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束 南 ア ′ジ ア の 低 湿 地 林

3. 淡 水 湿 地 林

山 田 勇*

LowlandSwampForestsinSoutheastAsia

3.FreshwaterSwampForest

lsamuYAMADA*

Freshwaterswampforestoccursbetweenman-

grove/littoralLbrests and peat swamp/inland

forests. Thistype isusually submerged per-

manentlyortemporarilybyeutrophicfreshwater.

Thevegetationchangefrom mangrovetofresh-

waterswampISgradual;thebeginnlngOffresh-

waterswamp ismarkedby血eappearanceor

thepalm OncospermainmostpartsoftheMalay-

sianregion. Thehighesttreesreach50-,and

は じ め に

マングローブや熱帯泥 炭 湿地 林 にくらべ

て,淡 水湿 地 林 に関する仕事 はさらに少な

い｡ アプローチの困難さや病虫害の発生が,

調査をこぽんできた主な理由であろう｡ 東南

アジアでは,マレー半島の卓灸水湿地林が比較

的よ く調べ られている｡ Corner は長 くシン

ガポールの植物園で植物分類の仕事を してき

た熱帯植物学の第一人者のひとりであるが,

若い時代に,南ジョホールやシンガポールの

湿地林を調査 した｡その記録が最近出版され

た｡ツツガムシ病や第 2次大戦な ど に よ っ

て, この仕事は中断 しつつ も,採集 した標本

*農林水産省関東林木育種場 ;KantoForestTree

BreedingInstitute,MAFF,978Kasahara･cho,
Mito-shi,Ibaraki-ken310,Japan
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manyhavepeculiarrootsystems,suchasbut-

tress,prop,andaerialroots.Althoughthisfわrest

typehasbeentheleastsurveyedinthetroplCS,
many sitesaredisappearlng With thepresent

lowland development･ Species composition,
phenology,Vegetationtypesandcurrentdevel-

opmentpatternsofthefreshwaterswampare
reviewed.

の完望な同定をまって出版された息の長い業

績のひとつである｡ 内容的には植物の記載が

多 く,いささかまとめづ らい本であるが,良

期 間, 現 地 に滞 在 して,実地に観察 した人

のみが書ける詳 しい記述がみ られる｡ここで

は, この著作を中心に,低湿地林のひとつの

柱である淡水湿地林について概説 したい｡

Ⅰ 分 布 と 環 境

1)分布

淡水湿地林は,世界的には,東南アジア,

アフリカ,中南米の熱帯地域に広 く分布 し,

アマゾン川流域に最大規模のものがみ られる

[Richards 1952]｡東南アジアでは,インド

シナ半島,タイ, ビルマのメコン川,チャオ

プラヤ川,イラワジ川,島峡部では,ニュー

ギニアのフライ川やセピック川などの下流域
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に大面積 にわたって分布 している｡ 一般 に,

河川の下流域で,海岸地形がゆるやかなとこ

ろでは,どこにで もみることが で き る｡ ま

た,多混地域だけでな く,季節的な気候下 に

も出現す る｡ 沖積海岸低地に多いため,現在

では大部分が水田やヤシ, ゴム園になってい
て,小 さな団地 として残存 しているところが

多い｡

2)環境

淡水湿地林は, ミネラルの豊富な 淡 水 に

よって,一時的, または永続的に浸水 してい

る森林である｡ 泥炭はあるとして も数センチ

程度で,熱帯泥炭湿地林のように数 メ一一トル

に達する厚 い 泥炭は発達 しない｡ 泥炭湿地が

雨水のみの供給を うけるのに対 し,淡水湿地

林は,河川の洪水 による水の供給を うける｡

したがって,泥炭湿地の貧栄養 に くらべて,

富栄養である lWyatt-Smith 1961]｡

マレー半島では,水の深 さもまちまちであ

り,植生 も,少数の大木が散在す る も の か

ら,密生林,泥炭湿地林 と類似 し た も の な

ど, さまざまな ものがみ られ,火の入 ったあ

となどでは,里-樹種が優 占する こ と も 多

い｡

Webber[1954] は, やや泥炭湿地林的な

淡水湿地林 とマングローブとでえ られた珪藻

類を比較 した｡その結果,淡水湿地林の珪藻

類のほとんどが海水起源であ り,マングロー

ブと共通であった｡ これは現在淡水湿地林で

おおわれている地域が,かつてはマングロー

ブ に よ って 占め られていたことを示 してい

る｡

マ ングローブか ら淡水湿地林-の移行は,

摘スマ トラで も観察できる｡ 海か ら陸側-,

Rhizophoraや Bruguieγa などが徐 々に減少す

るにつれ,淡水湿地林要素の 0TlCOSPerma や

Campnosperma などが出現 しはじめ, やが て

プ ライ (Al∫ionia)の大木が生育する本格的な

湿地林 となる｡ これ らの移行帯の大部分は,

現在では集落 と稲作地帯 になっているが,周

辺部には残存 した漸移帯の一部がみ られ る｡

湿性の遷移は, 闘水面か ら水生植物をへて

高木林 に至 る過程をたどるのであるが,その
途中に,火入れや洪水の影響があ り,のちに

パプア ･ニューギニアの例でみるように, さ

まざまな群落が出現 し,多様な景観を呈 して

いる｡

ⅠⅠ マレー半島南部の淡水湿地林

Corner[1978] がマレー半島南部の ジ ョ

ホールの Sedili川周辺,Jason湾およびシン

ガポールの淡水湿地林の調査をおこなったの

は,1929年か ら1941年 にかけてである｡ 生態

的な記述には物足 りない面 もあるが,それは

当時 としてはやむをえないことである｡ 懐古

的な記載cjは しば しに,淡水湿地林の特色が

うかびあがる｡ 突然の大洪水,その直後には

すべての昆虫や動物が樹上 に避難 し,某をゆ

すると一度 に落下 して くること, ツツガムシ

病 により全村壊滅 した例など,興味深い事実

も挿入 されている｡ しか し, これ らの大部分

の森林は現在ではほとんど残存 していない｡

以下 に,かれの著作にのみみ られ る植物学的

事実をまとめた｡ いちいち Cornerの名をあ

げないが,特にことわ らない限 り, ここに記

した事項はすべて Corner[ibid.]によるもの

である｡

1)河川沿岸の植生:_

熱帯低湿地へのアプローチは,川によるの

が最良に して唯一の方法である｡ 海か ら川を

さかのぼってい くと,川の両岸の植生はつぎ

つぎに変化 してい く｡塩 分 濃 度, 堆 積 の厚

さ,潮汐,淡水の浸入度,川の流れの方向,

陽光量などが相互に作用 して相生が決定 され

る｡ 基本的には,上流か らの堆積作用によっ

463
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て,下流域が少 しずつ増進 してい くので,上

流側では,生育条件の変化 に対応で きず,枯
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死 してい く個体 も多 く観察で きる｡複雑 に交

錯 しあっている部分 もあるが,河 口か ら上流

への川沿いの植生は,つぎのようにまとめる

ことがで きる｡ これ らの樹種 は ∫drα√α を 除

いて,すべて陽性樹種である (図 1)｡

(ヨマ ングローブ帯

Rhizophoraceae,Am'cennia,Carapa,Lumni-

tzeraなどの生育す る海水域.

(むニ ッパ錯

ニ ッパ ヤシの優 占す る,泥状の汽水域で,

湾内の静水域｡

③Putat帯 (Barringtoniaconoidca)

流水域で,半分沈んだような泥 状 の 土 手

に,先馬区種 として侵入す る｡ 主 として潮汐の

影響下 にある淡水域｡

④Rassau帯 (Pandanushelicopu∫)

Putat帯の うしろにす ぐ続いて出現す る｡

泥 の土手が幅広 くなるにつれて, ふ え て く

るoRengas(Gluiaveluiina)が随伴｡

⑥Mempisang帯 (PoIJalthiasclerophylla)

Rassau 帯の うしろに続 き,安定 した泥 状

の土手 に出るは じめての森林｡潮汐の影響が

ある淡 水 の 限 界 にまで分布｡ Medangjan-

kang (Elaeocarpus macrocerus) と Pianggu

(Horsfl'eldiairya)が随伴｡

@Jejewi 帯 (Ficusmicrocarpa)

Rassau 帯 と Mempisang 帯の上 に生育｡

主 としてよ り低 く,変化のある汽水域｡

⑦Tristania土手 (Trislaniasumatrana)

かた く高い川の土手上 の,特 に淡水で潮汐

の影響 のあるところで,川に面 した立地や,

Mempisang帯の うしろなどに出現｡ しか し,

潮汐の及ぶはんいを こえて,ず っと上流 にま

で出現｡

④Saraca川 (Sayacabljuga)

林冠でおおわれた小支流の土手 に沿 って,

湿地林の周辺部 にみ られ る.Pelong (Pcntas･

Padonojficinalis),Schouteniaglomerata,およ

び フタバガキ科の樹種 と随伴｡
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表 1 両ジョホール ･Sedili地区の科ごとの全出現種数と淡水湿地林での出現種数 [Corner 1978]

Dicot･ 】 Monocot･ ∋i Dicot･ L Monocot･

Acanthaceae

Aizoaceae

Amaranthaceae

Amaryllidaceae
Anacardiaceae

Annonaceae

Apocynaceae

Apostasiaceae

Aquifbliaceae
Araceae

Araliaceae

Asclepiadaceae

Bignoniaceae
Bombacaceae

BoraglnaCeae
Burseraceae

Capparidaceae
Casuarinaceae

Celastraceae

Clusiaceae

Combretaceae

Commelinaceae

Compositae
Connaraceae
Convolvulaceae

Cornaceae

Crassulaceae

Cucurbitaceae

Cyperaceae

Dichapetalaceae
Dilleniaceae

Dioscoreaceae

Dipterocarpaceae
Ebenaceae

Elaeocarpaceae
Ericaceae

Erythroxylaceae

Euphorbiaceae

Fagaceae
Flacourtiaceae

Flagellariaceae
Gesneriaceae

Gonystylaceae
Goodeniaceae

Gramineae

Hernandiaceae

Hypericaceae

6

1
0
3

1

4

1
1

2
2

1

4

8

1

2

2
0

0

5

3

1

1

1

2

1

?
,

ー

5

3

1

日‖C

20

0

16

49

15

3

4

12

2

4

1

ll

1

0

7

25

3

2

1

QJ

3

2

0

8

5
3

0
3

1

8

2

1

5

1

1

1

3

2

0

3

0

2

1

7

1

1

1

7

3

2

3
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表 1-(2)

Swamp･forest

Dicot. l Monocot.

