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掲載記事 

1 年次大会最終案内 
12 小林繁男氏を悼む 

 事務局通信  
 

第 33 回 日本熱帯生態学会年次大会案内（ハイブリッド） 
 

学会会長: 神崎 護 

大会実行委員長: 市川昌広 

大会実行委員会: 田中壮太，米田令仁，市栄智明 

主催: 日本熱帯生態学会 

連携: 東南アジア学会，日本アフリカ学会，日本サンゴ礁学会， 

日本タイ学会，日本泥炭地学会，日本熱帯農業学会， 

日本マングローブ学会，日本島嶼学会 

日時: 

2023 年 6 月 23 日（金） 編集委員会，評議会 

6 月 24 日（土） 口頭・ポスター発表， 

       総会，吉良賞授賞式・講演，懇親会 

6 月 25 日（日） 口頭・ポスター発表，サテライト企画， 

       公開シンポジウム 

 

会場: オーテピア（高知県高知市追手筋 2-1-1) 

 

開催方法: 本大会はハイブリッドで開催予定です．口頭発表は，ハイブリ

ッドを予定しています．ポスター発表はオンライン開催のみで

す．ただし，学会会場にポスター掲示スペースを設けますので，

ポスターを持参した方は掲示していただくことができます． 

締切期日: 発表登録は締め切りました． 

 オンライン参加登録・参加費納入締切： 2023年6月16日（金） 

 対面参加登録・参加費納入締切： 2023 年 6 月 23 日（金） 

大会参加費（対面・オンライン共通）: 一般 7,500 円／学生 3,500 円 

懇親会費（対面）: 一般 7,500 円／学生 3,500 円 

公開シンポジウム・サテライト企画: 無料（サテライト企画は大会とは別に

事前登録が必要です．詳細は大会ウェブサイトをご覧ください） 

大会事務局: 〒783-8502 高知県南国市物部乙 200 

高知大学農林海洋科学部内 JASTE33 実行委員会 

Email: jaste33kochi@gmail.com  

TEL: 088-864-5149（市栄 智明） 

 

大会ウェブサイト: https://sites.google.com/view/jaste33/  

 

「JASTE33 終案内」 

【1 ページ】 

 

「小林繁男氏を悼む」 

【12 ページ】 
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郵便局から郵便為替による送金:  

口座番号: 00750-5-12412    口座名: 日本熱帯生態学会 

口座名（カナ）: ニホンネッタイセイタイガクカイ 

※郵便局で青色の払込取扱票を使用して下さい.  

 

銀行からの振込みによる送金: 

   銀行名: ゆうちょ銀行 

   店名: 〇七九店（079）    口座種類: 当座    口座番号: 0012412 

口座名（カナ）: ニホンネッタイセイタイガクカイ ※ 銀行送金の場合には，必ず振込時にメールで振り込

み者氏名を大会事務局（jaste33kochi@gmail.com）に連絡してください．メールの件名は「JASTE33 送金」

としてください．メール送付に困難のある方は実行委員会までご相談ください. 

 

口頭発表・ポスター発表について 

詳細については，大会サイト（https://sites.google.com/view/jaste33/）をご覧ください． 

 

優秀発表賞 

優秀発表賞にエントリーされた発表については，匿名の選考委員が審査にあたり，大会終了後に授賞者本

人（原則として筆頭著者）宛に通知し，学会ウェブサイトとニューズレターで発表します．授賞者には賞状が授

与されます． 

 

託児支援: 

本大会では，託児利用のサポートを，対象者が利用した託児料金の一部負担というかたちで行います．補

助の対象は，大会会場周辺だけでなく，利用者の自宅周辺（シッター利用や保育園の一時保育，ファミリー

サポート利用等）でも広く認めます．希望される方は，以下の手順にしたがって申込手続をしてください． 

＊施設の都合上，会場託児ならびにファミリー休憩室の設置はありません．ご了承ください． 

■対象日時・対象者 

2023 年 6 月 24 日（土）と 2023 年 6 月 25 日（日） 

＊補助の対象となるのは，大会プログラムの開催時間内の託児利用に限ります． 

大会参加登録をしている JASTE 会員のみが対象です．連携学会・他学会からの大会参加者は対象外とさ

せていただきます．ご了承ください．発表の有無は問いません．対面／オンラインは問いません． 

■託児補助額 

お子さん 1 名につき，上限 5,000 円/日を補助します． 

ただし，会員 1 人の上限額を 15,000 円/日とします． 

補助金は，JASTE 所定の書式を提出のうえで，利用者の口座に大会後，振り込みます． 

申込数が想定を超えた場合は補助額が減額となる可能性があります．ご了承ください． 

■申込方法 

ご利用を希望される方は，参加申込フォームとは別途，利用日（大会当日でも可）までに大会事務局・託児

担当（四方：shikata.kagari.3s[at]kyoto-u.ac.jp（[at]を@に変えてください））にメールでご連絡・ご相談くださ

い．メールの件名は「JASTE33 託児補助希望（利用者氏名）」とし，利用日とお子さんの人数を明記してくだ

さい．お申込いただいた方には，大会事務局・託児担当から折り返しメールにてご連絡し，手続きの詳細に

ついてご説明します．  

■託児補助に関する連絡先 

大会事務局・託児担当 四方：shikata.kagari.3s[at]kyoto-u.ac.jp 
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The 33rd Annual Meeting of the Japan Society of Tropical Ecology (JASTE33 Conference) 

