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1． は じ め に

　オ ゾ ン層破壊 ， 酸性雨 ， 砂漠化 ， 温暖化等地球環

境問題 に対 して 社会 の 関心 が高ま っ て い る中， 1989

年 9 月 に 「地球環境保全 に関す る東京会議 」 が開催

され ，

「大気変動問題 」 お よ び 「開発途上 国に お け

る開発 と環境」 と い う二 つ の世界的関心分野 に つ い

て 討議され た。こ の 会議は UNEP 管理理事会 お よ

び 「環境 と開発に関す る世界委員会 」 が唱 えた 「環

境上健全で持続可能な開発」 と い う概念に対 し，世

界が取 る べ き現実的な方策を模索する こ とを 目的 と

し て 開催され た。

　地球環境問題 の根本的 な原因は ， 人間の活動が あ

らゆ る分野で 拡大 して きて お り， しか もそ の 拡大が

い び つ な形 で進行 し て きた こ と に ある 。 世界 の 人 口

は 20世紀初頭 の 約16億人 か ら現在 の 約 50億人 ま で 3

倍以上に増加 して お b ， こ れ に伴 い エ ネ ル ギー
消費

量 もこ の 100年間で 60倍 に拡大 し て い る。 こ の よ う

な入 間活動 の 拡大に伴 い
， そ こ か ら排出され る様々

な人為的負荷 が 自然の 浄化能力 や維持機能 を上回 り

つ つ ある こ と ，
つ ま り， 地球環境 へ の 影響 と い う認

識 を持 つ こ とな く経済性や利便 性を求 め て 資源を利

用し た こ と が 自然界の 物質循環 の 範囲を超え つ つ あ

る こ と を考慮に い れ て お く必要が あ る 。

　現在世界 の 陸地 の 約 3 分の 1 に相当す る 4800 万

km2 が砂漠化 の 影響 を受け て お り， そ の 砂漠化の ス

ピー ドは毎年 6 万 km2 を超 える と言わ れ て い る。

また ， こ の 地域で の 人 口 は 約 9億人 で ， そ の 中で も

砂漠化 の 進行が激 し い 開発途上国に お い て の 人 口増

加 は著 し く， 食糧不足 ， 土 地 の 不毛化 をさ らに促進

し て い る 。

　現在， 地球環境問題 が世界的に ク ロ ーズ ア ッ プ さ

れ て い る 中で ， こ れ だ け の 人 口 を養 い ，生存 し活動
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する場 を地球上 に確保す る に は ，広大な面積 を持 ち

な が ら不毛 の 地 として 見捨て られ て い る 砂漠 の 開発

を行 うこ とが ， 残 され た数少 な い 手段の一
つ で あろ

う。

　現状 の 地球環境問題 の 中で ， 砂漠開発 の プ ライ オ

リテ ィ は高 く， 今後更 に そ の 必要性 と砂漠環境の 利

用に っ い て の 論議が高 ま る も の と予想 さ れ る 。

2． 砂漠 と砂漠化 現 象

　2．1 砂 漠の定義

　砂漠と は一般 に可能蒸発量 が降水量 を上回 り乾燥

して い るほか ， 植生 がほ とん ど見 られず岩石 や砂 に

覆わ れ て ， 人聞活動が制約 され て い る地域の こ とで

あ る 。 植物には い くつ か の 生 育環境条件があ り ， そ

の劣悪 な条件に あ る と こ ろ が荒原 と言わ れ て お り，

砂 漠は 乾燥荒原 に相 当す る 。

　砂漠の 定義に は植物 の 生育環境，つ ま り植物景観

か らい う砂漠地域 と気温 ，降水量，蒸発量 な どの 気

候的 な特徴か ら分類す る 砂漠 地域が あ り， 厳密 には

一致 しな い
。 砂漠の 特徴 の

一
つ はそ の多様性に ある。

つ ま り， 分布は低緯度で も高緯度で も， また内陸部

で も海岸部で も， 高地 で も低地で も存在する 。 高地

や高緯度に あ る寒帯砂漠 は そ れ な りの 特徴を有 し て

い る が， こ こ で は
， 極地 や寒帯に属 する砂漠は ， 乾

燥地 に見 られ る特性よ り ， 寒冷地域 の 特性が著 し い

た め ，砂漠 に は 含め な い こ ととす る 。

　2．2　砂 漠の分 布

　P．Meigs （ミ ィ グ ス ） は ユ ネ ス コ が乾燥地計画 を

開始 した とき依頼され て 世界 の 乾燥 地地図を作成 し

た が ， こ の 地図 は今 日乾燥地 の 分布図 として 広 く用

い られ て い る （図
一D 。

　砂漠に は ， 南北緯30度付近 の 亜 熱帯砂漠 と 地形的

な 理 由 か ら形成 され た 砂漠 と が あ る 。 亜熱帯砂漠 は
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　　　　 図一 1　 世界 の 乾 燥 地 域

