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GENERAL INSTRUCTION

NOTICES FOR PARTICIPANTS

Access to the venues: Please see the map of “Access 
to main venue” etc.
By Air: From Sendai Airport, take the Sendai Airport 
Line, and get off at the JR Sendai Station (20 min). 
By Train: The closest station to the venue is Interna-
tional Center Station. International Center Station is 
a 5-minute ride from JR Sendai Station on the sub-
way (Tozai Line) bound for Yagiyama Zoological Park.
Check in: Participants, who complete the payment 
before 17:00 (JST), Feb. 29, 2016 through the online 
payment system operated by JTB AMARYS (https:// 
amarys-jtb.jp/esj63/) and registered the address in 
Japan, are not necessary to go to reception desk. You 
will receive your name tag and receipt by Mar. 15, 
2016. Participants with name tags do not need to 
check in on site. Participants who lost their name tag 
should be issued again at reception desk. Other par-
ticipants should complete the prescribed processes 
and receive name tags and so on at the reception 
desk. Reception desk will be open at Exhibition build-
ing of Sendai International Center (subway station 
side) from Mar. 21 to 24 at 9:00. Details are shown in 
venue map. Please wear your name tag at the venues. 
Online registration and payment through the system 
provided by the JTB AMARYS will be accepted until 
Feb. 29, 17:00 (JST). Discount price will be applied for 
participants who complete their payment before 
17:00 (JST), Feb. 2, 2016. Organizer/presenter in the 
official session, please complete your payment before 
17:00 (JST), Feb. 2, 2016 through the online payment 
system operated by JTB AMARYS. Undergraduate and 
younger students (including high school and junior 
high school students) who participate in the meeting 
as audiences (not as presenters) are exempt from reg-
istration fees. Applicants should not apply for prior 
registrations but claim for the exemption by showing 
student ID cards at the registration desk. Printed book 
of abstracts will not be issued. All abstracts will be 
available through the official website (http://www. 
esj.ne.jp/meeting /63/english.html) as HTML files. 
Parking: There is an underground toll parking lot at 
the venue (Sendai International Center), while the 

parking spaces are limited. Using public transporta-
tion services is recommended. It takes 5 min by sub-
way Tozai Line or 30 min by walk from JR Sendai sta-
tion to the venue. Please see Access to main venue 
(Sendai International Center) for the details.
General meeting: General meeting will be held on 
Wed., Mar. 23, 9:30 in Sendai International Center 
(http://www.aobayama.jp/english/). General meeting 
is open only for the society members. After the Gen-
eral meeting, the award ceremony and the award lec-
tures will be held at the same place. 
Banquet: Please enjoy the banquet starting at 18:30 
(Doors open at 18:00) on March 23, 2016 at Sendai 
Kokusai Hotel (25 min walk from the venue, 10 min 
walk from the subway Sendai sta.). Applications for 
the banquet are available on the official website until 
Feb. 29, 17:00 (JST). On-site applications will not be 
accepted, and prior online applications are required. 
Nursery: A nursery for babies and infants will be 
available during Mar. 21–24. Reservations are re-
quired beforehand. Details on the available time, 
costs, and entry method is shown in Japanese (http:// 
www.esj.ne.jp/meeting/63/takuji.html). The deadline 
of the entry is Feb. 19, 2016, 15:00 (JST). Please ask 
Nursery Charge of Executive Committee of ESJ63 
(nursery@mail.esj.ne.jp) as soon as possible. 
Break room for parents and children (family room): 
A break room for parents accompanying babies, infants, 
or elementary school students will be available during 
Mar. 21–24. Reservations are not required. The room 
can be used for having lunch, nursing and breast-feed-
ing by parents with their children. However, it is not 
open for the children without parental care. Details on 
the available time and so on will appear in Japanese on 
the website of the ESJ63 (http://www.esj.ne.jp/meeting 
/63/takuji.html). 
Accommodation: Participants are responsible for 
booking accommodation by themselves. A directory 
of hotels is provided by the JTB AMARYS. There are a 
lot of accommodations in Sendai City, but most hotels 
are expected to be full because of the other academ-

ic meeting or events before and after our schedule. 
We recommend booking accommodations as soon as 
possible. We also recommend to book the last day 
(the night of Mar. 24), since the Workshops etc. are 
scheduled until the evening of the last day. 
Cafeteria: There is a small restaurant at the venue, 
but is expected to be crowded. In addition, since 
there are no other restaurants around the venue, 
please go out to the downtown for lunch by subway 
or bring your lunch. Also we plan lunch sale at the 
venue. Details of the lunch sale will be appeared in 
the official website (http://www.esj.ne.jp/meeting/ 
63/english.html). Please use Rest Corner for having 
lunch around the reception desk in the Exhibition 
Building. In the lunch time, you are allowed to eat 
and drink at other lecture rooms, but not at the post-
er hall. We are asking for bringing the trash back. 
Connection to networks: Wireless LAN is available in 
the venue. Account and password will be informed at 
the reception desk. However the accessibility is not 
guaranteed. Please download the program and ab-
stract before you come to the ESJ63. 
Inquiry during the annual meeting: If you have any 
questions during the meeting, please come to the 
head office or use the inquiry form on the website 
(http://www.esj.ne.jp/meeting/63/inquiry.html). 
Public lecture: We have a public lecture “Changes in 
ecosystems after the 2011 Tohoku earthquake and 
tsunami” at 5th floor of AER of Sendai City Informa-
tion & Industrial Plaza on Sunday, 20 March. Every ESJ 
member is welcome and free to join the public lec-
ture. Details are shown at official website. By the way, 
audiences who come to the public lecture will receive 
a book entitled “Changes in ecosystems after the 
2011 Tohoku earthquake and tsunami” written in Jap-
anese editied by ESJ Tohoku Branch Association, 
which related to the public lecture, on the first-come- 
first-served basis. 

The ESJ63 meeting will be held subject to the rules 
written in the bylaw for the ESJ meetings (Printed in 
the program in Japanese). All the participants should 
keep the bylaw and notices below, and follow 
instructions by members of the organizing commit-
tee, chairpersons, and session managers.

NOTICE TO ALL PARTICIPANTS
Caution for copyrights and portrait rights: Permis-
sion by presenters is required for taking photographs 
or video images of oral and poster presentations. Be 
careful not to disturb other audience members 
when taking photographs or videos.
Food, drinks and smoking in the venue: There is a 
Resting Corner around the reception desk of the Ex-
hibition Building, where you can use for having lunch 
etc. Smoking is prohibited in the whole venue. 
Smoking is permitted in designated areas outside 
the building. Eating and drinking are not allowed in 
the poster hall. At all the time excluding lunchtime, 
eating and drinking are not allowed in the other lec-
ture halls. We are asking for bringing the trash back. 
Regulations set by Sendai International Center 
should also be observed.

NOTICE TO PRESENTERS
Career explorer mark: If you are a student or a post-
doctoral fellow searching for a research job, you may 
indicate "Career Explorer Mark" on your oral or post-

er presentation. Download Career Explorer Mark file 
from The Japan Society of Applied Physics Website 
(http://www.jsap.or.jp/activities/annualmeetings/  
CEmark.html) and indicates it at the title page of your 
oral presentation or near the title of your poster. Per-
mission to use the mark has been accorded to the 
participants of the ESJ63. 
Oral presentation: Session rooms are equipped only 
with an LCD projector and a personal Computer. (OS: 
Windows 7), and Microsoft PowerPoint 2013 and 
Adobe Reader are installed on the PC. The use of 
your own PC is not acceptable. 
Instruction for preparing presentation file: Please 
pay full attention to the above equipment. In preparing 
presentation file, you should understand that your pre-
sentation file will be registered in advance and pre-
loaded on the PC in your presentation room. You 
should also follow the instructions below. Your Power-
Point file should be compatible to Microsoft Power-
Point 2013 on Windows 7. To use only the standard 
font sets on this OS or embed fonts into the file are 
recommended. A file made on Mac OS should be con-
verted to a Windows file and its validity should be con-
firmed on a Windows PC before registration. Your pre-
sentation file (in the form of *.ppt, *.pptx, or *.pdf) 
should be united to a single file of less than 20 MB. 
Make sure to avoid including high-resolution photos or 
graphics. It is possible to insert movie clips or so into 

your presentation file, if the resultant file size does not 
exceed the limitation. However, we do not guarantee it 
works as you intended. Deadline for submission of 
your presentation file is 17:00 (JST), Mar. 14, 2016. 
Please upload your file on the official web site of ESJ63 
(http://www.esj.ne.jp/meeting/63/english.html) be-
fore the deadline. The name of each file will be auto-
matically generated. If your presentation file is not 
submitted by the deadline, you will not be able to use 
the projector in your presentation. If you do not use a 
PC and an LCD projector in your presentation, please 
notify the organizing committee from the inquiry page 
(http://www.esj.ne.jp/meeting/forms/inquiry/index. 
cgi) by 17:00 (JST),Mar. 14, 2016. Without the notifica-
tion, your presentation will be canceled. Each presen-
tation at the oral sessions should be 15 min long (12 
min for presentation followed by a 3 min question and 
answer). Sounds of a bell will inform you of elapsed 
times from the start of your presentation; first at 10, 
second at 12 and finally at 14.5 min. Please be strictly 
punctual. At the start of your presentation, an opera-
tor in your session room will operate the PC and show 
the first slide of your presentation. Then, either you 
can operate the PC by yourself or you can ask him/her 
to operate the PC. Each presenter should chair the 
next presentation after his/her presentation. A mem-
ber of the organizing committee will take the chair of 
the first presentation in a session. 

Point 2013 on Windows 7. To use only the standard 
Point file should be compatible to Microsoft Power-

should be united to a single file of less than 20 MB. 

works as you intended. Deadline for submission of 
your presentation file is 17:00 (JST), Mar. 14, 2016. 
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English presentation award: The English Presenta-
tion Award (EPA) is launched since ESJ61 to promote 
scientific communication in English at ESJ annual 
meeting, and to provide an opportunity to share sci-
entific ideas with international students and visiting 
researchers in Japan. The EPA is not an English 
speech competition. Each speaker is expected to pay 
serious effort to give a presentation effectively com-
municating the science to the audience. It is assumed 
that most of audience members are not native speak-
ers of English, and that they have diverse scientific 
backgrounds. The effort should be made to make it 
easy for such an audience to clearly understand the 
research content and significance. Even when the 
communication between a speaker and the audience 
is not perfect, the effort to communicate will be also 
positively evaluated. The session chairs, EPA working 
group, reviewers, and audiences will keep a harmoni-
ous atmosphere in the sessions to avoid making 
speakers too nervous. Details of session organization 
and evaluation method are available on the official 
website (https://sites.google.com/site/esj63engpre 
senawardjp/english). The EPA sessions will be orga-
nized in the same methods as those for “oral presen-
tation”. Therefore, please pay full attention to the 
above notices in “oral presentation”, e.g., the format 
of presentation file and the deadline for submission 
of your presentation file. The EPA working group 
member(s) will chair each session (which is different 
from “oral presentation”). The EPA will consist of the 
following six sessions and will be evaluated inde-
pendently: Animal Behavior, Animal Ecology, Applied 
Ecology, Ecosystem Ecology, Plant Ecology, Plant-Ani-
mal Interaction. To promote these English sessions by 
increasing the number of talks, some oral presenta-
tions in English that were not nominated for the 
award are allocated to the sessions. We will have 75 
presentations including oral presentations in English 
by award applicants and others. For details, please 
visit the website. All participants in ESJ63 are very 

welcome to join the sessions for the English Presenta-
tion Award.
Poster presentation: Poster presentations will be 
held in the poster hall (Exhibition Building) on Mar. 22 
and 24. The position of your presentation will be indi-
cated by the number of presentation on the exhibi-
tion board set near the "Information Desk for Poster 
Presentations", and on the Poster Presentation Map 
at the poster room. If you cannot find the place of 
your presentation, please ask a staff at the informa-
tion desk. Posters of the prize applicants will be post-
ed on Mar. 22 and the other posters on Mar. 24. 
Those who have applied for poster prize should 
mount their poster by 10:00 on the day of presenta-
tion. Posters mounted later will be excluded from the 
judgment. If your poster is assigned on Mar. 24, 
please put your posters on the board before 11:00 on 
the presentation day. The poster hall will be open be-
tween 9:30 and 16:00. Each poster will be mounted 
on a 90 cm width by 210 cm height poster board. 
Each presenter should prepare pins or thumbtacks 
necessary for sticking his/her poster on the board. No 
Scotch tape or adhesive tape is permitted. During the 
core time of poster presentation (11:30–13:30), 
please stand by your poster and explain your paper 
on request of the audience. Posters should be re-
moved before 16:00 of the presentation day. The re-
mained posters will be kept at the reception desk un-
til the end of the meeting (17:00 on Mar. 24), and will 
be disposed of afterward.
Poster prize: The Ecological Society of Japan (ESJ) 
awards Poster Prize to excellent poster presentations 
for encouraging young scientists. Policy of operation 
and the criteria for judgment will be found on the 
website (http://www.esj.ne.jp/meeting/63/english. 
html#paward). Please read it before preparing your 
poster for application, and take the suggestions in 
consideration. List of awarded posters will be posted 
from 10:00 on March 23 near the reception desk in 
the Exhibition Building. Award ceremonies will be 

held at the Room A at 11:00 on March 23. Award 
winners should join the ceremony in this period. 
Award winners who cannot join the ceremony should 
receive the certificate of award at the reception desk 
after 13:00 on March 23. The best prize winning post-
er will be honorably posted on special boards in the 
Exhibition Building until 17:30, Mar. 23. We ask the 
potential best prize winners to leave their posters be-
tween 15:30 and 15:45 on Mar. 22. The best prize 
winners who would like to remove their posters be-
fore the end of the meeting should ask a staff in the 
reception desk and remove them. Those posters re-
maining after the end of the meeting will be dis-
posed.
High school students’ poster presentation: Guid-
ance for the poster presentations by high school stu-
dents will be sent to the guiding teachers from the 
contact person (Aya Nishiwaki). 
Symposia, forums, organized Sessions, and work-
shops: The organizers of these sessions should man-
age the sessions to conclude within the scheduled 
time. No extension of time is granted. The Organizing 
Committee provides only an LCD projector. The orga-
nizers should bring a PC which preloads presentation 
files of all the speakers. No operator will stand by for 
Organized Sessions and Workshops. If any trouble oc-
curs, please inform the head office.
Flyers and pamphlets: Organizations and companies 
that are intended to distribute flyers or pamphlets of 
the project publicity and information place them on a 
desk around the Rest Corner at the poster hall in Ex-
hibition Building as the ESJ members feel free to take 
them. Placing is free, but please make harmonize 
with each other, since the desk space is limited. How-
ever, flyers or pamphlets that were not suitable for 
the ESJ will be removed. In addition, the remaining 
pamphlets will be taken away by 17:00 on March 24. 
Otherwise, pamphlets will be discarded.

on a 90 cm width by 210 cm height poster board. 
Each presenter should prepare pins or thumbtacks 
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Connecting flights from Seoul 
and Beijing are scheduled daily 
to connect Sendai with other 
countries. Passengers landing at 
Narita, Chubu or Kansai can 
directly connect to Sendai by a 
domestic flight.

You can get to Tokyo Station 
from Narita Airport by using the 
Narita Express. 

From Tokyo Station, take the 
Tohoku Shinkansen (super 
express) to Sendai Station. It 
takes 90 min.

250 min

50 min

20 min

120 min 15 min 5 min

7 min

30 min

90 min 5 min 1 min

TOKYO Sta.TOKYO Sta.

SHIN-AOMORI
Sta.

SHIN-AOMORI
Sta.

SENDAI
Airport
SENDAI
Airport

Sendai 
International 

Center

Sendai 
International 

Center

Shinkansen Super Express Train or Subway Taxi On footCity bus

ACCESS TO
SENDAI CITY

ACCESS TO
MAIN VENUE

SENDAI
Sta.

SENDAI
Sta.

Niko-Miyagiken
Bijutsukan

International 
Center Sta.
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By Subway By Bus

SEN
D

A
I Sta.

Subway

Sendai

Sta.
Subway

Sendai

Sta.

International
Center Sta.
International
Center Sta.

Niko-Miyagiken BijutsukanNiko-Miyagiken Bijutsukan

Aobadori-

Ichibancho Sta.
Aobadori-

Ichibancho Sta.

Sendai
Kokusai Hotel

Banquet

Sendai
International
Center

Main 
venue

Sendai City Information
& Industrial Plaza

Take the city bus (No. 730 or 739) at the bus stop #15 of 
Sendai station bus terminal, and get off at 
"Niko-Miyagiken Bijutsukan." Each bus runs hourly!

15 min + 5 min walk

200 Yen/one way

180 Yen/one way5 min

The closest station to the main venue 
is International Center Station, which is 
a 5-minute ride from Sendai Station on 
the subway (Tozai-Line) bound for 
Yagiyama Zoological Park. 

MAP
AROUND VENUES

FROM SENDAI STATION
TO MAIN VENUE
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Room ARoom A

Room BRoom B

Room CRoom C

Room DRoom D

Room GRoom G

Poster HallPoster Hall

Room HRoom H

Room IRoom I

Room JRoom J

CaféCafé Family roomFamily roomFamily roomFamily roomFamily roomFamily roomFamily roomFamily roomFamily roomFamily roomFamily roomFamily roomFamily room
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Conference Bldg

2F2F
Conference Bldg

1F1F
Exhibition Bldg

Cloak roomCloak room

Enterprise exhibition &
Book selling
Enterprise exhibition &
Book selling

Vending machine
Toilet or Restroom 10m

Reception desk

International
Center sta.
International
Center sta.

Niko-Miyagiken BijutsukanNiko-Miyagiken Bijutsukan

Sendai
International
Center

Nursing roomNursing room

MAP OF
MAIN VENUE

Head Office of ESJHead Office of ESJ
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Room ERoom ERoom FRoom F

3F3F
Conference Bldg

SEN
D

A
I Sta.

Subway

Sendai

Sta.
Subway

Sendai

Sta.
Aobadori-

Ichibancho sta.
Aobadori-

Ichibancho sta.

Sendai
Kokusai Hotel

The conference banquet will take place at 
Sendai Kokusai Hotel. Five minutes on foot from JR Sendai Station and Subway Sendai Station.

Subway

Sendai Sta.Subway

Sendai Sta.

Sendai Kokusai HotelSendai Kokusai Hotel

ACCESS 
TO BANQUET

13



● 学会各賞授賞式・受賞記念講演 3月23日（水）仙台国際センター RoomA（橘） 
 

授賞式         11:00～12:00 
 

第14回 日本生態学会賞受賞記念講演 

北山 兼弘（京都大学大学院農学研究科）     13:00～13:15
曽田 貞滋（京都大学大学院理学研究科）     13:15～13:30 

 

第20回 日本生態学会宮地賞受賞記念講演 

高橋 一男（岡山大学大学院環境生命科学研究科）    13:30～13:50 
「モデル生物で挑む生命システムのロバストネスと進化可能性研究」 

仲澤 剛史（国立成功大学生命科学系）     13:50～14:10 
「新たな生物群集観：個体成長とニッチシフトの重要性」 

松田 一希（京都大学霊長類研究所）     14:10～14:30 
「テングザル研究：パワーエコロジーに未来はあるか？」 

 

第4回 日本生態学会奨励賞（鈴木賞）受賞記念講演 

立木 佑弥（九州大学大学院理学研究院）     14:40～14:55 
「生理-生態-進化を数理で結ぶ ～次世代の Janzenを目指して～」 

長谷川 克（総合研究大学院大学先導科学研究科）    14:55～15:10 
「異性獲得のための多様な手段とツバメの地域差形成」 

山尾 僚（弘前大学農学生命科学部）     15:10～15:25
「なぜ植物はアリと共生するのか？ —生育条件に応じた可塑的な防御と成長への投資—」 

 
 

● 高校生ポスター発表会「みんなのジュニア生態学」 
高校生ポスター発表会「みんなのジュニア生態学」は、生態学の社会への普及のため、日本生態学会に

よるアウトリーチ活動の一環として企画します。大会会期中に高校生（中学生も歓迎です）にポスター発

表をしていただき、生態学に関連する諸分野の研究者や学生との交流を通して、生態学全般への関心をも

っていただくのが本企画のねらいです。生き物の生態や環境に関わる生物学の内容であれば、どのような

分野や題材の発表でも大歓迎です。なお、高校生ポスター発表会での発表は、大会参加費は不要（無料）

です。昨年度より、「みんなのジュニア生態学講座－高校生と研究者の交流会」を新たに企画しました。

気鋭の若手生態学者による高校生向けのトーク（話題提供）と高校生と研究者の交流会を行います。詳細

は随時、大会公式ホームページなどでお知らせします。 
 

2016 年 3 月 21 日[月･祝] 仙台国際センター（ポスター発表：展示棟 Poster hall，交流会・表彰式：RoomA（橘）） 

開場／9:00 

発表コアタイム（発表･審査）／10:30～12:30（遠方の高校は 11:30～12:30） 

交流会：みんなのジュニア生態学講座／13:45～15:15 

成績発表･表彰式／15:30～16:00 

参加費／無料。発表者の全員（人数に制限なし）および引率者は、大会参加費が免除されます。 

発表資格／原則として、高等学校または高等学校に相当する教育機関に在籍する生徒であること。国籍は

問いません。 

 

○ みんなのジュニア生態学講座―高校生と研究者の交流会 

日本生態学会で現在大活躍中の若手３名に、ご自身の研究内容だけでなく、生態学の研究を目指したき

っかけや中学～高校の様子を語って頂きます。一般の参加者の方もご参加いただけますが、会場が込み合

った場合は、高校生に優先的に席を譲って下さるよう、お願いします。 

講演 細 将貴（京都大学）：右利きのヘビと左巻きのカタツムリ 

岡本朋子（岐阜大学）：匂いで虫をよぶ花と、花の匂いを進化させる虫 

角谷 拓（国立環境研究所）：生物分布の変化を予測し保全に活かす 
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●第19回 日本生態学会 公開講演会 

「生態学から見た東日本大震災」 
2016年3月20日（日）13時00分～16時00分

仙台市情報・産業プラザ 多目的ホール 
 
 2011年3月11日のᮾ北地方ኴᖹὒἈ地㟈およびὠἼは、≉にᮾ北地方のኴᖹὒἢᓊのᗈ⠊な地域に⏒

大な⿕ᐖをもたらしました。この地㟈とὠἼにより、この地域のἢᓊ生態系にも様ࠎな変化が㉳きま

した。また、⚟ᓥ第一原子ຊ発㟁所࿘㎶ではᨺᑕ性物㉁が大㔞にᨺฟされ、なおᗈい地域が立ࡕධ

り⚗Ṇとなっており、ࡑこでは㔛地の植生の変化や、≉ᐃの野生動物のቑ加が大きな問題となってい

ます。本講演会では、ᮾ北ἢᓊで地㐨なㄪ査を⥆けてきた研究者がᮾ日本大㟈⅏発生からの5 年㛫を

り㏉り、大地㟈とὠἼによって生態系にఱが㉳こったのか、ࡑのᚋどのように変化してきたのかと

いうことを一般に向けてሗ࿌いたします。ࡑのሗ࿌を㋃ま࠼、将来の㟈⅏にᑐし、生態系ࢧービスや

生物多様性を⥔ᣢしていくために、どのようなດຊがᡃࠎに可能なのかを参加者とともに⪃࠼、㆟ㄽ

を῝める予ᐃです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○参加費：無料 

講演者がᇳ➹したᅗ᭩『生態学が語る東日本大震災 自然界に何が起きたのか』を、非会

員を優先して、先着350名様に1冊謹呈します。 
 

○参加申込み方法 
前の⏦し込みは不要です。当日は、公開講演会⏝の受で手⥆きをしてください。 

生態学会大会参加者の方も、当日の受での手⥆きがᚲ要です。 

 

ദ：日本生態学会 

ᚋ：環境┬ᮾ北地方環境ົ所・仙台ᕷ・ᮾ北大学（ࡑの⏦ㄳ中） 

ͤᖹ成27年度科学研究費⿵ຓ㔠（研究成ᯝ公開ಁ進費）⿵ຓᴗです。 

プログラム 
開会の辞  中㟼 ㏱（ᮾ北大学） 

講演 
㸯㸬㟈⅏などの自↛⅏ᐖと生物多様性 

   ᶓ山 ₶（山形大学） 

㸰㸬㇏かさのᣢ⥆：よみが࠼るᾏ生態系に学ぶ 

   ᖹ྿႐ᙪ（ᮾ北学院大学） 

３㸬㟈⅏ᚋの植物多様性とᪧᴗ：希ᑡ✀の⦾ⱱとࡑの㐠命 

   㯮ἑ高⚽（⚟ᓥ大学） 

㸲㸬ὠἼがᖸ₲生物に࠼たᙳ㡪とࡑのᚋの回ならびに問題Ⅼ 

   鈴木Ꮥ男（ᮾ北大学） 

㸳㸬原発ᨾ⏤来のᨺᑕ性セシウムによるイࣀシシのởᰁのᐇ態 

   ᑠᑎ♸（Ᏹ都宮大学） 
 
司会 松ᨻṇಇ（ᒾ手་科大学） 
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● 学会各賞授賞式・受賞記念講演 3月23日（水）仙台国際センター RoomA（橘） 
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シンポジウム　　　　　3月 21 日 14:00-17:00　　　　　　会場　RoomB

S01　Plant-soil interactions to maintain biodiversity and functions of tropical forest ecosystems

Organizer  Kazumichi Fujii

Unique features of tropical forests are their high biodiversity and productivity on strongly-weathered soils, which 
contrast with temperate forests that support much lower diversity on more fertile soils. Patterns and processes of plants, 
soils, and their interactions are diverse among tropical forests. New data are recasting the existing image of tropical 
forest-soil systems and raise new question: to what extent do plants, soils, or their interactions determine variation in 
biodiversity and functions among tropical forest ecosystems? To answer this question, different viewpoints of plant 
ecology and soil ecology, and those from different research sites are needed. We invite tropical soil scientists and plant 
ecologists from tropical America, Africa, and Southeast Asia to discuss the needs and possibilities of a cross-continental 
comparison.

S01-1　Introduction: How to solve mysteries in plant-soil interactions in tropical forests
Kazumichi Fujii (FFPRI)

S01-2　Soil phosphorus and the ecology of lowland tropical forests
Benjamin L. Turner (Smithsonian Tropical Research Institute)

S01-3　Nitrogen and phosphorus dynamics in contrasting soil types under Cameroon tropical forests: 
challenges from a viewpoint of Africa
Makoto Shibata (Kyoto Univ.)

S01-4　Latitudinal and altitudinal gradients of silicon accumulation by forest trees: the potential 
importance of plants in silicon cycling in lowland tropical forests
Kaoru Kitajima (Kyoto Univ.)

S01-5　Mechanisms of reproduction of dipterocarp trees in tropical rain forest in Southeast Asia
Tomoaki Ichie (Kochi Univ.)

S01-6　Diversification of tropical rain-forest ecosystems in association with the biogeochemical 
asymmetry of phosphorus and nitrogen
Kanehiro Kitayama (Kyoto Univ.)

シンポジウム　　　　　3月 21 日 14:00-17:00　　　　　　会場　RoomD

S02　保全科学が挑む情報のギャップ

企画者：天野達也（ケンブリッジ大学），大澤剛士（農業環境技術研究所），赤坂宗光（東京農工大学）

科学が生物多様性の保全に直接貢献するためには、データを集積し、そこから科学的知見を得て、その知

見を現場で活用するという情報利用の過程を経る。しかしながら、これまで集積されてきたデータの量や種

類は、科学的研究の需要とは必ずしも一致しない。また、科学が蓄積してきた知見と、保全活動や政策の現

場が必要とする情報が一致しないこともよく知られている。こういった情報利用の過程に存在するいくつも

の「ギャップ」は、生物多様性の保全に対して科学が貢献する際の障壁となっている。IPBES による評価や

JBO2 などを通して科学の果たす役割が国内外で問われる今、まさに我々はこの情報のギャップに能動的に

挑んでいく必要があるだろう。

このシンポジウムでは、まず「保全科学」が直面している情報のギャップの詳細とそれを生み出す要因に
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ついて⺑する。ᰴに情報のギャップをసするためのข⚵みとして、（1）情報がዋない種やၞを対⽎と

した一ᰴデータの集積、（2）情報のᰳᅤをうࡕデリンࠣ、（3）研究 -ታോ㑆ギャップのస、という 3 つ

の面からౕ的なข⚵みについて⻠Ṷをⴕう。

S02-1　保全科学ࠆߌ߅ߦ情報のギャップߣ ࠴ࡠプࠕのߟ3

天野達也（ケンブリッジ大学）

S02-2　情報がᰳᅤߚߒ⒳のಽᏓ߆ࠆߔࠣࡦ࠺ࡕ߁ߤࠍ

⍹ựผሶ（国┙環境研究所）

S02-3　↢ᘒ学⊛࠲࠺のⓨ㑆⊛ಽ㘃⟲㑆ࠍࠅ⸃ᶖߚࠆߔのข⚵ߺ

大澤剛士（農業環境技術研究所）

S02-4　⎇ⓥ -ታോ㑆ギャップ 1㧦　╷がᔅⷐࠆߔߣ科学⊛情報⍮ߪߣ

大澤㓉ᢥ（環境⋭）

S02-5　⎇ⓥ -ታോ㑆ギャップ 2㧦　保全ᵴേの႐がᔅⷐࠆߔߣ科学⊛情報⍮ߪߣ

㜞Ꮉ一（日ᧄ⥄ὼ保⼔ද会）

シンポジウム　　　　　3月 22 日 13:30-1�:30　　　　　　会場　Room#

S03　⼾ߥ߆࿖ߦࠅߊߠะߚߌ↢‛ᄙ᭽ᕈのᵴ↪╷

企画者：↰⾆（ਃ⪉ UFJ），ጟ野㓉ብ（環境⋭）

ㄭᐕ、我が国の生物多様性政策は、ᓥ᧪の「⥄ὼ環境の保⼔」にട߃、「生ᘒ♽を活用した⼾かな国ߠくࠅ」

のⷞὐがടわࠅ、生物多様性の経ᷣ␠会にߌ߅るਥᵹൻにะߌたᣉ策がዷ㐿されつつある。ᐔᚑ 27 ᐕには、

ᣂたな国⸘画（国ᒻᚑ⸘画、国利用⸘画）の策ቯとともに、␠会⾗ᧄ㊀ὐᢛ⸘画のᡷቯ、᳇ᄌ動

ㆡᔕ⸘画の策ቯがⴕわれ、これらの政ᐭ⸘画に߅いて「生ᘒ♽を活用した⼾かな国ߠくࠅ」の⠨߃ᣇが⋓ࠅ

ㄟまれている。߫߃、生ᘒ♽のᯏ能を⊒ើさߖる␠会ၮ⋚ᢛである“ࠣリーンࠗンࡈ”や、生ᘒ♽を

活用した㒐ἴᷫἴである”Eco-DRR”など、生ᘒ♽の保全を࠷ー࡞とᝒ߃た生物多様性政策のᔨᒻᚑ、⸘

画策ቯがㅴめられてきた。国利用や␠会⾗ᧄᢛに㑐する政ᐭ⸘画に「生ᘒ♽の活用」が⏕に⋓ࠅㄟま

れたことはᵈ⋡に୯する。そこで、ᧄシンポジウムでは、ᧄᐕᐲに␜された政ᐭ⸘画にߌ߅る生物多様性の

⟎ߌߠをらかにしたで、生ᘒ♽を活用した経ᷣ␠会にߌ߅る生物多様性のਥᵹൻにะߌた政策動ะを

⚫しつつ、「⼾かな国ߠくࠅにะߌた生ᘒ♽の活用」を࠹ーࡑに研究㐿⊒、᥉⊒、⾗㊄動ຬのⷰὐから、

今ᓟ政ᐭ⸘画にၮߠく、ᣉ策ዷ㐿にะߌて必要となるข⚵について⼏⺰を߅こなう。な߅、ᧄシンポジウム

は、生物多様性に㑐わる多様なਥの一ጀのㅪ៤、ᵹを⋡的としてࠅ߅、生ᘒ学の研究者だߌでなく、ⴕ

政ᜂᒰ者、᳃㑆企業、ઁಽ野の研究者、学生からのෳടをࠅ、ᐢいⷞὐからౕ的な࠹ーࡑのもとታ際

的な⼏⺰をㅴめたい。

た生ᘒ学研究ߌとした␠会⺖㗴⸃にะ࡞ー࠷生物多様性保全を：ࡑー࠹

ࠦーデࠖࡀーター：↰⾆、ጟ野㓉ብ

、ーター：ਛ㕒ㅘ（東ർ大）、ጟㇱ⾆⟤ሶ（ᨋ✚研）、㎨↰⏴ੱ（ᓼፉ大学）、ศ↰ਂੱ（東京大）࠹ンࡔࠦ

ᅏ↰（研）、大澤剛士（農環研）、㘵ፉാੱ（ጊ᪸⋵ᨋ研）

S03-1　↢‛ᄙ᭽ᕈࠍᵴ↪ߚߒᣂߥߚ࿖ߦࠅߊߠะߡߌ

*ጟ野㓉ብ（環境⋭）
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天野達也（ケンブリッジ大学）

S02-2　情報がᰳᅤߚߒ⒳のಽᏓ߆ࠆߔࠣࡦ࠺ࡕ߁ߤࠍ

⍹ựผሶ（国┙環境研究所）

S02-3　↢ᘒ学⊛࠲࠺のⓨ㑆⊛ಽ㘃⟲㑆ࠍࠅ⸃ᶖߚࠆߔのข⚵ߺ

大澤剛士（農業環境技術研究所）

S02-4　⎇ⓥ -ታോ㑆ギャップ 1㧦　╷がᔅⷐࠆߔߣ科学⊛情報⍮ߪߣ

大澤㓉ᢥ（環境⋭）

S02-5　⎇ⓥ -ታോ㑆ギャップ 2㧦　保全ᵴേの႐がᔅⷐࠆߔߣ科学⊛情報⍮ߪߣ

㜞Ꮉ一（日ᧄ⥄ὼ保⼔ද会）

シンポジウム　　　　　3月 22 日 13:30-1�:30　　　　　　会場　Room#

S03　⼾ߥ߆࿖ߦࠅߊߠะߚߌ↢‛ᄙ᭽ᕈのᵴ↪╷

企画者：↰⾆（ਃ⪉ UFJ），ጟ野㓉ብ（環境⋭）

ㄭᐕ、我が国の生物多様性政策は、ᓥ᧪の「⥄ὼ環境の保⼔」にട߃、「生ᘒ♽を活用した⼾かな国ߠくࠅ」

のⷞὐがടわࠅ、生物多様性の経ᷣ␠会にߌ߅るਥᵹൻにะߌたᣉ策がዷ㐿されつつある。ᐔᚑ 27 ᐕには、

ᣂたな国⸘画（国ᒻᚑ⸘画、国利用⸘画）の策ቯとともに、␠会⾗ᧄ㊀ὐᢛ⸘画のᡷቯ、᳇ᄌ動

ㆡᔕ⸘画の策ቯがⴕわれ、これらの政ᐭ⸘画に߅いて「生ᘒ♽を活用した⼾かな国ߠくࠅ」の⠨߃ᣇが⋓ࠅ

ㄟまれている。߫߃、生ᘒ♽のᯏ能を⊒ើさߖる␠会ၮ⋚ᢛである“ࠣリーンࠗンࡈ”や、生ᘒ♽を

活用した㒐ἴᷫἴである”Eco-DRR”など、生ᘒ♽の保全を࠷ー࡞とᝒ߃た生物多様性政策のᔨᒻᚑ、⸘

画策ቯがㅴめられてきた。国利用や␠会⾗ᧄᢛに㑐する政ᐭ⸘画に「生ᘒ♽の活用」が⏕に⋓ࠅㄟま

れたことはᵈ⋡に୯する。そこで、ᧄシンポジウムでは、ᧄᐕᐲに␜された政ᐭ⸘画にߌ߅る生物多様性の

⟎ߌߠをらかにしたで、生ᘒ♽を活用した経ᷣ␠会にߌ߅る生物多様性のਥᵹൻにะߌた政策動ะを

⚫しつつ、「⼾かな国ߠくࠅにะߌた生ᘒ♽の活用」を࠹ーࡑに研究㐿⊒、᥉⊒、⾗㊄動ຬのⷰὐから、

今ᓟ政ᐭ⸘画にၮߠく、ᣉ策ዷ㐿にะߌて必要となるข⚵について⼏⺰を߅こなう。な߅、ᧄシンポジウム

は、生物多様性に㑐わる多様なਥの一ጀのㅪ៤、ᵹを⋡的としてࠅ߅、生ᘒ学の研究者だߌでなく、ⴕ

政ᜂᒰ者、᳃㑆企業、ઁಽ野の研究者、学生からのෳടをࠅ、ᐢいⷞὐからౕ的な࠹ーࡑのもとታ際

的な⼏⺰をㅴめたい。

た生ᘒ学研究ߌとした␠会⺖㗴⸃にะ࡞ー࠷生物多様性保全を：ࡑー࠹

ࠦーデࠖࡀーター：↰⾆、ጟ野㓉ብ

、ーター：ਛ㕒ㅘ（東ർ大）、ጟㇱ⾆⟤ሶ（ᨋ✚研）、㎨↰⏴ੱ（ᓼፉ大学）、ศ↰ਂੱ（東京大）࠹ンࡔࠦ

ᅏ↰（研）、大澤剛士（農環研）、㘵ፉാੱ（ጊ᪸⋵ᨋ研）

S03-1　↢‛ᄙ᭽ᕈࠍᵴ↪ߚߒᣂߥߚ࿖ߦࠅߊߠะߡߌ

*ጟ野㓉ብ（環境⋭）
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S03-2　ࠣࡈࡦࠗࡦ㑐ㅪᣉ╷の࿖ౝᄖࠆߌ߅ߦേะ

*↰⾆（ਃ⪉ UFJ），ട⮮㤗ℂሶ（国通⋭）

S03-3　ᣇ⥄ᴦࠆߌ߅ߦ↢‛ᄙ᭽ᕈの保全ߣᵴ↪ߦ㑐ࠆߔมႡੱ᧚の⊓↪のᔅⷐᕈ

*ᯅᧄ૫ᑧ（ᐶ⋵ඳ）

S03-4　↢‛ᄙ᭽ᕈࠍᵴ↪ࡈࡦࠗߚߒᢛߣᣇഃ↢のน⢻ᕈ

*野（国通⋭国✚研）

シンポジウム　　　　　3月 24 日 13:30-1�:30　　　　　　会場　Room%

S04　ⅣႺ DNAࠆࠃߦ↢ᘒ学⎇ⓥのᣂߥߚዷ㐿

企画者：ዬ⑲ᐘ（ᐶ⋵大㒮シࡘࡒーシ࡚ン），ጊਛ᮸（㦖⼱大ℂ工）

環境 DNAとは，᳓ਛやფなど生ᘒ♽内に存在する DNAᢿ のことである。かつてはᓸ生物の⺞ᩏ

研究などに用いられてきたが，ㄭᐕ，ḓᴧやᴡᎹ，ᶏᵗなどの᳓ਛに存在する環境 DNAを利用して㝼類な

どの大ဳ生物のಽᏓや生物量などをផቯするᣂたなᚻᴺが㐿⊒されつつある。環境 DNAᚻᴺは᳓をすくっ

てಽᨆするだߌで⺞ᩏできることから，ᣢ存のណなどのᚻᴺとᲧߴてૐࠦࠬ࠻で多くの⺞ᩏを⺞ᩏでき

ることや，生ᕷ場所を⎕უߖずに⺞ᩏできるなど多くのࡔリッ࠻がある。ᧄシンポジウムでは，ここᢙᐕで

日ᧄの研究ࠣ࡞ープが㐿⊒してきた，環境 DNAに㑐ㅪする様々な技術について⚫する。ౕ的には，ቯ

量 PCRᴺを用いた環境 DNAによる生物ಽᏓ，SNP⸃ᨆ，デジタ࡞ PCRをった⸃ᨆ，そして，࡙ࡃ࠾ー

ーによる環境ࡑࠗプ࡞ࠨ DNAࡔタࡃーࠦーデࠖンࠣなどのᚻᴺと野外でのㆡ用を⚫する。そして，

今ᓟの環境 DNAがどのように，生ᘒ学の࠷ー࡞としての活用できるかについて⼏⺰したい。

S04-1　⿰ᣦ⺑㧦ⅣႺ DNAࠆࠃߦ↢‛ಽᏓផቯ

ዬ⑲ᐘ（ᐶ⋵大㒮シࡘࡒーシ࡚ン）

S04-2　⒳․⇣⊛プࡑࠗッࡓࠗ࠲࡞ࠕߣ࠻ PCRࠆࠃߦ㝼㘃のಽᏓផቯ

ጊਛ᮸（㦖⼱大ℂ工），ᰞ⠍，ᧄ澤大生，ᧄㇹ⌀ℂ，ㄞಁ月（㦖⼱大㒮ℂ工）

S04-3　SNPのቯ㊂⊛⸃ᨆࠆࠃߦㆮવሶဳ㗫ᐲのផቯ

内༑⟤ሶ（大㒋大⼱大⮎），ዬ⑲ᐘ（ᐶ⋵大㒮シࡘࡒーシ࡚ン），Ḯ利ᢥ（ᚭ大

⊒達），ጊਛ᮸（㦖⼱大ℂ工）

S04-4　࡞࠲ࠫ࠺ PCRߚ↪ࠍ↢‛ಽᏓ↢‛㊂ផቯ

ዬ⑲ᐘ（ᐶ⋵大㒮シࡘࡒーシ࡚ン），内༑⟤ሶ（大㒋大⼱大⮎），㜞ේノᒾ（ፉᩮ大

生物⾗Ḯ），᧻ᯅᓀሶ（ᐶ⋵大㒮シࡘࡒーシ࡚ン），Ḯ利ᢥ（ᚭ大⊒達），ጊਛ᮸

（㦖⼱大ℂ工）

S04-5　㝼㘃のⅣႺ DNAࠣࡦࠖ࠺ࠦࡃ࠲ࡔ㧦࠲࠺ਥዉဳ⊒ត⚝ဳࠕプ࠴ࡠが߽ߔࠄߚᣂߚ

ዷ㐿ߥ

ችᱜ᮸（ජ⪲⋵┙ਛᄩඳ物㙚）

S04-6　㝼㘃ⅣႺ DNAࠪߦ࠲࠺ࠬࡦࠛࠢኻᔕࠆߔ⒳್ᄙ᭽ᕈ⸃ᨆࠗࡄプࡦࠗの㐿⊒ߣዷᦸ

⮮ⴕੱ（東ർ大ToMMo）

S04-�　㊁ᄖ᳓ၞߢのࠣࡦࠖ࠺ࠦࡃ࠲ࡔ㧦MiFishߚߞ߆ߟࠍ⥰㢬ḧߢのⅣႺ DNA⸃ᨆ

ጊᧄືผ（ᚭ大⊒達）
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ム　　　　　3月ーࠜࡈ 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　RoomB

701　↢ᘒ学⠪ޔࠃⴝߦࠃ㧍 Part 12　ડᬺߣ↢‛ᄙ᭽ᕈ㨪ડᬺߣၞࠆߔ↢ౣߢᓴⅣのߒ
㨪ߺߊ

ਥ：ℂ会　⽿છ者：น知直Პ（㚂ㇺ大学東京），⿷┙直᮸（（ᩣ）ࠬポンࠬࡆࠕリࠖ࠹）

企業活動をめたੱ㑆␠会は、⥄ὼのめߋみによってᡰ߃られています。「⥄ὼのめߋみ」の࠭࠾ࠞࡔム

を科学的に⸃することは、生ᘒ学の㊀要な研究࠹ーࡑです。また、ᦨㄭはこの⥄ὼのめߋみをቯ量的に評

価しようとする動きもടㅦしています。

しかし、過ᢙචᐕ㑆、ੱ㑆活動がᏂ大ൻするにい、⥄ὼのめߋみをᡰ߃る生ᘒ♽やそのつながࠅ、あ

るいはそのਛにߌ߅る様々なᓴ環がಽᢿされ、⥄ὼのめߋみがᄬわれる⁁ᴫもᕆჇしています。この⁁ᴫは、

生ᘒ♽にとっても、またੱ㑆␠会にとってもෂᯏ的です。

一ᣇで、ㄭᐕはこれを⌀に⋭する動きが㜞まࠅつつあࠅ、企業はၞ␠会とදして、ಽᢿされたᓴ

環をౣ生しようという⹜みも生まれてきています。また、環境⋭も 2014 ᐕ 12 月に「つなߍよう、ᡰ߃よう

㉿Ꮉᶏ」というプࡠジ࠻ࠢࠚを⋭内で┙ߜ2015、ߍᐕからはᧄᩰ的にそれをዷ㐿しています。

こうしたᯏㆇのもと、ᧄ大会が㐿されるችၔ⋵にߌ߅るవㅴ的なを⚫し、今ᓟ、研究者が企業や

ⴕ政のこうした動きとどうදできるかを⠨߃、⼏⺰したいとᕁいます。

㨇プࠣࡠム㨉

એਅの 3つのขࠅ⚵みについて㑐ଥ者のᣇ々にߏ⚫いただいたᓟ、✚ว⸛⺰をいたします。

み⚵ࠅの様々なข╬࠻ッࡍ⾰ᧁ、ࠬࠟࠝࠗࡃධਃ㒽↸での

　（ᩣ）ࡒࠕタᜬ⛯น能経ᷣ研究所 ઍข✦役　⮮ඳਯ

　るᧁをゲとする「ᧁൻㇺᏒ」のታ現ߌ߅にࠅくߠ東᧻ጊᏒのᓳ⥝ⴝ

　　ᨋ業（ᩣ）ᨋ✛ൻ研究ンター㐳　ਛஜᄥ㇢

　「࠻ࠢࠚジࡠよう ㉿Ꮉᶏプ߃よう、ᡰߍつな」

　　環境⋭生物多様性ᣉ策ផㅴቶ ቶ㐳　ጟ野㓉ብ

̪Ṷ㗴はいずれも㗴、㗴ឭଏ者はᷤਛです。⏕ቯᓟ、jeconet ML で߅知らߖします。

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 21 日 12:1�-13:4�　　　　　　会場　RoomB

702　↵ᅚหෳ↹ߣ࠻ࡦࡌࠗࡈࠗޟ　ࡓࠜࡈࡦ࡚࠴ࡦ⎇ⓥ↢ᵴ㧦ߡߞ߿߁ߤਔ┙ߒ
ޠ㧫߆ߔ߹ߡ

ਥ：ࠠャリࠕᡰេኾ㐷ᆔຬ会　⽿છ者：ࠠャリࠕᡰេኾ㐷ᆔຬ会

日ᧄ生ᘒ学会は会ຬの 25% が学生会ຬで、しかもそのඨᢙがᅚ性です。ᐕ大会にߌ߅るシンポジウムの

企画者や⻠Ṷ者に⧯いઍが多いことからも、⧯ᚻの活べが⋡ⷡましい活᳇ある学会と⸒߃ます。しかしな

がら、多くの⧯ᚻは学ข得೨ᓟ㨪ቯしたポࠬ࠻を得るまでの一⇟ਇቯなᤨᦼに、ⶄᢙのࡌࠗࡈࠗン

ているのが現⁁です。今࿁߃るケーࠬが多く、様々なᖠみやਇをᛴ߃をᛴ（出↥、⢒ఽᇕ、ᅧᆼ⚿）࠻

のࠜࡈームでは、⧯ᚻが直面する⺖㗴問㗴に㑐してએਅの 4 つの࠹ーࡑを⸳ߌ、それߙれの࠹ーࡑに߅

ߑープデࠖࠬࠞッシ࡚ンᒻᑼで࡞ࠣ、ᡰេᐲなどをࠕデࠗࠕ㗴、⸃のための⺖問㗴ὐるᖠみやߌ

っく߫らんにしวいたいとᕁいます。
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S03-2　ࠣࡈࡦࠗࡦ㑐ㅪᣉ╷の࿖ౝᄖࠆߌ߅ߦേะ

*↰⾆（ਃ⪉ UFJ），ട⮮㤗ℂሶ（国通⋭）

S03-3　ᣇ⥄ᴦࠆߌ߅ߦ↢‛ᄙ᭽ᕈの保全ߣᵴ↪ߦ㑐ࠆߔมႡੱ᧚の⊓↪のᔅⷐᕈ

*ᯅᧄ૫ᑧ（ᐶ⋵ඳ）

S03-4　↢‛ᄙ᭽ᕈࠍᵴ↪ࡈࡦࠗߚߒᢛߣᣇഃ↢のน⢻ᕈ

*野（国通⋭国✚研）

シンポジウム　　　　　3月 24 日 13:30-1�:30　　　　　　会場　Room%

S04　ⅣႺ DNAࠆࠃߦ↢ᘒ学⎇ⓥのᣂߥߚዷ㐿

企画者：ዬ⑲ᐘ（ᐶ⋵大㒮シࡘࡒーシ࡚ン），ጊਛ᮸（㦖⼱大ℂ工）

環境 DNAとは，᳓ਛやფなど生ᘒ♽内に存在する DNAᢿ のことである。かつてはᓸ生物の⺞ᩏ

研究などに用いられてきたが，ㄭᐕ，ḓᴧやᴡᎹ，ᶏᵗなどの᳓ਛに存在する環境 DNAを利用して㝼類な

どの大ဳ生物のಽᏓや生物量などをផቯするᣂたなᚻᴺが㐿⊒されつつある。環境 DNAᚻᴺは᳓をすくっ

てಽᨆするだߌで⺞ᩏできることから，ᣢ存のណなどのᚻᴺとᲧߴてૐࠦࠬ࠻で多くの⺞ᩏを⺞ᩏでき

ることや，生ᕷ場所を⎕უߖずに⺞ᩏできるなど多くのࡔリッ࠻がある。ᧄシンポジウムでは，ここᢙᐕで

日ᧄの研究ࠣ࡞ープが㐿⊒してきた，環境 DNAに㑐ㅪする様々な技術について⚫する。ౕ的には，ቯ

量 PCRᴺを用いた環境 DNAによる生物ಽᏓ，SNP⸃ᨆ，デジタ࡞ PCRをった⸃ᨆ，そして，࡙ࡃ࠾ー

ーによる環境ࡑࠗプ࡞ࠨ DNAࡔタࡃーࠦーデࠖンࠣなどのᚻᴺと野外でのㆡ用を⚫する。そして，

今ᓟの環境 DNAがどのように，生ᘒ学の࠷ー࡞としての活用できるかについて⼏⺰したい。

S04-1　⿰ᣦ⺑㧦ⅣႺ DNAࠆࠃߦ↢‛ಽᏓផቯ

ዬ⑲ᐘ（ᐶ⋵大㒮シࡘࡒーシ࡚ン）

S04-2　⒳․⇣⊛プࡑࠗッࡓࠗ࠲࡞ࠕߣ࠻ PCRࠆࠃߦ㝼㘃のಽᏓផቯ

ጊਛ᮸（㦖⼱大ℂ工），ᰞ⠍，ᧄ澤大生，ᧄㇹ⌀ℂ，ㄞಁ月（㦖⼱大㒮ℂ工）

S04-3　SNPのቯ㊂⊛⸃ᨆࠆࠃߦㆮવሶဳ㗫ᐲのផቯ

内༑⟤ሶ（大㒋大⼱大⮎），ዬ⑲ᐘ（ᐶ⋵大㒮シࡘࡒーシ࡚ン），Ḯ利ᢥ（ᚭ大

⊒達），ጊਛ᮸（㦖⼱大ℂ工）

S04-4　࡞࠲ࠫ࠺ PCRߚ↪ࠍ↢‛ಽᏓ↢‛㊂ផቯ

ዬ⑲ᐘ（ᐶ⋵大㒮シࡘࡒーシ࡚ン），内༑⟤ሶ（大㒋大⼱大⮎），㜞ේノᒾ（ፉᩮ大

生物⾗Ḯ），᧻ᯅᓀሶ（ᐶ⋵大㒮シࡘࡒーシ࡚ン），Ḯ利ᢥ（ᚭ大⊒達），ጊਛ᮸

（㦖⼱大ℂ工）

S04-5　㝼㘃のⅣႺ DNAࠣࡦࠖ࠺ࠦࡃ࠲ࡔ㧦࠲࠺ਥዉဳ⊒ត⚝ဳࠕプ࠴ࡠが߽ߔࠄߚᣂߚ

ዷ㐿ߥ

ችᱜ᮸（ජ⪲⋵┙ਛᄩඳ物㙚）

S04-6　㝼㘃ⅣႺ DNAࠪߦ࠲࠺ࠬࡦࠛࠢኻᔕࠆߔ⒳್ᄙ᭽ᕈ⸃ᨆࠗࡄプࡦࠗの㐿⊒ߣዷᦸ

⮮ⴕੱ（東ർ大ToMMo）

S04-�　㊁ᄖ᳓ၞߢのࠣࡦࠖ࠺ࠦࡃ࠲ࡔ㧦MiFishߚߞ߆ߟࠍ⥰㢬ḧߢのⅣႺ DNA⸃ᨆ

ጊᧄືผ（ᚭ大⊒達）
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ム　　　　　3月ーࠜࡈ 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　RoomB

701　↢ᘒ学⠪ޔࠃⴝߦࠃ㧍 Part 12　ડᬺߣ↢‛ᄙ᭽ᕈ㨪ડᬺߣၞࠆߔ↢ౣߢᓴⅣのߒ
㨪ߺߊ

ਥ：ℂ会　⽿છ者：น知直Პ（㚂ㇺ大学東京），⿷┙直᮸（（ᩣ）ࠬポンࠬࡆࠕリࠖ࠹）

企業活動をめたੱ㑆␠会は、⥄ὼのめߋみによってᡰ߃られています。「⥄ὼのめߋみ」の࠭࠾ࠞࡔム

を科学的に⸃することは、生ᘒ学の㊀要な研究࠹ーࡑです。また、ᦨㄭはこの⥄ὼのめߋみをቯ量的に評

価しようとする動きもടㅦしています。

しかし、過ᢙචᐕ㑆、ੱ㑆活動がᏂ大ൻするにい、⥄ὼのめߋみをᡰ߃る生ᘒ♽やそのつながࠅ、あ

るいはそのਛにߌ߅る様々なᓴ環がಽᢿされ、⥄ὼのめߋみがᄬわれる⁁ᴫもᕆჇしています。この⁁ᴫは、

生ᘒ♽にとっても、またੱ㑆␠会にとってもෂᯏ的です。

一ᣇで、ㄭᐕはこれを⌀に⋭する動きが㜞まࠅつつあࠅ、企業はၞ␠会とදして、ಽᢿされたᓴ

環をౣ生しようという⹜みも生まれてきています。また、環境⋭も 2014 ᐕ 12 月に「つなߍよう、ᡰ߃よう

㉿Ꮉᶏ」というプࡠジ࠻ࠢࠚを⋭内で┙ߜ2015、ߍᐕからはᧄᩰ的にそれをዷ㐿しています。

こうしたᯏㆇのもと、ᧄ大会が㐿されるችၔ⋵にߌ߅るవㅴ的なを⚫し、今ᓟ、研究者が企業や

ⴕ政のこうした動きとどうදできるかを⠨߃、⼏⺰したいとᕁいます。

㨇プࠣࡠム㨉

એਅの 3つのขࠅ⚵みについて㑐ଥ者のᣇ々にߏ⚫いただいたᓟ、✚ว⸛⺰をいたします。

み⚵ࠅの様々なข╬࠻ッࡍ⾰ᧁ、ࠬࠟࠝࠗࡃධਃ㒽↸での

　（ᩣ）ࡒࠕタᜬ⛯น能経ᷣ研究所 ઍข✦役　⮮ඳਯ

　るᧁをゲとする「ᧁൻㇺᏒ」のታ現ߌ߅にࠅくߠ東᧻ጊᏒのᓳ⥝ⴝ

　　ᨋ業（ᩣ）ᨋ✛ൻ研究ンター㐳　ਛஜᄥ㇢

　「࠻ࠢࠚジࡠよう ㉿Ꮉᶏプ߃よう、ᡰߍつな」

　　環境⋭生物多様性ᣉ策ផㅴቶ ቶ㐳　ጟ野㓉ብ

̪Ṷ㗴はいずれも㗴、㗴ឭଏ者はᷤਛです。⏕ቯᓟ、jeconet ML で߅知らߖします。

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 21 日 12:1�-13:4�　　　　　　会場　RoomB

702　↵ᅚหෳ↹ߣ࠻ࡦࡌࠗࡈࠗޟ　ࡓࠜࡈࡦ࡚࠴ࡦ⎇ⓥ↢ᵴ㧦ߡߞ߿߁ߤਔ┙ߒ
ޠ㧫߆ߔ߹ߡ

ਥ：ࠠャリࠕᡰេኾ㐷ᆔຬ会　⽿છ者：ࠠャリࠕᡰេኾ㐷ᆔຬ会

日ᧄ生ᘒ学会は会ຬの 25% が学生会ຬで、しかもそのඨᢙがᅚ性です。ᐕ大会にߌ߅るシンポジウムの

企画者や⻠Ṷ者に⧯いઍが多いことからも、⧯ᚻの活べが⋡ⷡましい活᳇ある学会と⸒߃ます。しかしな

がら、多くの⧯ᚻは学ข得೨ᓟ㨪ቯしたポࠬ࠻を得るまでの一⇟ਇቯなᤨᦼに、ⶄᢙのࡌࠗࡈࠗン

ているのが現⁁です。今࿁߃るケーࠬが多く、様々なᖠみやਇをᛴ߃をᛴ（出↥、⢒ఽᇕ、ᅧᆼ⚿）࠻

のࠜࡈームでは、⧯ᚻが直面する⺖㗴問㗴に㑐してએਅの 4 つの࠹ーࡑを⸳ߌ、それߙれの࠹ーࡑに߅

ߑープデࠖࠬࠞッシ࡚ンᒻᑼで࡞ࠣ、ᡰេᐲなどをࠕデࠗࠕ㗴、⸃のための⺖問㗴ὐるᖠみやߌ

っく߫らんにしวいたいとᕁいます。
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㧨࠹ーࡑ㧪

Ԙዬᇕ　ԙ出↥⢒ఽとのਔ┙　Ԛ▤ℂ⡯とのᗧᕁ⇹通　ԛ↵性の⢒ఽෳട

㧨全のㅴⴕ㧪

1. ⿰ᣦ⺑

2. 学会からの↵ᅚหෳ画に㑐する情報ឭଏ

3. ฦ࠹ーࡑにಽかれてࠣ࡞ープデࠖࠬࠞッシ࡚ン

4. まとめ：ฦࠣ࡞ープからの報๔

ᣢにまっただਛの⧯ᚻ会ຬの⊝様、⢒ఽが一Ბ⪭したਛၷ会ຬの⊝様、そろそろ▤ℂ⡯࠻ンࡌࠗࡈࠗ

▤ℂ⡯のਛၷシࠕ࠾会ຬの⊝様のෳടを߅ᓙߜしています。ੱ生と研究にߌ߅るవヘᓟヘหヘの㑆で、

知ᕺと⺖㗴をするᯏ会にしていただߌれ߫とᕁいます。ン࠴はฦ⥄ᜬෳしてください。߅ሶさんㅪれ

のᣇ、↵性も᱑ㄫです。߅᳇シにߏෳടください。

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 21
12:1�-�� 22�24 日 
11:4�-�　　　　　　会場　Room'

ᘒ学ળ↢@࡞࠻ࡃࠝࡉࡆ　703 2016บ

ਥ：ℂ会ᛚ　⽿છ者：ጟㇱᙗ（大㒮シࠬ生），⍫ේᔀ一（大㒮ℂ学研究㒮）

5ಽ㑆の⚫とそのᓟのデࠖࠬࠞッシ࡚ン、ࠅነߜとは、⊒者が面⊕いとᕁったᧄをᜬ࡞࠻ࡃブリࠝࡆ

を通ߓて、⡬ⴐをめたෳട者が「どのᧄが一⇟⺒みたくなったか㧫」をၮḰにᛩして┹うᦠ評ࠗࡌン࠻

です。大学生をਛᔃに、ㄭᐕ全国的なᐢがࠅを見ߖています。

ᧄ大会では、生ᘒ学会ೋの⹜みとしてࡆブリࠝ࡞࠻ࡃをታᣉします。࠹ーࡑは「生ᘒ学に⥝をもてるᧄ」

です。

⊒は೨⊓㍳が必要です。೨⊓㍳のᣇᴺなどの詳細は、એਅの twitter 。にឝタしています࠻ウンࠞࠕ

https://twitter.com/seitaibiblo1
見ఝൎしたᣇには、⽕⪇᥊ຠを用ᗧしてࠅ߅ます。⊝様のෳടを߅ᓙߜしています。

ෳ⠨：

知的ᦠ評วᚢ ࡆブリࠝ࡞࠻ࡃᑼウࠚブ࠻ࠗࠨ：http://www.bibliobattle.jp/

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 21 日 14:00-17:00　　　　　　会場　Room%

704　↢ᘒ学ࠍᵴࠠߚߒ߆ャࠍࠬࡄࠕ㐿ᜏߦߚࠆߔ

ਥ：ࠠャリࠕᡰេኾ㐷ᆔຬ会　⽿છ者：ࠠャリࠕᡰេኾ㐷ᆔຬ会

環境↥業Ꮢ場の大やᦨㄭのᣂතណ用ࠠャリࠕណ用の活⊒ൻもあࠅ，生ᘒ学に㑐ㅪするኾ㐷知⼂技術

が要᳞される᳞ੱもし߫し߫見られるようになった㧚その一ᣇで生ᘒ学は，ࠖࡈー࠼࡞⺞ᩏታ㛎ℂ⺰

⛔⸘⸃ᨆ╬，多様なᚻᴺ技術をᛒう学問であࠅ，対⽎やᚻᴺが多様でᐢいが߃ࠁにኾ㐷性を活かしたࠠャ

リࠬࡄࠕをឬくのが㔍しいという現⁁がある㧚これは，2013 ᐕᐲにታᣉした「生ᘒ学者のዞ⡯వࠕンケー

の（士ੌୃに学ㇱත․）ᩏ」の⚿果で，⧯ᚻ⺞࠻ 7 割એが生ᘒ学とは㑐ଥのない⡯にዞいていることか

らも⸒߃るだろう㧚ᧄࠜࡈームでは，᧪，生ᘒ学を活かしたࠠャリࠬࡄࠕをᔒะする⧯ᚻにะߌて，ま

ずዞ⡯活動のᔃ᭴߃や企業のⷞὐを⸃⺑する㧚⛯いて，生ᘒ学に㑐ㅪする企業をき，ฦ企業の⚫߅よ߮

ᜂᒰ者とのᵹ会を㐿する㧚

㧨全のㅴⴕ㧪

1. ⿰ᣦ⺑

2. ኾ㐷を活かした⡯にዞくために：企業のⷞὐ，⧯ᚻのᔃ᭴߃╬　ઍ一㇢（ᩣᑼ会␠ࠞࠕリࠢ）
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3. ෳട企業によるシ࡚ー࠻プン࠹ーシ࡚ン（環境ࠦンࡌ࡞ࠨン࠴ャーࡔデࠖࠕNGO ╬を੍ቯ）

4. 企業とのᵹ会（ブーࠬᒻᑼ）

（දജ：ᩣᑼ会␠ࠞࠕリࠢ）

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room(

ࠆ߃⠨ࠍࠣࡦ࠾ࡉࠖ࠹ࠢࠕ　705

ਥ：生ᘒ学ᢎ⢒ኾ㐷ᆔຬ会　⽿છ者：⣁ 也（ችፒ大農），ਛ↰ （京ㇺᅚሶ大），ᐔጊ 大テ（ਃ㊀大

ᢎ⢒），ਃቛ ፏ（ጘ㒂大ᢎ⢒）

ม会：ች↰ℂᕺ（ᚭᅚ学㒮ਛ学ㇱ㜞╬学ㇱ、ࠕンケー࠻ᜂᒰ：ᐔጊ大テ（ਃ㊀大ᢎ⢒）

ᰴᦼ学⠌ᜰዉ要㗔ではࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ンࠣが㊀ⷞされますが、生ᘒ学会会ຬの多くはࠖ࠹ࠢࠕブ

ー࠾ンࠣについてよく知らないと⸒う現⁁があࠅます。生ᘒ学ᢎ⢒ኾ㐷ᆔຬ会でも、ࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ン

ࠣについて⼏⺰したところ、ࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ンࠣは生ᓤや学生のࡌ࠴ࡕーシ࡚ンをߍ、ᢎわった内ኈ

のቯ⌕ᐲが㜞い㐳所がある一ᣇ、ᐳ学よᤨࠅ㑆がかかる、多様なᢎ᧚のḰにᚻ㑆がかかる、ᢎຬの⾰や

る᳇に大きくᏀฝされるなどの⍴所もあるのではないかとのᗧ見も出されました。ታ際にはどうなのでしࠂ

うか㧫

るน能性ߓンࠣがᧄᩰ的にዉされた場ว、「生ᘒ」のᢎ⢒現場でも大きなᄌൻが生࠾ーブࠖ࠹ࠢࠕ

があるとᕁわれます。「生ᘒ」ಽ野はࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ンࠣะきであࠅ、ᤓᐕ㐿した生ᘒᢎ⢒ᡰេデー

タࡌーࠬは、ࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ンࠣのᢎ᧚としてലかもしれまߖん。一ᣇ、場วによってはࠖ࠹ࠢࠕブ

。んߖンࠣの利ὐを⊒ើできないかもしれま࠾ー

そこで、このࠜࡈームでは、ࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ンࠣをࡈッ࠻にとらࠖ࠹ࠢࠕ、߃ブー࠾ンࠣと

はか㧫生ᘒᢎ⢒ではࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ンࠣをどのようにᛒ߫߃⦟いのか㧫について、生ᘒ学会ຬにട߃

てኾ㐷ኅである、రᢥ科⋭ᢎ科⺞ᩏቭの↰ઍ直ᐘ᳁と、㜞ᩞ現場でࠖ࠹ࠢࠕブ࠾̆ンࠣをታ〣されてき

た㍿↰ୃり᳁を߅きして⼏⺰したいとᕁいます。

多くのᣇ々のߏෳടを߅ᓙߜしてࠅ߅ます。

の⿰ᣦ⺑ޠࠆ߃⠨ࠍࠣࡦ࠾ࡉࠖ࠹ࠢࠕޟ

⣁ 也（ችፒ大学）

ᓟの↢‛ᢎ⢒のᣇะᕈߣ㜞ᄢㅪ៤

↰ઍ 直ᐘ（Ᏹ⪲大ᢎ⢒）

ਛ╬ᢎ⢒႐ߢのࠣࡦ࠾ࡉࠖ࠹ࠢࠕ

ᐢἑ ม（大㒋ᐭᢎ⢒ンター ）

ㅴの⁁ᴫߣの㜞ᩞ႐߳のዉࠣࡦ࠾̆ࡉࠖ࠹ࠢࠕ

㍿↰ ୃり（ፉᩮ⋵┙㓝ጘፉ೨㜞╬学ᩞ）

࠻ࡦࡔࠦ ⟍のഞࠣࡦ࠾ࡉࠖ࠹ࠢࠕ　1

᎑↰ ᱜ（東大✚วᢥൻᐢၞ）

࠻ࡦࡔࠦ 㧫߆ᔅⷐߪࠣࡦ࠾ࡉࠖ࠹ࠢࠕ　2

ਛ↰ （京ㇺᅚሶ大学）
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ー࠾ンࠣについてよく知らないと⸒う現⁁があࠅます。生ᘒ学ᢎ⢒ኾ㐷ᆔຬ会でも、ࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ン

ࠣについて⼏⺰したところ、ࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ンࠣは生ᓤや学生のࡌ࠴ࡕーシ࡚ンをߍ、ᢎわった内ኈ

のቯ⌕ᐲが㜞い㐳所がある一ᣇ、ᐳ学よᤨࠅ㑆がかかる、多様なᢎ᧚のḰにᚻ㑆がかかる、ᢎຬの⾰や

る᳇に大きくᏀฝされるなどの⍴所もあるのではないかとのᗧ見も出されました。ታ際にはどうなのでしࠂ

うか㧫

るน能性ߓンࠣがᧄᩰ的にዉされた場ว、「生ᘒ」のᢎ⢒現場でも大きなᄌൻが生࠾ーブࠖ࠹ࠢࠕ

があるとᕁわれます。「生ᘒ」ಽ野はࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ンࠣะきであࠅ、ᤓᐕ㐿した生ᘒᢎ⢒ᡰេデー

タࡌーࠬは、ࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ンࠣのᢎ᧚としてലかもしれまߖん。一ᣇ、場วによってはࠖ࠹ࠢࠕブ

。んߖンࠣの利ὐを⊒ើできないかもしれま࠾ー

そこで、このࠜࡈームでは、ࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ンࠣをࡈッ࠻にとらࠖ࠹ࠢࠕ、߃ブー࠾ンࠣと

はか㧫生ᘒᢎ⢒ではࠖ࠹ࠢࠕブー࠾ンࠣをどのようにᛒ߫߃⦟いのか㧫について、生ᘒ学会ຬにട߃

てኾ㐷ኅである、రᢥ科⋭ᢎ科⺞ᩏቭの↰ઍ直ᐘ᳁と、㜞ᩞ現場でࠖ࠹ࠢࠕブ࠾̆ンࠣをታ〣されてき

た㍿↰ୃり᳁を߅きして⼏⺰したいとᕁいます。

多くのᣇ々のߏෳടを߅ᓙߜしてࠅ߅ます。

の⿰ᣦ⺑ޠࠆ߃⠨ࠍࠣࡦ࠾ࡉࠖ࠹ࠢࠕޟ

⣁ 也（ችፒ大学）

ᓟの↢‛ᢎ⢒のᣇะᕈߣ㜞ᄢㅪ៤

↰ઍ 直ᐘ（Ᏹ⪲大ᢎ⢒）

ਛ╬ᢎ⢒႐ߢのࠣࡦ࠾ࡉࠖ࠹ࠢࠕ

ᐢἑ ม（大㒋ᐭᢎ⢒ンター ）

ㅴの⁁ᴫߣの㜞ᩞ႐߳のዉࠣࡦ࠾̆ࡉࠖ࠹ࠢࠕ

㍿↰ ୃり（ፉᩮ⋵┙㓝ጘፉ೨㜞╬学ᩞ）

࠻ࡦࡔࠦ ⟍のഞࠣࡦ࠾ࡉࠖ࠹ࠢࠕ　1

᎑↰ ᱜ（東大✚วᢥൻᐢၞ）

࠻ࡦࡔࠦ 㧫߆ᔅⷐߪࠣࡦ࠾ࡉࠖ࠹ࠢࠕ　2

ਛ↰ （京ㇺᅚሶ大学）
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ム　　　　　3月ーࠜࡈ 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　RoomB