 

President of JASTE: KANZAKI Mamoru 

Chairperson of Executive Committee: ICHIKAWA Masahiro 

Members of Executive Committee: TANAKA Sota, YONEDA Reiji, ICHIE Tomoaki 

 

Host: Japan Society of Tropical Ecology (JASTE) 

Collaboration with: Japan Society for Southeast Asian Studies, Japan Association for African Studies, Japanese 

Coral Reef Society, Japanese Society for Thai Studies, Japan Peatland Society, Japanese 

Society for Tropical Agriculture, Japan Society for Mangroves, Japan Soceity of Island Studies 

 

Schedule: June 23 (Fri) 2023, Editorial Board Meeting, Council Meeting 

June 24 (Sat) 2023, Oral Session, Poster Presentation, General Meeting,  

Kira Award Ceremony & Lecture, Banquet 

June 25 (Sun) 2023, Oral Session, Satellite Program, Public Symposium 

 

Participation Fee: 

Registration Fee for on-site and on-line attendees: Ordinary 7,500 yen; Student 3,500 yen. 

On-site Banquet Fee: Ordinary 7,500 yen; Student 3,500 yen 

Public Symposium: free (for both members and non-members) 

Satelite Event: free (pre-registration is required) 

 

Venue: OTEPIA 

2-1-1 Otesuji, Kochi 780-0842, Japan 

Otepia is located in the center of Kochi City,facing Otesuji. 

 

Web Site: https://sites.google.com/view/jaste33/  

 

Executive Committee:  

JASTE33 Executive Committee, Faculty of Agriculture and Marine Science, Kochi University  

B200 Monobe, Nankoku 783-8502, Japan.  

E-mail: jaste33kochi@gmail.com Phone: +81-88-864-5149 (T. Ichie) 

 

About JASTE33:  

JASTE33 is planned to as a hybrid event. Oral presentation is planned to be hybrid. Poster presentation is only 

online. You can also pin a poster at the designated space on the site, if you bring it there. Poster presentation will 

be on Dropbox. If you are not Dropbox user, please create a free account in advance.  

Create a Dropbox account: https://www.dropbox.com/ 

Symposium is in Japanese. 

 

Due date:  

Submission of abstract: May 26, 2023 

Registration and payment of on-line attendees: 16 June (Fri) 2023. 

Registration and payment of on-site attendees: 23 June (Fri) 2023. 

 

  



日本熱帯生態学会ニューズレター No. 131 (2023) 

 

 
- 4 - 

Remittance of Participation Fee 

Postal transfer 

Account Number：00750-5-12412 

• Account Name (Katakana)：ニホンネッタイセイタイガッカイ 

• Account Name (Kanji)：日本熱帯生態学会 

* Please use BLUE remittance slip (Denshin Haraikomi Seikyusyo: A4 paper) at Post office. 

 

Bank transfer 

• Bank name: ゆうちょ銀行 

• Branch name: 〇七九 店（079）  

• Type of account: 当座  

• Account #: 0012412 

• Account name (Katakana): ニホンネッタイセイタイガクカイ 

* Please mail to JASTE33 Executive Committee (jaste33kochi@gmail.com) which has the title "JASTE33 Bank 

transfer" and your name in the body. If you have any questions, please contact JASTE33 Executive Committee. 

 

Paypal 

PayPal is available for remittance from overseas. For detail, please contact the JASTE33 treasurer (kosaka [at] 

asafas.kyoto-u.ac.jp). (Please replace [at] with @ when you contact.) 

 

Presentation Guidelines 

Please visit the web-site (https://sites.google.com/view/jaste33/) for the detail.  

 

Best Presentation Awards 

Presentations registered for the award will be reviewed by anonymous referees. Winners will be informed after the 

meeting. The results will be announced in JASTE33 Web-Site and JASTE Newsletter. A certificate will be 

presented to the first-author of each winning paper from the President of JASTE. 

