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は　 じ　め 　に

　
こ の と こ ろ に わ か に 高 ま っ て きた 地 球規模 の 環境変動

に 関す る，総合的 な 基 礎研究 に と りくむ た め に ， 文部省
は 1990 年 に新プ ・ グ ラ ム 方式 に Slる 計画 的 な 「創成的

基礎研究」を 発 足 さ せ た ．筆者 らが参加 す る 「ア ジ ア ．

太 平洋地域を 中心 と す る地球環境変動 の 研 究 」 は 田 村三

郎 ・
東 大 名 誉教授を リ ーダ ーと し て 組織 され て い る．こ

の 「研究 」 は ひ と りひ と りの 研究者が そ れぞれ に 抱 く研

究 者個人 の 興味 に 出発す る の で は な く， 計 画 研究 と して

共通 の 明 確 な 目 的 を も っ て い る，それ は い ま 直面 して い

る 地 球規模 の 環境 問 題 ， 21 世紀 の 生物 資 源 問 題 の 解決

に 資す る た め の 基礎研究 を計 画 的 ， 組織的 に お こ な うこ

と で あ る．小論 は こ の 「研究 」 に よ る 最 近 の 研究成果 の

一
端 を 紹介す る こ とに よ っ て ，今注 目 され て い る 地球規

模 の 環境問題 の な か で 熱帯林 が ど の よ う な 特徴 を も っ て

い る の か に つ い て 考察する ひ とつ の 試 み で あ る．

現象の ス ケ
ー

ル

　創成的基礎研究 「ア ジ ア ・
太平洋地 域 を 中 心 とす る 地

球 環境変動 の 研究 」 は 気象 ・気候 の 研 究 グ ル
ープ と生

物 ・生 態 の 研究 グ ル ープ が 参加 し て い る．前 者は 主 と し

て 大気圏に 発生す る水 ・熱 の 大 循 環現象 の 地球物 理 的 過

程 を と りあつ か う．地表数 キ 1コ か ら数百 キ ロ の 範囲 が 研

究 の 対 象 とな る か ら ， ロ ケ
ッ ト， レーダ，航空機， ラ ジ

ォ ソ ン デ な ど近代技術の 粋をあ つ め た 研究方 法 を 利 用す

る ．こ れ に対 して 後者 は 主 と して 生 物 圏 で 起 こ る 生 物お

よ び 関 連 す る い ろ い ろ な現象の 生物地球物 理 化学過程 を

と りあつ か う．生物 の 活動 は ，た と え ば ヒ マ ラ ヤ を こ え

る マ ナ ヅル の 薄れ は 海抜数千 メ ー トル の 高さ を と ぶ が ，

そ れ で も地表面 か ら数 百 メ ートル の とこ ろ の こ と で あ

る．人間 は 飛 行機を旅行 の 手段 に 日 常 的 に つ か っ て い る

が ら，こ れ を し も生物活動 とす る な らば ， 地上約 10 キ

ロ に お よぶ け れ ど も， こ う い う 例外 的な 非 生 物的 生 物活

動 を 除 け ば，あ ら ゆ る生 物 過 程 は 地表面 の 上下数 メ ート

ル か ら数十 メ
ー

トル ，せ い ぜ い 数百 メ ートル まで の と こ

ろ で お こ ろ 現 象 で あ る．だ か ら研究方法 もあ くま で 具体

的 な現地観察 が 出発 点とな る，

　大気 圏 の 厚 さ に く らべ る と生 物圏 は ， 地球表 面 に は り

つ い た うすい フ ィ ル ム に す ぎな い が，そ こ に 地球 の す べ

て の 生 命活動 が 凝縮 して い る．生 物生存環境 が 悪化 し

て ，生 物活動 が タヒ滅す る と地球 は 生命 を 失 っ て 死 の 惑星

3 化 して しま う．生 物活 動 に た よ る 生 物資源 に 対す る期

待 は 失わ れ て しま う．個 々 の 生 命を まもる こ とが で き る

か ど うか ，地 球 の 生 命をま もる こ とが で き るか ど うか ，

い ま わ れ わ れ は 重要な岐路 に た っ て い る と い え る．

生物圈 で 生ずる地球規 模 の 環境問題

　生物
・
生態 研 究 グ ル

ープ は 酸性 雨，温 室 効果ガ ス
， 塩

類 土 壌，熱帯林を テ ー
マ と して と りあげ ， それぞれ 1〜

2 の 研究班 を 組織 して い る．い ずれ も生 物 活 動 に 頁接，

間接関係す る 生 物圏およ び 大気圏 ， 岩石圏，水圏 に 生ず

る複雑 な 生 態現象 を 対象とす る もの で あ る．生 物圏は 大

気圏，岩 石 圏，水圏 に ま た が る ご く薄 い 層 に す ぎな い

が ，地球 を 生 きた 生命体た ら しめ る と こ ろ で あ る ．生 物

圏 で 生ず る 数 々 の 生態 現 象 は 互 い に 原 囚 と な り結 果とな

っ て ，全 体が 複雑な 相互 作用系 を な して い る ，

　なか で も熱帯雨林 は 豊 か な生物相 を 誇 っ て い る ，多 く
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の 生命体が複雑 に 連環 して ，共存 す る 世界で ある．熱帯

