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◎特集 世界自然遺産「小笠原諸島」

世
界
遺
産
一
覧
表

記
載
へ
の
経
緯

平成15年

3月～5月 「世界自然遺産候補地に関する検討会」にて
候補地として選定

平成18年
11月 地域連絡会議及び科学委員会を設置
平成19年
1月 ユネスコ世界遺産センターへ暫定リスト提出
平成22年
1月 ユネスコ世界遺産センターへ推薦書（正式版）を提出
7月 IUCNによる現地調査
9月～11月 IUCNから追加情報の提出要請、提出
平成23年

5月7日 IUCNによる評価報告書の通知、「記載」が
適当との勧告

6月24日 第35回世界遺産委員会において世界遺産
一覧表への記載が決定

世界遺産登録まで

IUCNによる現地調査の様子

　

林
野
庁
で
は
、
環
境
省
、
文
化
庁
、

東
京
都
、
小
笠
原
村
、
地
域
の
方
々
と

連
携
し
、「
小
笠
原
諸
島
」の
世
界
遺
産

一
覧
表
へ
の
記
載
に
む
け
た
取
組
を
進

め
て
き
ま
し
た
。
な
お
、
国
有
林
に
お

け
る
取
組
は
、
９
ペ
ー
ジ
か
ら
、
詳
し

く
紹
介
し
ま
す
。

（1）
世
界
自
然
遺
産
候
補
地
の
選
定

　

小
笠
原
諸
島
の
世
界
遺
産
一
覧
表
記

載
に
向
け
た
取
組
は
平
成
15
年
に
始
ま

り
ま
し
た
。
林
野
庁
と
環
境
省
が
共
同

し
て
設
置
し
た
「
世
界
自
然
遺
産
候
補

地
に
関
す
る
検
討
会
」に
お
い
て
、「
小

笠
原
諸
島
」、「
知
床
」、「
琉
球
諸
島
」

の
３
地
域
が
世
界
自
然
遺
産
の
候
補
地

と
し
て
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

（2）
推
薦
書
の
提
出

　

平
成
19
年
よ
り
地
域
連
絡
会
議
や
科

学
委
員
会
を
通
じ
て
、
科
学
的
知
見
と
地

元
の
意
見
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
、
推
薦

書
や
管
理
計
画
の
検
討
を
進
め
ま
し
た
。

ま
た
、林
野
庁
を
は
じ
め
関
係
省
庁
で
は
、

小
笠
原
諸
島
の
特
異
的
・
原
生
的
な
自

然
を
後
世
に
わ
た
り
健
全
な
状
態
で
保

全
管
理
す
る
た
め
、
個
別
の
法
令
に
よ

る
規
制
を
強
化
・
充
実
す
る
と
と
も
に
、

林
野
庁
、
環
境
省
、
東
京
都
、
小
笠
原
村
、

地
域
の
方
々
の
連
携
に
よ
り
、
諸
島
が

抱
え
る
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
外

来
種
対
策
や
利
用
に
よ
る
生
態
系
へ
の

影
響
の
軽
減
策
な
ど
、
固
有
の
生
態
系

保
護
の
取
組
を
強
化
し
、
平
成
22
年
１

月
に
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
に

正
式
な
推
薦
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

（3）
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
に
よ
る
評
価
〜

世
界
遺
産
委
員
会
の
審
査

　

平
成
22
年
７
月
に
ユ
ネ
ス
コ
の
諮
問

機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ（
国
際
自
然
保

護
連
合
）に
よ
る
現
地
調
査
が
行
わ
れ
、

外
来
種
対
策
に
つ
い
て
の
成
果
や
関
係

機
関
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
協
力
関
係
が
評
価

さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
か
ら
推
薦
区
域

の
海
域
部
分
の
拡
張
や
バ
ッ
フ
ァ
ー

ゾ
ー
ン
な
ど
に
つ
い
て
追
加
情
報
を
も

と
め
る
公
式
書
簡
が
送
付
さ
れ
、
同
年

11
月
に
追
加
情
報
の
提
出
を
行
い
ま
し

た
。
平
成
23
年
５
月
７
日
に
は
、
世
界

遺
産
一
覧
表
へ
の「
記
載
」が
適
当
と
の

Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
の
評
価
報
告
書
が
世
界
遺
産

セ
ン
タ
ー
よ
り
通
知
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
同
６
月
24
日
に
第
35
回
世
界
遺

