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土木技術 と 自然環境 の 保全

4．　 自然環境保全の 実施例 （復元 技術の 整理）
4．2　千 葉県立 中央 博物館 生態 園の 実施例

川 島 　 　 保 （かわ しま た もつ ）

　　   ラ ン ズ計画研究所 　代表取締 役

は じ め に

　千 葉県 立 中央博物館生 態 園は ，10年前 の 1989年 （平

成元年）2 月 に本館 と同時 に 開園 した （図
一4．2，1）。当

時，都市公園 に植物園 や観賞用 温室 とい っ た 施設例 は あ

っ た が ，「生態園」 とい っ た 施 設は 全 国 で も珍 し く，で

き た て の 展示 植生 は奇妙 な 印象を 与 え た
。 身近 な 自然，

そ れ も雑草が 茂 りそ の 中に バ ッ タや ク モ ，ヘ ビ や トカゲ

もい る自然を再現 しこ れをその まま展示 して い る
一

風変

わ っ た 施 設 とい う印 象 を与 え ，こ の 計画 に 携わ っ た一人

と し て 竣工 当時 は 果た して こ ん な こ と が うま くい くの か

不安で もあ っ た 。

　現在 の生態園を訪れ る人は，かつ て の 姿を知 る 由 もな

い 。そ こ は昔か らス ダシ イ や ア カ ガ シ が 鬱蒼と した常緑

照葉樹 の 森 が あ り，イ ヌ シ デ や コ ナ ラ とい っ た 人 の 植 え

た 樹木 さ え あ た か もそ の 場 所 に 自然 に 生 え た錯 覚 を 覚え

る。舟 田池 に 面 した野鳥観察舎を訪れると，そこ に暮 ら

す カイ ツ ブ リや 毎 日決 ま っ た時 間 に遊 び に 来 る カ ワ ウ に

図
一4 ，2．1 生態園全 体平面図

2）

対面す る こ と も出来 る。生態園は 野生生物 に と っ て ま さ

に 都心 の オ ア シ ス にな った 。

　本稿 は 開園後 10年 を経過 した生態園 の 計画，建設，

研究報告を通 し，土 木技術 と 自然環境の 保全 に つ い て紹

介 す る もの で ある。

4．2．1 生態園の設置経緯

　 （1） 生態園 っ てどんなとこ ろ

　 「生態 園は どん な 施設で す か 」 と い う質問 に，今で こ

そ敷 地 の 自然環境を活か し，房総 の 代表的な 自然 を再現

・展 示 し，教育 お よ び研 究 活動 を推 進 す る場 と した 屋 外

の 博物館施設 で す ，と優等生的な答がで きる。しか し当

時，野外観察地 と呼ばれ て い た 約 7ha の 敷 地 を め ぐっ

て は 「公 園 で整備す る施設だ 」，「い や 博物館 と一体の 施

設整備 が 必 要 だ 」 とい う論 争 の 渦 中 に あ っ た。

　（2） 研 究 者 と設計者の 共同作業

　 1985年 （昭和60年） に は現在 の 千葉県立中央博物館

の 前身で あ る千葉県教育庁 の 博物館準備室 か ら，野外観

察地 の 計画依頼 を受 け た。昨 日 まで 「野外観察地 の設置

は 都市 公 園 で 整 備 す るの が 当然 で ，そ の た め の 検討 を行

っ て い た」 私は，状況 に最 も詳 しい とい う理 由 で 野外観

察地の 基本計画 に携わ る こ と とな っ た 。

　 生態園建設の 最大 の 特徴は生態学などの 専門の 研究者

が中心 とな っ て，生態園の 構想段 階か ら工事計画 の 立案，

関係 機関 との 折衝，工 事，竣工 後 の 維持管理 に ま で
一

貫

して 携わ っ た 点に あ る 。
い わ ば ， 彼 ら は研 究 室 か らい き

な り屋外， そ れ も短期間で 大規模な土木 工 事 に 直接携わ

り，施工 後は研究フ ィ
ール ドに利 用 して維持管理 を行う

立 場 に あ っ た。私た ち は企 画
・
設計

・
管理 と い っ た一

貫

性 の あ る 担当者，い や研究者 との 共 同作業 を体験す る こ

とが 出来た 。

　 そ こ に 植 え る樹木は もち ろ ん，苗木 1 本，草 1株 ま

で 生産地や 出所先 を 明 らか に した 手作 りの 生態園づ く り

が 始 ま っ た。

　（3） 明確な 目的を持 っ た 生態園整備

　計画当初，なぜ市街地 に普通 の 樹木や昆虫や 鳥の い る

