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高原の自然史ﾉVα"7tzI MstO1fy q/ Ms"-C/z椰gひ〃〃測り!"""@s2:1～43 (1997)

広島県芸北町の種子植物目録

斎藤隆登 , ’・田丸豊生2，．暮町昌保3，

‘)広島市立口田東小学校．，】広島市立原小学校・＄)広島市立高南小学校

Spermatophyta of Geihoku-cho,  Hiroshinla Prefecture

Takato SAITo』》、Tovoo TAMARu 2,. and Masavasu KuREMAcHI 3 ,

, , Hiroshima Kuchita-higashi Primary School, Hiroshinla 739-17

2) Hiroshima Hara Primary School, Hiroshima 739-01 and
3) Hiroshima Kounan Primary School, Hiroshima 739-14

Abstract: During the period l991 to l993、we investigated the flora of Geihoku-cho,  and recorded the

species present in the area. As a result, a total of 708 species of spermatophyta were identified・All of
these, excluding A""s sieboldi""､were wild plants, and none of them were cultivated.
◎1 997 Geihoku-cho Board of Education. AII rights reserved.

は じ め に

広島県芸北町における植物に関する記述は，堀川ら(1959)による「三段峡・八幡高原及びその周辺地域
所産高等植物目録」が最初である．その後，堀川ら(1966)による「西中国山地の植物｣，波田(1973)によ
る「枕湿原の植物｣，関ら(1983)による「滝山峡の維管束植物｣，関ら(1983)による「滝山峡及びその周辺
の維管束植物目録｣，鈴木・吉野(1986)による「臥竜山麓公園建設予定地維管束植物目録｣，竹田(1995)に
よる「広島県ササ類植物誌」が報告されている．しかし，いずれも調査地が芸北町の特定の場所であった
り，調査地の一部だけが芸北町に重なるものであったりするため，芸北町全域を調査対象としたものでは
ない．筆者らは，今回，芸北町自然学術調査が実施されるにあたり，芸北町全域の植物相を明らかにする
ことを目的とした．芸北高原ミュージアム研究報告「高原の自然史第1号」では，芸北町の植物の概況と
して芸北町の注目すべき種子植物について報告した(斉藤ら1996)が，今回は，芸北町の種子植物につい
てほぼ全様が明らかとなったので,現時点での芸北町の種子植物を記録に残すため，目録として報告する．
本調査を実施するにあたり現地調査の便宜を図ってくださった芸北町教育委員会に対しお礼を申し上げ

る．また，現地調査に協力をいただいた芸北町の児玉集氏にお礼を申し上げる．

調 査 地 の 概 要
芸北町は，ほとんどの地域が西中国山地に位置し，臥竜山( 1223111)や阿佐山(1218m)といった標高の高

い山が点在する一方，下山(500m)など標高の低い地点も見られる．また，日本海からの季節風のため冬
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期の気温が低下し積雪量が多い八幡などの地域や，渓谷沿いに南方の温暖な空気が流入する滝山などの地
域もある.そのため北方系の植物や南方系の植物が混在して分布する.加えて森林の開発により明るくなっ

た草原が広がり，湿潤な渓谷も多いので,植物が豊かなところである．特徴的な地域をあげると，臥竜山・
天狗石山・阿佐山などのブナ，ミズナラが自生している森林地域や，サギソウやサワギキョウ等の湿地特
有の植物が生育し，町全域に点々と散在する湿原である．また，太田川や江の川の支流には，渓谷の植物
や川岸によく見られる植物が分布する地域や，牧場や道端なと簿帰化植物の多い地域もある．歴史的に見る

と，「たたら」の燃料として樹木が切り払われ，その後牛馬の飼料として草刈りが行われため，かつては
二次草原が多かったが，徐々に樹木の成長により森林へと移行している地域，原植生を残していた水田の
あぜが圃場整備で失われ，単調な植生となった地域も増加している．

調 査 方 法

調査は1991年6月から1993年11月の3か年に渡り実施した．芸北町のほぼ全域に渡り，標本の採集や写真
撮影，観察記録を実施した．種子植物の学名や和名及び同定は，大井・北川(1992)に従い，ヤナギ科のオ
オタチヤナギは佐竹(1989)の，帰化植物のシナダレスズメガヤ，ハルザキヤマガラシ，イタチハギ，オオ
オナモミ，オオアワダチソウ，セイタカアワダチソウ，オオハンゴンソウ，モウズイカは長田(1976)の学
名を用いた．同定は筆者らによって行われ，標本は芸北町教育委員会が保管している．標本番号の略号は
採集者を示し,S-斉藤,T-田丸,K-暮町である．また地名は採集地を示し，その位置は図1に記した．目

〆 鳶姜J≦、黄患
奥原･ 深 n f ･e

大利原
●

･南門原 高野

冊
● ●俵原。。 、 隠 岩 移 原

●

・奥稲､田． 、 細 見 4 ､ 厚 撫 』荒神原 ● ●

図 1 調 査 地 名 及 び 調 査 地 点
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録は，筆者らの採集した標本をもとに作成したが，これまで発表されている文献に記載されている種も加
えている．

調査結果及び考察

1991～1993年の3か年の調査で,708種の種子植物を確認した．調査で対象とした種子植物は野生であり，
原則として裁培種は除いた．逸出し野生化したものとしては，オオバヤシャブシを含めた．広島県林務部
(1995)によれば，広島県に生育する種子植物の種数は，2273種であり，町域には，その約31％に相当する
植物が生育している．種数は，他市町村と同じくらいだったが，面積の割にはやや少ない．これは，芸北
町では植林地が多い事や，海岸線を欠く事などによると考えられる．帰化植物に注目してみると，関ら
(1994)によると廿日市市の帰化植物は，124種（帰化率=12.2％）であり，渡辺ら(1996)によると熊野町の
帰化植物は，86種（帰化率=10.5％）である芸北町の帰化植物は，39種（帰化率二5.5％）と低い値を示
している．これは，芸北町での帰化は牧場や道端が中心であることを示している．

目 録

Spermatophyta 種子植物

Gymnospermae 裸子植物
Taxaceaeイチイ科

7b"Zytz l"Zc"tz (Linn) Sieb et ZucCカヤ 大利原(S- 2 864)
弧測@!c"rz (Linn.) Sieb et Zucc var l"jc(wls Nakaiチヤポガヤ 臥竜山(S-1887) ,滝山峡(S-2173)
Ceph alotaxaceaeイヌガヤ科
αj)"(zIot""s jZ""嗜め"" (Knight) K Koch var棚"" (Nakai) Rehderハイイヌガヤ 平見谷(S-1096) ,
臥竜山(S-1264) ,阿佐山(S-1353) ,枕(S-1548) ,千町原(S-1619) ,滝山峡(S-2254) ,空城(S-2375) ,
天狗石山(S-2406)

Pinaceaeマツ科

A bies〃γ"αSieb. et Zucc.モミ 西八幡(S-2092)
Pj""s l""i/I0m Sieb. et Zuccヒメコマツ 滝山峡(S-1955) ,吉見坂(S-27 33)
P. de"si/Iom Sieb・et Zucc.アカマツ 細見(S-1457) ,二川(S-1692) ,滝山峡(S-2229) ,聖山(S-2632) ,
吉見坂(S-2723) ,草安(S-2823)

P. (ie"si-"M"1I)97gjj Uyekiアイグロマツ 尾崎谷(関1973)
P.＃ん"tbe7"i Parlat. クロマツ 尾崎谷(S-1778) ,聖山(S-263 3)
Taxodiaceaeスギ科

C'"to"'e"""oitic(z (Linn fil ) D Donスギ 阿佐山(S-1384) ,千町原(S-1675) ,天狗石山(S-2401) ,
空城(S-2574) ,奥原(S-268 3)

Angiosper m ae被子植物
Monocotyledoneae単子葉植物

Typhaceaeガマ科
7〕’hqjα肋"αLinn. ガマ 川小田(S- 2090)
T. "Js"'[z"s Schum et Thonn. ヒメガマ ニ川(S-1711)
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Sp arganiaceaeミクリ科
助α酒α”""j"071j"" Rothertナガエミクリ 尾崎谷(S-1146)
Potamogeton ac eaeヒルムシロ科
Pり如獅20gEjり〃〃""1s Linn. オヒルムシロ 枕(波田1973)
P."s"""s A. Benn ヒルムシロ 尾崎谷(S-11 54)

P. c"s""s Regel et Maackコバノヒルムシロ 尾111奇谷(S-1153)
Alismataceaeオモダカ科
A"s"'αcα“"c"I(ztl,"" A Bret Boucheヘラオモダカ 隠岩(S-1497) ,尾崎谷(S- 1744)

S(zgi t""(z脚加"αLinn. オモダカ 溝口(S-1402)
S. tzgj"s" (Makino) Makino アギナシ 尾崎谷(S-1774) ,枕(S-2127)

Poaceaeイネ科

S(zsq "J""" (Marliac) Nakaiチマキザサ 阿佐山(S-1348) ,聖山(S-2619)
Sハ壇9s"2"｡sis Koidz. フケシザサ 大仙原(竹田1995)
S. "g"ch虎(Carr)  Rehder var. ""s""  (Koidz)  S Suzukiチユウゴクザサ 三ツ滝(S-1221) ,細見
(S-1475) ,川小田(S-2317)

S. ""27'o"jc" Koidz. クテガワザサ大仙原(竹田1995)

S "et91りt"chaKoidz. var. 7"g"""sis S. Suzukiイヌクテガワザサ 細見(竹田1995)
S gmc"""" Nakaiウンゼンザサ臥竜山(竹田1 995)
Sasag"α"1""""""(z (Makino) HatSushima et Muroiクリオザサ 大仙原(竹田1995)
S・I)"c"'je"sis (Makino) Makino ex Koidz ジヨウボウザサ 大仙原(竹田1995)

S """c"s (Koidz") Koidz オニグジヨウシノ 細見(竹田1995)
PIgiobl(MstlMs c""0 (Franch et Savat) Makino var""dis (Makino) S. Suzukiネザサ 大仙原(竹田1995)

P. c""o (Franch et Savat) Makino var"""'s (Makino) S. Suzuki fOrma i)""""s (Mitf) S Suzukiスダレ
ヨシノ 大仙原(竹田1995）

P伽"" '""@se Linn オオアワガエリ 溝口(S-1431) ,細見(S-1592) ,千町原(S-2311) 帰化
A創りs"s "I)" Linn.コヌカグサ 滝山峡(S-1328) ,溝口(S-1409) ,千町原(S-2 305)帰化
A.clα""" Trin. var.72"ﾙabo Ohwiヌカポ 三ツ滝(S-1124) ,千町原(S-1284) ,滝山峡(S-1301) ,奥中
原(S-2286) ,移原(S-23 38)

CtzI""g7℃s"s ""os (Linn) Rothヤマアワ 千町原(S-1598)
C. """""""  (Linn)  Roth var l)'"ﾉり'"icII(z  (Steud.)  Hack ノガリヤス 滝山峡(S-2188) ,尾崎谷
(S-2 274)

T"se""〃6抗(il""  (Thunb) Ohwi カニツリグサ溝口(S-1131) ,滝山峡(S-1297) ,西八幡(S-23 32)
HDIcMs I"""s Linn. シラケガヤ 細見(S-1596) ,西八lif (S-1722) ,荒神原(S- 2070)
Pha""s (z""1""" " L inn クサヨシ 千町原(S-1278)

A"t""α""zz"11 0(i0m""" Linn. ハルガヤ 西八幡(S-1113)

BmcﾉIW)od""71 ay"α"c1""  (Huds) PBeauvヤマカモジグサ 溝口(S-1415) ,臥竜山(S-1923) ,滝山峡
(S-2189) ,尾崎谷(S-2272) ,三ツ滝(S-2276) ,奥中原(S-2284) ,天狗石山(S- 2450)
A9mpym,""e"s (Linn) P・Beauvシバムギ千町原(S-231 3)
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A. ""7郷舵γ"",  (Steud) Koidz アオカモジグサ 千町原(S-1289)
A ts"""s"g"se  (Honda) Ohwi var""'siells (Hack) Ohwi カモジグサ 千町原(S-1288)

Lo"〃"""""i/Io""" Lamarck ネズミムギ 千町原(S-1285) ,溝口(S-144 2) 帰化
L. pe"""g Linn・ホソムギ 千町原(S-1287)
B1p""js "'jci/Io7''#s  (Thunb.) Hack キツネガヤ 長者原(S-2 146)
D"〃"S glo肌"u" Linn カモガヤ尾崎谷(S-2294) 帰化
腕s"" 'αγ"増""7" Steud. トボシガラ 千町原(S-2 304)
F. 9jα"Or Linn.ヒロハノウシノケグサ溝口(S-2 504)
F.αγ"”""c" Schreb オニウシノケグサ千町原(S-1283) ,尾崎谷(S- 2 289) 帰化

Pりαα""" Linn. スズメノカタビラ 西八幡(S-1845)

GI)'""(z I"jol"js Ohwiヒロハノドジヨウツナギ 尾III奇谷(S-1745)
M‘"" """zs Linn・コメガヤ 三ツ滝(S-1065) ,畑ケ谷(S-1090)

L""" s"α"肌陶aOhwiサヤヌカグサ溝口(S-11 58)
〃諏"" I"晩"αTurcz. マコモ 西八幡(S-2 554)
LOjiz"Ize""" 9mc"2 Brongn ササクサ臥竜山(S-1233)滝山峡(S-2063)
P"mg""s /"0"" Steud. ツルヨシ 吉見坂(S-2728)
P. co"""""s Trin.ヨシ 千町原(S-1679) ,川小田(S- 2839)
Pﾉz""oS'gγ"1aglobos"" Munroタキキビ 西八幡(S-25 56)
M0"""sis jqPo"ic(z (H ack.) H ay ataヌマガヤ 細見(S-1479) ,枕(S-2150) ,尾崎谷(S-2165) ,西八幡
(S-25 55)

Emgﾂりs"s /"'"4g伽" (Thunb) Beauvカゼクサ 千町原(S-1599) ,西八幡(S-1720) ,滝山峡(S- 2045)
溝口(S-2524) ,橋山(S-2904)
E. """"c""s Steud ニワホコリ 西八幡(S-2566)
E/eZJS伽“"伽" (Linn.) Gaertn.オヒシバ 西八幡(S- 29 38)

E. "j"z"a(Schrad.) Neesシナダレスズメガヤ溝口(S-2506) 帰化
A ""d"""αhjγ“(Thunb.) C Tanaka トダシバ千町原(S-1636) ,聖湖(S-1806) ,川小田(S-2280) ,
天狗石山(S-2456) ,枕(S-2541) ,聖山(S- 2 63 8)
"""se"加α"c""り"es (Linn) Spreng.チカラシバ 枕(S-2540) ,西八幡(S-2557) ,橋山(S- 2 89 5)
Sg"↑ｲα"Z"dis (Linn) Beauvエノコログサ溝口(S-2508) ,橋山(S-2903)
S. Jtzb8" Herrmアキノエノコログサ西八幡(S-2830)
S. gl""  (Linn.)  Beauv キンエノコロ 千町原(S-1611) ,尾崎谷(S-2161) ,溝口(S-2531) ,高野
(S-2775) ,橋山(S-290 2)
Sqcciol"is i""ctz  (Linn) ChaSeハイヌメリ 溝口(S-2517)
Pα岬c"" bisMIc"1"" Thunb. ヌカキビ 溝口(S-1160) ,橋山(S-2876)

P. dic加勿加伽""" Michx. オオクサキビ 西八幡(S-255 3)
Djg""" "scellde"s (H B. K) Henryメヒシバ 溝口(S-1446) ,千町原(S-1624) ,橋山(S-2892)
D. "0I(zsc"zs Lin kアキメヒシバ 高野(S-2774) ,西八IIf (S-2829) ,橋山(S- 2899) 帰化

P上zSpα""" "z'"'be7gji Kunthスズメノヒエ 千町原(S-1615) ,溝口(S-2536) ,西八幡(S-2828) ,橋山
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(S-2905)

E流""｡α""os(M (Thunb.) Kunthナルコビエ 雲月山(S-2002) ,滝山峡(S-2217)
卯"sl"""‘sl"'“jα伽""s (Ard.) Roemer et Schultes  var.ﾉ"o"icl's (Stend) Koidz.コチヂミザサ 滝山
峡(S-2230) ,川小田(S-2323) ,千町原(S- 2667)
EcMw@oc"0(z c"$s.grzI" (Linn) Beauv.イヌビエ 溝口(S-1156) ,橋山(S-2871)
IS(zc"1g gﾉ060s(z (Thunb) O Kuntzeチゴザサ枕(S-2121)
Mis"""z"s s"""sls Anderss.ススキ 西八幡(S-1723) ,天狗石山(S-2410)
S'odjop090"sil)j"cMs Trm オオアブラススキ 千町原(S-1685) ,聖湖(S-1815) ,雲月山(S-2004) ,吉
見坂(S- 2732)

Mic7りs "g"""J"01"""" (Miq.) Koidz.ササガヤ 天狗石山(S-2476) ,高野(S-2780) ,大利原(S-2860)
M """ze"’〃(Trm) A. Camus var"olyst""!"  (Franch et Savat.) Ohwiアシボソ 溝口(S-1159)
Aγ#伽'“0"ん岬j"s (Thunb) Makinoコブナグサ 溝口(S-1161) ,大利原(S-2855) ,橋山(S-2898)
Cy peraceaeカヤツリグサ科
CW)g"js 61忽"加"'#s (Rottb.) Hassk. var lgjole'is (Fr et Sav) TKoyamaヒメクグ 西八幡(S-1743) ,奥
中原(S-2285) ,溝口(S-2510)

C.sα〃gW"o1e""s Vahlカワラスガナ 溝口(S-1164) ,尾崎谷(S-2168) ,長者原(S-2344)
C.0〃"OS "Cｶﾂ"s Franch et Savat・ウシクグ 溝口(S-1163) ,草安(S- 2 804)
C. "" Linn.コゴメガヤツリ 溝口(S- 2 498)

C. ""c""" Steud カヤツリグサ 川小田(S-2318) ,長者原(S-2345) ,溝口(S-2516) ,高野(S-28059
Sc""s """oides Maxim. コマツカサススキ 隠岩(S-1495) ,枕(S-2124)
S. 10Zc""" B6ckll-アブラガヤ 千町原(S-1673) ,枕(S-2145)
S・加如"" Ohwiホタルイ 尾崎谷(S-2162) ,千町原(S-2 299)

S. #""“"""s Roxb. カンガレイ 尾111奇谷(S-2166)
S.泥伽0"cMs Makino シズイ 尾崎谷(S-2 1 64)

S. " b""""zO"tα"j Gmel.フトイ ニ川(S-1707) ,尾崎谷(S-1 838)
Fj"16"s""s sM6biS/)ic"" Nees et Meyen ヤマイ 聖湖(S-1828) ,尾崎谷(S-2 302)
F. dic"0加"" (Linn.) Vahlテンツキ 隠岩(S-1487) ,細見(S-1591) ,枕(S-2120)
EJeoc""s co"gEs" D Donハリイ 千町原(S-2312)

E. """"α加Lindb. fil. var. cycI"αゆaKitagawaオオヌマハリイ 尾崎谷(S-2163)

RﾉIJwcIzO"0m cﾉ2"271sis Nees et Meyenイヌノハナヒケ 隠岩(S-1481) ,枕(S-2123) ,移原(S-2 3 27)
R.jiz""" Franch. オオイヌノハナヒケ 枕(波田1 973)

R.〃"α"cJ Makinoコイヌノハナヒケ 隠岩(S-1483) ,枕(S-2122) ,尾崎谷(S- 2267)
Qwe" ""I)ige" Don var /WwcIzg""" Ohwiツクシミノボロスケ 千町原(S-1280) ,尾崎谷(S-2 263)
C. 0"""" Franch. et Savat. ヤチカワズスケ 尾崎谷(S-2295) ,移原(S-233 3)
C. hete7℃lePis Bungeヤマアゼスケ 枕(波田1 973)

C/bifc"I(z Franch. et Savatタニガワスケ 畑ケ谷(S-1097) .溝口(S-1 108)
Cル""zsis Franch. et Savat.テキリスケ 細見(S-1594)
C. """ico"js Franch. et Savat.ナルコスケ溝口(S-1019) ,畑ヶ谷(S-1092)

- 6 一



C､6I""α"c"" Franch シヨウジヨウスケ 枕(波田1 973)
C. """ Franch. et. Savat.コカンスケ 滝山llX (S-2906)

C. s""osjachys Franch. et Savat.ニシノホンモンジスケ臥竜山(S-1231)
C. j@""j伽α"αLev. et Van.イトスケ 滝山峡(S-1023)
C. do"c"ost(zclly(I Hayata var. gl(zI)el""'q  (Ohwi)  T Koyamaミヤマカンスケ 溝口(S-1022) ,滝山峡
(S-1030) ,三ツ滝(S-1038) ,臥竜山(S-2114) ,空城(S-2351)

C. 77107""" Boottカンスケ 三ツ滝(S-1056) ,滝山峡(S-1303) ,臥竜山(S-2115)
C.jb"osiss"(z Fr. Schm.オクノカンスケ 臥竜山(S-2116) ,空城(S-2354) ,天狗石山(S-2461)
C.jIo"I)""" (Korsh.) MeinShヒカケスケ 移原(S-2328)
C. si(j27りs"cm Hanceタカネソウ 畑ケ谷(S-1099) ,西八幡(S-1115) ,三ツ滝(S-2105) ,高野(s-2788)
橋山(S- 2873)
C. c"j"α"(z Boottハリガネスケ 小原(S-1124) ,移原(S-23 35)
C. diSP(z"" Boottカサスケ 移原(S-2 336)
Araceaeサトイモ科
Pi"9"" tel71"(z (Thunb.) Breitenb.カラスビシヤク西八幡(S-1290)

A "s""" j"o"""  Blumeマムシグサ 滝山峡(S-1089) ,空城(S-2 37 3)
S)'"ゅﾉ0c(""s "j"0"jcMs Makinoヒメザゼンソウ 臥竜山(s-1000)
Lemnaceaeウキクサ科

Le""(z l""icos"" Hegelm アオウキクサ 小原(S-275 3)
Eriocaulaceaeホシクサ科

E"oc""0" de""”γl@'" Maxim var. ""o"icl""  (Maxim)  Nakaiイトイヌノヒケ 千町原(鈴木・吉野
1986）
E・h0"doe"sc Satakeニッポンイヌノヒケ 尾崎谷(S-1775)

E si"0""""" Maxim.シロイヌノヒケ 枕(波田1973)

E. 7"""e"α7""" Koern. イヌノヒケ 千町原(鈴木・吉野1 986)
Com melinaceaeツユクサ科
Co"""e"泥αco"""""s Linn .ツユクサ 溝口(S-1436) ,聖山(S-2646)
Pontederiaceaeミズアオイ科

Mひ""h0"α"“伽α"s (Burm fil.) Presl varj)IIwl"gi"" (Roxb) Solms-Laub コナギ 溝口(S-1401)
Ju ncaceaeイグサ科

L'‘z"/α”‘'"0sαE・Meyervar.”αc’りcα'加（Buchen）Ohwiヌカボシソウ 三ツ滝(S-1034)
L. cqpit(ztCz (Miq) Nakaiスズメノヤリ 溝口(S-1013)
L. """i/Io7Tz Lejeuneヤマスズメノヒエ 聖湖(S-2916)
ん”cMs te""s Willd. クサイ 滝山|"(S-2050) ,尾崎谷(S-2167)
ﾉ. GWsMs Linn var dec"ie"s Buchen. イ 枕(波田1 973)
メ伽#"e"sis Buchen.ホソコウガイゼキシヨウ 細見(S-1595) ,枕(S-2118) ,尾崎谷(S-2 278)
メヵ"i"os"s Franch. et Savat.アオコウガイゼキシヨウ 溝口(S-1162) ,尾崎谷(S-2291) ,才乙(S- 2752)
.f "tz7)12" Franch. et Savat.タチコウガイゼキシヨウ 枕(波田1973) ,千町原(鈴木・吉野1 986)
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J Icscj@""j"" Gayコウガイゼキショウ 細見(S-1454) ,聖湖(S-1814) ,滝山峡(S-2044) ,枕(S-2157) ,
尾崎谷(S-2292)

ん"α"icﾉ"""Ls Laharpeハリコウガイゼキシヨウ 細見(S-1448) ,尾崎谷(S- 285 2)
Liliaceaeユリ科

C"0"091""sja伽"jc(z Maxim.シライトソウ 三ツ滝(S-2907)
H@10""sis o"e"“"s  (Thunb) C. Tanakaショウジヨウバカマ 溝口(S-1014) ,三ツ滝(S-2106) ,聖山
(S-26 34)

1/@m""2 gwwI(Moγ‘"〃(Maxim.) Loes. fil バイケイソウ 東八幡(S- 2908)
V. "z(z(zc陶塊Rege lナガバシユロソウ 細見(S-1585) ,二川(S-1716)
T流CW"s q""s Makino ヤマジノホトトギス 滝山峡(S-2241) ,空城(S-2361) ,天狗石山(S-2417) ,
聖山(S-2648) ,吉見坂(S-278 3 )

T. ""mpo" Miq ヤマホトトギス 滝山峡(S-1314) ,溝口(S-1395) ,天狗石山(S-245 2)
助s賊α肋0壽加α噌伽α”(Hook)  Ohwiコバギボウシ 尾崎谷(S-1148) ,溝口(S-1423) ,細見(S-1474) ,
二川(S-1706) ,枕(S-2119)

H","""" F. Maekawaオオバギボウシ 川小田(S-1182) ,雲月山(S-2003) ,天狗石山(S-2409) ,高
野(S-2800)

HC""りcα"js ""eS/)eγ"7" Haraユウスケ ニ川(S-1715) ,枕(S-2137)

H IO1zgi"6(z Miq. ノカンゾウ 細見(S-1476) ,隠岩(S-1486)
Hハ‘l"αLinn var """zso Regelヤブカンゾウ 椎谷峠(S-1185)
A"""" "Z2"zI)27g"  G. Donヤマラツキヨウ ニ川(S-11 79)

〃"'"" col""'" (Thunb) Koidz ウバユリ 阿佐山(S-1333) ,天狗石山(S-24 84)
L. leicIZ""" Hook. fil. var. "gγ伽'j"$ (Regel) Nichols コオニユリ 隠岩(S-1500) ,細見(S-1565) ,千町
原(S-1683) ,枕(S-2159) ,天狗石山(S-243 2)

L. /"o"cI"" Thunb.ササユリ 西八IIf (S-2559)

Sci"as""oides (Lindl) Druceツルボ 西八幡(S-1724) ,溝口(S-2512) ,才乙(S- 2 750)
Polygb"""〃0"01"""  (Mill.) Druce var似拠'"o"'"'  (Miq.) Ohwiアマドコロ 尾崎谷(S-1225) ,臥竜山
(S-1250) ,高野(S- 27 97)

P. '"qcm"""L"z  (Maxim) Koidz  j-オナルコユリ 臥竜山(S-1251) ,滝山峡(S-1317) ,阿佐山(S-1352) ,
枕(S-1534) ,聖山(S-2617)

S7""αc"”jα加I"" A. Gray ユキザサ臥竜山(S-1003) ,阿佐山(S-1330)
DiSj)0""〃s"'"“伽拠"@  A  Gray チゴユリ 三ツ滝(S-1061) ,阿佐山(S-1375) ,枕(S-1560) ,溝口
(S-2499) ,聖山(S-2655) ,高野(S-2795) ,橋山(S- 2878)

Rz"s陀脚､伽'"αA Grayツクバネソウ 西八I"(S-1114)
T""""" s"""" Maxim.,  pro p. エンレイソウ 臥竜山(S-1077) ,阿佐山(S-1371)

Oﾉ)加叩ogn" j"0｝'"'!s (Linn. fil) Ker-Gawlジヤノヒケ 滝山liX (S-2917)
AI""s """""s  (Maxim) Franch ノギラン 隠岩(S-1484) ,細見(S-1593) ,聖湖(S-1826)
A. SPic"" (Thunb) Bureau et Franchソクシンラン 聖湖(S- 2 090)
S1""" ""01"c(I Miq.タチシオデ 三ツ滝(S-1214) ,空城(S-2355) ,高野(S-2802) ,川小田(S-2835)
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S."'α"(z A. DC var"ss'j"gwsis (Regel) Hara et T Koyamaシオデ 三ツ滝(S-1049) ,枕(S-1526) ,小
原(S-2084) ,滝山峡(S-2245) ,溝口(S-2 539)

S. c""" Linn.サルトリイバラ 細見(S-1469) ,二川(S-1699) ,天狗石山(S-2421) ,奥原(S- 2689)
A maryllid aceaeヒガンバナ科

Lyco"s s9"""ge1tz Maxim・ナツズイセン 聖湖(S-1789)
Dioscoreaceaeヤマノイモ科

Diosco"""o"" T h un b .ヤマノイモ 小原(S-2086) ,滝山峡(S-2235) ,聖山(S-2643) ,橋山(S- 2 880)
D､9"伽9"elobfz Thunb.カエデドコロ 滝山峡(S-29 2 0)
Iridaceaeアヤメ科

ハイs g7tz""9s A. Grayヒメシヤガ 荒神原(S-1103)
1. /"0"" Thunb. シヤガ 滝山峡(S-292 1)
〃“塊評如Fisch カキツバタ 尾崎谷(S-1746)
I. ellstz" Thunb var. s"'"708(z (Makino) Nakaiノハナシヨウブ 尾崎谷(S-1748)
Orchidaceaeラン科