佐藤一郎 ：地 球砂漠化の 現 状，  清文社，p ．5，1985．

南北緯30度 を中心 と し て 亜熱帯高気圧 帯に 覆われ て

お り，乾燥 した下降気流 の た め雨が 降 り に く く， 乾

燥 し て い る地域に あ る。すな わ ち 赤道付近 で 強烈 な

太陽 の 熱 に よ り上昇気流が生 じる 。 上 昇 した空気は

上 空で 冷や され，蓄 え られ て い た水分 は凝結 し雨 と

な っ て 赤道付近 に 降る 。 水分 を失 っ た空気 は温度が

高 くな り高度 10km ま で 上昇 し ， 気温 の低 い 極方向

へ 移動 し，次第に 温 度が下が っ て 中緯度地帯 に吹き

つ け大地 を乾燥 させ る 。 こ れ に 相当す る砂漠はサ ハ

ラ砂漠やイ ン ドの タ
ー

ル 砂漠 ， 南半球で は カ ラ ハ リ

砂漠や オ
ー

ス ト ラ リ ア砂漠等で あ る。な お ，大陸の

東側 で は ， 大洋上 の 高気圧 か ら吹 き出す湿 っ た風 に

よ る降雨 があ り， 砂漠は で き に くい
。

　風が 山脈 を越 え る 時 に ， 風上側 の 斜面に 降雨 を も

た ら し ， 風下側 の 地帯で は乾燥す る 。 大山脈 の風下

側 で は こ の よ うな理 由に よ り， し ば し ば砂漠が形成

され る。北米 の ネ バ タ ，
ア リ ゾナ の 砂漠 ，

パ タ ゴ ニ

ア 砂漠等が こ れ に相当す る 。 ま た ， 大陸内部で も海

か ら の距離が遠 い 揚合 に は ，特 に大 きな山脈 が な く

と も水分 の 補給が な い た め に乾燥する 。
ユ ー一

ラ シ ア

大陸内部の 砂漠地帯 は こ れ に 当た る。

　2．3　砂漠化の認識

　「砂漠化 」 と い う言葉 は ， 既 に 1949 年に フ ラ ン ス

の 生態学者 A ，オ
ーブ レ ビル に よ っ て 提起され て い

22

る 。 彼 は 「人間活動 に伴 う土壌浸食に よ っ て ， 土地

が不毛化 し て い く現象 」 と定義 し た 。 現在で も， そ

の 定義は本質的に は変 わ っ て い な い が
， 砂漠化 は複

雑な現象 を総称 し た もの で ， 現在で も明確な定義は

な く，国連環境計画 （UNEP ） で も 「気象の 変化 ，

人間 ・家畜 に よ る 圧 力 に よ っ て 生 態系が退行 して い

き， 土地 の 生産性が著 し く低 下 し て い く現象」 と い

っ た あ い ま い な定義が用 い られ て い る 。

　世界が 「砂漠化 」 の 脅威 に 気づ い た の は，1969〜
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か んば つ

1973年に か け て ア フ リカ サ ヘ ル 地方を襲 っ た大旱魃

で あ っ た
。

　サ ハ ラ砂漠 に連 な る チ ャ ド，
ニ ジ ェ

ール
，

マ リ ，

ブル キ ナ フ ァ ソ， セ ネ ガ ル
， ガ ン ビ ア と い っ た 国々

で 多くの 人 々 が飢 えに さら され た。 さ らに ，1980 年

代の は じ め に ア フ リカ 全域に 拡大 した旱魃で は 21か

国で 3500 万人 が食糧危機 に み ま わ れ ， こ の 結果国

連は ， 1977年ナ イ ロ ビ に 国連 砂漠化会議を招集 ， 世

界的な関心 を集め る と こ ろ とな っ た 。

　2．4　砂 漠化の 要因

　砂漠化 とは 土地 の 荒廃 の 究極 の 姿で あ る 。 砂漠化

と い っ て も新 しい 現象で は な く，そ の 進行は3000年

前か ら始 ま り， 農地や農村を呑み込 ん で い っ た事実

が知 られ て い た 。 しか し そ れ らは 自然の 砂漠化で あ

り， 数百年か ら千年単位で の 地表 の 変化 で あ っ た 。

土 と基礎，38− 1 （384）
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表一 1　世界 の 乾燥地 の 地域別面積