産
委
員
会
に
お
い
て
、
世
界
遺
産
一
覧

表
へ
の
記
載
が
決
定
し
ま
し
た
。

　

第
35
回
世
界
遺
産
委
員
会
に
お
け
る

「
小
笠
原
諸
島
」に
関
す
る
決
議
の
内
容

は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
記
載
基
準（
ⅸ
）生
態
系
に
合
致
す
る
も

の
と
し
て
世
界
遺
産
一
覧
表
に
記
載

・
保
全
管
理
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
が

参
画
し
、
複
数
の
機
関
が
協
力
し
て

取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
評
価

・
侵
略
的
外
来
種
対
策
の
継
続
、
観
光

な
ど
全
て
の
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
開
発

に
つ
い
て
事
前
に
厳
格
な
環
境
影
響

評
価
の
確
実
な
実
施
を
要
請

・
資
産
に
お
け
る
海
域
公
園
地
区
を
さ

ら
に
拡
張
す
る
こ
と
の
検
討
、
気
候

変
動
が
資
産
に
与
え
る
影
響
を
評
価

し
適
応
す
る
た
め
の
研
究
及
び
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
計
画
の
策
定
・
実
施
、
将

来
的
に
来
島
者
が
増
加
す
る
こ
と
を

予
測
し
た
注
意
深
い
観
光
管
理
の
確

実
な
実
施
、
観
光
に
よ
る
影
響
を
管

理
す
る
た
め
に
観
光
業
者
に
対
し
て

認
証
制
度
を
設
定
す
る
な
ど
の
注
意

深
い
規
制
と
奨
励
措
置
の
確
実
な
実

施
を
奨
励

　

こ
れ
ら
の
評
価
を
踏
ま
え
、
林
野
庁

で
は
、
今
後
も
、
関
係
行
政
機
関
、
地

域
の
方
々
と
連
携
し
、
外
来
種
駆
除
対

策
な
ど
、
世
界
自
然
遺
産「
小
笠
原
諸

島
」の
適
切
な
保
全
管
理
に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。
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極
め
て
高
い
固
有
種
率
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

父
島
や
兄
島
に
広
が
る
乾

性
低
木
林
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア

や
沖
縄
の
照
葉
樹
林
の
構
成

種
に
対
応
す
る
固
有
種
が
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
海
洋
島
で

あ
る
小
笠
原
諸
島
に
到
達
し

て
か
ら
乾
性
な
気
候
条
件
に

合
う
よ
う
に
進
化
し
成
立
し

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
海
岸
か
ら
の
距
離

等
に
応
じ
た
適
応
放
散
に
よ

り
生
じ
た
固
有
種
が
数
多
く
、

雌
雄
性
の
分
化
や
、
草
本
の

木
本
化
な
ど
、
海
洋
島
独
特

の
進
化
様
式
も
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

動
物
に
つ
い
て
は
、
オ
ガ

サ
ワ
ラ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
、
ク

ロ
ア
シ
ア
ホ
ウ
ド
リ
な
ど
、

絶
滅
危
惧
Ⅱ
類（
Ｖ
Ｕ
）以
上

の
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
レ
ッ
ド
リ
ス
ト

記
載
の
57
種
の
か
け
が
え
の

小小小小小小小小
笠笠笠笠笠笠
原
笠笠笠
原
笠
原
笠
原
笠
原原原原
諸諸諸諸
島島島
の
生
態
系

はははは
大
は
大
は
大大大大大大
陸陸
と
陸
と
陸陸
と
陸
と
陸
と
陸
ととととと
一一一一
度
一一一
度度度度度
も
陸
ももももも
陸
続
き
に

ななななななな
っ
な
っ
な
っ
な
っ
ななな
っっ
たたたた
こ
たたたたた
こ
た
こここここ
ととととととと
のののの
ななな
い
なな
い
環
境
下

ででででで
、
で
、
で
、
でででで
、
多多多多
様
多多
様
多多多
様様様様様様様様様
な
進
なな
進
な
進進進進進進進進
化化
を
化化
を
化
ををを
遂遂遂
げ
て
多

く
の
くくく
の
く
の
く
の
く
の
く
の
く
の
く
の
く
のののの
種種種種種種種
に
種種
に
種
に
種
にににににに
分分分分分
化
分分分分分
化化化化化化
ししししし
た
し
たたた
生生
物
か

