
The Japanese Society of Pharmacognosy

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　of 　Pharmaoognosy

生 　 薬　 学 　 雑 　 誌

Sy6yakugaku　Zasshi
29（2），　172〜180（1975）

ケ イ ヒ類生薬 に 関する研究 （第 4報
1））

イ ン ドネ シ ア 各地 に おけ る Cinnamomum 　burmanni　BL．の 栽培

吉 田 集 而

京都大学薬学部
2）

　　　　　　　　Studies　on 　Co皿 mercial 　Cinnamon　Barks。　IV．
1）

Cultivation　of 　Cinnamon 　Trees（Cinnamomum 　bπrmanni 　BL ．）i皿 1皿donesia

SHUJI　YOSHIDA

Facult）・of 　Pharmaceutical 　Sciences，　Kyoto し「niversity

　　　　　　 （Received　Auguet 　29，1975）

　This　 article 　is　deal三ng 　 with 　the 　 cinnamon 　tree　 cultivation 　in　South 　Sulawesi
，
　Central　Jawa

and 　North 　Su 皿 atra 　 based　 on 　 write ピs　field　 survey 　 in　 1974．　 Almost 　 all　 of 　 cu ！tivated 　 trees

belong　to　Cinnamomum 　burmanni　BL 　 In　South　Sulawesi，　 the 　ciDnamon 　trees　are 　 cultivated

between 　500　m 　 and 　1，200　m 　 above 　the　 sea ［evel 　 at 　Sinoa，　 Malino 　 and 　 Tabang ．　 In　 CentraI

Jawa，700〜1　，　o「 　OO　m
，
　at　Mt ・Merbabu 　surrounded 　with 　Getasan ，　Pakis，　Pingit　and 　Banyubiru ．

In　North　Sumatra
，
300〜1

，
300 　m ，　at　Tanahkaro （1くabanjahe ＆ Laubaleng ）and 　South　Tapanuli

（Sosepan，　Slpirok ＆ Panyabungan ）．　 C 。 mparing 　these　 cultivation 　with 　that　of 　West　Sumatra，
山 eprevious 　reportg ），　 cultivation 　in　South　Sulawesi　 and 　North　Sumatra （except 　South 　Tapa

−

nuli ）is　begun　 recently 　arld 　primitive； transplantation 　 of　seedhngs 　from　wild 　and ／or 　 cultiva −

ted　trees，　nD 　weeding ，　llo 　se εLsonal 　croPPing 　and 　no 　particu！ar　tools　for　peeling ；　in　Central

Jawa，　a　little　advanced ； transplnntation 　Qf 　seedhngs 　fr⊂）m 　cultivated 　trees
，
　weeding 　1〜2／year ：

in　West 　 Sumatra （inculuding　 South　 TapanuIi），
　 more 　 advanced ； raising 　 seedlings ，　 weeding

21year
，
　seasonal 　 cropping ，　using 　particular 　tools　and 　several 　grades 　in　bark．

　第 1報 に お い て 西 ス マ トラに お け る （；innamomum 　burmanntl　BL ，の 栽培 に つ い て報告した 3）．本報で は 1974年

イ ン ドネ シ ア 各 地 （南ス ラ ウ ェ シ ，中部 ジ ャ ワ ， 北 ス マ トラ） に お い て ，C ・burmanni 　BL・の 栽培に つ い て調査す

る機会 を得 た の で ，こ れ ら各地 の 栽培状況に つ い て 報告 し，既報 の 西ス マ トラ に お け る 栽培 を も合わ せ て 比 較検討す

る．な お，南ス ラ ウ ＝ シ お よび 北 ス マ トラに お け る C ・burmanni 　BL ・の 栽培 に つ い て の 報告 は ， 著者 の 知 る 限 りに

お い て 本報 が 最初 で あ る．

調　査 　結　果

　1．南 ス ラ ウ エ シ （Fig．1 参照）

　Ujungpandang に 集荷 され る 南 ス ラ ウェシ 産 ケ イ ヒ の 生産地 は Lompobatang 山 （2，871　m ＞の 南面 の Sinoa（一次

