.02
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.1 0.1 0.2 0.01
ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanex sciadophylloides 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.05
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 0.01 0.05 0.1 0.1 0.1
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.5
ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ Amelanchier asiatica 夏緑二次林 K 0.01
ｻｼﾞｶﾞﾝｸﾋﾞｿｳ Carpesium glossophyllum 人里 K 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 0.1 0.05 0.2 1 1 1 2 2 1
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.1
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.5
ｼｭﾛｿｳ Veratrum maackii var. japonicum 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.02
ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ Heloniopsis orientalis 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.2 0.1
ｼﾗｶｼ Quercus myrsinaefolia 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.02
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.1 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 0.2
ｾﾝﾌﾞﾘ Swertia japonica 草原 K 0.02
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.2 0.05
ﾀﾁﾄﾞｺﾛ Dioscorea gracillima 林縁 K 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾀﾑｼﾊﾞ Magnolia salicifolia 夏緑二次林 K 0.1 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 1 1
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.01
ﾀﾝﾅｻﾜﾌﾀｷﾞ Symplocos coreana 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾁｺﾞﾕﾘ Disoporum smilacinum 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.3 0.5
ﾁﾏｷｻﾞｻ Sasa palmata 夏緑二次林 K 0.5 0.1 1 1 1 1 1 2 2
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 0.2 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 0.02
ﾂﾙﾘﾝﾄﾞｳ Tripterospermum japonicum 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
ﾄｷﾜｲｶﾘｿｳ Epimedium sempervirens 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.2
ﾅﾂﾂﾊﾞｷ Stuartia pseudo-camellia 夏緑二次林 K 0.1
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.01 0.02
ﾅﾝｷﾝﾅﾅｶﾏﾄﾞ Sorbus gracilis 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.01
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
ﾉｲﾊﾞﾗ Rosa multiflora 林縁 K 0.01
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 K 0.01
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5
ﾋﾉｷ Chamaecyparis obtusa その他 K 0.05
ﾋﾒｱｵｷ Aucuba japonica var. borealis 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.02 0.03
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.02
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 　　 1 1 1 2 2 2 2 1 1
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 K 0.1 0.02 0.02 0.5
ﾘﾝﾄﾞｳ Gentiana scabra var. buergeri 草原 K 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum  var. latiusculum 草原 K 0.01 0.02
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付表 2-1-20 調査区№20 の種組成 

№20（豊岡市但東町中山） 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後
B1 高さ・m 16 16 16 16 16 17 17

被度・% 80 85 80 80 75 65 60
B2 高さ・m 7 7 7 8 8 9 9

被度・% 70 40 40 40 45 50 70
S1 高さ・m 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 4.0

被度・% 25 7 8 9 7 7 5
K 高さ・m 1.0 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8

被度・% 30 60 10 10 30 45 55
出現種数 41 44 47 53 49 47 52

生育環境区分 階層 管理前 1年後 2年後 3年後 5年後 7年後 8年後
ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 B1 30 30 25 25 20 10 5

B2 5 5 5 5 5
K 0.01 0.05 0.05 0.05

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 60 60 55 55 55 55 55
K 0.01 0.02 0.05 0.1 0.5 1

ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 B2 4 2 2 2 2 2 3
K 0.1 0.05 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05

ｺｼｱﾌﾞﾗ Acanthopanex sciadophylloides 夏緑二次林 B2 10 7 7 7 7 10 10
K 0.05

ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 B2 45 30 30 30 30 40 50
K 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 15 5 5 6 5 5 4
K 1 1 1 1

ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 S1 1
K 0.01 0.01 0.01

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 S1 3
K 0.1 0.5 0.5 1 1 2

ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 S1 2
K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5

ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 3
K 0.2 0.05 0.5 1 1 0.5 0.5

ﾏﾙﾊﾞﾏﾝｻｸ Hamamelis japonica var. obtusata 夏緑二次林 B2 20 2 2 2 2 2 5
S1 2 0.5 1 1 1 1 1
K 0.5 1.5 2 2 2 3 3

ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 S1 3 2 2 2 1 1
K 0.5 0.1 0.1 0.05 1 1 2

ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 B2 5 1 2
K 0.1 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05

ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 K 0.02
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.02
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 K 0.01
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01
ｱｸｼﾊﾞ Vaccinium japonicum 夏緑二次林 K 0.1 0.02 0.02 0.05 0.1 0.5 0.5
ｱｾﾋﾞ Pieris japonica 照葉樹林 K 0.5 0.05 0.5 0.5 1 5 7
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 2 0.6 4 5 5 5 5
ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ Acer rufinerve 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.01 0.02 0.1 0.5 0.5
ｵｵｲﾜｶｶﾞﾐ Schizocodon soldanelloides var. magnus 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 林縁 K 0.1 0.01 0.01 0.01 0.1 0.5 0.5
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var. laevis 夏緑二次林 K 0.1 0.5
ｷﾝｷﾏﾒｻﾞｸﾗ Prunus incisa subsp. kinkiensis 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 K 2 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.5
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.2 0.1 0.03 0.05 0.1 0.5 1
ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ Amelanchier asiatica 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.02 0.02 0.02
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 K 2 1 1 1 1 1 1
ｻﾝｼｮｳ Zanthoxylum piperitum 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.3 0.1 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.1 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01
ｼｭﾛｿｳ Veratrum maackii var.japonicum 夏緑二次林 K 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
ｼｭﾝﾗﾝ Cymbidium goeringii 夏緑二次林 K 0.02
ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｶﾏ Heloniopsis orientalis 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾀｶﾞﾈｿｳ Carex siderosticta 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.03 0.01 0.03 0.05 0.10 0.1
ﾀﾁｼｵﾃﾞ Smilax nipponica 林縁 K 0.1 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.05
ﾀﾑｼﾊﾞ Magnolia salicifolia 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02 0.02
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.01
ﾀﾝﾅｻﾜﾌﾀｷﾞ Symplocos coreana 夏緑二次林 K 0.3 0.04 0.2 0.2 1 1 2
ﾁｺﾞﾕﾘ Disoporum smilacinum 夏緑二次林 K 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.5
ﾁﾏｷｻﾞｻ Sasa palmata 夏緑二次林 K 20 2 3 5 10 15 20
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 1 1
ﾂﾙﾘﾝﾄﾞｳ Tripterospermum japonicum 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾄｷﾜｲｶﾘｿｳ Epimedium sempervirens 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05
ﾅﾂﾂﾊﾞｷ Stuartia pseudo-camellia 夏緑二次林 K 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 1
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾋｶｹﾞｽｹﾞ Carex lanceolata 夏緑二次林 K 0.2 0.05 0.05 0.05 1 2 3
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05
ﾐﾔﾏｼｷﾐ Sikimmia japonica 照葉樹林 K 0.01 0.02 1 1 2
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.02 0.1 0.1 0.1
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.02
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 2 0.1 1 2 2 3 4
ﾔﾏﾎﾞｳｼ Benthamidia japomica 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
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付表 2-2-1 環状剥皮区の種組成 

環状剥皮区 管理前 剥皮直後 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後

B1 高さ・m 15 15 15 15 15 15 15 - -
被度・% 75 75 75 75 65 40 5 - -

B2 高さ・m 9 10 10 10 - - - - -
被度・% 5 5 5 2 - - - - -

S1 高さ・m 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0
被度・% 80 35 35 40 45 55 55 60 60

K 高さ・m 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0
被度・% 50 25 25 30 35 40 55 65 75
出現種数 35 38 40 51 65 69 73 71 71

生育環境区分 階層 管理前 剥皮直後 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 70 70 70 65 60 35 5
K 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B1 10 10 10 10 8 5
S1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
K 2 2 2 2 2 2 3 3 3

ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 B2 5 5 5 2
K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03

ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum 先駆低木林 S1 3 5
K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 1 2

ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 S1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
K 1 1 1 2 3 3 7 12 15

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 30 30 30 30 40 50 50 55 60
K 0.5 1 1 1 1 1 1

ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 2 0.5 0.5 0.5 1 1 3
 K 0.5 2 1 1 2 2 2 3
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 林縁 S1 1 2
 K 0.1 0.1 0.1 0.5 2 4 5 7 25
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 S1 0.2 0.2 0.2 0.5 1 1
 K 0.05 0.05 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 50

