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要旨 ：尖閣諸島魚釣島で は，1978年 に 日本 人 の 手 に よ っ て 意図的に 放逐 さ れ た 1つ が い の ヤ ギ Capra　hircusが 爆発的に

増加 し，300頭以 ヒに達 して い る，その 結果，こ の 島で は現在数ケ所 にパ ッ チ 状の 裸地が 形成され る な ど，ヤ ギ に よ る

植 生 へ の 影響 が 観察 さ れ て い る ．魚釣島 に は固 有種や 生物地理学的に 重要 な種が 多数生息 す る が，現状 を放置 すれ ば

島の 生 態系全 体 へ の 重 大な影響 に よ っ て ，そ れ ら の 多 くは絶滅す る こ とが懸念 され る．こ の 問題 の 解決は ，尖閣 諸島

の 領有権に 関 す る 日本，中国 ， 台湾間の 対 立に よ っ て 困難 に な っ て い る ．日本 生 態学会は こ の 間題 に 対 し，2003年 3

月の 第50 回大会 に お い て 「尖閣諸島魚釣島の 野 生 化ヤ ギ の 排除を求め る 要望書」 を決議 し，環境省，外務省 な ど に提

出 した．同様 の 要 望 書 は 2002年 に 日本 哺 乳 類 学会 に お い て ，2003年 に 沖縄 生 物 学 会 にお い て も決議 されて い る．現在

は 国内 の 研 究者 に よ る 上 陸調査 の 実施の 可 否 に つ い て，日本 政 府 の 判 断が 注 目 され て い る ．

　キー
ワ
ード ：Capra　hircus， 卜着生 物 相，野 生 化 ヤ ギ，島嶼生態系，侵略的外来種

　　Abstract：In　l978，　a　Japanese　group　intentionally　released 　a　pair　of 　domestic 　goats（Capra　hircus）on 　Uotsuri−jjma，　in　the

Senkaku　Islands，　in　southwestern 　Japan ．　The 　goat　population　increased　exp 皇osively ，　and 　now 　exceeds 　300．　Consequently ，

negative 　effects 　on 　the 　vegetatien 　of 　the　island，　such 　as　the　forrnation　of 　bare　patches ，　are 　evident ．　Many 　endemic 　and

biogeographical］y　imp〔，rtant　species 　occur 　on 　this　island，　and 　many 　of 　them 　are 且ikely【o　go　extinct 　in　the　near 　future　if　these

negative 　effects 　continue ，　It　is　becorning　increasingly　difficult　to　solve 血is　problem 　because　of 　the 　territorial　conflict 　over 　the

Senkaku　Islands　between　Japan，　China，　and 　Tajwan．　The 　Eco 且og 孟cal　Society　of 　Japan　adopted 　a　resdution 　entitled ，
」‘Appea且for

the　Eradicution　of 　Introduced　Goats　en 　Uotsuri−jima　in　the　Senkaku　Islands
”
at　its　business　meeti 口g　at　the　50th　Annual 　Congress

c〕fthe 　Society　held　in　March 　2003，　and 　submitted 　it　to　the　Ministries　of 　the　Environment　and 　Foreign　Affairs　of　Japan．　Similar

resolutions 　were 　adopted 　by　The　Mammalogical　Society　of　Japan　in　2002 　and 　The 　Biological　Society　of 　Okinawa　in　2003，　How

the　Japanese　Government 　will　decide　to　respond 　to　these　resolutions 　is　currently 　the　focus　of 　numerous 　Japanese　scientists ，　who

are　especially 　interesled　in　whether 　it　will　be　possible　to　conduct 　research 　by　ianding　on 　the 　island．

　　Key　Words ：Capra　hircus，　Indigenous　biota，　Introduced　goat，　Insular　ecosystem ，　Invastve　a｝ien　species

序

　尖閣諸島は 南 西 諸島南 部，八 重 由諸島の ほ ぼ 真北 （北

緯 25°44「−25°66’，東経 且23°28’〉 の 大陸棚 の 上 に 位置す

る 島嶼群 で ，魚釣島，北小島，南 小島，黄尾礁，赤尾 礁

の 5 つ の 島嶼 とい くつ か の 岩礁 か ら構 成 され て お り，行

＊E−mait ：yokohata＠ edu ．toyama −u．ac ．jp
2003 年 6 月 10 日受 付，2003 年 7 月 4 日受 理

政 区分上 は 沖縄県石 垣市に所属 して い る．こ の うち魚釣

島は八 重山諸島か ら 150km ，台湾か ら 190　km ，中国大

陸か ら 350km の 距離 に あ り （黒岩 1898），
こ の 諸島の

中で 最大の 島嶼で あ る が，そ の 面 積 は わ ず か 3．8km2 に

過 ぎな い ，こ の 島で は現 在 野 生 化 した ヤ ギ Cap　ra　hircus

Linnaeus （図 1） が 著 し く増 加 して お り，後述 す る よ う

に 300 頭 以 上 に 達 し て い る （横 田 1998 ），大 型 有蹄類が

小規模 な 島嶼に 人 為的 に 導入 され る と，採食や 踏圧 に よ

っ て 植 生 が 破壊 され，生 物 相 や 生 態系 に 影響が 及 ぶ こ と
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図 1．魚 釣 島で 1991 年 に 撮 影 され た ヤ ギ （Yokohata （1ggg＞ よ