集散地　Bantaeng），お よ び 西方 の Malino 近辺 の村々 〔
一・

次集散地 Malino ） とス ラウ ェ シ 中部 の Pelewali 省・

Tabang お よ び Pana 周 辺 で あ る．　 Masamba に おい て C ．　burmanni　BL．が採集 され た こ とが あ るが ，　 Ujungpan −

dang で は Masamba 産 の ケ イ ヒ は み られ な か っ た．

　調査地 ； （1）Buntaeng 郡，　 Sinoa，　Loka （alt・ca 　5  0〜L200　m ），〔2）Gowa 郡，　Malino 近 辺 （ca 　1・OOO　m ）・（3）

Polewali 郡，　 Tabang （ca 　600〜1，200　m ）

　基原植物 （Photo．1）： Sinoa で 栽培 され て v ’る もの は 栽培 10 年日で 樹高 8〜12　m ，胸高直径約 10・−20
　
crn ，葉 は

対 生で 有柄，葉柄は約 0．5cm ，皮針形〜狭皮針形，基部は鈍形，先端 は鋭先形 ， 長 さ約 5．5cm ，幅約 1 ．5cm で ，

ユ）第 3 報 ： 吉田集而 ，新 田 あや，木島正夫，薬誌，94，1344 （1974）．

2）Loeation： Shimoadachi−cho
，
　 Yoshida，　Sakツo −ku

，　
Kyoto ・

3）吉田集而 ，東南 ア ジ ア 研究，12 （1） 121 （1974）．
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Fig．ユ．　 The 　 Map 　 of 　 South 　 Sulawesi

Photo ．ユ，　 The 　 Twig 　 Q ！ Cinnamo エnum 　 burmanni　Bl．〔at　 Sinoa）

細 くて 小 さい ，三 行脈を有 し，基部あ る い はや や 上部で 分脈 す る．側脈 は葉身の 314〜4／5 ま で で ，先端 に は 達 し な

い ．上 面 は 暗緑 色，下 面 は 淡緑 色，新集時 は 鮮や か な紅色を 尸 し，有毛，成葉 は無毛，花序 は腋生 し総房花序，花 は

小 さ く，約 5mm ，淡黄色で 密毛が あ る．雄芯 は 12木 で 4 輪，第 3 輪 の 雄 芯 は 2 個 の 密腺 を有す る．第4 輪 は 退 化

雄芯で ある．呆実 は黒熟す る．長 さ 12　mm ，幅 6mm ，果実 の 基部 に は 花被片 の 約 112 が 残 存す る．

　Tabang の もの は 渠 は 楕円状皮針形 で ，長 さ約 10　cm ，幅約 3．5cm で Sinoa の もの よ り も大 き く，基部 の 上 方

約 1cm で 分脈 し ，側脈は 主脈 とほ ぼ 平行 で ，側脈 と縁 の 幅が 側脈 と主 脈の 幅 よ りも広 い 傾向に あ る．こ れ らの 植物

は膳葉を製 し，Herbarium　Bogoriense の 月日葉 と照合 し，　 C．　burmanni 　BL．で ある こ とを確認 して い る．

　栽培 ： Sinea お よ u ・Malino と Tabang の 栽培法 は異 な るの で 分 け て 記 述す る，

　 a ）Sinoa お よ び MalinQ ： 栽培の 歴叟は 極 め て 新 し く， 栽培が は じめ られ て Malino で 10年，　 Sinoaて最も古

く見積 っ て も 20 年 ほ ど に し か な ら ない ．それ 以 前は 自生 植 吻か ら樹皮を採集して い た ，近年に な っ て 需要 が 増加 し，
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Photo ．2．　 Forest　 of 　 Cinnamon 　 Trees　 at 　 Sinoa

