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Abstract 

The 3 parts including twigs， barks and withered leaves of 36 woody plants were collected and 

chemical composition and in vitro dry matter digestibility (IVMD) were measured. The crude 

protein content and IVMD of withered leaves were higher than those of twigs and barks. In withered 

leaves， the crude protein content of A仇ushirsuta was highest (15.7% in dry matter basis)， IVMD of 

Ulmus laciniata was highest (69.4%). The crude fiber， ADF and NDF contents of twigs and barks 

were higher than those of withered leaves. The fibrous contents of twigs and barks differed greatly 

among species of woods. The crude fiber， ADF and NDF contents of Acer mono and Betula 

ρlatYPhylla var. japonica were higher than those of other species. 

要約

野生エゾシカの越冬場所になっている阿寒国立公園

内において，野生エゾシカの採食が確認された木本類

のうち，落葉，樹皮および枚 36種類を採取し，成分組

成および、 invitro乾物消化率を測定した.冬期から春

期にかけて採食する木本類のうち，落葉の粗蛋白質含

量と invitro乾物消化率は，樹皮と枝よりも高かった.

落葉のうち，ケヤマハンノキ (Alnushirsuta)の粗蛋

白質含量は乾物中 15.7%，オヒョウニレ (Ulmus

laciniata)の invitro乾物消化率は 69.4%と最も高

かった.樹皮と枝の粗繊維， ADFおよび NDF含量は，

落葉よりも高かった.繊維質含量は樹種によって大き
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く異なり，イタヤカエデ (Acermono)とシラカンバ

(Betulaρlat)l.戸hyllavar. pゆonica)の粗繊維， ADFお

よび NDF含量は，樹皮と枝のいずれにおいてもほか

の樹種より高かった.

緒 C:::II 

著者らはエゾシカ飼育の可能性を調べるために，

連の実t験を行っている.前報(相馬ら， 1996)では，

自然の地形を利用した大規模放牧で飼育する場合，野

生の植物を活用することを想定し，まず野生エゾシカ

が夏期から秋期にかけて採食する野生草本類および木

本類 17種類の成分を分析した.その結果，野生草本類

の繊維含量の平均値は，オーチヤードグラス (DacわIlis

glomerata L.)やチモシー (PhleumρratenseL.)の

出穏期の値よりも若干低い程度であり，粗蛋白質含量
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はアルフアルファ (Medicagosatica L.)の開花期の値

に近似していた.

一方，野生エゾシカは，冬期から春期にかけて空腹

を満たすために落葉や樹皮，枝といった部位を採食す

る.特に主要な餌となるクマイザサ(Sasasenanensis) 

が雪中に埋没する時期には，飢えをしのぐためにも樹

皮や枝は貴重な餌となっている.しかし，落葉や樹皮，

枝などの成分組成や消化率などの飼料特性を調べた報

告は少ない.これまでの調査において，冬期に死亡す

る原因の 89.1%が栄養失調などによる衰弱死である

ことが報告されている(宇野ら， 1998) ことから，冬

期間の栄養摂取状態は劣悪で、あると考えられる.

そこで，本実験では，冬期から春期にかけて野生エ

ゾシカの採食が確認された木本類のうち，落葉，樹皮

および枝の成分含量を分析するとともに，in vitro乾

物消化率を測定し，飼料特性について調べた.

材料および方法

1 .供試サンプル

供試材料は，野生エゾシカの越冬場所になっている

北海道阿寒郡阿寒町の阿寒国立公園内において，野生

エゾシカの採食が確認された木本類のうち，落葉，樹

皮および枝(当年生枚と一部一年生枚)36種類を採取

した.なお，分析に用いた供試材料の種名，採取年月

日および採取場所については表 1に示した.なお，落

葉は冬期に採取が困難なため，葉の落下が盛んになる

10月下旬に採取を行った.

2 .分析方法

材料の一般成分，酸性デタージェント繊維 (ADF)， 

中性デタージェント繊維(NDF)，へミセルロースおよ

び総エネルギーは，前報(相馬ら， 1999) と同じ方法

で測定した.

3 .人工消化試験

in vitro乾物消化率は， 5%亜硫酸ナトリウム処理

後に酵素処理を行う 2ステップ法によって測定した

(作物分析委員会， 1975). 酵素はセルラーゼ・オノズ

カP1500 (近畿ヤクルト KK) を用い，酵素濃度を

0.5%，反応時間は 6時間とした.