生態園が必 要 な の か，当時 は この 疑問が な か な か解け な

か っ た 。 そ の 疑問 を 氷解 した文章 を 少 し長 くな る が 「自

然博物館 と生態園」
1｝か ら引用 す る。

　「千 葉県 中 央 博物館 の 生 態園の 設 置 は 私 の 長 年の 夢 で

あ っ た 。 博物館 とい えば，建物があ っ て ，中 に は展示，

標本 な どの 死物館 に な りが ち な の で ，私 は か ね て か ら，

June，1999 　 　 　 　 　 　 　 　 47

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

講 　 　座

博物館の 半分 は 野外観察地 と して の 生態園 に して 生 きた

自然 に接 す る こ と が で きる よ う に した い と考 え て い た。

（中略）

　千葉県 の 生態園で の 中心 の
一つ は，房総半島の 代表的

な 森林や 草原を生きた 姿 で 展示する植物群落園で あ る 。

す なわ ち 南房総の 代表的 な 自然 と して 海岸植生，岩石地

の植生，タ ブノ キ 林，ス ダジ イ 林，ア カ ガ シ 林，ス ス キ

草原 ， シ ラ カ シ 林 ，
ス ギ ・ヒ ノキ林，イ ヌ シ デ ・コ ナ ラ

林 ，マ ダケ 林，湿原を復元 し，入 口 に は オ リエ ン テ
ーシ

ョ ン ハ ウ ス で 必 要 な解説 を 行 い ，あとはネイチ ャ
ー

トレ

ー
ル に そ っ て 歩 く よ うに した。

　植物群落 を つ くる に は，開発予定地の よ うな と こ ろ か

ら，木 も草も，上 も， ミ ミ ズ もそ っ く り求め て くる よ う

に 指示 した。マ ッ を買 っ て きて 植 え て もマ ヅ 林 に は な ら

な い。群落 を 生 育環境ご と移植す る 方針 で進 め た が，造

園 業者 か らは そ ん な こ と は や っ た こ とが な い の で ，見 積

が で きな い とい わ れ た 。 （中略 ）

　生態園構想の
一

つ の 根拠は ， ある 地域 の 生態系 を そ の

ま ま で 保存す る，現地主義 の 自然保護 ｛in　situ 　conser −

vation と い い ，植物園 や 遺伝子銀行 （ジー
ン バ ン ク ）

な ど 「ほ か の 場 所 で保 全 す る ex 　 situ 　 conservation 」 に

対 して い う｝で あ る が，現在計画 を 進 め て い る 中央博物

館の 山 と海の 分館 も同 じ発想 で あ る。（中略）

　以上 の よ うな 生態系そ の もの の 研究 か ら保護 ・保全 や

復 元 ，管 理，そ して さ らに 自然教育
・
環境教育 とい っ た

一
連 の 流 れ の

一
つ が 私の 「生 態 園」 とい う考 え方 に結 集

して い る とい え よ う。（後略）」

　「野外観察地 と い う 言葉 は あ くま で 人 間か らみ た 人間

の た め の 施設を意味して い る が，生 態園は 人間 を 含む 自

然 と生 態系 を 尊重 した 場 所 を 示 す 言 葉」
2）と して 定着 し

た。

　（4｝事前 ・事後の 十 分な基礎調査

　植物をは じめ動物，鳥類，水質 とい っ た 各専門分野 の

生態学 の 研究者 で あ りな が ら生態園を実際 に進め る ス タ

ッ フ との 共同作業 の 中で 学 ん だ こ とが あ ま りに も多 か っ

た 。 しか も驚い た こ とは 博物館準備室 の 研究者 ス タ ッ フ

の 仕事ぶ りは昼夜働くコ ン サ ル タ ン ト顔負け。普 通 な ら

コ ン サ ル や 事務職 に 任せるような舟 田 池の 国有地使用 か

ら防災調整池 に 関す る協議ま で彼らは や っ て σ）け た の で

あ る。

　野外観察地 は 公園整備を担当す る都市部 と博物館を建

設す る教育庁 が 共同で 事業 を 進め る こ とに な り ， ま ず 敷

地 の 確定や園路線形の 検討，現況地形 の 高低差 や傾斜度 ，

水 分環境，現況植生の 把握 に着手 した。植物や 動物 とい

っ た 自然環境 の 保全や 再生 に は，敷地 や そ の 周 辺 の 自然

環 境は 十 分 把 握 して お か な け れ ば な ら な い 。生態園の 設

計 と整備 に 際 して ，その 用地お よび 周辺 の 動植物等 ， 自