　　 　 佐 藤一郎 ：地 球 砂 漠化 の 現状，  清文社，p ．5．1985． （単位 ；k 皿
2
）

地 　 域　 名 全 　面　積

半　乾　燥 地　　 　 乾 　燥 　地 　 　 極 乾 燥 地

the　 纛 「「％

一
ガ

ー

弔

全 　乾 　燥 　地

面
1 1

北 　 　 　 　 米 212800DO234 〔〕80011 ．0 14896007 ．o 42560 〔〕 2．o

中　 　南 　 　米 1863700016023609 ．5 142   400s ．o 3551002 ．o

ア　 フ　 リ　 カ 2979700Q5546 ・垂9018 ．5 732556024 ．5452724015 ．0

ア 　　 ジ　　 ア 42365000635475015 ，0 804935019 ．0 ／2709503 ．0

オ
ー

ス トラ リ ア 7703850223412029 ．0392896051 ．0   o

ヨ　
ー
　ロ　ツ　ノぐ 10032！OO1 　 7525G・ 7．5 2005002 ．0   o

積 1 面 　 積 i
　 42560 〔｝03377860

17309290

1567505〔［

　 6　163　080
　 953　OOO

05000509870921

「
D38

十
　　
口 ・2981495・ い874・… 114・5122 ・414・37・ 亅17・・ 1657889・ 15．・ ・7 ・3428Ql ・6・・

・の 他 ・ 陸 地
・ 123418… 1 ・ 1 ・ ・ 1 ・ 1

　
し
　 　 　 　 　 　 　 　

・ i 。 1 ・ 1 ・

陸 地 合 計 1153233・・r・ 11874・・2・ 112・・ 1 ・241437 ・　］14・61
一一一

一
一

　 657889 ° i42 　
47734280310

＊グ リ
ーン ラ ン ド，北極，イ ン ドネシ ア，ニ ュ

ージーラ ン ド，南極，大洋 州の 島等 （Hagcdorn　et　 aL ）

現在 ， 地球的規模 で 問題 とな っ て い る砂漠化 は人為

的な もの で あ り，十年単位で の 目に み える土地の荒

廃で ある 。

　雨 の ほ と ん ど降 らな い 砂漠には入 は住ん で い な い

が ， 隣接す る半乾燥地に は生産性の高 い 土地 もあ り，

遊牧民や 農民が巧 み に 生 活 して い た。 しか し ， そ う

した肥 沃な土地 が，急激 な人 口増加に 起因す る 自然

生態系の 破壊 と収奪に さ らされ た 結果，森林 が焼か

れ 乱伐 され て サ バ ン ナ と な り， サ バ ン ナ が 過剰 な農

耕や遊牧で さ らに 乾燥性 の 強 い ス テ ッ プ に変化 し ，

そ の ス テ ッ プ の わ ずか な植生 が人間 の 薪集めや 家畜

に よ っ て姿を消 し ， 砂漠へと追 い や ら れ て い っ た 。

　 こ の よ うに ， ア フ リカ を始 め と して 各地 で問題 と

な っ て い る砂漠化 の 要 因は，人為的要因す なわ ち人

口増加に 伴 う過放牧 ， 過伐採 ， 過耕作に よ る と こ ろ

が ほ とん どで あ る。

　 2．5　砂 漠化 に よる被害

　 砂漠化 の 進行 は，そ こ に住む 人々 の 生活 に重大 な