雨 林 の も っ とも重要な特徴 は ， 種類数 が お お く，複雑 な

生 物 の 生 活環 を つ く りあ げ て い る こ と で あ る ．ひ とつ の

生物 が 生 活 をま っ と うす る た め に ， か な らず 他 の 生 物

が ，環境 が 関与 して い る ．生 物 は 生 物 だ け で は 生 き て い

けな い ．ひ とつ の 個体 で は 生 ぎて い け な い ．ひ と つ の 種

類 だ げ で は 生 きて い け な い ．動物 は 植物 な く して ，生き

るた め の 栄養 を と る こ とは で ぎな い ．エ ネ ル ギ ーは 植物

か ら動物へ な が れ る．しか し植物 もま た 動物 な しに 生 活

環 を 完成 で きな い ．一
本 の 木が 生 きて い くた め に ，何種

類 もの 生 物 が 関 係 し て い る．生物 の 世界は まさ し く生 命

の 連環 と共生 の 世界で あ る ．

熱　帯　雨　林

　高温多 雨 の 湿 潤熱帯 を 特徴づ け る 常緑林は Tropical

Rain 　Forest あ る い は tτ opischer 　Regcn “ ald と あ ら

わ さ れ て きた ，そ の 日 本語訳に ， か つ て 「熱帯降雨 林 」

が つ か わ れ た ．日本 生 態 学 会 は 生態学用語 と し て 「熱帯

多雨林 」 を 採用 して きた ． し か し，Rain　Forest だ か ら

「雨 林」 が よい とい う意見 もつ よ い ．熱帯林の 研究者 は

「多雨林」，「雨林」 の い ずれ で もよい とい うもの が お お

い ． 1990 年 に 改 言∫ され た 学術用語集
一

植物学編 で は

「熱帯 雨 林」 が つ か わ れ る よ うに な っ た ．

　近年 ， 熱帯林が 社会的な 注 口を 浴 び て ， 新 聞， ラ ジ

オ， テ レ ビ で と りあげられ る よ うに な っ た が ，な ぜ か

「降雨林」 あ る い は 「多雨林 」 に か わ っ て ， 「雨林 」 とい

う語 が っ か われ て い る．し か し，「降「：iこj一林」 や 「多 1醐 ミ」

も死 語に な っ た わ 1ナで は な い ．国際 協力事 業団 の プ ロ

ジ ェ ク トの ひ とつ で あ る 熱帯降雨林造林研 究 セ ン タ
ーは

「降 1醂 」 を つ か っ て い る ・P ・1丿チ ャ
ーズ は 名著

‘’The

T ・・ pi・・ I　R ・ i・ F ・ re ・t
”

を 1952 年 に 公 刊 した
1） が ，

そ の 日本語 訳 は 「熱帯多雨林」（植松真
一

／吉良龍夫共 訳）

で あ る， こ の よ うに 日本語 で は 「降雨林」，「多雨林 」，

「雨林」 な ど の 語が つ か わ れ て い る が ， い ずれ も熱帯地

方 の 多雨気候 の も と に 成立す る 森林植 生 を 意味す る．

　　　　　　世界 の 三 大熱帯雨林の 分布

世 界 の 熱 帯 1醂 が もとも と どの くらい あ っ た の か・も

うま っ た くわ か ら な くな っ て しま っ た ・熱帯 の 人 口 諜

地 帯で は ， か な りの 面積が耕地 な ど人為的 な 生 態系 に お

きか え られ て しま っ k ．遠 隔 地 に あ っ た 森林 は 調 査 もさ

れ な い ま ま，開発 され て しま っ た ．それ に もか か わ らず

い ま もな お，熱帯 雨 林 の 分布 の 中 心 は 赤 道 に 沿 っ て 南北

両半球 に また が る 三 大熱帯 ，
ア ジ ア ，ア フ リ カ ，ア メ リ

カ に あ る （図 1）．

　も っ とも面積がおおきい の は ， 南米の ア マ ゾ ン 流域 で

あ る 酒 は ア ン デ ス 嵯 に 凍 は ガ イ ア ナ・南 は ラ プ ラ

タ 垣 の グラ ン
・チ ャ コ

， 北 は 中米東 岸 沿 い に 南 メ キ シ コ

に 達 し て い る ．南 米北西部 で は ア ン デ ス 西麓 に ， ま た ブ

ラ ジル 東岸 に は 南緯 6 度付近 か ら南 回帰線 を こ え る あ た

AfierP．W「．　Richnrds、1

erFeb

　1、　IPY3

： s・．：

図 1 世界 の 熱帯雨林分布 図
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　りまで い ずれ もせ まい ベ ル ト状 の 雨林 が分 布 して い る．