然環境 に関 す る調査がさま ざまな専門家か ら構成 され る

千葉県自然誌資料調査会 （沼田眞会長）に よ っ て毎年継

続的 に 行わ れ た。

　 従来，自 然 環境 調 査 は 着手 前 の 事 前 調 査 に 1 回 ，工

事中の 2 回 目調査 そ して 3 回 目は完成後 の 追跡調査

48

が理想的 と い われて い る が，当時 は 大 半が 事前調査 だ け

で す ま せ て い る か，場 合 に よ っ て は 文献調査 で 片づ け て

い た。

　生態園で は 1984年 ⊂昭和 59年）か ら開園の 1989年 （平

成元年） ま で 毎年調査 が 行 わ れ た
3）〜9）。もち ろん，開

園後も中央博物館 の 生態園を 担当す る研究 員に よ っ て 様

々 な 研究 成 果が発 表 さ れ て い る
lo ）。

4．2．2　生態園で試み た 自然環境復元 ・再生の手

　　　 法

　生態園づ くりの 第
一

歩 は，そ の 地 の 持つ 特性 を活か し

た ⊥ 地 基 盤 ，水 環境の 整 備 で あ っ た。こ こ で は 生態園で

試 み た 自然 の復元，再生方法 に つ い て 失敗 例 もふ くめ て

報告す る 。

　一
つ 目は水環境整備の

一
環 と して 生態園中央 の 舟田 池

の 環境改善が必 要 で あ っ た。舟 田 池は 長年 の 生 活排水等

の 流入 に よ っ て 池底に へ ど ろが 堆 積 し底質 の 改善 が必 要

で あ っ た 。

　二 つ 目は千葉県の 代表的な植物群落 を，敷地特性 に合

わ せ 違和感 な く復元，再生展示する必要 が あ っ た 。 谷津

地 形 の 斜面林 と台 地 の 植生 を どの よ うに活用 して 展示植

生 を再現 す る か が 課題 で あ っ た。

　三 つ 目は野生動物の 保全措置 へ の 配慮で あ る。周辺道

路が整備 さ れる と生態園は 周囲 か ら孤立 した半島状に な

る た め ，公園全 体の 環境保全 措置 が 必 要 で あ っ た。

　 O） 舟 田池 の 水環境 の 改善

　1）　調整池機能の確保

　舟 田池は国有財産の 溜池 と して 登記 され て い る 池で，

周 辺 の 土 地 区 画 整理 の 調整池 と して の 役割 が あ っ た 。 宅

地 造成 に 伴 う調整池設置 に は 「防災調節池等技術基準

（案）」
11｝

の 適用 を 受 け る。

　舟 田 池 に は 1 時間当 た りの 降 雨 強度 が 5mm を 越 す

降雨時に は 分水桝 か ら雨 水が流入す る構造 で ，土 砂堆砂

量 も建設時 に は 年 間約300　m3 ，
一

次造成完了 後 も年間

約 30m3 近 い 土 砂 流入 が あ る。一
方 ，生態園 で は舟田 池

をバ ード ・サ ン ク チ ュ ア リーと して 再 整備 す る た め，防

災調節池 と して 通常用 い られて い る コ ソ ク リート張り護

岸 や法面 の 土 羽構造に す る こ とは，自然環境維持か ら も

採用 しかね た。舟 田池 の 場合，生態園予定 地 の 西側の境

界 に 道 路 が設 置 さ れ （図
一4，2，2，図

一4，2．4），調節池

と して の 防災上 の 安全性は 確保 され る こ とか ら，関 係機

関の 努力 に よ っ て全 面 浚渫後 の 法面 を堅牢 な 護岸構造 に

する こ とは避け られ た 。

　舟田 池は 汚染上を地盤改良材で 固化 し，そ の うえ に砂，

荒木田 土 を 敷 き な らす 地 盤 改 良 工 法 と，全 面 を浚渫する

工 法を 比較し，工 事費は や や高 い が 全面浚渫方 法 を採 用

した 。

　 2） 浚渫後 の 底生生物 の 変化

　全面的な浚渫工 法を 使用 した 理由は，コ ン ク リート系

改良材の 影響 を 受 け な い ，新 しい 人 工 池 とす る た め で あ

った 。 もち ろ ん 汚染原 因 で あ っ た 周 囲か ら流 入 す る 排水

は，バ イパ ス 管を布設 して 舟田 池 に 流入 しな い よ うに 改

土 と基礎，47− 6 （497）
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図
一4．2．2 整備工 事前 の 生 態園 とそ の 周辺 の 地 形鋤

