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1． は じ め に

　平 成 L8年 ，ち ょ う ど 3 年 前 に H 本 沙漠 学会 の 会員 に

な っ た 。 その 年 に ，薬用植物学を専門 とす る研究者 と，

中国 内陸部 に 広が る沙漠地 の 調 査に 出 か け た こ とが
一一・

つ

の 切 っ 掛 け で あ っ た。学会名 に 「砂 漠」 で は な く 「沙漠 」

が 使わ れ て い る の が 印象 に 残 っ た 。砂 沙漠，礫 沙 漠，岩

盤沙漠 な どい ろ い ろ あ るか らだ と聞 い た。そ こ で は，農

学系 ， 理 学系 ， 比 較社会文化系 の 研究者や 技術者が 中心

とな っ て 活動 して い る。その 中で，研究発表 を 聞 い て い

る と，地 盤工 学 が貢献 で き る課題 も多 くあ る よ うに思 え

た。こ こ で は，ま ず，砂漠化 の 現状を 紹介 し，地 盤 工 学

の 貢献 で き る役割 が 多 くあ る こ とを 述べ る。つ い で，筆

者 が 関わ って い る 薬草 を使 っ た砂漠化防止 に 関す る プロ

ジ ェ ク トに つ い て 簡単 に紹介 し，今後の 方向性 に つ い て

言及 す る。な お，本文で は，以 下，政府 の公 式 用 語 に 従

い ，「砂 漠 」 の 標記 を用 い る
1）。

2． 砂漠化の 定義と現 状

　砂 漠化 の 問題 が 地 球環境問題の つ と して 国際的に 取

り上 げ られた の は，1977年国連環境計画 （UNEP ）が

ケ ニ ア の ナ イ ロ ビで 開催 した 国 連砂漠化会議で あ っ た と

言 わ れ て い る
L〕。爾来，い くつ か の 国際的 な議論 を繿 て ，

1992年の リオ デ ジ ャ ネ イ ロ で 開催 さ れ た 地 球 サ ミ ッ ト

に お い て ， 漸 く砂漠化防 IEに対す る 国際的協力の 合意が

なされ て い る。それを受 け て ，1994年 6 月 に 「砂漠化

対処条約 」 が 採択 さ れ，1996年 12月 に 発効 して い る。

わ が 国は 1998年12月 に 正 式 な 条 約 締 約 国 とな り，砂 漠

化問題 に 積極的 に 取 り組む 責任 を 負 っ て い る 状況 に あ る。

現在，砂漠化の 定義 と し て 定着 し て い る も の は ，先の 地

球サ ミ ッ トで 議論 さ れ た ，「乾 燥 ，半乾燥，乾燥 半 湿 潤

地域 に お け る種 々 の 要閃 （気候変動 お よ び 人 間の 活動 を

含む ） に起 因 す る⊥地の 劣化 1 とす る もの で あ る。こ こ

で ，乾 燥，半 乾燥，乾燥半 湿 潤地 域 は，乾燥指数 （年降

水 量 を 可 能 蒸 発 散 量 で 割 っ た 値 ） が そ れ ぞ れ 0，05以 E

O，20未満，0，20以 EO．50未満 ，
0．50以上 0．65未満 とし て

区分され て い る 。 ま た ， 上 記 の 定義 で 「十一地 」 とは，土

壌 や 水 資源，地表 や 植生 の 状態 が 含ま れ る 概念 で あ り，

「劣化 」 と は，降雨 や 風 に よ る土 壌の 流出 と河 床 へ の 堆

積，植生の 多様性の 減少，上 地 の 塩 類化な ど，十 地 資源

の 潜在 力 の 低 下を 意味 して い る
2）。

　 砂 漠化 の 問 題 を 土 地 の 劣化 と捉 え る の で あれ ば，地 盤

工 学 が 砂 漠化防1L技術 や そ の 仕組み づ く りに お い て 頁献
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で き る課題は 多 くあ る と思 わ れ る 。