Htz I)91""α畑伽"(M (Thunb.) Spreng.サギソウ 隠岩(S-1482) ,細見(S-1583) ,枕(S-2155)
Hi sagit"/@m Reichb. filミズトンボ 俵原(S-2076) ,川小田(S-2 320)
T"j0"s "ss""ewsis (Regel) Haraトンボソウ 尾崎谷(S-2268)

PI(zt(z""igltz ""loides Lindl var. ""oi"c(z (Makino) Ohwiコバノトンボソウ 尾崎谷(S-1291)
P. holOglot"s Maxim. ミズチドリ 長者原(S-2091)
G"20J(z s"彫""io"α"S Reichb fil.ツチアケビ 臥竜山(S-2397) ,川小田(S-2 398)
Pogo""jα加"jca Reichb. filトキソウ 尾崎谷(S-1 226)
G(zs加伽aejamBlumeオニノヤガラ 滝山峡(S-2922)

C"""α純hcm/tzﾉc(zt(z (Thunb) Blume キンラン 東八幡(S-2909)
即ゆ“"s〃""1be7W A. Grayカキラン 細見(S-1480) ,俵原(S-2075) ,天狗石山(S-2427) ,高野
(S- 2776)

Spi'"'"ies s"'2''sis (Pers.) Amesネジバナ 細見(S-1461) ,聖湖(S-1783)
GOO(jyem scﾉ""ﾉﾙ彫“α"α"a Reichb. fil.ミヤマウズラ臥竜山(S-2108)

G.jb"os[z (Lindl.) Benth. varJcze"js Finetアケボノシユスラン 臥竜山(S-2910)
"""s """0"" F Maekawaクモキリソウ 臥竜山(S-1856) ,空城(S-2378) ,聖山(S-2622)
mj""加伽ScolO7' Lindl. エビネ 西八IIf (S-2923)
C. t"cIz"""(z Lindl. サルメンエビネ西八幡(s-1101)

C池""stm a"g"伽c"j"t" (DDoI1) Makino サイハイラン臥竜山(S-2924)
O"07℃腕s加彫"s (Lindl) Lindl.コケイラン 東八IIIM (S-2925)
Cy"Zbid""" go'""" (Reichb fil) Reichb. fiL シユンラン 溝口(S- 2926)
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Dicotyledoneae双子葉植物
Choripetalae離弁花類

Chloranthaceaeセンリョウ科
C"01tw'"Z"s se""!s (Thunb.) Roen1. et Schult.フタリシズカ 三ツ滝(S-1036) ,枕(S-1536) ,天狗石山
(S-2474) ,聖山(S-2601)
Salicaceaeヤナギ科

P"""s sie加ld" Miquelヤマナラシ 臥竜山(S-1868) ,雲月山(S-2013)
Sα"卯szMtIgi"s Andersタチヤナギ 小原(S-1006)
S. 'i9""j Miq. オオタチヤナギ 西八幡(S-2564) ,草安(S- 28 20)
S. al"""りaKim uraサイコクキツネヤナギ 滝山峡(S-1081) ,溝口(S-1200) ,聖湖(S-1830) ,臥竜
山(S-1883) ,雲月山(S-1987) ,枕(S-2149) ,吉見坂(S-2713) ,高野(S-2768)
S.ル伽'〃q"qgi Kilnuraキヌヤナギ 溝口(S- 29 27)
S s"""""sjs Fr. Schln. オノエヤナギ 溝口(S-1430) ,千町原(S-1650) ,高野(S-2801)
S・伽瘤1tz Thunb.イヌコリヤナギ 隠岩(S-20 79)
S. "0物'mZα瓢Kimuraコリヤナギ 西八幡(S-2 928)
S. g"""sり'jaMiq.ネコヤナギ 千町原(S-1642) ,雲月山(S-1999) ,奥原(S-2679) ,草安(S-2811)
S. s"加峨α1" Blumeヤマヤナギ 千町原(S-1674) ,二川(S-1713) ,聖湖(S-1837) ,雲月山(S-1990) ,
天狗石山(S-1408) ,聖山(S-2608) ,草安(S-2 809)
Juglandaceaeクルミ科
Platyc"" s"6"α"(z Sieb. et Zucc. ノグルミ 雲月山(S- 2009)
Pte7りc":yq 7加加"αSieb. et Zucc サワグルミ 臥竜山(S-1274) ,空城(S-2 57 2)
伽噌I"@s "lα"伽加"αCarrオニグルミ 大谷(S-2929)
Betulaceaeカバノキ科

Ctz7""s tscIBO710s〃〃Maxim.イヌシデ 溝口(S-1132) ,滝山lhX (S-1321),雲月山(S-1773) ,臥竜山
(S-1866) ,空城(S-2384) ,聖山(S-2618) ,大利原(S-2 856)
C. l"i/Iom  (Sieb. et Zucc.) Blumeアカシデ 小原(S-1120) ,溝口(S-1139) ,細見(S-1459) ,雲月山
(S-1753) ,聖湖(S-1816) ,滝山峡(S-1954) ,聖山(S-2592) ,高野(S-2786) ,橋山(S- 2877)
C. j"07"" Blumeクマシデ 阿佐山(S-1380) ,雲月山(S-1761) ,滝山峡(S-2176) ,深山(S-2543) ,聖
山(S-2 586)

Os"'fz J"0'zjc(I Sarg.アサダ 滝山峡(S-1978)
Qり'"jsﾉ"""/い'"αFischer var. "zz"0I)27gjj Blumeハシバミ 隠岩(S-1498) ,川小田(S-1949) ,米澤
(S-2 844)
C. siel)0I""" Blumeツノハシバミ 阿佐山(S-1346) ,細見(S-1458) ,枕(S-1520) ,千町原(S-1616) ,
聖湖(S-1800) ,臥竜山(S-1912) ,雲月山(S-2008) ,聖山(S-2607) ,天狗石山(S-2463) ,奥原(S-2674) ,
吉見坂(S-2715) ,高野(S-2771) ,橋山(S- 2 887)
Be"jα9w℃ssfz Sieb. et Zucc.ヨグソミネバリ 三ツ滝(S-1229) ,阿佐山(S-1373) ,西八幡(S-1731) ,臥
竜山(S-1902) ,滝山峡(S-1970) ,空城(S-2395) ,聖山(S- 2 599)
A""s siebol""" Matsunlオオバヤシヤブシ 雲月山(S-2001) ,空城(S-2 372)
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A.〃""J" Turcz.ケヤマハンノキ 聖湖(S-1836) ,聖山(S-265 3)

As""‘jα加畑es Callierカワラハンノキ 隠岩(S-1485) ,滝山峡(S-2029) ,荒神原(S-2073) ,米澤
(S-2849)

A.j〃o"iccz (Thunb.) Steud ハンノキ 千町原(S-1671)
Fagaceaeブナ科

Rzgwsc形""(z Blume ブナ 阿佐山(S-1354) ,雲月山(S-1754) ,臥竜山(S-1935) ,天狗石山(S-2 399)
F. j"01"" Maxim.イヌブナ 三ツ滝(S-1067) ,小原(S-1121) ,滝山峡(S-1302) ,空城(S-2 36 2)
Q" 27で郡SSα"""(z Blumeウラジロガシ 滝山峡(S-1293)

Q.  "'0"gひ""  Fischer var. glnssese""(z  (Blume)  Rehd.  et Wils・ミズナラ 溝口(S-1196) ,阿佐山
『

(S-1329) ,細見(S-1467) ,枕(S-1521) ,雲月山(S-1769) ,聖湖(S-1794) ,臥竜山(S-1893) ,滝山峡
(S-1963) ,天狗石山(S-2435) ,聖山(S-2604) ,高野(S-2785)
Q､se"tz" Thunb. コナラ 枕(S-1187) ,滝山峡(S-1324) ,細見(S-1576) ,千町原(S-1626) ,二川
(S-1698) ,聖湖(S-1809) ,臥竜山(S-1847) ,雲月山(S-1989) ,奥原(S-2690) ,草安(S-2822) ,橋山
(S-2 879)
Q.α""" Blumeナラガシワ 枕(S-1181)

Q. de'加如Thunb カシワ 枕(S-1189) ,臥竜山(S-1857)
Q. """ l )" is Blumeアベマキ 聖山(S-2598)

Q. """ss""αCarruth . クヌギ ニ川(S-1700) ,臥竜山(S-1854) ,雲月山(S-198 2)
Qzsmwe(z c"7"" Sieb. et Zucc.クリ 細見(S-1455) ,千町原(S-1627) ,聖湖(S-1823) ,臥竜山(S-1889) ,
雲月山(S-2014) ,吉見坂(S-2718)
Ulmaceaeニレ科

Uj"'"s I(Mc""" (Trautv.) Mayrオヒヨウ臥竜山(S-1885)
Z@ﾉﾙりりasg"tz" (Thunb) Makinoケヤキ 臥竜山(S-1891) ,滝山峡(S-2252)
“"s jesso2"sis Koid z.エゾエノキ 滝山峡(S-22 20)
Moraceaeクワ科

Rz加加α""os(M (Thunb) Nakai クワクサ 西八幡(S-1841) ,滝山峡(S-1979)
Mo"Ls伽"zhycis Koidz. ヤマグワ 溝口(S-2930)
B70"sso"2"αﾙαz伽0" Sieb. コウゾ 溝口(S-1136) ,臥竜山(S-1247) ,枕(S-1555) ,滝山峡(S-1972) ,
空城(S-2371) ,橋山(S-287 2)
Urticaceaeイラクサ科

L〃0γ惣加"6"tm (Sieb et Zucc) Weddellムカゴイラクサ 千町原(S-1658) ,滝山峡(S-2219) ,天狗
石山(S-2487)

L. ""7りs"州a(Maxim) Ohwiミヤマイラクサ 深山(S-2931)
P"" "o"即"ca Weddellアオミズ 小原(S-2088) ,天狗石山(S-2437) ,橋山(S-289 3)
P. Pg"ol""s (Sieb. et Zucc) Blumeミヤマミズ滝山峡(S-2932)
P./"0"" (Maxim.) Hand-Mazzヤマミズ臥竜山(S-2111)
N""c"de j"0"" Blulneカテンソウ 滝山峡(S-293 3)

EI"osj･""α1"”I)9"(z"" Blume var. "2""s Maxim.ウワバミソウ 三ツ滝(S-1043) ,滝山峡(S-2172) ,空
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城(S-2 356)

BocI@"1g流α〃j伽"01""" Koidz カラムシ滝山峡(S-2213)
B. SPic"" (Thunb.) Thunb コアカソ 溝口(S-1403) ,滝山峡(S-20 3 4)
B. t"c"SPis (Hance) Makino アカソ 臥竜山(S-1256) ,滝山峡(S-2038) ,天狗石山(S- 2 485)
B. t"c"SPis (Hance) Makino  var""""!sPis Makinoクサコアカソ 吉見坂(S-2730)
B. pl""'伽"aFranch et Savat.メヤブマオ 臥竜山(S-2321)-

Santalaceaeビャクダン科
Tﾉ‘Cs”"〃c""te"se Turcz. カナビキソウ聖湖(S-1790) ,臥竜山(S-1850)
Lor anthaceaeヤドリギ科
I/iscl"" "bl"" Linn var. colom""1 (KoInar) Ohwiヤドリギ聖湖(S-2934)
Aristolochiaceaeウマノスズクサ科

As"'"”αSjgγl"〃F Maekawaミヤコアオイ小原(S-2089) ,川小田(S-2841)
A. rα〃aoi F. Maekawaヒメカンアオイ荒神原(S-2072) ,西八幡(S-2 562)
Polygonaceaeタデ科
R""" ""ose"αLinn ヒメスイバ 千町原(S-1279) ,溝口(S-143 3) 帰化
R. "etosq Linn. スイバ溝口(S-1010)

R. 06"s油"伽s Linn.エゾノギシギシ 千町原(S-1648) ,溝口(S-249 3) 帰化
Pりりgり""畑伽加77112 Thunb. ミズヒキ 枕(S-1562) ,滝山峡(S-2222) ,空城(S-2 379)
P.α1ﾉj""α" Linn.ミチヤナギ 西八幡(S-1511)

P."九""1"" Linn. イシミカワ 西八幡(S-1725)
P. sell"cos"'"  (Meisner) Franch et Savat ママコノシリヌグイ 西八幡(S-293 5)
P. deb"e MeisI1. ミヤマタニソバ臥竜山(S-1846)

P. "zz"b97gji Sieb. et Zucc. ミゾソバ 溝口(S-1440) ,千町原(S-1606) ,尾崎谷(S-2265) ,
(S-2277) ,天狗石山(S-2464)
P. siebold" Meisn. アキノウナギツカミ 千町原(S-1605) ,滝山峡(S-2261) ,高野(S-2766) ,橋山
(S- 2 8 94)

P. Iz(zst(zjo-s"gi"""" Mak i noナガバノウナギツカミ 千町原(鈴木・吉野1 986)
P. 11"0)1"se Makinoヤノネグサ 千町原(S-1597)
P・れゆαI271sc Meisn. タニソバ聖山(S-2 654)
P. I"α"z純"""1 Linn. オオイヌタデ 天狗石山(S- 2 407)
P. co"Spic加測"' (Nakai) Nakaiサクラタデ 千町原(鈴木・吉野1 986)
P. "isc唯γ"7" Makino var. 7DI)zIs""1  Makinoオオネバリタデ 枕(S-1539) ,千町原(S-2308) ,深山
(S-2542) ,聖山(S-2645)

p. j)os"" I)" """ va r l"伽γﾙ"'' (Meisn)  Ohwiハナタデ 臥竜山(S-29 3 6)
P. 10"gise/z")@ De Bruynイヌタデ 千町原(S-1643)
P. c"SPj""1" Sieb. et Zucc イタドリ 臥竜山(S-1262) ,千町原(S-1656) ,二川(S-1690) ,雲月山
(S-20 19)

Chenopodiaceaeアカザ科

三 ツ 滝

- 1 2 -



Cﾉ0e"Op0d"'"α肋'"〃Linn. シロザ 溝口(S-1 398) 帰化
Amaranthaceaeヒユ科

A""tz""zzfs P"""s Bertoloniホソアオケイトウ 溝口(S-2532) ,高野(S- 2767)帰化
A.〃"i(IMs Linn.イヌビユ 西八幡(S-1512) 帰化

AcIU""'"zes j"oi"c(z (Miq) Nakai上カケイノコズチ 滝山峡(S-2053) ,溝口(S-2515) ,川小田(S-2835)
Phytolaccaceaeヤマゴボウ科
P妙加!"" """c"" Linn.ヨウシユヤマゴボウ 米澤(S-284 5) 帰化
Portulacaceaeスベリヒユ科
PO7'"1(zc" ole7nce(z Linn.スベリヒユ 西八II$ (S-1513) ,溝口(S- 2 497)

Caryophyllaceaeナデシコ科
SagW"jα加"jcq (Sw.) Ohwiツメクサ 西八幡(S-2 560)
CemS"2"12 910"""""1 Thuillオランダミミナグサ 西八1if (S-2937)帰化
C.加肋s"oides Fries var. "1gzfst晩"'"" (Franch.) Mizushimaミミナグサ 畑ケ谷( (S-1093)
Ste""" """" (Linn.) Scop.ウシハコベ 西八幡(S-2939)
S. ,"g(ii(z (Linn) Villarsコハコベ 溝口(S-1417) ,西八III$ (S-2561)
S、ajs"'g Grimm var"""I(Mt(z (Thunb) Ohwiノミノフスマ 宮瀬(S-1116) ,満口(S-2518)
αα""z"s s"gγ仇4s Linn. varJo10gic"'c"js (Maxim) Willianlsカワラナデシコ 椎谷峠(S-1184) ,溝口
(S-1443) ,枕(S-1552) ,二川(S-1691) ,雲月山(S-1995) ,溝口(S-2526) ,草安(S-2819)
〃c/""s 7"9"g""" Rohrb. フシグロセンノウ 高野(S- 2 799)
S"e"g "77"(J Sieb. et Zucc. フシグロ 深山(S-2544) ,橋山(S-2868)

-

Nymphaeaceaeスイレン科
B"se"" scIwEI)e" J. F Gmel. ジュンサイ 尾崎谷(S-1155)
Mゆh"'j"07"""11 DC .コウホネ 尾崎谷(S-1147)
Trochodendraceaeヤマグルマ科

T7りc/zode""" "tz"oides Sieb. et ZucCヤマグルマ滝山峡(S-2231)
Ran unculaceaeキンポウケ科

αe"""s s"1s Sieb. et Zucc.クサポタン 滝山峡(S- 2657)
C. J"07"" Thunb.ハンシヨウヅル 三ツ滝(S-1210) ,枕(S-1531) ,臥竜山(S-1905) ,滝山峡(S-2201) ,
空城(S-2 388)

C.dpj姉"αDC ボタンヅル 溝口(S-1393) ,枕(S-1563) ,小原(S-2083)
RaI"f"C郷如sjα加7"cMs Thunb・ウマノアシガタ 溝口(S-1009) ,畑ケ谷( (S-1094) ,千町原(S-1282)
R."犯to"""sis DC.ケキツネノボタン荒ﾈIII原(S- 2074)
R. t"血加" Franch. et Savat.オトコゼリ 千町原(S-1292) ,隠岩(S-1490) ,荒神原(S- 2 0 67)
T〃α"c""' "'"Is Linn varA"olel"'j"'  (Sieb et Zucc)  Miq.アキカラマツ 天狗石山(S-2425) ,溝口
(S-25 35)

A9""egi(Z (Z(iO"OideS (DC.) Ohwiヒメウズ滝山峡(S-2 940)
A co"""z s""02"se N akai サンヨウブシ深山(S-1167)
A〃"i/b""g L@v. et Van. タンナトリカブ卜 椎谷峠(S-1171) ,臥竜山(S-2665) ,高野(S-2756) ,川
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小田(S- 2837)

Ci"ic"" s""!" Wol･msk.サラシナシヨウマ 天狗石山(S-2482) ,千町原(S- 2660)
C. qce"''(z (Sieb et Zucc.) C Tanakaオオバシヨウマ 高野(S-2791)

Qﾒ)"s岬o"icq  (Thunb) Makino var dissec" (Yatabe) Nakaiセリバオウレン 三ツ滝(S-1042) ,溝口
(S-250 1)川小田(S- 2 840)

Ca"んα""s"s Linn var. "e"21)7"""(z Turcz.リユウキンカ 尾崎谷(S-1005)
P[zeo"" /"o"ic｡ (Makino) Miyabe et Takeda ヤマシヤクヤク 臥竜山(S-1909) ,空城(S-2357)
Lardizab alaceaeアケビ科

A"26" 9"伽α虹(Thun b.) Decaisneアケビ 小原(S-2081) ,滝山峡(S-2225) ,草安(S-2818)
A.〃肋"α"(Thunb.) Koidz ミツバアケビ 細見(S-1571) ,臥竜山(S-1896) ,滝山峡(S-2178) ,橋山
(S- 2 884)

Berberidaceaeメギ科

B27･be"s tsc"01fos紗α"(z Regelオオバメギ 千町原(鈴木・吉野1986)
B. "'z"l)e7"j DC. メギ 三ツ滝(S-1660) ,滝山IIX(S-1085) ,長者原(S-1506) ,高野(S- 2 76 3)
""ed""z se"g"""s Nakaiトキワイカリソウ 溝口(S-1018) ,聖湖(S-1069) ,吉見坂(S-2717)
Men isp ermac eaeツヅラフジ科
S伽0"zg"""郷αc""" (Thunb) Rehd et Wils ツヅラフジ 滝山峡(S- 2207)
Magnoliaceaeモクレン科

MIzg"0"(z 060""" Thunbergホオノキ 臥竜山(S-1258) ,阿佐山(S-1350) ,西八幡(S-1737) ,滝山峡
(S-1951)

M. siebold" K.Kochオオヤマレンケ 天狗石山(S- 2460)

Msα"c枕"a(Sieb. et Zucc) Maxim タムシバ 阿佐山(S-1347) ,天狗石山(S- 2478)
M "o6"s DC. コブシ 溝口(S-1193) ,千町原(S-1613) ,大利原(S-2853)
sch““'tz彫“"“（SiebetZucc.）Radlk・マツブサ 雲月山(S-1771) ,空城(S-2392)
Lauraceaeクスノキ科

L"1(Iem ob"s"06(z Blume ダンコウバイ 瀧口(S-1134) ,細見(S-1456) ,雲月山(S-1759) ,滝山峡
(S-2234) ,米澤(S- 2848)

L. 27:W〃りcαゆaMakino カナクギノキ 川小田(S- 28 34)

L. 2""舵"α”Thun b.クロモジ 三ツ滝(S-1064) ,臥竜山(S-1260) ,阿佐山(S-1355) ,細見(S-1460) ,
枕(S-1553) ,西八幡(S-1734) ,雲月山(S-1752) ,聖湖(S-1798) ,滝山峡(S-1952) ,天狗石山(S-2441) ,
聖山(S-2596) ,奥原(S-2670) ,橋山(S-2 87 5)
L.  se"ce(z  (Sieb. et Zucc)  Blume var. gl(JI)1tlIn  Blumeウスケクロモジ 三ツ滝(S-1227) ,滝山峡
(S-1299) ,枕(S-1550) ,滝山峡(S- 2 240)

Rz7tz,be祁釦"'Pmeco" (Sieb et Zucc.) Nakaiアブラチヤン 枕(S-1559)
Papaveraceaeケシ科

Cﾙe"do"""〃1""'Is Linn var (zs"""""  (Hara) Ohwiクサノオウ 枕(S-2941)
CO 7y(jα"s ""s(z  (Thunb) Persムラサキケマン 滝山峡(S-1087)
Cruciferaeアブラナ科
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L""""" " " " " " " L inn.マメグンバイナズナ 西八幡(S-294 2)帰化
Ca↑'d """g伽ゆα"e"s Linn.ジヤニンジン 滝山峡(S-294 3)
C.jIg"jos(z With.タネツケバナ 溝口(S-1020)
Ba'池'忽α〃"Iga"s R.  Br ハルザキヤマガラシ 千町原(S-1068) 帰化
RolW(z "'"c(z (Linn) Hochrイヌガラシ 溝口(S-1394) ,滝山峡(S-2237) ,高野(S-280 3)
R. jsI(z""" (0eder) B6rbasスカシタゴボウ 西八IIW (S-1839)

C"se"α6"'"-"sto"s (Linn) MediC ナズナ 溝口(S- 2944)
Droseraceaeモウセンゴケ科

D1りS27tZ 7りtz"1(j伽"αLinn.モウセンゴケ 枕(S-2117)
Crassulac eaeベンケイソウ科

Se""" 27:y"z7りs"c"" Miq. ベンケイソウ 天狗石山(S-24 29)
S. """tsc"(z"c"" FiScherキリンソウ 荒神原(S-294 5)
S. s""gれfosl“Bungeツルマンネングサ 川小田(S-1779) ,吉見坂(S-27 25)
Ss"b"le Miq. ヒメレンケ 滝山峡(S-1028) ,臥竜山(S-1273) ,移原(S-2331)
S. """20i Maxim.マルバマンネングサ 滝山峡(S-1313)

Saxifragace aeユキノシタ科
Rodgws" Z)odqj)ﾉ剛"aA. Grayヤグルマソウ 三ツ滝(S-1053) ,天狗石山(S-2 324)
As"肋e ""c7"ﾉly"(z Knollチダケサシ 細見(S-1477) ,千町原(S-1607) ,枕(S-2160)
A、仇'"'697" (Sieb. et Zucc.) Miq.アカシヨウマ 三ツ滝(S-1050) ,深山(S-1165) ,阿佐山(S-1349)
S"妨切gα〃"""i Hook. fil・var. s""0211sis Nakaiナメラダイモンジソウ 滝山峡(S-2059) ,三ツ滝
(S-2097) ,空城(S-23 53)
S. cO7"sα加"αSieb. et Zucc.ジンジソウ 滝山IIX (S-2209)
C"':yso"Jg”""j"ol"""'2  ( Maxim.)  Makinoヤマネコノメソウ 滝山峡(S-2946)
M"g"α""c"om Rosend・コチヤルメルソウ臥竜山(S-1860)
M.ji""s" Ohwi var s"61tzl720s(z Wakabayashiチヤルメルソウ 三ツ滝(S-1051) ,空城(S-2347)
P"""ss" /b"os{z Hook. fil. et Thoms var"'""'"""'" (Maxim) T Itoシラヒケソウ ニ川(S-1182) ,枕
(S-2154) ,草安(S-2810)

P. ""s"s Linn.ウメバチソウ 深山(S-1169)
Scﾉ"z"ﾉ"tZg"2αノWd7"fggoides Sieb. et Zuccイワガラミ 臥竜山(S-1238) ,枕(S-1525) ,千町原
(S-1652) ,聖湖(S-1825) ,滝山峡(S-2177) ,天狗石山(S-2422) ,聖山(S-2583)
C"戒α"d7秘α"‘'7伽"aSieb et Zuccクサアジサイ 溝口(S-1412) ,滝山峡(S-2037) ,空城(S-2 573)
H)'dγα"gm j)2 "olαγis Sieb et Zucc ゴトウヅル 臥竜山(S-1918) ,滝山峡(S-2200) ,天狗石山(S-2446) ,
聖山(S-2620)

H. ""c"I"(I Sieboldノリウツギ 臥竜山(S-1244) ,聖湖(S-1804) ,枕(S-2141) ,高野(S-2761)
且"'"'"""(z (Thunb) Ser var. "l"'""" (Sieb. et Zucc.) Makinoヤマアジサイ 阿佐山(S-1332) ,滝
山峡(S-2190) ,空城(S- 2575)
且〃γ" (Thunb.) Sieboldコアジサイ 滝山峡(S-1306) ,阿佐山(S-1364) ,聖湖(S-1801) ,臥竜山
(S-1932)雲月山(S-2018) ,聖山(S-2590) ,奥原(S-2693) ,橋山(S-2881)
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".I加陀0."110s(z Koidz コガクウツギ 滝山峡(S- 2040)
D"‘”αc1忽"α畑Sieb.  et Zucc.ウツギ 千町原(S-1632) ,雲月山(S-1762) ,聖湖(S-1802) ,聖山

(S-2625) ,大利原(S-2859) ,橋山(S- 2886)
Hamamelidaceaeマンサク科

f血沈""2 "sjα加""" Sieb. et Zucc マンサク 滝山峡(S-1974)
H '"01""  Sieb.  et Zucc.  var.  l)"c""e"sis  (Makino)  Ohwiアテツマンサク 溝口(S-1141) ,聖湖
(S-1797) ,滝山IIW (S-2249) ,奥原(S- 2669)

Rosaceaeバラ科

A""'c"s dioic"s  (Walt.)  Fernald vai-. te"1'""'s  (Nakai)  Haraヤマブキシヨウマ 雲月山(S-2022) ,天
狗石山(S-2479) ,奥原(S-2687) ,高野(S-2757) ,草安(S-2815)
D"cIzes7fe" cﾉ，沙's"'"MM (Zoll et Mor) Miqヘビイチゴ 滝山峡(S-1025)
""11""αﾙje""α"aWight et Arnottオヘビイチゴ 滝山峡(S-1 302)
P. jiZy""" Bomm. ミツバツチグリ 滝山峡(S-1002) ,二川(S-1031) ,三ツ滝(S-1035) ,聖湖(S-1071)
隠岩(S-1105)

G""" ' "01""" " Thunb.ダイコンソウ 枕(S-] . 546)

Rzj b"s l"""e"’js Maxim. コバノフユイチゴ 臥竜山(S-1917) ,空城(S-2382) ,天狗石山(S-2451)
R """s Maxim.ハスノハイチゴ 三ツ滝(S-1041) ,臥竜山(S-1936) ,天狗石山(S- 2468)
R. cmmegi/b"s Bunge クマイチゴ 細見(S-1478) ,臥竜山(S-1944) ,枕(S-2148) ,天狗石山(S- 2467)
R. """"s Thunb ナガバモミジイチゴ 臥竜山(S-1234) ,滝山峡(S-2236) ,奥原(S- 2685)
R・伽"s""s Th unb.クサイチゴ 滝山峡(S-2 947)

R. ""加"郷s Linn.ナワシロイチゴ 千町原(S-1639)
R. p/2027"coI(zs"s M axi mエビガライチゴ 滝山峡(S-1950)

Fi "g"'" """”g(z Maxinl.シモツケソウ 千町原(S-1277) ,三ツ滝(S-2271) ,長者原(S- 2 340)
S"1gW sO7加卯c"""s Linn. ワレモコウ 千町原(S-1680) ,枕(S-2144)
S・彫'"‘伽"αFischナガボノシロワレモコウ 尾崎谷(S-1 842)

A g"""""jα加獅jca (Miq.) Koidz キンミズヒキ 枕(S-1535) ,千町原(S-1618) ,滝山峡(S-2064) ,天
狗石山(S-2465) ,聖山(S-261 3)
Ros(z ""IMom Thunb. ノイバラ 千町原(S-1281) ,聖湖(S-1782)

R. ""c""gem Makino ex Momiyamaミヤコイバラ 千町原(鈴木・吉野1986)

P""" sﾉα”asα〃"7tz Sieb. ex Koidz.ヤマザクラ 臥竜山(S-1074) ,雲月山(S-1749) ,滝山峡(S-1962) ,
天狗石山(S-2475) ,聖山(S-2585) ,橋山(S-2 882)

