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電時的定守包lab

「森林J のはたらき

森林は徳島県の商積の76%を被っていて、私達

にとっては、ごくありふれた景観を形成する要素

となっています。そしてありふれた景観であるが

ために、森林の持つ意味について深く考える機会

も少ないので苅はないかと思います。 ここでは、身

近な森林のいくつかを紹介しながら、 その森林が

持つはたらき（機能）について考えてみた L、と思

います。

ウノ4メガシキ本

南阿波サンライン沿いには、 ウノfメカ、、シが優占

する森林が続いています（図 1）。このウパメカ、、シ

林は部分的に、「；魚、付き林」として伐採などきれな

いように保全されています。 「魚付き林」とは、 j毎

の魚を集めたり、その繁殖や保護を計る目的てい設

けられた海岸林のことをし、 L、ます。 もし、海岸斜

面に森林がなければ、雨が降ると、地表面の土は

洗い流され、海に流れ込んてしまいます（図 2）。

その結果、海はにごって、透明度が落ち、 i毎言葉な

どの光合成主？阻害 し、海中てやの生産力を落すこと

になります。 また、森林からは植物の葉や校など

の有機物も海に供給され、 それは、養分 となり ま

す。 したがって、ウノfメヵーシキ本は、漁を営む人に

とってはとても大切なものとなっていますし、ま

た、環境保全ヒも 重要な役割を果たしています。

これは森林の「公益的機能」とよばれています。

ウパメカ、、シは備長炭の原木となります。備長炭

の主 な産地は紀伊地方ですが、1973年頃までは、

（図 1）南阿波サンライン沿いに広がるウパメガシ林。

1991年 2月17日撮影。
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鎌 田 磨 人

南阿波サンラインの付近でも（当時は南阿波サン

ラインもありませんでしたが）、備長炭を士克いてい

たそうです。地元の人によると、その製法 は、和

歌 山の人が伝えたもので、 50年ぐらいの歴史だっ

たそうです。焼L、1.：炭は和歌山に出荷したと 言い

ます。炭を焼くための伐採の周期は13年ーだったと

言います。ウパメカ、、シは切株から再び芽を出して

（萌芽とし、 L、ます）、そ れが成長することによって

森林を再生 します。ウパメカ、、シは、その萌芽力が

特に強い種て＼そういった自然の回復力に依存し

ながら、炭を士克く のに利用して きたのです。

アカマツ林、コナラ・クヌギ林

徳島から池田町へ向かう 吉野川沿いの山地のほ

とんどはアカマ ツ林です。 また、徳島市内の居山

にはコナ ラやクヌギを主体とす る雑木林（ナラ林）

があります。

アカマツキ本は、いろいろな目的で利用されてき

ました。例えば、 以前に私が調べた広島県の農村

では、アカマ ツは40-60年周期で切り出され、建

築材にされました。 アカマツ林の内部に生育す る

コナラなどの広葉樹は約20年周期で伐採 され、炭

の材料とされました。低木類 はおよ そ5年周期て＼

Fl常の燃料として切り ti:',されました。 さらに、林

内のス スキは、厩肥を作 る材料や家畜の飼料とし

て刈り耳Rられました。このように、 アカマ ツキ4は、

人々の生活と有機的に結び付き、多目的に利用さ

れてきたので吊す。 また、こ うした利用によって、

（図2）海岸の森林伐採後、降雨によって流れ出た土砂

（海の白くなっている部分）。

奄美大島焼内湾で1991年 3月22日撮影。



アカマツ中本LH：住持されてきたのです。

日本では1960年代以降の急、速な経済成長 と共に、

アカマツ林は利用きれなくなりました。現在、ほ

とんどのアカマツ才本内には、ナラ生質やカシまJiなど

の広葉樹が多く生育 しています。 したがって、例

えば、アカマツカ苛公キ古れによって耳又り除かれると、

その森林はコナラ・ クヌギ林のよう な雑木林に移

行します（図 3）。屑山などのコナラ・クヌギ林な

どは、松枯れ後に成立 した森林です。

これら、人の手が加わる ことによ ってできた森

林は、「二次林」と よばれています。二次林は生活

に直接結び付いて いた身近な森林であっただけで

なく、カブトムシやヒラタクワカFタのように、程、

遥にとって最もなじみ深い昆虫が住んでいる場所