結果

落葉，樹皮および、枝の成分組成をそれぞれ表 2， 3 

および 4に示した.落葉の組蛋白質含 量は

7.6~15.7%の範囲にあり，平均値は 10.7%であった.

ケヤマハンノキ (Alnushirsuta)は15.7%と最も高く，

シナノキ (Tiliajaponica)がそれに次いで高かった.

ミズナラ (Quercusmongolica var. grosseserrata)は

最も低かった.粗J繊維， ADFおよび NDF含量は，そ

れぞれ 19.6~29.2， 35.0~60.4 および 36.6~65.2%

の範囲にあり，平均値は 24.2，51.6および 53.8%で

あった.シラカンパ(Betulaρla段。hyllavar. jlαρonica) 

とオヒョウニレ (Ulmus lacinilαtα)のADFおよび

NDF含量は，ほかの樹種より低く，イタヤカエデ

(Acor mono)，ケヤマハンノキ，シナノキおよび針葉

樹の葉の NDF含量は，ほかの樹種より高かった.

樹皮の粗蛋白質含量は1. 3~7.8%の範囲にあり，平

均値は 4.8%であった.イチイ(7(αxuscuspidata)，イ

タヤカエテ〉ケヤマハンノキ，オヒョウニレ，ハルニ

レ (Ulmusdavidiana var. ja.ρonica)および、キハダ

(Phellodendron amurense) の粗蛋白質含量は

6.6~7.8%の範囲にあり，ほかの樹種より高かった.

エゾマツ (Picea jezoensis) ， トドマツ (Abies sa-

chalinensis)およびエゾノパッコヤナギ (Salix

hultenii)は， 2.0%以下と低かった.粗繊維， ADFお

よび NDF含量は，それぞれ 20.7~43.9， 39.9~68.8 

および 45.0~72.2%の範囲にあり，平均値は 32.7，

54.5および 60.5%であった.エゾノパッコヤナギの

ADFおよび NDF含量は最も低く，イタヤカエデとシ

ラカンパは，粗繊維， ADFおよびNDF含量のいずれ

の項目においてもほかの樹種より高かった.

枝の粗蛋白質含量は 6.4~17.4%の範囲にあり，平

均値は 9.4%であった.ニワトコは 17.4%と最も高く，

イチイ，ケヤマハンノキ，シウリザクラ (Prunusssior-

i) ， エゾマツおよびヤナギ sp.の 5 種は 10.3~11.0%

の範囲にあった.ヤチダモ (Frax仇us mandshurica 

var. japonica) とノリウツギ(局Idrangeaμniculata)

は最も低かった.粗繊維， ADFおよび NDF含量は，

それぞれ 23.4~ 38.3， 34.4 ~ 64.6および 40.7

~73.2%の範囲にあり，平均値は 30.9， 51.1および

60.8%であった.イチイとトドマツは，粗繊維， ADF 

および NDF含量のいずれの項目においてもほかの樹

種よりも低く，イタヤカエデ，シラカンパおよびノリ

ウツギは，ほかの樹種より高かった.

粗脂肪含量は，落葉ではシラカンパと針葉樹の葉，

樹皮ではケヤマハンノキ，シラカンパおよびトドマツ，

枝ではトドマ、ソがほかの樹種より著しく高かった.ま

た，それらの樹種は総エネルギーも高かった.

粗灰分含量の平均値は，落葉，樹皮および枝それぞ

れ8.1，7.0および4.1%であった.落葉では，オヒョ

ウニレが 20.2%と高かった.樹皮のうち，オヒョウニ

レ，ハルニレおよびノリウツギは 9.3~10.7% とほか

の樹皮よりも高かった.枝では，シナノキとオヒョウ

ニレがほかの樹種よりも高かった.

落葉，樹皮および枝の invitro乾物消化率を表 5に

示した.落葉は 41. 1~69.4%の範囲にあり，平均値は

55.6%であった.シラカンノぐとオヒョウニレは 64.3，

69.4%と高く，ケヤマハンノキは 41.1%と低かった.