P. w1忽α"7" Koehneカスミザクラ 滝山峡(S-1320) ,千町原(S-1668) ,二川(S-1701) ,臥竜山(S-1849)
奥原(S-2 69 7)

P､9my"" Maxim.ウワミズザクラ 溝口(S-1133) ,三ツ滝(S-1206) ,阿佐山(S-1389) ,細見(S-1573) ,
P. 6"g7ge"α"αMiq イヌザクラ 枕(S-2948) ,二川(S-1702) ,聖山(S-2639) ,臥竜山(S-1871) ,吉見
坂(S-27 39)

MIz"!s siebol"  (Regel)  Rehdel･ズミ 小原(S-1123) ,聖湖(S-1795) ,滝山峡(S-2251) ,聖山(S- 244 7)
M tscIzO710s〃〃(Maxim)  C K Schn.オオウラジロノキ 西八lif (S-1739) ,聖湖(S-1799) ,滝山峡
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(S-2258) ,聖山(S-2597)
A’"e"側c"e'' (zs"""  (Sieb et ZucC)  End1.ザイフリボク 溝口(S-1138) ,滝山峡(S-2212) ,奥原

(S-2 688)
W"t賊α" "i"os0 (Thumb) Decne ワタケカマツカ 千町原(鈴木・吉野1986)
P "j"osq  (Thunb.) Decne varJ""js (Thunb) Stapfカマツカ 阿佐山(S-1382) ,長者原(S-1510) ,枕
(S-1556) ,千町原(S-1614) ,西八幡(S-1732) ,臥竜山(S-1884) ,天狗石山(S-2415) ,聖山(S-2615) ,
奥原(S-2695) ,高野(S-2773) ,雲月山(S-2010) ,聖山(S-2609) ,奥原(S- 2672)
SO7'I)"s co""""加Hed l ナナカマド 阿佐山(S-1358) ,西八幡(S-1740) ,雲月山(S-1760) ,臥竜山
(S-1947) ,聖山(S-2593) ,高野(S- 2770)
S､91""s (Sieb et Zucc) C Koch ナンキンナナカマド 三ツ滝(S-1045) ,滝山峡(S-2 23 2)
S. ""伽"α(Sieb et Zucc) C Kochアズキナシ 阿佐山(S-1342) ,隠岩(S-1488) ,千町原(S-1651)
S. jmPolzic(z (Decne) Hedlウラジロノキ 滝山IIX (S-1307) ,雲月山(S-1764) ,臥竜山(S-1872) ,聖山
(S- 260 3)

Leguminosaeマメ科
A肋御αj""I)"ss"1 Durazz.ネムノキ 聖湖(S-1805) ,橋山(S- 2868)
S妙吻07tZβα〃esce71s  Solander  ex  Aiton  var  "1gMs伽"a(Sieb  et  Zucc)  Kitagawaクララ 千町原
(S-1640) ,草安(S-2816)
M"c"α伽'""'" (Miquel) Takedaハネミイヌエンジュ 千町原(S-1633) ,聖湖(S-1829) ,臥竜山
(S-1873) ,滝山峡(S-2260) ,高野(S- 2 784)
α“↑""s s"o""" (Makino) Makinoユクノキ 滝山峡(S-1318)
LeSﾒ)gfiez(I (;Wjol)0":y(J Mi qマルバハギ 溝口(S-1435) ,吉見坂(S-273 5)
L. bicolo7' Turcz. forma (zcz"加"αMatsum ヤマハギ ニ川(S-1176) ,枕(S-1543) ,千町原(S-1649) ,滝
山峡(S-1973) ,吉見坂(S-2721)
L. cl"'"" (Du Mont d CourS) G Donメドハギ 溝口(S-1435) ,吉見坂(S-273 5)
L. "os(z (Thunb.) Sieb. et Zucc ネコハギ 溝口(S- 1.434)
随‘"""e"l"" s"i(z" (Thunb) Schindlerヤハズソウ 橋山(S- 2 897)
Deswod"↓柳old""" Oliverフジカンゾウ 深山2949)

D.oAi)ゆ心"z"1z DC.ヌスビトハギ 深山(S-1186) ,雲月山(S-1766) ,聖湖(S-1791) ,滝山峡(S-2035) ,
川小田(S-2319) ,長者原(S-2343) ,天狗石山(S- 2 49 0)
D･血""J Schindl" varJ"α"dsﾉ"I""#"' (Maxim) Nakaiヤブハギ滝山峡(S- 2047)
Wc" s""" Linn カラスノエンドウ 千町原(S-29 50)
V. "tmSj)277"a(Linn.) Schreb.カスマグサ 西八幡(S-2951)
A"os /b7'j7"1" Max皿 ホドイモ 枕(S-1541) ,長者原(S-2342) ,川小田(S- 2842)
D"""s" ""7""(z Sieb. et Zuccノササケ 枕(S-1522) ,臥竜山(S-1879) ,滝山峡(S-2049) ,天狗石山
(S-2480) ,大利原(S- 28 5 8)
PMem"q jObq" (Willd) Ohwiクズ 聖湖(S-1835) ,雲月山(S-2024) ,吉見坂(S-2742)
A wIMZicα↑"" edge2"0γ"Z" Benth. val･. J"01"c(z Olivel･ヤブマメ 溝口(S-2495) ,西八幡(S-2568) ,高野
(S-2792)
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B""s """"'"αSieb et Zucc varj"0"ic" (Muell Arg) Rehd et Wils ツケ 滝山峡(S-2051)
Anacardiaceaeウルシ科

Rh"sα"2 6igl" 1,月vallee ex Dippelツタウルシ臥竜山(k-1245)
R. Sy"est"s Sieb. et Zuccヤマハゼ 滝山峡(k-2333)
R.〃＃C""aゆaMiq. ヤマウルシ 臥竜山(k-678)
R. j"""" Linn.,  pro p.ヌルデ 臥竜山(k-677)
Aquifoliaceaeモチノキ科
"" "(zc7"o" Miq . アオハダ 臥竜山(S-1271) ,滝山峡(S-1960) ,空城(S-2370) ,聖山(S-262 3)
I. ge7"c郷ﾉcz" Maxim. フウリンウメモドキ 三ツ滝(S-1215) ,阿佐山(S-1345) ,臥竜山(S-1927) ,天狗
石山(S- 2 44 3)

〃1"""" Makinoミヤマウメモドキ 尾崎谷(S-285 1)
Z se"rI" Thunb ウメモドキ 溝口(S-1195) ,三ツ滝(S-1219) ,滝山峡(S-1296) ,細見(S-1567) ,雲
月山(S-1750) ,臥竜山(S-1875) ,高野(S- 2779)
Z s"gw'ひ〃〃Maxim varJo"gjj)2(""""I"" (Maxim) Makmoウシカバ滝山峡(S-2226)
Z c""(z" Th unb.イヌツケ 阿佐山(S-1362) ,千町原(S-1646) ,雲月山(S-1757) ,臥竜山(S-1874) ,
天狗石山(S-2438) ,聖山(S-264 2)
Z j)2(iz""" los(z Miq ソヨゴ 細見(S-1452) ,滝山IIM(S-2259) ,吉見坂(S-2710) ,高野(S-278 2)
Celastraceaeニシキギ科
“ast"Ls o7'I)j""""s Thunb.ツルウメモドキ 三ツ滝(S-1211) ,臥竜山(S-1930) ,雲月山(S-2006) ,
天狗石山(S- 2470)
E"o"J'""!s 6zI(z"s  (Thunb.)  Sieb. forma cj""o-(ie"""ls  (Franch  et Savat.)  Hiyamaコマユミ 臥竜山
(S-1276) ,阿佐山(S-1365) ,長者原(S-1508) ,枕(S-1561) ,千町原(S-1625) ,二川(S-1695) ,雲月
山(S-1765) ,聖湖(S-1784) ,空城(S-2366) ,橋山(S-2883)
E.〃伽"" (Turcz) Hand-Mazz var. '"ic｡"s (Sieb ex Miq) Rehd.ツルマサキ 臥竜山(S-1942)
E. siel)0""""s Blumeマユミ 阿佐山(S-1 392)

E. ""7"te"4s Rupr ヒロハツリバナ 三ツ滝(S-1046)
E. "el""""IMs Franch et Savatサワダツ 三ツ滝(S-1230) ,臥竜山(S-1235) ,阿佐山(S-13 35)
E. !"""""s Yatabe ムラサキマユミ 三ツ滝(S-1213) ,阿佐山(S-1352) ,臥竜山(S-1946)

E. 0jWIzy"Ms Miq. ツリバナ 畑ケ谷(S-1095) ,枕(S-1549) ,雲月山(S-1767) ,臥竜山(S-1865) ,天
狗石山(S-2442) ,空城(S-2580) ,奥原(S- 2677)
Ic acinaceaeクロタキカズラ科

Hbsi" /"01"" (Makino) Makinoクロタキカズラ 臥竜山(S-1240) ,空城(S-2 369)
Acerace aeカエデ科

Ac27･ sieb01伽α"灘加Miq.コハウチワカエデ 三ツ滝(S-1207) ,臥竜山(S-1242) ,滝山峡(S-1295) ,細
見(S-1450) ,二川(S-1697) ,雲月山(S-1768) ,臥竜山(S-1886) ,空城(S-2367) ,聖山(S- 262 6)
Aj"ol"""" Thunb ハウチワカエデ臥竜山(S-1263) ,阿佐山(S-1372) ,聖湖(S-1796) ,高野(S-2758)
A . s"7tzs""αれz"" Koidz オオイタヤメイケツ 臥竜山(S-1261) ,阿佐山(S-1368) ,天狗石山(S- 2 40 2)
A. """tz""Th unb.イロハモミジ 滝山峡(S-1966)
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A.""扇'!g''se (Franch.) Nakaiカラコギカエデ 長者原(S-1503) ,千町原(S-1670)

A "0"o Maxim.イタヤカエデ 阿佐山(S-1366) ,雲月山(S-2028) ,天狗石山(S-2471) ,聖山(S-2 584)

A"""0 Maxim. varα"16ig""'"  (Pax) Rehd.オニイタヤ 空城(S-2396)
A・Caゆj"”"'"”Sieb. et Zucc. チドリノキ 滝山峡(S-2214) ,空城(S-2 578)
A cm"2g加"1"" Sieb. et Zucc. ウリカエデ 三ツ滝(S-1209) ,千町原(S-1635) ,聖湖(S-1786) ,空城
(S-2391) ,橋山(S- 2896)

A """"e Sieb. et ZuCc ウリハダカエデ 臥竜山(S-1939) ,天狗石山(S- 240 3)
A.α湾"z"I Maxim. アサノハカエデ 臥竜山(S-1267) ,阿佐山(S-1334)
A. 1"c7tz71t伽"〃Sieb. et Zucc・コミネカエデ 阿佐山(S-1331)

Hippocast anaceaeトチノキ科
449s"""s ""I)"I(z" Blumeトチノキ 臥竜山(S-2113) ,空城(S-2365) ,天狗石山(S-2482)
Sabiaceaeアワブキ科

Mな"0s"" """"1"MI Sieb. et Zucc アワブキ 滝山峡(S-13 25)
M """s Maxim. ミヤマハハソ 阿佐山(S-1343) ,枕(S-1530) ,臥竜山(S-1892) ,空城(S-2571) ,聖
山(S-2 640)

Balsaminaceaeツリフネソウ科

加加"g71s t"to" Miq. ツリフネソウ 千町原(S-1669) ,吉見坂(S-2704) ,川小田(S-283 8)
Rh amnaceaeクロウメモドキ科

B"℃IBc"" """os(z Sieb. et Zucc クマヤナギ 椎谷峠(S-1172)
R""""s cos"" Maxinl・クロカンバ 阿佐山(S-1341) ,臥竜山(S-1915)

R. c7""" Sieb. et Zucc. イソノキ 小原(S-1119) ,細見(S-1582) ,西八幡(S-1733) ,聖湖(S-1819) ,
臥竜山(S-1911) ,聖山(S-259 5)
Vitidaceaeブドウ科

VMs cO聰"g"" Pulliatヤマブドウ 臥竜山(S-1245) ,阿佐山(S-1385) ,千町原(S-1677) ,聖山(S- 2614)
Ⅸβc加"αBunge varJob(zm  (Regel) Nakaiエビヅル 溝口(S-1407)
Ⅸβe"fos(J Thunb. サンカクヅル 聖山(S-2621)
A 7"9 lOpsis b7移り伽(I'"1c"Im"  (Maxim) Trautvノブドウ 滝山IIX(S-1316) ,溝口(S-1491) ,枕(S-2140)
C"''"" jqj)0"jctz (Thunb) Gagn ヤブガラシ 西八幡(S-1840)
Tiliaceaeシナノキ科

Tj"α岬01"c(z  (Miq) Simonkaiシナノキ 高野(S-2765) ,滝山峡(S-2228) ,奥原(S-2701) ,吉見坂
(S- 2 708)

Actinidiaceaeマタタビ科

Ac"1'"" "g"" (Sieb et Zucc) Planch ex Miq サルナシ 臥竜山(S-1236) ,阿佐山(S-1367) ,長者原
(S-1504) ,千町原(S-1645) ,聖湖(S-1820) ,滝山峡(S-2202) ,天狗石山(S-2405) ,溝口(S-2527) ,
空城(S-2611)

A. j)0jjgu""  (Sieb. et Zucc)  Planch et Maxim.マタタビ 滝山峡(S-1311) ,雲月山(S-2093) ,三ツ滝
(S- 2 099)
Theaceaeツバキ科
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Qz"" "" j"0'"" Linn .ヤブツバキ 滝山II" (S-2957)

S彫t‘αγ"αps"I(jo-c""eJ"αMaxinl. ナツツバキ ニ川(S-1693) ,滝山峡(S-1958) ,吉見坂(S-2711) ,高
野(S-2 78 3)

&":) '""0J"" Thunbヒサカキ 三ツ滝(S-1220) ,雲月山(S-1988) ,天狗石山(S-2412) ,聖山(S-2602)
吉見坂(S- 2740)

Guttiferaeオトギリソウ科

T'f"e""'f"Z j(Zj)0"ic""'  (Blume) Makinoミズオトギリ 尾崎谷(S- 2 293)
IMe"c"" (Iscym" Linn.トモエソウ 西八幡(S-1514) ,枕(S-1519) ,千町原(S-1617)
". jqj)0"icz"" Thunb. ヒメオトギリ 千町原(鈴木・吉野1 986)
H I"""' (Blume) Koidz コケオトギリ 西八幡(S-2 569)
H 'se"(Z"e"okz"" R. Kellel･サワオトギリ 枕(S-1547) ,千町原(S-1630) ,臥竜山(S-1934) ,滝山峡
(S-2180) ,天狗石山(S-2453) ,聖山(S- 2 647)

H g7Fc向"〃Thunb.オトギリソウ 溝口(S-1447) ,細見(S-1578) ,二川(S-1689) ,千町原(S- 2 307)
Elatinaceaeミゾハコベ科
EI"伽g ""(j" Schkuhr var. """"α" Krylovミゾハコベ 溝口(S-1410) ,尾崎谷(S-2 315)
Violaceaeスミレ科

Wolα"αgi7'(z" Maxim スミレサイシン 臥竜山(s-1001) ,滝山峡(S-1008) ,三ツ滝(S-1040)
Ⅸ"1"1d s伽"c(z W. Beckerスミレ 聖湖(S-1072) ,滝山IIk (S-1080)
咳陶""""" Makinoオオタチツボスミレ 滝山IIM(S-1003) ,臥竜山(S-1079) ,空城(S- 2 364)

V. gy"ocems A. Gray タチツボスミレ 臥竜山(S-1004) ,溝口(S-1017) ,三ツ滝(S-1047) ,滝山峡
(S-1026) ,三ツ滝(S-1059) ,聖湖(S-1070) ,小原(S-1117) ,移原(S-2329)
1/.0"切加.0"0''" (Miq.) Makinoナガバタチツポスミレ 移原(S-23 30)

V. """"" A. Grayツボスミレ 滝山峡(S-2208) ,移原(S-2339)
Flacou rtiaceaeイイギリ科

Itiesjα加〃c"" Maxim イイギリ 滝山峡(S-1977)
Stachyuraceaeキブシ科
S"chJﾉ""js p""" Si" et Zucc. キブシ 臥竜山(S-1853) ,空城(S- 2 394)
Thymelaeaceaeジンチョウケ科
D(zpん”g陀如siα"αMiquel コシヨウノキ空城(S-23 5 0)
WMst7w""(z s"0ﾙiα"αFranch et Savat. ガンピ 滝山峡(S-1959)

Elae agnac eaeグミ科
EI""g""s j)1"zge"s Th un b .ナワシログミ 滝山11" (S-2958)
E. ""b9"αt(z Thunb アキグミ 千町原(S-1662) ,臥竜山(S-1897) ,聖山(S- 262 9)

Lythraceaeミソハギ科
Ro"jα伽dica (Willd.) Koehneキカシグサ西八IIW (S-2959)

伽"""”sα"""(z Linn.エゾミソハギ 千町原(S-1664) ,二川(S-1688)
Alangiaceaeウリノキ科

A /"zgi'"〃ﾒ)I(zI"1加",""  (Sieb et Zucc)  Harms var tγ"ol)z$"' (Miq.) Ohwiウリノキ 臥竜山(S-1274) ,
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空城(S-2 390)

On agr aceaeアカバナ科
α7℃"" "o1"s Sieb. et Zucc ミズタマソウ 西八IIIM (S-1727)

C. ""besce"s Franch. et Savat.タニタデ臥竜山(S-1852) ,天狗石山(S-2400) ,奥原(S- 2700)

C. (zI伽aLinnミヤマタニタデ 臥竜山(S- 2662)
即"06""" ""c伽I0'んz"" Franch et Savat.アカバナ 枕(S-2128) ,大利原(S- 2 86 2)
Oe710"zem 6ie""s Linn.メマツヨイグサ 溝口(S-1439) ,千町原(S-1667) ,枕(S-2143)帰化
O. 273'"@7りse"" Borbas オオマツヨイグサ 千町原(S-1678) ,滝山峡(S-2191)帰化
L"1"igid, g"objoides Maxim・チヨウジタデ 溝口(S-1420)
Haloragidaceaeアリノトウグサ科
H(zjomgis "'icltwl"I(M  (Thunb.) R Brアリノトウグサ 細見(S-1 577)
Araliaceaeウコギ科

A1"" el(z" (Miq.) Seemann タラノキ 阿佐山(S-1344) ,臥竜山(S-1945) ,天狗石山(S-247 3)
A. co7tm" Thunb.ウド ニ川(S-1718) ,雲月山(S-1997) ,天狗石山(S-2488)

P"" /"o""Js C. A Meyerトチバニンジン 臥竜山(S-1237)
雄“'zzl加加I)e(z (Miq) Bean キヅタ 滝山峡(S- 2 960)
Ac"'"zOP(Z"" S"oS"S (Linn. fil) Miq ヤマウコギ 千町原(鈴木・吉野1986)
A. d""""s (Sieb et Zucc.) Seemann ケヤマウコギ 溝口(S-1201) ,長者原(S-1509) ,枕(S-1537) ,
滝山峡(S-2194)

A. sci""IIJI"oides Franch et Savat.コシアブラ 細見(S-1574) ,西八幡(S-1738) ,雲月山(S-1756) ,
聖湖(S-1822) ,天狗石山(S-2414)

E"od""'" "'o""s (Sieb et Zucc.) Nakaiタカノツメ 三ツ滝(S-2101) ,滝山峡(S-225 5)
KtzIQb(z"" Pictz's (Thunb.) Nakaiハリギリ 三ツ滝(S-1223) ,阿佐山(S-1386) ,臥竜山(S-1894) ,滝
山峡(S-1965)

U mbelliferaeセリ科

JM7･ocotyle """""1(z Hondaノチドメ 溝口(S-1416) ,聖山(S-2631)
Hs沁娩071)ioides Lam. チドメグサ 滝山峡(S-2206) ,溝口(S-2494)
S""""αc血伽2"sis Bungeウマノミツバ滝山峡(S-1327) ,空城(S- 2 3 83)
Os"07"zαα"s"" (Thunb) Rydbergヤブニンジン 滝山峡(S-2 198)
To""s j"oi'" (Houtt") DC ヤブジラミ 滝山1IK (S-1322)
C7"jo"27"aJ"01"" Hassk. ミツバ 滝山峡(S-2 210)
助"γ""""e"(z c"'c伽a(Maxim) Kitagawaカノツメソウ 移原(S-23 26)
”"〃”α"e Walt. var""o"""" (Maxim) Haraサワゼリ 隠岩(S-1494) ,奥中原(S-2283)
S. sisa""" Linn. ムカゴニンジン 西八I" (S-2551)

A''ge"c" decl"s"q (Miq.) Franch. et Savat.ノダケ 雲月山(S- 2005)
A加""20ゆﾉ" Maxim. シラネセンキユウ 空城(S-2387) ,吉見坂(S-27 37)
A "69scg"s Maxim シシウド 臥竜山(S-1253) ,阿佐山(S-1363) ,千町原(S-1609) ,溝口(S-2528)
Cornaceaeミズキ科
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H@lt"伽夢α岬01"c(z (Thunb) F G Dietr.ハナイカダ 阿佐山(S-1338) ,臥竜山(S-1900) ,空城(S-2 386)
Cb""s co""Owfs(z HemSley ミズキ 臥竜山(S-1246) ,枕(S-1545) ,聖湖(S-1821) ,空城(S-2389) ,
聖山(S-2616)

C. 671"ﾉ"0" C. A. Meyクマノミズキ 滝山峡(S-1961)
C. "o"sa Buergel･ ex Hance ヤマボウシ 溝口(S-1198) ,枕(S-1554) ,西八幡(S-1736) ,聖湖(S-1813) ,
臥竜山(S-1851) ,天狗石山(S-2455) ,聖山(S-2605) ,吉見坂(S-2705) ,大利原(S- 28 6 3)

Sy mpetalae合弁花類
Diapensiaceaeイワウメ科
S肋γ"αsold"""0j(jes (Sieb. et Zucc) Makino var ""g71(M Makinoオオイワカガミ 三ツ滝(S-1039) ,滝
山峡(S-1084) ,吉見坂(S-2712)
Cleth raceaeリョウブ科

αe娩畑b"'b"2eγ"is Sieb. et Zucc.リヨウブ 阿佐山(S-1336) ,細見(S-1466) ,千町原(S-1631) ,聖湖
(S-1793) ,臥竜山(S-193 3)

Pyrolaceaeイチヤクソウ科
Ry"Iα岬0"" Klenzeイチヤクソウ 滝山峡(S-2961)
Mひ"0""""'z,"" glol)osl"12 H. Andr. ex Haraギンリヨウソウ 臥竜山(S-1 256)
Ericaceaeツツジ科．

T7"e"Je" ""c‘"α”Sieb. et Zucc. ホツツジ 三ツ滝(S-2102) ,滝山峡(S-2224)
M'"zies" c""cq"" (Miq.) Maxim,  pro p.ウスギヨウラク 三ツ滝(S-1218) ,阿佐山(S-1361) ,滝山
峡(S-2256) ,空城(DS-2363) ,天狗石山(S-2413) ,高野(S- 278 7)

R/lododg"d7り〃"1et"7"icIz" Sieb. et Zucc.ツクシシヤクナケ 溝口(S- 2962)
R. se"" l )"加脚"" Maxim.バイカツツジ 小原(S-1118) ,三ツ滝(S-1220) ,滝山峡(S-1305) ,吉見坂

(S-2716)

R.ル"""" Planch.ヤマツツジ 細見(S-1462) ,雲月山(S-1751) ,奥原(S-269 2)
Rγ妙g"se Makino キシツツジ 溝口(S-1197) ,細見(S-1579) ,滝山IIX (S-2046) ,荒神原(S-2068) ,
奥原(S-2691)
R.7診"cMI(z"" D. Donコバノミツバツツジ 溝口(S-1142) ,三ツ滝(S-1208) ,細見(S-1589) ,千町原

(S-1686) ,聖湖(S-1831) ,聖山(S-2656) ,奥原(S-2696) ,吉見坂(S-2720) ,高野(S- 2 772)

R I(zg""s Nakai ダイセンミツバツツジ 三ツ滝(S-1044) ,細見(S-1453) ,聖湖(S-1832) ,臥竜山
(S-1890) ,雲月山(S-2017) ,滝山IIM (S-2171)

R. j"o"c,""  (A Gray) Suringerレンケツツジ 細見(S-1580) ,千町原(S-1676) ,二川(S-1703) ,臥
竜山(S-1880) ,雲月山(S-1981)

Pjg"s/"o"ictz (Thunb) D Donアセビ 三ツ滝(S-1216) ,細見(S-1451) ,長者原(S-1507) ,雲月山
(S-2016) ,吉見坂(S-2714)

〃0噸α0"α城"a(Wall) Drude var"""c(z (Sieb. et Zucc.) Hand-Mazzネジキ 細見(S-1463) ,聖湖
(S-1824) ,天狗石山(S-2416) ,高野(S- 279 3)
Ew"α〃ん伽s ce"'""s (Sieb et Zucc.) Makino forma rMI)110s (Maxim.) Ohwiベニドウダン 滝山峡(S-2183)
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G"j"""" "e"0"'"" (Miq) Maxim アカモノ 西八幡(S-1730) ,天狗石山(S- 2426)

V"c""" smallii A Gray var. glα〃ﾙ"〃Koidz. スノキ 阿佐山(S-1346) ,西八幡(S-1741) ,天狗石山
(S-2444) ,聖山(S-2591) ,高野(S- 279 4)

Vl 01"""i Miquelナツハゼ 聖湖(S-1827) ,滝山峡(S-1957) ,雲月山(S-2025) ,聖山(S-2636) ,高
野(S-2 807)

Ⅸ“"”""Thunb アラケナツハゼ 長者原(S-1505) ,臥竜山(S-1855) ,聖山(S- 26 3 7)

1/. /"0""" Miq アクシバ 滝山峡(S-1 294)
MyrSinaceaeヤブコウジ科
A'"s" j"owic" (Thunb) Blumeヤブコウジ 三ツ滝(S-1052)
Primulaceaeサクラソウ科

IJsi"'""" ""Ig(z"s Linn var """""  (Ledeb) R Knuthクサレダマ 尾11l奇谷(S-1150) ,隠岩(S-1499) ,
聖湖(S-1781)

L. j"o"" Thunb コナスビ 滝山峡(S-1300) ,天狗石山(S- 245 7)
L.jbr"1" Maxim. ヌマトラノオ 隠岩(S-1493) ,枕(S-2153)
L・Cl""1℃”2s Duby オカトラノオ 細見(S-1575) ,雲月山(S-1992) ,枕(S-2 142)
P7繍脚""j" s"加I(M E. Morren サクラソウ 小原(S-1129) ,溝口(S-1192)

Sym plocaceaeハイノキ科
S)'""Jocos cO'惣α''｡  (Leveille)  Ohwi タンナサワフタギ臥竜山(S-1258) ,阿佐山(S-1357) ,聖湖
(S-1803) ,聖山(S-2594) ,天狗石山(S-2454) ,橋山(S- 2 888)

S. c"""sis  (Lour.)  Druce var le"cocql加(Nakai) Ohwi forma "ostz (Nakai) Ohwiサワフタギ 溝口
(S-1157) ,三ツ滝(S-1217) ,臥竜山(S-1232) ,枕(S-1524) ,雲月山(S-1772) ,臥竜山(S-1914) ,天
狗石山(S-2491) ,空城(S-2581) ,聖山(S-2612) ,米澤(S-2843)
Styr ac aceaeエゴノキ科
Sb"tz""0Izic(z Sieb. et Zucc. エゴノキ千町原(S-1623) ,雲月山(S-1755) ,聖湖(S-1787) ,臥竜山
(S-1888) ,雲月山(S-2026) ,空城(S-2581) ,奥原(S-2699) ,橋山(S- 2885)

S. 06(zss" Sieb et Zucc ハクウンボク 臥竜山(S-1265) ,阿佐山(S-1383) ,天狗石山(S-242 3)
P彫'りstW" co73'"11)os(M Sieb. et Zucc.アサガラ 滝山峡(S-1976) ,空城(S-2368) ,天狗石山(S-2420)
P. "Sji" Sieb. et Zucc オオバアサガラ 滝山峡(S-2199) ,高野(S-2781)
Oleaceaeモクセイ科

I,ig"st""" tscIIo)10s" Decaisne ミヤマイボタ 三ツ滝(S-1212) ,阿佐山(S-1360) ,千町原(S-1647) ,
空城(S-2360) ,天狗石山(S-2466) ,聖山(S-2 650)

L ol)"s”"‘"〃Sieb. et Zucc. イボタノキ 椎谷峠(S-2547)
Fm"""s siel)oldiα"αBlume マルバアオダモ 滝山峡(S-2248) ,天狗石山(S-2404) ,聖山(S-2606) ,
奥原(S-2681)

F.jα伽拠學"os(z Koidz. アオダモ臥竜山(S-1266) ,阿佐山(S-1376)
Gentian aceaeリンドウ科

St"gγ"α"0"ic(z (Schult.) Makinoセンブリ 細見(S-1468) ,雲月山(S- 1 980)
S. bi"'""I"" (Sieb et Zucc.) Hook et ThomS.アケボノソウ 枕(S-1544)、天狗石山(S-2439) ,臥竜山
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(S-2664) ,奥原(S- 2678)

Ge""α“息0"伽ge" Fawcett フデリンドウ 聖湖(S- 999)
G sc(z67tz Bunge var. 6"e増移流(Miq.) Maxim リンドウ ニ川(S-1177) ,聖山(S-264 9)

