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は　 じ　 め　 に

　縄文時代における土器 の 使用 は，粘 土を加熱 して水 に

溶け ない 物質に変える 技術を習得 して い た こ と を意味す

る．すなわ ち， 2 万年 以上 も前 に 火 の 使用はす で に 行わ

れ て い た．縄 文 人 が，火 山噴火 ， 落雷 な どに よ る 野火 の

発生 の 後 ， 燃 え尽 きた と思 われ た根株や幹か ら の 萌芽枝

を見 て，石 斧 で も容易 に 伐 れ る
「
柴」 と し て 利用 し た こ

とは容易 に 想像 で きる．伐採 した樹木 か らの 萌芽 も観察

され て い たに 違 い な い ．

　 こ こ では，火 の 利用 とともに始 まっ た と思われ る萌芽

に よる森林 の 利 用管理 に つ い て，古文書 な ど か ら も検討

し，薪炭林，果樹園，特 用 林 産物 生産技術に お け る 萌芽

特性 の 利用 と森林管理 につ い て概観 する．なお，狭義 の

萌芽 は，萌芽 を利用 して 森林 を育 て る 萌芽更新などで 定

義 され て い る よ うに ， 伐採 な ど に より幹が 欠損 した 後 に

発生す る新た な芽 条を示 すが ，こ こ で は，幹の 欠損が な

くとも新 たな芽 条が発生す る樹種 の場合 も含め ， 広 い 意

味 で 萌芽 と した．

写真 1 ．林縁性低木類 の 樹形

　　 　　 主 幹（直 立枝 ）が 明 確で な く，斜 上 した 幹

　 　 　 　 の 途中か らい くつ もの 直立技 が 出て い る．

1．樹木 に お ける萌芽 の 形

　樹木に お け る萌芽の形態は，樹種 に よっ て それ ぞれ特

徴が あり，生育地 の 生態的特性 と良 く
一

致 して い る．そ

の代表的な萌芽 の 形態は 次 の ように 整 理 で きる．

1 ）根萌芽 ：河 川敷，氾濫原，崩壊地 な ど に 先駆 的 に 生

育 す る 樹種 の キ リ
，

ヤ ナ ギ類 ，
ポ プ ラ類 ，

シ ウ リザ ク

ラ， ニ セ ア カ シ ア，ヌル デ，ア カ メ ガ シ ワ な ど に み られ

る．根萌芽 に は
，

正 確 に は 地 下茎ある い は 根 その もの か

ら出現す る二 つ の タイプ が あ る．しか し，こ こ で は地 下

部か ら発生する萌芽 を根萌芽 とした．

2 ）主幹か ら枝性へ の変換 ：
一般的に高木性樹種 は 頂芽

優勢が 明確で あり， そ の 欠損 や枯死 が なけれ ば ， 萌芽 を

発生 させ な い ．これ に対 し，低 木型 樹種 で は樹幹 の 枯死

や欠損が な くて も頂芽 の 優勢が容易 に な くなり，それ ま

で の 幹か ら主軸 となる幹を出し， 古 い 幹は枝性 をもつ よ

り に な る．い わゆ る仮軸分枝型 の 枝 と幹を展開する樹種

で あり，不定期 に それ まで の 枝 と幹 に 代わ っ て 新 た な枝

と幹 （萌芽）を発生 させ る （写真 1 ）．林縁性樹種 や林

写真 2 ．複数，叢 生 型 高木樹種 と した カ ツ

　　　　ラ の 樹形

　　　　主幹が 存在 して も複数の 幹が 叢生 して い る．
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冠疎開地 （林冠 ギ ャ ッ プ ）な ど に 生育する 多くの 低木類