影響 を もた らす 。 まず ， 食糧生産が影響を受 け る こ

と に よ り飢餓や栄養不足が 問 題 化 す る 。
FAO や

UNEP に よ る調査結果で み る と， ア フ リカ に お け

る食糧不 足 の 著 し い 地域 と砂漠化が進行 して い る地

域 とは か な りの
一
致が み られ る 。 また ， 薪炭 エ ネ ル

ギー
の 供給不 足 も周辺 住民の 生活 を脅か し て お り ，

こ の 薪炭不足 は 乾燥地，半乾燥地 に お い て 顕著 とな

っ て い る。FAO に よ れ ば1980年時点 で 約 2930 万 人

が薪炭不 足 の 深 刻な影響 を受け て い る 。 こ の ほ か ，

砂漠化 と関係が 深 い 問題 と し て 土壌浸食が あ る 。 人

口 増加等 を背景 と し て ，農地 と して 適 さ な い 急傾斜

January ，1990

地 に お い て 農地 開発が行わ れ る こ とによ り土 壌浸食

が発生 し ， ア フ リ カだ け で は な くア ジ ア や中南米 で

も農地に壊滅的被害 をだ し て い る 。

　砂漠化 の 影響 を最も強く受け て い る国は ア フ リカ

で あ る が，砂漠化は イ ン ド酉部 の ラジ ャ ス タ ン
， 中

国 の 北部お よび西部 ， 南米 の チ リや ア ル ゼ ン チ ン な

ど で も起 き て い る。タ イ ，
フ ィ リ ピ ン

， イ ン ドネ シ

ア で も熱帯林の 破壊 に よ り，雨期 に は洪水，乾期 に

は 旱魃 な ど の 被害が急増 して い る。 さら に エ チオ ピ

ア や ヒ マ ラヤ各地 の 急峻 な斜面で も段 々 畑が崩れ 落

ち ， 大量 の 土 砂 が ガ ン ジ ス 川 ， イ ン ダス 川 に流れ込

み，河 口 の イ ン ドや バ ン グ ラデ ィ シ ュ に大 きな水害

をもた ら し た
。 また ， 南米 の ア ン デ ス 山脈で も高地

の砂漠化か ら，ペ ル
ー

，
コ ロ ン ビ ア など で 大規模な

土砂崩壊や鉄砲水 の 被 害が年 々 増加 して い る 。

3． 砂漠化防止 へ の 取組 み

　3．1 砂漠化防止 対策の 実施状況

　厳 し い 砂漠環 境の 中で の 砂漠化防止 プ ロ ジ ェ ク ト

は 世界各地で 行わ れ て い る も の の ，砂漠化防止 を専

門 と し て い る機関 ・人員が少 な い こ と， 受入側 の 社

会 ・経済が不安定な こ と， な ど に よ り うま くい っ て

い な い の が現状 で あ る 。

　
一
般的な傾向 と し て ，失敗例 の 多 くは 自然立地 の

厳 し い 発展途上 国で の プ ロ ジ ェ ク ト，複雑な計画 ・

管理運営 を必要 とする 大規模 プ ロ ジ ェ ク ト ， 地域住

民 と の 密着性 に欠け る プ ロ ジ ェ ク ト等に み られ る 。

逆 に 成功例 と し て は ， 先進 国等 （北米 ， オ
ー

ス トラ

リア ，
ソ連 ， 中国等）で 行わ れ る プ ロ ジ ェ ク ト， 小
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表一 2　 プ ロ ジェ ク トの 実施例と問題点