　　　　　実線の 範囲 が 現在 の 生 態園の 敷 地 を示す。造

　　　　　成工 事が開始 される前に作成 され た 1！1000 の

　　　　　千葉寺地区 区画整理 事 業 の 計 画図 を 基 に作成

　 　 　 　 　 した。

ご
図
一4，2．3 舟田池 と湿 原 の 水環境

23 〕

修 した 。こ の 結果，池 の 誕生 か ら現在 まで 閉鎖性 水 域 に

お け る 水 質汚 濁 に 関 す る様 々 な 研 究成果が発表された。

その
一

部を 「舟 田 池 に おけ る水質 と動物相 の 変化」改修

工事の 影 響 とそ の 評価
12）か ら紹介す る と閉鎖性水域 の

し くみ が 徐 々 に 明 らか に な りつ つ あ る 。

　「改 修後の 2 年 間 で 改修前 の 2 倍 に あた る 87種 （動物

プ ラ ン ク ト ン 37種 ， 水 生 昆 虫 39種 ，ほ か の 底生動物 4

種，魚類 1 種，両 生 ・爬虫類 6種） の 水生動物 が 確認

され た。（中略）

　ま た ，底泥の 除去や生活排水 の 流入 防止 だ け が舟田池

の 透 明 度 や 出現 種 数 の 増大 に寄与 して い た とみ る こ と は

で き な い 。占部
13〕は 改修後 の 舟 田 池 に お い て ，（1）植 物

プ ラ ン ク トン な ど懸濁態物質の 濃度 と大型 ミ ジン コ 類 の

生活量 に 負の 相関が あ る こ と ， （2）大 型 の ミジ ン コ 類 の懸

濁態物質除 去速度は 基礎生産量 に ほ ぼ匹 敵す る こ と，（3）

した が っ て 大型 の ミ ジ ソ コ 類 は 摂 食活 動 を 通 じて 懸濁物

質濃度 を 低 く押 さ え て い る こ と，を 明 らか に して い る。」

　舟 田池 の よ うな閉鎖性 水 域 で は ， 水質の維持 には 植物

ブ ラ ソ ク トソ の 発生量 と捕食者 の 大型 ミ ジソ コ 類の 生 産

量，さ ら に 動物性 プ ラ ン ク トン を餌 に す る魚類 との 関係

が 明 らか に な っ た。やや 乱暴 な 言 い 方 を す る と，水 質 を

確保 す るた め に は 魚類 の密度を適正 に保 つ 必 要 が あ り，

湖 な どで 安易に 魚を放流すると水質悪化を招 く危険性の

高い こ とが判 明 した 。

　 3）　濾過装置 と水源

　舟田 池 で は新 しい 試 み と して 生物濾過装置 を 導 入 した 。

こ の 施設は調整池機能 を もつ 舟田池 の 水 位変動 が 大 き い

た め に，そ の 成果が経年的 に検証 で きな い の が実状 で あ

June，1999

図
一4，2．4　湿 原断面模 式図

z：）

る。濾過装置は，舟田池 の 西 側 に地 区外 か ら流入 す る沈

砂 池機能を兼 ね て 設置 した （図
一4．2．3）。

　舟田 池は 周囲か らの 流 入 水 を バ イパ ス 管で 迂回 した こ

と も あ っ て ，水 源 と して 利用 で き る 井戸 を 3 箇所設置

し た。こ の 地 区は 地 下 水 取 水 規 制区域 の た め，井戸 の 設