Hypoxidaceae
Icacinaceae
Labiatae

La¶.raceae

Lecy血idaceae

Leguminosae

Caesalpinioideae
Mimosoideae

Papilionatae
Lentibulariaceae

Liliaceae

Linaceae

Loganiaceae
Loranthaceae

Lowiaceae

Lythraceae

Magnoliaceae

Malpighヱaceae
Malvaceae

Marantaceae

Melastomataceae

Meliaceae

Menispermaceae
Monimiaceae

Moraceae

Musaceae

Myristicaceae

Myrsinaceae

Myrtaceae
Nepenthaceae

Nymphaeaceae
0chnaceae

Olacaceae

Oleaceae

Opiliaceae
Orchidaceae

Oxalidaceae

Palmae

Pandanaceae

PassiRoraceae

Piperaceae

Pittosporaceae
Polygalaceae
Proteaceae

Rhamnaceae

Rhizophoraceae
Rusaceae

7

l

1
0

8

1

6C

4

0

0

1

2

1

2

2

6

9

4
3

2

3

3

4
c

c

lh}

3

2

6
c

c

5

0

6

1

7

0

8

5
3

1

3

3

5

2

2

1

0

1

1

5

3

3

6

日り

HU

Hり

C
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2

7

0
7

5

2

2

2

0

2

4

7

1
1

1
0

5

6

4

1

2

5

6

2
3

1

3

3

5

1

2

3

1

2

2

3

2

1

3

8
3

2

4

4

2

?

1

7

8

0

3

1

1
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表 1-(3)

Rubiaceae

Rutaceae

Sabiaceae

Santalaceae

Sapindaceae

Sapotaceae
Saurauiaceae

SchiSandraceae

Scropllulariaceae
Simaroubaceae

Solanaceae

Staphyleaceae
Stemonaceae

Sterculiaceae

Styracaceae

Symplocaceae
Taccaceae

Theaceae

Thymelaeaceae
Tiliaceae

Ulmaceae

Urticaceae

Verbenaceae

Violaceae

Vitaceae

Zingiberaceae

Totals

Totalang10SpermS

Gymnospermae

Pterydophyta

Totalvascularflora

Swamp-forest

Dicot. l Monocot.

2

3

5

3

7

00
4

9

1

1

1

C

Dicot. T Monocot.

2)植物相

この地区の沖積平地には,い くぶん潮汐 と

洪水の影響がある｡ 地形的には主流に近接 し

て,雑多な小支流が入 りみだれている｡ 潮汐

は朝夕および季節によって高潮の高さが異な

り,汽水の影響 もちがって くる｡ また,雨に

よる川の増水 による洪水 もたえずおこる｡こ

れ らの条件によって,川沿いとは異なった林

柏,いわゆる淡水湿地林がみ られるO

この植物柏について,Corner[ib2'd.] が記

録 したものは1,712種に及び,そのうち1,082

種が淡水および塩水湿地に生育するものであ

る｡ 表 1には,Sedili地区全域に出現 した科

ごとの種数と,淡水湿地林域のものとを対比

して示 してある｡ 湿地林で多い種を もつ科に

は,Orchidaceae, Rubiaceae, Euphorbia-

ceae, AnnonaceaeI PalmaeI LauraceaeJ

Moraceae,Myrtaceae, Meliaceae, Clusia-

ceae,Melastomataceae)Myristicaceae〉Dip-

467
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表 2 南ジョホール ･Sedili地区の淡水湿地林の上層種 (星印はサラワク ･プルナイの

泥炭湿地林にも出現するもの)[Corner 1978]

ANACARDIACEAE

Buchananialucida

B.scs∫iltfolia
CampnospeTmaSquamaia*

GlulamalaJana
Melanorrhoeawallichii

PentaspadonoJPcinalis
ANNONACEAE

Mezzettialeptopoda*
PoかalihiahMoleuca*
Xiylopiafu∫ca*

APOCYNACEAE.

AIJtOniaspathulata*

BOMBACACEAE

Coelosiegiagrl#thii

KoSiermansiamalaJana
Ncc∫iamalayana*

BURSERACEAE

Canariumliitorale

DacrJOdesmacrocarpa*
D.rostrata

Santirialaeulgaia*
S.rubigino5a*

S.tomentosa*

CELASTRACEAE

LophopeEalummullincrvium*
CLUSIACEAE

Calophjllumincra∫∫atum

C･inopliylloidevar･∫ingapuren∫e
C.macrocarpum
C.rciusum*

C.∫clerop砂Ilum*

C.soulattri
C.wallichianum

COMBRETACEAE

Terminaliaphellocarpa
DILLENIACEAE
Dilleniaexcelsa

D.grandtfoLia
D.pulchella*

D.･Teliculaia

DIPTEROCARPACEAE

DrJobalanop∫oblongVolia
D妙erocarPu5lowii

D申te･rocarPussp･
HoPcamengarawan
Shoredbracteolata

S.cxelliptica
S.lepidoia
S.palembanica
S.plalycarPa*
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S.singkawang
S.sumatrana
Vaiicawallichii

ELAEOCARPACEAE

Elaeocarpusmacrocerus
E.sphaericu∫
ERYTHROXYLACEAE

ZxonantheSreiiculaia

EUPHORBIACEAE

BlumeodeTZdrontokbrai辛

Macarangagr拶thiana

FAGACEAE

Lilhocarpusbennettii
L. lepiogJne
L.urceolaris

HYPERICACEAE

CratoxJlonarbore∫cens*

C.formosum

ICACINACEAE

Platealatlfulia*

Stemonurus∫corpioidcs*
S.secundtJloru∫

LEGUMINOSAE

Dialiumpatens
D.plqytyJePalu7n
D.wallichii

Intsiapalembanica
Koompassiamalaccensis*

Parkiaspccio∫a
Sindoracoriacea
S.wallichii

LYTHRACEAE

LagcrSiroclniaovalLfoLia
MELIACEAE

Amoorarubz.gino∫a*

I)ysoxJlonmacro物,rsum

MORACEAE

ArtocarpuSelaslicus
A.kemando

FicuscaloprU･lla
F.crassiramea+
F.consociata*

F.delosJCC
F.sumatrana*

F.Sundaica*

ParartocarPu∫ueneno∫u∫ssp･forbe∫ii*

MYRISTICACEAE

Ctymnacranthera cugenilfolia var･
grtPthii辛

G.forbeSii

MLyrisiicacra∫sa
M.iners
M.lowiana*

MYRTACEAR

Eugeniaccrina*
E.leptostemon
E.nigrlCanS
E.papillo.-a
E.PscudosubtiLis
OLACACEAE

OchanostacTu,∫amentacea
ScorodocarpusbomeenSis
StrombosiamamgaJI
ROSACEAE

Parinaricostata
P.nannodeS

P.oblong2folia

RUBIACEAE

Mu∫∫acndob∫isbeccariana*

NaucleamamgaJI

SAPINDACEAE

Nepheliumglabrum
N.rubescens

PometiapilmatafT.almfolia*

XerojlPermummuricaium*

SAPOTACEAE

Ganuamotlの,ana*
Palaquiumconfertum
P.macrocarpum
P.obouatum
P.scmaram

P.xanthoc々γmum
PlanchonellamamgaJi*

STERCULIACEAE
HeriiT'eraclata

H.∫impliclfolia
PterosJIermumjauanicum
Scaphiummacropodum*
Sterculiamacropliylla*
THEACEAE

Adinandrasaro∫anthera

Gordonia∫ingapureana

THYMELAEACEAE

Aquilariamalacccnsis

TILIACEAE

Peniacclr2如era
GYMNOSPERMAE

Podocarpusmotle)･i
P.neritfolius
P.wallichianus
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terocarpaceae,ZingiberaceaeILeguminosae

などがあげられる｡ また属 で多いものには,

Eugemla,Ficu∫,BulbophJllum,Caloph_yllum,

Dendrobium, Ardisia, Shorea, DioSPJrOS,

Garcinia,PandanuS, Liihocarpus,Macaranga,

Lindera,Baccaurea,MemecJlon,ElaeocarPus,

PoIJalihia, Calamu∫, DaemonoroPs,Hwsfiel-

dia,PsJChotria,Xanthophyllum,Aglaia,DJSO-

xylonなどがあげ られる｡

3)林柏

淡水湿地林の林相は,低地フタバガキ林ほ

ど混交 してはいず,また樹高 も低いが,マン

グローブのように単純ではないO 一般に平均

樹高は 35m 前後 である｡ 上 層 に分布 する

主な種を表 2にあげた｡ これ らの中で大きな

ものには CraloxJlonarbore∫ceTu (樹高 45m,

枝下 高 20-28m,直径 70-80cm),Ganua

molleJana(樹高 50m),Koompa∫∫iamalaccenSi∫

(樹高 50m,枝下高 27m) などがある｡ ま

た Craloxrylonarbore∫cen∫と Palaquiumxantho-

chJmum が随伴 して出現するところでは, こ

の 2種による優占率が高い｡ マレーシアの低

地フタバガキ林では 50-60m クラスの個体

はかなりみ られるので,最高樹高でも,淡水

湿地林はやや劣るとみてよいだろう｡

これ らの大木の椎樹は,やわ らかな腐植層

の上に多 くみ られたり,倒れた幹の傍 らか ら

生育 したりしている｡ 中には主軸が落枝やヤ

シの落 葉 によって折 損 しているものや,タ

ピール (マレーバ ク)により食害されている

ものも多い｡

湿地林の構成樹種には,のちにのべるよう

に異形根 (坂根,支柱根,呼吸根)を もって

特異な形態を示す ものも多い｡ 草 本 は 少 な

,

l

O

く

シ

い

単子葉類と,シダ,水蓮 (BarclaJa),ヤ

タコノキなどが生育する｡つる植物 も多

4)樹冠型

樹冠の型にはかなりはっきりした特色のあ

るものが多 く,生育段階にともなう形態の変

化から,つぎの4型がみとめられる｡

①終始単軸生長するもの

Annonaceae,Myristicaceae,CalophJllum,

Garciniaの類｡CalophJllum と Myisticaのあ

る種は大きな樹冠をもつ ｡

④長期間単車由生長 し,最終的には密な仮軸

型の樹冠 となるもの

Shorea,Koompas∫ia,Cratoxylon,Parariocar-

♪〝∫など｡

④短期間単軸生長 し,約 17m の高さで,

2- 4本の上向きの主枝にわかれ,それぞれ

が仮軸生長するもの

Amoorarubiginosa,GanuamotleJana)Mela-

norrhoea wallichii,MussaendopSi∫,Palaquium

xanthochJmum,Pentacetriplcra,Pomctia,Ter-

minaliaphellocarpa,Trislaniamerguiensis.

