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-発刊にあたって・

こ の小 冊子は、 静岡大学の増沢先生の御好意 によ り 、 先生 の 2 回 にわ

た る ご 講演を も と に執筆し て いただ い た 初 版 を も と に、 こ のたび最 新の

知 見を加 え て 新た に書き 下 ろ し て いただ い た も の です。 富 士 山 の厳 し い

環境の も と にあ る 高 山 帯 で、 植物が ど の よ う に育 ち 、 子孫 をふや し、 生

活の場を広 げて い る か 、 興味深 く ま た分か り やす く 書かれてお り 、 砂防

のみな ら ず高 山 にお け る 植物 にたず さ わ る も の にと っ て大 い に参考 にな

る も の と 考 え て い ま す。

先生は大学 で教鞭を と ら れ る か た わ ら 、 極地植物の研究 の 一環 と し て

富士 山 の五合 目付 近の植物 群落 に、 深 い 愛情と 興味 を も たれて研究 を さ

れて い ま す。 そ の成果はわが 国のみな ら ず 世界的 にも 高 く 評価さ れて い

ま す。 富士砂 防工事事務所 では 、 先生の ご指導を 受 け な が ら 増 沢研究 室

のみ な さ ん と 一緒に、 大沢崩 れ を 緑にす る には ど う すれば よ い か につい

て考 え 、 取 り 組ん でお り 、 そ の 内容 は こ の 冊子 にも い く つか 紹介さ れて

い ま す。

私 た ち は、 大沢崩れの植生 の回復は富士 山 自身の植物 によ っ て進ん で

行 く こ と が理想 と 考 え て お り 、 今ま での研究や試験 によ り 富士 山 の植物

は 緑 を 回復 さ せ 斜面 を安定 さ せる 能 力を 持 っ て い る こ と が分 か つ て き ま

し た 。 砂防事 業を 通 し て植物の能 力が効果的に発揮でき る よ う お手 伝い

を す る こ と が私 た ち の役 割と 考 え て い ま す。

今も 崩壊を 続け 、 深 く 広 く な り 、 土石 流を 発生 さ せて い る 大沢崩れが、

やがて植生 を 回復 し 、 安定す る こ と によ っ て 、 下 流域への 土砂災害が軽

滅さ れ る と 考 え てい ま すが 、 私 た ち の取 り 組みは始ま っ た ばか り です。

こ れか ら も 増沢先生の ご指導を い ただ き な が ら 、 富士 山 と い う 大 き な 課

題に向 か つ て 行き た い と 考 えて い ま す。

平成10年 1月

建設省 中部地方建設局 富士砂防 工事事務所

所長 星 野 和 彦
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-ま え が き・

静岡大 学理学部

教授 増 沢 武 弘

富士 山 の高 山 帯や亜高 山 帯 に生育 し て い る 極 限環境 の植物 を調 べ始 め

て 、 20年 にな り ま す。 極 限環境 と は、 文字ど お り 生物が生活 し、 子孫を

残 して い く こ と が でき る 限界 ぎ り ぎ り の環境の こ と です。 そ の よ う な場

所 に生活 し て い る 植物 を 、 い ろ い ろ な 角度か ら 調査 ・分 析し て き ま した。

そ の結果、 それ ら の植物が も っ て い る 興味深い性質の い く つか を 明 ら か

にす る こ と が でき ま した。

極 限環境 には、 森 林限界付 近や火 山荒原、 あ る い は亜高山帯の一部が

含ま れ ま す。 そ う い っ た環境 の 中 では、 植物は いつ も 安定 し で生 き ら れ

る わ け では あ り ま せん 。 温 度、 光、 水分な ど 、 い ろ い ろ な 環境条件の 変

化 にう ま く 対応 しな が ら 生き て い ま す。 子孫 を た く さ んつ く る こ と も あ

れば、 と き には 子孫 を残せな い ま ま 枯れて し ま う こ と も あ る の です。 こ
かくらん

の よ う に、 植物 に大 き な影響 を与 え る 環境 の 変化 を、 研究上 「撹乱」 と

よ ん でい ま す。 自然の 現象 の 中 で「撹乱」が生 じる と 、 植物 は ほ と ん ど

の場合枯死す る 方 向 に向 か い ま す。 こ の 「撹乱」 は、 自然にお こ る 場合

も あ り 、 人 為的 にお こ る 場合 も あ り ま す。 「撹乱」 がお き て植生が失われ

た場所は、 植物 の遷移の法 則に従っ て、 長 い 間には ほ と ん ど が元の状態

に戻っ て い き ま す。 し か し場合 によ っ て は、 遷移が進行せず元の状態 に

戻ら な い ほ ど の 撹乱が生ず る こ と も あ り ま す。 一般 には、 一度壊 さ れて

し ま っ た 自然は 簡単 には元 に戻ら な い、 と い う こ と を知 ら な ければな り

ま せん 。

植物の遷移の過 程を 高 山 帯や亜高 山帯 で調ベて い る と 、 も はや元 に戻

ら な い の では な い か と そ の場 で感じる よ う な 撹乱を 目にす る こ と が あ り

ま す。 それは人 為的 な 撹乱が ひ ど く お き た場合や、 大 き な 雪崩 や 噴火が
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お き た場合 な ど です。 そ の よ う な と こ ろ でも 非常に長 い 時聞が経てば、

自然の 力で少 しずつ植生は元の状態 にも ど っ て い く も の と 思われま す。

現在、 多 く の 人 々 が、 そ の よ う な 撹乱がお き た場所 を 少 し でも はや く 元

に戻すた め の 努力を し て い ま す。 何千年、 何万年 と かか っ て でき た 自然

を、 ご く 短 期間 に人 間 の 都合 で壊 し て し ま っ た こ と に対 して 、 それ ら を

何と か しな ければな ら な い と い う 考 え が、 主流にな っ て き て い る か ら で

す。 人が手 を加 え て植生 を元の状態 に戻す場合 には、 それな り の 「 き ま

り 」 が あ り ま す。 こ の 自然界の ルールを よ く 知 り 、 勉強し て お か な けれ

ば、 植生は 人 間本位の不 自然な 方 向 に進ん でし ま う 危険が あ る の です。

こ の本の 中 では、 主と し て極 限環境 に生育す る 植物の 形や、 生 き てい

く 上 での性質 を 紹介し て い ま す。 それ と 同時 に、 撹乱さ れた場所の遷移

が進行 し て い く 上 で、 そ こ に生 き る 植物が ど の よ う な役 割を はた し て い

る か と い う こ と も 説明 し ま した。 私 た ち と 富 士砂防工事事務所が、 長 い

間行 っ た共 同 の調査 と 分 析か ら 、 高山帯か ら 亜高 山 帯 にか け て 撹乱のお

き た場所 での植生回復 にそ の性質が も っ と も う ま く 生かせる 植物 も 、 明

ら か にな って き ま し た。 植物の 種類と し て は、 フ ジア ザ ミ が 適し て い る

の では な い か と い う こ と がわか っ て き て い ま す。 ふつ う 、 植物の遷移は

草本植物か ら 木本植物へ と 進ん でい き ま す。 富士 山 の高 山 帯 ・ 亜高 山 帯

でも そ の よ う に変化す る も の と 思われま す。 そ こ で、 撹乱の起 き て い る

地 域の植生 に手 を 貸す試み と して、 ま ず草本植物 であ る フ ジア ザ ミ の性

質 を生か し、 土壌を 安定 さ せ る こ と を 考え ま し た 。 ま た、 土壊が あ る 程

度安定 し た ら 、 遷移の 次の段階 であ る 木本植物 の定着 につ い て も 考 え な

く て は な り ま せん 。 現在は、 最初 に定着す る 木本植物 の 中 では、 ミ ヤマ

ハ ン ノ キが も っ と も 適 し て い る の では な いか と い う 方 向 で実験を進 め て

い ま す。

こ の本の 内容 は、 以前 に 「富士 山 の極 限環境 に生 き る 植物 た ち」 と い

う 題でま と め ら れた も の ですが、 そ の後得 ら れた 多 く の 新し いデ ータ か

ら い ろ い ろ な結果が得 ら れ、 成果があ が り 、 研究 も 進み ま した。 そ の 新

E 



し い 資料な ど も 加 え て、 改め て 1冊の本 にま と め ま し た 。 こ の本は小 中

学生の皆 さ ん にも 理 解でき る よ う に、 でき る だ け 努力し ま した。 自然か

ら 学ぶ も の は、 ま だ ま だ た く さ ん あ り ま す。 フ ジア ザ ミ や ミ ヤ マ ハ ン ノ

キ な ど につ い て も 、 そ の性質や、 生活の仕方な ど を よ く 知 り 、 さ ら に研

究 を進 め な ければな ら な い と 思 っ てい ま す。
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]-植物の分布
1-1 植物の水平分布

富士 山 の高山 植物の種 類や分 布状態 は 、 ま わ り の 南ア ル プス や北 ア ル

プス の も の と は 、 だ いぶ違 っ て い ま す。 こ の違い は 、 過去の地 史的過 程

を さ ぐ っ てみ る こ と に よ っ て理 解でき ま す。 現在 日 本の高 山 にみ ら れ る

多 く の植物 の分 布は 、 北極や 南極 でみ ら れ る 「氷河 」の影響 を 受 け て い

ま す (写真1-1) 。 現在の 日 本 列島では 、 氷河を 見る こ と は でき ま せん が 、

氷河が 発達 し て い た約 1 万5 千年前 に は 、 南ア ル プス付 近に ま で氷河が

達 し 、 静岡や富士宮 も 氷河の影響 を 受 けて い ま した。 い ま 高 山 に 分 布し

て い る 植物 と 同

じ種 類の も のは 、

当時、 平地 に も

分 布し て い ま し

た。 それが 、 間

氷期に な り 、 氷

河の後 退と と も

に 平地 では 姿 を

消し て 、 標高 の

高い高山に 逃れ 、

そ こ で生 き 残 っ 写真1 -1 氷河 ( グリ ー ン ラ ン ド)

た と い う わ け です。 し た が っ て 、 北極 と 日 本の 高 山 に 生育 し て い る 一部

の植物 は 、 同 じル ー ツ を も っ仲 間な の です。 現在、 日 本 で「高 山植物 」

と い われて い る 多 く の も の は 、 こ の氷河 期に 日 本 列島に や っ て き た も の

を さ し て い ま す。

と こ ろ が 、 日 本の高山 でみ ら れ る 代表的 な 高 山植物 の ほ と ん ど は 、 富
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士 山 には生育 し

て い ま せん 。 な

ぜ でし ょ う か。

富 士 山 が今の よ

う にき れ い な 円

錐形 の 山 にな る

ま での過 程を考

えてみま し ょ う 。

一番最近 の氷河

期であ る ウル ム

氷期は 1万5 千

年ほど前 でした。

そ の 頃 は 、 富士

山 の頂上か ら の 仁コE高山帯針葉樹林

噴火がお さ ま り 、 仁二1低山帯森林

ほ ぼ現在の形が 図 1 -1 富士山 の植生分布 を上か ら見た図

でき あ が っ た 時期と 言われて い ま す。 そ の 時は ま だ 火 山 活動が終わ っ た

ばか り で、 富 士 山 に植物が 入り 込む余地 は あ り ま せん でし た 。 した が っ

て 、 富士 山 は 「 ウル ム 氷期」の後 にそ の姿が 整っ た 新し い 独立 峰で、 噴

火の後 に生育 し は じ め た植物 た ち を 独自に育 て て き た の です (図1-1 ) 。

それ ら の 中 には 、 と く に富 士 山 を 中 心 に分 布し 、 富 士 山 にも っ と も 多

く み ら れる も のがあ り ま す。 『富士 』の 名がつい て い る 「フ ジアザ ミ J (キ

ク 科) 、 「フ ジ イバラ J (パ ラ 科) 、 「フ ジオ ト ギ リ J (オ ト ギ リ ソウ科) 、 「フ

ジザ ク ラ J = íマ メ ザク ラ J ( バラ 科) 、 「フ ジテ ン ニン ソウJ ( シソ科) 、 「フ

ジ ハ タ ザオJ (ア ブ ラ ナ科) 、 「カ ラ マ ツ J = íフ ジ マ ツ J (マ ツ 科) な ど が

それ にあ た り ま す。
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1-2 植物の垂直分布と森林限界

富士 山 は き れ い な 円 錐形 の 独立 峰であ る た め 、 上空か ら 見る と 、 円 錐

を水平 に切 っ た よ う に植物が分 布し て い ま す。 植物 の分 布は標高 によ っ

て 変化 し て い て 、 そ の 変化 の仕方 を 「垂直分 布」と 呼ん でい ま す。 標高

が増す と 、 100m ごと に約O .60Cずつ 気温が下が り 、 高い所 ほ ど 気象条件

が厳 し く な っ て い き ま す。 そ し て あ る 高 さ か ら 上方 では 、 植物は生 き て

い く こ と が でき な く な り ま す。 植物 を木 と 草 と に分 け る と すれば 、 専門

用 語では木を 「木本植物 」、 草を 「草本植物 」と 呼びま す。 高山 では 、 標

高が高 く な る ほ ど 植物 にと っ て環境条件が厳 し く な る た め 、 山 麓 の森や

林に生育す る 樹木の高 さ に対 し て 、 標高 の高 い と こ ろ の樹木は少 しずつ

樹高が低 く な っ て い き ま す。 そ し て 、 木本植物が森 林と い う 形 を 維持 で

き な く な る 位置 を 、 「森 林限界 」と 呼び ま す。

こ の場所 は生物学 ではた いへん意味の あ る 場所 です。 林の形 を保 っ て

い た も のが 、 森 林限界 線を境 に草原 の形 に移 る と い う 、 植生 の い わ ば 劇

的な 変化が 見ら れ る か ら です。 高 い 山 に登 る 時 、 例 え ば北ア ル プス や南

アル プスな ど では 、 一一『
ー一一一一一一一2

ま ず 、 か な り 長 い

間 、 林の 中 を登 っ

て い き ま す。 そ し

て徐々 に樹木が少

な く な っ た と 思 う

と 突 然き れい な お

花畑 に出 ま す。 森

林限界を越 え た 瞬

間です。 こ れは大

き な 変化 で、 感覚

的 には 「きれい 」、 図 1-2 富士山周辺鳥敵図 (国土地理院によ る )
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「明 る い 」、 「すば ら し い 」、 「寒い 」、 「風が 強い」 な ど 、 い ろ い ろ な表 現

が でき る よ う な 不連 続的な環境条件 の 変化が 感じら れ ま す。

1-3 スカイライ ン沿いの植物

植物 の 垂直分 布を 、 静岡 県側の富士 山 ス カ イラ イン 沿 い にみ る と 、 写

真1-2の よ う に見え ま す。

写真1-2は 、 富士宮の 浅間大社の鳥居の 横か ら 富士 山 の南 斜面 を 見た も

の です。 こ こ か ら は植物 の 典型的な 垂直分 布を 見る こ と が でき ま す。 沢

沿い には 下方 ま で積雪が 見ら れ 、 標高約2 ， 500m以上は全体 に白 く 雪が積

も っ て い ま す。 こ れが “富士 山 が 白 い 帽子 をかぶ る " と い われ る 状態 で

す。 こ の 白 い部分の下の境 界線は ど の よ う にし て でき た の でし ょ う か。

こ の 線は雪が こ こ ま で降 っ た と い う こ と を示す も の では あ り ま せん。 雪

はずっ と 標高 の低い と こ ろ でも 降 っ て い る の です。 しか し 、 森 林に雪が

降 っ た場合 には 、 木の高 さ よ り 上 ま で雪が積 も ら な い か ぎ り 遠く か ら 白

く は 見え ま せん 。 し た が っ て 、 横一 線に白 く 見え る 付近が森 林がな く な

写真1-2 富士宮 の浅間大社か ら見た富士山 南斜面
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る と こ ろ で、 こ の境界 線が 「森 林限界 」と い う こ と にな り ま す。 こ の 線

よ り 高い と こ ろ が 「高 山 帯 」です ( 図1 -3) 。 森 林限界 よ り 下の 薄く 黒く

見え る と こ ろ が 「亜高山帯 」の シラ ビソや コ メ ツ ガ の 針葉樹 林帯 で、 さ

ら にその下方の少 し明 る く 見え る と こ ろ はブナやカ エデの落 葉樹 林帯 で、

「山地帯 」と 呼ばれ る と こ ろ です。 市街地 の 屋根越 し に黒く 見え る と こ

ろ は 、 山麓 の ス ギや ヒノ キ の人 工林で「低 山帯 」と 呼ばれて い ま す。

登山 道を登 り は じ め民家が 見ら れな く な る あ た り か ら 、 道路の両 側に

は ヒノ キやス ギの人 工林が続 き ま す。 道路が直 角に東に曲が る と こ ろ に、

静岡 営林署の 林道の 入り 口 が あ り ま すが 、 こ の付 近に来 る と ス ギや ヒノ

キ の 林の な か にカ エデやブナの落 葉樹が混 在し て き ま す。 低山帯か ら 山

地帯 ヘ移行す る のが こ の付 近です。
うすづか

西臼塚の グ リ ー ン キ ャン プ場 レス ト ハ ウス 付 近か ら 富士 山 ス カ イラ イ

ン の分 岐点 ま での 道路の両 側には 、 ブナやカ エデの落 葉樹 林が続き 、 「ブ
りん

ナ 林」と も 呼ばれて い ま す (写真1-3) 。 ブナは 日 本 列島の冷温帯を代表

す る 樹木 で、 落 葉広 葉樹 と いわれ 、 高 さ 30m く ら い の大木 にも な り ま す。

ブナの 林は 、 古く か ら 人 間の生活 と 深い 関 係 を も っ て い ま し た。 富士 山

の周辺 では亜高 山帯 よ り 下部 に見ら れ 、 春か ら 夏 にか けて は 淡い緑の 葉

を つ け 、 秋には黄色 に紅葉し ま す。 ブナの大木 は表富士周 遊道路の標高

1 ， OOOm付 近で見ら れ ま すが 、 富士 山 の北 側では 見る こ と が でき ま せん 。

亜高山帯
1 ， 500�1 ， 800 

山地帯
1 ，000�1 ，300 

低山帯

図1-3 植物の垂直分布
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写真1- 4は富士山ス

カ イラ イン の分 岐点 附

か ら 山頂 に向 か つ て

しば ら く 進んだ地点

の標高1 ， 500m付 近か

ら 富士 山 の 斜面 を 見

た も の です。 こ の位

置か ら は植物 の 垂直

分 布が大 変 き れい に

見 え ま す。 ま ず 、 ー 写真1-3 スカ イ ライ ン沿い の ブナ林

番 近く に見 え る 緑の 濃い部分は ウラ ジ ロ モミ の 針葉樹林 です。 そ の上部

には ブナや カ エデな ど の落 葉樹 の森林帯があ り ま す。 しば ら く 上が っ て

い く と 、 途中 か ら 緑色が 濃く 見 え る 部分があ り ま す。 こ の部分 は 、 亜高

山 針葉樹 林帯 でコ メ ツ ガ 、 ト ウヒ、 シラ ビソな ど 、 直立 し て高 く な る 樹

木の林が 続き ま す。 と こ ろ ど こ ろ に紅葉して い る 落 葉樹が 針葉樹林帯の

中 に見え ま す。 そ こ は 、 本来な ら ば全部 緑色 の 針葉樹 の はず です。 なぜ

こ の よ う に入り 混 じっ た状態 にな っ て い る の でし ょ う か。 実 は 、 こ の部

写真1-4 スカ イ ライ ン (1，500m付近 ) か ら見た植物 の垂直分布
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分 は 雪崩 が起 き た跡な の です。 雪崩 が起 き る と 、 し ば ら く はそ こ に落 葉