 

Childcare Fee Assistance 

JASTE33 will be held as a hybrid meeting. The conference will provide you with childcare assistance by 

reimbursing you the cost partially for those who are eligible. Please contact the JASTE33 childcare staff 

(shikata.kagari.3s[at]kyoto-u.ac.jp) for details. 
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日程表 Schedule Table 

日程 
Date 

口頭発表 
Oral Presentation 

ポスター発表 
Poster 

Presentation 
 

集会室 
Meeting Room 

懇親会 
Banquet 

 
土佐御苑 
Tosagyoen 

ホール（A 会場） 
Hole (Room A) 

研修室（B 会場） 
Training Room (Room B) 

 
6 月 24 日（土） 
June 24, Sat 

9:00- 
現地参加受付 
Registration for the on-site attendees 

 

9:00-9:30 
ファイル準備 
Preparation 

ポスター展示 
Poster Viewing 

9:30-12:00 
口頭発表 
Oral Presentation 

12:00-13:00 
昼休憩，ファイル準備 
Lunch break, preparation 

12:00-13:00 
ポスター発表コ
アタイム 
Poster Coretime 

13:00-15:00 
口頭発表 
Oral Presentation 

ポスター展示 
Poster Viewing 

15:30-17:30 
総会・吉良賞授与式・受賞
記念講演会 
General meeting, Kira 
Awarding Ceremony and 
Lecture 

 

 18:30-20:30 
懇親会 
Banquet 

 
6 月 25 日（日） 
June 25, Sun 

9:00- 
現地参加受付 
Registration for the on-site attendees 

 

9:00-9:30 
ファイル準備 
Preparation 

ポスター展示 
Poster Viewing 

9:30-10:45 
口頭発表 
Oral Presentation 

11:00-12:00 
サテライト企画 
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12:00-13:00 
昼休憩 

   

13:00-16:40 
公開シンポジウム 

 

口頭発表プログラム Oral Presentation： 

2023 年 6 月 24 日（土） June 24 (Sat), 2023 9:00-15:00 JST 

時間 

Time 

ホール（A 会場） 

Hole (Room A) 

時間 

Time 

研修室（B 会場） 

Training Room (Room B) 

番号 

No. 

著者・題目 

Authors, Title 

番号 

No. 

著者・題目 

Authors, Title 

09:00-

09:30 

ファイル準備 

Preparation and Presentation test 

09:30-

09:45 
A01 

佐々木綾子 

タイ北部におけるコーヒー栽培の拡大と

山間地での導入事例 

09:30-

09:45 
B01 

田中憲蔵ら 

シンガポールにおける外来種優占林分の

構造と萌芽特性 

09:45-

10:00 
A02 

石丸香苗ら 

アマゾン小農の生産物の流通について 

09:45-

10:00 
B02 

米田 健 

日本の生態構造に及ぼす温暖化現象の

影響 

10:00-

10:15 
A03 

横山 智ら 

ラオスにおける発酵食研究と ABS への

対応―名古屋大学での取り組みを事例

として― 

10:00-

10:15 
B03 

河合清定ら 

オズモメーター法を用いたフタバガキ科樹

木の乾燥耐性の評価 

10:15-

10:30 
A04 

Do Thi Nhinh, Kimihiko Hyakumura 

Energy planning of Vietnam: From 

hydropower to coal-fired power 

development 

10:15-

10:30 
B04 

大谷侑也, 水野一晴 

大型半木本性ロゼット型植物の幹に保存

された枯葉を用いたアフリカ熱帯高山帯

の古環境復元 

10:30-

10:45 
A05 

Alejandra Zamora, Kimihiko Hyakumura 

Indigenous woman in Peru and 

environment conservation 

10:30-

10:45 
B05 

蜂須賀莉子ら 

亜熱帯常緑広葉樹林の尾根と谷に分布

する樹種における形質の違い〜葉と細根

に注目して〜 

10:45-

11:00 
A06 

Ou Nary et al. 

Benefits and challenges of rubber 

agricultural cooperatives in Cambodia 

10:45-

11:00 
B06 

Xi Chen et al. 

The fruit morphometric variation and fruit 

type evolution of the stone oaks (Fagaceae, 

Lithocarpus) 
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11:00-

11:15 
A07 

小林淳平 

タンザニア農村に早生外来樹の木材生

産が定着するプロセス 

11:00-

11:15 
B07 

瓦谷丈琉ら 

Comparison of micro habitat niche between 

hybrids and parental species in Ixora 

11:15-

11:30 
A08 

佐藤宏樹ら 

マダガスカル熱帯乾燥林が保有する有

用植物資源：在来知を活用した森の価

値の検討 

11:15-

11:30 
B08 

Ajuwin Lain et al.  

Biodiversity and endemism of 

ectomycorrhizal (ECM) fungi inhabiting 

the lowland forest in Sarawak 

11:30-

11:45 
A09 

(オンライン) 砂野唯, 溝内克之 

東アフリカにおけるビールの販路拡大に

よる地酒利用の変化 

11:30-

11:45 
B09 

Clement Het Kaliang et al. 

Seasonality in the temporally fluctuating 

patterns of populations in several cicada 

species in a Bornean tropical rainforest 

11:45-

12:00 
A10 

(オンライン) 東城文柄ら 

サルマラリア流行地の特徴：人口，自然

環境，空間的疫学，および社会経済的

要因に関する統計分析 

11:45-

12:00 
B10 

Akira Itoh et al.  