T7”彫'りゆ217)"""岬01"c"'"  (Sieb. et Zucc) Maxiln.ツルリンドウ 臥竜山(S-2109) ,天狗石山(S- 2489)
空城(S-2577) ,高野(S-275 2)

A""ゆ加脇es le""" (Gmel) OKuntzeアサザ ニ川(S-1710)
Apocynaceaeキョウチクトウ科
TmcIIgloSW""z"" asiα"""剛(Sieb. et Zucc)  Nakai var "e""g""" Nakai テイカカズラ滝山峡(S-2 190)
Convolvulaceaeヒルガオ科

C(zjysjggiq sol"7'e"‘(Linn) Roem et Schultハマヒルガオ 溝口(S-2505)
C.ﾉ'edemc" Wall.コヒルガオ ニ川(S-1719)

CMscM"ﾉ"01"" Choisy ネナシガズラ 西八幡(S- 2963)
Boraginaceaeムラサキ科
C)'"ogloss"7''α叩'e"伽""" Nakaiオニルリソウ天狗石山(S- 24 3 6)
O"ゆ〃αjo(Icsj〃0I'i" (Thunb.) Maxim. ヤマルリソウ 滝山IIR (S-1024) ,小原(S-11 26)

T"go"0"s M)edz"""Iα"s (Trevir) Benth タビラコ 溝口(S-2 519)
T. b1""es (Maxim.) Maxim ミズタビラコ 臥竜山(S-1243) ,滝山峡(S-1308)
V er ben aceaeクマツヅラ科

Qz"ic"加伽cﾉZotol"a (Lour) K Kochコムラサキ 臥竜山(S-1270) ,滝山峡(S-2242) ,空城(S-239 3)
C. /"o"" Thunb.ムラサキシキブ 滝山峡(S-1971)
C. "20"is Sieb et Zucc. ヤブムラサキ臥竜山(S-1869) ,滝山峡(S-2030)
CI9""271(j "測鰄c伽jり"卿"1 Thunb.クサギ 滝山峡(S-1968)

Ctz7:)"te7"is (jjlﾉαγjc(zt(z (Sieb. et ZucC) Maxim. カリガネソウ 西八幡(S-2550)
Labiataeシソ科

A〃罪yesoe"sis Maxim.ニシキゴロモ三ツ滝(S-1066)
A . dgcz""I)g"s Thunb キランソウ 畑ヶ谷(S-1091)

Te"c7""z TJisc"1"" Blume var. """e""仰↓"I (Maxim) Haraツルニガクサ 川小田(S-2 280)
Scz"2"α，麺(ie"1de"s Maxim ヒメナミキ 千町原(S-1600)
S. """"""s"i Hal･a デワノタツナミソウ 阿佐山(S-1374) ,滝山峡(S-2062) ,空城(S-2352) ,西八幡

(S-2552)

M2ghα'"α“γ"c晩"α(Miq) Makmoラシヨウモンカズラ 橋山(S- 2 964)
GJ"伽"Zαﾉze(iemce(z Linn. vargltz"dis (A Gray) Kudoカキドオシ 溝口(S-1012) ,滝山峡(S-1086)
P""g"α""jg(z"s  Linn var"lac"'(z (Nakai) Nakaiウツボグサ溝口(S-1421) ,雲月山(S-1998) ,聖山
(S-2624)

L""""猟“"""ic""2 Linn ホトケノザ 西八幡(S- 296 5)
S""""o"" Th un b アキノタムラソウ 溝口(S-1408) ,枕(S-1564)
S. ""ol"c(I Miq.キバナアキギリ 枕(S-1557) ,雲月山(S-1994) ,高野(S- 2 760)
Mbs/a，'"""jq" (J F Gmel) Nakaiイヌコウジユ 滝山l" (S-2060) ,高野(S- 2 790)
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Lyc妙‘"s l""""s  Michx.  var力αwIMo"!s  (Maxim)  Kitagawaエゾシロネ 千町原(S-1604) ,尾崎谷
(S-1777) ,臥竜山(S-1864)

L､/1"""s Turcz.シロネ 細見(S-1570) ,西八幡(S-2563)
I,. """ﾙi""ls (Maxim) Makino ヒメシロネ 千町原(S-1634) ,尾崎谷(S-1776) ,枕(S-2152)

C""Ojod""" c伽伽elose  (Benth)  O Kuntze var〃αγIﾉ娩oll""  (Kudo) Hara クルマバナ 溝口(S-1396) ,細
見(S-1568) ,二川(S-1708) ,臥竜山(S-1858) ,滝山峡(S-2169) ,聖山(S- 26 3 0)
C・""c"れｵﾙ$""  (Regel) Hara イヌトウバナ 溝口(S-1404) ,滝山峡(S-2061) ,空城(S-2348) ,天狗石
山(S-2486) ,溝口(S-2522) ,聖山(S-2644) ,吉見坂(S-2731)

C. glzzc"e (Benth.) 0. Kuntzeトウバナ 椎谷峠(S-1174) ,枕(S-1532) ,滝山IIX (S-2039)
EIsIJol"q c""" (Thunb.) Hylanderナギナタコウジユ 天狗石山(S-2431) ,西八幡(S- 2 82 7)
PI""""Iz"s ""2 I)1りs"s (Maxim.) Makinoイヌヤマハツカ 隠岩(S-1491) ,臥竜山(S-1922) ,雲月山
(S-1991)尾111|奇谷(S-2279) ,奥原(S- 2680)

P. joizgi""s Miq アキチヨウジ 深山(S-1168) ,枕(S-1533) ,溝口(S-2502) ,奥原(S- 2698)
Solanaceaeナス科

Sol"伽"拠加gg(ZC"か"〃Koidz.オオマルバノホロシ西八IIW (S-1729)
Sc rophulariaceaeゴマノハグサ科
Sc7""@"α'" ""c"0-sel"" (Miq) Makinoヒナノウスツポ 奥原(S- 2668)
Mi""IMs 7""e)1sis Benth varja伽I"" Miq ex Maxim. ミゾホオズキ 西八IIM (S-2911)
Mzz"s加呵"e"j Makinoムラサキサギゴケ 西八幡(S- 2 966)
M.'j"’'"〃s (Burm. fil) v. Steenisトキワハゼ西八幡(S-1516)
I/twde "" ""gMst伽"aBenth アゼトウガラシ 尾崎谷(S-2 314)
V''り脇岬“錫""zsis Linn タチイヌノフグリ 西八幡(S-2967)帰化

I/: "qsi" Poil･オオイヌノフグリ 溝口(s-1010)帰化
S妙加"ostegi(z c"""sis Benth.ヒキヨモギ 吉見坂(S-270 2)
M@J"zpy""" l""" Miq var. "ﾙﾙ02"se Beauverdミヤマママコナ 滝山峡(S-2056) ,三ツ滝(S-2095) ,
奥原(S-2686) ,吉見坂(S-2726) ,高野(S-2804) ,南門原(S-2831)

M.7pse"" Maxim. var jqPo"""11 Franch. et Savat.ママコナ 枕(S-1186) ,隠岩(S-1501) ,千町原
(S-1680)

E""tzs" ""j"伽"αWettst.ツクシコゴメグサ ニ川(S-291 2)
P"地"""g"" '""jα加""@"" (Thunb.) Kanitzコシオガマ 吉見坂(S-2 706)
Pedic"""s 7@s"""" Linn.シオガマギク ニ川(S-1144)
V'γ6 (zs"""〃α"αγ" Linn. モウズイカ 千町原(s-2913) 帰化
Orobanch aceaeハマウツボ科

Aeg"g"as伽211sis G Beck オオナンバンギセル ニ川(S-1717) ,雲月山(S-1993)
Gesneriaceaeイワタバコ科

Co""1d70" """"jo"cs Sieb. et Zucc. イワタバコ 滝山峡(S-2 218)
Lentibulariaceaeタヌキモ科

U"i" "α"αc""" " L inn ホザキノミミカキグサ 千町原(鈴木・吉野1986)
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U. ""g伽os(z Vahlムラサキミミカキグサ 俵原(S-2077) ,隠岩(S- 20 78)

ひ6"" Linn.ミミカキグサ 隠岩(S- 2 9 68)
Acanthaceaeキツネノマゴ科

"s"ciαかり"""be"s Linn. varJel"""" Honda  (sensu mut)キツネノマゴ 西八幡(S- 2969)
Phrymaceaeハエドクソウ科
P"'ﾂ"'αﾉei)jりsj“ﾙ" Linn var (zsiα"" Haraハエドクソウ滝山峡(S-1319) ,川小田(S-2322) ,溝口
(S-1503)

Plantaginaceaeオオバコ科
PI (z" "gりasjα"c(U Linn.オオバコ ニ川(S-1712) ,臥竜山(S-1925) ,橋山(S-2900)
P. J " " " " " L inn . ヘラオオバコ 枕(S-2134) 帰化
Rubiaceaeアカネ科

H"yo"s〃測伽ayα"αHook varJoWs"" (Linn. fil) Haraハシカグサ 滝山峡(S-2052) ,高野(S-2808) ,
橋山(S-2901)
P""" sc(z"de"s  (Lour) Merrill var. 1""'"  (Leveille) Haraヘクソカズラ 千町原(S-1653) ,滝山峡

(S-2193)

Pse"O"vjs Ice"7"妙"‘(Miq) Maxim シロバナイナモリソウ 枕(S-1528) ,溝口(S-25 34)
M"chg"αz"1d"/(z" Sieb. et Zucc. ツルアリドオシ 阿佐山(S-1381)

R拠り"α純712 Nakaiアカネ 小原(S- 208 5)

Gα""加妙ﾙ"伽""Linn. var. ec"'osi)21"0" (Wallr) Hayekヤエムグラ
G〃伽,""Linn var. bl""ed"""I""" Regelホソバノヨツバムグラ 千町原(S-1610)
G. """ysi)e"""" A. Grayヨツバムグラ 尾崎谷(S-1152) ,三ツ滝(S-2104) ,滝山峡(S-2205) ,大利
原(S-2854)

G加go"""〃"〃Franch. et Savat.ヤマムグラ 滝山峡(S-1323)
Caprifoliaceaeスイカズラ科
S(MMoI)'""s sigbo"""(z  (Miq) Blume ex Graebnニワトコ 臥竜山(S-1241) ,雲月山(S-1763) ,滝山l峡
(S-2181) ,空城(S-2380) ,天狗石山(S-2418)
I/I"7711"" s(z7ge""i Koehneカンボク 臥竜山(S-1239) ,千町原(S-1663) ,空城(S-2579) ,草安(S-2813)
V. jM"""'Bl u meオオカメノキ 阿佐山(S-1387) ,細見(S-1464) ,二川(S-1696) ,聖湖(S-1810) ,
天狗石山(S-2458) ,聖山(S-2589) ,高野(S-2778) ,草安(S-2812)
V. "c""" Thunb. var""'"jpsl""  (Thunb.) Miq.ヤブデマリ 溝口(S-1204) ,臥竜山(S-1254) ,阿佐
山(S-1377) ,雲月山(S-1770) ,天狗石山(S-2445) ,空城(S-2 570)
V.d"α如加"〃Th unb.ガマズミ 細見(S-1470) ,長者原(S-1502) ,枕(S-1551) ,西八幡(S-1726) ,橋
山(S- 2 890)

V. t"7増""j Miq. ミヤマガマズミ 溝口(S-1048) ,阿佐山(S-1391) ,細見(S-1472) ,千町原(S-1620) ,
聖湖(S-1808) ,臥竜山(S-1848) ,雲月山(S-2011) ,枕(S-2129) ,聖山(S-2641) ,奥原(S-2684) ,吉
見坂(S-2471) ,橋山(S- 2874)
V.27りsz"1z Thunbコバノガマズミ 細見(S-1465) ,雲月山(S-1758) ,臥竜山(S-1861) ,高野(S-2759) ,
橋山(S-2 889)
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V. j)"2 60かｲ‘〃1"" Sieb. et Zucc オトコヨウゾメ 瀧口(S-1194) ,阿佐山(S-1369) ,細見(S-1449) ,枕
(S-1517) ,西八IIIf (S-1735) ,臥竜山(S-1876) ,雲月山(S-2015) ,聖山(S-2635) ,奥原(S-2694) ,米
澤(S- 2846)
V.1"℃90l""" Sieb et Zucc.ヤマシグレ 阿佐山(S-1339) ,三ツ滝(S-2107) ,天狗石山(S- 246 2)

AI)2"(z se""(I Sieb. et Zucc. コツクバネウツギ 三ツ滝(S-1228) ,滝山峡(S-1309) ,細見(S-1587) ,
聖湖(S-1833) ,臥竜山(S-1859) ,滝山IIX(S-2032) ,荒神原(S-2069) ,移原(S-23 34)

Weigrlα伽γtellsis (Sieb. et Zucc) K Kochタニウツギ 天狗石山(S-2433) ,奥原(S-2671)
Lo'""" j"oMc(z Thunb. スイカズラ 溝口(S-2496) ,奥原(S-2675) ,橋山(S- 2870)
L. gmc""2s Miq.ヤマウグイスカグラ 小原(S-1122) ,溝口(S-1199) ,阿佐山(S-1370) ,滝山峡
(S-2195) ,空城(S-2359) ,高野(S- 2 806)

L. gl'MIc""gs Miq. var. gI(zbm Miq ウグイスカグラ 西八幡(S-1742) ,奥原(S- 2 676)
Valerianaceaeオミナエシ科

Rz """α〃"Iosa  (Thunb.) Juss.オトコエシ 隠岩(S-1489) ,滝山峡(S-2043) ,枕(S-2139) ,天狗石山
(S-2411) ,吉見坂(S- 2743)

P. s"biosa帥"αFisch オミナエシ 千町原(S-1680) ,枕(S-2138) ,草安(S-2817)
Dipsac aceaeマツムシソウ科
Sc(zI)ios(z j"0)"c(I M iq .マツムシソウ二川(S-1708) ,天狗石山(S- 24 30)
Cucu rbitaceaeウリ科

T"cIzos"1ｵﾊeSル""""〃Maxim. varj(zPoi""  (Miq)  Kitamuraキカラスウリ 西八幡(S-1721) ,才乙
(S-2751)

Cam panulaceaeキキョウ科

A(je""IzO7'u tγ妙刎Jtz  (Thunb)  A DC varj"01""  (Regel) Haraツリガネニンジン 溝口(S-1438) ,二
川(S-1704) ,雲月山(S-1986) ,聖山(S-2627) ,吉見坂(S-2707)
A. "",0Mo7tz (Sieb et Zucc) Miq ソバナ 三ツ滝(S-2100)
Rwzcαゆm "''"0s" (Wall) Hook.  fil et Thoms var c"℃"eoi(ies  (FrSchm)  Makinoタニギキョウ 溝口
(S-1107) ,臥竜山(S-12 52)

WtzIZIe"be7郡α""噌伽α加(Thunb.) A･DC. ヒナギキヨウ 千町原(S-2914)
CodoJW)sis Iα"ceol"" (Sieb et Zucc) Trautvツルニンジン 枕(S-1523) ,滝山峡(S-2262) ,天狗石山
(S-2419) ,大利原(S-2861)

PJ"'codo" gl"'(Mo""" (Jacq) ADC キキヨウ ニ川(S-27 54)

Lo舵"αsess"加加Lamb. サワギキヨウ 細見(S-1473)
L. cI"1121@sis Lourミゾカクシ 溝口(S-1799)

Com positaeキク科
G"“んα"，""〃'"1e D. Donハハコグサ 千町原(S- 2 970)
G.ﾉ"01""" Thunb チチコグサ 千町原(S-2 666)
Gか‘ゆl"""z Linn var. "α”"α脚"〃(Lam.) Bakerチチコグサモドキ 千町原(S-2915) 帰化
A""hα"s加α増α'北"{z  (Linn) Benth et Hook fil. var. (w@gl's城"a(Franch et Savat.) Hayata ホソバノ
ヤマハハコ雲月山(S-1984)
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Qz"es"" (z I)7り"710"2s Linn. ヤブタバコ 滝山11" (S-2031)
C. gloss“んy"'"脇Maxim サジガンクビソウ 枕(S-1518)
Lgib7zijziaa"α"d"(M (Linn.) Turcz センボンヤリ 才乙(S-2 746)

A伽s"α" "ic"I(z" Sch. Bip.キツコウハグマ 溝口(S-25 37)
X"ztIz""1z c""(iellse Mi l l オオオナモミ 溝口(S-2520)帰化

E""0?"" "11("""""" DC. サワヒヨドリ 溝口(S-1437) ,枕(S-1538) ,枕(S-2156)
E. c/"""se Linn. var. s"ゆ"c脆"’"〃(Makino) Kitam.ヒヨドリバナ 椎谷峠(S-1183) ,阿佐山(S-1337) ,
溝口(S-1428) ,枕(S-1529) ,滝山峡(S-1953) ,枕(S-2 146)
So""go ":ga.""@fz Linn. var. (Isi"" Nakai アキノキリンソウ ニ川(S-1178) ,枕(S-2132) ,天狗石
山(S-2434) ,南門原(S-283 2)
S . " " ss " " L inn .セイタカアワダチソウ 千町原(S-1672) 帰化

S. gig"f"(z Ait. varleiophylla Fern. オオアワダチソウ 溝口(S-1425) 帰化
Gy"'"as彫γSa""e" (Makino) Kitam ミヤマヨメナ 滝山峡(S-1304)
Ktz"〃""s yo"1211(z Kitam ヨメナ 椎谷峠(S-1170) ,滝山峡(S- 2042)
E"92i,o" """""s  (Linn.)  Pers ヒメジヨオン 滝山峡(S-1298) ,溝口(S-1418) ,千町原(S-1637) ,枕
(S -2136 )帰化
E. sl""(z"忽"sis Retz.オオアレチノギク 空城(S-2381) ,西八幡(S-2565) ,橋山(S- 2 865) 帰化
E・c""de"sis Linn.上メムカシヨモギ 溝口(S-1414) ,細見(S-1582) ,千町原(S-1612) ,川小田
(S-2316) ,吉見坂(S-2727) ,橋山(S-2891)帰化
Ast"'sc(zI)21' Thunb.シラヤマギク ニ川(S-1714) ,雲月山(S-2020) ,荒神原(S-2071) ,聖山(S-2628) ,
草安(S-2821)
A.抑lgWos"s Maxim.サワシロギク 溝口(S-1422)
A gle"" Fr. Schm varh0"""sis Kitam ゴマナ 千町原(S-1145) ,椎谷峠(S-1175) ,天狗石山
(S- 2440)

Aagwntoi(ies Turcz. varp""Is  (Franch. et Savat)  Nakai ノコンギク 滝山峡(S-2204) ,西八幡
(S-2549) ,吉見坂(S-270 3)
A  ｡""o"cs Turcz  var se"""'"exic"j"s  (Makino)  Ohwiヤマシロギク 聖湖(S-1785) ,滝山峡
(S-1967) ,奥原(S-267 3)

R伽"cIzoSpg771""" "2γ"""”"〃Reinw. ex Blumeシユウブンソウ 滝山峡(S-2 203)
Pg"s"gs j"o"ic,'s (Sieb et Zucc) Maxim.フキ滝山峡(S-1969)
Cmssoc"""""cl"idioides  (Benth) S Moore ベニバナボロギク 細見(S-1590) ,才乙(S- 2749)帰化
E"c"""s "27"/bl" (Linn.) Rafin ダンドボロギク 才乙(S-2 747)帰化
Ligl'!"" /MscII"i (Ledeb.) Turcz オタカラコウ 雲月山(S-2023) ,吉見坂(S-2736)
L. j"0Mic(z (Thunb) Less ハンカイソウ 尾崎谷(S-1151) ,千町原(S-1641) ,二川(S-1687) ,椎谷峠
(S- 2 546)

Se""""’"g""is Linn ノボロギク 西八幡(S- 2 567)帰化
S. "9""i Miq.サワオグルマ隠岩(S-1104) ,荒神原(s-1110) ,川小田(s-1111) ,俵原(S-1112)
QIc""α叱肋ﾉZ伽j伽"αSieb. et Zucc. モミジガサ臥竜山(S-1882)
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C.7"ﾙ0"0""7" Matsum. オオカニコウモリ 椎谷峠(S-1173) ,阿佐山(S-1356) ,溝口(S-2523) ,高野
(S-2769)

C. ""bgi Matsum et Koidz var. 0"ide"""S F. Maekawa ex Kitam.ニシノヤマタイミンガサ臥竜山
(S-1870)

A ch""aa肋"" Linn.ノコギリソウ 千町原(S-2971)
C'""g" """"" (Linn) A Braun et Aschers トキンソウ 溝口(S-1424)
CIz 7:ys""h| 2 71""" 1|"α〃"10i Matsum. et Nakaiリユウノウギク 雲月山(S-2012)
Aγ彫"is" c"j"α"s Thunb.カワラヨモギ 吉見坂(S-2719)

A. j"0"" Thunb. オトコヨモギ 吉見坂(S- 2 734)
A. ""s"""[z Miq. イヌヨモギ 川小田(S-1948) ,奥中原(S-2282)

A. """/)s Pampan ヨモギ 千町原(S-1922) ,聖湖(S-1817) ,雲月山(S-1996) ,滝山II" (S-2041)
A de"""flo〃ﾉ"""I"""12 Edgew ノブキ 天狗石山(S- 2 4 77)

SiegEs 6"腕α"I)escews (Makino) Makinoメナモミ 滝山峡(S- 2 054)
B""s /""dos(z Linn アメリカセンダングサ 溝口(S-1445) ,千町原(S-1629) ,溝口(S-2411) ,吉見
坂(S-27 29) 帰化

B〃“↑姉aLinn . タウコギ 尾崎谷(S-1 149) ,溝口(S-1441)
A Mzcjylo(iesﾉ"0j"" Koidz. ex Kitam.オケラ 細見(S- 29 72)
Ci"""" siel)0"" Miq.マアザミ ニ川(S-1180) ,荒神原(S-2066) ,枕(S-2126)
C. j"07""" DC. ノアザミ 千町原(S-1601) ,聖湖(S-1807) ,橋山(S- 2 867)
S"jss""(I g"""s Maxim. ホクチアザミ 雲月山(S-1985)

Se""1"αCO7り"" Linn var "s,lI""s (Iljin) Kitam タムラソウ 細見(S-1569) ,千町原(S-1608) ,二川
(S-1705) ,椎谷峠(S-2545) ,高野(S- 2 796)
Sy)""Js """α”伽"α城"s (Makino) Kitam キクバヤマボクチ 溝口(S-1427) ,聖湖(S-1792) ,雲月
山(S-2000) ,天狗石山(S-2483) ,高野(S-2798) ,南門原(S-28 3 3)
L"s"" "0g0"oides M axi m . コオニタビラコ 西八IIIf (S-2960)

Picl"is "eltIcioides Linn. vargl"I)1@sce"s  (Regel) Ohwi コウゾリナ 千町原(S-1657) ,聖湖(S-1811) ,
吉見坂(S- 274 5)

7tzmj"""" j"0"icz"" Koidz カンサイタンポポ 溝口(S-1109) ,小原(S-1125)

T. q"Mc""le Weberセイヨウタンポポ 溝口(S-1015) ,二川(S-1033)帰化
血e"s de""" (Thunb.) Nakai ニガナ 溝口(S-1140) ,天狗石山(S-2448) ,吉見坂(S- 2 709)
Lac"Cd SO7り"u Miq. ムラサキニガナ 滝山峡(S- 2 2 44)

L. i""" Linn・var I(zc""" (OKuntze) Hara アキノノケシ千町原(S-1654)
So"c廊拠s olem""s L.ノケシ 千町原(S- 2975)
S. (z"el' (Linn) Hillオニノケシ 千町原(S-1628)

Yb'"'g" j"0Mic(M  (Linn.) DC. オニタビラコ 畑ケ谷(S-1098) ,滝山峡(S-2186)
y:de""c"J"(z (Houtt) Kitam ヤクシソウ 溝口(S-1429) ,千町原(S-1644)
R"t ibec"(z I " " " t (z L inn.オオハンゴンソウ千町原(S-1638) 帰化
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図 版 I

コマツカサススキSc""sん"ぜ"oides Maxim.尾崎沼

オオバギポウシ"os如加0""z(z F. Maekawa 川小田
ツクシミノボロスゲC"獄卯加I)in･cJz(Z Do I1 var. fimlcji",

ヒメガマ7妙ﾉ" "4simlis Schum. et Thonn二川
コマツカサススキSc i " " sハ " " " o i d e s Ma x im . E

ツクシミノボロスケC"" ""l)igeJz(z DoI1 var. />"1cﾉie""" Ohwi尾崎沼

ヤブカンゾウ雄加"ひcα"isjM" Linn var. "'"α"so Regel二川

ヤマイF"I)"sI)'"s s"肋岬ic(z" Ness et Meyen西八幡
コケイランO"01℃航s'α彫"s (Lindl.) Lindl. 西八幡
ユウスゲ雄加"りc(z" is "2Sp"t伽aHa ra 二 川

ウバユリ〃"1"〃co7rl""'"  (Thunb.)  Koi(1z.臥竜山

ショウジヨウバカマ雄lo"iOl)sis ol'ielti(L"s (TI111nb) C Tanaka滝山峡
チゴユリDis "o " "〃s” " " " " "〃A. Gray臥竜山

クマシデCaゅ加祁s /"0"i" Blunle滝山峡
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図 版 Ⅱ
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ソクシンランAﾉe"s Sj)i""  (Thunb) Bureau et Franch

チダケサシA s"1 69 ""c7"/Iy"q Knoll尾崎沼
タンナトリカブトAco " " " " 1 1 " " " " e L e v . e t Va n .尾崎

:カワラナデシコDi"z"〃4s s"""s Linn. val･jo"gictzIyc"4s (Maxim) Williams千町原

：ミゾソバPolygo"z"z〃脚"11)27g" Sieb. et zucc. 尾崎沼
:メギBc7加減s〃0〃”627gi'j DC 滝山|峡

:イワガラミScﾉZ吃妙ﾉ1mg加αﾉ""7Igeoides Sieb. et Zucc.千町原
:コウホネMゆ/z(z7' j(Ijo"cI,"〃DC・ 尾崎沼
:ノリウツギ鋤dm犯罪α"" i " " " " S iebo ld 二川
:カナビキソウTﾉzesi " "cﾉ"" "se Turcz .瀧口

：1､キワイカリソウ即"e"" s""27' Iﾉ加脚s Nakai 滝山峡
:コアジサイHwi7"唾αﾉ"γ" (Thunb.) Siebold臥竜山

タンナトリカブトAco""""れゆ加""e Lev. et Van.尾崎沼
カワラナデシコDi"z""4s s""7"6Ms Linn. var. Jo"““加鋤加崎
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高原の自然史ﾉV"z"TzI Hisroり' qf Nis/@i-Ch""" MoI"It"71s  2  : 45～57 (1997)

広島県芸北町臥竜山ブナ原生林の台風被害

井田秀行1 ,＊・中越信和1

！広島大学総合科学部・言,広島大学総合科学部

Disturbance of an Old-growth Beech Forest on Mt. Garyu in Geihoku-cho by Typhoon 9119

Hidevuki lDA ! *  and  Nobukazu NAKAGosHI 2

, , Faculty of lntegrated Arts and Sciences, Hiroshima University Higashi-Hiroshima 739 and
2  Faculty of lntegrated Arts and Sciences, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima 739

Abstract Processes and nlechanisms of large-gap creation in an old-growth beech forest on Mt. Garyu in

Geihoku-cho by Typhooll 91 19 are diScussed. In the large gap of 4 , 100㎡, damaged trees were mostly
Rzgwsc沌加"" and the nlain cause of gap creation was uprooting of tall large-diameter canopy trees AIso in
the other parts of the beech forest, the main cause of gap creation was uprooting of canopy trees・The large
gap was created by the sequential and domino-like fall of nlultiple canopy trees blown down by windstornls
that followed the passage of the tyl)hoon ln the large gap, it is possible that the windstorm which attacked

and moved over the slope was strengthened by topography. In addition. the risk of gap enlargelnent will be

greatel- on steep slopes than on gentle slopes when the up-slope is to leeward of the wind. The large-scale
disturbance caused by Typhoon 9119 as a catastrophic windstorm may influence pattern and process in
beech forest regeneration.

◎1 997 Geihoku-cho Board of Education. All rights reserved.