　 り転載，撮影 は横 田昌嗣氏）．

が よ く知 られ て い る が，特 に ヤ ギ は幅広い 食性や 高い 繁

殖 率 に よっ て そ の 影響が 著 しく，生 物相や 生 態系全体 に

壊滅的な被害を及 ぼ し，多数 の 種の 絶滅 や 広 範な 裸地 の

形 成，流 出 した 土 壌．に よ る付 近 の 海洋の 汚染な どが 起 こ

る．こ れ に はハ ワ イ諸 島，ガ ラパ ゴ ス 諸 島，グ ア ム 島，

小 笠 原 諸 島 な ど数 多 く の 例 が あ る （例 え ば ，

Internationa］Union　for　Conservation　of　Nature　and 　Natura［

Resources！Species　Survival　Commission　Caprinae　Speciahst

Group （1984）；常田 （2002）を参照）．そ れ ら と 同様に，

魚釣 島に お い て も生物相 や生態系 に影響 を 与え つ つ あ る

こ とが 懸念 され るが ，中 国 や台 湾 との 領 有権 に 関 す る 問

題 （緑問 1998 ） の た め に，こ の 問 題 に 関連 した 上 陸調

査や ヤ ギ の 除 去 な どの 実効的な対 策 は 極 め て 難 しい 状 態

に ある （横畑 1998．　2002 ； Yokohata 　 1999 ；横畑 ・横 山

2000；Yokohata 　et ・al ．2003 ）．こ の 問題 を重視 した 日本生

態 学 会 は，2003 年 3 月 23 囗 に つ くば市 内 で 開催 さ れ た

第 50 回 大 会 に お け る総 会の 場 で 「尖閣諸島魚釣島 の 野

生化ヤ ギ の 排除 を求め る要 望書」を決議 し，環 境省，外

務 省，沖 縄 県 な ら び に 石 垣 市 に 提 出 した ．こ の 他 に ，日

本哺乳 類 学会 と沖縄生 物学会 も 最近 に な っ て 同様 の 要望

書 を決 議 して い る．

　本稿 で は，魚釣島 の 生 物相 を 含む こ の 問題 の 概要 を

説 明 し，当学 会お よび そ の 他 の 学 会 の 要望 書 を紹 介 し，

提 Ill洗 の 反 応 と今後の 私 達 の 対 処 の あ り方 に つ い て 論

じ た い ．た だ し，著 者 は す で に 上 記 の 論 文 ，特 に

Yokohata （1999 ） お よ び 横 畑
・
横 田 （2000） で こ の 問

題 につ い て 全般的 に 詳 し く紹介 して い る の で ，こ こ で

は そ の 後明 らか に な っ た い くつ か の 事 項 を 重 点 的 に 扱

うこ と とす る．

魚釣島の 自然環境 と生 物相

1．自然環境全般

　魚釣島は 東西 に 長 い 楕H 形 で 北 側 は 緩 斜 面 に な っ て お

り，南 側は 大半が 切 り立 っ た 断崖で ，時 お り崖 崩 れ が 発

生 する．島の 大
」
ドが 礫質砂岩か らな り，海岸に は 完新世

に 隆起 した サ ン ゴ 礁 か ら な る 石 灰 岩 が 散在す る （野 原

197D ，

　魚釣島を 含む尖閣諸島は 南西諸島の 中で も独 自の 地史

的経過 を 辿 っ て お り，トカ ラ 海峡以 南 の 南西 諸島中南 部

が 最後 に大 陸 と接 続 して い た更新世 の 初期 に は他 の 陸地

か ら独 立 して い た反面，ユ ー
ラ シ ア 大陸東部 の 大陸棚 の

ヒに あ る た め，氷 期 に は何度 か大陸 と接続 し た こ とが あ

り，最 新 の 接 続 の 時 期 は最 終 氷 期 と さ れ て い る （木崎
・

大城 1977；木 崎 1998；Ota　2000）．こ れ らの 経緯か ら，尖

閣諸島に は 種．などの レベ ル で 固 有性を持 っ た生 物 が 多く

見 ら れ ，大陸や 台湾 との 関 係 が 指摘 さ れ て い る もの もあ

る．特 に こ の 諸島中最大の 島嶼で あ る魚釣 島に は，こ れ

まで 断片的 な調査 しか 行 われ て い ない に も関わ らず，他

の 極め て 小規模 な島嶼 よ りも豊か な生 物相が 形成，維持

され て い る こ とが 明 らか に なっ て い る．

2，動 物相

　魚釣島の 陸生動物の うち哺乳類相 に つ い て は，ヤ ギ な

ど の 外 来 種 を 除 く と 固有種 セ ン カ ク モ グ ラ Mogera

uchidai （Abe ，　 Shiraishi　 et　Arai） お よ び セ ス ジ ネ ズ ミ

Apodemtts 　agrarius 〔Pa］las）が 分 布 し，そ の 他 に ク ビ ワ

オ オ コ ウモ リPteropκs　dCiS．｝，mallus 　Temminck の 記 録 が あ

る （高良 1954 ；池原 ・下 謝名 tg71； 白石 ほ か 1977； 白

石 ・荒井 1980 ；Abe 　et　at、1991z　Motokawa 　2000 ；Motokawa

et　al，2001）．セ ン カ クモ グ ラ の 記載時に は新
．
た に セ ン カ

クモ グ ラ1禺！Vε∫o∫6α，，rorが 提 唱 さ れ た が （Abe　et　al．1991＞，

Motokawa 　et 　at ．（2001 ）は こ の 種 を〃 θ g8 厂α 属 に編 入 した，

セ ス ジ ネ ズ ミは大陸で は朝鮮半島な どに ご く普通 に 見 ら

れ る が，国 内 で は こ の 島以 外 か らは知 られ て い な い （白

石 ほ か 1977 ； 白石
・
荒井 1980 ）．い ず れ も日本哺乳類学

会 （1997）に よ っ て 危 急 種 に，環 境 省 （2002a） に よ っ
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て 絶滅危惧 IA 類 に指定 さ れ て い る ．外来哺乳類 と して

は ，ヤ ギ 以外 に ジ ャ コ ウ ネ ズ ミ S ” nc “ s　 m “ t
’inus

（Linnaeus ）（池 原 ・下 謝名 tg71），ク マ ネ ズ ミ Ratt“ s

rattus 　LinnaeL ‘s （池原
・

ド謝名 ［97hHasegawa 　 et　at ．

1993 ），イエ ネコ Felis　cα ttts　Linnaeus （高良 1954，1969）

が 知ら れ て い る ．イ エ ネ コ は土 着 の セ ン カ ク モ グ ラや セ

ス ジ ネズ ミへ の 影響 が懸念 され る が，後の 報告 （池原 ・

下 謝名 ］971 ；白石
・
荒井 1980）で は確認 され て い な い ．

　魚釣島の 陸生 鳥類 は，こ の 島 が 洋 上 の 孤 島で あ る た め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
種数が あ ま り豊富 で は な い と され る が ，少 な くと も 34