Photo ．3，　 Peeling　Bark　wlth 　Parang （at　Tabang ）

自生 植物 が著 し く減少す る に と もな い ，栽培化が 進 め られ る よ うに な った

　栽培は 自生植物 の 実生を山 中で 採集 し，移植す る こ とに よ っ て 始め られ た．Sinoa で は すで に 移植 し た 栽培樹 か ら

実 生 が得 られ て い る．しか し現 在 で も種 子 か らの 増殖 法 を知 らな い の で ，量 的 な増 加 は なお わ ず か で あ る・

　栽培地 （移植地） は 住居近辺 で ，多 くは庭 に み られ ，数 本か ら数 十本 の 単位の 小 規模な もの で あ る （Photo ．2），植

付けは 不規則 で ，1〜3m の 間隔 が あ り，い ろ い ろ な 樹令の 樹が み られ る．除草 は移植時に一度行 な わ れ る だけで ，

そ の 後 の 施肥 な ど もほ とん ど行 わ れ な い ．こ れ ら の 栽培は 家族単位で 所有 され て い る．
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Fig．2．　 The 　 Map 　 of　 Central　Jawa

　 b）Tabang ： Tabang お よび そ の 近 辺 で の 栽培 は Sin。 a や Malino よ り t、新しい ．ご く最近 ま で 自生植物 の 樹皮

を採集 し て い た．し か し 7 年前 （1967年） に 大量 の 樹 皮 を採集 した．そ の 時 は普 通 は 収穫 の 対象 と な らな い 幼樹か ら

採集 した ば か りで な く，根皮 をも採集 し た ．イ ン ドネ シ ア に お い て は 通常根皮 は 採集 され な い もの で あ るが ，
Tabang

で は戦時中に 目本 入 か ら根皮 の 使用を学 ん だ とい う．こ の こ とが 自生 植物 の 減少 に拍車をか け た．1967 年 を境 と し て

自生 植物 の 実生をみ つ け て は村 の 近 くの 自然林中 に移植す る こ とが 始 ま っ た ．山 の 中腹 の ，多 くは 谷筋 の 自然林中に

移 植 され た樹 は栽 培 と い うよ りは 自生 して い るか の よ うにみ え る．すなわ ち他 の 雑多な樹に混t・て不規則に そ して ま

ば らに植え られ て い る．生長 も
一

般 に 遅 い と思 わ れ るが，移植 後 5年 H か ら収穫 が 可能 で あ る とい う．移 植後 の 手 入

れ は全 く行わ れ て い な い ，こ れ らの 栽 培樹木 は 部落単位 で 所有 され て い る．

　収穫 ： 両 地 域 と も収穫時期 は 定 まって い ない ．また収穫 の 対象 と な る樹木 の 樹令も一定 で は ない が，移植後 5 年以

上 の もの が可能 で あ る．収穫 は需要 に応 じ，あ る い は現金 の 必 要 に応 じ て 行 わ れ る．

　ま た 現在 に お い て も 自生 値物 か ら の 採取 も行 わ れ て い る，

　樹皮 を採取す る た め の 道具 と し て は 特別 の もの は な く，山 刀 あ るい は ナ イ フ が 用い られ る ．まず立 木 の 状態で 外皮

を削 り落 し （Photo．3）， つ い で 山刀などで 縦 に 切 りR を入 れ ，指 を押 し こ み な が ら剰 い で ゆ く．長 さ は 定 ま っ て い な

い が ，多 くは 20 〜30cm ，幅 5・−8cm の 大 きさで ある．立木の 状態 で の 採取が不 可能に な る と，切 り倒 し て 同様 の

操作 で 剥 い で ゆ く ， 葉 や 小 1 い 枝は捨て る，樹皮 は 村 に持ち帰 り，天 日で 乾燥 され る．

　等級 ； 等級 は な く，薄 い もの か ら厚 い もの ま で すべ て 等価 の 商品 と し て取扱 わ れ る．

　2．中部ジ ヤ ワ （Fig．2）

　Semarang に集荷 され る中部 ジ ャ ワ 産ケイ ヒ は Merbabu 山 （3 ，142 　m ） の 北 斜面 で 栽 培 され て い る もの で あ る．
Getasan か ら Pakis，　Plngit，　Banyubiru で 囲 まれ る 広 い 地域 で あ る．　 Merbabu 山 の 南面に あ た る Selo は 近年に な