Provisional estimate of effective population 

size (Ne) of trees in Borneo: a potential 

index of genetic diversity and conservation 

12:00-

13:00 

ファイル準備 

Preparation and Presentation test 

13:00-

13:15 
A11 

篠村茉璃央 

マンゴーの品種の特徴と分布－マダガス

カル北西部の屋敷林をみる－ 

13:00-

13:15 
B11 

小笠原実里ら 

次世代シーケンスデータを用いたフタバ

ガキ科樹木 2 種 Shorea curtisii と S. 

leprosula の集団遺伝構造 

13:15-

13:30 
A12 

生駒さや, 小林淳平 

タンザニアにおけるセンダン科の樹木の

分布と利用 

13:15-

13:30 
B12 

Jamilah Hassan et al. 

Molecular analysis of Ganoderma and 

Amauroderma species in the tropical 

rainforests of Sarawak, Borneo 

13:30-

13:45 
A13 

Nilapha Vorachith et al. 

Smallholders’ Perceptions and 

experiences toward participating in 

Eucalyptus contract farming in Lao PDR 

13:30-

13:45 
B13 

Khairunnisa Othman et al. 

Factors affecting species composition of 

phyllosphere fungi on leaves of Macaranga 

trees 

13:45-

14:00 
A14 

Budiadi et al. 

Are farming in private forests and state-

owned forests profitable for smallholders? 

Lesson learned from Indonesia 

13:45-

14:00 
B14 

Mohammad Shamim Hasan Mandal et al. 

Growth simulation of a dipterocarp 

plantation in Malaysia using SEIB-DGVM 

14:00-

14:15 
A15 

Win Min Paing et al. 

Impacts of the political crisis on internal 

timber industries in Myanmar: A 

genealogical analysis of the networked 

issues of illegal logging, supply deficit and 

political polarization 

14:00-

14:15 
B15 

川越葉澄ら 

アリ植物 Macaranga bancana の成長に伴

う鱗翅目幼虫の発生頻度の変化 

14:30-

14:45 
A16 

(オンライン) 村尾るみこら 

北インド農村における社会経済変容と藁

利用 

14:30-

14:45 
B16 

有本晃一 

東南アジアにおけるハシリハリアリ属の高

い種多様性を創出する同所的な多種共
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存の実態 

14:30- 

14:45 
A17 

(オンライン) 原田一宏ら 

エコツーリズムによる生態系への影響を

軽減するための利用規制―奄美大島と

西表島の事例 

14:30- 

14:45 
B17 

伊藤文紀ら 

マレー半島ウル・ゴンバックのアリ相（１）ハ

リアリ群 

14:45- 

15:00 
A18 

神崎 護 

吉良竜夫遺品から辿る熱帯林研究の系

譜 

   

 

2023 年 6 月 25 日（日） June 25 (Sun), 2023 9:00-10:45 JST 

時間 

Time 

ホール（A 会場） 

Hole (Room A) 

時間 

Time 

研修室（B 会場） 

Training Room (Room B) 

番号 

No. 

著者・題目 

Authors, Title 

番号 

No. 

著者・題目 

Authors, Title 

09:00-

09:30 

ファイル準備 

Preparation and Presentation test 

09:30-

09:45 
A19 

Hungyen Chen 

Temporal trends of the crop water status 

for rice 

09:30-

09:45 
B18 

中林 雅ら 

アミノ酸窒素安定同位体比分析により明ら

かになった食肉目ビントロングの植物食性

の強さ 

09:45-

10:00 
A20 

Phyu Phyu Han et al.  

State's techniques and residents' strategy 

for occupancy in forest: Case study of the 

community forestry program in reserved 

forests of Pyinmana Township, Myanmar 

09:45-

10:00 
B19 

徳山奈帆子 

自然保護区内外に暮らす中高生におけ

る，大型類人猿ボノボとの遭遇体験が保

全意識に与える影響 

10:00-

10:15 
A21 

Muhammad Habib, Kazuhiro Harada 

Appropriate encroachment solutions for 

indigenous peoples and Kerinci Seblat 

National Park towards sustainable 

development 

10:00-

10:15 
B20 

岩田 薫ら 

エゾシカ高密度生息地における周辺林相

の異なる閉鎖林道の環境と植生 

10:15-

10:30 
A22 

佐藤惟生ら 

インドネシアにおけるパーム空房の利用

方法と日本における温室効果ガス排出

削減のための燃料としての利用方法の

比較研究 

10:15-

10:30 
B21 

Nasratullah Elham et al. 

Does deer and wild boar change their 

activity pattern in response to human 

activity? Comparison between forests and 

residential areas in Higashi-Hiroshima 

10:30- 

10:45 
A23 

藤間剛ら 

インドネシア東カリマンタン州の森林開

発圧の変遷：炭素蓄積と生物多様性へ

の影響 

10:30- 

10:45 
B22 

Nguyen Tien Hoang 

Monitoring tropical wildlife using a 

lightweight drone 

  



Tropical Ecology Letters No. 131 (2023) 
 

 
- 9 - 

ポスター発表プログラム Poster Presentation:  

2023 年 6 月 24 日（土）〜25 日（日） June 24 (Sat) - 25 (Sun), 2023 

コアタイム：2023 年 6 月 24 日（土） 12:00-13:00 

Coretime: June 24 (Sat), 2023 12:00-13:00 JST 

番号 
No. 