国 際 機 関 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　

⊥・ ・ ジ・… 驫 内 容 お よ び 問 題 点 成果 （注）

世界銀行 1地下水利用開発 事前の 調査不足 に よ る 地下水量不 足 の 問題や コ ス トが か か り効 率的 で な い

な どの 問題。

×

植林事業 住民 の や る気の な さ，国家の 管理 運営能力 の 欠如な ど問題 が複合 化 して い

るが，個人 ベ ース の 小 規模 な もの は 成果 を あ げて い る。

△

国連 開発 計画

（UNDP ）

砂丘 固定 プ 卩 ジ ェ ク ト 砂丘 を止 め る た め の 植林プ ロ ジ ェ ク トで あ り，地 域 住民 の プ ロ ジ ェ ク トと

して施 設 の メ ン テ ナ ン ス ，市揚調 査 を行 っ て い る。
○

UNDP −OPS を通 じ た

イ タ リア の 援助

チ ャ ドに お け る道路建設，地 下 水供給 プ ロ ジ ェ ク ト，ダム の 建設，乾燥地

む け種．
子増殖お よ び 配布 コ ン ポーネ ン トの 設置，ス ーダ ン む け灌漑プ ロ ジ

ェ ク トな ど を行 っ て い る 。

△

（IF．AD ）

エ チ オ ピア 食糧増産 プ　 4千万 ドル を出資 し行 われ たが，政府が 食糧を安 く配布す る ため，農民 の

ロ ジ ェ ク ト　　　　　 作付 け 意欲 が 減退 し，自給 率 を
．．
ドげる結果 とな っ た。

X

際農業開発基金

））

Chitrai　 area 　devel・

opment プ ロ ジ ュ ク ト

パ キ ス タ ン に お い て 行 わ れ た 砂漠に お ける 総合農村 開発 プ ロ ジ ェ ク ト で ，
1987年に融資承 認 され た が ，砂漠 開発の 概 念 と乎 法 をも っ て 計画 に 当た っ

て い る とは 言 い が た い 。

x

灌漑 ・地下水開発 プ ・

ジェク ト

水が お もうよ うに分配 され て い ない ，水価 を払 え な い な どの 問題 があ り，
特 に，大規 模プ ロ ジェク トは効果 的で な い と して い る。

×

国連砂漠化会議

（UNCOD ）

PACD （砂漠化に対 し

て 戦 う行 動計画）

1978 年か ら着手 され，1984年に UNEP に よ っ て レ ビ ュ
ー

され た 。 そ れ に

よる と，国家 レ ベ ル の 情報 が 不足 L て い る ，既存の 部局 に対 応 を委 ね た，
砂 漠化 防止 の 多面的側 iiを調査 す る 簡易な 方法 が 標準化 され て い ない な ど

の 問題 が提 起 され た。

X

灌漑 を中心 と した総合　中央ア ジア，中国画 部 で は オ ア シ ス 灌漑を復旧 させ，砂漠化防止 の 鍵とな　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 △

開発 　 　 1・ たが ，ナイ ジ ・ り・ で ・巌   ・ ス テ ・ 繍 Lさ・…t：e 　 　 ｝
地 下水 開発 と管理 過剰汲 上 げに よる 地 下水 の 枯渇，井戸建設 過多に よ る海水 の 侵入 とそ れ に