で あるキブ シ ， タニ ウ ツ ギ ，
ニ ワ トコ ，クロ モ ジ などに

み られ る．

3 ）主幹老齢化 もしくは欠損 （複数 の 幹， 叢生型 高木［生

樹種 ） ：通常は 頂芽優勢を保 っ て い る が，主幹の 老齢化

や 土 石 流　病虫害 ， 風倒 な ど に よる幹 へ の 損傷 が 引 き金

に な っ て 倒 れ た幹や根株 の 周辺 か ら 活発 に 萌芽枝 を出す

（写真 2 ）．ア カ ガ シ，ウ ラ ジ ロ ガ シ な ど の カ シ類 や 渓

畔林 の 構成樹種 で ある カ ツ ラ ，
サ ワ グル ミある い は ホ オ

ノ キ，シ ナ ノ キ，イ ヌ ブ ナ な ど に み られ る．カ ツ ラ な ど

で は ， 古 い 時代 の 伐採 も原因 と考 え られ るが，病 虫害や

洪水な ど に よ る 主 幹の 欠損や損傷 に よる萌芽 と思 われ

る．

4 ）主幹欠損 に よる 萌芽 （単幹型高木性 樹種） ： 通常 で

は 主幹 の 欠損 が な け れ ば 容 易 に は 根株周 辺 に 萌芽 枝 を出

さ な い が，伐採や風な ど に よ る幹折れ が 発生す る と萌芽

枝 に よる 再生が 始 まる．ブ ナ， ミズ ナ ラ，ケ ヤ キ，ア カ

ギ な ど に み られ る．しか し，
こ の タイプ で も若 い り ちの

萌芽力は強 く，実生起源 の 若 い 時代に は，暗 い 林 内で ダ

イバ
ッ ク （萌芽 ）を繰 り返 し個体 を維持 して い る．しか

し，ブ ナ な ど で は 胸高直径 が 20cm前後 に な る と急速 に

萌芽能力が 低下 する （前田 ，
1988 ；谷本 ，

1993 ）．

5 ）樹冠 内，若木期の み の 萌芽 二若 い 樹冠 内で 欠損 した

幹 に 代 わ り直 立 した 萌芽枝 を出す．ス ギ，ヒ ノ キ，ア ス

ナ ロ な ど多 くの 金懍 樹に み られ ， 造林 された ス ギ ， ヒ ノ

キ の 幼木 は 下刈 りや凍害な ど で 欠損 した樹冠 の 下部か ら

容易に 萌芽枝 を発生 させ ， 正常な樹形 に 戻る．なお，
コ

ウ ヨ ウザ ン ，リキダ マ ツ など で は萌芽性が強 く，
．
占い 幹

ある い は根元 よ D萌芽 が 可能で ある．

2 ．個体維持，樹 形修復の た め の 萌芽能 力

　　 （生残 り ， 生存環境 へ の 適応性 ）

　萌芽の役割は繁殖戦略 の
一

つ で ， 繁殖 に有利 なた めに

積極的に獲得 さ れ た 形態で あ る とす る意見 もあ る が ， 多

くの 樹種 で は
，

正 常 な生育環境 に な い と き に 個 体維持 を

叮能にする 緊急避難的な役割をもっ て い る と思 われ，樹

冠に お ける
一

部の 枝枯れ などに よる欠損 ， 根返 り
， 幹 の

欠損など樹体 の 受ける損傷の 程度や部位に よっ て 萌芽再

生 の 仕 方が 異 な っ て い る．ま た，異常環境下 で の 萌芽 と

して は低木型ブナ や ミヤ マ ナ ラ な ど の よ っ に 山頂の 強風

や積 雪 に よ っ て 正 常な生育が 保証 され ない た め に実生繁

殖よ b）も栄養繁殖で あ る 萌芽 に よ っ て個体 を維持す る．

埋 立 地 などの不良土壌環境地 で は街路樹や緑化樹 と くに

