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パルシステム東京
C.W.ニコル・アファンの森財団講演会

アファンの森からのメッセージ
生物多様性ってなあに？
私たちとの大切なつながり

2024.02.17



C.W.ニコル(1940-2020)
1940年7月生まれ
英国ウェールズ生まれ。
１７才からカナダ水産調査局北極生物研究所
の技官として、海洋哺乳類の調査研究にあたる。
1967年より2年間、エチオピア帝国政府
野生動物保護省の猟区主任管理官に就任
シミエン山岳国立公園を創設し公園長を務める
1972年よりカナダ水産調査局淡水研究所の
主任技官、また環境保護局の環境問題緊急
対策官として、石油、化学薬品の流出事故などの
処理にあたる
1980年 長野県黒姫に居を定める
1986年 自ら荒れた森を購入し森の再生始める
1995年 日本国籍を取得
2002年 C・W・ニコル・アファンの森財団を設立

日本の自然と日本人を愛した



本日のお話の流れ

1. 世界の潮流
2. 生物多様性のまえにエコロジーって？
3. 生物多様性とは
4. 生物多様性が失われたわけ
5. 里山の再生 アファンの森の再生事例

6. 身近に生物多様性を回復させるには 水辺 都市編

キーワードは、生物多様性



1.世界の潮流



持続可能な開発目標
SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」

2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193か国が2016年～2030年の15年間で達成
するために掲げた目標。

17の大きな目標と、それらを達成するための具体的な169のターゲットで構成



世界各国の自発的な取り組み事例

ドイツ

独自の330のター
ゲット、
４３０の具体的な
生物多様性戦略

フランス

生物多様性庁の
設立（2017年）。
生態系サービスの
評価調査
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生きている地球指数 
「生きている地球指数（LPI）」は、世界各地の哺乳類、鳥類、魚類、爬虫
類、両生類の約 21,000 の個体群が減少したことを示している 1。4,392 種、
20,811 個体群のデータを分析した 2020 年の世界の LPI によれば、1970 ～

2016 年の間に平均で 68%減少（範囲：-73% ～ -62%）。LPI の数値の変化は、
個々の動物個体数の減少ではなく、46年間追跡してきた個体群サイズの平均
的変化を示す。

種の生息地指標
人間による土地の改変に加え、深刻さを増す気候変動が世界中のランドスケー
プを変化させる。遠隔モニタリングとモデルベース予測により、地表の変化が
より正確にわかるようになった。「種の生息地指数（SHI）」は、生息地状況が
種の個体群に及ぼす影響を定量的に示す 8, 9。この指数は、世界中で生息地と
の関連性が確認されている数千種について、観察またはモデル化による土地の

変化によって生息地がどれほど失われたかを測定する。2000 ～ 2018 年の間
に SHI は 2% 低下し、広い範囲で生息地の減少傾向が顕著である 10。一部の
地域や野生生物では、SHI が 2 桁の減少率を示すなど、急速に低下しており、
個体群サイズが大幅に縮小、結果としてその野生生物の生態学的役割も小さく
なっていることが示唆される。
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「生きている地球指数」は、
深刻な減少を示す指標のひとつ WWF

生きている地球レポート2020野生生物の数が
1970-2016年の間

平均６８％減少
（マイナス72%  〜62％）

家畜62%

人間34%

＞プラスチック

ゴミの量
海の生物

＞
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野生生物 4%

2050年までに

our world in data 2022



要約版   |   13

レッドリスト指標 
絶滅危惧種に関する IUCNレッドリストのデータに基づく「レッドリスト指数
（RLI）85」は、生存確率の傾向（絶滅リスクの逆）を示している 86。グループ
内のすべての野生生物が近い将来に絶滅する見込みの低い低危険種（LC）に
分類される場合は RLI が 1.0 となり、すべての野生生物が絶滅してしまった場

合は RLI が 0 となる。数値が安定している場合は、そのグループ全体の絶滅
リスクが変わらないことを意味する。生物多様性の減少率が低下すれば、RLI
は上昇傾向を示す。一方、RLI の減少は種の絶滅に向かうスピードが加速して
いることを意味する。

生物多様性完全度指標
「生物多様性完全度指数（BII）」は、本来の生物多様性がどれくらい残ってい
るかを地域の陸域生態系全体の平均として試算している。BII は、生物多様性
の減少の主要因となってきた土地利用とその関連圧力の影響に焦点を当ててい
る。生態学的に幅広く動植物種全体を試算することから、人間に便益をもたら
す生態系の能力（生態系サービス）を測る有益な指数とも言える。そのため、