樹が生育 し 、 そ の後 こ の落 葉樹は長い年月 を か けて徐々 に針葉樹 にお き

変わ っ て い き ま す。

ま た 、 針葉樹林帯の上部 と 火 山荒原 と の 聞 に帯状 に黄色 い部分が あ り

ま す。 こ れ は カ ラ マ ツ の林 です。 カ ラ マ ツ は富 士 山 では森林 限界の も っ

と も 先 端の部分 を形成 し て い る の ですが 、 た と え ば北ア ル プス や 南ア ル
※ 

プス では 、 こ の カ ラ マ ツ の生育す る 同 じ位置 にハ イマ ツ と い う 針葉樹が

生育 し て い ま す。 ハ イマ ツ は 、 関 東よ り 北 の高い 山 では ほ と ん ど の場所

で森林 限界の最先 端に出 て き ま すが 、 富士 山 では写真 で見 ら れ る よ う に

高山帯の こ の 位置にカ ラ マ ツ が出 て く る の です。 こ の分 布は た いへん 珍

し く 、 日 本 列島では ほか によ く 似た例が 2 、 3 あ り ま すが 、 富 士 山 ほ ど

き れ い にハ イマ ツ 帯 の あ る べ き 部分 にカ ラ マ ツ が 出 て く る と こ ろ は あ り

ま せん 。 こ れ を 見 る た め に、 わ ざわ ざ外 国か ら 富士 山 を 訪れ る 研究者 も

あ る ほ ど です。

こ の カ ラ マ ツ 帯 を過 ぎ 、 次 にあ ら われ る 植生 は 、 高 山 草原 ま た は火 山

荒原 と 言われて い ま

す (写真1-5) 。 こ こ

は 、 いわ ゆる 「高 山

のお花畑 」が成立 し

て い る と こ ろ です。

こ の場所 には 、 も は

や森林が成立 でき な

い よ う な 自然の制 限
写真1-5 表富士五合白か らみた 高山草原

※ハイマッ:マツ科の常緑低木で、 高山帯にみられる代表的な植物です。 地をはって横に

広がり、 地についた枝から根を出してさらに伸長する性質をもっています。

高山植物の多くは氷河期を越えてきたものであり、 ハイマツもそのひとつで‘す。 富士山

は氷河期以降にできた若い山なので、 氷河の影響を受けていません。 そのため、 北アルプ

スや南アルプスに見られるようなハイマツ林は富士山では見られないのです。
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が あ る の です 。 それか ら し ば ら く 草原が 続き ま す 。 こ の草原 の主役 は 、

オ ン タ デや ミ ヤマオ ト コ ヨ モギな ど ですが 、 さ ら に上部 に上が っ て い く

にし た が い 、 草本植物 さ え も 生活 でき ず 、 地 衣類や コ ケ類のみ生育可能

な場所が 現れ ま す 。

写真1-6は 、 富士 山 ス カ イラ イン の分 岐点 よ り 少 し御殿場方面 に進んだ

水 ヶ塚か ら 富士 山 を 眺め た も の です 。 大 き な 穴 の よ う に見え る 部分が宝

永火 口です 。 3 つ の火 口は上か ら 第 1火 口、 第 2 火 口、 第 3 火 口と 呼ん

でい ま すが 、 こ の宝永山付近 は 、 こ れ ま でに説 明 し た 一般的な 垂直分 布

と は少 し違 っ て い ま す 。 宝永 山 は1 70 7年の 噴火 で形成 さ れた 山 です 。 当

然の こ と な が ら 宝永 山 の近 く では 、 噴火の と き にす べて の植物が死 に絶
れき

え ま し た 。 熱い火 山磯が大量 に噴出 し て 、 そ の ほ と ん ど は 東側に飛ん で

し ま い ま し た 。 写真 に見ら れ る 雲の方向 と 同 じよ う に、 火 山 噴出 物 は 東

側ヘ飛ん だ、の です 。 し た が っ て 、 火 口のす ぐ近 く か ら そ の 東側にか けて

は 、 植物 は 完全 にな く な っ て し ま っ た の です 。

写真1-6 水ヶ塚よ り 宝永火口 を望む

こ の 噴火 によ っ て 、 裸地が広範 囲 に広が り 、 森林 限界 はず っ と 下方 に

押 し 下 げ ら れ て しま い ま し た 。 こ の 何も な く な っ た 裸 地 には 、 少 し ず つ 植

生が 回復 し 、 現在生育 し て い る 植物た ち は 、 290年かか つ て こ の位置 にた
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ど り 着いたわけ です。 地質学の研究者 によ る と 、 290年前の宝永山 の 噴火

当時は、 そ う と う 下方 の 山 麓 ま で植物がな く な っ て し ま っ た はずだ そ う

です。 それか ら 290年の聞 に押 し下げ られた森林 限界の先 端は 、 徐々 に上

へ上へ と の ぼっ て き た の です。 そ し て 現在、 標高2 ， 400 m あ た り ま で這い

上がってきています。 まさ に森林が動き、 山 を登っているといった 感じです。

そ の後、 先 端部 にあ る 草本植物 群落も 少 しずつ 種類を 変 え 、 遷移が進

ん でい ま す。 その あ と に木本植物が侵 入す る と い う 経過をた ど り なが ら 、

こ れか ら も 森林 限界 は 山 頂 を め ざ し て上が っ て い く でし ょ う 。

大沢の四季

⑧ 

⑧ 
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2-高山帯の植物
2-1 高山帯の環境

低山帯 、 亜高山帯 、 高 山 帯 の順 に、 登れば登 る ほ ど 、 植物 の生育環境

は厳 し く な っ て い き ま す。 高 山 帯 は植物 にと っ て た いへん厳 し い環境 で

あ る と 言われて い ま すが (写真2-1) 、 高 山帯の厳 しい環境 と い う の は 、

い っ た い ど う い う も の な の でし ょ う か。 こ こ では何の条件が ど の く ら い

厳 し い か を 整理 し てみま し ょ う 。 ま ず第一 に気温が低下す る こ と が あ げ

ら れ ま す。 それか ら 地温 の 一日 の温度差がた いへん 大 き く 、 非常に低温

にな る 時 間帯が あ る 一方 で、 夏 の 日 中 な ど はか な り 高 く 500C ほ ど にも 上

昇し ま す。 森林 限界の上部 の裸地は地温 と 気温 の差 も た いへん大 き な場

所な の です。

次 に風速 につ い て ですが 、 高 山帯 では 非常に強い風が吹 き ま す。 風速

写真2-1 厳 し い環境条件に あ る 高山帯
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40m く ら い にな る こ と も あ る た め、 も し直立 し て生活 し て いれば、 た い

て い の植物は 先 端が吹 き 飛ば さ れて し ま い ま す。 それ ほ ど 強い風を受け

る の です。

次 に雨量 につ い て ですが、 雨 も 降る と き は 降 る が、 降 ら な い と な る と

ま る で降 ら な い と い う よ う に、 水 の 条件につ い て も 植物が生 き て い く の

には大 変難 し い環境 です。 雨が降れば 一時的 に大水 にな り 、 翌 日 には乾

燥 し て た ち ま ち 砂漠の よ う にな り ま す。 真夏の晴天の 日 に富 士 山 の五合

目付 近で礁 を 手にと っ てみ る と 、 ほ と ん ど水分の な い こ と がわか り ま す。

た と え前の 日 に大雨が降 っ て水 浸し にな っ た と し て も 、 次 の 日 には も う

砂漠 と 同 じよ う な環境 にな っ て し ま う の です。 ま た乾燥 につ い て も 同 じ

こ と が、 雨 の量 と 日 射量 の関係か ら い え ま す。

光につ い て み る と 、 日 射し は相 当強く 、 特 に紫外 線が 強く て、 五合 目

のあ た り で一 日 散 歩を し て い る だ け で、 平地 と ち が いずい ぶん 日 に焼け

ま す。 植物 は そ の 強い 日 射し に一日中 さ ら さ れて い る の ですか ら 、 紫外

線の影響を何ら か の方法 で回避し な ければな ら な い でし ょ う 。

次 に礁 の移動 と い う 問題が あ り ま す。 機、 つ ま り 、 土・砂 ・ 小石 な ど

が動 く こ と です。 生活 し て い る 場所が動 い て し ま う こ と は、 植物や 我々

動物 にと っ て も 、 生活基盤を 確立す る と い う 点で決定的な要 因にな り ま

す。 も し も 我々 人 間の立 っ て い る 場所が、 急速 に削ら れて い っ た り 、 立

っ て い る 場所が埋ま っ て い っ た り した ら ど う な る の でし ょ う か ? 礁の

移動 は 高 山 の厳 し い低温や高温 にさ ら さ れ る よ り 、 ず っ と 直 接的 な 影響

を植物 に与 え て い る の です。

写真2 -2は、 宝永山 第1 火 口の 斜面 を 見た も の です。 こ の 斜面の上部か

ら は人 間の 体ほ ど あ る 石が、 次か ら 次へ と 滑 り 落 ち て い ま す。 こ の よ う
れき

な 激し い 礁の移動が 起こ る と 、 植物が何十年 も か けて根 を広 げて い て も 、

一 瞬の う ち に飛 ば さ れ、 あ る い は埋 ま っ て な く な っ て し ま い ま す。 です

か ら 、 こ の よ う に大 き な 動 き が起 こ る と こ ろ には、 植物は ほ と ん ど 生育

でき ま せん 。 一方それ ほ ど大 き な礁の移動 の な い 場所 では、 植物は 自然
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に 生長 し て い き ま す。 ただ し 、 そ の よ う な場所 でも 表面の礁は 常に 少 し

ずつは動 い て い ま す。 こ れ ら の植物は 、 自 分の根 も と が動 い て い る の で、

何と か し て こ の移動 を 止 め よ う と し て い ま す。 富士 山 に は多 く の 種類の

植物が生育 し て い ま す。 そ の 中 に は 、 斜面 の移動 を 止 め る の に 適 し た植

物 、 すなわ ち 、 そ の よ う な場所に適応す る こ と が でき る 性質 を持 っ た植

物があ り ま す。 礁の移動 を止 め る 方法 、 ま た は礁の移動 に 従 っ て生き ら

れ る 方法 に つ い て は 4 章 で詳 し く 述べ ま す。

次 に 、 植物が十分 に 生長す る た め の生育可能期 聞が短 い と い う 問題が

あ り ま す。 こ れ は植物が 葉を展開 さ せ 、 花 を 咲かせ 、 種子を つ け 、 死ん

でい く 春か ら 秋に か け て の生育可能 な 期 間が 、 高山 では た いへん短い と

い う こ と です。 た と え

ば富士 山 の高 山 帯 でよ

く 見 られる オ ン タ デは 、

厳 し い環境 の 中 でい ち

ばん 遅く 芽 を 出 し 、 い

ち ばん 先 に 葉が枯れて

し ま い ま す。 わずか 2

か月 半 ほ ど し か地上部

分は生き て い ま せん 。

その聞に 子孫をつ く り 、

さ ら に翌年の生長のた

め に 遺産 に あ た る 栄養

分 を地 下に 貯え て地上

部分は死ん でい く の で

す。 オ ン タ デが高山帯

で生 き て い け る の は 、

多量の養分 を 貯え る 性

質が あ る た めだ と 言え 写真2-2 宝永山第1火口の斜面で礁が崩れているようす

12 



ま す。

真冬 の宝永山第2火口付近
で氷に固まれた樹木

写真2-4 厳しい寒さ に耐えるカラマツ

次 に霜、 雪、 雪崩 の害な ど が あ り ま す。 それ ら が 入れ代わ り 立 ち 代わ

り 襲っ て く る わ け ですか ら 、 それ ら に耐え る だ け の適応能 力 を持 っ て い

な ければ 、 高 山 植物 と し て生 き て い ら れな い こ と にな り ま す。 しか し 雪

は 必ず し も 害を 与 え る ばか り では な く 、 次 の よ う な利 点 も あ る の です。

写真2-3は 、 真 冬の宝永山第 2 火 口 付 近の森林限界を 見た と こ ろ です。 冬

の気温はマ イナ ス 20 0C以下 にな り ま す。 風 も 強く 、 ほ と ん ど の も のが 凍

り つ い て し ま い ま す。 カ ラ マ ツ の幹な ど の 雪の上 に出 て い る 部分 は も ち

ろ ん 凍り つ い て し ま い ま すが 、 雪の下 に埋 ま っ て い る も の は OOCか 、 あ

る い はそれ に近い温度 で保たれて い ま す。 し た が っ て 雪の下 にあ る 時 に

は 、 極度 の低温 には さ ら さ れず にすむ こ と にな り ま す。 真 冬に富士 山 の

森林限界付 近に行 っ て植物 を観察 し て み る と 、 冬芽 を も っ て越 冬し て い

る よ う すがみ ら れ ま す。 しか し 、 冬芽 の ま わ り はす っ か り 氷で固ま れ 、
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ま る で氷づけ の よ う にな っ て し ま っ て い ま す (写真2- 4) 。 こ の よ う な厳

し い 寒さ に耐え ら れ る も のだ けが 、 高 山 で生 き る こ と が でき る の です。

2-2 高山帯の植物の特徴

(1 ) 森林限界付近の植物

写真2-5 宝永山第2火口付近 (秋 )

写真2-6 宝永山第2火口付近 (夏 )
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写真25及び26は、宝永山第2火口付近の秋と夏のようすを写したも

のです。秋には、この付近の植物は紅葉し、赤や黄色に変化します。森

林限界の先端部を見ると、そのあたりから上の方に草本植物が分布して

いますが、これらもすべて秋には地上部が枯れてしまいます。

一方、植物は夏の間にできるだけたくさんの光合成を行い、たくさん

の栄養分をかせぎ、子孫 (種子)をつくります。しかもできることなら

翌年のために、子供により多くの栄養分を残してから死んでいきたいの

です。写真26は、短い夏の間に植物がさかんに栄養分をかせいでいる時

期のようすです。

図21 森林断面図と樹冠投影図          (増 沢.1985)

図21は、森林限界付近の植物群落の断面をみたものです。これは樹木

の葉をとつて枝と幹だけの状態を図にあらわしたものです。これを森林

断面図といいます。図のように針葉樹は標高がますにつれ徐々に背丈が
わいせい

低くなつていきます。そして、小さくたたみ込まれたような矮性の樹木

となり、やがて草本植物群落に移行していきます。まえに述べた「植生

が慮I的に変化する場所」とは、高木から急激に低木に移るあたりのこと



です。 そ こ で森 林の 先 端部分 につ い て 、

も う 少 し詳 し く 見てみ る こ と にし ま す。

写真2-7は 、 森 林限界を ぬけて 、 草本 群

落に移行 し た と こ ろ の土 壌を 掘っ た 断面

です。 こ の 斜面 の 土 壌には過去 に死んだ

植物 の 葉、 茎 、 根 と い っ た も の は ほ と ん

ど 混 入し て い ま せん 。 表面付 近には 、 わ

ずか なが ら 枯れ 葉な ど が存 在す る こ と も

あ り ま すが 、 深い土 の 中 には根や 葉な ど

は何 も 入っ て い ま せん 。 こ の こ と は 、 宝
れき

永山 の 噴火 の時 に火 山礁が降 り 積 も っ た

そ の ま ま の状態が290年た っ て も ほ と ん ど

変わ ら ず 、 土 壌中 の 栄養分が増加 し て い 写真2-7土壌断面(草本群落内)

な い こ と を示 し て い ま す。 こ の場所 の土

壌中 の栄養分 であ る 窒素量 を はか つ てみ

る と 、 平地 の ス ギや ヒノ キ の 林の土 壌よ

り は る か に少な い窒素量 を示 し ま す。 そ

の 値は 、 普通の 土 壌中 に合 ま れ る 窒素量

の10分 の 1か 、 あ る い は も っ と 少な い ほ

ど です。 こ こ ではそれほ ど少量の窒素 し

か 含ま れて い な い の です。

写真2-8は 、 森 林に少 し 入っ た と こ ろ の

土 壌の 断面 です。 森 林限界か ら 少 し森 林

の 中 へ 入っ ただ け でも 、 土 壌の 色 は森 林

限界 の上部 と は全 く 異な っ て い ま す。 黒

っ ぽく な り 、 土 壌中 には た く さ ん の生き 写真2-8土壌断面(木本群落内)

た根や死んだ根が 混入し て い ま す。 そ し て地表面 には枯れた枝や 葉がた

く さ ん あ る た め 、 それ ら が分 解さ れて 、 土 壌中 に栄養 塩類が しみ込み ま
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す。 それを吸収 し て 大 き な 木が育つわ け です。 こ の よ う な状態 の土壌に

な る と 、 や っ と 樹木は生活する こ と が でき る の です。 写真2- 7の よ う な森

林限界上部の土壌条件では、 樹木は生活 でき ま せん。

森 林限界付 近の土壌の窒素量 を調 べてみた結果が図2-2 に示 さ れて い ま

す。 横軸の60m 付 近が森 林限界 で、 こ れ よ り 先 にい く に従い、 徐々 に高

木が生育す る よ う にな り ま す。 森 林限界か ら 上部は草本植物が多 く 、 木

本植物は ほ と ん ど生育 していない場所 です。 こ の場所の窒素量は、 0 .01 %

か ら0 .02% ほ ど で、 森 林限界 よ り 下方 の、 森 林の 中 に入っ た と こ ろ と 比

べる と ずいぶん低い 値を 示 し て い ま す。 そ し て森 林に近づく に従っ て窒

\
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図 2-2 裸 地 (Om) から 森林内(210m) までの距離を示す
60m""'-'70mあた り が森林限界 (増沢. 1985) 

素量は少 しずつ多 く な り 、 森 林に入る と 急 激に増加 し ま す。 そ し て 森 林

の 中 では、 0 .2 % ほ ど にな っ てい ま す。 し か し、 こ の0 .2 % と い う 値でさ

え 、 少 し下の亜高山 針葉樹 林帯の土壌中 の窒素量 よ り は、 は る か に低い

値な の です。 し た が っ て、 こ の よ う な場所 には植物が生 き て い く う え で

最低 限の 栄養分 しかな い と い え ま す。 し か し 、 森 林限界 よ り 上部 には 、

窒素が さ ら に少 な い草本植物帯があ り ま す。 そ の よ う な場所 でさ え 、 草

本植物は 懸命に生活を して い る の です。
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(2) 火山荒原への進出

次 に、 極 限の状態 で生活 し て い る 草本植物 の分 布を 見て み ま し ょ う 。

写真2-9は森 林限界 よ り 上部の草本植物群落の分 布を 見た も の です。 こ れ

はオ ン タ デや イタ ド リ の群落 ですが 、 土 壌中 の窒素量が 非常に少な い状

態 で、 最低 限の栄養分 しか与 え られな く て も 、 し っ か り と 生 き て い ま す。

こ れ ら の植物 の分 布は 、 か な り 標高の高い と こ ろ ま で続 き ま す。 そ し て

環境条件が厳 し い た め 、 こ れ以上 は高 等植物が生育 でき な い と い う 限界

が あ り ま す。 こ の 限界 ま での 聞を 火 山荒原 ま た は高 山 草原 と い い ま す。

こ の高 山 草原 も 以前は裸地 で、 礁 の移動が 盛ん に起 こ っ て い ま した。 そ

の後 、 厳 し い環境 に耐え ら れ る 植物が少 しずつ侵 入す る こ と によ っ て 、

こ の よ う な 高 山 の草本植物群落が でき あが っ た わ け です。

そ こ で、 植物が分 布を広げて い く 過 程で、 具体的 にど の よ う な経過を

た ど っ て い く の か を調 べて み ま した。 写真2-10の 中 で生態学を学ん でい

る 大学生が調査 を し て い ま す。 こ こ ではひ と つひ と つ の植物個体 につ い

写真2-9 高山帯の草本植物群落， 約3000m付近まで分布が見ら れ る
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て 、 お 互い の 距離関係 を調ベ て い