種 が 知 られ て お り （付 近 海域を除 く），そ れに は 環境省

（2002b） が準 絶 滅 危 惧 種 に指定 して い る ミサ ゴ Pandion

haliaet“ s 〔Linnaeus） と カ ラ ス バ ト ColLtmba　janthina

Temminck が 含 まれ て い る．海岸 に は環境省 （2002b）が

絶 滅 危 惧 II類 に指 定 して い る ア オ ツ ラ カ ツ オ ドリ Sttta

dactytatra　Lesson が 見 ら れ ，周辺 の 島々 で は 同 じ く環境

省 〔2002b） に よ っ て 絶滅危惧 II類 と さ れ て い る ア ホ ウ

ド リDi ・ medea 　albatrus 　Pal】as を は じめ 多 くの 海鳥 が 繁殖

して い る 〔池原 ・下 謝
．
名 1971；池 原 ・安 部 1980；長 谷 川

2003）．か つ て は 魚釣島で も多数の ア ホ ウ ド リが 繁殖 し

て い た が ，乱獲 な ど に よ り絶 滅 し （黒 岩 1900 ： 高 良

tg69），現在 ア ホ ウ ドリの 繁 殖 地 と して 知 られ て い る の

は尖 閣諸島以 外 に は 小 笠 原諸 島 南 部 の 鳥島 の み で あ る

（長谷 川 2003）．ヤ ギ を除 去 し，営巣環境 を安定 させ る

こ とに よ っ て こ の 島 で の 繁 殖 を確 保 す る こ とは，こ の 鳥

の 保護 の た め に重 要 で あ ろ う．魚釣島の 外来鳥類 と して

は ス ズ メ Passer　lnontan ”s （Linnaeus） の 記録 が ある が，

迷 鳥 の 可 能性 もあ る （池原 ・．卜
．
謝名 ］971），

　魚釣島産 の 爬虫類 と して は，こ れ ま で ミ ナ ミ ヤ モ リ

Gekko　hokouensis 　Pope ，ア オ ス ジ トカ ゲ E
’
umeces 　elegans

Boulenger ，ス ベ トカ ゲ の 1種 Scincetla　sp ．，ブ ラ
ー

ミ ニ

メ ク ラ ヘ ビ Ramphetyphloρs　braminus （Daudin），シ ュ ウ

ダ Etaphe 　c α rinata 　carinata （GUnther ），ア カ マ ダ ラ

DinOdon　r”fozonatum　ruft丿zonatum （Cantor）の 6種 が 知 ら

れ て い る （池 原 ・下 謝 名 1971 ；自石 ・荒井 1980 ；Ota 　et

αt．1993）．こ れ らの 爬虫類 の 多くは ，種 や 亜種 の レ ベ ル

で ，南西諦島の うち尖閣諸島に 近 い 宮古
・八 重 山諸島の

もの よ りは，台湾 や 中国大陸に 近縁 で あ る と され て い る

〔0Ia　et 　al．1993；Ota　2000）．な お，淡水 が 乏 しい た め ，

両 生 類 や 淡 水 魚 類 は ま っ た く知 られ て い な い 〔池原 ・ド

胡t名　197 監； ［ゴ石　・荒 井 1980 ）．

　 無脊椎動物 に つ い て は，昆 虫 類 （正 木 1941 ； 高 良

1954；Kimoto　1964；Kimoto ＆ Gressitt　1966；池 原 ・一ド謁寸名

1971 ； Chujo 　l979 ，1980z 池原 ・安部 1980 ； 白石 ・荒井

1980） を は じめ 多くの 種が 知 ら れ て い る ．池原 ・下 謝 名

（197D は多くの 昆虫類，蛛型類，甲殻類 な ど を報告 す

る 中 で ，例 え ば 蛛型 類 で は 5 種が 未記載種 と考 え られ，

9種が 八 重山諸島 一奄美諸島間で ，8種 が 南 西 諸 島 全 域

で の 新記録種 で あ っ た と して い る．．一
方，Chujo （1979，

1980 ） は 甲 虫 の 固 有新種 ，セ ン カ ク ナ ガ キ マ ワ リ

Stron ，g．vtiu ｝n 　Clraii （Chujo） を こ の 島 か ら記 載 し，波 部

｛1979） は尖閣諸島か ら知 ら れ て い る 陸 生 貝 類を 18種 と

し て い る ．こ の う ち，こ の 島を基準産地 とす る 固有種 タ

カ ラ ノ ミ ギ セ ル Zaptyx　takarai （Kuroda ） お よ び黄尾嶼

との 共通種で 尖 閣諸 島固 有種 の ア ツ マ イマ イ Nesiohetix

sotidct　Kurc〕da　et　Emura の 2 種 は，環境庁 （1991 ） に よ り

希 少種 に指 定 され て い る ．Nunomura 〔1983，1984） は魚

釣島の 固 有等脚 類 2種を新種 と して 記載 した．Hasegawa

etal ．〔1993） は，魚釣島産 の ク マ ネ ズ ミ お よ び セ ス ジ ネ

ズ ミ か ら，そ れ ぞ れ 寄 生 性線虫類 9 種お よ び 2 種 を記 載

して お り，そ れ ら は そ の 後他 の 地域 か らは発見 され て い

ない ．さ らに最近 に なっ て ，魚釣島産 の 標本 に 基づ き新

種 セ ン カ ク サ ワ ガ ニ Geothelphusa．shokitai 　Shy　and 　Ng が

記載 され て い る （shy ＆ Ng　l998），仲宗根
・
長浜 （1971）

は 尖閣諸島の うち南小島，北小島，魚釣鳥，黄尾 嶼 の 4

つ の 島嶼か ら，海綿動物門か ら棘皮 動物 門 に至 る 141種

の 潮間帯性無脊椎動物 を報告 して お り，そ の う ち 72 種

が魚釣島で 認 め られ た．

　以 ヒの よ う に 昆虫 を は じめ とす る 無脊椎動物 に は ま

だ 未記載種 が 多 い と考 え ら れ，小 型 哺乳 類 の 調 査 を 行

っ た 白百
・荒 井 （1980）は，「我 々 の 片手 間仕事 の 昆虫

採集 に よ っ て さ え，新種 と新記録種が 続出 した 」 と述

べ て い る．

3，植物相

　魚 釣 島産の 維管束植物 は，103 科 339 種 （新納 ・新城

1980） が 記録 され て お り， 面積の 割 に は植物相が 豊か で

あ る ．新納
・
新城 （1980 ） は 魚釣島の 植 生 図 を作成 し，

こ の 島の 植物群 落 を 17型 に 分類 した．北 斜面 の ほ と ん

ど と南斜而の
一

部が 森林 に 覆 わ れ て お り，高木層 は ビ ロ

ウ Livistona　chinensis （Jaeq．） R ．　Br．　 ex 　Mart ．　 var ．

．yuhglobosa （Hassk．）Bccc，が優 占 して い る．．ヒ述 の よ う

に，最 終 氷 期 に は 大陸 と地 続 きで あ っ た と 考え ら れ て お

り （木崎 1998 ；Ota・2000），その た め か 中国南部 や 台湾 と

関 わ りの 深 い 種 を 多数産する ．植物相の 上 で は琉球列島，

特 に 八 重 山諸 島 に 最 も深 い つ なが りが あ る が，固 有種 や

植 物 地 埋 学．．ヒの 貴重種 も多数生 育 して い る 〔黒岩 1900；

多和 田 ］9S4 ；沖縄県環境保健部自然保護課 1996 ）．固有

89

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Ecological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Eoologioal 　Sooiety 　of 　Japan