大型樹 の ダ イバ ッ クと萌芽再生 な ど， 異常 な生育環境下

ある い は 個体 の
一部が 欠損す る こ と に よっ て 萌芽能力が

発揮 され る．こ れ らの 萌芽特性 は さ らに 次 の よ うに 細分

で きる．

1 ）根萌芽 型 ：洪水や 山地崩壊 な ど で生活場所を奪われ

て も，露出した根が 損傷す る こ とで 萌芽 の 活性化 が はか

られ る．細 分化 した 根 が 他の 生育可能地 に 流れ着 くな ど

して萌芽再生する．また，種子で 定着 した個体を基 に 地

下 茎 に よっ て 複数 の 地上 茎 （広義 の 根 萌芽 ）を発生 さ

せ ，同種個 体 の 占有面積を拡大 し， 生育に有利な環境 を

創 り出す （谷本，1982 ）．

2 ）主幹 と枝性 の 転換型 ：光環境 依存型 と物理的障害型

の 二 つ が ある．（D光環境依存型 ： キブ シや ウ ツ ギな ど 多

くの 林 縁 性 低木類 は，上層林冠 形成木 の 林冠疎開 （ギ ャ

ッ プ 発生）と そ の 再生 に 基 づ く樹冠閉鎖 に よ っ て ， 成長

に十分 で な い 光 環境に遭遇する と，疎開 した 空間に 向か

っ て 萌芽枝 を発生 させ ，それ ま で の 幹を枝 に 変 え ， 成長

に 有 利 な樹 形 を展開 し，個 体維持 を は か る （谷本 ，

1982）．〔2）物理的 障害型 は さら に 二 つ に 区分 で きる．物

理的障害型   ：強風や積雪など気象害に より根返 りした

幹 や 斜 上 した幹 よ り 多数 の 垂直的 な枝 や幹 を発生 さ せ る

（写真 3 ）．物 理 的障害型  ： 高木性樹種 は ， 生育に 不

利 な低温，光不足，多積雪環境 の とき，ダ イバ ・
ソ ク と萌

芽 を繰 り返 し，複数の 萌芽枝に よっ て個体維持する．温

暖化 ， 林 冠疎 開 ， 少雪 環境 などで生育環境 が 好転する

と，萌芽 が 充実 し，そ の 個体再 生 に よっ て種 子繁殖 に 至

る とい う循環 を環境 変動 の ス パ ン で長期 に繰 り返す．高

山 で矮性 化 し た タ テ ヤ マ ス ギ （平 ，
1985 ）や低木型ブ

ナ （谷本，1993 ＞な どに み られ る．

3 ）樹幹欠損 ・切 り株 型 ：正 常 に 生育 して い た 樹 木 で

は ， 伐採 ， 風折れ などに あうと萌芽枝が 多数発生す る．

それ まで の 樹形 と樹冠 の 大 きさに対応 し， 複数 の 萌芽枝

に よ っ て ミニ 樹冠 を構築 し，そ れ まで 維持 して い た 空間

の 占有 を有利に す る （谷本，1982 ）．すなわ ち， 成長 の

早 い 萌芽枝 は
， 再 生個体 の 占有空間 を高 さ，水平的に確

保 し， 種 間競争 を有利 に 展開す る機 能 を持 っ て い る と思

わ れ る．

　 こ れ まで に 述べ た 萌芽特性 や 能力 は便宜的に 区分 した

写 真 3 ．風 で 根 返 り し た サ ワ グ ル ミ

　　　　 倒 れ た幹 か ら 垂 直枝 （萌 芽 ）が 多数 発 生 し

　 　 　 　 て い る．
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もの で，高木性，亜高木性樹種 で も若 い 時代 に は 生育環