でもあります。 また、二次林は土中に水を蓄える

ことによ って、 洪水を防止してくれています。そ

して、私達の原風景 としての「自然」でもあり 、

生活に潤いを与えてくれてい ます。

二次林は放置するとその姿を変えてし まうので

（図 3）、今後、それを維持するためには適切な利

用や管理ぞ行うことが必要です。

ブナ林

剣山の周辺て見られるよ うに、徳島県の標高1000

m以上の山地には、ブナ林が成立します。ブナ林

はj昆帯を代表する落葉広葉樹林てや日本てやは東北地

方に広〈分布しています。

徳島県のブナ林は、前述した二次林とは異なり、

人の子がほとんど加わっていない森林て＼「極相林」

とよばれます。極相状態の森林が成立するまでに

は、非常に長い年月が必要です。全国的に見ても、

こうした極相林の残存商積は極めて小さ く、 徳島

県に残っているブナ林も 貴重な森林です。

ブナ林な Eの広葉樹林は、保水力が高く、雨水

を長〈 地中に蓄えてお くことができます。そ して、

少 しずつその水を河川に供給 します。このように、

ブナ林は天然のダムとしての機能があります。私

達がし、つ も水を飲んでし、 られるのも 、 こうした森

林のはたらきのおかげです。これは、森林の 「水

源かん養機能」と し、し、 ます。また、これは 「i共水

防止機能」にもなっています。 さらに、雨水を土
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〈アカマツ林〉

アカマツ低水林
｛議集波紋の少ない伐係地｝

アカマヅ，1，木林 アカマツ高木林

主皆ふ
りfこ.. ' 

部品出挺3
誕地骨品；：盤：：：
－出孟岨断
（図3）アカマツ林およびナラ林の利用と森林の動態。 自

の矢印が人の利用による森林の変化、黒の矢印が

放置したときの森林の変化を示す。（Kamadaet 

al. 1991を改変）

中に服収してくれることにより、土壌表面を水が

流れる こと が少なくなるので＼侵食の防止、崖崩

れの防止な どにも役だっ ています。ブナ林に付随

する こうした公益的機能はみお とすべきではあ り

ません。

もちろん、ブナ林には多くの生物が生活してい

ます。ブナそのも のに依存している昆虫や、成熟

したブナ林、つまり大きな木があるブナ林にしか

いない昆虫もいます。ま た、ニホンカモシカやツ

キノワグマが生息地としているのもブナ林帯です。

ごく限られた小面積しか残っていない極相林で

は、森林の若返りを助けるような人為的な管埋も

必要 になる場合があるかもしれませんが、できる

だけ人の手を加えない状態で置いてお くことが極

相林の最 も望ましい管理方法なのでしょう 。

おわりに

以上、徳島県でみられる森林のいく つかを例に

とりながら、森林のもつはたらき（機能） につい

て紹介 しました。一 口に森林と 言っても、その成

立の過程には違いがあり、また、 地域によ ってそ

の機能も少 しずつ異なっています。 そうした違い

をナ考え ながら、森林の保全 ・利用の方法 なEも考

えてゆかなくてはなりません。木材 としての経済

仰ifi直は少なくても、森林の持つ公益的機能には計

りしれないものがあります。今、経済的な価値が

なく利用されていない森林だからといって、安易

な開発を行うことだけは避けたL、ものです。

（当直官学’芸員、植物担当）



シーボルト「日本動物誌」
「日本動物誌」は江戸時代の終わりごろ（1823

年）、医師として長崎出島のオランダ商館にやって

き疋ドイツ人シーボルトが、日本滞在中に集めだ

さまざまな動物標本をもとにまとめだ大著です。

この本は当時のヨ一口ッJ，博物学の代表的な作昂

であると同時に、日本の動物を本格的にヨーロッ

パに紹介した最初のものとしてよく知られていま

す。

内容は捕乳類、鳥類、両生・は虫類、魚類およ

び甲殻類（工ビ ・力二類）で、それらの精白で美

しい図版と分類学的記述からなります。多くの新

種の記載が舎まれており、舎で怯絶滅してしまつ

だ二ホンオオカミ、生きている化石といわれるオ

オサンショウウオ、私たちになじみ深いマダイ怠

どはその例です。なお、軟体動物や毘虫類など他
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の無脊椎動物については、残急なガら出版されま