　　
ア フ リ カ で は ，コ ン ゴ流域 の 熱帯 雨 林 が も っ と もお お

きい ・西は ガ ボ ン！　 i・・Pt ・ト ン か らナ イ ジ ．リ ア に の び

て い る・ベ ニ 〉
・ トーゴ で 北 の サ ハ ラ 砂漠 か ら 南に の び

る 乾燥地帯が ギ ニ ア 湾 に 達 して い て ，熱帯雨林を断ち切

っ て い る が ，ガ ー
ナ， コ ートジ ボ ワ ール

， リ ベ リ ア に ふ

た た び ベ ル ト状 の 分 布が み られ る ．東 は グ レ ート ・
レ
ー

ク 地 方 が 分 布の 限界 で，大 地溝帯を こ え る と完 全に サ バ

ン ナ 気 候 に 孀 漏 部的に ご く 小規模の もの を の ぞ い て

み る べ き雨林 は な くな る，

　熱帯 ア ジ ア で は ・ ス リ ラ ン カ，イ ン ｝e 西 部 ， タ ！ ，イ

ン ド シ ナ 半島 か ら フ
・ リ ピ ン へ ，マ ラ 《半 島 か ら 島嶼部

を 経 て ニ
ュ
ーギ ニ ア に 達 して い る ．熱帯 ア ジ ア の 雨林は

イ ン ド
ー

マ ラ ヤ 雨 林 と よ ば れ る こ と もあ る が，ス マ トラ ，
ボ ル ネ オ で も っ と も発達す る ．大 陸部 の ビ ル マ ， タ イ お