境に応 じて低木性樹種 と同 じような萌芽 を発生する こ と

が 観 察され て い る．萌芽 に よる 個 体 維 持 と樹 形 の 回 復機

能は，広義に は一年生草本で は 種子 に 内在 して い る．越

年 ・多年生草本 で は種 子 の 利用 とともに，地上部が生活

に 不利な時期 に は 完全 に 枯れ，そ の 時期 に は 休眠芽 が 形

成 され，生育期 に再 び 地上部 を発達 させ る． こ れ らも広

義の 萌芽 と個 体維持機 能と言 え よ う．

　 こ れ に 対 し，木本植 物は，地 上部 が 木質化 し幹 とな

り，本来 の 樹形 に 発達する まで 成 艮を続 け，長期 に 樹体

を維持 で きるため ， 定芽 ある い は不定芽 を起源 とす る萌

芽 の 再生機能が よ り複雑化す る．す なわ ち根 萌芽 は，越

年 ・多年生草本の 休 眠芽 の 機能に，緊急避難 的な複数 回

の 再生能 力を付加 したもの と言 えよ う．低木や若 い 高木

性 樹種 で は ，幹 が 発 生 し，正 常 な 樹 形 に達 し な い うち

に ， 樹幹や枝 の 集ま りで ある樹冠 あるい はそ の
一

部 が 欠

損 する と，本来の 樹 形 に 発達する まで の 危機 回避 と し て

樹冠修復 を目的 に 萌芽再生 を行 う．幹の 発達 した 正常 な

樹形に お い て は，伐採や幹折れ などに よっ て 地上部の 欠

損が 発生す る と， 樹形そ の もの の修復再生 を目的 とした

萌芽再生 が 行わ れ る．した が っ て，樹木お よび草本に お

け る 広義 の 萌芽 の 機能は
， それ ぞれ の 植物 の 持 つ 樹形 と

そ の 保存を rtT能に した生育環境 に依存して 発達 して きた

可能［生を うか が わ せ る． こ の よ うな視 点 か らの 萌芽研究

で は特定 の 植物や樹種 の 萌芽機能を解析す る と と もに ，

樹勢や 樹齢，生育環境な ど との 関連 に お い て，萌芽特 「生

を植物 （樹木）全体の 性質 と して広 く理解す る 必要が あ

ろ う．

3．萌 芽特 性 を利用 した森林管理

　伐株か ら の萌芽で は，樹高が低 く，幹の 太 さ が 細 くな

り，多数 の 萌芽枝 が 発生する た め，収穫や利用 が 便利 で

あ る．直立枝を誘引する こ とに よっ て 開花結実が 促進さ

れる性質は，以下 の ように さ まざまな森林や 果樹 園の 管

理 に 応用 され て きた ．

1 ＞主幹の枝性 ：ナ シや リン ゴ などの 果樹に お け る矮1生
仕 立 て の 整枝は ， 樹冠 の 修復お よび 再生を目的 と して 直

立す る枝を水平に誘引する こ と に よ っ て，結果枝 の 発生

を促 す技術 として 発達 した． こ れ は，キブ シ な ど 林縁 陛

低木類に顕著に み られ る主幹 と枝性 との変換 とい う性質

を利用 した もの と言 えよう （写真 1 ）．

2 ）根伏 せ 更新 ， 台伐 り仕立 て ： キ リ の 苗木 は，10cm

ほ どに 切 り取 っ た根 か らの 萌芽 （根萌芽 ）に よ っ てつ く

る． こ の 苗木を定植後，数年間十分 に 肥培管理 の 後，根

元付近 か ら幹 を伐 り，形質 の 良 い
， 力強 い 萌芽枝 を発生

させ ，利窮す る 仕立 て 方 で 根萌芽 と株萌芽 の 特性 を巧 み

に 利用 して い る．こ れ らの 特性 は ， 同 じような大型 の 葉

を持 ち， 分枝機 能 を長 い 葉柄 に 変 え，伸長生長 を優先さ

せ て い る ヌ ル デ，カラ ス ザ ン シ ョ ウ などの先駆性樹種に

共 通 の 性質 で もあ る （谷本，1982 ）．

3 ）幹 の 利用 に よる萌芽再生 （狭義 の 萌芽林 ， 図1 ＞

　（1） 低林 （根 株更新） ： シイタケ の 原木や薪炭の生産

林 の 造成の た め，正 常な 生育を して い る樹木 の 地 上部あ

る い はその
一

部 を伐採 し，利用 した 後 に，発生 して くる

萌 芽 枝 を育成す る．地 上部 を適当な大 きさの 時 に 根株付

近 で 伐採する低淋 は ， お もに 薪炭 生産に利用 され た森林

造 成技術 で あ る．収穫す る幹 の 周 囲が 10cm
， 樹 高 5 〜

15m 程度 の 比較 的小 さな林 に 仕 立 て る た め ，そ の 林 の

形態か ら低林 と呼ばれ，武蔵野 の 雑木林 に 代表 され るよ

うな農用林 として 維持さ れ て きた．

　〔2） 頭木林 （幹 の 途中 か ら伐採，萌芽 さ せ る） ： 樹冠

や 樹幹 が 欠 損 し た と きに，速 や か に 萌芽枝 に よ っ て修復

再生 をはかる機能を利用 した もの で ある．タ クラマ カ ン

砂漠 に お け る オ ア シ ス 地 帯 の ヤ ナ ギ 類 （写真 4 ）， 山梨

県韮 崎市周 辺 の ク ヌ ギ林， 日 本海 側 ブ ナ林 の
「あが り

こ 」 な ど に見 られ，発生 して くる萌芽枝 を農業 資材，燃

材 ， 若 い 枝葉 を飼料など として利用する．幹 の 部 分 が 比

較的大き く，再生す る 萌芽枝 の 収穫量 は，実生 で 仕 立て

低 木 頭 木林 切 枝林

図 1 ．萌芽性 を利用 し た森林経営

　 　 　 〔………は 伐採 個 所）

写真 4 ．タ クラ マ カ ン 砂漠地 方 の 頭木林

　 　 　 　 樹種 は ヤ ナ ギ類 で あ る．
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る より大 きい た め有利 で あ る．タクラマ カ ン 砂漠地方 の