っ て 新た に 栽培 が 行 わ れ る よ うに な っ た地域 で ，元来 は ケ イ ヒの 栽培地で は な い ．

　調 査 地 ： （1）Semarang 郡，　 Getasan （ca 　1 ，000 　m ），（2）Semarang 郡，　 Kopeng （ca 　1，500 　m ），（3）Temanggullg
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.Fig.3.The  Map  of  North  and  West  Sumatra

Photo.4.Cultivated  Cinnamon  Trees at the Edge of  Farm  (at Laubuleng)

              (176)
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郡，Pingit（ca 　700　m ＞，（4）Magelang 郡，　 Selo（ca 　 1，000　m ）

　基原植物 ： 葉 は 長楕円状皮針形〜長楕 円形で ，基部は鈍形ま た は 円形 ， 先端 は鋭先形〜漸鋭先形 ，葉は一般 に小 さ

く，約 6．5× 2．5cm ，果実はやや円昧を帯 び ，
11x7mm で あ る．

　墨螢 ： こ の 地方 に お け る栽培は 比較的古 くか ら行 わ れ て お り，増殖 は 栽培樹の 実生 を移植す る方法 を と っ て い る．

しか し種子 か らの 増殖 は こ れ らの 地域 で は未 だ行わ れ て い な か っ た．

　移植地 は住居 近 くの 庭あ るい は畑 の 境界線，道路筋 な ど，あ る い は数 km か ら十数 km 離れ た 山中 で あ る．た だ

し，山 に移植 され た もの に つ い て は今 回 は実 際 に観察 して な い い た め，そ の 詳細 は 不明で あ る．

　住居近 辺 の もの は特別の 手入れ は行わ な い が ， 山中に移植 し たもの は，幼樹 の 問は年 1 〜2回 の 下草刈 を行 うとい

う．

　Selo で は 最 近 に な って 栽培 が本格的 な もの と な った ．すな わ ち 1973 年 に約 2
，000本 の 苗木が林野庁 を通 して村民

に配布 さ れ た．ま だ 収穫 は み られ ない が，今後さらに 苗木が導入 され る予定で あ り， そ の うち に ケイ ヒ が出荷され る

よ うに な る で あ ろ う．

　収穫 ： 南 ス ラ ウ ェ シ とほ ぼ 同様に 特に 収穫期は な く， 樹齢 5 年以上の もの が必要 に応 じ て収穫 され る．5 〜7 年前

に 大量 に 収穫 し た た ぬ 現在で は若 い 樹 か ら収穫 され て い る が，以前は 10年目くらい の もの が多か っ た とい う．

　収穫 用 の 特別 な道具 は な く， 普通 の ナ イ フ が用 v’られ て お り，樹皮の 長 さ約 70　crn
， 幅 5〜10cm の 大き さで ，同

様に 天 日で 乾燥され，両側 か ら巻 き込 ん だ 形 に 仕上げ られ る．

　笠越： 現在 で は 5 年 日くらい の 樹 か らの 薄い 皮が大部分 を占め て い る．幹皮 は 1級品 ，枝 の 皮 は 2 級品 で あ る．

　3・北 ス マ トラ （Fig，3）

　北ス マ トラに お け るケ イ ヒ の 集荷地 は Medan で ，生産地は 2 箇所で あ る． そ の 1 は Tapanuli 南部，そ の 2 は

Berastagiで あ る、

　Tapanuli南部の 主産地 は Kotanopang 近辺 とい わ れ て い る が，実際の 栽培地 は さ らに 3 箇所 に わ け られ る、す な

わ ち Sipirok近辺 ，　 Padangsidingpuang 近 くの Sosopan，，お よび Payabungan 近辺 の村 々 で あ る．こ れ らの 地 域