横畑泰志

図 2　魚釣 島東端 部．写 真右の 北斜 lf「「に筑状の 裸 地 （＊ ）が 形

　 成 さ れ て い る （1999 年 5 月 6 日撮 影，Yokohala ｛tg99） よ

　 り転載，撮 影は 横匚目嵩嗣 氏 〕．

植 物 に は セ ン カ ク カ ン ア オ イ Heterotr ‘丿pa

．s‘enkakuinsularis （Hatusima）F．　Maek ．，セ ン カ クオ トギ

リHr ’peric
’
um 　senkakttinsbllare 　Hatusima ，セ ン カ クハ マ サ

ジ Limoni“m 　senkaktten 、ce　Yamazaki の 3 種，セ ン カ ク ッ ッ

ジ Rhododendron　simsii 　Planch．　var ．　 lawadae 　Hatusimaな

どの 2変種 が あ り，その 他 に キ ク科 と ラ ン 科 に 未記載 の

固 有変 種 が 発 見 され て い る ．国内で は 魚釣島に の み 産す

る植物 に は 3種 お よ び 3変種 が あ る．魚釣島が 分布 の 北

限 と な っ て い る 植物は 3変種知 られ て い る，こ の よ うに

魚釣 島 は植物 地 理 学一ヒ極 め て 重 要 な 島で あ る ．ヒに 希少な

植 物 も多く，沖縄 県版 レ ッ ドデ
ータ ブ ッ ク 　〔沖縄県環境

保健部自然保護 課 1996）で は，絶 滅 危 惧 種 9種，危急

種．21 種，希 少 種 4 種が 魚 釣 島 に 産 す る こ とが 記 録 さ れ

て い る．

　魚 釣島 の 外来植物 と し て ハ マ ダ イ コ ン Rap ／1CtilttS

sativus 　L 　var ．　hortensis　Backer　f．　raphanistroides 　Makino，
ハ ル ノ ノ ゲ シ Sonchus 　oleraceus 　Linnaeus な ど の 4 種が 知