ような乏 しい 植生状態で は，家畜が 食べ られ る高さ 以上

に枝葉 を確保す る こ とは，資源 の 保 続 に つ なが る有効な

方法で あ る．ブ ナ 林 の
「あが り こ 」 は 収穫 し た 地 上部

（幹，枝 など薪炭材 ）の 搬 出を容易に するため，積雪期

に地上部 を伐採 し，雪橇 で 運搬する．こ の た め に 積雪 の

高さま で は 正 常 な幹 の 形 を した 特 異 な形態 を示 す （谷

本，1993）． こ の 形 に類似 し た 形態 をもつ 樹種 は，風衝

多雪地形 で 生育する亜高山性針葉樹 の ア オモ リトドマ ツ

に も見 られ，樹冠上部は伐採で は な く，冬の 季節風 と積

雪 環境 に よ っ て 欠損 す る．す で に 針 葉樹 の 萌芽特性 で 述

べ たように樹冠 内部で は萌芽 が 可能で，積雪 に 保護 され

た，樹形 の 割 に 太 い 幹 に 多くの 萌芽 をもっ た 特 異 な 形態

に なる．小規模 な頭木林 ある い はそれ に 類似 した 萌芽枝

の 利用 に は 製紙 や 養蚕に お け る ク ワ，コ ウ ゾ， ミツ マ タ

な ど の 仕立 て方に も応用 され て い る．

　（3） 切枝林 （幹は そ の ままに して枝だ け伐 O，萌芽 さ

せ る） ： 東京都西部の ケ ヤ キ林に お け る切枝林は ， 海苔

しぴ，燃材などの生産 を目的に管理 さ れ て い た．頭木林

と 同じ目的で 発達 した 技術や仕立 て 方 で あるが
， 幹は 残

し，枝の み収穫利用 する．関東地 方の 屋敷林の ケ ヤ キや

シ ラカ シ は
一

定 の 周期 で 切枝 され る．こ れ は，燃材を生

産 しつ つ 建築用材仕立 て も目標に した折衷的な仕 立 て 方

で あっ た．い ずれ も樹幹 ・冠修復能力と して の 萌芽を利

用 して い る．

4 ．萌芽 （柴草）を対 象 に した森林管理 の 歴史

　 「お爺さ ん が 柴 か り に，お ば あさん が 川 に 洗濯 に 」 の

昔話 は，誰 もが聞い た なつ か しい 思 い 出として残っ て い

る．柴か りの
「

柴」 は ， 芝生 の
「
しば 」 で は な く， 雑木

の 小枝，小径木 を指 して お り （広辞苑 ），そ の 起源 は 萌

芽枝 に よる と思われ る．

　江戸時代初期 まで は，柴草の 利用 に つ い て の 制限など

の 記録 はあるが ， 仕 立て方 につ い ての 記録 はほ とん ど見

ら れ な い ，た と え ば 平 安時代 の 延 暦 17年 の 禁 令 に は

「
山川藪沢 の 利 は公私 ともにすべ し （一部 略 ），細民 の

柴草を採 る を禁ず る ば か り で な く，（以 下 略 ）」 と あ っ て

豪族 が 土 地 を私有化 し，利用者 を閉め 出 した ようすが わ

か る．

　江 戸時代 中期 以 降 の 記録 に よる と，刈敷，飼料 （馬

草，秣），堆厩肥 などの 柴草 を採集するため には ， 田畑

反別 の 10〜12倍 の 林 野 が 必 要 で，柴 地 は 重要 な資源 で

あ っ た．こ の 他 に薪炭 の 消費 と して 1戸 当 た り年間 20〜

30駄 （
一

駄 6 尺 縄 4 束付 け ）が 必 要 と さ れ （野 本，

1984 ），
こ れ らは 入会山 （特 定地域 の 共 同利 用 の で きる

山野 ）か ら 生産 され た。頻繁 な入会 （利用 ）は毛上 （植

生 ）の 再生 を減退 させ ，

一
方 で ， 新田開発 などによ り刈

敷 などの 需要 が 増 して お り，山の 口 明 け，採取用具 の 限

定 （鎌，鉈）など採取時期や 方法に つ い て の 規制 も強 く

な っ て い る．た とえば 明治 32年 旧上 田上村桐生 （現大

津市〉に 残 さ れ て い る 「六 箇山小柴苅取 同盟規約 」 に よ

る と， 刈 ワ取 る小柴 は周囲 15cmぐらい 以下 の もの に 限

る こ と t 山 に 入 る際に は 必 ず 入 林鑑 札 を携帯す る こ と，

伐 る道具 は鎌 に 限 る こ となど を申 し合 わ せ て い る．ま

た，類似 の 規 約 と入会地 の 境論 争 な ど の 記録 は 多数 残