に お け る栽培 は 既報
3）の 西 ス マ トラ に お け る 栽 培 とほ ぼ 同様で ，収穫 され た ケ イ ヒ も Medan よ りもむ しろ Padang

に 多 く出荷 され て い る．

　
一

方，Berastagi産 とV・わ れ る も の は Tanahkaro の Kabanjahe 近辺 の 村々 お よ び LaubaIeng 近辺 の もの で あ る．
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TABLE 　II．　 Export　of 　Indonesian　Cassia　Barks　by　Ports　of　Shipment

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （1963〜1972）　unitr 　Ton

port　 of　 shipment 1963　　　1964　　　1965　　　1966　　　1967　　　1968　　　1969　　　1970 　　　1971　　　1972

Sumatt．a

　 Belawan

　Jambi
　Langs
　 Lhokseumame

157

2
［
D

88

4

Padang！Teluk 　Banyua　8 ，
064　　8 ，056　　6 ，567　　3 ，820　　3，603

　 Pakanbaru

　 Palernbang

　 Panjeng

　 Sibolga

　 Tapatuan

　 Uleeheue

，Jawa

　 Cirebon

　Jakarta
　Kemayoran

　Probolinggo

　Semarang

　Surabaya

　TegaI

　Tg．　Priok

Sulau，esi

　 Bitung

　Donggala

　 MenadQ

　Ujungpandang
o 躍 8r5

　Balikpapan

　 Ende

　Kupang

　Lingkas

　 Maumere
　 Samarinda

　 Sumbawa

　NVaringapu

1 ，302

　 12

7

ユ9

432

37

77

21

242

3

24

91

7

70

16

尸
DO　

1

52

4714

132　　　1 ，
244

11　　 　 　 8

251

2655

449

OD8ハ
09

臼

0922

19 4

　 　 13

，453 　　2 ，308

　 11　 　　 29

　 94　 　　 58

　 49

　 27

18

1720152

　 ’t95

387

10

3

73

7

99

ρ
071

　

49

　

6

93　

2

148

47

49

臼

4

2 ，464　　2 ，754　　3，545

　 　 　 　 　 　 7　　　 51

　 　 　 　 　 　 1　 　 　　 2

31

11

20619

94

35

2

23

2
∩
71

ρ
OQ

∬

　

3

79

8

TotaI

27

1

2111

27

0
尸
D1

9，568　8，623　7 ，108　4 ，342　5 ，570　　4，479　2，866　　2，835　　2，875　　3，695

こ こ に おけ る栽培は Tapanuri 南部 と違 って 西 ス マ トラ の 栽培 と全 く関連を持 た ず，異な っ た栽培法で 行 わ れ て い

る．し た が っ

．
（ Ta，　panuli 南部 の 栽培 に つ い て は省略し，　 Laubaleng の も の に つ い て の み 述 べ る・

　調 査地 ： Tanahkaro 郡，　 Laubaleng （ca 　300　m ）・

　基原植物 二 葉 は長楕 円形状皮針形で ，先端 は鈍形 あ るい は鋭先 形，基部 は 鈍形，約 ユ4 × 4cm で ，や や大きい ．同

様に 三 行脈 で あ る が，側脈は基部か らほ ぼ直線状に 放散す る．ま た 側脈 か ら葉縁 に 派生 す る 細 脈 が
一

般 に 明 瞭 で あ

る．

　栽培 ： 南 ス ラ ＝ ウシ と同様 に 最近 に な っ て 始 ま っ た．それ まで は 自生 植物 か らの 採集 が 行 なわ れ て い た が，10 年 ほ

ど 前 か ら 自生 植 物 が 目立 っ て 減少 し て き たため ， 自生植物 の 実生を持ち帰 り， 畑 の 壇界線や畑 に 移植 す る よ う に な っ

た （Photo ，4）．そ の た め樹齢 は ま ち ま ち で ，ま た 1 箇所 で 100 本を越 え る ほ ど の 規模を も っ た もの は な い ．現在な お