④林冠のギャップの問にちょうど入るくら

いの小さな樹冠が,単軸生長 した 幹 の 上 に

のっているもの

Aromadendron nulan∫,Cyathocalyx ridleJi,
Tetraclomia(最小樹冠).いずれ も分枝は少な

い ｡

5)着生植物

詳 しい調査はないが,Cornerが1937年に,

SediliBesarの川岸の樹高 20m の Norrisia

major の着生植物を調べた結果でも,つぎの

38種が記録された｡ このことか らも豊富な着

生 植物 が生育 すると類推 してよいと思われ

る｡

As ClepiadaceaeJDischidianummularia:Ges-

neriaceae,AeschJnanthu∫paruifolius:Mela-

stomataceae,Medinilla hasSellii,M･main-

gayi,PachJCentriatuberosa:MoraceaeJFicus

delloideavar.delloidea:Orchidaceae,Bulbo-

phJllumpulchellum,B.purAuraSCenS,B･scssile,
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表 3 淡水湿地林の種にみられる坂根 (B),支柱根 (SR),ならびに呼吸根 (P)[Corner 1978]

:sR P I
ANACARDIACEAE

Campnospermamacrophjlla
Melanocriylasp.(Pontian)
Mclanorrhocaaptcra
GlutamalaJana
Parishiaspp.
PentaspadonoDcinalis

ANNONACEAR

Goniothalamusmalayanus
Po:iyallhiascleropTu,lla
Xiylopiaferruginca
X.fusca
X.malaJana

APOCYNACEAE

Alj･tOm-aspaihulata

BOMBACACEAE

CoclostegiagnPih2'i
Ko∫terman∫l'amalL!yana

BURSERACEAE

DacrJOdcsmacrocarpa
SantirialaeL･lgata
S.rubiginosa
S.lomentosa

CELASTRACEAE

Lophopetalummuliincruium

CLUSIACEAE

CaLopliyllumcurtisii
C.inop妙Iloidc
c.kunstleri
C.rctusum

C･sclerop砂Ilum
C.soulattri

Calop砂Ilumsp.(n.44)
Garciniabancana
G.forbesii
G･malngay‡
G.nigrolineaia
G.Prostrata

McJualcpidota

CORNACEAE

Alangiumebcnaccum

DILLENIACEAE

DillcniaalbZJlo∫
D.grandtfolia
D.reticulaia

DIPTEROCARPACEAE

Dryobalanopsoblong2folia
DliterorarpusgrandtJlorus
D.Sublamellatus

HopeameTZgaraWan
H.rcsinosa
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ASnoreaspp.

EBENACEAE

DiosAtyroslancetfolia
D.malngay8
D.Siamang

ELAEOCARPACEAE

Elaeocarpusmacroccrus
E.gnPthii
E.stipularis
E.paniculatus

ERYTHR0XYLACEAR

Zxonanthcsrcticulata

EUPHORBIACEAE

Baccaureabractcata
BlumcodelZdroniokbrai

Brideliapusiulata
Macarangaamissa
M.puncliculata
NeoscorEechinianicobarica

FAGACRAE

CasianoP∫isinermis
C.mcgacarpa
LiihocarpusbcnTleltii
L.PcJClophoru∫
L.Ty,slrix
L.?javcn∫i∫
L.lepiogJne
L.urceolaris

LithocarpuSSP.(PasaniaA)

GONYSTYLACEAE

GonJSlylusbancanus

ICACINACEAE

Plaleaexcelsavar.ricdeliana

(Pontian)
P.lalifolia
SiemonurusscorPioidcs

LAURACEAE

Linderasp･(SFN28520)
LitseagraciliPes
Notaphoebecoriacea

LEGUM INOSAE

Dialiumspp.
)nisiaspp.
Koompassiamalaccen∫is
Parkiaspeciosa
Pterocarpusindicus

LILIACEAE

Dracaenagranulaia

LINACEAE

CienolobhonparvtfoLius

B ISR IP

J
一
l
l
一
一

一
I
T
[

I
I
T
I
I
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表 3-(2)

B ISR B ISR I P

MELIACEAE

Amooyarubiginosa

MORACEAR

AriocarPu∫cla∫ticu∫
A.kemando

A･mamgaJ2
FicuSSPP･(Stranglers)

MYRISTICACEAE

Gvmnacranfheraeugenitfolia
iiorsJieldiacrasstfolia
H.irJa
H.polysPherula

HorsJieldiasp.
Enemaglauce∫cens
K.iniermedia

K.plumulo∫a
Afyristl'cacra∫Ja
M.elliptz'ca
M.iners
M.lowia71a

M･mamgaJI

MYRTACEAE

Eugeniaatroneruia
E.cerina

E.conglomerata
E･cummgZana
E.garcini2folia
E.grata
E.kiahii

E.lepiostemon
E.long!'Pora
E.muelleri

E.nigncans
E.oblata
E.oleina

E.papillo∫a
E･pauper
E.p∫eudocrenuZata
E.subhorizontalis
E.tumida

Eugeniasp･(SFN37730)
Pseudoeugeniasingapurensi∫

PANDANACEAR

Pandanusatrocarpus
P.helicopus

P.malaJanu∫

P.yuanii

POLYGALACEAE

Xanthop砂Ilum?pulchrum
RHIZOPHORACEAE

Pcllaca:Uxaxillaris

RUBIACEAE

ATZthocephaluscadamba
Mussaendobsi∫beccariana

RUTACEAE

Tetraclomiaietrandra

SAPINDACEAE

Pometia♪imaiaf.almfolia

SAPOTACEAE

GanuamotleJana
Palaquiumconfertum
P.hexandrum

P.macrocarpum
P.rostratum
P.semaram

P.xanlhocTiymum
PalaqulumSP.
PlanchoncllamamgaJI
Pouteriamalaccensis

STAPHYLEACEAE

Turpiniasphacrocarpa

STERCULIACEAE

Heritieraclala

H.∫implic2folia
H.sumaErana

PieroSPermumjaDanicum
Scaphiumlincaricarpum
S･macropodum
SterculiamaJrOPriylla

THEACEAE

Adinandrasarosanthcra

Ploiariumallermfolium
Teirameristaglabra

TILIACEAE

Pentacetnitera

VERBENACEAE

VitexpcrGlata
V.pubescen∫

Eid

一
f
E

[

一

I

I

I

(

Eiid

I

I
r
[
L
I
Irlu

B･ uaginatum, Cymbidium finlaJ∫Om'anum,
Dendrobiumacerosum,D.aloifolium,D.spurium,

Eriapudica,E･ue∫lica,Sarco∫10majauanicum,

TaeniophJllum sp･:Rubiaceae,HJdnoplu,lum,

Myrmccodia:Pteridophyta,ASPIcnium nidu∫,
Cyclophoru5 aCrOStichoide∫, Dauallia 50lida,

DrJmOglossumpilo∫elloide∫,DrJnariaquercifolia,
HumaiareI"ns,IIJmenOPh_yllum neeJii,H.poly-
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anihos, H･serrulalum, LJcopodium laxum,

Microsorum puTWiatum,Ophioglo∫∫um pcndu-

lum･PhJmalodessinuosum,PlalJCCrium coro-

narium,PJrrO∫ialongifolia,SclligueahelerocaTPa,

ThelJPteri∫crassifolia,Viilaria cnsiformis.

6)根の形態

淡水湿地林に出現する根の形態は,大きく

3態に区分できる｡坂根,支柱根,呼吸根で

ある｡つる植物や小低木にはみられず,また

大木のどの生長段階で,これ らの異形根が発

生するのかはわかっていない｡ この地区の湿

地林では37科 151種が 3態のいずれかを示 し

た (表 3)｡ 中には 3形態すべてを備えたも

のもある｡ これ らは属に特徴的なものではな

く,それぞれの種が湿地条件で示すひとつの

特性であると考えられる｡異形根をもつ樹種

は,つぎのように区分することができる｡

(∋3形態のいずれをももたない もの

Annonaceae, Lauraceae, CalophJllum,

DipterocarpuS,Elaeocarpu∫ のほとんどの種｡

Cratoxylon,Mangifera,Sindora, Siemonurus,

Slrombo∫iaの全種O

(彰坂根のみを有するもの

51種が明白な坂根をもち, 8種がわずかな

板根性を示す｡

(む支柱根のみを有するもの

49種が明白な支柱根をもち, 1種がわずか

に支柱根的な形態を示す｡

④呼吸根のみを有するもの

10種が明白に呼吸根を もち, 2種が不明瞭

なものである｡

(む板根 と支柱根の両形態を同時に有するも

の

5種 (DryobalalWP∫ oblongifolia,Eugenia

nigrican∫, Lilhocarpus urceolaris, M_yri∫tica

iners,M.lowiana)にみ られる.

(む坂根 と呼吸根の両形態を同時に有するも

の
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3種 (AIstonia spaLhuLata, Ctenolophon,

Sanliria tomenlosa) にみ られる. Horsft'eldia

iryaが時に小さな板根 と呼吸根をもつことが

ある｡

⑦坂根,支柱根,呼吸根の 3形態を同時に

有するもの

PalaquiumxanthochJmum,Eugeniaoleina.

④支柱根 と呼吸根の両形態を同時に有する

もの

18種｡

坂根は,板根の上部で幹が もっとも太 くな

り,そこか ら下部-坂根が発達するにつれて

幹そのものは先細 りの状態となる｡ これは支

柱根を もつ幹にもみ られ,先細 りした幹の先

端が腐 って,樹体が支柱根だけで支えられて

いることもよくみうけられる｡支柱根の出る

高さが平均の洪水の高さを示 している｡ 坂根

と支柱根は,ひじょうにかたい材でできてい

ることが多い｡

土壌 との関連 については,KoomPassiaex-

celsa は土がかた く乾いていると板根が 小 型

化 し,逆に Koslcrmansiaは丘陵地で板根の大

きさが最大になる.支柱根については,Dillc-

niagrandiflora,Xylopiaferruginca,Garcinia

と Pandanus のある種では,湿地でも丘陵地

で も同様な支柱根をもっている｡根の形態 と

環境 との関連については,まだまだ不明な点

が多い (図 2)0

一方,呼吸根の材はやわ らか く,通気組織

があって,海綿状であり,強い潮汐の影響下

でもっともよく発達する｡ 淡水湿地林の呼吸

根については,つぎの 5型がみられる｡

(∋直立 円錐形 の杭 状 のもの- PolγaLlhia

∫cleroph_ylla,Sonneraiia.

@直立板状 のもの- Lophopeialum mulli-

nervium.洪水の深さがそれほどでないところ

では,短 く厚い膝板状に退化する｡

(㊨細いループ根として生長 し,そこか ら曲

がって土中に入 るもの- XJlopiafusca,Ca-
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･ノ-,I -- ＼∴ 二

図 2 Garcinia? ro∫irataの支柱根,}型板,および
直立根のかたまり [Corner 1978]

図 3 X_ylopiafuscaのループ型呼吸根と皮目
[Corner 1978]

lophyLLum の種 (図 3)0

④③ と似るが, 厚 い 膝 根 となるもの-

AIsloniaspaihulata,GanuamotleJana,Horsfiel-

diairya,M_yrisiicaelliptica,Tetraciomia.

⑨ 1型根で,直立に近 く生長 し,のち下方

-のびた側板が土中に入るもので,末端部分

は しば しば乾きあがっている- Elaeocarpus

maCrOCeru5.