置許 可 を得 る と共 に ポ ソ プ ロ 径 は 規制対象外 の 1 イ ン

チ以下 に 押 さ え た 。 井戸揚水量は水 田並 の 1 日20mm

相当，損失量 を 1 割み て 1 日当た り約240 　m3 の 水量 を

確保 した。しか し，乾期 に は舟 田池 の 水 位 が低下 して 濾

過装置 の 運転が うま くい か な い 。こ の 原因 は舟 田 池 だ け

で な く，湿原の 漏水 も起因して い た 。 今後 ， 水位変動の

影響を受 け ない 濾過装置 の 改良 を予定 して い る 。

　4） 湿 原 の 水位低下

　舟 出 池南側の 旧大 網 ・東 金 街 道 の 南側 は，か つ て は舟

田 池 か ら 流 れ る 水 田 の
一

部 で 湿 地 で あ っ た （図
一

4．2．2）。 こ の部分を 生態園の 湿原 に その ま ま利用 した 。

こ の 場所は西から南側 に か け て 道路の擁壁 に よっ て仕切

られ 窪地 に な る （図
一4．2．4）。水 田跡 とい うこ と もあ っ

て 湿原 に整備 した が，漏 水 が激 し く補 修工 事 を行 う結果

に な っ た 。

　現況地形 か ら地下水 は下流 の 南側 に 向か っ て い るこ と

は，十分推測さ れ る場所 で あ っ た。しか し ， 地 形 に逆 ら

っ て 湿原 を盛 土 して 北側 の 舟田 池方向 に水 の 流れ を変 え

て 湿原 を造成 した こ と が ，漏水を 招 い た と もい え る （図

一4．2．3）。造成計画 は地 下水脈 の 動向 に つ い て 十 分な 調

査 を行っ て 実施す る必 要 の あ る こ と を痛感 した。

　  　展示植生

　 1） 展 示 植生 の植栽 工 法

　各植生の 植栽 に っ い て は 計画 地 に 現存 す る もの を最 大

限 に 生か しつ つ ，新 しく植栽が 必要 な もの に つ い て は，

開発等で 失 わ れ る県 内の 植生 を草本層や土 壌 ご とそ の ま

ま 移植 す る 方法，い わ ゆ る コ ピー移植13）などを用 い ，

で き るだ け 自然 の 植生 の 再現 を 目指 した。

　生態園の 主役は展示 さ れ る植生 に あ り，各植生 タ イ プ

に 対応 した生育環境を確保す る た めに，これ ら自然環境

調査結果を設計 に反映 させ た 。

　生 態 園 で は，千 葉県 に み られ る 代表的 な 自然 を復元 ，

再生 し展示 す る計画 で あ る が，そ れ に は ま ず，典型的な

組成 と構造 の 植物群落をつ くり出 す こ とを 当面 の 目標 と

した （図
一4．2．5）。 生態園で 展示予定 の植物群落 は ， 照

葉樹林，落葉広葉樹林，針葉樹林 ， 草地 ，湿原などで あ

る が，そ の 園内 の 配 置 に つ い て は 房総地域の 植生の 分布

に な ら い ，敷地 の 地形 の 起伏や 方 位 ，傾斜 に配慮 した。

生態園の 南向 き斜面 を 中心 に照 葉樹林 な ど房総南部 の 植
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轍
仍