よ び イ ン ド シ ナ は モ ン ス ー
ン 林の 領域 で ・・↑淋 の 分布 は 局

部に か ぎ られ て い る．

小規模 で は あ る が， オ ース トラ
・
丿ア の 東 岸 に も イ ン

ドーマ ラ ヤ 「琳 の 一
部 が の び

一
ごい る 一 駄 平 洋諸島 ソ

゜ モ ン eSR・ニ
ュ
… ヴ リ デ ス 諸島，フ

， ジ 縮 島 ， サ

モ ア 諸島に も雨林 が 成 立す る．

大規模長期生態観察

　　目本 の 熱帯肉林研究 は 1960 年 代 に な っ て 本絡的 に な

　っ た と 思 え ろ．古良龍 夫 教授 〔当時 大 阪市大），四手 井

　綱英教 授 （当時京都大学）ら が タ イ 国の 北 部お よ び 半島

　部 で 本 格 的な森林 の 一
次 生 産 力 の 研究 に と りくん だ の だ

っ た・そ の 後 1970 年代に は IBP （国際 生 物事 業 学 計

画） が 始 ま り，熱帯研究 は 森林の
一

次生 産 力 の 研究 に 集

巾 して い くか の よ うに 思 え た ，

　 1970 年 の 後 判 こ な っ て ， S，1・．ハ 〜 レ博士 と R ．B ．
フ ォ ス ター

博士 の ふ た りが ，パ ナ マ の バ ロ
・

コ ロ ラ ド島

に 50 ヘ ク タ ー
ル と い う とほ う もな い 面債 の 森林調査 ブ

ロ
ッ トをつ く りあげ た

2）．後 で バ ロ ・コ ロ ラ ド プ ロ
ソ ト

と し て 世界中 の 生 態 学 者，熱帯林研究者 に 知れ わ た る よ

うに な っ た ・ 500x1000 メ
ー

ト・レ の 面積 は 9 ホ ＿， の

コ ル フ コ
ー

ス を す っ ぽ りお お っ て しま う．プ ロ
ッ トを つ

くる と い うこ と は 50 ヘ ク タ ール の 面積 を 測量 し， 20x
20 メ

ー
トル の 小 区 画 に わ け て 正 確 に 杭 う ち し， それ ぞ

れ の 区画 の な か の 樹木 に 番弓を つ け，そ の 位 置 を 図化

し ， 樹種 を 調 べ
， 胸高直 径 を 測定す る こ とで あ る．

　
こ れ だ け お おきい プ ロ

ッ トを 調査す る と，あ る種類 に

属する 集 団
一
個体群 の 数が十 分お お ぎい の て ，そ れ ぞれ

が どの よ う な 運命 を た ど るか を 追跡 して，そ れ ぞれ の 種
の 特徴を しらべ ，た が い に くらべ る こ と が で きる．それ

そ れ の 樹種 が どん な分布を して い る か ， 地形 な どに は ま

っ た く影 響 されな い で ・一
様 に ，あ る い は ラ ン ダ ム に 出

現 す る も の ．特定 の 地形 ， た とえ ば 斜面，谷，あ る い は

尾根に ぎまっ て 出現す る もの ．あ る い は 特定 の 土壌条
件・た と え ば 石灰岩地帯 や，蛇紋岩地帯を こ の む もの ，

忌避 す る もの な どが あ る ．湿 地 帯 な ど に な る と 冠 水頻

度，水質，停 滞 水 の 移 動 可能性 な ど との 関係 が種 の 出現

に 影響す る よ うで あ る．い ろ い ろ な樹種 の 出現 ， 分布 を

きめ る 要因 を さ ぐる こ とが で き る． 1982年 に リーズ で

開 催 され た 英 国生 態学会 の 熱帯雨林 シ ン ポ ジ ウ ム の 席 上

で ・
ハ ベ ル 博士が 50 一 ク タ ー

・レ の プ ・
。 トの デ ータ を

発 表 した と ぎ，おお ぎな 感動を も っ て むか え ら れ ， ひ と

び とに い い しれ な い 興奮 を よ び お こ した．

　大 規模 長 期生態 観察区は 熱帯雨林 の 生 物多様性 を 解明

す る こ と ， 熱帯雨林再 生 の メ カ ニ ズ ム を あ きら か に す る

こ と，熱帯雨林 の 生 物 資源 の 保全お よ び 持続的開 発 を は

か る た め の 基礎 デ
ー

タ を 提供す る こ とな どが で き る．

　　　　　　　 ラ ン ビル ・プ ロ ッ トの設置

　　1989年， ハ
ーバ ード大学 の P ．S，ア シ ュ ト ン 教授 が

よ び か け て 諫 南 ア ジ ア の 熱帯 1・「淋 と くに フ タ バ ガ キ林

　調査 の 重 点 を ，今 後 ど こ に お くか が 論議 され た ．日本 か

　らは こ の 会議 に 大阪市大 の ti［倉拓夫助教授 が 参 加 し た ，

　山倉 の 参加 は あ く ま で 個人 の 資格 で の 参加 で あ っ た が，

　こ の 会 議 の 結論 は 重 要な意味 を も っ て い た ，バ ロ ・コ ロ

　ラ ド型 の 大規模長期 生 態 観 察 区 を 各地 に 設け て，標準化

　し た 方法 で 調査 を お こ ない ，結果を 相 互 に 比較 しな が ら，
熱帯雨林 の 生 物多様性 の 解 明 に 貢献す る こ と を ね らい と

す る もの だ っ た ・マ レ ー
シ ア の パ ソ

ー
保護林，サ ラ ワ ク

州 ラ ン ビ ・咽 立 公園 タ イ 国 フ 。イ ・de一ケ ーン
，

ス リ

フ ン カ の シ ン ガ ラ ジ ャ 隅立公園な どが 候補地 に あ げ ら れ

た ．

　 こ の 会 議 の 結 論 に し た が っ て 一 ［1倉 は 科 学研究費補 助

金 （国際学術研究） の 申請を し た ．50 ・1丶ク タ ール プ ロ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ツ

トは 設定 だ け で ，3 年か ら 5 年は か か る，測 量，計測，
同定 の 作業 過 程は ど うみ て も少 な くとも数十人 の チ

ー
ム

ワ
ー

ク で なげれ ば，と うて い 完成す る もの で は ない ．経

費的 に み て もひ とつ の 国際学術 研 究 の 規模 の もの で ない

こ と は 誰 の 目に も明 らか だ っ た ．あ え て そ の 冒険を犯 し

た 山倉 の 行動 は 無謀 の そ し りを 免れ な い と 思 っ て い た．
が サ ラ ワ ク州政府 の 協力 を え て ，ま た ア シ ＝ トン 教授 の

参 加 を えて ，滑 り出 しは 上 々 であ っ た．

　1991年 1 月， 田 村三 郎 ・東大名誉教授が 東南 ア ジ ア

各 地 の 熱帯雨林を現 地 調査され て ， ラ ン ビ ル ー　 ’f 。
。 ト

を文部省創成的基礎研究 の 研 究対象地 に 指定 され た．山
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倉は 正献 と こ ろ ほ っ と した に 嵐 ・な い ・L う して サ ラ