K 0.5 0.5 1 1 1 2 3 5 5
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 S1 1 1 1 1 1 1 1
 K 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.05 0.05
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 S1 0.5 0.5
 K 0.01 1 2
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 1 1 1 1 1 1 2 3 2
 K 0.01 0.5 1 1 3 3 3
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 夏緑二次林 S1 1 2 2 2
 K 0.5 1 1.5 3 7
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 S1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1
 K 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 S1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
 K 0.1 0.1 0.1 0.01 0.1 0.1 0.5 0.5 1
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 K 0.01
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.01
ｱｶｼﾃﾞ Carpinus laxiflora 夏緑二次林 K 0.01
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.5 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 1 1
ｱｷﾉﾀﾑﾗｿｳ Salvia japonica 草原 K 0.01
ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 夏緑二次林 K 0.01
ｱﾌﾞﾗﾁｬﾝ Lindera praecox 夏緑二次林 K 0.01
ｱﾏﾂﾞﾙ Vitis saccharifera 林縁 K 0.01 0.05
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｲﾅｶｷﾞｸ Aster ageratoides var. semiamplexicaulis 林縁 K 0.01 0.01 0.01
ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum schinifolium 先駆低木林 K 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 2 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05
ｴﾉｷ Celtis sinensis var. japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｵﾆﾄﾞｺﾛ Dioscorea tokoro 林縁 K 0.01 0.01 0.01 0.5 0.5 0.5 1 1 1
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 K 0.05 0.01 0.01 0.05
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var.laevis 夏緑二次林 K 0.1 0.5 1 1 1 0.5 1
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 K 0.1 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1 0.1 0.5 0.5
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.5 0.1 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1 5 3
ｸｻｲﾁｺﾞ Rubus hirsutus 林縁 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 K 0.5 0.01 0.05 1 1 1 3 2 2
ｸﾏﾉﾐｽﾞｷ Swida macrophylla 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｸﾏﾔﾅｷﾞ Berchemia racemosa 林縁 K 0.05 0.05 0.1 0.01
ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05
ｹﾀｶﾞﾈｿｳ Carex ciliato-marginata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 20 20 20 15 15 10 5 5 1
ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ Hydrangea luteo-venosa 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 2 3 3 4 5 5
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 15 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 1 3 3
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 1 1 2
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.2 0.2 0.2 1 1 1 2 2 1
ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 K 3 0.05 0.1 0.1 0.5 1 2 4 3
ｼｼｶﾞｼﾗ Blechnum niponicum 夏緑二次林 K 0.01 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ｼﾊｲｽﾐﾚ Viola violacea 草原 K 0.01 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 照葉樹林 K 0.05 0.05 0.05 0.02
ｽｲｶｽﾞﾗ Lonicera japonica 林縁 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
ｾﾞﾝﾏｲ Osmunda japonica 草原 K 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.01 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 1
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 1 1 1 2 2 2 2 2 1
ﾅｷﾘｽｹﾞ Carex lenta 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.05 0.01 0.02 0.02
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1
ﾅﾅﾐﾉｷ Ilex chinensis 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾆｼﾉﾎﾝﾓﾝｼﾞｽｹﾞ Carex stenostachys 夏緑二次林 K 0.5 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 0.5 1 1 2 2 2
ﾋﾖﾄﾞﾘﾊﾞﾅ Eupatorium chinense 草原 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾌﾕｲﾁｺﾞ Rubus buergeri 照葉樹林 K 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5
ﾍﾞﾆｼﾀﾞ Dryopteris erythrosora 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.5 0.1 0.1 1 1 1 1 1 1
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 K 0.1 0.5 0.5 0.5 0.2 0.05 1
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.05 0.01 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.05 0.02
ﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ Lonicera gracilipes 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05
ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ Lindera glauca 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5
ﾔﾏﾊｷﾞ Lespedeza bicolor 草原 K 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.5 1
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付表 2-2-2 高林管理区の種組成 
高林管理区 管理前 剥皮直後 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後