t）， 柴地 （入会地 ）が生活 に重要な場所で あ っ た こ とを

示 して い る．

　萌 芽 を利 用 し た 山 林利 用 に つ い て は，対馬藩 の 陶 山 訥

庵 （1728＞が，20 の 区画 を設 定 し， 順 番 に 伐採する20

年周期 の 輪伐法 に よ り， 1 区ご とに 冬伐 り を薦め，若立

（萌芽 ）を育て る と同時 に，保残木の 仕 立 て方 まで 詳細

に 指 導 して い る ．橿 （カ シ 類 ）に つ い て も，宮崎安 貞

（1697 ）が 農業 全書 の 中 で
「
伐 りて跡 よ り芽 立早 く生

じ能 くさか ゆ る ．その 上，伐 りた る根 より其 の まま芽立

ち生 出 る もの なれば ，

一
度 よく植 え付 け置 きぬ れ ば ，千

万年 も絶えず，国を富まし民をや しなふ に大に 益 あ り一

と述 べ
， 萌芽 の 特性 をよ く理 解 して い る。し か し，千 万

年は 誇張 で ， 実際に は 萌芽 更新を 3 〜5 回以上繰 り返す

と株 の 勢力が 衰え る． こ うした株が 多くなっ た と きに は

実生 に よっ て若返 らせ る必要が ある．

　 また，具体的な萌芽管理法 の 記述 で は ， 伐採年数 と萌

芽 力 に つ い て ， ナラ類 は大抵 6 〜7 年 に
一度ずつ 伐 っ て

萌芽 更新 を は か て い る （経 済要録，佐藤信 淵 （1818〜

1829 ））、 こ の 他 に は伐採年数を 10〜15年 とし た もの が

多い （民事紀聞，山林沿革史，大阪 静 岡，千葉 ， 島根

各府県 の 記録 ）．伐採 の 時期 と萌芽 力 に つ い て も対馬で

は 「諸木共に春伐れ ば根 まで枯れて若 （萌芽）は出ぬな

れ ば 」 とし， 冬伐 りされ て い た ．山林沿革史などで も今

日 と同 じ よ うに ， 伐採は 秋の 彼岸か ら春 の 彼岸 の 間 の 生

長休 止期 に 行 うと され て い る （栗孝行芋植立 下知覚書，

〔陶山訥庵，1724 ） ；山林沿革史 ， 東京， 京都 ， 神奈

川，兵 庫各府県 の記録）．こ の こ ろ の 日本人 は 長 い 経験

に より成長休 止期 の 萌芽 力が もっ と も強 い こ と を理解 し

て い た こ とに なる．

　 火 入れ と萌芽 能力 との 関係 に つ い て 陶山訥庵 （土 穀談

（年代不詳））は ， 伐 り明 け た場所 を野 火 で 焼 か なけれ

ば，伐株 よ り新 た に 萌芽 が 発生 して，元 の よ うに茂 る

が ，「野火 に て焼 き，
2 年 も3 年 も其 の 如 くなれば ， 萌

芽枝を焼 き枯ら し，終 わ りに は根 も枯れ草山 とな る 」 と

述べ
， 樹木利用 と茅 山造 成 と の 関係 を利用頻度か ら説明

して い る．また，根萌芽 に よる仕立 に つ い て は ヤ ナギ ，

コ ウ ゾ，キ リ に それ ぞれ 記述が み られ ， 萌芽 の 性 質を鋭

く観 察し，それ を利用 し て きた 歴史が 読み とれ る．
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5 ．薪炭林 に対 する管理

1 ＞萌芽 の 発生部位

　薪炭生産に お い て は，前記の 頭木林以 外で は 比較的伐

採位置 が低 い 傾 向 に あ る．こ の よ うな株か ら発生する 萌

芽の位置 をみ る と，北海道の 例で は 萌芽発生本数 の 割合

（21種 の 平均 〉 は 切 断面 （癒合部 ）で 1．1％，側芽 （樹

幹部〉で 89．2％，地 中 （地 際）で9．7％ となっ て お ワ，

樹 幹 部 で の 発生 が 圧倒 的 に 多 くな っ て い る （川上 ，

1958 ）．紙 谷 （1986 ）に よ っ て も萌芽 の 発生 は 樹 幹部で

表 1 ．萌芽 発生部位 と樹種 と の関係（紙 谷（1986）を改変）

樹
　　　 部位ご との 萌芽発生割合（％）　 萌芽発生
種
　　　癒合部　樹幹部　地際部 の タイプ
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木
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低