樹皮は 27.5~63.2%の範囲にあり，平均値は 45.6%で

あった.イチイ，ケヤマハンノキ，エゾマツおよび、ト
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エゾシカが採食する木本類の成分

Table 1 Family， species， date and place of collected withered leaves， barks and twigs 

Family 

Withered leaves 

Barks 

Twigs 

Aceraceae 
Betulaceae 

Fagaceae 
Tiliaceae 
Ulmaceae 

Aceraceae 
Betulaceae 

Fagaceae 
Oleaceae 
Pinaceae 

Rutaceae 

Salicaceae 
Saxifragaceae 
Taxaceae 

Tiliaceae 
Ulmaceae 

Aceraceae 

Betulaceae 

Caprifoliaceae 
Fagaceae 

Oleaceae 

Pinaceae 

Rosaceae 

Salicaceae 

Saxifragaceae 
Taxaceae 

Tiliaceae 

Ulmaceae 

Species 

Acer mono (Itayakaede) 
Alnus hirsuta (Keyamahannoki) 
BetulaρlatY1りhyllavar. ja:ρonica (Shirakanba) 
Quercus mongolica var. grosseserrata (Mizunara) 
Tilia ja:ρonica (Shinanoki) 
Ulmus laciniata (Ohyounire) 
Needle-leaved tree2

) 

Acer mono (Itayakaede) 
Alnus hirsuta (Keyamahannoki) 
Betulaρlaわφhyllavar. japonica (Shirakanba) 
Querclぉmongolicavar. groぉeserratlα(Mizunara)
Fraxinω仰 ndshuricavar. japonica (Yachidamo) 
Abies sachalinensis (Todomatsu) 
Piceαjezoensis (Ezomatsu) 
Phellodendron amurense (Kihada) 
Salix hultenii (Ezonobakkoyanagi) 
めIdrangeaμniculata(N ori utsugi) 
Taxus cuゆidata(Ichii) 
Tilia japonica (Shinanoki) 
Ulmus davidiana var. japonica (Harunire) 
Ulmus laciniata (Ohyounire) 

Acer mono (Itayakaede) 
Alnus hirsuta (Keyamahannoki) 
Betulaρlaf)φhylla var. j，αρonica (Shirakanba) 
Sambucus racemosa (Niwatoko) 
Quercus mongolica var. grosseserrata (Mizunara) 
Fraxinus仰 ndshuricavar. japonica (Yachidamo) 
Syγiηgαγeticul，αtα(Rαshidoi) 

Abies sachalinensis (Todomatsu) 
Piceαjezoensis (Ezomatsu) 
Prunus ssiori (Shiurizakura) 
Salix sp. (Yanagi sp.) 
Hydrangeaμniculata (N oriutsugi) 
Tαχ'Usαゅidα抱(Ichii)
Tilia ja:ρoηica (Shinanoki) 
Ulmus laciniata (Ohyounire) 

1) Foundational juridical person， Maeda ippoen Foundation's land. 
2) 1iα'Xus cuspidαtα: Abies s，αchαlinensis : Piceαjezoensis = 3 : 5 : 2. 

Date of collection 

1995.10.27. 
1995.10.27. 
1995.10.27. 
1995.10.27. 
1995.10.27. 
1995.10.27. 
1995.10.27. 

1993.12. 5. 
1993.12. 5. 
1993.12. 5. 
1996. 3. 5. 
1993.12. 5. 
1996. 3. 5. 
1996. 3. 5. 
1994. 5. 1 
1996. 3. 5. 
1996. 1. 25. 
1994. 5. 1 
1994. 6. 6. 
1993.12. 5. 
1993.12. 5. 

1995.12.29. 
1995.12.29. 
1995.12.29. 
1995.12.29. 
1996. 1.28. 
1996. 1.27. 
1996. 1.28. 
1996. 3. 5. 
1996. 3. 5. 
1995.12.29. 
1995.12.29. 
1995.12.29. 
1995.12.29. 
1995.12.29. 
1995.12.29. 

Table 2 Chemical composition of withered leaves 

Place of collectionll 

Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan 

Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan 
Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan 

Akan 

Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan-cho Shirikomabetsu 
Upper stream of Akanriver 
Akan-cho Shirikomabetsu 

Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan -cho Kinetanbetsu 

Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan 

Akan-cho Shirikomabetsu 
U pper stream of Akanriver 
Akan 
Akan-cho Shirikomabetsu 

Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan-cho Shirikomabetsu 

Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan 

Akan -cho Kinetanbetsu 
Akan-cho Shirikomabetsu 
Upper stream of Akanriver 
Akan-cho Shirikomabetsu 

Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan-cho Shirikomabetsu 
Akan 

Akan 

Akan 
Akan 

Family Species 
Dry Organic Crude Crud巴 NFE Crude 

ADF NDF Hemicellulose 
Crud巴 Gross 

ロmtt巴r1
> protein fat fib巴r ash matter en巴rgy

Dry matter % Mcal/DMkg 

Aceraceae Acer mo向。 67.6 91.1 9.0 4.3 54.1 23.7 56.1 58.3 2.2 8.9 4.62 

Betulaceae Alnus hirsuta 61.9 94.6 15.7 3.4 53.7 21.8 56.0 65.2 9.2 5.4 5.25 

Betula ρlaか'Phylla var 
54.1 

Japonica 
95.8 9.4 11.0 55.8 19.6 43.7 42.9 4.2 5.32 

Fagaceae 
Quercus mongolica var. 

66.8 94.1 7.6 4.3 57.3 24.9 55.8 48.0 5.9 4.82 
Eγosseserrata 

Tiliaceae Tilia japonica 43.9 91.6 12.6 4.0 45.8 29.2 53.9 60.1 6.2 8.3 4.84 

Ulmacea巴 Ulmus laciniat且 54.9 79.8 9.9 3.8 43.6 22.5 35.0 36.6 1.6 20.2 3.77 

Needle-leaved tree幻 73.0 96.5 10.7 9.8 48.6 27.4 60.4 65.2 4.8 3.5 5.58 

Means 60.3 91.9 10.7 5.8 51.3 24.2 51.6 53.8 4.8 8.1 4.89 

Standard deviation i: 10.0 i:5.7 i:2.7 i:3.2 i:5.3 i:3.3 i:8.9 i:11.3 i:3.1 i:5.7 i:0.60 

1) Fresh matter %. 
2) 1iαxus cuゅidata: Abies sachalinensis : Picea jezoensis=3 : 5 : 2. 
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Table 3 Chemical composition of barks 

Family Species 
Gross 

energy ロmtter')

Dry Organic Crude 

protein E
 

F
 

N
 

ρしd

t

 

u

a

 