られ て い る （新納 ほ か 1971）．

　以 上 の よ うに ，魚釣島の 生 物相 に は 固 有 の 種 や 変種，

生 物地 理 学上 重 要 な種 が 多数存在 し，そ れ らの 多 くは 環

境省 や 沖縄県の レ ッ ドデ
ー

タ ブ ッ ク 〔沖縄県環境保健部

自然 保 護 課 1996；環 境 省 2〔｝02a．b〕 に お い て 保 護の 必 要

性 の 高 い 生 物 と され て い る ，ま た，2．で 述 べ た よ う に未

記載 の 種が 多く存在す る で あろ う，魚釣島の 生物相の 価

値 と調 査 お よび 保全 の 必要性 は極 め て 高 い と考 え られ，

と りわ け ヤ ギ の 影響 が 強 く懸 念 され る現 状 で は，保 全 と

そ の た め の 調 査 は 緊急 の 課題 で あ る．

魚釣島へ の ヤ ギ の 導入 に 関する経緯

　　　 お よび現状把握の 試み

1，魚釣島の ヤ ギ 問題 の 発生とその 後 の 経緯

　 魚 釣 島に ヤ ギ が 持 ち込 まれ た の は 1978 年で ，日本 の

民 間 政 治 団 体 に よ っ て 雌雄各 1頭が 与那国島か ら持 ち込

まれ，故意に放 逐 され た．そ の 目的は，同時 に 行わ れ た

「灯台」 と称 され る建造 物 の 設 置 と と もに，「領有権の 主

張 の た め の 既 成事 実 づ く り」 と され て い る （1993年 6 月

3 日句中 日新聞）．翌 年 の 1979年 に は，沖縄 開発 庁 の 主

導 に よ る ヒ陸調査 が行 わ れ ，雌 雄 の 成 獣 と2 頭 の 幼 獣，

計 4 頭 の ヤ ギ が 目 撃 さ れ て い る （池 原 ・安 部 1980； 白

石 ・荒井 1980），こ の 調査 にお い て，島の 植生 は 明 らか

に ヤ ギ の 影響 を受けて い た．新納 ・新城 （1980）は，こ

れ らの ヤ ギ が 24種 の 植物 を食害 して い る こ と を 報 告 し

て い る．1991年 に 行わ れ た 現時点 で 最 も新 しい E陸 調

査 で は，ビロ ウ，ア ダ ン Pandanus 　odoratissimus 　Lf．など

を採食 して い る こ と が確認 され て い る （横 田 1998 ）．魚

釣島の 西北部 に は 古賀氏 らが 船着場 に す る ため に設けた

堀 割 が 存在 し，そ の 付近 に は か つ て 缶詰工 場 を建設す る

た め に森林を伐採 した跡 に ハ チ ジ ョ ウ ス ス キ Miscanthus

sinensis 　Anderss ．　var ．　condensatus 　Makino の 群 落が 発達 し

て い るの が 確認 され て い たが （新納 ・
新城 1980），こ の

群落や 海岸植生 は ヤ ギ の 集 中 的 な採食を受 け て 1991年

に は ほ とん ど見 ら れ ず，裸 地 が 広 が っ て い た．ヤ ギ は 主

と して 海岸 に 近い 場所 で 活動 して お り，島 に存在す る

様 々 な植生 の うち で は，海岸風衝植牛 な どへ の 影響 が 最

も心 配 され て い る ，こ の 調査 で は 洋上 か ら 島の 南斜 面 だ

けで 約 300 頭 の ヤ ギ が 目撃 さ れ て い る が （横 田 1998），

こ の 頭数 は採食の た め北斜面 の 森林 か ら出て きた個体 を

数 え た もの で ，実 際 に は北 斜 面 に さ らに 他 の 個体 が い た

可 能 姓 が 高 い ．そ の 後 も付近 を航行 す る漁船 か ら，漁民

が 数十頭 の ヤ ギ を繰 り返 し目撃 して い る．1999年 5 月 6

円 に は 朝 日新 聞社 の 航 空機 に よ る 魚釣 島上 空 か らの 現 地

取材が 実現 し，著者 もそ れ に 同行 し た ．小型 ジ ェ ッ ト機

で 魚釣島周辺 の 120m 一ヒ空 を24 分間に わ た り旋回 し，

目視 に よる 観察 を行 っ た．採食 中 と思 わ れ る 5 頭 が カ メ

ラ マ ン に よ っ て 確 認 され，島 の 各所 で 海 岸 部 の 植 生 の 後

退 や，ビロ ウ 林 の 林縁植生 の 消 滅 ， 新 た な裸 地 の 形 成

（図 2） な どが 確認 され た （Yokohata 　l999 ；横畑
・
横 田

2000），

2．リモ
ートセ ン シ ン グ によ る魚 釣島の 現状把握の 試み

　領 有権 に関 す る問 題 の 存在か ら，こ の 島へ の 上 陸 は 極
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図 3　1SO デ ータ 法 に よ る 魚釣島 の ICONOS 衛星 デ
ー

タの 分 析 画 像．

　 裸 地 （Yok 〔＞hattt　et　al．（2003）の カ ラ
ー

図を改変）．
a，b，　 c は ヤ ギ の 攷逐 後新 た に 形成 され た典 型的な パ ッ チ 状 の

め て 困 難 と な っ て い る ．そ こ で ，Yokohata 　L・t　ai．〔2003）

は 航空 写 真 や 従来か ら ある ラ ン ドサ ッ ト衛星 の 画像 に 加

え て ，高 解 像 度 人 工 衛 星 の 1 つ で あ る イ コ ノ ス

（IKONOS ） め画 像 を用 い ，魚釣島 の 現 状 の 把 握 を 試 み

た．こ の 衛泉に よ る 画像 で は
．
約 80cm 離れ た 2点 が識別

で き，航空写真 に か な り近 い 精度 の 画像を得 る こ とが で

き る，魚釣島の イ コ ノ ス 画 像 は 2000 年 5 月 に 撮 影 さ れ，

雲量 o ％ の 鮮明 な画像 が 得 られ た．画像 は Iso デ ータ 法

に よ っ て 分析 され，魚釣島の 地表は 4つ の パ タ
ー

ン に分

類 さ れ た 〔図 3）．そ れ に よ る と，魚釣島 の 全面積 の

12．37 ％ で 裸地 化 が 進 行 して お り，そ の 主な 原 因は ヤ ギ

の 影響 と考え ら れ る （図 3 の 白色部）．その 場所 は 崖の

上 の 土 壌条件 の 安定 しな い 場所 （図 3の a お よ び b）や

傾 斜 の 急 な部 分 （図 3の c ；図 2 の 裸 地 に 相 当 ） に あ た

り，お そ ら く台風 な ど の 影響 で 樹木が 倒れ た 後，草や 幼

木が ヤ ギ に 採食 され て で きた もの で あ ろ う，イ コ ノ ス の

実 用 化 以 前 か ら繰 り返 し撮 影 され て い る ラ ン ドサ ッ トの

衛星 画 像 で は，こ れ らの 変 化 は 1980年代 に は 認 め ら れ

な い が，1993年 に 撮影され た 映像 で は 確 認 す る こ と が

で き る．図 3 の 黒 色 部 は隆 起サ ン ゴ 礁 に よ る海岸部 の 石

灰 岩 が 露 出 した 場所 で あ り，島の 全面積 の t．22 ％ を 占

め て い た．石 灰 岩の 露 汁
1
「は 表面に 発 達 し て い た 隆起 サ ン

ゴ 礁 性 植物群落が ヤ ギ の 影響 で 衰退 し，表土 の 流亡 が起

こ っ た ため と考えられ る 〔Yokohata 　et 　at ．2003 ）．新納
・

新城 （］980 ）の 植生 図 に 示 さ れ た こ の 群落 の 分布 の ほ と

ん ど全域 に こ の 露出が 及ん で い る こ とか ら，こ の 群落は

既 に 壊滅的な 影響 を受けて い る可能性 が 高い ．図 3 の 濃

灰色部 は 海岸 な ど の 露 出 した岩礁 で ，ヤ ギ の 影響 とは 無

関係 で あ る （Yokohata　et　ai．2003）．こ の よ うに，衛 星 山

像 技 術 の 進 歩 に よ っ て か な りの 情報を得る こ とが で きる

よ うに な っ て は い る が ，図 3 の うち海岸部 を 除 く島の 大

部分 を 占め る 薄灰 色 の 部分 は ビ ロ ウ な どの 樹
．
冠 に 覆 わ れ

た森林 で あ り，そ の 地 表 の 状 況 を こ の 方 法 で 直接 知 る こ

と は で きな い ．ヤ ギ が 島の 生 態系に 与 え て い る 影響の 詳
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横畑泰志