著者・題目 
Authors, Title 

P01 四方 篝ら 
フィールドワーク中の月経対処と配慮の実態・意識：フィールド系学会会員への質問票調査より 

P02 原 将也 
アフリカ・ミオンボ林帯における木材生産の実態 

P03 市川昌広 
マレーシア・サラワク州におけるあるイバン人家族の 30 年 

P04 Yayoi Takeuchi et al. 
Exploring tree canopy structure as proxy indicators in above-ground biomass, species diversity and 
ecosystem functions in a tropical rain forest, Pasoh, Malaysia 

P05 Noviana Budianti, Endah Sulistyawati 
Spatial distribution of canopy plant area index in a tropical montane forest of Mt. Papandayan, Indonesia 

P06 森大喜ら 
リン酸分解酵素活性の窒素および炭素獲得酵素に対する比率は温帯林の林内雨中よりも熱帯林の

林内雨中で高かった 

P07 安藤和雄 
実践型地域研究における当事者性 

P08 石川聡一郎 
ザンジバル（Unguja 島）の水環境と人々の生活 

P09 門田有佳子ら 
泥炭湿地林の Shorea albida の樹洞木の頻度と程度（マルダム国立公園とロアガンブヌット国立公園

の事例） 
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公開シンポジウム：「熱帯研究の活かしかた・拡げかた」 
 

日時: 2023 年 6 月 25 日（日）13:00〜16:40 

会場: オーテピア・4 階・ホール（高知市追手筋 2-1-1）とオンライン（zoom）のハイブリッド形式 

趣旨: 日本では昨今，とくに若者の内向き志向が高まっています．熱帯で研究に携わろうという若手も減ってき

ているようです．未知の領域が広い熱帯での研究は，たとえば生態の基礎的研究でも興味は十分に喚起

されるでしょう．一方で，純粋に科学を深めていく方向とは別に，基礎的研究を生かして社会課題の解決

に適用していく研究，あるいは熱帯を越えてグローバルに拡がっていく研究があります．そのような研究は，

今日の社会に疑問をもち，自らのあり方に悩む若者を引き付けるのではないでしょうか．地球環境問題を

含むグローバル・イシュウが課題となっている今日，どう熱帯研究を活かし，拡げていけるのでしょうか．より

魅力的な熱帯研究を目指して本シンポジウムを企画します． 

 

プログラム: 

13:00 開会挨拶・趣旨説明 市川 昌広（高知大学） 

13:10 講演 1 北山 兼弘（京都大学） 

「生態研究を森林管理制度に活かす：純粋な熱帯生態学研究を森林管理制度にどう活かせるのか」 

13:50 講演 2 杉山 俊士（国際協力機構） 

「開発途上国の沿岸・水産開発における情報ニーズと研究の役割：開発の現場で求められる 

熱帯研究の貢献」 

14:30 講演 3 安藤 和雄（京都大学） 

「フィールドワークが行う熱帯研究がひらく農業・農村の新たな可能性：バングラデシュ，ブータンと 

日本での実践型地域研究から学ぶ」 

15:20 講演 4 櫻井 克年（高知大学） 

 「日本の片隅で世界を想う」 

16:00 総合討論（パネラー：講演者 4 名） 

16:35 閉会挨拶 市川 昌広 

 

参加登録: 大会に参加されない方は，事前に参加登録が必要です．詳細は大会ウェブサイトをご覧ください． 

 

 

サテライト企画：「“研究と社会をつなぐ”をリアルに！～生態学者がアプリをつくる～」 
 

日時: 2023 年 6 月 25 日（日）11:00-12:00 

会場: オーテピア・4 階・ホール 

開催形式: 大会会場とオンライン（zoom）のハイブリッド形式 

参加費: 無料 

主催: 日本熱帯生態学会 

問合せ: JASTE 若手イノベーション委員会（jaste.wakate.innovation@gmail.com） 

 

講演者: 株式会社バイオーム代表取締役 藤木庄五郎氏（オンラインでの登壇） 

 

趣旨: 「研究成果をもっと社会に還元したいけど，どうすればいいのか分からない...」そんな悩みを持つあなたに

朗報です！「研究と社会をつなぐ」を実現させた体験談を聞いて，あなたの研究を社会に還元する方法に

ついて考えてみませんか？今回の企画では，「いきものコレクションアプリ Biome」の開発者，株式会社バイ

オーム代表取締役の藤木庄五郎さんをゲストにお招きし，どのようにして研究からビジネスの世界へ飛び込

んだのか，質疑応答も交えて話して頂けることになりました！「将来博士課程に進みたいけどその後のキャ

リアが心配...」そんな方も必見！博士号を生かした新たなキャリア形成の可能性を探しましょう． 
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参加登録: 