B1 高さ・m 15 15 15 15 15 15 16 16 16
被度・% 70 70 70 75 75 75 75 75 75

B2 高さ・m 9 9 9 9 9 10 10 10 10
被度・% 8 8 8 8 8 8 8 10 10

S1 高さ・m 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0
被度・% 75 40 40 40 40 45 45 50 50

K 高さ・m 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
被度・% 55 30 30 35 40 45 45 50 50
出現種数 37 41 45 49 57 64 67 68 70

生育環境区分 階層 管理前 剥皮直後 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 70 70 70 75 75 75 75 75 75
B2 8 8 8 8 8 8 8 10 10
K 0.01 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

ｱｶｼﾃﾞ Carpinus laxiflora 夏緑二次林 S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1

ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 S1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1
K 0.1 0.1 0.1 1 2 2 2 2 1

ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 35 35 35 35 35 40 40 40 40
K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 1 0.5
K 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2

ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B2 1
　 S1 0.5 0.5 1 1 1 1 1

K 2 2 2 2 2 3 3 3 3
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 林縁 S1 1 1

K 0.5 2 5 7
ﾅﾅﾐﾉｷ Ilex chinensis 照葉樹林 S1 1

K 0.5 0.5 1 1 1 1 3
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 50 1 1 2 2 5 5 5 5

K 2 0.5 0.5 1 1 1 1 2 2
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 3 3 5 5 5 5 5 5 5

K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ Camellia japonica 照葉樹林 S1 0.5 0.5

K 1 0.1 0.5 1 2 2 2 2 2
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 S1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