欝 臻廴
　図

一4．2．5　ア カ ガ シ 林断面 模式図
23 ）

写真一4．2．1 造成 直後 の 植物群 落園予定地

　 　 　 　 　 　（撮影 ：寺村 秀昭 氏）

生 を再現 し，北向 き斜面 で は ， 既存 の 落葉広葉樹林を保

存しつ つ 房総北部 の 植生 の 復元を試みた。こ れらの 群落

の うち，既存 の イ ヌ シ デ ・グ ヌ ギ 林 を 除 い て ，ほ か は す

べ て一旦 造成 した 土 地 に つ く りだ す こ とに な っ た 。

　 2） 伐採された 既存林

　 生態園は 教育庁 の 博物館準備室，その後 の 中央博物館，

都市部千葉都市計画事務所，住宅 ・都市整備 公 団 千 葉寺

地 区 開発 課 の 四 つ の 組織 か ら工 事が 発注されて 整備 が進

め られ た。

　 ま た も失 敗談に な る が ， 基本計画の 段階 か ら担当の研

究者 と我 々 が参画 しながら，造成工事で保存す る予定 の

既存林 の
一．一

部 が伐採 さ れ て しま っ た の で ある。

　「川 島さ ん，い ま既存林 が 伐採 さ れ て い る って報告が

あ っ た の で現 地 に い っ た ら きれ い に 整地されて しま っ て

い るけ ど，あんな設計 じゃ なかっ たよね 」 とい う連絡 が

博物館準備室 か ら あ っ た。

　「そ ん な は ず は な い で す よ。設 計 図 で は ち ゃ ん と保 存

区域 にな っ て ま す し，ス ス キ 草原 や 園路周辺 しか 伐採指

示 は して あ りませんよ。」

　「す ぐに現場 を確認 して くれ 。 」

　「は い，明 日確認 に 行きま す。」

　現場 に い っ た私 は 声 が で な か っ た 。 保存す る は ず の 林

が無 くな り， ブル ド
ー

ザ
ーが 気持ち良さそうに す ス ク レ

ーパ ー
を牽引 して い るで は な い か （写真

一・4．2．1）

　生態園 は既存の植生 を活 か す こ と に ある。3年近 くの

歳月 を か け て 積 み 上 げ た 計画 が，一
瞬の うち に 消 え て し

ま っ た 。設計 と工 事 発 注 が 別 組 織 で あ っ た とか施工 監理

は別 ス タ ッ フ だ な ど と言 い 訳を言 っ て る場 合 で は な い 。

盛土

　 図
一4．2．6 生 態園整備工 事 に よ る地 形 改 変状況

22 〕
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写 真
一4 ．2．2　開園後 3 年経過 した 湿地 と植物群 落園

　 　 　 　 　 　（撮影 1 中村俊 彦 氏 ）

写真
一4．2，3　 開園後 6年経 過 した湿地 と植物 群落園

　　　　　　（撮 影 ： 中村俊彦 氏）

工 事 を即 刻 停 止 して 対策を 緊急 に 講 じる こ と に した （図
一4．2．6参照）。

　3） 表層 土壌の撹乱の 小さか っ た 伐採 された区域

　既存林の
一

部 を伐開された こ とに よ っ て，既存林を残

しな が ら展 示 植生 へ 徐 々 に 林相転換 す る とい っ た 方法 は

出来 な くな っ た。場所 に よ っ て植栽工 法 を再 検討す る必

要 もあ っ た。しか し，既存林が 伐開 さ れ た場所を詳 しく

調 べ る と， 表層土 壌 の 撹乱はほ とん ど行わ れ て い な か っ

た こ と，コ ピ
ー

移植 や ス ス キ草原，ア カ マ ツ 林復元箇所

の よ うに 当 初 か ら既 存林 を伐開す る部分 も含 ま れ て い た

こ とが判明 した 。 造成図 に地 形変更 の 指示 は何 も指示さ

れ て お らず ， 表層撹乱 が 行われ るはずもな い。当然 とい

えば 当然 で あ る が，そ れ で も表土 が ほ ぼ 残 さ れ て い た こ

とは 不幸中の 幸い で あ っ た。

　こ れ も後 に 分か っ た こ とだ が，部分発注図面 に よ る工

事の た め，保存区域 と伐採区域 が 重機 オ ペ レ
ー

タ
ー

に十

分指示されて い な い ため に発生 した事故の よ うだ 。 勿論，

設計者は現場 の 状況 を予 測 して 分 か りや す い 図面 を示す

必 要が あ る こ とを痛感 した 苦 い 経験 で あ る。

　4） 研究テーマ を 切 り替 え る

　以 下 に示 す 四 つ の 植栽方法は，当初から予定 して い た

方法で あ る が，こ こ で 私 が驚い た こ とは，生態園づ く り

　 土 と 基礎，47− 6 （49ア）
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の 担当の 研究者 は 展示 植生 の 植栽工 法 を 場所 に よ っ て は