は じ め に

1991年9月27日から28日にかけて日本列島を縦断した台風19号は全国各地の森林に撹乱をもたらした．
この台風は非常に大きく，強い勢力を保ったまま九州・中国地方を直撃し，日本海を北東に抜けた．その
際，台風の中心より南東に約100km離れた広島地方気象台では南寄りの風で，最大風速36.0m s̅ ',最大瞬
間風速58.9m s̅'を記録した．その結果中国地方では面積が小さく分布域も限られるブナ林や照葉樹林な
どの，わずかに残された天然林に大きな撹乱を発生させた．
一般に，天然林や成熟林では，そのモザイク構造を形成する要因として倒木などによる林冠欠所部（以
下．ギャップ）の形成が森林の維持・更新において重要な役割をはたすことが認識されている(Runkle ,

＊現住所：〒381長野市北郷2054- 120 長野県自然保護研究所
Present address : Nagallo Natul･e Conservation Reseal･ch lnstitute, 2054-120 Kitago, Nagano 381
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1981, 1982 i Whitmore, 1982 ; Brokaw, 1985) .温帯林では，台風などの強風がギャップ形成の主要な動
因である(Falinski, 1978 ; White, 1979) .また，極めて希に起こる大規模な自然撹乱も森林動態におい
て重要な意味を持つことが明らかになりつつある(White, 1979 ; Bazzaz, 1983)．森林動態に関連しても，
ハリケーンなどの強風による大規模な自然撹乱に関する報告は多い(Lorimer,  1977 i Canham & Loucks,
1984 ; Foster, 1988a) .しかしながら，日本の温帯林においては台風による撹乱に関する研究は数少ない
（例えば，渡辺ほか，1985)．したがって日本のブナ林においても，先述のように台風などの自然撹乱に
よるギャップ更新様式が明らかにされた(Hara, 1983 ; Nakashizuka, 1984 ; Yamamoto, 1989, 1992a)
とはいえ，ギャップ形成の機構や撹乱直後の植生動態など不明な点は数多い．また，大規模な自然撹乱が
起きたという時間や場所を特定できるような事例もほとんど報告されておらず，日本のブナ林における撹
乱体制(Runkle, 1985 i White & Pickett, 1985)は未だ明らかではない．このような森林において時間的・
空間的に植物個体群の統計を調査・解析することは森林動態を解明する上で不可欠であり(White, 1985) ,
森林植生の管理に対して重要な貢献があると考えられる．
著者らは，台風による撹乱直後の森林動態および希に起こる大規模自然撹乱の生態的役割を解明するた
め，1991年台風19号によって撹乱を受けたブナ林において調査を開始した．この研究では主に大規模撹乱
を受けた成熟林の植生動態に着目した．
なお,本稿は時間的に前後するかも知れないが,農林水産省森林総合研究所が主催した国際ワークショッ
プ"Forest Dynanlics and Its Mechanisms''  (茨城, 1993年）においてポスター発表され，その後，その骨
子は英文の論文(Ida & Nakagoshi, in press)として公表されることになっている．

調査地と方法

調査地は広島県山県郡芸北町臥竜山（国土地理院発行の地形図上では臥龍山）の成熟ブナ林である（写
真1）．調査地付近はブナの成熟林が広がっており（写真2)，その主な階層別構成種は以下の通りである．
高木．亜高木層ではブナが優占種で，他にトチノキ，サワグルミ，イタヤカエデ，オオイタヤメイゲッな
どがみられる．低木層では，クロモジ，オオカメノキ，タンナサワフタギなど，草本層では，オクノカン
スゲ，コバノフユイチゴ，ヤマソテツなどがみられる．日本のブナ林の林床に普通みられるササの植被は
尾根部や既存の古いギャップ内では発達しているが，閉鎖林冠下では少ない．なお，調査地の林内では古
い切り株がみられる程度の人為が認められる．また，臥竜山の尾根の一部は人為の影響を受けたと考えら
れるブナの疎林となっている．

新しいギャップの抽出は1988年（台風前）と1991年（台風直後）撮影の空中写真の比較によって行った．
その結果，臥竜山のブナ林(86.2ha)では台風19号による多くの風倒木ギャップが空中写真の判読によっ
て確認された．空中写真の判読の際，林冠欠所パッチにおいて立木の樹冠部が周辺の林冠部と接していな
い場合はその立木も含めて一つのギャップとした．そのうち北西斜面の谷頭部に形成された最大級のもの
を大ギャップ（写真3）として調査対象とした．

調査の手順は以下の通りである．臥竜山のブナ林における台風時の風向を推定するため，倒木の方向を
空中写真によって調べた．次に大ギャップ形成木および大ギャップ内の，胸高直径20cm以上の幹を持つ個
体を対象に，種名，位置，生死，倒れた状態（根返り，主幹折れ，側幹折れ，生存立木）を記録した（写
真4）．また，倒れたり折れたりした主幹や側幹の方向，胸高直径（倒木の場合は根元から1.3mの位置の
直径)，樹高，幹折れの場合は幹折れ高，折れた幹の長さを測定した なお，複数の幹（胸高直径20cm以上）

- 4 6 -
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写真1臥竜山山頂周辺のブナ林. 1994年7月22日撮影

写真 2 臥竜 l l I の 被 災を逃れたブナ林 . 1 9 9 5 年 7 月 1 1 日 撮影
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写真3  1991年台風19号で発生した大ギャップ. 1993年11月10日撮影

写真4 大ギャップ内の根返りしたブナ高木．1993年7月30日撮影
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がある場合，胸高直径は最大のものをその個体の代表値とした．大ギャップ内の生存立木に関しては，胸
高直径20cm以上の生存幹を持つ個体を対象として，それらの樹冠投影図を作成した．なお，大ギャップの
サイズは，ギャップ縁における倒木群の根元位置で囲まれた多角形の面積として算出した．調査は1993年
8月から12月に行った

結 果

空中写真によって約20haのブナ林内で89本（大ギャップでの倒木を除く）の倒木が判断された そのう
ち45本は根返りしていた．図1は臥竜山の山頂付近で確認できた倒木55本の倒木方向を示す．南西から北
東に走る稜線上では，ほとんどが北西方向から北方向に倒れていた．このことから南東方向から南方向の
風が吹いたことが推察される．また，北～北西斜面では南西から北西の風が吹いたと考えられた．臥竜山
のスギ植林地や二次林では，ほとんど倒木が認められなかった．これは樹木個体群の密度が高く植生高が
低いためと考えられる．
新しく形成された大ギャップの面積は4,100㎡（大ギャップ内に取り残された生存立木樹冠面積を含む）
であった（図2）．ギャップAとBは1988年の空中写真でみられた．大ギャップには計47個体があったが，
このうち，生存立木を除く被災木は計40個体（50幹）であった（表1，表2)．種別でみるとブナが圧倒
的に多いことから，ギャップ形成以前には林冠層にブナカ嘔占していたことは明らかである．他に，サワ
グルミ，イタヤカエデ，オオイタヤメイゲツ，ホオノキがあった．被害木の全40個体中，根返りが30個体
であった．根返り個体には，完全に倒れたもの，傾いたものがみられたが，ほとんどが完全に倒れ，マウ

図1 臥竜山山頂周辺のブナ林における倒木方向．網掛けの部分は大ギャップを示す.  (Ida & Nakagoshi, in press)
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ンド，ピットを形成していた．また，主幹折れが7個体，側幹折れが3個体であった．主幹折れや側幹折
れには,根際で折れたもの,途中で折れたものがあった.側幹折れのなかった生存立木はブナの7個体であっ
たがこれら全てに多くの小枝や葉が吹き飛ばされたと考えられる被害がみられた．
新しく形成されたギャップ内では，根返り木，幹折れ木の両方共に既存のギャップAから，東方向から
西南西方向に向かって倒れたものが90％弱を占めていた（図2，図3）．標高1,210m付近の多くの根返り
木は折り重なって倒れていた（図2）．標高約1,190mで既存のギャップAの南に位置する幹折れ木は完全
に根返り木によって巻き込まれていた．いつぽう，5個体は北西方向から北東方向に倒れていた．このう
ち北北東に根返りした1個体は明らかに南東方向に倒れた個体の下敷になっていた．北北西に根返りした
1個体もまた同様のことが考えられる．標高1 ,215m付近の個体の側幹は下側の根返り木の下敷きになっ
た可能性がある．

1993年12月における全ギャップ形成木の生存率は50％であった．1993年秋には生存していたブナの根返

0

図 2

- 5 0 -

1 1 8

1 1 1 1 2 1 0m

大ギャップ形成木（胸高直径20cn'以上）の状態 点は根元位置．矢の向きは倒れた方向
実線の長ざは根返り個体の樹高を示す．点線は折れた幹を示し，その長ざは幹の長さを
示す．網掛けの部分は生存立木の樹冠投影を示す．1：側幹折れの個体，2：傾き根返
りの個体古いギャップAとB及びギャップ周辺の閉鎖林冠は別々に斜線で示してある．
(Ida & Nakagashi, in pressを改変）
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表 1 大ギャップ形成木（胸高直径 2 0 c m 以 上）の個体別資料
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図3 大ギャップ形成木の倒木方向 実線および点線はそれぞれ根返り木および幹折れ木，
ベクトルは桿の長さを示す.  (Ida & Nakagoshi. in pl･ess)

表2 大ギャップにおけるギャップ形成木（胸高直径20cm以上）の個体数(Ida & Nakagoshi, in pressを改変）

樹種

ブナ
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表3 大ギャップにおけるギャップ形成木(胸高直径20cm以上)の個体サイズ分布(Ida & Nakagoshi, in preSsを改変）

樹高階(m)    20-    30-    40-

1 O 8      4

a生存立木;bl個体生存立木,1個体主幹折れ;C側幹折れ個体;d2個体側幹折れ,l個体根返り；他は全て根返りか幹折れ．

り2個体，1個体の側幹折れ個体は周辺一帯のブナの立木と同調して結実していた個体も認められた．な
かには完全に幹折れしているにもかかわらずその幹が生存していたイタヤカエデもみられた．これら被災
木の生存の理由としてはマウンドの土壌が崩壊していないため根系が機能していること，樹幹内の蓄積さ

れた栄養分や水分が利用されていることなどが考えられるが，本研究ではその理由を明らかにすることは
できなかった．

大ギャップ内個体群の胸高直径および樹高階級別の頻度を表3に示す．この表から，ギャップ形成木は
胸高直径30～60clnで樹高14～22mの個体，胸高直径90cnl以上で樹高18m以上の個体が多いことがわかる．

生存立木は2個体大径木であったのを除くと全て胸高直径20～40cmで樹高16～20mの個体であった．胸高
直径階20～40cmで樹高階10m～16mに属する8個体の被災木の内訳を述べると，ブナ3個体は明らかに近
くの大径木の倒木に巻き込まれて折れたものであった．他は，サワグルミの根返りが2個体，オオイタヤ
メイゲツとホオノキの根返りがそれぞれ1個体，不明種の主幹折れが1個体であった．また，側幹折れの
個体はいずれも大径の老齢木で，折れた幹も大径であった．大ギャップではほとんどの林冠木が倒れたた

め，表3の示すサイズ構成は撹乱前の森林の構造，特に高木層や亜高木層の構造を反映している．

考 察

ギャップサイズに関して，これまでのブナ林での報告では大きくてもせいぜい500㎡(Nakashizuka &
Numata, 1982 { Nakashizuka, 1984 ; Yamamoto, 1989)であり，最大でも728.2㎡(Yamamoto, 1989)で
ある．しかも，それらの研究では，ほとんどが緩斜面の群落での調査結果に基づくものであるだけでなく，

ギャップ形成の履歴が明確なものではない．それに対して本研究は，1991年19号台風というギャップ形成
の原因が明確で急傾斜の場所であり，4,100㎡と相当大きなサイズのギャップにおいて，その形成のプロ
セスとメカニズムを考察したものである．
台風19号は比較的雨量の少ない風台風で，非常に強い勢力をもって中国地方を直撃した．このため臥竜

山のブナ林では,林冠木など森林の主要な構成木の根返りや幹折れにより数多くのギャップが形成された．
ブナ林や照葉樹林では普通単木による立枯れや幹折れ，あるいは枝落ちどによってギャップが形成され，
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根返りによるギャップ形成は多くない(Naka, 1982 ; Nakashizuka, 1984 i Yamamoto, 1992b) .しかし本
研究で調査したギャップは，一つの台風によって多数の林冠木の根返りを生じた結果形成されたものであ
り，ブナ林では他に例をみないものであった．
根返り木の多くが南東方向に倒れていたのは，この斜面の下部に台風以前に形成されていたギャップA
が存在したため，ここから強い北西の風が緩和されることなく入り込んだためと考えた．一般にギャップ
ではそれに隣接する林冠木の枯死確率が大きく，ギャップがより拡大しやすいと考えられており
(Whitmore, 1984 ; Brokaw, 1985 i Runkle, 1985 ; Foster & Reiners, 1986) ,北西寄りの強い風によっ
てギャップAが拡大されたものと思われる．しかし，大ギャップの北端にある枝折れ木1個体と幹折れ木

2個体は，同じようにギャップAが影響している可能性は小さい．いつぽう，緩斜面にある既存のギャッ
プBは強風に対してギャップAと同様な反応を示さなかったものと考えられる．したがって，斜面上部が

風下の場合既存のギャップが強風の入り口となるために，緩斜面よりも急斜面の方がギャップ拡大の危険
性は高いと仮定できる．なぜなら，急斜面では緩斜面に比べると斜面上部のギャップ縁の樹幹や樹冠に直
接強風が当たり易くなるためである（図4）

北東から南西に走る稜線近くにある倒木の多くは，空中写真によって北西から北方向に倒れていること
力認められた（図1）．さらに, 1,205m付近の大ギャップ南端にある北方向に倒れた根返り木2個体は，

南東方向に倒れたものよりも先に南寄りの風によって倒れたことが判断された（図2）．臥竜山の南東斜
面は小・中径木のより小さなサイズの個体群が優占するブナニ次林であるため，稜線沿いの大径木の老齢
ブナ個体群は，南東から南寄りの強風によって倒れ易かったものと考えられる．台風は普通，台風の目を

中心にして左回りに風が吹〈が，これと台風19号の進路と合わせて考慮すると，南東から南寄りの風は，
中国山地への台風の接近時に吹いたものと思われる．いつぽう，北～北西斜面にある多くの倒木（図1）

は台風通過後西から北西から吹いた強い「吹き返し」によるものと思われる．したがって，古いギャップ
Aから入り込んだ北西寄りの風もまた，同様にして吹いた強風によるものであろう．また，大ギャップの

部分では，北～北西斜面に当たった強風が谷頭部で収れんして，より強い風となった可能性がある．この
ような．倒木の要因としての風の強度や向きに対する地形の影響については,  Boose et al.  (1994)によ

図4 斜面傾斜の違いと暴風によるギャップ形成の違いを示す模式図(Ida & Nakagoshi, m pressを改変）
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る報告がある．
大ギャップ内の個体群のサイズ櫛成（表3）は，ギャップ形成以前の森林構造を示唆しており，他のブ
ナ林の林冠木の構造(Nakashizuka & Numata,  1982 ; Hara,  1983)よりも胸高直径90cm以上の大径木の
密度が高いと考えられる．これらの大きなサイズの樹木は風倒を起こし易いのであろう．また，ドミノ効
果(Brewer & Merritt, 1978 ; Bormann & Likens, 1979 ; Naka, 1982)や根返りによって形成されるギャッ
プが立ち枯れや幹折れなどで形成されるギャップよりも面積が大きくなる傾向があるといったこと(Putz ,
1983 ; Nakashizuka, 1989)も，臥竜山の大ギャップを生じた原因といえる．
1,190mから1,205m付近の倒木は折り重なっていなかったことから，ギャップの縁の個体が連続的に，
後に続く強風で倒れていったのであろう．いつぽう, 1,205mから1 ,215mでは複数の木が折り重なって倒
れ，それぞれの幹は互いの衝突によって破損していた．このことから複数の木が同時に倒れた，すなわち，
ドミノ倒し的に同時に倒木したものと考えられた．以上から，大ギャップ形成の過程にはこれら2つの様
式（前者は“連続発生的なドミノ効果''，後者は“同時発生的なドミノ効果"）があったものと推察された．
大ギャップでは，地表の撹乱を伴う根返りが多く生じていた．根返りによって形成されるマウンドや
ピットは森林の更新様式などに影響を及ぼすために重要であること力詣摘されている(Falinski,  1978 ;
Putz, 1983 i Nakashizuka, 1989 ; Schaetzel et al" 1989 ; Peterson et al,1990) .また, Liu & Hyttebol･n (1991)
は，スウェーデンのドイツトウヒの原生林で，ギャップ形成木の類型として「根返り生存木」を分類して
いるが，同様に本調査地の大ギャップ内でも根返りしながらも生存していたブナがみられ，中には結実し
ていた個体も観察された．さらに，大ギャップ内にはブナ前生稚樹の個体群が生存していた．したがって，
こういった大ギャップ内における倒木の種子生産や前生稚樹の存在はギャップ内での更新様式に重要な役
割をはたすと考えられる．
ニュージーランドのナンキョクブナ林では希な大規模撹乱は一斉更新による同齢林分を形成し,ときに，
次の更新ができなくなることがある(Stewart, 1986). Foster (1988 b )は，ハリケーンによる撹乱後の
森林景観は，地形的要素，風向，もとの植生に制御されたモザイクであると報告している．また,  Fostel･
& Boose (1992)は，景観スケールでは，希な強風による大規模撹乱によって歴史的な植生の変化が起こ
ることもあると指摘している．したがって，台風19号のような大型台風による大規模な自然撹乱は，森林
の維持・回復のパターンやプロセスを大きく左右し，これは，日常的に森林内で起こっている小規模な自
然撹乱（普通1,000㎡以下のギャップ形成:  Yan'amoto,  1992a)とは明確に区別されよう．このようなこ
とから，本研究で対.象とした臥竜山の大ギャップの回復過程を長期にわたって継続研究することは，日本
だけでなく世界の温帯林の更新様式を解明する上で不可欠であり，森林の撹乱体制の解明にも貢献できる
であろう．
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摘 要

1 臥竜山において，1991年台風19号によって形成された面積4,100㎡の一つの大きな林冠ギャップを調
査し，その形成過程を考察した．

2 大ギャップ形成木のほとんどがブナであり，大径木が多かった．また，ほとんどの樹木が根返りを起
こし，それに伴ってマウンドやピットが形成され大規模な土壌撹乱が発生した．
3 既存のギャップから吹き込んだ暴風によって林冠木の個体群がドミノ倒し状に倒れ，大ギャップが形
成された．

4 この臥竜山に形成された大ギャップの撹乱一回復過程を解明することは，日本の温帯夏緑樹林の更新
様式を知る上で非常に重要なものになると考えられた．
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The Dragonflies in Geihoku-cho, Hiroshima Prefecture

K a z u o M I YA GAwA !

, ) Research Group of Natural History in Nishi-Chugoku Mountains. Geihoku-cho 731-23

Abstract: A number of l･eports on dragonflies occurring in Geihoku-cho have already been made. In oul･
research this time. those dragonflies which appear in the past reports were investigated in more detail. As

a result, 53 species belonging to ll families were confirmed as still present. There were, however, some
dragonflies including PI"yc"""""" /b""" s(zsα城, that could no longer be found, probably due to river

improvement works which caused the deterioration of their natural habitats.
◎1 997 Geihoku-cho Board of Education AII rights reserved.

は じ め に

芸北町は年間隆水量が多く，流水域や止水域ともに豊かで，かつ清澄であるため数多くのトンボ類が生
息している．このことは，澤野十蔵博士が1953年以降に調査し，報文に総括されている（澤野1960,1962,
1963)．また，後藤ら（1986）は八幡高原のトンボ相について報告し，秋山ら（1989）は「広島県の蜻蛉類」
の中で芸北町のトンボ類を報告している．このように，芸北町のトンボ相については，ほぼ全ぼうが明ら
かになっているが，文献の中には比較的古い記録もあるため，当時とは自然環境も大きく変わった今日，
既知種のトンボが生息しているか疑問であった．そこで，今回の調査では既知情報に基づき，それらのト
ンボ類が現在も生息しているか否かを調べることを目的としたその結果，若干の知見を得たので報告し
たい．

なお，本稿を進めるに当たり，永年同定等の指導を賜わった広島大学名誉教授澤野十蔵博士，種々の
有益な情報をいただいた下関市在住の小坂一章氏に対･し心から敬意と謝意を棒げたい．

調 査 方 法

本調査にあたっては，個体数の減少を防ぐため，基本的には採集をしないで写真撮影するにとどめた．
しかし，目撃した日時や種類によっては写真撮影の困難なものもあり，全種撮影することはできなかった
また，産地は各地区単位に1例のみ記述した．図1に芸北町の各地区の区域を示した．
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八幡地区

、 、

雄 鹿 原地区

中野地区

i 北 町
、
̅ ②

調 査 結 果

11科53種のトンボを1991年4月～1995年11月末までに目撃確認したが，この中には，これまでの文献に
記録されていないオオイトトンボ，コバネアオイトンボ，アオハダトンボ，リスアカネ，ノシメトンボの
5種がある．逆に，記録にありながら今回再確認できなかったものもある（表1）．モノサシトンボ科に
属するグンバイトンボは,1991年には八幡地区の細流で291ギを観察したが,1992年以降は見られなかっ
た．

6 一 屯

美 和 地区

〃 、
､ づ ､

、- み4■ ～

芸北町のトンボ目録と生息状況
以下に芸北町のトンボ目録と生息状況を示す．種名および配列は石田ら（1993）によった

図 1 調 査 地 域

トンボ目 Odonata

イトトンボ科 Coenagrionidae
モートンイトトンボ M0γ加"αg,,jo" sele"io"  (Ris)

中野地区(1994年8月23日・1旱）；美和地区(1995年8月7日・191￥)宮川目撃 県内の分布は，沿
岸部から山地まで知られているが，その産地は局地的である今回の調査においても，体長が小さく，し
かも余り飛び回らないこともあってなかなか発見できなかったが，前記2地区の休耕田や湿地を調査した

0
1                                                                    0

N

0 0
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モートンイトトンボ
キイトトンボ
ホソミイトトンボ
アジアイトトンボ
クロイトトンボ
オオイトトンボ
グンバイトンボ
モ ノ サ シ ト ン ポ
コバネアオイトトンボ
オオアオイトトンボ
ホソミオツネントンボ
アオハダトンボ
ミヤマカワトンボ
ハグロトンボ
ニ シ カ ワ ト ン ボ
オオカワトンポ
ム カ シ ト ン ボ
ム カ シ ヤ ン マ
ミヤマサナエ
ヤ マ サ ナ エ
ホ ン サ ナ エ
タ ベ サ ナ エ
コ サ ナ エ
ダビドサナエ
ク ロ サ ナ エ
ヒ ロ シ マ サ ナ エ
オ ジ ロ サ ナ エ
ヒ メ ク ロ サ ナ エ
オナガサナエ
ヒメサナエ
コ オ ニ ヤ ン マ
オ ニ ヤ ン マ
サラサヤンマ
カ ト リ ヤ ン マ
ルリポシヤンマ
オオルリボシヤンマ
ク ロ ス ジ ギ ン ヤ ン マ
ギ ン ヤ ン マ
エ ゾ ト ン ボ
タカネトンボ
コ ヤ マ ト ン ボ
ハラビロトンボ
シ オ ヤ ト ン ボ
シオカラI､ンボ
オオシオカラトンボ
ヨ ツ ボ シ ト ン ボ
ハッチョウトンボ
ショウジョウトンポ
ミヤマアカネ
ナツアカネ
アキアカネ
マユタテアカネ
マイコアカネ
ヒメアカネ
リスアカネ
ノ シ メ ト ン ボ
マダラナニワトンポ
ネキトンボ
キトンボ
ウ ス バ キ ト ン ポ

＋は希～少．＋はやや普通～普通十|+はやや多い～多い．○は今回再認した種 ●は既知種であるが，再認できなかった種
◎は今回初確認した種

日本特産種

日本特産種

西南日本特産亜種

日本特産種
日本特産種

日本特産秘

日本特産亜種
日本特産種
日本特産種
日本特産種
日本特産亜種
日本特産種
日本特産種

日本特産種

日本特産種

日本特産種

日本特産種

日本特産亜種

日本特産櫛

日本特産亜種

種

表1 芸北町内で確認されたトンボ

数量八幡地区 雄 鹿 原地区 中 野 地区美和地区 備 考

○

○

○ ○

名
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ところ，草地で静止している個体を見かけた．八l11勝・雄鹿原両地区では未確認．
キイトトンボαγ虹"jo卯加2ﾉα"〃""〃Selys
八幡地区(1991年6月29日・33）；美和地区(1992年6月26日・181旱）；中野地区(1993年7月1日．
1＄）；雄鹿原地区(1994年7月8日・2個体)宮川目撃．県内の分布も広く，芸北町内でも全域で，池や
沼などの周縁部の草に静止している個体を見かけた．
アジアイトトンボ lScb〃z"tz(zsiα"" Brauel･

八幡地区(1991年6月18日・131早）：雄鹿原地区(1993年9月19日・481￥）；中野地区(1995年9月
27日・29）；美和地区(1995年9月27日・1旱)宮川目盤．県内の分布も広く，普通種と言われているが、
4地区とも最盛期をはずれていたのかそれほど多くは見かけなかった．
クロイトトンボ α'℃jo" c(zIα""γ‘"〃c"α""γ""!  (Ris)

八幡地区(1991年6月18日・29）；雄鹿原地区(1991年6月18．381旱）；中野地区(1993年7月1日．
131早）；美和地区(1994年7月22日・132早)宮川目撃．県内及び町内共に広く分布し，池やハス田
で普通に見かけた．

オオイト1､ンボ C. siebol" (Selys)

八l幡地区(1991年6月29日・4個体)宮川目撃．県東部の内陸部には多くの産地が知られているが西部に
おいては局地的で，既知産地として記録されているのは東広島市と安芸郡府中町のみであったが，前記の
ように芸北町にも生息していることが確認された.今回目盤した環境はハス田であったが,後日，水を張っ
た他の休耕田でも見かけた．

モノサシトンボ科 Platycnemididae
モノサシ|､ンボ COpe7郷α"""l""  (Selys)

八l勝地区(1991年6月18日・2旱）；雄鹿原地区(1991年9月7日・18）；中野地区(1994年7月8日・1
9）；美和地区(1994年7月8日・281旱)宮川目撃．県内に広く分布し，各地に普通と言われているが，
町内でも多くの場所で見かけた．

アオイトI､ンボ科 Lestidae

コバネアオイトトンボ Les"s j"o"cMs Selys
中野地区(1992年10月2日・181旱)宮川目撃．県内の産地は局限されており，既知産地は東広島市・
比婆郡高野町・山県郡豊平町の1市2町であったが，今回の調査で中野地区の2カ所で確認した．
オオアオイトトンボ L彫"ゆ07tzIjs Selys

美和地区(1992年8月27日･ 1¥)i八|幡地区(1992年9月21日･13)雌鹿原地区(1995年10月27日･1
早）；中野地区(1995年10月27日･ 281早)宮川目蝶．県内に広く分布する普通種で，町内全域の溜池や
湿地周縁部で低木に静止する個体を見かけた．

ホソミオツネントンボ 伽doles"s力"℃9"""s (R is)
八II1勝地区(1994年6月2日･ 191"；美和地区(1995年10月27日･1￥)宮川目撃．県内に広く分布す
る普通種と言われているが,今回の調査で目撃したのは前記の2地区のみであった。しかし,秋山ら(1989）
は，芸北町才乙（131早，12.V,1985、安達採)から報告している．
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カワトンポ科 Calopterygidae
アオハダトンボ CtzIQp"" j "0"" Selys

美和地区(1995年6月24日・18)宮川目撃．県内の分布は沿岸部から山地まで広いが，その産地は局限
されている．町内では未記録であったが，前記のように滝山川の一支流で発見した．この川の上流や下流
には同属のハグロトンボがいるが，アオハダトンボの生息地点にはハグロトンボは確認できなかった．
ミヤマカワトンボ C･“7"2"αSelys

美和地区(1991年6月8日・3個体)；中野地区(1991年6月27日・2個体);八I幡地区(1992年6月29日．
3個体)i雄鹿原地区(1992年6月29日･2個体)宮川目繋 県内の分布も広く，各地の渓流で普通に見ら
れる．芸北町内においても全域の河川から海抜約1000 m付近の細流まで多くの場所で見かけた．
ハグロトンボ C. "7n" Selys
八幡地区(1993年7月9日・19）；雄鹿原地区(1993年7月9日・2個体)美和地区(1994年8月1日．
3個体)；中野地区(1994年8月1日・131旱)宮川目撃．県内広<に分布し，夏季流水域でよく見かけ
るトンボである．アオハダトンボの項で述べたように，美和地区の一支流では本種とアオハダトンボが混
棲していたが，生息場所も発生時期も若干異なるようである．
ニシカワトンボ MW"s l"""" "↓"10s(z Selys
美和地区(1991年6月14日・181旱）；中野地区(1991年6月14日・多数)；雄鹿原地区(1991年6月27
日・1個体)；八I幡地区(1993年6月23日・1＄3早)宮川目撃．県内の沿岸部から山地まで流水域に普通
に見られるトンボで，町内全域に生息しているが，同じような流水に生息するミヤマカワトンボよりも個
体数はやや多い．
オオカワトンボM. 71(zt"" Yamamoto

八I勝地区(1994年6月11日・1＄l早）；美和地区(1995年5月18日、1早)宮川目撃．以前は前種と区別
されず，カワトンポと呼称されていたため，古い記録にはカワトンボの名で報告されている．今回の調査
では，前記の2地区の開けた川で目撃した．

ムカシトンボ科 Epiophlebiidae
ムカシトンボ 助jql)IzIeb" s"2,･stes (Selys)
中野地区(1991年5月20日．l個体)；美和地区(1992年5月7日・1個体)宮川目繋．県内の産地は山地

帯に限られている．芸北町内の前記2カ所も川1幅1～2mの谷川であった．この外の産地として，秋山
(1989)は芸北町雲耕から報告しているが，今回の調査では未確認である．

ムカシヤンマ科 Petalurid ae

ムカシヤンマ フh7""" ",e"  (Selys)
中野地区(1993年6月23日・10）i美和地区(1994年6月13日・13)宮川目撃．県内の分布も広く比較

的普通種と言われ，秋山(1989)は芸北町尾崎湿原(2早，8．Ⅶ，1986,竹井採)から記録している．その
他，八'勝地区・雄鹿原地区からも報告があるが，今回見かけたのは前記2地区であった．