706　↢‛ᄙ᭽ᕈ߮↢ᘒ♽ࠬࡆࠨの✚ว⹏ଔࠆߌ߅ߦ࿖ౝᄖのേะ　̆⥄ὼޘੱߪのᐘߖ
̆߆のࠆߡߞࠊ㑐߁ߤߦ

ਥ：ℂ会ផ⮈　⽿છ者：ਛ㕒ㅘ，大澤㓉ᢥ

2010 ᐕ 5月にされた「生物多様性✚ว評価報๔ᦠ」（環境⋭生物多様性✚ว評価ᬌ⸛ᆔຬ会）（એਅ

「JBO」）は、我が国の␠会߮環境が大きくᄌኈをㆀߍた過 50 ᐕ㑆の生物多様性の⁁ᴫの評価をまとめ

たものである。JBO はわが国ೋの生物多様性✚ว評価で、生物多様性の大まかな⁁ᴫとその問㗴ὐが␜され

た。この⚿果は、生物多様性国ኅᚢ⇛ 2012-2020（એਅ「国ኅᚢ⇛」）の策ቯ╬、政策ቯにも活用されてい

る。一ᣇ、科学的なデータが一ㇱのಽ野でዋないことや生ᘒ♽ࠨーࠬࡆの評価がචಽでないなどの⺖㗴がᱷ

された。

国際的な動きとしては、生物多様性と生ᘒ♽ࠨーࠬࡆに㑐する動ะを科学的に評価し、科学と政策のつな

がࠅをᒝൻする政ᐭ㑆⚵❱である「生物多様性߮生ᘒ♽ࠨーࠬࡆに㑐する政ᐭ㑆科学 - 政策プッࠜࡈ࠻

ーム」（IPBES）が、2012 ᐕ 4 月に⸳┙された。IPBES では、201� ᐕまでにⷙᮨの生物多様性߮生ᘒ

。に㑐する評価がታᣉされる੍ቯとなっているࠬࡆーࠨ♽

これらのᵹれを〯ま߃、環境⋭生物多様性߮生ᘒ♽ࠨーࠬࡆ✚ว評価ᬌ⸛会では、ᤓᐕᐲから 2 ᐕ㑆か

る生物多様性と生ᘒߌ߅の✚ว評価（JBO2）の業をⴕい、わが国にࠬࡆーࠨ♽て生物多様性߮生ᘒߌ

の⁁ᴫとะ、それらがੱ㑆の利にもたらすല果の評価を⹜みた。今ᓟ、JBO2ࠬࡆーࠨ♽ は生物多様性

の⁁ᴫを国᳃にಽかࠅやすくવ߃、政策ቯをᡰ߃るቴⷰ的情報としても活用される੍ቯ。

ᧄ集会では、JBO2 の⚿果をᶏ外にߌ߅る類ૃ評価や㑐ㅪ研究の動ะとともに⚫し、JBO2 のᚑ果を生物

多様性にଥる政策にどう活用するか、また生ᘒ学の研究にどう活用するか、さらには JBO2 を通ߓてらか

になった⺖㗴も〯ま߃、᧪ห╬の✚ว評価のታᣉをᗐቯした場ว、今ᓟどんな研究の⊒ዷがᦼᓙされるか

などについて⸛⺰をⴕう。

なࠜࡈ、߅ームの⿰ᣦ⺑はਛየᢥሶ（環境⋭）がⴕう੍ቯ。

↢‛ᄙ᭽ᕈࠍᎼࠆ࿖ౝᄖのേะ

ጟ野㓉ብ（環境⋭）

ᣣᧄの↢‛ᄙ᭽ᕈの✚ว⹏ଔ⚿ᨐ

ਛ㕒ㅘ（東ർ大学）

ᣣᧄの↢ᘒ♽ੱߣࠬࡆࠨ㑆の߳の⽸₂ߦଥࠆ✚ว⹏ଔ⚿ᨐ

㥱⮮ୃ（国ㅪ大学）

ᶏᄖࠆߌ߅ߦ↢‛ᄙ᭽ᕈ↢ᘒ♽ࠬࡆࠨの✚ว⹏ଔの⁁ᴫ߮⺖㗴

大澤㓉ᢥ（環境⋭）

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 22 日 11:4�-13:1�　　　　　　会場　RoomB

70�　⧯ᚻがߊ Ecological Research ㇺᏒવ⺑㧦࠼ࡦ࠻ಽᨆࠆ߃ࠄߣࠄ߆ᧄの⌀⋧

ਥ：Ecological Research ✬集ᆔຬ会　⽿છ者：ਭ☨◊（Ꮊ大学）

ਥ：⧷ᢥ✬集ᆔຬ会 ᬮᧄ⡞ᄥ㇢、ጟ↰ᘮ一、ⷺ↰ᥓ⹖（⧷ᢥᰴઍ⢒ᚑဳࠛデࠖター）

ムは、⧷ᢥ✬集ᆔຬ会がਥし、Springer Japanーࠜࡈ要：この がද⾥するン࡚࠴ンࠜࡈーム

として㐿します。

22

Ecological Research （ER）は、日ᧄ生ᘒ学会が⊒ⴕするᑼ国際です。現在、日ᧄ生ᘒ学会は科研⾌（研

究ᚑ果㐿ଦㅴ⾌）「国際情報⊒ାᒝൻ」のഥをฃߌ、ER を通ߓた国際的な研究ዷ㐿の⺃ዉとᚑ果⊒ା

のଦㅴを⋡ᜰしています。この⋡的を達ᚑするためには、ERが「生ᘒ学㔀」としてどのような․⦡をᜬߜ、

現在どのような⁁ᴫにあるかを、ഃೀからのᤨઍ的ᄌㆫを߰ま߃てᛠីして߅く必要があࠅます。

ER に対する一⥸会ຬのࠗࡔージはᣥᘒଐὼとしているかもしれまߖん。「ER はᬀ生学の㔀だ」、「日

ᧄੱのᛩⓂ者ᢙがᷫっている」、「ᦨೋのᛩⓂは問╵ή用でリジ࠻ࠢࠚされる」といった、ㇺᏒવ⺑的なうわ

さがᵹᏓしているものの、これまでቴⷰ的なಽᨆがされてきたとは⸒߃まߖん。

そこで、ᧄࠜࡈームでは、過のឝタ⺰ᢥの࠻ン࠼ಽᨆにၮߠき、ER に㑐するㇺᏒવ⺑をᬌ⸽し

つつ、現⁁評価をⴕいます。また、国際情報⊒ାᒝൻ߳のこれまでのขࠅ⚵みを⚫するとともに、今ᓟの

⺖㗴についても⼏⺰したいと⠨߃ています。日ᧄ生ᘒ学会ER のさらなる⊒ዷのためには、会ຬの⊝さ

んのᡰ߃がਇนᰳです。ER ✬集㐳などをいた࡞ࡀࡄ⸛⺰も੍ቯしていますので、᧪場者の積ᭂ的なߏ

⾰問ߏᗧ見を߅ᓙߜしてࠅ߅ます。

な߅、ᧄࠜࡈームは、シࡘプリンࠟージャࡄン␠のදജを得て、ン࡚࠴ンࠜࡈームとして㐿し

ます。వ⌕ 100 ฬのᣇにシࡘプリンࠟージャࡄンによࠅᑯᒰがឭଏされます。೨⊓㍳はਇ要で、会ᦼਛ

にン࡚࠴ンࠜࡈームᢛℂを㈩Ꮣ੍ቯです。

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 22 日 13:30-1�:30　　　　　　会場　RoomB

70�　ᰴઍ㐳ᦼ⎇ⓥ : JaLTER10 ᐕડ↹╙ 1 ᒢ

ਥ：大ⷙᮨ㐳ᦼ生ᘒ学ᆔຬ会　⽿છ者：日ᶆ ീ（ർ大⧴ዊ’研究ᨋ）

㐳ᦼに᷹ⷰしてೋめてらかになる࠻ン࠼、大ࠬケー࡞でᲧセしてೋめてಽかるその場所の․⾰など大

ⷙᮨ㐳ᦼ研究の㝯ജは⸘ࠅ知れない。しかしこのような研究は、生ᘒ学をᆎめて㑆もない⧯ᚻにとってはᢝ

ዬが㜞いこともまたታである。このࠜࡈームでは、このようなᢝዬをシ々と（㧫）ਸ਼ࠅ߃た⧯ᚻ研究

者に⥄りの経㛎を⺆って㗂く。ᨋ、㒽᳓、ᶏᵗなど様々なࠖࡈー࠹ࠬ࠼࡞ーシ࡚ンでそのࠗンࡈや㐳ᦼ

データを活用することで⥄りの研究のᨒ⚵みをᐢߍたࠅ、ห研究者とᣂたな研究を⊒ዷさߖることの面⊕

さやᗧ⟵をし、今ᓟの大ⷙᮨ㐳ᦼ研究のዷ㐿を⼏⺰したい。

ᄢⷙᮨ㐳ᦼ⎇ⓥࠠࠆࠇ߆⎇ߢߣߎࠆࠊߐߕߚߦャࠕⷞὐߪߣ

᧻ਅ通也（ᨋᧁ⢒種場）

ᄢⷙᮨ㐳ᦼ⎇ⓥがᄢ学㒮↢ߔࠄߚ߽ߦ⎇ⓥߡߒߣࠬ࠰のࡔッ࠻㧙ዊᎹ⹜㛎ୃࠆߌ߅ߦ჻⎇ⓥࠍ

ߦ㧙

⧷᮸（╳ᵄ大）

ߦࠍᣇ㧦ᴪጯⓥのᆎ⎇ߥᄢⷙᮨޔ㐳ᦼߚߞ߆ߟࠍⓥ⎇࠻ࠢࠚࠫࡠプ߿ࠬࡌ࠲࠺

ጊർ剛ਭ（JAMSTEC）

⺖ߣᓎഀߔߚ㨪㐳ᦼ↢ᘒ学⎇ⓥのᨐߣߎࠆ߆ࠊߡ㓸ߢᐢၞࠍ࠲࠺ߚࠇߐⓍ⫾ޔߣߎࠆ߆ࠊࠄ߆᷹ⷰ

㗴㨪

᧻ፒᘕ一㇢（国┙環境研）

Monitoring the future: long-term biodiversity monitoring in Southeast Asia

ਛᓆብ（ਛ国科学㒮XTBG）
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現在どのような⁁ᴫにあるかを、ഃೀからのᤨઍ的ᄌㆫを߰ま߃てᛠីして߅く必要があࠅます。
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ᧄੱのᛩⓂ者ᢙがᷫっている」、「ᦨೋのᛩⓂは問╵ή用でリジ࠻ࠢࠚされる」といった、ㇺᏒવ⺑的なうわ
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んのᡰ߃がਇนᰳです。ER ✬集㐳などをいた࡞ࡀࡄ⸛⺰も੍ቯしていますので、᧪場者の積ᭂ的なߏ

⾰問ߏᗧ見を߅ᓙߜしてࠅ߅ます。

な߅、ᧄࠜࡈームは、シࡘプリンࠟージャࡄン␠のදജを得て、ン࡚࠴ンࠜࡈームとして㐿し

ます。వ⌕ 100 ฬのᣇにシࡘプリンࠟージャࡄンによࠅᑯᒰがឭଏされます。೨⊓㍳はਇ要で、会ᦼਛ

にン࡚࠴ンࠜࡈームᢛℂを㈩Ꮣ੍ቯです。

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 22 日 13:30-1�:30　　　　　　会場　RoomB

70�　ᰴઍ㐳ᦼ⎇ⓥ : JaLTER10 ᐕડ↹╙ 1 ᒢ

ਥ：大ⷙᮨ㐳ᦼ生ᘒ学ᆔຬ会　⽿છ者：日ᶆ ീ（ർ大⧴ዊ’研究ᨋ）

㐳ᦼに᷹ⷰしてೋめてらかになる࠻ン࠼、大ࠬケー࡞でᲧセしてೋめてಽかるその場所の․⾰など大

ⷙᮨ㐳ᦼ研究の㝯ജは⸘ࠅ知れない。しかしこのような研究は、生ᘒ学をᆎめて㑆もない⧯ᚻにとってはᢝ

ዬが㜞いこともまたታである。このࠜࡈームでは、このようなᢝዬをシ々と（㧫）ਸ਼ࠅ߃た⧯ᚻ研究

者に⥄りの経㛎を⺆って㗂く。ᨋ、㒽᳓、ᶏᵗなど様々なࠖࡈー࠹ࠬ࠼࡞ーシ࡚ンでそのࠗンࡈや㐳ᦼ

データを活用することで⥄りの研究のᨒ⚵みをᐢߍたࠅ、ห研究者とᣂたな研究を⊒ዷさߖることの面⊕

さやᗧ⟵をし、今ᓟの大ⷙᮨ㐳ᦼ研究のዷ㐿を⼏⺰したい。

ᄢⷙᮨ㐳ᦼ⎇ⓥࠠࠆࠇ߆⎇ߢߣߎࠆࠊߐߕߚߦャࠕⷞὐߪߣ

᧻ਅ通也（ᨋᧁ⢒種場）

ᄢⷙᮨ㐳ᦼ⎇ⓥがᄢ学㒮↢ߔࠄߚ߽ߦ⎇ⓥߡߒߣࠬ࠰のࡔッ࠻㧙ዊᎹ⹜㛎ୃࠆߌ߅ߦ჻⎇ⓥࠍ

ߦ㧙

⧷᮸（╳ᵄ大）

ߦࠍᣇ㧦ᴪጯⓥのᆎ⎇ߥᄢⷙᮨޔ㐳ᦼߚߞ߆ߟࠍⓥ⎇࠻ࠢࠚࠫࡠプ߿ࠬࡌ࠲࠺

ጊർ剛ਭ（JAMSTEC）

⺖ߣᓎഀߔߚ㨪㐳ᦼ↢ᘒ学⎇ⓥのᨐߣߎࠆ߆ࠊߡ㓸ߢᐢၞࠍ࠲࠺ߚࠇߐⓍ⫾ޔߣߎࠆ߆ࠊࠄ߆᷹ⷰ

㗴㨪

᧻ፒᘕ一㇢（国┙環境研）

Monitoring the future: long-term biodiversity monitoring in Southeast Asia

ਛᓆብ（ਛ国科学㒮XTBG）
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ム　　　　　3月ーࠜࡈ 22 日 13:30-1�:30　　　　　　会場　Room,

ห⎇ⓥὐ↪੩ᄢ↢ᘒ⎇のหޔ߁߅ߢߥࠎߺ　�70

ਥ：ℂ会　⽿છ者：ਛ野િ一（京大生ᘒ研），工⮮ᵗ（京大生ᘒ研）

京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター（એਅ、京大生ᘒ研）は、ᐔᚑ 3 ᐕᐲに全国ห利用ᯏ㑐としてഃ⸳され、

ᐔᚑ 22 ᐕᐲからの╙ੑᦼਛᦼ⸘画ᦼ㑆ਛはห利用ห研究ὐ（એਅ、ὐ）としてᢥ科⋭にቯさ

れ、我が国の生ᘒ学߅よ߮㑐ㅪ学問ಽ野の研究者のᡰេを通して、ᒰ学問ಽ野の⊒ዷに貢献してきました。

このᐲ、ᢥ科⋭によࠅ╙ਃᦼਛᦼ⸘画ᦼ㑆ਛのὐとしてもቯされ、京大生ᘒ研は我が国だߌでなく国際

的なᒰ学問ಽ野の⊒ዷのために、全ജでὐ業にข⚵ࠅ所存です。ห利用ห研究ὐᐲとは、

ᢥ科⋭が、我が国や⇇の⻉情に㐓みてᒰ学問ಽ野の㊀要性をめ、ᒰ学問ಽ野のᦝなる⊒ዷのため

にᡰេをⴕうものです。生ᘒ学߅よ߮㑐ㅪ学問ಽ野は大ᄌᐢ▸࿐にᷰるため、生ᘒ学߅よ߮㑐ㅪ学問ಽ野の

研究者ࠦࠖ࠹࠾ࡘࡒにはあといくつかのὐがあるߴきかもしれまߖん。しかし、ዋなくとも╙ਃᦼਛᦼ⸘

画のᦨೋのᢙᐕ㑆は、我々京大生ᘒ研は、ᒰ学問ಽ野にߌ߅る我が国໑一のὐと⸒߃ます。このため、

生ᘒ研がὐであることは㊀要であࠅ、またそれだߌに我々には大きな⽿ോがあるでしࠂう。ᐔᚑ 28ᐕᐲ

からの � ᐕ㑆をㄫ߃るにᒰたࠅ、我々はὐについて研究者ࠦࠖ࠹࠾ࡘࡒの⊝様にさらにߏ知いただきた

いと⠨߃てࠅ߅ます。ᧄࠜࡈームでは、研究者ࠦࠖ࠹࠾ࡘࡒの⊝様にὐ⛮⛯のߏ報๔をᏅしߍると

に、⊝様のߏᗧ見を⾦ࠅながらさらに利用しᤃい、利用してよࠅ活性ൻするὐとして活動してまいࠅたい

と⠨߃てࠅ߅ます。ὐをߏ利用の際の問㗴⺖㗴や、今ᓟの京大生ᘒ研ὐにᦼᓙすることやって᰼し

いこと、ᦝには国内外の生ᘒ学㑐ㅪ学問ಽ野のためにᒰὐはどうあるߴきか╬々について、⼏⺰をᷓめ

たいと⠨߃てࠅ߅ます。

੩ᄢ↢ᘒ⎇のὐがᱠߚ߈ߢࠎࠄ߆ࠇߎߣᱠむ

ਛ野િ一，工⮮ᵗ（京大生ᘒ研）

ℚℛḓ⺞ᩏ⦁ޠߔߪޟの㝯ജߣ↪น⢻ᕈ

㏜㤗ሶ（東㇌大ℂ），ᾢ⼱ᄦ（┙㙚大ℚℛḓǛ研）

ቯหಽᨆߢᢎࠄ߆ࠇߎޔߣߎߚߛߚߡ߃ᢎߣߎߚ߈ߛߚߡ߃

ን᳗ୃ（⋵大ᶏᵗ生物⾗Ḯ）

ᰴઍࠪࠍࠣࡦࠪࡦࠤᵴ↪ߚߒ↢ᘒ保全⎇ⓥ

㣕ม（京大農）

ቯหห↪ห⎇ⓥのዷ㐿ߡߟߦ

ᧁᐸ（京大生ᘒ研）

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 24 日 11:4�-13:1�　　　　　　会場　Room#

710　㊁ᄖ⺞ᩏߦೋߡⴕੱߊのߚの全⻠⠌

ਥ：野外全▤ℂᆔຬ会　⽿છ者：㋈ᧁḰ一㇢（㚂ㇺ大ℂ工）

生ᘒ学の研究に߅いて野外⺞ᩏは㕖Ᏹに㊀要であࠅ、多くの研究者が野外⺞ᩏにᓥしています。しかし、

野外⺞ᩏにはෂ㒾がᏱにい、生をᄬうようなが⺞ᩏਛにこるน能性もあࠅます。ታ際に、生ᘒ学

の⺞ᩏਛにもᱫがきています。そこで、野外⺞ᩏのೋᔃ者を߅もな対⽎に、野外⺞ᩏを全にⴕう

ᣇᴺの⻠⠌をታᣉします。

⻠⠌では、野外⺞ᩏにᓥする研究者が、⥄ಽと⥄ಽのࠅのੱの全を⏕保するために知って߅かなߌ

24

れ߫ならないことを෩ㆬして⚫します。⚫するのは、⺞ᩏに際してのᔃ᭴߃、⺞ᩏにⴕく೨にして߅か

なߌれ߫ならないこと（⸘画、保㒾、ⵝなど）、⺞ᩏਛにᵈᗧすߴきこと（ஜᐽ、天など）、߳の対

ಣᴺなどです。ත研生や M1 のᣇなど野外活動の経㛎にਲしいᣇのෳടを․に᱑ㄫします。ෳട者の⊝さん

からの⾰問をいただくᤨ㑆も⸳ߌます。

さらに、野外⺞ᩏをよࠅ全にⴕうためにᵈᗧすߴきὐをまとめたポࠬターを、ポࠬター会場でዷ␜し、

野外全▤ℂᆔຬが⾰問に╵߃るᤨ㑆も⸳ߌる੍ቯです。

⊝さんのෳടを߅ᓙߜしています。

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 24 日 11:4�-13:1�　　　　　　会場　RoomB

711　࿖ᄖߢ⎇ⓥ⡯ߦዞߪߦߊ㧔3㧕 How to apply to jobs abroad? 㧔3㧕

ਥ：᧪⸘画ኾ㐷ᆔຬ会　⽿છ者：ㄞ Ꮧ（℄大学）

ᐢፉ大会એ᧪ᅢ評㐿ਛの企画の╙ 3 ᒢです。研究⡯߳のはいߗん෩しい㒢ࠅですが、ⷞ野を国外߳と

ᐢߍると⡯業研究者ポࠬ࠻がᗧ外な߶ど多く用ᗧされているのに᳇ߠきます。ࠕジࠕの経ᷣ⊒ዷとも㑐ㅪし、

ㄭ㓞⻉国の大学に日ᧄの生ᘒ学者がዞ⡯するケーࠬもჇ߃ました。そこでᧄࠜࡈームでは、ᶏ外で⡯をត

すときに役に┙つ情報をឭଏします。研究⡯ੱに㑐する⠨߃やᐲの国ߏとの㆑いなどを、国外でዞ⡯経

㛎のあるᣇに⸃⺑いただいています。今࿁は、᰷☨でዞ⡯経㛎のある 2ฬを߅きしました。਼うߏᦼᓙ。

ᶏᄖߢ⎇ⓥ⡯ߦዞߣߎ߁ߣߊ㧦UWTXKXCN�QH�VJG�㧋VVGUV!

⨹ᧁੳᔒ（ർᶏ大学農学研究科）

の㊀ⷐᕈࡘࡆ࠲ࡦࠗߣ⁁⮈ផࠆߌ߅ߦのዞ⡯ߢ☨᰷ ��㓹߁の⋡✢ࠄ߆

ർፉ⮍（京ㇺ大学農学研究科）

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 24 日 13:30-1�:30　　　　　　会場　RoomB

712　↢ᘒ学のዷᦸ

ਥ：日ᧄ学術会⼏生ᘒ科学ಽ科会　⽿છ者：Ꭿ ᐾ（大ℂ），⍫ේᔀ一（大ℂ）

日ᧄ学術会⼏生ᘒ科学ಽ科会では、╙ 22 ᦼと 23 ᦼにわたって、日ᧄの生ᘒ学の現⁁をࡘࡆーし、さら

なる⊒ዷの障ኂとなっている㗄についてᬌ⸛を㊀ߨ、ᕆㅦに⊒ዷすߴきಽ野についての⼏⺰をㅴめてきた。

今࿁、ᢥᦠにとࠅまとめるにあたࠅ、㑐ㅪ学会にも࿁ⷩしてࠦࡔン࠻を᳞めᗧ見を集⚂してきた。ᧄࠜࡈー

。ムは、日ᧄ学術会⼏生ᘒ科学ಽ科会の㐿シンポシンポジウムとして㐿するものである

ᢥᦠではとくにᵈ⋡すߴきものとして、⧯ᚻ研究者の⢒ᚑ、␠会的⺖㗴߳の貢献、研究と研究⾌、ᕆ

ㅦなㅴዷが੍ᗐされる研究㗔ၞ、に集ਛしてとࠅまとめている。

ᧄࠜࡈームでは、ᦨೋに「生ᘒ学のዷᦸ」の内ኈを⚫し、そのあとᕆㅦなㅴዷが੍ᗐされる生ᘒ学の

研究㗔ၞとして、 [1] 環境ᄌൻの科学としての生ᘒ学、と [ 1] 生科学（ಽሶ生物学生ℂ学をਛᔃとし

た）と生ᘒ学のⲢว、の 2つをとࠅあߍ、学会ຬだߌでなくᐢくᏒ᳃のෳടを得て⼏⺰する。

ߡߟߦޢᘒ学のዷᦸ↢ޡ

Ꭿ ᐾ（大ℂ）

(WVJGT�'CTVJ ᣣᧄの⎇ⓥߣ࠻ࠢࠚࠫࡠの࿖㓙ห⎇ⓥプߤߥ

⍫ේᔀ一（大ℂ）
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ム　　　　　3月ーࠜࡈ 22 日 13:30-1�:30　　　　　　会場　Room,
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ਥ：ℂ会　⽿છ者：ਛ野િ一（京大生ᘒ研），工⮮ᵗ（京大生ᘒ研）

京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター（એਅ、京大生ᘒ研）は、ᐔᚑ 3 ᐕᐲに全国ห利用ᯏ㑐としてഃ⸳され、

ᐔᚑ 22 ᐕᐲからの╙ੑᦼਛᦼ⸘画ᦼ㑆ਛはห利用ห研究ὐ（એਅ、ὐ）としてᢥ科⋭にቯさ

れ、我が国の生ᘒ学߅よ߮㑐ㅪ学問ಽ野の研究者のᡰេを通して、ᒰ学問ಽ野の⊒ዷに貢献してきました。

このᐲ、ᢥ科⋭によࠅ╙ਃᦼਛᦼ⸘画ᦼ㑆ਛのὐとしてもቯされ、京大生ᘒ研は我が国だߌでなく国際

的なᒰ学問ಽ野の⊒ዷのために、全ജでὐ業にข⚵ࠅ所存です。ห利用ห研究ὐᐲとは、

ᢥ科⋭が、我が国や⇇の⻉情に㐓みてᒰ学問ಽ野の㊀要性をめ、ᒰ学問ಽ野のᦝなる⊒ዷのため

にᡰេをⴕうものです。生ᘒ学߅よ߮㑐ㅪ学問ಽ野は大ᄌᐢ▸࿐にᷰるため、生ᘒ学߅よ߮㑐ㅪ学問ಽ野の

研究者ࠦࠖ࠹࠾ࡘࡒにはあといくつかのὐがあるߴきかもしれまߖん。しかし、ዋなくとも╙ਃᦼਛᦼ⸘

画のᦨೋのᢙᐕ㑆は、我々京大生ᘒ研は、ᒰ学問ಽ野にߌ߅る我が国໑一のὐと⸒߃ます。このため、

生ᘒ研がὐであることは㊀要であࠅ、またそれだߌに我々には大きな⽿ോがあるでしࠂう。ᐔᚑ 28ᐕᐲ

からの � ᐕ㑆をㄫ߃るにᒰたࠅ、我々はὐについて研究者ࠦࠖ࠹࠾ࡘࡒの⊝様にさらにߏ知いただきた

いと⠨߃てࠅ߅ます。ᧄࠜࡈームでは、研究者ࠦࠖ࠹࠾ࡘࡒの⊝様にὐ⛮⛯のߏ報๔をᏅしߍると

に、⊝様のߏᗧ見を⾦ࠅながらさらに利用しᤃい、利用してよࠅ活性ൻするὐとして活動してまいࠅたい

と⠨߃てࠅ߅ます。ὐをߏ利用の際の問㗴⺖㗴や、今ᓟの京大生ᘒ研ὐにᦼᓙすることやって᰼し

いこと、ᦝには国内外の生ᘒ学㑐ㅪ学問ಽ野のためにᒰὐはどうあるߴきか╬々について、⼏⺰をᷓめ

たいと⠨߃てࠅ߅ます。

੩ᄢ↢ᘒ⎇のὐがᱠߚ߈ߢࠎࠄ߆ࠇߎߣᱠむ

ਛ野િ一，工⮮ᵗ（京大生ᘒ研）

ℚℛḓ⺞ᩏ⦁ޠߔߪޟの㝯ജߣ↪น⢻ᕈ

㏜㤗ሶ（東㇌大ℂ），ᾢ⼱ᄦ（┙㙚大ℚℛḓǛ研）

ቯหಽᨆߢᢎࠄ߆ࠇߎޔߣߎߚߛߚߡ߃ᢎߣߎߚ߈ߛߚߡ߃

ን᳗ୃ（⋵大ᶏᵗ生物⾗Ḯ）

ᰴઍࠪࠍࠣࡦࠪࡦࠤᵴ↪ߚߒ↢ᘒ保全⎇ⓥ

㣕ม（京大農）

ቯหห↪ห⎇ⓥのዷ㐿ߡߟߦ

ᧁᐸ（京大生ᘒ研）

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 24 日 11:4�-13:1�　　　　　　会場　Room#

710　㊁ᄖ⺞ᩏߦೋߡⴕੱߊのߚの全⻠⠌

ਥ：野外全▤ℂᆔຬ会　⽿છ者：㋈ᧁḰ一㇢（㚂ㇺ大ℂ工）

生ᘒ学の研究に߅いて野外⺞ᩏは㕖Ᏹに㊀要であࠅ、多くの研究者が野外⺞ᩏにᓥしています。しかし、

野外⺞ᩏにはෂ㒾がᏱにい、生をᄬうようなが⺞ᩏਛにこるน能性もあࠅます。ታ際に、生ᘒ学

の⺞ᩏਛにもᱫがきています。そこで、野外⺞ᩏのೋᔃ者を߅もな対⽎に、野外⺞ᩏを全にⴕう

ᣇᴺの⻠⠌をታᣉします。

⻠⠌では、野外⺞ᩏにᓥする研究者が、⥄ಽと⥄ಽのࠅのੱの全を⏕保するために知って߅かなߌ

24

れ߫ならないことを෩ㆬして⚫します。⚫するのは、⺞ᩏに際してのᔃ᭴߃、⺞ᩏにⴕく೨にして߅か

なߌれ߫ならないこと（⸘画、保㒾、ⵝなど）、⺞ᩏਛにᵈᗧすߴきこと（ஜᐽ、天など）、߳の対

ಣᴺなどです。ත研生や M1 のᣇなど野外活動の経㛎にਲしいᣇのෳടを․に᱑ㄫします。ෳട者の⊝さん

からの⾰問をいただくᤨ㑆も⸳ߌます。

さらに、野外⺞ᩏをよࠅ全にⴕうためにᵈᗧすߴきὐをまとめたポࠬターを、ポࠬター会場でዷ␜し、

野外全▤ℂᆔຬが⾰問に╵߃るᤨ㑆も⸳ߌる੍ቯです。

⊝さんのෳടを߅ᓙߜしています。

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 24 日 11:4�-13:1�　　　　　　会場　RoomB

711　࿖ᄖߢ⎇ⓥ⡯ߦዞߪߦߊ㧔3㧕 How to apply to jobs abroad? 㧔3㧕

ਥ：᧪⸘画ኾ㐷ᆔຬ会　⽿છ者：ㄞ Ꮧ（℄大学）

ᐢፉ大会એ᧪ᅢ評㐿ਛの企画の╙ 3 ᒢです。研究⡯߳のはいߗん෩しい㒢ࠅですが、ⷞ野を国外߳と

ᐢߍると⡯業研究者ポࠬ࠻がᗧ外な߶ど多く用ᗧされているのに᳇ߠきます。ࠕジࠕの経ᷣ⊒ዷとも㑐ㅪし、

ㄭ㓞⻉国の大学に日ᧄの生ᘒ学者がዞ⡯するケーࠬもჇ߃ました。そこでᧄࠜࡈームでは、ᶏ外で⡯をត

すときに役に┙つ情報をឭଏします。研究⡯ੱに㑐する⠨߃やᐲの国ߏとの㆑いなどを、国外でዞ⡯経

㛎のあるᣇに⸃⺑いただいています。今࿁は、᰷☨でዞ⡯経㛎のある 2ฬを߅きしました。਼うߏᦼᓙ。

ᶏᄖߢ⎇ⓥ⡯ߦዞߣߎ߁ߣߊ㧦UWTXKXCN�QH�VJG�㧋VVGUV!

⨹ᧁੳᔒ（ർᶏ大学農学研究科）

の㊀ⷐᕈࡘࡆ࠲ࡦࠗߣ⁁⮈ផࠆߌ߅ߦのዞ⡯ߢ☨᰷ ��㓹߁の⋡✢ࠄ߆

ർፉ⮍（京ㇺ大学農学研究科）

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 24 日 13:30-1�:30　　　　　　会場　RoomB

712　↢ᘒ学のዷᦸ

ਥ：日ᧄ学術会⼏生ᘒ科学ಽ科会　⽿છ者：Ꭿ ᐾ（大ℂ），⍫ේᔀ一（大ℂ）

日ᧄ学術会⼏生ᘒ科学ಽ科会では、╙ 22 ᦼと 23 ᦼにわたって、日ᧄの生ᘒ学の現⁁をࡘࡆーし、さら

なる⊒ዷの障ኂとなっている㗄についてᬌ⸛を㊀ߨ、ᕆㅦに⊒ዷすߴきಽ野についての⼏⺰をㅴめてきた。

今࿁、ᢥᦠにとࠅまとめるにあたࠅ、㑐ㅪ学会にも࿁ⷩしてࠦࡔン࠻を᳞めᗧ見を集⚂してきた。ᧄࠜࡈー

。ムは、日ᧄ学術会⼏生ᘒ科学ಽ科会の㐿シンポシンポジウムとして㐿するものである

ᢥᦠではとくにᵈ⋡すߴきものとして、⧯ᚻ研究者の⢒ᚑ、␠会的⺖㗴߳の貢献、研究と研究⾌、ᕆ

ㅦなㅴዷが੍ᗐされる研究㗔ၞ、に集ਛしてとࠅまとめている。

ᧄࠜࡈームでは、ᦨೋに「生ᘒ学のዷᦸ」の内ኈを⚫し、そのあとᕆㅦなㅴዷが੍ᗐされる生ᘒ学の

研究㗔ၞとして、 [1] 環境ᄌൻの科学としての生ᘒ学、と [ 1] 生科学（ಽሶ生物学生ℂ学をਛᔃとし

た）と生ᘒ学のⲢว、の 2つをとࠅあߍ、学会ຬだߌでなくᐢくᏒ᳃のෳടを得て⼏⺰する。

ߡߟߦޢᘒ学のዷᦸ↢ޡ

Ꭿ ᐾ（大ℂ）

(WVJGT�'CTVJ ᣣᧄの⎇ⓥߣ࠻ࠢࠚࠫࡠの࿖㓙ห⎇ⓥプߤߥ

⍫ේᔀ一（大ℂ）
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ખጟ㓷（ർ大ෘጯ）

㐿⧎ᓮの↢ℂ学ߣ㒽ᬀ‛のⅣႺㆡᔕ

工⮮ ᵗ（京大生ᘒ）

む↢ᘒ学の⺖㗴⚵ࠅ学ಽ㊁がข‛↢ࡠࠢࡒ

ᴡ↰㓷（東ർ大ℂ）

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 24 日 13:30-1�:30　　　　　　会場　Room,

713　↢‛ᄙ᭽ᕈのࡎッࡐࠬ࠻ッߦ࠻ߒነࠆߖ㐿⊒⸘↹ౣࠍࠇߘߣ⠨ࠆߖߐ⺰ℂ

ਥ：⥄ὼ保⼔ኾ㐷ᆔຬ会　⽿છ者：ട⮮ ⌀（京ㇺ大学ੱ㑆環境）

日ᧄፉにはきわめて多くの生物多様性のࡎッࠬ࠻ポッ࠻が存在するが、それߙれのၞのさまߑまな政

ᴦ経ᷣ的⁁ᴫを⢛᥊にして、さまߑまな㐿⊒⸘画がᰴ々としነߌ⛯ߖている。とࠅわߌ、ᶏጯやᴡᎹと

いった、ੱの生活にㄭ接した場所では、ただでさ߃ᱷࠅዋなくなった․ᓽある生ᘒ♽が、このような㐿⊒

⸘画の‶†になってᄬわれようとしている。ㄝ野ฎ大ᶆḧのၒ┙⸘画、ፉᶆ内Ꮉのข᳓ᣉ⸳ᑪ⸳⸘画

など、⥄ὼ保⼔ኾ㐷ᆔຬ会が要ᦸᦠឭ出などでかかわってきた問㗴について、ࡎッࠬ࠻ポッ࠻としての価୯

をౣ評価しつつ、㐿⊒⸘画をౣ⠨さߖる⺰ℂを⼏⺰したい。

ㄝ㊁ฎᄢᶆḧの↢‛ᄙ᭽ᕈߣၒߡ┙⸘↹の㗴ὐ

ㇱ⌀ℂሶ（日ᧄ⥄ὼ保⼔ද会）

ࠆ߃⠨ࠍળ㧦ፉᶆౝᎹの㝼ߊߚࠎࠁ

㋈ᧁኼਯ（日ᧄ㝼類学会⥄ὼ保⼔ᆔຬ会）

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room#

601　㓏ጀ⊛ߥプ࡞࠺ࡕࠍࠬࡠൻࠆߔ㧦㓏ጀࠆࠃߦ࡞࠺ࡕ↢ᘒ࠲࠺⸃ᨆ

企画者：ᷓ⼱⡸一（⛔ᢙ研），㘵ፉാੱ（ጊ᪸⋵ᨋ研），દ東ብ᮸（ᨋ✚研），ᱜᧁ㓉（ᨋ✚研）

ᧄ集会は、生ᘒ学で「㓏ጀࡕデ࡞」と߫れている⛔⸘ࡕデ࡞をਥ㗴としたものである。⑳たߜが研究対

⽎とするシࠬ࠹ムにはプࠬࡠの㓏ጀ性があࠅ、᷹ⷰされるデータは㓏ጀ的なデータ生ᚑプࠬࡠの↥物で

ある。データの⢛᥊にあるプࠬࡠの㓏ጀ性をᧄ⾰的なものとᝒ߃、これを␜的にࡕデ࡞ൻした⛔⸘ࡕデ

では、㑐ᔃがあるが直接的には᷹ⷰできない量はẜ在的な⁁ᘒᄌᢙとし࡞デࡕである。㓏ጀ࡞デࡕが㓏ጀ࡞

てᛒわれ、⁁ᘒᄌᢙのᄌ動をቯする生ᘒプࠬࡠと⁁ᘒᄌᢙにଐ存した᷹ⷰのプࠬࡠがされる。こ

うした㓏ጀ性のᔨにၮߠくࡕデ࡞ൻは㕖Ᏹにᒝജな⸃ᨆࠕプࡠー࠴であࠅ、⁁ᘒᄌᢙや生ᘒプࠬࡠに㑐

するࠅのዋないផቯや、ࡕデ࡞にၮߠく⺑ᬌ⸽、⇣なるデータを⛔วしたផ᷹をታ現できるだߌでなく、

⺞ᩏ⸘画をᬌ⸛するでも大きなᗧをᜬつ。㓏ጀࡕデ࡞のᔨはਥに⟲研究で⊒達してきたものであ

るが、そのࠗࠕデࠕは生ᘒ学のᐢいಽ野で用であると⠨߃られる。

ᧄ集会ではまず、㓏ጀࡕデ࡞のᔨと生ᘒ学研究にߌ߅る利ὐをᢛℂし、㓏ጀࡕデ࡞の♽をⷰする。

⛯いて、㓏ጀࡕデ࡞のㆡ用として、⯻や᮸ᧁを対⽎とした⟲生ᘒ学研究、㠽類を対⽎としたⴕ動生

ᘒ学研究を⚫する。プࠬࡠの㓏ጀ性を⠨ᘦした㓏ጀࡕデ࡞のታ用性の㜞さと、その生ᘒ学にߌ߅るㆡ用

น能性のᐢさについて⼏⺰したい。

ーター：ችਅ直（東大）࠹ンࡔࠦ
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601-1　↢ᘒ学ࠆߌ߅ߦ㓏ጀ࡞࠺ࡕ㧦ߘのᔨߣὐ

* ᷓ⼱⡸一（⛔ᢙ研），㘵ፉാੱ（ጊ᪸⋵ᨋ研），દ東ብ᮸（ᨋ✚研），ᱜᧁ㓉（ᨋ✚研）

601-2　⊒₸ࠍ⠨ᘦ࡞࠲ࡏࡔࡅߚߒの⊒↢ᶖ㐳േᘒ⸃ᨆ

* 㘵ፉാੱ（ጊ᪸⋵ᨋ研），᪽ᐔ（⥄ὼᢎ⢒研究）

601-3　⊒₸ࠍ⠨ᘦࠞࠪࠇᨗ࠽ޔߚߒჇടᓟのਅጀᬀ↢のᄌൻの⸃ᨆ

દ東ብ᮸（ᨋ✚研）

▵⺞⊛のⅣႺଐሽ࠲ࡔࡄ学⠌の㙄႐ㆬᛯⴕേの⸃ᨆ࡛ࠦࡅ　601-4

Ꮉᗲ（⛔ᢙ研），ਛ光ብ（✚研大）

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room%

602　⒳のႺ⇇ : ㅴൻ学ߣ↢ᘒ学ޔಽሶㆮવ学ࠄ߆⒳ಽൻߦㄼࠆ

企画者：ጊญ⺬（大㒮シࠬ࠹ム生）

生物学的な”種”は生ᘒ学のみならず、多くのಽ野で研究対⽎のㆬᛯᤨに⠨ᘦされる大ಾなᔨである。

種ಽൻは生物多様性のഃ出要因として㊀要であࠅ、その࠭࠾ࠞࡔムは Darwin や Wallace のᤨઍからᵈ⋡をᶎ

߮てきた。一ᣇで種の境⇇はᤨに、種やࠛࠦタࠗプなど様々な㓏ጀをめ㕖Ᏹにᦌᤒな場วが存在する。

ᧄ企画集会では、種ಽൻや․ቯのಽ類⟲の多様ൻ࠭࠾ࠞࡔムを対⽎に研究をㅴめるᣇ々をき、種ಽൻ研究

のこれまでとこれからについて⼏⺰する。․に、集࿅が”種”として⏕┙される際に㊀要である生ᱺ㓒㔌ᯏ

᭴にὶὐをᒰて、野外やታ㛎ਅでの᷹ⷰから、そのಽሶㆮવ学的ၮ⋚や♽⛔、ℂ⺰までをขࠅߍる。さらに、

これらの多ⷺ的なࠕプࡠー࠴が種ಽൻという 1 つ࠹ーࡑに対してㅪ៤するบとしたい。એਅの⻠Ṷ者のઁ

にᴡ↰㓷᳁（東ർ大学）をࠦࡔン࠹ータにき、✚ว⸛⺰のᤨ㑆を⸳ߌて、種ಽൻ研究のᦨవ┵と種の境

⇇のあࠅᣇついて野ᔃ的に⼏⺰したい。

602-1　ㅪ⛯⊛ߥᄌൻが߽ߔࠄߚ”⒳”のಽࠇ߆⋡

ጊญ⺬（大㒮シࠬ࠹ム生）

602-2　“⒳”のߜがࠍ㊂ࠆ㧦↢‛学⊛⒳ߪᐛ߆㧫

᧻ᨋ（大ၮᐙᢎ⢒）

602-3　⒳ಽൻߣㆡᔕのㆮવ学㧦࡞࠺ࡕ↢‛のὐ

㜞ᯅᢥ（㚂ㇺ大ℂ工生）

602-4　⧎の൬がዉߊ⒳ಽൻ - ൻ学↢ᘒ学ߣㆮવ学の⛔ว⊛ᚻᴺがᜏߊᣂߥߚ⇇

* ጟᧄሶ（ጘ㒂大ᔕ用生物），ᅏጊ㓶大（国┙科学ඳ物㙚）

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　RoomD

603　ᬀ‛の⼂⢻ജࠄ߆⠨ᬀࠆ߃‛㑆⋧↪

企画者：ጊየ （ᒄ大農生），ᷓ野也（農工大）

⟲れで生活する動物のਛには、ⴊ✼者を⼂し、様々なㆡᔕ的なⴕ動を␜す種が知られる。このようなⴕ

動は、⟲動ᘒや⟲集᭴ㅧをቯする㊀要な要因となる。ᬀ物もまた、ⴊ✼者を集࿅内に生⢒する生

き物である。࿕⌕生物であるᬀ物では、動物とは⇣なࠅ㓞ࠅวったᩣと᳗⛯的に⋧用する。このことから、
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ખጟ㓷（ർ大ෘጯ）

㐿⧎ᓮの↢ℂ学ߣ㒽ᬀ‛のⅣႺㆡᔕ

工⮮ ᵗ（京大生ᘒ）

む↢ᘒ学の⺖㗴⚵ࠅ学ಽ㊁がข‛↢ࡠࠢࡒ

ᴡ↰㓷（東ർ大ℂ）

ム　　　　　3月ーࠜࡈ 24 日 13:30-1�:30　　　　　　会場　Room,

713　↢‛ᄙ᭽ᕈのࡎッࡐࠬ࠻ッߦ࠻ߒነࠆߖ㐿⊒⸘↹ౣࠍࠇߘߣ⠨ࠆߖߐ⺰ℂ

ਥ：⥄ὼ保⼔ኾ㐷ᆔຬ会　⽿છ者：ട⮮ ⌀（京ㇺ大学ੱ㑆環境）

日ᧄፉにはきわめて多くの生物多様性のࡎッࠬ࠻ポッ࠻が存在するが、それߙれのၞのさまߑまな政

ᴦ経ᷣ的⁁ᴫを⢛᥊にして、さまߑまな㐿⊒⸘画がᰴ々としነߌ⛯ߖている。とࠅわߌ、ᶏጯやᴡᎹと

いった、ੱの生活にㄭ接した場所では、ただでさ߃ᱷࠅዋなくなった․ᓽある生ᘒ♽が、このような㐿⊒

⸘画の‶†になってᄬわれようとしている。ㄝ野ฎ大ᶆḧのၒ┙⸘画、ፉᶆ内Ꮉのข᳓ᣉ⸳ᑪ⸳⸘画

など、⥄ὼ保⼔ኾ㐷ᆔຬ会が要ᦸᦠឭ出などでかかわってきた問㗴について、ࡎッࠬ࠻ポッ࠻としての価୯

をౣ評価しつつ、㐿⊒⸘画をౣ⠨さߖる⺰ℂを⼏⺰したい。

ㄝ㊁ฎᄢᶆḧの↢‛ᄙ᭽ᕈߣၒߡ┙⸘↹の㗴ὐ

ㇱ⌀ℂሶ（日ᧄ⥄ὼ保⼔ද会）

ࠆ߃⠨ࠍળ㧦ፉᶆౝᎹの㝼ߊߚࠎࠁ

㋈ᧁኼਯ（日ᧄ㝼類学会⥄ὼ保⼔ᆔຬ会）

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room#

601　㓏ጀ⊛ߥプ࡞࠺ࡕࠍࠬࡠൻࠆߔ㧦㓏ጀࠆࠃߦ࡞࠺ࡕ↢ᘒ࠲࠺⸃ᨆ

企画者：ᷓ⼱⡸一（⛔ᢙ研），㘵ፉാੱ（ጊ᪸⋵ᨋ研），દ東ብ᮸（ᨋ✚研），ᱜᧁ㓉（ᨋ✚研）

ᧄ集会は、生ᘒ学で「㓏ጀࡕデ࡞」と߫れている⛔⸘ࡕデ࡞をਥ㗴としたものである。⑳たߜが研究対

⽎とするシࠬ࠹ムにはプࠬࡠの㓏ጀ性があࠅ、᷹ⷰされるデータは㓏ጀ的なデータ生ᚑプࠬࡠの↥物で

ある。データの⢛᥊にあるプࠬࡠの㓏ጀ性をᧄ⾰的なものとᝒ߃、これを␜的にࡕデ࡞ൻした⛔⸘ࡕデ

では、㑐ᔃがあるが直接的には᷹ⷰできない量はẜ在的な⁁ᘒᄌᢙとし࡞デࡕである。㓏ጀ࡞デࡕが㓏ጀ࡞

てᛒわれ、⁁ᘒᄌᢙのᄌ動をቯする生ᘒプࠬࡠと⁁ᘒᄌᢙにଐ存した᷹ⷰのプࠬࡠがされる。こ

うした㓏ጀ性のᔨにၮߠくࡕデ࡞ൻは㕖Ᏹにᒝജな⸃ᨆࠕプࡠー࠴であࠅ、⁁ᘒᄌᢙや生ᘒプࠬࡠに㑐

するࠅのዋないផቯや、ࡕデ࡞にၮߠく⺑ᬌ⸽、⇣なるデータを⛔วしたផ᷹をታ現できるだߌでなく、

⺞ᩏ⸘画をᬌ⸛するでも大きなᗧをᜬつ。㓏ጀࡕデ࡞のᔨはਥに⟲研究で⊒達してきたものであ

るが、そのࠗࠕデࠕは生ᘒ学のᐢいಽ野で用であると⠨߃られる。

ᧄ集会ではまず、㓏ጀࡕデ࡞のᔨと生ᘒ学研究にߌ߅る利ὐをᢛℂし、㓏ጀࡕデ࡞の♽をⷰする。

⛯いて、㓏ጀࡕデ࡞のㆡ用として、⯻や᮸ᧁを対⽎とした⟲生ᘒ学研究、㠽類を対⽎としたⴕ動生

ᘒ学研究を⚫する。プࠬࡠの㓏ጀ性を⠨ᘦした㓏ጀࡕデ࡞のታ用性の㜞さと、その生ᘒ学にߌ߅るㆡ用

น能性のᐢさについて⼏⺰したい。

ーター：ችਅ直（東大）࠹ンࡔࠦ

26

601-1　↢ᘒ学ࠆߌ߅ߦ㓏ጀ࡞࠺ࡕ㧦ߘのᔨߣὐ

* ᷓ⼱⡸一（⛔ᢙ研），㘵ፉാੱ（ጊ᪸⋵ᨋ研），દ東ብ᮸（ᨋ✚研），ᱜᧁ㓉（ᨋ✚研）

601-2　⊒₸ࠍ⠨ᘦ࡞࠲ࡏࡔࡅߚߒの⊒↢ᶖ㐳േᘒ⸃ᨆ

* 㘵ፉാੱ（ጊ᪸⋵ᨋ研），᪽ᐔ（⥄ὼᢎ⢒研究）

601-3　⊒₸ࠍ⠨ᘦࠞࠪࠇᨗ࠽ޔߚߒჇടᓟのਅጀᬀ↢のᄌൻの⸃ᨆ

દ東ብ᮸（ᨋ✚研）

▵⺞⊛のⅣႺଐሽ࠲ࡔࡄ学⠌の㙄႐ㆬᛯⴕേの⸃ᨆ࡛ࠦࡅ　601-4

Ꮉᗲ（⛔ᢙ研），ਛ光ብ（✚研大）

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room%

602　⒳のႺ⇇ : ㅴൻ学ߣ↢ᘒ学ޔಽሶㆮવ学ࠄ߆⒳ಽൻߦㄼࠆ

企画者：ጊญ⺬（大㒮シࠬ࠹ム生）

生物学的な”種”は生ᘒ学のみならず、多くのಽ野で研究対⽎のㆬᛯᤨに⠨ᘦされる大ಾなᔨである。

種ಽൻは生物多様性のഃ出要因として㊀要であࠅ、その࠭࠾ࠞࡔムは Darwin や Wallace のᤨઍからᵈ⋡をᶎ

߮てきた。一ᣇで種の境⇇はᤨに、種やࠛࠦタࠗプなど様々な㓏ጀをめ㕖Ᏹにᦌᤒな場วが存在する。

ᧄ企画集会では、種ಽൻや․ቯのಽ類⟲の多様ൻ࠭࠾ࠞࡔムを対⽎に研究をㅴめるᣇ々をき、種ಽൻ研究

のこれまでとこれからについて⼏⺰する。․に、集࿅が”種”として⏕┙される際に㊀要である生ᱺ㓒㔌ᯏ

᭴にὶὐをᒰて、野外やታ㛎ਅでの᷹ⷰから、そのಽሶㆮવ学的ၮ⋚や♽⛔、ℂ⺰までをขࠅߍる。さらに、

これらの多ⷺ的なࠕプࡠー࠴が種ಽൻという 1 つ࠹ーࡑに対してㅪ៤するบとしたい。એਅの⻠Ṷ者のઁ

にᴡ↰㓷᳁（東ർ大学）をࠦࡔン࠹ータにき、✚ว⸛⺰のᤨ㑆を⸳ߌて、種ಽൻ研究のᦨవ┵と種の境

⇇のあࠅᣇついて野ᔃ的に⼏⺰したい。

602-1　ㅪ⛯⊛ߥᄌൻが߽ߔࠄߚ”⒳”のಽࠇ߆⋡

ጊญ⺬（大㒮シࠬ࠹ム生）

602-2　“⒳”のߜがࠍ㊂ࠆ㧦↢‛学⊛⒳ߪᐛ߆㧫

᧻ᨋ（大ၮᐙᢎ⢒）

602-3　⒳ಽൻߣㆡᔕのㆮવ学㧦࡞࠺ࡕ↢‛のὐ

㜞ᯅᢥ（㚂ㇺ大ℂ工生）

602-4　⧎の൬がዉߊ⒳ಽൻ - ൻ学↢ᘒ学ߣㆮવ学の⛔ว⊛ᚻᴺがᜏߊᣂߥߚ⇇

* ጟᧄሶ（ጘ㒂大ᔕ用生物），ᅏጊ㓶大（国┙科学ඳ物㙚）

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　RoomD

603　ᬀ‛の⼂⢻ജࠄ߆⠨ᬀࠆ߃‛㑆⋧↪

企画者：ጊየ （ᒄ大農生），ᷓ野也（農工大）

⟲れで生活する動物のਛには、ⴊ✼者を⼂し、様々なㆡᔕ的なⴕ動を␜す種が知られる。このようなⴕ

動は、⟲動ᘒや⟲集᭴ㅧをቯする㊀要な要因となる。ᬀ物もまた、ⴊ✼者を集࿅内に生⢒する生

き物である。࿕⌕生物であるᬀ物では、動物とは⇣なࠅ㓞ࠅวったᩣと᳗⛯的に⋧用する。このことから、
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ᬀ物は、ㄭ接のⴊ✼ᐲにᔕߓてその߰るまいをᄌ߃るがㆡᔕ的であると੍᷹される。今日では、ᬀ物

が環境のᄌൻをฃኈして様々なน႟性を␜すことは、多くの研究者にฃߌれられてきた。しかし、ᓐらの

ⴊ✼⼂能ജとそれにၮߠくᔕ╵に㑐する研究は、㐳らくᬌ⸽されてこなかった。その⢛᥊には、ⴊ✼⼂

能ജが、ⶄ㔀な情報ಣℂをน能とするਛᨔ経♽を߃た動物のなかでも、㒢られた種にしかめられてい

ない現⁁があろう。また、動物のようなਛᨔ的な情報ಣℂེቭがみられないᬀ物には、ⴊ✼を⼂すること

はできず、また⼂にၮߠくᨵエなᔕ╵も࿎㔍であると⠨߃られてきたこともあるのかもしれない。

しかし、ㄭᐕになって、ᬀ物が、ㄭ接のⴊ✼を⼂し、動物の␠会ⴕ動のような様々なน႟性や動き

を␜すことがらかにされつつある。ᧄ集会では、ᬀ物にߌ߅るⴊ✼⼂にၮߠくน႟性についてࡘࡆー

するとに、3 ੱのṶ者に㗴をឭଏしていただく。ጊየは、種㑆┹に߅いてⴊ✼⼂が利にくこと

を報๔する。ะは、ઁ種との┹環境ਅで種ሶが␜すⴊ✼⼂と⊒⧘ᔕ╵に ついて報๔する。そしてᷓ

野は、つるᬀ物の⥄Ꮖ⼂とᏎきつきᔕについて報๔する。ᬀ物のᏁみな⼂ᔕജとᨵエなᔕ╵の面から、

ᬀ物㑆⋧用を見つめな߅し、今ᓟのዷᦸについて⠨߃たい。

603-1　⒳㑆┹ࠆߌ߅ߦⴊ✼㑆のද⺞⊛߰߹ࠆ

ጊየ （ᒄ大農生）

603-2　⒳ሶࠆߌ߅ߦⴊ✼⼂㧦ઁ⒳のሽߢㄦㅦߥหᦼ⊒⧘ࠍᚑߒㆀࠆߍ

ะ ⟤（ᨋ✚研）

ᔕ߈ߟ߈߹ߥᄙ᭽ߣ⢻ജ⼂ࠆߌ߅ߦㆬᛯ࠻ࠬࡎの‛ᬀࠆߟ　603-3

ᷓ野也（農工大）

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room(

604　Ꮒᄢᠣੂの↢ᘒ学⊛Ꮻ⚿߁ߤࠍℂ⸃߆ࠆߔ㧦Ꮒᄢ㔡がጤ␂ầ㑆Ꮺ↢‛⟲㓸ߦ߷ߚߒ
ᓇ㗀ࠍߦ⠨ࠆ߃

企画者：野↰㓉ผ（ർ大環境） 

生ᘒ♽߳のᠣੂのᓇ㗀をᷓくℂ⸃しᱜ⏕に੍᷹するためには、ᒰࠗࡌン࠻のᤨⓨ㑆的․性や物ℂ的用

についてのᱜしい情報がਇนᰳである。Ꮒ大㔡のような⒘にしか生ߓないᠣੂの場วは、その生ᘒ学的Ꮻ

⚿についての知⼂がਇ⿷している߫かࠅか、ᠣੂのᤨⓨ㑆的․性や物ℂ的用についても生ᘒ学者はᱴどή

知であるといっても過⸒ではない。そこでᧄ企画集会では、㔡学者をき、Ꮒ大㔡のᤨⓨ㑆的․性やή

ᯏ環境߳の用についてኾ㐷ኅの┙場から⺑していただく。ついで、Ꮒ大㔡が生物⟲集に߷したᓇ㗀

についてጤ␂ầ㑆Ꮺにߌ߅る研究を⚫する。✚ว⸛⺰では、これらの情報を⚵みวわߖることでᏂ大

㔡がጤ␂ầ㑆Ꮺ生物⟲集に߷すᓇ㗀についてのよᷓࠅいℂ⸃をめߑすとともに、㔡をはߓめとする大

ⷙᮨながら⒘にしか生ߓないᠣੂの生ᘒ♽߳のᓇ㗀をらかにするでの研究のᣇะ性やዷᦸについて⼏⺰

したい。

ーター：ㄭ⮮୶生（㦖⼱大）࠹ンࡔࠦ

1.　⿰ᣦ⺑ : 大ⷙᮨᠣੂの生ᘒ学的Ꮻ⚿についてのℂ⸃のᗧ⟵と現⁁

2.　Ꮒ大㔡とᵤᵄの⊒生࠭࠾ࠞࡔム߅よ߮ᴪጯ環境߳のᓇ㗀

3.　ጤ␂ầ㑆Ꮺ生物⟲集߳のᵤᵄとᴉ㒠のࠗン࠻ࠢࡄ

ᠣੂ：Ꮒ大㔡がዪ所ᠣੂᓟのㆫ⒖に߷すᓇ㗀࡞ࡌ࠴࡞ࡑ　.4

604-1　⿰ᣦ⺑ :ᄢⷙᮨᠣੂの↢ᘒ学⊛Ꮻ⚿ߡߟߦのℂ⸃のᗧ⟵ߣ⁁

野↰㓉ผ（ർ大環境） 
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604-2　Ꮒᄢ㔡ߣᵤᵄの⊒↢߮ࠃ߅ࡓ࠭࠾ࠞࡔᴪጯⅣႺ߳のᓇ㗀

ᓟ⮮ਭ（東ർ大IRIDeS） 

604-3　ጤ␂ầ㑆Ꮺ↢‛⟲㓸߳のᵤᵄߣᴉ㒠のࠗ࠻ࠢࡄࡦ

* ጤፒ⮣ሶ（ർ大㒮環境），野↰㓉ผ（ർ大環境） 

ᓇ㗀ߔ߷ߦᠣੂ㧦Ꮒᄢ㔡がዪᚲᠣੂᓟのㆫ⒖࡞ࡌ࠴࡞ࡑ　604-4

* ⢫ਯ㓁（ർ大㒮環境），野↰㓉ผ（ർ大環境）

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room)

605　ᣂߥߚᏒ᳃科学の᧪ߦ↢ᘒ学⠪ߪ߆߈ߴߔߥࠍ㧫  㧙ᣣᧄဳのᏒ᳃科学のታࠍ⋡
ᜰߡߒ㧙

企画者：ዊၳᵗ⟤（東京ㇺᏒ大学）

Ꮢ᳃科学は科学の⊒ዷに㐳ᐕ貢献してきた。しかし、科学研究のኾ㐷ኅ（科学者）の⊓場とそのᓟの科学

の㜞ᐲൻ細ಽൻによࠅ、科学はᏒ᳃にとってℂ⸃し㔍く㆙い存在となった。さらに日ᧄでは、ፉのේ⊒

や科学者によるデータのㅧなどによࠅ、Ꮢ᳃の科学に対するା㗬は大きくំらいでいる。しかし、過

 20 ᐕ㑆に᰷☨でᕆㅦに⊒ዷしたᏒ᳃科学では、Ꮢ᳃がデータ集だߌでなく、科学研究の多くのプࡠ

ࠬにෳടすることによࠅ、ౣ߮Ꮢ᳃が科学研究に߅いて大きな役割を果たすをᜏいた。

Ꮢ᳃科学のᕆㅦな᥉には 2 つの要因がある。╙ 1 にはᏒ᳃科学は学際的なಽ野であࠅ、科学研究、Ꮢ᳃

ᢎ⢒、␠会の⺖㗴⸃をหᤨにታ〣できること。╙ 2 には、web の᥉によࠅᏒ᳃がᐢၞ的㐳ᦼ的データ

をข得し、科学者の෩ኒで㒢ቯ的な研究をቢし、ࡆッࠣデータをข得活用することがน能となったこと

である。

しかし、日ᧄではㅴዷが߶とんど見られていない。そこで、Ꮢ᳃科学߳の⼂をᷓめるため、ᧄ企画者ら

は╙ �1 ࿁の日ᧄ生ᘒ学会大会に߅いて、☨国のᏒ᳃科学のవ㚟者である Prof. Dickinson（ࠦー࡞ࡀ大）をၮ

⺞⻠Ṷ者に⡜し、Ꮢ᳃科学のシンポジウムを㐿した。また生ᘒ学会⧷ᢥ（Ecological Research）には、

ᧄ学会の会ຬ߳のឭ⸒とし、ᩏ⺒⺰ᢥをᛩⓂした（201� ᐕ 1 ภにឝタ੍ቯ）。

Ꮢ᳃科学は⊒ዷㅜのಽ野でもあࠅ、多くの⺖㗴をᛴ߃ている。ᧄ企画では、その⺖㗴をらかにすると

に、ᣢにఝれたをታ〣しているṶ者にそのᚻᴺを⚫いただき、日ᧄのᏒ᳃科学のታ現にะߌたឭ᩺

をⴕう。

605-1　ᣣᧄのᏒ᳃科学の⺖㗴ࠄ߆߈ߴࠆ“ࠆ߃Ꮢ᳃科学”ߪߣ㧫

ዊၳᵗ⟤（東京ㇺᏒ大学）

605-2　Ꮢ᳃科学ㆇ༡ࠆߌ߅ߦද

㣐⼱いߠみ（ਛᄩ大学）

605-3　␠ળ学⊛ࠕプ࠴ࡠのዉߘߣのᗧ⟵

᪉⦟（┙㙚大学）

605-4　Ꮢ᳃科学のᚑᨐのᵴ↪

ዊ᧻直（東京ㇺᏒ大学）

605-5　࿖㓙ㅪ៤ࠆࠃߦ⺖㗴⸃の web プ࠻ࠢࠚࠫࡠのផㅴ

෩✂ᨋ（ᘮᙥ⟵Ⴖ大学）
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ᬀ物は、ㄭ接のⴊ✼ᐲにᔕߓてその߰るまいをᄌ߃るがㆡᔕ的であると੍᷹される。今日では、ᬀ物

が環境のᄌൻをฃኈして様々なน႟性を␜すことは、多くの研究者にฃߌれられてきた。しかし、ᓐらの

ⴊ✼⼂能ജとそれにၮߠくᔕ╵に㑐する研究は、㐳らくᬌ⸽されてこなかった。その⢛᥊には、ⴊ✼⼂

能ജが、ⶄ㔀な情報ಣℂをน能とするਛᨔ経♽を߃た動物のなかでも、㒢られた種にしかめられてい

ない現⁁があろう。また、動物のようなਛᨔ的な情報ಣℂེቭがみられないᬀ物には、ⴊ✼を⼂すること

はできず、また⼂にၮߠくᨵエなᔕ╵も࿎㔍であると⠨߃られてきたこともあるのかもしれない。

しかし、ㄭᐕになって、ᬀ物が、ㄭ接のⴊ✼を⼂し、動物の␠会ⴕ動のような様々なน႟性や動き

を␜すことがらかにされつつある。ᧄ集会では、ᬀ物にߌ߅るⴊ✼⼂にၮߠくน႟性についてࡘࡆー

するとに、3 ੱのṶ者に㗴をឭଏしていただく。ጊየは、種㑆┹に߅いてⴊ✼⼂が利にくこと

を報๔する。ะは、ઁ種との┹環境ਅで種ሶが␜すⴊ✼⼂と⊒⧘ᔕ╵に ついて報๔する。そしてᷓ

野は、つるᬀ物の⥄Ꮖ⼂とᏎきつきᔕについて報๔する。ᬀ物のᏁみな⼂ᔕജとᨵエなᔕ╵の面から、

ᬀ物㑆⋧用を見つめな߅し、今ᓟのዷᦸについて⠨߃たい。

603-1　⒳㑆┹ࠆߌ߅ߦⴊ✼㑆のද⺞⊛߰߹ࠆ

ጊየ （ᒄ大農生）

603-2　⒳ሶࠆߌ߅ߦⴊ✼⼂㧦ઁ⒳のሽߢㄦㅦߥหᦼ⊒⧘ࠍᚑߒㆀࠆߍ

ะ ⟤（ᨋ✚研）

ᔕ߈ߟ߈߹ߥᄙ᭽ߣ⢻ജ⼂ࠆߌ߅ߦㆬᛯ࠻ࠬࡎの‛ᬀࠆߟ　603-3

ᷓ野也（農工大）

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room(

604　Ꮒᄢᠣੂの↢ᘒ学⊛Ꮻ⚿߁ߤࠍℂ⸃߆ࠆߔ㧦Ꮒᄢ㔡がጤ␂ầ㑆Ꮺ↢‛⟲㓸ߦ߷ߚߒ
ᓇ㗀ࠍߦ⠨ࠆ߃

企画者：野↰㓉ผ（ർ大環境） 

生ᘒ♽߳のᠣੂのᓇ㗀をᷓくℂ⸃しᱜ⏕に੍᷹するためには、ᒰࠗࡌン࠻のᤨⓨ㑆的․性や物ℂ的用

についてのᱜしい情報がਇนᰳである。Ꮒ大㔡のような⒘にしか生ߓないᠣੂの場วは、その生ᘒ学的Ꮻ

⚿についての知⼂がਇ⿷している߫かࠅか、ᠣੂのᤨⓨ㑆的․性や物ℂ的用についても生ᘒ学者はᱴどή

知であるといっても過⸒ではない。そこでᧄ企画集会では、㔡学者をき、Ꮒ大㔡のᤨⓨ㑆的․性やή

ᯏ環境߳の用についてኾ㐷ኅの┙場から⺑していただく。ついで、Ꮒ大㔡が生物⟲集に߷したᓇ㗀

についてጤ␂ầ㑆Ꮺにߌ߅る研究を⚫する。✚ว⸛⺰では、これらの情報を⚵みวわߖることでᏂ大

㔡がጤ␂ầ㑆Ꮺ生物⟲集に߷すᓇ㗀についてのよᷓࠅいℂ⸃をめߑすとともに、㔡をはߓめとする大

ⷙᮨながら⒘にしか生ߓないᠣੂの生ᘒ♽߳のᓇ㗀をらかにするでの研究のᣇะ性やዷᦸについて⼏⺰

したい。

ーター：ㄭ⮮୶生（㦖⼱大）࠹ンࡔࠦ

1.　⿰ᣦ⺑ : 大ⷙᮨᠣੂの生ᘒ学的Ꮻ⚿についてのℂ⸃のᗧ⟵と現⁁

2.　Ꮒ大㔡とᵤᵄの⊒生࠭࠾ࠞࡔム߅よ߮ᴪጯ環境߳のᓇ㗀

3.　ጤ␂ầ㑆Ꮺ生物⟲集߳のᵤᵄとᴉ㒠のࠗン࠻ࠢࡄ

ᠣੂ：Ꮒ大㔡がዪ所ᠣੂᓟのㆫ⒖に߷すᓇ㗀࡞ࡌ࠴࡞ࡑ　.4

604-1　⿰ᣦ⺑ :ᄢⷙᮨᠣੂの↢ᘒ学⊛Ꮻ⚿ߡߟߦのℂ⸃のᗧ⟵ߣ⁁

野↰㓉ผ（ർ大環境） 
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604-2　Ꮒᄢ㔡ߣᵤᵄの⊒↢߮ࠃ߅ࡓ࠭࠾ࠞࡔᴪጯⅣႺ߳のᓇ㗀

ᓟ⮮ਭ（東ർ大IRIDeS） 

604-3　ጤ␂ầ㑆Ꮺ↢‛⟲㓸߳のᵤᵄߣᴉ㒠のࠗ࠻ࠢࡄࡦ

* ጤፒ⮣ሶ（ർ大㒮環境），野↰㓉ผ（ർ大環境） 

ᓇ㗀ߔ߷ߦᠣੂ㧦Ꮒᄢ㔡がዪᚲᠣੂᓟのㆫ⒖࡞ࡌ࠴࡞ࡑ　604-4

* ⢫ਯ㓁（ർ大㒮環境），野↰㓉ผ（ർ大環境）

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room)

605　ᣂߥߚᏒ᳃科学の᧪ߦ↢ᘒ学⠪ߪ߆߈ߴߔߥࠍ㧫  㧙ᣣᧄဳのᏒ᳃科学のታࠍ⋡
ᜰߡߒ㧙

企画者：ዊၳᵗ⟤（東京ㇺᏒ大学）

Ꮢ᳃科学は科学の⊒ዷに㐳ᐕ貢献してきた。しかし、科学研究のኾ㐷ኅ（科学者）の⊓場とそのᓟの科学

の㜞ᐲൻ細ಽൻによࠅ、科学はᏒ᳃にとってℂ⸃し㔍く㆙い存在となった。さらに日ᧄでは、ፉのේ⊒

や科学者によるデータのㅧなどによࠅ、Ꮢ᳃の科学に対するା㗬は大きくំらいでいる。しかし、過

 20 ᐕ㑆に᰷☨でᕆㅦに⊒ዷしたᏒ᳃科学では、Ꮢ᳃がデータ集だߌでなく、科学研究の多くのプࡠ

ࠬにෳടすることによࠅ、ౣ߮Ꮢ᳃が科学研究に߅いて大きな役割を果たすをᜏいた。

Ꮢ᳃科学のᕆㅦな᥉には 2 つの要因がある。╙ 1 にはᏒ᳃科学は学際的なಽ野であࠅ、科学研究、Ꮢ᳃

ᢎ⢒、␠会の⺖㗴⸃をหᤨにታ〣できること。╙ 2 には、web の᥉によࠅᏒ᳃がᐢၞ的㐳ᦼ的データ

をข得し、科学者の෩ኒで㒢ቯ的な研究をቢし、ࡆッࠣデータをข得活用することがน能となったこと

である。

しかし、日ᧄではㅴዷが߶とんど見られていない。そこで、Ꮢ᳃科学߳の⼂をᷓめるため、ᧄ企画者ら

は╙ �1 ࿁の日ᧄ生ᘒ学会大会に߅いて、☨国のᏒ᳃科学のవ㚟者である Prof. Dickinson（ࠦー࡞ࡀ大）をၮ

⺞⻠Ṷ者に⡜し、Ꮢ᳃科学のシンポジウムを㐿した。また生ᘒ学会⧷ᢥ（Ecological Research）には、

ᧄ学会の会ຬ߳のឭ⸒とし、ᩏ⺒⺰ᢥをᛩⓂした（201� ᐕ 1 ภにឝタ੍ቯ）。

Ꮢ᳃科学は⊒ዷㅜのಽ野でもあࠅ、多くの⺖㗴をᛴ߃ている。ᧄ企画では、その⺖㗴をらかにすると

に、ᣢにఝれたをታ〣しているṶ者にそのᚻᴺを⚫いただき、日ᧄのᏒ᳃科学のታ現にะߌたឭ᩺

をⴕう。

605-1　ᣣᧄのᏒ᳃科学の⺖㗴ࠄ߆߈ߴࠆ“ࠆ߃Ꮢ᳃科学”ߪߣ㧫

ዊၳᵗ⟤（東京ㇺᏒ大学）

605-2　Ꮢ᳃科学ㆇ༡ࠆߌ߅ߦද

㣐⼱いߠみ（ਛᄩ大学）

605-3　␠ળ学⊛ࠕプ࠴ࡠのዉߘߣのᗧ⟵

᪉⦟（┙㙚大学）

605-4　Ꮢ᳃科学のᚑᨐのᵴ↪

ዊ᧻直（東京ㇺᏒ大学）

605-5　࿖㓙ㅪ៤ࠆࠃߦ⺖㗴⸃の web プ࠻ࠢࠚࠫࡠのផㅴ

෩✂ᨋ（ᘮᙥ⟵Ⴖ大学）
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企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room*

606　↢ᘒ♽ࠆߌ߅ߦ᷷ᥦൻ⎇ⓥࠍㆡᔕ╷のታⵝൻࠆߍߥߟߦ

企画者：ਛየൎᵗ（ᨋ✚研），㜞野（┻ਛ）ብᐔ（東ർ大生）

᷷ᥦൻをᆎめとする᳇ᄌ動によると⠨߃られるᓇ㗀が生ᘒ♽に߅いても㗼在ൻしつつある。IPCC は、

今ᓟ、ᦨ大㒢のദജをⴕい᷷ቶല果ࠟࠬをᛥしても、様々なಽ野でᓇ㗀が生ߓるน能性が㜞いと報๔して

いる。このため、᷷ቶല果ࠟࠬのឃ出をᛥする✭策にട߃、᳇ᄌൻにうᓇ㗀に߃るㆡᔕ策の㊀要

性がჇしている。国内では、政ᐭが策ቯをㅴめる᷷ᥦൻㆡᔕ⸘画をᄾᯏとして、今ᓟ、⥄ᴦ࡞ࡌでの᷷

ᥦൻㆡᔕ策のᚑがㅴと⠨߃られる。これまで、生ᘒ♽に㑐するಽ野では、᷷ᥦൻᓇ㗀の᷹ⷰや੍᷹にਥ

⌒が⟎かれたきた。しかし、このような␠会的࠾ー࠭が㜞まるਛで、研究ᚑ果をㆡᔕ策のታⵝൻにどのよう

につなߍるかが༛✕の⺖㗴としてᜬߜがってきた。

ᧄ集会では、日ᧄ国内を対⽎とした᷷ᥦൻᓇ㗀੍᷹、᷷ᥦൻにう生ᘒ♽߳のᓇ㗀の経ᷣ評価、さらに、

ᣇ⥄ᴦにߌ߅る᷷ᥦൻㆡᔕのとして、వㅴ的にขࠅ⚵まれている㐳野⋵のについて⻠Ṷ㗂く。

さらに、ฦ⻠Ṷのਛでは、ᚑ果をㆡᔕ策のᗧᕁቯの場面でにどのように活かߖるのか、また、ታ際の現場

ではが問㗴なのか╬について⚫㗂く੍ቯである。そので、国の᷷ᥦൻ政策をㅴめている環境⋭のᜂᒰ

者、IPCC 報๔ᦠのၫ╩にも㑐わられた研究者をࠦࡔン࠹ータとして߃、ㆡᔕ策ታⵝൻにะߌた今ᓟのዷ

㐿について⼏⺰したい。

ม会：ਛየൎᵗ

：ータ࠹ンࡔࠦ

ᯅᧄᒾ᳁（環境⋭⥄ὼ環境ዪ⥄ὼ環境⸘画⺖）国のㆡᔕ⸘画の要と生ᘒ♽ಽ野߳の要ᦸ

㜞ᯅẖ᳁（国環研）IPCC にߌ߅るㆡᔕ策をめߋる今ᓟのዷᦸ

606-1　ᨋ↢ᘒ♽߳の᳇ᄌേᓇ㗀⹏ଔ

* 㜞野（┻ਛ）ብᐔਛ㕒ㅘ（東ർ大学㒮生）

606-2　᳇ᄌേが↢ᘒ♽↢‛ᄙ᭽ᕈߦਈࠆ߃ᓇ㗀の⚻ᷣ⹏ଔ

* 㚍ᄹᧁବ（Ꮊ大学工学研究㒮）今⥶ᐔ（東ർ大学㒮生）

606-3　᳇ᄌേࠍ⠨ᘦߦߚࠇ⥄ὼ保⼔ኻ╷の᭴ᗐ㧙㐳㊁⋵ࠆߌ߅ߦᬌ⸛⁁ᴫ㧙

㒽 ᢧ㗇⾐ ਂᵿ↰ ፏ* ၳ↰િየ㑐㓷┨（㐳野⋵環境保全研究所）

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room+

60�　Dynamic traits and ecological dynamics in populations and communities

Organizer  Takehito Yoshida (Univ of Tokyo)

Dynamic nature of traits has been increasingly recognized as a key but previously overlooked element when we 

try to advance our understanding of populations and communities. Traits are temporally and spatially dynamic due 

to various mechanisms and processes including phenotypic plasticity, rapid evolutionary change, gene flow, local 

extinction, geographic mosaic of coevolution, etc. Ecological dynamics of populations and communities can lead to 

the dynamic changes of traits, which in turn have strong influences on the population and community dynamics. This 

feedback between trait dynamics and ecological dynamics has been a growing topic in ecology, yet our understanding 

of the feedback is still limited and we don’t know much about when and how much the eco-evolutionary feedback is 

important in populations and communities. In this session, we will explore the frontier of our understanding of the eco-

evolutionary feedback by several talks including the invited one by Dr. Ellen van Velzen from University of Potsdam, 

30

Germany. Also, Dr. Masato Yamamichi (Kyoto University) will give a comment on this topic.