7)植物季節

Sedili地区の雨季は10月か ら12- 1月で,

2月か ら9月 までは雨が少ない｡ 特

に 7,8月 には川 の水 量 がもっとも

減少 する｡ 南ジョホールやシンガポ

ールでは, 2- 3月, 7- 8月 に乾

季の くる2山型 の季節がみ られ, こ

の影響は Sedili地区にも多少及んで

いる｡ また, 周辺の山地でふる雨に

よる川の洪水は,年中み られる｡ 年

間の降雨量は平均 2,600-2,900mm

である｡

1年 を通 じて 1- 5月にもっとも

多 く花がみ られ, 各構成種 の開花期

問 は 3- 5週 間継 続 す る とみてよ

い｡ そののち 3- 6カ月のうちに結

実するので, 5-10月が一般的 に果

実期となる｡

開花については, 年 1回のものが

ふつうであるが, 2回 咲 くものもあ

る｡ たとえば, Tri∫tania ∫umalrana,

BuchaTlaniaの 2種 ,Zxoragrandifolia

は 1- 2月 と7,8月 に, Kop∫ia

∫ingapurensis と Zxora は 1- 2月と

9-10月に,また,PenlasPadonoff2'-

ciTWli∫,PierosPermumjavanicum,Me-

∫uaro∫eaなどは4月 と10月 に花がみ

られる｡ さらに Nephclium とXeTOS･

Permum も2度咲 くとみ られる｡

一方,毎年花が咲かずに, 数年に

1度開花する樹種 も多い｡ Dipterocarpaceae

のものは数年に 1度訪れる大乾季のあとに大

量開花することで有名であるが, この地区の

例では,1935年の 1月が例年にな く乾燥 し,

同じ年の 5月に開花をみている｡Ko∫iermansia

は,1932年 9月と1940年 3月に開花結実 して

いるので,8年周期 といえる｡Peniacetriptera

も同じ周期とみられている. GIzLtarengha∫は

1963-1969年の間に 2年 連続 開花 し,Swin-

ionia schenkiiは 3年 連続 開花 したという報

告 もあ る [Medway 1972]｡Anacardiaceae
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のある種は,湿地林ではめったに開花 しない

ことも観察されている｡

Sedili地区の 1年間の植物の季節は,以下

のようにまとめ られる｡

1月

前半に Buchanania∫essilifoliaの白い花が,

後半には MClanorrhoeawallichiiの芳香のある

白い花がたい-ん目立つ｡月末には Trisiania

∫umatranaが咲きはじめ,Tristania土手が 3

- 4週 間 白 くなる｡ また,Mempisang 帯で

は落葉 と花序の発達がはじまる｡

2月

3月にもかさなって,つぎのような樹種の

開花,結実,落葉がみられる｡

大量 に開花 するもの- Buchananialucida

(8月にも開花),Campnosj,erma,Crotonlaeui-

folius(5月 に結 実),Eugeniaspp., Ixora,

Kop∫ia∫ingapuren∫is,Lauraceaeの数種,Liiho-

carPusspp.,Macarangabaccaure2'folia(6月に

結実),Myristicaceaea)数種,NeeSia,Pomelia.

結実するもの- Caloph-yllum spp.(10-

11月に開花 したもの),Connarusgrandi∫.

新薬 を聞出するもの- Shoredspp.,Sin-

doracoriacca (落葉樹),Macaranga baccaurei-

folia(落葉樹).

3月

3月の雨は不安定である｡ この時期に開花

のはじまるものが もっとも多い｡ 中で も目立

つのは Cratoxylonformo∫um の落葉 と開花で

ある｡ これは伐採の対象 とならないのでよ く

残 っている落葉樹で,裸の樹冠に赤味がかっ

たピンクの花 と芽がいっせいにふき出す｡

大量 に開花 するもの- CaSta,WP∫isspp･,

Cerberaodollam,Craievareligiosa,Elaeocarpus

spp., Enlada pha∫eoloides, Eugenia spicala,

Flagellaria,Gardenia iubifera,Glula uelutina

(花は 6,7月まで続 く),Goniothalamu∫spp.,

Honfieldia irya,Poikilospermum spp.,Vitcx

clarkeana.
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結実するもの- Mesuaferruginea,Myri-

51icaellipiica,Neo∫coricchiniaforbesii,Nephelium

glabrum,Valicawallichii.

新薬 を聞出するもの- Calophyllum scle-

rophJllum,Dalbergiabcccarii,Koompassiama-

lacccn∫is,Pol_yalthiaSClerophylla (オ リーブ色

の新妻聞出),Pongamiapinnaiavar･xerocarPa.

これ らの現象は 2月にはじまり, 4月にま

でのびることもある｡ Koompassia malaccensis

について,Medway[ibid.]は 6カ月ごとに新

築が発達するとのべているが,開花について

は不明な点が多 く,1963-1969年の問に 1度

開花が観察されている｡

4月, 5月

大量に開花するもの- BarclaJa (水生 植

%),Barringtoniafilirachis, Chisochelon ama-

bili∫,Craloxylonarborc∫ccns,CrJPlocorJnespp･

(水生植物),Dilleniaexcel∫a,Elacocarpusma-

crocerus, Eugenia spicata, Garcinia bancana,

Gardeniaiubifcra,Horsf2'eldiairya,Zxora con-

ge∫ta,I.lobbii,Jackia, Lophopetalum mulli-

neruium, Mu∫∫aendopSis, MJristica clliptica,

Palaquium xanthochymum,Pandanu∫hclicoPu∫

(8,9月 まで続 く),Pentaspadon officinali∫

(10月 に も開 花), PoIJallhia ∫clerophJlla,

Prcmnatrichosloma,PIcrosPermum jauanicum,

Shoredspp., SIcrculiabicolor,VilexPeralata.

結実するもの- Bhc∫apaniculala, Conna-

ruSgrandis,GTICtum gnemOnVar･brunonianum･

新薬を開出するもの- Podocarpusneriifo-

lius.

6月, 7月

大量 に開花 するもoj- Connaru∫grandis,

ElacocarpuSSPP.,Eugeniacerina,Fagraearace-

mosa,Nepheliumrube∫cens,Tri∫ianiasumalrana

(2度 目の開花),Vitexclarkcana(2皮目の開

花).

結実 するもの- Buchanania,Dillcniaex-

ccl∫a,Elaeocarpu∫macrocerus,Gardeniatubifera,
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Grewiaanlidesmaefolia,Pandanushelicopus(10,

11月まで継続 して結実),PCntacelriplera,Pen-

1aSPadonofficinalis,Rinoreaanguifera,Schou-

ienia accrcscen∫,SierculiamacroPhJlla, Vitex

clarkcana,Xanthoph_yllum ajf2'ne.

新薬を開出するもの- 多数｡Calophyllum

∫clerophJllum は 7月と3月に葉をかえる｡

8月

Buchananialucidaの結実 と2度 目の開花｡

9月

皿花するもの- DJSOXJlon maclOlh,yrSum,

Ixoraspp･(2度 目の開花),Kop∫iapurcn∫is

(2皮 目の開花).

10月

大 量 に開花 するもoj- DacrJOde∫macro-

carPa,Dr_yobalanops oblongifolia,PenlasPadon

ofIficinale(2皮 目の開花),Pterospermumjatla-

m'cum (2度 目の開花),Xanihoph_yllumajfl'ne･

結実するもの- Garciniapenangia7ul.

新薬を開出するもo)- Melanorrhoeaaplera

(落葉樹).

11月

多数の樹種が結実する｡

12月

CalophJllum のい くつか0)種がこの月か,

または11月に開花する｡ もっとも湿潤な月の

ため,採集はほとんど不可能である｡

落葉樹

つぎにあげる樹種は落葉樹である｡

Craloxylonformosum,Dilleniagrandifolia,

D.reticulala,HeritieraSimplicifolia,Macaranga

baccaureifolia,Melanorrhoeaaptera,M･pube-

scen∫,Parkiaspecio∫a,(Pentacetriptera),Pen-

taSPadon ojfl-cinali∫, PoIJalihia ∫clerophrylla,

(PteroJPermumjauanicum),Scaphium macropo-

dum, Sindora coriacea, Sterculiabicolor, S.

macrophJlla.

恒 常 的に開花 しているものには,Dillenia

∫ujfrulico∫a,Hibi∫cusliliaceu∫があり,おそら

く Barringioniaracemosa もそうである｡

8)海岸か ら淡水湿地林への推移

Sedili川の河口,Jason 湾の周辺の海岸地

帯か ら内陸-の植物相の推移はいろいろな様

相を示 しているが,まとめてみると,砂浜海

岸か らはじまるものと,マングローブからは

じまるものの,ふたつの系列にわけて考える

ことができる｡

まず砂浜の場合は,グンバイヒルガオやカ

ヤツ リグサ科の Canavaliaなどの草本の優 L.

する,いわゆるダンパイヒルガ オ 群 集 が,

もっとも海側に画 した砂浜または砂丘斜面に

出現 するO木本 としては Ca∫uarinaequi∫eli-

folia の稚樹 と, 波によってうちあげられて

くる果実の活着 と生育がはじまる｡ Ca∫uarina

の生長ははや く,幅 10- 50m の帯状の群落

を形成する｡ この種子は完全な砂丘上で しか

育たないので,母樹の下では生育せず,Eu-

geniagrandiSが侵入 して くる｡

この種はマレー半島においては, 自然状態

では,岩や砂の海岸地帯にしか生育 しない｡

Ca∫uarina のうしろに群落 をつ くり, そこに

は60種近いllt,高木がみ られる｡これに続 く

のが,乾燥型の極柏林で, ここには Eugenia

grandi∫や Beil∫chmiediatonkinen∫i∫などが海岸

か ら400m までにみ られる｡ また Diplerocar-

Pu∫ha∫∫eltiiは Eugeniagrandi∫林 にも入り,

ところによっては,海岸か ら 60m くらいの

場所に樹高 25-30m のものが娃育する｡さ

らに,CraloxJlon,3種の Eugenia,PlerosPer-

mum などの大木がかなり出現 し, たとえば

CratoxJlonformo∫um などは樹高 25- 35m,

内径 30- 50cm 級のものが 50×30m2 内に

7個体観察されている｡ CratoxJlonと Pteros-

Pcrmum は湿地林 でもふつうにみられるが,

Eugenia の 3種は海岸に限定される｡ 下層に

は Taccapalmaiaや Petungaroxburghiiがみ

られ, これ らは Eugenia林にも入る. ここか
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ら淡水湿地林にな り, さらに内陸へ入ると低