せんでし定。

この本の執筆のほとんどは専門の分類学研究者

によってなされており、シーボルト自身の執筆は

ごくわずかです。両生・腿虫類と甲殻類について、

日本滞在中に見聞しだことや動物の日本名などに

ついて記述しだだけです。シーボルト自身は動植

物｜こついてかなりの見識をもっていた｜こもかかわ

らず、それをあえて専門の研究者にゆだねだこと

は、評価にあだいするといえるでしょう。

この本の価値は、だんに歴史的、美術的なもの

にとどまりません。もっとも重要なことは、きち

んとしだ分類学的な手続きにしだがって書かれて

いるということです。そのため現代の動物分類の

研究者にとっても育用で、す。さらに、執筆のもと

になった標本の多くは、舎でもオランダのライデ

ン博物館や大英自然史博物館にきちんと保管され

ており、150年聞にわだって研究に利用されている

のです。 （脊椎動物担当佐藤陽一）

ニホンオオカミ

考砂jl守

マタイ



」

千鳥蒔絵鞍

漆を使う工芸は、日本のほか中園、韓国、タイ

など戸ジ戸！こひろく見られます。しかし、器物に

漆をぬり金粉をまいて模様をあらわす、蒔絵とい

う技法は日本だ、けのものです。平安時代には、蒔

給の鞍や箱が中国への贈り物にされ、桃山時代に

は、蒔絵の調度昆ガ大量！こ輸出されました。江戸

時代になると、蒔絵の技術はそれまでより一段と

精密lこなり、有名な蒔総師の名前を知られるよう

になりまし定。
ひらまきえ とぎだしまきえ たかまきえ

蒔絵の技法｜こは、平蒔絵、研出蒔絵、高蒔絵の

三種類があります。平蒔絵は、塗酉に金粉をまい

て模様をあらわし、金粉の部分！こ漆をぬって粉を

かため、これを研いだ‘ものです。研出蒔絵は、塗

面｜こ金粉をまいて模様をあらわし、つぎに塗画全

体lこ漆をぬって金粉をおおい、全体に研ぎをかけ

て金粉を研ぎ出したものです。高蒔絵は、蒔総の

部分を盛り上げて模様を立体的にあらわしだもの

です。
ちどりまさえくら

干鳥蒔絵鞍は、鞍の正面と背置に、数羽の干烏

ガ飛lおさまを高蒔絵であらわしています。背面の

館蔵品展のご案内

徳島県立博物館では、平成 2年の開館以前から、

購入、保集、寄贈、交換などさまざまな方法で資

料の収集にあたって きました。

しかし、常設展示や、 '.iEI百｜展などの 臼頃の展示

前動を通してみなさんにご紹介できる資料はご〈

一部であり、いまだに公開できていない資料も数

多くあ ります。

今副の特別陳列では、少しでも 多 くの方に博物

館の活動を!Iii］って いただくために、向然（動物、

植物、地学）資料、人火；（考古、歴史、民俗、美

術工去）資料の うち、 これまでに収集したものの

中カるら、 ここで紹介した資料を合め未公聞のもの

を中心に展示 します。

銘観松斎 一一一江戸時代

5 

下隅に「観松斎（花押）」の銘を記しています。
かんしょうさい いいづかとうよう

観松粛は名前を飯塚桃葉といい、明和から天明

頃の18世紀後半に活躍しましだ。蜂須賀家に百し

抱えられだ蒔絵師で、代表作！こ宇治川蛍蒔絵
りょうしすずりぽこ

料紙調箱（御物）があります。観松粛銘のある作

昂を見ますと、銘の書体や作風のちがいから何人

か弟子がいたらしく思われます。こうしだ問題は

まだ未解決なので、この鞍も研究資料のーっとし

て貴重です。 （美術工芸担当 大橋俊雄）

会期 平成 5年 2月16日（火）～ 3月211:f（日）

月aw・干兄日f木査官

会 場 徳島県立博物館企画展示室

観覧料 無料

くおも な展示資料〉

動物 シーボル ト日本動物誌

寺田コ レクショ ン ・藤田コレ クショ ン

( l:f本の蝶）

十直物 赤津コレクション （植物原本）

地学 阿讃山地のアンモナイ ト化石

考古 那賀川流域の石銑

歴 史 徳 島 県知事大礼服

民俗農具

美工 白糸威二枚胴具足



（探険！！ 博物館 くん蒸室 ） 
博物館に持ち込まれる資料にはさまざまなもの

ガあり、なかには虫に食われてしまっていだり、

力ビガはえ疋りしているものもあります。

虫や力ビガついだ資料をそのまま展示室や収蔵

庫に運び込むと、ほかの資料に虫や力ビガ、広がり、