The session will be composed of a session introduction by Yoshida, four talks listed below (25 min each) and a 
comment by Dr. Yamamichi (10 min).

60�-1　Mechanisms driving phase dynamics in predator-prey models with mutual adaptation
Ellen van Velzen (Univ of Potsdam, Germany)

60�-2　Stability of adaptive hybrid community
Akihiko Mougi (Shimane Univ)

60�-3　Timescale of environmental fluctuation determines the competitive advantage between 
phenotypic plasticity and rapid evolution
Minoru Kasada (Univ of Tokyo) 

60�-4　High-throughput DNA sequencing and network science for designing eco-evolutionary feedback 
research
Hirokazu Toju (Kyoto Univ)

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room,

✢ᘒ♽߳の᷷ᥦൻᓇ㗀⎇ⓥのᦨ೨↢ࠆߌ߅ߦ࡞ࠤむ全ࠬࠍࠕࠫࠕ᧲　�60

企画者：大ᯅᤐ㚅（ᨋ✚研），દ⮮ᤘᒾ（国環研）

IPCC ╙ 5ᰴ報๔ᦠによると、過 100 ᐕ㑆の᳇シࠬ࠹ムの᷷ᥦൻに⇼うはないとされている。ま

た、ฦで᷷ᥦൻに因すると⠨߃られる生ᘒ♽のᄌൻも᷹ⷰされつつある。今ᓟ、᷷ᥦൻのㅴⴕに

い、生ᘒ♽にᷓೞかつᐢ▸࿐にわたるᓇ㗀が生ߓるน能性があࠅ、ㆡᔕ策߅よ߮✭策のᬌ⸛が༛✕の⺖㗴

となっている。

᳇߅よ߮生ᘒ♽の㐳ᦼ᷹ⷰと、ᐢၞ（全）を対⽎とするᓇ㗀評価ࡕデ࡞は、᷷ᥦൻによࠅ㗼⪺なᓇ㗀

が生ߓる場所の․ቯや、生ᘒ♽から᳇シࠬ࠹ム߳のࠖࡈーࡃ࠼ッࠢのቯ量ൻをⴕうう߃で㊀要な役割を果

たしている。しかし、ࡕデ࡞によるផቯ⚿果には大きなਇ⏕ታ性がᱷされてࠅ߅、㜞♖ᐲの᷹ⷰデータの

集とࡕデ࡞ᡷ⦟のਔ面からା㗬性を㜞めることが㊀要な⺖㗴となっている。

ᧄ企画集会では、東ࠕジࠕを全ࠬケー࡞を対⽎としてታᣉされている᷷ᥦൻᓇ㗀研究のなかでも、

生ᘒ♽߳のᓇ㗀の᷹ⷰ߅よ߮᧪੍᷹にࠜࡈーࠞࠬを⛉ࠅ、⻠Ṷ者から⚫していただく。そので、今ᓟ

の研究⺖㗴、さらに生ᘒ♽を活用した✭策やㆡᔕ策にะߌた⺖㗴を⼏⺰したい。

60�-1　⛔ว⊛᷹ⷰ⸃ᨆࠪࠬࡓ࠹の᭴▽ࠆࠃߦ全ࠕࠫࠕᄥᐔᵗの⚛ᓴⅣのᄌൻのᣧᦼᬌ

ਃᨑାሶ（国環研）

╷ㆡᔕߣ╷✭ࠆࠃߦ㧔ᴪጯ↢ᘒ♽㧕ࡦࡏࠞ࡞ࡉ　60�-2

᪀ᳯᦺᲧํ（᷼ḧ研），ᥓ⟤（国環研）

60�-3　ᐢၞ↢ᘒ♽ߚ↪ࠍ࡞࠺ࡕᓇ㗀⹏ଔ

ੳ科一（国環研），દ⮮ᤘᒾ（国環研）

60�-4　㐳ᦼ᳇ᄌേ੍᷹㧦↢ᘒ♽⚛ᓴⅣ߳の᷷ᥦൻᓇ㗀ߘߣのࡃ࠼ࠖࡈッࠢの㊀ⷐᕈ

⠀ፉ知ᵗ（JAMSTEC），⮮᳗（JAMSTEC）
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企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room*

606　↢ᘒ♽ࠆߌ߅ߦ᷷ᥦൻ⎇ⓥࠍㆡᔕ╷のታⵝൻࠆߍߥߟߦ

企画者：ਛየൎᵗ（ᨋ✚研），㜞野（┻ਛ）ብᐔ（東ർ大生）

᷷ᥦൻをᆎめとする᳇ᄌ動によると⠨߃られるᓇ㗀が生ᘒ♽に߅いても㗼在ൻしつつある。IPCC は、

今ᓟ、ᦨ大㒢のദജをⴕい᷷ቶല果ࠟࠬをᛥしても、様々なಽ野でᓇ㗀が生ߓるน能性が㜞いと報๔して

いる。このため、᷷ቶല果ࠟࠬのឃ出をᛥする✭策にട߃、᳇ᄌൻにうᓇ㗀に߃るㆡᔕ策の㊀要

性がჇしている。国内では、政ᐭが策ቯをㅴめる᷷ᥦൻㆡᔕ⸘画をᄾᯏとして、今ᓟ、⥄ᴦ࡞ࡌでの᷷

ᥦൻㆡᔕ策のᚑがㅴと⠨߃られる。これまで、生ᘒ♽に㑐するಽ野では、᷷ᥦൻᓇ㗀の᷹ⷰや੍᷹にਥ

⌒が⟎かれたきた。しかし、このような␠会的࠾ー࠭が㜞まるਛで、研究ᚑ果をㆡᔕ策のታⵝൻにどのよう

につなߍるかが༛✕の⺖㗴としてᜬߜがってきた。

ᧄ集会では、日ᧄ国内を対⽎とした᷷ᥦൻᓇ㗀੍᷹、᷷ᥦൻにう生ᘒ♽߳のᓇ㗀の経ᷣ評価、さらに、

ᣇ⥄ᴦにߌ߅る᷷ᥦൻㆡᔕのとして、వㅴ的にขࠅ⚵まれている㐳野⋵のについて⻠Ṷ㗂く。

さらに、ฦ⻠Ṷのਛでは、ᚑ果をㆡᔕ策のᗧᕁቯの場面でにどのように活かߖるのか、また、ታ際の現場

ではが問㗴なのか╬について⚫㗂く੍ቯである。そので、国の᷷ᥦൻ政策をㅴめている環境⋭のᜂᒰ

者、IPCC 報๔ᦠのၫ╩にも㑐わられた研究者をࠦࡔン࠹ータとして߃、ㆡᔕ策ታⵝൻにะߌた今ᓟのዷ

㐿について⼏⺰したい。

ม会：ਛየൎᵗ

：ータ࠹ンࡔࠦ

ᯅᧄᒾ᳁（環境⋭⥄ὼ環境ዪ⥄ὼ環境⸘画⺖）国のㆡᔕ⸘画の要と生ᘒ♽ಽ野߳の要ᦸ

㜞ᯅẖ᳁（国環研）IPCC にߌ߅るㆡᔕ策をめߋる今ᓟのዷᦸ

606-1　ᨋ↢ᘒ♽߳の᳇ᄌേᓇ㗀⹏ଔ

* 㜞野（┻ਛ）ብᐔਛ㕒ㅘ（東ർ大学㒮生）

606-2　᳇ᄌേが↢ᘒ♽↢‛ᄙ᭽ᕈߦਈࠆ߃ᓇ㗀の⚻ᷣ⹏ଔ

* 㚍ᄹᧁବ（Ꮊ大学工学研究㒮）今⥶ᐔ（東ർ大学㒮生）

606-3　᳇ᄌേࠍ⠨ᘦߦߚࠇ⥄ὼ保⼔ኻ╷の᭴ᗐ㧙㐳㊁⋵ࠆߌ߅ߦᬌ⸛⁁ᴫ㧙

㒽 ᢧ㗇⾐ ਂᵿ↰ ፏ* ၳ↰િየ㑐㓷┨（㐳野⋵環境保全研究所）

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room+

60�　Dynamic traits and ecological dynamics in populations and communities

Organizer  Takehito Yoshida (Univ of Tokyo)

Dynamic nature of traits has been increasingly recognized as a key but previously overlooked element when we 

try to advance our understanding of populations and communities. Traits are temporally and spatially dynamic due 

to various mechanisms and processes including phenotypic plasticity, rapid evolutionary change, gene flow, local 

extinction, geographic mosaic of coevolution, etc. Ecological dynamics of populations and communities can lead to 

the dynamic changes of traits, which in turn have strong influences on the population and community dynamics. This 

feedback between trait dynamics and ecological dynamics has been a growing topic in ecology, yet our understanding 

of the feedback is still limited and we don’t know much about when and how much the eco-evolutionary feedback is 

important in populations and communities. In this session, we will explore the frontier of our understanding of the eco-

evolutionary feedback by several talks including the invited one by Dr. Ellen van Velzen from University of Potsdam, 

30

Germany. Also, Dr. Masato Yamamichi (Kyoto University) will give a comment on this topic.

The session will be composed of a session introduction by Yoshida, four talks listed below (25 min each) and a 
comment by Dr. Yamamichi (10 min).

60�-1　Mechanisms driving phase dynamics in predator-prey models with mutual adaptation
Ellen van Velzen (Univ of Potsdam, Germany)

60�-2　Stability of adaptive hybrid community
Akihiko Mougi (Shimane Univ)

60�-3　Timescale of environmental fluctuation determines the competitive advantage between 
phenotypic plasticity and rapid evolution
Minoru Kasada (Univ of Tokyo) 

60�-4　High-throughput DNA sequencing and network science for designing eco-evolutionary feedback 
research
Hirokazu Toju (Kyoto Univ)

企画集会　　　　　3月 21 日 10:00-12:00　　　　　　会場　Room,

✢ᘒ♽߳の᷷ᥦൻᓇ㗀⎇ⓥのᦨ೨↢ࠆߌ߅ߦ࡞ࠤむ全ࠬࠍࠕࠫࠕ᧲　�60

企画者：大ᯅᤐ㚅（ᨋ✚研），દ⮮ᤘᒾ（国環研）

IPCC ╙ 5ᰴ報๔ᦠによると、過 100 ᐕ㑆の᳇シࠬ࠹ムの᷷ᥦൻに⇼うはないとされている。ま

た、ฦで᷷ᥦൻに因すると⠨߃られる生ᘒ♽のᄌൻも᷹ⷰされつつある。今ᓟ、᷷ᥦൻのㅴⴕに

い、生ᘒ♽にᷓೞかつᐢ▸࿐にわたるᓇ㗀が生ߓるน能性があࠅ、ㆡᔕ策߅よ߮✭策のᬌ⸛が༛✕の⺖㗴

となっている。

᳇߅よ߮生ᘒ♽の㐳ᦼ᷹ⷰと、ᐢၞ（全）を対⽎とするᓇ㗀評価ࡕデ࡞は、᷷ᥦൻによࠅ㗼⪺なᓇ㗀

が生ߓる場所の․ቯや、生ᘒ♽から᳇シࠬ࠹ム߳のࠖࡈーࡃ࠼ッࠢのቯ量ൻをⴕうう߃で㊀要な役割を果

たしている。しかし、ࡕデ࡞によるផቯ⚿果には大きなਇ⏕ታ性がᱷされてࠅ߅、㜞♖ᐲの᷹ⷰデータの

集とࡕデ࡞ᡷ⦟のਔ面からା㗬性を㜞めることが㊀要な⺖㗴となっている。

ᧄ企画集会では、東ࠕジࠕを全ࠬケー࡞を対⽎としてታᣉされている᷷ᥦൻᓇ㗀研究のなかでも、

生ᘒ♽߳のᓇ㗀の᷹ⷰ߅よ߮᧪੍᷹にࠜࡈーࠞࠬを⛉ࠅ、⻠Ṷ者から⚫していただく。そので、今ᓟ

の研究⺖㗴、さらに生ᘒ♽を活用した✭策やㆡᔕ策にะߌた⺖㗴を⼏⺰したい。

60�-1　⛔ว⊛᷹ⷰ⸃ᨆࠪࠬࡓ࠹の᭴▽ࠆࠃߦ全ࠕࠫࠕᄥᐔᵗの⚛ᓴⅣのᄌൻのᣧᦼᬌ

ਃᨑାሶ（国環研）

╷ㆡᔕߣ╷✭ࠆࠃߦ㧔ᴪጯ↢ᘒ♽㧕ࡦࡏࠞ࡞ࡉ　60�-2

᪀ᳯᦺᲧํ（᷼ḧ研），ᥓ⟤（国環研）

60�-3　ᐢၞ↢ᘒ♽ߚ↪ࠍ࡞࠺ࡕᓇ㗀⹏ଔ

ੳ科一（国環研），દ⮮ᤘᒾ（国環研）

60�-4　㐳ᦼ᳇ᄌേ੍᷹㧦↢ᘒ♽⚛ᓴⅣ߳の᷷ᥦൻᓇ㗀ߘߣのࡃ࠼ࠖࡈッࠢの㊀ⷐᕈ

⠀ፉ知ᵗ（JAMSTEC），⮮᳗（JAMSTEC）
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企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room#

60�　ਇ⏕ታᕈਅのູ㘃▤ℂ㧦▤ℂᣉ╷のㆬᛯߘߣの⺖㗴

企画者：ᮮḴⴕ（国環研），㋈ᧁ’（東大ᣂ㗔ၞ）

生ᘒ♽߳のᖡᓇ㗀や␠会的ゟをもたらしている野生動物については、ㆡಾな⟲▤ℂによってこれら

の問㗴に対ᔕする必要がなる。対策にᒰたっては、㒢られたੱ的⾗Ḯや੍▚のᨒ内でᦨ大㒢のല果をあߍる

ことが要᳞される。しかし、ല果的な対策をㆬᛯするために必要であるᢙや❥ᱺ₸、生ᘒ♽や農物に

ਈ߃るⵍኂなどの情報がචಽそろっているは⒘である。ല果的な対策をⴕうために必要な情報をどのよう

に集し、㒢られた情報にၮߠいてどう್ᢿをਅ߫ߖよいだろうか。

ᧄ集会では、ᚱ✚ඨፉ、ർᶏ、ᐶ⋵をࠖࡈー࠼࡞として、㒢られたデータから▤ℂᣉ策のቯに⾗す

る研究や、情報集対策ല果ᬌ⸽を➅ࠅしながら科学的▤ℂをㅴめようとദജを⛯ߌている研究を⚫

する。科学的に▤ℂᚢ⇛を策ቯすることによࠅ、ෂᯏ的な野生生物によるⵍኂのシᷫがᦼᓙできる。得ら

れる情報をいかに活用して▤ℂᣉ策をㆬᛯするか、ㆬᛯのᓟにどのような⺖㗴がᱷっているのかを⼏⺰した

い。

ーター࠹ンࡔࠦ :　㘵ፉാੱ（ጊ᪸⋵ᨋ研）、ችਅ直（東大農）

60�-1　⁁ᘒⓨ㑆ࡑࠣࠗࠕࠆࠃߦ࡞࠺ࡕのᢙផቯߣⓨ㑆␜⊛ߥ‛ⵍኂ⸵ኈኒᐲのផቯ

ᩙጊᱞᄦ（東㇌大ℂ）

60�-2　ᢙኒᐲߣ↪ࠄ߆ㄘᬺⵍኂࠆߔ੍᷹ࠍ㧦ᚱ✚ඨፉのࠤࠆߌ߅ߦࠪࠪࡁࠗߣࠞࠫࡦࡎ࠾

ࠖ࠺࠲ࠬࠬ

* ㋈ᧁ’，㚅Ꮉᐘᄥ㇢（東大ᣂ㗔ၞ）

60�-3　ⓨ㑆␜ࠆࠃߦ࡞࠺ࡕⶄᢙ⒳のູ㘃ࠍ⛔วߚߒ▤ℂᚢ⇛の᭴▽

* ᮮḴⴕ（国環研），㐳↰ⓛ（研）

60�-4　ർᶏのࠛࠞࠪ࠱ᢙផቯ㧦࠭ࠗࡌផቯߦ߁㗴ࠍ࿁ㆱࠆߔᣇᴺߡߟߦ

ጊ光ม（農環研）

⟲の保全▤ℂߚߒ߆↢ࠍ࠲࠺ࠆࠇࠄᓧࠄ߆╷のⵍኂ㒐ᱛኻࡑࠣࡢࡁࠠ࠷　60�-5

ᮮጊ⌀ᑿ（ᐶ⋵大 / ᐶ⋵ᨋ動物研究ンター）

企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room%

610　ⅣႺਛ⒖ޟࠍേࠆߔޠᕈࡓ࠙ࠪ

企画者：㜞↰ ࡕࡕ（ᐢፉ大 ✚科）

2011 ᐕのፉ╙一ේሶജ⊒㔚所によࠅ、大᳇ਛに多量の性物⾰（性シウム）が出され、

今な߅ᨋをはߓめとする⥄ὼ生ᘒ♽に蓄積している。性シウムはფ㋶物にᒝ࿕にๆ⌕する性⾰を

ᜬってࠅ߅、一ᐲๆ⌕したシウムは߶とんど⣕⌕しない。そのため、ᓟ、環境ਛに出された性

シウムはᓢ々にფに࿕ቯされ、ᓟ 5ᐕ経た現在、ᨋ⨲農ḓᴧ╬、ฦ生ᘒ♽に存在する

性シウムが、ઁの生ᘒ♽߳⒖動することはまれであると⠨߃られている。

しかしながら、ㄭᐕの研究によって、ᬀ物やਅ᳓から、ᓸ量ではあるものの、性シウムがᬌ出

される╬、大ㇱಽの性シウムはფにᒝ࿕に࿕ቯされているが、一ㇱの性シウムはფ㋶物に

࿕ቯされず、現在も環境ਛを⒖動していることを␜すも報๔されᆎめている。この⒖動性の㜞い性

れ߫ならなߌその動ᘒはᣧᕆに⸃しな、ࠅシウムは、✢㒐⼔のⷰὐから㕖Ᏹに㊀要な存在ᒻᘒであ
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い⺖㗴である。

ᧄ企画集会では、ᨋფ、ḓᐩၸ積物、ᬀ物内、ਅ᳓でⷰኤされる⒖動性の㜞い性シウムの

動ᘒについて、ฦኾ㐷ಽ野の研究者に㗴ឭଏを߅㗿いし、環境ਛに存在する性物⾰の動ᘒ⸃に㑐す

る今ᓟの⺖㗴などについて⼏⺰する੍ቯである。

ーター：ᅏ↰ᢅ⛔（ᐢፉ大 ✚科）࠹ンࡔࠦ

610-1　ᨋᨋᐥࠆߌ߅ߦṁሽᘒᕈࡓ࠙ࠪの⒖േ

* 㜞↰ࡕࡕ（ᐢፉ大），ጊ↰ବᒄ（ᐢፉ大），保㜞ᔀ生（↥✚研），ᅏ↰ᢅ⛔（ᐢፉ大）

610-2　᮸ᧁࠆߌ߅ߦᕈࡓ࠙ࠪの⚻⊹ๆのᓇ㗀ߣ⚻ᐕᄌൻ

* ↰ᕺሶ（ක研），内↰ṑᄦ（ක研），⍹િ（ක研）

610-3　ጊጪḓᴧࠆߌ߅ߦᕈࡓ࠙ࠪのᓴⅣ

* 野ේ♖一（国┙環境研究所），㋈ᧁ究⌀（⟲㚍⋵᳓↥⹜㛎場），ᮮႦື也（ᩔᧁ⋵᳓↥⹜㛎場），

ⷺ↰ᰵ一（⟲㚍大学）

610-4　ਅ᳓ࠄ߆ᬌࠆࠇߐፉ↱᧪のᕈࡓ࠙ࠪ

* 㕒㑆ᷡ（ᐢፉ大 工），⮮Ꮉ㓁ሶ（京大ේሶἹ），᪉㓶ᔒ（NPO ᴺੱ߰るさと）

企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　RoomD

611　ᣂߒ⟲㓸↢ᘒ学㧦 ℂ⺰ - ታ⸽㑆ギャップࠍ㘧߮ࠆ߃

企画者：ㄭ⮮୶生（㦖⼱大ℂ工）

⟲集生ᘒ学、とくに種㑆⋧用からの⟲集ℂ⸃はⴕきまっているように見߃る。現在ਥᵹとなってい

る⟲集ℂ⺰は、「種㑆⋧用によって⟲動ᘒが㚟動される」、したがって「⟲集動ᘒはつながった多種

⟲動ᘒである」という⺑にၮߠいている。この⺑は、┹㑐ଥやᩕ㙃㑐ଥが㚟動する⟲動ᘒの

デリンࠣをน能にし、⟲集᭴ㅧࡕ - 動ᘒ㑐ଥのℂ⺰的ℂ⸃に一ቯの役割を果たしてきた。しかし、หᤨに、

このࠕプࡠー࠴には様々な࿎㔍、․にታ⸽研究に㑐する࿎㔍がある。╙一に、⟲動ᘒやその․性（たと

ቯ量したࠅタリンࠣすることの࿎㔍さ。╙ੑに、種㑆⋧用を․ቯした࠾ࡕቯ性）を⥄ὼ生ᘒ♽で߫߃

ム࠭࠾ࠞࡔターンやࡄる⟲集ߓる，㕖✢ᒻ性から生ߌ߅することの࿎㔍さ。╙ਃに、ⶄ㔀な⥄ὼ生ᘒ♽にࠅ

の⁁ᴫଐ存的なᄌൻと、これに↱᧪する一⥸ℂ⺰᭴▽の࿎㔍さがはっきࠅしてきた。さらに、生物⟲集の੍

⺰みは大きくㆃれている。これらの࿎㔍さをసし、⌀のℂ⚵ࠅᓮといったᔕ用的⺖㗴߳のข᷹ - ታ⸽

㑆のදをน能にするような「ᣂしい⟲集生ᘒ学」を᭴▽することが᳞められている。そこで、この企画集

会では、この࿎㔍をసするᱞེとなるいくつかのᣂしい⟲集߳のࠕプࡠー࠴を⚫するとともに、「ᣂし

い⟲集生ᘒ学」はどのようなものになるかを⼏⺰したい。

611-1　⟲㓸↢ᘒ学ࠆߌ߅ߦ⒳㑆⋧↪⺰ߘߣの㒢⇇

ㄭ⮮୶生（㦖⼱大ℂ工）

611-2　ⅣႺ DNA ಽᨆߤߡߞࠃߦのߥ߁ࠃ情報がᓧࠆࠇࠄの߆㧫

Ḯ利ᢥ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達環境）

611-3　㘩‛✂⎇ⓥߦหߪ↪߆㧫⸃߈ߴߔ㗴ὐߣน⢻ᕈ

㐳↰ⓛ（研）
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企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room#

60�　ਇ⏕ታᕈਅのູ㘃▤ℂ㧦▤ℂᣉ╷のㆬᛯߘߣの⺖㗴

企画者：ᮮḴⴕ（国環研），㋈ᧁ’（東大ᣂ㗔ၞ）

生ᘒ♽߳のᖡᓇ㗀や␠会的ゟをもたらしている野生動物については、ㆡಾな⟲▤ℂによってこれら

の問㗴に対ᔕする必要がなる。対策にᒰたっては、㒢られたੱ的⾗Ḯや੍▚のᨒ内でᦨ大㒢のല果をあߍる

ことが要᳞される。しかし、ല果的な対策をㆬᛯするために必要であるᢙや❥ᱺ₸、生ᘒ♽や農物に

ਈ߃るⵍኂなどの情報がචಽそろっているは⒘である。ല果的な対策をⴕうために必要な情報をどのよう

に集し、㒢られた情報にၮߠいてどう್ᢿをਅ߫ߖよいだろうか。

ᧄ集会では、ᚱ✚ඨፉ、ർᶏ、ᐶ⋵をࠖࡈー࠼࡞として、㒢られたデータから▤ℂᣉ策のቯに⾗す

る研究や、情報集対策ല果ᬌ⸽を➅ࠅしながら科学的▤ℂをㅴめようとദജを⛯ߌている研究を⚫

する。科学的に▤ℂᚢ⇛を策ቯすることによࠅ、ෂᯏ的な野生生物によるⵍኂのシᷫがᦼᓙできる。得ら

れる情報をいかに活用して▤ℂᣉ策をㆬᛯするか、ㆬᛯのᓟにどのような⺖㗴がᱷっているのかを⼏⺰した

い。

ーター࠹ンࡔࠦ :　㘵ፉാੱ（ጊ᪸⋵ᨋ研）、ችਅ直（東大農）

60�-1　⁁ᘒⓨ㑆ࡑࠣࠗࠕࠆࠃߦ࡞࠺ࡕのᢙផቯߣⓨ㑆␜⊛ߥ‛ⵍኂ⸵ኈኒᐲのផቯ

ᩙጊᱞᄦ（東㇌大ℂ）

60�-2　ᢙኒᐲߣ↪ࠄ߆ㄘᬺⵍኂࠆߔ੍᷹ࠍ㧦ᚱ✚ඨፉのࠤࠆߌ߅ߦࠪࠪࡁࠗߣࠞࠫࡦࡎ࠾

ࠖ࠺࠲ࠬࠬ

* ㋈ᧁ’，㚅Ꮉᐘᄥ㇢（東大ᣂ㗔ၞ）

60�-3　ⓨ㑆␜ࠆࠃߦ࡞࠺ࡕⶄᢙ⒳のູ㘃ࠍ⛔วߚߒ▤ℂᚢ⇛の᭴▽

* ᮮḴⴕ（国環研），㐳↰ⓛ（研）

60�-4　ർᶏのࠛࠞࠪ࠱ᢙផቯ㧦࠭ࠗࡌផቯߦ߁㗴ࠍ࿁ㆱࠆߔᣇᴺߡߟߦ

ጊ光ม（農環研）

⟲の保全▤ℂߚߒ߆↢ࠍ࠲࠺ࠆࠇࠄᓧࠄ߆╷のⵍኂ㒐ᱛኻࡑࠣࡢࡁࠠ࠷　60�-5

ᮮጊ⌀ᑿ（ᐶ⋵大 / ᐶ⋵ᨋ動物研究ンター）

企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room%

610　ⅣႺਛ⒖ޟࠍേࠆߔޠᕈࡓ࠙ࠪ

企画者：㜞↰ ࡕࡕ（ᐢፉ大 ✚科）

2011 ᐕのፉ╙一ේሶജ⊒㔚所によࠅ、大᳇ਛに多量の性物⾰（性シウム）が出され、

今な߅ᨋをはߓめとする⥄ὼ生ᘒ♽に蓄積している。性シウムはფ㋶物にᒝ࿕にๆ⌕する性⾰を

ᜬってࠅ߅、一ᐲๆ⌕したシウムは߶とんど⣕⌕しない。そのため、ᓟ、環境ਛに出された性

シウムはᓢ々にფに࿕ቯされ、ᓟ 5ᐕ経た現在、ᨋ⨲農ḓᴧ╬、ฦ生ᘒ♽に存在する

性シウムが、ઁの生ᘒ♽߳⒖動することはまれであると⠨߃られている。

しかしながら、ㄭᐕの研究によって、ᬀ物やਅ᳓から、ᓸ量ではあるものの、性シウムがᬌ出

される╬、大ㇱಽの性シウムはფにᒝ࿕に࿕ቯされているが、一ㇱの性シウムはფ㋶物に

࿕ቯされず、現在も環境ਛを⒖動していることを␜すも報๔されᆎめている。この⒖動性の㜞い性

れ߫ならなߌその動ᘒはᣧᕆに⸃しな、ࠅシウムは、✢㒐⼔のⷰὐから㕖Ᏹに㊀要な存在ᒻᘒであ
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い⺖㗴である。

ᧄ企画集会では、ᨋფ、ḓᐩၸ積物、ᬀ物内、ਅ᳓でⷰኤされる⒖動性の㜞い性シウムの

動ᘒについて、ฦኾ㐷ಽ野の研究者に㗴ឭଏを߅㗿いし、環境ਛに存在する性物⾰の動ᘒ⸃に㑐す

る今ᓟの⺖㗴などについて⼏⺰する੍ቯである。

ーター：ᅏ↰ᢅ⛔（ᐢፉ大 ✚科）࠹ンࡔࠦ

610-1　ᨋᨋᐥࠆߌ߅ߦṁሽᘒᕈࡓ࠙ࠪの⒖േ

* 㜞↰ࡕࡕ（ᐢፉ大），ጊ↰ବᒄ（ᐢፉ大），保㜞ᔀ生（↥✚研），ᅏ↰ᢅ⛔（ᐢፉ大）

610-2　᮸ᧁࠆߌ߅ߦᕈࡓ࠙ࠪの⚻⊹ๆのᓇ㗀ߣ⚻ᐕᄌൻ

* ↰ᕺሶ（ක研），内↰ṑᄦ（ක研），⍹િ（ක研）

610-3　ጊጪḓᴧࠆߌ߅ߦᕈࡓ࠙ࠪのᓴⅣ

* 野ේ♖一（国┙環境研究所），㋈ᧁ究⌀（⟲㚍⋵᳓↥⹜㛎場），ᮮႦື也（ᩔᧁ⋵᳓↥⹜㛎場），

ⷺ↰ᰵ一（⟲㚍大学）

610-4　ਅ᳓ࠄ߆ᬌࠆࠇߐፉ↱᧪のᕈࡓ࠙ࠪ

* 㕒㑆ᷡ（ᐢፉ大 工），⮮Ꮉ㓁ሶ（京大ේሶἹ），᪉㓶ᔒ（NPO ᴺੱ߰るさと）

企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　RoomD

611　ᣂߒ⟲㓸↢ᘒ学㧦 ℂ⺰ - ታ⸽㑆ギャップࠍ㘧߮ࠆ߃

企画者：ㄭ⮮୶生（㦖⼱大ℂ工）

⟲集生ᘒ学、とくに種㑆⋧用からの⟲集ℂ⸃はⴕきまっているように見߃る。現在ਥᵹとなってい

る⟲集ℂ⺰は、「種㑆⋧用によって⟲動ᘒが㚟動される」、したがって「⟲集動ᘒはつながった多種

⟲動ᘒである」という⺑にၮߠいている。この⺑は、┹㑐ଥやᩕ㙃㑐ଥが㚟動する⟲動ᘒの

デリンࠣをน能にし、⟲集᭴ㅧࡕ - 動ᘒ㑐ଥのℂ⺰的ℂ⸃に一ቯの役割を果たしてきた。しかし、หᤨに、

このࠕプࡠー࠴には様々な࿎㔍、․にታ⸽研究に㑐する࿎㔍がある。╙一に、⟲動ᘒやその․性（たと

ቯ量したࠅタリンࠣすることの࿎㔍さ。╙ੑに、種㑆⋧用を․ቯした࠾ࡕቯ性）を⥄ὼ生ᘒ♽で߫߃

ム࠭࠾ࠞࡔターンやࡄる⟲集ߓる，㕖✢ᒻ性から生ߌ߅することの࿎㔍さ。╙ਃに、ⶄ㔀な⥄ὼ生ᘒ♽にࠅ

の⁁ᴫଐ存的なᄌൻと、これに↱᧪する一⥸ℂ⺰᭴▽の࿎㔍さがはっきࠅしてきた。さらに、生物⟲集の੍

⺰みは大きくㆃれている。これらの࿎㔍さをసし、⌀のℂ⚵ࠅᓮといったᔕ用的⺖㗴߳のข᷹ - ታ⸽

㑆のදをน能にするような「ᣂしい⟲集生ᘒ学」を᭴▽することが᳞められている。そこで、この企画集

会では、この࿎㔍をసするᱞེとなるいくつかのᣂしい⟲集߳のࠕプࡠー࠴を⚫するとともに、「ᣂし

い⟲集生ᘒ学」はどのようなものになるかを⼏⺰したい。

611-1　⟲㓸↢ᘒ学ࠆߌ߅ߦ⒳㑆⋧↪⺰ߘߣの㒢⇇

ㄭ⮮୶生（㦖⼱大ℂ工）

611-2　ⅣႺ DNA ಽᨆߤߡߞࠃߦのߥ߁ࠃ情報がᓧࠆࠇࠄの߆㧫

Ḯ利ᢥ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達環境）

611-3　㘩‛✂⎇ⓥߦหߪ↪߆㧫⸃߈ߴߔ㗴ὐߣน⢻ᕈ

㐳↰ⓛ（研）
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611-4　↢‛⟲㓸のሽ⛯ߦᨐߔߚኒᐲଐሽの㊀ⷐᕈ㧦㕖✢ᒻᤨ♽⸃ᨆߚ↪ࠍᨒ⚵ߺのឭ

Ꮉᵤ一㓉（㦖⼱大ℂ工）

611-5　㊁ᄖ↢ᘒ♽ߢのᄌേࠆߔ⋧↪ᒝᐲߣዪᚲቯᕈのቯ㊂ൻ

ầ㓷ਯ（㦖⼱大ℂ工）

企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room(

㧫߆のߚߞ߆ಽߢ߹ߎߤޔᘒᓇ㗀㨪が↢ࠆࠃߦ⮎ㄘ࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ　612

企画者：ᨋጪᒾ（国┙環境研），▎一（国┙環境研）

現在、࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ♽農⮎が生物多様性にਈ߃るᓇ㗀が⇇的に ᔨされている。࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ

♽農⮎は、�0 ᐕઍからਥജ農⮎として᥉してきたࠢ࡞࠴ࠦ࠾ࡠࡠ♽Ვ⯻の✚⒓であࠅ、国内外でᐢく

᥉している。

ᧄ♽⛔の⊓場によࠅ、⋭ജൻなど農業生↥に大きく貢献する一ᣇで、᰷☨をਛᔃに࠴ࡃ࠷ࡒ類߳のᓇ㗀

が問㗴ⷞされた。․にർ☨で㗴となったⱎ⟲፣უ∝⟲ CCDのේ因物⾰として࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ♽農⮎

が⇼われるようになった。また国内でも野生࠻ンࡏ類のᕆỗなᷫዋがᧄ♽⛔のᓇ㗀によるとする報๔が⋧

ᰴいだ。

2013 ᐕ、࡛ーࡠッࡄㅪว EUは、࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ♽農⮎ 3を農⮎ 4について 2ᐕ㑆のᤨ㒢ઃき

の用ᱛភ⟎をቯした。このᱛភ⟎を一つのᄾᯏとして、日ᧄに߅いても生ᘒ学者はもߜろん一⥸Ꮢ

᳃の㑆でも࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ♽農⮎のリࠬࠢを ᔨするとともに、その用ⷙについての⼏⺰がᕆㅦに㜞

まっている。

国┙環境研究所ではઁ研究ᯏ㑐とหで、環境⋭環境研究✚วផㅴ⾌をはߓめとするプࡠジ࠻ࠢࠚ研究੍

▚にၮߠき、࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ♽農⮎の生ᘒリࠬࠢ評価をㅴめている。ᧄ⻠Ṷ会では、これまでに得られた

ᦨᣂ知見を⚫するとともに、国内外の情報と⛔วして、今ᓟの農⮎リࠬࠢ▤ℂのᣇะ性について⼏⺰する。

ーター：᳗ቁᔒ（農業環境技術研究所）࠹ンࡔࠦ

612-1　․⻠Ṷ㧦࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀㄘ⮎࠴ࡃ࠽ࡂࠆࠃߦ㘃߳のᓇ㗀㨪⇇ߣᣣᧄのᦨᣂ情報

ਛ⚐（₹Ꮉ大学）

Ქᕈ࠾ࡠࠦ࠴ࡃ࠽ࡂ࡞ࡑߚߒࠍ☳⧎ㄘ⮎の࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ　612-2

*ᳯᎹ知⧎（農環研），▎一（国┙環境研）

ࠢࠬᘒ↢࠴ࡃ࠷ࡒࡦࡎ࠾ㄘ⮎の࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ　612-3

*Ṛਭᥓ，↰⟤㚅，᳗光ノ⟵（ᨋ✚研）

ᓇ㗀⹏ଔࠆߔኻߦㄘ⮎の㒽ၞ⯻㘃࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ　612-4

*⋧澤┨ੳ，野ผ，ਛ—↰ẖ（ජ⪲大学）

の߽ߚ߃ࠄ߆᳓↰↢‛ᄙ᭽ᕈᓇ㗀⹏ଔࠆࠃߦ⮎ㄘ࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ　612-5

ᨋጪᒾ（国┙環境研）

ㄘ⮎ⷙのᓟ࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ　612-6

▎一（国┙環境研）
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企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room)

613　ⅣႺ保全ဳᨋᬺ㧦保ᱷબᣉᬺのᣣᧄࠆߌ߅ߦዷ㐿ߦะߡߌ

企画者：ጊᶆᖘ一（ᨋ✚研ᬀ生），የፒ研一（ᨋ✚研ർᶏ），㐳坂（✚研ᨋ業⹜㛎場）

どんなᒝᐲの⥄ὼᡬੂでも、᮸ᧁはᨗᱫさߖるが㒰しない。生物ㆮ↥（biological legacy）と߫れる┙

れᧁや生┙ᧁ、ୟᧁは、ᡬੂ〔の生物多様性やᡬੂᓟの生ᘒ♽の࿁ᓳに㊀要な役割をᜂっていることᨗߜ

が、ンࡋ࠻ン࠭ጊのྃἫやࠗࠛࡠーࠬ࠻ーンのጊἫをᛒった研究かららかにされてきた。これによ

れᧁᨗߜ┙、に߷す⽶のᓇ㗀をૐᷫするための一ᚻᴺとしてࠬࡆーࠨ♽ᨋબណが生物多様性や生ᘒ、ࠅ

や生┙ᧁをબណにᚢ⇛的に⛽ᜬする保ᱷબ（retention forestry）がឭ᩺され、現在⇇的にᵈ⋡されている。

߫߃、ࠬウࠚーデンではすߴての⊝બで保ᱷબはណ用すߴきとされている。

日ᧄではᚢᓟㅧᚑされたੱ工ᨋがબᦼをㄫ߃るਛ、ᨋの多面的ᯏ能を⛽ᜬะさߖるためのᨋᣉ業が

᳞められている。ർᶏᨋでは 2013 ᐕから、保ᱷબᣉ業のല性をᬌ⸽する大ⷙᮨなᠲታ㛎が㐿ᆎ

された。ᧄታ㛎はੱ工ᨋを対⽎とした⇇的に⒘なታ㛎で、ᷙしているᐢ⪲᮸を保ᱷ対⽎としている。

保ᱷᧁのᧄᢙや㈩⟎がબណᓟの生物多様性生ᘒ♽ࠨーࠬࡆに߷すᓇ㗀をらかにするため、ฦಣℂ（⊝બ、

නᧁዋ量保ᱷ、නᧁਛ量保ᱷ、නᧁ大量保ᱷ、⟲⁁保ᱷ、ੱ工ᨋ㕖બណ、天ὼᨋ㕖બណ）につき 3 つの

しを用ᗧし、બណ೨⺞ᩏをⴕない、ฦಣℂ（ᨋಽ）はࠅ➅ 5 ha એとしている。

ᧄ企画集会では、保ᱷબᣉ業のᱧผとർᶏのታ㛎の要をまず報๔する。そのᓟ、保ᱷબに㑐する国内

外のᣢᓔ研究を⚫する。ᦨᓟに保ᱷબを᥉さߖるためのᣇᴺについて␠会経ᷣ学的から⼏⺰し、日ᧄに

。たい߃る保ᱷબのዷ㐿について⠨ߌ߅

：ーター࠹ンࡔࠦ

㐳ᳰථ↵、┨、ਛᄥ士

613-1　保ᱷબのߣࡘࡆർᶏߢのᄢⷙᮨታ㛎のⷐ

የፒ研一（ᨋ✚研ർᶏ）

ᘒ♽߳のᓇ㗀⹏ଔ↢ၞ⇎ᷧᵹᷧߣ保ᱷᧁᣉᬺࠆߌ߅ߦᶏጯ࠳࠽ࠞ　613-2

㜞ᔒ（東京農工大学）

613-3　保ᱷᧁのᬀᩱᧁ߳のᓇ㗀

ศ↰ବ也（ർ大ർᣇࠖࡈー࠼࡞ンター）

613-4　保ᱷબߪᣣᧄߢല߆㧫ⶄጀᨋᣉᬺߦ学߱

* દ⮮ື，光↰㕏，ᐔ↰ሶ（ች大農），ᱜᧁ㓉（ᨋ✚研ᬀ生）

613-5　保ᱷબ߁ߤࠍ᥉߆ࠆߖߐ㧦␠ળ⚻ᷣ学⊛ⷞὐࠄ߆

ᐣሶᐽ（ർ大農）

企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room*

ㅴൻߣ㘃の↢ᘒࠨࠨࠤ࠲㧦ߔ⋤߃ᝒࠍ‛ᬀ࡞࠽ࡠࠢࠄ߆ޠⓨ㑆ޟ　614

企画者：┙ᧁᒎ（大ℂ），ን᧻（ጊᒻ大ℂ）

性生ᱺにട߃てᩕ㙃生ᱺをⴕうࠢࡠーᬀ࡞࠽物は、ᨋのᨋᐥや⨲ේ、Ḩේなどに߅いてఝභし、ଚ⇛

的外᧪種にも多く見られる。ࠢࡠーᬀ࡞࠽物のല₸的なಽᏓ大をน能にする要因の一つとして、ਅ⨍や

ᨑによってㅪ⚿したࡔッ࠻㑆で⾗Ḯをォᵹする生ℂ的⛔วがある。生ℂ的⛔วは、ਇဋ⾰にಽᏓする⾗Ḯ

環境に対するㆡᔕだと⠨߃られている。
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611-4　↢‛⟲㓸のሽ⛯ߦᨐߔߚኒᐲଐሽの㊀ⷐᕈ㧦㕖✢ᒻᤨ♽⸃ᨆߚ↪ࠍᨒ⚵ߺのឭ

Ꮉᵤ一㓉（㦖⼱大ℂ工）

611-5　㊁ᄖ↢ᘒ♽ߢのᄌേࠆߔ⋧↪ᒝᐲߣዪᚲቯᕈのቯ㊂ൻ

ầ㓷ਯ（㦖⼱大ℂ工）

企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room(

㧫߆のߚߞ߆ಽߢ߹ߎߤޔᘒᓇ㗀㨪が↢ࠆࠃߦ⮎ㄘ࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ　612

企画者：ᨋጪᒾ（国┙環境研），▎一（国┙環境研）

現在、࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ♽農⮎が生物多様性にਈ߃るᓇ㗀が⇇的に ᔨされている。࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ

♽農⮎は、�0 ᐕઍからਥജ農⮎として᥉してきたࠢ࡞࠴ࠦ࠾ࡠࡠ♽Ვ⯻の✚⒓であࠅ、国内外でᐢく

᥉している。

ᧄ♽⛔の⊓場によࠅ、⋭ജൻなど農業生↥に大きく貢献する一ᣇで、᰷☨をਛᔃに࠴ࡃ࠷ࡒ類߳のᓇ㗀

が問㗴ⷞされた。․にർ☨で㗴となったⱎ⟲፣უ∝⟲ CCDのේ因物⾰として࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ♽農⮎

が⇼われるようになった。また国内でも野生࠻ンࡏ類のᕆỗなᷫዋがᧄ♽⛔のᓇ㗀によるとする報๔が⋧

ᰴいだ。

2013 ᐕ、࡛ーࡠッࡄㅪว EUは、࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ♽農⮎ 3を農⮎ 4について 2 ᐕ㑆のᤨ㒢ઃき

の用ᱛភ⟎をቯした。このᱛភ⟎を一つのᄾᯏとして、日ᧄに߅いても生ᘒ学者はもߜろん一⥸Ꮢ

᳃の㑆でも࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ♽農⮎のリࠬࠢを ᔨするとともに、その用ⷙについての⼏⺰がᕆㅦに㜞

まっている。

国┙環境研究所ではઁ研究ᯏ㑐とหで、環境⋭環境研究✚วផㅴ⾌をはߓめとするプࡠジ࠻ࠢࠚ研究੍

▚にၮߠき、࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ♽農⮎の生ᘒリࠬࠢ評価をㅴめている。ᧄ⻠Ṷ会では、これまでに得られた

ᦨᣂ知見を⚫するとともに、国内外の情報と⛔วして、今ᓟの農⮎リࠬࠢ▤ℂのᣇะ性について⼏⺰する。

ーター：᳗ቁᔒ（農業環境技術研究所）࠹ンࡔࠦ

612-1　․⻠Ṷ㧦࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀㄘ⮎࠴ࡃ࠽ࡂࠆࠃߦ㘃߳のᓇ㗀㨪⇇ߣᣣᧄのᦨᣂ情報

ਛ⚐（₹Ꮉ大学）

Ქᕈ࠾ࡠࠦ࠴ࡃ࠽ࡂ࡞ࡑߚߒࠍ☳⧎ㄘ⮎の࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ　612-2

*ᳯᎹ知⧎（農環研），▎一（国┙環境研）

ࠢࠬᘒ↢࠴ࡃ࠷ࡒࡦࡎ࠾ㄘ⮎の࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ　612-3

*Ṛਭᥓ，↰⟤㚅，᳗光ノ⟵（ᨋ✚研）

ᓇ㗀⹏ଔࠆߔኻߦㄘ⮎の㒽ၞ⯻㘃࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ　612-4

*⋧澤┨ੳ，野ผ，ਛ—↰ẖ（ජ⪲大学）

の߽ߚ߃ࠄ߆᳓↰↢‛ᄙ᭽ᕈᓇ㗀⹏ଔࠆࠃߦ⮎ㄘ࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ　612-5

ᨋጪᒾ（国┙環境研）

ㄘ⮎ⷙのᓟ࠼ࠗࡁ࠴ࠦ࠾ࠝࡀ　612-6

▎一（国┙環境研）
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企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room)

613　ⅣႺ保全ဳᨋᬺ㧦保ᱷબᣉᬺのᣣᧄࠆߌ߅ߦዷ㐿ߦะߡߌ

企画者：ጊᶆᖘ一（ᨋ✚研ᬀ生），የፒ研一（ᨋ✚研ർᶏ），㐳坂（✚研ᨋ業⹜㛎場）

どんなᒝᐲの⥄ὼᡬੂでも、᮸ᧁはᨗᱫさߖるが㒰しない。生物ㆮ↥（biological legacy）と߫れる┙

れᧁや生┙ᧁ、ୟᧁは、ᡬੂ〔の生物多様性やᡬੂᓟの生ᘒ♽の࿁ᓳに㊀要な役割をᜂっていることᨗߜ

が、ンࡋ࠻ン࠭ጊのྃἫやࠗࠛࡠーࠬ࠻ーンのጊἫをᛒった研究かららかにされてきた。これによ

れᧁᨗߜ┙、に߷す⽶のᓇ㗀をૐᷫするための一ᚻᴺとしてࠬࡆーࠨ♽ᨋબណが生物多様性や生ᘒ、ࠅ

や生┙ᧁをબណにᚢ⇛的に⛽ᜬする保ᱷબ（retention forestry）がឭ᩺され、現在⇇的にᵈ⋡されている。

߫߃、ࠬウࠚーデンではすߴての⊝બで保ᱷબはណ用すߴきとされている。

日ᧄではᚢᓟㅧᚑされたੱ工ᨋがબᦼをㄫ߃るਛ、ᨋの多面的ᯏ能を⛽ᜬะさߖるためのᨋᣉ業が

᳞められている。ർᶏᨋでは 2013 ᐕから、保ᱷબᣉ業のല性をᬌ⸽する大ⷙᮨなᠲታ㛎が㐿ᆎ

された。ᧄታ㛎はੱ工ᨋを対⽎とした⇇的に⒘なታ㛎で、ᷙしているᐢ⪲᮸を保ᱷ対⽎としている。

保ᱷᧁのᧄᢙや㈩⟎がબណᓟの生物多様性生ᘒ♽ࠨーࠬࡆに߷すᓇ㗀をらかにするため、ฦಣℂ（⊝બ、

නᧁዋ量保ᱷ、නᧁਛ量保ᱷ、නᧁ大量保ᱷ、⟲⁁保ᱷ、ੱ工ᨋ㕖બណ、天ὼᨋ㕖બណ）につき 3 つの

しを用ᗧし、બណ೨⺞ᩏをⴕない、ฦಣℂ（ᨋಽ）はࠅ➅ 5 ha એとしている。

ᧄ企画集会では、保ᱷબᣉ業のᱧผとർᶏのታ㛎の要をまず報๔する。そのᓟ、保ᱷબに㑐する国内

外のᣢᓔ研究を⚫する。ᦨᓟに保ᱷબを᥉さߖるためのᣇᴺについて␠会経ᷣ学的から⼏⺰し、日ᧄに

。たい߃る保ᱷબのዷ㐿について⠨ߌ߅

：ーター࠹ンࡔࠦ

㐳ᳰථ↵、┨、ਛᄥ士

613-1　保ᱷબのߣࡘࡆർᶏߢのᄢⷙᮨታ㛎のⷐ

የፒ研一（ᨋ✚研ർᶏ）

ᘒ♽߳のᓇ㗀⹏ଔ↢ၞ⇎ᷧᵹᷧߣ保ᱷᧁᣉᬺࠆߌ߅ߦᶏጯ࠳࠽ࠞ　613-2

㜞ᔒ（東京農工大学）

613-3　保ᱷᧁのᬀᩱᧁ߳のᓇ㗀

ศ↰ବ也（ർ大ർᣇࠖࡈー࠼࡞ンター）

613-4　保ᱷબߪᣣᧄߢല߆㧫ⶄጀᨋᣉᬺߦ学߱

* દ⮮ື，光↰㕏，ᐔ↰ሶ（ች大農），ᱜᧁ㓉（ᨋ✚研ᬀ生）

613-5　保ᱷબ߁ߤࠍ᥉߆ࠆߖߐ㧦␠ળ⚻ᷣ学⊛ⷞὐࠄ߆

ᐣሶᐽ（ർ大農）

企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room*

ㅴൻߣ㘃の↢ᘒࠨࠨࠤ࠲㧦ߔ⋤߃ᝒࠍ‛ᬀ࡞࠽ࡠࠢࠄ߆ޠⓨ㑆ޟ　614

企画者：┙ᧁᒎ（大ℂ），ን᧻（ጊᒻ大ℂ）

性生ᱺにട߃てᩕ㙃生ᱺをⴕうࠢࡠーᬀ࡞࠽物は、ᨋのᨋᐥや⨲ේ、Ḩේなどに߅いてఝභし、ଚ⇛

的外᧪種にも多く見られる。ࠢࡠーᬀ࡞࠽物のല₸的なಽᏓ大をน能にする要因の一つとして、ਅ⨍や

ᨑによってㅪ⚿したࡔッ࠻㑆で⾗Ḯをォᵹする生ℂ的⛔วがある。生ℂ的⛔วは、ਇဋ⾰にಽᏓする⾗Ḯ

環境に対するㆡᔕだと⠨߃られている。

35



一ᣇ、ਅ⨍などのિ㐳様ᑼはࠢࡠーンのⓨ㑆ಽᏓをⷙቯするため、┹や❥ᱺに㑐わるᒻ⾰ともいに

ᓇ㗀を߷しวいながらㅴൻすることがᦼᓙされる。߫߃、ਅ⨍が⍴い「ࠔࡈンࠢࠬဳ」は、࿐に

ห一ࠢࡠーンのࡔッ࠻をኒに㈩⟎することでᜬ⛯性を㜞められるが、⥄ኅฃ♖が生ߓやすくなるため、大

きなࠢࡠーンを⊒達さߖるࠦࠬ࠻は大きい。一ᣇ、ਅ⨍を㐳くિ߫す「ࠥリဳ」は❥ᱺにߌ߅るࠦࠬ࠻

がᲧセ的ዊさく、ᐢ▸࿐で⾗Ḯをត⚝できるが、ಽᏓ▸࿐にਇㆡな環境をもน能性があるだろう。

ᾲᏪから᷷ᏪにわたってᐢくಽᏓするタケࠨࠨ類には、ਅ⨍のિ㐳様ᑼや㐿⧎ᦼに種㑆で大きなᄌ

⇣があࠅᲧセ生ᘒ学研究の⦟い᧚ᢱである。また、一࿁❥ᱺ性のᬀ物で、し߫し߫ᐢၞにわたってห⺞㐿⧎

ᨗᱫするため、ᨗᱫᓟのᦝᣂ過程はಽᏓ大に㑐わる問㗴についてᬌ⸽する⦟いᯏ会となࠅうる。ᧄ集会で

は、タケࠨࠨ類の⟲動ᘒにᵈ⋡してℂ⺰とታ⸽のਔ面から㗴をឭଏし、ਇဋ⾰な⾗Ḯ環境ਅにߌ߅

るⓨ㑆の₪得ᚢ⇛や生活ผᒻ⾰のㅴൻについて⼏⺰したい。

614-1　ਅ⨍િ㐳が㐿⧎ᦼࠍࠆ ࠣࡦ࠺ࡕ⊛␜㘃のⓨ㑆ࠤ࠲ࠨࠨ ?!

┙ᧁᒎ（大ℂ）

614-2　ඨፉࠕࠪࡑᾲᏪਐ㒺ᨋࠤ࠲ࠆߌ߅ߦ㘃のᩣౝ ramet േᘒߣ genet ಽᏓのផቯ࠭ࠗࠨ

* ⮮ᴧẢ一（ർ大環境），↲ጊ㓉ม（ർ大環境）

614-3　శⅣႺがਇဋ⾰ߥᨋᐥࠨࠩࡑࠪ࠴ࠆߌ߅ߦの㐳ᦼ⊛േᘒ

* ን᧻（ጊᒻ大ℂ），᧻የᱠ（⑺↰⋵大生物⾗Ḯ），㒻ጊ૫ਭ（東ർ大農），⫣↰ผ（⑺

↰⋵大生物⾗Ḯ）

614-4　O ᭴ㅧ⎇ⓥޠⓨ㑆ޟの‛ᬀ࡞࠽ࡠࠢߚߞ߹ᆎࠄ߆

㋈ᧁḰ一㇢（㚂ㇺ大ℂ工生）

企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room+

615　♖ሶࠆߺࠄ߆↢ᘒ学

企画者：㚅月 㓷ሶ（╳ᵄ大生環境♽），ዊ㐳⼱達㇢（京大㒮ℂ）

♖ሶは、ฎくから様々なಽ野の研究者から㊀要な᧚ᢱとしてᛒわれてきた。߫߃、そのㆇ動ᯏ能やᒻᚑ

やฃ♖࠭࠾ࠞࡔムに㑐する研究から、ਇᅧᴦ≮や環境問㗴、ዋሶൻに⥋るまで、♖ሶは大ಾな研究᧚ᢱであ

る。これまで蓄積された♖ሶ学の知見は、現在の生ᘒ学にも活かされている。

性生ᱺを߅こなう動物では、ฃ♖がᰴઍの生↥にਇนᰳである場วが多い。そのような種では、ࠬࡔ

のㆡᔕᐲは↥んだሶଏのᢙ（ෆᢙ）に、ࠝࠬのㆡᔕᐲはฃ♖できたෆᢙにଐ存する。一⥸に、多くのࠬࡔと

የしたࠝࠬ߶ど、ฃ♖できるෆᢙも多くなる。ただし、ࠬࡔがⶄᢙのࠝࠬとየする場วは、ෆをᎼる♖

ሶ┹も⠨ᘦしなߌれ߫ならない。ࠝࠬはየ೨もየᓟも┹するのである。一ᣇ、ࠬࡔはየ⋧ᚻをㆬ

。することがあるࠅた߃ンࠣをᄌࡒฃ♖のタࠗ、ࠅでなく、የᓟに利用する♖ሶをㆬしたߌᅢみするだࠅ

♖ሶは、㓽㓶のㆡᔕᐲをᏀฝする㊀要な存在とい߃、ฦ種の生活ผや㈩様ᑼのਅで、㓽㓶の❥ᱺに㑐わる

生ℂᒻᘒⴕ動とኒ接に㑐ㅪしてㅴൻしてきただろう。

ᧄ集会では、㝼類と⯻を対⽎とし、「♖ሶ」とそれに㑐ㅪするᒻ⾰にᵈ⋡した研究をⴕっているᣇ々に

㗴をឭଏしていただき、それߙれの研究の通性や今ᓟのዷᦸに㑐して⼏⺰する。

ࡓ࠭࠾ࠞࡔ⬿⾂ሶ♖ࠆߚࠊߦ科ᅚ₺の㐳ᦼ㑆ࠕ　615-1

ᓟ⮮ᓀሶ（↲ධ大学ℂ工学ㇱ生物学科）

36

⻘㓸ว♖ሶのߥ⊛ᄙဳߣの♖ሶ┹ࠪࡓࠨࠝ　615-2

㜞見ᵏ⥝（ᚭ大ੱ㑆⊒達環境）

615-3　ᚑ⯻౻ߦ㑐ㅪ࡚࠙࠴ࠠ࠲ࠠߚߒの❥ᱺᚢ⇛ߣ♖ሶの㊀ⷐᕈ

* ዊ㐳⼱達㇢（京大㒮ℂ）ᷰㄝ （╳ᵄ大生環境）

615-4　♖ሶ┹が߽ࡂࡕࠢߔࠄߚの․⇣ߥฃ♖᭽ᑼ

┻၂Პ（㐳ፒ大㒮᳓環）

615-5　የ೨ᓟのᕈㆬᛯߦᔕࠬࠝߚߓの❥ᱺᚑഞ

㚅月㓷ሶ（╳ᵄ大生環境♽）

企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room,

ߌߠ⟎ფേ‛のࠆߌ߅ߦの↢ᘒ学ࠄ߆ࠇߎ　616

企画者：㐳⼱Ꮉరᵗ（ᨋ✚研྾国），⮮ਇੑᄦ（ጟጊ大 ⇣ಽ野ࠦࠕ），ዊᨋ⌀（ർ大 FSC）

2015ᐕは国際ფᐕとされ、研究者からᐢく一⥸にもფの㊀要性がౣ⼂されたᐕであった。ფに

はにᲧߴると㆔かに多様で、量も⼾ንなფ動物が生ᕷしてࠅ߅、生ᘒ♽のਛで様々な役割をᜬつとさ

れる。一ᣇ、ფ動物の生ᘒ研究は、ಽ類の㔍しさや、のなかで対⽎が見߃ないといった࿎㔍さのため、

生ᘒ学のਛでも㔍⸃な࠹ーࡑであࠅつߌߠたたが、現在では、ᣂたな࠷ー࡞やಾࠅญを得た研究がなされつ

つある。

ᧄᐕ 201� ᐕの 8月には、国際ფ動物学会⼏߅よ߮ή⠅⯻学会⼏がᄹ⦟で㐿される੍ቯとなってい

る（http://soilzoology.jp/icsz_ica201�/）。ห大会では、「の᧪のためのფ生物多様性」という㗴をか

かߍ、ੱ類のᜬ⛯น能な生活のၮ⋚となるᬀ物のᚑ㐳をᡰ߃るფ動物のきをらかにすることを⋡的と

している。そこで、ᧄ集会では、ห大会で㐿される「多様性と種ಽൻ」「生ᘒ߮生ᘒ♽ᯏ能」「環境

ᄌ動」の 3 つのッシ࡚ンのਛにߌ߅る国内のઍ的研究者を集め⻠Ṷをⴕい、国際大会の੍๔✬として、

その研究の㝯ജをつた߃、きたる大会߳のෳടをଦしたい。また、ფ動物をኾ㐷としない、研究者のᣇか

らነߖられるფ動物߳の㑐ᔃについてࠦࡔン࠻を㗂く੍ቯである。

ーター࠹ンࡔࠦ

┨（ᮮᵿ国大）、大੨ม（京大　生ᘒ研ンター）、㊄ሶାඳ（ᮮᵿ国大）

616-1　⿰ᣦ⺑　ფേ‛ࠆߋࠍ↢ᘒ学⊛㑐ᔃߡߟߦ

㐳⼱Ꮉరᵗ（ᨋ✚研 ྾国）

616-2　ጊのᨋߦ↢ᕷࠆߔᄢဳფേ‛の⟲㓸ᒻᚑプࠬࡠ

* ᳰ↰⚔士（ᒄ೨大），㚅ઍሶ（国環研），ട⾐⼱ᖝሶ，㜞ᯅᱜ通（ᨋ✚研），દ⮮㓷（㛁

ᴡบ大） ，㈬૫⟤（ᨋ✚研），᧻ᧄ㚍（国際環境研究ද会）

616-3　ᨋფᕈࠪࡓࡆ࠻の⟲㓸᭴ㅧの․ᓽߣᓟのዷᦸ

⪉ᜏ㓶（大 農）

616-4　หが⸃߈ߔ߆ფേ‛の㘩ᕈߣ↢ᘒ♽ᯏ⢻

⮮ਇੑᄦ（ጟጊ大 ⇣ಽ野ࠦࠕ）

616-5　↢ᘒ♽ᡷᄌ⠪࠭ࡒࡒがფ⚛േᘒߦ߷ߔᓇ㗀

㊄↰ື（ 国）農環研）
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一ᣇ、ਅ⨍などのિ㐳様ᑼはࠢࡠーンのⓨ㑆ಽᏓをⷙቯするため、┹や❥ᱺに㑐わるᒻ⾰ともいに

ᓇ㗀を߷しวいながらㅴൻすることがᦼᓙされる。߫߃、ਅ⨍が⍴い「ࠔࡈンࠢࠬဳ」は、࿐に

ห一ࠢࡠーンのࡔッ࠻をኒに㈩⟎することでᜬ⛯性を㜞められるが、⥄ኅฃ♖が生ߓやすくなるため、大

きなࠢࡠーンを⊒達さߖるࠦࠬ࠻は大きい。一ᣇ、ਅ⨍を㐳くિ߫す「ࠥリဳ」は❥ᱺにߌ߅るࠦࠬ࠻

がᲧセ的ዊさく、ᐢ▸࿐で⾗Ḯをត⚝できるが、ಽᏓ▸࿐にਇㆡな環境をもน能性があるだろう。

ᾲᏪから᷷ᏪにわたってᐢくಽᏓするタケࠨࠨ類には、ਅ⨍のિ㐳様ᑼや㐿⧎ᦼに種㑆で大きなᄌ

⇣があࠅᲧセ生ᘒ学研究の⦟い᧚ᢱである。また、一࿁❥ᱺ性のᬀ物で、し߫し߫ᐢၞにわたってห⺞㐿⧎

ᨗᱫするため、ᨗᱫᓟのᦝᣂ過程はಽᏓ大に㑐わる問㗴についてᬌ⸽する⦟いᯏ会となࠅうる。ᧄ集会で

は、タケࠨࠨ類の⟲動ᘒにᵈ⋡してℂ⺰とታ⸽のਔ面から㗴をឭଏし、ਇဋ⾰な⾗Ḯ環境ਅにߌ߅

るⓨ㑆の₪得ᚢ⇛や生活ผᒻ⾰のㅴൻについて⼏⺰したい。

614-1　ਅ⨍િ㐳が㐿⧎ᦼࠍࠆ ࠣࡦ࠺ࡕ⊛␜㘃のⓨ㑆ࠤ࠲ࠨࠨ ?!