本企画に参加を希望される方は，大会参加登録とは別途，事前の参加登録が必要です．詳細は以下，若手イ

ノベーション委員会のサテライト企画特設サイトをご覧ください． 

（https://jastewakateinnovation.weebly.com/jaste3312469124861252112452124882022530011.html） 

 

参加資格：大会参加，学会所属の有無にかかわらず，どなたでも参加いただけます． 

 

参加方法:  

開催日が近づきましたら，サテライト企画に参加登録をされた方全員に zoom の URL をメールで連絡しま

す．開催前日になってもメールが届かない場合は，学会事務局（jaste.adm@gmail.com）および若手イノベ

ーション委員会（jaste.wakate.innovation@gmail.com）にご連絡ください．また，メールがスパムに分類される

こともありますので，スパムフォルダもご確認ください． 

なお，サテライト企画に対面で参加される方も，事前の参加登録をよろしくお願いいたします．事前申し込

みの際に，質問・コメントも受け付けています． 

 

連携学会: 東南アジア学会，日本アフリカ学会，日本サンゴ礁学会，日本タイ学会，日本泥炭地学会， 

日本熱帯農業学会，日本マングローブ学会，日本島嶼学会 
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小林繁男氏を悼む 

 

2022 年 11 月に小林繁男氏の訃報を受け取りまし

た．学会活動では幹事（2000 年度～2003 年度，2010

年度～2013 年度），幹事長（2004 年度～2009 年度），

評議員（2002 年度～2015 年度）を歴任され学会の振

興にご尽力いただきました．また学会誌 TROPICS の

ウェブ公開や他学会との連携など，学会活動の節目

には改革の方向を強く支持されていたことを記憶して

おります．今回，小林繁男氏と研究を通じて親交の深

かった 3 人の方に追悼文をお寄せいただき，ニュー

ズレターに掲載しました．小林繁男氏の学会への貢

献を思い起こしつつ，ご冥福をお祈りいたします． 

神崎 護（日本熱帯生態学会 会長） 

 

繁さんとの思い出 藤間 剛（森林総合研究所） 

小林繁男さんと私が初めて話をしたのは，1980 年

代終わりの春の林学会，マングローブに関する私の

発表に小林さんが質問とコメントをされた時である．屋

久島のスギ天然林の林床植生や更新の論文 1)2)でお

名前を知っていた林業試験場の小林さんからマング

ローブについての質問とコメントがあったので驚いた．

質疑応答の中身は忘れたが，会場の外に移動して議

論を続けていたところ，「あんたらの声は中で発表して

いる人より大きい．邪魔だから別のところでやりなはれ」

と荻野先生に注意されたことは鮮明に覚えている．そ

れから 30 年に渡り小林さんと私は，あちこちで長々と

議論をしたが，中身はほとんど忘れてしまった． 

小林さんが熱帯林の研究者であると私が強く認識

したのは，小林さんが編著者として出版した「沈黙す

る熱帯林」3)，そして 1993 年に監訳をされた「熱帯雨

林」総論 4)によってである．ただしその頃，小林さんは

タイの，私はマレーシアのプロジェクトに参画していて，

直接お目にかかる機会はほとんどなかった．また小林

さんがブルネイの JICA プロジェクトの長期専門家をし

ていたことや，パプアニューギニアに短期専門家とし

て行っていたことを知ったのは，インドネシアで繰り返

し会うようになってからのことである． 

大先輩で遠い存在だった小林さんを，繁さんと呼

び密な付き合いをするようになったのは，1996 年に繁

さんがインドネシアのボゴールに本部を置く国際林業

センター（CIFOR）に派遣されてからである．私は

1995 年からインドネシア東カリマンタン州にあるムラワ

ルマン大学に JICA 専門家として派遣されていた．そ

して，繁さんが CIFOR で開始した荒廃熱帯林生態系

の修復研究プロジェクトの共同研究相手の一つに，ム

ラワルマン大学を選んだことから，その受け入れと進

捗管理に協力することになった．繁さんがムラワルマ

ン大学を訪問する際，また私がジャカルタ，ボゴール

を訪問する際，研究打ち合わせや情報交換をし，夜

には飲みながら議論を交わす仲となった． 

繁さんのプロジェクトは，インドネシアの他，マレー

シア，タイ，パプアニューギニア，ブラジル，ペルー，

アルゼンチンの 7 カ国で実施され，Reduced impact 

logging，enrichment planting，チーク植林地の間伐，

早生樹産業植林の立地管理など，複数のテーマを設

定していた．ただし世界各地で全てのテーマに取り組

んだのではなく，共同研究相手の希望を踏まえ世界

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真 1 1997 年 12 月 11 日 ムラワルマン大学ブキットス

ハルト演習林訪問．手前青いズボンが繁さん． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真 2 1997 年 12 月 11 日 サマリンダ市ホテルメスラに

て（写真 1 と 2，藤間 剛氏提供）． 
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のいろいろなところで，いろいろなことをするという，繁