よ る塩害 を招 き，さ らに 農業 と都Tl：iの 間で の 地下水資源の 競 合が ，都市近

郊で の 砂漠化 を促進 した 。 涵養 と移送に は失敗 して い る 。

X

砂漠化 し た 草地 の 回 復 　商業的 な もの ，しか も環 境条 件の 好 ま しい と こ ろ （ソ 連，中国，南米）で ：　 △

　　　　　　　　　　は囎 の 大規 模 躙 与 ・ よ・て 成 功 ・て ・ るh・，　 ．
±
ts
体的に は 進 ん で い な ・・碑

国連教育科学 文化機 関

（UNESCO ）

砂漠 化の 多様 な過程 と

そ の 原 因 を明 らか にす

るケース ス タデ ィ

UNESCO の 指導の もと に，　 FAO と WMO が行 っ た もの で，各 国が そ

れ ぞれ 異 な る 砂漠 化防止の 努 力の 中で ，問題 の 重 要 性お よ び 共 通 性 を明 ら

か に し，国 際協力 をお こ す意義 を示 した。

IPAL 　PROJECTUNESCO と UNEP に よ るケ ニ ァ 北部マ ル サ ビ ト地方 に お け る乾燥地 関

連 分野 の研究 ・訓練パ イ ロ
ッ トプ ロ ジ ェ ク トで あ る。開発計画 作成 段階で

生 態系 を考慮 した アプ P 一チ は適切で あ り，IPAL は1984年に 正 式 に終わ

っ た が，引 き続 きケ ニ ア 政 府 に よ り
「
ケ ニ ァ乾燥地 試験 場 （KALRES ）」

が 設立 され運営 され て い る 。

灌 漑 に よ る 砂漠化 防止

プ ロ ジ ェ ク ト

灌 漑に伴 う塩 害の 発生，上流下流 の 利 害対立，農民 の 未熟 さと水 管理の 不

適切 さ，高額 な 事業費等の 問題が顕在化し て い る 。 ソ連で は，必要 多数の

技術 者 を集 め 成 功 して い る が，北米，オース トラ リア で は 灌漑 農業 が環 境

問題 に 広範囲に わ た り影響する と い う認 識があ り政治問題 とな っ て い る 。

Agence 　Francaise

POur　LA 　Maitrise

de　L ’Energie
（AFME ）

地 下水 資源調査

太 陽電池 ポ ン プ事 業

　 197（〉年 に サ ハ ラ の 地 下水 調査 を実施 し た。こ れ に よ り地 下水 開発に おけ る

⊥鰍 噺 ・糊 嚥

マ リ国 の San 地区 に お い て 1977− 1986年 にか けて 50箇所 に太 陽電池 ポ ン

プ を設置 し農村総．
合開発 を行 っ た も の で ，これ に よ り，地域住 民 3000 人

と彼 ら の 家畜 に 水 を供給 し た。こ の プ ロ ジ ェ ク トが 成功 し た の は   住民 参
加 が得られ た。  シ ス テ ム の 維持管理 の 指導を徹底 した 。   プ ロ ジ ェ ク ト

を単な る 太陽電 池 の 供給か ら ，農民 の ニ
ー

ズ にあ わ せ た 農村総合 開発 と し

た 事 な どがあ け
1
られ る D

Chro；　ar 　France

ア メ リカ国 際開発局

（USAID ）

農村電化プ 卩 ジェク ト

1

UNESCO と協 力 して各国に distributor　syste 皿 を確立 し，
ネル を導入，農 村電化 を行った。ク リス タル シ リ コ ン PV に よ

ウン で き る見 通 し をた て た。

1大 規摸機 械化 プ ロ ジ ェ

［ク ト

む しろ環境 破壊 を招 く結果 とな っ て い る。

ソ
ー

ラ
ー

パ

△

○

△

○

○

○

X

（注） ○ ：成果 をあ げて い る もの ，x ； 成果 をあ げ て い な い もの ，△ ： ど ち ら と も言 え な い もの
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規 模 プ ロ ジ ェ ク ト，さ ら に 住民参加 の 持続す る も の