┙ᧁᒎ（大ℂ）

614-2　ඨፉࠕࠪࡑᾲᏪਐ㒺ᨋࠤ࠲ࠆߌ߅ߦ㘃のᩣౝ ramet േᘒߣ genet ಽᏓのផቯ࠭ࠗࠨ

* ⮮ᴧẢ一（ർ大環境），↲ጊ㓉ม（ർ大環境）

614-3　శⅣႺがਇဋ⾰ߥᨋᐥࠨࠩࡑࠪ࠴ࠆߌ߅ߦの㐳ᦼ⊛േᘒ

* ን᧻（ጊᒻ大ℂ），᧻የᱠ（⑺↰⋵大生物⾗Ḯ），㒻ጊ૫ਭ（東ർ大農），⫣↰ผ（⑺

↰⋵大生物⾗Ḯ）

614-4　O ᭴ㅧ⎇ⓥޠⓨ㑆ޟの‛ᬀ࡞࠽ࡠࠢߚߞ߹ᆎࠄ߆

㋈ᧁḰ一㇢（㚂ㇺ大ℂ工生）

企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room+

615　♖ሶࠆߺࠄ߆↢ᘒ学

企画者：㚅月 㓷ሶ（╳ᵄ大生環境♽），ዊ㐳⼱達㇢（京大㒮ℂ）

♖ሶは、ฎくから様々なಽ野の研究者から㊀要な᧚ᢱとしてᛒわれてきた。߫߃、そのㆇ動ᯏ能やᒻᚑ

やฃ♖࠭࠾ࠞࡔムに㑐する研究から、ਇᅧᴦ≮や環境問㗴、ዋሶൻに⥋るまで、♖ሶは大ಾな研究᧚ᢱであ

る。これまで蓄積された♖ሶ学の知見は、現在の生ᘒ学にも活かされている。

性生ᱺを߅こなう動物では、ฃ♖がᰴઍの生↥にਇนᰳである場วが多い。そのような種では、ࠬࡔ

のㆡᔕᐲは↥んだሶଏのᢙ（ෆᢙ）に、ࠝࠬのㆡᔕᐲはฃ♖できたෆᢙにଐ存する。一⥸に、多くのࠬࡔと

የしたࠝࠬ߶ど、ฃ♖できるෆᢙも多くなる。ただし、ࠬࡔがⶄᢙのࠝࠬとየする場วは、ෆをᎼる♖

ሶ┹も⠨ᘦしなߌれ߫ならない。ࠝࠬはየ೨もየᓟも┹するのである。一ᣇ、ࠬࡔはየ⋧ᚻをㆬ

。することがあるࠅた߃ンࠣをᄌࡒฃ♖のタࠗ、ࠅでなく、የᓟに利用する♖ሶをㆬしたߌᅢみするだࠅ

♖ሶは、㓽㓶のㆡᔕᐲをᏀฝする㊀要な存在とい߃、ฦ種の生活ผや㈩様ᑼのਅで、㓽㓶の❥ᱺに㑐わる

生ℂᒻᘒⴕ動とኒ接に㑐ㅪしてㅴൻしてきただろう。

ᧄ集会では、㝼類と⯻を対⽎とし、「♖ሶ」とそれに㑐ㅪするᒻ⾰にᵈ⋡した研究をⴕっているᣇ々に

㗴をឭଏしていただき、それߙれの研究の通性や今ᓟのዷᦸに㑐して⼏⺰する。

ࡓ࠭࠾ࠞࡔ⬿⾂ሶ♖ࠆߚࠊߦ科ᅚ₺の㐳ᦼ㑆ࠕ　615-1

ᓟ⮮ᓀሶ（↲ධ大学ℂ工学ㇱ生物学科）
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⻘㓸ว♖ሶのߥ⊛ᄙဳߣの♖ሶ┹ࠪࡓࠨࠝ　615-2

㜞見ᵏ⥝（ᚭ大ੱ㑆⊒達環境）

615-3　ᚑ⯻౻ߦ㑐ㅪ࡚࠙࠴ࠠ࠲ࠠߚߒの❥ᱺᚢ⇛ߣ♖ሶの㊀ⷐᕈ

* ዊ㐳⼱達㇢（京大㒮ℂ）ᷰㄝ （╳ᵄ大生環境）

615-4　♖ሶ┹が߽ࡂࡕࠢߔࠄߚの․⇣ߥฃ♖᭽ᑼ

┻၂Პ（㐳ፒ大㒮᳓環）

615-5　የ೨ᓟのᕈㆬᛯߦᔕࠬࠝߚߓの❥ᱺᚑഞ

㚅月㓷ሶ（╳ᵄ大生環境♽）

企画集会　　　　　3月 22 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room,

ߌߠ⟎ფേ‛のࠆߌ߅ߦの↢ᘒ学ࠄ߆ࠇߎ　616

企画者：㐳⼱Ꮉరᵗ（ᨋ✚研྾国），⮮ਇੑᄦ（ጟጊ大 ⇣ಽ野ࠦࠕ），ዊᨋ⌀（ർ大 FSC）

2015ᐕは国際ფᐕとされ、研究者からᐢく一⥸にもფの㊀要性がౣ⼂されたᐕであった。ფに

はにᲧߴると㆔かに多様で、量も⼾ንなფ動物が生ᕷしてࠅ߅、生ᘒ♽のਛで様々な役割をᜬつとさ

れる。一ᣇ、ფ動物の生ᘒ研究は、ಽ類の㔍しさや、のなかで対⽎が見߃ないといった࿎㔍さのため、

生ᘒ学のਛでも㔍⸃な࠹ーࡑであࠅつߌߠたたが、現在では、ᣂたな࠷ー࡞やಾࠅญを得た研究がなされつ

つある。

ᧄᐕ 201� ᐕの 8月には、国際ფ動物学会⼏߅よ߮ή⠅⯻学会⼏がᄹ⦟で㐿される੍ቯとなってい

る（http://soilzoology.jp/icsz_ica201�/）。ห大会では、「の᧪のためのფ生物多様性」という㗴をか

かߍ、ੱ類のᜬ⛯น能な生活のၮ⋚となるᬀ物のᚑ㐳をᡰ߃るფ動物のきをらかにすることを⋡的と

している。そこで、ᧄ集会では、ห大会で㐿される「多様性と種ಽൻ」「生ᘒ߮生ᘒ♽ᯏ能」「環境

ᄌ動」の 3 つのッシ࡚ンのਛにߌ߅る国内のઍ的研究者を集め⻠Ṷをⴕい、国際大会の੍๔✬として、

その研究の㝯ജをつた߃、きたる大会߳のෳടをଦしたい。また、ფ動物をኾ㐷としない、研究者のᣇか

らነߖられるფ動物߳の㑐ᔃについてࠦࡔン࠻を㗂く੍ቯである。

ーター࠹ンࡔࠦ

┨（ᮮᵿ国大）、大੨ม（京大　生ᘒ研ンター）、㊄ሶାඳ（ᮮᵿ国大）

616-1　⿰ᣦ⺑　ფേ‛ࠆߋࠍ↢ᘒ学⊛㑐ᔃߡߟߦ

㐳⼱Ꮉరᵗ（ᨋ✚研 ྾国）

616-2　ጊのᨋߦ↢ᕷࠆߔᄢဳფേ‛の⟲㓸ᒻᚑプࠬࡠ

* ᳰ↰⚔士（ᒄ೨大），㚅ઍሶ（国環研），ട⾐⼱ᖝሶ，㜞ᯅᱜ通（ᨋ✚研），દ⮮㓷（㛁

ᴡบ大） ，㈬૫⟤（ᨋ✚研），᧻ᧄ㚍（国際環境研究ද会）

616-3　ᨋფᕈࠪࡓࡆ࠻の⟲㓸᭴ㅧの․ᓽߣᓟのዷᦸ

⪉ᜏ㓶（大 農）

616-4　หが⸃߈ߔ߆ფേ‛の㘩ᕈߣ↢ᘒ♽ᯏ⢻

⮮ਇੑᄦ（ጟጊ大 ⇣ಽ野ࠦࠕ）

616-5　↢ᘒ♽ᡷᄌ⠪࠭ࡒࡒがფ⚛േᘒߦ߷ߔᓇ㗀

㊄↰ື（ 国）農環研）
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616-6　ಽ⸃♽ࠆߌ߅ߦფዊဳ▵⿷േ‛のᯏ⢻ࠍ߁

⮮❱（ࠕムࠬ࠳࡞࠹ム⥄↱大） 

616-�　᳇ᄌേがფᬀ‛♽の߽ߟ↢ᘒ♽ᯏ⢻߳߷ߔᓇ㗀 - ᄢဳფേ‛ࠍߚߒプࠬࡠ

ዊᨋ⌀（ർ大 FSC），㊄ሶାඳ（ᮮᵿ国大 環境情報）

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room#

ᘒ♽↢ᘒ学のធὐ↢ߣ㧦ಽሶ↢‛学ࠆ߃⠨ࠍᓴⅣ⾰‛ࠄ߆⇛ᓸ↢‛の⾗Ḯ↪ᚢߣ‛ᬀ　�61

企画者：┻ ᥙሶ（大ℂ）

ᬀ物が⪭とした⪲は、ფᓸ生物によるಽ⸃を経て、多様な生物߳物⾰をଏ⛎するとともに、ᬀ物⥄りの

㙃ಽḮとしてౣ利用され❥ᱺやᚑ㐳をᓮする因ሶとなる。このような、一ᰴ生↥♽（ᬀ生）とಽ⸃♽（ფ）

との⋧用によって生まれる物⾰ᓴ環は、ᬀ物とᓸ生物にߌ߅る⾗Ḯ利用ᚢ⇛のㅴൻをⒿする場である

とともに、環境⛽ᜬのၮ⋚でもある。ㄭᐕのಽሶㆮવ学の⊒ዷによって、⓸⚛やリンなどのᩕ㙃Ⴎがᬀ

物の❥ᱺ、ᚑ㐳ᚢ⇛をᓮするಽሶ࠭࠾ࠞࡔムがらかとなってきたが、こうした知見を㒽生ᘒ♽の物⾰

ᓴ環と⚿߮つߌ、ᬀ物とᓸ生物の⾗Ḯ利用ᚢ⇛をらかにする⹜みはこれまでなかった。そこで、ᧄ企画集

会では、ᨋ生ᘒ学とფᓸ生物学、そしてᬀ物ಽሶ生物学のಽ野から、ᬀ物の㐿⧎とࠥࡁム多様性、⓸⚛

ᓴ環をⒿするᓸ生物、ᩕ㙃シࠣ࡞࠽વ達のಽሶᯏ᭴などᦨవ┵の研究を⚫し、物⾰ᓴ環をࠠーࡢー࠼に

研究㑆の接ὐを見いだすことで生ᘒ学のᣂዷ㐿の♻ญをតࠅたい。

61�-1　৻ᢧ㐿⧎⎇ⓥのࠕࠖ࠹ࡦࡠࡈ㧦᳇⽎ߣᩕ㙃ࠪࠣߦ࡞࠽ኻߪ‛ᬀߡߒㆮવሶߤߢ࡞ࡌのߦ߁ࠃ

ᔕ╵߆ࠆߡߒ㧫

* ┻ᥙሶ（大ℂ），㖧ᘮ᳃（ᨋ✚研ർᶏᡰ所），ᴧ↰⌀也（㚂ㇺ大学東京ⷰ光），

Ꮢᩕᥓ（㜞知大農），⼱ዏ᮸（JIRCAS）

61�-2　ᨋ↢ᘒ♽ࠆߌ߅ߦᓸ↢‛⟲㓸ߣ⓸⚛ᓴⅣㆊ⒟のᤨⓨ㑆⊛ᄌേ

⏷ㇱ一ᄦ（東大農）

61�-3　৻ᐕ⨲ࠆߌ߅ߦᩕ㙃↪のಽሶߢ࡞ࡌのᓮ　㨪ᩮߣㇱߣの情報વ㆐㨪

ਃベ京ሶ（ർ大環境）

61�-4　ห৻᮸ᧁౝࠆߌ߅ߦ⚦⢩㑆ࠥࡓࡁᄌ⇣のត⚝

㒻ጊ૫ਭ（東ർ大農）

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　RoomB

61�　ㇺᏒ᳃ ߡߞߣߦの↢‛ᄙ᭽ᕈ保全㧦⁁ߣ⺖㗴ޔᓟのዷᦸ

企画者：保坂ືᦶ（㚂ㇺ大ㇺᏒ環境），ᦥ我ผ（東大工）

⇇ੱญのඨᢙએがㇺᏒㇱに集ਛする現在、ㇺᏒの生物多様性の保全は生ᘒ学にߌ߅る㊀要な࠹ーࡑで

ある。ㇺᏒၞはᧄ᧪ੱ㑆の生活や経ᷣ活動がṖにⴕわれることを⋡的に⸳⸘▤ℂされているため、生物

多様性の保全に߅いてもㇺᏒ᳃のวᗧやදജがਇนᰳである。これまでㇺᏒの生物多様性保全は、生ᘒ♽

いてታᣉされてきたが、ㇺᏒの生物多様性は必ずしもᱜのല果ߠᣇにၮ߃の⠨（⋊ㇺᏒ᳃の利）ࠬࡆーࠨ

をਈ߃るわߌではなく、ኂ⯻やኂのჇടなど⽶のല果をਈ߃るน能性もᜰ៰されᆎめた。また、生物多様

性に対する᳃の価୯ⷰやᅢみは多様であࠅ、多くの᳃のวᗧにၮߠきᗧᕁቯがⴕわれるㇺᏒに߅いて

は、生物多様性保全の⠨߃は必ずしもฃߌれられるものではない。ട߃て、このようなੱ㑆␠会と野生生
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物の㑐ଥは一⥸にਇቯで、ンーシ࡚࡞࠽なࠠャンࡍーン╬によって生物多様性߳のශ⽎はࠖ࠹ࠟࡀブ

なもの߳と一ᄌするน能性がある。

これまでㇺᏒの生物多様性に㑐する生ᘒ学的研究は生ᘒ学的ࡄターンを⠨ኤするものが多く、␠会の需要

やฃኈについては␠会科学♽の研究にᆔߨてきた。しかしながら、ㇺᏒの生物多様性保全をല果的にផㅴす

るには、この࠹ーࡑに㑐して生ᘒ学者も積ᭂ的に㑐わࠅ、生物多様性保全がもたらす生ᘒ学的、␠会経ᷣ的

ࠗン࠻ࠢࡄをㇺᏒ᳃や␠会のⷞὐかららかにする必要がある。そこで、ᧄ企画集会では、ㇺᏒ᳃と生

物多様性の⋧用の問㗴にข⚵ࠅ生ᘒ学研究者と環境経ᷣ学研究者による研究⚫を通ߓて、ㇺᏒに߅

。ᣇについて⼏⺰をⴕう੍ቯであるࠅる生物多様性保全のあߌ

ーター：ᴧ↰⌀也（㚂ㇺ大）、ਊਣᢕผ（ᚭ大）࠹ンࡔࠦ

61�-1　ㇺᏒൻがູ㘃ߦਈࠆ߃ᓇ㗀ੱߣ㑆␠ળߣの㑐ࠅࠊ

* ᢪ⮮ᐘ（農工大農）

61�-2　ㇺᏒの↢‛ᄙ᭽ᕈ保全ߣኂ⯻㗴

* 保坂ືᦶ，ᴧ↰⌀也（㚂ㇺ大ㇺᏒ環境）

61�-3　ㇺᏒࠆߌ߅ߦሶଏの⥄ὼ㛎が↢‛ᄙ᭽ᕈ保全ᗧ⼂ߦ߷ߔᓇ㗀

* ᦥ我ผ（東大工），Kevin J Gaston（Exeter Univ.），ጊᶆᖘ一（ᨋ✚研），ᩙ ᩘ⡛（東大工），

⧎ᧁ（東大工）

61�-4　ㇺᏒ↢ᵴߣ↢ᘒ♽ࠬࡆࠨ

* ⮮⌀ⴕ（ᚭ大⊒達科学），㕍ፉ一ᐔ（ᚭ大⊒達科学）

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room%

61�　㉿㉿ᶏの᥉ㅢ⒳のⴕᣇ㨪ᄙ᭽ߥⅣႺᄌൻߣ↢ᘒ♽ࠬࡦࠛࠫ

企画者：日㣔一㓷（ᗲᇫ大農），᎑↰ື㇢（દ⼺ᴧ⽷࿅）

㉿㉿ᶏの生ᘒ♽は、ੱ㑆の▤ℂਅにあࠅ、様々なࠗン࠻ࠢࡄをฃߌるのが․ᓽである。たと߃、ੱ㑆の

▤ℂのᒝくない⥄ὼ生ᘒ♽であっても、ㄭᐕの᷷ᥦൻや大ἴኂのようなᡬੂのような的な環境ᄌൻ

をฃߌてࠅ߅、々の種⟲に⋡をะߌれ߫、通Ᏹのኒᐲᄌ動を大に߃るようにᷫዋする種、または

Ⴧടする種もあࠅ、また環境のᄌൻがあってもᄌわらないኒᐲ࡞ࡌの種もあるであろう。ᦨㄭ、日ᧄのฦ

に߅いてりㄭな生物でᷫዋがขᴕ᳸されてࠅ߅、ౖဳ的なとしては、赤とん߷、すずめ、ᤐの৾⨲

などがࡒࠦࠬࡑを⾟わしている。⑳たߜはᷫዋ種߫かࠅに⋡をᅓわれがߜである一ᣇで、⛘Ṍෂᗋと⠨߃ら

れている種が、ᕷを็きしたようなኒᐲ࿁ᓳを見ߖることもある。このような場วに、⟲動ᘒをਛ㐳

ᦼに見て、ᧄᒰにૐኒᐲ࡞ࡌにᷫዋし、⛘Ṍのᔃ㈩がされるኒᐲ࡞ࡌまで達しているかどうか、ある

いは⛘Ṍのෂᯏを⣕したかどうかのㆡಾな್はኈᤃではないであろう。ᧄ集会では、あまࠅ㘑評にはᵹさ

れずに、ቯὐでの⏕かな࠾ࡕタリンࠣデータやᠲታ㛎などによる因果㑐ଥの⸃ᨆを通した⽎について

ត᳞しているࠖࡈー࠼࡞研究者に⊓სいただく。ある㉿㉿ᶏの種⟲や⟲集が、なߗㅌしたࠅ、い

をჇすのかについて、多様な環境要因との因果㑐ଥにὶὐをวわしながら生ᘒ♽のジリࠕンࠬについても

⠨ᘦした⠨ኤをⴕい、りㄭな生きものの動ᘒのᄌㆫと今ᓟのⴕᣇ、ੱ 㑆␠会の▤ℂのあࠅᣇについて⼏⺰する。

 ータ　᎑↰ື㇢߶か　「ၞの多様な種⟲に対ᔕしている生ᘒ♽保全▤ℂの現場から」࠹ンࡔࠦ
ม会　日㣔一㓷

61�-1　ᵤᵄⵍኂࠍฃߚߌጤᚻのᐓẟࠆߌ߅ߦᐩ↢േ‛⟲㓸の࿁ᓳ⁁ᴫ

* ᧁਅ今日ሶ（ጤᚻ大学ਃ㒽ᓳ⥝），᧻政ᱜବ（ጤᚻක科大学生物）
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616-6　ಽ⸃♽ࠆߌ߅ߦფዊဳ▵⿷േ‛のᯏ⢻ࠍ߁

⮮❱（ࠕムࠬ࠳࡞࠹ム⥄↱大） 

616-�　᳇ᄌേがფᬀ‛♽の߽ߟ↢ᘒ♽ᯏ⢻߳߷ߔᓇ㗀 - ᄢဳფേ‛ࠍߚߒプࠬࡠ

ዊᨋ⌀（ർ大 FSC），㊄ሶାඳ（ᮮᵿ国大 環境情報）

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room#

ᘒ♽↢ᘒ学のធὐ↢ߣ㧦ಽሶ↢‛学ࠆ߃⠨ࠍᓴⅣ⾰‛ࠄ߆⇛ᓸ↢‛の⾗Ḯ↪ᚢߣ‛ᬀ　�61

企画者：┻ ᥙሶ（大ℂ）

ᬀ物が⪭とした⪲は、ფᓸ生物によるಽ⸃を経て、多様な生物߳物⾰をଏ⛎するとともに、ᬀ物⥄りの

㙃ಽḮとしてౣ利用され❥ᱺやᚑ㐳をᓮする因ሶとなる。このような、一ᰴ生↥♽（ᬀ生）とಽ⸃♽（ფ）

との⋧用によって生まれる物⾰ᓴ環は、ᬀ物とᓸ生物にߌ߅る⾗Ḯ利用ᚢ⇛のㅴൻをⒿする場である

とともに、環境⛽ᜬのၮ⋚でもある。ㄭᐕのಽሶㆮવ学の⊒ዷによって、⓸⚛やリンなどのᩕ㙃Ⴎがᬀ

物の❥ᱺ、ᚑ㐳ᚢ⇛をᓮするಽሶ࠭࠾ࠞࡔムがらかとなってきたが、こうした知見を㒽生ᘒ♽の物⾰

ᓴ環と⚿߮つߌ、ᬀ物とᓸ生物の⾗Ḯ利用ᚢ⇛をらかにする⹜みはこれまでなかった。そこで、ᧄ企画集

会では、ᨋ生ᘒ学とფᓸ生物学、そしてᬀ物ಽሶ生物学のಽ野から、ᬀ物の㐿⧎とࠥࡁム多様性、⓸⚛

ᓴ環をⒿするᓸ生物、ᩕ㙃シࠣ࡞࠽વ達のಽሶᯏ᭴などᦨవ┵の研究を⚫し、物⾰ᓴ環をࠠーࡢー࠼に

研究㑆の接ὐを見いだすことで生ᘒ学のᣂዷ㐿の♻ญをតࠅたい。

61�-1　৻ᢧ㐿⧎⎇ⓥのࠕࠖ࠹ࡦࡠࡈ㧦᳇⽎ߣᩕ㙃ࠪࠣߦ࡞࠽ኻߪ‛ᬀߡߒㆮવሶߤߢ࡞ࡌのߦ߁ࠃ

ᔕ╵߆ࠆߡߒ㧫

* ┻ᥙሶ（大ℂ），㖧ᘮ᳃（ᨋ✚研ർᶏᡰ所），ᴧ↰⌀也（㚂ㇺ大学東京ⷰ光），

Ꮢᩕᥓ（㜞知大農），⼱ዏ᮸（JIRCAS）

61�-2　ᨋ↢ᘒ♽ࠆߌ߅ߦᓸ↢‛⟲㓸ߣ⓸⚛ᓴⅣㆊ⒟のᤨⓨ㑆⊛ᄌേ

⏷ㇱ一ᄦ（東大農）

61�-3　৻ᐕ⨲ࠆߌ߅ߦᩕ㙃↪のಽሶߢ࡞ࡌのᓮ　㨪ᩮߣㇱߣの情報વ㆐㨪

ਃベ京ሶ（ർ大環境）

61�-4　ห৻᮸ᧁౝࠆߌ߅ߦ⚦⢩㑆ࠥࡓࡁᄌ⇣のត⚝

㒻ጊ૫ਭ（東ർ大農）

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　RoomB

61�　ㇺᏒ᳃ ߡߞߣߦの↢‛ᄙ᭽ᕈ保全㧦⁁ߣ⺖㗴ޔᓟのዷᦸ

企画者：保坂ືᦶ（㚂ㇺ大ㇺᏒ環境），ᦥ我ผ（東大工）

⇇ੱญのඨᢙએがㇺᏒㇱに集ਛする現在、ㇺᏒの生物多様性の保全は生ᘒ学にߌ߅る㊀要な࠹ーࡑで

ある。ㇺᏒၞはᧄ᧪ੱ㑆の生活や経ᷣ活動がṖにⴕわれることを⋡的に⸳⸘▤ℂされているため、生物

多様性の保全に߅いてもㇺᏒ᳃のวᗧやදജがਇนᰳである。これまでㇺᏒの生物多様性保全は、生ᘒ♽

いてታᣉされてきたが、ㇺᏒの生物多様性は必ずしもᱜのല果ߠᣇにၮ߃の⠨（⋊ㇺᏒ᳃の利）ࠬࡆーࠨ

をਈ߃るわߌではなく、ኂ⯻やኂのჇടなど⽶のല果をਈ߃るน能性もᜰ៰されᆎめた。また、生物多様

性に対する᳃の価୯ⷰやᅢみは多様であࠅ、多くの᳃のวᗧにၮߠきᗧᕁቯがⴕわれるㇺᏒに߅いて

は、生物多様性保全の⠨߃は必ずしもฃߌれられるものではない。ട߃て、このようなੱ㑆␠会と野生生
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物の㑐ଥは一⥸にਇቯで、ンーシ࡚࡞࠽なࠠャンࡍーン╬によって生物多様性߳のශ⽎はࠖ࠹ࠟࡀブ

なもの߳と一ᄌするน能性がある。

これまでㇺᏒの生物多様性に㑐する生ᘒ学的研究は生ᘒ学的ࡄターンを⠨ኤするものが多く、␠会の需要

やฃኈについては␠会科学♽の研究にᆔߨてきた。しかしながら、ㇺᏒの生物多様性保全をല果的にផㅴす

るには、この࠹ーࡑに㑐して生ᘒ学者も積ᭂ的に㑐わࠅ、生物多様性保全がもたらす生ᘒ学的、␠会経ᷣ的

ࠗン࠻ࠢࡄをㇺᏒ᳃や␠会のⷞὐかららかにする必要がある。そこで、ᧄ企画集会では、ㇺᏒ᳃と生

物多様性の⋧用の問㗴にข⚵ࠅ生ᘒ学研究者と環境経ᷣ学研究者による研究⚫を通ߓて、ㇺᏒに߅

。ᣇについて⼏⺰をⴕう੍ቯであるࠅる生物多様性保全のあߌ

ーター：ᴧ↰⌀也（㚂ㇺ大）、ਊਣᢕผ（ᚭ大）࠹ンࡔࠦ

61�-1　ㇺᏒൻがູ㘃ߦਈࠆ߃ᓇ㗀ੱߣ㑆␠ળߣの㑐ࠅࠊ

* ᢪ⮮ᐘ（農工大農）

61�-2　ㇺᏒの↢‛ᄙ᭽ᕈ保全ߣኂ⯻㗴

* 保坂ືᦶ，ᴧ↰⌀也（㚂ㇺ大ㇺᏒ環境）

61�-3　ㇺᏒࠆߌ߅ߦሶଏの⥄ὼ㛎が↢‛ᄙ᭽ᕈ保全ᗧ⼂ߦ߷ߔᓇ㗀

* ᦥ我ผ（東大工），Kevin J Gaston（Exeter Univ.），ጊᶆᖘ一（ᨋ✚研），ᩙ ᩘ⡛（東大工），

⧎ᧁ（東大工）

61�-4　ㇺᏒ↢ᵴߣ↢ᘒ♽ࠬࡆࠨ

* ⮮⌀ⴕ（ᚭ大⊒達科学），㕍ፉ一ᐔ（ᚭ大⊒達科学）

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room%

61�　㉿㉿ᶏの᥉ㅢ⒳のⴕᣇ㨪ᄙ᭽ߥⅣႺᄌൻߣ↢ᘒ♽ࠬࡦࠛࠫ

企画者：日㣔一㓷（ᗲᇫ大農），᎑↰ື㇢（દ⼺ᴧ⽷࿅）

㉿㉿ᶏの生ᘒ♽は、ੱ㑆の▤ℂਅにあࠅ、様々なࠗン࠻ࠢࡄをฃߌるのが․ᓽである。たと߃、ੱ㑆の

▤ℂのᒝくない⥄ὼ生ᘒ♽であっても、ㄭᐕの᷷ᥦൻや大ἴኂのようなᡬੂのような的な環境ᄌൻ

をฃߌてࠅ߅、々の種⟲に⋡をะߌれ߫、通Ᏹのኒᐲᄌ動を大に߃るようにᷫዋする種、または

Ⴧടする種もあࠅ、また環境のᄌൻがあってもᄌわらないኒᐲ࡞ࡌの種もあるであろう。ᦨㄭ、日ᧄのฦ

に߅いてりㄭな生物でᷫዋがขᴕ᳸されてࠅ߅、ౖဳ的なとしては、赤とん߷、すずめ、ᤐの৾⨲

などがࡒࠦࠬࡑを⾟わしている。⑳たߜはᷫዋ種߫かࠅに⋡をᅓわれがߜである一ᣇで、⛘Ṍෂᗋと⠨߃ら

れている種が、ᕷを็きしたようなኒᐲ࿁ᓳを見ߖることもある。このような場วに、⟲動ᘒをਛ㐳

ᦼに見て、ᧄᒰにૐኒᐲ࡞ࡌにᷫዋし、⛘Ṍのᔃ㈩がされるኒᐲ࡞ࡌまで達しているかどうか、ある

いは⛘Ṍのෂᯏを⣕したかどうかのㆡಾな್はኈᤃではないであろう。ᧄ集会では、あまࠅ㘑評にはᵹさ

れずに、ቯὐでの⏕かな࠾ࡕタリンࠣデータやᠲታ㛎などによる因果㑐ଥの⸃ᨆを通した⽎について

ត᳞しているࠖࡈー࠼࡞研究者に⊓სいただく。ある㉿㉿ᶏの種⟲や⟲集が、なߗㅌしたࠅ、い

をჇすのかについて、多様な環境要因との因果㑐ଥにὶὐをวわしながら生ᘒ♽のジリࠕンࠬについても

⠨ᘦした⠨ኤをⴕい、りㄭな生きものの動ᘒのᄌㆫと今ᓟのⴕᣇ、ੱ 㑆␠会の▤ℂのあࠅᣇについて⼏⺰する。

 ータ　᎑↰ື㇢߶か　「ၞの多様な種⟲に対ᔕしている生ᘒ♽保全▤ℂの現場から」࠹ンࡔࠦ
ม会　日㣔一㓷

61�-1　ᵤᵄⵍኂࠍฃߚߌጤᚻのᐓẟࠆߌ߅ߦᐩ↢േ‛⟲㓸の࿁ᓳ⁁ᴫ

* ᧁਅ今日ሶ（ጤᚻ大学ਃ㒽ᓳ⥝），᧻政ᱜବ（ጤᚻක科大学生物）
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ߡߌะߦ᳓↰▤ℂߔ߿Ⴧࠍዻࡀࠞࠕ㧦ޠのⴕᣇ߷ࠎߣ⿒ޟ　61�-2

ችሼ ኡ（ችၔ⋵┙大）

の߽ࠆߊߡ߃ࠄ߆↢ᬀ↰㧦વ⛔⊛ήㄘ⮎ㄘᴺの᳓ޠの⨲のⴕᣇߛߚの߷ࠎ↰ޟ　61�-3

Ꭸ↰ᜏ也（農研ᯏ᭴農工学研究所）

61�-4　㉿のᷫࠆ⒳Ⴧࠆ߃⒳ᄌߥࠄࠊ⒳㧦⊒↢ᄌേのㅒ㗴ߪߦߊ⸂ࠍ㧫

日㣔一㓷（ᗲᇫ大学大学㒮農学研究科）

ࠄ߆ᘒ♽▤ℂの႐↢ࠆߡߒኻᔕߦ⟲⒳ߥ㧦ၞのᄙ᭽࠻ࡦࡔࠦ　61�-5

᎑↰ື㇢（（⽷）ችၔ⋵દ⼺ᴧ内ᴧ環境保全⽷࿅）

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　RoomD

620　ⅣႺ DNA が㐿ޔߊ↢ᘒ学のᧂ᧪

企画者：⨹ᧁੳᔒ（ർ大農），㜞ේノᒾ（ፉᩮ大生物⾗Ḯ）

生物環境ᇦから DNA を出してそのㆮવ情報を⸃ᨆする「環境 DNA」が⣄ᬁ動物にㆡ用されるように

なって 7ᐕが経とうとしている。ᒰೋは․ቯの生物種の在ਇ在ᬌ出に㒢られていたこのᚻᴺも、PCR のቯ

量技術ะやᰴઍシーケンࠨーの࡞ࠬࠗࡂープッ࠻ൻといった DNA ⸃ᨆ技術のᕆỗなㅴᱠによࠅ、⋡ⷡ

ましい⊒ዷをㆀߍつつある。この企画集会では環境 DNA 研究に៤わる⧯いṶ者にそのᦨ೨✢の研究ᚑ果を

⚫してもらい、今ᓟの生ᘒ学にߌ߅る環境 DNA 研究のน能性について⼏⺰する。

620-1　ⅣႺ DNA ⎇ⓥのታ〣ߣ⺖㗴㧦↢ᘒ学߳ࠕࠖ࠹ࡦࡠࡈの挑ᚢ

* ⨹ᧁੳᔒ，ᚭፏ，㎨↰㗉ሶ（ർ大 農），Ḯ利ᢥ（ᚭ大⊒達），⮮ⴕੱ（東ർ大），ችᱜ᮸（ජ

⪲ਛᄩඳ）

620-2　ⅣႺ DNA の↢‛㊂のផቯ࡙ࠕࠆߌ߅ߦᵹ᳓ⅣႺߚ↪ࠍ

* 㜞ේノᒾ（ፉᩮ大生物⾗Ḯ），ਅ大ᖗ（ፉ⋵内᳓⹜），ዬ⑲ᐘ（ᐶ⋵┙大㒮シ

Ꮉ↰ᥙ（ፉ⋵内᳓⹜），（達⊑ᚭ大）Ḯ利ᢥ，（ℂ工㦖⼱大）ーシ࡚ン），ጊਛ᮸ࡘࡒ

620-3　ⅣႺ DNA ㆚㊂の⚻ᣣᄌൻ࠙࠻ࠗࠆࠄ߆ࡔࠞࠝ࠺ࡆ㖸㗀ߣ

* ᳓ᧄኡၮ（ർ大農動物生ᘒ），⨹ᧁੳᔒ（ർ大農），ፉ〝生（国環研），ඵㇱᶈ一（ᕺ

ᐸ内᳓⹜）

ッࠢࠬプ࠴࡞ࡑ　620-4 PCR ᄖ᧪㝼のಽᏓ⁁ᴫのᛠីߣ᧪㝼ࠆߌ߅ߦᳰߚᐶ⋵ౝのߚ↪ࠍ

* ጟ⚓，ਊਣᢕผ，Ḯ利ᢥ（ᚭ大⊒達）

620-5　ⅣႺ DNA ᚻᴺのᗵᨴ∝↢ᘒ学߳のᔕ↪㧦ࠗ࠲⢄ๆ⯻Opisthorchis viverrini のᬌ

* ᯅῪቱ（ᚭ大⊒達），࠻ࠨウᕺ（ᣂẟ大保ஜ），Marcello Otake Sato（₡දක科大ක

学 ），T. Yoonuan, S. Sanguankiat（Mahidol Univ., Trop Med），T. Pongvongsa（Savannakhet Malaria 
Station），㐷มᒾ（㐳ፒ大国際ஜᐽ㐿⊒），Ḯ利ᢥ（ᚭ大⊒達）

620-6　ⅣႺ DNA ಽᨆ࡙ࠕࠆࠃߦのࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒ DNA プのᬌࠗ࠲ࡠプࡂ

* ㄞಁ月（㦖⼱大㒮ℂ工），ችᱜ᮸（ජ⪲ਛᄩඳ），⮮ⴕੱ（東ർ大），ጊᧄືผ，Ḯ利ᢥ（

ᚭ大⊒達），ጊਛ᮸（㦖⼱大ℂ工）

40

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room)

621　ᾲᏪၞ␠ળࠆߌ߅ߦ↢‛ᄙ᭽ᕈ保全ߣ↪㧙⚛ឃᮭขᒁࡉࠖ࠹ࡦࡦࠗࠆࠃߦの
ⷞὐࠄ߆㧙

企画者：ᅏ↰ᢅ⛔（ᐢፉ大学✚ว科学研究科），ጊ↰ବᒄ（ᐢፉ大学✚ว科学研究科）

ᷓೞൻするᾲᏪၞでのᨋᷫዋഠൻをᛥᱛすることによる᷷ቶല果ࠟࠬᷫ活動として 2020 ᐕから㐿

ᆎ੍ቯの REDD+（ᨋᷫዋ 㨯 ഠൻ↱᧪の᷷ቶല果ࠟࠬᷫ活動）がᵈ⋡を集めているが、そのታᣉにᒰた

っては、生物多様性やవ᳃のᮭ利߳の㈩ᘦが必要とされ、これらがーࠟࡈー࠼の㊀要㗄⋡として⋓ࠅㄟ

まれている（COP1� ࠞンࠢンวᗧ）。

⇇のㆮ存的生ᘒ♽となったᾲᏪᨋとその生物多様性を保全するには、᜔᧤性のᒝいᛮᧄ的な保全対策を

ᕆߴߋきというਥᒛがある一ᣇで、生物⾗Ḯをよࠅうまく利用することで、ᓴ環ဳ農ᨋ業をଦし、߭いては、

それがᨋᷫዋやഠൻの੍㒐ᛥᱛに❬がるという⠨߃ᣇもある。この┙場からみれ߫、REDD+ とーࡈ

ࠟー࠼はᨋ⾗Ḯのᜬ⛯的利用と生物多様性保全のਔ┙のための⚵みࠅをㅴめるう߃でまたとないᯏ会

ともい߃る。

ᧄシンポジウムではᾲᏪࠕジࠕやධ☨の農ጊ␠会を生ᘒ♽で、᳃ଢ⋉と生物多様性のࡃンࠬに

ὶὐをᒰてた研究や保全活動を⚫し、ᜬ⛯的⥄ὼ⾗Ḯ利用とᨋഠൻᷫዋᛥᱛ活動がどの程ᐲല

にᯏ能するか、またそのためにはどのような「ၮḰᜰᮡ」が必要かについて⼏⺰する。

1　⿰ᣦ⺑　REDD 㧗ーࠟࡈー࠼とᨋ保全　ᅏ↰ᢅ⛔

るᨋ利用とၞ᳃の生活　天野ᱜඳߌ߅ᾲᏪၞにࠬࠝ　2

ーෳടဳのᨋ保全のข⚵　ᶆญあやࠖ࠹࠾ࡘࡒるࠦߌ߅にࠕジࡏーとࠞン࡞ࡍ　3

4　生物多様性の᳃利用のน能性　ጊ↰ବᒄ

ม会：ጊ↰ବᒄ（ᐢፉ大学✚ว科学研究科）

✚ว⸛⺰：ᅏ↰ᢅ⛔（ᐢፉ大学✚ว科学研究科）

（生科学研究科東ർ大学）ーター：ਛ㕒ㅘ࠹ンࡔࠦ

621-1　⿰ᣦ⺑　REDD 㧗ߣ࠼ࠟࡈᨋ保全

ᅏ↰ᢅ⛔（ᐢፉ大学✚ว科学研究科）

ၞ᳃の↢ᵴߣ↪ᨋࠆߌ߅ߦᾲᏪၞࠬࠝ　621-2

天野ᱜඳ（ᣧⒷ↰大学ੱ㑆科学学術㒮）

⚵ෳടဳのᨋ保全のขࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠆߌ߅ߦࠕࠫࡏࡦࠞߣ࡞ࡍ　621-3

ᶆญあや（ࠦンࡌࠨーシ࡚ンࠗンター࠽シ࡚࡞࠽ジャࡄン）

621-4　↢‛ᄙ᭽ᕈの᳃↪のน⢻ᕈ

ጊ↰ବᒄ

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room*

622　⛘Ṍෂᗋ㠽㘃ߣᧃ᳗ߊᚻߦઃ߈ว߁ᣇᴺ 㧙ߥߖがࠄࠆࠇの㧫㧙

企画者：ᣧ⍫ ሶ（ᧅᏻ大学）

⛘Ṍෂᗋ種のᜬつ「⃟しさ」はそれ⥄が価୯を㜞め、「見ることの༑߮」や「౮⌀をる༑߮」をもたらす。

とくに大ဳ㘩者の⁴⑯類はੱ᳇が㜞く、接ㄭしやすい生ᕷでは一ᣤ生ᕷ情報がᐢまると⸰問者がᕆჇし、

༡Ꮍやណ㙄場所߳の࠻ࡅの接ㄭによる߳のᖡᓇ㗀が ᔨされる。そのような⁴⑯類を対⽎とする研究
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ߡߌะߦ᳓↰▤ℂߔ߿Ⴧࠍዻࡀࠞࠕ㧦ޠのⴕᣇ߷ࠎߣ⿒ޟ　61�-2

ችሼ ኡ（ችၔ⋵┙大）

の߽ࠆߊߡ߃ࠄ߆↢ᬀ↰㧦વ⛔⊛ήㄘ⮎ㄘᴺの᳓ޠの⨲のⴕᣇߛߚの߷ࠎ↰ޟ　61�-3

Ꭸ↰ᜏ也（農研ᯏ᭴農工学研究所）

61�-4　㉿のᷫࠆ⒳Ⴧࠆ߃⒳ᄌߥࠄࠊ⒳㧦⊒↢ᄌേのㅒ㗴ߪߦߊ⸂ࠍ㧫

日㣔一㓷（ᗲᇫ大学大学㒮農学研究科）

ࠄ߆ᘒ♽▤ℂの႐↢ࠆߡߒኻᔕߦ⟲⒳ߥ㧦ၞのᄙ᭽࠻ࡦࡔࠦ　61�-5

᎑↰ື㇢（（⽷）ችၔ⋵દ⼺ᴧ内ᴧ環境保全⽷࿅）

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　RoomD

620　ⅣႺ DNA が㐿ޔߊ↢ᘒ学のᧂ᧪

企画者：⨹ᧁੳᔒ（ർ大農），㜞ේノᒾ（ፉᩮ大生物⾗Ḯ）

生物環境ᇦから DNA を出してそのㆮવ情報を⸃ᨆする「環境 DNA」が⣄ᬁ動物にㆡ用されるように

なって 7ᐕが経とうとしている。ᒰೋは․ቯの生物種の在ਇ在ᬌ出に㒢られていたこのᚻᴺも、PCR のቯ

量技術ะやᰴઍシーケンࠨーの࡞ࠬࠗࡂープッ࠻ൻといった DNA ⸃ᨆ技術のᕆỗなㅴᱠによࠅ、⋡ⷡ

ましい⊒ዷをㆀߍつつある。この企画集会では環境 DNA 研究に៤わる⧯いṶ者にそのᦨ೨✢の研究ᚑ果を

⚫してもらい、今ᓟの生ᘒ学にߌ߅る環境 DNA 研究のน能性について⼏⺰する。

620-1　ⅣႺ DNA ⎇ⓥのታ〣ߣ⺖㗴㧦↢ᘒ学߳ࠕࠖ࠹ࡦࡠࡈの挑ᚢ

* ⨹ᧁੳᔒ，ᚭፏ，㎨↰㗉ሶ（ർ大 農），Ḯ利ᢥ（ᚭ大⊒達），⮮ⴕੱ（東ർ大），ችᱜ᮸（ජ

⪲ਛᄩඳ）

620-2　ⅣႺ DNA の↢‛㊂のផቯ࡙ࠕࠆߌ߅ߦᵹ᳓ⅣႺߚ↪ࠍ

* 㜞ේノᒾ（ፉᩮ大生物⾗Ḯ），ਅ大ᖗ（ፉ⋵内᳓⹜），ዬ⑲ᐘ（ᐶ⋵┙大㒮シ

Ꮉ↰ᥙ（ፉ⋵内᳓⹜），（達⊑ᚭ大）Ḯ利ᢥ，（ℂ工㦖⼱大）ーシ࡚ン），ጊਛ᮸ࡘࡒ

620-3　ⅣႺ DNA ㆚㊂の⚻ᣣᄌൻ࠙࠻ࠗࠆࠄ߆ࡔࠞࠝ࠺ࡆ㖸㗀ߣ

* ᳓ᧄኡၮ（ർ大農動物生ᘒ），⨹ᧁੳᔒ（ർ大農），ፉ〝生（国環研），ඵㇱᶈ一（ᕺ

ᐸ内᳓⹜）

ッࠢࠬプ࠴࡞ࡑ　620-4 PCR ᄖ᧪㝼のಽᏓ⁁ᴫのᛠីߣ᧪㝼ࠆߌ߅ߦᳰߚᐶ⋵ౝのߚ↪ࠍ

* ጟ⚓，ਊਣᢕผ，Ḯ利ᢥ（ᚭ大⊒達）

620-5　ⅣႺ DNA ᚻᴺのᗵᨴ∝↢ᘒ学߳のᔕ↪㧦ࠗ࠲⢄ๆ⯻Opisthorchis viverrini のᬌ

* ᯅῪቱ（ᚭ大⊒達），࠻ࠨウᕺ（ᣂẟ大保ஜ），Marcello Otake Sato（₡දක科大ක

学 ），T. Yoonuan, S. Sanguankiat（Mahidol Univ., Trop Med），T. Pongvongsa（Savannakhet Malaria 
Station），㐷มᒾ（㐳ፒ大国際ஜᐽ㐿⊒），Ḯ利ᢥ（ᚭ大⊒達）

620-6　ⅣႺ DNA ಽᨆ࡙ࠕࠆࠃߦのࠕ࠼ࡦࠦ࠻ࡒ DNA プのᬌࠗ࠲ࡠプࡂ

* ㄞಁ月（㦖⼱大㒮ℂ工），ችᱜ᮸（ජ⪲ਛᄩඳ），⮮ⴕੱ（東ർ大），ጊᧄືผ，Ḯ利ᢥ（

ᚭ大⊒達），ጊਛ᮸（㦖⼱大ℂ工）

40

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room)

621　ᾲᏪၞ␠ળࠆߌ߅ߦ↢‛ᄙ᭽ᕈ保全ߣ↪㧙⚛ឃᮭขᒁࡉࠖ࠹ࡦࡦࠗࠆࠃߦの
ⷞὐࠄ߆㧙

企画者：ᅏ↰ᢅ⛔（ᐢፉ大学✚ว科学研究科），ጊ↰ବᒄ（ᐢፉ大学✚ว科学研究科）

ᷓೞൻするᾲᏪၞでのᨋᷫዋഠൻをᛥᱛすることによる᷷ቶല果ࠟࠬᷫ活動として 2020 ᐕから㐿

ᆎ੍ቯの REDD+（ᨋᷫዋ 㨯 ഠൻ↱᧪の᷷ቶല果ࠟࠬᷫ活動）がᵈ⋡を集めているが、そのታᣉにᒰた

っては、生物多様性やవ᳃のᮭ利߳の㈩ᘦが必要とされ、これらがーࠟࡈー࠼の㊀要㗄⋡として⋓ࠅㄟ

まれている（COP1� ࠞンࠢンวᗧ）。

⇇のㆮ存的生ᘒ♽となったᾲᏪᨋとその生物多様性を保全するには、᜔᧤性のᒝいᛮᧄ的な保全対策を

ᕆߴߋきというਥᒛがある一ᣇで、生物⾗Ḯをよࠅうまく利用することで、ᓴ環ဳ農ᨋ業をଦし、߭いては、

それがᨋᷫዋやഠൻの੍㒐ᛥᱛに❬がるという⠨߃ᣇもある。この┙場からみれ߫、REDD+ とーࡈ

ࠟー࠼はᨋ⾗Ḯのᜬ⛯的利用と生物多様性保全のਔ┙のための⚵みࠅをㅴめるう߃でまたとないᯏ会

ともい߃る。

ᧄシンポジウムではᾲᏪࠕジࠕやධ☨の農ጊ␠会を生ᘒ♽で、᳃ଢ⋉と生物多様性のࡃンࠬに

ὶὐをᒰてた研究や保全活動を⚫し、ᜬ⛯的⥄ὼ⾗Ḯ利用とᨋഠൻᷫዋᛥᱛ活動がどの程ᐲല

にᯏ能するか、またそのためにはどのような「ၮḰᜰᮡ」が必要かについて⼏⺰する。

1　⿰ᣦ⺑　REDD 㧗ーࠟࡈー࠼とᨋ保全　ᅏ↰ᢅ⛔

るᨋ利用とၞ᳃の生活　天野ᱜඳߌ߅ᾲᏪၞにࠬࠝ　2

ーෳടဳのᨋ保全のข⚵　ᶆญあやࠖ࠹࠾ࡘࡒるࠦߌ߅にࠕジࡏーとࠞン࡞ࡍ　3

4　生物多様性の᳃利用のน能性　ጊ↰ବᒄ

ม会：ጊ↰ବᒄ（ᐢፉ大学✚ว科学研究科）

✚ว⸛⺰：ᅏ↰ᢅ⛔（ᐢፉ大学✚ว科学研究科）

（生科学研究科東ർ大学）ーター：ਛ㕒ㅘ࠹ンࡔࠦ

621-1　⿰ᣦ⺑　REDD 㧗ߣ࠼ࠟࡈᨋ保全

ᅏ↰ᢅ⛔（ᐢፉ大学✚ว科学研究科）

ၞ᳃の↢ᵴߣ↪ᨋࠆߌ߅ߦᾲᏪၞࠬࠝ　621-2

天野ᱜඳ（ᣧⒷ↰大学ੱ㑆科学学術㒮）

⚵ෳടဳのᨋ保全のขࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠆߌ߅ߦࠕࠫࡏࡦࠞߣ࡞ࡍ　621-3

ᶆญあや（ࠦンࡌࠨーシ࡚ンࠗンター࠽シ࡚࡞࠽ジャࡄン）

621-4　↢‛ᄙ᭽ᕈの᳃↪のน⢻ᕈ

ጊ↰ବᒄ

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room*

622　⛘Ṍෂᗋ㠽㘃ߣᧃ᳗ߊᚻߦઃ߈ว߁ᣇᴺ 㧙ߥߖがࠄࠆࠇの㧫㧙

企画者：ᣧ⍫ ሶ（ᧅᏻ大学）

⛘Ṍෂᗋ種のᜬつ「⃟しさ」はそれ⥄が価୯を㜞め、「見ることの༑߮」や「౮⌀をる༑߮」をもたらす。

とくに大ဳ㘩者の⁴⑯類はੱ᳇が㜞く、接ㄭしやすい生ᕷでは一ᣤ生ᕷ情報がᐢまると⸰問者がᕆჇし、

༡Ꮍやណ㙄場所߳の࠻ࡅの接ㄭによる߳のᖡᓇ㗀が ᔨされる。そのような⁴⑯類を対⽎とする研究
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者はฦ々の⺞ᩏで対ᔕに⧰ᘦしているが、߅いの情報឵のᯏ会がਲしく、⛘Ṍをടㅦさߖる要因

としての一⥸的⼂もૐい。

また、࠻ࡅの野外活動が、ᗧ࿑ߧߖまま⛘Ṍෂᗋ種߳の過ᐲな接ㄭをᒁき߅こし、その生存や❥ᱺをᅹߍ

ることもある。知ᐥඨፉに生ᕷするᶏ㠽のケࠗࡈࡑリは、生ᕷᶏၞと༡Ꮍがⷰ光⦁⥶〝と㊀なったことで

ណ㙄や❥ᱺ߳のᅹኂが߅こࠅ、⟲存⛯がෂ߱まれた。しかし、ケࠗࡈࡑリのⷰ光⾗Ḯとしての価୯をⷰ

光業者に᳇ߠかߖたことで、保全߳の⼂をすることにᚑഞしている。現在、࠻ࡅの接ㄭにᖠࡢࠗ

シやシࡠࠢࡈࡑウでも、㑐ᔃの㜞さを利用することで、「見たいからら߫ߨならない」という⼂を߮

こすこともน能なはずだ。そこからさらに「るために見ることを我ᘟ」できるᲑ㓏߳⒖ⴕさߖるのも、

研究者の役割かもしれない。

一ᣇ、野生⛘Ṍしたࠦウ࠻ࡁリのౣዉ業では、Ꮢ᳃やⷰ光ቴにや生ᕷを見ߖつつ、ၞがਥ

となࠅ生ᕷ環境ᓳరにขࠅ⚵んでいる。ࠦウ࠻ࡁリが߮᳓となࠅၞの価୯が㜞まࠅ、保全߳のᗧ᰼がჇ

大するᅢᓴ環が生まれている。

もߜろん、生ᘒ․性が大きく⇣なる⛘Ṍෂᗋ㠽類を通のᣇᴺで「見ߖてる」ことはਇน能であろう。

しかし、見ߖてるためには、ၞ᳃ⴕ政研究者によるวᗧᒻᚑが必要なことは通しているはずで

ある。ここでは 4㗴のを⚫し、⛘Ṍෂᗋ種の保全と利用のਔ┙น能性をᬌ⸛する。

ータ：᧻↰ਯ（ᮮᵿ国┙大学）࠹ンࡔࠦ

622-1　⛘Ṍෂᗋ⒳保全ߪࡓ࠭࠷ߣሽࠆ߈ߢの߆㧫

ᣧ⍫ ሶ（ᧅᏻ大）

ታߣℂᗐࠆߡߖࠍࠪࡢࠗ　622-2

㗇⮮ ሶ（（ᩣ）ࠗーࠣッࠬࠖࡈࠝ࠻）

622-3　⍮ᐥ߮ࠃ߅ࡈࡑࠗࠤࠆߌ߅ߦᶏ㠽の保全ᵴേ

↰ ૫ᒄ（知ᐥᶏ㠽研究会）

622-4　⎇ⓥ⠪の⌒ޔⴕのജޔၞ᳃のᕁ㧦⛘Ṍෂᗋ⒳保全ࠆߋࠍ㗅ᔕ⊛ࠟࠬࡦ࠽ࡃ

⩵ 直᮸（✚ว環境学研究所）

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room+

623　↢ᘒ学ࠆߌ߅ߦ࿃ᨐផ⺰㧦convergent cross mapping ߘߣのㄝ

企画者：ਛጊᣂ一ᦶ（ਛᄩ᳓研），㒙ㇱ⌀ੱ（国┙情報研）

生ᘒ学者はし߫し߫、ⶄᢙのᤨ♽㑆に因果㑐ଥがあるかどうかをផቯする必要にㄼられる。߫߃、ੑ

種の⟲のᤨ♽データのみをᚻがかࠅにそれらの㑆に種㑆㑐ଥがあるかどうかをផቯするというのは保

全生ᘒ学や⟲生ᘒ学、⟲集生ᘒ学に߅いてし߫し߫見られる⁁ᴫだろう。しかし生ᘒ学にߌ߅るᤨ♽か

らの因果㑐ଥផቯはᤨ♽の⍴さやデータに内在する㕖✢ᒻ性など、いくつかのℂ↱から㕖Ᏹに࿎㔍であった。

Convergent cross mapping （CCM）は、Ყセ的⍴い、㕖✢ᒻ᭴ㅧをもつᤨ♽データに対してㆡ用น能な因

果㑐ଥផቯᴺとして 2012 ᐕに Science で⊒され（Sugihara et al., 2012）、ᵈ⋡を集めている。このᚻᴺ

は生ᘒ学にߌ߅る因果㑐ଥផቯにᐢくᔕ用น能であࠅ、Ṫ業データや環境 DNA データ、動物のᱠⴕ゠〔デ

ータ╬にㆡ用されつつある。しかし、ၮ⋚となるℂ⺰がᲧセ的㔍⸃であるため、このᣇᴺを用いることをぷ

ふしてしまう生ᘒ学者も多いと⠨߃られる。ᧄ集会では、4 ฬの⻠Ṷ者が CCM のේℂ（ਛጊ）、CCM を用

いた研究（㒙ㇱ）、CCM の㒢⇇とᵈᗧὐ（㋈ᧁ）、ᣢ存のᣇᴺとのᲧセ（ጊ）について⊒する。これ

らを〯ま߃たう߃で、これからの生ᘒ学にߌ߅る因果㑐ଥផቯのあࠅかたやそれをᗧ⼂したデータのขࠅᣇ、

ផቯされた因果㑐ଥにၮߠいたࡕデリンࠣ、੍᷹߅よ߮▤ℂ߳のᔕ用のน能性などについてᐢく⼏⺰でき

る場としたい。

42

623-1　Convergent cross mapping㧦ේℂޔታⵝޔ⎇ⓥߡߟߦ

ਛጊᣂ一ᦶ（ਛᄩ᳓研）

623-2　CCM のᔕ↪㧦േ‛の㓸࿅ⴕേの⸃ᨆ

㒙ㇱ⌀ੱ（国┙情報研）

623-3　ജ学♽ℂ⺰ࠄ߆ߚ CCM 㧦 がޔߡ߈ߢがߥ߈ߢの߆㧫

㋈ᧁஜ大（国┙環境研）

623-4　CCM のᲧセࡇࡠ࠻ࡦ⒖േࠛߣ

ጊ⌀ੱ（京大⊕⋲ /生ᘒ研）

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room,

624　↢‛がᒻࠆ↢ᘒ♽㧦ࡠࠢࡒ㧔න⚦⢩↢‛㧕ߢ࡞ࡌのਇဋ৻ᕈが⸃ߊ↢ᘒ♽‛⾰ᓴⅣ
ㆊ⒟

企画者：ᮮᎹᄥ一（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴），᧻一ᓆ（ㄭ⇰大ℂ工）

生物をⷰኤ対⽎とした多くの生ᘒ学研究では，環境のਇဋ一性を᷹ቯすることのできないਇ⏕ቯ要因とし

てᛒうะにあった，しかし，ㄭᐕの，対⽎生物એ外に「環境を⸘る」というᣂたなࠕプࡠー࠴から，「環

境の物ℂൻ学的᭴ㅧや⾗Ḯとなࠅうる物⾰のਇဋ一性」が生ᘒ♽のၮ␆生↥者や細⩶生↥者などૐᰴᩕ㙃Ბ

㓏の生物⚵ᚑをቯする要因となることがわかってきた㧚さらに，そのല果は生ᘒ♽全にᵄすることも

らかになってきている㧚この企画集会では，環境の物ℂൻ学的᭴ㅧや⾗Ḯとなࠅ得る物⾰のᄌ動と，それ

らに㑐わるૐᰴᩕ㙃Ბ㓏生物との⋧用，あるいはこれら㕖生物要因によってቯされる生ᘒ♽物⾰ᓴ環

過程について⼏⺰する㧚

624-1　ფࠪࠬࡓ࠹のⓨ㑆⊛ਇဋ৻ᕈߣ‛⾰のᓴⅣ㧦ᯏ‛േᘒࠍ࿅☸᭴ㅧߔ⋤߃ᝒࠄ߆

Ⓨᦶᄥ（農環研）

624-2　᳓ⅣႺࠆߌ߅ߦᯏ‛ - ᓸ↢‛ㅪ㎮♽の⋧↪プࠬࡠ

㜞Ꮍਯ（東大大᳇ᶏᵗ研）

624-3　ᶏᐩၸⓍ‛のⅣႺߣ࠲ࡔࡄᐩ↢↢‛ߣの㑐ㅪ

野’⑲㓉（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴）

624-4　ᶏᵗ᳓႙᭴ㅧߣᯏ‛㊂ߡߞࠃߦቯࠆࠇߐᓸ↢‛ࠍߚߒ‛⾰ᓴⅣㆊ⒟

ᮮᎹᄥ一（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴）

43



者はฦ々の⺞ᩏで対ᔕに⧰ᘦしているが、߅いの情報឵のᯏ会がਲしく、⛘Ṍをടㅦさߖる要因

としての一⥸的⼂もૐい。

また、࠻ࡅの野外活動が、ᗧ࿑ߧߖまま⛘Ṍෂᗋ種߳の過ᐲな接ㄭをᒁき߅こし、その生存や❥ᱺをᅹߍ

ることもある。知ᐥඨፉに生ᕷするᶏ㠽のケࠗࡈࡑリは、生ᕷᶏၞと༡Ꮍがⷰ光⦁⥶〝と㊀なったことで

ណ㙄や❥ᱺ߳のᅹኂが߅こࠅ、⟲存⛯がෂ߱まれた。しかし、ケࠗࡈࡑリのⷰ光⾗Ḯとしての価୯をⷰ

光業者に᳇ߠかߖたことで、保全߳の⼂をすることにᚑഞしている。現在、࠻ࡅの接ㄭにᖠࡢࠗ

シやシࡠࠢࡈࡑウでも、㑐ᔃの㜞さを利用することで、「見たいからら߫ߨならない」という⼂を߮

こすこともน能なはずだ。そこからさらに「るために見ることを我ᘟ」できるᲑ㓏߳⒖ⴕさߖるのも、

研究者の役割かもしれない。

一ᣇ、野生⛘Ṍしたࠦウ࠻ࡁリのౣዉ業では、Ꮢ᳃やⷰ光ቴにや生ᕷを見ߖつつ、ၞがਥ

となࠅ生ᕷ環境ᓳరにขࠅ⚵んでいる。ࠦウ࠻ࡁリが߮᳓となࠅၞの価୯が㜞まࠅ、保全߳のᗧ᰼がჇ

大するᅢᓴ環が生まれている。

もߜろん、生ᘒ․性が大きく⇣なる⛘Ṍෂᗋ㠽類を通のᣇᴺで「見ߖてる」ことはਇน能であろう。

しかし、見ߖてるためには、ၞ᳃ⴕ政研究者によるวᗧᒻᚑが必要なことは通しているはずで

ある。ここでは 4㗴のを⚫し、⛘Ṍෂᗋ種の保全と利用のਔ┙น能性をᬌ⸛する。

ータ：᧻↰ਯ（ᮮᵿ国┙大学）࠹ンࡔࠦ

622-1　⛘Ṍෂᗋ⒳保全ߪࡓ࠭࠷ߣሽࠆ߈ߢの߆㧫

ᣧ⍫ ሶ（ᧅᏻ大）

ታߣℂᗐࠆߡߖࠍࠪࡢࠗ　622-2

㗇⮮ ሶ（（ᩣ）ࠗーࠣッࠬࠖࡈࠝ࠻）

622-3　⍮ᐥ߮ࠃ߅ࡈࡑࠗࠤࠆߌ߅ߦᶏ㠽の保全ᵴേ

↰ ૫ᒄ（知ᐥᶏ㠽研究会）

622-4　⎇ⓥ⠪の⌒ޔⴕのജޔၞ᳃のᕁ㧦⛘Ṍෂᗋ⒳保全ࠆߋࠍ㗅ᔕ⊛ࠟࠬࡦ࠽ࡃ

⩵ 直᮸（✚ว環境学研究所）

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room+

623　↢ᘒ学ࠆߌ߅ߦ࿃ᨐផ⺰㧦convergent cross mapping ߘߣのㄝ

企画者：ਛጊᣂ一ᦶ（ਛᄩ᳓研），㒙ㇱ⌀ੱ（国┙情報研）

生ᘒ学者はし߫し߫、ⶄᢙのᤨ♽㑆に因果㑐ଥがあるかどうかをផቯする必要にㄼられる。߫߃、ੑ

種の⟲のᤨ♽データのみをᚻがかࠅにそれらの㑆に種㑆㑐ଥがあるかどうかをផቯするというのは保

全生ᘒ学や⟲生ᘒ学、⟲集生ᘒ学に߅いてし߫し߫見られる⁁ᴫだろう。しかし生ᘒ学にߌ߅るᤨ♽か

らの因果㑐ଥផቯはᤨ♽の⍴さやデータに内在する㕖✢ᒻ性など、いくつかのℂ↱から㕖Ᏹに࿎㔍であった。

Convergent cross mapping （CCM）は、Ყセ的⍴い、㕖✢ᒻ᭴ㅧをもつᤨ♽データに対してㆡ用น能な因

果㑐ଥផቯᴺとして 2012 ᐕに Science で⊒され（Sugihara et al., 2012）、ᵈ⋡を集めている。このᚻᴺ

は生ᘒ学にߌ߅る因果㑐ଥផቯにᐢくᔕ用น能であࠅ、Ṫ業データや環境 DNA データ、動物のᱠⴕ゠〔デ

ータ╬にㆡ用されつつある。しかし、ၮ⋚となるℂ⺰がᲧセ的㔍⸃であるため、このᣇᴺを用いることをぷ

ふしてしまう生ᘒ学者も多いと⠨߃られる。ᧄ集会では、4 ฬの⻠Ṷ者が CCM のේℂ（ਛጊ）、CCM を用

いた研究（㒙ㇱ）、CCM の㒢⇇とᵈᗧὐ（㋈ᧁ）、ᣢ存のᣇᴺとのᲧセ（ጊ）について⊒する。これ

らを〯ま߃たう߃で、これからの生ᘒ学にߌ߅る因果㑐ଥផቯのあࠅかたやそれをᗧ⼂したデータのขࠅᣇ、

ផቯされた因果㑐ଥにၮߠいたࡕデリンࠣ、੍᷹߅よ߮▤ℂ߳のᔕ用のน能性などについてᐢく⼏⺰でき

る場としたい。
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623-1　Convergent cross mapping㧦ේℂޔታⵝޔ⎇ⓥߡߟߦ

ਛጊᣂ一ᦶ（ਛᄩ᳓研）

623-2　CCM のᔕ↪㧦േ‛の㓸࿅ⴕേの⸃ᨆ

㒙ㇱ⌀ੱ（国┙情報研）

623-3　ജ学♽ℂ⺰ࠄ߆ߚ CCM 㧦 がޔߡ߈ߢがߥ߈ߢの߆㧫

㋈ᧁஜ大（国┙環境研）

623-4　CCM のᲧセࡇࡠ࠻ࡦ⒖േࠛߣ

ጊ⌀ੱ（京大⊕⋲ /生ᘒ研）

企画集会　　　　　3月 24 日 �:30-11:30　　　　　　会場　Room,

624　↢‛がᒻࠆ↢ᘒ♽㧦ࡠࠢࡒ㧔න⚦⢩↢‛㧕ߢ࡞ࡌのਇဋ৻ᕈが⸃ߊ↢ᘒ♽‛⾰ᓴⅣ
ㆊ⒟

企画者：ᮮᎹᄥ一（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴），᧻一ᓆ（ㄭ⇰大ℂ工）

生物をⷰኤ対⽎とした多くの生ᘒ学研究では，環境のਇဋ一性を᷹ቯすることのできないਇ⏕ቯ要因とし

てᛒうะにあった，しかし，ㄭᐕの，対⽎生物એ外に「環境を⸘る」というᣂたなࠕプࡠー࠴から，「環

境の物ℂൻ学的᭴ㅧや⾗Ḯとなࠅうる物⾰のਇဋ一性」が生ᘒ♽のၮ␆生↥者や細⩶生↥者などૐᰴᩕ㙃Ბ

㓏の生物⚵ᚑをቯする要因となることがわかってきた㧚さらに，そのല果は生ᘒ♽全にᵄすることも

らかになってきている㧚この企画集会では，環境の物ℂൻ学的᭴ㅧや⾗Ḯとなࠅ得る物⾰のᄌ動と，それ

らに㑐わるૐᰴᩕ㙃Ბ㓏生物との⋧用，あるいはこれら㕖生物要因によってቯされる生ᘒ♽物⾰ᓴ環

過程について⼏⺰する㧚

624-1　ფࠪࠬࡓ࠹のⓨ㑆⊛ਇဋ৻ᕈߣ‛⾰のᓴⅣ㧦ᯏ‛േᘒࠍ࿅☸᭴ㅧߔ⋤߃ᝒࠄ߆

Ⓨᦶᄥ（農環研）

624-2　᳓ⅣႺࠆߌ߅ߦᯏ‛ - ᓸ↢‛ㅪ㎮♽の⋧↪プࠬࡠ

㜞Ꮍਯ（東大大᳇ᶏᵗ研）

624-3　ᶏᐩၸⓍ‛のⅣႺߣ࠲ࡔࡄᐩ↢↢‛ߣの㑐ㅪ

野’⑲㓉（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴）

624-4　ᶏᵗ᳓႙᭴ㅧߣᯏ‛㊂ߡߞࠃߦቯࠆࠇߐᓸ↢‛ࠍߚߒ‛⾰ᓴⅣㆊ⒟

ᮮᎹᄥ一（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴）
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3/21 口頭発表
Time Room E Time Room E Room F Room G

Ecosystem Ecology (1) Ecosystem Ecology (1)

10:00 [E1-01] Applicability of 
optical scanner method for 
fine root dynamics in a 
Bornean tropical rainforest 
T Kume (NTU), M Ohashi 
(Hyogo Univ), Lip Khoon 
Kho (MPO), N Makita 
(JSPS), A Katayama 
(Kyushu Univ), K 
Matsumoto (Ryukyu Univ)

11:30 [E1-07] Effects of 
phosphorus and nEffects of 
phosphorus and nitrogen 
addition on CO2, CH4, and 
N2O fluxes with and without 
root exclusion in tropical 
lowland forests in Mt. 
Kibnabalu, Borneo　*Taiki 
Mori, Daiki Yokoyama, 
Kanehiro Kitayama

10:15 [E1-02] Net ecosystem 
production of an old-
growth beech-oak forest in 
central Japan　
*Suchewaboripont, V., 
Yoshitake, S., Ohtsuka, T. 
(Gifu Univ.)

11:45 [E1-08] A Simulation of the 
Carbon Circulation between 
Forest and Social Ecosystem 
in Arida and Hidaka river 
basin　*Tatebayashi K. 
(Osaka Univ.), Matsui T. 
(Osaka Univ.), Ooba M. 
(NIES), Machimura T. (Osaka 
Univ), Tani U. (Wakayama 
Univ.), Nakao A. (Wakayama 
Univ.), Yamamoto Y. 
(Wakayama Univ.)

Plant Ecology 植物個体群 行動

10:30 [E1-03] Temporal changes 
in CO2 efflux from fruiting 

bodies of fungi　 
*Nakagawa,Y. ,Ohashi, M. 
(Univ. Hyogo)

14:00 [E1-09] Competitive 
hierarchy drives both 
community overdispersion 
and clustering during plant 
succession　*Tatsumi, S., 
Mori, A.S. (Yokohama Natl. 
Univ.)

[F1-01] 開葉期の積雪と
光環境がミズナラ稚樹の生
存に及ぼす影響　㻖▼⏣Ύ
㻔ᘯ๓䞉㎰㻕㻘㻌ᖹᯇဏᏊ㻔䝣
䝸䞊䜻䝑䝈䞉䞂䜱䝺䝑䝆㻕

[G1-01] 河川中の濁りの変化
がアユの行動に及ぼす影響に
関する検証　㻖ᐑᕝᖾ㞝䠄ᅵᮌ
◊✲ᡤ䠅㻘ᮎྜྷṇᑦ䠄ᅵᮌ◊✲
ᡤ䠅㻘ᑠ㔝⏣ᖾ⏕䠄ᅵᮌ◊✲
ᡤ䠅㻘ᇼ⏣㈗䠄ᅵᮌ◊✲ᡤ䠅㻘
ⴛሙ♸୍䠄ᅵᮌ◊✲ᡤ

10:45 [E1-04] Annual fluxes of 
dissolved organic carbon
（DOC）in a cool-temperate 
deciduous forest of central 
Japan　Siyu Chen*,Shinpei 
Yoshitake,Toshiyuki 
㻻㼔㼠㼟㼡㼗㼍䠈ᒱ㜧Ꮫᛂ⏝⏕
≀⛉Ꮫ◊✲⛉

14:15 [E1-10] Short-term 
dynamics of the entire post-
germination populations of a 
rain forest tree species in a 
50 ha plot　*Sugiyama, A. 
(UCLA/FFPRI), Masaki, T. 
(FFPRI), Hubbell, S.P. 
(UCLA/STRI)

[F1-02] ブナのマスティングと
葉フェノロジーの関係　㻖ᒣ
ᾆᨷ䠄ಙᕞ㝔䞉ᩍ䠅㻘⏣
⚽⾜䠄ಙᕞ䞉ᩍ䠅

[G1-02] ヤギの体重変化と排
泄量を基にした採草量の推定　
ὸ㢼⚈Ꮚ䠄㧗▱䞉⌮䠅㻘㻌㻖ຍ
⸨ඖᾏ䠄㧗▱䞉㯮₻䠅

11:00 [E1-05] Variation in 
ecosystem silicon cycling 
via plants with elevation 
and bedrock on Mount 
Kinabalu, Sabah, Malaysia　
*Nakamura, R., Ishizawa, 
H., Kajino, H., Suzuki, S., 
Kitayama, K., Kitajima, K. 
(Kyoto Univ.), Wagai, R. 
(NIAES)

14:30 [E1-11] Changes in 
functional composition along 
forest degradation in 
different types of tropical 
forests in Thailand　*Panida 
KACHINA, Hiroko 
Kurokawa, Masahiro Aiba, 
Lamthai Asanok, Dokrak 
Marod, Tohru Nakashizuka.

[F1-03] 植物のアルカロイド
を介した生物間相互作用
の空間的・時間的効果　*
⏣ᓫ䠄ி䞉⏕ែ◊䠅㻘㻌
㧗ຌḟ㑻䠄ಙ䞉⌮䠅㻘㻌
୵㝯அ䠄ி䞉⏕ែ◊䠅

[G1-03] カツオクジラの立ち泳
ぎ採餌　㻖ᒾ⏣㧗ᚿ䠄ᮾ䞉
ᾏ◊䠅㻘㻌㉥ᯇᡂ䠄Ỉ◊䝉䞉୰
ኸỈ◊䠅㻘㻌బ⸨ඞᩥ䠄ᮾ䞉
ᾏ◊䠅

11:15 [E1-06] The cloud forest 
ecosystem in Taiwan is 
facing severe drought 
stress　Shin-Hao Chen, 
Hsin-Lin Wei*, Masaki 
Sano, Takeshi Nakatsuka, 
I-Ching Chen

14:45 [E1-12] Habitat structures 
controlling the spatial 
distribution of vascular 
epiphytes　*Nakanishi, A., 
Tanaka, M. (Kyoto Univ.), 
Sungpalee, W., Sri-
ngernyuang, K. (Maejo 
Univ.), Kanzaki, M. (Kyoto 
Univ.)