さんならではプロジェクトとなっていた 5)．ただし繁さん

自身は世界各地の試験地で，ブラウンブランケの方

法による林床植生調査を実施した．ムラワルマン大学

ブキットスハルト演習林で，2m x 2m の植生調査をし

ている時の繁さんは楽しそうだった．この人は，ささや

かな植生調査のために，世界を相手に巨大プロジェ

クトを実施しているのかと，感じたものである． 

熱帯林について熱く語る繁さんと酒は切り離しがた

い．飲みはじめは良い．明るく楽しく大ボラを吹いて

いる．しかしながら酒が進むと徐々に攻撃的になる．

攻撃された人が黙ってしまうと，繁さんはますます攻

撃的になる．そして繁さんは，自分自身が荒れ出した

後の記憶を全て無くしてしまっていた．繁さん本人は

機嫌よく酔っ払ったつもりでいても，絡まれた側からす

ればたまったものではない．その飲み方で繁さんは随

分と損をした気がする．素面でも熱く語っていたのだ

から，いっそ酒をやめていれば，もっと活躍できたよう

な気がする．と書いたものの，調査後に一緒に飲むビ

ールは格別だった．繁さんと一緒に仕事をし，一緒に

飲んだくれることができて幸せだったと思う．ありがとう

ございました．安らかにお休み下さい． 

 

1) 小林繁男, 加藤正樹, 森貞和仁, 高橋正道, 屋

久島のスギ天然林 (1)林床型と立地環境, 森林立地, 

1981, 23 巻, 2 号, p. 1-10 

https://doi.org/10.18922/jjfe.23.2_1  

 

2) 小林繁男, 加藤正樹, 森貞和仁, 高橋正通, 屋

久島のスギ天然林 : (2) 林分構造と更新過程, 森林

立地, 1982, 24 巻, 1 号, p. 10-17 

https://doi.org/10.18922/jjfe.24.1_10  

 

3) 小林繁男(編著). 1992. 沈黙する熱帯林―現地か

らの報告. 東洋書店. 395pp. 

 

4) ホイットモア（著）熊崎実・小林繁男（監訳）．1993. 

【熱帯雨林】総論．築地書館. 224pp. 

http://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN4-

8067-2224-3.html  

 

5) Kobayashi S. et al. (eds.) 2001. Rehabilitation of 

degraded tropical forest ecosystems. Workshop 

proceedings, 2-4 November 1999, Bogor, Indonesia. 

Center for International Forestry Research, Bogor, 

Indonesia, 226p. https://doi.org/10.17528/cifor/000919 

 

ASAFAS での繁さん 竹田晋也（京都大学） 

小林さんは，2003 年 4 月に京都大学大学院アジ

ア・アフリカ地域研究研究科（ASAFAS）に教授として

赴任され，2015 年 3 月の定年退職まで自然科学によ

る地域研究の教育と研究をすすめられました．そこで

は研究指導だけではなく，これまでの日本の省庁や，

ブルネイやアメリカ合衆国，そして CIFOR での経験を，

若い学生に伝えることに情熱を注がれました．そして

悩んでいる学生の相談には親身になって対応されて

いました． 

一方でつぎつぎと研究プロジェクトを立案され，「熱

帯林とともに住む住民のヒューマンセキュリティーに関

する研究」（科学研究費補助金・基盤研究（Ａ）），「荒

廃熱帯林の修復と森林とともにくらす地域住民の生

活に関する研究」（三井物産環境基金），「地域住民

の REDD へのインセンティブと森林生態資源のセミド

メスティケーション化」（環境省環境研究総合推進費）

等の大型事業を遂行されました．研究対象は，東南

アジアにとどまらずアフリカ，ラテンアメリカや東アジア

をも含むようになり，研究テーマも多岐にわたってい

ます．研究成果は Secondary succession of mixed 

plantations established to rehabilitate abandoned 

pasture in the Peruvian Amazon（Soudre, M., Ricse, A.

との共著．TROPICS 23, 2014）などとして公表されまし

た．以上のように小林さんは，東南アジアでの森林研

究を中心にしつつ，その枠には収まらない活躍をされ

ました．退職のあとも研究への情熱はやまず，2015 年

度から「森林生態資源の地域固有性とグローバルドメ

スティケーション化に関する研究」（科学研究費補助

金・基盤研究（Ａ））の代表者として広く世界の熱帯域

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真 3 退職記念祝賀会での繁さん（竹田晋也氏提供）． 
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を対象とする研究をすすめられました． 

この間，とくにラオスの焼畑調査では，様々なことを

教えていただきまた議論することができました．2008

年 12 月には寝袋を担いで山道をたどり出小屋集落

サナムまで来ていただきました．ヤギ１頭が振舞われ

た夕食がはじまると，小林さんのザックからウイスキー

がでてきて，はじけるような笑顔で皆に進められました．

山道の心地よい疲れのお陰でいつになくしずかに早

く酒宴が終わり，外をみると星空の美しい森閑とした

夜だった記憶があります．心よりご冥福をお祈りいたし

ます． 

 