プラネタリーバウンダリー（地球の限界）の枠内で生物圏の完全性の指標とし
ても利用される 13。BII の世界平均（79%）は、安全域と考えられる値（90%）
を大幅に下回っており、アフリカを中心にさらに減少傾向が続いている 14。
これは世界の陸域の生物多様性がすでに危険な状況に陥っていることを示唆す
る。BII は、集約的土地利用の歴史が長い西欧など、一部の地域で低い。
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人間の行動が、自然の損失に大きく影響を及ぼしているため、科学者たち

は、「人新世」という新たな地質年代に入ったと考えている。しかし、生

物多様性、すなわち、すべての生物の多様さの測定は複雑であり、生命の

網のすべての変化を捉えることができる単独の指標はない。大半の指標は、

生物多様性がここ数十年で実質的に減少していることを示している。

WWF
生きている地球レポート2020

地球の限界（プラネタリーバウダリー）

生物多様性がすでに
危機的な状況



ネイチャーポジティブ 2030年までに

◉2020年ー2030年 持続可能な未来を導く決定的な10年
（国連生態系回復の10年）

◉気候変動、生物多様性の他の地球的課題の統合的な解決をせよ

地球の限界（プラネタリーバウダリー）

気候変動対策だけでは、地球が保たない



2.生物多様性のまえに
エコロジーってなんだろう？



環境問題は難しい？

n地球温暖化問題 ＣＯ２削減 パリ協定

nゴミ処理の問題 ダイオキシン

・

・

・

経済活動が優先？ 環境が大切？



エコロジー と エコノミー
ecology                     economy

語源は一緒

Eco    ギリシャ語で「ＯＩＫＯＳ」＝家、生活の場、地球

地球環境

生
物

生
物

Ecology：生物と環境の
関係を学ぶ

Economy：場の管理

生
物



●Ecology を理解していないと
Economy 活動はできない

生態系（ecosystem）

＝地球のルール（メカニズム）
に則った生活や企業経営

健全な生態系（地球環境）なしに
健全な企業経営や

健全な社会はありえない。

エコロジーを理解するところから始めよう



地球のメカニズム

n物質不滅の大原則

地球上のすべての物質は、約１００種類ほどの元素
の組合せからなる分子でできている。



物質不滅の大原則 クイズ

nこれは一体なんの原材料だろう？



生態系の物質循環
物質は循環する



地球が生まれた46億年前と現在を比べてみよう

現在の地球

u平均気温 ： 18℃

u大気中のCO2 ： 0.038%

u大気中の酸素：構成比 21%

生まれたての地球

u平均気温 ：

u大気中のCO2 ：

u大気中の酸素 ：

℃

%

%



地球の歴史 生命の誕生
生物が２７億年かけて酸素とオゾン層をつくった



いろんな生物が暮らせる
地球になった

地球カレンダー：１１月２８日～12月25日

！



１２月 ３１日

！すべての生きものは、人間の大先輩

12月31日16時22分 人類が、現れる

19時25分 石器を使い始める

23時58分 農業をはじめる
23時59分58秒 産業革命がおこる

地球上の生物は、すべてバクテリアからヒトまで共通の祖
先（遺伝子コード）をもっている。

人間は、たった2秒で、オゾン層に穴をあけ、化石燃料を
使い、大気中に二酸化炭素を放出している。



地球上には２つのサイクルがある

細
く
て
長
い
サ
イ
ク
ル

堆積過程

CO2 太くて短いサイクル

地球の誕生から永久の時をかけたサイクル 今私たちが生きているサイクル

物質は循環する



日本人のライフスタイルの変化
燃料 薪炭

肥料 柴（落葉落枝）

食料 山菜，キノコ，果実，鳥獣

材料 農業（ハゼ棒，土留め杭）
漁業（ウケ漁，ヤナ漁）

医療 薬草

衣料 皮衣料，ミノ, 綿、絹

建材 丸太，カヤ，ヨシズ，風呂桶

ガス，石油

化学肥料

輸入食材，温室

化学繊維

輸入材

プラスチック製品
金属製品

化学薬品
バイオテクノロジー

動力 馬、牛 ガソリン、重油





種が分かれていった
いろんな生物が共に進化し、

環境に適応しながら、その地域の環境で

生き残り、生物どうしも共に進化しあって

その地域の生態系を築きあげた

その生き物がそこにいる意味がある



地域ごとに大切な生態系がある

分解者

生産者

一次消費者

二次消費者

三次消費者

高次消費者



種分化のメカニズム

アングレクムの
ポリネーター、
キサントバンススメガ



ツリフネソウ

吸うタイプ吸うタイプ

ツリフネソウ

アファン 生き物調室室長高槻成紀



種の数

n地球上 生物種

約175万種

本当は、

数千万種



3.生物多様性とは



生物多様性とは？
u種数さえ多ければいいの？

同じ種の中でも、寒さにつよいモノも
いれば、暑さに強いものもいる、いろ
んな遺伝子を持つモノがいた方が種
として存続できる。

１種の生物に様々な動植物が関
わって生きている。種数が多い生態
系は安定している。

森林も草原も砂漠も多様な環境が
あるからこそ、そこに生きる生き物
がちがう。
砂漠は生物がすくないから、いらな
い生態系というわけではない。

１.遺伝子の多様性

2.種の多様性 (それぞれの生態系に存在する種の変異）

3.生態系の多様性



１年間で何種の生物が絶滅しているでしょうか？

１． ４種

２． ４０種

３． ４００種

４． ４０００種

５． ４００００種

答え

参考：山形大学(2020)