大切な資料ガ壊れ疋り、活れだりしてしまいます。

そのだめ、資料を展示室や収蔵庫に運び込む前に

は、必ずくん蒸という作業をおこないます。 くん

蒸とは、ガスなどで資料についている力ピなどの

菌や虫を殺すことです。
げんあっ

博物館にはくん蒸室という部屋があり、 減圧く

ん蒸装置と、大型資料用のくん蒸庫ガあります。

減圧くん蒸装置では、 資料を入れ、時闘を設定

するだけでくん蒸を自動的におこなうことガ、でき

ます。ふつう、資料の材質を傷つけることのない

文化財くん蒸用ガスを用いて、 7日から3日間く

らいくん蒸します。これで表面についだ虫や力ピ

はもちろん、資料の内部にかくれている虫や泊虫、

卵も殺すことができます。減圧くん蒸装置に入る

資料の大きさには制限があるので、それ以上の大

きなものは、くん薬庫と時ばれる部屋を使ってく

（図 1)

言Z

t' 
6誌、

、
、

山々
r
AJ
－

‘，
 

〆 ,, 
Gムタ

lc• 上

ん蒸します（図 1)。
はくせい

資料につく害虫は、昆虫標本や動物の剥製など

を好んで食べる力ツオブシムシのなかぎや、農具

や本を食害するキクイムシ類やシパンムシのなか

ま、シミなど多種多様です（図2）。 ま芝、力ピは

資料を活すばかりでなく、材質までも痛めてしま

います（図3）。

このような虫や力ビとの闘いは、博物館学芸員

の大切な仕事のひとつです。貴重な資料を保存す

る定めに、博物館では今日もま疋＜ん蒸をしてい

ます。 （魚島純一〉

第40回全国博物館大会

竹月5自体）、6日（翁の両日にわたって日本樽物館協会主

催の全国博物館大会ガ郷土文化会館と文化の森を主会場に

して行なわれましだ。「新しい世紀を目指す博物館一期待さ

れる簿物館像」 をテーマにし定シンポジウムやフォーラム

などがありました。

全国各地の槽物館施設から350人ガ参加し、活発な討議や

意見受換が行われましだ。

博物館をとりまく活動
「博物館友の会」情報

10月18日（日）友の会の行事として「紙漉き体験とハイキン

グ」を行ないましだ。「阿波和紙伝統産業会館」（山川町〉

へ出向き、紙漉き体験としてはがきを作りまし芝。参加者

全員ガ和紙作りのおもしろさに満足してい疋ょうです。

友の会では平成5年度の会員を募集しています。ぎた、

友の会についてご意見、ご要望がありましだら、友の会事

務局（0886 68 3636）までご連絡ください。
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団日本にも季節によって渡りをするチョウカヘ、

」ー」 るというニとですが、 どんなチョウですか？

明 日本の蝶類のうち、マダラチョウ科とよばれ

一一るグループがいます。南西諸島（奄美大島か

ら沖縄県にかけて） には数種いますが、九州、｜

や四国、本州、じま でみら れるのはアサギマダラ

だけです。 このチョウは、ハオ、をひろげた大

きさが約10 12cmてい、 チ ョコレート色の地に、

うすい水色の斑紋をもっきれし、なチョウです。

夏になる と、500-6QQmくらいの山から剣山

なEの高い山まで見られ、ふわふわと優雅に

飛び回り 、し、ろいろな花てや蜜を吸っています。

ところが平地では、夏にはまったく見られず、

春 と秋にときどき見られます。

今から10年ほど前に、沖縄で観察していた

人が、 it！］縄てやこのチョウを見れるのは春と秋

の 2回だけで、 しかもほんの数日であるとい

うことから、沖縄で見られるアサギマダラは

渡りの途中ではないか、という疑問をもちま

した。 これがきっかけになり、アサギマタ守ラ

のハオ、にj由’生のインクてやマークをf寸けて』文し

てみたらどうだろうということになり、鹿児

i本の紹介 l
「完全図解 生きものの飼い方全書」

岡田要監修東陽出版 1986年 ￥1900

「図解動物観察事典」
朝日稔他著地人書館 1983年 ￥5200

・脚削除輔．

．橿
国噛．．
樋圏函翻
歯幽圏圃

量動物観察事典
J哩J刷、，q械けは’ー
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島の人たちを中心に調査が始まりました。