ま す。 い ち ばん 近い植物 ま で の 距

離が何セ ン チ で 、 そ の 隣は ま た何

セ ン チ 離れ て い る か と い う 調査で

す。 そし て ひ と つひ と つ の個体の

距離関係か ら 、 過去 に植物が ど の

よ う に し て 、 何も な い裸地に侵 入

し て き た の か を 、 推定 してみ ま し

た。

1 70 7年 に 噴火が起 こ り 、 生命が

全 く な く な っ て し ま っ た場所に植

物が侵 入す る た め に は 、 ま ず種子

が そ の場 所に 入っ て来な ければな

り ま せん。 写真2-11 、 2-12はオ ン

タ デの種子 を見た も のです。 オ ン

タ デは タ デ科の特徴で、 議を 持ち 、 写真2刊植物群落調査

風 に 舞いやすい よ う な形の種子 をつ け ま す。 こ の種子の ほ と ん ど は親株

の近 く に ば ら ば ら と 落下 し ま す。 落 下し た種子は風 に 飛ば さ れ ま す。 こ

こ で は風速 40 メ ー ト ル く ら い の風が吹 く た め、 そ の風 に乗 っ てオ ン タ デ

の種子は移動 し ま す。 ま た 、 近 く の高山草原か ら も た く さ ん の種子が 舞

い込ん で来 ま す。 宝永 山 の火 山 活動がお さ ま っ て地面が冷 え て き た こ ろ

か ら は 、 様々 な種子が風 に の っ て 入っ て来 た も の と 思われま す。 しか し

高 山 帯 で は 、 風で飛んで来た種子 の ほ と ん ど は発芽す る こ と がで き ずに

死ん で し ま い ま す。 た と え 発芽 し た と し て も 厳 し い環境条件 のた め に 、
みしよう

芽生 え た ばか り の実生は枯死 し て し ま い ま す。 と こ ろ が、 あ る と き 偶然

に 生 き 残 る も のがで て き ま す。 う ま く 発芽 し実生の時 期を生 き 抜 い た も

のだ けが将来 大 き な植物体 に 生長 で き る の です。
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写真2-11 ・ 2-12
オ ン タ デの種子の落下状況
種子 には翼がつい て い る

(3) 分布様式

ほ と ん ど の 種子は 、 風 によ っ て運ばれて 来 ま す。 風 で飛ん でき た も の

は地表面 にラ ン ダ ム に落 ち ま す。 ラ ン ダ ム ですか ら 、 決 め ら れた 椅子に

1 人ずつ座 る と い う よ う な も の では な く 、 ど こ にでも 落 ち る わ け です。

いずれそれ ら の 種子の い く つか は 発芽 し て実生 と な り 、 親個体 にま で生

長 し ま す。 人 為的 な 操作な し に、 ど こ にでも 分 布す る 状態 を 「ラ ン ダ ム

分 布」 と 呼び ま す。

次 に 「集 中 分 布」 ですが 、 こ れは あ る 1 か所 に集 ま っ て生育 し て い る
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様 子を あ ら わ し た 言葉です。

植物 群落は そ の 発達過 程にお

い て 、 ラ ン ダ ム 分 布と 集 中 分

布と を繰 り 返 し て い ま す (図

2-3) 。 そ こ で、 現在生育 し い

る 植物が 、 ど の よ う に分 布し

て い る のか調ベてみま した。

写真2 -13は 、 オ ン タ デの分

布状態 を 見た も の です。 オ ン

タ デは 雌雄異株 でそれぞれが

別 々 の集合体を作 り ま す。 写

真の手前 にあ る 株は 雄株 です。

オ ン タ デは栄養繁殖によ っ て

(:) (J)ρ炉

wr寸下戸

対論7学

品�ゑ

ランダム分布

集中分布

集中分布
ランダム分布

ランダム分布

パ ッ チ と 呼ばれ る 集合体を つ く り 、 それが点 々 と 広が っ て い る 様 子が見

ら れ ま す。 オ ン タ デのパ ッ チ の生長 は 、 も ち ろ ん 最初 は 種子か ら 出 発し
みしれ

ま す。 環境が よ い場合 にはそ こ で種子は 発芽 し 、 実生 と な っ て 、 さ ら に

写真2-1 3 パッ チとなって生育するオンタデの分布状況
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※ 
大 き く な り ま す。 そ の後、 自分の株か ら シュ ート をい く つ か 出 し て生長

し ま す。 こ の シュ ー ト がた く さ ん集 ま り 、 少 しずつ株が大 き く な り 、 1

つのかた ま り と し て 「パ ッチ 」を つ く り ま す。 ですか ら ラ ンダ ム に落 ち

て き た種 子が、 運 よ く 芽生 え て生育 でき れば、 いずれ は パ ッチ の状態 に

な っ て い き ま す。
れき

宝永火 口 の 噴火 直後 を想 像 し てみ ま し ょ う 。 熱い礁が 噴出 し て、 それ

が冷 え た後 に種 子が飛ん で来 た と し ま す。 種 子は風 によ っ て ど こ にでも

飛ん で来 る の で、 あ る 場所 にだ けか た ま っ て落 ち て く る よ う な こ と はあ

り ま せん。 種 子は ラ ン ダ ム に落 ち て き ま す。 と こ ろ が、 落 ち て き た種 子

は、 必ず し も そ こ で生 活でき る わ け では な く 、 ほ と ん ど の場合は厳 しい

環境 に耐え ら れず死ん でし ま い ま す。 し か し、 生 き 残 る こ と が でき る 場

所 は あ る の です。 岩 の 陰や、 風が 当た ら な い と こ ろ 、 小 さ い砂磯だ けが

集 ま っ て い る 場所 な ど は、 発芽す る の に条件が 良い の です。 その よ う な

と こ ろ に落 ち た種 子は、 芽生 え る こ と が でき ま す。 しか し 自然の状態 で

は、 芽生え て 大 き く なれ る よ う な場所は、 限ら れた範囲 にしか存 在し ま
みしよう

せん。 あ る 場所 では 集 中 的 にさ ま ざ ま な実生が出 現し て き ま す。 そ して

か た ま っ て 芽生 え た実生は大 き く な り 、 自分 の 子孫 を栄養繁殖によ っ て

増や し て い き ま す。 時間の経過 と と も に、 こ の集 中 分 布して い る 株が少

しずつ広が っ て い き ま す。 ま た 隣の株 も 同 じよ う に広が っ て く る の で、

そ の結果 隣ど う しが 接し合 う よ う にな り ま す。 そ の状態が写真2-1 4です。

こ の よ う にか た ま り は少 し ずつ融合 し、 周 辺 に広が っ てい き ま す。 い ず

れ は それ ら が重 な り 合 っ て、 上空か ら 見る と 集 中 し て い る よ う には 見え

な く な り ま す。 そ の 時期が集 中 分 布か ら ふたたび ラ ン ダ ム 分 布に移 っ て

い く 時期な の です。

こ の よ う にし て、 い よ い よ 草本植物 群落は も っ と も 発展的な 時期に入

※シユート:栄養繁殖をする多年生の植物が、 同ーの地下韮から地上部に茎を何本か生長

させる場合、 それらの一本一本の茎をシユ一卜と言う。
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写真2-14 宝永山第2火口底に 大 き く 広がっ た パ ッ チ の分布

り ま す。 こ の第一段階 の ラ ン ダ ム 分 布か ら 、 第 二段階の集 中 分 布に移る

時期 さ え 耐え 抜 けば 、 そ の あ と は順調 に草原が拡大 し て い き ま す。 こ こ

で は290年が経過 し て 、 写真2-1 4の よ う な高 山草原 にな っ て い ま す。 そ の

分 布様式は さ ら に変化 し 、 いずれは全 域に草本植物の高山草原が広が り 、

ど こ を見て も 植物のパ ッ チが見 ら れ る よ う にな り ま す。 あ る 1 か所だ け

に集 中 し て植物が存在 し 、 ほか の と こ ろ には全 く な い と い う よ う な状態

はな く な り ま す。

1 本の シュ ー トに年 ごと にさ ま ざ ま な 大 き さ の シュ ー トが加わ り 、 そ

こ にさ ら に他 種が侵 入し て 、 大 き な パ ッ チ をつ く り ま す。 こ れがい く つ

も つ な が っ て 、 徐 々 に地表面は植物 に覆われて い き ま す。 こ の よ う にし

て草本植物 群落は拡大 し て い く の です。
みしよう
実生が生長 し 、 しば ら く 時聞が経過す る と 、 草本植物は 種子を散 布し 、

そ の 中 か ら 条件 の 良い場所を見つ けた 種子だ けが生 き 残 り 、 子孫 を増や

し て い き ま す。 しか しパ ッ チが大 き く な っ た と き には 、 そ の植物 にと っ

て 、 そ のパ ッ チ は良 い条件で生長 し て い る と は 言え な く な り ま す。 条件
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が 悪く な り 自 分 自 身が生き ら れな く な っ て し ま う の です。 大 き な パ ッチ

にな る と 、 パ ッチ の 中 央が他 の 種類の植物 にと っ てすみやすい環境 に変

化 し て し ま う の です。 パ ッチ の 中央 では風 も 弱 く 、 栄養条件 も 良い た め 、

こ れ ま で侵 入でき な か っ た他 の草本植物や木本植物がそ の場所 に定着 で

き る よ う にな り ま す。 木本植物の カ ラ マ ツ や ミ ヤマ ハ ン ノ キ の 種子は 、

パ ッチ の外 の裸地の よ う な厳 し い と こ ろ では 、 発芽 し て生長す る の は難

し い の ですが 、 パ ッチ の 中央 では生長する こ と が でき る の です。 そ し て

こ のすみ良い条件 を生か し て 、 木本植物はパ ッチ を作 っ て い る 草本植物
くちく

よ り も 速 く 大 きく な り 、 それま でお 世話にな っ た パ ッチ を駆逐 し て 、 最

後 には乗 っ 取 っ て し ま う こ と にな り ま す。 こ れは草本植物 群落 に木本植

物が侵 入す る 第一段階 です。

(4) 火山荒原に生きる植物

(a) イタドリ

写真2-15 宝永山第2火口 の植物の分布 (8月 )
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写真2-15は、 宝永山第 2 火 口 を 火 口 の縁か ら のぞいて 見た と こ ろ です。

植物 の集合体 (パ ッ チ) は 、 座 布団 や ク ッ ショ ン 、 ま た は毛 布を広げた

よ う な形 で分 布し て い ま す。 こ の ク ッ ショ ン の よ う な パ ッ チ は 、 徐 々 に

拡大 し て い き ま す。 写真 にはずいぶん 大 き なパ ッ チが 見ら れ ま すが、 こ

れ も も と は小 さ な株だ っ た も のが 、 拡大 し た り 融合 し た り し て 、 大 き く

な っ た も の です。 大 き な パ ッ チ を 作 る 植物 は イタ ド リ です。 イタ ド リ の

パ ッ チ は毎年 放射状 に広が り なが ら 、 そ の面積 を拡大 し て い き ま す。 し

か し直 径が10 '""-'20 m の大

き さ に生長す る と 、 パ ッ

チ の 中 心部が少 しずつ枯

れて い き 、 いずれパ ッ チ

は崩壊 して し ま い ま す。

写真2-16のパ ッ チ をみる

と 、 中 央 に少 し色の違 う

部分が 見ら れ ま すが、 こ

の部分 にはす でに他の植

物が侵 入して生活を始 め

て い る の です。

(b) フジハタザオ

写真2-1 6 数種類の草本植物が侵入 し て い る
イ タ ド リ のパ ッ チ

写真2-1 7・ 2-18はア ブ ラ ナ科の フ ジ、ハ タ ザオ で、 こ の 格好は生活型 と

い う みかた か ら 分 類す る と 「ロ ゼ ッ ト 植物 」と い う 仲 間 に入り ま す。

ロ ゼ ッ ト 植物 と は 、 葉を地表面 にパ ラ の花の よ う に広 げ る 植物 と い う

意味 で、 デ ン マ ーク の生態学者 ラ ウン ケア が 名づけた も の です。 こ の よ

う に地表面 に張 り つ く よ う に葉を 出すのが 、 高 山 帯 では一番生活 しやす

い形 であ る こ と がわか っ て き ま した。 ま ず風 の影響 を ほ と ん ど 受 け ま せ

ん 。 人間 でも 強い風の 日 に、 地表面 に身を か が めれば、 風 に飛ば さ れ る

よ う な こ と は め っ た にな い の と 同 じこ と です。 し たが っ て 、 植物 も 地表
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写真2-1 7 ・ 2-1 8
フ ジハ タ ザオ の花 ( 6月 )
ロ ゼ ッ ト葉

面 にぴっ た り と く つ つ い て いれば、 風速40 メ ー トル く ら い の風が吹 い て

も 、 ほ と ん ど 影 響 を 受 けず にす み ま す 。 も し 地 上 1 メ ー トル く ら い の 高 さ

の位置 に大 き な 花 を つ け て い た と し た ら 、 強い風 で一 瞬 にし て飛ば さ れ

て し ま い ま すが、 こ の ロ ゼ ッ トの状態な ら 大 丈夫と い う こ と にな り ま す。
れき

フ ジハ タ ザオ は 、 礁が移動 し て崩れて い る よ う な と こ ろ にも 適応 でき

る 性質 を も っ て い る た め 、 富 士 山 の 斜面 で磯が動 い て い る よ う な と こ ろ

に生活す る こ と が でき ま す。 ま た 、 そ の他 にも 特 殊な能 力を も っ て い ま

す。 フ ジハ タ ザオ は 、 高 山 帯 では例外的 に「常緑 葉」を も っ た草本植物

です。 冬、 ふつ う の高山 の草本植物 は 、 あ ま り にも 環境が厳 し い た め に

緑の 葉を全部枯 ら し て 、 地下部だ け で越 冬し ま す。 し か し フ ジハ タ ザオ

だ け は富士 山 の高 山 帯 の裸地 にお い て はただ一 種類、 冬期に雪が降 っ て

も 、 零下200C にな っ て も こ の緑の 葉を つ けて い ま す。

私 た ち は1 7年前 に調査を始 め ま したが、 そ の年の 冬に調査 に行 っ た 時

の こ と です。 富士山五合 目の森林 限界付 近はす っ か り 雪 に覆われて い ま

し た が、 と こ ろ ど こ ろ 雪が風 で飛ば さ れた岩 肌をみ る と 、 緑 の 葉を つ け

た フ ジ ハ タ ザオがみつか り ま し た。 こ の 凍り つ く 雪の 中 にあ っ た緑色 の
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越 冬葉を調 べてみた と こ ろ 、 わずか では あ り ま し た が 光合成能 力を も っ

て いま した。 後 の研究 でわ か っ た こ と ですが 、 こ の越 冬葉は 春先 雪が 解

けた直後 に大 変高 い光合成能 力を示 し ま し た。 つ ま り フ ジハ タ ザオ は 、

冬の あ いだ 緑 葉を 維持 し て 、 春先 にま わ り の植物が ま だ 葉を展開 し な い

う ち にい ち 早 く 光合成 を 開始 し て いた の です。

(c) オンタデ

火山 荒原 に優 占す る 植物 に、 オ ン タ デが あ り ま す。 先 にも 述 べた よ う

に、 オ ン タ デ は 富士 山 の火 山荒原 にお いて生 育 期聞が短 い植物のひ と つ

です。 短い 期間 内に、 芽 を 出 し 、 葉を広 げ、 花 を 咲かせ 、 種子を散 布す

る と いう 大仕事 をす る た め 、 地下 に大 き な 貯蔵庫であ る 直根 を も ち 、 栄

養分 を 貯め て い ま す。

ま たオ ン タ デは 、 平 均的な個体の重 さ が 、 標高の高 いと こ ろ の も の ほ

ど 大 き いと いう 特徴があ り ま す。 こ れは 、 高地 で育 っ た個体 ほ ど 寿命が

長 く 、 長 期にわた っ て 地下部 に多量の物質 を 蓄積す る た め と 考 え ら れて

い ま す。 なん と 言っ て も 地下部の根の大 き い こ と が特徴 です。

(d) コタヌキラン

コ タ ヌキ ラン は カ ヤ ツ リグサ科 に属 し 、 日 本 列島中部以北 の高山帯か

ら亜高 山 帯 の 、 草地や岸壁に生育す る 多年生草本植物 です。 富 士 山 の 宝

永火 口 周辺 の砂磯地 にも 多 く 見ら れま す。

土の 中 に埋ま っ て い る 種子 (埋 土種子) の研究 は 、 人 聞が 直 接見られ

な い土壌環境の 中 で、 次代を 担う 植物 の 子孫が ど の く ら い あ る か を 知る

た め に重要 です。 私 た ち は 、 土の 中 にど れ く ら い の 種子が 入っ て いる の

か を 、 比重選別法 を用 いて調 べてみ ま し た 。 富 士 山 の宝永火 口付 近で埋

土種子を調査 した と こ ろ 、 土の 中 の 種子数が も っ と も 多 か っ た植物 は コ

タ ヌキ ラン でした。 コ タ ヌキ ラン の埋 土種子は lnfあ た り 9 ， 000個 を超え

て いま した。 しか し 、 こ れ ら 多数 の 種子の う ち 、 実際 に実生 と して地上
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に芽を 出せ る 個体 を 調 べてみ る と 、 lnfあ た り 約0 .36個体 と 、 き わ め て

少 な い こ と がわか り ま した。 こ れは、 約 3 nfに1個体の実生 し か 出 現で

き な い こ と を示 し て い ま す。 多 量 に種子を生産 し でも 、 それ ら が実生 に

な る ま でには何段階 も の 障壁があ り 、 それを 克服した ご く わずかな 種子

だ けが、 次 世代の個体 と して 出 現でき る の です。

2-3 高山帯の植物の生活

(1 ) フエノロジー

富士 山 の高 山 、 亜高山 帯 の 雪解けは、 4 月 の 中 頃か ら 急速 にすすみ ま

す。 5 月 の連 休の 頃 にな る と 雪はだ いぶ 解けて、 地表面が 現れ ま すが、

こ の 時期に植物 の 緑 を 見る こ と は ほ と ん ど でき ま せん。 と こ ろ が、 極 限

の環境 であ る と 言われてい る にも か かわ ら ず、 富 士 山 の高山帯 では、 寒

い冬を ず っ と 緑の 葉を つ けた ま ま 生 き て い る フ ジハ タ ザ オの よ う な草本

植物 も あ り ま す。 こ の よ う な 植物 を 常緑植物 と いい ま す。 春の早 い 時期

に見ら れ る 緑 の 葉を も っ た植物は、 冬 の 聞も 雪の下 でず っ と 緑の 葉を持

ち 続けた 常緑植物 な の です。

富 士 山 の 高 山 帯 を 1年 間つ づけて観察 し て い る と 、 い ろ い ろ な 植物 が

芽 を 出 し、 花 を 咲かせ、 種をつ け、 枯れて い く 様 子を追 う こ と が でき ま

す。 植物が季節 を追 っ て 変化 し てい く 様 子を 、 フ ェノ ロジ ーと 呼ん でい

ま す。 こ こ では 高 山 帯 での フ ェノ ロジ ーの 変化 を、 詳 し く 追 っ てみ る こ

と にし ま す。 皆 さ ん が 富士 山 の 高 山 帯 に、 ど の 時期に行 けば、 ど の よ う

な 植物 を 見る こ と が でき る か を、 主な植物 を 例に説明 して み ま し ょ う 。

春、 雪解けが始 ま り 、 五合 目で最初 に緑 の植物が 見ら れ る の は、 5 月

の連 休です。 5 月 の連 休には 道路の 除雪も 終わ り 、 五合 目ま で楽に行 け

る よう にな り ます。 五合 目は 標高約2 ， 500m く ら い ですの で、 い た る と こ

ろ にま だ 雪が残 っ て い る 状態 でし ょ う 。 そ ん な 雪の 間か ら 緑 色 の 葉を 出
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し て い る も の は 、 フ ジ ハ タ ザオ と