細や ，多くの 生 物 の 現在 の 生息状況を知 る た め に は，や

は り L陸調査 を行 う必要が ある ．

魚釣 島の 野生化ヤ ギ問題 へ の 取 り組み

　領有権 問題 の よ うな困 難 な条件 はあ る もの の ，こ の 問

題 は 生 物 多様性 の 保全 を 目指す多くの 人 々 に と っ て
， 決

して座視 で きる もの で は ない ．しか しご く最近まで ，こ

の 問題 に積極的 に対 処 しよ うとす る研究者や 団体 は 著者

とそ の 関係 者 を除 くと ほ とん ど存在 しなか っ た．しか し，

2002 −2003年 に は 日本生 態学 会 を含 む 3 つ の 学会が こ の

問題 に 関す る 要望書を次 々 と政 府 や 自治体 に 提 出 す る な

ど
，

ご く最近 に な っ て 多くの 関係者が こ の 問題 に大 きな

関心 を持ちつ つ ある．正999 年 頃 まで の 著者 ら の 活動 は

Yokohata 　 O999）お よび横畑 ・横 田 （2000）で 紹介 して

い る の で
，
こ こ で は 上 記 の 要望書 の 決議 と提 出 を 中心 に，

主 と して 2000年以降の もの を順 に紹介す る．

1．学会 関 連 集会 な ど に お け る 活動

　2000年以 降，著者 は 国内の 2 つ の 学会で こ の 問 題 に関

す る 自由集会 を行 っ た，日本哺乳類学会 2001 年度大会

で は 「増 補食虫 類の 自然史番外編，尖閣諸島の 生 物相 と

そ の 保護」 を 川田伸
一
郎氏 （名占屋大学大学院生命農学

研究 科動物管理 学研究室） と共同で 開催 した．その 題目

と講 演 者 は次 の 通 りで あ っ た．
・「尖 閣諸 島の 植物相」横田 昌嗣 （琉球大学理学部）

・「尖 閣諸 島の 爬 虫 類 ：
’‘
大 陸 の か け ら

”
の H．で の 隔離

　 と 分 化 」 太 田 英 利 （琉 球 大 学 熱 帯 生 物 圏研 究 セ ン タ

　
ー
）

　「魚釣島の 哺乳 類相と高解 像度人 工 衛 康 イ コ ノ ス に よ

　 る 植生 の 現 状 分 析 」横 畑 泰 志 （富 山大 学 教 育 学 部 ）

　野 生 生 物保護学会 2001 ．年大会で は 以 下 の 3題 か ら な

　 る 「領有権問 題 と野 生生物保護」を開催 した，
・「北 方四 島の 場 合」大泰司 紀 之 （北 海 道 大 学 大 学 院 獣

　医学研究科）　　　　　　　　　　　　　
‘

・「竹島の 場合」伊藤徹魯 （北太平洋鰭脚類研究所）

・「尖 閣諸 島の 場合」横畑泰志 （富山大学教育学部）

2．国 会議員か らの 日本政府に 対す る質問 趣意書の 提 出

　著者 は衆議院議員原 ロ
ー』
博氏の 要請 に よ り，2001 年 1

月 17 日，同氏 と魚釣島の 野生 化 ヤ ギ 問題 に 関 して 面 談

の 機 会 を 持 つ こ と が で き た．さ ら に そ の 際 の 依 頼 に よ っ

て ，同年 3 月 】口 に 民主 党環境
・
農水部門会議 に お い て

10 名 ほ ど の 国 会 議 員 に 対 して こ の 問 題 に つ い て の 講 演

を行 うこ とが で きた，議員 らの 意見 は，おおむ ね こ の 問

題 へ の 対処 は極 め て 難 しい とい うもの で あっ た が ，こ れ

が 契 機 と な っ て 日 本政 府 に 質問書が 提出 さ れ た （横畑

2002）．付記 に そ の 内容 と，それ に 対す る 政府 か ら の 答

弁書を掲載す る，こ の 答弁 の 後半部分は 領有権 問題 そ の

もの を無 視 した極 め て 消 極 的 な 内 容 と も埋 解 さ れ る が ，

実際 に は従 来 か ら 凵本政 府 は尖閣諸島を と りま く3 国間

の 領有権 の 認 識 の 相 違 の 問 題 を，北方 四 島や 竹島で 生 じ

て い る 「領 有権 問題 」 と は質的 に 異 な っ た もの と捉 え て

い る．例えば 1996年度 の 高校 地 埋 の 教科書検定 で は，

「日本 の 場合，北方領 i二 （歯舞諸 島，色丹
・
国後

・
択捉

の 島々 ）問 題，竹島問 題，尖 閣 諸 島 問 題 をか か え て い る」

とい う記述 に対 して，「我 が 国 の 領 土 問題 につ い て 学習

す る 地理 に おい て は ，尖閣諸島問題 を北 方領土 問題 及 び

竹島問題 と同列 に 扱 う こ と は 不 適 当 で あ るの で 記述 を工

夫 して い た だ きた い 」 とい う検定意 見 が つ き，「目本 の

場合北 方領土 （巾略）や竹島の 領土問題 が ある．そ の 他，

尖 閣諸 島に み られ る よ うな 日本へ の 領海侵犯 な ど の 問題

が あ る」 とい う記述 に 改め られ た こ とがある （文部科学

省 ホーム ペ ージ 「平成 8年度教科書検定の 概要」，hLtp：〃

www ．mext ．go．jpfo＿menu ！houdou109108／970801．htm］），

3．学会 での 要 請文の 決議

　著者 は 1998年 に開 催 さ れ た 第45 回 日 本 生 態 学 会 大会

の 際 に，こ の 閲 題 に つ い て 自然 保護専門委員 会 に 要請文

の 決議 を要請 した ，社会的情勢を勘案 して 決 議 は 見 送 ら

れ た が，委員会内に こ の 問題 に 関す る 作業部会が 設 け ら

れ た．そ の 後，担当委員が 環境庁自然保護局 （現，環 境

省 自然環境局）に 説明に 訪れ て い る が ， 庁側 の 担当者か

らは，国際情勢な ど を考慮する と現状 で の 対策は 難 しい

との こ とで あ っ た．

　 1・1本哺乳類学会 は 1998 年 に 「移 入 哺乳類 へ の 緊急対

策に 関 す る大 会 決議 」 を 決議 し，多 くの 外来11甫乳類 の う

ち で ヤ ギ を含 む 3種 が特 に 日本 の 自然 環境 に 及ぼす 影 響

が 大 きい と して ，そ の 対策を環境庁 （当 時）な ど 政 府機

関お よ び 関係自治体 に 申 し入 れ た．魚釣 島の ヤ ギ の 問 題

に つ い て は 沖縄 県 に 申 し入 れ た が ，当時 の 担 当者 か ら は

領 土 問題 の た め対 策 を 講 じる こ とが で きな い と され て い

る （日本 哺 乳 類 学 会 哺乳 類 保 護管 理 専 門委 員 会 】999），

同学会 は 2002 年度大会 にお い て 「尖閣 諸島魚釣島 の 野

牛 化 ヤ ギ の 対策を求 め る 要望 書」 を決議 し，環境省，外

務 省，沖 縄 県 お よ び石 垣 市に 提 出 した．さ らに ，日本牛

態学会 も2003 年 3 月の 第 50 回 大会 に お い て 「尖閣諸島

魚 釣 島の 野 生 化 ヤ ギ の 排 除 を求 め る 要 望 書 」 を決 議 し，
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尖閣 諸島魚釣島の 野生化 ヤ ギ問題 と要望書