泥炭湿地での繁さん 甲山 治（京都大学） 

小林繁男先生とは，私が 2008 年に当時の東南ア

ジア研究所に着任後，熱帯泥炭湿地林のプロジェク

トでご一緒して意気投合しました．その後，インドネシ

アのフィールド調査でご一緒するなどで継続的に親

交がありました．京都大学アジア・アフリカ地域研究研

究科（ASAFAS）では日本人やインドネシアの大学院

生の指導を共同で行うなど，同僚であり上司であり尊

敬する先輩でした． 

小林先生が ASAFAS 退職後の 2015 年からは，環

境研究総合推進費プロジェクト「熱帯泥炭湿地林に

おける生態系サービスの修復と REDD+のセーフガー

ド履行システムの構築」を東南アジア研究所で行うこ

ととなり，3 年間一緒に働く機会がありました．推進費

プロジェクトは小林先生の集大成のようなプロジェクト

で，私や塩寺研究員（現南山大学）に様々な研究者

を紹介していただくなど，後進の育成にも力を入れて

おられました．小林先生は事務方を含めプロジェクト

参加者への感謝を常に口にしておられ，海外出張時

には関係者へのお土産を欠かさない優しい方でした． 

プライベートではチゴユリを自宅で育てていたり，

研究所の庭に植えていたジャスミンの香りを楽しみに

しておられたりと植物がお好きでした．いつもオシャレ

で，最新のユニクロの服をかっこ良く着こなしておられ

ました．相変わらずお酒もお好きで，ひと仕事終わる

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真 4 インドネシアの市場での魚類資源調査の様子． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真 5 インドネシアの市場での生態資源調査の様子 

（写真 4 と 5，塩寺さとみ氏提供）． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
写真 6 ペルーでの森林バイオマス調査の様子            写真 7 ラオスでの森林調査を終えて集合写真 

                            （写真 6 と 7，小坂康之氏提供）． 
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と一緒に居酒屋へ飲みに行きました．当時保育園児

だったうちの子供たちにも，チョコレートをくれるウイス

キー好きの先生として人気がありました．小林先生は

ときには厳しく指導することもありましたが，人を褒める

のが上手な方でしたので多くの若手に慕われていま

した．私が 2019 年から 2022 年まで総合地球環境学

研究所へ異動した際にも，常に励ましの言葉をかけ

ていただきました．小林先生を目標に研究者としての

研鑽を積み，いつか天国で一緒にお酒を飲みたいと

思います． 

 

小林繁男 氏 略歴 

1949 年 静岡県に生まれる． 

1972 年 京都大学農学部を卒業，林野庁熊本営林

局 

1973 年 農林省林業試験場土壌部 

1986 年 9 月から 1988 年 8 月 ブルネイ林業計画長

期専門家 

1988 年 森林総合研究所森林環境部立地評価研究

室長 

1990 年 科学技術振興調整費「熱帯林の変動とその

影響等に関する観測研究」に参画 

1992 年 4 月から 5 月 パプアニューギニア森林研究

計画 短期専門家 

1993 年 4 月から 6 月 パプアニューギニア森林研究

計画 短期専門家 

1996 年から 1999 年 国際林業研究センター主任研

究員として CIFOR／Japan プロジェクト「荒廃

熱帯森林生態系の修復」を主導 

2000 年 4 月から 2001 年 3 月 海外研究協力官 

200１年 4 月から 2003 年 3 月 研究管理官（海外） 

2003 年 4 月 京都大学アジア・アフリカ地域研究研究

科に教授として着任 

2015 年 3 月 同上を定年退職 

2015 年 4 月 東南アジア地域研究研究所にて 

プロジェクトリーダー（連携教授） 

2018 年 3 月 東南アジア地域研究研究所退職 
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編集後記 

石川県立大学の周辺では，数年前から区画整理が進み，現在は空き地が広がってい

る場所があります．ちょっとした草原になっていて，ヒバリやキジ，朝夕にはハタネズミを

狙うチョウゲンボウなどが見られます．4 月上旬のある日，野外調査を終えて職場に戻

ってきたところ，枯れ草に見慣れない鳥が 2 羽止まっているのに気が付きました．カメ

ラを持ってきて確認したところ，ノビタキ Saxicola torquatus でした．東南アジアの越冬

地から移動途中の個体と思われ，数時間後にはいなくなっていました．石川県では 4

月上旬から中旬にかけて，河川敷や海岸などで渡り途中の個体を見かけることがあり

ますが，職場で見られるとは思っていませんでした．1 週間後にも同じ場所で別個体を

見かけたので，移動途中の個体にとっては，よい休憩場所に見えるようです． 

写真：渡り途中のノビタキの雄（2023 年 4 月 13 日に石川県野々市市中林で撮影）． 

 

ニューズレターへの投稿は，編集事務局：北村（shumpei＠ishikawa-pu.ac.jp）・百村（hyaku＠agr.kyushu-u.ac.jp）へ． 
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