サナエトンボ科 Gomphidae
ミヤマサナエ A"sogO""伽's ","c"  (Selys)
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八I勝地区(1991年7月9日・19)宮川目撃．県内広<内陸部から山地にかけて分布するが，その産地は
局地的である．芸北町内においても，調査期間中に目撃したのは前記の通り臥竜山の雪霊水付近の一カ所
であるが，1990年7月19日にも阿佐山において1雄を目撃し，写真撮影した．
ヤマサナエ A si(zgo"ゆ伽@s ,"eI""OPs  (Selys)
中野地区(1993年6月23日・1早）；美和地区(1994年6月13日・1＄）；雄鹿原地区(1994年7月10日・1
3）；八111婿地区(1995年7月9日･13)宮川目盤.県内広<，内陸部から山地にかけて産地が知られている．
芸北町内でも，前記3地区の外，秋山(1989)は芸北町尾崎湿原(2¥,  8. 11. 1986,竹井採)から報告し
ている．

タベサナエ T7"igo"ゆ伽jsci"が"#s "l)" Asahina

八幡地区(1991年5月23日・28)宮川目撃．県内広<沿岸部から山地まで分布しているが，その産地は
局地的である．前記調査日に目撃した個体は28であったが，その後6月上旬と中旬の調査の際には雌雄
共見かけた．また1995年にも目撃している．

コサナエ T. "191α"ゆ腿s  (Selys)
八|幡地区(1991年5月23日・48）；雄鹿原地区(1993年6月9日・1早)宮川目盤 県内の分布は中国山
地とその近辺に限られており局地的である．芸北町内の記録としては，前記の2地区の外，古い記録には
枕もあり，今回調査した際にも飛翔中の1個体を目撃したが採集できなかった．
ダビドサナエ Dα汎""s〃α""s  (Selys)

中野地区(1991年6月18日・1旱）；八幡地区(1992年6月29日･ 18)i雄鹿原地区(1992年6月29日･1
31早）；美和地区(1993年6月6日・1早)宮川目撃．県内の分布も広く，渓流の普通種と言われること
もあるが，前記調査日が最盛期をはずれていたためか，目撃した個体は多くなかった．
クロサナエD向〃如加aFrasel･
中野地区(1994年7月8日・1旱)宮川目撃．県内の分布は南部から中国山地まで広いが，その産地は山

地帯に限られている．芸北町内では前記1カ所で目撃したが，その場所は林の中の谷川であった．
ヒロシマサナエD. " " " " " " s s " " " 10 i Asah i na e t l noue

八幡地区(1991年5月23日・13)宮川目盤「ヒロシマ」という名が表すように，これまでのところ，
広島県の芸北町にだけ産する希少種である．今回の調査では，八幡地区だけで目盤したが，他の地区にも
生息地があるという（小坂一章私信）が，筆者は未確認である．
オジロサナエ Stylog0"ゆﾉZ"S S"扇"城(Ogu ma)
雄鹿原地区(1994年7月10日・13)宮川目撃．県内の分布は，沿岸部から山地まで知られているが，そ

の産地は限られている．芸北町内においても，調査期間中に目撃したのは前記の1雄のみであった

ヒメクロサナエ Lα加加ISハリ"cMs Fraser
中野地区(1991年6月27日・1旱）；八幡地区(1992年5月22日･18)；雄鹿原地区(1992年5月22日･1
8）；美和地区(1992年6月8日・1早)宮川目撃．県内の分布は広く，山地渓流でよく見かけるサナエト
ンボの1種である芸北町内においても，全域の流水域で初夏の頃から梅雨時にかけて普通に見かけた．
ただし，どこでも群棲はしていなかった．

コオニヤンマ Sie6o〃伽s (zII)""" Selys
中野地区(1992年4月29日・幼虫1匹）；美和地区(1993年7月26日・1個体)；八I勝地区(1994年8月1
日・1早）；雄鹿原地区(1995年7月9日・18)宮川目撃 県内に広く分布しており，芸北町内でも全域
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で見かけたが多くはない

オニヤンマ科 Cordulegastridae

オニヤンマ A"otOgns"r siebol" (Selys)
美和地区(1992年7月23日。l早）；中野地区(1992年7月23日・181芋）；八幡地区(1993年7月29日。
2個体)；雄鹿原地区(1993年7月29日・18)宮川目撃．県内広〈に分布する普通種で，芸北町内におい
ても全域で見かけた．

ヤンマ科 Aeshnidae

サラサヤンマ O"goqgscj'" ",e"  (Martin)
八幡地区(1994年6月11日・191旱)宮川目撃．県南部の宮島や呉から中国山地まで分布は広いが，そ
の産地は局地的である．今回の調査では，カラマツとアカマツの疎林内にある小湿地の水溜りで産卵して
いた1雌と，そこへ求愛に訪れた1雄を見たが，この八幡高原の地名は古い記録にも見られる．ただし，
そこと今回の場所が同じかどうかは不明である．

カトリヤンマ Gy"αc"1"" j"0""αBartenef
中野地区(1994年8月23日．l個体)宮川目撃．幼虫は，水田・水溜り・緩流など多様な還境に生活して
おり，それだけに県内の分布も広いが，なぜかどこでも個体数が減少している町内で目撃したのは前記
の通りであるが，今後，時期・時刻・場所等を考えて精査すれば生息地の増加も期待できる
ルリポシヤンマ Aesh"J""c"  (Linnaeus)
八幡地区(1991年9月1日・191早）；雄鹿原地区(1991年9月7日．l旱）；中野地区(1995年10月30
日・1旱）；美和地区(1995年10月30日・1旱)宮川目撃この他,古い記録には芸北町枕の地名も見られる．

オオルリボシヤンマ A. "ig""αwI Martin
八幡地区(1993年9月19日、1＄)宮川目嬢.県内の産地は前種よりも局限されており，個体数も少ない．

こうした傾向は芸北町においても同様で，1991年の調査開始以降現在までに目撃したのは前記1例のみで
ある．

クロスジギンヤンマ AI""  "噌7O/Izsc""s "ig7U/tzsci""s Oguma
雄鹿原地区(1992年7月21日・@）；中野地区(1992年7月23日・10）；美和地区(1994年7月22日・19

1旱)以上宮川目撃 この外，古い記録には八幡高原もある．県内広<分布し，各地の溜池や沼などで普
通に見られると言われている．芸北町においても多くの池で目撃したが，個体数はそれほど多くはなかっ
た．

ギンヤンマ A."減ﾉze"Opeん"郡s Brauel･

八幡地区(1991年6月29日・19）；中野地区(1992年7月23日・131￥）；美和地区(1992年7月23日．
1斗）；雄鹿原地区(1992年7月31日・18)宮川目撃．県内に広く分布し各地の止水域で普通に見られる
と言われているが，芸北町内での観察ではどこの生息地でも1～2個体であった．

エゾトンボ科 Corduliidae
エゾトンボ So" " " " jomU"" j " " "  (Uh ler )

八幡地区(1991年9月9日・1＄）；中野地区(1994年8月1日・1$）；美和地区(1995年・9月5日．］
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8)宮川目撃 県内の分布は山地に限られており，その産地は局限されている．町内の産地としては前記
3地区のほか，雄鹿原地区の俵原も古い記録にはあるが今回は確認できなかった．
タカネトンボ S. 1""加" FoerStel･

八幡地区(1991年9月9日・1旱）：中野地区(1994年7月8日・@）；美和地区(1994年7月8日・18）；
雄鹿原地区(1995年9月27日．l早)宮川目盤．県内分布は前種よりも広く，沿岸部から山地まで産地が知
られている．芸北町内でも全域で見かけたが，その生息地は林や薮の中の小さな池や水溜りであった．
コヤマトンボ Mnc7り""αα加州gE"αα"ゆ/"g"" Selys
八幡地区(1991年7月28日・1＄）；中野地区(1992年7月4日．l早）；美和地区(1993年7月26日・18
1￥）；雄鹿原地区(1994年8月1日．l個体)以上宮川目撃．県内分布は，南部から中国山地まで広く，
山地の林道上や渓流上空をパトロールする個体を見かけた．

トンボ科 Libellulidae

ハラビロトンボ 〃γiotlle""s力αcﾉUIg""  (Selys)
八I幡地区(1991年6月18日･ 281¥)j中野地区(1992年7月2日･ 23);美和地区(1993年6月6日．
13）；雄鹿原地区(1994年7月8日・3個体)宮川目撃．県内広<分布し，産地も多い，芸北町内におい
ても全域に生息しているが，その発生期が梅雨シーズンであるため見逃すこともある．
シオヤトンボ Oγ地e姉"〃jα伽"icl"〃/α"0'""""  (Uhler)
中野地区(1991年6月18日・2早)i美和地区(1993年6月22日・1f) ;雄鹿原地区(1994年6月6日･1
8)i八幡地区(1995年5月20日･ 291¥)宮川目撃．県内広〈分布し，産地も多く知られている．芸北
町においても，5月～6月頃，町内全域で見られるが，その生息地や個体数は次種シオカラトンボよりも
やや少ないようであった．

シオカラトンボ Oq肋岫)11"'' sl"ios"",  (Uhler)
美和地区(1991年7月3日・19）；中野地区(1992年7月23日・3$1旱）；雄鹿原地区(1992年7月23
日・382旱）：八幡地区(1993年7月9日・13)宮川目繋 県内広く分布する普通種で，都市近郊から
中国山地までどこでも見かけることができるトンボである．芸北町内においても全域で見かけたが，発生
のピークは前種よりも少し遅く7月～8月頃であった．

オオシオカラトンボ O〃j""""で〃1elαﾉ,"  (Selys)
八幡地区(1991年9月9日・19）；雄鹿原地区(1991年9月9日･ 181¥) ;美和地区(1992年8月27

日・1早）；中野地区(1994年8月23日。l早)宮川目撃．沿岸部から山地まで県内広〈分布しており，芸
北町内でも全域で見かけたが，シオカラトンボよりも少ない．

ヨツボシトンボ L地e"Mja9"“7'""(Ic2""" "(LM"" SChmidt
八幡地区(1991年6月18日・3個体)i中野地区(1993年7月1日・18)宮川目撃．県内の産地は沿岸部

から山地まであり，決して希種ではないが，これまでのところ芸北町内で目撃した生息地は前記の2地区
だけであった．

ハッチョウトンボ MMﾉ"”心'αの唇ﾉ)""  Ralllbur
中野地区(1991年7月8日・4 82f) i美和地区(1992年6月26日・23) :八幡地区(1993年7月9日．
191旱）；雄鹿原地区(1993年7月9日・381早)宮川目撃.一時は｢幻のトンボ｣といわれたこともあっ
たが、各地の調査が進み，県内の沿岸部から山地まで小規模な生息地が発見きれている．芸北町内でも，
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国道わきの休耕田や山間の湿地などに少数のものが生息していた
ショウジョウトンボ C7℃co t h e " " s s e " " " " " " " " " K i a u t a

八幡地区(1991年6月18日・13）；美和地区(1994年7月22日・18)宮川目撃．県内の分布は広く，沿
岸部や内陸部の池沼などに希ではないが，芸北町内で目撃したのは前記のように2地区2カ所の溜池の土
手に静止していた2雄だけであった．

ミヤマアカネSy""e""' ""e,"o""""" el",""  (Selys)
美和地区(1991年8月13日・19）；中野地区(1991年8月27日･ 291f)i雄鹿原地区(1993年8月23
日・191旱）；八幡地区(1994年8月1日･18)宮川目繋．県内に広く分布している普通種で，町内で
も全域で目盤したが，同属のナツアカネ・アキアカネ・マユタテアカネより個体数は少なかった．
ナツアカネ S. d""z"""α"'"''  (Selys)
雄鹿原地区(1991年9月7日・232旱）；中野地区(1991年9月7日・281旱）；八幡地区(1991年9月
9日・1早）；美和地区(1992年9月21日・多数)宮川目撃．県内広<に分布し，芸北町においてもアカネ
属の中では普通に見られるトンボである．
アキアカネS. /W"e"s  (Selys)
雄鹿原地区(1991年9月7日・多数)；中野地区(1991年9月7日・39）；八幡地区(1991年9月9日・5
31ギ）；美和地区(1994年10月19日・連結産卵中の雌雄多数)宮川目撃 県内広<に分布する普通種で，
芸北町においても前種ナツアカネ，次種マユタテアカネと共に全域に普通で，多くの個体を見かけた．
マユタテアカネ S e'"""" g""c'!"Z  (Selys)
雄鹿原地区(1991年9月7日・多数)i八幡地区(1991年9月9日・331¥)i中野地区(1992年7月28
日・2＄3早）；美和地区(1992年8月27日・多数)宮川目繋．県内広<に分布する普通種で，芸北町内で
も普通に見られた．1992年8月下旬には美和地区の緩流で多くの雌雄を目撃したが，交尾シーズンだった
のかススキの葉上で三組，流れの中の岩上で二組が連結していた．
ヒメアカネ S"αγ"""""  (Bartenef)
雄鹿原(1992年9月21日・13）：中野地区(1992年9月21日・23)宮川目撃．県内分布は沿岸部から山
地まで広いが，産地や個体数は比較的少ない．芸北町内では前記2地区の他，八幡高原(19,29.  1.X,
1987,竹井採)で記録されている(秋山ら1989)．
リスアカネ S. "si "si Bartenef
八幡地区(1991年8月31日・18)宮川目撃 県内広<分布し産地も多いが，芸北町での記録は前記1例
である．調査期間中，翅端の黒いトンボを目撃する度に捕えて確認したが本種は13のみで，他はマユタ
テアカネ（翅端黒化型）の雌であった．

ノシメトンボ S i'"sc"""'  (Selys)
八幡地区(1995年10月30日・292旱と性別不明の2個体)宮川目撃．県内広<沿岸部から山地まで分布
しているが，その産地は局地的である．芸北町内においてはこれまで採集・目撃されていなかったが，前
記の溜池周辺の地上で交尾中のものや追飛中の個体を確認した．

ネキトンボ S､S'ecios2"'z s'"jost"" Oguma
美和地区(1992年8月27日・13)宮川目撃．県内広<沿岸部から山地まで分布しているが，その産地は
局地的である．芸北町内の産地としては，前記の美和地区の溜池の他，秋山ら(1989)は八幡高原で記録し
ているが，今回の調査では確認できなかった．
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キトンボ Sc7りC 20""〃(Selys)

八幡地区(1995年10月30日・533早)宮川目撃．県内広<に分布し，沿岸部から山地まで産地が知られ
ているが，今回の調査で目撃した町内の産地は前記の1地区1カ所の溜池であり，交尾・産卵の時期で，
連結して岸部で産卵していた．この他,古い記録には，美和地区枕の溜池もあるが,今回は確認できなかっ
た．

ウスバキトンボ R"'"Iαβα"esc'"s  (Fabricius)
美和地区(1991年9月21日・1旱）：中野地区(1992年8月21日・3個体)；雄鹿原地区(1992年9月2日．
2個体)；八幡地区(1994年8月23日・13)宮川目撃 県内広<に分布し，各地に普通．町内においても
全域で目撃した．方言名を「盆とんぼ」と呼ばれ，かつては盆の頃に稲田の上や草原上空を群飛する光景
をよく見かけたが、最近ではそれほどの大群は見られない

参 考 文 献
秋山美文・中村慎吾・安達隆昌・竹井洋右 1989 広島県の蜻蛉類比和科学博物館研究報告28 : 11-68
朝比奈正二郎 1971 原色昆虫大図鑑m  3581)1) 北隆館
石田昇三・小島圭三・石田勝義・杉村光俊 1993日本産トンボ幼虫・成虫検索図説 1 40pp 東海大学出版会
植村好延 1985 生物大図鑑昆虫I  431pp 世界文化社
後藤孝彦・垣内田攻樹・南健-  1986 八III勝高原の昆虫類総説及び昆虫目録臥竜山麓公園（仮称）地域の環境調

査報告書: 50-60 広島県

澤野十藏 196O 広島県の蜻蛉類第1報比和科学博物館研究報告(3)：10-16

1 9 6 2 同 上第 2 報比和科学博物館研究報告 ( 5 ) : 2 4 - 2 7
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I : ホ ソ ミ オ ッ ネ ン ト ン ボ
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図 版 2
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図 版 3
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図 版 4
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図 版 5
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高原の自然史MI""aI His":y qr Nis/'i-Cﾉ"go",4 MDI"@m"s  2  : 79～93 (1997)

広島県芸北町樽床貯水池（聖湖）における
サツキマスの生活史（予報）

内藤順一 ‘ ’・田村龍弘雪，

!)広島県立広島観音高校・‘,太田川漁業協同組合

Life Cycle of Red-Spotted Masu Trout (0''col"'c"1ls l"(Jso'j 's畑〃""" Jordan et
McGregor) in Tarutoko-Lake, Geihoku-cho, Hiroshima Prefecture

Jun-ichi NAITO !> and Tatushiro TAMURA 2)

! Hiroshima Kan-on High School, Hiroshima 733 and

2) The Ota River Fishery Cooperative, Hiroshima 731-02

Abstract: The red-spotted masu trout in Geihoku-cho Marked Anlago  (a type of red-spotted masu trout

that spends its whole life in rivers)  were released in the Shibaki-kawa river system  (Yawata district of
Geihoku-cho)  ill November, 1994 1ndividuals with the same marks were then recaptured in Octobe1･ 1995.
at the same site This suggests that the Amago spent around ll months in Hijiri Lake, then returned to the

same river to breed. This indicates that Amago swim down to the Hijiri Lake. stay there for ll nlonths. and
then become a @river-lake・type of red-spotted masu trout. The act of spawning takes place in their third

yeal･ just before ending their life. It is all-eady known that the .river-lake' type of red-spotted masu trout
has alongevity of two full years, as is the case for the catadromous red-spotted masu trouts inhabiting the

Ohta river system which have the habit of travelling down the rivel･ to the Seto inland sea.

◎1 997 Geihoku-cho Board of Education. AII rights reserved. .

は じ め に

1950年に樽床ダムが完成し，樽床貯水池（聖湖）が成立した後，1959年以来ダム湖にはワカサギ，周辺
の河川にはアマゴの放流事業が行われてきた．放流事業が始まった当時，八幡村(現在の芸北町八幡地区）
では，毎年10月上旬に全長30～40cInに成長したマスが水田の小さい用水溝まで湖上し，稲刈時にはそれら
を捕獲したという（児玉忠臣私信)．

筆者等は，その当時，用水路に湖上していたマスは，サツキマスの降湖型ではないかと考え，その確認
のため調査を行った．1994年の夏季は大渇水で樽床貯水池は平常の15％までに減水し，10月上旬には八i11番
地区で毎年確認されているサツキマスが湖上せず，産卵床もまったく認められなかった．そこで，新たに
アマゴを放流し，その回帰を調査することによって降湖型サツキマスの存在を確認できると考え，この訓
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査を実施した．今回の調査結果を樽床貯水池における降湖型サツキマスの生活史の一部として予報的に報
告する．

本調査を実施するにあたり，現地調査の便宜を図ってくださった八幡川漁業協同組合の児玉忠臣組合長
をはじめ，芸北町産業課，芸北町教育委員会，広島県可部農林事務所及び特別採捕の許可(特別採捕許可
番号特第32号 7内第14号)をいただいた広島県農政部水産漁港課に対しお 礼を申し上げるとともに，
本稿の御校閲を賜わった中村慎吾博士に対し深甚なる謝意を表する．

調査地の概要

調査地である芸北町八III箭地区は西中国山地のほぼ中央に位置し，西中国山地脊梁部の南斜面にあり，太
田川の最上流域にあたる芸北町の河川は，大部分が太田川水系の柴木川と滝山川の上流域に位置してい

る（図1）．柴木川は，三段峡にみられるいくつかの滝により湖上性魚類の移動が阻まれている．このた
め三段峡より上流に位置する八幡地区は，魚類相的には隔絶した地域となっている（内藤ら1996)．

調 査 方 法

放流に用いたアマゴはF A100で麻酔し，脂鰭を切断して標識した．標識した放流魚は1817尾で，芸北
町の大暮養魚場で孵化・飼育された当歳魚と四国産の当歳魚である．これらの個体のほとんどはスモルト
化していた．

図 1 調 査 域の概念図
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標本
番号

表1 採捕したサツキマスの測定値 ( 1 9 9 5 )

1 0 . 1 4 木 束 原川 鳥 落 橋

同 上 同 上

1 0 . 1 5 苅 尾 山 川

同 上 同 上

木束原川 鳥落橋
同 上

死魚
経産魚
産卵前 朱点あり
産卵前 ヤマメタイプ
鼻曲がり朱点多い
放精後
未放精
産卵前朱点多い
未産卵
経産魚
未産卵 ヤマメタイプ
未放精朱点多し
経産魚 ヤマメタイプ
アマゴ残留型 産卵後 朱点顕著
放精前 朱点あり

表2 放流したアマゴの測定値(1994） 標識したアマゴは1994年11月19日に放流した．柴木川の最

上流域の東八幡原，八幡原，臥竜山山麓，西八幡原の4箇所平均範囲 ( ' ' = 4 0 )
に分散して放流した（図1）．なお，1995年のサケ科魚類解

全長(mm)      129 2        99-164 禁日前の3月26日に八幡川漁業協同組合により, 300k9 (約
体長(mm)      106 9        83-139

5000尾)が柴木川水系の八幡地区に放流されている．
体重(9)        17.4      8.5-37.4

従来の調査で，降湖型サツキマスは八幡地区では農業用堰
の直下まで湖上すること力轆認されているので，再捕獲は木

束原川の鳥落橋付近と，苅尾山川の農業用堰下流で，1995年10月14,15,21日に実施した．試験採捕した個
体は15個体に留め，採捕した個体はその場でM S222で麻酔させ，全長と体重を計測し，覚醒後，現地に

放流した．標識された個体は標本とした．

調 査 結 果
1994年11月19日に標識放流後，再捕獲を1995年10月14,15,21日に行った．その結果，試験採捕した15個

体中に標識個体は2個体含まれていた採捕した15個体の測定値は表1のとおりである また，放流した
個体の中から40個体を任意抽出し，その測定値を表2に示した．
放流時，平均全長129. 2mmのものが)11箇月後に再捕獲した時の平均全長は323mmであった．このことか
ら，11箇月間に全長は平均で約1 94,nm成長し，放流時の全長の約150.4%の伸びを示した．表1の標本番号
14の個体（河川残留型）が同年魚と仮定すると，河川域の場合，11箇月間の体長の伸びは約51％に留まっ
ている．

一般にサケ科魚類では，降湖型は降海型に比べて小型であるといわれている．そこで，太田川水系の降

335

295

310

310

335

305

375

290

270

310

325
330

360
195

370

採集日

＊は標本とした個体

備 考全長
(mm)

脂鰭の
有無 採集地

10.21

同 上
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全長(mm)
体重(9)

海型サツキマスと今回の調査で捕穫した降湖型サツキマス，残留型サツキマス（アマゴ）の全長と体重を

表3に示した．
この表から一般的に言われている降湖型サツキマスが，降海型サッキマスに比べて小型であるというこ

とは，太田川水系でも確認された．ただ，降海型の中にも30cnlに満たない個体が存在するし’逆に降湖型
の中にも35cmを越える個体も存在することから，体長は採餌期間の長短や，餌の量の多寡に影響されるも
のと考えられる 体重については，降海型サツキマスは性成熟前（5月～6月に下流域で採捕された）の
個体であり，降湖型サツキマスは性成熟後の個体であることから．この表では比較できない．

考 察
サケ科の多くはスモルト化し，降海することが知られている．1994年11月19日に放流したほとんどのア

マゴはスモルト化していたので，おそらく樽床貯水池に降湖したものと思われる．そして，1995年10月14
日に柴木川で採捕した個体の中に，放流個体が2個体いたことから，降湖して，ダム湖で成長し，再び放

流した柴木川へ産卵のために湖上したことが実証されたことになる．これにより，降湖型サツキマスカ噸
床貯水池にも存在していたことが明らかとなった．したがって，かつて水田の用水路などに湖上していた
マスは，サツキマスと判断された．

柴木川で捕獲した標識された2個体のアマゴは，繁殖期特有の体型や斑紋を呈していた．すなわち，雲
状紋の斑紋や婚姻色が現われており，雄は上顎が突出していて，いわゆる「鼻曲がり」になっていること
から（図版2，3)，明らかに成熟した個体といえる．このことから，降湖型サツキマスは，降湖後，約
11箇月間ダム湖で生活し，孵化後2年で成熟し，秋季にダム湖から柴木川の上流へ湖上し，そこで産卵・
放精し，その一生を終えるものと思われる．
降湖型サツキマスが産卵・放精後に死亡することは，木束原川での観察から確認された．（図版4，5）
太田川水系の降海型サツキマスの場合，12月に孵化した稚魚は翌年3～4月に産卵床から浮上して成長

を続け，その年の10月下旬から11月上旬に降海する．冬季を海域で生活した後，孵化から2年目の5月頃
に河口域に戻り，淡水域に入って除々に性成熟しながら産卵域に湖上し，10月下旬に産卵・放精してその
一生を終える（内藤・田村，未発表)．

樽床貯水池における降湖型サツキマスの場合，太田川水系の降湖型サツキマスとほぼ同様な生活環をた
どっているものと考えられる．ただ，降海型サツキマスの場合は5月に河口域に戻り，除々に性成熟しな
がら産卵域へ湖上していくのに対して，降湖型サツキマスの場合はダム湖内で性成熟し，産卵期に入って
一斉に産卵域へ向けて湖上するのか、それとも、降海型サツキマスのように5～6月頃，ダム湖の流入部

残留型( ' ' = 1 )降海型( ' ' = 54 )

m i l m

323

363

195

55

354

644

平 均 平 均平 均

2 3 3 - 4 4 0

1 68-1354

範 囲 範 開

表3 大田川水系のサツキマス3型の測定値(1991～1995)
（建設省太田川工事事務所.1994より一部引用）

降湖型( ' ' = 1 4 )
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に戻り，そこでしばらく留まった後，性成熟しながら除々に産卵域へ移動するのかどうか明らかでない．
樽床貯水池の降湖型サツキマスの場合，産卵域までの距離や柴木川の水量などから，ダム湖内で性成熟
し，繁殖期直前になって，一斉に産卵域へ向けて湖上する可能性が高いと考えられる．

摘 要

1994年11月に芸北町八幡地区の柴木川水系にアマゴ(1817個体)を標識放流した標識した2個体が，翌
年の1995年の10月に捕獲されたことから，アマゴは樽床貯水池で約11箇月生活し，繁殖のために湖上した
ことが確認された．このことから，樽床貯水池では降湖したアマゴが11箇月生活して降湖型サツキマスと
なり，孵化後2年目に産卵・放精してその一生を終えることが判明した．降湖型サツキマスが満2年で生
活史を完結していることは，太田川水系の降海型サツキマスと同様である
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図 版 1

1 996年9月10日受付; 1997年1月10日受理

A 樽床ダムより湖上した降湖型サツキマスの産卵床造り1995年10月26日搬影

左 ： 雄 右 ： 雌 ( B の 個 体 と 同 じ ）

樽床ダムより棚上した降湖型サツキマスの産卵の瞬間 1995年10月26日撮影
手前：雌○は脂鰭の位置を示す．
雌は脂鰭が無いことから，1994年11月19に放流した個体であることがわかる

樽床ダムの降湖型サツキマスの繁殖

B
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図 版 2
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木束原川水系に湖上した降湖型サツキマス1  MS222で麻酔をして現地で撮影

1995年10月14日に試験採捕した降湖型サツキマス

脂鰭がカットされている個体 T.L.310mm  ¥表2のNo.3
1995年10月14日に試験採捕した降湖型サツキマス

T.L.375mm  8表2のNo.7

1995年10月14日に試験採捕した降湖型サツキマス

T.L .295mm 旱表2のNo .2
1995年10月14日に試験採捕した降湖型サツキマス

脂鰭がカットされている個体 T､L . 310mm 旱表2のNo.4
1995年10月14日に試験採捕した降湖型サツキマス

T.L.305mm  8表2のNo.6
1995年10月14日に試験採捕した降湖型サツキマス

T.L.335mm  8表2のNo.5

1995年10月14日に試験採捕した降湖型サツキマス

脂鰭がカットされている標本個体:A ,  D○は脂鰭の位置を示す
1995年10月21日に試験採捕した降湖型サツキマスとアマゴ

T.L.370mm  8表2のNo. 15

T.L.195mm 旱表2のNo. 14
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G



図 版 2
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図 版 3

苅尾山川へ湖上した降湖型サツキマス2  MS222で麻酔をして現地で撮影

A 1995年10月15日に試験採捕した降湖型サツキマス

T.L.310mm 旱表2のNo. 10
1995年10月15日に試験採捕した降湖型サツキマス

T.L.325mm 旱表2のNo. 11
1995年10月15日に試験採捕した降湖型サツキマス

T.L .270mm 早表2のNo .9

1995年10月15日に試験採捕した降湖型サツキマス

T.L.360mm 早表2のNo 13
1995年10月15日に試験採捕した降湖型サツキマス

T.L.330mm    8表2のNo. 12

1995年10月15日に試験採捕した降湖型サツキマスの全長比較

B

C

，

E

F
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樽床ダムに降湖する降湖型サツキマスの生活史1

柴木川本流西八幡

降 湖 型 サ ツ キ マ ス の 湖 上 苅 尾 山 川

降湖型サツキマスのペアー左：雌右：雄苅尾山川
降湖型サツキマスのペアー手前：雌後：雄柴木川

1990年10月10日撮影

1990年10月10日撮影

1992年10月10日撮影

1991年10月9日撮影

1991年10月10日撮影
1991年10月9日撮影

1991年10月10日撮影

1992年10月28日撮影

降湖型サツキマスのペアー手前：雌後：雄柴木川本流
最後尾に残留型サツキマス（アマゴ）の雄が位置している

降湖型サツキマスのペアー左：雌右：雄苅尾山川

降湖型サツキマスの産卵の瞬間右：雌 左：雄柴木川本流
降湖型サツキマスのペアー手前：雌後：雄柴木川本流

雌が産卵床を造っている
降湖型サツキマス（雄）は10月下旬には死亡する木束原川H
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樽床ダムに降湖する降湖型サツキマスの生活史2

降湖型サツキマス（雌）は10月下旬には死亡する 木束原川1992年10月28日撮影

雌は産卵床を造ることにより，尾鰭や臂鰭が磨耗して消失している

降湖型サツキマスの卵柴木川本流 1 9 9 3 年 1 2 月 1 1 日 撮 影

降湖型サツキマスの卵柴木川本流
血液ができてきたので，卵が赤くなってくる 1 9 9 2年12月6日撮影
降湖型サツキマスの卵柴木川本流発眼卵 1 9 9 2 年 1 2 月 2 6 日 撮 影

アマゴの群泳 橋 山 川 1 9 9 3 年 9 月 3 日 撮影

降 湖 型 サ ツ キ マ ス の 孵 化 仔 魚 柴 木 川 本 流 1 9 9 2 年 1 2 月 2 6 日 撮 影
降 湖 型 サ ツ キ マ ス の 孵 化 仔 魚 柴 木 川 本 流 1 9 9 3 年 1 月 1 6 日 撮 影
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高原の自然史N"""J HistO1fy of jWsﾉ"- C/z"9りﾙ〃A伽！""α伽s2 :95～99 (1997)

広島県芸北町臥竜山におけるミヤマホオジロの繁殖生態について

上野吉雄Ⅲ，．河津功2，．保井浩31

”広島県立広島北養護学校・2，株式会社ニチエイ・‘〕日本ユニシス株式会社

Breeding Ecology of the Yellow-throated Bunting E7706e"z(z eﾉ9g"@s in Mt. Garyu,
Geihoku -cho・Hirosima Prefecture

Yo s h i o U EN o ' . I s a o K AwA z u z  a n d H i r o s h i YA s u I 3 ,

I ) Hiroshima-Kita School for the Mentally Retarded Faculty of Education, Hiroshima 731-02
2) Nichiei Co. Ltd. 22-8 saiwai-cho, Naka-ku, Hiroshima 730 and

3) Nippon Unisys Co. Ltd’2-7-10 0temachi, Naka-ku. Hiroshima 730

Abstract: The finding of eggs of yellow-throated bunting, E7121)e"z(l elegm@s・of May l996 at Mt・Garyu in
Hiroshima Prefecture, was the first record in Japan. Subsequent reseal･ch revealed some hitherto unknown

aspects of the breeding ecology of this species Only the fenlale carried out nest-building, on the other hand,
the lnale stayed near by without participating. The female laid 5 eggs, and both sexes cooperated with
incubation The size of the egg was 17.5 mm ×13 . 8 mln. and it had dark brown spots scattered on the

greyish white surface The bil･ds incubated fol･ 13 days. and both lnale and female showed injury-feigning
behaviour when disturbed The habits of the yellow-throated bunting in respect of nesting, songs and

incubation, as well as the size and the colol- of the egg, strongly resemble those of the Japanese yellow

bunting, E. sMI"""tz", and differ from the other species belonging to E↑"I)e"za occurring in Japan
◎1 997 Geihoku-cho Board of Education AII rights reserved.