らららららら
構
ら
構
ら
構
ら
構
ら
構構構構構構構構構
成
さ
成成
さ
成成
さ
成
さ
成
さささささ
れれれれ
て
れれれれれれ
てててて
おおおお
り
お
りりり
、、、
固固固
有
種

率率
が
率
が
率率率
が
率
が
率率
が
率
が
率率
が
率
が
率
が
率率率

高高高高高高
い
高
い
高高高
いい
のののののの
が
の
が
のののの
がががががが
特特特特
徴
特特
徴
特
徴
特
徴
特
徴
特特
徴徴徴徴徴徴徴徴
ででで
す
で
すすす
。。

なななななななな
かかかか
で
か
で
かか
で
かか
ででででで
も
、
もも
、
も
、
も
、
も
、
も

陸陸陸陸
産
陸
産
陸
産
陸
産産産産産産産産産
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類
貝
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は
、
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成
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成
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１
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固固
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有有有
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有
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有有
種
有
種
有有
種種種種種種種種種
）が）が））が））ががががが
記
録
記記
録
記記記記
録
記
録
記記記記記
録
記
録
記
録録録録録録録録録
ささささささ
れれれれ
ててて
い

ま
す
ままま
す
ま
す
ま
す
まま
す
まま
す
まま
す
ま
す
。
カ
。。
カカカカカカ
タタタタタタタタ
マ
タ
マ
タ
マ
タタ
マ
タ
マママママ
イ
マ
イイイイイイイイイ
マ
イ
マママ
イイイイ
属属
でで

は
、
は
、
はは
、
は
、
は

同
じ
同
じ
同
じ
同
じ
同
じ
同
じ
同
じ
同
じじじじじ
種種種種種種種種種種
で
種
で
種
ででででででででで
もももも
殻
も
殻
も
殻殻殻殻
ののの
形
ののの
形形形
やや

模
様
模模
様
模模
様
模
様様様
がが
生
がが
生
が
生
が
生
が
生
が
生
が
生生生生
息息息息
し
息息
し
息
し
息息息息
し
息
しししししししし
てててててて
い
て
いいいいい
るる
地
るる
地
る
地地地
域域

に
よ
にに
よ
に
よ
に
よ
にににに
よよよ
っ
て
っ
て
っ
て
っ
て
っっ
て
っ
て
っ
てててててててて
大
き
大
き
大大大大大
き
大
きききききききき
くくく
異
く
異
く
異異異
なな
る
なななな
る
な
るる
ここ

と
が
と
が
ととと
がが
とと
が
とと
がが
あ
る
あああ
る
あ
る
あ
る
ああ
るるるるるるるる
な
ど
な
ど
ななななな
ど
な
ど
ななな
ど
な
ど
な
ど
な
どど
、、、
適適適適
応応応
放
応
放放放放放
散散

に
よ
にに
よ
にに
よ
にに
よよ
っ
て
っっっっ
ててててててて
多多多
様
多多多多
様
多
様様様様様様様様様
にににに
進
に
進進進進進進
化
し
化
し
化化化化化化化
し
化
しし
てて

ききき
ま
き
ま
き
ま
き
ま
き
ま
きき
ま
きききき
ま
し
た
し
た
しし
た
し
た
し
た
し
た
し
たたたたたた
。
化
。
化
。
化化化化化化化化
石石石（石石
貝
殻
貝貝
殻
貝貝
殻
貝
殻
貝
殻殻殻殻殻
））とと

現
生
現
生
現
生
現現
生
現現
生
現
生
現
生生生生生
種
を
種種種
を
種種
を
種種
を
種種
を
種
ををを
比比比比比
較
比比比比
較
比
較較較較較較較較
すす
る
す
る
すす
るるるるるるる
こ
と
こここ
と
こ
とととと
でで

小
笠
小小
笠
小小
笠笠笠笠笠笠
原原
諸
原
諸
原原
諸
原原
諸
原
諸
原
諸諸諸諸
島島島
に
島島島島
に
島島島
に
島
に
島
ににににににに
おおおおお
け
おお
け
おお
けけけけ
るる
進
るる
進進進進
化化化化

の
歴
の
歴
のの
歴
の
歴歴歴歴
史
が
史
が
史
が
史史史
が
史
が
史史
が
史史
が
わわわ
か
わ
か
わわわ
か
わわわ
かかかかか
りりりりりりり
ままままま
すすすすす
。
す
。
す