ワ ク州政府森林局，ア シ ュ トン 教授 の 米国ハ
ーバ ー ド大

学お よび r体 が 国際共 1司研究 言個 と L ’C ・ サ ラ ワ ク 州 ラ

ン ビ ル 国 立 公園 に 50 ヘ ク タ
ー

・レ7 ”
・ トの 建設 を は し

め る こ とが 本格化 し た の で あ る 、い ま こ の 計画 は 4年 め

を 迎 えて い る．当初 の 計画 の と お り ，
50 一ク タ ー

・ の 測

量をお わ i〕， 第 1 回 の 縫 に は い ・
・ て い る ・1992　

一
“．三12

月現 E ，全体喇 半分欄 査 を 練 た ・卸 回の 融 結

果 の 完 全 鰈 計を お わ る ま で に ・な お約半年 以 上 は か か

る が，途 中の 集計だ け を み て も，番 号 が つ く木 の 本数 は

40 万本 以 上 に な る で あ ろ う こ と，種数 は 最初 の 5 ヘク

タ
ー

、 の ssu で ， す で に ggo 種を越 え て い る か ら詮 体

で は 立木種 だ け で 1200 楓 着 生 ・寄生種を 含 め る と お

そ ら く 2。00 種 は くだ ら な い だ ろ う こ とが 予測 さ描 よ

うに な っ た ・

　表 1 の ウル ガ ド ゥ ト ・プ ロ
ッ

トは 西 ス マ トラ 州 の ウ ル

ガ ド ゥ トに 設け た レ ・ク タ
ー

・レ規模の ftrej！EFgeeza区 の

デ
ータ で あ る．バ ・ … 　 ラ ド，ウ ・レ ガ ド ゥ トお よ び ラ

ン ビ 略 知 。 トで ， そ れ ぞれ測定対象 と な ・ 躙 木 の

サ イ ズ が ち が うか ら ， 単純 に 数 値を 比較す る こ と は で き

な い けれ ど 託 の 点 に 臆 して こ a）表 の デ
ータを 読 祉 ・

ラ ン ビ 、い ブ P ． ．y トは ，
こ れ まで 知 られ た ど の ブ 」 ・

y ト

　よ り種数が お お い ．匿界 で も っ と も生 物多様性が 高い フ

　ロ
ッ トで あ る と考 え ね ば な ら な い ．

　　　　　フ タバ ガキ科の エ ル
・ニ ーニ ョ 開花説

　　熱帯 、醂 の 巨大高木 は 40 ・ 一・1’・・Lx以 上 の ま っ す 紘

幹 を も っ て い て 淋 冠 か らつ き で て い る ・ま 籾 の 木の

上 に IUて は 働
一
（ 臆 ひ ろ iずる・20 ・

一トル 以上 の 枝

が 前 後 左 右 に の び て い る カら ，樹高 は 60 ’ 一ト 丿レ肚

に 達 L ， 2瞞 建 て の ビ ル 西 ン グ 1・ 匹・敏す る・ ひ 甜

表 1　い くつ か の 長期 生 態観 察 区 の 調査例
＊

バ ロ
．

コ ロ ラ ド島（パ ナ マ ），ハ ベ ル
・

フ ォ ス タ
ー・

　プ ロ ッ ト

　　直径 20 セ ン チ 以 ．L の es2R：

　　　　　　　　　　 186 種 7614 本 1
「
50 ・丶ク タ ール

　ゥ ル ガ ド ゥ ト ・プ ロ
ッ

ト （西 ス マ ト ラ ）

　　直径 8 セ ン チ 以．Lの 樹木 ：

　　　　　　　　　　　141 種 770本／1ヘク タール

　ラ ン ビ ル
・プ ロ ッ ト （サ ラ ワ ク 州）

　　直径 1 セ ン チ 以 上 の 樹木 ：

　　　　　　　　　 995 種．33，267本 ！ 5 ヘ ク ター
ル

　　　 10 セ ン チ 以 上　　　　2618本 〆5 ヘク タール

　　　 50 セ ン チ 以 ［1　　　　 153 本 15 ヘク タ ール

−
　＊

引 用文献 2），3）参照

ng　3 号 　平成 5年 8 月

た 枝は か る く lo ア ール 盤 の 面積を お お い ， 6 畳の 部

屋 な う 100 室 分 に あ た る．

　熱帯 雨 林 の 巨大高木 や 高木 の 花 は 小型 の もの が お お

い ．開花の 周期性 ， 種子 の 豊作年 と 凶 作年 が か な りは っ

約 レ （い る ． 1991 年 と 1992年 は ボ ・レ ネ オ で ・ 近来

稀に み る一斉開花汰 豊作 の 年・
−C・di．） っ た ・と くに 年雕

汎 、r
） じ る し く，豊 frf の 間隔がな が い フ タ バ ガ キ 科 の

木 が どの 種類 もほ とん ど が 花 を
一’
）・C’ナ・大 量 の 種 子 を 産 し

た ．た ま た ま エ ル
・ニ ーニ

ョ が 発 生 して ，雨量 が す くな

く鞭 が きび しか っ tJた め で 1まな い か とい う・ア シ 」 ト

ン 獺 は ・ タ バ ガ キ，エ ）V　一ニ ー二
・ 開才麟 を 熱 心 に IIM

え て い る。 エ ，い ニ ー二 。 は 1982 年 い らい 3・4 年 に

い ち ど の 周期 で お とず れ て い る ．つ ぎは 1994 ，95 年 こ

ろ と 期待され る が ，
こ の 仮説 が 確 か め られ る ときが た の

しみ で あ る．

　　　　　　　土壌 と植生 とそ の 利用

表 2 に 土壌と植生 と そ の 利 用 と し て ・ ラ ン ビ ル