拡大 し，現況植生 の な い 状態 か ら新 た な 植生復元 へ と研

究 テーマ を 切 り替 え た こ とで あ る 。
い つ ま で も失敗 の 原

因を ク ヨ ク ヨ す る こ とな く，造成地 に おけ る 自然環境再

生 に 主眼 を おい た設計変更 に着手 した 。 こ の よ うな 状況

で実施 さ れ た 生 態園 の 植栽，移植 工 事 は 次 の 4 種類 の

方法 に ま とめ ら れ て い る 14）
。

　  　普通植栽

　植栽工 事は，各群落 の 典型的 な組成 と構造 を実施設計

図面 に 表し植栽す る方法 を と っ た。当初 は，必 要な 既存

樹木 を 残 しな が ら補植 す る方法 を採 用 す る予 定 で あ っ た。

こ こ で は一
般 に 行わ れ て い る植栽工 事 と基本的に は同 じ

や り方 で 植生をっ くる方法 で 最 も簡便な もの で あ るが ，

市場性の あ る樹種 とそ の 大 き さ な どが 限 られ て い る た め，

で き上 が っ た もの は 自然 の 群落状態 とは 多少 異 な っ て し

ま っ た 。植栽 に あ た っ て は，県 内産 の 苗 木 を使用 す る よ

う指定 した が，一
般市場 に 出まわる苗木の 出所 は ま っ た

く不 明 な もの が あ り，明 らか に 遠隔地 の 系統 と思わ れ る

苗木 も多 く植栽され て しま っ た。

　   　モ デ ル 植栽

　 モ デ ル とす る森林 を具体的に 定め ，そ の 群落調査 に基

づ き，こ れ と同 じ種類，大 きさ，配列 どお りに植栽す る

方法 ， す な わ ち モ デ ル 植栽あるい は コ ピー
植栽 と呼ぶ 方

法 を行 っ た。

　 こ れ は一
般的 な植栽工 事 に比 べ て ，事 前 の 毎木 調 査 を

は じめ と し，工 事業者 に あ た っ て 苗木 1本 1本 を 調達

しな け ればな らない 手間の か か る方法 で あ っ た 。 か な り

自然 な状態に 仕上 が っ て は い る が ， や は り出所の 不 明確

な 苗木 が混 ざ っ て 用 い ら れ る こ とは避け られ なか っ た 。

　  　普通 移植

　出所の 明確 な 樹木 を得 る た め の 方法 と して は 移植 が あ

る。しか しな が ら移植対象とな る樹木 を得 る こ とは 都市

近郊にお い て は 特 に難 し く，こ の 行為自体が自然破壊 と

なる 恐れ もある。生態園に お け る移植工事は，周 辺 に 住

宅 開 発 の 予定 地 が あ っ た た め，ま ず，そ の 中の 伐採予 定

の 樹木を 集 め た 。工 事を実行す る に あ た っ て は ， 開発側

との工 程 の 調整 が 難 し く ， ほ とん どは 根廻 しな しの 移植

に な っ て しま っ た。また樹木の 配置等 につ い て は寄せ集

薙
険

・
単

め とい っ た状況 を 呈 した。

　  コ ピー
移植 （森林移植）

　 移植で も ， あ る 植物群落 の
一

部 を 上 壌 を 含め な る べ く

その ままの 状態 で 移動す る方法い わゆ る コ ピー
移植，あ

る い は 生態園の よ うに 森林群落を対 象 と した 場合，森林

移植 とで も呼 ぶ方法を 試み た 。こ れ を 実施す る に あた っ

て は ， まず 移植元 の 群落 を 見つ け 出 さ な け れ ば な らな い
。

　 当然 こ れは，自然保護を最優先 し，どうして も現地 で

の植生の 存続 が不 可能な 場合 に 限 るべ き方法で あ る。工

事 の 前 に は 群落状況の 調査 を は じめ 土 壌 や 地 形等の 調査

を行 う
一

方，移植 先 で は 現 地 地 形 に 近 い 場 所 を確保 し，

若干 の 地形整形を施す。さらに ，大径 の 移植樹木 につ い

て は事前 に 根廻 し工事を 実施 した。森林群落を対象 とす

る場 合の 工事手順 は，まず 移植元 の 林分 の 落葉落枝の 採

取 か ら始ま り，続 い て 林床 植物 や 表 土 ，低木類の 掘取 り

の 後 に 下 部 土 壌を 採 取 し，最後 に 亜 高木，高 木層 の 木 を

採取する。亜高木，高木層の 木 に つ い て は樹形が くずれ

な い 程度に せ ん 定 を行 っ た 。 植付 け 作業は 掘取り作業 と

は ほ ぼ逆 の手順 とな り，亜高木，高木樹木の 植付け で 始

ま り，落 葉 落 枝の 被覆 で 完 了 す る （図
一4．2．7）。

こ の コ

ピー
移植 の 方法は，で きる だ け 短期間 で 群落 を仕 上 げ る

手法 と して の み な らず．造園学や 生態学 に お け る
一

？の

実験 と して の 意味合い を持 た せ実施 した。

　そ の ほ か，播種 に よ る方法や，放置 し自然 の 種 の 移入，

生 育 に ゆ だ ね る 方法も行 っ て い る 。

　  　隣接公 園 との 協力

　開発 に伴 う動物の 避難行動 と， そ の 後の 回 復 に つ い て