まままままま
たたたたたた
、
たた
、、
維維維維維維
管
維
管
維
管
維
管
維
管管管管管管
束束束
植
束束束束
植植植植植植
物物物
ははは
、

在在
来
在
来
在在在
来
在
来来来来来来来来来来来来来来
種
と
種種
と
種
と
種
と
種
と
種
ととととととと
しししししし
て
しし
ててててててててて
４４４４４４
４４４４４４
１１
種
１
種種種
がが

生
育
生生生生生生生
育
生
育
生
育育育育育
し
て
し
て
ししし
て
し
て
しし
てててて
おおおおお
り
お
り
おお
りりりりりりりり
、、、、
そそそそそそそ
ののの
う
の
ううう
ちち

１
６
１１
６
１１
６
１１
６６
１１１
種
１１１
種
１
種
１
種
１
種種種
ががが
固
がが
固
がが
固
がが
固
ががが
固固固固固固固固固固固
有有有有有有有有有有
種
有
種種種種
ととと
いいい
ううう

　

私
は
「
小
笠
原
諸
島
世
界
自
然
遺
産
候

補
地
科
学
委
員
会
」に
参
加
し
、
平
成
22

年
度
第
２
回
科
学
委
員
会
で
は
委
員
長

を
務
め
ま
し
た
。
科
学
委
員
会
で
は
世

界
自
然
遺
産
候
補
地
と
し
て
の
価
値
、

保
全
策
な
ど
世
界
遺
産
の
申
請
に
関
す

る
審
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
小
笠
原
諸

島
の
一
番
の
課
題
は
外
来
種
対
策
で
す
。

在
来
種
と
外
来
種
が
複
雑
な
生
態
的
関

係
に
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ラ
ン

ス
を
と
り
な
が
ら
駆
除
を
進
め
て
い
く

フ
ロ
ー
を
構
築
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

今
後
は
外
来
種
の
侵
入
と
諸
島
内
で

の
分
散
の
防
止
・
駆
除
と
、
人
間
の
利

用
に
よ
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
い
か
に
軽
減

し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
長
期
的
か

つ
着
実
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
で
世

界
自
然
遺
産
と
し
て
の
価
値
を
さ
ら
に

高
め
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

小笠原諸島世界自然遺産候補地科学委員会
（独立行政法人森林総合研究所 理事）

大河内　勇　委員長

適応放散

起源を同一にする生物群が、生息環境の違いによって生理的・形態的な分
化を起こして他系統に分かれていく進化形態です。小笠原諸島の陸産貝類
は、化石種と現生種との比較から適応放散による種分化の歴史を示します。

【写真】 半化石のヒロベソカタマイマイ（南島）

雄雌性の分化

植物が雄株と雌株に分かれる進化形態を指します。小笠原諸島固有種のム
ニンアオガンピは雌雄異株ですが、もっとも近縁と考えられる南西諸島の
アオガンピは両生花をつけることから、小笠原諸島にわたってから性分化
を起こしたと推測されています。

【写真】 ムニンアオガンピ

草本の木本化

草本植物が木本植物になる進化形態を指します。小笠原諸島では、３種の
キク科固有種（ワダンノキ、ヘラナレン、ユズリハワダン）に木本化が見ら
れます。これらの種は、草本性の祖先種が島に入ってから、種分化の過程
で木本に進化したと推測されています。また、キキョウ科ミゾカクシ属の
オオハマギキョウも高さ２～３ｍの木本になりますが、日本本土の同属に
は草本しか見られず、草本からの木本化種と考えられます。

【写真】 オオハマギキョウ（環境省提供）

小
笠
原
諸
島
の
自
然
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な
い
生
息
地
と
な
っ
て
い
ま