（ユ78）
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TABLE 　III．　 Export　 of 　Indonesian　Cassia　Barks　by　Distinatien

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （1963〜1972）unit ： TQn

distination 1963　　　1964　　　1965　　　1966　　　1967　　　 1968　　　1969　　　1970　　　1971　　　 1972

AlgeriaBelgium

＆ Luxemburg 　 957

Canada 　　　　　　　　　　　　　　　　5ユ

Czechoslovakia　　　　　　　　263

Denmark 　　　 　　　　 　　　 g

England 　　　　　　　　　　 9／1

Findlan 〔1　　　　 　　　　　 　　 2

France 　　　　　　　　　　　　 297

Greek　 　　　 　　　　 　　　 24

HQng 　Kong 　　　　　　　　　　　19

1ta］y 　　　　　　　　　　　 16

Japan　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3

MexiCQ　　　　　　　　　　　　　　　　354

Morocco 　 　 　 　 　 　 　 　 15

Netherland　　　　　　　　 132

Norway　　　　　　　　　　　28

Penan2／Malaysia　　　　 19
Po ［and 　　　　　　　　　　　　　　62

SabahSingapore

　　　　　　　　　　　　　162

Sweden 　　　　　　　　　　　 56

Switzerland
TriesteIJ

，　S．　A ．　　　　　　　　 5 ，478

uS ．S．R ，　 　 　 　 　 　 　 370

West 　Germany　　　　 179

Yugosiavia 　 　 　 　 　 161

5

971271

　 25861039333

　 101

，072

　 　 5

87

65

J
「
　，838

400

021

336124197

ユ1

839

3

り白

5，224

　 204

　 147

　 　 9

37

33

59

331

　 2

494

尸
D
　

5

143

5

125

233

831

9

2

49

202

　 　 1，290　　1，004

8　 　　 　 5　 　　 49

　 　 　 　 　 　 　 　 2

4，242 　　3，570

33103

Totii】 9，568　　8，623　　7，108　　4 ，342

812

3

1

31

121

31

80719

戸
08

5

6

200

218

7
ρ
D72

44　

3

1

17

9

7

ユ

9

18336

18145

111　

4

2

547

1

18998

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3

3，132　　2 ，212 　　2 ，417 　　2 ，410 　　2 ，534

　 61　 　 　 　 9

　 395

，570　　4，479

9 6 92111

3，262 　　2，836　　2，875　　3，692

自生 植物 か らの
．
採取 も行 わ れ て い る．

　近年 に な っ て Berastagi に お い て 林 野 庁が種子 か ら苗をつ く り，　 Tanahkaro −一一eSに 配布 して い る の で ，栽培量 は

徐 々 に 増加 し つ つ ある．手入れ は 移植後ほ とん ど行わ れ て い な い ．

　収褄 なお ，自生 植物 か ら の 採集 が 中心 で あ り （実際の 産出量 は極 め て 少 な い と思 われ る が），収穫期は な く，皮の

剥ぎ方 ， 調製法は 中部 ジ ャ ワ と ほ ぼ同 じで あ る．

　等級 ： 自生 植物 か らの 採集 が 主 で あ る た め ，樹皮の 厚 さ，大 きさ な どが 不揃い で ，商品的 に は 劣等品 で あ る．2 等

級 が あ り，幹皮は 枝 の 皮 な ど の 薄 い 皮 よ りは上 級品 と して 扱 わ れ る．多 くは Kabanjahe で 売 られ る か ，あ る い は

Medan に村人 の 手 で 運ばれ て い る．

考 察

　1）既報 の 西ス マ トラ の 栽培を加 え て各地 の Cinnatn・ mum 　bunmanni 　BL．の 栽培を TABLE 　I に ま とめ た．こ れ