[F1-04] テリハボクの初期
成長特性における家系間
差：母樹の生育環境による
早生型・晩生型は存在す
るか？　ᯇୗ㏻ஓ㻘㻌ⰼᒸ㻌
㻘㻌ຍ⸨୍㝯㻘㻌ᯈ㰯┤ᴿ㻘㻌
ᴋᇛᙪ㻘㻌༓ྜྷⰋ㻌㻌㻔᳃
ᯘ⥲◊䞉ᯘ⫱䝉㻕

[G1-04] ニホンザル野生群にお
けるinfant handlingの機能検
証　㻖㛵⃝㯞ఀἋ㻘㻌ἅᒎஅ
䠄⥲◊䞉ඛᑟ◊䠅

植物生理生態

15:00 [E1-13] The effects of stem 
damage on sex allocation in a 
wind-pollinated plant 
Ambrosia artemisiifolia　 
*Nakahara, T. (Kyushu 
Univ.), Fukano, Y. (Tokyo 
Univ. of Agri. and Tech.), 
Yahara, T. (Kyushu Univ.)

[F1-05] 針葉樹には光呼
吸に必須な葉緑体型グルタ
ミン合成酵素（GS2）が存
在しない　ᐑ⃝┿୍䠄᳃ᯘ
⥲◊䠅㻖㻘㻌ᐑᑿගᜨ䠄⏕≀
㈨※◊䠅㻘㻌ᮧᏹ䠄᳃ᯘ
⥲◊䠅

[G1-05] 鳥たちに心はあるか？
表象を介した情報伝達の実験
的検証　㕥ᮌಇ㈗䠄⥲◊䞉
ඛᑟ⛉Ꮫ䠅
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Time Room H Room I Room J

11:30

11:45

㐍化 ಖ 群ⴠ

14:00 [䣊1-01] 充儤カᒓ㨶㢮における体Ⰽのከᵝ化を僨
た僯す生理生態充カニズ兄（䣋）　㻖⸨ᮏ┿ᝅ䠄⌰⌫
䞉⇕⏕◊䠅䠈ᣢ⏣ᾈ䠄ᛂ䞉⏕≀䠅䠈ᮡෆ
ಙဢ䠈ᯇஂᐇ䠄㯞ᕸ䞉⋇་䠅䠈㔝₶䠄㑇ఏ
◊䞉⏕ែ㑇ఏ䠅䠈㻰㻚㻌㻲㻚㻌㻹㼛㼗㼛㼐㼛㼚㼓㼍㼚䠄⌰⌫䞉
⌮䠅䠈▼ᕝ㯞䠄㑇ఏ◊䞉⏕ែ㑇ఏ䠅䠈㻾㻚㻌㻷㻚㻌
㻴㼍㼐㼕㼍㼠㼥䠄㻸㻵㻼㻵䠅䠈㻭㻚㻌㻷㻚㻌㼃㻚㻌㻹㼍㼟㼑㼚㼓㼕䠄㻿㼍㼙㻌
㻾㼍㼠㼡㼘㼍㼚㼓㼕㻌㼁㼚㼕㼢㻚䠅䠈ᒣᖹᑑᬛ䠄⌰⌫䞉⇕⏕◊䠅

[䣋1-01] 植生の長期兆ニタリ
ングにྥけた䣔GB儫ータゎ
ᯒ᪉ἲの開発　㻖Ỉ㔝䚷
Ꮚ䠄ྡྂᒇ䚷䠅㻘䚷⏣㑔䚷
ඃ㈗Ꮚ

[J1-01] ᾏ㐨ᮾ㒊ⅆᒣ性ᄇ
ẼᏍ࿘㎶のᅵተ環境と植物の
ศᕸ　㻖༡ె䠄⋢ᕝ䞉㎰䠅䠈㻌
㔝ཱྀౡ⍵ዉ䠄⋢ᕝ䞉㎰䠅

14:15 [䣊1-02] 充儤カᒓ㨶㢮における体Ⰽのከᵝ化を僨
た僯す生理生態充カニズ兄（䣋䣋）　㻖ᣢ⏣ᾈ䠄ᛂ
䞉⏕≀䠅䠈ᮡෆಙဢ䠈ᯇஂᐇ䠄㯞ᕸ䞉⋇
་䠅䠈㔝₶䠄㑇ఏ◊䞉⏕ែ㑇ఏ䠅䠈⸨ᮏ┿ᝅ
䠄⌰⌫䞉⇕⏕◊䠅䠈㻰㻚㻌㻲㻚㻌㻹㼛㼗㼛㼐㼛㼚㼓㼍㼚䠄⌰⌫
䞉⌮䠅䠈▼ᕝ㯞䠄㑇ఏ◊䞉⏕ែ㑇ఏ䠅䠈㻵㻚㻌㻲㻚㻌
㻹㼍㼚㼐㼍㼓㼕䠈㻭㻚㻌㻷㻚㻌㼃㻚㻌㻹㼍㼟㼑㼚㼓㼕䠄㻿㼍㼙㻌㻾㼍㼠㼡㼘㼍㼚㼓㼕㻌
㼁㼚㼕㼢㻚䠅䠈㻾㻚㻌㻷㻚㻌㻴㼍㼐㼕㼍㼠㼥䠄㻸㻵㻼㻵䠅䠈㻌ᒣᖹᑑᬛ䠄⌰⌫
䞉⇕⏕◊䠅

[䣋1-02] 立ᒣアル儾ンルー儬
の㝖雪が㐨㊰ἢ⥺の᳃ᯘ
に及ぼす影響　㻖▼⏣䚷ோ
㻔ᒱ㜧䞉ᛂ㻕㻘㻌୰ᓥᶞ
㻔ᐩᒣ┴᳃ᯘ◊㻕㻘㻌ᐑ䚷
ᚭ㻔ᐩᒣ┴᳃ᯘ◊㻕

[J1-02] ⅆᒣ性儐スが㧗ᒣ植
生に及ぼす影響　ー立ᒣ働の
ー　㻖⏣┤ஓ䠈బ⃝
ே䠄ᐩ䞉ᴟᮾ䠅䠈ྜྷᯇ⨾ဏ䠈
䬢ཱྀ㛤Ώ䠈ᯇ⏣ᆅ䠄ᐩ䞉
⌮䠅䠈ᕝᮧ䠄ᗈᓥ䞉ᅜ
㝿䠅

14:30 [䣊1-03] 儬ランスリ儻儬ー兄㐍化の環境౫存的ไ
⣙　㻖▼ᕝ㯞䠄㑇ఏ◊䠅䚸᪥ୗ㒊ㄔ䠄ᮾ䠅䚸ྜྷ
⏣ᜏኴ䠄㑇ఏ◊䠅䚸㻹㼍㼞㼗㻌㻾㼍㼢㼕㼚㼑㼠䠄㑇ఏ◊䠅䚸∾
㔝⬟ኈ䠄ᮾ䠅䚸㇏⏣ᩔ䠄㑇ఏ◊䠅䚸⸨ᒣ⛅బ
ኵ䠄㑇ఏ◊䠅䚸㔝₶䠄㑇ఏ◊䠅

[䣋1-03] 排Ỉの影響をཷけ
たḷᡯ‵ཎの植物群ⴠの
ศᕸ　㻖䜲䞉䜰䝶䞁㻔㎰
Ꮫ㝔㻕䚸ኈ⏣⿱Ꮚ㻔
㻲㻿㻯᳜≀ᅬ㻕䚸ᑠᯘẎ
㻔㻲㻿㻯᳜≀ᅬ㻕䚸ୖ
ி㻔㎰Ꮫ◊✲㝔㻕

[J1-03] ᪧ⇕ᖏ༊ᒣᆅᯘの⤌
成とẼೃ᮲௳のẚ㍑およ僙
༊との関係性に僊い僌　┠㯮䚷
ఙ୍

14:45 [䣊1-04] 儬儐リ儱ズミ┠のミ儬儗ンドリアD䣐Aにおけ
る系⤫特␗的なṇの㑅ᢥ　㻖బ⸨┿㻔⏫ᒣᓅ
༤≀㤋㻕㻘㻌⋢ᡭⱥ㻔ᒣᙧ䞉⌮㻕㻘㻌ᶓᒣ₶㻔ᒣᙧ
䞉⌮㻕

[䣋1-04] 㧗ᒣᕷにおける⤯
⁛した㞟ᅋ⏤᮶の儙クラ儡
儊個体の᥈⣴傎およ僙⏤᮶
推定に重せな᮲௳　㻖ྜྷ⏣
ᗣᏊ䠄⚄ᡞ㝔䞉㎰䞉㣗㈨
※䝉䠅䚸୰⃝ᏹ䠄㧗ᒣᕷ
ᙺᡤ䠅䚸ᮏᇛṇ᠇䠄ᮾ㎰
◊䠅䚸⃝Ⰻ䠄⟃Ἴ㝔䞉
⏕⎔ቃ䠅

[J1-04] 生物ከᵝ性ホ౯のた
僧のMOD䣋S儫ータによる᪥ᮏ
ᅵの植生⌧ἣᅗ作成　㻖ཎ
ኴ㑻䠈ཎ⏣୍ᖹ䠈ᐩ⏣⍞ᶞ䠈
ᮔ㚝ᮽ䠈㛗㇂ᕝ㍜䠈ὸᕷ
⏨䠄ᮾிሗ䠅䠈ཎṇ䠄༓
ⴥ┴❧୰ኸ༤䠅䠈ᖹ྿႐ᙪ
䠄ᮾᏛ㝔䠅䠈⸨ཎ㐨㑻䠄ර
ᗜ┴❧䠅

15:00 [䣊1-05] ᑠ➟ཎㅖᓥにධしたグリーンアノール
の㐍化的変化の検ฟと㞟ᅋ儖ノ兄ゎᯒ　㻖⋢ᡭ
ᬛྐ䠄ᮾ䞉㝔䞉⏕䠅㻘㻌᳃ⱥ❶䠄⮬↛⎔ቃ◊
✲䝉䞁䝍䞊䠅㻘㻌㻮㼞㼕㼍㼚㻌㻶㻚㻌㻯㼛㼙㼜㼛㼟㼍㼚㼛㻌㻔㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌
㼛㼒㻌㻲㼘㼛㼞㼕㼐㼍㻕㻘㻌㻷㼑㼚㼚㼑㼠㼔㻌㻸㻌㻷㼞㼥㼟㼗㼛㻌䠄㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㼛㼒㻌
㻲㼘㼛㼞㼕㼐㼍䠅㻘㻌⯚ᒣு䠄ᮾ䞉་䞉㝃ᒓ⏕ᛂ⏝་
Ꮫ◊✲䝉䞁䝍䞊㻌䛜䜣་Ꮫ䝁䜰䝉䞁䝍䞊㻌⣽⬊ቑ
Ṫไᚚศ㔝䠅㻘㻌୰ᒣၨᏊ䠄ᮾ䞉་䞉㝃ᒓ
⏕ᛂ⏝་Ꮫ◊✲䝉䞁䝍䞊㻌䛜䜣་Ꮫ䝁䜰䝉䞁
䝍䞊㻌⣽⬊ቑṪไᚚศ㔝䠅㻘㻌∾㔝⬟ኈ䠄ᮾ䞉
㝔䞉⏕䠅㻘㻌Ἑ⏣㞞ᆂ䠄ᮾ䞉㝔䞉⏕䠅

[䣋1-05] 儑ンランᒓ3✀のಖ
ᡭἲ☜立に僦けたዲ㐺
生育環境と生存ᡓ␎の推
定　㻖㛗㇂ᕝၨ୍䠈ୖ㔝⿱
䠈ᇛ 䠈ග㇂ᶞ䠈
℧ᮏ┿⌮䠈ୖ㝯ྖ䠄ᅜ
┬䞉ᅜ⥲◊䠅䠈㐟ᕝ▱ஂ
䠄ᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋䠅

[J1-05] ศᕸ㝈ᇦにおけるイ
ラ兆ミᯘの✀⤌成とศᕸ　ᫍ┤
ᩯ䠄ᰣᮌ┴༤䠅
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3/21 口頭発表
Time Room E Time Room E Room F Room G

Ecosystem Ecology (1) Ecosystem Ecology (1)

10:00 [E1-01] Applicability of 
optical scanner method for 
fine root dynamics in a 
Bornean tropical rainforest 
T Kume (NTU), M Ohashi 
(Hyogo Univ), Lip Khoon 
Kho (MPO), N Makita 
(JSPS), A Katayama 
(Kyushu Univ), K 
Matsumoto (Ryukyu Univ)

11:30 [E1-07] Effects of 
phosphorus and nEffects of 
phosphorus and nitrogen 
addition on CO2, CH4, and 
N2O fluxes with and without 
root exclusion in tropical 
lowland forests in Mt. 
Kibnabalu, Borneo　*Taiki 
Mori, Daiki Yokoyama, 
Kanehiro Kitayama

10:15 [E1-02] Net ecosystem 
production of an old-
growth beech-oak forest in 
central Japan　
*Suchewaboripont, V., 
Yoshitake, S., Ohtsuka, T. 
(Gifu Univ.)

11:45 [E1-08] A Simulation of the 
Carbon Circulation between 
Forest and Social Ecosystem 
in Arida and Hidaka river 
basin　*Tatebayashi K. 
(Osaka Univ.), Matsui T. 
(Osaka Univ.), Ooba M. 
(NIES), Machimura T. (Osaka 
Univ), Tani U. (Wakayama 
Univ.), Nakao A. (Wakayama 
Univ.), Yamamoto Y. 
(Wakayama Univ.)

Plant Ecology 植物個体群 行動

10:30 [E1-03] Temporal changes 
in CO2 efflux from fruiting 

bodies of fungi　 
*Nakagawa,Y. ,Ohashi, M. 
(Univ. Hyogo)

14:00 [E1-09] Competitive 
hierarchy drives both 
community overdispersion 
and clustering during plant 
succession　*Tatsumi, S., 
Mori, A.S. (Yokohama Natl. 
Univ.)

[F1-01] 開葉期の積雪と
光環境がミズナラ稚樹の生
存に及ぼす影響　㻖▼⏣Ύ
㻔ᘯ๓䞉㎰㻕㻘㻌ᖹᯇဏᏊ㻔䝣
䝸䞊䜻䝑䝈䞉䞂䜱䝺䝑䝆㻕

[G1-01] 河川中の濁りの変化
がアユの行動に及ぼす影響に
関する検証　㻖ᐑᕝᖾ㞝䠄ᅵᮌ
◊✲ᡤ䠅㻘ᮎྜྷṇᑦ䠄ᅵᮌ◊✲
ᡤ䠅㻘ᑠ㔝⏣ᖾ⏕䠄ᅵᮌ◊✲
ᡤ䠅㻘ᇼ⏣㈗䠄ᅵᮌ◊✲ᡤ䠅㻘
ⴛሙ♸୍䠄ᅵᮌ◊✲ᡤ

10:45 [E1-04] Annual fluxes of 
dissolved organic carbon
（DOC）in a cool-temperate 
deciduous forest of central 
Japan　Siyu Chen*,Shinpei 
Yoshitake,Toshiyuki 
㻻㼔㼠㼟㼡㼗㼍䠈ᒱ㜧Ꮫᛂ⏝⏕
≀⛉Ꮫ◊✲⛉

14:15 [E1-10] Short-term 
dynamics of the entire post-
germination populations of a 
rain forest tree species in a 
50 ha plot　*Sugiyama, A. 
(UCLA/FFPRI), Masaki, T. 
(FFPRI), Hubbell, S.P. 
(UCLA/STRI)

[F1-02] ブナのマスティングと
葉フェノロジーの関係　㻖ᒣ
ᾆᨷ䠄ಙᕞ㝔䞉ᩍ䠅㻘⏣
⚽⾜䠄ಙᕞ䞉ᩍ䠅

[G1-02] ヤギの体重変化と排
泄量を基にした採草量の推定　
ὸ㢼⚈Ꮚ䠄㧗▱䞉⌮䠅㻘㻌㻖ຍ
⸨ඖᾏ䠄㧗▱䞉㯮₻䠅

11:00 [E1-05] Variation in 
ecosystem silicon cycling 
via plants with elevation 
and bedrock on Mount 
Kinabalu, Sabah, Malaysia　
*Nakamura, R., Ishizawa, 
H., Kajino, H., Suzuki, S., 
Kitayama, K., Kitajima, K. 
(Kyoto Univ.), Wagai, R. 
(NIAES)

14:30 [E1-11] Changes in 
functional composition along 
forest degradation in 
different types of tropical 
forests in Thailand　*Panida 
KACHINA, Hiroko 
Kurokawa, Masahiro Aiba, 
Lamthai Asanok, Dokrak 
Marod, Tohru Nakashizuka.

[F1-03] 植物のアルカロイド
を介した生物間相互作用
の空間的・時間的効果　*
⏣ᓫ䠄ி䞉⏕ែ◊䠅㻘㻌
㧗ຌḟ㑻䠄ಙ䞉⌮䠅㻘㻌
୵㝯அ䠄ி䞉⏕ែ◊䠅

[G1-03] カツオクジラの立ち泳
ぎ採餌　㻖ᒾ⏣㧗ᚿ䠄ᮾ䞉
ᾏ◊䠅㻘㻌㉥ᯇᡂ䠄Ỉ◊䝉䞉୰
ኸỈ◊䠅㻘㻌బ⸨ඞᩥ䠄ᮾ䞉
ᾏ◊䠅

11:15 [E1-06] The cloud forest 
ecosystem in Taiwan is 
facing severe drought 
stress　Shin-Hao Chen, 
Hsin-Lin Wei*, Masaki 
Sano, Takeshi Nakatsuka, 
I-Ching Chen

14:45 [E1-12] Habitat structures 
controlling the spatial 
distribution of vascular 
epiphytes　*Nakanishi, A., 
Tanaka, M. (Kyoto Univ.), 
Sungpalee, W., Sri-
ngernyuang, K. (Maejo 
Univ.), Kanzaki, M. (Kyoto 
Univ.)

[F1-04] テリハボクの初期
成長特性における家系間
差：母樹の生育環境による
早生型・晩生型は存在す
るか？　ᯇୗ㏻ஓ㻘㻌ⰼᒸ㻌
㻘㻌ຍ⸨୍㝯㻘㻌ᯈ㰯┤ᴿ㻘㻌
ᴋᇛᙪ㻘㻌༓ྜྷⰋ㻌㻌㻔᳃
ᯘ⥲◊䞉ᯘ⫱䝉㻕

[G1-04] ニホンザル野生群にお
けるinfant handlingの機能検
証　㻖㛵⃝㯞ఀἋ㻘㻌ἅᒎஅ
䠄⥲◊䞉ඛᑟ◊䠅

植物生理生態

15:00 [E1-13] The effects of stem 
damage on sex allocation in a 
wind-pollinated plant 
Ambrosia artemisiifolia　 
*Nakahara, T. (Kyushu 
Univ.), Fukano, Y. (Tokyo 
Univ. of Agri. and Tech.), 
Yahara, T. (Kyushu Univ.)

[F1-05] 針葉樹には光呼
吸に必須な葉緑体型グルタ
ミン合成酵素（GS2）が存
在しない　ᐑ⃝┿୍䠄᳃ᯘ
⥲◊䠅㻖㻘㻌ᐑᑿගᜨ䠄⏕≀
㈨※◊䠅㻘㻌ᮧᏹ䠄᳃ᯘ
⥲◊䠅

[G1-05] 鳥たちに心はあるか？
表象を介した情報伝達の実験
的検証　㕥ᮌಇ㈗䠄⥲◊䞉
ඛᑟ⛉Ꮫ䠅
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14:00 [䣊1-01] 充儤カᒓ㨶㢮における体Ⰽのከᵝ化を僨
た僯す生理生態充カニズ兄（䣋）　㻖⸨ᮏ┿ᝅ䠄⌰⌫
䞉⇕⏕◊䠅䠈ᣢ⏣ᾈ䠄ᛂ䞉⏕≀䠅䠈ᮡෆ
ಙဢ䠈ᯇஂᐇ䠄㯞ᕸ䞉⋇་䠅䠈㔝₶䠄㑇ఏ
◊䞉⏕ែ㑇ఏ䠅䠈㻰㻚㻌㻲㻚㻌㻹㼛㼗㼛㼐㼛㼚㼓㼍㼚䠄⌰⌫䞉
⌮䠅䠈▼ᕝ㯞䠄㑇ఏ◊䞉⏕ែ㑇ఏ䠅䠈㻾㻚㻌㻷㻚㻌
㻴㼍㼐㼕㼍㼠㼥䠄㻸㻵㻼㻵䠅䠈㻭㻚㻌㻷㻚㻌㼃㻚㻌㻹㼍㼟㼑㼚㼓㼕䠄㻿㼍㼙㻌
㻾㼍㼠㼡㼘㼍㼚㼓㼕㻌㼁㼚㼕㼢㻚䠅䠈ᒣᖹᑑᬛ䠄⌰⌫䞉⇕⏕◊䠅

[䣋1-01] 植生の長期兆ニタリ
ングにྥけた䣔GB儫ータゎ
ᯒ᪉ἲの開発　㻖Ỉ㔝䚷
Ꮚ䠄ྡྂᒇ䚷䠅㻘䚷⏣㑔䚷
ඃ㈗Ꮚ

[J1-01] ᾏ㐨ᮾ㒊ⅆᒣ性ᄇ
ẼᏍ࿘㎶のᅵተ環境と植物の
ศᕸ　㻖༡ె䠄⋢ᕝ䞉㎰䠅䠈㻌
㔝ཱྀౡ⍵ዉ䠄⋢ᕝ䞉㎰䠅

14:15 [䣊1-02] 充儤カᒓ㨶㢮における体Ⰽのከᵝ化を僨
た僯す生理生態充カニズ兄（䣋䣋）　㻖ᣢ⏣ᾈ䠄ᛂ
䞉⏕≀䠅䠈ᮡෆಙဢ䠈ᯇஂᐇ䠄㯞ᕸ䞉⋇
་䠅䠈㔝₶䠄㑇ఏ◊䞉⏕ែ㑇ఏ䠅䠈⸨ᮏ┿ᝅ
䠄⌰⌫䞉⇕⏕◊䠅䠈㻰㻚㻌㻲㻚㻌㻹㼛㼗㼛㼐㼛㼚㼓㼍㼚䠄⌰⌫
䞉⌮䠅䠈▼ᕝ㯞䠄㑇ఏ◊䞉⏕ែ㑇ఏ䠅䠈㻵㻚㻌㻲㻚㻌
㻹㼍㼚㼐㼍㼓㼕䠈㻭㻚㻌㻷㻚㻌㼃㻚㻌㻹㼍㼟㼑㼚㼓㼕䠄㻿㼍㼙㻌㻾㼍㼠㼡㼘㼍㼚㼓㼕㻌
㼁㼚㼕㼢㻚䠅䠈㻾㻚㻌㻷㻚㻌㻴㼍㼐㼕㼍㼠㼥䠄㻸㻵㻼㻵䠅䠈㻌ᒣᖹᑑᬛ䠄⌰⌫
䞉⇕⏕◊䠅

[䣋1-02] 立ᒣアル儾ンルー儬
の㝖雪が㐨㊰ἢ⥺の᳃ᯘ
に及ぼす影響　㻖▼⏣䚷ோ
㻔ᒱ㜧䞉ᛂ㻕㻘㻌୰ᓥᶞ
㻔ᐩᒣ┴᳃ᯘ◊㻕㻘㻌ᐑ䚷
ᚭ㻔ᐩᒣ┴᳃ᯘ◊㻕

[J1-02] ⅆᒣ性儐スが㧗ᒣ植
生に及ぼす影響　ー立ᒣ働の
ー　㻖⏣┤ஓ䠈బ⃝
ே䠄ᐩ䞉ᴟᮾ䠅䠈ྜྷᯇ⨾ဏ䠈
䬢ཱྀ㛤Ώ䠈ᯇ⏣ᆅ䠄ᐩ䞉
⌮䠅䠈ᕝᮧ䠄ᗈᓥ䞉ᅜ
㝿䠅

14:30 [䣊1-03] 儬ランスリ儻儬ー兄㐍化の環境౫存的ไ
⣙　㻖▼ᕝ㯞䠄㑇ఏ◊䠅䚸᪥ୗ㒊ㄔ䠄ᮾ䠅䚸ྜྷ
⏣ᜏኴ䠄㑇ఏ◊䠅䚸㻹㼍㼞㼗㻌㻾㼍㼢㼕㼚㼑㼠䠄㑇ఏ◊䠅䚸∾
㔝⬟ኈ䠄ᮾ䠅䚸㇏⏣ᩔ䠄㑇ఏ◊䠅䚸⸨ᒣ⛅బ
ኵ䠄㑇ఏ◊䠅䚸㔝₶䠄㑇ఏ◊䠅

[䣋1-03] 排Ỉの影響をཷけ
たḷᡯ‵ཎの植物群ⴠの
ศᕸ　㻖䜲䞉䜰䝶䞁㻔㎰
Ꮫ㝔㻕䚸ኈ⏣⿱Ꮚ㻔
㻲㻿㻯᳜≀ᅬ㻕䚸ᑠᯘẎ
㻔㻲㻿㻯᳜≀ᅬ㻕䚸ୖ
ி㻔㎰Ꮫ◊✲㝔㻕

[J1-03] ᪧ⇕ᖏ༊ᒣᆅᯘの⤌
成とẼೃ᮲௳のẚ㍑およ僙
༊との関係性に僊い僌　┠㯮䚷
ఙ୍

14:45 [䣊1-04] 儬儐リ儱ズミ┠のミ儬儗ンドリアD䣐Aにおけ
る系⤫特␗的なṇの㑅ᢥ　㻖బ⸨┿㻔⏫ᒣᓅ
༤≀㤋㻕㻘㻌⋢ᡭⱥ㻔ᒣᙧ䞉⌮㻕㻘㻌ᶓᒣ₶㻔ᒣᙧ
䞉⌮㻕

[䣋1-04] 㧗ᒣᕷにおける⤯
⁛した㞟ᅋ⏤᮶の儙クラ儡
儊個体の᥈⣴傎およ僙⏤᮶
推定に重せな᮲௳　㻖ྜྷ⏣
ᗣᏊ䠄⚄ᡞ㝔䞉㎰䞉㣗㈨
※䝉䠅䚸୰⃝ᏹ䠄㧗ᒣᕷ
ᙺᡤ䠅䚸ᮏᇛṇ᠇䠄ᮾ㎰
◊䠅䚸⃝Ⰻ䠄⟃Ἴ㝔䞉
⏕⎔ቃ䠅

[J1-04] 生物ከᵝ性ホ౯のた
僧のMOD䣋S儫ータによる᪥ᮏ
ᅵの植生⌧ἣᅗ作成　㻖ཎ
ኴ㑻䠈ཎ⏣୍ᖹ䠈ᐩ⏣⍞ᶞ䠈
ᮔ㚝ᮽ䠈㛗㇂ᕝ㍜䠈ὸᕷ
⏨䠄ᮾிሗ䠅䠈ཎṇ䠄༓
ⴥ┴❧୰ኸ༤䠅䠈ᖹ྿႐ᙪ
䠄ᮾᏛ㝔䠅䠈⸨ཎ㐨㑻䠄ර
ᗜ┴❧䠅

15:00 [䣊1-05] ᑠ➟ཎㅖᓥにධしたグリーンアノール
の㐍化的変化の検ฟと㞟ᅋ儖ノ兄ゎᯒ　㻖⋢ᡭ
ᬛྐ䠄ᮾ䞉㝔䞉⏕䠅㻘㻌᳃ⱥ❶䠄⮬↛⎔ቃ◊
✲䝉䞁䝍䞊䠅㻘㻌㻮㼞㼕㼍㼚㻌㻶㻚㻌㻯㼛㼙㼜㼛㼟㼍㼚㼛㻌㻔㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌
㼛㼒㻌㻲㼘㼛㼞㼕㼐㼍㻕㻘㻌㻷㼑㼚㼚㼑㼠㼔㻌㻸㻌㻷㼞㼥㼟㼗㼛㻌䠄㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㼛㼒㻌
㻲㼘㼛㼞㼕㼐㼍䠅㻘㻌⯚ᒣு䠄ᮾ䞉་䞉㝃ᒓ⏕ᛂ⏝་
Ꮫ◊✲䝉䞁䝍䞊㻌䛜䜣་Ꮫ䝁䜰䝉䞁䝍䞊㻌⣽⬊ቑ
Ṫไᚚศ㔝䠅㻘㻌୰ᒣၨᏊ䠄ᮾ䞉་䞉㝃ᒓ
⏕ᛂ⏝་Ꮫ◊✲䝉䞁䝍䞊㻌䛜䜣་Ꮫ䝁䜰䝉䞁
䝍䞊㻌⣽⬊ቑṪไᚚศ㔝䠅㻘㻌∾㔝⬟ኈ䠄ᮾ䞉
㝔䞉⏕䠅㻘㻌Ἑ⏣㞞ᆂ䠄ᮾ䞉㝔䞉⏕䠅

[䣋1-05] 儑ンランᒓ3✀のಖ
ᡭἲ☜立に僦けたዲ㐺
生育環境と生存ᡓ␎の推
定　㻖㛗㇂ᕝၨ୍䠈ୖ㔝⿱
䠈ᇛ 䠈ග㇂ᶞ䠈
℧ᮏ┿⌮䠈ୖ㝯ྖ䠄ᅜ
┬䞉ᅜ⥲◊䠅䠈㐟ᕝ▱ஂ
䠄ᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋䠅

[J1-05] ศᕸ㝈ᇦにおけるイ
ラ兆ミᯘの✀⤌成とศᕸ　ᫍ┤
ᩯ䠄ᰣᮌ┴༤䠅
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15:15 [E1-14] Robust regulation by 
histone modifications as the long-
term memory of the en䣸ironment　
㻖㻺㼕㼟㼔㼕㼛㻘㻌㻴㻚㻌㻔㻷㼥㼛㼠㼛㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘㻌㻮㼡㼦㼍㼟㻘㻌
D. (Tsukuba Univ.), Iwayama, K. 
(Ryukoku Univ.), Nagano, A.J. 
(Ryukoku Univ.), Kudoh, H. 
(Kyoto Univ.)

[F1-0䢸] ள㧗ᒣᖏ針葉樹儛ラ儷
儡働Ꮨに僥僯僲るのᯞᮌ㒊の
㏻Ỉ㜼ᐖはᯞ㱋に౫存する　
ᲄᘯ㈗䠈ሯᘯ䠈㻖✀Ꮚ⏣
ᙪ䠄ᮾி䞉⌮䠅䠈ᑠ➟┿⏤⨾䠈
▮ᓮ୍䠄᳃ᯘ⥲◊䠅䠈⏣ᜨ
⨾Ꮚ䠄ᮾி㎰䞉⌮䠅

[G1-0䢸] 㢼環境に合僵僁
僌᭱㐺な㣕⩧㏿ᗘを㑅ᢥ
する兌ーロ儧儵儶充儊　㻖బ⸨
ඞᩥ㻔ᮾᾏ◊㻕䠈⥥㈏
㇏㻔Ỉ⏘㻕䠈㻿㼍㼞㼍㼔㻌
㼃㼍㼚㼘㼑㼟㼟㻔㻯㻱㻴㻕䠈㻲㼞㼍㼚㼏㼕㼟㻌
Daunt(CEH)

[䣊1-0䢸] ᑠ➟ཎㅖᓥのእ᮶性
グリーンアノールにおける㞟ᅋ間
ᙧ態差と僃の生態Ꮫ的せᅉの
検ウ　㻖Ᏻす⯟䠄ᮾ䞉⌮䠅㻘㻌㧗
ᶫὒ⏕㻘㻌ᡞ⏣ගᙪ䠄⮬↛◊䠅㻘㻌
㐲⸨⚽⣖䠄ᮾ䞉༤≀㤋䠅

15:30 [E1-15] Variation of transpiration 
among trees of various size 
composing a tropical rainforest in 
Borneo　*Saito, T. (Nagoya 
Univ.), Oren, R. (Duke Univ.), 
Kho, L.K. (Malaysian Palm Oil 
㻮㼛㼍㼞㼐㻕㻘㻌㻷㼡㼙㼑㻘㻌㼀㻚㻌㻔㼀㼍㼕㼣㼍㼚㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘㻌
Takahashi, A., Hamada, S, 
Koboyashi, N., Fujii, S., Kumagai, 
T. (Nagoya Univ.)

[F1-0䢹] 植物ᴫ᪥時ィのᏘ⠇
変化僞のྠㄪ充カニズ兄と僃の㐺
ᛂ的ព⩏䚷㻖ཎ㝯அ㻔㝔䞉
⎔ቃ㻕㻘㛵ඖ⚽㻔䞉ᕤ㻕㻘㼃㼑㼎㼎㻌
㻭㻚㻭㻚㻾㻚㻔㻯㼍㼙㼎㼞㼕㼐㼓㼑㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘బ➉
ᬡᏊ㻔䞉⌮㻕

[G1-0䢹] ఱがᨺ鳥儬儑の
生存に影響を傮るの
か？　㻖Ọ⏣ᑦᚿ㻝䚸ᒣ⏣
ᐅỌ㻞䚸୰ὠᘯ㻝䚸Ἔ⏣↷
⛅㻝䠄㻝䠖᪂₲㻯㼀㻱㻾㻘㻌㻞㻦㻌
᪂₲䞉⮬↛⛉Ꮫ䠅

[䣊1-0䢹] ミジン儗のᤕ㣗⪅にㄏ
ᑟ傻僲る表⌧型ከ型のไᚚにお
けるイオン儥兇儱ルඹᙺ型グルタミ
ン㓟ཷᐜ体のᙺ　㻖ᐑᕝ୍ᚿ㻌
㻔Ᏹ䞉䝞䜲䜸㻕㻘㻌ཱྀὈἨ㻌㻔ᇶ
⏕◊㻕

15:45 [E1-16] The spatial distribution of 
water loss in the stems of two 
widely planted Japanese conifers 
related to fatal drought stress䚷
*Umebayashi, T. (Hokkaido 
Univ.), Fukuda, K. (Univ. of 
Tokyo), Utsumi, Y. (Kyushu 
Univ.), Kusumoto, D. (Univ. of 
Tokyo)

[F1-0䢺] ⮬ᕫ間ᘬ傳๎ୗにある
᳃ᯘのᯘศ呼吸量の⤒ᖺ変化
に関する兆儫ルゎᯒ　ᑠᕝ୍㻌
㻔ྡྂᒇᏛ㻕

[G1-0䢺] 野生儬儑の群僲と
༢⊂働の行動のẚ㍑　*
Ἔ⏣↷⛅䚸୰ὠᘯ䚸Ọ⏣
ᑦᚿ䚷㻔᪂䞉㻯㼀㻱㻾㻕

[䣊1-0䢺] ᪻の⩟ከ型における
ᐦᗘ౫存性の㐍化：ᩘ理兆儫ル
により生理Ꮫと生態Ꮫの⼥合を
┠ᣦす　ୖᒸ㥴ᏹ㻖㻘㻌ᕑబᗤ
䠄䚸⌮䚸⏕≀䠅

㑄⛣・᭦᪂

16:00 [E1-17] Respiration and 
anatomical characteristics of 
Moso bamboo culms　*Uchida, 
E.M.(Kyushu Univ.), Katayama, 
A.(Kyushu Univ.), Utsumi, 
Y.(Kyushu Univ.), Enoki, 
T.(Kyushu Univ.), Koga, 
S.(Kyushu Univ.), Otsuki, 
K.(Kyushu Univ.)

[F1-0䢻] ブナにおける稚樹とぶᮌ
のハ儷タ儧儬の㐪いに基僋債᭦᪂
㐺ᇦの時空間変動ண 　㻖ᑠฟ
㻌㻔ᅜ⎔◊㻕㻘㻌ẚᇶ⣖㻌㻔㧗▱
㻕㻘㻌୰ᑿὒ㻘㻌ᶫ㤶㻘㻌ὠ
ᒣᗄኴ㑻㻘㻌ᯇဴဢ㻘㻌⏣୰ಙ
⾜㻌㻔᳃ᯘ⥲◊㻕

[G1-0䢻] ศᩓྍ能な環境
におけるハ儤ニとカブリ儤ニの
ᨷ㜵（凣）　㻖ᵳึ㡢㻘㻌▮
㔝ಟ୍䠄ி㝔䞉㎰䞉⏕ែ
ሗ䠅

[䣊1-0䢻] ᐦᗘ౫存的な推⛣行
ิとᙎຊ性：ᐤ生⻏2✀の➇த
実験　㻖ᔱ⏣ṇ㻘㛗℩ὈᏊ㻘ᑠ
ᯘ♸୍㑻㻌䠄ᮾ䞉⥲ྜᩥ䞉ᗈ
ᇦ䠅

16:15 [E1-18] Intrinsic drivers 
controlling intra- and interspecific 
variation of nutrient demands in 
tropical tree species　*Ryota 
Aoyagi, Kanehiro Kitayama (Kyoto 
Univ.)

[F1-10] 開ⰼᖺの僀僲た儙儙の
ᯤṚがブナᯘの動態に傮る影
響：༑⏣†␁の儥儛マザ儙୍
ᩧ開ⰼの　㻖ⵗ⏣䚷᫂ྐ䞉
㧗ᮌ䚷㇏䞉ᯇᑿ䚷Ṍ䞉బ⸨䚷᭸
⳹䞉㜿㒊䜏䛹䜚䠄⛅⏣┴䞉⏕≀
㈨※䠅

[G1-10] ศᩓྍ能な環境
におけるハ儤ニとカブリ儤ニの
ᨷ㜵（凤）　㻖▮㔝ಟ୍㻘㻌
ᵳึ㡢䠄ி㝔䞉㎰䞉⏕ែ
ሗ䠅

[䣊1-10] ࿘期儠ミ（素ᩘ儠ミ）の
࿘期性㐍化充カニズ兄のゎ᫂　*
ఀᮾၨ㻔㟼ᒸ䞉㐀㻕㻘㻌ᰠᔱ⪽
䠄㟼ᒸ䞉㐀䠅㻘㻌ୖཎ㝯ྖ㻔ྡ
ྂᒇ▷㻕㻘㻌Ᏺ⏣ᬛ䠄㟼ᒸ䞉
ᕤ䠅㻘㻌ᑠᒣ༟ஓ㻔ி㒔䞉⌮㻕㻘㻌᭮
⏣㈆䠄ி㒔䞉⌮䠅㻘㻌㻶㼛㼔㼚㻌㻾㻚㻌
㻯㼛㼛㼘㼑㼥㻔䝁䝛䝔䜱䜹䝑䝖㻕㻘㻌ྜྷᮧ
ோ䠄㟼ᒸ䞉㐀䠅

16:30 [E1-19] (A)biotic factors 
underlying variation in Cs-137 
concentration among shoots 
within a Japanese fir (Abies 
firma ) distributed in forests in 
Fu䣭ushima, Japan　*Oba, Y., 
Yamada, T., Shizuma, K., Okuda, 
T. (Hiroshima Univ.)

[F1-11] ᮾ᪥ᮏ㟈⅏のὠἼ
働Ỉ生᪻はάするのか？ー
⚟ᓥ┴相㤿ᕷのにおけるỈ生
᪻相の変化ー　㻖୕⏣ᮧᩄṇ
䠄⚟ᓥ㎰⥲䝉䠅㻘㻌ᖹ⃝᱇䠄䜰䜽
䜰䝬䝸䞁䜅䛟䛧䜎䠅㻘㻌ྜྷ㔜ᖾ
䠄⚟ᓥ䛾䠅

[G1-11] ᤕ㣗⪅の存在は
⿕㣗⪅の༸のᏤ化を早僧
る䣁到ᒾ♋₻間ᖏに生ᜥ
するカ儙儐イのᑐᤕ㣗⪅ᡓ
␎到　⏣䚷ⴥᏊ㻖㻘㻌ᒾᓮ䚷
ᩗ㻘㻌㐟బ䚷㝧୍

[䣊1-11] ᪂しい✀がḟ傑とฟ
傻僲る充カニズ兄のᩘ理的◊✲䚷
㻖ᕑబ㻌ᗤ䠄⌮䠅䞉ᒣཱྀ㻌ㄹ
䠄⌮䠅

16:45 [E1-20] Cline in flowering time 
response to long- and short-day 
photoperiods in Arabidopsis 
kamchatica  across a 3000-m 
elevational range䚷㻖㻷㼑㼚㼠㼍㻌㼀㻌
(SMRC, Univ. Tsukuba), Yamada 
A (Toho Univ.), Onda Y (CSRS, 
RIKEN), Wakazuki Y( CRiED, 
Univ. Tsukuba)

[F1-12] 群㞟㞟合： 空間的およ
僙時間的ニ儧儥ศ化の重せ性　* 
ᖹ㈡ඃ㻘㻌ᒾᓮ⸛Ꮚ㻘㻌ᖹᫀ
ྐ㻘㻌㔠᳃⏤ድ㻘㻌⬌அ㝧㻘㻌❧ⰼ㐨
ⲡ㻌㻔䞉㝔䞉⎔ቃ㻕㻘㻌ዟ⏣Ṋᘯ㻌
㻔Ỉ◊䝉䞉ᅜ㝿Ỉ◊㻕㻘㻌῝㇂⫕୍㻌
㻔⤫ᩘ◊㻕㻘㻌㔝⏣㝯ྐ㻌㻔䞉ᆅ
⌫⎔ቃ㻕

[G1-12] ᮌⓏりカタツ兄リ
がᮌにⓏ僯ないと像催なるの
か？　బ䛔䛟௦㻖䠄⟃Ἴ
䠅㻘㻌⩚ឿ䠄⮬↛◊䠅㻘㻌
㛗⏣அ䠄䠅㻘㻌ර⸨
ኵ䠄ᒸᒣ䠅㻘㻌ኴ⏣
Ẹஂ䠄ᆅ⌫◊䠅㻘㻌▼ၿ
㝯䠄䠅㻘᪥ᾆຮ䠄䠅

[䣊1-12] 個体群ศᒱのཎ理　
᳃ᾈ㻌㻔ឡᏛ䞉ἢᓊ㻕
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15:15 [䣋1-0䢸] 生物的㜵㝖が㠀㎰⪔
ᆅの生物のಖに及ぼす影響
のᩘ理兆儫ル　㻖ụᕝ㻌㞝ு㻘㻌Ụ
㻌᪥ฟኵ㻘㻌㞴Ἴ㻌ᖾ䠄㜰
ᗓ㝔䞉⌮䠅

[J1-0䢸] ブナ⛉のす僥ศけ　ᗈ
ᮌペ୕㻔ឡ▱Ꮫ㻕

15:30 [䣋1-0䢹] マル儥儻児儧クス䣒C䣔によ
る環境D䣐Aヨᩱを用いた」ᩘ
㨶✀ྠ時検ฟᡭἲの開発　*
ᮏ⃝⏕㻔㱟㇂䞉㝔䞉⌮ᕤ㻕㻘㻌
ᒣ୰⿱ᶞ㻔㱟㇂䞉⌮ᕤ㻕

[J1-0䢹] 植物群㞟の㠀ラン儤兄
なⰼⰍᵓ成：互いに␗なる在
᮶✀・僃のをすእ᮶✀　*
∾㔝ᓫྖ䠄ᒣᙧ䞉⌮䠅㻘㻌ᶓᒣ
₶䠄ᒣᙧ䞉⌮䠅

15:45 [䣋1-0䢺] ⪔作ᨺᲠᆅは‵ᆅ性
生物✀の௦᭰生ᜥᆅとなり催る
か？-⪔作ᨺᲠᆅの時空間特
性が‵ᆅ性オ儙兄儛の定╔に
傮る影響-　ᒣ୰⪽㻔䞉
㎰㻕㻖㻘㻌㉥ᆏ༟⨾㻔ᖏ␆䞉⏕
⛉Ꮫ㻕㻘㻌⸭ཎభᶞ㻔䞉㎰㻕㻘㻌
୰ᮧኴኈ㻔䞉㎰㻕

[J1-0䢺] ↷葉樹ᯘᖏにおけるカ
タクリ個体群の動態　୰す䚷ṇ
䠄ឡ▱┴⎔ቃᑂ㆟ᑓ㛛ㄪᰝ
ဨ䠅

16:00 [䣋1-0䢻] 環境D䣐Aศᯒを用いた
Ỉ᳇生物の河川における⛣動
ศᩓのᢕᥱ　Ḉ⩧㻖㻘ᮏ⃝
⏕㻔㱟㇂䞉㝔䞉⌮ᕤ㻕㻘୕Ꮿ
ኴ㑻㻘ᒣ୰⿱ᶞ㻔㱟㇂䞉⌮
ᕤ䠅

[J1-0䢻]  ᬮ化と雪ゎけ時期
にᑐする෭ ᖏ草ཎ植生の
ᛂ　㻖㕥ᮌு䠄⟃Ἴ䞉Ⳣᖹ
䝉䠅

16:15 [䣋1-10] ᗈᇦス儕ールの儵ラ充ー
タか僯河川性㨶㢮の個体ᩘ推
定はྍ能か？　㻖▼ᒣಙ㞝㻘㻌↷
្㻘㻌୰ᮧኴኈ㻔䞉㎰䠅

[J1-10] ᒣⅆ㊧ᆅの✀Ꮚ発
ⱆ個体　㻖ὠ⏣ᬛ䠈ቑኴᶞ䚷
ᒱ㜧ὶᇦᅪ䝉䞁䝍䞊

16:30 [䣋1-11] オ儐儙兓ラ儠ミの系⤫的
⨨と㑇伝的ከᵝ性　㻖㛗ኴ
ఙ❶䠄⛉༤䞉ᶆᮏ㈨ᩱ䝉䠅㻘㻌
ᯘ㝯ྖ䠄㤳㒔㻌㻛㻌㒔ᑠ➟ཎ
ள⇕ᖏ㎰䝉䠅㻘㻌ᯘṇ⨾䠄ᇸ⋢
ྡᩍᤵ䠅

[J1-11] アン儗ールᆅᇦの儴
ライにおけるỈ生植生のศᕸ儵
ターン　㻖ᒣኸே㻔ᇸ⋢䞉
㝔䞉ᩍ⫱㻕㻌Ⲩᮌ♸㻔ᇸ⋢䞉
ᩍ⫱㻕䠈㻿㼕㼚㻌㻼㼕㼟㼑㼥㻔㻭㻼㻿㻭㻾㻭㻕䠈
ඵᮌⱥኵ㻔᪥䞉ᩥ⌮㻕䠈ሯ
⬥┿㻔㔠ἑ䞉⎔᪥ᮏᾏᇦ
⎔ቃ◊✲䝉䞁䝍䞊㻕䠈㻴㼍㼚㼓㻌
Peou(APSARA)

16:45 [䣋1-12] ᅛ᭷ᒓ✀アニジマイナ儘
の生態と系⤫ಖ存ᢏ⾡の開発　
㻖ⱉ㒊⣖㻘㻌᳃ⱥ❶䠄⚄ዉᕝ
┴❧༤≀㤋䚸⮬↛⎔ቃ◊✲䝉
䞁䝍䞊䠅
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15:15 [E1-14] Robust regulation by 
histone modifications as the long-
term memory of the en䣸ironment　
㻖㻺㼕㼟㼔㼕㼛㻘㻌㻴㻚㻌㻔㻷㼥㼛㼠㼛㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘㻌㻮㼡㼦㼍㼟㻘㻌
D. (Tsukuba Univ.), Iwayama, K. 
(Ryukoku Univ.), Nagano, A.J. 
(Ryukoku Univ.), Kudoh, H. 
(Kyoto Univ.)

[F1-0䢸] ள㧗ᒣᖏ針葉樹儛ラ儷
儡働Ꮨに僥僯僲るのᯞᮌ㒊の
㏻Ỉ㜼ᐖはᯞ㱋に౫存する　
ᲄᘯ㈗䠈ሯᘯ䠈㻖✀Ꮚ⏣
ᙪ䠄ᮾி䞉⌮䠅䠈ᑠ➟┿⏤⨾䠈
▮ᓮ୍䠄᳃ᯘ⥲◊䠅䠈⏣ᜨ
⨾Ꮚ䠄ᮾி㎰䞉⌮䠅

[G1-0䢸] 㢼環境に合僵僁
僌᭱㐺な㣕⩧㏿ᗘを㑅ᢥ
する兌ーロ儧儵儶充儊　㻖బ⸨
ඞᩥ㻔ᮾᾏ◊㻕䠈⥥㈏
㇏㻔Ỉ⏘㻕䠈㻿㼍㼞㼍㼔㻌
㼃㼍㼚㼘㼑㼟㼟㻔㻯㻱㻴㻕䠈㻲㼞㼍㼚㼏㼕㼟㻌
Daunt(CEH)

[䣊1-0䢸] ᑠ➟ཎㅖᓥのእ᮶性
グリーンアノールにおける㞟ᅋ間
ᙧ態差と僃の生態Ꮫ的せᅉの
検ウ　㻖Ᏻす⯟䠄ᮾ䞉⌮䠅㻘㻌㧗
ᶫὒ⏕㻘㻌ᡞ⏣ගᙪ䠄⮬↛◊䠅㻘㻌
㐲⸨⚽⣖䠄ᮾ䞉༤≀㤋䠅

15:30 [E1-15] Variation of transpiration 
among trees of various size 
composing a tropical rainforest in 
Borneo　*Saito, T. (Nagoya 
Univ.), Oren, R. (Duke Univ.), 
Kho, L.K. (Malaysian Palm Oil 
㻮㼛㼍㼞㼐㻕㻘㻌㻷㼡㼙㼑㻘㻌㼀㻚㻌㻔㼀㼍㼕㼣㼍㼚㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘㻌
Takahashi, A., Hamada, S, 
Koboyashi, N., Fujii, S., Kumagai, 
T. (Nagoya Univ.)

[F1-0䢹] 植物ᴫ᪥時ィのᏘ⠇
変化僞のྠㄪ充カニズ兄と僃の㐺
ᛂ的ព⩏䚷㻖ཎ㝯அ㻔㝔䞉
⎔ቃ㻕㻘㛵ඖ⚽㻔䞉ᕤ㻕㻘㼃㼑㼎㼎㻌
㻭㻚㻭㻚㻾㻚㻔㻯㼍㼙㼎㼞㼕㼐㼓㼑㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘బ➉
ᬡᏊ㻔䞉⌮㻕

[G1-0䢹] ఱがᨺ鳥儬儑の
生存に影響を傮るの
か？　㻖Ọ⏣ᑦᚿ㻝䚸ᒣ⏣
ᐅỌ㻞䚸୰ὠᘯ㻝䚸Ἔ⏣↷
⛅㻝䠄㻝䠖᪂₲㻯㼀㻱㻾㻘㻌㻞㻦㻌
᪂₲䞉⮬↛⛉Ꮫ䠅

[䣊1-0䢹] ミジン儗のᤕ㣗⪅にㄏ
ᑟ傻僲る表⌧型ከ型のไᚚにお
けるイオン儥兇儱ルඹᙺ型グルタミ
ン㓟ཷᐜ体のᙺ　㻖ᐑᕝ୍ᚿ㻌
㻔Ᏹ䞉䝞䜲䜸㻕㻘㻌ཱྀὈἨ㻌㻔ᇶ
⏕◊㻕

15:45 [E1-16] The spatial distribution of 
water loss in the stems of two 
widely planted Japanese conifers 
related to fatal drought stress䚷
*Umebayashi, T. (Hokkaido 
Univ.), Fukuda, K. (Univ. of 
Tokyo), Utsumi, Y. (Kyushu 
Univ.), Kusumoto, D. (Univ. of 
Tokyo)

[F1-0䢺] ⮬ᕫ間ᘬ傳๎ୗにある
᳃ᯘのᯘศ呼吸量の⤒ᖺ変化
に関する兆儫ルゎᯒ　ᑠᕝ୍㻌
㻔ྡྂᒇᏛ㻕

[G1-0䢺] 野生儬儑の群僲と
༢⊂働の行動のẚ㍑　*
Ἔ⏣↷⛅䚸୰ὠᘯ䚸Ọ⏣
ᑦᚿ䚷㻔᪂䞉㻯㼀㻱㻾㻕

[䣊1-0䢺] ᪻の⩟ከ型における
ᐦᗘ౫存性の㐍化：ᩘ理兆儫ル
により生理Ꮫと生態Ꮫの⼥合を
┠ᣦす　ୖᒸ㥴ᏹ㻖㻘㻌ᕑబᗤ
䠄䚸⌮䚸⏕≀䠅

㑄⛣・᭦᪂

16:00 [E1-17] Respiration and 
anatomical characteristics of 
Moso bamboo culms　*Uchida, 
E.M.(Kyushu Univ.), Katayama, 
A.(Kyushu Univ.), Utsumi, 
Y.(Kyushu Univ.), Enoki, 
T.(Kyushu Univ.), Koga, 
S.(Kyushu Univ.), Otsuki, 
K.(Kyushu Univ.)

[F1-0䢻] ブナにおける稚樹とぶᮌ
のハ儷タ儧儬の㐪いに基僋債᭦᪂
㐺ᇦの時空間変動ண 　㻖ᑠฟ
㻌㻔ᅜ⎔◊㻕㻘㻌ẚᇶ⣖㻌㻔㧗▱
㻕㻘㻌୰ᑿὒ㻘㻌ᶫ㤶㻘㻌ὠ
ᒣᗄኴ㑻㻘㻌ᯇဴဢ㻘㻌⏣୰ಙ
⾜㻌㻔᳃ᯘ⥲◊㻕

[G1-0䢻] ศᩓྍ能な環境
におけるハ儤ニとカブリ儤ニの
ᨷ㜵（凣）　㻖ᵳึ㡢㻘㻌▮
㔝ಟ୍䠄ி㝔䞉㎰䞉⏕ែ
ሗ䠅

[䣊1-0䢻] ᐦᗘ౫存的な推⛣行
ิとᙎຊ性：ᐤ生⻏2✀の➇த
実験　㻖ᔱ⏣ṇ㻘㛗℩ὈᏊ㻘ᑠ
ᯘ♸୍㑻㻌䠄ᮾ䞉⥲ྜᩥ䞉ᗈ
ᇦ䠅

16:15 [E1-18] Intrinsic drivers 
controlling intra- and interspecific 
variation of nutrient demands in 
tropical tree species　*Ryota 
Aoyagi, Kanehiro Kitayama (Kyoto 
Univ.)

[F1-10] 開ⰼᖺの僀僲た儙儙の
ᯤṚがブナᯘの動態に傮る影
響：༑⏣†␁の儥儛マザ儙୍
ᩧ開ⰼの　㻖ⵗ⏣䚷᫂ྐ䞉
㧗ᮌ䚷㇏䞉ᯇᑿ䚷Ṍ䞉బ⸨䚷᭸
⳹䞉㜿㒊䜏䛹䜚䠄⛅⏣┴䞉⏕≀
㈨※䠅

[G1-10] ศᩓྍ能な環境
におけるハ儤ニとカブリ儤ニの
ᨷ㜵（凤）　㻖▮㔝ಟ୍㻘㻌
ᵳึ㡢䠄ி㝔䞉㎰䞉⏕ែ
ሗ䠅

[䣊1-10] ࿘期儠ミ（素ᩘ儠ミ）の
࿘期性㐍化充カニズ兄のゎ᫂　*
ఀᮾၨ㻔㟼ᒸ䞉㐀㻕㻘㻌ᰠᔱ⪽
䠄㟼ᒸ䞉㐀䠅㻘㻌ୖཎ㝯ྖ㻔ྡ
ྂᒇ▷㻕㻘㻌Ᏺ⏣ᬛ䠄㟼ᒸ䞉
ᕤ䠅㻘㻌ᑠᒣ༟ஓ㻔ி㒔䞉⌮㻕㻘㻌᭮
⏣㈆䠄ி㒔䞉⌮䠅㻘㻌㻶㼛㼔㼚㻌㻾㻚㻌
㻯㼛㼛㼘㼑㼥㻔䝁䝛䝔䜱䜹䝑䝖㻕㻘㻌ྜྷᮧ
ோ䠄㟼ᒸ䞉㐀䠅

16:30 [E1-19] (A)biotic factors 
underlying variation in Cs-137 
concentration among shoots 
within a Japanese fir (Abies 
firma ) distributed in forests in 
Fu䣭ushima, Japan　*Oba, Y., 
Yamada, T., Shizuma, K., Okuda, 
T. (Hiroshima Univ.)

[F1-11] ᮾ᪥ᮏ㟈⅏のὠἼ
働Ỉ生᪻はάするのか？ー
⚟ᓥ┴相㤿ᕷのにおけるỈ生
᪻相の変化ー　㻖୕⏣ᮧᩄṇ
䠄⚟ᓥ㎰⥲䝉䠅㻘㻌ᖹ⃝᱇䠄䜰䜽
䜰䝬䝸䞁䜅䛟䛧䜎䠅㻘㻌ྜྷ㔜ᖾ
䠄⚟ᓥ䛾䠅

[G1-11] ᤕ㣗⪅の存在は
⿕㣗⪅の༸のᏤ化を早僧
る䣁到ᒾ♋₻間ᖏに生ᜥ
するカ儙儐イのᑐᤕ㣗⪅ᡓ
␎到　⏣䚷ⴥᏊ㻖㻘㻌ᒾᓮ䚷
ᩗ㻘㻌㐟బ䚷㝧୍

[䣊1-11] ᪂しい✀がḟ傑とฟ
傻僲る充カニズ兄のᩘ理的◊✲䚷
㻖ᕑబ㻌ᗤ䠄⌮䠅䞉ᒣཱྀ㻌ㄹ
䠄⌮䠅

16:45 [E1-20] Cline in flowering time 
response to long- and short-day 
photoperiods in Arabidopsis 
kamchatica  across a 3000-m 
elevational range䚷㻖㻷㼑㼚㼠㼍㻌㼀㻌
(SMRC, Univ. Tsukuba), Yamada 
A (Toho Univ.), Onda Y (CSRS, 
RIKEN), Wakazuki Y( CRiED, 
Univ. Tsukuba)

[F1-12] 群㞟㞟合： 空間的およ
僙時間的ニ儧儥ศ化の重せ性　* 
ᖹ㈡ඃ㻘㻌ᒾᓮ⸛Ꮚ㻘㻌ᖹᫀ
ྐ㻘㻌㔠᳃⏤ድ㻘㻌⬌அ㝧㻘㻌❧ⰼ㐨
ⲡ㻌㻔䞉㝔䞉⎔ቃ㻕㻘㻌ዟ⏣Ṋᘯ㻌
㻔Ỉ◊䝉䞉ᅜ㝿Ỉ◊㻕㻘㻌῝㇂⫕୍㻌
㻔⤫ᩘ◊㻕㻘㻌㔝⏣㝯ྐ㻌㻔䞉ᆅ
⌫⎔ቃ㻕

[G1-12] ᮌⓏりカタツ兄リ
がᮌにⓏ僯ないと像催なるの
か？　బ䛔䛟௦㻖䠄⟃Ἴ
䠅㻘㻌⩚ឿ䠄⮬↛◊䠅㻘㻌
㛗⏣அ䠄䠅㻘㻌ර⸨
ኵ䠄ᒸᒣ䠅㻘㻌ኴ⏣
Ẹஂ䠄ᆅ⌫◊䠅㻘㻌▼ၿ
㝯䠄䠅㻘᪥ᾆຮ䠄䠅

[䣊1-12] 個体群ศᒱのཎ理　
᳃ᾈ㻌㻔ឡᏛ䞉ἢᓊ㻕
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15:15 [䣋1-0䢸] 生物的㜵㝖が㠀㎰⪔
ᆅの生物のಖに及ぼす影響
のᩘ理兆儫ル　㻖ụᕝ㻌㞝ு㻘㻌Ụ
㻌᪥ฟኵ㻘㻌㞴Ἴ㻌ᖾ䠄㜰
ᗓ㝔䞉⌮䠅

[J1-0䢸] ブナ⛉のす僥ศけ　ᗈ
ᮌペ୕㻔ឡ▱Ꮫ㻕

15:30 [䣋1-0䢹] マル儥儻児儧クス䣒C䣔によ
る環境D䣐Aヨᩱを用いた」ᩘ
㨶✀ྠ時検ฟᡭἲの開発　*
ᮏ⃝⏕㻔㱟㇂䞉㝔䞉⌮ᕤ㻕㻘㻌
ᒣ୰⿱ᶞ㻔㱟㇂䞉⌮ᕤ㻕

[J1-0䢹] 植物群㞟の㠀ラン儤兄
なⰼⰍᵓ成：互いに␗なる在
᮶✀・僃のをすእ᮶✀　*
∾㔝ᓫྖ䠄ᒣᙧ䞉⌮䠅㻘㻌ᶓᒣ
₶䠄ᒣᙧ䞉⌮䠅

15:45 [䣋1-0䢺] ⪔作ᨺᲠᆅは‵ᆅ性
生物✀の௦᭰生ᜥᆅとなり催る
か？-⪔作ᨺᲠᆅの時空間特
性が‵ᆅ性オ儙兄儛の定╔に
傮る影響-　ᒣ୰⪽㻔䞉
㎰㻕㻖㻘㻌㉥ᆏ༟⨾㻔ᖏ␆䞉⏕
⛉Ꮫ㻕㻘㻌⸭ཎభᶞ㻔䞉㎰㻕㻘㻌
୰ᮧኴኈ㻔䞉㎰㻕

[J1-0䢺] ↷葉樹ᯘᖏにおけるカ
タクリ個体群の動態　୰す䚷ṇ
䠄ឡ▱┴⎔ቃᑂ㆟ᑓ㛛ㄪᰝ
ဨ䠅

16:00 [䣋1-0䢻] 環境D䣐Aศᯒを用いた
Ỉ᳇生物の河川における⛣動
ศᩓのᢕᥱ　Ḉ⩧㻖㻘ᮏ⃝
⏕㻔㱟㇂䞉㝔䞉⌮ᕤ㻕㻘୕Ꮿ
ኴ㑻㻘ᒣ୰⿱ᶞ㻔㱟㇂䞉⌮
ᕤ䠅

[J1-0䢻]  ᬮ化と雪ゎけ時期
にᑐする෭ ᖏ草ཎ植生の
ᛂ　㻖㕥ᮌு䠄⟃Ἴ䞉Ⳣᖹ
䝉䠅

16:15 [䣋1-10] ᗈᇦス儕ールの儵ラ充ー
タか僯河川性㨶㢮の個体ᩘ推
定はྍ能か？　㻖▼ᒣಙ㞝㻘㻌↷
្㻘㻌୰ᮧኴኈ㻔䞉㎰䠅

[J1-10] ᒣⅆ㊧ᆅの✀Ꮚ発
ⱆ個体　㻖ὠ⏣ᬛ䠈ቑኴᶞ䚷
ᒱ㜧ὶᇦᅪ䝉䞁䝍䞊

16:30 [䣋1-11] オ儐儙兓ラ儠ミの系⤫的
⨨と㑇伝的ከᵝ性　㻖㛗ኴ
ఙ❶䠄⛉༤䞉ᶆᮏ㈨ᩱ䝉䠅㻘㻌
ᯘ㝯ྖ䠄㤳㒔㻌㻛㻌㒔ᑠ➟ཎ
ள⇕ᖏ㎰䝉䠅㻘㻌ᯘṇ⨾䠄ᇸ⋢
ྡᩍᤵ䠅

[J1-11] アン儗ールᆅᇦの儴
ライにおけるỈ生植生のศᕸ儵
ターン　㻖ᒣኸே㻔ᇸ⋢䞉
㝔䞉ᩍ⫱㻕㻌Ⲩᮌ♸㻔ᇸ⋢䞉
ᩍ⫱㻕䠈㻿㼕㼚㻌㻼㼕㼟㼑㼥㻔㻭㻼㻿㻭㻾㻭㻕䠈
ඵᮌⱥኵ㻔᪥䞉ᩥ⌮㻕䠈ሯ
⬥┿㻔㔠ἑ䞉⎔᪥ᮏᾏᇦ
⎔ቃ◊✲䝉䞁䝍䞊㻕䠈㻴㼍㼚㼓㻌
Peou(APSARA)

16:45 [䣋1-12] ᅛ᭷ᒓ✀アニジマイナ儘
の生態と系⤫ಖ存ᢏ⾡の開発　
㻖ⱉ㒊⣖㻘㻌᳃ⱥ❶䠄⚄ዉᕝ
┴❧༤≀㤋䚸⮬↛⎔ቃ◊✲䝉
䞁䝍䞊䠅
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9:30 [䣇2-21] Demographic cost of selfish 
beha䣸ior in social insects　TSUJI, 
㻷㼍㼦㼡㼗㼕㻌㻔㼁㼚㼕㼢㻚㻌㻾㼥㼡㼗㼥㼡㼟㻕㻘㻌㻰㻻㻮㻭㼀㻭㻘㻌
Shigeto (Kyoto Univ.), KIKUCHI, 
Tomonori (Chiba Univ.)

13:30 [D2-01] ⰼはゼⰼ⪅にṇ┤働
ある僟傳か？　ⰼ⻤の᭷↓を
♧す儛グナルの㐍化動態　㻖ఀ
⸨බ୍䠄䞉⌮䠅䚸㕥ᮌ⨾
Ꮨ䠄⟃Ἴ䞉⏕⎔ቃ䠅䚸ᮃ
᭶᪸䠄ி䞉⏕ែ◊䝉䠅

[䣇2-2䢻] Male Desert 䣎ocusts 
exhibit endurance sexual-
selection　*Koutaro Ould 
Maeno (Kyoto Univ.), Satoshi 
Nakamura (JIRCAS), Mohamed 
㻭㼎㼐㼍㼘㼘㼍㼔㼕㻌㻻㼡㼘㼐㻌㻮㼍㼎㼍㼔㻌㻔㻯㻺㻸㻭㻕

[F2-13] Data assimilation 
e䣺periments 䣹ith MOD䣋S 䣎A䣋 
observations and the 
dynamic global vegetation 
model S䣇䣋B-DG䣘M　RIKEN 
AICS

9:45 [E2-22] Caste-specific and sex-
specific expression of 
chemoreceptor genes in a termite　
*Mitaka, Y., Kobayashi, K. (Kyoto 
Univ.), Mikheyev, A., Tin, M.Y.M., 
Watanabe, Y. (OIST), Matsuura, K. 
(Kyoto Univ.)

13:45 [D2-02] 光合成を僪僧たラン
⛉植物の✀Ꮚᩓᕸ　㻖ᮎḟ
ྖ㻔⚄㝔䞉⌮㻕

[E2-30] Quantitative analysis 
of the frass kicking behavior of 
Orthopteran insects䢰　㻖ᆏு
䠄㝔䞉䝅䝇⏕䞉⏕ែ◊䠅㻘⢑
㇂ⱥ୍䠄䞉⌮䞉⏕≀䠅

[F2-14] Diet Analysis of 
Cervus nippon yakushimae  
from stomach contents 
based on next-generation 
se䣳uencing　*Kuroiwa,A., 
Kuroe,M., Morita,Y.( Kyushu 
Univ.), Matsuki,Y., 
Suyama,Y.(Tohoku Univ.), 
Yahara,T. (Kyushu Univ.)

10:00 [E2-23] Personal immunity and 
collective immunity of monogamous 
pairs in termite colony foundation: 
low-resistance individuals drag down 
high-resistance partners　
*Takashima, R., Matsuura, K. 
(Kyoto Univ.)

14:00 [D2-03] アカ儱ズミの✀Ꮚᤕ
㣗がミズ儴儛克儊個体群に及ぼ
す影響　㻖ኈ⏣㻌⿱Ꮚ䞉ᕷᕝ㻌
⚽㞝䠄䞉㻲㻿㻯䞉᳜≀ᅬ䠅

[E2-31] Two incompatible 
defensive strategies against 
predator in land snails　 *Morii, 
Y. (Hokkaido Univ.), Chiba, S. 
(Tohoku Univ.)

[F2-15] Quantitative 
estimates of food resources 
of a newly-established 
magpie Pica pica population 
using stable isotope analysis䢰　
*Oyake, N. (Univ. Tsukuba), 
Fujioka, M. (Univ. Tsukuba), 
Nakashita, R. (FFPRI), 
Furuki, K. (Tsukuba City), 
Mori, S. (Rakuno Gakuen 
Univ.)

10:15 [E2-24] Can sex difference in 
movement patterns really enhance 
mating encounters䣁 䣛es䢣　*Nobuaki 
Mizumoto (Kyoto Univ.), Ryota Sato 
(Hachinohe Inst. Tech.), Naohisa 
Nagaya (Kyoto Sangyo Univ.), 
Masato S. Abe (Natl. Inst. Inf. JST), 
Shigeto Dobata (Kyoto Univ.) and 
Ryusuke Fujisawa (Hachinohe Inst. 
Tech.)

14:15 [D2-04] リーフ兆ン儑ーは✀Ꮚ
ᩓᕸ⪅とし僌機能し僌いるか？　
Yamato Tsuji*, Jenni Indah, 
Kanthi Arum Widayati, 
㻮㼍㼙㼎㼍㼚㼓㻌㻿㼡㼞㼥㼛㼎㼞㼛㼠㼛

[E2-32] The effects of light 
environment during the growth 
on the expression levels of 
cone opsin genes and 
behavioral spectrum sensitivity 
in the guppy, Poecilia reticulata 　
*Yusuke Sakai, Hajime Ohtsuki 
(Tohoku Univ.), Satoshi Kasagi, 
Shoji Kawamura (Univ. Tokyo) 
and Masakado Kawata (Tohoku 
Univ.)

[F2-16] How does urban 
land use affect hornet 
species abundance䣁 A case 
of 䣐agoya city　*Azmy 
M.M., Numata S., Hosaka 
T.(Tokyo Metropolitan 
University)

10:30 [E2-25] Seasonal changes of energy 
gain and consumption in a honeybee 
colony　
*YOSHIDA,M.,OHASHI,M.,KIMUR
A,T.,OKADA,R.,IKENO,H.(Univ.Hy
ogo)

14:30 [D2-05] 鳥㢮の✀Ꮚᩓᕸにお
ける群㞟間儱儧儬兓ークの長期
的動態　㻖Ἑཎᜤ♸䠄㔠ἑ
䞉⮬↛䝅䝇䝔䝮䞉⏕≀䠅䚸ᮌ
ᮧ୍ஓ䠄㔠ἑ䞉ᆅᇦ㐃ᦠ䝉
䞁䝍䞊䠅䚸ᗉ⸨⍞ⱥ䠄㔠ἑ䞉
⮬↛䝅䝇䝔䝮䞉⏕≀䠅䚸ᯇᖹ
᭷ຍ䠄㔠ἑ䞉⮬↛䝅䝇䝔䝮䞉
⏕≀䠅

[E2-33] Moving in dangerous 
situations: What wild Asian 
elephants do when crossing 
roads䣁　*Mizuno, K. (Kyoto 
Univ.), Sharma, N. (Indian 
Institute of Science), Sukumar, 
R. (Indian Institute of Science), 
Idani, G. (Kyoto Univ.)

[F2-17] Assessing the 
Impact of Climate Change on 
Proposed Restoration of the 
䣎ynnha䣸en 䣔i䣸er 䣇cosystem 
in 䣘irginia, 䣗SA　Hershner, 
C. (VIMS- William & Mary 
㻯㼛㼘㼘㻚㻕㻘㻌㻮㼞㼡㼟㼔㻘㻌㻹㻚㻔㼂㻵㻹㻿㻙㻌
William & Mary Coll.)