な どが上 げ られ る 。

　3．2　砂漠化防止 プ ロ ジ ェ ク トの実施例 と問題点

　以 下 に，主な国際機関 に よ り実施 され た砂漠化防

止 プ ロ ジ ェ ク トの 概要 とそ の成果お よ び 問題点 に つ

い て ，表一 2 に 示す。

　3．3 今後の課題

　 こ れ ま で 世界各地 で行わ れ て き た砂漠化防止 の活

動 の 中か ら も ， 砂漠化防止 の 今後 の 方 向性 と し て ，

開発活動，国際協力 の 強化 と協調 ， 世界 レ ベ ル で の

砂漠化防止 の 重要性 の 認 識 と広範 な 協力の 獲得， さ

ら に プ ロ ジ ェ ク トの 意義と地域住民 の イ ン セ ン テ ィ

ブの 明確化な ど，様 々 な課題が考え られ る 。 以下に

示 す の は ， サ ヘ ル ク ラ ブ／ CILSS に お い て指摘 され

た砂漠化防止 活動 の 留意点で あ る 。

　 O 地方政府の真 の ニ
ーズ に沿 っ た プ ロ ジ ェ ク ト，

　　 地域 ぐるみ，農民中心 の プ ロ ジ ェ ク トと す る
。

　 o サ ヘ ル に適 し た技術開発が必 要。

　 o サ ヘ ル に適 し た 農業技術 の 適用。

　 ○ 環境 を保全 ・改善 し，人 口増加 を抑制 し，持続

　　 性を もた せ る。

　 ○ 在来の R ＆ D ， 技術 ， 管理 シ ス テ ム を外来 の も

　　 の と結び つ け る、ま た ， よ り地方 の 特性を考慮

　　 し た研究戦略 をた て ，少資源農民 と遊牧民をタ

　　 ーゲ ッ トとする 。

　 o 地域で活動 して い る多くの 国際研究機関が よ り

　　 調整 し， 組織的 に運営する 。

　 Q 地域住民参加 を得 て 管理運 営組織 を作 り ， 簡単

　　 な管理 ， 少 な い 運営費で便益性を め ざす。

　 o 長期的 な観点を有 し た プ ロ ジ ヱ ク ト とする 。

　 ○ 草 の 根指導者 の 育成 および ， 組織管理能力の 強

　　 化 。

4．　 砂漠利用の可能性

　砂 漠域 は地球上 の 陸地 の 約 3 分 の 1 を 占め ，さ ら

に そ の 面積 は年 々 拡大 し つ つ あ り ， 人類の 存在の 将

来に か か わ る重要 な 問題 と して 国際的に 認 識 され て

い る 。
こ う した背景か らも，現状 の 砂漠特性 をなん

らか の 形で利用す る試 みは急務 で あ る。 こ の 試み は ，

砂 漠 の もつ 広大な未利用地，乾燥気候，豊富な太陽

エ ネル ギー
， 地下資源 ，景観な ど を積極的 に利用す

る も の で ，具体的 に は リ ゾ
ー

ト地等 の 観光開発，農

Januar ⊃
・，1990
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業開発 ， 地 下資源開発，地上 ス ペ ー
ス 基地 な どがあ

り，既 に実施 され て い る も の も多くあ る。

　 こ れ らの ア プ ロ
ー

チ に最 も必要な も の は水の 確保

で あ り， ロ
ー コ ス 1・の 水 を有効に利用する こ と が課

題 で ある。オ ア シ ス の よ うな地下水 資源 が確保で き

る よ うな小都市で は ， 省 エ ネ ル ギー，節水型 の 街造

りが必要で あ る。また ， 砂漠 の 環境は人間 の 生活 に

適 し た もの で は な い た め
， あ る一定 の 地域 の 気温 や

湿度を変化させ
， 目的に あ っ た環境を造 りだ そ うと

い うい わ ゆ る環境改善の 考 え も必要で あ る 。 こ れ に

は人工 の 湖や山脈 の 建設 ， 大規模な植林 ， 入工 降雨

計画 な どが考え られ る。

　そ の
一例 と し て ， イ ラ ク の 砂漠地帯で灌漑を行 っ

た こ とによ っ て ，周辺 の 気候環境が変化 し た事をは

じ め ，人間活動 が地域 の 気候環境に影響を及 ぼす こ

とは以前 よ り知 られ て い る。 し か し ，
こ れ らの ア プ

ロ
ーチ に は ， 十分 な環境に対 す る配慮 と検討が必要

　　　　　　　 ，

で あ る。

　現在の 技術革新 の 速 さを考慮すれ ば，砂漠開発 の

可能性は今後著 し く拡大 する こ とが予想され る 。 そ

の た め に は ，物理 現象 の 解明 等の 基礎的な研究を行

うた め の 施設を充実 させ ， 砂漠地 の 環境状態を十分

に 把握 し て お くこ とが必 要不可欠で あ る 。

5．　 デザ
ー ト ・

ア ク ア
・ネッ ト構想

　こ こ に紹介す る デザー ト ・ ア ク ア ・ネ ッ ト構想は，

既存の 考え に と らわれず，思 い 切 っ て 広大な面積の

開発お よび利用方法 を取 り入れ た砂漠 の 有効利用構

想 で あ り，砂漠環境利用 と砂漠環境改善を融合 させ

た ， 将来的な砂漠開発 の 一つ の 形で ある 。 そ の 場合

で も， 水 の確保 の 問題 が一
番 の 課題 で あ っ た 。 地下

水や河川水で は量 に 限 りが あり ， 同
一水系に あ る ほ

か の 地域 と の 関連 も考慮 し な け れ ば な らず ， とて も

広 大な面積に は対応で き な い
。 そ こ で ほ ぼ無尽蔵 に

あ る 海水を利用す る こ と と し た。 こ れ は砂漠 の 中に

海水 を引き入れ ，巨大 な海水湖 を い くつ か 建設 し，

こ の 人工湖 を運 河 で結 ん で各湖 をネ ッ トワ
ー

ク させ ，

最後 に は海水 を再び海 に戻 す と い うもの で あ る 。 引

き入れ た海水が地域外 の 土壌 や地下水に 直接影響を

与 えな い よ うに ， 湖 の 周 囲に は止水壁 を設け ， 運河

は コ ン ク リ
ー

トライ ニ ン グを施す こ と と し た 。

　デ ザー ト ・ア ク ア ・ネ ッ ト構想 の 概要は次の とお
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り で あ る 。