ベニバナ イチヤ ク ソウです (写真

2-19) 。 こ れ ら は 常緑植物 のた め 、

冬の 聞 も 葉 (越 冬葉) をつ け て い

る の です。 そ し て 雪が 解け る と 越

冬葉はす ぐ に 光合成をは じ め ま す。

春、 早 く か ら 光合成 を は じ め る こ

と が でき る 代表的な植物 です。 ま 写真2-19 ベニバナイ チヤク ソ ウ

た 同 じ 頃、 早々 に黄緑色の 葉を 出 一一一民一一一一_..一一一一回 司

す植物があ り ま す。 こ れは コ タ ヌ

キ ラ ン と い い 、 カ ヤ ツ リ グサ科の

植物 です (写真2 -20) 。 小 さ なパ ッ

チ をつ く っ て い て 、 春、 最初 に 新

し い 葉を生長 さ せ る 植物 です。 コ

タ ヌキ ラ ン は花をつ け る の も 早 く 、

葉が 出 は じ め て し ば ら く す る と 、 写真2-20 コ タ ヌ キ ラ ン

枯れた シュー ト の根元に 立 派な花をつ け て

い ま す。 次 に 出 て く る 緑 の植物 は イワ ツ メ

ク サ で、 小 さ な ク ッ ショ ン状の形 を し て い

て 、 白 い き れい な 星形の花をつ け ま す。

木本植物 は ど う でし ょ う か。 木本植物は

5 月 の 中 旬 に な る と 一斉に芽 を吹 き は じ め

ま す。 最初 に ミ ヤ マ ヤナギや ミ ヤマ ハ ン ノ

キ な ど の 葉が展開 し は じ め ま すが、 それ と

同 時に こ れ ら は小 さ な リ ス の し っ ぽの よ う

な 雄花 を つ け ま す (写真2-21) 。 木の 梢の 間 写真2-21 ミヤマハンノキの雄花

か ら 何本 も たれ さ が っ て い る 黄色 の 雄花 は 、 な か な かお も し ろ い風 景を

つ く っ て い ま す。 カ バノ キ科のダ ケカ ン パ も や は り 同 じ よ う に 雄花 を最
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初 につ け ま す。 そ の こ ろ 足も と を

見 る と 、 地表面 近く にミ ヤマヤナ

ギがた く さ ん 葉を 出 し て い ま す。

ネ コ ヤナギ と 同 じ よ う な花 を集合

し てつ け ま すが、 黄色の小 さ な花

が集 ま っ た様 子は 、 ま だ 寒い 富 士

山 の 春の 中 で、 な ん と な く 暖か さ

を 感じ さ せて く れ る も の です。 ミ 写真2-22 ミ ヤマヤナギ

ヤマヤナギの花を よ く 観察す る と 、 地表面付 近についた花 ほ ど 早 く 咲き 、

木の上の方 についた花はずいぶん 遅く 咲く こ と がわか り ま す (写真2 -22) 。

こ れ は 、 地表面付 近が太陽の熱で暖ま り 、 風 も 弱 い た め 暖か い環境 にな

り 、 よ り 早 く 生長が進むた め です。

5 月 の終わ り 頃 にな る と 、 高山 帯の 草本 植物 は一 斉に葉を伸長 さ せ大

き く な り ま す。 と く に目立つ の は裸地 に生育 し て い る オ ン タ デ と イタ ド

リ です。 こ れ ら は 、 富 士 山 の五合 目付 近の高山帯 では 、 ど こ にでも 見 ら

れ る 一般的な 植物 です。 ど ち ら も タ デ科の 植物 ですが 、 オ ン タ デは た い

へん 特徴的 です。 オ ン タ デは 、 こ の あ た り でも っ と も 大 き く な る 草本 植

物 であ る にも かかわ ら ず、 芽 を 出 し 、 花 を 咲かせ、 種 子を 散布し 、 地上

部が枯死す る ま での生育期 聞が た いへん短い の です。 イタ ド リ は、 春早

く 出 て き て 遅く ま で地上の 葉は生き て い ま すが、 オ ン タ デは イタ ド リ よ

り も 遅く 芽 を 出 し 、 早 く 花 を つ けて死ん でい き ま す。

高 山 の夏 は短 い た め 、 7 月 中旬 には 、 植物 は 一斉に花 を 咲かせま す。

しか し こ の あ た り の 植物 には 、 鮮やか な 色 の花 を のけ る も の は 多 く あ り

ま せん 。 い ち ばん 目につ く イタ ド リ は 、 ほ と ん ど の個体 の花が黄緑色 の

翼をつ けて い ま す。 しか し 中 には 翼が 紅色 の も のが あ り 、 こ れ を メ イ

ゲ ツ ソウと よ ん でい ま す (写真2-23) 。 同 じ イタ ド リ ですが 翼が 紅色 を し

て い る た め 、 白 ま た は黄緑色 の花 にま じ っ て 、 ひ と き わ赤い色が さ え て

見 え ま す。
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さ ら に 、 マ メ 科の植物 も 花 をつ

け ま す。 も っ と も 色鮮やか な 花 を

咲かせる の は ム ラ サ キ モメ ン ヅ、ル

で、 こ れは レン ゲ の仲間 です。 レ

ン ゲ の よ う な 濃い 紫色の花をつ け 、

地表面 に 這う よ う に 生活 し て い ま

す。 同 時 に マ メ 科の タ イツ リ オ ウ

ギや イワ オ ウギ も 花を 咲かせます。 写真2-23 メ イ ゲ ツ ソ ウ

こ れ ら のマ メ 科植物 は 6 月 か ら 9 月 頃 ま で

いつ でも 見 る こ と が でき ま す。

こ の時期に も っ と も 花の種 類が多い の は 、

落 葉樹の林の 中 です。 落 葉樹 であ る ダ ケカ

ン パ は 、 雪崩 が起 き やすい場所 に 林 を つ く

っ て い ま す。 落 葉樹の林 では林床 ま で光が

射し込むた め 、 た く さ ん の植物が生育 し て

い ま す。 それ ら を林の 下に生育する 植物 と

い う 意味 で林床植物 と い い ま す。 林床植物

でよ く 目立 つ の は ク ル マ ユリ です (写真2- 写真2-24 ク ルマ ユ リ

24) 。 真夏 、 涼し い林の 中 に 入る と 、 葉を 車

輪の よ う に 放射状 に つ け て 、 先 端に 濃いだ

いた 、い色 の 可憐な花 を つ けて い る のが見 ら

れ ま す。 ま た 、 濃い 紫色の風 車の よ う な 花

をつ け る の は ト モエソウです。 濃い 桃色 の

花は 、 パ ラ 科の木本植物 であ る タ カ ネ バラ

です (写真2-25) 。 さ ら に暗い林の林床 に は 、

白 く 長い 穂の よ う な花をつ け る サ ラ シナ シ

ョ ウマ 、 ま た 、 放射状に大 き な 葉を つ け 、

先 端に 黄緑色の花をつ け る エン レイソウが 写真2-25 タ カ ネ パ ラ
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咲い て い ま す。 夏 は林の 中 も 森林 限界か ら

ぬけた裸地 も 、 いた る と こ ろ花 ざか り です。

夏 も 終わ り の 頃 、 ひ と き わ鮮やか に花 を

さ かせて い る 集 団が 、 ミ ヤマ ア キ ノ キ リ ン

ソウ (写真2-26) と ヤハズ ヒゴ タ イの 群落

です。 秋に入っ た 時 期を こ の花の量か ら も

知 る こ と が でき ま す。 ま た ヤハズ ヒゴ タ イ

と 同 じよ う に、 紫色 の花をつ け る ヤマ トリ

カ ブ トも 林床 でよ く み ら れ ま す。 さ ら に、

林か ら 少 し 出 た と こ ろ には 、 キ キ ョ ウの仲 写真2-26 ミヤマアキノキリンソウ

問であ る ヒメ シヤジ ン が集 団と な っ て た く さ ん 見 ら れ る と こ ろ も あ り ま

す。

裸地 でひ と き わ 目を 引く 桃色 の植物があ り ま す。 ヤマ ホ タ ルブ ク ロ で

す。 ヤマ ホ タ ルブ、ク ロ は 、 夏 の終わ り に釣り 鐘の よ う な 大 き な花を下向

き につ け ま す。 昔、 こ の花 の 中 にホ タ ルを 入れて 遊ん だ こ と か ら 、 ホ タ

ルブ ク ロ と い う 名前がつ い て い ま す。

秋の花 と し て は 、 ム ラ サ キ モメ ン ヅ、ルも ずいぶん 長 く ま でそ の 色 を 失

わず に咲い て い ま す。 秋に入っ て 、 一見鮮やかな花 を つ け て い る よ う に

見 え る マ メ 科植物 は 、 タ イツ リ オ ウギ と イワ オ ウギ です。 タ イツ リ オ ウ

ギは 、 花が成 熟し 、 それを 包ん でい る 朔果がふ く ら ん で、 ま る で魚の タ

イを 釣っ て い る よ う に見 え ま す。 こ の 朔果 は う すい赤色 と な り ま す。 イ

ワ オ ウギ も 朔果が 濃い赤色 にな る た め 、 マ メ 科 の植物が い っ せい に赤い

花 を つ けた よ う に見 え る の です。

秋も 終わ り にな る と 強い風が西か ら 吹 き は じめ 、 種子や枯れか けた 葉

は そ の風 に飛ば さ れて 、 少 しずつ地表面か ら 姿 を 消し て い き ま す。 富士

山 の高 山 帯 では 、 早い年 には10月 の終わ り 頃か ら 雪が 降 り 始 め ま す。 雪

が本 格的 に積 も る の は11月 の後半 ですが 、 そ の こ ろ 五合 目で見 ら れ る 緑

の 葉は 、 常緑 の 針葉樹 と 地表面 にか た ま っ て生育 し て い る コ ケモモです
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(写真2-27) 。 コ ケモモは 秋に果実

をつ け る た め 、 そ の果実が雪 の 中

で 赤く い つ ま で も 残 っ て い る こ と

も あ りま す。 そ の よ う な環境でわ

ずか に 緑を 維持し て い る 草 本植物

は 、 最初に お話し た よ う な 常緑の

フ ジ ハ タ ザ オと ベニ バナイチ ヤ ク

ソウ (分 布の 中 心 は 亜高山帯か ら 写真2-27 コケモモ

高山帯の下部) です。 こ れ ら の植物 を 除い て 、 ほ と ん ど の 木や草は、 葉

をす っ か り落 と し て 冬の し た く を 完了し ま す。 雪が積 も っ て強 い 風が吹

く 寒い 冬を 迎え る と 、 常緑植物は雪の下で じ っ と 緑の 葉を 持-っ た ま ま 、

次の 春を 待つ の です。

以上の よ う な フェノ ロ ジーは 、 富士 山の 吉田口か ら の 五合目や、 西面

の大沢 の森林限界付近で も 、 ほ ぼ同 じ と 言 っ て 良い で し ょ う 。 しか し 、

北面の方 ほ ど 雪 解け は 遅く 、 秋も 早 く な りま す。 五合目付近の 御中 道を

散策し て み る と 、 こ の 違いがわか りま す。

(2) パッチの形成

イタ ド リ、 オン タ デ、 ミ ヤマ オト コ ヨモ ギな ど は 高山帯でパ ッチ を形

成 し て い ま し た 。 パ ッチ をつ く る と い う こ と は 、 一 体ど う い う こ と な の

か、 も う 少 し 具体的 に 調べてみ る こ と に し ま す。 シュー ト を 1 本だ け伸

ば し て 花を 咲かせて死ん で い く 植物 も 沢 山あ りま すが、 多 く の 高山 植物

は 、 チ ュー リップや ヒヤ シン ス な ど 、 園芸庖で 売っ て い る よ う な 植物 の

よ う に 、 自分 一個体だ け 独立 し た状態で生育 し て い く こ と はで き ま せん。

自 分 の子孫を 、 自 分の体の周 辺 に 集 め て 生 き て いかな ければ、 高 山 で の

生活は 困難な の です。 なぜ 自 分 の子孫を何千、 何百と シュー ト の形で 自

分の体の 脇に つ けて 、 寄り添っ て生 き て い か な ければな ら な い のか、 ま
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た 本当に そ う な っ て い る のか を 明 ら か に す る た め に 、 パ ッ チ の 構造を調

べてみる こ と に し ま し た。

今ま で の 話は、 主と し てオ ン タ デやイ タ ド リに つ い て で し た が、 こ こ

で は コ タ ヌキ ラ ン と い う 種類 に つ い てみてみま し ょ う 。 こ の 植物 は、 一

見 「たわ し 」が大 き く な っ た よ う な 形 を し て い ま すが、 よ く 見 る と こ れ

も 一 本一 本が シュー ト で、 自 分の子孫や仲間が集 ま っ てい る も のです (写

真2-28・2-29) 。 コ タ ヌキ ラ ン も やは り、 た く さ ん の シュー ト が寄り添っ

て生き る 植物 の 仲 間 で し た 。 パ ッ チ の 中 を 見 る と 、 今ま で に 枯死 し た 植

物体が積み重な りそ の 中 か ら 花 を付けた シュー ト を伸ば し て い ま し た 。

こ の シュー ト の周 りは枯れ 葉に 固ま れ て い ま した。 シュー ト は枯れ 葉を

ま と う こ と で生 じ る 暖か い環境 を生か し て 、 花 をつ けて い る のです。

写真2-28 ・ 2-29
コタヌキランのパッチとシュート
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こ の こ と か ら 、 仲 間 を 自 分の体の周 りに あ つ め て生 き て いれば、 高山

で 有利 に 生活で き る の で は な いか と い う こ と がわか っ て き ま した。

(3) 根 系

多年生の草 本植物は、 光合成 に よ っ てかせいだ も の を、 そ の 日 の う ち 、

ま た はそ の年の う ち に 消費し て し ま わず に 、 で き る だ け 貯蔵庫に た め こ

ん で おく 性質があ りま す。 高 山 植物 に はそ の性質が極 端に現れた も のが

多 い よ う です。

写真2-30は 雪崩 に よ っ て土砂が流れた あ と の露出 し た オン タ デの根 を

見た と こ ろ です。 シュー ト の長 さ が20 cmく ら い の小 さ な オン タ デですが、

根 を 掘っ てみ る と 、 細 い根、 長 い根、 太い根、 曲が りく ねっ た根な ど を

た く さ ん 持っ て い ま した。 し た が っ て、 氷山 の 一 角の よ う に 、 地上部 に

緑の 葉が ほん の少 し 顔を 出 し て い る だ けで、 地 下部 に は想像 も つか な い

く ら い の大 き な 根 を 持っ て い る の です。 こ の根の 内部 に は 貯蔵物質をた

写真2-30 オ ン タ デの根系
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く わ え て い ま す。 こ の 貯蔵物質 は、 短い生育可能期間 と 深 く 関係 し て い

ま す。 生長開始時に 貯蔵物質 を使 っ て早 く 大 き く な り、 光合成 をで き る

だ け長 く 行 え る よ う に な っ て い る の です。 ま た毎年生活 に 必要 な 分だ け

た く わ え れば十分で は な いか と 思 う のですが、 実際は想像 を は る か に 超

え た量 を 、 根 に 保存 し て い ま す。 こ う い う 保存 の仕方 も 、 厳 し い環境に

生 き る 高山 植物の特徴 な のです。

そ こ で、 前述の 貯蔵物質 の 保存 の し か た に 関連 し て根系 の調査 を行い

ま した 。 ど の よ う に 植物 は根 を地 中 に張 り、 そ の 中 に 栄養 分 を 貯え て い

る のか、 ま た、 ど の よ う に根 を張 りめ ぐ ら せて水分を吸収 し て い る のか

を知 る た め に 、 根 を 一 本一 本傷つか な い よ う に 丁寧 に 掘り出 し て 、 そ の

形や、 大 き さ を調べてみ ま し た 。

根 の張 り方 に は さ ま ざま な タ イ プの も のが あ りま す。 図2-4は、 い ろ い

ろ な 植物の根の張 り方を示 し た も のです。 ま た図2-5は、 根の広が りを示

し た も の です。 図 の 植物は富士 山 の も の に 限 ら ず、 一般的 に 水 を吸収す

る た め の根 の仲長の し か た を様式化 し た も の です。 乾燥に適応すればす

る ほ ど根 は長 く な り、 わずか に 降 っ た雨を、 効率 よ く と ら え る と い う 性

質 を 持っ て い ま す。 図 2-5-①の根系 は地表面に わずか に 与 え ら れ る 水 を

利 用 す る タ イ プの も のですが、 砂漠で霧を利用 す る 植物な ど に 多 く み ら

れ る 根系 です。

富士 山 の高 山 植物の根系 を 調べ て み る と 、 大 き く 分 けて 2 つ の タ イ プ

が あ りま し た。 1 つ は 図 2-5-②の よ う に 細 い根 を た く さ ん 持っ て い る タ
れ き

イプです。 フ ジハ タ ザオ な ど 、 礁の移動 に 強 い 植物で は、 こ の細 い根が

地表面の近 く に 集 ま っ て い ま す。 も う 1 つは、 図 2-5-③の よ う に 貯蔵物

質 を根 に 多 量 に 貯え て、 子孫に 貯え を残す タ イ プで、 こ れは前述 のイ タ

ド リ ・ オ ン タ デ ・ マ メ 科の 植物 な ど に あ た りま す。 こ れ ら は太い根 を地

中 深 く ま で伸 ば し て い る タ イ プです。

基 本的 に は、 両者 と も で き る だ け根 を広 く た く さ ん 出 し て 、 わずか な

水分を効率 よ く 吸収 し た い と い う こ と な の です。
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図2-4 レヽろいろな植物の根系 (矢野 1971)

次に礫の移動に対す

る2つのタイプの植物

についてそれぞれ考え

てみましょう。 1つは

図26に示すタイ規

これはムラサキモメン

ヅルなどのマメ科植物

やオンタデなどにあた

り、これらは土壊の移

動には比較的強いタイ 図2-5 根系の分類
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プです。しかし、平地に生育している植物よりはるかに強いのですが、