地フタバガキ林になる｡すなわち,森林型だ

けでいうと,Casuarina→ Eugem'agrandis-→

乾燥型極相林→ 淡水湿地林→ 低地 フタバ

ガキ林 という推移である｡この地区では乾燥

型極相林のところに PIcrocarPusindicu∫が優

占する林が入 って くる場合がある｡

海岸にマングローブがある場合には,マン

グローブ林が徐々に淡水湿地林の 樹 種 に か

わってい く｡ 川が入 っている場合には,川す

じに沿ってマングローブがかなり上流まで出

現するので,川が蛇行する場合などは,はじ

めにのべた Ptcrocarpusindicusの林に続いて,

マングローブが出,そ して淡水湿地林に続い

てい く場合 もありうる｡これ らは トランセク

トのとり方によってかわるわけだが,基本的

には,上にのべた 2通 りの移行形態がみ られ

ると理解 してよいだろう｡

ⅠⅠⅠ 各地の淡水湿地林

1)ビルマ

東南アジア大陸部の大河川下 流 域 に は,

かつて広大な湿地林が分布 していたはずであ

る｡ しか し,その調査例はほとんどな く,わ

ずかにビルマのイラワジ川下流域の植生につ

いて,Stamp[1925] が記録 しているのみで

ある｡

ビルマの淡水湿地林は ｢Myaing｣とよばれ

ている｡ 上部 ビルマでは年間 3- 4カ月浸水

する地 区 に湿 地 林 がみ られる｡また, ラン

グーンとプロムを結ぶ鉄道 と,イラワジ川の

間の大部分の地域は 7月か ら10月までの雨季

に浸水 し,樹木は水深 2.4-3m の中に立っ

ている｡ こういう場所はイラワジ川の古い河

床であるとされ,林相は疎開 している｡ 主な

構 成 要素 には,Albizziabroccra,Anogeissu∫

sp.,Barringloniaacuiangula,Butcafrondosa,

Lagerstroemiaの数種,Schleicherainjuga,Sle-
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Phcgyncparvifolia,竹では Bambusaarundina-

ceaなどがみ られる｡ また, 1年のうち, ほ

んの数週間 しか乾 くことのないもっとも湿 っ

た土地では,Xanthophyllum glaucum と Dal･

bergiaTeniformisがほとんど純林状をな してお

り, これ らとともに, Combrelum と Glochi-

dionがヤブ状になって出現する｡

また,別に ｢Kanazo林｣ とよばれる湿地

林がある｡これは Heritierafomesの生育する

林であり,干満の間に地表面か ら完全に水分

がな くなる時間が数時間あるような条件下 に

出現する｡ したがって,潮汐の影響下 にある

が,マングローブよりはやや高いところで,

より塩分の少ないところにみ られる｡これに

はふたつの型がみ られる｡

まず第 1の型は,水分条件が淡水に近いと

ころに生育するものである｡ ここでは生長は

より旺盛で,樹高は 30m をこえることもあ

る｡ しか し,密生 した状態の森林ではない｡

随伴種 として,Afzeliabljuga, Amooracucu-

laia,Bamngloniaacuiangula,Dy∫oxylumsp･)

つ る性 の Combreium sp., 地 表 に Acanihu∫

ilicifoliusなどがみ られる.この林分の最上部

では,ペグ状の呼吸根 も短 くなって,樹体は

大きくな り,大型の Pandanu∫foelidus,Litsea,

C_γnomeiraramifloraなどが随伴する｡

もうひとつの ｢Kanazo林｣ の型は汽水域

に生育するものである｡樹体の大きさは前者

に くらべて小さくなるが,より高密な林分 と

なる｡随 伴種 は少な く, マングローブも含

み,Acro∫iichumaureum,XJlocarpu∫moluccen-

sIS,X･granalum,CcrberaodallumICynomeira

ramiflora, Bruguiera Paruiflora, Excoecaria

agallocha, Sonneraiia grijjTithiiなどがみ られ

る｡やや高いところでは浸水が少な くなるた

め,蒸発によって塩分濃度が高 くなり,林相

は貧弱化 し,下層 に CynometraTamifloraや

Ceriop∫roxburghianaが,地表には Acrosiichum

aureum が繁茂する｡
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Kanazo 林は雨季の全面的あるいは部分的

浸水によって死滅 し,また,春の高潮の高 さ

以上のところでは生存できない｡この条件下

で淡水か汽水域に分布する｡ ビルマではイラ

ワジデルタに数百平方キロに及んで分布 し,

また,南アラカンや Merguiにも広 く及んで

いる｡ これ らの森林の中に,大 きな Sonnera-

tiaapelaLaが広 く散在 している｡

Kanazo 林の上限の上部で粘土質のところ

には,貧 弱 な樹 木 が散在するヤブ状の混交

低木 林がみ られる｡ これは ｢】】yaik｣ または

｢Kon-Byaik｣とよばれる｡主な樹種は Amoora

cuculala, CalophJllum sp･, DiospJrO∫ SP･,

Elaeocarpu∫hJgrOPhilus,Eugenia,Lagerslroemia

Flosleginae,Lauraceaeの類,Litsca,MaTlgifera

caloTleura な どで ある｡ 下 層 には,CalamuS

arbore∫ccns, C･creciusJ ClinogJnedichoioma}

Flagellariaindica,Hibiscusiiliaceus)phragmites

sp.,Pinanga sp･などが厚 くおおって,侵入

をさまたげている｡林内の倒木 あ と地 は草

本,または Hibi∫cu∫liliaceu∫ が群 生 して い

る｡

これ ら以外に,Phoem'xpaludosa で代表 さ

れる低木林,CJ,nOmeiraramifloraの純林状の

低木林などが,イラワジデルタには広 く分布

している｡

2)シンガポール

現在ではもっとも開発のすすんでいるシン

ガポールにも,湿地林はみ られた｡1930年代

にはすでに開発の手がのびていたが,Corner

は伐採を延期させて調査 した｡Mandai,Ju-

rong,Pontian の 3カ所である｡

(》Mandai道路の湿地林

林冠層の高 さは 32mで,最大木は Palaqu-

ium xanihochJmum である｡ この種が林冠層

の約半数を占める｡XJlopiafusca,Pometiaが

続いて多い｡ 小木では Talauma∫ingapurensis

が優 占し,地表 には主 にタコノキ,ヤシ,サ

トイモ科の ものが出現する｡

同 じ地 区 の別 のプロッ トで は, XJlopia

fusca と CraloxJlonarborescen∫が多い場所 と,

Palaquium xanihochymum が優 占するところ

が あった｡ や や乾 い た条 件 下 には Mela-

7Wrrhoeawallichii,Shoredmacroptera,S.plalJI

carPaが優 占し, 別のプロッ トに 出現 した主

要樹種は出現 しなかった｡

これ らのことか ら, もっとも湿地的な条件

下 に生 育 するものは,Palaquium xanthochJ-

mum であ り,やや高い場所 になると Xylopia

′〟∫rd,さらに高 く乾燥 した立地には湿地林特

有の国有樹種はもはや出現せず,低地 フタバ

ガキ林-の移行芹になるとみ られる｡

(彰Jurong退路の湿地林

ここで も林冠層の高 さは 30-32m, 最 大

木は CratoxJlonarbore∫censで,直径は 70cm

に達する｡ 主要高木は31種,小木は10種が数

え られる｡ つる植物には,Daemonoropsleplo-

Pus, Dapam'a, Embelia, FLagellariaindica,

Gnclum,Miirellakentii,Morindarigida>Pothos

latifolia,Uncariaなどがみ られる｡ また,下

層には, Ardisia tuberculaia, CJriostachys,

Hanguana,Labisia,Nenga,Salacca, Slerculia

coccineaなどが出現する｡ ここでは他の湿地

林に出現 しないものが生育 したり,他 にある

ものがなかったりするので,植物地理学的に

はやや異なった地域 と考え られる｡東新状況

は小木が haあたり50,000本に達 してお り,

良好 とみてよい｡

(彰Pontian の湿地

周辺は1939年当時すでにパイナップル畑に

なっていた｡ここの種数は,上にのべた 2地

区よりも少ない｡ 共通種はあるが,典型的な

淡水湿地林の樹種が少ない｡ 多 く出現するも

のには Cralox_ylon,Con_y∫iJlus,Tri∫taniaがあ

るが,Melanorrhoea,Mus∫aendopsi∫ は出現 し

ない｡その他 ここにはあげないが,多数の樹

種の有無か ら, この地区の湿地林は,泥炭温
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RiVersideforest Ⅰnlandforest

TidalsaltwaterfreshwaterNon.tidal :ia:agrOVe]1 Bruguiera-SonneratiaJ

putat→ ras.sau→ memplSang→Cratoxylon-Gonystylus-Tristania-1peatswamp.forest PalaquiumxanthocItymumJXylopiafuscaJGanuamotleyanalMelanorrhoeawauichii- ∫loWlanddipterocarp

図 4 マングローブから淡水湿地林,泥炭湿地林,低地フタ
バガキ林-の推移 [Corner 1978]

地林-の移行系列にあるものと結論づけられ

る｡

以上のような 3地区 と Sedili川 の湿地林

をあわせて考え, さらに泥炭湿地林のデータ

も入れて,Corner は,淡水湿地林の位置づ

けを図 4にみ られるように模式化 した｡

3)マレー半島の湿地林

マレー南部だけでな く,マレー半島全体を

含めての, 湿 地 林 に ついては WyatトSmith

[1961] がまとめている｡ その生育環境など

ははじめに書いたので省 略 す るが, ここで

は,Corner がふれなか った地域や樹種 につ

いて簡単 に記 したい ｡

Perakの Utan Melintang 保護林 で は,

Sindorainiermedia,Melanorrhoeatorquata,LoI

phopctalum sp.が 目立 っている｡ 東 海 岸 の

Rompin地区では広大な面積をスゲ属 (深い

ところには Scirpodendron ostatum が出 現 す

る), Licuala, ヤ シ の Livi∫lona, Pinanga,

Salacca などが優 占し, このタイプは湿地林

の か な りの部 分 にもみ られる｡ Livistona-

Pandanu∫-Stemonuru∫ 群 集 は Selangor の
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Tinggi川 と, 南西 Pahang の

TasekBera地区 に 出現 する｡

Fagyaea crenulata は, しば しば

海 か ら少 しの距 離 の ところに

細 い帯 状 になって 出現 す る｡

Hopedgriff2'lhiiは北 Kelantan

の季節的な湿地 に出現する｡

排水が浸入 した古い鉱山地域

には,Ploiariumaltcrnifolium と

AIsloniaspaihulala が純 林 状 を

な し,随伴種 には Scleriaspp.,

LJCOPodium cernum, GleichcTlia

lineari∫がある｡ か つ て 淡 水 湿

地林であって, その後耕作 され

放 置 されたあと地 には,Maca-

rangamaingaJiがよ くみ られる｡

O ncosAermafilamento∫aほ淡水湿地林の代表

的なヤシである｡ 生育地は,海か ら少 しはな

れたところに純林状をな し,東海岸 に沿 って

広 くみ られる｡ また中部 JollOrでは,浅い泥

炭混地林を伐採 したあとに多数生育する｡ 灰

黒色 に近い茎が 30m 近 くにもな り,するど

い トゲが茎 に直角についている｡ 海岸地帯や

湿地の家屋の支柱や床材 に使われ る,重要な

ヤシである｡

淡水湿地林でぜひあげなければな らないの

は,Melaleucaleucadendron で あ る｡ 主 に,

Malacca, Kelantan,Trengganu, Kedall,

Perlisなどに分布 し,1966年の推定では20万

ha となっている [Sandrasegaran 1966]が,

現在では,ず っと少な くなっている｡ 生育地

は低 湿 地, 海岸 の沖積地, やせ地 にも出現

し, ま た マングローブ の陸 側 のは しの砂地

や,酸性土,塩分含有土,浸水土などさまざ

まな条件下 にみ られ る｡ また出現の形態 も,

大 きなかん木,かん木状の萌芽木 (特 に火の

あと),高 さ 15-25mの高木などを呈 してい

る｡

樹冠は小 さ く,灰色がか った緑色で,やや
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曲が りくねった幹か ら淡色の樹皮がたえず薄

片 となっておちているため,す ぐに識別で き

る樹種である｡随伴種 としては, よ く Ploia-

rium alternifolium が出る｡ 耐火性 にす ぐれて

お り,萌芽枝 とサ ッカーによる更新が さかん

で,火の入 ったあ とには, この樹種だ けの純

林がで きる｡ そ うい うところには, よじのぼ

りシダの Slenochlaenapalusirisと Scleriasp.