上 記 の 4 ケ所 に 提出した．こ れ に 続 い て ，沖縄 生 物学 会

も同 年 5 月 24 日の 大会 の 場 で 「魚釣島の 野 生 化 ヤ ギ の

対策 を求め る 要 望 書」 を決議 し，環 境 省 な ど 上 記 の 4 ケ

所 に加 えて ，沖縄及 び北方対策担 当大 臣 お よ び 防衛施 設

庁 に提 出 す る予定で あ る．日本哺乳類学会の 要望書は 和

文 誌 「哺 乳 類 科 学 」 第 42 巻 第 2 号 181 − 182 ペ ージ

（2002 年） に 掲載 さ れ て お り，日本生 態学会お よ び 沖縄

生 物学会 の 要 望書
．
は 「H 木生態学会誌」第 53巻第 2 号

（2003 年 ） お よ び 「沖 縄 生 物研 究」第 42 巻 （2004 年）

に 掲載 され る 予定 で ある ．

　 こ れ らの 要望書 に対 して 環境省自然環境局野生 生 物課

の 担 当者 は ，卜述 の 質問趣意書 に 対す る 政 府か らの 回答

と 同様 に ，尖 閣諸島が 日 本国の 領土 で あ る こ と は疑 い の

な い 事．実 で ある と した．そ して ，日 本国内の 研究 者 な ど

が 国 内外 の 関係者の 反応 に 慎重 に 配慮 しつ つ ，地 権者 の

許 1】∫の もとに 上 陸調査 を行 う こ と に は基 本 的 に 問 題 が な

い と思わ れ る が，政府機関が 直接調査 な ど を行 うこ と は，

領有権 をめ ぐっ て 対 IZ して きた関 係 国 の 反応を考慮する

と難 しい で あ ろ う と述 べ て い る．　
・
方 ，外 務 省 ア ジ ア 大

洋州局中国課の 担当者か ら は，こ の 問 題 に は い くつ か の

政 府関係機関が 関 与 して い る の で，外務省だ けで 何 らか

の 見 解 をの べ る こ と は で きな い と され た ．

　沖縄 県お よ び石 垣 市 は ，い ず れ もこ れ らの 要望書 に 対

して，問 題 の 重要性を認識 し，今後も関係各方面 との 連

絡 を密 に して ゆ きた い と答 え て い る ，特 に 生 態学会か ら

沖 縄 県へ の 提出に お い て は
， 生物多様性条約加盟国 と し

て の 政府や 関連行政機関の 国際的 な責任，［9一界遺 産 の 候

補 とな っ て い る 状況下 で の 沖縄県の 責任 な ど に つ い て の

説明が 行 わ れ て い る ．

　 日本哺乳類学会の 姜望 書の 決議 後，転 売 を防 止 す る た

め に 魚釣島が 日本 政府に よ っ て 地 権者か ら借 り上げ られ

て い る こ とが新聞報道 に よ っ て 明 ら か に な っ た．そ の 実

務 を行 うの は総 務省な の で，日本生態学会か らの 要望書

の 提 出先 に は 当初総務省を含め て い た，しか し，国内の

研 究 者 の み に よ る 上 陸 調 査 に は ，関 係国 に よ っ て 日本 の

卞権 を主張する 行為 と理解され か ねない 懸念が あ り，総

務省の 関係者に よ る と，そ の 実施 の 可否 に つ い て 判断を

行 うの は 内閣官房 で あ る ため
， 総務省 と して は対 応 で き

な い との こ とで あ っ た．そ の ため 著者 は総 務省 へ の 提 出

を断 念 して 内 閣 官房 に対 応を依頼 したが，内閣官房 か ら

は 学 会な ど 国 民 か ら の 意見 を受 けつ け る に は 関係省庁 を

介 さな け れ ば な ら ない と して 拒 絶 さ れ た．そ こ で 著 者 は

環境 省 に 内 閣 官房へ の 連 絡 を依頼 して お り，そ の 結 果 が

注 日 され る，

結　び

　こ の 問 題 に 対 し て 多 くの 研究 者 は，［魚釣 島の 自然 の

価値 は 全 人 類共 有 の もの で あ るか ら，そ の 保 全 は 特定 国

間の 利害関係 よ り上 位 の 課題 で あ り，領有権 問題 に よ っ

て 対策 が 実行で きな い こ とが あ っ て は ならない ．」 と 考

え るで あ ろ う．私 も比 較 的最 近 まで こ の 1ン：場 か ら，こ の

問題 の 角lf決 に は関 係 各国 の 連携，また は そ の 枠組 み を 越

え た幅広 い 国際 間協力が 有効 で あろ うと考え て い た．具

体 的 に は ，複 数 国 に よ る 共同上 陸調 査 や 岡際自然保 讓i機

関 に よ る ヤ ギ の 除去な どで ある ．しか しその 手順 を探 る

こ とは 容易 で は なく，例 え ば 日本 の 耕 究 者が 中 国 や 台湾

の 研 究者 と魚釣島に 上 陸 し よ うと して も，日本 政 府が そ

れ ら 2国 の 研究者 に ビザ を発行す る こ とは恐 ら くあ り得

ない ．「日本」 を他の 2 国に 置 き換 え て も同様 で あ ろ う．

　現 状で 私達 が 取 り得 る 恐 ら く唯
一

の 選 択 肢 は，「尖 閣

諸島は 聞違い なく日木の 領土 で あ るか ら，国内 の 研 究 者

が上 陸調査 な ど を行 うの は基 本 的 に可 能 で あ る，」とす

る 政 府の 見解 に 従い ，日 本国の 主張の 枠内で ，国 内の 関

係者の み の 手で 活動 を展開す る こ とで あ る．こ の 問 題 の

発端 と な っ たヤ ギ の 放逐 そ の もの が 日本 人 の 民 族的な主

張 に 基 づ くもの で あ っ た だけ に，正 直な とこ ろ ，こ の よ

うな視点の 転換 に は 若干の た め ら い を感 じ て もい る ．

　と は い え，す で に上 陸調 査 の 実施 に 向けて の 動 きは 始

ま っ て い る し，また そ うで な くて は な らない ．外来種 に

関 して 日本各地 で 起 きて い る 幾 多の 問題 の 中 で も，魚釣

島の ヤ ギ 問 題 は 最 も餠決 の 難 しい もの の ひ と つ で あろ

う．しか しそ うで ある だ けに，私 は こ の 問題 が仮 に 解決

で きた 場 合，そ の 波 及効 果 は 非常 に 大 きな もの と期待 し

て い る，現在 日本国内 に 野生 化 した ヤ ギ の い る 島嶼 は，