多い （表 1 ）．一
般的 に は，発生後 に 自根 の 発生 しや す

い 根際部 の 萌芽 が 有利で ある．また ， 伐 り株が 太 い と萌

芽 との な じみ が 悪 く，風 積雪 な どで剥が れ落 ちた り，

伐 り株が枯 死 して しまうこ とが あ る．

2 ）樹種 と萌芽性

　樹種 の 生活形や生育場所 に対応 した 萌芽特性 （前述 ）

に よ り，小高木や低木型 の 樹種 の 方で萌芽 力 が 強 い ．主

要 な樹種 の 萌芽 能力 をま とめ て 表 2に 示 した． こ れ ら の

中に は カ ン パ 類の よ うに株そ の もの が 腐朽 しや す く，萌

芽が 出て も， 自力 で 生活 で きる前に株が枯 れるため に 結

果的 に 萌芽力 が 弱 い もの もあり，実生 を優先させ る 樹種

で は ， 萌芽能力が弱 い 傾 向 に ある。

3 ）樹齢や樹体 の 大 き さ な ど と萌芽性

　樹冠内部 の 萌芽 力 は 強 い ，言 い 換 えれば，若 く胸高直

径 の 小 さい もの ほ ど 萌芽 力 が あ る．お よそ 10cm以下 の

もの ならば ブ ナ で も， 萌芽更新に よっ て薪炭生産が可能

で ある （青森 県鰺 ヶ 沢地方）が ，それ 以上 で は発生が 困

難に な り，30cmを超 える と萌芽 は ほ とん ど不可能に な

る．萌芽 を繰 り返す場合 に も， 少な くとも 4 〜5 回以上

に な る と，株 そ の もの が 老朽化 する．樹体 の 老齢化 や 大

形化 に よっ て 萌芽力 か 衰 える傾 向は ， 萌芽 が 未完成 な樹

形 を修復 し，個体を維持す る よ うに 営 まれ て い る こ と を

暗示 した もの で あろ う．

4 ）伐採時期 と萌芽性

　江戸時代 から伝 えられて い る ように ， 伐採 の 時期 とし

て は生長休止期が もっ とも適 して お り， 農閑期 を利用 し

た 伐採 が 行 わ れ て きた．こ れ は 貯蔵養分 の 立 場 か らも説

T ：樹 幹 部 （癒合部 と撒 幹 部 を合 わ せ た ）

T − R ：樹幹部一地 際部

R ：地 際 部 （地 際部 と根部 を合わ せ た ）

表 2 ．主 な広葉樹（高木 ・亜 高木）の 萌芽能 力

明
茅
し

た

伐

鞭

の

割
合

殉

萌

芽

の

平

均
の

伸
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ω

萌芽性 樹 種
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エ ゴ ノ キ，ア オ ダ モ

　 　 　 オ ニ グル ミ，ミズ メ，ハ ル ニ レ ，オ ヒ ョ ウ，ケ ヤ キ，
　 　 　 シ ロ ダ モ ，ヤ マ ザ ク ラ，ウ ワ ミズザ クラ，シ ウ リザ

中　　 ク ラ，オ クチ ョ ウ ジ ザ クラ，ナナ カ マ ド，ア オ ハ ダ，
　　　マ ユ ミ，カ エ デ 類 ， アワ ブ キ，ナ ツ ツ バ キ，ピ サ カ

　 　 　 キ，ミズ キ