らの うちで 南 ス ラ ウェシ と北ス マ トラ の 栽培の 報告 は 本報が最初 で あ り，と もに原始的 な栽培形態 を持 つ もの で あ る

こ と を 明 らか に し た．

2＞著者 の 調査 し た範 囲 内 で は 中部ジ ャ ワの Kebumen で C ，　ca ∬ ia　PREsL が 栽培され て い る 以 外，い ずれ の 地域

に お い て も C ．burmanni 　BL ．が栽培 さ才Vて お り，他 の 種 は 栽培 され て い な か った （た だ し，最近 に な っ て Pingit

に お い て も Kebumen か ら苗 を導入 し て わ ず か に栽培 され て い る が）．

（179 ）
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Fig．5，　 Export　of 　Indonesian　Cassia　Barks

　　　 from　Se 皿 arang 　and 　Ujungpandang

　3）西 ス マ トラ の 栽培が歴史的に は最 も古 い と推定され る が，栽培が始 め られ た時期 は 明確 で ない ．中部ジ ャ ワ の

栽培 は西 ス マ トラ に つ い で 古 く，少 なくと も 100 年以 上前か ら行 わ れ て い た と思 わ れ る．南 ス ラ ウ ェ シや北 ス マ トラ

の 栽培 は こ れ らに 比較 し て 極 め て 新 し く，約 10 年 ほ ど前か ら本格化 し て きた もの と思 わ れ ，そ れ 以 前 は 自生植物 か

ら樹皮 を採集し て い た に すぎな い ．

　ま た，栽培の 歴史の 古さ に比 例 し て，栽培法や 収穫法が 進歩して い る．す な わ ち 西 ス マ トラの 栽培 が最も進 ん で お

り，
つ い で 中部 ジ ャ ワ ， そ し て 最 も原始的 な栽培形態で 南 ス ラ ウ ェ シ，あ る い は 北ス マ トラに おい て み られ る ・

　こ れ らの 栽培 は 独 自に 発達し て き た もの と考 え られ る が，イ ン ドネ シ ア に お け る C ．burmanni　BL ・の 栽培 の 発達

（180 ）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society of Pharmacognosy

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　of 　Pharmaoognosy

の 仕方を示 し て v’る と思わ れ る．すなわ ち （i）自生 植物 か ら樹皮 を採集，（ii）自生植物の 実生 を移植，（ili）移植 し，

栽培を始 め た樹の 実生 を用 い た 増殖，（iv）増殖の 効率 の よい 種子 か らの 育苗 の 順 で ある．同時に 栽培法お よび 収穫法

の 定式 化，特殊な道具 の 発達，等級の 多様化 な どが 進行す る．しか し大規模なプ ラ ン テ ーシ ョ ン は ま だ 出現 し て い な

い ．

　4）栽培され る 高度 は 300−・1
，
500m で ある が ， 多くは 600・−1，200　m で あ る．そ の 中で Laubaleng は 標 高

300m の 低地 で あ り，　 C ．　burmanni 　BL ，が 600　m 以下 の 低地 で も充分生育する こ と を示 して U’る． こ の 事実 は 西

ス マ トラ の 栽培に お い て述べ た よ うに
3）， C ．　bzarmanni　BL ．の 生育状況 に よ っ て 栽培 の 高度が決 め られ るの で は な

い こ と を裏書 き し て い る．中部 ジ ャ ワ で は一般に 高地 で 栽培され て い るが ， こ れ は 西 ス マ トラの 丁子 に あたる もの と

し て ，畑作 の 発達，特 に タバ コ の 栽培が σ．bzarmanni　BL ．の 栽培 を高地 へ と押 しあ げて い る もの と考 え られ る．

　5）現地調査中に 中部 ジ ャ ワ の栽培 に つ い て Ir．　Murhadi 　Adam らに よ る タイプ 刷 りの 報告書 （1970年）
4） を入手

した．こ の 書類に よれ ば著者 と同 じ 調査地 で ，樹種 は 主 と し て C ．cassia 　PRESL ，わ ず か に C．　xeylaniczam （GARC ．）

BL ．が 栽培され て V ’る と報告され て い る が，　 C ．　burmanni 　BL ．に 関 し て は 全 く言及 し て い な い ．し か し著者 の 調 査