10:45 [E2-26] Host manipulation by an 
ichneumonid spider-ectoparasitoid, 
taking advantage of preprogrammed 
web-building behaviours for its 
cocoon protection　*Takasuka, K. 
(Kobe Univ.), Yasui, T. (Kobe 
Univ.), Ishigami, T. (Kobe Univ.), 
Nakata, K. (Kyoto Women's Univ.), 
Matsumoto, R. (Osaka Museum of 
Natural History), Ikeda, K. (Kobe 
Univ.), Maeto, K. (Kobe Univ.)

14:45 [D2-0䢸] Ⓩᒣ家グマが ᬮ化
の༴機か僯儙クラをᩆ催：ᙼ僯の
ᆶ┤᪉ྥの✀Ꮚᩓᕸにὀ┠
し僌　┤Ụᑗྖ㻖䠄᳃ᯘ⥲◊䠅㻘㻌
㝀Ᏻ୍㑻䠄ᆅ⌫◊䠅㻘㻌㓇㝧
୍㑻䠄⍇⎔◊䝉䠅㻘㻌ṇᮌ㝯䠄᳃
ᯘ⥲◊䠅㻘㻌ᑠᯘᶞ㻘㻌୰ᓥᬗ
Ꮚ䠄᪥䠅㻘㻌బ⸨႐䠄㓗㎰
䠅㻘㻌ᒣᓮྖ䠄ᮾி㎰䠅㻘㻌
Ύᕝ⣫ᶞ䠄ᮾ䠅㻘㻌ᑠụఙ
䠄ᮾி㎰ᕤ䠅

[E2-34] Why does Japanese 
little horseshoe bat retain 
spermatozoa in cauda 
epididymis throughout 
hibernation period䣁　*Sato, T. 
(Niigata Univ), Hoshi, N. (Kobe 
Univ), Sekijima, T. (Niigata 
Univ)

[F2-18] Reef rehabilitation 
using transplanted hard 
corals at Con Co Island, 
Quang Tri Provice, 
Vietname.䚷㼂㼡㻘㻌㼀㼞㼕㼑㼡㻙㻰㼡㼏

11:00 [E2-27] Genetic link between 
moving activity and male 
reproductive strategies, in the red 
flour beetle䢰　*Kentaro Matsumura, 
Takahisa Miyatake (Evolutionary 
Ecology, Okayama university)

15:00 [D2-0䢹] ⰼ⻤に生ᜥする┿⳦
群㞟のከᵝ性と儱儧儬兓ークᵓ
㐀　㻖ᖹᑿ❶㻘㻌ᒣ⏣᐀ᶞ㻘㻌ฟ
ᕝὒ䠄⟃Ἴ䞉Ⳣᖹ䝉䠅

[F2-1䢻] Do urban s䣳uirrels 
distinguish risk levels 
exposed by different 
potential predators䣁　
*K.Uchida(Hokkaido univ.), 
K.Suzuki, T.Shimamoto(Iwate 
univ.), H.Yanagawa(Obihiro 
univ.), I.Koizumi(Hokkaido 
univ.)

11:15 [E2-28] Phototaxis behavior of 
ambrosia beetle Platypus 
quercivorus  before and after flight　
*Pham Duy Long, Michimasa 
Yamasaki (Kyoto Univ.), Yasuto Ito 
(Hyogo Prefect.), Ryuichi Okada, 
Hidetoshi Ikeno (Univ. Hyogo)
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13:30 [G2-13] タン儥克儊の僊がい儤ンスと
⦾Ṫとの関係　㻖Ṋ⏣ᾈᖹ䚸ἅ
ᒎஅ䠄⥲◊䞉ඛᑟ◊䠅

[䣊2-13] テングザルの㰯はな僂長
い？䚷㻖ᯇ⏣㻌୍ᕼ䠄ி䞉㟋㛗
◊䠅䠗㻶㼛㼔㼚㻌㻿㼔㼍䠄ி䞉㟋㛗◊䠅䠗
㻵㼟㼙㼛㼚㻌㻻㼟㼙㼍㼚䠄䝅䞁䜺䝫䞊䝹ື
≀㻌ᅬ䠅䠗㻿㼑㼚㻌㻺㼍㼠㼔㼍㼚䠄䝃䝞ᕞ㔝
⏕⏕≀ᒁ䠅䠗Ύ㔝ᝅ䠄㻔බ㈈㻕ᶓ
ᕷ⥳䛾༠㻌ᶓື≀ᅬ䠅䠗㤶
⏣ၨ㈗䠄ி䞉㟋㛗◊䠅

[䣋2-13] 㢼ຊ発㟁タᘓタの
環境影響ホ౯における儐ン・ハク
儥克儊㢮のΏりㄪᰝᡭἲの検ウ　
㻖᳃ཱྀ⣪༓Ꮚ䠈ᑠ⏫ு䠈ྥ
႐ᯝ䠈ᆏᮏᆅ䠈ᒣ⏣᪂ኴ㑻䠈
బ⸨䛒䜔䜑䠈ᶫᙬⓒྜ䠈Ύ
Ỉⱥே䠈బ⸨㞝䠈㙊⏣Ὀᩯ䠈
㛵ᓥᜏኵ䠄᪂₲䞉⮬↛䠅

[J2-12] ᪥ᮏの㎰ᴗ生態系働の
ᰤ㣴ሷ㢮ᚠ環とၥ㢟Ⅼ　㻖୕ᓥ
ៅ୍㑻㻔㎰⎔◊㻕

13:45 [G2-14] ギン充儧儑儘ミグ兆の充スはな
僂㓄അ相ᡭを㑅僖ないか？　㻖୰⏣
ව䠄ி㒔ዪᏊᏛ䠅㻘⦾ᐑᝆ
䠄㛗ᓮ⥲⛉䞉⥲ྜሗ䠅

[䣊2-14] ᕥᕳ傳はྑ傳儼儷を
ጾᄐする　㻖ὸぢᓫẚ࿅䠄ಙᕞ
䠅㻘㻌㻼㼍㼠㼏㼔㼍㼞㼍㻌㻰㼍㼚㼍㼕㼟㼍㼣㼍㼐㼕㻘㻌
Chirasak Sutcharit, Somsak 
㻼㼍㼚㼔㼍䠄㻯㼔㼡㼘㼍㼘㼛㼚㼓㼗㼛㼞㼚㻌㼁㼚㼕㼢㻕

[䣋2-14] Ἀ⦖か僯の᪂しい♫
㐃ᦠ型環境兆ニタリング儻ロジェク
儬傎傘OK䣇O䣐 ⨾僯᳃儻ロジェク儬備
のጞ動　㻖ྜྷᮧṇᚿ㻘㻌ⰾ⏣⌶☻㻘㻌
ᑠ➟ཎᫀᏊ㻘㻌㻱㼢㼍㼚㻌㻱㼏㼛㼚㼛㼙㼛
䠄㻻㻵㻿㼀㻕

[J2-13] 㔛ᒣの㝣ᇦỈᇦ⛣行ᖏ
におけるⴠ葉のศゎ　㻖Ἑෆ㤶⧊
䠄㏆㎰䠅䚸Ώ㒊㈗䠄㏆㎰䠅

生態系⟶理

14:00 [G2-15] Ⰻ傳ኵはⰋ傳ፉを僨催ける
か？：ホ儡儼リカ充兄儛におけるgood 
genes௬ㄝの検証　㻖Ὢᓮ㞝㻔ி
䞉㝔䞉⌮㻕㻘㤶᭶㞞Ꮚ㻔⟃Ἴ䞉⏕
⎔ቃ⣔㻕㻘ᒸ⏣㈼♸㻔ᒸᒣ䞉㝔䞉
⎔ቃ⏕㻕

[䣊2-15] 餌儙イズと⦾Ṫᖸ΅を
Ὲửᅽとした儶充オ儙兄儛の体儙イ
ズศ化　㻖ዟᓮ✨䠄䞉㻲㻿㻯䠅䠈
᭮⏣㈆䠄ி䞉⌮䠅

[䣋2-15] 儫ータマイニング働河川
㨶㢮の⏘༸期における重せな環
境せᅉを特定する　㻖ᱱ䚷ᨻᐶ
㻔ᮾᕤ䞉ᕤ㻛㻱㼍㼣㼍㼓䞉㻭㼝㼡㼍㼠㼕㼏㻌
㻱㼏㼛㼘㼛㼓㼥㻕㻘㻌ྜྷᮧ༓ὒ䠄ᮾᕤ䞉
ᕤ䠅

[J2-14] 儶ノ儑ᯘにおける,ᅵተ❅
素動態と┿⳦・⣽⳦儴イオマスの
Ꮨ⠇的変動の関係䚷㻖ᶓ㒊ᬛᾈ
㻔ி㝔䞉㎰㻕㻘㻌ර⸨ኵ㻔ᒸ䞉
␗ศ㔝ඛ➃䝁䜰㻕㻘㻌ᚨᆅ┤Ꮚ㻔ி
䞉䝣䜱㻕

14:15 [G2-1䢸] 儛克儊ジ克儊儴儌の✀特␗
的なフェロ兆ン㑅ዲ性をỴ僧る⚄⤒
ᅇ㊰の㐍化　㻖▼ᕝ㻌⏤ᕼ䠄ྡྂᒇ
䞉㝔⌮䠅㻘㻌ୖᕝෆ㻌䛒䛵䛥䠄ྡྂᒇ
䞉㝔⌮䠅㻘㻌ᒣඖ㻌㍜䠄ᮾ䞉㝔
⏕䠅

[䣊2-1䢸] 河川᪻の体Ⰽᩬは
㞃嚙Ⰽとし僌機能する　㻖⏣ᮧ⦾
᫂䠈ຍ㈡㇂㝯

[䣋2-1䢸] ᥬᩫ川における河㐨᥀
๐ᚋのイ儛儐イ㢮生ᜥ環境のᙧ
成と変㑄　㻖Ọᒣஓ䠄ᅵ◊䞉⮬
↛ඹ⏕㻯䠅㻘ཎ⏣Ᏺၨ䠄ᒱ㜧
㝔䞉ὶᇦ◊㻯䠅㻘బᕝᚿᮁ䠄රᗜ
┴㝔䞉ᆅᇦ㈨※䠅㻘ⴛሙ♸୍
䠄ᅵ◊䞉Ἑᕝ⏕ែ䠅

[J2-15] ボル儱オ⇕ᖏపᆅの⮬
↛ᯘ・ḟᯘ生態系におけるᆅ
ୖ㒊⣧୍ḟ生⏘の❅素・リン
⫧僞のᛂ⟅ 　㻖ఙኵ䠄ி䞉
㟋㛗◊䠅㻘ᒣවᘯ䠄ி䞉㎰䞉᳃
ᯘ⏕ែ䠅

14:30 [G2-1䢹] 儛儤クロスズ充儴儥のዪ⋤の
ᑿᅇᩘとᕢのつᶍの関係に僊い
僌　㻖బ㈡㐩▮䠄ᮾ㝔䞉⥲ྜᩥ
㻘㻌ᒱ㜧┴❧ᇉᱜ㧗䠅㻘ᔱ⏣ṇ
䠄ᮾ㝔䞉⥲ྜᩥ䠅

[䣊2-1䢹] アリにおける♫ᐤ生の
化Ꮫᡓ␎：ᨃ態か㞃嚙か？　*
㔛ᒃఙ♸㻘㻌ᕑబ⏝㻌㻔㻘㻌⌮㻕

[䣋2-1䢹] 河ᗋの▼僞のᅵ◁のሁ
積がアユのᦤ㣗に及ぼす影響　*
ᑠ㔝⏣ᖾ⏕䠄ᅵᮌ◊✲ᡤ䠅㻘ᇼ
⏣㈗䠄ᅵᮌ◊✲ᡤ䠅㻘㧗ᮌဴ
ஓ䠄ᛂ⏝ᆅ㉁ᰴᘧ♫䠅㻘ⴛሙ
♸୍䠄ᅵᮌ◊✲ᡤ䠅

[J2-1䢸] フィリ儸ン儴タン‴における
㣗物⥙ᵓ㐀の空間ẚ㍑　㻖ᑠᕝ
⿱ஓ䠄ி䞉㎰䠅䠈⚄ᓮㆤ䠄ி䞉
㎰䠅䠈ᓊ㔝Ꮚ䠄⟃Ἴ䞉ୗ䝉䠅䠈
ᒸᮏౡᶞ䠄ி䞉ᆅ⌫⎔ቃᏛ
ᇽ䠅䠈㻾㼑㼟㼡㼞㼞㼑㼏㼏㼕㼛㼚㻌㻮㻚㻌㻿㼍㼐㼍㼎㼍
䠄䝣䜱䝸䝢䞁Ꮫ䞂䜱䝃䝲ᰯ䠅

እ᮶✀ ᩘ理

14:45 [G2-1䢺] 性ᙺの㏫㌿したカ兓スズ
充⛉㨶㢮におけるᨷᧁの性差　㻖ఀ
⸨᐀ᙪ㻘ᒣཱྀ⣲⮧㻘ἅᒎஅ㻔⥲◊
䞉ඛᑟ⛉Ꮫ㻕

[䣊2-1䢺] グリホ儙ー儬ᢠ性儶ユ
ᒓእ᮶㞧草のධ　㻖ୗ㔝⥤Ꮚ
㻔ᮾ㑥䞉⌮㻕㻘㻌ὸඖᮁ䠄㎰◊
ᶵᵓ䞉ᮾ䠅

[䣋2-1䢺] 中⚙ᑎ†࿘㎶河川にお
ける⚟ᓥཎ発ᨾのᨺᑕ性償
儛儊兄ᨺฟによるỈ生᪻➼の
ởᰁに僊い僌　㻖ྜྷᮧ┿⏤⨾䠄᳃
ᯘ⥲◊䠅㻘㻌㉥㛫ுኵ䠄᳃ᯘ⥲
◊䠅

[J2-1䢹] 3ᰤ㣴ẁ㝵の生物群㞟
兆儫ルに基僋債環境ởᰁの生態リ
スクホ౯ᡭἲ　⏣୰ᡂ䠄ᅜ⎔
◊䞉⎔ቃ䝸䝇䜽䠅

15:00 [G2-1䢻] ὴᡭな充スの㐍化ㄽ：性
特␗的な㆙࿌Ⰽの㐺ᛂ౯　Ḉ
㯇㈡㻖㻔රᗜ┴❧䠅䚸㕥ᮌಇ㈗
䠄⥲◊䠅

[䣋2-1䢻] 表ᅵブロ儧ク⛣植による
㐨㊰ἲ㠃緑化の᪂ᢏἲに僊い
僌　㻖୰ᮧㄔᏹ䠄䞉᪉⏕
≀䠅䚸⚟ཎⱥஅ䚸༓ⴥᏛ䚸㔝
⚽୍䚸Ⲩᮌ㍜䠄㛤Ⓨᒁ䞉᪫
ᘓ䠅䚸Ꮮ⏣ᩄ䚸ఀ⸨ᚨᙪ䠄㛤
ᢏ䝉䞁䝍䞊䠅

[J2-1䢺] 㣗物⥙兆儫ルの✀個体
ᩘศᕸ　⏣ᜨ୍㑻䠄ྡ䞉
ሗ䠅
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9:30 [䣇2-21] Demographic cost of selfish 
beha䣸ior in social insects　TSUJI, 
㻷㼍㼦㼡㼗㼕㻌㻔㼁㼚㼕㼢㻚㻌㻾㼥㼡㼗㼥㼡㼟㻕㻘㻌㻰㻻㻮㻭㼀㻭㻘㻌
Shigeto (Kyoto Univ.), KIKUCHI, 
Tomonori (Chiba Univ.)

13:30 [D2-01] ⰼはゼⰼ⪅にṇ┤働
ある僟傳か？　ⰼ⻤の᭷↓を
♧す儛グナルの㐍化動態　㻖ఀ
⸨බ୍䠄䞉⌮䠅䚸㕥ᮌ⨾
Ꮨ䠄⟃Ἴ䞉⏕⎔ቃ䠅䚸ᮃ
᭶᪸䠄ி䞉⏕ែ◊䝉䠅

[䣇2-2䢻] Male Desert 䣎ocusts 
exhibit endurance sexual-
selection　*Koutaro Ould 
Maeno (Kyoto Univ.), Satoshi 
Nakamura (JIRCAS), Mohamed 
㻭㼎㼐㼍㼘㼘㼍㼔㼕㻌㻻㼡㼘㼐㻌㻮㼍㼎㼍㼔㻌㻔㻯㻺㻸㻭㻕

[F2-13] Data assimilation 
e䣺periments 䣹ith MOD䣋S 䣎A䣋 
observations and the 
dynamic global vegetation 
model S䣇䣋B-DG䣘M　RIKEN 
AICS

9:45 [E2-22] Caste-specific and sex-
specific expression of 
chemoreceptor genes in a termite　
*Mitaka, Y., Kobayashi, K. (Kyoto 
Univ.), Mikheyev, A., Tin, M.Y.M., 
Watanabe, Y. (OIST), Matsuura, K. 
(Kyoto Univ.)

13:45 [D2-02] 光合成を僪僧たラン
⛉植物の✀Ꮚᩓᕸ　㻖ᮎḟ
ྖ㻔⚄㝔䞉⌮㻕

[E2-30] Quantitative analysis 
of the frass kicking behavior of 
Orthopteran insects䢰　㻖ᆏு
䠄㝔䞉䝅䝇⏕䞉⏕ែ◊䠅㻘⢑
㇂ⱥ୍䠄䞉⌮䞉⏕≀䠅

[F2-14] Diet Analysis of 
Cervus nippon yakushimae  
from stomach contents 
based on next-generation 
se䣳uencing　*Kuroiwa,A., 
Kuroe,M., Morita,Y.( Kyushu 
Univ.), Matsuki,Y., 
Suyama,Y.(Tohoku Univ.), 
Yahara,T. (Kyushu Univ.)

10:00 [E2-23] Personal immunity and 
collective immunity of monogamous 
pairs in termite colony foundation: 
low-resistance individuals drag down 
high-resistance partners　
*Takashima, R., Matsuura, K. 
(Kyoto Univ.)

14:00 [D2-03] アカ儱ズミの✀Ꮚᤕ
㣗がミズ儴儛克儊個体群に及ぼ
す影響　㻖ኈ⏣㻌⿱Ꮚ䞉ᕷᕝ㻌
⚽㞝䠄䞉㻲㻿㻯䞉᳜≀ᅬ䠅

[E2-31] Two incompatible 
defensive strategies against 
predator in land snails　 *Morii, 
Y. (Hokkaido Univ.), Chiba, S. 
(Tohoku Univ.)

[F2-15] Quantitative 
estimates of food resources 
of a newly-established 
magpie Pica pica population 
using stable isotope analysis䢰　
*Oyake, N. (Univ. Tsukuba), 
Fujioka, M. (Univ. Tsukuba), 
Nakashita, R. (FFPRI), 
Furuki, K. (Tsukuba City), 
Mori, S. (Rakuno Gakuen 
Univ.)

10:15 [E2-24] Can sex difference in 
movement patterns really enhance 
mating encounters䣁 䣛es䢣　*Nobuaki 
Mizumoto (Kyoto Univ.), Ryota Sato 
(Hachinohe Inst. Tech.), Naohisa 
Nagaya (Kyoto Sangyo Univ.), 
Masato S. Abe (Natl. Inst. Inf. JST), 
Shigeto Dobata (Kyoto Univ.) and 
Ryusuke Fujisawa (Hachinohe Inst. 
Tech.)

14:15 [D2-04] リーフ兆ン儑ーは✀Ꮚ
ᩓᕸ⪅とし僌機能し僌いるか？　
Yamato Tsuji*, Jenni Indah, 
Kanthi Arum Widayati, 
㻮㼍㼙㼎㼍㼚㼓㻌㻿㼡㼞㼥㼛㼎㼞㼛㼠㼛

[E2-32] The effects of light 
environment during the growth 
on the expression levels of 
cone opsin genes and 
behavioral spectrum sensitivity 
in the guppy, Poecilia reticulata 　
*Yusuke Sakai, Hajime Ohtsuki 
(Tohoku Univ.), Satoshi Kasagi, 
Shoji Kawamura (Univ. Tokyo) 
and Masakado Kawata (Tohoku 
Univ.)

[F2-16] How does urban 
land use affect hornet 
species abundance䣁 A case 
of 䣐agoya city　*Azmy 
M.M., Numata S., Hosaka 
T.(Tokyo Metropolitan 
University)

10:30 [E2-25] Seasonal changes of energy 
gain and consumption in a honeybee 
colony　
*YOSHIDA,M.,OHASHI,M.,KIMUR
A,T.,OKADA,R.,IKENO,H.(Univ.Hy
ogo)

14:30 [D2-05] 鳥㢮の✀Ꮚᩓᕸにお
ける群㞟間儱儧儬兓ークの長期
的動態　㻖Ἑཎᜤ♸䠄㔠ἑ
䞉⮬↛䝅䝇䝔䝮䞉⏕≀䠅䚸ᮌ
ᮧ୍ஓ䠄㔠ἑ䞉ᆅᇦ㐃ᦠ䝉
䞁䝍䞊䠅䚸ᗉ⸨⍞ⱥ䠄㔠ἑ䞉
⮬↛䝅䝇䝔䝮䞉⏕≀䠅䚸ᯇᖹ
᭷ຍ䠄㔠ἑ䞉⮬↛䝅䝇䝔䝮䞉
⏕≀䠅

[E2-33] Moving in dangerous 
situations: What wild Asian 
elephants do when crossing 
roads䣁　*Mizuno, K. (Kyoto 
Univ.), Sharma, N. (Indian 
Institute of Science), Sukumar, 
R. (Indian Institute of Science), 
Idani, G. (Kyoto Univ.)

[F2-17] Assessing the 
Impact of Climate Change on 
Proposed Restoration of the 
䣎ynnha䣸en 䣔i䣸er 䣇cosystem 
in 䣘irginia, 䣗SA　Hershner, 
C. (VIMS- William & Mary 
㻯㼛㼘㼘㻚㻕㻘㻌㻮㼞㼡㼟㼔㻘㻌㻹㻚㻔㼂㻵㻹㻿㻙㻌
William & Mary Coll.)

10:45 [E2-26] Host manipulation by an 
ichneumonid spider-ectoparasitoid, 
taking advantage of preprogrammed 
web-building behaviours for its 
cocoon protection　*Takasuka, K. 
(Kobe Univ.), Yasui, T. (Kobe 
Univ.), Ishigami, T. (Kobe Univ.), 
Nakata, K. (Kyoto Women's Univ.), 
Matsumoto, R. (Osaka Museum of 
Natural History), Ikeda, K. (Kobe 
Univ.), Maeto, K. (Kobe Univ.)

14:45 [D2-0䢸] Ⓩᒣ家グマが ᬮ化
の༴機か僯儙クラをᩆ催：ᙼ僯の
ᆶ┤᪉ྥの✀Ꮚᩓᕸにὀ┠
し僌　┤Ụᑗྖ㻖䠄᳃ᯘ⥲◊䠅㻘㻌
㝀Ᏻ୍㑻䠄ᆅ⌫◊䠅㻘㻌㓇㝧
୍㑻䠄⍇⎔◊䝉䠅㻘㻌ṇᮌ㝯䠄᳃
ᯘ⥲◊䠅㻘㻌ᑠᯘᶞ㻘㻌୰ᓥᬗ
Ꮚ䠄᪥䠅㻘㻌బ⸨႐䠄㓗㎰
䠅㻘㻌ᒣᓮྖ䠄ᮾி㎰䠅㻘㻌
Ύᕝ⣫ᶞ䠄ᮾ䠅㻘㻌ᑠụఙ
䠄ᮾி㎰ᕤ䠅

[E2-34] Why does Japanese 
little horseshoe bat retain 
spermatozoa in cauda 
epididymis throughout 
hibernation period䣁　*Sato, T. 
(Niigata Univ), Hoshi, N. (Kobe 
Univ), Sekijima, T. (Niigata 
Univ)

[F2-18] Reef rehabilitation 
using transplanted hard 
corals at Con Co Island, 
Quang Tri Provice, 
Vietname.䚷㼂㼡㻘㻌㼀㼞㼕㼑㼡㻙㻰㼡㼏

11:00 [E2-27] Genetic link between 
moving activity and male 
reproductive strategies, in the red 
flour beetle䢰　*Kentaro Matsumura, 
Takahisa Miyatake (Evolutionary 
Ecology, Okayama university)

15:00 [D2-0䢹] ⰼ⻤に生ᜥする┿⳦
群㞟のከᵝ性と儱儧儬兓ークᵓ
㐀　㻖ᖹᑿ❶㻘㻌ᒣ⏣᐀ᶞ㻘㻌ฟ
ᕝὒ䠄⟃Ἴ䞉Ⳣᖹ䝉䠅

[F2-1䢻] Do urban s䣳uirrels 
distinguish risk levels 
exposed by different 
potential predators䣁　
*K.Uchida(Hokkaido univ.), 
K.Suzuki, T.Shimamoto(Iwate 
univ.), H.Yanagawa(Obihiro 
univ.), I.Koizumi(Hokkaido 
univ.)

11:15 [E2-28] Phototaxis behavior of 
ambrosia beetle Platypus 
quercivorus  before and after flight　
*Pham Duy Long, Michimasa 
Yamasaki (Kyoto Univ.), Yasuto Ito 
(Hyogo Prefect.), Ryuichi Okada, 
Hidetoshi Ikeno (Univ. Hyogo)
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13:30 [G2-13] タン儥克儊の僊がい儤ンスと
⦾Ṫとの関係　㻖Ṋ⏣ᾈᖹ䚸ἅ
ᒎஅ䠄⥲◊䞉ඛᑟ◊䠅

[䣊2-13] テングザルの㰯はな僂長
い？䚷㻖ᯇ⏣㻌୍ᕼ䠄ி䞉㟋㛗
◊䠅䠗㻶㼛㼔㼚㻌㻿㼔㼍䠄ி䞉㟋㛗◊䠅䠗
㻵㼟㼙㼛㼚㻌㻻㼟㼙㼍㼚䠄䝅䞁䜺䝫䞊䝹ື
≀㻌ᅬ䠅䠗㻿㼑㼚㻌㻺㼍㼠㼔㼍㼚䠄䝃䝞ᕞ㔝
⏕⏕≀ᒁ䠅䠗Ύ㔝ᝅ䠄㻔බ㈈㻕ᶓ
ᕷ⥳䛾༠㻌ᶓື≀ᅬ䠅䠗㤶
⏣ၨ㈗䠄ி䞉㟋㛗◊䠅

[䣋2-13] 㢼ຊ発㟁タᘓタの
環境影響ホ౯における儐ン・ハク
儥克儊㢮のΏりㄪᰝᡭἲの検ウ　
㻖᳃ཱྀ⣪༓Ꮚ䠈ᑠ⏫ு䠈ྥ
႐ᯝ䠈ᆏᮏᆅ䠈ᒣ⏣᪂ኴ㑻䠈
బ⸨䛒䜔䜑䠈ᶫᙬⓒྜ䠈Ύ
Ỉⱥே䠈బ⸨㞝䠈㙊⏣Ὀᩯ䠈
㛵ᓥᜏኵ䠄᪂₲䞉⮬↛䠅

[J2-12] ᪥ᮏの㎰ᴗ生態系働の
ᰤ㣴ሷ㢮ᚠ環とၥ㢟Ⅼ　㻖୕ᓥ
ៅ୍㑻㻔㎰⎔◊㻕

13:45 [G2-14] ギン充儧儑儘ミグ兆の充スはな
僂㓄അ相ᡭを㑅僖ないか？　㻖୰⏣
ව䠄ி㒔ዪᏊᏛ䠅㻘⦾ᐑᝆ
䠄㛗ᓮ⥲⛉䞉⥲ྜሗ䠅

[䣊2-14] ᕥᕳ傳はྑ傳儼儷を
ጾᄐする　㻖ὸぢᓫẚ࿅䠄ಙᕞ
䠅㻘㻌㻼㼍㼠㼏㼔㼍㼞㼍㻌㻰㼍㼚㼍㼕㼟㼍㼣㼍㼐㼕㻘㻌
Chirasak Sutcharit, Somsak 
㻼㼍㼚㼔㼍䠄㻯㼔㼡㼘㼍㼘㼛㼚㼓㼗㼛㼞㼚㻌㼁㼚㼕㼢㻕

[䣋2-14] Ἀ⦖か僯の᪂しい♫
㐃ᦠ型環境兆ニタリング儻ロジェク
儬傎傘OK䣇O䣐 ⨾僯᳃儻ロジェク儬備
のጞ動　㻖ྜྷᮧṇᚿ㻘㻌ⰾ⏣⌶☻㻘㻌
ᑠ➟ཎᫀᏊ㻘㻌㻱㼢㼍㼚㻌㻱㼏㼛㼚㼛㼙㼛
䠄㻻㻵㻿㼀㻕

[J2-13] 㔛ᒣの㝣ᇦỈᇦ⛣行ᖏ
におけるⴠ葉のศゎ　㻖Ἑෆ㤶⧊
䠄㏆㎰䠅䚸Ώ㒊㈗䠄㏆㎰䠅

生態系⟶理

14:00 [G2-15] Ⰻ傳ኵはⰋ傳ፉを僨催ける
か？：ホ儡儼リカ充兄儛におけるgood 
genes௬ㄝの検証　㻖Ὢᓮ㞝㻔ி
䞉㝔䞉⌮㻕㻘㤶᭶㞞Ꮚ㻔⟃Ἴ䞉⏕
⎔ቃ⣔㻕㻘ᒸ⏣㈼♸㻔ᒸᒣ䞉㝔䞉
⎔ቃ⏕㻕

[䣊2-15] 餌儙イズと⦾Ṫᖸ΅を
Ὲửᅽとした儶充オ儙兄儛の体儙イ
ズศ化　㻖ዟᓮ✨䠄䞉㻲㻿㻯䠅䠈
᭮⏣㈆䠄ி䞉⌮䠅

[䣋2-15] 儫ータマイニング働河川
㨶㢮の⏘༸期における重せな環
境せᅉを特定する　㻖ᱱ䚷ᨻᐶ
㻔ᮾᕤ䞉ᕤ㻛㻱㼍㼣㼍㼓䞉㻭㼝㼡㼍㼠㼕㼏㻌
㻱㼏㼛㼘㼛㼓㼥㻕㻘㻌ྜྷᮧ༓ὒ䠄ᮾᕤ䞉
ᕤ䠅

[J2-14] 儶ノ儑ᯘにおける,ᅵተ❅
素動態と┿⳦・⣽⳦儴イオマスの
Ꮨ⠇的変動の関係䚷㻖ᶓ㒊ᬛᾈ
㻔ி㝔䞉㎰㻕㻘㻌ර⸨ኵ㻔ᒸ䞉
␗ศ㔝ඛ➃䝁䜰㻕㻘㻌ᚨᆅ┤Ꮚ㻔ி
䞉䝣䜱㻕

14:15 [G2-1䢸] 儛克儊ジ克儊儴儌の✀特␗
的なフェロ兆ン㑅ዲ性をỴ僧る⚄⤒
ᅇ㊰の㐍化　㻖▼ᕝ㻌⏤ᕼ䠄ྡྂᒇ
䞉㝔⌮䠅㻘㻌ୖᕝෆ㻌䛒䛵䛥䠄ྡྂᒇ
䞉㝔⌮䠅㻘㻌ᒣඖ㻌㍜䠄ᮾ䞉㝔
⏕䠅

[䣊2-1䢸] 河川᪻の体Ⰽᩬは
㞃嚙Ⰽとし僌機能する　㻖⏣ᮧ⦾
᫂䠈ຍ㈡㇂㝯

[䣋2-1䢸] ᥬᩫ川における河㐨᥀
๐ᚋのイ儛儐イ㢮生ᜥ環境のᙧ
成と変㑄　㻖Ọᒣஓ䠄ᅵ◊䞉⮬
↛ඹ⏕㻯䠅㻘ཎ⏣Ᏺၨ䠄ᒱ㜧
㝔䞉ὶᇦ◊㻯䠅㻘బᕝᚿᮁ䠄රᗜ
┴㝔䞉ᆅᇦ㈨※䠅㻘ⴛሙ♸୍
䠄ᅵ◊䞉Ἑᕝ⏕ែ䠅

[J2-15] ボル儱オ⇕ᖏపᆅの⮬
↛ᯘ・ḟᯘ生態系におけるᆅ
ୖ㒊⣧୍ḟ生⏘の❅素・リン
⫧僞のᛂ⟅ 　㻖ఙኵ䠄ி䞉
㟋㛗◊䠅㻘ᒣවᘯ䠄ி䞉㎰䞉᳃
ᯘ⏕ែ䠅

14:30 [G2-1䢹] 儛儤クロスズ充儴儥のዪ⋤の
ᑿᅇᩘとᕢのつᶍの関係に僊い
僌　㻖బ㈡㐩▮䠄ᮾ㝔䞉⥲ྜᩥ
㻘㻌ᒱ㜧┴❧ᇉᱜ㧗䠅㻘ᔱ⏣ṇ
䠄ᮾ㝔䞉⥲ྜᩥ䠅

[䣊2-1䢹] アリにおける♫ᐤ生の
化Ꮫᡓ␎：ᨃ態か㞃嚙か？　*
㔛ᒃఙ♸㻘㻌ᕑబ⏝㻌㻔㻘㻌⌮㻕

[䣋2-1䢹] 河ᗋの▼僞のᅵ◁のሁ
積がアユのᦤ㣗に及ぼす影響　*
ᑠ㔝⏣ᖾ⏕䠄ᅵᮌ◊✲ᡤ䠅㻘ᇼ
⏣㈗䠄ᅵᮌ◊✲ᡤ䠅㻘㧗ᮌဴ
ஓ䠄ᛂ⏝ᆅ㉁ᰴᘧ♫䠅㻘ⴛሙ
♸୍䠄ᅵᮌ◊✲ᡤ䠅

[J2-1䢸] フィリ儸ン儴タン‴における
㣗物⥙ᵓ㐀の空間ẚ㍑　㻖ᑠᕝ
⿱ஓ䠄ி䞉㎰䠅䠈⚄ᓮㆤ䠄ி䞉
㎰䠅䠈ᓊ㔝Ꮚ䠄⟃Ἴ䞉ୗ䝉䠅䠈
ᒸᮏౡᶞ䠄ி䞉ᆅ⌫⎔ቃᏛ
ᇽ䠅䠈㻾㼑㼟㼡㼞㼞㼑㼏㼏㼕㼛㼚㻌㻮㻚㻌㻿㼍㼐㼍㼎㼍
䠄䝣䜱䝸䝢䞁Ꮫ䞂䜱䝃䝲ᰯ䠅

እ᮶✀ ᩘ理

14:45 [G2-1䢺] 性ᙺの㏫㌿したカ兓スズ
充⛉㨶㢮におけるᨷᧁの性差　㻖ఀ
⸨᐀ᙪ㻘ᒣཱྀ⣲⮧㻘ἅᒎஅ㻔⥲◊
䞉ඛᑟ⛉Ꮫ㻕

[䣊2-1䢺] グリホ儙ー儬ᢠ性儶ユ
ᒓእ᮶㞧草のධ　㻖ୗ㔝⥤Ꮚ
㻔ᮾ㑥䞉⌮㻕㻘㻌ὸඖᮁ䠄㎰◊
ᶵᵓ䞉ᮾ䠅

[䣋2-1䢺] 中⚙ᑎ†࿘㎶河川にお
ける⚟ᓥཎ発ᨾのᨺᑕ性償
儛儊兄ᨺฟによるỈ生᪻➼の
ởᰁに僊い僌　㻖ྜྷᮧ┿⏤⨾䠄᳃
ᯘ⥲◊䠅㻘㻌㉥㛫ுኵ䠄᳃ᯘ⥲
◊䠅

[J2-1䢹] 3ᰤ㣴ẁ㝵の生物群㞟
兆儫ルに基僋債環境ởᰁの生態リ
スクホ౯ᡭἲ　⏣୰ᡂ䠄ᅜ⎔
◊䞉⎔ቃ䝸䝇䜽䠅

15:00 [G2-1䢻] ὴᡭな充スの㐍化ㄽ：性
特␗的な㆙࿌Ⰽの㐺ᛂ౯　Ḉ
㯇㈡㻖㻔රᗜ┴❧䠅䚸㕥ᮌಇ㈗
䠄⥲◊䠅

[䣋2-1䢻] 表ᅵブロ儧ク⛣植による
㐨㊰ἲ㠃緑化の᪂ᢏἲに僊い
僌　㻖୰ᮧㄔᏹ䠄䞉᪉⏕
≀䠅䚸⚟ཎⱥஅ䚸༓ⴥᏛ䚸㔝
⚽୍䚸Ⲩᮌ㍜䠄㛤Ⓨᒁ䞉᪫
ᘓ䠅䚸Ꮮ⏣ᩄ䚸ఀ⸨ᚨᙪ䠄㛤
ᢏ䝉䞁䝍䞊䠅

[J2-1䢺] 㣗物⥙兆儫ルの✀個体
ᩘศᕸ　⏣ᜨ୍㑻䠄ྡ䞉
ሗ䠅
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3/22
Time 䣔oom D Room E Room F Room G

動物と植物の相互関係 Animal Ecology (1) Applied Ecology 行動

15:15 [D2-0䢺] 䣒henology structure 
in the fly world: flowering 
pattern of alpine plant 
communities in 䣐e䣹 䣜ealand　
*Gaku KUDO, Yuka KAWAI, 
Hiroshi ISHII

[E2-35] Identifying 
associations between 
populations from population 
time-series data　*Fujiwara, 
M. (Texas A&M Univ.), Zhou, 
C. (Chinese Academy of 
Fisheries Sciences)

[F2-20] Conflict mitigation by 
agroforestry and profit sharing 
in tropical forests䢰　*Yuki Kubo, 
Joung-Hun Lee, Yoh Iwasa 
(Kyushu University)

[G2-20] オカ儤儬カ儖のどぬ的
ᤕ㣗⪅ㄆ▱機ᵓ　㻖㕥ᮌ䚷⩧
䠄ᮾ㑥䞉㝔䠅䠈㛗㇂ᕝ䚷㞞⨾
䠄ᮾ㑥䠅

15:30 [D2-0䢻] እ᮶植物償イタカア兓
儤儥儡儊のᢠ性の㐍化の時間
的な動態　㻖ᆏ⏣䜖䛪䠄ி䞉
⏕ែ◊䠅䠈㼀㼕㼙㼛㼠㼔㼥㻌㻯㼞㼍㼕㼓㻘㻌
Joanne Itami (Univ. 
㻹㼕㼚㼚㼑㼟㼛㼠㼍㻕㻘㻌ᒣᓮ⌮ṇ䠄ி
㝔䞉㎰䠅䠈୵㝯அ䠄ி䞉⏕
ែ◊䠅

[E2-36] Evolution of dispersal 
and the avoidance of 
transmission among 䣭in　
Ryosuke Iritani (Kyushu 
University)

[F2-21] Regional differences in 
range shifts of butterflies to 
climate change and implications 
for protected areas in Japan　
*Misako Matsuba, Minoru 
Kasada, Tadashi Miyashita 
(University of Tokyo)

[G2-21] アノール儬カ儖におけ
る㧗 償ン儙ーT䣔䣒A1儥兇儱ル
と㧗 ᚷ㑊行動との関㐃　*
㉥ྖᐶᚿ㻔ᮾ䞉⏕㻕㻘㻌
㻭㼚㼠㼛㼚㼕㼛㻌㻯㽬㼐㼕㼦㻌㻰㽸㼍㼦㻔䝝䝞䝘
㻕㻘㻌㰻⸨㻌ⱱ㻘㻌ᐩỌ┿⍆㻔⏕
⌮◊䞉⣽⬊⏕⌮㻕㻘㻌∾㔝⬟ኈ㻘㻌
Ἑ⏣㞞ᆂ㻔ᮾ䞉⏕㻕

生物ከᵝ性

15:45 [D2-10] 植㣗⪅を介した㢖ᗘ
౫存㑅ᢥがハク儙ンハタザオの
⣽ẟከ型の⥔ᣢをಁす　㻖బ⸨
Ᏻᘯ䠄ி⏕ែ◊䠅㻘㻌ᕤ⸨ὒ
䠄ி⏕ែ◊䠅

[E2-37] Evolutionary linkage 
between reproductive division 
of labor and endoreduplication 
in termite　* Nozaki Tomonari, 
Kenji Matuura (Insect 
Ecology,Kyoto University)

[F2-22] Individual or 
environmental factors : Which 
effects on nature attractiveness 
satisfaction of tropical urban 
par䣭䣁　㻹㼛㼔㼍㼙㼍㼐㻌㻹㼡㼟㼘㼕㼙㻌㻴㻚㻲㻝㻚㻘㻌
㼅㼍㼔㼥㼍㻘㻌㻺㻚㻭㻞㻚㻘㻌㻺㼡㼙㼍㼠㼍㻘㻌㻿㻝㻚㻘㻌
㻴㼛㼟㼍㼗㼍㻘㻌㼀㻚㻝㻌㻝㻰㼑㼜㼍㼞㼠㼙㼑㼚㼠㻌㼛㼒㻌
Tourism Science, Tokyo 
Metropolitan University, 
㻹㼕㼚㼍㼙㼕㻙㻻㼟㼍㼣㼍㻌㻝㻙㻝㻘㻌㻴㼍㼏㼔㼕㼛㼖㼕㻘㻌
㻝㻥㻞㻙㻜㻟㻥㻣㻘㻌㼀㼛㼗㼥㼛㻘㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻞㻚㻌
Forest Research Institute 
㻹㼍㼘㼍㼥㼟㼕㼍㻘㻌㻲㻾㻵㻹㻘㻌㻡㻞㻝㻜㻥㻘㻌㻷㼑㼜㼛㼚㼓㻘㻌
Malaysia

[G2-22] 儛ミ光児ー儛克ンと系⤫
ゎᯒか僯᥈る傎ῐỈ㨶のᮅ㩭
༙ᓥか僯のධとᣑᩓ　㻖㇂
ཱྀ᪼ᚿ㻔ᮾி䞉㎰㻕㻘㻌ᒸᓮⓏ
ᚿኵ㻔ᮾி䞉㝔㎰Ꮫ⏕⛉
Ꮫ㻕㻘㻌⏣⚈㯌㻔⚈᫂ዪᏊᏥ㻕㻘㻌
ᓊ㔝ὒஂ㻔ᮾி䞉㝔㎰Ꮫ⏕
⛉Ꮫ㻕

16:00 [D2-11] ໝによる植物の⾑⦕
ㄆ㆑の㐍化を⪃傮る　㻖ሷᑼ䛛
䛚䜚㻘㻌ୖᮡ䛒䛛䛽㻘㻌㻭㼚㼐㼞㼑㻌
Kessler

[E2-38] By-product of 
adaptation: effects of color 
polymorphism on distribution 
range in Colias butterflies 　
*Noriyuki,. S (Rissho Univ.), 
Takahashi, Y. (Tohoku Univ.)

[F2-23] Assessment of 
protected area networks for bird 
biodi䣸ersity in Tai䣹an　*Chen, 
㻴㻚㻘㻌㻺㼍㼓㼍㼕㻘㻌㻿㻚㻌㻔୰ኸỈ◊㻕㻘㻌
㻷㼕㼟㼔㼕㼚㼛㻘㻌㻴㻚㻌㻔ᮾ㝔䞉㎰㻕

[G2-23] ᭦᪂ୡの᪥ᮏᾏ㝸
㞳働生傾たア儘ハ儠2グルー儻の
㞧ᖏの䣔AD-se䣳ゎᯒ　 ᖹ
℩⚈ኴᮁ䠄ᮾ䞉Ỉᐇ䠅䠈ᡭ
ሯ䛒䜖䜏㻌㻔㱟㇂䞉㎰䠅䠈Ọ
㔝ᝡ䠄㱟㇂䞉㎰䠈㻶㻿㼀䛥䛝䛜
䛡䠈ி䞉⏕ែ◊䠅䠈ᒾᓮ΅
䠄ᮾ㝔䞉⌮䠅

16:15 [E2-39] Upper and lower 
elevational range limits set by 
interspecific competition䢰　
㻿㼔㼕㼔㻙㻲㼍㼚㻌㻯㼔㼍㼚㻌㻔㻮㼕㼛㼐㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌
Research Center, Academia 
Sinica, Taiwan), *Wei-Kai Shih 
(Cheng Kung Univ., Taiwan), 
㻿㼔㼑㼚㼓㻙㻲㼑㼚㼓㻌㻿㼔㼑㼚㻌㻔㻮㼕㼛㼐㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌
Research Center, Academia 
Sinica, Taiwan), I-Ching Chen 
(Cheng Kung Univ., Taiwan)

[F2-24] 䣎ife history traits and 
exploitation affect the spatial 
mean-variance relationship in 
fish abundance　Kuo, T.C. 
(National Taiwan Univ.), Mandal, 
S. (Public Health Foundation of 
India), Yamauchi, A. (Kyoto 
Univ.), *Hsieh, C.H. (National 
Taiwan Univ.)

[G2-24] ỶỈᇦに生ᜥするカ
ニ㢮の✀ከᵝ性は河川のὶ
ᇦ特性にᕥྑ傻僲るのか？　*
ᑠᒣᙲᙪ䠄㝔㎰䠅䠈㝯
ᖇ䠄ᒣཱྀ⌮ᕤ䠅䠈㨣ᚨ㞝
䠄㝔㎰䠅
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እ᮶✀ 生態系⟶理 ᩘ理

15:15 [䣊2-20] 儤兄㈓Ỉụにおけるオオク儥儴ス
の⦾Ṫᢚไ：Ỉ᧯作儵ターン僞のᑐᛂ　
㻖୰ඞᶞ䠄⍇⍈†༤䠅㻘㻌➲⏣┤ᶞ䠄䜴䜶
䝇䝁䠅㻘㻌Ἀὠᮁ㻘㻌ὸぢᘯ䠄ᛂ⏝ᆅ
㉁䠅㻘㻌ᮡዊຌ䠄䝎䝮Ỉ䝉䠅

[䣋2-20] ᅜの植物における儛カ
Ⴔዲ性と中ᒣ間ᆅの㒔ᕷにおけ
る⿕㣗ᅽのศᕸ　ᑠụᩥே䠄ᶓ
ᅜ䞉⎔ቃሗ䠅

[J2-1䢻] 互いに㢮ఝした儙ブ儱儧
儬兓ーク働ᵓ成傻僲る相互作用
儱儧儬兓ークୖ働の✀個体ᩘศᕸ　
㻖ᾆᚿ㻔㜰䞉䝃䜲䝞䞊㻕㻘㻌
⏣ᜨ୍㑻䠄ྡ䞉ሗ䠅

15:30 [䣊2-21] 㑣⌃川Ỉ系における特定እ᮶
生物カ兓儶儴リ儐イの初グ㘓䢼⌧≧とᑐ⟇　
ఀ⸨㻔㎰⎔◊䞉⏕≀ከᵝᛶ㻕

[䣋2-21] ステークホル儤ーのከᵝ性
が生態系の児ジリアンスをᢸಖす
る᮲௳　㻖㇂ෆⱱ㞝䠄ி䞉⏕ែ
◊䠅㻘⬥⏣୍䠄㱟㇂䞉♫䠅

[J2-20] ✀における排的ඃ༨
兆ードとカオス兆ードの㆑ู　㻖㊊
❧㞙䠄ᚨᓥ䞉་䠅

15:45 [䣊2-22] Ἀ⦖ᓥに生ᜥするᅜෆእ᮶✀
儙儑儛マハブの㣗性　㻖ᑎ⏣⪃⣖䠄Ἀ⦖┴
⾨⏕⎔ቃ◊✲ᡤ䠅㻘ᯇ䠄Ἀ⦖┴බ⾗
⾨⏕༠䠅

[䣋2-22] ⮬↛草ཎにおける植物
✀のᾘኻが」ᩘの生態系機能に
及ぼす影響 　ྜྷཎభ㻖㻘㝵Ⳁ
⣪㻘㧗ᶫᫀஓ㻘㝡ᒣెஂ䠄ᮾ
䞉㎰䠅㻘㻺㼥㼍㼙㼎㼍㼥㼍㼞㻌㻰㼍㼟㼔㼦㼑㼢㼑㼓
䠄䝰䞁䝂䝹ᅜ䠅㻘బ䚻ᮌ㞝
䠄༓ⴥ䞉⌮䠅

[J2-21] ➨୍ཎ理か僯ᑟか僲る
儤イナミクスのᏳ定性に僊い僌　*
బ⸨୍᠇䠄㟼ᒸᏛ䠅

16:00 [䣊2-23] ᪥ᮏ⏘儤ン儘兄儛・兓ラジ兄儛㢮
のศᕸ儫ータ儽ースのᵓ⠏：と債にእ᮶✀
のศᕸᇦに僊い僌䚷㻖၈ἑ㔜⪃䠄⚟ᒸᩍ
⫱Ꮫ䠅㻘㻌୰⏣ව䠄ி㒔ዪᏊᏛ䠅㻘ྜྷ
㔝ᗈ㌶䠄ᮾிᏛ䠅

[䣋2-23] ‵ᆅ生に僦けたྂ௦か
僯⌧௦の儛ード儴ンクのゎ᫂　㻖᳃
ᮏ῟Ꮚ㻘㻌ᑠᯘᏊ㻔㝔䞉㎰㻕㻘㻌
㕥ᮌ⋹㻔䜂䛸⮬↛䛴䛺䛜䜚ᕤᡣ㻕㻘㻌
ᮌᮧᾈ㻘㻌୕㍯ဴဢ㻔㞷༳✀
ⱑ㻕㻘㻌ᚿ⏣♸୍㑻䠄㔝⏕⥲◊㻕㻘㻌
୰ᮧኴኈ㻔㝔䞉㎰㻕

[J2-22] 儾ア儌儧ジἲのᣑᙇによ
る2ḟඖ᱁Ꮚ空間ୖの㞟ᅋ存⥆
ྍ能性のホ౯　㻖㮵ᒣ㍜䠄㟼
ᒸᏛ䠅䠈బ⸨୍᠇䠄㟼ᒸᏛ䠅

16:15 [䣊2-24] 環境D䣐Aศᯒにおけるリアルタイ
兄䣒C䣔と儫ジタル䣒C䣔の検ฟ⋡のẚ㍑　 
㻖༑Ἑຬᶞ㻔㱟㇂䡡㝔䡡⌮ᕤ㻕㻘ᅵᒃ⚽ᖾ
㻔රᗜ┴㝔䡡䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁㻕㻘ᒣ୰⿱
ᶞ㻔㱟㇂䡡⌮ᕤ㻕

[䣋2-24] Ẽೃ変動働ᾘኻする◁
の⤒῭ホ౯　㻖ᮧ⯟ᖹ㻘㻌㧗
㔝ᏹᖹ㻔ᮾ䞉⏕㻕㻘㻌᭷ാᜨ
Ꮚ㻔ᮾ䞉ᕤ㻕㻘㻌᳃ಙே㻔ி䞉
ᕤ㻕㻘㻌ᮧᩥᙪ㻔ᮾ䞉ᕤ㻕㻘㻌୰
㟼㏱㻔ᮾ䞉⏕㻕㻘㻌㤿ዉᮌಇ
㻔䞉ᕤ㻕

[J2-23] 報࿌௳ᩘか僯⪃傮るマラ
リアのᩘ理兆儫ル　㻖ᕸ㔝Ꮥ᫂㻔
䞉⌮䞉⏕≀㻕㻘ᒾぢ┿࿃㻔䞉
⌮䞉⏕≀㻘䛥䛝䛜䛡㻘㻵㻺㻿㻱㻾㻹㻕
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3/22
Time 䣔oom D Room E Room F Room G

動物と植物の相互関係 Animal Ecology (1) Applied Ecology 行動

15:15 [D2-0䢺] 䣒henology structure 
in the fly world: flowering 
pattern of alpine plant 
communities in 䣐e䣹 䣜ealand　
*Gaku KUDO, Yuka KAWAI, 
Hiroshi ISHII

[E2-35] Identifying 
associations between 
populations from population 
time-series data　*Fujiwara, 
M. (Texas A&M Univ.), Zhou, 
C. (Chinese Academy of 
Fisheries Sciences)

[F2-20] Conflict mitigation by 
agroforestry and profit sharing 
in tropical forests䢰　*Yuki Kubo, 
Joung-Hun Lee, Yoh Iwasa 
(Kyushu University)

[G2-20] オカ儤儬カ儖のどぬ的
ᤕ㣗⪅ㄆ▱機ᵓ　㻖㕥ᮌ䚷⩧
䠄ᮾ㑥䞉㝔䠅䠈㛗㇂ᕝ䚷㞞⨾
䠄ᮾ㑥䠅

15:30 [D2-0䢻] እ᮶植物償イタカア兓
儤儥儡儊のᢠ性の㐍化の時間
的な動態　㻖ᆏ⏣䜖䛪䠄ி䞉
⏕ែ◊䠅䠈㼀㼕㼙㼛㼠㼔㼥㻌㻯㼞㼍㼕㼓㻘㻌
Joanne Itami (Univ. 
㻹㼕㼚㼚㼑㼟㼛㼠㼍㻕㻘㻌ᒣᓮ⌮ṇ䠄ி
㝔䞉㎰䠅䠈୵㝯அ䠄ி䞉⏕
ែ◊䠅

[E2-36] Evolution of dispersal 
and the avoidance of 
transmission among 䣭in　
Ryosuke Iritani (Kyushu 
University)

[F2-21] Regional differences in 
range shifts of butterflies to 
climate change and implications 
for protected areas in Japan　
*Misako Matsuba, Minoru 
Kasada, Tadashi Miyashita 
(University of Tokyo)

[G2-21] アノール儬カ儖におけ
る㧗 償ン儙ーT䣔䣒A1儥兇儱ル
と㧗 ᚷ㑊行動との関㐃　*
㉥ྖᐶᚿ㻔ᮾ䞉⏕㻕㻘㻌
㻭㼚㼠㼛㼚㼕㼛㻌㻯㽬㼐㼕㼦㻌㻰㽸㼍㼦㻔䝝䝞䝘
㻕㻘㻌㰻⸨㻌ⱱ㻘㻌ᐩỌ┿⍆㻔⏕
⌮◊䞉⣽⬊⏕⌮㻕㻘㻌∾㔝⬟ኈ㻘㻌
Ἑ⏣㞞ᆂ㻔ᮾ䞉⏕㻕

生物ከᵝ性

15:45 [D2-10] 植㣗⪅を介した㢖ᗘ
౫存㑅ᢥがハク儙ンハタザオの
⣽ẟከ型の⥔ᣢをಁす　㻖బ⸨
Ᏻᘯ䠄ி⏕ែ◊䠅㻘㻌ᕤ⸨ὒ
䠄ி⏕ែ◊䠅

[E2-37] Evolutionary linkage 
between reproductive division 
of labor and endoreduplication 
in termite　* Nozaki Tomonari, 
Kenji Matuura (Insect 
Ecology,Kyoto University)

[F2-22] Individual or 
environmental factors : Which 
effects on nature attractiveness 
satisfaction of tropical urban 
par䣭䣁　㻹㼛㼔㼍㼙㼍㼐㻌㻹㼡㼟㼘㼕㼙㻌㻴㻚㻲㻝㻚㻘㻌
㼅㼍㼔㼥㼍㻘㻌㻺㻚㻭㻞㻚㻘㻌㻺㼡㼙㼍㼠㼍㻘㻌㻿㻝㻚㻘㻌
㻴㼛㼟㼍㼗㼍㻘㻌㼀㻚㻝㻌㻝㻰㼑㼜㼍㼞㼠㼙㼑㼚㼠㻌㼛㼒㻌
Tourism Science, Tokyo 
Metropolitan University, 
㻹㼕㼚㼍㼙㼕㻙㻻㼟㼍㼣㼍㻌㻝㻙㻝㻘㻌㻴㼍㼏㼔㼕㼛㼖㼕㻘㻌
㻝㻥㻞㻙㻜㻟㻥㻣㻘㻌㼀㼛㼗㼥㼛㻘㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻞㻚㻌
Forest Research Institute 
㻹㼍㼘㼍㼥㼟㼕㼍㻘㻌㻲㻾㻵㻹㻘㻌㻡㻞㻝㻜㻥㻘㻌㻷㼑㼜㼛㼚㼓㻘㻌
Malaysia

[G2-22] 儛ミ光児ー儛克ンと系⤫
ゎᯒか僯᥈る傎ῐỈ㨶のᮅ㩭
༙ᓥか僯のධとᣑᩓ　㻖㇂
ཱྀ᪼ᚿ㻔ᮾி䞉㎰㻕㻘㻌ᒸᓮⓏ
ᚿኵ㻔ᮾி䞉㝔㎰Ꮫ⏕⛉
Ꮫ㻕㻘㻌⏣⚈㯌㻔⚈᫂ዪᏊᏥ㻕㻘㻌
ᓊ㔝ὒஂ㻔ᮾி䞉㝔㎰Ꮫ⏕
⛉Ꮫ㻕

16:00 [D2-11] ໝによる植物の⾑⦕
ㄆ㆑の㐍化を⪃傮る　㻖ሷᑼ䛛
䛚䜚㻘㻌ୖᮡ䛒䛛䛽㻘㻌㻭㼚㼐㼞㼑㻌
Kessler

[E2-38] By-product of 
adaptation: effects of color 
polymorphism on distribution 
range in Colias butterflies 　
*Noriyuki,. S (Rissho Univ.), 
Takahashi, Y. (Tohoku Univ.)

[F2-23] Assessment of 
protected area networks for bird 
biodi䣸ersity in Tai䣹an　*Chen, 
㻴㻚㻘㻌㻺㼍㼓㼍㼕㻘㻌㻿㻚㻌㻔୰ኸỈ◊㻕㻘㻌
㻷㼕㼟㼔㼕㼚㼛㻘㻌㻴㻚㻌㻔ᮾ㝔䞉㎰㻕

[G2-23] ᭦᪂ୡの᪥ᮏᾏ㝸
㞳働生傾たア儘ハ儠2グルー儻の
㞧ᖏの䣔AD-se䣳ゎᯒ　 ᖹ
℩⚈ኴᮁ䠄ᮾ䞉Ỉᐇ䠅䠈ᡭ
ሯ䛒䜖䜏㻌㻔㱟㇂䞉㎰䠅䠈Ọ
㔝ᝡ䠄㱟㇂䞉㎰䠈㻶㻿㼀䛥䛝䛜
䛡䠈ி䞉⏕ែ◊䠅䠈ᒾᓮ΅
䠄ᮾ㝔䞉⌮䠅

16:15 [E2-39] Upper and lower 
elevational range limits set by 
interspecific competition䢰　
㻿㼔㼕㼔㻙㻲㼍㼚㻌㻯㼔㼍㼚㻌㻔㻮㼕㼛㼐㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌
Research Center, Academia 
Sinica, Taiwan), *Wei-Kai Shih 
(Cheng Kung Univ., Taiwan), 
㻿㼔㼑㼚㼓㻙㻲㼑㼚㼓㻌㻿㼔㼑㼚㻌㻔㻮㼕㼛㼐㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌
Research Center, Academia 
Sinica, Taiwan), I-Ching Chen 
(Cheng Kung Univ., Taiwan)

[F2-24] 䣎ife history traits and 
exploitation affect the spatial 
mean-variance relationship in 
fish abundance　Kuo, T.C. 
(National Taiwan Univ.), Mandal, 
S. (Public Health Foundation of 
India), Yamauchi, A. (Kyoto 
Univ.), *Hsieh, C.H. (National 
Taiwan Univ.)

[G2-24] ỶỈᇦに生ᜥするカ
ニ㢮の✀ከᵝ性は河川のὶ
ᇦ特性にᕥྑ傻僲るのか？　*
ᑠᒣᙲᙪ䠄㝔㎰䠅䠈㝯
ᖇ䠄ᒣཱྀ⌮ᕤ䠅䠈㨣ᚨ㞝
䠄㝔㎰䠅
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እ᮶✀ 生態系⟶理 ᩘ理

15:15 [䣊2-20] 儤兄㈓Ỉụにおけるオオク儥儴ス
の⦾Ṫᢚไ：Ỉ᧯作儵ターン僞のᑐᛂ　
㻖୰ඞᶞ䠄⍇⍈†༤䠅㻘㻌➲⏣┤ᶞ䠄䜴䜶
䝇䝁䠅㻘㻌Ἀὠᮁ㻘㻌ὸぢᘯ䠄ᛂ⏝ᆅ
㉁䠅㻘㻌ᮡዊຌ䠄䝎䝮Ỉ䝉䠅

[䣋2-20] ᅜの植物における儛カ
Ⴔዲ性と中ᒣ間ᆅの㒔ᕷにおけ
る⿕㣗ᅽのศᕸ　ᑠụᩥே䠄ᶓ
ᅜ䞉⎔ቃሗ䠅

[J2-1䢻] 互いに㢮ఝした儙ブ儱儧
儬兓ーク働ᵓ成傻僲る相互作用
儱儧儬兓ークୖ働の✀個体ᩘศᕸ　
㻖ᾆᚿ㻔㜰䞉䝃䜲䝞䞊㻕㻘㻌
⏣ᜨ୍㑻䠄ྡ䞉ሗ䠅

15:30 [䣊2-21] 㑣⌃川Ỉ系における特定እ᮶
生物カ兓儶儴リ儐イの初グ㘓䢼⌧≧とᑐ⟇　
ఀ⸨㻔㎰⎔◊䞉⏕≀ከᵝᛶ㻕

[䣋2-21] ステークホル儤ーのከᵝ性
が生態系の児ジリアンスをᢸಖす
る᮲௳　㻖㇂ෆⱱ㞝䠄ி䞉⏕ែ
◊䠅㻘⬥⏣୍䠄㱟㇂䞉♫䠅

[J2-20] ✀における排的ඃ༨
兆ードとカオス兆ードの㆑ู　㻖㊊
❧㞙䠄ᚨᓥ䞉་䠅

15:45 [䣊2-22] Ἀ⦖ᓥに生ᜥするᅜෆእ᮶✀
儙儑儛マハブの㣗性　㻖ᑎ⏣⪃⣖䠄Ἀ⦖┴
⾨⏕⎔ቃ◊✲ᡤ䠅㻘ᯇ䠄Ἀ⦖┴බ⾗
⾨⏕༠䠅

[䣋2-22] ⮬↛草ཎにおける植物
✀のᾘኻが」ᩘの生態系機能に
及ぼす影響 　ྜྷཎభ㻖㻘㝵Ⳁ
⣪㻘㧗ᶫᫀஓ㻘㝡ᒣెஂ䠄ᮾ
䞉㎰䠅㻘㻺㼥㼍㼙㼎㼍㼥㼍㼞㻌㻰㼍㼟㼔㼦㼑㼢㼑㼓
䠄䝰䞁䝂䝹ᅜ䠅㻘బ䚻ᮌ㞝
䠄༓ⴥ䞉⌮䠅

[J2-21] ➨୍ཎ理か僯ᑟか僲る
儤イナミクスのᏳ定性に僊い僌　*
బ⸨୍᠇䠄㟼ᒸᏛ䠅

16:00 [䣊2-23] ᪥ᮏ⏘儤ン儘兄儛・兓ラジ兄儛㢮
のศᕸ儫ータ儽ースのᵓ⠏：と債にእ᮶✀
のศᕸᇦに僊い僌䚷㻖၈ἑ㔜⪃䠄⚟ᒸᩍ
⫱Ꮫ䠅㻘㻌୰⏣ව䠄ி㒔ዪᏊᏛ䠅㻘ྜྷ
㔝ᗈ㌶䠄ᮾிᏛ䠅

[䣋2-23] ‵ᆅ生に僦けたྂ௦か
僯⌧௦の儛ード儴ンクのゎ᫂　㻖᳃
ᮏ῟Ꮚ㻘㻌ᑠᯘᏊ㻔㝔䞉㎰㻕㻘㻌
㕥ᮌ⋹㻔䜂䛸⮬↛䛴䛺䛜䜚ᕤᡣ㻕㻘㻌
ᮌᮧᾈ㻘㻌୕㍯ဴဢ㻔㞷༳✀
ⱑ㻕㻘㻌ᚿ⏣♸୍㑻䠄㔝⏕⥲◊㻕㻘㻌
୰ᮧኴኈ㻔㝔䞉㎰㻕

[J2-22] 儾ア儌儧ジἲのᣑᙇによ
る2ḟඖ᱁Ꮚ空間ୖの㞟ᅋ存⥆
ྍ能性のホ౯　㻖㮵ᒣ㍜䠄㟼
ᒸᏛ䠅䠈బ⸨୍᠇䠄㟼ᒸᏛ䠅

16:15 [䣊2-24] 環境D䣐Aศᯒにおけるリアルタイ
兄䣒C䣔と儫ジタル䣒C䣔の検ฟ⋡のẚ㍑　 
㻖༑Ἑຬᶞ㻔㱟㇂䡡㝔䡡⌮ᕤ㻕㻘ᅵᒃ⚽ᖾ
㻔රᗜ┴㝔䡡䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁㻕㻘ᒣ୰⿱
ᶞ㻔㱟㇂䡡⌮ᕤ㻕

[䣋2-24] Ẽೃ変動働ᾘኻする◁
の⤒῭ホ౯　㻖ᮧ⯟ᖹ㻘㻌㧗
㔝ᏹᖹ㻔ᮾ䞉⏕㻕㻘㻌᭷ാᜨ
Ꮚ㻔ᮾ䞉ᕤ㻕㻘㻌᳃ಙே㻔ி䞉
ᕤ㻕㻘㻌ᮧᩥᙪ㻔ᮾ䞉ᕤ㻕㻘㻌୰
㟼㏱㻔ᮾ䞉⏕㻕㻘㻌㤿ዉᮌಇ
㻔䞉ᕤ㻕

[J2-23] 報࿌௳ᩘか僯⪃傮るマラ
リアのᩘ理兆儫ル　㻖ᕸ㔝Ꮥ᫂㻔
䞉⌮䞉⏕≀㻕㻘ᒾぢ┿࿃㻔䞉
⌮䞉⏕≀㻘䛥䛝䛜䛡㻘㻵㻺㻿㻱㻾㻹㻕
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Time Room E Room F Time Room E

Animal Ecology (2) Ecosystem Ecology (2) Plant-Animal Interaction

9:30 [E3-40] Challenges for sika deer adaptive 

management using ecological indices of deer 

performance䢰　*Takeshita, K., Kaneko, M., Kaji, 
K. (Tokyo University of Agriculture and 
Technology)

[F3-25] 䣗sing B䣋O䣎OG plates for long-
term monitoring of microbial 

multifunctionality 　*Miki T (National 
Taiwan Univ.), Ke P-J (Stanford Univ.), 
㻴㼟㼕㼑㼔㻌㻵㻙㻲㻌㻔㻮㼛㼟㼠㼛㼚㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘㻌㻯㼔㼍㼚㼓㻌㻯㻙㼃㻘㻌
Cheng W-H (Academia Sinica), Hsieh C-
H, Kume T (National Taiwan Univ.)

13:30 [E3-46] Ecology and evolution of the 

association between bryophytes and 

herbi䣸orous insects　*Imada, Y., 
Kato, M. (Kyoto Univ.)

9:45 [E3-41] Rapid adaptive morphological change of 

nati䣸e frog induced by in䣸asi䣸e alien mongoose　
*Hirotaka Komine (TUAT), Noriko Iwai (TUAT), 
Koichi Kaji (TUAT)

[F3-26] Resource availability determines 

seasonal variation of phytoplankton size 

structure in the Kuroshio east of Tai䣹an　
*Lin, F.-S. (National Taiwan Univ.), Chen, 
C.-C. (National Taiwan Normal Univ.), 
Gong, G.-C. (National Taiwan Ocean 
Univ.), Jan, S. (National Taiwan Univ.), 
Hsieh, C.-h. (National Taiwan Univ.)

13:45 [E3-47] Effects of Birch Genotypic 

Di䣸ersity on 䣇cosystem Functions 
and 䣋nsect Community Structure　 
㻖㻿㼔㼍㼚㻘㻌㻮㻚㻌㻔㻴㼛㼗㼗㼍㼕㼐㼛㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘㻌
Nakamura, M.(Hokkaidao Univ.)

10:00 [E3-42] Nonlinear breeding performance of 

Nicrophorus nepalensis across temperature 

gradients  　*Tong-Chang Ni(National Cheng Kong 
㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻕㻘㻌㻿㼔㼕㼔㻙㻲㼍㼚㻌㻯㼔㼍㼚㻔㻮㼕㼛㼐㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌
Research Center, Academia Sinica), Sheng-Feng 
㻿㼔㼑㼚㻔㻮㼕㼛㼐㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻯㼑㼚㼠㼑㼞㻘㻌㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼍㻌
Sinica), I-Ching Chen(National Cheng Kong 
University)

[F3-27] Compound-specific radiocarbon 

analysis for ecological research: A case 

study using 
14

C composition of chlorophyll 

a from stream periphyton　*Ishikawa, N.F. 
(JAMSTEC), Yamane, M. (Univ. Tokyo), 
Suga, H., Ogawa, N.O. (JAMSTEC), 
Yokoyama, Y. (Univ. Tokyo), Ohkouchi N. 
(JAMSTEC)

14:00 [E3-48] Effects of "light:nutrient 

balance" and herbivorous 

zooplankton community: an 

e䣺perimental study　*Kazama, T. 
(Tohoku Univ.), Tokita, K. (Tohoku 
Univ.), Yamamichi, M. (Kyoto Univ.), 
Katano, I. (Univ. Hyogo), Doi, H. 
(Univ. Hyogo), Yoshida, T. (Tokyo 
Univ.), Hairston, N. G. (Cornell 
Univ.), Urabe, J. (Tohoku Univ.)

10:15 [E3-43] Geographic Variations of Acoustic Traits 

in Japanese Tree Frog (Buergeria japonica ) in 

East Asian Archipelago䚷㻖㼃㼍㼚㼓㻘㻌㼅㻚㻴㻚㻌㻔㻺㼀㼁㻕㻘㻌㻸㼕㼚㻘㻌
Y.P. (TESRI), Tseng, H.Y. (NMNS), LIN, Y.K. 
(NTU), Lin, S.M. (NTNU)

[F3-28] The Effects of Microplastics on 

Benthic organisms 　*Hiromi Sugai 
(Hokkaido Univ), Myriam Perschke (Univ 
Oldenburg), Mark Lenz (GEOMAR), 
Masahiro Nakaoka (Hokkaido Univ)

14:15 [E3-49] Mass emergence of a 

specialist sawfly species on 

unpalatable herbs under severe 

feeding pressure by si䣭a deer　
Nakahama, N., Yamasaki, M., 
Takayanagi, A. (Kyoto Univ.)

10:30 [E3-44] Biological barrier to larval dispersal into a 

marine protected area in marine fishes: Top-down 

control e䣺ists䣁　Masaaki Sato (FRA), Kentaro 
Honda (FRA), Wilfredo H. Uy (Mindanao State 
㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘㻌㻰㼍㼞㼣㼕㼚㻌㻵㻚㻌㻮㼍㼟㼘㼛㼠㻌㻔㻹㼕㼚㼐㼍㼚㼍㼛㻌㻿㼠㼍㼠㼑㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘㻌
Tom G. Genovia (Mindanao State Univ.), Yohei 
Nakamura (Kochi Univ.), Hiroyuki Kurokochi 
(Univ. Tokyo) , Allyn Duvin. S. Pantallano (Kochi 
Univ.), Chunlan Lian (Univ. Tokyo), Masahiro 
Nakaoka (Hokkaido Univ.)