がよ くみ られ る｡

t上長 に園 しては 6- 7年で 幹 周 囲 23cm,

15年で 30cm にな り, それ以後 は 1年 に

0.8cm の割合でのびる｡ もっとも生長がよ

いのほ 7年 目,樹高が 9m に達するcc‖二9

年を要する｡ 用途は燃材,輸送用のビン0)フ

メ,漁業用柱 としてつかわれ,葉か らはカユ

プテ油 が薬用 として抽出される｡ 乾巣 は黒 コ

シ ョウ (1TlerChabolong) として売 られ る｡

外樹皮はタイマツをつ くるのに適 している｡

繊維が短 く,漂 白 しに くく,かつ こなれが悪

いので,パルプには不適である｡

以上のべたマレー半島の淡水湿地林は,す

でに過去の ものである｡ 半島部の海岸 地帯を

くまな く調査した結果か らも, もはや大面精

の淡 水 混地林をみることはない ｡ 大部分が水

田やパイナ ップル畑などに転換 されている｡

カユプテの林をみ ることもまれで,単木また

は小面積の団地 として残存 しているにすぎな

い｡ 半島部全域 にかつて存在 していた淡水湿

地 林 の代 表 的 な樹種 として, Wyatt･Smith

[1961]はつぎのような ものをあげている｡

Al5loniaspathulala,ArlocarPu∫PendunculaTis,

CalophJllum spp･,CampnoSPcrmaspp.,Cocc0-

ccrosmuticum,CratoxvlonarboreSCenS,Dialium

spp･,Dillem'aspp･, DipierocarPuscoStulatuS,

Dr),obalanop∫oblongifolia,Eugeniaspp.,Hopea

grijfl'ihii,H･mengarawan,ZlexcJmO∫a,Intsia

Palembanica,Koompas∫iamalaccen∫i∫,Lophope-

talum spp･)Madhucaspp･?Melanorrhoeaspp･,

Mezzeitialeptopoda,NaucLea maingaJi,Pala-

quium spp･,Para∫temon urophJllum,Shored

beniogen∫l∫,S･hem∫leJana, S･macrantha, S.

PlatJCarPa,Sindorainlermedia,Valicaflauida,

V.lobata,V.wallichii.

4)南スマ トラ

島峡部東南アジアで湿地林が大面積を占め

るのは,スマ トラ東海岸-嵩:である｡ この地

域ではもっとも海よりにマングローブ,内陸

へ入 るにつれて,淡水湿地林,泥炭湿地林が

出現する｡ 山田と Soekardjo[1979] は,パ

レンバ ン沖のマングローブと混地林 について

調査 している｡

1978年当時,南スマ トラはイン ドネシア政

府の移住政策のひとつの拠点であった｡混地

林は伐採 され,運河が掘削 され,水 田がつ く

られ,大量の入植者が人口桐密のジャワか ら

移住 していた｡ パ レンバ ンか らムシ川を北へ

海方向-山る川す じには, これ らの居住者が

さまざまな村落生活をいとなんでいるが, こ

のことについてはのちにのべたい｡

マラッカ海峡 に而するスマ トラ東海岸一帯

は,マ ングローブにおおわれる｡東南 アジア

多雨林気候下の中心であるだけに,蓄積は大

き く,胸高直径 85cm の Auicenniaalba,樹
高 36m 級の Rhizophoraapiculata,Bruguiera

gymnorrhiza などがみ られ る｡ 淡水湿地林 は

これ らのマングローブの優 占する海側か ら川

をさかのぼ り,Sonneratia alba の優 占する支

流に入 って,ニ ッパヤシが川幅を狭 くし,黒

色の用水が流れる地域の周辺 に出現する｡

調査時は 9月下旬であったが,当時の林内

には, 約 30cm の深 さの黒色の水があ り,

その下 に約 20cmの腐植層があった｡ 林内に

は膝根型の呼吸根が突出 し,地表 には Salacca

conferla のす るどい トゲ が随 所 に み られ,

また水 上 に も枯れた トゲが 浮 遊 してお り,

調 査 はきわめて 困難 であった｡ 林内 は明る

く, マングローブ や低 地 フタバガキ林, 山
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表 4 甫スマトラ･バニュアシンの淡水湿地林
の胸高直径 10cm 以上の種組成 (20

×50m2 プロット)[山田と Soekardjo
1979]

Species

Po:U･allhiaglauca

CampnosAermaauriculala

OchalWStaCrU･SamentaCea

AIstoniaangustiloba

MacarangatricocaTPa

PaLaquuLmSP.

Eugeniasp.

ElaeocarLIuSObtusus

Brochidiasp.

ArtocarpuszLmisophLYLus

MemecJloIZSP.

Litseasp.

Baccaureasp.1

NeonaucLcasp.
Dendrocnidestimulans

Neonaucleaca:LyCina

MacarangalPoLica
Neonaucleaobtusa

BaccauTeaSP.2

Total I 29 E15,610･ l

地林などにくらべてずっと疎開 していた｡最

上 層 にくるのはプライとよば れ る AIsionia

angustilobaで,樹高 50m に達するO その下

には Campnospermaauriculalaがみ られ,Ma-

carangatricocarPa,Palaquium属のものなどと

ともに中層を形成 している｡また,この層には

エポンとよばれるヤシの Oncospcrmaligillaria

が群 生 して いて,樹 高 は 25m に 達 す る

もの もあ る.低木 には PoIJallhia glauca,

Neonaucleaobtusa,Baccaurca属などがみ られ,

林床にはサラックヤシ (Salaccaconferta) と

上層木の椎樹がみられる｡

表 4に,直径 10cm 以上の出現種の本 数

と胸高断面積を示 した｡ ha あたりになおす

と,立木本数は290本,胸高断面積合計は 16
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表5 南スマトラ･バニュアシ

ンの淡水湿地林の胸高直
径 2cm 以上 10cm ま

での種組成 (20×50m2

プロット)[山田と Soe-

kardjo 1979]

EwnymzLSJaZJanicus

SiyZJgizLmPoIEyCePhalum
Dendrocnidestimulalぴ

Canariumsp.

Eugeniasp.1

Macarangasp.

ElacocarbusodonloPcialus

NeonaucLeacalEyCina

ElaeocarjluSObtzLSuS

GlochidionzcJZanicum

Eugeniareinwardtiana

Litscasp.

Po:U･allhiasuTnalrana

Campnospcr伽 aZLriczLlata
Leeaindica

Elacocarbusglaber

SpeciesorAnnonaceae

Euodiasp.

Aglaiasp.

TimoniusJfaL･eSCenS

AnthocephaluschinetWis
Artocarpussp.

Ficusglaberrima

ParastemonuTOP砂Ilum

m2 となる｡ この値は,同じ地区のもっと も

海よりの Rhizophoraapiculala の優占するマ

ングローブ林でえられた,596本,25m2 とい

う値よりは,かなり小さくなっている｡ しか

し,同じマングローブでかなり内陸-入った

BruguieyagJmnOrrhizaと Rhizophoraapiculata

の混交する林分での,190本,13m2 という値

よりは,大 きくなっている｡ 後者の場合,20

mX500m の トランセク トの集計値であり,

その中にはニ ッパの優 占する個所やクリーク

がかなりあって,かなり低い値を示 している

が,平均的にはこれ くらいの蓄積 とみてよい

だろう｡淡水湿地林の場合にも,プライの大
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図5 南スマトラ･バニュアシンの淡水湿地林の樹冠投影図 (20mx50m)｡

坂根をもつ最大木は Al∫toniaangusiiloba(樹高50m)[山田とSoekardjo

1979]

図 6 パプア ･ニューギニアの環境区分 [Paijmans 1976]

木が 1本入るかどうかによって蓄積量 もかな

りかわって くるが,一応の目安 として, この

値を示 しておきたい｡

胸高直径 2-10cm の小低木は表 5に示 さ

れ,地表の椎樹にもこれ らと同 じ樹種が観察

された｡サ ラックヤシは表には含んでいない

が,重要な構成要素である｡図 5に調査 した

プロッ トの樹冠投影

図を示 した｡ 大 きな

板根を もつプライと

エポンが優 占度の高

い こ とが よ くわ か

る｡

5)パプア ･ニューギ

ニア

ニューギニアは西

のボルネオと対比さ

れ る大 きな 島で あ

り,湿地林の分布面

積 も広い｡ ボルネオ

には泥炭湿地林が出

現するのに対 し,ニ

ューギニアには淡水

湿地林の割合が大 き

い｡東南アジアとく

らべて研究例は少な

く,開発 もお くれて

いるが,淡水湿地の

さまざまな植生型が

いまなお残存 してい

る意味は大 きい｡ す

でに1959年には北東

パプア ･ニューギニ

アの低温地林の分類

がおこなわれ [Tay-

lor 1959], そ の後

も土地利用区分調査

の一環 として植生調

査がなされ,Paijmans[1976]が総合 してま

とめている (図 6)｡ こ こで はこれにのっと

り,やや詳 しく,淡水湿地林のみでな く周辺

部の関連する植生型 について も記述 したい｡

パプア ･ニューギニアの植生は七つの生態

環境に大 きくわけられる (表 6)｡そのうち,

はじめの三つが本論 と関係する部分であ り,
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表6 パプア ･ニューギニアの環境区分とその

占める割合 [Paijmans 1976]

環 境 区 分 l占有率

Ⅰ海岸平地

Ⅱ海岸塩水および汽水湿地

Ⅱ低地淡水湿地 (0-50m)

Ⅳ低地沖積平地,扇状塊 (0-500m)

Ⅴ丘陵地と 1,000m以下の山地

Ⅵ低山地帯 (1,000-3,000m)

Ⅶ亜高山帯 (3,000m 以上)