高山帯の礫が絶え間なく移動してるような極端なところにはあまり強く

ありません。これらは地下部に大きな貯蔵庫を持つていて、そこにたく

さんの貯蔵物質を貯えているタイプですから、多少の礫の移動であれば、

かえつて礫をしつかり止める能力を持つています。そして、礫の移動に

弱いさまざまな植物を新たにその環境に入りやすくさせることができる

植物です。図の26Aは コタスキランのタイプです。多量の根を出して

おり、根を縦横にはわせて、礫の移動があればつけ根のあたりを少し変

化させるだけで、移動に耐えることができます。

もう一つのタイプに属するものはフジハタザオやミヤマオ トコヨモギ、

ヤマホタルブクロなどの植物ですが、それらの根系は図卜7の ようになっ

ています。オンタデが、前述のように太い直根を持ち、子孫に多量の貯

蔵物質を残すタイプであるのに対して、フジハタザオは地表面の礫と一

緒に移動しながら生活できるタイプです。このタイプは、地表面が移動

することによつて少しくらい根が切れても生きていけます。また根にそ

(中条.1983)
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れほどたくさんの貯

蔵物質を持つていな

いため、根が切れた

とき貯蔵物質を貯え

た『お蔵』が切り離

されてしまうような

ことはありません。

この場合は根が切れ

てもそれほど大きな

損害を受けずに、砂

礫と一緒に移動しな

がら生きていくこと

ができます。このよ

うな植物が生育して

いるだけで、全く生

育していないところ

よりも、地表面はよ

り速く安定します。

そうなると、このよ 図2-7 植物の根系 (タ イプ2)(中 条 1983)

うな場所には前述のオジタデのタイプのものが生活できる可能性がでて

くるというわけです。

したがって、宝永火日のような厳しい環境においては、フジハタザオ

のタイプと、オンタデのタイプとがうまく組み合うことにより植物群落

は安定しているのです。また実際に定着しているところを観察してみる

と、ほとんどの場合この2つのタイプが組み合わさって生活しています。

富士山の五合目に行く機会のある時は、礫のむき出しのところをみてく

ださい。そのような場所には、オンタデとフジハタザオが、いたるとこ

ろで隣りあつて生存しています。



す で に読者の皆 さ ん は、 富 士 山 の高山植物の主な も の につ い て は い く

つか ご存知 の こ と で し ょ う 。 そ の 中 で も こ のオ ン タ デ と フ ジハ タ ザオ の

2 つだ け はぜひ と も 記憶 に と ど め て おい て ほ し い植物です。
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3-植物群落 と 土壌の栄養
3-1 草本植物か ら 木本植物ヘ

こ こ ま では、 草本植物が火 山 荒原 にど の よ う に侵 入し て い く のか、 そ

の過 程を述 べて き ま した。 つ ぎ に木本植物は 火 山荒原 にど の よ う に侵 入

し て い く のか を 見てみ ま し ょ う 。

宝 永 山 の今の 景色は、 ず っ と 変化せず草原 の ま ま な の でし ょ う か。 あ

る い は遷移が進 行 し て 森 林に変わ る の でし ょ う か。 現在の 学 問的な推測

では、 将来は森 林に変わ る だ ろ う と 言われて い ま す。 ただ し、 そ の過 程

は無秩序 に進行す る の では な く 、 あ る 法 則に従っ て遷移が進行 し て い く

も の と 思われま す。 ど の よ う な過 程を経て森 林に移 っ て い く か と い う こ

と には、 草本植物のパ ッチ の 構造が 大 き く かか わ っ て い ま す。 ただ し パ

ッチ は 永 遠に広が っ て い く わ け では あ り ま せん 。 小学校の校庭ほ ど に大

き く 生長す る こ と は あ り ま せん 。 ふつ う 直径10m く ら い にな る と 、 あ る

規 則にした が っ て 自 然に崩壊 し て い き ま す。 崩壊は ま ず、 大 き く な っ た

パ ッチ の 中 心部が枯死する こ と か ら 始 ま り ま す。 そ の過 程を 、 以下 に詳

し く 述 べま す。

は じめ に種子が定着 し、 それが生長 し て パ ッチ状 にな り 、 座 布団 や ク

ッシ ョ ン の よ う な形 の も のが でき ま す。 こ れは 栄養繁殖によ り シ ュ ート

が集ま っ た も の で、 例 え ば イタ ド リ 、 オ ン タ デ、 ミ ヤマオ ト コ ヨ モギ、

コ タ ヌキ ラ ン な ど がパ ッチ を っく り ま す。 そ のパ ッチ は徐々 に広が っ て

大 き く な っ てい き ま す。 大 き い も の は イタ ド リ で直径20m く ら い にな り

ま すが、 こ れほ ど 大 き く な る の は 珍 し く 、 そ れ ま でにた い て い崩壊 し て

し ま い ま す。

崩壊の第一段階 には、 ま ず図3-1 の よ う にパ ッチ の 中心部が枯死 し て穴

が あ いて き ま す。 そ してパ ッチ の 中心部の穴は、 徐々 に大 き く な り ま す。
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中 心部 に枯死 し た部分が生 じ

る こ と を “ ド ー ナ ツ 化 現象"

と 呼び ま す。 こ の 現象が生 じ

る と ド ーナ ツ の 中 心部 に別 の

植物が侵 入し て き ま す。 こ の

状態は 宝永 山 の火 口を上か ら

眺 め た 時の よ う に遠く か ら 見

て い た の では よ く わか り ま せ

ん 。 遠く か ら ではパ ッチ は緑

の座布団 の よ う に見え る だ け

ですが、 近づい て よ く 見る と 、

大 き なパ ッチ には 中心部 に別

の 種類の植物が侵 入し て生活

し て い る のがわか り ま す。

そ して 最後 には、 こ の ド ー

ナ ツ の 中心部が さ ら に広が り 、

周 り だ けが残 っ て、 中 心部 に

は 木本植物が侵 入し ま す。 カ

木本植物

パ ッ チ
( シ ュ ー 卜 が集 ま っ た も の : イ タ

ド リ 、 オ ン タ デ、 ミ ヤ マ オ ト コ ヨ
モ ギ、 コ タ ヌ キ ラ ン )

パ ッ チ の 生長

ド ー ナ ツ 化現象

草本植物 ( イ ワ オ ウ ギ、
ヤ ハ ズ ヒ ゴ タ イ 、 オ ン タ デ)

( カ ラ マ ツ 、 ミ ヤ マ ハ ン ノ キ、 ミ ヤ マ ヤ ナ ギ)

図3-1 パ ッ チ の生長 と ド ーナツ化現象

ラ マ ツ 、 ミ ヤマ ハ ン ノ キ、 ミ ヤマ ヤナギな ど が こ の 中 に入っ て き ま す。

そ し て いずれは、 カ ラ マ ツや ミ ヤマ ハ ン ノ キが大き く な っ て、 パ ッチ を

作 っ てい た イタ ド リ やオ ン タ デな ど の植物 を駆逐 し ま す。 さ ら にい つ の

聞にか イタ ド リ やオ ン タ デな ど の草原は な く な っ て火 山荒原は森 林へ と

変わ っ てい き ま す。

こ の過程は、 御殿場の太郎坊へ行 く と 見ら れ ま す。 大 き く 盛 り 上が っ

た パ ッチ の 中 心部 に数本の木本植物が生育 し て い ま す。 そ の部分 には、

既 に木本植物 に駆逐 さ れて し ま っ た弱 々 し い草本植物の一部 を 見る こ と

が でき ま す。
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3-2 パ ッ チの生長 と その役割

なぜ、 こ の よ う な結果 にな る の でし ょ う か。 自分の仲 間を増や し て パ

ッチ の拡大 を はか り 、 仲 間だ けを そ こ に繁殖 さ せる こ と が でき れば、 そ

れがそ の 種類にと っ て い ち ばん の成功 と 言え る はず です。

なぜ草原 は そ の ま ま 続い て い か な い ので し ょ う か。 そ の理 由 は最 近の

研究 でか な り 明 ら か にな っ て き ま した。 パ ッチ の 中 の地 下 を 掘っ てみ る

と 、 思わ ぬこ と が起 こ っ て い ま した。 パ ッチ の 中心部 の地下 では、 自分

の 子孫の地下茎があ ま り にも 集 ま り 過 ぎた た め に、 地下茎は 呼吸が困難

な状態 にな っ て い ま した。 長 い 聞に枯死 した り 、 ま た は ほ と ん ど傷つい

て い な い状態 で生 き 残 っ て い る 地下茎が、 し っ か り と 中央部 で組み合わ

さ り 、 押 しつ け ら れ、 混み 入っ た た め こ の よ う な状態 にな っ て し ま っ た

も の と 思われま す。

こ の こ と は、 地下茎の 呼吸量を測定す る こ と で明 ら か にな り ま した。

私 た ち は、 パ ッチ の 中心部 と 周 辺部 か ら 地下茎の 一部 を 掘り 出 し て 、 各

々 の 呼吸量を測定 し てみ ま し た。 人 間の 呼吸 と 同 じよ う に、 地下茎は酸

素 を吸収 し て炭酸ガ ス を放出 し て い ま す。 そ の 呼吸の量 を測定 し た と こ

ろ 、 パ ッチ の 周 辺の も の は 呼吸量が多 く 、 活 発に生 き てい ま した。 と こ

ろ が 中 心部 に近づく に従っ て呼吸量が少な く な り 、 中 心部 では周辺部の

3 分の 1ほ ど し か 呼吸 を し て い ま せん でし た 。 中 心部 の地下茎は息 も 絶

え 絶 え と い っ た 感じでした。 し たが っ て、 呼吸が でき な く な っ た地下部

につな が っ て い る 地上部の シ ュ ー ト も 弱 っ て い っ た り 、 呼吸が でき な い

た め に死ん でい く の です。

植物は、 枯死す る と 土壌動物や バク テ リ ア な ど によ っ て分 解さ れま す。

枯死体が分 解さ れ る と 、 今ま でわずか し か な か っ た 土壌の 栄養分が増 え

て き ま す。 ま た、 木本植物の 種子は風 によ っ て ど こ にでも 飛ん で来 ま す。

も ち ろ ん 、 草本植物のパ ッチ の 中 にも 飛び込ん で来 ま す。 木本植物 の 種

子はふつ う 裸地 では 発芽 ・生長 でき な い の ですが、 こ の ド ーナ ツ の 中心
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部 で は生活す る こ と がで き ま す。 中 心部は木本植物 の種子の発芽 に と っ

て は環境の良い と こ ろ な の です。 中 心部 の穴は周 りをイ タ ド リが覆 っ て

い て 、 風 も 弱 く な っ て い ま す。 さ ら に よ い こ と にイ タ ド リの枯死体が積

も っ て い て 、 それが分 解さ れ る こ と に よ っ て 栄養が供給 さ れて い ま す。

こ の よ う な所でな ら 、 木本植物は発芽 し て生活す る こ と がで き る のです。

そ し て 、 いずれはそれが生長 し 、 も と のイ タ ド リを駆逐 し て し ま う と い

う 過程を経て、 木本植物群落に移 っ て い き ま す。

イ タ ド リのパ ッチ を、 秋、 葉の落ち た時期に詳 し く 調べてみま した (写

真3-1 ) 。 そ の結果、 中 心部 の 白 く 見 え る 部分は枯れて い ま した。 こ の付

近 を 掘っ てみ る と 、 別の植物が見つ か りま し た 。 こ の状態で真 冬を 迎え

る と 、 中 心部 に 侵入 し た植物 は大変環境の良い と こ ろ に 定着 し た こ と に

な りま す。 高 山 帯 で は 秋か ら 冬に か けて 、 冷た く 強い風が吹 き ま す。 ま

た 、 春先 に 雪が 解け る と 、 風 の影響がふた たび強 く な っ て き ま す。 そ の

よ う な と き に は 、 周 りで枯死 し 、 立 ち 枯れ し たイ タ ド リが強風 に 対す る

盾 に な っ て、 中 心部 は よ りマ イ ル ド な状態 に な りま す。 ま た パ ッチ 内で

写真3-1 地下部が枯れたイ タ ド リ のパ ッ チ (11月 )
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生産 さ れた 葉は 、 ほ と ん ど ほか の場所 に 飛ん で い く こ と は な く 、 枯死 し

た茎に ひ っ かか り 大部分がパ ッ チ 内 に残 り ま す。 し た が っ て 、 自 分の生

産 し た 葉が 自 分 の足 も と に 落 ち て 、 しか も ど こ に も 行かずに 分 解さ れ る

のです。 そ の た め 土壌は ま す ま す養分が増加 し て 、 ほかの 植物が入 り や

すい条件 を作 っ て い く の です。

さ ら に こ のパ ッ チ の ド ー ナツ 化現象 の 内容 を 、 も う 少 し詳 し く 調べて

み ま し た (写真3-2・3-3) 。 こ れ ら め写真はイ タ ド リのパ ッ チひ と つひ と

つ の 構造を調べ て い る と こ ろ です。 写 真 に 見 ら れ る よ う に 、 す で に イ タ

ド リのパ ッ チ の 中 心部 に は オン タ デが侵入 し て い ま す。 こ のパ ッ チ 構造

を よ く み る と 、 ほかの 植物が侵入 し て い る 中 心部か ら 周辺部 に 移 る に 従

っ て 、 徐 々 に イ タ ド リの高 さ や密度が変化 し て い ま す。 地下茎の活性 に

写真3-2 ・ 3-3
イ タ ド リ の パ ッ チ
の構造調査

45 



つ い て み る と 、 大変活性の高い、 す

な わ ち 呼吸能力 の高い部分が周辺部

に 存在 し て い ま す。 こ の周辺部 に は

た く さ ん の越 冬芽 (翌年生長する 芽)

が存在 し 、 春に は急速 に 生長 を開始

し ま す。

こ の ド ー ナ ツ 化現象 で で き た 中 心

部 に最初に 侵入 し て く る の は 、 ど ん

な 植物なので し ょ う か。 そ の一つが、

写真3-4に示 したヤハズ、 ヒゴ タ イ と い

う 植物 です。 ヤ ハ ズ ヒゴ タ イ は 、 本

来 は 「林床 植物」 と いわれて おり、

森林限界 よ り下 の林 の 中 に生活する

植物な のです。 なぜ森林 の 中 の暗い

と こ ろ に 生育 し て い る も のが、 裸地 写真3-4 ヤハズ ヒ ゴ タ イ

に 点 々 と 存在す る パ ッ チ の 中 心部 に 飛び込ん で く る の で し ょ う か (図3-

2) 。 い ろ い ろ 調べてみ る と 、 ヤ ハ ズ ヒゴ タ イ と い う 植物 は 、 暗い林床で

も 明 る い と こ ろ で も 生育で き る 性質 を も っ て い ま し た 。 光合成の能 力 を

林床 裸地

図3-2 林床 と 裸地に生育す る ヤハズ ヒ ゴ タ イ
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調べてみ る と 、 こ の 植

物 は 、 明 る い と こ ろ と

暗 い と こ ろ で 各 々 の環

境に合う よ う な 光合成

特性 を示 し ま し た。 こ

の現象 に つ い て は、 さ

ら に研究 を進 め て い ま

す。

イ タ ド リの パ ッ チ の

よ う に 、 中 心部が枯れ 写真3-5 コ タ ヌ キ ラ ン のパ ッ チ

る ド ー ナツ 化現象が ほか に も い く つか見つか りま し た。 そ の 中 か ら 、 コ

タ ヌキ ラ ン のパ ッ チ を見てみ ま し ょ う (写真3-5) 。 ラ ン と 名 前がつ い て

ま すが、 こ れは ラ ン の仲 間 で は な く て ス ゲ の仲 間です。 こ の 植物 の株の

中 を押 し 分 け て み る と 、 すで に ほか の 植物が侵入 し て い ま し た 。 パ ッ チ

を調べてみ る と 、 一見そ のパ ッ チが元気そ う に 、 し か も 伸び伸び と 生 き

て い る よ う に 見え ま すが、 そ の よ う な 状態 の と き に は、 すで に 中心部は

蝕 ま れ て い て 、 次 の段階に移行 しつつ あ る と い う こ と がわか っ て き ま し

た。

前述の図3-1 は、 私 た ち が こ のテーマ を研究 し始めた と き に 、 ド ー ナツ

化現象 を仮定 し 、 そ の仮説を も と に 作成 し た 図 です。 こ れは パ ッ チが徐

々 に ド ー ナ ツ の よ う に な り、 そ の 中 心 に ほか の種類の 植物が入 っ て く る

と い う も の ですが、 そ の説 ど おりで あ っ た か ど う か を検証 し た のが次の

図 です。

図3-3はイ タ ド リのパ ッ チ の大 き さ と シュー ト の高 さ を示 し た グ ラ フ で

す。 一番上 の I S J と い う グ ラ フ は、 小型 のパ ッ チ を さ し ま す。 ち ょ う

ど 家庭で使用 す る 座 布団 く ら い の 大 き さ の パ ッ チ を調べた も の です。 次

に 'MJ と あ りま すが、 こ れは毛 布を広げた く ら いの も の、 それか ら ' L J

と い う パ ッ チですが、 こ れは、 毛 布を 4 "' 5 枚広 げた く ら い の も の と 想
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像 し て下 さ い。 こ の 3 種類の パ ッチ につ い て 、 それ ら を 構成 して い る シ

ュ ート の高 さ を測定 し てみ ま し た。 全部詳 し く 測定 でき れば良い の です

が、 何千本 も あ る シ ュ ート をす べて 測 る わ け には い か な い た め、 それぞ

れのパ ッチ を場所 ご と に区切 り 、 そ の場所の代表的な シ ュ ート を測定 し

て み ま し た 。 図 には縦 軸にシ ュ ート の高 さ を、 横軸には パ ッチ の 端か ら

端ま での 距離を示 し て あ り ま す。

一番小 さ い I S J の パ ッチ では 周 辺 の ほ う が草 丈が低 く 、 中 心 に行 く

ほ ど高 く な っ てい ま す。 中 く ら い の 'MJ のパ ッチ でも 、 同 じよ う に中

心 の草 丈が高 く な っ て い て、 端の シ ュ ート ほ ど低 く な っ てい ま す。 し か

し こ の場合、 小 さ なパ ッチ にく ら べて 端はそれほ ど 小 さ く な ら ず、 か な

り 大 き く 生長 し て い ま す。 次 に大 き な ' L J パ ッチ を 見る と 、 シ ュ ート

は 40 cm く ら い の 高 さ にな り ま す。 40 cmは、 ち ょ う ど人 閣の ひ ざ の上 く ら

い の高 さ です。 そ の高 さ がず っ と 続き 、 中 心部 にな る と 急 に低 く な っ て

い ま す。 中 心部 には草 丈 5 cmあ る い は 6 cm く ら い の シ ュ ート がわずか に

あ るだ け です。

それか ら 周 辺

にい く に従い、
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がわか り ます。 図3-3 パ ッ チ の大 き さ と シ ュ ー ト の高 さ (増沢. 1990) 
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高 さ の測定 と 同 時に、 シュ ー ト の密 度も 測 っ てみ ま し た 。 密 度と い う