V

A

P
す
A

C
 

Crud巴

fiber 
ADF NDF 

Crude 
Hemicellulose 

asn 

Aceracea巴 Acermono 

Betulaceae Alnus hirsuta 

Betula Platyphylla var 

iゆonica

Queγcus mo紅golicavaτ 

grosseserra，惚

Fγ似 i抗協 揃且耳dshurica

可ar.Ja，争onzca

Abies sachali:抗酔おis

Fagacea巴

Oleaceae 

Pinaceae 

Picea jezoensis 64.2 

Rutac巴ae Phellodendron amurense 65.4 

Salicaceae Salix hultenii 63.6 

Saxifragaceae 均'drangea仰niculata 51.1 
Taxaceae Taxus cuゆidata 60.0 

Tiliaceae Tilia ja，ρonica 25.8 

Ulmaceae 
Ulmus davidiana var 

japonica 

Ulmus laciniata 

Means 

Standard deviation 

matter 

Dry matter % 

30.7 

37.2 

29.7 

58.8 

40.1 

60.0 

39.6 

43.8 

47.9 

91.9 

94.9 

98.1 3.5 

6.7 2.7 38.5 

7.1 9.8 50.7 

10.2 40.5 

91.8 2.7 4.0 62.2 

2.9 44.7 

18.6 44.8 

1.9 8.754.7 

7.8 4.3 53.2 

2.0 3.0 59.1 

5.5 7.4 55.8 

6.6 3.0 52.9 

4.3 5.1 50.8 

93.5 

94.6 

93.7 

93.0 

91.6 

89.4 

93.9 

95.0 

4.1 

1.3 

2.4 38.4 

90.1 

93.0 

6.6 2.6 46.0 

4.8 6.1 49.5 

41. 7 

29.9 

28.4 

27.8 

27.5 

20.7 

31.4 

34.7 

42.7 

34.8 

32.7 

:t7.5 

43.9 

27.2 

43.9 

68.8 71.8 

55.8 58.1 

61.2 72.2 

3.0 

2.3 

11.0 

2.2 

14.6 

3.6 

3.8 

5.2 

5.1 

0.7 

0.0 

11.2 

8.3 

12.1 

5.9 

Mcal/DMkg 

8.1 

5.1 

1.9 

n
y
F
D
n
d
 

只

U

Tム

η
t

••• A
宮

F

D

F

D

90.7 7.2 

:t13.7 :t2.2 :t2.2 :t4.4 :t7.2 

22.9 56.1 58.3 8.1 5.08 

54.5 69.1 

47.0 50.6 

49.3 53.1 

57.0 62.2 

39.9 45.0 

52.8 53.5 

53.6 53.6 

56.7 67.9 

55.6 63.9 

55.0 67.1 

54.5 60.5 

6.5 

5.5 

6.3 

7.0 

8.2 

10.7 

6.1 

5.0 

9.3 

9.9 

7.0 

4.62 

5.30 

4.72 

5.11 

4.51 

5.12 

4.66 

4.67 

4.35 

4.42 

土6.4 :t8.2 :t4.5 土2.3 :t0.37 

4.88 

Table 4 Chemical composition of twigs 

Dry Organic Crude Crude 
NFE 

matter protein fat 

45.8 

43.4 

52.7 

35.4 

51.5 

56.1 

52.0 

45.6 

47.2 

52.8 

42.8 

45.3 

33.1 

41.1 

47.2 

46.1 

町latter')

Crude 

fib巴r

Crude 
ADF NDF Hemicellulos巴

asn 

8.6 6.8 

Dry matter % 
2.8 48.1 38.3 64.6 73.2 

6.3 49.0 30.6 51.4 63.6 

4.6 47.8 35.9 57.0 70.6 

96.0 

96.4 

97.6 

95.5 

96.1 

10.5 

9.3 

17.4 

7.2 

1) Fresh matter % 

Family Species 
Gross 

energy 

Acer mono 
Alnus hirsu~ョ
Betula platyphylla var 

Japonica 
Caprifoliaceae Sambucus racemosa 

Fagaceae Quercus mongoli・cavar 
agacea巴

grosseserrata 

Aceraceae 

Betulaceae 

Oleaceae 
Fγ似 i百us mandshuγica 

var. jaj争0乱ica

Syri抗gaγeticulata

Abies sachalinensis 

Picea jezoe抗sis

Pinaceae 

Rosaceae Pru目白ss.幻on
Salicaceae Salix sp 

Saxifragaceae H.シdrangeapa四iculata
Taxac巴ae 1i.似uscustidata 
Tiliaceae Tilia japonica 

Ulmac巴ae Ulmus laciniata 

Means 

Standard deviation 

96.5 

97.6 

96.5 

95.8 

96.3 

95.5 

96.2 

96.4 

92.8 

93.5 

95.9 

6.4 

7.6 

8.9 

10.4 

10.3 

11.0 

6.4 

10.7 

8.9 

9.0 

9.4 

5.4 44.2 

1. 9 52.1 

1.5 56.3 

2.9 52.8 

10.2 54.0 

6.8 48.7 

1.0 56.0 

2.6 53.5 

2.8 48.8 

5.3 56.9 

3.5 50.3 

2.2 56.0 

4.0 51.6 

:t6.4 :t1.3 :t2.7 :t2.5 :t3.8 

32.3 

34.3 

23.4 

29.9 

29.0 

28.4 

38.2 

23.5 

30.1 

26.3 

30.9 

:t4.7 

28.5 

34.9 

48.7 56.8 
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12.2 

13.6 

8.1 

10.9 

11.1 

14.3 

6.3 

11.1 

10.1 

5.5 

11.1 

2.1 

9.7 

10.5 

9.7 

Mcal/DMkg 

4.1 

3.6 

4.87 

5.14 

4.98 2.3 

4.5 

4.0 

5.05 

4.73 

49.0 60.1 

53.1 67.4 

34.4 40.7 

42.4 53.5 

56.4 66.5 

51.6 57.1 

56.8 67.9 

39.7 41.8 

53.0 62.7 

53.2 63.7 

51.1 60.8 

:t7.6 土9.5 土3.2

3.5 

2.4 

3.6 

4.2 

3.8 

4.6 

3.8 

3.7 

7.2 

6.5 

4.1 

4.78 

5.01 

5.45 

5.26 

4.85 

4.88 

4.79 

5.25 

4.66 

4.77 

4.96 

1) Fresh matter % 

:t1.3 :t0.23 

ドマツは 52.3~55.5%，イタヤカエデとシラカンノては

27.5， 29.7%であった.枝は 35.0~65.5%の範囲にあ

り，平均値は 47.8%であった.イチイとトドマツは

63.4， 65.5%と高く，イタヤカエデとシラカンパは

35.0， 39.9%と低かった.