は じ め に

ミヤマホオジロ 勵狐be"zq gl増α"s はウスリー川流域・中国東北部・朝鮮半島などで繁殖し，西日本
に冬鳥として数多く渡来し越冬することが知られている．国内における繁殖の記録は対馬において1967年
5月に巣立ち直後の幼鳥5羽力轆認されている（日本鳥学会1974，鴨川・山口1976)．その後，1993
年に広島県の臥竜山において本州で初めてミヤマホオジロの巣と雛力轆認された（上野ら1995,1996)．
筆者らは，1996年に同じ臥竜山で国内ではじめてミヤマホオジロの卵を確認した．さらに，繁殖生態に
ついても若干の知見を得たので報告する．なお，本稿は1996年度日本鳥学会大会(沖縄）においてポスター
発表された．
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調 査 地

臥竜山（西中国山地, 34｡41' N, 132｡10' E, 1.223m)は広島県北西部に位置し（図1),山頂部には
ブナF(zgMs c"1'"”原生林が見られる．ミヤマホオジロが繁殖していたのは，海抜約850 mの山麓部である．
植生は高木および亜高木層としてアカマツP"Ls (ie"si/107n ･コナラQ"97"s sewn" ･リョウブαe娩畑
“γb伽gγ"isなどが見られ，林床部にはチュウゴクザサSα”〃"""i var. /Ws""が優占し，潅木は少なく
比較的開けた環境である（図版1 -A)

鳥取県
P - や
" - ー ̅

0

、 グ

岡山県

調 査 方 法

巣作り，抱卵，育雛の観察は主として双眼鏡（×8）によって行った．また，行動の細かい観察をする
ためにビデオカメラにより無人撮影を行った．

図1 調査地の概略図

結 果

1996年5月4日午前7時に造りはじめの巣を確認した．巣は林道脇の斜面の窪みに造られていた．斜面
は林道を作るために削りとられてできたもので，傾斜が約45.で，高さ約5mであった（図版1 -B).巣
は地上から約1mの高さにある窪みにあり，上部にはシダの一種が覆い被さっていた．巣の発見時には少
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量の巣材が置かれていたので巣造り開始直後と考えられる 巣造りは雌のみが行い，雄はその間連れそっ
ていた．雄は時々巣をのぞきに来たが，ビデオカメラの記録では巣造り行動はみられなかった．巣は3日

間で完成し，5月8日に初卵が産みこまれた．
卵は175×13 . 8mmの大きさで，地色は灰白色で黒褐色の小斑が散在している（図版1 -c).以後,1日
1卵ずつ産卵し，5卵を産んだ．5月12日に抱卵を開始した抱卵は雌雄交替で行い（図版1 -D),巣に
近づくと雌雄とも巣からとび出て偽傷行動を行った．5月25日に5羽の雛が孵化し（図版1 -E) ,抱卵日

数は13日であった．5月27日には雌雄による育雛を観察した．6月1日にはすべての雛が消失しており，
なにものかにより捕食されたようである．その後，このつがいはほぼ同じ地域で観察され，おそらく再営

巣したものと思われる．7月29日まで雄のさえずりが聞かれ，同じ日にこのつがいの行動圏から北へ約
800 mの地点で他の個体のさえずりを確認した．その場所は，海抜約790 mの明るいアカマツ林であった．
本種の雌の冬羽には胸帯がないが，繁殖期の雌（夏羽）には雄よりは淡いが胸帯が認められた（図版1
-F) .これは1993年7月に臥竜山山頂部で繁殖した雌にも認められた．

論 議

ミヤマホオジロの南ウスリーにおける営巣環境は灌木層のほとんどない疎なナラ純林や，オオトネリコ
Fm"伽"s〃〃gic"sj)js ,キハダP"e"0d971(i7り〃α”2"W@Se ,イヌエンジュM"c〃”α"""℃〃sis Var. l)z蛇噌膠測などの
明るい単層林であり，巣は地上に造られる(Panov  l973) .朝鮮半島では，開けた林やまばらに薮のあ
る農耕地などである(Gore & Won  1971, Austn  l972) .臥竜山における営巣環境は, 1993年7月のも
のは山頂部のブナ林中の空き地にあるヤマブドウ1/Ws c"g"e""の群落中であり（上野ら1995) ,今回
観察したものは山麓部のアカマツ，コナラなどを主体とした明るい林で，林床は比較的開けた環境であっ
た．他の1個体の生息地も明るいアカマツ林であった．これらの事から本種は林床の開けた明るい林や，
森林中の空き地を営巣場所として選んでいることが明らかになった．営巣位置は，1993年7月のものはハ
イイヌガヤC""jo""s ID""増加"" Var """の枝の地上約60cmの位置に造られていたが，今回観察した
ものは地上に造られていた．近縁のホオジロE c""esでも繁殖期の進行とともに巣の位置が地上から樹
上に移行することが報告されており（山岸 1970)，ミヤマホオジロでも同様の傾向が認められた．臥竜
山においては5月上旬にはまだ樹木の葉が茂っておらず,樹上に造ると巣を隠しにくいためと考えられる．
巣作りは雌のみが行ったが，これも近縁のホオジロ・ノジコE . s''"""虹・アオジE. Spodoc""ﾉαなど
と同様である（中村・中村 1995)．卵の大きさではミヤマホオジロが17.5×13 . 8mmで，ノジコが18×1 4mm
（小林 1967）であり，卵色も灰白色の地色に黒褐色の小斑が散在する点でノジコの卵に酷似している．
ホオジロの卵は大きさが21×16mm  (小林 1967)と大き<,線紋がある点で異なっている．抱卵は雌雄と
も行い，コジュリンE. yessO27zsjs ･シマアオジE.""℃0IcM･オオジュリンE. sc/""仰c"s ･ノジコ・アオジ
などと同様であり，雌のみが抱卵するホオジロ・ホオアカE. /Mc"αなどとは異なる（中村・中村1995) .
ミヤマホオジロはその営巣環境・さえずり・卵の大きさと色・抱卵習性などから総合的に判断すると，

国内に生息するE" be"zd属のなかでノジコにもっとも似ている．臥竜山ではノジコやアオジは繁殖して
おらず，このことが同じ様な営巣環境を利用するミヤマホオジロが繁殖する一因と考えられる．
雄は巣造り期，抱卵期，育雛期を通してほとんどさえずる事がなかった．本種は西日本で数多く越冬し
ており，西日本の他の地域でも繁殖していると思われるが，繁殖活動している雄があまりさえずらない事
が，繁殖確認を困難にしている一因と考えられる．一方，雌が得られない単独の雄は繁殖期を通してさか
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んにさえずることが，1995年の観察から確認された（上野ら1996)．また，本種は主としてウスリー川
流域・中国東北部・朝鮮半島・対馬などで繁殖することが知られているが，臥竜山においていつ頃から繁
殖を始めたかはさだかでない．臥竜山における本種の確実な夏期の記録は，1991年7月14日に山麓でさえ
ずりが録音されている（上野ら1996)．それ以前の夏期の記録は見当らないので，本種が臥竜山で繁殖
するようになったのはここ数年の事と思われる．本種の臥竜山における繁殖動態については，鳥類の新た
な地域への定着過程をとらえるうえで興味深く，今後の調査が期待される．

摘 要

11996年5月に広島県の臥竜山において，国内ではじめてミヤマホオジロの卵を確認し，その繁殖生態
について若干の知見を得た．
2 巣造りは雌のみが行い，雄はその間連れそっていた

3 卵は5個産み，17．5×13 .8mmの大きさで，地色は灰白色で黒褐色の小斑が散在している．
4 抱卵は雌雄ともに行い，抱卵日数は13日で，雌雄ともに偽傷行動を行った．

5 ミヤマホオジロはその営巣環境・さえずり・卵の大きさと色・抱卵習性なと響から，国内に生息する
E伽加γ鱈α属のなかでノジコにもっとも似ている．

参 考 文 献
ALIstin. O L.. Jr､  1972  The birds of Kol･ea Bull. Mus. Comp Zoo1. 101 : 1-301

Gol･e. M E J. & Won. P O.  1971  The bil･ds of Korea. 450pp Royal Asiatic Soc Kol･ea Bl･anch, Seoul

鴨川誠・山口鉄男 1976 対馬の生物: 230pp 長崎県生物学会長崎

小林桂助 1 9 6 7 標準原色図鑑全集鳥 : 1 7 3 p p保育社大阪

中村登流・中村雅彦1995原色日本野鳥生態図鑑く陸鳥編>  : 301pp 保育社 大阪
日本鳥学会 1974日本鳥類目録改定第5版: 120pp 学習研究社東京
Panov, E  1973 南ウスリーの鳥類3  : 2871)I)極東鳥類研究会北海道
上野吉雄・杉島 洋・保井 浩1995 西中国山地におけるミヤマホオジロEJ"I)e"" elegWIsの本州初の繁殖 日烏

学誌 44：229-230

・保井・浩・山本裕 1996 広島県芸北町の鳥類高原の自然史 1：291-393

山岸哲 1970 ホオジロの繁殖期の生活について山階鳥研報6：103 - 130

1 996年9月17日受付; 1997年1月10日受理

臥竜山

臥竜山
臥竜山

臥竜111

臥竜山

臥竜山

図 版 1
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高原の自然史/V("加邨/ "istO'')' of Msﾉ画- C/""りh〃Mb1"Im"@s  2  : 101～137 (1997)

広島県芸北町に生息する哺乳類の糞に関する調査

桑原一司1，・足利和英：

!,広島市安佐動物公園．,!広島市安佐動物公|素’

Investigation of Faeces of Mammals in Geihoku-cho, Hiroshima Prefecture

K a z u s h i K uwABARA & , a n d K a z u h i d e A sH I K AGA 2

1 ) Asa Zoological Park. Hiroshilna 731-33

･｣ Asa Zoological Park, Hiroshima 731-33

Abstract: Faeces of middle- and large-sized mammals present in Geihoku-cho were sampled and analysed

from September l992 to August l993. Of 306 samples collected 45.1 % calne froln 'nartens. 24.8 % frolll
foxes, 3.6 % from monkeys、2 . 3 % frolll hares, 1．6 % from bearS. 1．0 % from weaSels, 0.7 % from boars
and 20.9 % were unidentified. The mean frequency of faeces per l km was 1.32 Some of the animals

showed seasonal changes in theil･ diet. Mal･tens had eaten fruits and insects in autumll; fruits. mammals and

portions of grasses and trees in winter; nlammals and insects in spring; and insects, mammals and fruits in
summer. Taking the yeal･ as a whole. 30 . 6 % of thier food consisted of insects, 26 . 8 % of mammals. and
24 . 5 % of fruits Foxes had eaten insects, crops and fruits in autunm; manllllals, kitchen refuse and fruits

in  winter;  mammals  and  kitchen  l･efuse  in  spring;  and  insects  and  mammals  in  summer.  22 . 2  %

(Twenty-two point two percent) of their food cosisted of insects. 21.8 % of mammals. 12.6 % of crops. 9.5
% of fruits and 7 . 5 % of kitchen refuse Martens of had eaten nothing domelic; whereas・foxes showed high

dependency on artificial food including crops and kitchen refuse.
◎1 997 Geihoku-cho Board of Education. AII rights reserved

は じ め に

野生の哺乳類の多くは人間に対する警戒心が強く，また，夜行性であるなどして，その暮らしぶりをつ
ぶさに観察することは容易ではない．芸北町にはキツネ，テン，ノウサギなどの野生動物が身近な里山に
住んでいるが，彼らがこの芸北町で何を食べてどのように暮らしているのかは知る機会も少なく，具体的
には分かっていないことのほうが多い こうした野生哺乳類の生態を知る方法に，動物たちの生活痕を調

べ，間接的にではあるが，その生活を推測する方法がある．そのひとつ，糞を調べる方法は，比較的容易
な方法により食性に関する豊かな情報を提供してくれる．そこで著者らは，1992年9月から1993年8月ま
での1年間，テン，キツネ，クマ，サルなどの中型以上の哺乳類について，路上に落ちている糞を採集・
記録して分類し，蕊の分布状態や内容物の分析に関する調査を行った．秋から始まり夏に終わる調査結果

- 1 0 1 -



雲 月 山

鼻

図 1 調 査 地 の 概 要

は動物の一年のサイクルを考えるうえで若干分かりづらいが．調査事実に従った

調 査 方 法

1．調査地の概要

調査地，広島県山県郡芸北町は島根県と接する広島県西北端の町である．西中国山地の東南斜面に位置
し，北西部には1 ,000m～1 ,200m級の山が連なるが，その東南側は標高500 m～800 mのなだらかな高原状

を呈し，山地丘陵と田畑がモザイク状に混在している．気候は冷涼で年平均気温10℃前後，年間降水量
2,400～2 ,600Inm ,森林率88% (人工林36%) ,面積25,379ha,人口3､500人の山間部の町である（図1).

2．調査ルートおよび調査日

調査範囲ができるだけ芸北町の全域にわたるように23の調査ルートを設定し調査を実施した（図2）.調
査ルートには交通量の多い幹線道路や糞の発見が難しい未舗装道路はできるだけ避けて，道路幅が3m̅
l0mの舗装道路を選んだ．また，人家の多い地域はイヌやネコの糞が混入する恐れがあるので可能なかぎ
り避けた．調査は1992年の9月3日から1993年8月27日までの間に延べ26日間行った．23ルーI､の延べ調
査距離は232.3knlである．
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図 2 調 査 区 の 位 置 図

3．調査方法

調査ルートに定めた道路を時速約5kmの速度で走りながら，車中から糞の発見に努め，路上に放置され
ている動物の糞を見つけては記録した．主な記録項目は，発見地点，放置された状態，糞の新旧，最大径，

長さ，色，消化度，内容物なと簿である．見つけた糞は形状が不明であるものを除きすべて記録し，写真撮
影したまた，すべての糞を採集し水洗して内容物の確認を行い，標本資料としても保存した．

4．糞の排出時期の分類

1992年9月3日から10月28日までに採集した糞すべてを秋期の糞とした．1993年2月18日から8月27日

までの間に採集した糞については，糞の新旧を5段階に分けて記録し，真新しいものを2日以内，新しい
ものを10日以内，やや古いものをlか月以内，古いものを3か月以内，大変古いものを3か月以上前に排
出されたと仮定して，発見日から逆算しておよその糞の排出時期を推定した．また，1992年12月から1993
年3月までを冬期，1993年4月から6月前半までを春期，1993年6月後半から8月までを夏期として，排
出時期の推定により糞を，冬期の糞，春期の糞，夏期の糞に分類した．なお，新旧日数の基準は糞に含ま
れていた動植物の出現時期も考慮しながら総合的に仮定したものである

5糞を排出した動物種の特定

記録した糞の大きさ，消化度，放置状況，内容物などを検討し、以下の特徴を基準として，テン，キツ
ネ，サル，クマ，イタチ，イノシシ，ノウサギの7種の動物について糞を特定した．
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テンは，直径約10mm,合計長80inmほどの糞を，橋梁上や川縁の護岸上などの目立つところに排出してお
り，糞場を形成していることもある 形状は棒状・曲状・巻き状・タール状で，消化度は比較的良好であ

る．やや体の小さい同科のイタチも同様の生態をもつ．テンよりさらに川くりにおいて糞が見つかること
が多い．テン糞と似ているが両端がやや細り，5～6mmの直径をもつ糞をイタチとしたが，テンとイタチ
の糞を完全に分類することは不可能である．

キツネは，直径約1 81nm,合計長1 20Inmほどの棒状または曲状の糞を散在的に放置する。同科のタヌキは
薮の中などに顕著な溜糞をし，アナグマも地中に糞を埋めたり溜糞をする習性があるため，キツネの糞と
の混同は少ない．キツネの糞は果実食の場合は消化度が悪く，新しいものはキツネ特有の臭いがする．ま

た，ワゴムやビニールなどの人工物を含むこともあるなどの特徴をもつ．なお，糞の質や内容から判断し
てノネコやノイヌの可能性のあるものは不明とした．

サルは，直径約201nm ,長さ80',,mほどの短棒状の糞を単発的に放置する大きさがキツネ，ノイヌ，子グ
マなどと重なり，また食べ物によって消化度や形状が変化するため特定しにくい．宮島自然史研究会の金
井塚務氏からいただいた助言を参考にして，確実性の高いものだけをサルと特定した．

クマは，内容物にもよるが，直径30～401nn, ,長さ600mmにもおよぶ大きな棒状の糞や積上状の糞を散在
させる．植物繊維や種子等は残るが消化度はかなり良く，新しいものは酸味のある臭いを発する．広島ク

マ研究所の米田一彦氏と広島市立井原小学校の田公和男氏の助言を参考にして，確実性の高いものだけを
クマと特定した．
イノシシの糞は直径約30～401,,m ,消化度はよく基本的に分節構造を示す.20～30Inmほと翻のソラマメ状の

小粒か小粒がくっついたものが多いが、形は決まっていない。新しいものは特徴のある臭いを発する．
ノウサギの糞は直径1 8mmほどの楕円球形で，見間違えることはない．以上のような特徴を基準として，

総合的に検討して糞を排出した動物種を特定した

調 査 結 果

1．糞の構成
一年間の調査期間中に23の調査区で記録した糞は合計306個であった．これらの糞の種別，季節別構成

を表1に示した 季節別構成は，秋期の糞が113個，冬期の糞が77個，春期の糞が50個，夏期の糞が66個
であった．その種別構成は，テン糞が138個，キツネ糞が76個，サル糞が11個，クマ糞が5個，イタチ糞

が3個，イノシシ糞が2個，ノウサギ糞が7個であり，種を特定できない不明糞が64個あった．また，そ
の種別構成比は，テン45.1％，キツネ24.8％，サル36％，ノウサギ2.3％，クマ1.6％，イタチ1.0％，イ

ノシシ0．7％，不明20.9％であった．
季節別に見た種ごとの糞発見状況は，テン糞は年間を通じて多く発見されたが，キツネ蕊は春には多く

夏には少ない変動があった．また、ノウサギ糞の発見が冬期に限られていることも特徴的であった

2．糞の分布状況
23調査区の平均糞発見頻度はlkmあたり1.32個であった．糞の発見頻度の大きい地区は，木束原(5.33

個/km) ,掛頭山(2.88個/km) ,吉見坂(2.63個/km) ,大暮(2.52個/km )などで，いずれも1kmあたりの

糞の発見個数が2個以上であった．
次いで．空城（1.90個/kn,) ,大谷(1 .90個/km) ,才乙(1.84個/hn) ,臥竜山(1 .80個/km) ,八幡原(1 .48
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秋 期

冬期

通年

0

0

0

37

32．7％
12

15．6％
7

14．0％
8

1 2 . 1 %

64

20．9％

2

3．0％

2

0 7 ％

春 期

夏 期

1 3 8 7 6

4 5．1％24．8％

個/km) ,溝口(1 .37個/km) ,隠岩(1 .25個/km) ,川小田(1 .13個/k',, )の8地区が1個台であった．
一方，発見頻度の小さい地区は，草安（0.26個/1un) ,枕(0.53個/kn,) ,板村(0.55個/km) ,畑ガ谷(0.56

個/kn,)などであり，樽床(0.63個/km) ,橋山(0.70個/km) ,俵原(0.75個/kn,) ,細見(0.80個/km) ,土
橋（0.96個/km)も1個以下であった．また，中祖と奥原では調査時には糞を発見することができなかっ
たが，ここについては天候など調査時の条件が十分でなかった．
種別にみると，テンの糞は23地区中19地区で見られた．特にテン糞が多かったのは木束原，臥竜山，掛

頭山，空城，吉見坂，才乙，大暮であった．一方，八幡原，中祖，奥原，土橋では見つからず，俵原，隠
岩，草安，川小田，細見，枕，橋山，畑ガ谷も少なかった（図3）．キツネの糞は18地区で見られた．特
に多いところは溝口と隠岩であり，土橋 川小田，細見，才乙などの地区も多かった．一方，臥竜山，掛
頭山，樽床，枕には少なく，木束原，中祖，草安，奥原，板村では発見されなかった（図4)．サルの糞
は空城，吉見坂の2地区で多く，才乙でも見られた．クマの糞は大暮，空城，草安，木束原，川小田の5
地区で1個ずつ見られた．イタチの糞は大暮，空城の2地区で見られた．イノシシの糞は枕，大暮の2地
区で見られた．ノウサギの糞は才乙で多く見られ，その他，空城，大募でも見られた．以上の7種の動物
の糞がすべて見られた地区はなく，6種類が見られたのが空城と大暮であった．空城ではイノシシが，大
暮ではサルの糞がこの1年間の調査では見つからなかった．
季節により，発見頻度が異なる地区もあった，木束原では春には多くのテン糞を確認したが，夏には全

く発見できなかった．土橋や才乙においても秋には多くのキツネ糞を確認したが，夏には全く見つけるこ
とができなかった．年間を通じて糞の発見密度が高かったのは掛頭山，空城，吉見坂，大暮などの地区で
あった．

3．糞の直径

糞の落とし主の種の同定は，糞の大きさや内容や置かれ方などから総合的に判定されるが，糞の最大直
径は種を同定するうえでもっとも重要な要素である．この度の調査では難作為に収拾した306個の糞のう
ちの272個で糞の直径を計測することができたが，そのうちのノウサギを除く265個の糞についての計測値
をヒストグラムにして度数分布を見た（図5）.最小の糞の直径は5 1nln ,最大の糞の直径は381nmで,  10nlmと

表1 糞の種別・季節別構成

キ ツ ネ サル ク マ イタ チ イノ シ シ ノ ウ サ ギ 不 明 合 計
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100％
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38．0％
11
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1
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2
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100％
77

100％
50
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1 1mmのところで最大度数を示し,  20mmのところにもピークがあった．

種を同定できた糞について種ごとに糞の直径の度数分布を調べてヒストグラムにした．テン糞は最大

14mm,最小8 mm,平均10.51nmで，あまり広がりがなく9mm～1 2mmのものが多かった（図6).キツネ糞は
最大25Inm ,最小11mm,平均18 . 3,nmで，広がりが大き< ,  15mm～21Inmに中心があった（図7).サル糞は最
大27,nm ,最小191nm,平均23.4Inmであったが，わずか11個の計測である．クマ糞は最大38mm,最小25mm,平
均31 . 2inmであったが,5個のみの計測である．イタチ糞は3個のみで5 Inm～6 1nmであった．イノシシ糞は
2個のみで24mmと28mmであったノウサギ糞は楕円球であるが>7個の長径は最大221nm ,最小13mm,平均
17 . 7Inmであった．いずれの動物も幼獣の糞が混じる可能性があるため，最小値は意味をもたない また，
クマなどの水分が多い内容物を含む糞では，標本にするために糞を乾燥させた場合には糞の直径が半分ほ
どに減少することもあった．

4．糞内容の分析
記録した306個の動物糞について，内容物を水で洗い出して観察した．種子については広島大学総合科

学部の中越信和氏に，昆虫については広島市森林公園の坂本充氏に同定を依頼した．脊椎動物を始め，未
だ種レベルでの同定に至っていないものもあり，生物学的分類の範蠕に入らない内容物もあるため，分析
表の分類項目は便宜的なものになった．
( 1 ) テン

① 秋期： 秋期のテン糞は42個であった そのうちの20個(47.5％）に動物が，30個(71.4％）に植物
が含まれていた．動物を含む糞20個の内訳は，哺乳類が4個(9.5％)，鳥類が2個(4.8％)，昆虫類が13個

個数
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図 5 採 集 し た 糞 の 直 径 の 分 布 ( N = 2 6 5 )
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(31.0％)，その他の動物が9個(21.4％）あった．植物を含む糞30個は，すべて果実・種子であった．哺
乳類が含まれる4個については，黒灰色の糞に多量の短毛が見られるノネズミを食したもの3例，不明哺
乳類の毛塊1例であった．鳥類については羽毛とともに爪やうろこのある趾の皮なども見られ，小鳥を食
したものが2例あった．昆虫類がよく食されており，コオロギ，バッタ，キリギリス類に属する直翅目の
昆虫7例，クワガタムシ1例，カミキリムシ1例，不明鞘翅目の昆虫3例，不明昆虫1例が見られた．そ
の他の動物では，ムカデが1例の他，褐色のタール状動物質の糞が8例見られたが内容については不明で
ある．植物では果実が好んで食されており，アケビ7例，ミツバアケビ1例，マタタビ2例，サルナシ8
例，ヒサカキ6例，ヤマナシ（ナシ）2例を確認した．特に，アケビ・サルナシが多く食されており，10
月後半ではヒサカキが特徴的に食されていた．（図版1）
②冬期： 冬期のテン糞は35個であった．そのうちの18個（51.4％)に動物が，26個（74.3％)に植物

が含まれていた 動物を含む糞18個の内訳は，哺乳類が15個（42.9％)，鳥類が2個（5.7％)，両生類ま
たは爬虫類と思われるものが1個，昆虫類が2個，その他の動物が2個であった．植物を含む灘26個の内
訳は，草木繊維が10個（28.6％)，果実・種子が18個（51.4％)，作物が1個（29％)であった．
哺乳類を食べている鞠5個については，ノネズミが13例と多く，ノウサギが1例，不明哺乳類が1例で

あった．ノネズミは体毛，門歯，臼歯などで，ノウサギは体毛と骨片で確認した．不明ll甫乳類の1例は毛
塊を含んでいたが種を特定できなかった．鳥類の2個は風切羽などの羽毛および羽軸による確認である．
昆虫類の2個はオサムシ等鞘翅目の腹節を含んでいた．その他の動物の2個はサワガニと大型のカタツム
リであり、腹節や殻の小片が多量に含まれていた．

5

図 6 テ ン 糞の直径の分布 ( N = 1 2 1 )
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草木繊維を含む10個の糞のうちの6個は意外にもコケ（蘇類）を食した糞であった．これらコケの糞は
3月に臥竜山で5個，聖湖で1個採集しており，テンが冬期に特異的にかなりの量のコケを食べたことを
示している．果実・種子の18個はヒサカキ1例，ヤマナシ（ナシ）12例，不明種子5例で，特に，晩秋か
ら冬にかけてヤマナシ（ナシ）を特徴的に食していた．作物とした1個の糞はトウモロコシであった．
（図版2）