完全排除に 成功 した小笠原諸島の 南島，媒島，嫁 島以 外

に 少 な くと も 21 を 数 え る に 至 っ て い る （子安 2000 ）。

魚釣島の 固有種 や 自然環境金 般の 保全 の た め だ けで は な

く，それ らの 島々 の 生 態系の 保全 や，他の 外来種問 題 の

解決 の た め に も，私達 が 魚 釣 島の ヤ ギ 問 題 へ の 取 り組 み

を投げ出す こ とは で き な い ．Yokohata （1999）の 末尾 の

一
文 を再 録 す る．“We 　may 　n｛〕t　have　adequate 　time　to　reach

our 　goai，　but　noeffort 　willbring 　I1〔｝ results ．”
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．
志

直接 関 係 す る方 々 を挙げ させ て い た だ く．

　増沢 武｝A委員長，村 上 興 正 副委肖 長，立 川賢
一

卓＋事 を

は じめ とする 日本生態学会自然ih護 曽門委員 会委員お よ

び 同 委員会外未種検討作業部会 の カ々 には 決峨 に 至 る ま

で の 段階で ご 協力をい た だい た．要 望 書の 提出 にあ た っ

て は，鴛谷い つ み 氏，ア フ タ
ー

ケ ア 委員 を引 き受け て い

た だ い た村一ヒ興 止 ，矢原 徹
一一・
，伊澤 雅 子，横 出 昌嗣，太

ra　） 利 の 各氏，お よ び学会争務局 に も大 変 お 19一話 に な っ

た．要一5書の 虻出 に 対応 して くだ さ っ た環境省，外務 省，

沖 縄 県，石 垣 市 の 方 々 を含 め て
，

こ れ ら の V氏 に 深 くお

礼 申 し上 け る，

　 ま た，本稿 の 執筆 の 機会 を与 え て い た だ い た松 田裕之

委 員長 を は じめ とす る 「保全 牛 ご学研究」編集委員会の

七様 に も感謝す る次第で あ る．
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付 記．尖 閣諸 島魚 釣 島の 野 生 化 ヤ ギ 問題 に 関 す る 質問主

　　　意書 お よび そ れ に対す る政 府 の 答弁書

1．質 問 趣意書 （2001 年 3 月 1 日 提 出 　 質問 第 π 六 号

　 提出者 ：川内槫史衆議院議員）

　尖閣諸島魚釣島に お い て ，そ の 領有権 を主 張す る 日本

の 民間政 治団体が ，
一・

九
．
ヒ八 年 に 故意 に 放逐 したヤ ギが

増殖 し，現在で は 数百頭 に も及ぶ まで に増 加 して い る ．

その 影響 は，植物の 喪 失 に よ る 陸．ヒ生 態系 の 崩壊か ら，

さ ら に は流 出 した土 砂 に よ る付 近 近海の 汚染 に まで 及ぶ

もの で あ り，今後，現在の 状 況 が 続 け ば，尖 閣諸島の 貴

重 な 自然 は著 し く破壊 され，島に生 息す る 動植物 は遠 か

らず 絶 滅 を免 れ ない と考えら れ，その 対策 は急 を要す る

と こ ろ で あ る．

　従 っ て，次の 事項 に つ い て 質問す る ．
一，魚釣島に お ける ヤ ギ の 異常繁殖 に よ り，生態系が破

　　壊 さ れ
， ある い は大量 の ⊥ 砂流 出 が 起 きて い る とい

　　 う こ と を政府 は把握 して い る の か．

右 の 事実 を認識 して い れ ば，東京都が
・
九 九

．
ヒ年か

ら小笠原 で 行 っ て い る ヤ ギ の 大 が か りな 除去 事 業 の

よ うに ，魚釣島に お い て も，生 態系 を守 る た め に，

ヤ ギ の 除去 を実施 すべ き と考え られ る が，こ れ に対

す る 見解 を 明 らか に せ よ．

尖閣諦島は，わ が 国固有 の 領．七で あ る が，そ の 実 効

的 な支配 を担 保 す る た め に も，本 件 につ い て は 前向

きな取 組 み を 要 す る と 考 え る が，こ れ に対 す る 見 解

を 明 らか にせ よ．右質問 す る．

2．1，に 対 す る 政 府 か らの 答弁 書

一・
及 び 二 に つ い て

　尖 閣 譖島魚釣島に お け るや ぎの 生息状況及 びそ の 影響

を具 体 的 に 把握 して お ら ず，当該や ぎの 除 去の 装 否 に つ

い て 判断で きる 状況 に ない ，

三 に つ い て

　尖閣諸島が 我が 国固 有の 領土 で あ る こ と は，歴 史的 に

も国際 法上 も疑 い の な い と こ ろ で あ り，現 に 我が 国は こ

れ を実効的 に．攴配 して い る．我が 国 と して は，尖閣諸島

を 巡 り他の 国 との 間で 解決す べ き領有権の 問題 は そ も そ

も存 在 して い な い と 考 えて お り，尖 閣 譖 島 の 実 効 的 な 攴

配を担保する こ と を目的 と して，や ぎの 除 去等 の 措置を

講 ず る こ とが 必 要で あ る と は考 え て い な い ，
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横畑泰志

ヤ ギ Capra 　htrcusに よ っ て 大 き な影響 を受 けた小 笠原諸 島聟島 の

植生 〔撮影 ：冨 LLI清升氏 〕．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 tt灘

難蠡戀鶸 鑿蠡蠡撚 tt ，＿鑼 靉購 蠶 鏤蠡

魚釣 島で 明 治年間 に 森林 の 伐採 に よ っ て で きた草 原が 野生 化 ヤ ギ

の 食 害 に よ り裸 地 化 した 部 分 （写 真 ．L で 白 っ ぼ く見 え て い る．
Yukohata 　1998；撮 影 　横 山 昌 層貢亅氏 ）．こ れ ら 2枚 の カ ラ

ー
写 真 が，

横 畑 の Eng ］ish ウ J．ブ サ イ ト http ：〃 yokohata ．edu ．toyama −

u ．ac ．jptAPPEAL．html に て 閲覧 で きる，本号横 畑 論 文参照．
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