’f °

。
トに み ら れ る 標 な 土壌 朗 九 植生 の 関 係 を と り ま

とめ た ．尾根付近 に は 砂 質 の ， 斜面 下 部 に は 粘土質に 富

ん だ 土 壌 が 出現 す る，土壌水 は 尾根 か ら 谷 に 動 くか ら，

斜面 の 上 部 で 可動 的，下 部 で 停滞的 で あ る．そ の 影響 で

土 壌環境 は 酸化的 に な っ た り， 還 元的 に な っ k りす る．

お も し ろ い こ とは そ うい う土壌辮 ≒を 植 生 が 見分け て い

葡 し い こ と で あ る．尾根 に 恥
’
・加 鯑 麟 ・・ω 祕 ピ‘α

が，斜面 F部に は D ．ICtnc，eolata 　
｝b
’
s　fi占す る ．

　も・
， とお も し ろ い こ と は，こ うい う植 生 の 楼み 分 け を

伝統社会 の 人 々 は ち ゃ ん と知 っ て い て ，

一方は 焼 ぎ畑不

適地 ，他 方は 適地 とみ て い る こ と で あ る・だ か らか れ ら

の 焼 き畑 は ，む や み に 大面積 を 占め る こ と は な く，ど こ

もが一
様 に 畑地 と 化す こ と もな い ．ひ ど くこ ま や か さを

感 じ さ せ る の で あ る．しか もか れ らの 耕作期間は 1 年限

りで あ る．決 して 土壌を つ か い き っ て し まわな い ．か れ

表 2 土壌 と 植生 とそ の 利用
ホ

地　　形

地　　質

上 壌 水

土 壌 環 境

植　　生

．丶。　 層

根　　量

焼畑 利用

森林 開 発

農地開発

根

岩

的

的

　

　

動

化

尾

砂

可

酸

D り
丿θbcala｝toPs 　avo ’natica

斗15斗± 18539 ！コnL
’

　 多 く，深 い

　 不 　　　適

　　 有　用　木　　　　　　材

大規模 プ ラ ン テ
ーシ ョ ン 造成

＊
（．平井英明，未発表）

斜 面 下 部

頁　　　 岩

季節 的停滞

酸化 ・還元的

D ．ian配eolata

765 ± 39891【n2

少な く，浅 い

　　 適

資　源
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葬1

図 2　伝統的な手 法 を 守 っ て い る 焼畑

　　　中央上部 尾 根 付近 に 永年 作物 の コ シ ョ ウ を 作

　　　付け して い る が ， 周 辺 は 短期耕作跡地．二 次

　　　林に 回復 して い く遇程が み え る．

図 3 ツ リータ ワ ーに 登 っ て Lか ら タ ワ ーを 見 お ろ

　 　 　 し た と こ ろ

　　　タ ワ ーは 全 体 で 35 メ ートル の 高 さが あ る．

ら 自身 に 壌 を 保 全 し た り， n然 を 保 SSした りす る 意識
が あ る とは 思 えない が ， 伝統 に し た が う こ と が 図 らず も

土地 の 生産力 を 回復させ ， 持続 させ る こ と に な く ， て い る

の で あ る （図 2）、

　そ れ に 対 して ，森林 開 発 は 利 用 可 能な木材 を 求 め て お
こ な わ れ る か ら・ 斜 面 の 一L舐 F部 に は お か ま い な しに

すす め られ る，有用樹種 で
一

定 以上 の 直径 の 革、 の で あれ

ば よ い ・蹴 が 抑制的 に お こ 凝 ・れ れ ば，舗 の 斛 力
を 破壊す る に は い た ら ない が ，あま りに 頻繁 に 繰 り返 さ

XZ た り，い ち ど に あま りに 多 くの 木材が 伐採 さ れ た りす

る と ， 森林の 回復 は の ぞ め な くな る．

　近代的な 農地 開 発 も 同様 で あ る。 で ぎ る だ け 能率 よ

く， で きる だ け経済的 に 収量 の お お ぎい こ と だ け を も と

め る か ら，い きお い 大面積 ， 単
．・・

作 目の 作 N．け に 走 る よ

っ に な る．大規模 プ ラ ン テ ー
シ ョ ン は み わ た す か ぎ りの

オ ・イル パ ー
ム で あ っ た り， コ シ ョ ウ で あ っ た りす る．ま

る で 開発 の 力 を 誇示す る か の よ う に 荒 々 しい 風景 を 現 出

す る ．い っ た ん こ う い う大 規 模開発 が な さ れ る と ， もと

の 森林 生 態系 は か け
『
ら もの こ ら な くな る．

　　 林冠生物学計画一
生物学の 新 しい 分野の開拓

　こ れまで ，森林 の 研 究 は 地一1：か ら樹冠 を み あげなが ら

お こ な っ て きた ．しか し ， 40 メ ー
トル か ら， 50 メ

ー
トル

以上 の 高さに 展開す る，林冠生物 の 世 界は 地 上 の そ れ と

は ま っ た くち が っ た もの で あ る ら しい ．林 内は い つ もく

ら く，じめ じめ と し ， 静か で ，や た ら とむ しあつ く，変
化 に と ぼ しい 環境 を つ く っ て い る．こ れ に く ら べ て 林冠