の は、 一定面積 内にど の く ら い シュ ー ト が集 ま っ て い る のか を表 し た も

の です。 こ の結果 も 、 高 さ の場合 と 同 じよ う な傾向 の グ ラ フ にな り ま し

たが、 中 く ら いの大き さ の íMJ パ ッチ で少 しちがいがみ られま した。 íMJ

パ ッチ では、 ど の部分 をみて も 高 さ の 変化 は認 め ら れず、 1 つ の大 き な

布団 の よ う に見え ま す。 しか し密 度の 変化 を 見る と 、 中 心部が低 く な っ

て い る の です。 こ の こ と は、 パ ッチの直 径が 2 mか ら 3 m程 度にな る と 、

パ ッチ の 中 心部 の シュ ート 数はす でに減 り 始 め て い る こ と を示 して い ま

す。 し た が っ て大 変元 気よ く 生長 して い る よ う に見え る パ ッチ でも 、 そ

の地下部は過去 に死んだ 自分 の 仲 間で、 押 し合いへ し合い、 息 も 絶 え 絶

え と い う 状態 にな り 始 め てお り 、 中 心部 の崩壊は始 ま っ て い ま す。 そ し

て、 さ ら に時間が経過す る と 中心部の地下茎 は 呼吸が でき な く な る た め

弱 り 、 それ と と も に地上部 も 死ん でし ま う の です。

こ の よ う に、 パ ッチ は生長す る と 中心部の シュ ー ト が徐 々 に生育 でき

な く な り 、 そ の空 間には木本植物が侵 入して 、 イタ ド リと 置き かわ っ て

い く と い ろ 過程が、 ほ ぼ明 ら か にな っ て き ま し た 。 それ では、 イタ ド リ

のパ ッチが でき てか ら 木本植物 の 群落 にな る ま でにい っ た い何年 く ら い

かか る の でし ょ う か ? こ の年数を算出する の は大 変難 し い こ と ですが、

こ れ に答え ら れ る よ う に現在も 研究 を進 め て い ま す。 こ れ に関 し て宝 永

火 口の調査地 で一つだ け 言え る こ と は、 少 な く と も こ の付 近の植物 群落

は290年以上は経過 して い な い と い う こ と です。 宝永山が 噴火 してす ぐ に

イタ ド リな どが芽生え た と す る と 、 現在の イタ ド リの 群落は約290年た っ

て い る こ と にな り ま す。 それ でも ま だ 森 林には な ら ず、 パ ッチ の状態の

ま ま でい く つ も 残 っ て い る の ですか ら 、 い か に長 い 時間を か けな い と 森

林に移行 し な いか と い う こ と が よ く わか り ま す。

現在の宝永火 口 では、 イタ ド リの パ ッチ にド ー ナ ツ 化 現象が生 じ、 他

種が侵 入し てい る 状態 です。 こ の森 林限界付 近の状態は、 裸地か ら 290年

経過 し て成立 し た も の です。 し た が っ て 過去が分か つ てい る 自然現象、
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すなわ ち遷移の 開始時期が は っ き り し て い る と い う 点 で 、 森林限界付近

の 植物群落は大変貴重な も の と 言え ま す。

3-3 土壌の栄養

裸地に 植物が生育 し 始 め 、 いずれは森林 に 変わ っ て い く と い う 植物群

落の遷移の過程で、 遷移 を進行 さ せる の に効率良 く 働 く 植物があ り ま す。

遷移の過程では、 今ま で 見て き た よ う に さ ま ざ ま な 植物が順 を追 っ て現

れて く る の ですが、 そ の 中 に遷移を速 く 進行 さ せる 植物が あ る のです。

そ の一つが ム ラ サ キモ メ ン ヅル で 品ー 一 一t.��司:.� :

す (写真3-6) 。 こ の ほか に も イ ワ

オウギや タ イ ツ リオウギと い う 植

物があ り ま す (写真3-7・3-8) 。 こ

の 3 種の 植物 は 、 分類学上マ メ 科

に属 し て い ま す。 マ メ 科 の 植物は

宝永火 口 付近 に は 3 種類 しか あ り

ま せん 。 こ の 3 種類は、 斜面のー 写真3-6 ム ラサキモ メ ン ヅル

番 上 部 に ム ラ サ キモ メ ン ヅル 、 そ の 下 に イ ワ オウギ、 タ イ ツ リオウギと い

う )1慎 に 、 そ の領域 をわ け で 分布 し て い ま す。 こ れ ら は マ メ 科 植物 の特徴

を生か し て 、 空気か ら 窒素 を 固定 し て

い ま す。 い わ ば窒素肥料工場 の よ う な

も ので 、 根 に 共生す る 根粒菌が豊富 に

あ る 空気 中 の窒素 を 固 定 し 、 植物の根

や 葉が枯れた 時 に 、 それ ら と 共 に 土 壌

中 に た く さ ん の窒素を供給 し ま す。 し

たが っ て 、 こ れ ら の株の周辺は徐 々 に

養分が増加 し 、 別 の種類の 植物が侵入

しやす く な り ま す。 結果 と し て 、 窒素 写真3-7 イ ワ オ ウ ギ
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を 固 定 し な い 植物 よ りも は る か に効率

よ く 土壌に窒素を与 え て く れる のです。

マ メ 科 植物の根を 掘り出 してみる と 、

こ れ ら の根は地 中 に 深 く 入 り込ん で い

ま し た。 写真3-8 ・ 3-9は タ イツ リオウ

ギと そ の根をみた も のです。 マ メ 科 植

物の根に は小 さ い粒が多数付着 し て い

て 、 こ の粒 の 中 に は根粒菌がすみつ い

て い ま す。 こ の根粒菌が空気 中 か ら 窒

素 を 固 定す る た め 、 いずれ周 辺は窒素

が豊か に な る の です。

こ の よ う な こ と か ら 考 え て 、 森林限

界の 植物 を探 っ て い く と 、 ま だ 他 に も

効率良 く 遷移の進行を速め て い る と 思

われ る 植物が あ りま す。 それは ミ ヤマ

ハ ン ノ キ と い う 木 本植物です (写真3-

10 ・ 3-11) 。 ミ ヤマ ハ ン ノ キは、 今ま で

述べて き た 点、 すなわ ち 土壌に養分を

与 え る と い う 点で 、 すば ら し い能 力 を

写真3-8 ・ 3-9
タ イ ツ リ オ ウ ギ と そ の根系

も っ た 植物 と 言 え ま す。 土 壌 に 栄 養 を与 え る こ と を、 生態学 で は 「土壌

の富栄養化」 と いい 、 ミ ヤ マ ハ ン ノ キ は土 壌 を 富栄養化 さ せ る の に ずい

ぶん 有効な 植物で あ る と 思われ ま す。 ふつ う 木 本植物 は 葉を生長 さ せて 、

生育期間の後期 に 葉は枯れて落ち ま す。 そ の直前に は 葉の 中 の物質を枝

や幹 に 回収 し ま す。 た と え ばイチ ョ ウの 葉が落ち て き た と き そ の 葉の 中

を調ベ て 見 る と 、 それはほ と ん ど 栄養分の入 っ て い な い抜 けが ら だ と わ

か りま す。 と こ ろ が ミ ヤマ ハ ン ノ キ は 葉か ら 養分 を ほ と ん ど 回収せずに

葉を落 と し て し ま い ま す。 ふつ う 十 分 に ひ ら い た 植物 の 葉は 、 さ ま ざ ま

な栄養分 を 貯え て い ま すが、 ミ ヤマ ハ ン ノ キ は落 葉す る 時、 栄養分 を ほ
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と ん ど 回収す る こ と な く 捨て て し ま う のです。 ま る で肥料を ま いて い る

よ う な も のです。 こ れ は 、 根系 に共生す る 根粒菌 の窒素 固 定 の能 力 に よ

る も のです。 ふつ う 植物 は 、 空 気 中 の窒素 を直接利 用 す る こ と は で き ま

せん。 しか し 、 ミ ヤマ ハ ン ノ キ は根粒菌 の 働 き に よ り、 空 気 中 か ら 窒素

を た く さ ん取 り込む こ と がで き る ので 、 葉の 中 の窒素 を幹に も ど さ な く

て も 生 き て い く こ と がで き る の です。 こ の よ う に 窒 素 を 多 量 に合んだ 葉

が裸地 の地表面 に 落 ち て 分 解さ れ る と 、 土壌が富栄養化 さ れ ま す。 し た

が っ て ミ ヤ マ ハ ン ノ キが森林 限界の最先 端に あ る 場 合は、 森林限界の上

部の裸地は、 葉が風 に よ っ て運ばれて き て 分 解す る こ と に よ り、 多 量 に

窒素が供給 さ れ る こ と に な りま す。

写真3-1 0
窒素を多量に含んだミヤマハンノキの葉
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写真3-1 1
ミ ヤマハ ン ノ キ の雄花 と
雌花 ( 5月 下旬)



- 大沢の四季

⑭ 

⑧ 
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4-磯の移動 と 植物
4-1 磯の移動を止め て い る 植物

こ こ ま で は、 富士山 の五合目の森林 限界付近の厳 し い環境 の も と で、

植物が ど の よ う に 生活 し 、 ま た ど の よ う な き ま り に従 っ て火 山荒原 に 定

着 し、 発展 し て い く か をみ て き ま し た 。 こ の あ と は少 し見方 を 変 え 、 大
れき

沢崩れな ど の崩壊地や宝永 山 か ら 太郎坊に か け て の斜面な ど 、 礁の移動

の激 し い と こ ろ で 植物が ど の よ う に 対応 し て 生 き て い る か をみ て い き ま

す。

ま ず礁の移動 につ い て考 え てみ ま し ょ う 。 磯 の移動は大沢崩れの よ う

な崩壊地や宝永山 か ら 御殿場 に か けてみ ら れ る よ う な ス コ リア 層 の斜面

で は、 雨や風、 土壌の凍結 ・ 融 解な ど に よ っ て'恒 常的 に起 こ っ てい ま す。

ま た台風や、 何年か に 一度起 こ る 大 き な 土石流や雪崩 な ど に よ っ て、 礁

が多量に移動す る 場合が あ り ま す。 さ ら に最近明 ら か に な っ た ス ラ ッ シ

ュ と い う 現象ですが、 こ れは 富 士 山 の標高の高い斜面で 見 ら れ ま す。 こ

の現象は 春先 に 起 こ る 雪崩 の よ う に 大量の雪が滑る の で は な く 、 斜面の

表面が雪 解け と 同 時 に 移動す る と い う 、 小 さ な雪崩 の よ う な 現象 です。

こ れは今ま で北欧で し か報告 さ れて い なか っ た のですが、 最近、 富 士 山

で も 起 こ る こ と がわか り ま し た。 春先、 地表面が凍 っ て い る と き に 雨や

雪が降 る と 、 地表面を水 と 土 砂がすべ っ て流れ落ち る の です。 こ れ に遭

う こ と は小 さ な 植物 に と っ て は致命的です。 芽生 え て少 し 大 き く な っ た

実生な ど は、 表面の う すい部分が移動す る だ けで流 さ れて し ま い ま す。

オ ン タ デの大 き な株 の よ う に 、 あ る 程度生長が進ん で いれば、 ス ラ ッ シ

ュ く ら い で は それ ほ ど 大 き な影響は受 け な い のですが、 芽生 え た ばか り

の小 さ な 植物 に と っ て は、 相 当な 強敵 な のです。 こ の現象が起 こ っ てい

る あ いだ は、 植物群落の遷移はわずかずつ しか先に進みま せん。
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礁が移動 し て い る 場所では、 前述の フ ジ ハ タ ザ オや ミ ヤマ オト コ ヨモ

ギな ど が 、 な ん と か斜面に しがみつ く よ う に 生育 し て い ま す。 遷移が進

行す る た め に は、 フ ジ ハ タ ザ オや ミ ヤマ オト コ ヨモ ギに かわ っ て別の 植
れき

物が生活で き る よ う に な る こ と が必要です。 そ の た め に は、 ま ず礁の移

動が おさ ま る こ と です。 礁の移動 は 、 斜面の 角度があ る 程度 な だ ら か に

な っ て、 安定度が増 し て く れば おさ ま りま す。 ま た フ ジ ハ タ ザ オ ・ ミ ヤ

マ オト コ ヨモ ギ ・ オン タ デ ・ イ タ ド リな ど の密度が増せば増す ほ ど 礁の

移動 は おさ ま りま す。

た と え磯の移動が激 し く て も 、

広い斜面の一部 に少 し で も 安定

し た場所が あれば、 そ こ で 植物

は生活す る こ と が で き ま す。 し

か し ど ん な 植物で も 生活で き る

の で は な く 、 パイ オニ ア 植物 と

し て の能 力 を も っ た 植物だ けが

そ の よ う な場所で生活でき ます。 写真4-1 地 中 に深 く 伸びた根

写真4-1 は 御殿場の太郎坊で雪崩 に よ っ てで き た崩壊面をみた も のです。

写真で は 、 地上部は埋 っ て し ま っ た た め 、 見る こ と が で き ま せんが、 地

下の部分 を 見 る と 、 大 き な根が地 中 深 く 伸びて い て 、 礁の移動 を抑 え て

い る のがわか りま す。

私 た ち が登 山 を し た と き に 植物 を見て ま ず気がつ く の は 、 地上の美 し

い花の部分です。 多 く の人は地下の部分、 す な わ ち 土 の 中 は ど う な っ て

い る んだ ろ う か、 な ど と い う こ と に は 、 余 り興味を示 し ま せん 。 ま た 土

の 中 を直接見 る こ と も で き ま せん 。 と こ ろ が、 厳 し い環境下で生活で き

る 植物 ほ ど 、 地下の部分、 す な わ ち私 た ち の 目 で直接見る こ と の で き な

い部分が 植物体全体の生長 に 対 し て重要な意味を も っ て い ま す。 地下の

部分が ど の よ う に 発達 し て ど ん な形 を し て い る か に よ っ て 、 そ の 植物が

厳 し い環境で生活で き る か ど う かが決 ま っ て く る のです。
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同様に、 写真4-2は標高2 ， OOOm

付近のイ タ ド リのパ ッ チ の地下

部 を 見た と こ ろ です。 大 き な 土

砂崩れが あ り、 根の ま わ りの 土

が洗い流 さ れて い る た め 、 地下

部 を 観察す る こ と がで き ま す。

こ の よ う に 地上部の 植物体は 小

さ く て も 、 地下部 に は ロ ープの

よ う な太く て堅 い根が縦横 に 走

っ て おり、 土 壌 を し っ か りと 抑

え て い ま す。
れ き

そ こ で、 礁の移動が激 し い と

言われて い る 宝永 山 の火 口 に 生

育す る 植物が、 ど の よ う な根を 写真4-2 イ タ ド リ のパ ッ チの地下部

持っ て い て 、 ど の よ う な働 き に よ っ て崩れて く る 礁を 止 め て い る のか を

調べてみま し た 。

写真4-3 フ ジハ タ ザオ
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写真4-3は、 磯の移動の激 しい と こ ろ で生活 してい る フジハ タ ザ オです。

富士 山 で は高 山帯か ら 山麓 ま でた く さ ん の草 本植物が生育 して い ま すが、
れき

そ の 中 で も フ ジ ハ タ ザ オは礁の移動が頻繁 に 起 き て い る 所で も 生存 で き

る 能 力 を も っ た 植物です。 フ ジ ハ タ ザ オは 6 月 の初旬 に 白 い花を咲かせ

ま すが、 こ の 植物 の地下部 は磯の移動 に う ま く 対応 し て い ま す。 フ ジ ハ

タ ザ オの根を 掘っ て観察 し て み る と 、 小 さ な 雪崩やス ラ ッシュ現象な ど

に よ り礁が移動 し た場合、 根 も 一緒に流れて移動 し て い る のが分か りま

す。 流 さ れず に が ん ば ろ う と し て 、 地表面 の移動 と と も に根がずたずた

に切 られて死ん で し ま う 植物が多いなかで、

フジハ タ ザ オは根が多少切れて し ま っ て も 、

機 と 一緒 に 下方 に 流 さ れなが ら 生活で き る

のです。 こ の よ う な 植物 は他 に あ ま り例が

あ りま せん 。

写真4-4は ミ ヤマ オト コ ヨモ ギですが、 水

分の少な い磯や砂が堆積 し て い る よ う な と

こ ろ で も 生活で き る 植物です。 こ れ も フ ジ

ハ タ ザ オと 同 じ よ う に 、 礁が移動 し た と き

に根が一部分切 ら れで も 、 機 と 一緒に移動

し 、 生活で き る タ イプです。 フ ジ ハ タ ザ オ 写真4-4 ミヤマオトコヨモギ

よ りも し っ か りした根を 持っ て い る た め 、

あ ま り移動が激 し い と フ ジ ハ タ ザ オよ り先

に死ん で し ま う よ う です。

写真4-5はム ラ サ キモ メ ン ヅノレです。 こ れ

も 高 山 帯 に おいて礁の移動 の 多 い と こ ろ に

出 て く る も の ですが、 個体数は多 く あ りま

せん。 ねじ れた直根 を深 く 土 の 中 ま で伸 ば

して おり、 杭 の よ う に 礁 を止 め る 能 力 は あ

りま すが、 礁の移動 に は フ ジ ハ タ ザ オほ ど 写真4-5 ムラサキモメンヅル
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強 く あ りま せん 。 マ メ 科特 有 の窒素固定能 力 を も ち 、 根系 内に 窒 素 を 貯

え る こ と が で き る た め 、 あ る 程度安定 し た 所 で は早 く 大 き く な る こ と が

で き ま す。

写真4-6 ・ 4-7 ヤマ ホ タ ル ブF ク ロ の花 と 群落

写真4-6はヤマホ タ 』

ル フ守 ク ロ と い う 植物
れ き

です。 同 じ よ う に礁

の移動 の激 し い と こ

ろ に 出 て き ま すが、

磯の移動 に よ っ て根

を切 ら れ る こ と に 対

し て それほ ど 強 い 植

物 で は あ りま せん 。 写真4-8 オ ン タ デの群落

写真4-7はヤマ ホ タ ルブ ク ロ の群落です。 こ の群落は礁の移動 に強いパイ

オニ ア 植物が、 最初に あ る 程度安定 さ せた場所 に成立 し た も のです。 こ

こ で は ヤマ ホ タ ル ブn ク ロ が 優 占 種 と な っ て い ま す が 、 そ れ を 取 り囲 む よ う

に以前に優 占種で あ っ た 多数 の 植物 も 共存 し て い ま す。 以 上 の 4 種類の

植物 は、 礁の移動が生 じ て い る と こ ろ で も 生活で き る タ イ プの 植物です。

写真4-8は 宝永山第 2 火 口 の斜面に成立 し て い る オン タ デの群:落です。

磯の移動があ る 程度 止 ま っ た と こ ろ に は写真の よ う に オン タ デが生育 し
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ま す。 オン タ デは長 く て太い 直根

