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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。) 
 

  (中間報告として) 

 

2004 年 12 月末のインド洋大津波による被害を被った南タイ、ラノン県スクサムラン郡のマングロー

ブ林において、生態系の持つ生産力に対する長期的影響とその被害からの修復の初期過程を把握するた

めの研究を行った。津波前の 2003 年に設定して森林動態を継続調査していた試験林分 4 箇所で林分セン

サスを実施し、津波前データと比較した。津波による樹体の揺れや林分内への海砂堆積などによる根系

の呼吸阻害など生理的障害が原因で枯死したと見られる個体の樹種やサイズにおける傾向を求めたもの

である。またマングローブの生産力を示すものとして、一次摂食者としてより高次の水生生物相を支え

る底生生物の種組成と豊富さについても、津波の影響を調べた。 

  津波漂流物による打撃など直接的被害を受け、さらに林床に20cm程度の海砂堆積を被った3林分では、

枯死個体数（本/ha）およびその断面積合計（BA:㎡/ha）として表した 1 年間当たりの枯死植物量は、津

波前（2003 年 11 月～2004 年 11 月）に比べて津波後約 1 年間（2004 年 11 月～2005 年 11 月）で顕著に

高く、その後 2005 年 11 月～2007 年 3 月の期間では津波前と同程度もしくはそれ以下に低下した。自然

に枯れていくべき個体も含めて、津波により一時的に多量の枯死が生じたものである。一方直接的な打

撃被害はなく揺れだけを被った 1 林分では津波後に高まった枯死速度が維持されていた。底生生物相で

は、津波による泥から砂への林床の変化に伴い、環形動物や軟体動物（二枚貝）などの内在生物の減少

と軟体動物（巻貝類）など表在生物の個体群回復が認められた。砂の堆積が著しい場所では節足動物の

うち昆虫類の増加がみられた。 
  河口付近では数 ha の広さでマングローブ林がなぎ倒され、砂が 1ｍ以上の厚さで堆積した箇所もあり、

今後の潮汐による砂の除去の有無がマングローブ植生の回復を左右すると予測された。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
Long term impact of Tsunami on mangrove ecosystem and initial recovery process from its damage 

were studied at south Thailand. We made tree census on 4 existing study plots established in 2003 

and evaluated the Tsunami impact on mangrove presented as the amount of dead tree after Tsunami 

as well as the change of mangrove benthos fauna which supports the productivity of coastal 

ecosystem as the initial consumer in the food web. Annual amount of dead trees as tree number 

(trees/ha/year) and stem basal area (m2/ha/year) as well increased apparently in one year period 

just after Tsunami (Nov. 2004 - Nov.2005) in the comparison with pre-Tsunami period (Nov. 2003 

- Nov. 2004), and decreased to initial level or lower in the following period (Nov. 2005 – March 

2007) in 3 stands with direct Tsunami wreckage strike and ca. 20 cm sand sediment while the last 

stand without that impact and sand piling kept loosing tree in high rate even two years after. 

Benthos fauna showed apparent decrease of endobenthos including shell (Pelecypoda) and Sandworm 

while epibenthos e.g. Gastropoda recovered their communities. Insects increased in more 

desiccated sand covered site. 
Mangrove was mown down widely at river mouth and covered by thick sand to 1.5m depth. It is 

obvious the velocity of sand removal by natural tide and consequent revival of mangrove habitat 
rules the restoration of mangrove vegetation. 

 