部は あ か る く，さわ や か で ，に ぎ｛
＝
か で あ る ．樹 木 で す

ら樹種 ご と に，と きに は 一
本
一．・

本の 木 ご と に，それ ぞれ

図 ｛F 空中回廊ウ ォ
ー

ク ・ウ ェイ を歩 く井 上 民二 京

　　　大 教授

固有 の 生育周期 を も っ て い て，新緑 ， 濃緑，開 花 ， 結 実

と 多彩 に 変化す る ．そ こ へ あ つ ま る 昆 虫 ， ト リ，ケ モ ノ

は わ れ わ れ が こ れ ま で み た こ と の ない 世界 を 展開 して い

る．林冠 部に 生活 の 場 を も っ て い て ，生 涯 ， 地 上 に は お

りて こ な い 動物 が い る こ ともわ か っ て き た．植物 の 主要

な 機能 で あ る 光 合成 は，もち ろ ん 木 の 上 部 ， 樹冠 部 で お

こ な わ れ て い る．森林 の 主要 な 生命活動 の 場 は ま さ し く

林 冠部に あ る こ とを思わせ る．

　林 冠 部 に の ぼ り，そ こ を 自由 に あ る ぎまわ る こ と が で

ぎれ ば ，林 冠 生物学 と い う未知 の 世 界 の 扉をあ け る こ と

が で きる．林冠 部に の ぼ る た め ，木 に 梯子をか け て 登 る
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方法，登 山用 の ロ
ーブ を か け て ， 岩 登 りの 垂直 登 高に よ