[F3-29] Predator and prey biodiversity 

relationship and its consequences on 

trophic interaction — Interplay of marine 

nanoflagellates and bacterioplan䣭ton　
*Jinny Wu Yang, Chih-hao Hsieh (Taiwan 
Univ.)

14:30 [E3-50] An ontogenetic change in 

interaction type from antagonism to 

mutualism stabilizes ecological 

community　㻼㼛㻙㻶㼡㻌㻷㼑㻌㻔㻰㼑㼜㼠㻌㻮㼕㼛㼘㻘㻌
㻿㼠㼍㼚㼒㼛㼞㼐㻌㼁㼚㼕㼢䠅㻘㻌㻖㼀㼍㼗㼑㼒㼡㼙㼕㻌㻺㼍㼗㼍㼦㼍㼣㼍㻌
(Dept Life Sci, Natl Cheng Kung 
Univ)

10:45 [E3-45] The latitudinal variation in thermal stress 

tolerance in sea anemones　*YAMAGUCHI 
㻴㼍㼞㼡㼗㼍䠄㻴㼛㼗㼗㼍㼕㼐㼛㻌㼁㼚㼕㼢㻚䠅㻘㻌㻿㻯㻴㼁㻸㻸㻱㻾㻌
Carola(TUM), LENZ Mark(GEOMAR), 
NAKAOKA Masahiro(Hokkaido Univ.)

[F3-30] Hidden diversity and host 

specificity of parasitic fungi infecting 

phytoplan䣭ton in 䣎a䣭e 䣋nba　*Maiko 
Kagami, Daiki Nozaki, Takaki Nakamura, 
Wakana Hirano (Toho University, Faculty 
of Science)

14:45 [E3-51] Functional significance of 

inconspicuous petals in scent-

attracted flo䣹ers　*KATSUHARA, 
K., USHIMARU, A.(Kobe Univ.), 
KITAMURA, S.(Ishikawa Prefectual 
Univ.)

11:00 [F3-31] Biochemical mediation of microbe-

meta䣼oan interactions 　Monika Trienens, 
Marko Rohlfs, Katharina Pfohl, Petr 
Karlovsky, Gerrit Holighaus (Goettingen 
University), *Andrew J. Davis (ICE-MPG 
Jena), Silvia Caballero-Ortiz (Goettingen 
University)

15:00 [E3-52] Flower visit and possible co-

pollination by a stonefly species in 

Corylopsis gotoana  

䢪䣊amamelidaceae䢫　*Wong, S.A., 
Kato, M. (Kyoto Univ.)

11:15 [F3-32] Bottom-up impacts across 

ecosystems: riverine eutrophication 

mediates terrestrial ecosystem functioning 

through spatial subsidies　Terui A*, 
㻺㼑㼓㼕㼟㼔㼕㻌㻶㻺㻘㻌㼃㼍㼠㼍㼚㼍㼎㼑㻌㻺㻘㻌㻺㼑㼟㼟㼍㻌㻮㻘㻌㻵㼙㼍㼕㻌㻴㻘㻌
Nakamura F (Hokkaido University)

15:15 [E3-53] Prey attraction to trap 

leaves of carnivorous plant species 

by flowers of coexisting plant species 

　Kazuki Tagawa*(Kyushu univ.), 
Mikio Watanabe(Aichi univ. of edu.), 
Tetsukazu Yahara(Kyushu univ.)
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13:30 [F3-33] 植㣗動物およ僙⫗
㣗動物の生物量をල体的
にண する᪂㣗物⥙ᩘ理
兆儫ルか僯ண 傻僲るㅖ⌧
象とㅖ関係　㻖㔝ᾈኴ㑻
䠄㎰ᴗ⏕≀㈨※◊✲ᡤ䠅

[G3-25] 㣗⫗㢮における
ᄮ➽ᙧ態を用いた ẚ㍑機
能ᙧ態Ꮫ的検ウ 　㻖ఀ⸨
ᾏ㻝㻘㻞㻘㻌㐲⸨⚽⣖㻝㻘㻞䠄㻝ᮾ
䞉㝔㎰䚸㻞ᮾ⥲ྜ◊✲
༤≀㤋䠅

[䣊3-25] 儛オジேᕤᯘにおける
2䢸ᖺ間の開ⰼ࿘期　ᓮᑿᆒ
䠄᪂₲䞉㎰䠅

[䣋3-25] 儖ー兄的≧ἣにお
けるᾏὒಖㆤ༊のᑟධ　
㧗⛉┤䠄⌰⌫䞉⇕⏕◊䠅

[J3-24] ᪉ྥ性㌿にお
ける時間㠀ᑐ⛠性のゎ᫂：
ホル兆ンー酵素動態によるア
儻ロー儥　ᒣཱྀᖾ䠄⚄ዉᕝ
䞉ᕤ䠅

13:45 [F3-34] 儵儧儥≧環境にお
ける生物ከᵝ性の⥔ᣢ機
ᵓ　㛛⬥㻌ᾈ᫂

[G3-2䢸] ℩ᡞෆᾏᓥᕋアカ
儱ズミのぬཷᐜ体㑇伝Ꮚ
のከᵝ性とD䣐A儴ー儗ー儫ィ
ングによる㣗性のศᯒ　㻖బ
⸨῟䚸⏣ᆏ⏤㔛ዉ䚸ᒣᮏ
♸ဢ䚸ⓑ▼⿱ᶞ䚸๓⏣ᗣ
ᖹ䚸⏣ᆏஓ䚸✄᳃༓❶䚸
㒆ྖኴ㑻䚸୕ᾆჾ䚸
ᒣཱྀὈ䠄⚟ᒣ䞉⏕≀
ᕤ䠅

[䣊3-2䢸] 㢼፹の㞤㞝␗ᰴ植物
スイ儴のᙧ態に性的型性は
あるか　㻌㻖ᯇஂ⪷Ꮚ㻘䚷ଢ଼ᩔ
ྐ䠄⚄ᡞ䞉ே㛫Ⓨ㐩⎔ቃ䠅

[䣋3-2䢸] な僂傹の㨶は⋓
傻僲るのか？⋓㈨※の特
ᚩᢳฟ　ᕷ㔝ᕝ᱈Ꮚ㻖䠈ᒸ
ᮧᐶ㻔Ỉ◊䝉䞉୰ኸỈ◊㻕

[J3-25] ඹ生儛グナルの」
㞧傻と特␗性の㐍化　ෆᾏ
㑚㻔⥲◊䞉ඛᑟ㻕㻘㻌㻖బ䚻ᮌ
㢧㻔⥲◊䞉ඛᑟ㻕

14:00 [F3-35] 儑ース儬ーン✀は像
のよ催な生態系働⌧僲僪す
いのか　㻖ឡ⌮䠄㱟㇂
䞉⌮ᕤ䠅㻘㻌㧗ᔱ䛒䜔䛛䠄㱟
㇂䞉⌮ᕤ䠅㻘㻌㏆⸨⏕
䠄㱟㇂䞉⌮ᕤ䠅

[G3-27] Comparative 
analysis of three global 
hyperdi䣸erse ant radiations　
Economo, E. P. (OIST)

[䣊3-2䢹] アズマイ儥儖と儑クザ儑
イ儥儖における⦾Ṫ特性とᆅୗ
ᙧ態のẚ㍑　㻖ཎభኴ䠄⮬↛
◊䠅㻘㻌Ṋ⏕㞞᫂㻔ᮾ㎰䞉᳃㻕

[䣋3-2䢹] ㇏ᖹ川の儙儕のᨺ
ὶᩘをỴ僧る⟶理᪉ᘧの
検ウ到儙儕をῶ僯 傻僀に野
性をቑすた僧に到　㻖᳃
⏣ኴ㑻㻔Ỉ◊䝉䞉Ỉ
◊㻕㻘㻌᭷㈡ᮃ䠄ᮐᖠᕷබᅬ
⥳༠䠅

[J3-2䢸] 情動伝ᰁの㐍化᮲
௳　୰ᶫ䚷΅䠄⥲◊䞉ඛᑟ
⛉Ꮫ䠅㻘㻌㻖ᵳ䚷ஂ䠄⥲◊䞉
ඛᑟ⛉Ꮫ䠅

⳦㢮・ᚤ生物

14:15 [G3-28] Reorganization of 
taxonomic, functional, and 
phylogenetic ant 
biodiversity after 
conversion to rubber 
plantation　Okinawa 

Institute of Science and 

Technology Graduate 

University

[䣊3-2䢺] 儗ナラ✀Ꮚᙧ㉁（✀Ꮚ
儙イズ凞タンニンྵ᭷⋡）におけ
る樹ᮌ個体間変␗と個体ෆ変
␗　㻖ᓥ⏣༟ဢ䠄᳃ᯘ⥲◊䞉ᮾ
䠅䠈㧗ᶫ᫂Ꮚ䠄ி䞉㔝⏕ື
≀◊✲䝉䞁䝍䞊䠅䠈ᰘ⏣㖠Ụ
䠄᳃ᯘ⥲◊䠅

[I3-28] The diversity of 
parasitic fungi in 䣎a䣭e 
Bi䣹a based on 1䢺SrD䣐A 
se䣳uence 　*Song,P. (The 

㼁㼚㼕㼢㻚㼛㼒㻌㻿㼔㼕㼓㼍㻌㻼㼞㼑㼒㻚㻌㻕䠈㻮㼍㼚㻘㻌
S.(The Univ.of Shiga Pref. 

㻕䠈㼀㼍㼚㼍㼎㼑㻘㻌㻿㻚㻔㼀㼔㼑㻌㼁㼚㼕㼢㻚㼛㼒㻌
㻿㼔㼕㼓㼍㻌㻼㼞㼑㼒㻚㻌㻕䠈
Kagami,M.(Toho Univ. )

[J3-2䢹] ᙧ㉁マ儧儥ングに基
僋債互ᜨ関係の᪉ྥ性Ὲử
のୗ働の㐍化᮲௳　㻖ᒣෆ䚷
῟䠄ி䞉⏕ែ◊䝉䞁䝍䞊䠅

14:30 [F3-37] Testing the 
strength of trophic 
cascades in a detritus-
based food web in a 
subtropical upstream 
system in Tai䣹an　*Tsai, 

CW (Providence Univ.), 

Shieh, SH (Providence 

Univ.), Huang, YH 

(Providence Univ.), Lai, 

MY (Providence Univ.)

[G3-2䢻] 河川におけるேⅭ
的な影響は生物群㞟のᆒ
㉁化を僨た僯すか？　㻖᳃↷
㈗䠄ᮾ䞉⥲ྜᩥ䠅㻘㻌ෆ⏣
ᆂ䠄ᮾ䞉⥲ྜᩥ䠅㻘㻌ⴛሙ
♸୍䠄ᅵ◊䞉Ἑᕝ⏕ែ䠅

[䣊3-2䢻] 㐣なⰼ生⏘の㐺ᛂ
的ព⩏　Ụ᪥ฟኵ䠄㜰ᗓ
䞉㝔䞉⌮䠅

[䣋3-2䢻] ハイマツ葉ෆ生⳦
の✀⤌成と僃のᆅ理的ศ
ᕸ儵ターン　㻖୕ᮧ⌶☻㻔⟃
Ἴ䞉⎔ቃ⛉Ꮫ㻕㻘㻌ᗈ℩
㻔᪥䞉⸆㻕㻘㻌ୗ㔝⥤Ꮚ㻔ᮾ
㑥䞉⌮㻕㻘㻌ᘅ⏣㻔⟃Ἴ
䞉⏕⎔ቃ⣔㻕

[J3-2䢺] 兆儫ル㑅ᢥ働㑅僖
僲た兆儫ルを僉僌検定すると
い催᪉ἲはጇᙜか　㻖⢑㇂ⱥ
୍䠄䞉⌮䞉⏕≀䠅㻘㻌᪥ᐊ
༓ᑜ䠄䞉⌮䞉⏕≀䠅

植物生άྐ 動物⦾Ṫ

14:45 [F3-3䢺] ᒾ♋₻間ᖏᅛ╔
生物群㞟におけるᏘ⠇性の
儵ターンと儻ロ償スのᆶ┤໙
㓄にἢ僉た変化　㻖㔠᳃⏤
ድ䠄䞉㝔䞉⎔ቃ⛉Ꮫ䠅䠈
῝㇂⫕୍䠄⤫ᩘ◊䠅䠈㔝⏣
㝯ྐ䠄ᆅ⌫⎔ቃ䠅

[G3-30] Ỉ⏣にタ⨨傻僲た
ᑠỈ㊰傘僘よ僁備の果たすᙺ
　ᫍ㔝䚷䠄ᗈᓥ⥲◊㎰
ᢏ䝉䠅

[䣊3-30] Demographic shifts 
and fitness related to 
mycoheterotrophy in two 
Cephalanthera species　
*Shefferson, R.P. (Univ. 

Tokyo), Roy, M. (Univ. Paul 

Sabatier), Puttsepp, U 

(Estonian Univ. of Life 

Sciences), Selosse, M.A. 

(Museum National d'Histoire 

Naturelle)

[䣋3-30] ప⥺量⿕僖債がアカ
儱ズミ⢭ᕢにおける㓟化ス儬
児スᛂ⟅に及ぼす影響　 *
▼ᗞᐶᏊ㻘㻌ᒸ㔝ྖ㻘㻌
Ꮫ䠄ᅜ⎔◊䠅㻘㻌㐲⸨
䠄㓗㎰䞉⋇䠅㻘㻌ྜྷᒸ᫂Ⰻ㻘㻌
⋢⨨㞞⣖䠄ᅜ⎔◊䠅

[J3-2䢻] ⤯⁛リスクホ౯のಙ
㢗性：ಙ㢗༊間は䢪0,1䢫働ព
がないとい催ㄗゎ　⟽ᒣ䚷
ὒ䠄Ỉ◊䝉䞁䝍䞊䠋ᮾிᾏ
ὒ䠅

動物個体群

15:00 [F3-3䢻] Ẽ・⯙᰿‴に
おける定₯Ỉㄪᰝか僯ぢ
たὠἼᚋの㨶㢮群㞟の㑄
⛣㐣⛬　㻖┈⏣⋹∞䠄ி㒔
䞉䝣䜱䞊䝹䝗◊⯙㭯䠅䠈␊
ᒣಙ䠄㻺㻼㻻᳃䛿ᾏ䛾ᜊ
ே䠅䠈ᶓᒣⱥ䠄㤳㒔䞉
㒔ᕷ⎔ቃ䠅䠈⏣୰ඞ䠄ᅜ㝿
㧗➼◊䠅

[G3-31] ᅜつᶍ働の✀ከ
ᵝ性ಖに重せな空間ス
儕ール：༙⮬↛草ཎの植物
群㞟働の検ウ　㻖ᑠᒣ᫂᪥
㤶㻔᳃ᯘ⥲◊㻕㻘㻌ᑠᰗ▱௦
㻔ᮾிᏛⱁ㻕㻘㻌㉥ᆏ᐀ග
㻔ᮾி㎰ᕤ㻕㻘㻌ᴋᮏⰋᘏ
㻔㎰⎔◊㻕㻘㻌ᖹ⯓ಇኴ㑻㻔㎰
⎔◊㻕㻘㻌㧗⏣㞞அ㻔ἲᨻ㻕㻘㻌
ᒸ㒊㈗⨾Ꮚ㻔᳃ᯘ⥲◊㻕

[䣊3-31] クローン成長の推⛣行
ิ兆儫ル凟ᆅୗⱼఙ長の儤イナ
ミクス凟　㻖ⲨᮌᕼᏊ䠄❧
㤋䞉⏕䠅㻘㻌ᓥ㇂୍㑻䠄⤫
ᩘ◊䠅㻘㻌ཎ㞞䠄䞉ᆅ⌫⎔
ቃ䠅

[䣋3-31] 㞝の⤥餌㈉⊩ᗘが
㞤の」ᩘᅇ⦾Ṫ⋡をቑຍ
傻僁るか？　㻖⨾భ䠄
䞉⎔ቃ⛉Ꮫ䠅㻘㻌Ἔ⏣↷⛅
䠄᪂₲䠅㻘㻌ᑠἨ㐓㑻䠄
䞉ᆅ⌫⎔ቃ⛉Ꮫ䠅

[J3-30] పᐦᗘୗ働の儛カと
植生の関係䢼 ᒇஂᓥのヤク
スギᯘのሙ合　༙㇂࿃㑻㻔ி
㒔㟋㛗◊㻕㻖

ᬒほ 動物生άྐ
15:15 [F3-40] ᾏᗏỈが㨶㢮

の㣗性凞成長に傮る影響
到Ỉ とᰤ㣴の効果か僯　
㻖ᑠ㊰῟䞉Ᏹ㒔ᐑ㐩ஓ䞉⛙
ṇᶞ䞉ᒣẎ㻔ᗈᓥ㻕䠈ᮡ
ᮏு㻔⚟┴㻕䠈ᇼṇ
䠄℩ᡞෆỈ◊䠅

[G3-32] ᐩኈ㯄の植ᯘ
ఆ採ᆅと༙⮬↛草ཎの儥克
儊群㞟　⬥῟㻖㻘㻌୰㔝㝯
ᚿ㻘㻌ཎṇᙪ䠄ᒣ┴ᐩኈ
ᒣ◊䠅

[䣊3-32] ᓥᕋの生物刷ᩥ化的
ᬒほ　㻖୰㉺䚷ಙ䠄ᗈ㝔ᅜ
㝿༠ຊ䠅䚸ὥ䚷ၿᇶ䠄㡑ᅜ䡡ᅜ
❧ᮌᾆ䠅

[䣋3-32] 成長にక催兌兓カイ
充ンの僳㐣機能の変化　*

ಖᆏ⨾ἋᏊ㻔ᶓᕷ䞉ᅜ㝿
⥲ྜ㻕㻘ᳺ⋹ᮍ㻔㻶㻭㻹㻿㼀㻱㻯㻕㻘
ฟཱྀⱱ㻔㻶㻭㻹㻿㼀㻱㻯㻕

[J3-31] ᳃ᯘ開発と⛣ධ✀
マングースのศᕸᣑがアマ
ミノクロ儊儙ギの㑇伝的ከᵝ
性をῶᑡ傻僁た䚷㻖すᑦᶞ
㻔᳃ᯘ⥲◊䞉ᮾ㻕㻘㻌ᑠᯘ⪽
㻔㟁୰◊㻕㻘㻌Ọ⏣⣧Ꮚ㻔᳃ᯘ
⥲◊㻕㻘㻌ᒣ⏣ᩥ㞝㻔᳃ᯘ⥲
◊㻕53
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9:30 [E3-40] Challenges for sika deer adaptive 

management using ecological indices of deer 

performance䢰　*Takeshita, K., Kaneko, M., Kaji, 
K. (Tokyo University of Agriculture and 
Technology)

[F3-25] 䣗sing B䣋O䣎OG plates for long-
term monitoring of microbial 

multifunctionality 　*Miki T (National 
Taiwan Univ.), Ke P-J (Stanford Univ.), 
㻴㼟㼕㼑㼔㻌㻵㻙㻲㻌㻔㻮㼛㼟㼠㼛㼚㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘㻌㻯㼔㼍㼚㼓㻌㻯㻙㼃㻘㻌
Cheng W-H (Academia Sinica), Hsieh C-
H, Kume T (National Taiwan Univ.)

13:30 [E3-46] Ecology and evolution of the 

association between bryophytes and 

herbi䣸orous insects　*Imada, Y., 
Kato, M. (Kyoto Univ.)

9:45 [E3-41] Rapid adaptive morphological change of 

nati䣸e frog induced by in䣸asi䣸e alien mongoose　
*Hirotaka Komine (TUAT), Noriko Iwai (TUAT), 
Koichi Kaji (TUAT)

[F3-26] Resource availability determines 

seasonal variation of phytoplankton size 

structure in the Kuroshio east of Tai䣹an　
*Lin, F.-S. (National Taiwan Univ.), Chen, 
C.-C. (National Taiwan Normal Univ.), 
Gong, G.-C. (National Taiwan Ocean 
Univ.), Jan, S. (National Taiwan Univ.), 
Hsieh, C.-h. (National Taiwan Univ.)

13:45 [E3-47] Effects of Birch Genotypic 

Di䣸ersity on 䣇cosystem Functions 
and 䣋nsect Community Structure　 
㻖㻿㼔㼍㼚㻘㻌㻮㻚㻌㻔㻴㼛㼗㼗㼍㼕㼐㼛㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘㻌
Nakamura, M.(Hokkaidao Univ.)

10:00 [E3-42] Nonlinear breeding performance of 

Nicrophorus nepalensis across temperature 

gradients  　*Tong-Chang Ni(National Cheng Kong 
㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻕㻘㻌㻿㼔㼕㼔㻙㻲㼍㼚㻌㻯㼔㼍㼚㻔㻮㼕㼛㼐㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌
Research Center, Academia Sinica), Sheng-Feng 
㻿㼔㼑㼚㻔㻮㼕㼛㼐㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻯㼑㼚㼠㼑㼞㻘㻌㻭㼏㼍㼐㼑㼙㼕㼍㻌
Sinica), I-Ching Chen(National Cheng Kong 
University)

[F3-27] Compound-specific radiocarbon 

analysis for ecological research: A case 

study using 
14

C composition of chlorophyll 

a from stream periphyton　*Ishikawa, N.F. 
(JAMSTEC), Yamane, M. (Univ. Tokyo), 
Suga, H., Ogawa, N.O. (JAMSTEC), 
Yokoyama, Y. (Univ. Tokyo), Ohkouchi N. 
(JAMSTEC)

14:00 [E3-48] Effects of "light:nutrient 

balance" and herbivorous 

zooplankton community: an 

e䣺perimental study　*Kazama, T. 
(Tohoku Univ.), Tokita, K. (Tohoku 
Univ.), Yamamichi, M. (Kyoto Univ.), 
Katano, I. (Univ. Hyogo), Doi, H. 
(Univ. Hyogo), Yoshida, T. (Tokyo 
Univ.), Hairston, N. G. (Cornell 
Univ.), Urabe, J. (Tohoku Univ.)

10:15 [E3-43] Geographic Variations of Acoustic Traits 

in Japanese Tree Frog (Buergeria japonica ) in 

East Asian Archipelago䚷㻖㼃㼍㼚㼓㻘㻌㼅㻚㻴㻚㻌㻔㻺㼀㼁㻕㻘㻌㻸㼕㼚㻘㻌
Y.P. (TESRI), Tseng, H.Y. (NMNS), LIN, Y.K. 
(NTU), Lin, S.M. (NTNU)

[F3-28] The Effects of Microplastics on 

Benthic organisms 　*Hiromi Sugai 
(Hokkaido Univ), Myriam Perschke (Univ 
Oldenburg), Mark Lenz (GEOMAR), 
Masahiro Nakaoka (Hokkaido Univ)

14:15 [E3-49] Mass emergence of a 

specialist sawfly species on 

unpalatable herbs under severe 

feeding pressure by si䣭a deer　
Nakahama, N., Yamasaki, M., 
Takayanagi, A. (Kyoto Univ.)

10:30 [E3-44] Biological barrier to larval dispersal into a 

marine protected area in marine fishes: Top-down 

control e䣺ists䣁　Masaaki Sato (FRA), Kentaro 
Honda (FRA), Wilfredo H. Uy (Mindanao State 
㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘㻌㻰㼍㼞㼣㼕㼚㻌㻵㻚㻌㻮㼍㼟㼘㼛㼠㻌㻔㻹㼕㼚㼐㼍㼚㼍㼛㻌㻿㼠㼍㼠㼑㻌㼁㼚㼕㼢㻚㻕㻘㻌
Tom G. Genovia (Mindanao State Univ.), Yohei 
Nakamura (Kochi Univ.), Hiroyuki Kurokochi 
(Univ. Tokyo) , Allyn Duvin. S. Pantallano (Kochi 
Univ.), Chunlan Lian (Univ. Tokyo), Masahiro 
Nakaoka (Hokkaido Univ.)

[F3-29] Predator and prey biodiversity 

relationship and its consequences on 

trophic interaction — Interplay of marine 

nanoflagellates and bacterioplan䣭ton　
*Jinny Wu Yang, Chih-hao Hsieh (Taiwan 
Univ.)

14:30 [E3-50] An ontogenetic change in 

interaction type from antagonism to 

mutualism stabilizes ecological 

community　㻼㼛㻙㻶㼡㻌㻷㼑㻌㻔㻰㼑㼜㼠㻌㻮㼕㼛㼘㻘㻌
㻿㼠㼍㼚㼒㼛㼞㼐㻌㼁㼚㼕㼢䠅㻘㻌㻖㼀㼍㼗㼑㼒㼡㼙㼕㻌㻺㼍㼗㼍㼦㼍㼣㼍㻌
(Dept Life Sci, Natl Cheng Kung 
Univ)

10:45 [E3-45] The latitudinal variation in thermal stress 

tolerance in sea anemones　*YAMAGUCHI 
㻴㼍㼞㼡㼗㼍䠄㻴㼛㼗㼗㼍㼕㼐㼛㻌㼁㼚㼕㼢㻚䠅㻘㻌㻿㻯㻴㼁㻸㻸㻱㻾㻌
Carola(TUM), LENZ Mark(GEOMAR), 
NAKAOKA Masahiro(Hokkaido Univ.)

[F3-30] Hidden diversity and host 

specificity of parasitic fungi infecting 

phytoplan䣭ton in 䣎a䣭e 䣋nba　*Maiko 
Kagami, Daiki Nozaki, Takaki Nakamura, 
Wakana Hirano (Toho University, Faculty 
of Science)

14:45 [E3-51] Functional significance of 

inconspicuous petals in scent-

attracted flo䣹ers　*KATSUHARA, 
K., USHIMARU, A.(Kobe Univ.), 
KITAMURA, S.(Ishikawa Prefectual 
Univ.)

11:00 [F3-31] Biochemical mediation of microbe-

meta䣼oan interactions 　Monika Trienens, 
Marko Rohlfs, Katharina Pfohl, Petr 
Karlovsky, Gerrit Holighaus (Goettingen 
University), *Andrew J. Davis (ICE-MPG 
Jena), Silvia Caballero-Ortiz (Goettingen 
University)

15:00 [E3-52] Flower visit and possible co-

pollination by a stonefly species in 

Corylopsis gotoana  

䢪䣊amamelidaceae䢫　*Wong, S.A., 
Kato, M. (Kyoto Univ.)

11:15 [F3-32] Bottom-up impacts across 

ecosystems: riverine eutrophication 

mediates terrestrial ecosystem functioning 

through spatial subsidies　Terui A*, 
㻺㼑㼓㼕㼟㼔㼕㻌㻶㻺㻘㻌㼃㼍㼠㼍㼚㼍㼎㼑㻌㻺㻘㻌㻺㼑㼟㼟㼍㻌㻮㻘㻌㻵㼙㼍㼕㻌㻴㻘㻌
Nakamura F (Hokkaido University)

15:15 [E3-53] Prey attraction to trap 

leaves of carnivorous plant species 

by flowers of coexisting plant species 

　Kazuki Tagawa*(Kyushu univ.), 
Mikio Watanabe(Aichi univ. of edu.), 
Tetsukazu Yahara(Kyushu univ.)
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13:30 [F3-33] 植㣗動物およ僙⫗
㣗動物の生物量をල体的
にண する᪂㣗物⥙ᩘ理
兆儫ルか僯ண 傻僲るㅖ⌧
象とㅖ関係　㻖㔝ᾈኴ㑻
䠄㎰ᴗ⏕≀㈨※◊✲ᡤ䠅

[G3-25] 㣗⫗㢮における
ᄮ➽ᙧ態を用いた ẚ㍑機
能ᙧ態Ꮫ的検ウ 　㻖ఀ⸨
ᾏ㻝㻘㻞㻘㻌㐲⸨⚽⣖㻝㻘㻞䠄㻝ᮾ
䞉㝔㎰䚸㻞ᮾ⥲ྜ◊✲
༤≀㤋䠅

[䣊3-25] 儛オジேᕤᯘにおける
2䢸ᖺ間の開ⰼ࿘期　ᓮᑿᆒ
䠄᪂₲䞉㎰䠅

[䣋3-25] 儖ー兄的≧ἣにお
けるᾏὒಖㆤ༊のᑟධ　
㧗⛉┤䠄⌰⌫䞉⇕⏕◊䠅

[J3-24] ᪉ྥ性㌿にお
ける時間㠀ᑐ⛠性のゎ᫂：
ホル兆ンー酵素動態によるア
儻ロー儥　ᒣཱྀᖾ䠄⚄ዉᕝ
䞉ᕤ䠅

13:45 [F3-34] 儵儧儥≧環境にお
ける生物ከᵝ性の⥔ᣢ機
ᵓ　㛛⬥㻌ᾈ᫂

[G3-2䢸] ℩ᡞෆᾏᓥᕋアカ
儱ズミのぬཷᐜ体㑇伝Ꮚ
のከᵝ性とD䣐A儴ー儗ー儫ィ
ングによる㣗性のศᯒ　㻖బ
⸨῟䚸⏣ᆏ⏤㔛ዉ䚸ᒣᮏ
♸ဢ䚸ⓑ▼⿱ᶞ䚸๓⏣ᗣ
ᖹ䚸⏣ᆏஓ䚸✄᳃༓❶䚸
㒆ྖኴ㑻䚸୕ᾆჾ䚸
ᒣཱྀὈ䠄⚟ᒣ䞉⏕≀
ᕤ䠅

[䣊3-2䢸] 㢼፹の㞤㞝␗ᰴ植物
スイ儴のᙧ態に性的型性は
あるか　㻌㻖ᯇஂ⪷Ꮚ㻘䚷ଢ଼ᩔ
ྐ䠄⚄ᡞ䞉ே㛫Ⓨ㐩⎔ቃ䠅

[䣋3-2䢸] な僂傹の㨶は⋓
傻僲るのか？⋓㈨※の特
ᚩᢳฟ　ᕷ㔝ᕝ᱈Ꮚ㻖䠈ᒸ
ᮧᐶ㻔Ỉ◊䝉䞉୰ኸỈ◊㻕

[J3-25] ඹ生儛グナルの」
㞧傻と特␗性の㐍化　ෆᾏ
㑚㻔⥲◊䞉ඛᑟ㻕㻘㻌㻖బ䚻ᮌ
㢧㻔⥲◊䞉ඛᑟ㻕

14:00 [F3-35] 儑ース儬ーン✀は像
のよ催な生態系働⌧僲僪す
いのか　㻖ឡ⌮䠄㱟㇂
䞉⌮ᕤ䠅㻘㻌㧗ᔱ䛒䜔䛛䠄㱟
㇂䞉⌮ᕤ䠅㻘㻌㏆⸨⏕
䠄㱟㇂䞉⌮ᕤ䠅

[G3-27] Comparative 
analysis of three global 
hyperdi䣸erse ant radiations　
Economo, E. P. (OIST)

[䣊3-2䢹] アズマイ儥儖と儑クザ儑
イ儥儖における⦾Ṫ特性とᆅୗ
ᙧ態のẚ㍑　㻖ཎభኴ䠄⮬↛
◊䠅㻘㻌Ṋ⏕㞞᫂㻔ᮾ㎰䞉᳃㻕

[䣋3-2䢹] ㇏ᖹ川の儙儕のᨺ
ὶᩘをỴ僧る⟶理᪉ᘧの
検ウ到儙儕をῶ僯 傻僀に野
性をቑすた僧に到　㻖᳃
⏣ኴ㑻㻔Ỉ◊䝉䞉Ỉ
◊㻕㻘㻌᭷㈡ᮃ䠄ᮐᖠᕷබᅬ
⥳༠䠅

[J3-2䢸] 情動伝ᰁの㐍化᮲
௳　୰ᶫ䚷΅䠄⥲◊䞉ඛᑟ
⛉Ꮫ䠅㻘㻌㻖ᵳ䚷ஂ䠄⥲◊䞉
ඛᑟ⛉Ꮫ䠅

⳦㢮・ᚤ生物

14:15 [G3-28] Reorganization of 
taxonomic, functional, and 
phylogenetic ant 
biodiversity after 
conversion to rubber 
plantation　Okinawa 

Institute of Science and 

Technology Graduate 

University

[䣊3-2䢺] 儗ナラ✀Ꮚᙧ㉁（✀Ꮚ
儙イズ凞タンニンྵ᭷⋡）におけ
る樹ᮌ個体間変␗と個体ෆ変
␗　㻖ᓥ⏣༟ဢ䠄᳃ᯘ⥲◊䞉ᮾ
䠅䠈㧗ᶫ᫂Ꮚ䠄ி䞉㔝⏕ື
≀◊✲䝉䞁䝍䞊䠅䠈ᰘ⏣㖠Ụ
䠄᳃ᯘ⥲◊䠅

[I3-28] The diversity of 
parasitic fungi in 䣎a䣭e 
Bi䣹a based on 1䢺SrD䣐A 
se䣳uence 　*Song,P. (The 

㼁㼚㼕㼢㻚㼛㼒㻌㻿㼔㼕㼓㼍㻌㻼㼞㼑㼒㻚㻌㻕䠈㻮㼍㼚㻘㻌
S.(The Univ.of Shiga Pref. 

㻕䠈㼀㼍㼚㼍㼎㼑㻘㻌㻿㻚㻔㼀㼔㼑㻌㼁㼚㼕㼢㻚㼛㼒㻌
㻿㼔㼕㼓㼍㻌㻼㼞㼑㼒㻚㻌㻕䠈
Kagami,M.(Toho Univ. )

[J3-2䢹] ᙧ㉁マ儧儥ングに基
僋債互ᜨ関係の᪉ྥ性Ὲử
のୗ働の㐍化᮲௳　㻖ᒣෆ䚷
῟䠄ி䞉⏕ែ◊䝉䞁䝍䞊䠅

14:30 [F3-37] Testing the 
strength of trophic 
cascades in a detritus-
based food web in a 
subtropical upstream 
system in Tai䣹an　*Tsai, 

CW (Providence Univ.), 

Shieh, SH (Providence 

Univ.), Huang, YH 

(Providence Univ.), Lai, 

MY (Providence Univ.)

[G3-2䢻] 河川におけるேⅭ
的な影響は生物群㞟のᆒ
㉁化を僨た僯すか？　㻖᳃↷
㈗䠄ᮾ䞉⥲ྜᩥ䠅㻘㻌ෆ⏣
ᆂ䠄ᮾ䞉⥲ྜᩥ䠅㻘㻌ⴛሙ
♸୍䠄ᅵ◊䞉Ἑᕝ⏕ែ䠅

[䣊3-2䢻] 㐣なⰼ生⏘の㐺ᛂ
的ព⩏　Ụ᪥ฟኵ䠄㜰ᗓ
䞉㝔䞉⌮䠅

[䣋3-2䢻] ハイマツ葉ෆ生⳦
の✀⤌成と僃のᆅ理的ศ
ᕸ儵ターン　㻖୕ᮧ⌶☻㻔⟃
Ἴ䞉⎔ቃ⛉Ꮫ㻕㻘㻌ᗈ℩
㻔᪥䞉⸆㻕㻘㻌ୗ㔝⥤Ꮚ㻔ᮾ
㑥䞉⌮㻕㻘㻌ᘅ⏣㻔⟃Ἴ
䞉⏕⎔ቃ⣔㻕

[J3-2䢺] 兆儫ル㑅ᢥ働㑅僖
僲た兆儫ルを僉僌検定すると
い催᪉ἲはጇᙜか　㻖⢑㇂ⱥ
୍䠄䞉⌮䞉⏕≀䠅㻘㻌᪥ᐊ
༓ᑜ䠄䞉⌮䞉⏕≀䠅

植物生άྐ 動物⦾Ṫ

14:45 [F3-3䢺] ᒾ♋₻間ᖏᅛ╔
生物群㞟におけるᏘ⠇性の
儵ターンと儻ロ償スのᆶ┤໙
㓄にἢ僉た変化　㻖㔠᳃⏤
ድ䠄䞉㝔䞉⎔ቃ⛉Ꮫ䠅䠈
῝㇂⫕୍䠄⤫ᩘ◊䠅䠈㔝⏣
㝯ྐ䠄ᆅ⌫⎔ቃ䠅

[G3-30] Ỉ⏣にタ⨨傻僲た
ᑠỈ㊰傘僘よ僁備の果たすᙺ
　ᫍ㔝䚷䠄ᗈᓥ⥲◊㎰
ᢏ䝉䠅

[䣊3-30] Demographic shifts 
and fitness related to 
mycoheterotrophy in two 
Cephalanthera species　
*Shefferson, R.P. (Univ. 

Tokyo), Roy, M. (Univ. Paul 

Sabatier), Puttsepp, U 

(Estonian Univ. of Life 

Sciences), Selosse, M.A. 

(Museum National d'Histoire 

Naturelle)

[䣋3-30] ప⥺量⿕僖債がアカ
儱ズミ⢭ᕢにおける㓟化ス儬
児スᛂ⟅に及ぼす影響　 *
▼ᗞᐶᏊ㻘㻌ᒸ㔝ྖ㻘㻌
Ꮫ䠄ᅜ⎔◊䠅㻘㻌㐲⸨
䠄㓗㎰䞉⋇䠅㻘㻌ྜྷᒸ᫂Ⰻ㻘㻌
⋢⨨㞞⣖䠄ᅜ⎔◊䠅

[J3-2䢻] ⤯⁛リスクホ౯のಙ
㢗性：ಙ㢗༊間は䢪0,1䢫働ព
がないとい催ㄗゎ　⟽ᒣ䚷
ὒ䠄Ỉ◊䝉䞁䝍䞊䠋ᮾிᾏ
ὒ䠅

動物個体群

15:00 [F3-3䢻] Ẽ・⯙᰿‴に
おける定₯Ỉㄪᰝか僯ぢ
たὠἼᚋの㨶㢮群㞟の㑄
⛣㐣⛬　㻖┈⏣⋹∞䠄ி㒔
䞉䝣䜱䞊䝹䝗◊⯙㭯䠅䠈␊
ᒣಙ䠄㻺㻼㻻᳃䛿ᾏ䛾ᜊ
ே䠅䠈ᶓᒣⱥ䠄㤳㒔䞉
㒔ᕷ⎔ቃ䠅䠈⏣୰ඞ䠄ᅜ㝿
㧗➼◊䠅

[G3-31] ᅜつᶍ働の✀ከ
ᵝ性ಖに重せな空間ス
儕ール：༙⮬↛草ཎの植物
群㞟働の検ウ　㻖ᑠᒣ᫂᪥
㤶㻔᳃ᯘ⥲◊㻕㻘㻌ᑠᰗ▱௦
㻔ᮾிᏛⱁ㻕㻘㻌㉥ᆏ᐀ග
㻔ᮾி㎰ᕤ㻕㻘㻌ᴋᮏⰋᘏ
㻔㎰⎔◊㻕㻘㻌ᖹ⯓ಇኴ㑻㻔㎰
⎔◊㻕㻘㻌㧗⏣㞞அ㻔ἲᨻ㻕㻘㻌
ᒸ㒊㈗⨾Ꮚ㻔᳃ᯘ⥲◊㻕

[䣊3-31] クローン成長の推⛣行
ิ兆儫ル凟ᆅୗⱼఙ長の儤イナ
ミクス凟　㻖ⲨᮌᕼᏊ䠄❧
㤋䞉⏕䠅㻘㻌ᓥ㇂୍㑻䠄⤫
ᩘ◊䠅㻘㻌ཎ㞞䠄䞉ᆅ⌫⎔
ቃ䠅

[䣋3-31] 㞝の⤥餌㈉⊩ᗘが
㞤の」ᩘᅇ⦾Ṫ⋡をቑຍ
傻僁るか？　㻖⨾భ䠄
䞉⎔ቃ⛉Ꮫ䠅㻘㻌Ἔ⏣↷⛅
䠄᪂₲䠅㻘㻌ᑠἨ㐓㑻䠄
䞉ᆅ⌫⎔ቃ⛉Ꮫ䠅

[J3-30] పᐦᗘୗ働の儛カと
植生の関係䢼 ᒇஂᓥのヤク
スギᯘのሙ合　༙㇂࿃㑻㻔ி
㒔㟋㛗◊㻕㻖

ᬒほ 動物生άྐ
15:15 [F3-40] ᾏᗏỈが㨶㢮

の㣗性凞成長に傮る影響
到Ỉ とᰤ㣴の効果か僯　
㻖ᑠ㊰῟䞉Ᏹ㒔ᐑ㐩ஓ䞉⛙
ṇᶞ䞉ᒣẎ㻔ᗈᓥ㻕䠈ᮡ
ᮏு㻔⚟┴㻕䠈ᇼṇ
䠄℩ᡞෆỈ◊䠅

[G3-32] ᐩኈ㯄の植ᯘ
ఆ採ᆅと༙⮬↛草ཎの儥克
儊群㞟　⬥῟㻖㻘㻌୰㔝㝯
ᚿ㻘㻌ཎṇᙪ䠄ᒣ┴ᐩኈ
ᒣ◊䠅

[䣊3-32] ᓥᕋの生物刷ᩥ化的
ᬒほ　㻖୰㉺䚷ಙ䠄ᗈ㝔ᅜ
㝿༠ຊ䠅䚸ὥ䚷ၿᇶ䠄㡑ᅜ䡡ᅜ
❧ᮌᾆ䠅

[䣋3-32] 成長にక催兌兓カイ
充ンの僳㐣機能の変化　*

ಖᆏ⨾ἋᏊ㻔ᶓᕷ䞉ᅜ㝿
⥲ྜ㻕㻘ᳺ⋹ᮍ㻔㻶㻭㻹㻿㼀㻱㻯㻕㻘
ฟཱྀⱱ㻔㻶㻭㻹㻿㼀㻱㻯㻕

[J3-31] ᳃ᯘ開発と⛣ධ✀
マングースのศᕸᣑがアマ
ミノクロ儊儙ギの㑇伝的ከᵝ
性をῶᑡ傻僁た䚷㻖すᑦᶞ
㻔᳃ᯘ⥲◊䞉ᮾ㻕㻘㻌ᑠᯘ⪽
㻔㟁୰◊㻕㻘㻌Ọ⏣⣧Ꮚ㻔᳃ᯘ
⥲◊㻕㻘㻌ᒣ⏣ᩥ㞝㻔᳃ᯘ⥲
◊㻕53
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15:30 [䣇3-54] 䣎egacy 
effects of insect 
herbivore-plant 
interaction on 
reproductive 
performances of 
plants　Mito Ikemoto, 
Takashi Y. Ida, 
Takayuki Ohgushi

[F3-41] 㟢ᆅナスᅡ
ሙ࿘㎶におけるᅵ╔
カブリ儤ニ㢮の生ᜥ
実態のゎ᫂　㻖ᓮ
ඣ㻘ᰘᑿ䚷Ꮫ䠄
㜰⎔㎰Ỉ◊䠅

[G3-33] ᮾி㒔Ṋⶶ
野ᕷの㒔ᕷ㏆㑹ᯘに
おけるᕷẸによるಖ
ά動と植生兆ニタリング　
ᓥ⏣๎㻔᳃ᯘ⥲◊䞉
ከᦶ᳃ᯘ⛉Ꮫᅬ㻕

[䣊3-33] 雪中ᒣ間
ᆅᇦに成立する㔛ᒣブ
ナᯘの伝⤫的᳃ᯘ⟶
理　⏣⚽⾜䠄ಙᕞ
䞉ᩍ䠅

[䣋3-33] 儊グイの㝆ᾏ性と
⦋ᗘクラインの検証　㻖ᒣ
⏣ኴ㑻䠄䞉⎔ቃ
⛉Ꮫ㝔䠅㻘⮻ᖹ䠄䜸
䝩䞊䝒䜽䝭䝳䞊䝆䜰䝮䛘
䛥䛧䠅㻘ᑠἨ㐓㑻䠄䞉
ᆅ⌫⎔ቃ䠅

[J3-32] ⣖ノ川Ỉ系
におけるナ儐児儬儷儕ラ
ᒓRhyacophilaおよ僙
ツ充ナ儐ナ儐児儬儷儕ラ
Apsilochorema 
sutshanumᗂのὶ
⛬ศᕸと生ᜥ環境　
ᖹ䚷⚈㻖䚷㜰ᗓ
❧Ꮫ䚷㧗➼ᩍ⫱᥎
㐍㒊㛛

15:45 [E3-55] Pollinator-
driven ecological 
speciation in plants: a 
greater reward to 
pollinators from plants 
adapted to divergent 
growth environments 
drives reproductive 
isolation　*Takimoto, 
G., Kagawa, K. (Univ. 
of Tokyo)

[F3-42] 儛ロアリの
㞧と⭠ෆඹ生ཎ生
生物群㞟の㐍化　
ฟ䚷⌮䠄䭉ᇛ䞉
⌮䠅

[G3-34] ᮾ༡アジア⇕
ᖏᯘのከᵝ性ᣦᶆと
し僌の᪂✀ẚ⋡ ࠥク
スノ儑⛉儛ロ儤兆ᒓの
ࠥ　㻖‶⾜▱ⰼ䚸
⏣㔠⚽୍㑻䚸㐲ᒣᘯ
ἲ䚸㛫℩Ꮚ䚸▮ཎ
ᚭ୍㻌㻔䞉⌮䞉⏕ែ㻕

[䣊3-34] ༡୕㝣⏫にお
ける㔛ᒣ・㔛ᾏの㈨※
⟶理を僧傶る᪂たな動
ྥ　㻖㻌῝⏫ຍὠᯞ䠄ி
㝔䞉ᆅ⌫⎔ቃ䠅㻘㻌ィ
ᙯᎫ䠄ி㝔䞉ᆅ⌫⎔
ቃ䠅

[䣋3-34] 儕ヤ儑のᐖ傎
ヤノナミ儐タ儥儷タマ兄儛の
個体ᩘ変動と僃のせᅉ　
⃝ṇႹ䠄ᒣ᳃◊䠅

[J3-33]  ᬮ化とア充
リカ儛ロ儶儬リの化性変
化　㻖㒔㔝ᒎᏊ㻛㔠ἑ
Ꮫ

16:00 [F3-43] ᪥ᮏのホロ
ミジン儗：僃のṇ体を
᥈る　㻖ᒣඖ⥤ᘺ㤶㻘
∾㔝Ώ㻘༨㒊ᇛኴ
㑻䠄ᮾᏛ䞉⏕
⛉Ꮫ䠅

[G3-35] D䣐A儴ー儗ー
儫ィングによる
Balanophoraのᐟ᥈
⣴と2✀の᪂✀グ㍕　
䞉⌮䞉⏕≀

[䣊3-35] ツ儑ノ兓グマに
よる㑅ᢥ☜⋡が㧗い生
ᜥᆅ儵儧儥ศᕸのᏘ⠇
変動　㻖㧗␊༓ᑜ㻔ಙᕞ
䞉ᒣᓅ⛉Ꮫ◊✲
ᡤ㻕㻘㻿㻚㻱㻚㻌㻺㼕㼑㼘㼟㼑㼚䠄䜰䝹
䝞䞊䝍Ꮫ䞉㈨※⟶⌮
Ꮫ⛉䠅㻘Ἠᒣⱱஅ㻔ಙᕞ
䞉ᒣᓅ⛉Ꮫ◊✲ᡤ㻕

[J3-34] ẅの
ローテー儛克ンᩓᕸは
ᢠ性発達を㐜ᘏ傻
僁るか　㻖㡲⸨ṇᙯ㻘㻌
ᒣ୰Ṋᙪ㻌㻔㎰⎔◊㻕㻘㻌
㧗ᶫ㍜㻌㻔㼁㼙㼑㽰㻌
㼡㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼑㼠㻕㻘㻌㕥ᮌⰾ
ே㻌㻔ி㒔ᕷ㻕

16:15 [F3-44] Ỉ⏣におけ
る儗兆リグ兆⛉✀⤌
成のᆅ理的໙㓄に
ἢ僉た変化　㻖⏣୰
ᖾ୍䠈㤿ሙᕼ䠈
ᴋᮏⰋᘏ䠄㎰⎔◊䠅

[G3-3䢸] 㑇伝㈨※僞
のアク償スと┈㓄ศ
（ABS）のἲ的検ウ　*
⚄ᒣ䚷ᬛ⨾㻌㻛㻌ᐩᒣ
Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊

[䣊3-3䢸] ᭱⤊ị期᭱
┒期における植生ඖ
の基♏㈨ᩱとし僌の儥克
儊償ン儘兌儊ⰼ⢊生⏘量　
୕Ꮿᝆᖹ䠈㻖㧗ཎ䚷ග
䠄ி㒔ᗓ䞉⏕⎔
ቃ䠅䠈୰ᮧ⌶☻䠄ᕞ
䞉ᾏ㐨₇䠅䠈ᮡ⏣
┿ဢ䠄ி㒔䞉㎰䠅

[J3-35] Effect of 
predator-prey size 
balance on density-
dependent mortality 
of prey　*Kazila, E., 
Takatsu, K., 
Kishida, O. 
(Hokkaido Univ.)
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（展示棟　Poster Hall　#：ポスター賞対象発表）

群落・遷移・更新

P1-001#　Species abundance changes in a tropical rainforest 
fragment　*Ngo, K.M. (Tokyo Metrop. Uni.), Lum, S. (Nanyang 

Tech. Uni.), Hosaka, T., Numata, S. (Tokyo Metrop. Uni.)

P1-002#　奄美大島の島内における海岸植生の比較　鹿児島
大学大学院 理工学研究科 * 米森由紀，五十嵐恵美，永田ちはる，
鈴木英治

P1-003#　岩礁潮間帯における固着生物群集の時空間変異性
　* 立花道草（北大院・環境），野田隆史（北大・地球環境）

P1-004#　風穴地における高山植物の定着要因―局所環境が
与える影響―　* 和久井彬実（北大・農），末吉正尚（自然共
生研究セ），下川部歩真（北海道庁），工藤岳（北大院・地球環境），
森本淳子（北大院・農），中村太士（北大院・農）

P1-005#　鹿児島県本土における小規模な半自然草地の種組
成と種多様性　* 安部真琴，川西基博（鹿児島大・教育）

P1-006#　自然撹乱としてのシカ採食の役割―林床植物の群
集集合プロセスからの評価　* 西澤啓太，辰巳晋一（横浜国大・
環境情報），北川涼（森林総研），森章（横浜国大・環境情報）

P1-007#　中部山岳冷温帯針広混交林におけるイラモミ優占
林の更新動態及び成長と地形要因との関連性　 安田圭佑
（筑波大・生命環境科学），清野達之（筑波大・生命環境系）

P1-008#　諏訪湖周辺の河川及び水路における水生植物群落
の分布及び構造と立地環境条件との関係　* 福村友（信大・
農），大窪久美子（信大・学術院農）

P1-009#　規則的な葉群モデルにおける群落生産の推定
　* 佐々木駿（東京大・理）
P1-010#　火入れ後の地温変化を考慮した草原性植物の発芽
特性　* 増井太樹，津田智   岐阜大 流域圏センター

P1-011#　無肥料無農薬水田における雑草群集構造の決定要
因　* 細谷啓太（岩手連大農），杉山修一（弘前大学農）

P1-012#　八王子市松木に残存する都市の植物群集構造の解
析　* 松澤琢（首都大・理工・生命），可知直毅，鈴木準一郎（首
都大・理工・生命）

P1-013#　安定成熟林における萌芽樹形　* 瓜生真也，鄭 欣怡
（横国大・院・環境情報），武生雅明（東農大・地域環境），磯
谷達宏（国士舘大・地理），吉田圭一郎（横国大・教育），酒井
暁子（横国大・院・環境情報）

P1-014#　北岳（南アルプス）において絶滅危惧コケ植物は
どこに生育しているか？分布と生育状況に関する知見
　* 佐藤匠，山口富美夫（広大院・理）
P1-015#　河川砂礫堆上の植物群落の組成と構成種の種特性
の関係　築地孝典（高知大・院・理）・比嘉基紀・石川愼吾（高
知大・理）

P1-016#　モンゴルのステップ草原における家畜食害はア
ーバスキュラー菌根菌群集に影響を与える　* 日下部亮
太（千葉大院・教育），谷口武士（鳥取大・乾地研），Jamsran 
Undarmaa（モンゴル国立農業大），山中典和（鳥取大・乾地研），
大和政秀（千葉大・教育）

P1-017#　屋久島　春田浜の15年間の植生変化　鹿児島大
学大学院 理工学研究科 * 川原大基，鈴木英治

P1-018#　春日山原始林における樹木群集構造の変化及び地
形に関連する分布・成長特性　* 村田沙耶，松井淳（奈良教

育大学）

P1-019#　草原性植物のデモグラフィの種間・集団間比較 -
ゲノミクスによる草原の歴史の再構築 -　* 成田あゆ（京都
大・院・農），山浦悠一（森林総研・植生），楠本良延（農環研），
井鷺裕司（京都大・院・農）

P1-020#　閉鎖林冠下のチシマザサ一斉更新過程における面
的クローン成長の役割　* 工藤恵梨，松尾歩（秋田県大・生
物資源），金子悠一郎，富松裕（山形大・理），蒔田明史（秋田
県大・生物資源）

P1-021#　ナラ枯れ被害林分における低木の動態と高木生実
生の更新　* 高橋沙也香（新潟大 ･農），本間航介（新潟大 ･農）

P1-022#　樹冠と後生枝から考察する大径化したコナラの萌
芽規定要因　* 松本薫（明大院・農），倉本宣（明大・農）

P1-023#　ササの一斉枯死と林冠構造の違いがブナ林の更新
動態に与える影響　* 髙木豊大・佐藤朋華・松尾歩・阿部み
どり・井上みずき・星崎和彦・蒔田明史（秋田県立大・生物資源）

P1-024#　フタバガキ科樹木における種子散布距離と実生動
態　* 鈴木詩織（名大院・生命農），稲永路子（秋田県大・木高研），
竹内やよい（国環研），戸丸信弘（名大院・生命農），中川弥智
子（名大院・生命農）

P1-025#　湿原内部に成立した矮性ハンノキ群落の動態と養
分利用　* 見原悠美（北大・環境科学院），矢部和夫（札幌市大・
デザイン），植村滋（北大・FSC）

P1-026#　熱帯降雨林における伐採に対するレジリエンスの
空間変異　-Landsat時系列解析を用いて -　* 園田隼人，藤
木庄五郎，青柳亮太，北山兼弘，（京大，農，森林生態）

P1-027#　タイ熱帯山地林における大面積調査区を用いた林
冠ギャップと下層木の生残推定　* 長谷川一総（京大院・
農），水野貴司（京大院・農），高橋絵里奈（島根大・農林生産），
Witchaphart Sunpalee（メジョ大），Kriangsak Sri-Ngernyuang
（メジョ大），神崎護（京大院・農）

P1-028#　3次元シミュレーションによる樹木モデリングと
森林形成　野々山朋信（東北大学・生命）

P1-029#　植物生産モデルによる潜在生産力の将来予測　* 渥
美和幸，太田俊二（早稲田大・人間科学）  

植物個体群・繁殖・生活史

P1-030#　オオバタネツケバナ渓畔・潮汐集団の遺伝的差異
　* 曽我江里，才木真太朗，石田厚，工藤洋（京大・生態研）

P1-031#　オオバナノエンレイソウの分布域の決定要因：緯
度勾配に沿った適応度成分の比較　* 佐々木駿，川村弥司子
（山形大・理），山岸洋貴（弘前大・白神），大原雅（北海道大・
地球環境），富松裕（山形大・理）

P1-032#　森林における雪害と伐採による攪乱がもたらす下
層植生の違い　* 野田佳愛，倉本宣（明治大・農）

P1-033#　崩壊法面に自生するモウセンゴケの個体群動態
　* 須貝凌（新潟大・自然科学），中田誠（新潟大・農）
P1-034#　ハイマツ実生の発生と生存に作用する要因　* 雨谷
教弘，工藤岳（北大院・環境），和田直也（富大・極東）

P1-035#　都市に生育する絶滅危惧植物の繁殖生態 :大阪で
再発見された絶滅危惧植物アイナエ（マチン科）　* 小原 
昌之（大阪教育大 : 院），岡崎 純子（大阪教育大 : 教員養成），
植松 千代美（大阪市大院 : 理）
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15:30 [䣇3-54] 䣎egacy 
effects of insect 
herbivore-plant 
interaction on 
reproductive 
performances of 
plants　Mito Ikemoto, 
Takashi Y. Ida, 
Takayuki Ohgushi

[F3-41] 㟢ᆅナスᅡ
ሙ࿘㎶におけるᅵ╔
カブリ儤ニ㢮の生ᜥ
実態のゎ᫂　㻖ᓮ
ඣ㻘ᰘᑿ䚷Ꮫ䠄
㜰⎔㎰Ỉ◊䠅

[G3-33] ᮾி㒔Ṋⶶ
野ᕷの㒔ᕷ㏆㑹ᯘに
おけるᕷẸによるಖ
ά動と植生兆ニタリング　
ᓥ⏣๎㻔᳃ᯘ⥲◊䞉
ከᦶ᳃ᯘ⛉Ꮫᅬ㻕

[䣊3-33] 雪中ᒣ間
ᆅᇦに成立する㔛ᒣブ
ナᯘの伝⤫的᳃ᯘ⟶
理　⏣⚽⾜䠄ಙᕞ
䞉ᩍ䠅

[䣋3-33] 儊グイの㝆ᾏ性と
⦋ᗘクラインの検証　㻖ᒣ
⏣ኴ㑻䠄䞉⎔ቃ
⛉Ꮫ㝔䠅㻘⮻ᖹ䠄䜸
䝩䞊䝒䜽䝭䝳䞊䝆䜰䝮䛘
䛥䛧䠅㻘ᑠἨ㐓㑻䠄䞉
ᆅ⌫⎔ቃ䠅

[J3-32] ⣖ノ川Ỉ系
におけるナ儐児儬儷儕ラ
ᒓRhyacophilaおよ僙
ツ充ナ儐ナ儐児儬儷儕ラ
Apsilochorema 
sutshanumᗂのὶ
⛬ศᕸと生ᜥ環境　
ᖹ䚷⚈㻖䚷㜰ᗓ
❧Ꮫ䚷㧗➼ᩍ⫱᥎
㐍㒊㛛

15:45 [E3-55] Pollinator-
driven ecological 
speciation in plants: a 
greater reward to 
pollinators from plants 
adapted to divergent 
growth environments 
drives reproductive 
isolation　*Takimoto, 
G., Kagawa, K. (Univ. 
of Tokyo)

[F3-42] 儛ロアリの
㞧と⭠ෆඹ生ཎ生
生物群㞟の㐍化　
ฟ䚷⌮䠄䭉ᇛ䞉
⌮䠅

[G3-34] ᮾ༡アジア⇕
ᖏᯘのከᵝ性ᣦᶆと
し僌の᪂✀ẚ⋡ ࠥク
スノ儑⛉儛ロ儤兆ᒓの
ࠥ　㻖‶⾜▱ⰼ䚸
⏣㔠⚽୍㑻䚸㐲ᒣᘯ
ἲ䚸㛫℩Ꮚ䚸▮ཎ
ᚭ୍㻌㻔䞉⌮䞉⏕ែ㻕

[䣊3-34] ༡୕㝣⏫にお
ける㔛ᒣ・㔛ᾏの㈨※
⟶理を僧傶る᪂たな動
ྥ　㻖㻌῝⏫ຍὠᯞ䠄ி
㝔䞉ᆅ⌫⎔ቃ䠅㻘㻌ィ
ᙯᎫ䠄ி㝔䞉ᆅ⌫⎔
ቃ䠅

[䣋3-34] 儕ヤ儑のᐖ傎
ヤノナミ儐タ儥儷タマ兄儛の
個体ᩘ変動と僃のせᅉ　
⃝ṇႹ䠄ᒣ᳃◊䠅

[J3-33]  ᬮ化とア充
リカ儛ロ儶儬リの化性変
化　㻖㒔㔝ᒎᏊ㻛㔠ἑ
Ꮫ

16:00 [F3-43] ᪥ᮏのホロ
ミジン儗：僃のṇ体を
᥈る　㻖ᒣඖ⥤ᘺ㤶㻘
∾㔝Ώ㻘༨㒊ᇛኴ
㑻䠄ᮾᏛ䞉⏕
⛉Ꮫ䠅

[G3-35] D䣐A儴ー儗ー
儫ィングによる
Balanophoraのᐟ᥈
⣴と2✀の᪂✀グ㍕　
䞉⌮䞉⏕≀

[䣊3-35] ツ儑ノ兓グマに
よる㑅ᢥ☜⋡が㧗い生
ᜥᆅ儵儧儥ศᕸのᏘ⠇
変動　㻖㧗␊༓ᑜ㻔ಙᕞ
䞉ᒣᓅ⛉Ꮫ◊✲
ᡤ㻕㻘㻿㻚㻱㻚㻌㻺㼕㼑㼘㼟㼑㼚䠄䜰䝹
䝞䞊䝍Ꮫ䞉㈨※⟶⌮
Ꮫ⛉䠅㻘Ἠᒣⱱஅ㻔ಙᕞ
䞉ᒣᓅ⛉Ꮫ◊✲ᡤ㻕

[J3-34] ẅの
ローテー儛克ンᩓᕸは
ᢠ性発達を㐜ᘏ傻
僁るか　㻖㡲⸨ṇᙯ㻘㻌
ᒣ୰Ṋᙪ㻌㻔㎰⎔◊㻕㻘㻌
㧗ᶫ㍜㻌㻔㼁㼙㼑㽰㻌
㼡㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼑㼠㻕㻘㻌㕥ᮌⰾ
ே㻌㻔ி㒔ᕷ㻕

16:15 [F3-44] Ỉ⏣におけ
る儗兆リグ兆⛉✀⤌
成のᆅ理的໙㓄に
ἢ僉た変化　㻖⏣୰
ᖾ୍䠈㤿ሙᕼ䠈
ᴋᮏⰋᘏ䠄㎰⎔◊䠅

[G3-3䢸] 㑇伝㈨※僞
のアク償スと┈㓄ศ
（ABS）のἲ的検ウ　*
⚄ᒣ䚷ᬛ⨾㻌㻛㻌ᐩᒣ
Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊

[䣊3-3䢸] ᭱⤊ị期᭱
┒期における植生ඖ
の基♏㈨ᩱとし僌の儥克
儊償ン儘兌儊ⰼ⢊生⏘量　
୕Ꮿᝆᖹ䠈㻖㧗ཎ䚷ග
䠄ி㒔ᗓ䞉⏕⎔
ቃ䠅䠈୰ᮧ⌶☻䠄ᕞ
䞉ᾏ㐨₇䠅䠈ᮡ⏣
┿ဢ䠄ி㒔䞉㎰䠅

[J3-35] Effect of 
predator-prey size 
balance on density-
dependent mortality 
of prey　*Kazila, E., 
Takatsu, K., 
Kishida, O. 
(Hokkaido Univ.)
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群落・遷移・更新

P1-001#　Species abundance changes in a tropical rainforest 
fragment　*Ngo, K.M. (Tokyo Metrop. Uni.), Lum, S. (Nanyang 

Tech. Uni.), Hosaka, T., Numata, S. (Tokyo Metrop. Uni.)

P1-002#　奄美大島の島内における海岸植生の比較　鹿児島
大学大学院 理工学研究科 * 米森由紀，五十嵐恵美，永田ちはる，
鈴木英治

P1-003#　岩礁潮間帯における固着生物群集の時空間変異性
　* 立花道草（北大院・環境），野田隆史（北大・地球環境）

P1-004#　風穴地における高山植物の定着要因―局所環境が
与える影響―　* 和久井彬実（北大・農），末吉正尚（自然共
生研究セ），下川部歩真（北海道庁），工藤岳（北大院・地球環境），
森本淳子（北大院・農），中村太士（北大院・農）

P1-005#　鹿児島県本土における小規模な半自然草地の種組
成と種多様性　* 安部真琴，川西基博（鹿児島大・教育）

P1-006#　自然撹乱としてのシカ採食の役割―林床植物の群
集集合プロセスからの評価　* 西澤啓太，辰巳晋一（横浜国大・
環境情報），北川涼（森林総研），森章（横浜国大・環境情報）

P1-007#　中部山岳冷温帯針広混交林におけるイラモミ優占
林の更新動態及び成長と地形要因との関連性　 安田圭佑
（筑波大・生命環境科学），清野達之（筑波大・生命環境系）

P1-008#　諏訪湖周辺の河川及び水路における水生植物群落
の分布及び構造と立地環境条件との関係　* 福村友（信大・
農），大窪久美子（信大・学術院農）

P1-009#　規則的な葉群モデルにおける群落生産の推定
　* 佐々木駿（東京大・理）
P1-010#　火入れ後の地温変化を考慮した草原性植物の発芽
特性　* 増井太樹，津田智   岐阜大 流域圏センター

P1-011#　無肥料無農薬水田における雑草群集構造の決定要
因　* 細谷啓太（岩手連大農），杉山修一（弘前大学農）

P1-012#　八王子市松木に残存する都市の植物群集構造の解
析　* 松澤琢（首都大・理工・生命），可知直毅，鈴木準一郎（首
都大・理工・生命）

P1-013#　安定成熟林における萌芽樹形　* 瓜生真也，鄭 欣怡
（横国大・院・環境情報），武生雅明（東農大・地域環境），磯
谷達宏（国士舘大・地理），吉田圭一郎（横国大・教育），酒井
暁子（横国大・院・環境情報）

P1-014#　北岳（南アルプス）において絶滅危惧コケ植物は
どこに生育しているか？分布と生育状況に関する知見
　* 佐藤匠，山口富美夫（広大院・理）
P1-015#　河川砂礫堆上の植物群落の組成と構成種の種特性
の関係　築地孝典（高知大・院・理）・比嘉基紀・石川愼吾（高
知大・理）

P1-016#　モンゴルのステップ草原における家畜食害はア
ーバスキュラー菌根菌群集に影響を与える　* 日下部亮
太（千葉大院・教育），谷口武士（鳥取大・乾地研），Jamsran 
Undarmaa（モンゴル国立農業大），山中典和（鳥取大・乾地研），
大和政秀（千葉大・教育）

P1-017#　屋久島　春田浜の15年間の植生変化　鹿児島大
学大学院 理工学研究科 * 川原大基，鈴木英治

P1-018#　春日山原始林における樹木群集構造の変化及び地
形に関連する分布・成長特性　* 村田沙耶，松井淳（奈良教

育大学）

P1-019#　草原性植物のデモグラフィの種間・集団間比較 -
ゲノミクスによる草原の歴史の再構築 -　* 成田あゆ（京都
大・院・農），山浦悠一（森林総研・植生），楠本良延（農環研），
井鷺裕司（京都大・院・農）

P1-020#　閉鎖林冠下のチシマザサ一斉更新過程における面
的クローン成長の役割　* 工藤恵梨，松尾歩（秋田県大・生
物資源），金子悠一郎，富松裕（山形大・理），蒔田明史（秋田
県大・生物資源）

P1-021#　ナラ枯れ被害林分における低木の動態と高木生実
生の更新　* 高橋沙也香（新潟大 ･農），本間航介（新潟大 ･農）

P1-022#　樹冠と後生枝から考察する大径化したコナラの萌
芽規定要因　* 松本薫（明大院・農），倉本宣（明大・農）

P1-023#　ササの一斉枯死と林冠構造の違いがブナ林の更新
動態に与える影響　* 髙木豊大・佐藤朋華・松尾歩・阿部み
どり・井上みずき・星崎和彦・蒔田明史（秋田県立大・生物資源）

P1-024#　フタバガキ科樹木における種子散布距離と実生動
態　* 鈴木詩織（名大院・生命農），稲永路子（秋田県大・木高研），
竹内やよい（国環研），戸丸信弘（名大院・生命農），中川弥智
子（名大院・生命農）

P1-025#　湿原内部に成立した矮性ハンノキ群落の動態と養
分利用　* 見原悠美（北大・環境科学院），矢部和夫（札幌市大・
デザイン），植村滋（北大・FSC）

P1-026#　熱帯降雨林における伐採に対するレジリエンスの
空間変異　-Landsat時系列解析を用いて -　* 園田隼人，藤
木庄五郎，青柳亮太，北山兼弘，（京大，農，森林生態）

P1-027#　タイ熱帯山地林における大面積調査区を用いた林
冠ギャップと下層木の生残推定　* 長谷川一総（京大院・
農），水野貴司（京大院・農），高橋絵里奈（島根大・農林生産），
Witchaphart Sunpalee（メジョ大），Kriangsak Sri-Ngernyuang
（メジョ大），神崎護（京大院・農）

P1-028#　3次元シミュレーションによる樹木モデリングと
森林形成　野々山朋信（東北大学・生命）

P1-029#　植物生産モデルによる潜在生産力の将来予測　* 渥
美和幸，太田俊二（早稲田大・人間科学）  

植物個体群・繁殖・生活史

P1-030#　オオバタネツケバナ渓畔・潮汐集団の遺伝的差異
　* 曽我江里，才木真太朗，石田厚，工藤洋（京大・生態研）

P1-031#　オオバナノエンレイソウの分布域の決定要因：緯
度勾配に沿った適応度成分の比較　* 佐々木駿，川村弥司子
（山形大・理），山岸洋貴（弘前大・白神），大原雅（北海道大・
地球環境），富松裕（山形大・理）

P1-032#　森林における雪害と伐採による攪乱がもたらす下
層植生の違い　* 野田佳愛，倉本宣（明治大・農）

P1-033#　崩壊法面に自生するモウセンゴケの個体群動態
　* 須貝凌（新潟大・自然科学），中田誠（新潟大・農）
P1-034#　ハイマツ実生の発生と生存に作用する要因　* 雨谷
教弘，工藤岳（北大院・環境），和田直也（富大・極東）

P1-035#　都市に生育する絶滅危惧植物の繁殖生態 :大阪で
再発見された絶滅危惧植物アイナエ（マチン科）　* 小原 
昌之（大阪教育大 : 院），岡崎 純子（大阪教育大 : 教員養成），
植松 千代美（大阪市大院 : 理）
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P1-036#　植物種の生育域環境多様性を決定する遺伝的・生
態的形質　* 香取拓郎，牧野能士，河田雅圭（東北大・生命）

P1-037#　春植物が生えていた場所は他の季節にどうなって
いるのか -光と植生の視点から -　* 大塚勇哉（明大・農），
倉本宣（明大・農）

P1-038#　下層を優先する半寄生植物ツクバネの分布と光環
境　* 桂友里枝，小見山章，加藤正吾（岐阜大・応生）

P1-039#　異なる森林タイプに分布するオオミスミソウ個体
群の生息環境　* 武藤公樹，崎尾均（新潟大・農）

P1-040#　ミャンマー農山村地域におけるタケ類2種の個体
群構造と動態パラメータ ― 持続可能なタケ資源の利用を
目指して　* 上田健太，堀金司，三浦麻由子，山田俊弘，奥田
敏統（広島大・総合科学），Ei Ei hlaing（ミャンマー森林研究所）

P1-041#　葉と根を人工的に切除した植物の成長様式は、給
水頻度によって変化するか。　首都大・理工/ 木村ひかり（*），
可知直毅，鈴木準一郎

P1-042#　木本性ツル植物フジの当年生実生の空間分布と環
境要因の関係　* 森英樹（筑波大学・生命環境），直江将司（森
林総研），上條隆志（筑波大学・生命環境），正木隆（森林総研）

P1-043#　多雪地におけるブナの年輪幅に影響する気象要因
と生態学的要因　* 名取史晃（弘前大・院・農生），石田清（弘
前大・農生）

P1-044#　天然スギ集団の北限域におけるクローン構造およ
び繁殖戦略　* 初谷慶太（弘前大・院・農生），石田清（弘前大・
農生）

P1-045#　遮光のパラドックス：なぜ弱光下で植物プランク
トンは増えるのか　* 時田紘太朗（東北大・理），風間健宏（東
北大・生命），山道真人（京大・白眉 /生態研），片野泉（兵庫
県立大・環境人間），土井秀幸（兵庫県立大・シミュレーショ
ン），吉田丈人（東大院・総合文化），Hairston, N. G.（Cornell 
Univ.），占部城太郎（東北大・生命）

P1-046#　タカクマヒキオコシ群の交雑帯における遺伝的・
形態的変異　 * 荻嶋美帆（東北大・院・生命科学），堂囿いく
み（学芸大・教育・生物），星野佑介（首都大・院理工・牧野
標本館），山城考（徳島大・院・SAS 研究部），堀江佐知子（東
北大・院・生命科学），牧雅之（東北大・植物園） 

P1-047#　連続的標高勾配に沿ったアキノキリンソウ（広義）
の遺伝構造の検出：垂直分布における遺伝的障壁は何か？
　* 木村拓真（東北大・院・生命），阪口翔太（京大・院・人環），
伊藤元己（東大・院・総合文化），永野惇（龍谷大・農，JST
さきがけ，京大・生態研セ），工藤洋（京大・生態研セ），牧雅
之（東北大・植物園） 

P1-048#　休耕田におけるミズニラの分布要因とその保全方
法　* 相澤 直 .（明大 農），倉本 宣 .（明大 農）

P1-049#　気象要因が北方針広混交林の40年間の動態に与
える影響　* 佐藤郷（北海道大学環境科学院），日浦勉（北海
道大学北方生物圏フィールド科学センター） 

P1-050#　亜高山帯針葉樹林にブナは侵入するか？　* 伊豆凜
太郎，中静透（東北大・院・生命科学）

P1-051#　水生植物ヒメガマの種子発芽特性における集団間
変異　* 倉園知広，角野康郎（神戸大・院・理）

P1-052#　フクジュソウの花の形質の多様性とその要因 ~戦
略は雪解け直後に咲き、花弁の重なりを増やすこと !?~　
* 近藤菜々美（横浜国立大・地球生態），近藤博史（横浜国立大・
環境情報），酒井暁子（横浜国立大・環境情報）

P1-053#　強度のシカ食害下にある冷温帯落葉広葉樹林にお
ける不嗜好性植物アシウテンナンショウの個体群構造

　* 松本哲也，宮崎祐子，赤路康朗，廣部宗，（岡山大・院・環境生命）
P1-054#　ツユクサ属2品種における雄花生産の季節変化と
その要因　* 邑上夏菜，勝原光希，丑丸敦史（神戸大学・発達
科学部）

P1-055#　琵琶湖産クロモの生育特性と花粉干渉　川畑幸樹 
滋賀県大・院・環境

P1-056#　ナニワズの性的二型性：両性株と雌株の表現型と
繁殖成功度の比較　* 柴田あかり（北大・環境科学），工藤岳（北
大・地球環境），亀山慶晃（東京農大・地球環境）

P1-057#　花はなぜ夜眠るのか　中川佳真 *，今村彰生（北教大）
P1-058#　Seedling functional traits and carbon allocation 

in Malaysian tropical rain forest　*Sasaki, R. (Kyoto Univ.),  
Iida, Y. (Kyoto Univ.), Tamaki, Y. (Kyoto Univ.), Y. Y.  Chen 
(National Dong Hwa Univ.), Ishii, R. (Kyoto Univ.), Kitajima, K. 
(Kyoto Univ.)