K 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
ｱｵﾂﾂﾞﾗﾌｼﾞ Cocculus trilobus 林縁 K 0.5 0.05 0.05 0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 0.05
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05
ｱｶﾏﾂ Pinus densiflora 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.05 0.1 0.5
ｱｷﾉﾀﾑﾗｿｳ Salvia japonica 草原 K 0.02 0.01
ｱｽﾞｷﾅｼ Sorbus alnifolia 夏緑二次林 K 0.01
ｱﾏﾂﾞﾙ Vitis saccharifera 林縁 K 0.01 0.01 0.01
ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 K 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum schinifolium 先駆低木林 K 0.5 0.01 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 5 0.01 0.1 0.5 1 1 1 1 2
ｲﾜｶﾞﾈｾﾞﾝﾏｲ Coniogramme intermedia 照葉樹林 K 0.01 0.02 0.05 0.05 0.05
ｳｽﾉｷ Vaccinium hirtum var. pubescens 夏緑二次林 K 0.1 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
ｳﾘｶｴﾃﾞ Acer crataegifolium 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01
ｴｺﾞﾉｷ Styrax japonica 夏緑二次林 K 0.05
ｴﾉｷ Celtis sinensis var. japonica 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ｵｵﾊﾞﾉﾄﾝﾎﾞｿｳ Platanthera minor 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ｶｺﾞﾉｷ Litsea coreana 照葉樹林 K 0.01
ｶﾅﾒﾓﾁ Photinia glabra 照葉樹林 K 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
ｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum dilatatum 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.03 0.02
ｶﾏﾂｶ Pourthiaea villosa var.laevis 夏緑二次林 K 0.01 0.1 0.1 0.2 0.2 1 0.5
ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ Zanthoxylum ailanthoides 先駆低木林 K 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.2 0.5 0.5 0.5 1 3
ｸｻｷﾞ Clerodendrum trichotomum 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.01
ｸﾏｲﾁｺﾞ Rubus crataegifolius 林縁 K 0.01 0.5 0.5 0.5 1 2
ｸﾏﾉﾐｽﾞｷ Swida macrophylla 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.02
ｸﾏﾔﾅｷﾞ Berchemia racemosa 林縁 K 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05
ｸﾘ Castanea crenata 夏緑二次林 K 0.02
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 2 7
ｹﾀｶﾞﾈｿｳ Carex ciliato-marginata 夏緑二次林 K 0.05 0.01 0.05 0.05 0.1 1
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 25 25 25 25 25 25 25 30 30
ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ Hydrangea luteo-venosa 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.2 1 1 2 2 4 5
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 15 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 1 2 2
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.02 0.5 1 1 1 1 3 3
ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ Amelanchier asiatica 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 K 1 1 1 1 2 2 1 1 2
ｼﾞｬﾉﾋｹﾞ Ophiopogon japonicus 照葉樹林 K 0.05
ｽｽｷ Miscanthus sinensis 林縁 K 0.2 0.2 0.2 0.5 2
ｾﾞﾝﾏｲ Osmunda japonica 草原 K 0.01 0.05 0.1 0.1 0.1 0.05 0.8
ﾀｶﾉﾂﾒ Evodiopanax innovans 夏緑二次林 K 0.01
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05
ﾀﾂﾅﾐｿｳ Scutellaria indica 草原 K 0.01  
ﾀﾗﾉｷ Aralia elata 先駆低木林 K 0.01
ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ Oplismenus undulatifolius 人里 K 0.05 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
ﾂﾙｱﾘﾄﾞｵｼ Mitchella undulata 夏緑二次林 K 0.5 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2
ﾂﾙﾘﾝﾄﾞｳ Tripterospermum japonicum 夏緑二次林 K 0.01
ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ Rubus palmatus 林縁 K   0.5 2 5 7
ﾅﾂﾊｾﾞ Vaccinium oldhamii 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.05
ﾆｼﾉﾎﾝﾓﾝｼﾞｽｹﾞ Carex stenostachys 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ﾇﾙﾃﾞ Rhus javanica 先駆低木林 K 0.01 0.1 0.05 0.02 0.05
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 3 1 2 2 3
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 2 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ﾋﾒｺｳｿﾞ Broussonetia kazinoki 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.02
ﾋﾒﾄﾞｺﾛ Dioscorea tenuipes 林縁 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 1
ﾋﾖﾄﾞﾘﾊﾞﾅ Eupatorium chinense 草原 K 0.01 0.01 0.02 0.01
ﾌﾕｲﾁｺﾞ Rubus buergeri 照葉樹林 K 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
ﾍｸｿｶｽﾞﾗ Paederia scandens 林縁 K 0.01 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 1
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.5 1
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.2 0.01 0.01 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
ﾐﾂﾊﾞﾂﾁｸﾞﾘ Potentilla freyniana 草原 K 0.01
ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum wrightii 夏緑二次林 K 0.01 0.1 0.5 1 1 0.5 0.5 3
ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ Callicarpa japonica 夏緑二次林 K 0.05 1
ﾒﾘｹﾝｶﾙｶﾔ Andropogon virginicus 草原 K 0.05 0.05
ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ Cinnamomum japonicum 照葉樹林 K 0.05 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ Callicarpa mollis 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.5 2 2 2 4
ﾔﾏｳｸﾞｲｽｶｸﾞﾗ Lonicera gracilipes 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.05 1
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 K 0.1 0.1 0.1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾔﾏｺｳﾊﾞｼ Lindera glauca 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.05 0.05
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.05 0.05
ﾔﾏﾂﾂｼﾞ Rhododendron kaempferi 夏緑二次林 K 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 K 0.01
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 K 0.01
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付表 2-2-3 対照区の種組成 

対照区 管理前 剥皮直後 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後

B1 高さ・m 15 15 15 15 15 15 16 16 16
被度・% 75 75 75 75 75 75 75 80 80

B2 高さ・m 9 9 9 9 9 9 9 10 10
被度・% 20 20 25 30 35 35 35 40 40

S1 高さ・m 5.0 5.0 5.0 6 6 6 6 6 6
被度・% 55 55 55 55 60 65 65 70 70

K 高さ・m 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
被度・% 30 30 45 50 60 65 65 65 70
出現種数 35 35 33 35 34 36 33 35 34

生育環境区分 階層 管理前 剥皮直後 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後

ｺﾅﾗ Quercus serrata 夏緑二次林 B1 75 75 75 75 75 75 75 80 80
B2 8 8 10 10 10 15 15 15 15
K 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1 0.2 0.5 0.5

