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1.はじめに 

内モンゴルは中国の重要な牧地であり、その自然条件と自然資源は牧業発展に適応している。中華人民共

和国の建国後、牧畜業が発展する一方、人口の急増と土地利用の激変、草原資源の不適切な利用などの人為

的要因により脆弱な乾燥草原生態環境のバランスが崩れ、近年、内モンゴル草原地帯では草原の退化・砂漠

化・アルカリ化が深刻となり、牧畜業の安定的な発展を脅かしている。広い草原地帯は、牧畜業発展の貴重

な基地だけではなく、陸地生態環境を保護する多様な機能を持つ生態システムでもある。よって草原地帯の

適切な管理と持続的な利用は、現在地球上に生起している環境問題解決の重要課題でもある。 

2.調査対象地概要と研究目的 

内蒙古自治区オルドス(鄂尓多斯)市は、東西北の三方を黄河に囲まれ、南方は万里の長城で農業地帯と隔絶さ

れた、広大な荒漠草原地帯と概括される。調査対象地であるオルドス市ウーシン(烏審)旗はオルドス市の南部

に位置し、モウス(毛烏素)沙地の中心にある。ウーシン旗では、近時に至るまでモンゴル族牧民による、豊か

な牧畜経営が行われてきた。しかし、20世紀に入ってから、上記の人為的要因と自然的要因による影響とが重なり

合って、修復不可能な程度にまで環境が悪化し続けてきた。具体的な事例として、激しい砂漠化と土壌侵食の進行

が挙げられ、それと共にそこに居住する住民の生活にも深刻な影響を与えている。 

本研究の目的は、現地を構成する土壌、水、植物・動物環境の把握を行い、さらに土地利用変化、現地の

政策、住民の意識など、多方面からのアプローチを行い、それら問題点の整理のもとに、適切な草原管理や

牧畜経営方法を提案し、現地住民の生活を向上させるともに、生態環境の適切な管理・修復を行うための、

持続的で実行可能な対策を提案することである。今回は、本研究の一部である調査対象地の経年の植生変化

を、自然環境の変化を考慮しつつ検討を加えたものである。 
3.研究内容と方法 

3.1 現地調査内容と方法：2004年8月～10月及び

2005年の9月～10月にかけて、ウーシン旗のガル

ートソムを中心として28地点で現地調査を行っ

た(Fig.1.)。GPSで調査地点位置を記録した後、方

形枠内の植生に対して、構成種、植被率及び種類

ごとの自然高度(H)、被度(C)、密度(D)、頻度(P)、

現存量(standing crop)を測定した。また自然高度

比(H’)、被度比(C’)、密度比(D’)、頻度比(P’)と現

存量比(F’)から積算優勢度(SDR5)を計算し、植物群

落の量的関係をとらえた。 
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Fig.1. 調査地域の概況及び調査地点位置
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Fig.1. 調査地域の概況及び調査地点位置
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3.2 使用したデータ:1982年植生分布は、1982年

中国全国植生調査から作成された「烏審旗草場」  
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(1987年10月)1:30万の紙地図を利用した。2005年(2004年)植生分布は、ASTERの衛星画像データ

(2004/09/12撮影)を用いた。また補助データとして、1:10 万の地形図(1986 年第一版)を用い、ERDAS IMAGINE 

8.7 と Arc GIS を使用して、画像分析と成果図の作成を行った(Fig.2.)。 

4.調査結果と考察 
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Fig.2. 1982年及び2005年植生分類図
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4.1 調査結果：調査対象地の草地は、植生により灌木草地、低湿地草地と砂漠化によって近年出現した沙地との三

つに分けられる。1982 年から 2004 年に

かけて(Table1、Table2)①現地の貴重な

放牧地である灌木草地が 10121.39ha減

少した。②沙地の面積が 6142.72ha増加

した。しかし、流動沙地であるSandland

は 9141.93ha減少した。③低湿地草地は

利用率の高い草地であるが、2820.00ha

増加した。 

4.2 考察：①

T a b le 1     1 9 8 2 年 植 生 類 型 及 び 面 積

1982 年から 2005 年のこの

ｍ

23 年間で、植生は劣化し砂漠化が未だ

進む一方であることが明らかとなった。

②流動沙地のSandlandの面積が減少し

たことは、最近の現地で行われている一

連の生態環境回復工事から、流動沙地

の拡大をある程度抑止することができ、

流動から半流動沙地へ転換して、回復

の初期段階の土地が増えていると考え

られる。③低湿地草地と水域は若干増

加しているが、低湿地は現地の重要な

作物栽培地として保護されていることと、

1982 年から 2004 年までの平均降雨量

は 329.2ｍｍであるが、1982 年は 233.3ｍ

増加のいかなる要因と関連するか、さらに検討を要する。 

A r e a ( h a ) P e r c e n t a g e ( % )