③ 春期： 春期のテン糞は22個であった．そのうちの21個（95.5％)に動物が，3個（13.6％)に植物
が含まれており，冬とは反対に動物への依存度が高かった．動物を含む糞21個の内訳は，哺乳類が19個
（86.4％)，魚類が1個（4.5％)，昆虫類が10個（45.5％)，その他の動物が1個（4.5％）であった．植

物を含む麓3個の内訳は，草木繊維が3個であった．

哺乳類を食べている19個については，ノネズミが9例，ノウサギが8例，食虫類が1例，不明哺乳類が
1例であった．ノウサギは体毛，臼歯または門歯から，食虫類は臼歯からの確認である．不明哺乳類はノ
ウサギやノネズミとは異なる灰色中長毛塊の検出による．ノウサギの割合が冬と比べて高くなっていたが，
ノウサギを食した糞のうちの6例は木束原で採集したものであり地域的なかたよりがあった．魚類のうろ
こや椎骨を含んだ糞を細見で採集した．テン糞からの魚類の検出はこの調査ではこの1例のみである．昆
虫類10個のうち7個からゾウムシ（オオゾウムシ他)，5個からオサムシ（オオオサムシ他）が特徴的に
検出された．その他の動物1個はサワガニである．（図版3）
④ 夏期： 夏期に排出したと考えられるテン糞は39個であった．そのうちの38個（97.4％)に動物が

含まれ，植物を含む糞は8個（20.5％)であった．動物を含む糞38個の内訳は，哺乳類が8個（20.5％)，
鳥類が1個（2.6％)，昆虫類が36個（92.3％)，その他の動物が1個（2.6％）であった 植物を含む糞8
個の内訳は草木繊維が2個(51%),果実が6個(15.4%)であった．
検出した哺乳類はノネズミ5例，ノウサギ1例，不明哺乳類2例である．鳥類は小鳥の羽毛が1例あっ

た．夏のテン糞の92.3％に含まれていた昆虫類の内訳は多い順にコガネムシ18例，セミ14例，カマドウマ
8例，クワガタムシ6例，バッタ5例，オサムシ4例，カミキリムシ3例，キマワリ3例，ハチ2例，ゾ
ウムシ1例，カマキリ1例，ヘビトンボ1例，不明昆虫2例であった．初夏にはセミ，盛夏にはコガネム
シ，クワガタムシ，晩夏にはカマドウマ，バッタを特徴的に食していた．セミはエゾゼミが多く終令幼虫
も多く含まれていた．コガネムシはオオスジコガネを好んで食べていた．果実ではクマイチゴ1例の他，
8月下旬から早くもサルナシ4例を確認した．（図版4）
⑤ 食性の通年性と季節変化： 以上に述べた糞分析の結果を表2にまとめた．通年の相対出現率を見

ると，最も多いのは昆虫類で31.0％であった．次いで果実・種子の27.4％，哺乳類の23.4％で，この3種
で全体の81.8％を占めており，昆虫類，果実・種子，哺乳類が芸北町においてはテンの主要な食物となっ
ていた．また，人為的な食物はトウモロコシが1例検出されたのみであった．

季節ごとに見ると，秋期は果実・種子の出現頻度が高〈（51.7％)，次いで昆虫類（22.4％)であり，哺
乳類は6.9％にすぎなかった．冬期は果実・種子(35.3％）と哺乳類(29.4％）が高く，コケなどの草木繊
維も19.6％を占めた．春期は哺乳類が55.9％と圧倒的に高く，昆虫類が29.4％であった．夏期は昆虫類が
66.7％と高く、次いで哺乳類(14.8％）であった．

以上，芸北町のテンは，秋はバッタなどの昆虫やノネズミを食べるとともに，アケビ，サルナシ，ヒサ
カキなどの果実を食べつなぎ，特に果実と昆虫への依存度が高かった．冬はノネズミを中心に食べながら
も，餌の不足をコケやヤマナシ（ナシ）などの植物や果実に依存していた．春はノウサギとノネズミを主
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哺乳類
鳥類
両生爬虫類
魚類
昆虫類
その他動物
果実・種子
草木の繊維
作 物

哺乳類……
鳥類･…･…
両生爬虫類
魚類･……
昆 虫 類 … …

その他動物
果実・種子
作物･…･・・
そ の 他 植 物

秋 期 冬 期 春 期 夏 期 通 年
N=42          N=35          N=22          N=39          N=138

綴出現率鬮現箪綴出現率､現箪綴出現率蝋現箪綴出現率鬮現箪綴出現率､現箪
19  86.4  55.9

3 1 3 ． 6 8 ． 9

29．4

3．9

2 . 0

3．9

3．9

35．3

19．6

2 0

1 0 0 ％ 3 4

表3 テンの食物リスト（数字は出現糞個数）

ノネズミ30 ノウサギ10 不明食虫類 1不明|哺乳類 5
不明鳥類 5
不明両生爬虫類 1
不明魚類 1
コオロギ・バッタ・キリギリス類12 カマドウマ 8カマキリ1
コガネムシ 1 8 オサムシ 1 0 ゾウムシ 8 クワガタムシ 7 カミキリムシ 4
キ マ ワ リ 3 セ ミ 1 5 ハ チ 2 ヘ ビ トン ボ 1
サ ワ ガニ 2 ム カ デ 1 カ タ ツム リ 1

サル ナ シ 1 6 ヤ マ ナ シ ( ナ シ ) 1 4 アケ ビ 8 ヒ サ カ キ 7 マタ タ ビ 2 ク マイ チゴ 1
トウモロコシ 1
コケ 6

食として他にゾウムシ，オサムシを特徴的に食するなど，動物を中心に食べていた．夏は昆虫への依存度
が高く，エゾゼミ，クワガタムシ，オオスジコガネ，バッタ類を食べつないでいた．表3に糞分析により
検出できた動植物をテンの食物リストとして示した．

( 2 ) キ ツ ネ

①秋期： 秋期のキツネ糞は29個であった．そのうちの27個(93.1％）に動物が，22個(75.9％）に植
物が,7個(24.1％)に雑物が含まれていた.動物を含む27個については昆虫類を食したものが25個(86.2％）
で，哺乳類のものが6個(20.7％)，鳥類のものが1個(3.4％)，その他の動物が1個(3.4％)あった．植物
を含む糞の内訳は草木繊維1個(3.4％)，果実・種子11個(37.3％)，作物14個(48.3％）であった 雑物を
含む糞の内訳は残飯1個(3.4％)，ゴミ4個(13.8％)，土4個(13.8％）であった．

哺乳類を含む糞6個の内訳は，ノネズミ4例，ノウサギ1例，不明哺乳類1例である．鳥類については

100％

22．4

15．5

51．7

1 0 0 ％ 5 1

8 20．5 14．8

1 2 ． 6 1 ． 9

100%    54 100%  197

表2 テンの食性とその季節変化
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中型の鳥の羽軸を確認したのみである．昆虫はこの時期の主食になっており，バッタ・コオロギ・キリギ
リス類に属する直翅目の昆虫19例，カマドウマ1例，カマキリ3例，コガネムシ1例，オサムシ1例，不
明鞘翅目の昆虫4例，不明昆虫が1例あり，大量の昆虫だけで構成された糞もあった．植物も果実と作物
を中心に多く食されていた．糞に含まれている種子と果皮から，ヌルデ3例，クリ2例，サルナシ2例，
ヒサカキ1例の果実と，イネ8例，トウモロコシ3例，ウリ類4例，ナシ4例，カキ1例，リンゴ1例の
畑作物を確認した．特にイネモミは少量ずつであるが8個の糞に見られた．また，トウモロコシについて
も3個に見られ，そのうちの1個は1､ウモロコシのみの糞であった．残飯の1個はワカメである．ワゴム
2例，サンダルの切れ端1例，ナイロン1例など加工物の雑物が特徴的に含まれ，また，土の塊でできた
糞が2例，不明砂様物が2例見られた（図版5）
② 冬期： 冬期のキツネ糞は17個であった そのうちの12個(70.6％）に動物が，9個(52.9％）に植

物が，8個(47.1％）に雑物が含まれていた．動物を含む糞12個はすべて哺乳類を食した糞であった 植
物を含む糞の内訳は草木の繊維が4個(23.4％)，果実が5個(29.4％)，作物が3個(176％）であった．
雑物を含む糞の内訳は残飯5個(29.4％)，ゴミ6個(35‘3％）であった．
哺乳類を食した糞はノネズミが6例，ノウサギが6例であった．果実を食した糞5個には7種の種子と

果肉が含まれていたが同定できていない．作物とした3個からはリンゴ様種子1例，ナシ1例，カキ1例
を検出した．残飯とした糞からは唐揚のチキンと思われる骨片2例，ワカメ3例，鶏卵殻2例，ニナの口
蓋と思われるもの2例が見つかった．ゴミとしては輪ゴム2例，ポリエチレン・ナイロン片4例が見られ
た．（図版6）

③ 春期： 春期のキツネ糞は19個であった そのうちの17個(89.5％）に動物が，8個(42.1%)に植
物が,11個(57.9％)に雑物が含まれていた.動物を含む糞の内訳は哺乳類12個(70.6％),鳥類2個(10”5％)，
昆虫類4個(21.1％）であった.植物を含む糞の内訳は草木繊維5個(26.3％)，作物4個(21.1％)であった．
雑物を含む糞の内訳は残飯6個(31.6％)，ゴミ8個(42.1％)，土1個(5.3％)であった．
食されていた哺乳類はノネズミ11例，ノウサギ1例，鳥類は小鳥1例，ニワトリ1例，昆虫類はゾウム

シ2例，オサムシ1例，マイマイカブリ1例，コメツキムシ1例であった．
作物としては，カボチャ種子1例，ウリ種子1例，インゲン1例，イネモミ2例を検出した．残飯とし

たものにはチキンの骨片3例，ワカメ2例，魚のあらと思われる骨2例である．またゴミとしてはナイロ

ン袋片4例，キャンディ包み紙1例，銀紙1例，牛乳パック片1例，加工跡のある竹の小片1例，カンナ
くず1例があった．ナイロン袋や銀紙には焼けこげているものが3例あり，ゴミを焼いた後の残飯をキツ
ネがあさっているらしいことを示している．（図版7）

④ 夏期： 夏のキツネ糞は11個であった．11個全部(100％)に動物が，5個(45.5％）に植物が，3個
(273％）に雑物が含まれていた．動物を含む糞の内訳は，哺乳類が4個(36.4％)，鳥類が1個(9.1％)，
魚類が1個(9.1％)，昆虫類が11個(100％)ですべての糞に昆虫が含まれていた．
食されていた哺乳類はノネズミ2例，ノウサギ1例，不明哺乳類1例で，鳥類は羽軸の大きさからハト

大の中型鳥であった．魚類は中型魚の椎骨であったが残飯の可能性もある．昆虫ではコガネムシがすべて
の糞に含まれ，バッタ類に属する直翅目の昆虫3例，カマドウマ3例，クワガタムシ3例，オサムシ1例，
カミキリムシ2例，ゾウムシ1例，キマワリ2例，セミ1例であった．果実は不明果皮2例，作物として
はブドウ，ウリ，トウモロコシ，モモ，イネモミが各1例づつ検出された．加工物としてはナイロン袋片
1例，銀紙1例，新聞紙と思われる字の読める印刷物片1例力瀧認できた．（図版8）
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哺乳類
鳥類
魚類
昆虫類
その他動物
果実・種子
草木の繊維
作物
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ゴミ
士
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表5 キツネの食物リスト（数字は出現糞個数）

ノネズミ23 ノウサギ 9不明哺乳類 2
不 明 鳥 類 3 ニ ワ ト リ 1
不明魚類 1
コ オ ロ ギ ・ バ ッ タ ・ キ リ ギ リス 類 2 2 カ マ ド ウ マ 4 カ マ キ リ 3

コガネムシ 1 2 ゾ ウムシ 3 クワガタムシ 3 オサムシ 3 カミキリムシ 2
キマワリ 2 コ メツキムシ 1 セミ 2 マイマイカブリ 1
ヌ ル デ 3 サル ナ シ 2 ク リ 2 ヒ サ カ キ 1
イネ 1 l ウ リ 類 7 ナ シ 5 ト ウ モ ロ コ シ 4 リ ン ゴ 2 カ キ 2 カ ボ チ ャ 1
ブ ド ウ 1 モ モ 1 イ ン ケ ン 1

コ ン ブ ・ ワ カ メ 6 チ キ ン 5 魚 の あ ら 2 卵 殻 2
ポ リ エチ レン ・ ナ イ ロ ン ・ ビニール 類 1 3 ワ ゴム 4 紙 類 2 銀 紙 2 木 ・ 竹 く ず

⑤ 食性の通年性と季節変化： 以上に述べた糞分析の結果を項目ごとの相対出現率として表4にまと
めた．通年の相対出現率を見ると，昆虫類と哺乳類が多く，それぞれ234％，19.9％であった．次いで多
いのは作物と果実で，それぞれ14.1%, 10.5%であった．その他にゴミが12.3%,残飯が7.0%あった．
作物，残飯，ゴミの人為的食物の占める割合が合わせて33.4％にも上った．
季節ごとに見ると，秋期は昆虫類の出現頻度が高く(36.8％)，次いで作物(20.6％)，果実・種子(16.2％）

であり，哺乳類は8.8％にすぎなかった．冬期は哺乳類の占める割合が最も高く34.3％となり，次いで残
飯と果実・種子が共に14.3％であった．残飯，ゴミの割合も高く，作物と合わせて人為的な食物への依存
度は40.0％になっていた．春期も冬期と同様な傾向を示し，哺乳類が28.6％，残飯14.3％，草木繊維11.9％
などであった．ゴミの割合が19.0％とさらに高く，人為的食物の占める割合は43.8％にもなっていた．夏
期は昆虫類への依存性が高く，昆虫類が42.3％を占めた．人為的食物の割合は23.0％にとどまっていた．

表4 キツネの食性とその季節変化

春 期 夏 期
N=19          N=11

綴出現率閣現箪綴出現率M現箪綴

通 年
N =76

出現率襯現豊

3  2 7 3  1 1 . 5
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以上，キツネは秋には主としてバッタ，コガネムシなどの昆虫とトウモロコシ，ウリなどの作物，自然
の果実を食している．冬はノウサギやノネズミなど哺乳類への依存度が高くなる一方，残飯やゴミへの依
存度も高い．春にはノネズミ，ノウサギなどの哺乳類を食するとともに，残飯，ゴミへの依存度がもっと
も高くなっていた．夏はコガネムシなどの昆虫類を中心に哺乳類，作物，果実，ゴミなどを食べているこ
とがうかがえる．以上の結果を，キツネの食物リストとして表5に示した

(3 ) サル

サルの糞は秋に2個，冬に5個，春に1個，夏に3個の計11個を採集し，採集地点は吉見坂7個，空城
3個，才乙1個であった．動物を含むものが1個，植物を含むものが11個，雑物を含むものが2個あった．
動物はコガネムシ1例のみで，植物を含む糞11個は単子葉植物の葉茎や樹皮や根などの植物繊維が8例，
アケビ，サルナシ，ヌルデ，ツタウルシ，クマイチゴ，ガマズミ属など果実の種子が8例，イネモミなとﾞ
作物が2例あった．雑物の2個は根を食べたときに一緒に食べたと思われる土や小石であった．（図版10）

( 4 ) ク マ

クマと特定した糞は5個で，大暮，空城，草安，木束原，川小田で採集した．大暮の路側で1992年9月
8日に採集した糞は,直径30mm ,合計長200mmで,短冊切りにしたニンジンやコンブ片が多く含まれており，
残飯を食したものと思われた．同年9月24日に空城の大規模林道で見た糞は，直径25mm,合計長280mmで
アキグミの単食糞であった．同年10月8日に草安の路側で採集した糞は，直径31mm,合計長300mmで，イ
ネモミの単食糞であった．木束原の糞は，1993年5月13日にカラマツ林の中で発見したもので，直径38mm ,
合計長6 10Ininと5個中最大であった．水分の多い柔らかい植物を多く含み，内容物としてはササの茎とタ
ケノコが確認できたが，周囲にはヒメザゼンソウと一部バイケイソウも含む食痕が多数あった．川小田の
糞は同年7月29日にみどりの広場入口にあったもので，直径321nm ,合計長1 90mmであった．よく消化され，
内容物はほとんどわからなかったが，水洗するとウリの種子が5個出てきた．この他にもクマの可能性の
ある糞があったが，特定できないので不明糞とした．（図版9）
以上，クマ糞については採集個数が少ないため周年の食性などは不明であるが，残飯や作物も検出して

おり，人家への接近が示されていた．

( 5 ) イタ チ

イタチの糞は冬に空城で1個，夏に大暮で2個採集し計3個であった
糞にはオオスジコガネ2例，バッタ1例，サワガニ1例が含まれていた

冬の糞にはノネズミの毛，夏の

(図版10）

( 6 ) イノ シ シ

イノシシの我は夏に2個，それぞれ枕・米沢間と大暮で発見したのみである．ともによくこなれた糞で，
1個は基質は不明であったが，カマドウマやコガネムシの他に文字の読める新聞紙片が含まれていた．も
う1個はモミやトウモロコシ片を含む餌料様の糞であった．（図版10）

( 7 )ノウサギ
ノウサギの糞7個はすべて冬に発見したもので，才乙で5個，大暮，空城で各1個ずつ採集した．細か
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い植物の小片で，植物種は不明である．（図版10）

( 8 ) 不明糞

種を特定できなかった不明糞が37個あったが，この中には興味深いものが含まれていた．1993年4月22
日に樽床と臥竜山で見つけた糞はともに黒灰色を呈し，それぞれ直径が29Inmと23mm,全長が160mm, 110'nm
と太く短く，数頭分のノネズミを食した特異な糞である．キツネにしては大き過ぎるため，クマやイノシ
シ，ノイヌなどの可能性も考えられるが，いずれにしても一度に数頭分のノネズミを食していることが興
味深い．

もうひとつは1993年4月2日に大暮で見つけた2つの糞で，長径約40mmと75mm,ともに少量ではあるが
黒緑色のタール状を呈した軟便である．内容は不明であるが，クマがヒメザゼンソウを食べた後の軟便の
一部である可能性もある．

考 察
1．糞の種別構成について

今回の調査では，時速約5kmで道路を走り，車上から発見した糞を無作為にすべて採集することによっ
て糞の発見頻度に若干の定量性をもたせた．記録した糞306個の種別構成は，テン45.1％，キツネ24.8％，
サル3.6％，ノウサギ2.3％，クマ1.6％，イタチ1.0％，イノシシ0.7％，不明20.9％であった．糞は確か
な生息痕であり，この構成比はある程度生息数を反映していると考えることができる．テンとキツネの糞
の発見頻度が高いことは，この両種が芸北町に多く生息していることを示しているし，サル，ノウサギ，
クマ，イタチは個体数が少ないと考えられる．このことは夜間に定期巡回調査をして目視確認をした足利
(1994)の報告において種別発見頻度が，キツネ46.1％，タヌキ36.3％，テン7.0％，イタチ2.9％，ノウサ
ギ2.3％，クマ1.2％であることと基本的に一致している．

発見した糞の種別構成と目視確認による種別発見頻度の比較において，テンの糞の発見頻度が個体の目
視頻度を大きく上回っていることが興味深い．このことはテンが道路上に積極的に糞を排出することを示
唆している．多くの研究者の著書（門lll奇1996,安間1 985)に見られるように，テンは目立つものの上に糞
をする習性をもつ．実際にテンの糞は，路側の縁石や側溝の縁やコンクリートで補修した崖の路肩など道
路の構造物の上に意味ありげに置かれていることが多く，数個の糞がまとめて置かれている場合もある．
テンはなわばりの主張など何らかの目的のために，道路を積極的に利用していることが考えられる．
今回の調査のほとんどは林道などの路上で実施されたものなので，道路を歩かない動物や路上に糞をし

ない動物は検出できない．キツネは道路をよく利用する動物であり（安間1985)，この調査においても糞
の発見頻度は高かった.一方タヌキは,足利の目視調査ではタヌキの発見頻度はキツネに次ぐ36.3％もあっ
たが，今回調査区とした路上においてはタヌキの糞は確認できず，また蕊場も見なかった 池田(1978)や
安間(1985)に見られるように，タヌキは薮の中のタヌキ道に糞場をつくるためと思われる．しかし，調査
ルート以外では芸北町の林道上においてタヌキの糞場を確認しており，タヌキが全く道路に糞をしないわ
けではない．このような場合の道路上の糞場の意味も興味深い．
イノシシについては掘り跡などの生息痕は頻繁に見ることができたが，路上にはあまり糞をしない動物

らしく糞の発見はわずかに2回であった．芸北町にかなり多数のイノシシが生息していることは上野ら
(1996)によって確認されており，糞の発見機会が少ないのはイノシシの生息数が少ないためではない．渡
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辺(1986)もまた，イノシシの糞は見つけにくいことを述べている．
ノウサギの生息数が少なくなっていることが芸北町住民の間で聞かれる．今回の調査においてもノウサ

ギ糞の発見頻度はキツネやテン糞と比べてずっと少なかった．ノウサギ糞の発見が冬期に限られていたこ
とについては，積雪で不通になった林道がノウサギにとって安全な場所となり，路上に現れ糞をしたため
と思われる．糞粒数からノウサギの生息数を推定する方法がある渡辺(1986)によると，ノウサギは1頭
が1日に300粒もの糞をする．調査中に発見したノウサギ糞が1年間で合計7粒であったことは，あまり
路上に現れない動物であることを考慮しても，芸北町での生息数が多くはないことを示唆している．ノウ
サギの減少の要因については，捕食者であるキツネやテンの増加と関係があると考えられる．

2．糞の分布について
23調査区の1km当りの平均糞発見頻度は1.32個であった．この数値については現時点においては意味を

もって比較することができないが，将来同様な調査を実施した時にこれらの哺乳類の生息密度の変化を相
対的に知る材料になると思われる．
テン糞は23調査区中19地区で，キツネ糞は18地区で見られており，両種はともにほぼ芸北町全域に生息

しているが，テン糞は木束原，臥竜山，掛頭山，空城，吉見坂，大暮，大谷など人家の少ない山間部に多
く，キツネ糞は溝口，隠岩，土橋，川小田，細見，才乙など概して人里に多いといえる．このことは後述
するテンとキツネの人的環境への依存性の違いを表しているように思える．

3糞の直径について

野外での糞採集による調査では，種の特定が一番問題になる．特に，イタチ，テン，キツネ，サル，ク
マなど短棒状の糞をする動物の特定が問題となる場合が多い．今回の調査では，糞の最大直径をノギスで
計測した．その分布を示すヒストグラムでは，テン糞は8～1 4mmの範囲にあり，特に9～1 21nmに顕著に集
中していた．一方，キツネ糞は11～25Inmの範囲にあって特に15～21mmに緩やかに集中しており，糞の最大
直径において両者は重なりが少なく，テン糞とキツネ糞とは幼獣を除いて基本的に分離することが可能で
あるとの結果を得た．

4．糞分析の結果について
今回の調査では，糞力塒定できた哺乳類7種の内のテンとキツネについては糞分析により芸北町での各

季節の食性の一端を知ることができた．
芸北町のテンは，秋は果実と昆虫，冬は果実と哺乳類と草木繊維 春は哺乳類と昆虫，夏は昆虫と哺乳

類を主食とする季節的変化を示し，また，年間の食物としての割合では昆虫が30.6％，哺乳類が26.8％，
果実が24.5％と，動物食が強い雑食性を示していた．このことは奥秩父連峰（山岸1988）や南アルプス茶
臼岳（鳥居1989）で行ったホンドテンの糞分析の調査結果と基本的に一致している．さらに，鳥居（1989）
が指摘しているように季節ごとに特定のものを食べる傾向があり，芸北町では春から秋にかけてオオゾウ
ムシ，エゾゼミ，オオスジコガネ，バッタ類，アケビ，サルナシ，ヒサカキ，ヤマナシ（ナシ）など特定
の食物をそれぞれの時期に集中して食べていた．ゾウムシ・コガネムシなどの鞘翅目の昆虫，バッタ類な
ど直翅目の昆虫，アケビ，サルナシなどマタタビ属の果実は山岸（1988）や鳥居（1989）の調査においで
も選択的に食されており，各地のテンが共通して好食する重要な食物と言える．また，セミやヒサカキも
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鑛ら（1991）のツシマテンの食物リストにおいて季節的に重要な食物となっており共通している．その他，
芸北町のテンに見られたオオスジコガネの集中的捕食は，オオスジコガネが植林の害虫であることに関し
て，テンが天敵となっている可能性を示しており，興味深い．
テンに関しては，芸北町においても自然への依存度力塙い暮らしをしているといえる．テンの糞からは

雑物がまったく検出されず，人為的食物としてはトウモロコシが1例検出されたのみで，人間の生活への
依存性がほとんど見られなかった．また，木束原ではノウサギの歯や骨片が含まれるテン糞を多数採集し
ており，テンがノウサギを捕食したことが分かる．また,臥竜山では冬期にコケを食べた糞が多く見つかっ
ている．これらのコケは消化されておらず，胞子体を発生させているものもあり，食物とは言いがたい．
食物の不足する冬期に飢えをしのぐために食されたものと思われる．

キツネに関しては，テン以上に雑食性が示されたが，重要なことは人為的食物がキツネの食べものとし
て大きな比重を占めていることである．このことは渡辺（1986）や三沢（1979）によって，人為的影響の
大きい環境に生息するキツネは作物の食害や残飯あさりなどにより人間の生活への依存性が高いことが指
摘されているが，芸北IIU.においても，イネ，トウモロコシ，ウリなどの作物，残飯から出たと思われるチ
キンやワカメの他に，輪ゴム，ナイロン袋や銀紙など全く食物とは言えない人工物まで食べており，作物，
残飯，ゴミなど人為的食物の出現頻度は33.5％にも上っていた．

キツネは元来，林縁部を行動圏として里山に住む動物である（中園・西村1990，武田津1974)．中園ら
(1990)は，残飯類ならびにコガネムシなど灯火に集まる昆虫が食物供給源となってキツネが集落周辺に定
住していることを指摘している．今回の糞分析の結果は，キツネの通年の食性において，人為的食物が
33.5％,昆虫類が23.4％を占め，中園らの指摘を強く裏づけていた．中園らの指摘は，芸北町のキツネが
植林などによる森林の食物供給力の低下と狩猟圧の低下を背景にして，人家に接近・依存する過程を分か
りやすく説明している．キツネの人間生活への依存化は，クマ・サルの人里への出没や都市周辺における
タヌキの餌付け問題とも共通性が見られ，これら雑食性の野生動物全般に係る問題として，人間の生活が
野生動物に及ぼす影響の複雑さを示している．

クマに関しては，今回の調査では確実性の高い5個のみをクマ糞とした．例数が少なく分析が進んでい
ないため多くのことは言えないが，イネモミを食べた糞が2例，ウリを食べた糞が1例見つかっており，
かねてより指摘されているクマの農作物への接近を裏付ける結果を示した．また，今回不明糞とした糞の
中で，早春に数頭のノネズミを一度に食した糞と黒緑色のタール状の糞がクマの錐である可能性も含んで
おり，興味深い．さらに，木塚原で採集したクマの糞のそばに，ヒメザゼンソウとともに有毒のバイケイ
ソウの食痕がみられたことも興味深い．
サル，イタチ，イノシシについては，採集できた糞の数が少なく，食性の傾向は分からなかった．
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摘 要
11992年9月から1993年8月までの間，広島県山県郡芸北町において中大型哺乳類の糞を調査採集し，

糞分析を行なった．
2 採集した306個の糞の種別構成は，テン45.1％，キツネ24.8％，サル3.6％，ノウサギ2.3％，クマ1.6％，

イタチ1.0％，イノシシ0.7%,不明20.9%であった．また,  1kinあたりの平均糞発見頻度は1.32個であっ
た．

3 テンは，秋は果実と昆虫，冬は果実と哺乳類と草木繊維，春は哺乳類と昆虫，夏は昆虫と哺乳類と果
実を主食とする食性の変化を示し年間の食物としての割合では昆虫が30.6％，哺乳類が26.8％，果実
が24.5％であった

4 キツネは，秋には昆虫と作物と果実，冬は哺乳類と残飯と果実，春は哺乳類と残飯，夏は昆虫と哺乳
類を主食とする食性の変化を示し，年間の食物としての割合では昆虫が22.2％，哺乳類が21.8％，作物
が12.6％，果実が9.5％，残飯が7.5％であった

5 テンは人為的食物への依存性が見られず，一方，キツネは作物，残飯など人為的食物への依存性が強
い実態が示された．糞の分布においても，テン糞は山間部に，キツネ糞は人里に多い傾向が示された．
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キツネ糞の発見状況石の上に発見
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サル の 糞

A : E -119サル糞の発見状況ガードレール下に発見 吉見坂

B : E - 1 1 9 木 の 根 や 種 子 を 含 む サル 糞 吉 見 坂
C : E - 2 5 4ツタウルシの種子を含むサル糞 吉見坂
D ; E - 2 57植物繊維とコガネムシ類を含むサル糞 吉見坂

イタチの糞

E : E - 2 7 6 川 岸 護 岸 上 に 排 出 さ れ た イタ チ 糞 大 暮

F : E - 2 7 5 カ マ ド ウ マ を 検 出 大 暮

イノシシの糞

G : E - 2 9 8 林 道 に 排 出 さ れ た イノ シ シ 糞 米 沢
H : E - 2 9 8 文 字 の 読 め る 紙 片 を 検 出 米 沢

ノウサギの糞
I : E - 1 2 7 路 側 に 排 出 さ れ た ノ ウ サ ギ 糞 空 城
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