４.生物多様性が失われたわけ



生物多様性国家戦略

生物多様性の危機の構造
第１の危機

人間活動や開発による危機

第２の危機

生活様式・産業構造の変化など人間活動の縮小による危機

第３の危機

外来種など人間によって持ち込まれたものによる危機

第４の危機

地球規模での気候変動による危機

生物多様性の危機の構造
第１の危機

人間活動や開発による危機

第２の危機

生活様式・産業構造の変化など人間活動の縮小による危機

第３の危機

外来種など人間によって持ち込まれたものによる危機

第４の危機

地球規模での気候変動による危機



第１の危機
人間活動や開発による危機



n人間中心の開発 生物のことを無視していた



生物多様性国家戦略

生物多様性の危機の構造
第１の危機

人間活動や開発による危機

第２の危機

生活様式・産業構造の変化など人間活動の縮小による危機

第３の危機

外来種など人間によって持ち込まれたものによる危機

第４の危機

地球規模での気候変動による危機

生物多様性の危機の構造
第１の危機

人間活動や開発による危機

第２の危機

生活様式・産業構造の変化など人間活動の縮小による危機

第３の危機

外来種など人間によって持ち込まれたものによる危機

第４の危機

地球規模での気候変動による危機



あなたの地域の環境政策は？

u街づくり政策として、いろいろな種類のお花でいっぱいにした。

u友好都市から頂いたホタルの観賞会をしています

u何本、植林をしました。

u温暖化を防止するために管理のしやすい植物で屋上緑化をすす
めている。

第３の危機
外来種など人間によって持ち込まれたものによる危機



共進化

外来種在来種

外来種の侵入

外来生物の影響



外来生物の影響

○在来種を食べる

コクチバス

マングース

沖縄 駆除費 １億円（2000 年）



責任を持って飼う



生態的地位（ニッチ）＝はまり所

ニッチ：Ｎｉｃｈｅ生態的地位
「能力にふさわしい地
位」のことをさす。

食物連鎖上のニッチ、生
活空間の場所的ニッチ、

１つのニッチに1種「競争
排他の原則」



屋上や壁面緑化は？



ゲンジボタル 4群7タイプ

西日本：2秒型

東日本：4秒型

カワニナ,タテヒダカワニナ,イボ
カワニナ他幼虫の餌

外来生物の影響 遺伝子のかく乱
○国内産同士による遺伝子汚染



生物多様性国家戦略

生物多様性の危機の構造

第１の危機

人間活動や開発による危機

第２の危機

生活様式・産業構造の変化など人間活動の縮小による危機

第３の危機

外来種など人間によって持ち込まれたものによる危機

第４の危機

地球規模での気候変動による危機



日本の絶滅危惧種55%
里地里山に依存していた

動植物

第２の危機
里地（農地）里山（林業 民有地）の人の関わり方の変化



農地 トキが絶滅してしまったわけ

n2003年10月１０日 日本産トキの絶滅した日

学名「ニッポニア ニッポン」

トキのエサは、 田んぼにいるカエル、タニシ、ドジョウなど



日本生態系協会『エコシステム』より

農地



日本生態系協会『エコシステム』より

農地



兵庫県豊岡市 コウノトリもすめる都市へ



日本の絶滅危惧種55%
里地里山に依存していた

動植物

第２の危機
里地（農地）里山（林業 民有地）の人の関わり方の変化



C.W.ニコル・アファンの森財団の活動

５. 里山の再生の事例



C.W.ニコル

「はじめて⽇本に
来た60年前。

⽇本の⼦ども達に
⾃然を教わった。」



人の暮らしと
自然が融合



多様性豊かな森

心豊かな人々



しかし…



日本の森が悲鳴を
あげている



森林生態系の回復を目指した

森の再生



日本のみどりの現状

•国⼟の約67％ 森林

•森林の約41％
⼈⼯林 ＝ スギ、ヒノキ

•森林の約30％
⾥⼭ ＝ ⼆次林の⼀部

林野庁 森林・林業統計要覧2021
環境省「日本の里地里山の調査（H11〜13)・分析について（中間報告）」



人の暮らしと
自然が融合

森林30％＝里山



日本人のライフスタイルの変化
燃料 薪炭

肥料 柴（落葉落枝）

食料 山菜，キノコ，果実，鳥獣

材料 農業（ハゼ棒，土留め杭）
漁業（ウケ漁，ヤナ漁）

医療 薬草

衣料 皮衣料，ミノ, 綿、絹

建材 丸太，カヤ，ヨシズ，風呂桶

ガス，石油

化学肥料

輸入食材，温室

化学繊維