　　　 ドロ ノ キ，サ ワ グ ル ミ，ンデ 類，ダ ケ カ ン バ ，シ ラ

　　　カ ン バ ，ウダ イカ ン バ ，オ ノ オ レ カ ン バ ，ネ コ シデ，
弱 　 　ハン ノ キ類，ヤ シ ャ ブ シ 類，ブ ナ，アズ キナ シ，キ

　　　ハ ダ，ヤマ ウル シ ， トチ ノ キ，タ カ ノツ メ，ハリ ギ

　 　 　 リ，シ オ ジ，ヤ チ ダ モ

貯
蔵
デ

γ

プ

ノ
量

（
相

幻

僅）

　萌芽 力が 弱 い 樹種 で も稚 樹
・
若 木 で は 萌 芽 力が 強 い もの

が 多い
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　　　　　　 図 2 ．季節 と 萌芽性

上段 ： 生 育 季節 と萌 芽 率 　萌芽 の 成 長 （浅 n［，1939 ）

下段 ：貯 蔵養分 の 季節変化 （菊 谷，1953 ）
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明 が で きる （図 2 ）．すな わ ち ， 新 しい 枝葉 が 展開する

た め に 貯蔵養分 の 減 少 した 5 月か ち 7 月下旬 まで は，萌

芽再生を期 待 した 伐採 は不利 に なる．

お　 わ 　 り　 に

　萌芽特性 を観察 して薪炭林造成 を行 っ て きた歴史は古

い が，資源 の 多か っ た 江 戸 中期 ま で は 技術的 な記録 は 少

なか っ た．萌芽研究が 盛 ん に なる の は燃材 として の 重要

性 が 増 し た 戦 後か ら 昭和 30年代 ま で で あ る． こ こ で は

取 り上 げな か っ た が，薪炭亡国論 など ともに，薪炭生産

を促進するため の 萌芽再生 力 に つ い て の 基礎調査 は，枚

挙 に い とまが な い ほ どである．しか し，そ の 成果は い ず

れ も経験的 な もの で ， 生理生態的 に解析 した もの は少 な

い ．現 在，林学的 に は シ イ タ ケ 原 木 確保 な ど の 基 礎 と し

て 研究が続 けられ，薪炭 生産技術 に おける萌芽研究 は衰

退 して い る，
一

方で，森林 の 再 生 や 維持機能 と し て の 萌

芽 に つ い て の 関心 は高 くな っ て い る．しか し， す で に概

観 して きた ように萌芽 は，積極的に繁殖 に利用 され て い

るよ りも， さまざ まな環境や立地 にお い て ， 悪条件 を回

避す る機能や個体維持 の 緊急避難的 な役割 をもっ て い る

もの と思わ れ る．ま た，萌芽 の 機能は 樹種 に よ っ て か な

り異なっ て お り， これ らの 解明は ， それぞれ の 樹種 の 個

体維持 法の 解明 と と もに，萌芽機能 の 役割，進 化 の 過程

を明 らか に する側面 を持 っ て い よう．萌芽機 能 の 樹種 特

性 と環境 との 関係解明 の さらな る 発展 を期待 した い ．
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