　砂 漢化 危険地 域 に お け る土 壌劣化 の 状況を 程度別 に と

りま とめ た もの が，1997年 に UNEP か ら報告されて い

る。それに よ る と，砂漠化危険地 域で あ る上記二 つ の 地

域 の 面積は，約 5170万 km2 で あ り，そ の うち の 約20％

程度の ktp1　035万 km2 が程度 の差 は あ る もの の ，⊥ 地

の 劣化が 始ま っ て い る状 況 に あ る こ とが 示 さ れ て い る 。

そ の 人 為的な 要因 に は ， 社会環境の 変化 に よる過放牧，

過剰な 森林伐採，草原の 農地化 に見 られる よ うな誤 っ た

農業，過剰開発等が挙げ られ る 。 現状 で は，砂漠化の 影

響 を受 け て い る 国は，約 ／00力 国 に 上 り，実 に 全 人 口 の

6 人 に 1人 が 何 ら か の 影響 を直接 的 に 受け て い る と の こ

とで あ り，砂漠化の 問題が 地 球規模 の 問題 で あ る こ とが

認識 され る 。

3．　 砂漠化防止の た め の 薬草

　世 界 の 植物 は ，約 35万 種 と 推定 さ れ て お り，WHO

（世界保健機構） の 調査 に よ る と，そ の 中 の 約 10％が 薬

用 植物 （薬草）で あ る 。 薬草 は，古 くか ら漢方製剤の 原

料 と して 使用され，元来，その利用方法として は，山野

に 自生 して い る野 生 植物 に依 存 して きた と こ ろで あ る。

近 年，使 用 量 の 拡大 や 品 質 の 確保 の た め，一
部の 薬用 植

物 に つ い て は栽培化される動 き もあ るが，国 内自給 に は

程遠 く，現状 と して は，我 が 国の 薬草 の 90％以 上 が輸

入 で 賄 わ れ て お り，そ の 70％程度 は 自生 種 で あ る。こ

の よ うな 中，野 牛の 薬用 植物 の 乱獲が 砂 漠化 を招 くと し

て ，中国政府は ，乾燥地 に 臼生 す る代表 的 な 薬草 で あ る

甘 草 （カ ソ ゾウ）の 採取等 に規制 を設け ， そ の 採取量 に

制限を か け る動 き とな っ て い る
3〕。なお，甘草は，70％

以上 の 漢方薬 に配合 さ れ て い る重要な 生薬 で あ る。こ の

こ とか ら，わ が 国で は，海外依存お よび 野生植物依存に

起因 し た 危機管理 の 問題 の 顕在化 が懸念 さ れ ，特 に ，砂

漠化 地 帯 に 自生 す る 『生楽資源 の 枯渇 化 』 と 『原料生 薬

の 不 均
一一’

化』 へ の 対応が 重要な 課題 となって い る 。

　 上 述 の よ うな状洗の 中で ，平成 18年 の 秋，薬用植物

学の 研究者 と と もに，半砂漠地 帯 で ある 中国，寧夏回 族

自治 区 の 銀 川 周 辺 に お い て 甘 草 の 自生 と砂 漠化 の 状況 を

視察
・
調査 す る機会を 得た。そ の 中 で ，現 地 の 状況，住

民や 薬用 植物学研究者の 説明等 か ら，砂漠地 に 白生 す る

目
．
草 と関 連 づ け た 砂 漠化対 策の 必 要性 を 現実の 問 題 と し

て 捉 え る こ とが で きた 。 ま た，こ の 半 砂漠 地 域 の 黄 土 が，

黄砂 と して 福岡 に 飛来す る とさ れ る現状が あ り，この 点

を と っ て して も，砂漠地 に お け る 土 地劣化の 問題は わ が

国 に と っ て も無関 心 で い られ な い 重要な 事象で あ る。

　 現 地 で の 地 下 水 調査 の結果，当該の 半砂漠地 域で は ，

地 ド水 面 は ，地 表 か ら 5〜10m 程 度 で あ る こ と を 確認

で きた 。 5m 程 度 の 深 さの 地 下 水 位 で あ れ ば，地 盤工 学

的 な 視 点，例 え ば，不 飽和 地盤 に関す る知識 を活 か して ，

そ れ に 関 わ る複 数 の 技 術 を組 み 合 わ せ れ ば，低 コ ス トで

技術移転が ス ム
ー

ス に 行 え る草の 恨的 な砂 漠化対策技術

の 提供が 可 能 で あ る よ う に 思 わ れ た。こ の よ うな こ とが

切 っ 掛 け とな り，優良品質の 廿草 の 臼生 を増進 し，持続
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可能で 効果的 な砂漠化対策に つ な ぐ こ との で き る付加価