に よれ ば，樹種 の 大部分 は C．burmanni　BL ，で ，わ ず か に Pingitで C．　cassia 　PREsL が 栽培 され て い る にすぎ

ず，C ．　zeylanicum （GARC ，）BL ．に い た っ て は 1 本 もみ られ な か っ た．ま た 種 子 か らの 増 殖 も行 わ れ る と記載 し て い

る が，著者 の 聴取 し た範囲で は ， 1例 もなか っ た．すなわ ち こ の 書類 は大部分文献 か らの 引用 と推察され る ・し か し

な が ら， 1ヘク タール 当 りの 収量，栽培 の ため の 労働力 の 積算など参考 となる 資料 もなくは ない ．

　6）貿易統計資料
5）6）7）に よって イ ン ドネ シ ア 産 ケ イ ヒ の 輸出状況 を 明 らか に す る と，Fig．4 は 戦前 お よ び 最近 ユ0年

間の 輸出量 を 示 した もの で あ る．ま た TABLE 　IIは 1963 〜1972 年の 積出港別 ，　 TABLE 　III は 輸出先国別 の ケイ ヒ

の 輸出量 を示 し た もの で あ る．

　 戦前 の 輸出量 は年平均 3 ，000 トン
， 戦後は ／963 年 に 10

，000 トン もの 大量 が 漸次減少 して 最近 の 5 年間は 戦前 と ほ

ぼ 同量 で ある．

　 輸出港別 に み る と Padang が 90％ 近 くを占め て い る． し か し最近の 5 年間で は Ujungpandang が 140 トン ，

Semarang が 年平均 100 トン と戦前 に 比 し て 増加 の 傾向に あ る ．　 Fig．5 は 示 した ご と く 1967 年に 両輸出港 で 急増 し

て お り，本文 で 述 べ た が，各地で 車要 な変化がみ られ る．す なわ ち南ス ラ ウ ＝ シ で は 自生植物が激減 し た た め に 栽培

化が 促進 され 、中部 ジ ャ ワ で は 皆伐 に よ る 生 産量 の 減退が み られ る よ うに な っ た ，

　 輸出先国別 に み る と戦前 で は ア メ リカ，オ ラ ン ダなどが主 な輸 出先国で ある が，最近 で はア メ リカの 比重 が 増大し ，

全 輸出量 の 80％ を 占め て い る．一
方，オ ラ ン ダは 減少 し，か わ っ て シ ン ガ ポ ール の よ うな 中継 港 へ の 輸出が 増加す

る と共 に ， 輸出先国 自体 が 増加 して い る．日本 へ も 1970 年 に 200 トン あ り，イ ン ドネ シ ア 産ケ イ ヒ は 広 く世界各国

で 流 通 して い る．

4）Nurhad苴 Adam
，
　K ．Hendarto ＆ Rualan　Hardjoprawiro，

“ Kaju　Manis　Dilerang　Gunung　Merbabu （Docu ・

　 ment ）
”
，1970，　pp．1酎11、

5）Heyne，　k．，
“Nuttige　Planten　 van 　 IndonesiE”，　 H ，Veenman 　 en 　 Zonen ，　 Wagenengen ／Bandung ，ユ950，　 pp ．

　 1645〜1659．
6）Deinum 　Hk．，

“De 　Landbouw 　in　de　Indishe　Aechipel”，　 vol 　II−B ，　N ．V ．Uitgeverij　W ．　van 　Hoeve ，
’
s −Gre−

　 venhage 　1948，　pp ．747〜762．

7） Biro　Pusat　Statistik，
“Ekspor 　Menurut 　Djenis　Barang ，　 Negeri 　 Tudjuan 　 dan　 Pelabuhan　 Ekepor ”

，　 Biro

　 Pusat　Statistik，　Jakarta，（1963 〜1966 ，1967
，
1968

，
1969

，
1970，1971　and 　1972）1967〜1973．
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