5

5

0

0

0

0

0

o

L

1

5

3

5

4

1

1

4

2

全体に占める面積割合は13% となっている｡

この値はボルネオの泥炭湿地林が占める割合

とほぼ等 しい｡ 低温地の占める割合は,全体

か らみればそれほど大きいものでな く,どこ

でもせいぜい仝陸地面積の15% とみてよいだ

ろう｡

Paijmansはこの七つの環 境 をさらに細か

く分類 し,以下のような説明を加えている｡

環境区分 工-1 海岸草本植生

海岸の最高潮位点より上部の,いわゆるダ

ンパイヒルガオ群集が中心 となる｡ ほとんど

が長い葡旬枝の節か ら根を出す｡海側の傾斜

地には蘭優性の Zpomoeape∫caprae, Canavalia

marilima,頂上付近にはイネ 科 や ス ゲ 属 の

Zschaemum muticum,Fimbri∫tylisspp･,Cype-

ru∫pedunculaiuSなどが優 占する｡Lauraceae

の寄生植物,Ca∫S_γlhafl.liformisはさまざまな

木に寄生 している｡これ らの先駆種は深根性

で,塩,風,高温に強 く,かったいていは浮

漂種子を有 しているため,分布域は広 く,マ

レーシア全域か らオース トラリア北岸にまで

み られる｡

工-2 海岸低木林

Ⅰ-1の内陸側に散在 し,Hibiscu∫liliaceu∫,

DC∫modium umbellaium,つる植物の Flagella-

riaindicaなどがみ られる｡ サンゴ礁 の 島で

は Pemphisacidula,AllophJlu∫cobbe,Mc∫ser-

∫chmidia,Scaeuolaなども出現する0

1-3 海岸疎開林
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いわゆる Bam'ngionia群 集 の ことで,B.

a∫iaticaが優占し,砂浜のないところではダン

パイヒルガオがな く,これが前面に出現する.

Terminaliacatappa,Calophyllum inophyllum,

Pandanusiectorius,P.dubiusなどもみ られ,

林床 にはシダ,イネ科 植 物, しょうが科植

物, 草 本 がみ られる｡ マングローブ と接 す

る低い場所には ミミモチシダと Acanthusili-

cifoliusが侵入する｡

エー4 Casuarina林

最高潮位点上部の砂浜,河口,沖合の砂州

上などに Casuarinacquisetifoliaが密な林分を

なす｡これが密でな くなると,混交林にとっ

てかわ られ,多種の広葉樹が出現する｡

エー5 海岸混交林

上層木には SyzJ,glumspp.,Pterocarpusindi-

cus,Terminaliaspp.が み られ, 中,T 層 に

はヤシが多い｡ 洪水がな く,適度に雨のふる

ところでは混交率 も高 く,樹高 も高いが,季

節的に浸水するところでは樹形が 貧 弱 に な

る｡季節的に多雨な立地には PlanchoniaPa-

puana,Melaleuca cajupuliが出現する｡ 明白

な乾季のあるところでは,全体に林冠は低 く

なり,Melaleuca,Acacia,Erylhh'naなどが林

冠層か ら突出する｡ サンゴ礁の島の中央部に

は,ManiLkara,Diospyro∫,MJristica,Rhusな

どのあまり樹高の高 くない樹種が占める｡

環境区分Ⅱ 海岸塩水および汽水湿地

この項については,別にマングローブのと

ころであつかったので,省略する｡

環境区分Ⅱ 低地淡水湿地

淡水湿地では,開水面か ら混交林までの湿

性の遷移がみられる｡ 植生の決定 条 件 は 水

漢,水質,排水,洪水などに関連する｡ 潮,

ラグーン,U字湾曲河川,閉鎖 したクリーク

などにみられる深水域では,浮遊水生植物が

まず出現する｡ 水が浅 くなると水生植物の一

部が活着する｡ 停滞水域では,スゲ属草本や

その他の草本,シダか らなる草本群落がみ ら
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れ,勤水域ではイネ科草本が優占する｡ 湿地

が浅 くなるにつれて低木類を中心とした木本

が出現 し,さまざまな密度や樹高のサバ ンナ

や疎開林を形成する｡湿地林は,以上の遷移

の最終段階のものであり, もっとも混交率 も

高 く,大河の上,下流の後背混地に広 くみ ら

れる｡ 以上の遷移系列を Paijmansは以下の

ようにまとめている｡

Ⅱ-1 水生植生

Azollaimbricata,Lemna,PiStiaSlralioleS}

Ulricularia などの小さな浮遊水生植物 とスゲ

属からな り, 1種がコロニーをつ くる 場 合

や,数種が混生することがある｡Azoll̀lは赤

茶色,Pi∫iia は茶縁色のコロニーをつ くくり,

空中か らも識別できる｡ 水深が 3m l三｢卜に

なると,CeγatophJllum,Nymphaea,NJmPhoei-

de∫,Nelumbonuciferaなどの水生植物が根を

おろし,活着する｡ この植生は,靴水域 とイ

ネ科草原 との間のやや浅い部分や,均一-な深

さの湖やラグーンにみ られる｡

Ⅱ-2 串本湿地植当二

停滞 した比較的深い湿地 の植生 で, 主に

スゲ類 (Thoraco∫tachJum ∫umairanum,Scleria

sp･),広葉草本 (IJanguanamalaJana),シダ類

(Cyclo∫oru∫) が出現する｡ 季節風が卓越する

地域では,おそらく火入れの克13響により,モ

ザイク状の分布がみ られる｡ 内陸に向かうに

つれて, イネ科 草本 が優 占し,phragmites

karka,P∫eudoraphisSPine∫cen∫,Z∫chaemumpoIJ-

∫tachyum などが斜面上に出現する｡

Ⅱ13 Leer∫ia草原湿地

洪水時に 3m ほどの水につかる恒常的 な

限地で,Leer∫iahexandra,Echinochloa∫t̀zgnina,

OrJZaSPP･,Panicumsp.,IfJmenaChneamplexi-

cauli∫などが出現する｡

Ⅱ-4 Saccharum-Phragmite∫草原湿地

中位の湿地草原よりも浅い湿地や,断続的

に乾燥する湿地には,背の高いイネ科二草本C/j

Saccharum robuslum,phragmiteskarkaが出現

する｡ 前者はよく純群落をな しており,短い

洪 水 のある比較 的高 いレビーなどにみ られ

る｡ 後者 と CoixlachrJma-jobi, C.giganieaな

どは低い川の土手や,土手後背斜 面 に み ら

れ,斜面を下 るにつれて Phragmite∫karkaが

多 くなる｡ 低木の Glochidion,Naucleacoadu-

nata,MitragJ,naspecio∫a,ヤシの Liui∫tona,フ

ライ川では BarringtoniaielraPteraなどがこの

群落の中に広 く散在 しているが,周辺部のも

のは枯死寸前で,つる植物におおわれている

ものが多い｡

Saccharum robu∫lum は動水を好み,長い乾

季にはたえられず,また 日陰 に も弱 い｡ 一
方,Phragmile∫karkaは前柱 と混生するが,よ

り幅広い条件に生育する｡ すなわち,恒常的

な湿地,数カ月季節的に乾燥する湿地,停滞

水,動水,淡水,汽水などどの条件下で もみ

られ, しかもきわめて密な森林の下層 にも生

育可能である｡

Ⅱ-5 P∫eudoraphi∫ 草原湿地

P∫eudoraphi∫∫Pine∫cen∫ は,南西部にもっと

も広 くみ られる,低い価旬性のイネ科湿地草

本である｡季節的に乾燥するか,または 1年

中浅 く浸水 しているはん らん原に,マット状

の純群落を形成する｡ 湿地 と乾地の周辺部に

沿って狭 い帯状 になって 出現 し,小カンガ

ルーやシカがこれを食 し,セピック川やラム

川沿いにはこれを芝生 とする村がある｡

Ⅱ-6 混交湿地サバ ンナ

純草原湿地 と湿地疎開林の移行帯であり,

ほぼ恒常的に停滞 した湿地に出現する｡ 地表

植生は広葉草本湿地 とほぼ同じもの が 密 生

し, 木 本 としては Nauclea, CampnosPerma,

SJZ),glum,Melaleucaなどが散在する｡

Ⅱ-7 Melaleuca湿地サバ ンナ

フライ川とス トゥリクランド川の中央部の

変動する後背湿地に広 くみ られ, ま た モ ン

スーン気候下の南および南西部の広い海岸平

地に散在する｡ い くつかの種がみ られるが,
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群落は単一樹種によって形成され, もっとも

多いのは Mclaleucacajupuiiと M.leucaden-

dronである｡Naucleacoadunala, タコノキ,

Liuislonaヤシ,サゴヤシなどが入ることがあ

る｡林分は単層でやや疎開 しており,幹は曲

がって低い｡ 地表には phragmiles の純群落

か,より背の低い湿地草本やスゲ属などがみ

られる｡ この植生は混交林型の植生が何度 も

火で焼かれた結果 と考えられるが,あるもの

は土壌極相ともみ られる｡

Ⅱ-8 混交疎開湿地林

恒常的な湿地でのこの植生は,林冠はやや

疎 開 し,樹高 も高いものか ら低いものまで

いろいろみられる｡ 主なものには CamAnos-

2erma,Naucleacoadunata, MiiragJnaciliata,

Timoniu∫などがある｡ ヤシとタコノキが樹問

下層をうめ,地表層には背の高い ス ゲ 属 の

Hanguana とシダの Cyclo∫oru∫が密生する｡

つる性の Flagellaria,Nepenthes,Stenochlaena

なども多い｡

季節的に乾燥する湿地では,幹は低 く細 く

なるが,密度はかわらない｡不定根がよ くみ

られ,地表植生は低 く,パ ッチ状に出現する｡

木本では Caralliabrachiala,SJZ-ygium,M a n -

gifera,Garcinia,Acaciaなどがよ くみられる｡

モンスーン気候下の南西部では,雨季に深

く浸水する湿地に BarringtoniateiraPteraが,

やや高い土地には Tristania と XaTuho∫iemon

が出現する｡季節的に乾煉する湿地の疎開林

ではコルク状の皮層をもった樹種が多 く,火

の影響がみ られる｡

Ⅱ -9 サゴ林

Melroxylo乃∫aguは分布の広い,背の高 くな

るヤシで,恒常的な湿地の疎開林 に生 育 す

る｡純群落をなす場合には他種は入 らず,坐

生育段階のものがみ られる｡ 疎開林では下層

に低いサゴヤシの層が出現する｡もっとも生

育のよいのは浅い湿地で,規則的に淡水の流

入するところである｡大きいものになると葉
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は 14m,茎 は 20m に達 す る｡開花 の の