す
。
特
に
、
天
然
記
念
物
で

あ
り
我
が
国
の
レ
ッ
ド
リ
ス

ト
に
、
ご
く
近
い
将
来
に
お

け
る
絶
滅
の
危
機
性
が
極

め
て
高
い
種（
絶
滅
危
惧
種

Ｉ
Ａ
類
）と
し
て
記
載
さ
れ

て
い
る
ア
カ
ガ
シ
ラ
カ
ラ

ス
バ
ト
に
と
っ
て
は
、
貴
重

な
生
息
地
で
あ
り
、
母
島
に

し
か
生
息
し
な
い
メ
グ
ロ
と

も
ど
も
生
息
地
は
、
国
際
環

境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
るBirdLife 

International

に
よ
り
固
有

鳥
類
生
息
地
域（Endem

ic 
Bird A

reas of the W
orld

）

に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

植物

多様な維管束植物441種（うち161種が固有種）が在来種として生育して
おり、高い固有種率を示しています。また、シマイスノキやシャリンバイ
が優先する乾性低木林（父島）、シマホルトノキやウドノキなどからなる湿
性高木林（母島）など島ごとにも特徴的な植生が見られます。

【写真】 ウドノキ

鳥類

明らかに戦前にしか記録されなかった種を除くと195種の鳥類が記録され
ています。近年繁殖が記録されている在来の鳥類は22種であり、この中
の陸鳥は、固有種のメグロ1種と、アカガシラカラスバトなど固有亜種7
亜種です。このメグロとアカガシラカラスバトの生息地として、小笠原群
島がBirdLife International の固有鳥類生息地域に指定されています。

【写真】 メグロ

昆虫類

昆虫類は、平成21年末時点で1380種（うち379種が固有種）が記録さ
れています。日本列島の昆虫層に比べて固有種の割合が高いこと、分類群
ごとの構成比が偏っていることの2点が特徴です。IUCNのレッドリスト
には、小笠原諸島に生息する昆虫として、オガサワライトトンボやハナダ
カトンボ、シマアカネなど5種が掲載されています。

【写真】 オガサワライトトンボ（環境省提供）

陸産貝類

平成22年1月までに106種（うち100種が固有種）の在来陸産貝類が記
録されており、適応放散による著しい種分化を目の当たりにできる事例と
なっています。多くの海洋島の中でも絶滅率が低いことが特徴です。
【写真】 場所・エサ等により、色・形が異なるカタマイマイ（千葉聡東北大学准教授提供）

国際的希少種

小笠原諸島は、小さな島々でありながら、オガサワラオオコウモリ、シマ
アカネ、ヨシワラヤマキサゴなど IUCNのレッドリストに記載されている
57種の国際希少種の生息・生育地、及びアホウドリ類、カツオドリ類、ア
ジサシ類等の海鳥の重要な繁殖地でもあります。

【写真】 オガサワラオオコウモリ（環境省提供）

　

私
は
今
年
の
４
月
に
小
笠
原
諸
島
森
林
生
態

系
保
全
セ
ン
タ
ー
に
赴
任
し
ま
し
た
。
昭
和
54

年
、
小
笠
原
総
合
事
務
所
国
有
林
課
に
勤
務
し

て
い
た
こ
ろ
と
比
べ
、
当
時
と
変
わ
ら
な
い
美

し
さ
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
当
時
、
マ
ツ
ク
イ
ム
シ
な
ど
に

よ
っ
て
減
少
し
て
い
た
外
来
種
の
リ
ュ
ウ

キ
ュ
ウ
マ
ツ
が
ま
た
増
加
し
て
い
る
こ
と
や
、

母
島
の
桑
の
木
山
周
辺
で
見
ら
れ
て
い
た
、

同
じ
く
外
来
種
の
ア
カ
ギ
が
、
今
は
父
島
は

じ
め
属
島
で
も
増
え
て
い
る
状
況
で
、
外
来

種
対
策
が
小
笠
原
の
森
林
生
態
系
を
保
護
・

管
理
す
る
う
え
で
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ

と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
陸
産
貝
類（
カ
タ

マ
イ
マ
イ
等
）が
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
ヤ
リ
ガ
タ

ウ
ズ
ム
シ
の
拡
散
に
よ
り
被
害
を
受
け
て
い

る
な
ど
、
小
笠
原
固
有
の
動
植
物
全
体
に
外

来
種
の
脅
威
が
及
ん
で
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
小
笠
原
諸
島
の
森
林
生
態
系
を

後
世
に
残
す
た
め
、
外
来
種
対
策
と
し
て
ア

カ
ギ
、
モ
ク
マ
オ
ウ
や
リ
ュ
キ
ュ
ウ
マ
ツ
な

ど
の
駆
除
を
計
画
的
に
実
施
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

小笠原諸島森林生態系保全センター
星野　良二　所長

乾性低木林を構成する樹種の一つシマムロ