値 の 高い 地 盤工 学的な 視点 か らの 技術開発 に 取 り組 む こ

と とな っ た a＞
。

　また，一
方 で 漢方薬に 関連 した危機管理 の 問題 とい う

観点か ら見る と，現地 へ の 適用技術 とは別 に ，薬草 とし

て 均質で 優良な 廿草の 安定供給 の た めの 技術 （地 盤環境）

を 我が 国に お い て 確立 す る こ とも焦眉 の 急的 課 題 で あ る。

こ の こ とが 実現で きれ ば，生育地の 砂漠化防 止 に 対す る

貢 献 に と どま らず，国内で の 漢方薬の 安定的確保 や 地 域

の 活性化 に 直接的 に つ な が る こ とが 期待 さ れ る。

4．　 プ ロ ジ ェ ク トにお ける地盤工学研究の 役割

　現在，砂漠地 に 自生 す る薬草植 物 の 栽 培研究 に 地 盤 工

学的 な 視点 か ら取 り組 ん で い る e 。研究 は ，砂漠化対策

と して の砂漠地緑化 に焦点を当て た技術開発 と薬用植物

として の 甘草の 高品質化 と安定的供給 の た め の 技術開発

を軸 として い る。こ こ で，甘草の 高品質化 とは，日本薬

局方 で 規 定 さ れ て い る2．5％ 以 上 の よ り高 い グ リチ ル リ

チ ン 含量 の 甘草 を育種 す る こ と を 意味 す る。そ の 内容に

は，地 盤 工 学 グル ープが 中心 とな っ て取 り組 む も の，地

盤工 学 と薬用植物学 の 連携グ ルー
プで取 り組 む もの ， 薬

用植物学グル
ー

プが 中心 とな っ て取 り細むもの に 分け ら

れ て い る。そ れ ぞ れ の 項 目で 解決 す べ き課 題 が抽 出 さ れ，

鋭意 取 り組 む こ と とな っ て い る。

　例 え ば，「砂漠地 の 地盤学」 の テ
ー

マ で は ，乾燥 に 近

い 状態で の 水 分 特性を 適切 に把握 す る方法や 甘草の 根茎

と地 盤 （土壌）の 相互作用 を考慮した 水 分特性 の把 握 な

ど が 技術的課題 と し て 挙げ られ て お り，こ れ らを
一

つ の

軸 と して 薬用 植物学，社会 工 学 ，経 済 学 等 の 側 面 も考慮

した枠組み を考 え て い く こ とが 求め られ て い る。こ の こ

とを実現す る に は，不 飽和地盤 に関す る研究成果が不 可

欠で あ る こ とは論 を 待た な い 。ま た，「無灌水 地 盤内水

分制御シ ス テ ム 構築」 に つ い て は，地 下 水 を適 切 に 利用

して ，無灌水 で 地盤内の 水分 を制御 す る 技術 の 開発を 目

指 して い る。こ れ も重要 な地 盤工 学 研 究 と して 位置 づ け

られ て い る 。

　
一

方 ， 甘草 の 育種研究 で は，国内お よび砂漠地に お い

て 高品質 （高グ リチ ル リチ ン 含量）の 廿草 を安定的 に供

給 す る技術 の 開発が 求め られ て い る。こ れ は，薬用植物

学 の グ ル
ー

プが 主 体的 に 取 り組 む もの で あ る が ，高品 質
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化 と安定的供給 に地盤環境が大 きくかかわるとい うこ と

で ，国内に お い て どの よ うな地 盤 環境が 貯草の 育種 に適

して い るの か を提示 す る こ とが 求め られ る。

　 巨草は マ メ科 の 多年生 の 薬用植物で ，成 長 す る の に 少

な くと も 3年 は か か る 。植物 を 対象 と して い る だ け に

後戻 りが出来 に くい 状況 に あ る。そ うい っ た意味で ，プ

レ ッ シ ャ
ーを 受 け な が ら も，今ま で の 我 々 の 経験 を活 か

し，薬用植物学 の 研究者 と密接 に 連携 し，相乗効果 を 生

み 出 せ る よ うな 取 り組 み を 行 っ て い け た ら と考 え て い る。

そ の 中で ， 本プロ ジ ェ ク ト研究に お け る ， 地 盤工 学の 果

た す役割は極 め て 大 きい 。

5．　 お わ り に

　砂漠化防止 の 問題 は ，地 盤内 に お け る 水資源を 適切 に

確保 し，土 ・水 を 効率的に管理 す る 問題 で もあ る 。 この

よ うに考 え る と地 盤工 学が 果た せ る役割 は少 な くな い 。

例 えば，防砂対策の 課題 地下水 の確保 と輸送 ・供給の

課 題，土 中水 分 の 保 持に 関 す る課 題 ，土壌 浸 食の 防 止 に

関す る 課題 な ど で あ る。そ れ ぞ れ に 比較的大型の プ ロ ジ

ェ ク ト的 な取 り組 み か ら草の根的 な もの ま で，空間的 に

も時間的 に も幅の あ る多岐 に わ た る取 り組 み が 考 え られ

る。その場合，大切で あ る と思 え る こ とは，砂漠化 の 問

題 は グ ロ
ー

バ ル な 問 題 で あ る と と もに ロ
ー

カ ル な 問 題 で

あ る との 認識 で あ り，そ の た め に地 域 との コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ソ を図りながら，地域が 主体的に 関われ る幅広 い 視

点 で の総合 的な ア プ ロ ーチ が欠 か せ な い
。 地 盤 工 学 の知

識 が軸 とな っ て 土 壌学や 生 態学，植物学や 社会
・
経済学

等 の分野 と連携
・
協働 し な が ら対 策を 進め るケ

ー
ス や そ

の 逆 の ケー
ス もあ る よ う に 思 え る。砂 漠化の 問題 は，人

間活動 が大 きく関わ る か た ち で起 こ る。地 盤 工 学の 新 し

い 展開 と して，地 盤工 学 か ら地盤 学，そ の 中 で砂 漠化防

止 に貢献 しえ る 「乾燥地 の 地 盤学」の 創成 を 夢 み て い る。
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