輸入材

プラスチック製品
金属製品

化学薬品
バイオテクノロジー

動力 馬、牛 ガソリン、重油



人の暮らしと
自然が融合

森林30％＝里山



森林30％＝里山



高度経済成長から

日本人が変わった



人が利用した里山を

放 置

↓
日本の絶滅危惧種55%

里地里山に依存している動植物





幽霊森



たくさんの

議論、汗、愛情





人間のためでなく

さまざまな生き物のため

















手入れ前



手入れ後



森の住人





生命の環



C.W.ニコル・アファンの森財団森づくり方針

荒廃した里山の再生

生きもののための森づくり
【生物の多様性】（Diversity）
多くの生きものが棲める森づくり

【生産性】（Productivity）
森の恵を最大限発揮できる森づ
くり

【生きものたちの共生】
（Balance）
関わるものすべてのバランスを
考えた森づくり



アファンの森 確認種数
     ・ 植     物     類 ︓  ５５８種
          ・ 哺     乳     類 ︓      ２０種
          ・ ⿃             類 ︓  ９６種
          ・ 菌             類 ︓    ３４８種
          ・ 爬⾍  両⽣  類 ︓     １５種
          ・ ト   ン   ボ 類 ︓     ４５種
          ・ 陸   産   ⾙ 類 ︓     ３４種

（２０２２年３⽉末現在）

うち絶滅危惧種

６５種以上確認

生きものに評価をしてもらう森づくり



長野県版レッドリスト掲載種

エビネラン ギンラン ツチガエル



これじゃあ
上がれないよ・・・
ぐすん・・・（涙）





アファンの森での営巣

↓
21年間で18回繁殖
合計 39羽のヒナが巣立った

森の評価 ＞ 指標となる種に注目







森の住人





NPO信州ツキノワグマ研究会





新たに、人工林国有林の管理を開始

■アファン の森 約３４ha ■協定を結んだ国有林エリア 約27ha



森林の４１％
が人工林
＝木の畑

アファンの隣接する国有林
協定直後の状態



国有林野事業
承継債務借換国債残高

27,476 億円
（平成17 年度末）

2006年
長野県 550頭 捕殺
全 国 4300頭 捕殺



機械をいれるための林道整備



森に道を入れるだけでもバランスが崩れる
n人間中心の開発 生物のことを無視していた



国有林の
スギ林が
皆伐



馬を活用した森林整備作業



協定直後の国有林の様子



間伐後の国有林の様子



下層植生が戻ってきた





2012年 間伐

植物数 ： 58種 ⇒ 106種

スミレ類 ： 27個体 ⇒ 227個体



６.身近に生物多様性を回復させるには
都市編



他の生き物も安心して暮らせる場所は、
人にも優しい

n命を守るビオトープネットワーク



2006.04.09
和光市のアグリパーク



①ナガエミクリ

②セリ

③フトイ など

越戸川でビオトープに導入する植物を採集

① ②

③



2006.04.09
和光市のアグリパーク



改修直後のビオトープ



２カ月後のビオトープ



夏のビオトープ観察会



ビオトープにやってきた生きものたち



ビオトープにやってきた生きものたち



ビオトープをつなげて
生きもののネットワークを

n トンボなどの生きものの移動能力は
通常１～２キロ。半径１キロで円を

描くと学校同士が重なります。

n 各学校ビオトープが、生きものの暮

らしやすい場所であれば、生きもの
が安全に移動できるようになります。

n もっとたくさんの学校ビオトープがで
き、生きもののネットワークがひろ

がれば、多摩川や国分寺崖線など
の自然豊かな拠点と繋がり、昔の

ように多くの生きものが町に戻って
きてくれます。

守山小学校

池之上小学校

三軒茶屋小学校
三宿中学校

旭小学校

幡代小学校

等々力小学校

ＮＣＩ

多摩川



失われた地域の生態系を取り戻す



Nature



アファンの森の100年後をアニメーションで描く『未来からやってきた森』
より多くの人々共にアニメを完成させ、世界中の子どもたちにこの届けたい

2024年3月1日から『REDY FOR』にてクラウドファンディングを実施します！