を 持っ て おり、 それが発達する と 、
れ き
磯の移動 を抑 え て し ま い ま す。 し

か し 、 オン タ デの生長は遅 く 、 写

真の株の よ う な大き さ に な る に は、

10年か ら 20年ほ ど か か りま す。

写真4-9の オン タ デは、 葉の部分

だ け を 見 る と 小 さ な個体 に 見 え ま

すが、 地下部 に は大 き な直根 を 持

っ て い ま す。 こ の直根 に は、 過去

に生産 し た 多 量 の 貯蔵物質 を糖類

の形で貯 蔵 し て い ま す。 そ の物質

は 光合成 に よ っ て 作 ら れた、 全糖

類、 デ ン プン 、 へ ミ セ ル ロ ー ス な 写真4-9 オ ン タ デの直根

ど です。

礁の移動が起 こ っ て い る 斜面で オン タ デの よ う に頑強な根 を伸ばす と 、

そ の根系の周 りの土壌 の安定度が増大 し ま す。 こ れは私た ち が斜面 に 杭

を打ち込ん で礁が移動 し な い よ う に す る 場合と 同 じ 働 き です。 ただ し 、

こ の写 真 の 大 き さ ま で根が生長す る の に は大変長 い時聞がかか りま す。

地 中 に ど の よ う に 根が張 りめ ぐ ら さ れて い る か を調べ る こ と に よ っ て 、

土壌が ど の く ら い安定 し て い る か を 知 る こ と が で き ま す。

59 



4-2 フ ジアザ ミ

(1 ) フ ジ ア ザ ミの性質

礁の移動 を早 く 止 め 、 斜面 を安定 さ せ る に は ど の よ う な能 力 を も っ た

植物が適 し て い る ので し ょ う か。 ま ず最初に 杭 に あ た る 直根 を 持っ て い

る こ と 、

次 に は早

く 生長す

る こ と 、

そ し て 多

量 の種子

を つ け る

こ と がそ

の条件で

す。 長い

年月 に わ

た っ て少 写真4-1 0 フ ジア ザ ミ の群落

しずつ生長す る 植物

が、 そ の周辺 を 安定

し た状態 に し た と し

て も 、 長 い 間 に は何

ら か の環境 の変動が

生 じ て不安定 に な っ

て し ま う こ と が あ り

ま す。 し か も 、 偶然

に一個体だ け 大 き く

な っ て も 、 そ の影響 写真4-1 1 フ ジア ザ ミ の花序
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の範聞 は 限 ら れ、 斜面全体を安定 し た状態 に 保つ こ と はで き ま せん 。 そ

こ で、 直根 を持 っ て い て、 急速に 生長す る こ と が で き 、 子孫 を た く さ ん

作 る こ と の で き る 植物 を探 し てみ ま し た 。 そ の結果、 数多 い 富士 山 の植

物 の 中 か ら 、 フ ジ ア ザ ミ を選び出 し ま し た 。 現在 こ の植物 を 中 心 に 斜面

の安定 に 関す る 研究 を 進 め て い る と こ ろ で す。

写真4-10 は 9 月 頃 に花 を さ かせて い る フ ジ ア ザ ミ です。 フ ジ ア ザ ミ は
れき

本州 中部 に 特産 す る 多年生草本植物です。 火 山 性 の ス コ リア の砂疎地や

河川敷、 崩 壊地な ど の不安定な場所に 生育 し て い て 、 裸地や崩壊地 に最

初 に定 着す る パイ オ ニ ア 植物 と 言われて い ま す。 壮大で 葉質 の厚 い ロ ゼ

ッ ト 葉と 太く て 地 中 深 く 伸長す る 根系 を持つ大型のア ザ ミ です。

フ ジ ア ザ ミ は そ の 名 が示す よ う に 、 富 士 山 が分布の 中 心域 と いわれて

き ま した。 富 士 山 に おい て は特に御殿場市太郎坊周辺 (標高約1 ， 000m '"'-'

2 ， 300m ) の ス コ リア の砂磯地 に群生 し 、 ヤ マ ホ タ ル ブ ク ロ 、 イ タ ド リ、

オ ン タ デ、 フ ジハ タ ザオ な ど と と も に 、 富 士 山 の 火 山 荒原 を代表す る 植

物です。 ま た富 士 山 以外では、 安倍川 上流や大井川 上流の河川敷の氾濫

原や崩壊地 に も 群生 し て い ま す。

写真4-11 は フ ジ ア ザ ミ の花の部分を拡大 し た も のです。 こ れは キ ク の

仲間ですか ら 、 花弁の よ う に 見 え る も のが実際はひ と つひ と つ の花な の

です。 そ のひ と つひ と つ に種子をつ く る た め、 一つの大 き な花 に 見 え る

「花序」 に は 、 およ そ300'"'-'400個 の種子がつ き ま す。 秋に な る と た く さ

ん の種子をつ け、 それ ら が周 り に散 っ て 、 翌年に は小 さ い子孫がた く さ

ん 周 り に芽生 え て き ま す。 し か し実際に は 多 く の種子の う ち の半分 く ら

い は 、 虫や鳥 に食べ ら れ て し ま い ま す。

次 に フ ジ ア ザ ミ の根を調べてみ ま す。 写 真4-12は種子か ら 生長 し て 3

年 目の個体で、 写真4-13は こ れ よ り 少 し小 さ い も の を 掘り 出 してみた と

こ ろ です。 地上部 の 葉は て のひ ら よ り 小 さ い も のですが、 地 下 に は親指
れき

よ り 太い 直根 を持 っ て い ま す。 磯の移動 を 防 ぐ働 き をす る 植物 と い う の

は、 こ の よ う に太い直根 を持 ち 、 土 の 中 に し っ か り 根 を張 る 植物 な の で
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す。

こ の よ う に フ ジア ザ ミ は 、 た く さ ん の種子を生産 し 、 し か も 生長が早

く 、 太く て長い直根 に よ っ て 、 砂防工事な ど で人工的 に 土 の 中 に打 ち 込

む杭 と 同 じ よ う な 働 き を し て い ま す。 そ こ で 、 フ ジア ザ ミ を礁の移動防

止や斜面 の安定 化 に 用 い る こ と がで き な い か 、 現在、 調査 ・ 実験 を進め

て い る と こ ろ です。

写真4-1 2 ・ 4-1 3 芽生 え て 3 年 目 の フ ジア ザ ミ の直根

(2) 光合成

フ ジ ア ザ ミ の特徴のひ と つ は種子 をた く さ ん つ く る こ と です。 種子を

つ く る た め に は、 光 合成 を さ かん に 行 う こ と に よ っ て炭水化物 をつ く ら

な ければな りま せん 。 そ し て 、 こ の炭水化物 は、 土 の 中 か ら 吸収 さ れた

物質 と と も に 、 植物 のか ら だ や花や種子をつ く る の に 使われ ま す。

フ ジア ザ ミ は芽生え て か ら 何年 く ら い生 き て い る の で し ょ う か。 こ の

植物 は多年生草 本植物 の 仲 間 ですか ら 何年 も 生 き る こ と は確かですが、
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いずれは枯れて し ま い ま す。 こ れは人間で は寿命に あ た る わ けですが、

こ れ ま で の調査か ら 、 平均 し て少な く と も 6 "-' 7 年 は生 き て い る こ と が

わか っ て い ま す。 フ ジア ザ ミ が た く さ ん 生育 し て い る と こ ろ 、 た と え ば

富士 山南東面の双子 山周辺や砂沢で 、 ど の く ら い の大 き さ の個体が ど の

く ら い あ る の か を調査 し ま し た。 あ る 地域や町 内 に 、 子供、 大人、 老人

がそれぞれ ど の く ら い い る のか を調べ る の と 同 じ こ と です。 そ の結果、

自 然 の群落で は 、 子供の数が圧倒 的 に 多 く 、 大人、 老人 と な る に し た が

っ て極 端に少な く な っ て い ま す。

フ ジア ザ ミ は な ぜ、 た く さ ん の種子をつ く り、 大 き な直根をつ く る こ

と がで き る の で し ょ う か。 大 き さ の違 う 個 体 に つ い て 、 それぞれ の 光合

成 を 測定 し て み ま した。 光合成 の能 力 は、 植物の性質 の 中 で最 も 重要な

も の です。 ど の く ら い稼 ぐ こ 一一一ー-...，IJ ii \f5iio 

と がで き る のか と い う こ と が、

光合成 を 行 う 能 力 に よ っ て 決

ま る か ら です。 光合成 は、 植

物が空気 中 の炭酸ガ ス を ど の

く ら い吸収す る か を調べ る こ

と で測定でき ます (写真4-14) 。

フ ジ ア ザ ミ が生育 し て い る 場

所で、 写真の よ う な機械 を使 写真4-1 4 光合成の測定

っ て測定 し ま す。 ま ず大人の個体に つ い て 光合成 を 測 定 し ま した。 そ の

結果、 ふつ う の 植物の1 . 5倍か ら 2 倍近い光合成能力 を も っ て い る こ と が

わか りま し た。 芽ば え て か ら 3 年 目く ら い の 、 いわば大人の フ ジア ザ ミ

は高い光合成能 力 を も っ て い て 、 日 の 出 か ら 昼、 そ し て 夕 方 と 、 ず っ と

続 け て 光合成 を行い ま す。 光合成の能力が高 い た め 、 1 日 に取 り込む炭

酸ガ ス の量 も 多 く 、 長い根か ら 吸収す る 物質 も 多 い の で 、 ま す ま す 植物

は 大 き く な る こ と がで き ま す。

大人の 植物は、 雪 解け後に 葉を 出す と 、 そ の 葉は貯 蔵物質 を使 う こ と
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に よ っ て大 き く 生長 し ま す。 貯蔵物 質 と は地下の直根 に 貯め て あ っ た栄

養分 の こ と で、 春、 地 上 に 芽 を 出 す と き に 、 こ の栄養分 を使 っ て ど ん ど

ん 大 き く な っ て い き ま す。 生長を始め る と き は、 前の年ま で の 貯え を使

っ て大 き く な る のです。 し たが っ て 、 貯え が多 ければ多 い ほ ど早 く 大 き

く なれ る の です。 現地の フ ジア ザ ミ 群落を調査す る と 、 最初に 葉を 出 し

た 大 き な個体は、 小 さ な個体 よ り も は る か に早 く 大 き く な っ て い ま す。

こ の大型の個体の光 合成を、 春、 夏、 秋 と 季節 を追 っ て測定 し て い く と 、

春、 大 き く な っ た 葉は た ち ま ち 高い 光 合成能力 を 持つ よ う に な り 、 春か

ら 夏 に か け て ま す ま す大 き く な る こ と がで き る のです。 そ の結果、 稼い

だ も の を使 っ て た く さ ん の種 子 をつ く り 、 子孫を あ ち こ ち に ば ら ま く こ

と がで き る よ う に な り ま す。 し か し こ の よ う な大 き な個体は、 種子 を た

く さ ん つ く る よ う に な っ てか ら は、 それほ ど 長生 き は で き ま せん。 5 年

か 6 年、 そ の よ う な状態が続 い た後枯死 し て い く も の と 思われま す。

そ れ に 対 し て小 さ な個体は ど う で し ょ う か。 種子か ら 芽生 え た小 さ な

個体は、 親か ら も ら っ た財産が少 な い た め に 、 そ の年 に は ほん のわずか

し か生長 し ま せん 。 し か し厳 し い冬 を越 し て 生 き 残 る と 、 前の年に 貯め

た 貯蔵物質 を使 っ て 、 よ り 早 く 大 き く な ろ う と し ま す。 フ ジア ザ ミ の若

い個体の光 合成能 力 は、 大型の個体 よ り 低 い の ですが、 それで も 他 の 植

物 に 比べ る と 高い能力 を も っ て い ま す。 そ の季節変化 をみ る と 、 春先か

ら 夏 に か け て は 、 それほ ど 高 い 光 合成 を行い ま せんが、 も っ と も 条件 の

良い夏に は、 さ かん に 光 合成 をす る よ う に な り ま す。 そ し て 不思議な こ

と に 、 ま わ り の大き な個体が枯死す る こ ろ 、 若い個体 は ま だ緑 の 葉をつ

け て い ま す。

子供た ち は、 秋 に な っ て大人た ち が枯れて し ま う こ ろ に 、 ま だ生 き て

い る の です。 そ し て ま わ り に あ る 親の 葉が黄色 く な っ て光 合成 を ま っ た

く 行わな く な っ て も 、 子供の個体 は ま だ 光 合成 を行 っ て い ま す。 秋、 現

地 の群落に 行 っ てみ る と 、 大 き な個体は種子 を つ けて、 葉がす で に 枯れ

て い る の に 、 小 さ な個体は冬の直前 ま で緑の 葉をつ け て 光 合成 を行い、
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次の年のた め に 栄養分 を 貯え 続 けて い る こ と がわか りす。 こ の よ う に 、

ひ と つ の フ ジア ザ ミ の群落の 中 で も 、 子供 と 大人では 1 年の過 ご し方が

違 っ て い ま した。 こ れ も フ ジ ア ザ ミ の特徴の一つで し ょ う 。

(3) フ ジ ア ザミ を育てる

フ ジ ア ザ ミ は種子を た く さ ん つ く る こ と がそ の特徴で し たが、 それ ら

の種子は ど の よ う に 発芽す る

ので し ょ う か。 それを調べる

た め に は 「発芽実験 」を行い

ま す。 フ ジ ア ザ ミ の種子 を と

りだ し (写真4-15) 、 発芽 さ せ

ま すが、 植物の種子が発芽す

る た め に は い く つか の条件が

必要です (写真4-16) 。

第 1 は水です。 第 2 は温度

を発芽 しやすい条件 に調節す

る こ と です。 し か し それだ け

で は十 分 に 発芽 し ま せん。 富

士山 に 生育す る 植物 は 、 ほ と

ん ど が 秋に種子 を地表面に落

と し 、 寒い 冬を過 ご し てか ら

春を 迎え ま す。 こ の よ う な 植

物の種子は、 自 然 の条件 と 同

じ よ う に、 一度低い温度 に さ

写真4-1 5 フ ジア ザ ミ の成熟 した頭花か
ら 種子を取 り 出す

ら さ れな い と 発芽 し な い性質 写真4-1 6 環境調節装置を使った発芽実験

を も っ て い ま す。 そ こ で、 発芽 さ せ る 条件 と し て種子 に 寒さ を体験 さ せ

ま す。 秋に 取 り出 し た種子 に 、 低温で 湿度 を 与 え 、 し ば ら く 低い温度 の
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ま ま 保存 し て おき ま す。 実 際 に は、 5 0Cで湿度 を適 当に 与 え て、 10 日 聞

か ら 1 か月 間、 冷 蔵庫の よ う な と こ ろ に保存 し ま す。 こ れ ら の処理を 「冷

湿処理」 と いい ま す。 以上の 3 つ の条件がそ ろ う と 、 種子は発芽 し ま す。

発芽す る 条件が と と の っ た種子 を、 春 に 圃場、 畑、 ま た は プラ ン タ ー

に ま いて 土 を かぶせる と 、 1 週間か ら 10 日 で芽 を 出 し 、 実生 と な りま す。

実生 と は、 種子か ら 芽 を 出 し た幼 い 植物の こ と を い い ま す。 こ の よ う に

し て た く さ ん の実生 を育て、 こ の実生を . 
ザ由

利 用 し て砂防工事に使 う 研究 を行 っ て い

ま す。

6 月 の梅雨 に 入 る 直前、 富士 山 の西斜

面 に あ る 大沢 の 亜高 山 帯 に 実生 を 植 え ま

した (写真4-17) 。 こ の 亜高山帯では、 富

士 山 の頂上か ら ず っ と 下 の 方 ま で斜面が

崩壊 し て い て 、 雪崩や雨に よ っ て現在 も

そ の崩落は続い て い ま す。 こ の富士 山 の

亜高 山帯の砂防工事の た め、 建設省 の富

士砂防工事事務所の人た ち が働 い て い ま

す。 下流で 災害が起 こ ら な い よ う に 、 ダ 写真4-17 大沢への苗移植

ム をつ く っ た り、 斜面を安定 さ せる 工事 を行 っ て い ま す。 ま た 、 自 然 に

で き た崩壊地や、 斜面を安定 さ せ る た め の工事に伴 っ て生 じ た面 に は、

富士 山 の 植物 を 植 え て、 元の状態 に 戻そ う と し て い ま す。

富士砂防工事事務所 は数年前か ら 調査 を 行 い 、 そ の結果 を利用 し て 、

フ ジ ア ザ ミ や ミ ヤマ ハ ン ノ キ な ど を移 植 し て い ま す。 数年前 に実生 を移

植 し た場所 で は 、 現在 フ ジア ザ ミ は 大 き く な り、 斜面 も 安定 し 、 他 の 植

物た と え ばマ メ 科の 植物やイ タ ド リ、 オ ン タ デな ど が侵入 し て 、 緑 の 回

復が進ん で い ま す。 ま た 、 広 い裸地 に苗 を 植 え る た め に は、 た く さ ん の

苗 と 多 く の 人手が必要です。 そ こ で、 数年前か ら 富士宮市 の小学生や 有

志 の人た ち が、 協 力 し て苗 の移 植 を 行 っ て い ま す。 彼 ら が実生 を移 植 し
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た場所 に は、 現在、 フ ジ ア ザ ミ が大き く 育 っ て い ま す。 そ こ も いずれは

フ ジ ア ザ ミ の群落 に な り 、 そ の後 は 自 然 に 遷移が進ん で も と の 植物 に お

おわれた状態 に 戻 っ て い く こ と で し ょ う 。

実生を 植 え て し ば ら く の 聞 は 、 根が十分 に 張 っ て い な い た め 、 水 を与

え な ければな り ま せん 。 実生が し っ か り 根 を 張 る と 、 あ と は 自 然 の 力 で

大 き く な り 、 いずれは種子 を た く さ ん つ く っ て 、 ま た フ ジ ア ザ ミ 群落 内

に個体が増 え て い く こ と に な り ま す。 フ ジ ア ザ ミ は種子で増 え る ので、

種子が 自 然 に 土 の上 に播かれた状態か ら の調査・実験 を し な ければな り

ま せん 。 そ こ で、 苗 を 植 え る こ と と 同時 に 、 種子を播い て 、 そ の種子か

ら の実生の生長 を調べてみま し た 。 何 も 生 え て い な い土地 に 直接種子 を

播 い て も 、 そ の ほ と ん ど は表面を移動す る 空気 に よ っ て乾燥 し て し ま っ

た り 、 風に よ っ て と ば さ れた り し て し ま い ま す。 ま た 鳥 に よ っ て食べ ら

れた り 、 少 しずつ崩れて く る 磯 に 深 く 埋 ま っ た り し て 、 そ の ま ま 死ん で

し ま い ま す。 そ こ で 、 種子を播いて フ ジ ア ザ ミ の群落をつ く る た め に 、

い く つかの実験を行 っ てみ ま した。 そ の う ち の一つの例 を示 し ま す。

ま ず フ ジア ザ ミ の種子 を、 発芽で き る 状態 に し て 地表面に播き ま す。

そ し て 、 い ろ い ろ な 深 さ の 土 を かぶせて み て 、 そ こ か ら ど の く ら い の実

生が育つ の か を調ベ る 実験 を し ま し た 。 こ

の よ う な実験を 「被土実験」 と いいます (写

真4-18) 。 その結果、 フジア ザ ミ は 6 '"'-' 7 cm 

く ら い の土がかぶ っ て も 、 芽 を 出す こ と が

わか り ま し た 。 しか し 、 最 も 多 く の実生が

育 っ た の は 、 上 に かぶ っ た土が 1 cmの と こ

ろ の も ので し た。 あ ま り 被土が厚すぎる と 、

種子は発芽 し で も 地表面 に で て き ま せん で

し た。 こ の結果か ら 、 種子は 1 cmく ら い土

の 中 に も ぐ っ た と き 、 最 も よ く 地表面 に 出

て く る こ と がわか り ま し た。 将来 は 、 苗 を 写真4-1 8 被土実験
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裸地 に 植 え る の と 同 時 に 、 種子を播 い て 、 1 "-' 2 cmの土 を かぶせ る こ と