その結果、鹿児島県の種子島でマークしたアサ

ギマダラが、遠く福島県の会津若松市で再捕獲さ

れたのをはじめ、秋には愛知県てやマークされた個

体が奄美大島てや見つかるなど、 これまで10例 ほど

の移動が記録されました。

今までの記録からみると、春に南の方（出発地

はまだよくわからない）から日本へ飛んできて、

秋にはその逆の コースをたどっているものがいる、

ということがわかってきました。 しか し、四国へ

はやってくるのか、また四国を経由して南へ下っ

ているのかというようなことはま fごよくわかって

いません。

徳島県でもこのチョウの移動を調べてみたいと

考えています。みなさんも興味がありましたら一

緒に調べてみませんか。 （昆虫担当 大原賢二）

オカトラノオの花で吸蜜するアサギマダラ

動物を飼ったり観察したりするときにあると便利な本を

2冊、紹介したい。どちらも専門的な知識がな くても読め

るし、身近な動物のこともた くさんのっている。

動物の飼い方の本はいくつかあるけど、「完全図解生きも

のの飼い方全書」が一番いい。扱っている種類が134種とも

っとも多く 、説明も くわしい。パラパラめ くっているだけ

でも、動物を飼うにはさまさーまな くふうとアイデアが必要

なこと力、わかる。ただ、動物の種類を解説した図には不正

確なものがあるので、名前を知りたいときは図鑑を一緒に

イ吏っfこほうカ、いい。

ふだん生活してると、動物について くわし く知りたいと

思うことがある。そんなとき、役にたつのが 「図解動物観

察事典」だ。いろいろな動物をアイウエオ順にならべて解

説してあるので調べやすい。説明も「｜．体長は約 4cm、

上あごには歯がある。2.体の背部の・・・」 （‘アマガエルか

より）のように箇条書で読みやすい。力ラ一ページがない

ので見かけは地味だが、そのぶん図がいい。なかでもデメ

キンをせなかの方から描いた図はすばらしい。私は本書を

書店で見かけたことがない。いい本なのに売れないのだろ

うか。 （田辺力）



2月から4月までの博物館の普及信事 あなたも参加してみませんか？

シリーズ 行事 実施日 実施時間 対象（人数〉

野外自然かんさつ 動物のさ越し 2月7日（日） 13. 30～16 .。。 小学生から一般（30人）

ミユージ戸ムトーク ※｛主むーひととくらし 2月3日（羽 14 ・ 00～15. 30 小学生から般（50人〉

※イワシのはta:し 2月20日仕） 14. 00～15: 00 小学生から一般（50人〉

土曜講座 ※ツタンカーメンの墓 3月27日凶 14. 00～15 .。。 小学生から般（50人〉

※鳴門のゾウ 4月10日仕） 14 00～15 00 小学生から一般（50人〉

室内実習 ミク口の世界 4月18日（日）
10: 00～11 : 30 

小学生から一般（邑10人〉
13: 00～14: 30 

・※は申込み不要です。その他は往復はがきであ申込みください。（各行事のT力月前からf週間前までに〉

・詳しいことは博物館にお問いあわせください。

tl1tl1tl1tl1tl1tl1tl1tl1司ot11司ot11ψ司oW司自司oWWWW司（｝（動WW司oWWWW昔日wwwwww司oW司oW司oWW司oW昔日w司自噴0$

10月から12月までの行事は全部で何回行なわれ

ましだ。参加者は全部で377人でしだ。

下の写真は10月25日旧）と刊月22日（日）の2固にわ

芝っておこなつだ体験学習「土器づくり」のよう

すです。この行事は、当館の行事の中でも最も人

気のあるもののTつで、だくさんの方から申し込

みがありまし定。

縄文主器や野生土器の作り方をまねて積上げ法

文化の森にある5つの文化施設の特徴ガ一覧で

きる展示会ガ、日和佐町で行われます。博物館で

は、自目、さまざまな活動ガ行われています。み

なさんになじみのある展示だけではありません。

調査研究、資料収集、普及活動など、日頃自にす

ることの少ない活動も数多くあります。この文化

の森紹介展では、このような博物館のすガ疋をみ

なさんに知ってい疋だこうと思います。

で形をつくり、縄目文などをほどこしましだ。約

7力月ほど乾かしだ後、野焼きをして仕上げまし

だ。

中には「縄文人顔まけ」の力作もありまし疋ガ、

当時の人々の土器づくりのうまさに感山させられ

だ人ガ多数のようでしだ。

いつか、機会をみて作田展ガできだらと考えて

います。

。会期平成5年3月12日（金）～刊日（日）

O会場日和佐町公民館

。観覧料無料

。講座 「徳島の魚」

講師佐藤陽一（当館学芸員脊椎動物担当〉

日時 3月刊日（士）13:30～14: 30 

場所日和佐町公民館T階第2会議室

※申込み不要です。
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発行年月日 1993年7月刊白
編集発行徳島県立博物館

〒770徳島市八万町向寺山台〔0886)-68-3636
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