　 ・不透水層 ま で達す る連続地 中壁 に囲まれ た複数

　　の 人工 湖。

　 ・海水 ポ ン プ に よ る圧送 と 自然流下 に よ る水 の 循

　　環 シ ス テ ム
。

　 ・各 々 の 湖 を結ん だ水 の ネ ッ トワ
ー

ク 。

　 ・湖 の 中に 設け られ る人工 湖。

　 ・陸上 交通 と水上交通 を中心 と した交通体 系。

　 こ の よ うに し て で きた砂漠の 中の 空間利用方法で

ある が ， 海水湖で は漁業 や海洋バ イ オ マ ス な ど の 資

源利用お よ び 研究開発 ，
マ リン ス ポーツ な どが 考え

られ る 。 また ， 人 工 島は研究開発施設や 国際公共施

設 ，
オ 冖

ル シ ーズ ン の リ ゾー ト地 な ど科学 と自然 が

融合 した空間と して ，様 々 に利用で きる ハ イ テ ク オ

ア シ ス と し て 位置づ けた い
。

　 こ れ らの 施設で 使用す る淡水 は，湖 の海水 を淡水

化 し た り，湖よ り蒸発 し た水分 を夜 問に トラ ッ プす
　　　　　　　　　　　　　　　ほ
る こ と も考え られ る。また，運河沿 い の ハ イ ウエ

ー

を利用すれ ば人工 湖間を 目帰 り で連絡す る こ とも可

能で あろ う。 さ らに将来は運河 や湖か ら支線 が伸び ，

小 さな湖が で き ， 回 りに衛星都 市がで き るな ど ， デ

ザ
ー

ト・ア ク ア ・ネ ッ ト構想に よ っ て 空 聞利用 の 可

能性は 無限に広 がる （口絵写真
一 7）。

6． お わ り に

　砂漠化問題に対 して 世界が立 ち上 が る こ とを国連

砂漠化会議 （UNCOD ）で 決議 され た の が1977年で

あ る。以 来それ まで に もま し て 世界各地お よ び各種

研究機 関によ り， 様 々 な砂漠化防止 プ ロ ジ ェ ク トが

実施され る よ うに な っ た。し か し，UNEP の ドル バ

事務局長 も 「問題 の 大き さ に比 べ て ， 進展 は あ ま り

に も遅 い 」 と認 め て い る よ うに ，
い まだ 成功 し た プ

ロ ジ ェ ク トの 事例は少 な く， 将来的な テ
ー

マ と し て

の 研究 プ ロ ジ ェ ク トが推進 さ れ ， 成果 を あげ て い る

に とどま っ て い る。

　基本的な問題 と し て は ，砂漠地域 にお け る 生活形

態 さえ十分 に解明で きな い 状 況 ドで は ， 砂漠に お け

る環境条件 に関する 把 握が各機関 と も十分 に は行わ

れ て い な い 。そ の た め，各プ ロ ジ ェ ク ト実施以前 の

問題 と し て ， 砂漠に か か わ る様 々 な要素 に 関す る デ

ー
タ ベ ー

ス の 確立 が望 まれ て い る 状況下 に あ る 。

　一方 ， 新 エ ネ ル ギー ・新素材 ・特殊工 法 ・環境制

御 ・バ イオ テ ク ノ ロ ジー等 の ，砂漠開発 に関連する

要素技術の 進歩には 目覚ま し い も の が あ り，将来的

な砂漠開発の 可能性 に 大きな影響 を及 ぼすこ とは明

らか で あ る 。

　砂漠開発 と
一言 に い っ て も， じつ に多分野 に わ た

る知識 と技術が必要 とされ ， 今後は ， こ れ らの 要素

技術 を融合させ て い か に砂漠環境 ・社会 に適合させ

る か が課題 と な ろ う。 砂漠化防止 を含 め た 砂漠開発

の 必 要性 は ， 地球環境間題 の 見地 か らも誰 もが認め

る と こ ろ で あ る が，そ の 実践 に は地道 で 長期的 な取

組み が必要 とされ る た め ， 各国 ， 各民間企業が取 り

組み に くい 分野で もある 。
し か し な が ら， そ の広大

な面積 とすべ て が ゼ ロ で あ る ， 言 い か えれ ば常に ゼ

ロ か らの 出発が可能で あ る砂漠は ， 実 に魅力的 な揚

で もある 。 こ の こ とを念頭 に お い て
， 慎重か っ 大胆

に砂漠開発に取 り組め ば
， 必 ずや新 し い 可能性を見

い だ すこ と が で き る と確信す る 。

　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 （原 稿受理 　1989．　10．　18）

1

26 土 と基礎 ， 38− 1 （384）

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　