に よ っ て実生を生育 さ せ、 やがて フ ジ ア ザ ミ の群落 に 戻そ う と い う 試み

がな さ れ る 予定 です。

4-3 ミ ヤマハ ン ノ キ

富士 山の森林限界は標高約2 ， 500m に位置 し て い ま す。 そ こ に は 3 種類、

の代表的 な木 本植物が生育 し て い る こ と はすで に お話し ま し た。 こ れ ら

は森林限界の先 端に 生育 し て い て、 木 本植物 と し て はパイ オ ニ ア 植物 の

働 き も し て い ま す。 し か し 3 種類の 植物 は 、 種子が散 布さ れ、 それ ら が

発芽 し て実 生 に な り 定着 し て い く 過程で おの おの異な っ て い ま す。 環境

に 対 し て は、 3 種類 と も 雪崩 をや り 過 ごす こ と 、 礁の移動 に 強 い性質 を

持っ て い る こ と が特徴的 と い え ま す。 雪崩 に 対 し て は 、 幹 を 曲げて雪崩

を通過 さ せ、 そ の 後 ま た起き あ が る と い う 性質 を も っ て い ま す。 富士 山

の大き な谷や沢 を 見 る と 、 そ の縁に は ほ と ん ど の場合ミ ヤマ ハ ン ノ キ、

ミ ヤ マヤ ナ ギ、 ダ ケカ ン パが生育 し て い ま すが、 そ こ に は何度か大 き な

雪崩が起 き た 跡 を 見 る こ と が で き ま す (写真4-19) 。

現在、 崩れた斜面

を も と に 戻す の に 、

フ ジ ア ザ ミ の他 に ミ

ヤマハ ン ノ キ を移 植

す る こ と が試み ら れ

て い ま す。 なぜ ミ ヤ

マ ハ ン ノ キ は移 植 に

適 し て い る の で し ょ

うか。 まず、 ミヤマ ハ

ン ノ キ の性質を探る

調査を してみま した。 写真4-1 9 ミ ヤマ ハ ン ノ キ と 雪崩 の あ と
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ミ ヤマ ハ ン ノ キ

の も っ て い る 第 1

の特徴は窒素固定

能 力 です。 空 気 中

に は 窒素が約80%

合まれていますが、

植物 はふつ う 空気

中 の窒素 を直接利

用 す る こ と は で き

ま せん 。 窒素 固 定

能 力 と は こ の空気 写真4-20 ミ ヤマ ハ ン ノ キ と 根粒

中 の窒素を植物が利用 で き る 能 力 です。 畑や花壇 に はわ ざわ ざ窒素 を与

え て作物や花 を作 っ て い ま すが、 ミ ヤマ ハ ン ノ キやマ メ 科の植物は、 空

気 中 に あ る 窒素 を根に共生す る 根粒菌が固定す る た め 、 そ こ か ら 直接窒

素を得て い ま す (写真4-20) 。 こ の よ う な能 力 は 、 養分の少な い 土壌で植

物が生育す る た め に は、 大変役立つ も の と 考 え ら れて い ま す。

ま た 、 ど の よ う な場所に ミ ヤマ ハ ン ノ キがた く さ ん 生育 し て い る か を

調べてみま し た 。 調査の結果、 雪崩 が通過 しやすい場所で ミ ヤマハ ン ノ

キが幹を倒 し 、 横たわ る よ う に生育 し て い る 場所が何か所か あ り ま し た。

こ の こ と か ら 、 第 2 の性質 と し て幹が押 さ え つ け ら れ で も 簡単 に折れな

い こ と がわか り ま し た (写真4-19) 。

次 に 、 ミ ヤ マ ハ ン ノ キ の種子が発芽 し て 実生 と な っ て い く 過程で、 ど

の よ う な土壌が適 し て い る か を調 べ ま し た 。 富 士 山 の森林限 界付近 の土

壌の表面 を 調ベ て み る と 、 小 さ な軽石のか け ら の よ う な ス コ リ ア で で き

て い る と こ ろ も あれば、 大 き な岩で で き て い る と こ ろ も あ り ま す。 細か

い砂や植物 の 遺体が集 ま っ た場所 も 存在 し ま す。 ミ ヤマ ハ ン ノ キが大群

落をつ く っ て い る と こ ろ の土壌は、 細かい砂や土が混 ざ っ た も ので し た。

ミ ヤマ ハ ン ノ キ はそれほ ど急速に根を伸長 さ せ る こ と が で き ま せん 。
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根が伸長す る 速度 は 、 高山植物に と っ て大変重要な性質です。 日 本の夏

に は 、 7 月 の終わ り か ら 8 月 に か け て雨が降 ら な い時期があ り ま す。 梅

雨が明 けた 後 の 、 し ば ら く 晴天が続 く 期間 です。 こ の期 間 を 夏 の無 降雨

期 と 呼ん で い ま すが、 こ の時 期 に 梅雨 の 聞 に 発芽 した た く さ ん の実生が

数多 く 死ん で し ま い ま す。 高 山 帯や亜高 山帯 の裸地で実生 を観察 し て い

る と 、 ほ と ん ど の実生が、 こ の無降雨期 に死ん で い る 状態が観察 さ れ ま

す。 こ の無 降雨期 を の り き っ た数少 な い個体だ けが大 き く な れ る わ けで

す。 と こ ろ が、 同 じ パイ オ ニ ア 植物 の 仲 間 で あ っ て も 、 ミ ヤ マ ハ ン ノ キ

と カ ラ マ ツ で はずいぶん 生 き 残 っ た個体数が異な っ て い ま した。 よ り 多

く の個体が生 き のび ら れ た カ ラ マ ツ は、 磯の組い と こ ろ や大 き な岩の間

で も 生育 し て い ま した。 カ ラ マ ツ の特徴は 、 根 を早 く 長 く 伸長 さ せる こ

と です。 そ の性質 に よ っ て 、 水 の条件が良い土 の深い部分 ま で根 を伸長

さ せる こ と がで き 、 生 き のび ら れ る の です。

ミ ヤマ ハ ン ノ キ は カ ラ マ ツ の よ う に 早 く 根 を伸長 さ せる こ と がで き な

い た め、 乾燥 を う ま く か い く ぐ っ て生き な ければな り ま せん 。 そ の よ う

な安全な場所は、 高 山 帯 で は ど こ に で も あ る わ けで は あ り ま せん。 雪崩

の あ と や細 か い礁が集 ま っ て い る と こ

ろ 、 ま た は礁の移動が起 き て か ら しば

ら く 時聞がた っ て安定 した場所が、 ミ

ヤマハ ン ノ キ の生育で き る 条件 と な り

ま す。 た と え ば、 砂防工事な ど を行 っ

た あ と に は地表面が露 出 した部分がで

き ま す。 そ し て 、 し ば ら く し て そ の表

面が安定す る と ミ ヤマ ハ ン ノ キ が侵入

しやす く 、 それ ら が大 き く な る 可能性

が高い と 言 え ま す。

そ こ で ミ ヤマ ハ ン ノ キ の 苗 を実験的

に移植 してみま した (写真4-21) 。 そ の 写真4-引 ミヤマハンノキの苗の移植
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結果根が短い も の は ほ と ん ど 枯死 し て、 長 い も のが生き 残 る と い う こ と

がわか り ま した 。 ミ ヤマ ハ ン ノ キ は、 い っ た ん 根 を し っ か り お ろ して そ

こ に定着す る と 、 そ の後 の生長速度は た いへん速 く 、 ミ ヤマ ヤナギや カ

ラ マ ツ よ り も 短い時間で大 き く 生長 で き る こ と も わ か り ま し た。 実験の

結果を総合的に み る と 、 フ ジア ザ ミ を移植 し て、 土壌が安定 した と こ ろ

に移植す る 木本植物 と し て は、 ミ ヤマ ハ ン ノ キ は た いへん適 し て い る こ

と に な り ま す。 フ ジア ザ ミ が安定 さ せた場所に ミ ヤマハ ン ノ キ は根 を お

ろ し、 肥料を与 え な く て も 空気 中 か ら 窒素 を取 り 込み、 大 き く な る こ と

が で き る の です。 フ ジア ザ ミ と ミ ヤ マハ ン ノ キ を組み合わせて移植 ま た

は播種す る こ と は、 富士山 の高山帯や亜高 山 帯の裸地を 、 よ り 早 く も と

の植生 に戻す可能性 を高 め る こ と に な る で し ょ う 。
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5一大沢崩れ と 植生の回復
5-1 大沢沿いの植物

大沢沿い の植物 は、 種類 も た いへん豊富で、 しか も そ こ に は 富士 山 で

見 ら れ る 多 く の貴重な種類が生育 し て い ま す。 ま た こ の付近で は 、 森林

限界が最 も 高い と こ ろ ま で達 してお り 、 標高2 ， 800m付近に位置 し て い ま
れき

す。 しか し植物の定着 と い う 面か ら 見 る と 、 こ の谷 の斜面は礁の移動が

激 し い た め厳 し く 困難 な環境 と い え ま す。

写真5-1 は大沢崩れの左岸 を 、 上流に 向か つ て見た と こ ろ です。 過去に

流れた溶岩の断面が縞状に よ く 見 え て い ま す。 こ の溶岩 の断面の上部を

見 る と 、 森林が よ く 発達 し て い る のがわか り ま す。 森林が突 然切れて い

る と こ ろ が見 え ま すが、 そ こ が森林限界です。 岸壁部分は次 々 に崩壊 し

て落ち て い ま す。 こ の部分が落ち る と 、 そ の上 に乗 っ て い る 樹木 も 一緒

に 落 ち て し ま い ま す。 こ の壁 の部分が安定 し て いれば、 森林 も 安定 し た

写真5-1 大沢崩れ南斜面 (左岸側)
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状態を保つ こ と がで き る の で

す。

こ の周辺では、 玄武岩が露

出 し て い て 、 そ の上 に 森林が

成立 し て い ま す。 こ の玄武岩

が谷に崩れ落 ち な ければ森林

は さ ら に 発達す る こ と で し ょ

う 。 かたい玄武岩であ っ て も 、

上 に 土壌が積 も れば植物 はそ 写真5-2 崩 壊斜面 に定着 し た草本植物

こ に 生活す る こ と がで き ま す。 大沢周辺で森林が成立 し て い る 場所 は地

表面が安定 し て い る ため、 標高2 ， 800m の高い位置ま で森林が上が っ て い

っ た と 想像 さ れて い ま す。
れ き

大 き な岩が次か ら 次へ と 落ち て い る と こ ろ で は 、 ど ん な に 礁の移動 に

強い植物で も 生活 は で き ま せん が、 少 し で も 地盤が安定す る と 、 そ こ に

は必ず何 ら か の植物が定着 し ま す。 写真5-2は、 崩壊斜面に定着 した植物

をみた も の です。 中央部 は過去に岩が崩れた と こ ろ ですが、 現在は安定

し た状態 に な っ て い ま す。

見晴 ら し台 と 呼ばれる 標高2 ， 500m あ た り か ら 大沢崩れの付近を見る と 、

安定 した場所 に は、 急斜面で

あ っ て も 植物が し っ か り と 定

着 し て い ま す。 植物が なぜ こ

の よ う な と こ ろ で も 生活で き

る のか を科学的 に し か も 具体

的 に 証明 し よ う と 現在調査 を

行 っ て い ま す。

写真5-3はやは り 大沢崩れの

一部ですが、 全体的 に はか な

り 大 き く 崩れた あ と ですが、 写真5-3 崩壊斜面への木本植物 の侵入
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少 しで も 安定 し た場所 に は富士 山 で よ く み ら れ る 植物が生育 し て い ま す。

写真では、 多少安定 し て い る 斜面 に 、 木本植物が少 しずつ侵入 し て き て

い る 様子がみ ら れ ま す。 そ の手前は、 最近 ま で崩れ て い た と こ ろ です。

こ こ に は ま だ 木本植物 は侵入 し て い ま せん 。 草本植物だ けが土や石 を押
れ き

さ え る よ う な形でわずか に張 り 付い て い ま す。 こ の よ う に磯の移動が と

ま り 斜面が安定す る と 、 か な り 条件 の厳 し い と こ ろ で も 植物 は生活す る

こ と がで き ま す。 と こ ろ がそ の一方 で は 、 長 い 間生育 し て き た植物 た ち

が、 崩壊に よ る 磯の移動 と と も に 失われつ つ あ り ま す。

写真5-4は大沢崩れの右 岸 を 見晴 ら し 台か ら 30分程登 っ た と こ ろ です。

斜面の崩壊が拡大 し て い る た め 土壌が失われ、 植物の根が露出 し て い ま

す。 こ う な る と 植物 に と っ て は致命的で、 日 差 しゃ風 に よ っ て水分の供

給が絶たれ、 いずれ は枯死 し て し ま い ま す。 植物が枯死 し て し ま う と 、

土壌を押 さ え て いた根の張 り も な く な り 、 さ ら に土壌の流出が進み ま す。

大沢崩れ の縁で は 、 こ の よ う な こ と の繰 り 返 し に よ っ て、 ま す ま す崩壊

が進み、 貴重な植物 も 失われて い る のです。

写真5-4 大沢崩れの縁で失われて い く 植物
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5-2 植生の回復

れ き
以 上 の よ う に 、 環境条件 のかな り 厳 し い と こ ろ で も 、 礁の移動 を 止め

斜面を安定 さ せる と 、 植物はた く ま し く 生育で き る こ と がわか り ま し た。

そ の過程 に は あ る き ま り が あ り ま す。 ま ず厳 し い環境 に 侵入 で き る フ ジ

ハ タ ザオ、 ミ ヤマオ ト コ ヨ モ ギ、 ヤ マ ホ タ ル ブ ク ロ な ど の植物が、 次 の

植物の生育で き る 環境 をつ く り あ げ ま す。 そ の後イ タ ド リ やオ ン タ デな

ど が少 しずつ生育 し 、 時間の経過 と 共 に 中 心部が ド ー ナ ツ 状 に 枯死 し て

い き ま す。 こ の枯死 した部分に は周辺の森林か ら 飛ん で き た カ ラ マ ツ や

ミ ヤマハ ン ノ キ の種子が入 り 、 中 心部 のおだやかな環境 と 栄養分に よ っ

て発芽 し 、 それ ら が生育 し て いずれは

森林へ と 変わ り ま す (第 3 章参照) 。

大沢崩れで は建設省 に よ っ て 、 現在

標高2 ， 200"-'2 ， 300m の峡谷部で調査工

事が進 め ら れ て い ま す。 ス チ ー ルネ ッ

ト に よ る 崩壊面 の土砂の移動防止や、

現地 に 生育す る 植物 の種子 を 吹 き 付 け

る こ と や、 首 を移植す る こ と に よ る 斜

写真5-5 ・ 5-6
大沢崩れ峡谷部で実施

さ れて い る 調査工事 と 回
復 しつつあ る 植生
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磯の移動 の激 し い と こ ろ 、 ま た何 ら か の理 由 で斜面が崩れて し ま っ た

と こ ろ を回復 さ せる に は、 本来そ こ に生育 し て い た植物 を植え る と い う

のが理想的 な方法で し ょ う 。

富 士 山 に お い て は、 フ ジア ザ ミ の よ う に 、 直根を早 く 伸長 さ せ、 深 く

強い根を張る こ と ので き る 植物 に 、 人 聞が少 しだ け手を貸す こ と に よ っ

て 、 自 然の植生を で き る だ け はや く 回復 さ せる こ と がで き る よ う に思わ

れ ま す。

「大沢崩れ」 に 関 し て は、 崩 れ る の も 自 然の 姿 な のだ か ら 、 崩 れ る ま

ま に し て お けば よ い、 と い う の も 一つ の考 え 方 では あ る で し ょ う 。 し か

し、 全 く 手 を 加 え ず、 砂防工事な ど も 積極的に 行われな く なれば、 崩壊

は急速に拡大 し て し ま い ま す。 下流への土石流や土砂災害の危険 も 増 し、

山 の形や貴重な植生 も 失われる こ と に な る で し ょ う 。

私 た ちが富士 山 で続 け て い る 調査 ・ 研究、 す な わ ち 厳 し い環境に 生育

で き る 植物 の性質 を利用 し て 、 植生の 回復 を は か る と い う 試みは、 ま だ

緒 に つ い た ばか り です。 時 間 は かか り そ う ですが、 私 た ち の研究が多 く

の可能性 に つ な が っ て く れれば と 考 え て い ま す。
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御 中 道付近で
よ く 見 ら れ る 植物

フ ジ アザ ミ の冠毛
フ ジ ア ザ ミ の種子は冠毛 を 持 っ て い る
た め、 風 に 乗 っ て遠 く に移動で き る



78 

t イ タ ド リ
た で 科

Polygonum cusρidatum 

2 オ ン タ デ
た で 科

Polygonum weyrichii 

3 フ ジ ハ タ ザオ
あぶ ら な 科

A rabis seγγαtα 



4 ミ ヤ マ オ ト コ ヨ モ ギ
き く 科

A γtemisiα pedunculosα 

5 コ タ ヌ キ ラ ン
かやつ り ぐ さ 科

Cαre.χ doenitzii 

6 ム ラ サ キ モ メ ン ヅ ル
ま め科

Astγαgαlus αdsuγgens 
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7 イ ワ オ ウ ギ
ま め科

Hedysαγum vicioides 

8 タ イ ツ リ オ ウ ギ
ま め科

Astragalus mem branaceus 

9 ヤ ハ ズ ヒ ゴ タ イ
き く 科

Sαussuγeα tγiþteγα 



1 0 イ ワ ツ メ ク サ
な で し こ 科

Ste[l，αγia niPponicα 

1 1 ヤ マ ホ タ ル ブク 口
き き ょ う 科

Canψω'lula punctatα 

1 2 ヒ メ シ ヤ ジ ン
き き ょ う 科

Adenophora nikoensis 
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1 3 ベ ニ バナ イ チ ヤ ク ソ ウ
い ち ゃ く そ う 科

Pyrola incarnαta 

1 4 ク ル マ ユ リ
ゆ り 科

Lilium medeoloides 

1 5 ヤ マ ト リ カ ブ ト
き ん ぼ う げ科

Aconitum nψρonzcum 



1 6 タ カ ネ グ ン ナ イ フ ウ ロ
ふ う ろ そ う 科

Geγαnium eγiostemon 

1 7 フ ジ ア ザ ミ
き く 科

Cirsium ρurpuratum 

1 8 ハ ク サ ン シ ャ ク ナ ゲ
つつ じ 科

Rhododendron brachycαゆum
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1 9 カ ラ マ ツ
ま つ科

Larix kaemPfe:γi 

20 夕、 ケ カ ン パ
か ばの き 科

Betula ermanii 

21 ミ ヤ マ ハ ン ノ キ
かば の き 科

A lnus maximowiczii 



御中道付近で よ く 見 ら れ る植物の花期表
植 物 名 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 |

1 イ タ ド リ

2 オ ン タ デ

3 フ ジ、ハ タ ザオ

4 ミ ヤマオ ト コ ヨ モギ

5 コ タ ヌ キ ラ ン

6 ム ラ サ キモ メ ン ヅル

7 イ ワ オ ウ ギ

8 タ イ ツ リ オ ウ ギ

9 ヤハズ ヒ ゴ タ イ

10 イ ワ ツ メ ク サ

11 ヤマホ タ ルブ ク ロ

12 ヒ メ シ ヤ ジ ン

13 ベニバナイ チヤ ク ソ ウ

14 ク ルマユ リ -回・

15 ヤマ ト リ カ ブ ト

16 タ カ ネ グ ン ナイ フ ウ ロ

17 フ ジア ザ ミ

18 ハ ク サ ン シ ャ ク ナゲ

2-25 タ カ ネ パ ラ -』
2-26 ミ ヤマ ア キ ノ キ リ ン ソ ウ

2-27 コ ケモモ -』圃ー
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