考 察

野生エゾシカが冬期に採食する木本類のうち，落葉

の依存度は明らかでない.増子ら (1996)が季節別に

調べたエゾシカの第一胃内容物の内訳では， 12月に採

取したものに枯れ葉を含む木の葉が認められていた.

また，横山 (1995)が2月と 3月に採取した胃内容物

中の木本類には，枯れ葉が含まれていた.これらのこ

とは，落葉は野生エゾシカが冬期間に採食する貴重な

飼料資源であることを示唆している.しかし，冬期間

に野生エゾシカが落葉を採食できるのは，積雪量が少

ない地帯かあるいは少ない時期に限られるだろう.

冬期から春期にかけて採食する木本類のうち，落葉

は粗蛋白質含量が最も高かった.その中でもケヤマハ

ンノキは乾物中 15.7%と高しこの値は出穂前のチモ

シー乾草と近似していた.また，落葉の粗蛋白質含量

の平均値は，出穂期のオーチヤードグラスやチモシー

の値とほぼ同程度であった(農林水産省農林水産技術

会議事務局， 1995).この期間，主要な餌であるクマイ

ザサ葉部の粗蛋白質含量と比較すると，冬期から春期

にかけて乾物中 12.6~14.5%の範囲まで減少する(相

馬ら， 1999)が，落葉はそれらの値よりも低かった.

また，in vitro乾物消化率は 6樹種中 4樹種が58.0%

以上と高く，当年生のクマイザサ葉部の値に近似して

いた(相馬ら， 1999). 

落葉は葉が枯れて落下する現象であるが，周期的に

起こる正常な落葉では，樹体内の不要になった物質を
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放出するために生ずる生理現象の一つでもある.落葉

前には，葉部の中の炭水化物，蛋白質および無機塩類

が茎部に著しく移動し，代謝の際の不要物が多く残さ

れることが知られている(佐藤ら， 1985). 落葉広葉樹

の大部分は，ブナ (Faguscrenata)やミズナラのよう

に秋期に落葉する. ミズナラなどのブナ科の樹種は，

ほかの樹種に比べて落葉量が多いと考えられるが，粗

蛋白質含量は最も低かった.しかし，野生エゾシカが

冬期に採食する木本類の中で，落葉は貴重な蛋白質源

であることが示唆された.

北海道東部地域のエゾシカ越冬地は，主に針葉樹林

地帯であることが報告されている(北海道環境科学研

究センター， 1994).これは，常緑の樹冠により針葉樹

林下は積雪が少ないこと，また保温効果や防風効果が

あるためといわれている. (梶， 1995，金子ら， 1998). 

一方，北海道東部に生息するエゾシカは，落葉広葉樹

Family 

Table 5 ;n v;tro dry matter digestibility of withered leaves， barks and twigs 

in vitro dry matter digestibility(%) Species 

Withered leaves 
Aceraceae 
Betulaceae 

Fagaceae 
Tiliaceae 
Ulmaceae 

Means 
Standard deviation 

Aceγ mono 
A lnus hirsutα 
BetuZ，α争lαtゆ均llavむ .jal争onicα
Queγcus mongolicαvar.gγosseseγγα抱

Tili，αjapoγzicα 
Ul，机~us laciniatα 
Needle-leaved tree* 

58.0 
4l.1 
64.3 
58.8 
49.3 
69.4 
48.5 

55.6 
士9.9

Barks 
Aceraceae 
Betulaceae 

Fagaceae 

Oleaceae 
Pinaceae 

Rutaceae 
Salicaceae 
Saxifragaceae 
Taxaceae 

Tiliaceae 

Ulmaceae 

Means 

Standard deviation 

Twigs 
Aceraceae 
Betulaceae 

Caprifoliaceae 
Fagaceae 
Oleaceae 

Pinaceae 

Aaγ mono 

Alnus hiγ'Sutα 

BetuZ，α争1αtゅhyllavar. j，α争oγzica
Queγα'，，{s mongolicαva:τ.gγosseserra，加

Fγ似向usmandshurica var. j，ゅonicα
Abies sachalinensis 
Piceαjezoensis 
Phellodend:γ0れ α悦 curense
Sαli;χhultenii 
Hyd:γα汎zgeapa，γziculata 
T似協口時idatα
Tilia jaj争oγzicα
Ul，机~us davidi，側 αVe立 .jajむonzca
Ulmus Z，αcini，αtα 