は分か らない こ とが 多い 。行動範囲の 大 きい 比較的大型

の 動物や野鳥な どの 生息環境につ い て は，生態園だ け で

な く周辺 の 自然 との 生態的 な 連係 を 確保 しな け れ ば な ら

な い
。 特に 「青葉の森公園」 との 関連 は重要 で あ っ た。

June，1999

時
鯲 ；草地の コ 1ド

ー
X 　： トン ネル の コ リド

ー

図
一
→，2，7　照葉 樹林の 移 植試 験 の 方 法

14）

図一4．2．8 青葉 の 森公 園 （面 積 54ha ） に お け る野生動植

　　　　 物の た め の ゾ
ー

ニ ソ グ
2〕

　　　　　　自然 エ リア は 野生 動 植物の 生 息 ・生育 の コ

　 　 　 　 　ア と な る 地域 で 自然 状態 の 維持 を 管 理 の 墓本

　 　 　 　 　 とす る。草地 の コ リ ドーは動物 の 移動 等 自然

　 　 　 　 　エ リ ア を生 態 的 に つ なげ る た め 草刈 り等の 人

　 　 　 　 　為 管理 を 最小 限 に して い る。主 園路 に は 動物

　　　　　の 移動の た め に トソ ネル の コ リ ド
ーを設置。
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こ の 公園全 体の 自然 環境 の 保 全 措 置 は 生 態園 の た め に も

必 要不 可 欠 な 問題 で あ り，公園 の協力を得 て 移動 ル
ー

ト

の 確保 に つ とめ た （図一4．2，8）。

　利用が 集中 しな い 公園区 域 で は，草刈 りの背丈 や 頻度

を減 らす 協力や ，幅 の 広い 園路 に 動物 の 移勤通路 を設 け

る な どの 試 み を行 っ た 結 果，こ れ まで の とこ ろ 生態 園内

の動植物相は 着実 に増加傾向に あり，生態系 の 多様性も

増 して い る 。

　生態園内 で 記録され た 維管束植物は約700種 15〕，コ ケ

植 物 は 約70種 16 〕，地 衣 類 は 9 種
17 ），キ ノ コ 類 は 約 80

種
18〕，に 達 す る。ま た 野鳥は カ ワ セ ミ や キ ジ な ど140種

以 上 ，が 記録 さ れ た 19）
。 舟田 池 や 湿原で は，トン ボ 類

や水生昆虫 の 増加 が 目だ っ た 12）
e 工 事 に よ っ て一

度生

態園から姿を消 したイ タチやノ ウサギ，タヌ キ とい っ た

中型 の 動物 も ま た姿 を 見せ る よ うに な っ た。しか し一
方

で は，整備後の こ の よ うな 生態園の 自然の 変化 に 伴 っ て

姿 を消 して い っ た 種 も決 して少 な くな い
20｝

。

4，2，3　生態園の社会的影響

　生 態園 の 当初計画 さ れ た 整備内容 が一
応 の 完成 を み た

の は 開園後6 年 以 上 経過 した 1995年 7 月 で あ る 。 従来

の 博物館 と異な り，建物 が あ っ て 中 に は標本 や剥製 ， 映

像 に よ る展示 だ け で ない 新 しい 自然誌博物館がうまれ た。

　市街地 に 身近な 自然 を 再生 した 生 態園は，生 きた屋外

展示 の 重要性 が見直 さ れ る き っ か け を与 え る と と もに，

そ の 後 に建設 され る 各地の 自然誌系博物館 づ く りの 手本

に もな っ た。

ま　 と　 め

　い ま学 校教育の 現場 で は， トン ボ 池や 自然 な森づ く り

が 注 目を集 め て い る。 子供た ち が 暮 らす住 まい の 身近 な

植物 や 昆虫 との 触れ 合い ，観察 を 通 して季節 の 移 り変 わ

りや 生 命の 不 思 議 さ を肌 で 感 じる 必要性 が 見直 され て い

る。本で 得 た 知識 だ け で な く，遊 び を通 した生 きた 教材

と して ， ア メ ン ボ ウや ヤ ゴ の い る 水た ま り ， 雑草の お い

茂 る草原や林をつ くる学校 も増 え て い る。

　生態園は あ た りま え の 森や 原 っ ぱ ， 水辺 の 自然環境 の

仕組 み を具体的 に 再現 して み せ た こ と に よ っ て ，地球規

模 の 環 境 問 題 を 身近 な 自然 に結 び つ け た 施 設 とい え る 。

1993年 （平成 5 年） の 都市公園施行令の 改正 で は，動

植物 の 生息地 ま た は 生育地 で あ る樹林地 な どの保護 を 目

的 とす る 「都市林制度」 や 「自然生態園」 が導 入 された。

　面 積 は 小 さ い け れ ど，生態園 が 教育現場 を は じめ 都市

公園な どの 施 設整 備，市民意識 に 与 え た 影響 は 大 き い。

今後は 生態園の維持管理 を 通 し，自然 と人 の か か わ りに

つ い て さ ら な る研究が な さ れ て ゆ くこ とを期待 して や ま

ない。
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