ち,茎の基部にサ ッカーを出して繁殖する｡

地表植生はサゴの密度 と湿地の程度によっ

て異なる｡ 密生 したサゴ林では下層はな く,

落下 した葉とヤシの小 さな呼吸根がみ られる

だけである｡疎開 した林分では,低いタコノ

辛,Hanguana,スゲ属,phragmiiesなどが下

層に侵入する｡ 恒常的な草本湿地,汽水域,

および水位が時折低 くなりすぎて干害をおこ

すようなところでは,サゴヤシはいじけた形

となる｡ また,深い草本湿地-の移行帯では

丸い木立状に散在する｡

低湿地の貴重な食糧源として,サゴヤシは

重要である｡ また葉は屋根フキに使われ,ニ

ッパよりも長 もちする｡

Ⅱ-10 タコノキ林

生育環境はサゴヤシと似るが,より広い幅

を もっている｡ 疎開 したものか らきわめて密

生 した群落までみられ,浅い淡水や汽水域で

は高さ 8m の純群落をなすほか, 停滞水や

洪水の多い混地にも広 く出現する｡ 上層木 と

して散在 していることもある｡セピック川中

央部のほんらん原はタコノキで広 くおおわれ

ているが,タコノキに関する種類や生態に関

しては不明な点が多い｡

Ⅱ-11 混交湿地林

もっとも広 く出現する湿地林で,やや疎開

したものから密生 したものまでみ られる｡ 好

条件下では樹高 30m に達 し,林冠は単層で

ある｡ 主な優 占種には, Campnosperma, Ter-

minaliacanaliculata,Naucleacoadunata,SJZJ･

gium,Al∫lonia∫choloris,Bischofl'ajavam'ca,Pala-

quium などがあるが, これ ら以外にも多い｡

上 層木の下 には,AIstoniaspatulata,Barring-

tonia,Diospyros,Garclma,GJnOlroche∫axilla-

risなどがよく出現する｡ 下 層 にはサゴヤシ

とタコノキが密生 して, 他種 はまった くみ

られないこともある｡ 低木層や草本層の密度

は洪水 と光条件によって異なり,洪水が長び
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いて深いところでは, この層は な い｡ しか

し,一旦乾 くと,疎開林では Hanguanaと丈

の高いスゲ属が下層に密生する｡ 細いつる植

初,多汁質のよじのぼり植物,よじのぼりシ

ダが樹幹を厚 くおおうが,ロタンの類は少な

い｡坂根はあまりみ られないが,支柱根,也

表をヘビのようにのたうつ表面根,コブのあ

るペグ状の膝根型の呼吸根などほ多い｡

Ⅱ-12 CampTWSPerma湿地林

Campnospermabrevipetiolaiaは広 く低湿地林

に分布 して純林をなすが,C･coriaceaは分布

がより限 られる｡ 場所によっては 2種が同じ

割合で出現する｡ もっとも高密な林分は,檀

常的に洪水にあう後背湿地にみ られる｡ 下層

にはふつうサゴヤシが密生する｡ 坂根,支柱

根,腰板が多 くみ られる｡有機物層は厚 く,

土壌は泥炭的になる｡ この樹種は大業で幹は

長 く太 く,樹冠は広 く平坦である｡ 空中か ら

みると,この純林は平滑で一斉な灰色の樹冠

を示すので,す ぐに識別できる｡

Ⅱ-13 Terminalia湿地林

主 にブ ーゲ ンビルで み られ,Terminalia

brassiiが Campnosberma とともに生育 してい

る｡低地,頻繁な洪水地,丸石 と砂のある川

追,流水泥炭湿地などに主 として出現する｡

大径木で,高い通直な幹,広いカリフラワー

状の樹冠で, これ も空中から識別できる｡ こ

の林は,沖積土の上に生育する林へ移行する

遷移系列上にあると考えられている｡

Ⅱ-14 MelalezLCa湿地林

モンスーン気候下の南西部に限定され,川

やクリークに沿った,季節によって乾燥する

湿地に,狭い帯状になって 出現 する｡ 〟gJα-

leucacajuputiが多いが,ほかの Melaleucaも

み られる｡ 幹は細 く,樹高は 30m に達する

が,直径が 50cm をこえるものは少な い｡

樹皮は紙のようにうす く剥離 し,密生するが

樹冠は小 さく, うっペい率は50% に 満 た な

い｡ 異樹種や低木,草本層が侵入 しな い の

で,単調な林相を呈 している｡洪水時の水位

の高さまで,不定根が出ることがある｡ 火に

つよく,乾季の野火によってこげた幹が多数

み られる｡ この林が土壌極相か,混交湿地林

の妨害植生かなどについては,まだ結論を出

すには至っていない｡

ここにのべたパプア ･ニューギニアの淡水

湿地はほとんど未開発であり,サゴヤシの植

栽がみ られるくらいである｡ 利用可能な樹種

として Terminaliabrassiiや Campnospermaが

あげられる｡また,Melaleuca の材はかた く

耐久性に富み,葉か ら薬用池がとれるが,い

ずれ もほとんど手がつけられていない｡イン

ドネシア側の南部湿地帯は,パプア ･ニュー

ギニアよりも大規模であると思われるが,実

態については不明である｡

ⅠⅤ 森林の開発の現状

淡水湿地林の開発は,すでにのべたように

シンガポールでは1930年代にはじ ま って お

り,マレー半島で もほぼ前後 して伐採がおこ

なわれている｡現在残存 している部分で, し

かも現実に開発中のものは,南スマ トラでみ

ることができる｡

バニュアシン河口周辺の淡水湿地林の生育

していた島は人が住まず,プラウ ･リマウと

いう名の示すごとくトラが多数生 息 して い

た｡ ここに生育するプ ライの大木に目をつけ

たのは,ムシ川河口にあるスンサンという町

の長である｡1970年にまず,材を搬出するた

めに支流のニ ッパが切 りひらかれた｡ 支流が

細 くなった先は運河がぼられる｡そして,伐

採されたプライは 4.4m の長さに切 られ,

数名の人間の手によって, コロの上をすべる

ようにおされて,運河にはこぼれる｡運河を

やや広 くした貯木場では,流されてきた材が

10本単位の 2縦列につながれ,ひとりの人間

の手によって主流の入口まではこぼれる｡ そ
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こでは材を 1本ずつ横にな らべ,数十本がひ

とつのイカダとなって,パ レンバ ン近郊まで

曳航 される｡そこで再び,輸出用と国内用に

仕わけされる｡

材を切 り出 したあと地には運河 もあり,大

木は切 られているので,開拓は容易である｡

ここには主にスラウェシ出身のブギスが入っ

ている｡入植 した家族は土地 2ha を与えら

れる｡ 人々は残 った中,小木を切 りはらい,

1年中で一番雨の少ない 9月に焼 く｡ そのあ

とを整地する｡ 整地 といって も, とりあえず

20mx20m くらいの,比較的倒木の少ない,

排水良好な土地をやや整備するだけのことで

ある｡ それと並行 して,運河をはりおこした

土がかたまってできた道路上や,人工的につ

くった高床あるいはその屋根の上などに,苗

床をつ くる｡まずニ ッパの葉を しき,その上

に厚さ 3cm ばか りの泥をひいて,その上に

モ ミをま く｡ バナナやニボンの茎などで四方

をかこい,上をニ ッパまたはバナナの菓など

でおおう｡ 1日2回,朝夕に潅水する｡ 約 1

週間で背丈 10cm になり, 2週間たつ と移

植可能 となるので,あらかじめ整地 しておい

た土地に第 1回目の分植をおこなう｡ この際

tugalとよぶ穴あけ棒によって穴をあけるが,

穴の深さは表面の腐植層内にとどまり,土壌

中に入ることはない ｡ これは第 2回目の移植

の際に根系が切断されるのをさけるためであ

る｡ 第 1回移植後,その周辺の土地をさらに

整地 し,約40日後に第 2回目の移植をおこな

う｡ 今度は穴は深 く土中にまで達する｡ 収穫

は 4月である｡ 初年度の収穫はモ ミで 1ton/

haであったが,毎年 lton/haの増加量で,

将来的には 8ton/ha が期待されている｡と

なりのジャンビ州では,同じような条件下で

7年 目に 8ton/ha の収量をあげている｡ 燃

えきらずに残った材の腐植化がすすみ,それ

が肥料 となって収穫をあげることと,まわ り

の整地化がすすむことが収量をあげる要因で
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ある｡ここでは雨水だけにたよっており,逮

河は排水用である｡

現在,南スマ トラでは三つの低湿地の開拓

がおこなわれている｡第 1の型は政府指導型

の大資本投下,大規模工事,大量移住方式で

ある｡ 大型機械による天然林の伐採,運河掘

削,大水田造成,居住地域の設定などが,き

わめて計画的,工学的におこなわれる｡ ウパ

ン地区周辺にみ られる型である｡ 第 2には上

にのべた村落 レベルの共同作業型である｡ 第

3の型は,まった く個人で入植する｡ 小 さな

舟の通れる運河をつ くり,小 さな畑を自分で

つ くってい く｡ パ レンバ ンか ら海側への低湿

地の問にある小河川沿岸には, こういった小

規模な零細開拓民が多い｡ 大部分は,雑草の

繁茂が原因で,数年でまた別の土地- うつっ

てい く｡

これ らの三つの型の中で,低湿地の条件を

もっともよく考えて,安定 した方向を示すの

は第 2の型であろうと思われる｡ 第 1の型は

大計画であるがゆえに,無駄や失敗が多 く,

かつ入植者の現地に対する認識が浅 く,なに

よりも開拓意欲にとぼしい｡ 第 3の型は個人

の力の限界がみ られ,いたず らに二次林をふ

やすだけである｡ 第 2の型がもっとも望まし

いと考えるのは,そこに住む人々の環境条件

に対する認識の深 さと,それに対処する共同

作業の組織性である｡

森林が切 り開かれる場合には,利用される

べき材は用途に応 じて, もっとも有意義に使

わなければな らない｡プライは輸出用材 とし

て,Campnospermaは国内材 として,ニボンは

付近住民の建築材 として,まず利用される｡

役にたたない中,小木は切 られ,焼かれる｡

焼けのこった材は無理に排除するようなこと

はせず,分解のすすむにまかせて肥料分 とし

て利用する｡滞水は排除 し,作物の植付けは

その性質により場所を選び,時には土盛 りを

しておこなう｡ 家屋の建築や,運河の拡張,
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整備など人手のいる仕事は共同作業である｡

天然林のもつ自己施肥能力を適度に変換 しつ

つ,現場の条件を徐 々に克服 して,無理な開

発がまった くみ られないことは重要である｡

淡水湿地林の開発は, しかし,全体的にみ

れば,-ユ-ギニアを除いて,急速にすすん

でいるとみてよい｡ 今後のとりあっかいのた

めにも,また将来の環境保全のためにも,残

存 している天然林を保護 したいものである｡

マングローブか ら淡水湿地林,泥炭湿地林を

含めた,ひと続きの保護区が確保 され る と

もっとも好ましい｡ 南スマ トラ州とジャンビ

州境のアランガンタン地区はその目的にあっ

た有力候補地である｡
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