S a n d la n d  s a l ix  p s a m o p h i la  fo r e s t  9 6 8 5 .1 2 5 .3 4

S a n d la n d  s h r u p s  6 3 2 .9 6 0 .3 5

A r te m is ia  o r d o s ic a  -  O k a  o x y t r o p is 5 9 8 5 .1 2 3 .3 0

A r te m is ia  o r d o s ic a  +  C a r a g a n a  m ic r o p h y l la  1 7 7 8 4 .8 0 9 .8 1

A r te m is ia  o r d o s ic a  1 5 2 0 6 .4 0 8 .3 9

A r te m is ia  o r d o s ic a  +  S a l ix  p s a m o p h i la 1 5 7 2 3 .6 8 8 .6 7

A r te m is ia  o r d o s ic a  -  C y n a n c h u m  k o m a r o v i i 5 2 1 7 .4 4 2 .8 8

7 0 2 3 5 .5 2 3 8 .7 5

C y n a n c h u m  k o m a r o v i i 1 7 6 1 .7 6 0 .9 7

A g r io p h y l lu m  s q u a r r o s u m  2 9 5 9 2 .9 6 1 6 .3 3

S a n d la n d 5 9 1 7 4 .0 8 3 2 .6 4

9 0 5 2 8 .8 0 4 9 .9 4

A c h n a th e r u m  s p le n d e n s  2 8 3 1 .6 8 1 .5 6

C a r e x  d u r iu s c u la 1 2 7 3 0 .4 0 7 .0 2

S u e a d e  g la u c a 2 8 3 7 .2 8 1 .5 7

1 8 3 9 9 .3 6 1 0 .1 5

W a te r 2 1 0 8 .3 2 1 .1 6

T o t a l 1 8 1 2 7 2 .0 0 　 　 　 　 　 ー
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低
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草
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潅
木
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地

V e g e t a t io n  t y p e s

A r e a ( h a ) P e r c e n t a g e ( % )

C ro p la n d ,A f fo re s te d  a re a ,S a n d la n d  s h ru b s 4 9 2 0 .6 8 2 .7 1

C a ra g a n a  m ic ro p h y l la  +  C y n a n c h u m  K o m a r o v i i 2 9 8 4 9 .8 1 1 6 .4 6

C a ra g a n a  m ic ro p h y l la  +  A r te m is ia  o rd o s ic a 5 1 3 4 .9 5 2 .8 3

A r te m is ia  o rd o s ic a  1 2 4 1 1 .7 2 6 .8 4

S a lix  p s a m o p h i la  +  A r te m is ia  o rd o s ic a 7 7 9 6 .9 7 4 .3 0

6 0 1 1 4 .1 3 3 3 .1 4

A g r io p h y l lu m  s q u a r ro s u m  +  S e ta r ia  v ir id is 4 6 6 3 9 .3 7 2 5 .7 1

S a n d la n d 5 0 0 3 2 .1 5 2 7 .5 8

9 6 6 7 1 .5 2 5 3 .3 0

A c h n a th e ru m  s p le n d e n s  2 1 0 9 .3 5 1 .1 6

C a re x  d u r iu s c u la 6 4 7 1 .7 2 3 .5 7

P h ra g m ite s  a u s t ra l is  +   C a la m a g ro s t is  e p ig e jo s 1 8 1 .1 3 0 .1 0

P h ra g m ite s  a u s t ra l is 2 6 5 5 .3 4 1 .4 6

A n e u ro le p id iu m  d a s y s ta c h y s  +  P u c c in e l l ia  d is ta 1 0 9 3 .1 9 0 .6 0

I r is  la c te a  -  C a la m a g ro s t is  e p ig e jo s 3 2 9 9 .2 7 1 .8 2

C a re x  a p p e n d ic u la ta  +  s c ir p u s  t r iq u e te r 5 4 0 9 .3 7 2 .9 8

2 1 2 1 9 .3 6 1 1 .7 0

W a te r 3 3 7 9 .9 1 1 .8 6

T o ta l 1 8 1 3 8 4 .9 1 　 　 　 　 　 ー

T a b le 2     2 0 0 5 年 植 生 類 型 及 び 面 積
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と少雨であるのに対して 2004 年が 374.4ｍｍと多雨だったことが、面積