Aceγ mono 
A lnus hirsuta 
BetuZ，α争lα:ty，争均llavar. jajむ0汎czcα
Sα:mbucus racemosα 
Queγcus m01屯Igolicαva:τ.gγosseserrai加
わ似ぬusmαndshuγicαvar. j，α'Ponicα 
Syγiγzg，αγeticuZ，αtα 
Abies sαchalinensis 
Piceαjezoensis 
Pru:れ，協 ssioγi
Sαli:χsp. 
Hyd:γangeα争aniculata
Taxus cuspidαtα 
Tilia jal争oγzzca
Ul:悦 usz，αcini，αtα
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*Ttα'Xus cuspidαtα: Abies sαchalinensis : Piaαjezoensis=3 : 5 : 2. 
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では，ハルニレ，オヒョウニレおよびノリウツギなど

(梶， 1981，横山， 1995，阪部， 1997，宇野ら， 1998)， 

針葉樹では，特にイチイの樹皮や枝葉を採食すること

が報告されている(阪部， 1997). 

樹皮や枝は，落葉やクマイザサあるいはミヤコザサ

(Sasa nipponica)が雪中に埋没した時に，飢えをしの

ぐための貴重な餌となっている.樹皮や枝の成分のほ

とんどは，セルロース，へミセルロースおよびリクゃニ

ンで占められている.セルロース含量は，広葉樹と針

葉樹で大差ないが，針葉樹は広葉樹よりもへミセル

ロース含量が少なく， リグニン含量が多い.また，成

分は部位によって異なり，樹皮，特に外皮層ではリグ

ニン含量が 40~60% と著しく多く，セルロース含量は

木材部の半分にすぎない(農林水産省， 1987，農林水

産省農林水産技術会議事務局， 1991).本実験において

も，繊維質含量は樹種によって大きく異なった.イタ

ヤカエデとシラカンパは，樹皮と枝のいずれにおいて

も繊維質含量が特に高かった.逆に，繊維質含量が低

かった樹種は，樹皮ではエゾノパッコヤナギ，枝では

イチイとトドマツであった.また，ケヤマハンノキや

シラカンパの樹皮， トドマツの樹皮と枝などの粗脂肪

および

を示した.

また，in vitro乾物消化率は，エゾマツとトドマツが

比較的高いが，それらの値は同一条件で測定したクマ

イザサ葉部の生育時期別変化における低い時期のもの

と近似していた(相馬ら， 1999).木材部を未処理のま

ま反努家畜に給与しても，ほとんど消化されない.こ

れは，反努胃内の微生物の酵素がリクゃニンに妨げられ

てセルロースやへミセルロースと接触できないためで、

ある(農林水産省， 1987).本実験において，シラカン

パ樹皮の invitro乾物消化率は 29.7%であったが，農

林水産省がホバイオマスF で、行った未処理のシラカン

バ樹皮のセルラーゼ処理による有機物消化率は 12%，

推定 TDN含量(乾物中)は 14%であった(農林水産

省， 1987).両者の消化率に差が見られたのは，人工消

化試験の設定条件が異なったためと考えられる.本実

験の 2ステップ法は，クマイザサの invitro乾物消化

率(相馬ら， 1999) を求める手法に使用しており ，in 

vivo乾物消化率よりも約 12%高い値が得られている

(増子ら， 1999). また，測定で用いる亜硫酸ナトリウ

ムはパルプ用蒸解剤として利用されており(大木ら，

1994) ，リグニンを部分的に分解することが知られてい

る. したがって，樹皮や枝のよ 7にリグニン含量が高

い試料の場合，znvwo乾物消化率との違いが増幅され

る可能性がある. したがって，本実験で得られた値は

過大評価される危険性があり，設定条件や他の手法を

さらに検討する必要性があるものと考えられる.

これらのことから，野生エゾシカが冬期から春期に

かけて採食する落葉，樹皮および校などの成分組成が

明らかになった.落葉は，粗蛋白質含量が牧草なみに

含まれており，貴重な蛋白質源であることが示唆され

た.しかし，樹皮や枝の栄養成分は乏しく，飢えをし

のぎ空腹を満たすだけで，栄養摂取はわずかであるこ

とが示唆された.
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