る 方法，大型 の 飛 行 船 で ひ ろ い ネ ッ
トを は こ び 樹冠 の う

え をおお っ て しま う方法 な ど，い ろ い ろ な 方法 が 試み ら

れ て きた ．わ れ わ れ は ラ ン ビル
・プ ロ ッ トで ，

ツ リー・

タ ワ
ーと ウ ォ

ーク ・ウ ェ イ お よ び ツ リ
ー・ク ラ イ ミ ン グ

を くみ あ わ せ た 方法 を と る こ と に した （図 3，
4）．

　ツ リー ・タ ワ
ー

は 巨 大高木 に そ っ て ，そ の 幹の まわ り

に 塔 を 建 て て ， そ の 木 の 樹憩 こ達 し よ う と い う もの で あ

る ，70 メ
ートル の 巨大 高木， カ ブ ール （Dr）

’obala ・ncPs

a，rc ” 2atica ）を 選 ん だ．塔 は一辺 4 メ ートル の 木製 ．螺

旋形 に 木 の 梯子 が の ぼ っ て い く． 3 メ ートル ご と に 踊 り

場 が 設 け られ て い る． 12 段 で こ の 塔 の 瑣 上 に 達 す る ．

い ち ば ん 下 の 枝まで 塔 の 最一L部 か ら さ らに 4 メ
ートル ば

か り，の ぼ ら なけれ ば な ら・tg・L・・．塔 に 使 っ た 木材 は ボ ル

ネ オ テ ツ ボ ク （EZtSTIde・／OX ．yioo・z　tWC ‘geri） で あ る ． こ の

地方 で も っ と も強 い 木材 とい わ れ て い る．

　 ウ ォ
ーク ・ウ ェイ は タ ワ

ー
の 5段 目 か ら ， 約 30 メ ー

ト ル は な れ た 高木 の 樹 冠 最下 部 に ア ル ミ 製 の 梯子を 吊 り

橋 の よ うに わ た し た もの の こ と で あ る ．梯子 に は 踏 み 板

を の せ ，橋桁 に あ た る 部分 は安全 の た め 漁 網 で お お っ て

あ る ． 1992 年 12 月，最初 の ツ リー ・タ ワ ー 　ウ ォ
ー

ク
・ウ ェ イ の 完成 を 記念 し て ，開 所式 が ひ ら か れ た ．基

本設 計は 井上 民二 （京 大 教授） が お こ な っ た が ， 建設は

ツ リー ・タ ワ ーも， ウ ォ
ーク ・ウ ェ イ もす べ て 現地 の 技

乖ttに よ っ た ・

　 サ ラ ワ ク 森 林 局に は ツ り一ク ラ イ マ
ーとい う職種が あ

る．両足 に 樹皮 で つ く っ た ロ
ーブ を は さん で ， 滑 り どめ

に しな が ら数十 メ
ー

トル の 高さ に 瞬時 に して 登 っ て しま

　う．も っ と も木 が 両手で 抱 え られ な い ほ ど太 くな る と，

登 る こ と は で きな くな る．だ か ら大 きい 木に 登 る た め に

は ， そ ばの 登 りや す い 木に 登 っ て ，樹冠部 に い た っ て 枝

　か ら 枝 に 移 っ て い く．あ る い は ボ ウ ガ ン で テ グ ス を 大 き

　い 木 の 枝 に か け ， 順 次 太 い ロ
ープに か え て お い て ，そ の

　ロ
ーブ を ユ マ

ール を使 っ て 登 る とい う方法 もあ る．伝 統

　的な熟練 と 近代岩登 り技術 の 提携と い えよ う．

　　ウ ォ
＿ク

・ウ ェ イ は 総延長 300 メ ートル に 達 し た ・岩

　登 りの 懸垂 技術 を 応 用 すれ ば ， ウ ォ
ーク

・ウ ェ イ の 両わ

き 5 メ
ートル は 到達 ・擺 で あ る カ・ ら・ そ の 範囲 の 林冠部

　は 自出に い きき す る こ と が で ぎる よ うに な っ た ．ッ リ ー・

　ク ラ イ ミ ン グ の 方法 を あわ せ る と さ らに 広 い 範 囲 の 林冠

　部 に ア ク セ ス 可能に な る．わ れ わ れ は い ま 確実 に 林冠 生

　物学開拓の
一

歩 を ふ み だ した こ と を 実感 して い る ．

熱帯雨林研究の 目的

さ い ご に な ぜ熱帯雨林 の 研究 が 必要で あ る の か ，
に つ

い て す こ し私見を述 べ て 小論 の しめ くく り と した い ．熱

帯 1琳 は 動物や 植物 の 生 活 の 場 で あ ろだ け で t・　〈，そ こ

に 依存 して 生活 して い る 人間 も少 な くな い 淋 制 淋 に

依存す る 社会の あ りか た もま た 多様 で あ る ．何 千 と い う

種族 の ひ とk ち が 森 の な か に す ん で い る．な か に は い ま

もな お 狩猟，採集，伝統的な焼 き畑耕作 に た よ っ て い る

ひ とた ち が い る．森林資源 の 近 代的な商業開発 を お こ な

っ て い る もの もい る．

　森棲み の ひ と た ち は 自分 た ち の 生活 に 必要な もの の い

っ さ い を 森 の な か か ら え て い る ．か れ らに は 森 を ま もろ

う とい う意識 が と くに あ る よ うに は み え な い ．しか し ，

か れ らは 森 の 生 態系を こ わ す こ とは け っ して な い ．か れ

ら の 生 活 は ，ふ か い 智恵 に さ さ え られ て い る よ うに み え

る．それ に く らべ て ， 近代人 の 資 源 開発 は 手荒な もの で

あ る ．熱 帯雨林 は 開 発 の み に くい 爪痕を さ ら：t だ し 消

滅 の 危機 に 瀕 して い ろ．こ うい う状況 は 「自然 」 に で ぎ

た もの で は な い ．人間社会 の は た らきに よ っ て 1 自然生

態 系 が 変化 した もの で あ る．もと もと 自然生態系の
一

員

と し て 生 まれ た 人類が，自然 の 外側 に 人 間 社 会 を つ く り

あ げ た 結果 で あ る とい っ て もよ い ．い ま わ れわ れ が 目に

す る風 景 は ， す く
・’
れ て 社会化 した 風景で あ る．それ は 社

会 生 態 系 と い う と ら え か た を し な け れ ばな らな い だ ろ

　う
4）．

　 社 会 生 態 系 に つ い て くわ し く論 じ る だ け の 余裕 は もう

な い の で ， 簡単 に 結論 を 急 が ね ？m
’
な ら な い ・熱棚 淋 研

究 の め ざす べ き と こ ろ は，熱帯雨林 の 再 生，修復 で あ る

　二 とを 主 張 し て お きた い ，も し もす べ て の 人類 ，森棲 み

の 人 を ふ くめ て ，人類 の 歴史 に と っ て ，近代化は 避げ て

　と お る こ とが で きな い 過 程 で あ る とす れ ば，近代社会 に

生 きる わ れ わ れ は ポ ス ト ・モ ダ ン の 世界 の 風景 に 責 任が

　あ る．現在 の 世界 の 風 景を 社会生 態系 と し て と ら え ， 未

　来 の 世界 の 自然 ，生物資源 と環境 を伝統的 な 知恵 に 則 っ

　て，技術 を 動員 して，注 意ぶ か く計画 し， 実行 して い か

　な けれ ば な ら な い ・

　　近 い 将来 の 地 球規模 の 環境問題 と人類社会に と っ て の

　生物資源問題 に 対 して ，早急 に ぜ ま られ て い る の は ，ど

　うすれ ば い ま の 生態系が更新す る の か ，劣化 した 生態系

の 修復 の た め に な に を し 耐 れ ば な ら な い の か 識 壊さ

　れ た 生 態系を 新 し く生 ま れ 変わ らせ る た め に 何 が 必要 な

　の か ， 生態系を創造す る こ とは ほ ん と うに で きる の か ，

　と い っ た 課題 に い ま ほ ど真剣 に と り くまなけ れ ば な らな

　 い と きは な い だ ろ う．
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