ｲｿﾉｷ Rhamnus crenata 夏緑二次林 S1 1 1 0.5 0.5
ｺﾊﾞﾉﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ Rhododendron reticulatum 夏緑二次林 S1 35 35 35 35 35 40 40 40 40
ｻﾙﾄﾘｲﾊﾞﾗ Smilax china 林縁 S1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2 2 2

K 0.2 1 1 1 1
ｿﾖｺﾞ Ilex pedunculosa 照葉樹林 B2 5 5 5 5 8 8 8 10 10

S1 1 2 2
K 0.05 1 2 2 3 5 5 3 3

ﾈｼﾞｷ Lyonia ovalifolia var. elliptica 夏緑二次林 S1 2 2 2 2 2 2 3 3 4
K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05

ﾈｽﾞﾐｻｼ Juniperus rigida 夏緑二次林 S1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾉﾌﾞﾄﾞｳ Ampelopsis brevipedunculata 林縁 S1 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5

K 0.02 0.02 0.02 0.03 0.1 0.1 0.05 0.05 0.02
ﾋｻｶｷ Eurya japonica 照葉樹林 S1 25 25 25 25 30 30 30 35 35

K 0.5 0.5 2 4 5 6 7 7 10
ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ fraxinus sieboldiana 夏緑二次林 S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ﾓﾁﾂﾂｼﾞ Rhododendron macrosepalum 夏緑二次林 S1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5 1

K 0.02 0.02 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ﾔﾏｳﾙｼ Rhus trichocarpa 夏緑二次林 S1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

K 0.01 0.01 0.05 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.1
ﾔﾏｻﾞｸﾗ Prunus jamasakura 夏緑二次林 S1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1

K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾌｼﾞ Wisteria floribunda 林縁 S1 0.05 0.5 0.5 1 1 1

K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.5 0.1 0.1 0.1
ﾘｮｳﾌﾞ Clethra barvinervis 夏緑二次林 B2 10 10 10 15 15 15 15 15 15
ｱｵﾊﾀﾞ Ilex macropoda 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02
ｱｶﾒｶﾞｼﾜ Mallotus japonicus 先駆低木林 K 0.01 0.01 0.01 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ｲﾇﾂｹﾞ Ilex crenata 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.2
ｶｽﾐｻﾞｸﾗ Prunus verecunda 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
ｶﾞﾝﾋﾟ Diplomorpha sikokiana 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.5 0.5 0.5 0.5
ｸﾛﾓｼﾞ Lindera umbellata 夏緑二次林 K 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.05 0.05 1 1
ｹﾀｶﾞﾈｿｳ Carex ciliato-marginata 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02
ｺｳﾔﾎﾞｳｷ Pertya scandens 夏緑二次林 K 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ Hydrangea luteo-venosa 夏緑二次林 K 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.1 0.1 0.5 1
ｺｼﾀﾞ Dicranopteris linearis 林縁 K 20 20 30 35 40 40 45 45 45
ｺﾂｸﾊﾞﾈｳﾂｷﾞ Abelia serrata 夏緑二次林 K 0.05 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
ｺﾊﾞﾉｶﾞﾏｽﾞﾐ Viburnum erosum var. punctatum 夏緑二次林 K 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.02
ｺﾏﾕﾐ Euonymus alatus  f. ciliato-dentatus 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  
ｻｶｷ Cleyera japonica 照葉樹林 K 0.05
ﾀﾁﾂﾎﾞｽﾐﾚ Viola grypoceras 草原 K 0.01 0.02 0.02 0.03 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03
ﾈｻﾞｻ Pleioblastus chino var. viridis 草原 K 0.2 0.2 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.5
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ Ligustrum japonicum 照葉樹林 K 0.01 0.05 0.05
ﾐﾂﾊﾞｱｹﾋﾞ Akebia trifoliata 林縁 K 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.05 0.05 0.1 0.5
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ Ardisia japonica 照葉樹林 K 0.01 0.01  0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.05
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ Camellia japonica 照葉樹林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ Cinnamomum japonicum 照葉樹林 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05
ﾔﾏﾊｾﾞ Rhus sylvestris 夏緑二次林 K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
ﾜﾗﾋﾞ Pteridium aquilinum var. latiusculum 草原 K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
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