P1-059#　海産緑藻エゾヒトエグサにおいて新たに発見した
生活史経路　* 堀之内祐介，杉井優太郎，若菜雄，茂呂竜太郎，
富樫辰也（千葉大・海洋バイオ）

P1-060#　複数幹樹木にみられる株構造の性差と雌雄株間の
分布相関：山地渓谷林のチドリノキについて　* 田畑早紀，
小山（中井）亜理沙，鳥丸猛，万木豊，木佐貫博光（三重大院・
生資）

P1-061#　ブナにおける標高傾度上での成長速度、繁殖開始・
最大到達サイズの変化―競合種の有無による違い―　* 中
川宏記・近藤博史・酒井暁子（横浜国立大学・院・環境情報）

P1-062#　北タイ熱帯山地林における着生シダの機能形
質と資源分配戦略　* 田中美澄枝，中西晃（京大院・農），
Sungpalee W., Sri-ngernyuang K.（Maejo Univ.），北島薫，神
崎護（京大院・農）

P1-063#　UV蛇ノ目紋のコントラストに対する送粉者の選
好性　* 三木望（九大・生態研），廣田峻（九大・生態研），矢
原徹一（九大・生態研）

P1-064#　モモグロオオイエバエの幼虫が外生菌根菌に与え
る影響　* 北林慶子（金沢大・自然），都野展子（金沢大・自然）

P1-065#　生育可能期間の異なる2箇所でのシモフリゴケの
フェノロジー比較　* 丸尾文乃（総研大・極域），内田雅己（総
研大，極地研），伊村智（総研大，極地研）

P1-066#　東南アジア熱帯雨林における樹木の繁殖フェノロ
ジー　* 森本彩夏（首都大・都市環境），沼田真也（首都大・
都市環境），保坂哲朗（首都大・都市環境），Mazlan Hashim
（UTM・INSTeG），谷尚樹（JIRCAS），佐竹暁子（九大・理），
市栄智明（高知大・農），Nashatul Zaimah Noor Azman（FRIM），
Noraliza Alias（FRIM）

P1-067#　藻類ブルームによって形成される空間パターンと
その安定性　* 尾崎透（静岡大学），佐藤一憲（静岡大学）  

植 物 生 理 生 態

P1-068#　早池峰山・蛇紋岩地帯のヒバ実生における内生菌
の関与した Ni耐性メカニズム　* 沖村沙耶佳，山路恵子（筑
波大学大学院・生命環境），森茂太（山形大学），櫃間岳（森林
総研）

P1-069#　屋上緑化に用いられる CAM植物の生育特性　* 松
岡達也，大黒俊哉（東大院・農学生命）

P1-070#　街路樹であるイチョウの炭素安定同位体比及び光
合成機能の季節変化　* 木下智光（京工繊），半場祐子（京工
繊），西田圭佑（京工繊），清水啓史（京工繊）
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P1-071#　硫気荒原における植物の分布パターン：低 pHお
よびアルミニウム耐性で説明できるか？　* 山本晃弘（広
島大・院・生物圏），和崎淳（広島大・院・生物圏），船津勇一（大
分鶴崎高），中坪孝之（広島大・院・生物圏）

P1-072#　アキタブキの葉の形態の可塑性　* 長瀬泰代，小山
耕平（帯広畜産大・生命科学）

P1-073#　葉脈は互生か対生か？葉身内の側脈の左右のズレ
　増田輝久，* 山﨑大地，小山耕平（帯広畜産大・生命科学）

P1-074#　乾燥による樹木枯死の水分欠損仮説と糖制限仮説
の検証　* 甲野裕理，才木真太朗（京大生態研），吉村謙一（森
林総研関西），白井誠，木村芙久，丸山温（日大生物資源），松
山秦（北里大），矢崎健一（森林総研），中野隆志（山梨県富士
山研），相川真一（首都大），石田厚（京大生態研）

P1-075#　アズマネザサの刈り取りが林床植物の生育と光合
成能力に与える影響　* 中島宏昭（東農大・院・農），鈴木貢
次郎（東農大・地域），亀山慶晃（東農大・地域）

P1-076#　遅延蛍光の測定による4種の蘚類の乾燥耐性の評
価　* 家倉凌，今西純一（京都大・農）

P1-077#　標高傾度にともなう樹木根形質の種間・種内変異
　* 前田瑞貴（横浜国大・理工），藤井佐織（アムステルダム自
由大），森章（横浜国大・環境情報）

P1-078#　Examining the theories of branch autonomy and 
correlative inhibition in the crowns of Sakhalin spruce, 
Picea glehnii  (F.Schmidt) Mast.　Chen Lei  北大低温研

P1-079#　Trophic strategies and photosynthetic traits of three 
coexisting Pyroleae species under different light conditions 
in subalipine coniferous forests on Mt. Fuji　* 賈 舒征，奈
良 一秀（東大・新領域），中野 隆志（富士山研）

P1-080#　Comparision of two species of Azolla in Taiwan 　
*Mei-Chen, Chang (Taiwan Univ.), Wen-Yuan, Kao (Taiwan 
Univ.)

P1-081#　Floral morphs of Oxalis corymbosa under different 
temperature regimes　*Meng-Ying Tsai (Natl. TWN Univ.), 
Su-Hwa Chen (Natl. TWN Univ.), Wen-Yuan Kao (Natl. TWN 
Univ.)

P1-082#　鉱山跡地に自生するクサレダマ（Lysimachia 
vulgaris L. var. davurica （Ledeb. ） R. Knuth）の Cd解毒
機構の解明と内生細菌の影響　* 竹島綾乃，中村隼人，山路
恵子（筑波大学大学院・生命環境）

P1-083#　自作型 HRMの開発とそのナラ枯れ罹患木への適
用　* 山本遼平（京大・地球環境），檀浦正子（京大・地球環境），
小南裕志（森林総研），吉村謙一（森林総研）

P1-084#　温帯広葉樹の葉内における部位ごとのケイ素分布
とその種間差　* 梶野浩史（京都大・農），北島薫（京都大・農）

P1-085#　冷温帯落葉広葉樹林林床の光環境の時空間的変動
に対する林床低木の応答　* 大橋千遼，Irina Melnikova，長
尾彩加（岐阜大・応用生物），斎藤琢，村岡裕由（岐阜大・流
域圏センター）

P1-086#　付着根型つる植物2種の負の光屈性に成長はとも
なうのか ?　* 秋吉由佳（岐阜大院・応生），川窪伸光，小見山章，
加藤正吾（岐阜大・応生）

P1-087#　落葉広葉樹林冠木の葉群フェノロジーの年変動と
温暖化応答　* 長尾彩加，大橋千遼（岐阜大・応用生物），斎藤琢，
村岡裕由（岐阜大・流域圏センター）

P1-088#　ポリアミンによる光合成促進機構の探索　 * 松山
秦，杉村尚倫，末弘宗滉，白沢駿，安元剛，神保充，渡部終五（北
里大学海洋生命科学部），坂田剛（北里大学一般教育部）

P1-089#　地上、地下部呼吸バランスから見た陸上植物の生
き方　* 芳士戸啓（山形大・農），王莫非（山形大・農），相澤
拓（山形大・農），Juan Pedro Ferrio（リェイダ大），森茂太（山
形大・農）

P1-090#　重力が左右する生物個体呼吸スケーリング　* 相澤
拓（山形大・農），芳士戸啓（山形大・農），王莫非（山形大・農），
森茂太（山形大・農）

P1-091#　Estimation of Leaf Area Index in a deciduous 
broad-leaved forest at Takayama site: advantages and 
disadvantages of different methods.　Irina Melnikova 
(Graduate school of Applied Biological Sciences, Gifu 
University), Chiharu Ohashi (Graduate school of Applied 
Biological Sciences, Gifu University), Ayaka Nagao (Graduate 
school of Applied Biological Sciences, Gifu University), Taku M. 
Saitoh (River Basin Research Centre, Gifu University), Hiroyuki 
Muraoka (River Basin Research Centre, Gifu University)

P1-092#　タケノコと樹木の呼吸スケーリングは何故似てい
るか？　* 王莫非，芳士戸啓，相澤拓，森茂太（山形大・農）

P1-093#　ウワミズザクラの異なる種類のシュートにみられ
る構造的、機能的な違い　* 阿部 亜里紗（京都大，農），岡
田直紀（京都大，地球環境）

P1-094#　日立鉱山跡に自生するツルウメモドキ（Celastrus 
orbiculatus Thunb.）実生の Al耐性　* 山野大樹，山路恵子，
江並一成（筑波大学大学院・生命環境）

P1-095#　Juniperus sabina における異なる乾燥強度下での
樹体内の水分布と水輸送　* 佐藤佳奈子，三木直子（岡大院・
環境生命），小笠真由美（森林総研），粟飯原友，楊霊麗（岡大院・
環境生命），松尾奈緒子（三重大院・生資）

P1-096#　落葉広葉樹における木部通水機能の回復と樹体の
生理活性　* 粟飯原友，三木直子（岡大院 ･環境生命），小笠
真由美（森林総研）

P1-097#　異なる標高の亜高山帯湿原における異なる機能群
の植物の窒素利用効率　* 金子麻里（東北大・院・生命科学），
神山千穂（UNU-IAS），彦坂幸毅（東北大・院・生命科学）

P1-098#　葉の水利用・力学特性は内部のコンパートメント
化とどう関係しているか？　* 河合 清定，三好 林太郎，岡
田 直紀（京大院・農）

P1-099#　アカガシのナラ菌に対する抗菌物質　* 染谷汐織，
原若輝（筑波大学・生物資源），山路恵子（筑波大学大学院・
生命環境），市原優（森林総研関西）

P1-100#　近縁な在来種と侵入種における耐凍性と低温順化
能力の集団間分化　* 上林真実・小口理一・尾崎洋史（東北大・
院・生命科学）・森長真一（日大・生物資源科学）・彦坂幸毅（東
北大・院・生命科学）

P1-101#　ユーカリにおける EcHB1遺伝子過剰発現が光合
成能力や葉の形態に与える影響　* 佐々木恵相（京都工繊大・
応用生物），半場祐子（京都工繊大・応用生物），河津哲（王子
製紙・森林研）

P1-102#　シダ植物における光合成能力と通水組織の比較
　* 藤居 慧，西田 圭佑，半場 祐子（京都工繊大・応生）
P1-103#　都市環境下に生育する街路樹の光合成応答　* 清水
啓史 半場祐子 木下智光 京都工芸繊維大学大学院

P1-104#　フルンボイル草原における放牧ストレス強度の異
なる環境に生育する Allium polyrhizum の化学的防御能と
内生微生物　* 石橋宙佳，山路恵子，田村憲司（筑波大学大学
院・生命環境），* 烏云娜，宋彦涛（大連民族学院），* 上條隆志，
川田清和（筑波大学大学院・生命環境）

P1-105#　Comparisons of the physiological traits of Bidens. 
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P1-036#　植物種の生育域環境多様性を決定する遺伝的・生
態的形質　* 香取拓郎，牧野能士，河田雅圭（東北大・生命）

P1-037#　春植物が生えていた場所は他の季節にどうなって
いるのか -光と植生の視点から -　* 大塚勇哉（明大・農），
倉本宣（明大・農）

P1-038#　下層を優先する半寄生植物ツクバネの分布と光環
境　* 桂友里枝，小見山章，加藤正吾（岐阜大・応生）

P1-039#　異なる森林タイプに分布するオオミスミソウ個体
群の生息環境　* 武藤公樹，崎尾均（新潟大・農）

P1-040#　ミャンマー農山村地域におけるタケ類2種の個体
群構造と動態パラメータ ― 持続可能なタケ資源の利用を
目指して　* 上田健太，堀金司，三浦麻由子，山田俊弘，奥田
敏統（広島大・総合科学），Ei Ei hlaing（ミャンマー森林研究所）

P1-041#　葉と根を人工的に切除した植物の成長様式は、給
水頻度によって変化するか。　首都大・理工/ 木村ひかり（*），
可知直毅，鈴木準一郎

P1-042#　木本性ツル植物フジの当年生実生の空間分布と環
境要因の関係　* 森英樹（筑波大学・生命環境），直江将司（森
林総研），上條隆志（筑波大学・生命環境），正木隆（森林総研）

P1-043#　多雪地におけるブナの年輪幅に影響する気象要因
と生態学的要因　* 名取史晃（弘前大・院・農生），石田清（弘
前大・農生）

P1-044#　天然スギ集団の北限域におけるクローン構造およ
び繁殖戦略　* 初谷慶太（弘前大・院・農生），石田清（弘前大・
農生）

P1-045#　遮光のパラドックス：なぜ弱光下で植物プランク
トンは増えるのか　* 時田紘太朗（東北大・理），風間健宏（東
北大・生命），山道真人（京大・白眉 /生態研），片野泉（兵庫
県立大・環境人間），土井秀幸（兵庫県立大・シミュレーショ
ン），吉田丈人（東大院・総合文化），Hairston, N. G.（Cornell 
Univ.），占部城太郎（東北大・生命）

P1-046#　タカクマヒキオコシ群の交雑帯における遺伝的・
形態的変異　 * 荻嶋美帆（東北大・院・生命科学），堂囿いく
み（学芸大・教育・生物），星野佑介（首都大・院理工・牧野
標本館），山城考（徳島大・院・SAS 研究部），堀江佐知子（東
北大・院・生命科学），牧雅之（東北大・植物園） 

P1-047#　連続的標高勾配に沿ったアキノキリンソウ（広義）
の遺伝構造の検出：垂直分布における遺伝的障壁は何か？
　* 木村拓真（東北大・院・生命），阪口翔太（京大・院・人環），
伊藤元己（東大・院・総合文化），永野惇（龍谷大・農，JST
さきがけ，京大・生態研セ），工藤洋（京大・生態研セ），牧雅
之（東北大・植物園） 

P1-048#　休耕田におけるミズニラの分布要因とその保全方
法　* 相澤 直 .（明大 農），倉本 宣 .（明大 農）

P1-049#　気象要因が北方針広混交林の40年間の動態に与
える影響　* 佐藤郷（北海道大学環境科学院），日浦勉（北海
道大学北方生物圏フィールド科学センター） 

P1-050#　亜高山帯針葉樹林にブナは侵入するか？　* 伊豆凜
太郎，中静透（東北大・院・生命科学）

P1-051#　水生植物ヒメガマの種子発芽特性における集団間
変異　* 倉園知広，角野康郎（神戸大・院・理）

P1-052#　フクジュソウの花の形質の多様性とその要因 ~戦
略は雪解け直後に咲き、花弁の重なりを増やすこと !?~　
* 近藤菜々美（横浜国立大・地球生態），近藤博史（横浜国立大・
環境情報），酒井暁子（横浜国立大・環境情報）

P1-053#　強度のシカ食害下にある冷温帯落葉広葉樹林にお
ける不嗜好性植物アシウテンナンショウの個体群構造

　* 松本哲也，宮崎祐子，赤路康朗，廣部宗，（岡山大・院・環境生命）
P1-054#　ツユクサ属2品種における雄花生産の季節変化と
その要因　* 邑上夏菜，勝原光希，丑丸敦史（神戸大学・発達
科学部）

P1-055#　琵琶湖産クロモの生育特性と花粉干渉　川畑幸樹 
滋賀県大・院・環境

P1-056#　ナニワズの性的二型性：両性株と雌株の表現型と
繁殖成功度の比較　* 柴田あかり（北大・環境科学），工藤岳（北
大・地球環境），亀山慶晃（東京農大・地球環境）

P1-057#　花はなぜ夜眠るのか　中川佳真 *，今村彰生（北教大）
P1-058#　Seedling functional traits and carbon allocation 

in Malaysian tropical rain forest　*Sasaki, R. (Kyoto Univ.),  
Iida, Y. (Kyoto Univ.), Tamaki, Y. (Kyoto Univ.), Y. Y.  Chen 
(National Dong Hwa Univ.), Ishii, R. (Kyoto Univ.), Kitajima, K. 
(Kyoto Univ.)

P1-059#　海産緑藻エゾヒトエグサにおいて新たに発見した
生活史経路　* 堀之内祐介，杉井優太郎，若菜雄，茂呂竜太郎，
富樫辰也（千葉大・海洋バイオ）

P1-060#　複数幹樹木にみられる株構造の性差と雌雄株間の
分布相関：山地渓谷林のチドリノキについて　* 田畑早紀，
小山（中井）亜理沙，鳥丸猛，万木豊，木佐貫博光（三重大院・
生資）

P1-061#　ブナにおける標高傾度上での成長速度、繁殖開始・
最大到達サイズの変化―競合種の有無による違い―　* 中
川宏記・近藤博史・酒井暁子（横浜国立大学・院・環境情報）

P1-062#　北タイ熱帯山地林における着生シダの機能形
質と資源分配戦略　* 田中美澄枝，中西晃（京大院・農），
Sungpalee W., Sri-ngernyuang K.（Maejo Univ.），北島薫，神
崎護（京大院・農）

P1-063#　UV蛇ノ目紋のコントラストに対する送粉者の選
好性　* 三木望（九大・生態研），廣田峻（九大・生態研），矢
原徹一（九大・生態研）

P1-064#　モモグロオオイエバエの幼虫が外生菌根菌に与え
る影響　* 北林慶子（金沢大・自然），都野展子（金沢大・自然）

P1-065#　生育可能期間の異なる2箇所でのシモフリゴケの
フェノロジー比較　* 丸尾文乃（総研大・極域），内田雅己（総
研大，極地研），伊村智（総研大，極地研）

P1-066#　東南アジア熱帯雨林における樹木の繁殖フェノロ
ジー　* 森本彩夏（首都大・都市環境），沼田真也（首都大・
都市環境），保坂哲朗（首都大・都市環境），Mazlan Hashim
（UTM・INSTeG），谷尚樹（JIRCAS），佐竹暁子（九大・理），
市栄智明（高知大・農），Nashatul Zaimah Noor Azman（FRIM），
Noraliza Alias（FRIM）

P1-067#　藻類ブルームによって形成される空間パターンと
その安定性　* 尾崎透（静岡大学），佐藤一憲（静岡大学）  

植 物 生 理 生 態

P1-068#　早池峰山・蛇紋岩地帯のヒバ実生における内生菌
の関与した Ni耐性メカニズム　* 沖村沙耶佳，山路恵子（筑
波大学大学院・生命環境），森茂太（山形大学），櫃間岳（森林
総研）

P1-069#　屋上緑化に用いられる CAM植物の生育特性　* 松
岡達也，大黒俊哉（東大院・農学生命）

P1-070#　街路樹であるイチョウの炭素安定同位体比及び光
合成機能の季節変化　* 木下智光（京工繊），半場祐子（京工
繊），西田圭佑（京工繊），清水啓史（京工繊）

56

ポスター発表　3月22日（火）10:00－16:00
（展示棟　Poster Hall　#：ポスター賞対象発表）

P1-071#　硫気荒原における植物の分布パターン：低 pHお
よびアルミニウム耐性で説明できるか？　* 山本晃弘（広
島大・院・生物圏），和崎淳（広島大・院・生物圏），船津勇一（大
分鶴崎高），中坪孝之（広島大・院・生物圏）

P1-072#　アキタブキの葉の形態の可塑性　* 長瀬泰代，小山
耕平（帯広畜産大・生命科学）

P1-073#　葉脈は互生か対生か？葉身内の側脈の左右のズレ
　増田輝久，* 山﨑大地，小山耕平（帯広畜産大・生命科学）

P1-074#　乾燥による樹木枯死の水分欠損仮説と糖制限仮説
の検証　* 甲野裕理，才木真太朗（京大生態研），吉村謙一（森
林総研関西），白井誠，木村芙久，丸山温（日大生物資源），松
山秦（北里大），矢崎健一（森林総研），中野隆志（山梨県富士
山研），相川真一（首都大），石田厚（京大生態研）

P1-075#　アズマネザサの刈り取りが林床植物の生育と光合
成能力に与える影響　* 中島宏昭（東農大・院・農），鈴木貢
次郎（東農大・地域），亀山慶晃（東農大・地域）

P1-076#　遅延蛍光の測定による4種の蘚類の乾燥耐性の評
価　* 家倉凌，今西純一（京都大・農）

P1-077#　標高傾度にともなう樹木根形質の種間・種内変異
　* 前田瑞貴（横浜国大・理工），藤井佐織（アムステルダム自
由大），森章（横浜国大・環境情報）

P1-078#　Examining the theories of branch autonomy and 
correlative inhibition in the crowns of Sakhalin spruce, 
Picea glehnii  (F.Schmidt) Mast.　Chen Lei  北大低温研

P1-079#　Trophic strategies and photosynthetic traits of three 
coexisting Pyroleae species under different light conditions 
in subalipine coniferous forests on Mt. Fuji　* 賈 舒征，奈
良 一秀（東大・新領域），中野 隆志（富士山研）

P1-080#　Comparision of two species of Azolla in Taiwan 　
*Mei-Chen, Chang (Taiwan Univ.), Wen-Yuan, Kao (Taiwan 
Univ.)

P1-081#　Floral morphs of Oxalis corymbosa under different 
temperature regimes　*Meng-Ying Tsai (Natl. TWN Univ.), 
Su-Hwa Chen (Natl. TWN Univ.), Wen-Yuan Kao (Natl. TWN 
Univ.)

P1-082#　鉱山跡地に自生するクサレダマ（Lysimachia 
vulgaris L. var. davurica （Ledeb. ） R. Knuth）の Cd解毒
機構の解明と内生細菌の影響　* 竹島綾乃，中村隼人，山路
恵子（筑波大学大学院・生命環境）

P1-083#　自作型 HRMの開発とそのナラ枯れ罹患木への適
用　* 山本遼平（京大・地球環境），檀浦正子（京大・地球環境），
小南裕志（森林総研），吉村謙一（森林総研）

P1-084#　温帯広葉樹の葉内における部位ごとのケイ素分布
とその種間差　* 梶野浩史（京都大・農），北島薫（京都大・農）

P1-085#　冷温帯落葉広葉樹林林床の光環境の時空間的変動
に対する林床低木の応答　* 大橋千遼，Irina Melnikova，長
尾彩加（岐阜大・応用生物），斎藤琢，村岡裕由（岐阜大・流
域圏センター）

P1-086#　付着根型つる植物2種の負の光屈性に成長はとも
なうのか ?　* 秋吉由佳（岐阜大院・応生），川窪伸光，小見山章，
加藤正吾（岐阜大・応生）

P1-087#　落葉広葉樹林冠木の葉群フェノロジーの年変動と
温暖化応答　* 長尾彩加，大橋千遼（岐阜大・応用生物），斎藤琢，
村岡裕由（岐阜大・流域圏センター）

P1-088#　ポリアミンによる光合成促進機構の探索　 * 松山
秦，杉村尚倫，末弘宗滉，白沢駿，安元剛，神保充，渡部終五（北
里大学海洋生命科学部），坂田剛（北里大学一般教育部）

P1-089#　地上、地下部呼吸バランスから見た陸上植物の生
き方　* 芳士戸啓（山形大・農），王莫非（山形大・農），相澤
拓（山形大・農），Juan Pedro Ferrio（リェイダ大），森茂太（山
形大・農）

P1-090#　重力が左右する生物個体呼吸スケーリング　* 相澤
拓（山形大・農），芳士戸啓（山形大・農），王莫非（山形大・農），
森茂太（山形大・農）

P1-091#　Estimation of Leaf Area Index in a deciduous 
broad-leaved forest at Takayama site: advantages and 
disadvantages of different methods.　Irina Melnikova 
(Graduate school of Applied Biological Sciences, Gifu 
University), Chiharu Ohashi (Graduate school of Applied 
Biological Sciences, Gifu University), Ayaka Nagao (Graduate 
school of Applied Biological Sciences, Gifu University), Taku M. 
Saitoh (River Basin Research Centre, Gifu University), Hiroyuki 
Muraoka (River Basin Research Centre, Gifu University)

P1-092#　タケノコと樹木の呼吸スケーリングは何故似てい
るか？　* 王莫非，芳士戸啓，相澤拓，森茂太（山形大・農）

P1-093#　ウワミズザクラの異なる種類のシュートにみられ
る構造的、機能的な違い　* 阿部 亜里紗（京都大，農），岡
田直紀（京都大，地球環境）

P1-094#　日立鉱山跡に自生するツルウメモドキ（Celastrus 
orbiculatus Thunb.）実生の Al耐性　* 山野大樹，山路恵子，
江並一成（筑波大学大学院・生命環境）

P1-095#　Juniperus sabina における異なる乾燥強度下での
樹体内の水分布と水輸送　* 佐藤佳奈子，三木直子（岡大院・
環境生命），小笠真由美（森林総研），粟飯原友，楊霊麗（岡大院・
環境生命），松尾奈緒子（三重大院・生資）

P1-096#　落葉広葉樹における木部通水機能の回復と樹体の
生理活性　* 粟飯原友，三木直子（岡大院 ･環境生命），小笠
真由美（森林総研）

P1-097#　異なる標高の亜高山帯湿原における異なる機能群
の植物の窒素利用効率　* 金子麻里（東北大・院・生命科学），
神山千穂（UNU-IAS），彦坂幸毅（東北大・院・生命科学）

P1-098#　葉の水利用・力学特性は内部のコンパートメント
化とどう関係しているか？　* 河合 清定，三好 林太郎，岡
田 直紀（京大院・農）

P1-099#　アカガシのナラ菌に対する抗菌物質　* 染谷汐織，
原若輝（筑波大学・生物資源），山路恵子（筑波大学大学院・
生命環境），市原優（森林総研関西）

P1-100#　近縁な在来種と侵入種における耐凍性と低温順化
能力の集団間分化　* 上林真実・小口理一・尾崎洋史（東北大・
院・生命科学）・森長真一（日大・生物資源科学）・彦坂幸毅（東
北大・院・生命科学）

P1-101#　ユーカリにおける EcHB1遺伝子過剰発現が光合
成能力や葉の形態に与える影響　* 佐々木恵相（京都工繊大・
応用生物），半場祐子（京都工繊大・応用生物），河津哲（王子
製紙・森林研）

P1-102#　シダ植物における光合成能力と通水組織の比較
　* 藤居 慧，西田 圭佑，半場 祐子（京都工繊大・応生）
P1-103#　都市環境下に生育する街路樹の光合成応答　* 清水
啓史 半場祐子 木下智光 京都工芸繊維大学大学院

P1-104#　フルンボイル草原における放牧ストレス強度の異
なる環境に生育する Allium polyrhizum の化学的防御能と
内生微生物　* 石橋宙佳，山路恵子，田村憲司（筑波大学大学
院・生命環境），* 烏云娜，宋彦涛（大連民族学院），* 上條隆志，
川田清和（筑波大学大学院・生命環境）

P1-105#　Comparisons of the physiological traits of Bidens. 
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pilosa L. var. radiata Sch. Bip. and two native species of 
Taiwan　*Hung, Li-Jhih (Natl. TWN Univ.),  Kao, Wen-Yuan 
(Natl. TWN Univ.)

P1-106#　Comparisons of the nutrient relationships between 
holoparasitic and host plants in Taiwan　*Wang, Yi-Min. 
(Natl. TWN Univ.), Kao, Wen-Yuan.(Natl. TWN Univ.)

P1-107#　クロロフィル蛍光パラメータによる冷温帯林の光
合成機能の解明　* 辻本克斗，川島在悟，加藤知道（北大・農），
斎藤琢，村岡裕由（岐阜大・流域圏），秋津朋子，奈佐原顕郎（筑
波大・生命環境）

P1-108#　熱帯降雨林における土壌への供給前の新鮮落葉リ
ターが持つ有機態リン分解酵素の活性について　* 竹原巧
（京大・農），横山大稀（京大・農），辻井悠希（京大・農），北
山兼弘（京大・農）

P1-109#　ダイズの栽培化に伴う形質の変化：何を得て何を
失ったのか？　* 冨樫絢夏，及川真平（茨城大学理工学研究科）

P1-110#　リョウブ葉内内生菌へのNi, Coの影響　*山口毅志，
竹中千里，富岡利恵（名大院・生命農）

P1-111#　重金属濃度の異なる地域に自生するタカノツメ葉
内生菌の物質生産能評価　* 岡野由季，富岡利恵，竹中千里，
竹本大吾（名大院・生命農），山路恵子（筑波大院・生命環境）  

動物と植物の相互関係

P1-112#　ギンリョウソウの昼夜で異なる訪花昆虫：モリチ
ャバネゴキブリは送粉者なのか？　* 川上隼人，北村俊平（石
川県立大）

P1-113#　都市化が送粉ネットワークにもたらす影響　清水
健将 *，丑丸敦史

P1-114#　第3の花の存在が、マルハナバチの訪花行動を介
して無報酬花と報酬花の関係性に与える影響 ~人工花を
用いた閉鎖系実験 ~　* 辻本翔平，徳江誠，石井博（富山大学）

P1-115#　ツリガネニンジンの花生態：昼と夜の送粉者の貢
献度　船本大智 *（筑波大・生物），大橋一晴（筑波大・生命
環境系）

P1-116#　Keep regulars, attract vegabonds: 行動的に多様な
ポリネーターを利用するための花色変化　* 鈴木美季（筑
波大・生命環境），大橋一晴（筑波大・生命環境）

P1-117#　高山帯で採餌するマルハナバチは高山帯で営巣し
ているのか？：フィ―ダーを用いた営巣場所の推定と各
標高帯における花資源利用フェノロジーか らの考察　* 中
村友香・増田光・久保田将裕・居村尚・石井博（富山大・理）

P1-118#　小笠原諸島における送粉生態系撹乱が固有種シマ
ザクラの繁殖成功と遺伝的特徴に与える影響―対照的な
2島の比較解析―　* 津田 優一（京大院・農），加藤英寿（首
都大・牧野標本館），井鷺裕司（京大院・農）

P1-119#　盗蜜頻度の時間的・空間的変異がウツボグサの雌
適応度におよぼす影響　* 江川信（信州大・理），市野隆雄（信
州大・理・山岳研）

P1-120#　鳥類各種による種子散布環境の推定と散布貢献度
の評価　* 加藤大貴，小池伸介 東京農工大学

P1-121#　千代田区の小公園における鳥散布植物実生の分布 
　* 宮田真生，明治大学千代田学研究グループ（明大・農）

P1-122#　竹林内における鳥散布型樹種の種子散布と実生発
生　* 瀧川裕介，野間直彦（滋賀県立大・環境）

P1-123#　ニホンザルは種子散布者か捕食者か？～体サイズ、
性別、個体間での糞中ヤマモモ種子破壊率の比較～　* 武

真祈子，五明浩子，石塚真太郎，徳重江美（京都大・霊長研），
檜森弘志，日野恭兵（京都大・理），Aini Mutalib（University 
Sains Malaysia），Aditi（Indian Institute of Science），栗原洋
介（京都大・霊長研），西川真理（京都大・理），鈴村崇文（京
都大・WRC），横山慧（京都大・理），田島知之（京都大・理），
井上英治（京都大・理），高橋明子（京都大・WRC）

P1-124#　クモタケはオカダンゴムシの食資源となりうるの
か？　* 小林一樹（千葉科大院・危機管理），安藤裕萌（筑波大院・
生命），小野文子（千葉科大・危機管理），柴原壽行（千葉科大・
危機管理），吉川泰弘（千葉科大・危機管理），糟谷大河（千葉
科大・危機管理）

P1-125#　北海道に同所的に生息する3種の野ネズミにおけ
るタンニン摂取量の季節変化　* 秋元 佑香（北大・環境科学
院），小野寺 緑也（北大・環境科学院），島田 卓也（森林総合
研究所），齊藤 隆（北大・FSC）

P1-126#　（仮）寄主植物ウマノスズクサを共有する2種の
チョウの共存機構　* 橋本洸哉，大串隆之（京大生態研）

P1-127#　果実様の花香を放つチェリモヤ：ケシキスイを利
用した送粉戦術　* 菱川雄紀，堀本栄枝，秋野順治（京工繊大），
塚田森生（三重大），樋口浩和（京大）

P1-128#　エゾシカによる樹皮食害の頻度は樹皮形質で予測
可能か？　* 松本洋平（東北大・生命），饗庭正寛（東北大・生命），
黒川紘子（森林総研），揚妻直樹（北大・北方生物圏），日浦勉（北
大・北方生物圏），中静透（東北大・生命）

P1-129#　カワウの営巣が森林動態に与える影響　* 杢屋貴士
（東北大・生命），中静透（東北大・生命），亀田佳代子（滋賀
県立琵琶湖博物館）

P1-130#　虫害堅果を透視してネズミの選好性を探る　―幼
虫の有無、種・サイズ、摂食率に着目して―　* 柏木晴香（名
古屋大・院・生命農），木下峻一（ウィーン大・古生物），佐々
木 理（東北大・博物館），梶村 恒（名古屋大・院・生命農）

P1-131#　送粉者の行動実験から探る花色変化の生態的機能 : 
色のみの変化がもたらす効果の解析　* 土田洋子（山形大・
院・理工），牧野崇司（山形大・理），横山潤（山形大・理）

P1-132#　花は被食に対して事前防御なのか、誘導防御なの
か：複数種の草本を用いた食害実験　* 若林加枝，板垣智之，
小黒芳生，酒井聡樹（東北大・生命）

P1-133#　植物群集の機能的多様性とその食物網への影響　
‐福井県三方湖流域における検証‐　* 篠原直登（東大・農），
内田圭（東大・総合文化），吉田丈人（東大・総合文化）

P1-134#　グルコシノレート側鎖長の多様化とアブラナーシ
ロチョウ相互作用における役割　岡村悠 *，村上正志（千葉
大・理）

P1-135#　Colonization and inter-specific competition of 
epibionts on Turbo shells　*Yumiko OSAWA (Kyushu Univ., 
AMBL), Mutsunori TOKESHI (Kyushu Univ., AMBL)

P1-136#　森林の物質循環に与えるシカとササの影響　* 天野
創，日浦勉（北海道大学）

P1-137#　森林帯‐高山帯エコトーンにおける訪花昆虫群集
の季節動態と開花フェノロジー構造との関連性　* 水永優
紀（北大・環境科学），工藤岳（北大・地球環境）

P1-138#　ナラ枯れ発生後の里山におけるツキノワグマの出
現パターンにブナ科堅果類の豊凶が与える影響について
　今川未悠 *（長岡技大・工），望月翔太（新大・農），小林誠（キ
ョロロ），鈴木誠治（北大・農），今村舟（Wiron），山本麻希（長
岡技大・工）

P1-139#　熱帯低地林における実生更新に野生ブタ撹乱が及
ぼす影響　* 玉置祐芸（京大・農），飯田佳子（京大・農），佐々
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木瞭太（京大・農），Luskin. M（UC berkeley），Fletcher. C
（FRIM），北島薫（京大・農）

P1-140#　植食者の消化応答からみた藻類多様性の生態系機
能　松谷祐一郎 *，占部城太郎，牧野渡（東北大院・生命）

P1-141#　無傷のマンゴーはミバエの寄主植物なのか　* 藤井
暢之，本間淳，沢田裕一，西田隆義（滋賀県大・環境科学）

P1-142#　生育初期の食害による誘導抵抗性が植食者の季節
動態に与える影響　* 古谷祐平，太刀川翼，石崎智美（新潟大・
院・自然研），中山椋希（新潟大・理）

P1-143#　孤島におけるオガサワラヤモリの訪花行動　 * 村
上勇樹（首都大・生命），辻村美鶴（首都大・生命），加藤英寿（首
都大・生命），林文男（首都大・生命）

P1-144#　雌性両全性異株カワラナデシコの性比に影響を与
える要因　* 鈴木陽花，堂囿いくみ（学芸大・院・環境科学），
別宮有紀子（都留大）

P1-145#　同所的に生育する近縁植物2種の生殖隔離と形質
分化　　* 木村真美子，堂囿いくみ（学芸大・院・環境科学）

P1-146#　非破壊的な盗蜜者による植物の繁殖への影響：サ
ワギキョウでの訪花行動と蜜報酬の変化　* 松原 豊，酒井
聡樹（東北大・生命科学）

P1-147#　堅果の防衛シグナル処理はどのように実生の運命
を変えるか？　* 芳賀真帆（北大・環境科学院），高林純示（京
大・生態研），内海俊介（北大・FSC）

P1-148#　植物間コミュニケーションにおけるドナーとレシ
ーバーの比較　* 太刀川翼，石崎智美，古谷祐平，（新潟大院・
自然研），塩尻かおり（京大・白眉センター）

P1-149#　Sargassum habitat structure and its associated 
benthos: ecological relationships.　*Hotta, T. (Kyushu 
Univ.), Tokeshi, M. (Kyushu Univ.)  

進 化

P1-150#　ナガゴミムシ属2種（Coleoptera: Carabidae）に
おける過去の繁殖干渉がもたらした一方向性の遺伝子浸
透と形質置換　* 小須田修平（弘前大・農），笹川幸治（千葉大・
教），池田紘士（弘前大・農）

P1-151#　日本産カエデ属を利用するハマキホソガ属14種
の食性進化と多様化　* 中臺亮介，川北篤（京大・生態研）

P1-152#　著しい種内形質多様化による広域ニッチ獲得プロ
セスの解明　* 伊津野彩子，北山兼弘，小野田雄介，辻井悠希
（京大院・農），永野惇，手塚あゆみ（龍谷大・農），本庄三恵，
工藤洋（京大・生態研セ），井鷺裕司（京大院・農）

P1-153#　採餌適応と口器形態の進化：ハシリハリアリ属の
多様化要因　* 有本晃一（九州大院・生資環），丸山宗利（九州大・
博），伊藤文紀（香川大・農），山根正気（鹿児島市）

P1-154#　対捕食者適応による昆虫の外部形態の進化：捕食
パターンの違いによる影響の検証　* 篠原忠，高見泰興（神
戸大・人間発達環境）

P1-155#　形態・生態・遺伝から考えるヤブツバキとユキツ
バキの種分化　* 三浦弘毅（新潟大・自），上野真義（森林総研），
阿部晴恵（新潟大・ＦＣ）

P1-156#　タナゴ亜科魚類における繁殖寄生と関連した卵形
質の遺伝的分化　* 林寿樹（福井県大・海洋），北村淳一（三
重県博），永野惇（龍谷大・農，JSTさきがけ，京大・生態研セ），
手塚あゆみ（龍谷大・農），小北智之（福井県大・海洋）

P1-157#　アオモンイトトンボにおける雌特異的な色彩多型
間での発現変動遺伝子の検出　* 高橋迪彦（東北大・理），

高橋佑磨（東北大・学際研），牧野能士，河田雅圭（東北大・
生命）

P1-158#　内部寄生蜂の発育に影響する宿主の体内環境プロ
ファイリング：寄生蜂の表現型と宿主のゲノム変異の関
連解析　* 山下晋平（岡大・農），滝ヶ平智博（岡大・環境生命），
高橋一男（岡大・環境生命）

P1-159#　イカダモにみられる二段階の可塑的防衛とその生
態学的意義　* 櫻澤 孝佑，吉田 丈人（東大・総合文化）

P1-160#　長野県深見池のミジンコに見られる繁殖戦略の系
統間比較　* 小田切悠，永野真理子，吉田丈人（東大・総合文化）

P1-161#　形態と遺伝的組成からみたミズナラとミヤマナラ
の違い　* 増井悠人（弘前大・院・農生），石田清（弘前大・農生）

P1-162#　ミスミソウにおける訪昆虫の色彩認識能力と花色
多型の関係　* 亀岡慎一郎（京大院・人環），崎尾均（新潟大・農），
阿部晴恵（新潟大・農），村井良徳（科博・植物），大橋一晴（筑
波大・生命環境），瀬戸口浩彰（京大院・人環） 

P1-163#　細胞内共生者は増殖を自粛するか　* 内海邑，大槻
久，佐々木顕（総研大・生命共生体進化）

P1-164#　日本列島内で遺伝的に細分化する日本固有科・ガ
ガンボカゲロウ科の分断要因の究明～特殊な生態を中心
に～　* 竹中將起（信州大学院理工学系研究科），東城幸治（信
州大学理学部生物科学学科）

P1-165#　ヒラマキミズマイマイ類における殻形態の多様性
　* 齊藤匠（東北大・生命），福田宏（岡山大・農），千葉聡（東
北大・東北アジア）

P1-166#　転移因子によるゲノム改変はホスト個体群の適応
進化を促進するか　* 樋口拓人（東邦大・理），小沼順二

P1-167#　ゲノムワイド SNPを用いた小笠原諸島ムラサキシ
キブ属の種分化における遺伝的背景の解明　* 成田智史（京
大院・農），鈴木節子（森林総研），加藤英寿（首都大・生命），
井鷺裕司（京大院・農）

P1-168#　モクセイ科における二対立遺伝子型自家不和合性
と異花柱性への進化　* 平野友幹（京大・生態研），Shixiao 
Luo（South China Botanical Garden），川北篤（京大・生態研）

P1-169#　群島構造を持つ生態系での種分化と適応放散のモ
デル　* 清水裕矢（東京大・総合文化・広域），嶋田正和（東京大・
総合文化・広域）

P1-170#　ミジンコにおける T2Aペプチドを用いたバイシス
トロニック発現システムの構築　* 熊谷仁志，加藤泰彦，松
浦友亮，渡邉肇（大阪大・工）  

生 物 多 様 性

P1-171#　琉球諸島におけるリュウキュウマツ林の外生菌根
菌群集　* 伊藤光沙（東大院・新領域），寺嶋芳江（琉大・熱生研），
奈良一秀（東大院・新領域）

P1-172#　アカマツ母樹からの距離が実生の外生菌根菌群集
に及ぼす影響　* 丸山紗也可（三重大院・生資），松田陽介（三
重大院・生資）

P1-173#　樹木多様性に基づく土砂災害リスク削減の可能性
　* 小林勇太（横国大・環境情報），森章（横国大・環境情報）

P1-174#　道の駅で販売される山菜・野生キノコの地理的パ
ターンとその要因　* 佐々木春佳，饗庭正寛，小黒芳生，中
静透（東北大・院・生命）

P1-175#　日本沿岸域における潮間帯性貝類イシダタミ属の
分子系統　* 山崎大志，千葉聡（東北大・生命），池田実，木
島明博（東北大・農）
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pilosa L. var. radiata Sch. Bip. and two native species of 
Taiwan　*Hung, Li-Jhih (Natl. TWN Univ.),  Kao, Wen-Yuan 
(Natl. TWN Univ.)

P1-106#　Comparisons of the nutrient relationships between 
holoparasitic and host plants in Taiwan　*Wang, Yi-Min. 
(Natl. TWN Univ.), Kao, Wen-Yuan.(Natl. TWN Univ.)

P1-107#　クロロフィル蛍光パラメータによる冷温帯林の光
合成機能の解明　* 辻本克斗，川島在悟，加藤知道（北大・農），
斎藤琢，村岡裕由（岐阜大・流域圏），秋津朋子，奈佐原顕郎（筑
波大・生命環境）

P1-108#　熱帯降雨林における土壌への供給前の新鮮落葉リ
ターが持つ有機態リン分解酵素の活性について　* 竹原巧
（京大・農），横山大稀（京大・農），辻井悠希（京大・農），北
山兼弘（京大・農）

P1-109#　ダイズの栽培化に伴う形質の変化：何を得て何を
失ったのか？　* 冨樫絢夏，及川真平（茨城大学理工学研究科）

P1-110#　リョウブ葉内内生菌へのNi, Coの影響　*山口毅志，
竹中千里，富岡利恵（名大院・生命農）

P1-111#　重金属濃度の異なる地域に自生するタカノツメ葉
内生菌の物質生産能評価　* 岡野由季，富岡利恵，竹中千里，
竹本大吾（名大院・生命農），山路恵子（筑波大院・生命環境）  

動物と植物の相互関係

P1-112#　ギンリョウソウの昼夜で異なる訪花昆虫：モリチ
ャバネゴキブリは送粉者なのか？　* 川上隼人，北村俊平（石
川県立大）

P1-113#　都市化が送粉ネットワークにもたらす影響　清水
健将 *，丑丸敦史

P1-114#　第3の花の存在が、マルハナバチの訪花行動を介
して無報酬花と報酬花の関係性に与える影響 ~人工花を
用いた閉鎖系実験 ~　* 辻本翔平，徳江誠，石井博（富山大学）

P1-115#　ツリガネニンジンの花生態：昼と夜の送粉者の貢
献度　船本大智 *（筑波大・生物），大橋一晴（筑波大・生命
環境系）

P1-116#　Keep regulars, attract vegabonds: 行動的に多様な
ポリネーターを利用するための花色変化　* 鈴木美季（筑
波大・生命環境），大橋一晴（筑波大・生命環境）

P1-117#　高山帯で採餌するマルハナバチは高山帯で営巣し
ているのか？：フィ―ダーを用いた営巣場所の推定と各
標高帯における花資源利用フェノロジーか らの考察　* 中
村友香・増田光・久保田将裕・居村尚・石井博（富山大・理）

P1-118#　小笠原諸島における送粉生態系撹乱が固有種シマ
ザクラの繁殖成功と遺伝的特徴に与える影響―対照的な
2島の比較解析―　* 津田 優一（京大院・農），加藤英寿（首
都大・牧野標本館），井鷺裕司（京大院・農）

P1-119#　盗蜜頻度の時間的・空間的変異がウツボグサの雌
適応度におよぼす影響　* 江川信（信州大・理），市野隆雄（信
州大・理・山岳研）

P1-120#　鳥類各種による種子散布環境の推定と散布貢献度
の評価　* 加藤大貴，小池伸介 東京農工大学

P1-121#　千代田区の小公園における鳥散布植物実生の分布 
　* 宮田真生，明治大学千代田学研究グループ（明大・農）

P1-122#　竹林内における鳥散布型樹種の種子散布と実生発
生　* 瀧川裕介，野間直彦（滋賀県立大・環境）

P1-123#　ニホンザルは種子散布者か捕食者か？～体サイズ、
性別、個体間での糞中ヤマモモ種子破壊率の比較～　* 武

真祈子，五明浩子，石塚真太郎，徳重江美（京都大・霊長研），
檜森弘志，日野恭兵（京都大・理），Aini Mutalib（University 
Sains Malaysia），Aditi（Indian Institute of Science），栗原洋
介（京都大・霊長研），西川真理（京都大・理），鈴村崇文（京
都大・WRC），横山慧（京都大・理），田島知之（京都大・理），
井上英治（京都大・理），高橋明子（京都大・WRC）

P1-124#　クモタケはオカダンゴムシの食資源となりうるの
か？　* 小林一樹（千葉科大院・危機管理），安藤裕萌（筑波大院・
生命），小野文子（千葉科大・危機管理），柴原壽行（千葉科大・
危機管理），吉川泰弘（千葉科大・危機管理），糟谷大河（千葉
科大・危機管理）

P1-125#　北海道に同所的に生息する3種の野ネズミにおけ
るタンニン摂取量の季節変化　* 秋元 佑香（北大・環境科学
院），小野寺 緑也（北大・環境科学院），島田 卓也（森林総合
研究所），齊藤 隆（北大・FSC）

P1-126#　（仮）寄主植物ウマノスズクサを共有する2種の
チョウの共存機構　* 橋本洸哉，大串隆之（京大生態研）

P1-127#　果実様の花香を放つチェリモヤ：ケシキスイを利
用した送粉戦術　* 菱川雄紀，堀本栄枝，秋野順治（京工繊大），
塚田森生（三重大），樋口浩和（京大）

P1-128#　エゾシカによる樹皮食害の頻度は樹皮形質で予測
可能か？　* 松本洋平（東北大・生命），饗庭正寛（東北大・生命），
黒川紘子（森林総研），揚妻直樹（北大・北方生物圏），日浦勉（北
大・北方生物圏），中静透（東北大・生命）

P1-129#　カワウの営巣が森林動態に与える影響　* 杢屋貴士
（東北大・生命），中静透（東北大・生命），亀田佳代子（滋賀
県立琵琶湖博物館）

P1-130#　虫害堅果を透視してネズミの選好性を探る　―幼
虫の有無、種・サイズ、摂食率に着目して―　* 柏木晴香（名
古屋大・院・生命農），木下峻一（ウィーン大・古生物），佐々
木 理（東北大・博物館），梶村 恒（名古屋大・院・生命農）

P1-131#　送粉者の行動実験から探る花色変化の生態的機能 : 
色のみの変化がもたらす効果の解析　* 土田洋子（山形大・
院・理工），牧野崇司（山形大・理），横山潤（山形大・理）

P1-132#　花は被食に対して事前防御なのか、誘導防御なの
か：複数種の草本を用いた食害実験　* 若林加枝，板垣智之，
小黒芳生，酒井聡樹（東北大・生命）

P1-133#　植物群集の機能的多様性とその食物網への影響　
‐福井県三方湖流域における検証‐　* 篠原直登（東大・農），
内田圭（東大・総合文化），吉田丈人（東大・総合文化）

P1-134#　グルコシノレート側鎖長の多様化とアブラナーシ
ロチョウ相互作用における役割　岡村悠 *，村上正志（千葉
大・理）

P1-135#　Colonization and inter-specific competition of 
epibionts on Turbo shells　*Yumiko OSAWA (Kyushu Univ., 
AMBL), Mutsunori TOKESHI (Kyushu Univ., AMBL)

P1-136#　森林の物質循環に与えるシカとササの影響　* 天野
創，日浦勉（北海道大学）

P1-137#　森林帯‐高山帯エコトーンにおける訪花昆虫群集
の季節動態と開花フェノロジー構造との関連性　* 水永優
紀（北大・環境科学），工藤岳（北大・地球環境）

P1-138#　ナラ枯れ発生後の里山におけるツキノワグマの出
現パターンにブナ科堅果類の豊凶が与える影響について
　今川未悠 *（長岡技大・工），望月翔太（新大・農），小林誠（キ
ョロロ），鈴木誠治（北大・農），今村舟（Wiron），山本麻希（長
岡技大・工）

P1-139#　熱帯低地林における実生更新に野生ブタ撹乱が及
ぼす影響　* 玉置祐芸（京大・農），飯田佳子（京大・農），佐々
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木瞭太（京大・農），Luskin. M（UC berkeley），Fletcher. C
（FRIM），北島薫（京大・農）

P1-140#　植食者の消化応答からみた藻類多様性の生態系機
能　松谷祐一郎 *，占部城太郎，牧野渡（東北大院・生命）

P1-141#　無傷のマンゴーはミバエの寄主植物なのか　* 藤井
暢之，本間淳，沢田裕一，西田隆義（滋賀県大・環境科学）

P1-142#　生育初期の食害による誘導抵抗性が植食者の季節
動態に与える影響　* 古谷祐平，太刀川翼，石崎智美（新潟大・
院・自然研），中山椋希（新潟大・理）

P1-143#　孤島におけるオガサワラヤモリの訪花行動　 * 村
上勇樹（首都大・生命），辻村美鶴（首都大・生命），加藤英寿（首
都大・生命），林文男（首都大・生命）

P1-144#　雌性両全性異株カワラナデシコの性比に影響を与
える要因　* 鈴木陽花，堂囿いくみ（学芸大・院・環境科学），
別宮有紀子（都留大）

P1-145#　同所的に生育する近縁植物2種の生殖隔離と形質
分化　　* 木村真美子，堂囿いくみ（学芸大・院・環境科学）

P1-146#　非破壊的な盗蜜者による植物の繁殖への影響：サ
ワギキョウでの訪花行動と蜜報酬の変化　* 松原 豊，酒井
聡樹（東北大・生命科学）

P1-147#　堅果の防衛シグナル処理はどのように実生の運命
を変えるか？　* 芳賀真帆（北大・環境科学院），高林純示（京
大・生態研），内海俊介（北大・FSC）

P1-148#　植物間コミュニケーションにおけるドナーとレシ
ーバーの比較　* 太刀川翼，石崎智美，古谷祐平，（新潟大院・
自然研），塩尻かおり（京大・白眉センター）

P1-149#　Sargassum habitat structure and its associated 
benthos: ecological relationships.　*Hotta, T. (Kyushu 
Univ.), Tokeshi, M. (Kyushu Univ.)  

進 化

P1-150#　ナガゴミムシ属2種（Coleoptera: Carabidae）に
おける過去の繁殖干渉がもたらした一方向性の遺伝子浸
透と形質置換　* 小須田修平（弘前大・農），笹川幸治（千葉大・
教），池田紘士（弘前大・農）

P1-151#　日本産カエデ属を利用するハマキホソガ属14種
の食性進化と多様化　* 中臺亮介，川北篤（京大・生態研）

P1-152#　著しい種内形質多様化による広域ニッチ獲得プロ
セスの解明　* 伊津野彩子，北山兼弘，小野田雄介，辻井悠希
（京大院・農），永野惇，手塚あゆみ（龍谷大・農），本庄三恵，
工藤洋（京大・生態研セ），井鷺裕司（京大院・農）

P1-153#　採餌適応と口器形態の進化：ハシリハリアリ属の
多様化要因　* 有本晃一（九州大院・生資環），丸山宗利（九州大・
博），伊藤文紀（香川大・農），山根正気（鹿児島市）

P1-154#　対捕食者適応による昆虫の外部形態の進化：捕食
パターンの違いによる影響の検証　* 篠原忠，高見泰興（神
戸大・人間発達環境）

P1-155#　形態・生態・遺伝から考えるヤブツバキとユキツ
バキの種分化　* 三浦弘毅（新潟大・自），上野真義（森林総研），
阿部晴恵（新潟大・ＦＣ）

P1-156#　タナゴ亜科魚類における繁殖寄生と関連した卵形
質の遺伝的分化　* 林寿樹（福井県大・海洋），北村淳一（三
重県博），永野惇（龍谷大・農，JSTさきがけ，京大・生態研セ），
手塚あゆみ（龍谷大・農），小北智之（福井県大・海洋）

P1-157#　アオモンイトトンボにおける雌特異的な色彩多型
間での発現変動遺伝子の検出　* 高橋迪彦（東北大・理），

高橋佑磨（東北大・学際研），牧野能士，河田雅圭（東北大・
生命）

P1-158#　内部寄生蜂の発育に影響する宿主の体内環境プロ
ファイリング：寄生蜂の表現型と宿主のゲノム変異の関
連解析　* 山下晋平（岡大・農），滝ヶ平智博（岡大・環境生命），
高橋一男（岡大・環境生命）

P1-159#　イカダモにみられる二段階の可塑的防衛とその生
態学的意義　* 櫻澤 孝佑，吉田 丈人（東大・総合文化）

P1-160#　長野県深見池のミジンコに見られる繁殖戦略の系
統間比較　* 小田切悠，永野真理子，吉田丈人（東大・総合文化）

P1-161#　形態と遺伝的組成からみたミズナラとミヤマナラ
の違い　* 増井悠人（弘前大・院・農生），石田清（弘前大・農生）

P1-162#　ミスミソウにおける訪昆虫の色彩認識能力と花色
多型の関係　* 亀岡慎一郎（京大院・人環），崎尾均（新潟大・農），
阿部晴恵（新潟大・農），村井良徳（科博・植物），大橋一晴（筑
波大・生命環境），瀬戸口浩彰（京大院・人環） 

P1-163#　細胞内共生者は増殖を自粛するか　* 内海邑，大槻
久，佐々木顕（総研大・生命共生体進化）

P1-164#　日本列島内で遺伝的に細分化する日本固有科・ガ
ガンボカゲロウ科の分断要因の究明～特殊な生態を中心
に～　* 竹中將起（信州大学院理工学系研究科），東城幸治（信
州大学理学部生物科学学科）

P1-165#　ヒラマキミズマイマイ類における殻形態の多様性
　* 齊藤匠（東北大・生命），福田宏（岡山大・農），千葉聡（東
北大・東北アジア）

P1-166#　転移因子によるゲノム改変はホスト個体群の適応
進化を促進するか　* 樋口拓人（東邦大・理），小沼順二

P1-167#　ゲノムワイド SNPを用いた小笠原諸島ムラサキシ
キブ属の種分化における遺伝的背景の解明　* 成田智史（京
大院・農），鈴木節子（森林総研），加藤英寿（首都大・生命），
井鷺裕司（京大院・農）

P1-168#　モクセイ科における二対立遺伝子型自家不和合性
と異花柱性への進化　* 平野友幹（京大・生態研），Shixiao 
Luo（South China Botanical Garden），川北篤（京大・生態研）

P1-169#　群島構造を持つ生態系での種分化と適応放散のモ
デル　* 清水裕矢（東京大・総合文化・広域），嶋田正和（東京大・
総合文化・広域）

P1-170#　ミジンコにおける T2Aペプチドを用いたバイシス
トロニック発現システムの構築　* 熊谷仁志，加藤泰彦，松
浦友亮，渡邉肇（大阪大・工）  

生 物 多 様 性

P1-171#　琉球諸島におけるリュウキュウマツ林の外生菌根
菌群集　* 伊藤光沙（東大院・新領域），寺嶋芳江（琉大・熱生研），
奈良一秀（東大院・新領域）

P1-172#　アカマツ母樹からの距離が実生の外生菌根菌群集
に及ぼす影響　* 丸山紗也可（三重大院・生資），松田陽介（三
重大院・生資）

P1-173#　樹木多様性に基づく土砂災害リスク削減の可能性
　* 小林勇太（横国大・環境情報），森章（横国大・環境情報）

P1-174#　道の駅で販売される山菜・野生キノコの地理的パ
ターンとその要因　* 佐々木春佳，饗庭正寛，小黒芳生，中
静透（東北大・院・生命）

P1-175#　日本沿岸域における潮間帯性貝類イシダタミ属の
分子系統　* 山崎大志，千葉聡（東北大・生命），池田実，木
島明博（東北大・農）
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P1-176#　シダ植物種組成類似度に対する空間的自己相関の
影響　* 松浦亮介（信大・総工），佐藤利幸（信大・理）

P1-177#　How much l i fe can dead wood support? - 
Biodiversity of Invertebrates in Down Woody Debris with 
Different Decomposition Levels　Tsai, M.S. (Univ. Bristol), 
Chiou, J. S. (Ishou Univ.), Chen, Y. S. (Univ. Tainan), Yeh, H. R. 
(Univ. Dong Hwa)

P1-179#　カンヒザクラ地域集団と早咲きのサクラ品種の遺
伝的関係　* 金澤弓子（東農大・地域），亀山慶晃（東農大・地域），
李景秀（昆明植物研究所），濱野周泰（東農大・地域），鈴木貢
次郎（東農大・地域）

P1-180#　水田における「ただの虫」の多様性と天敵アシナ
ガグモ類の動態　筒井優 *（東大・農），馬場友希（農環研），
田中幸一（農環研），宮下直（東大・農）

P1-181#　環境ＤＮＡメタバーコーディングを用いた淀川の
魚類相モニタリング　* 稲波璃香（神戸大・発達），山本義彦，
近藤美麻，上原一彦（大阪環農水研・水生セ），佐藤行人（東北大・
ToMMo），宮正樹（千葉県博），山本哲史，源利文（神戸大・発達）

P1-182#　韓国白頭大幹における環境変動に応じた歩行虫群
集の変化　*Yong Hwan Park（神戸大，人間発達環境），Tea 
Woong Jang（江原大，山林環境保護），Jong Kuk Kim（江原
大，山林環境保護），Hee Mun Chae（江原大，山林環境保護），
Yasuoki Takami（神戸大，人間発達環境）

P1-183#　茅葺屋根に集団営巣するサイジョウハムシドロバ
チの遺伝構造　* 佐藤豪士（茨大院 ･理），諸岡歩希（茨大 ･理），
小島純一（茨大 ･理）

P1-184#　霧ヶ峰の異なる立地条件の草原におけるチョウ類
群集の構造と植物との関係　* 小椋球（信大・農），大窪久美
子（信大・学術院農

P1-185#　Detecting range shifts of freshwater biodiversity in 
and around Japanese reservoirs over the last 20 years　
*Park, K.J. (Univ. Tokyo), Mori, T. (Univ. Tokyo), Yoshida, T. 
(Univ. Tokyo)

P1-186#　長野県佐久市の水田地域における水生昆虫群集と
立地環境及び農法との関係　* 大澤崇季（信大院・農研），大
窪久美子（信大・学術院農），渡辺太一（信大院・総合工）

P1-187#　伊勢湾周辺域におけるアカハライモリの遺伝的集
団構造　* 伊藤玄（岐阜大院・連農），北西滋（岐阜大・地域），
古屋康則（岐阜大・教育），向井貴彦（岐阜大・地域）

P1-188#　The value of degraded habitats to maintaining 
amphibian diversity in Ranomafana Madagascar　
Ramamonjisoa Noelikanto, Natuhara Yoshihiro / Nagoya 
University

P1-189#　Life-form comparison of Southeast Asia plant 
diversity by the transect method　*Kanemitsu, H. (Kyushu 
Univ.), Tagane, S. (Kyushu Univ.), Yahara, T. (Kyushu Univ.)

P1-190#　日本産タニシ科貝類の分子系統　* 平野尚浩，齊藤
匠，千葉聡（東北大・生命科学）

P1-191#　千葉県野田市の水田環境におけるコウノトリ餌動
物量を決定する要因　 * 桑原里奈，山崎響子，坂入一瑳（東
邦大），大見享子，遠藤立，朝見清孝，大矢篤，長尾雅代（（公財）
日本生態系協会），佐川志朗（兵庫県立大），長谷川雅美（東邦大）

P1-192#　ネオニコチノイドの予期せぬ効果　* 小橋 興次，森 
美穂，早坂 大亮（近畿大院・農・環境管理）

P1-193#　森林管理により生物多様性はどのように変化する
のか：国内既存文献の網羅的解析　* 矢納早紀子（京大・森
林生態），Rebecca Spake（University of Southampton），小野
田雄介（京大・森林生態），北山兼弘（京大・森林生態）

P1-194#　Waste-cleaning ability of ants in urban parks of 
Tokyo　*Di, L., Numata, S., Hosaka ,T. (TMU)

P1-195#　高知県中部における草原生植物の分布特性と保全
に向けた課題　高橋瑛乃（高知大・院・理）・比嘉基紀・石川
愼吾（高知大・理）

P1-196#　カメラトラップを用いて確認された奈良県大峯山
系弥山・前鬼の中・大型哺乳類相　* 深川幹（奈良教大・教），
辻野亮（奈良教大・自然セ）

P1-197#　動物プランクトンから見た農薬による生物多様性
影響　 * 原田（近畿大学） 小橋（近畿大学） 森（近畿大学） 早
坂（近畿大学）

P1-198#　八丈島におけるヤシ類に着生する着生シダの分布
特性　松井美咲 *（明治大院），倉本宣（明治大農）

P1-199#　環境 DNAの断片長による見た目の分解速度の違い
　* 徐寿明（神戸大・発達），村上弘章（京都大・フィールド研
舞鶴），坂田雅之（神戸大・発達），益田玲爾（京都大・フィー
ルド研舞鶴），山本哲史，源利文（神戸大・発達）

P1-200#　メガシティにおける植物および植食性昆虫の機能
的多様性評価　* 藤本泰樹（京大院・地環），丑丸敦史（神戸大院・
人間発達），内田圭（東大院・総合文化）

P1-201#　鳴く虫から見た都市のエコロジカルネットワーク
　平林 由莉・明治大学千代田学研究グループ（明大・農）  

動 物 群 集

P1-202#　腸内細菌叢の種個体数分布とその特徴　高安伶奈 *，
須田亙，高安美佐子，高安秀樹，服部正平

P1-203#　シロアリの腸内原生動物群集にみられる性差　* 稲
垣辰哉，松浦健二（京大院・農・昆虫生態）

P1-204#　分断化景観における鳥類多様性の季節変化：生息
地ネットワークと河畔林に注目して　* 藪原佑樹（北大院
農），赤坂卓美（帯広畜産大），山浦悠一（森林総研），山中聡（北
大院農），中村太士（北大院農）

P1-205#　分断化された二次草地におけるバッタ科昆虫の分
布と個体群密度の規定要因　中島 一豪，清川 紘樹（東京大
学・農），長谷川 雅美，坂入 一瑳（東邦大・理），宮下 直（東大・農）

P1-206#　虎は死して皮を留め、カキは死して殻を残す　* 戸
祭森彦，今孝悦

P1-207#　本州中部におけるカラマツ人工林のコウモリ群集
の特徴と周辺の植生が与える影響　* 小松茉利奈（筑波大・
生命環境科学），家根橋圭佑（東京大・農学生命科学研究科），
中村大地（筑波大・生命環境科学），佐藤顕義（山梨県希少野
生動植物種保護専門員），安井さち子（つくば市大角豆），上條
隆志（筑波大・生命環境系）

P1-208#　人工池における水生昆虫群集：メタ群集の形成過
程　* 鈴木真裕，平井規央，石井 実（大阪府大院・生命・昆虫）

P1-209#　Experimental warming effects on the population 
growth and composition of a crop pest (soybean aphid) 
and the consequences for pest colonization under 
biocontrol　*Wang, Y. J. (Natl. Taiwan Univ.), Nakazawa, T. 
(Natl. Cheng Kung Univ.), Ho, C. K. (Natl. Taiwan Univ.)

P1-210#　ツボワムシの対捕食者誘導防御への浮葉植物オニ
ビシの影響　* 大竹裕里恵，鏡味麻衣子（東邦大・理），吉田
丈人（東大・総合文化）

P1-211#　The Effects of Greenfalls on Arthropod Community
　*Chien-Lung Chen, Pei-Jen L. Shaner

P1-212#　森林の特性と枯死木依存性甲虫群集の変化　* 宮崎
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怜，小池文人（横国大・環リ）

P1-213#　河川源流域における底生動物群集の流程による変
化と河川環境　* 井上光也，山中萌（高知大・理），加藤元海（高
知大・黒潮）

P1-214#　食物網における栄養転換効率の栄養段階依存性～
21の水域食物網を比較して～　* 高嶋あやか（龍谷・理工），
近藤倫生（龍谷・理工）

P1-215#　魚で調べる島嶼生態学　* 平拓也（東北大・生命），
大槻潮（東北大院・生命），占部城太郎（東北大院・生命）

P1-216#　夏季の仁淀川と四万十川の上流域における大型底
生動物群集の体長，個体数，生物量の関係　* 山中萌（高
知大理），井上光也（高知大理），加藤元海（高知大黒潮）

P1-217#　Complex habitat structure dose not always protect 
mesograzers in eelgrass bed　*Teranishi, T., Yorisue, T., 
Isaka, Y., Ahn, H., Nakaoka, M. (Univ. Hokkaido), Bayne C. 
(SDSU), Tanatitivarapong R. (Univ. Kasetsart)

P1-218#　日本及び朝鮮半島に生息するモグラ類の消化管寄
生蠕虫相と寄生蠕虫類の生物地理学的研究　* 井出哲哉，
横畑泰志（富山大・院・理工），阿部 永（元・北海道大・農）

P1-219#　河川に生息するトンボ目幼虫の微生息場所を規定
する要因　* 高良真佑子，河内香織（近畿大・農）

P1-220#　摂餌選択性からみたトンボ幼生の栄養ニッチ重複
度～深泥池を例に～　山田紗友美 *（東北大 院 生命），加藤
義和（総合地球環境学研究所），辻野亮（奈良教育大），竹門康
弘（京大 防災研），占部城太郎（東北大 院 生命）

P1-221#　ブルガリア中央部の農業地帯における哺乳動物相
の確認手法：カメラトラップとフィールドサインの比較
　* 伊藤海里，Evgeniy Raichev，角田裕志，Stanislava Peeva，
金子弥生 / 東京農工大学食肉目動物保護学研究室

P1-222#　日本産樹木の葉における防御形質と植食性昆虫の
成長量の相関関係　*Jason Saihanna，村上正志    千葉大学群
集生態学研究室

P1-223#　SSU rRNAの網羅的解析による シロアリ腸内微生
物群集混合後の収束パターンの検証　* 佐藤 渚（茨城大 院
･ 理），北出 理（茨城大 ･理），野田 悟子（山梨大 ･生命環境），
飯田 敏也（理研 ･BRC），大熊 盛也（理研 ･BRC）

P1-224#　札幌市における雪堆積場からの融雪水が河川生態
系に与える影響　* 川尻啓太（北大・農），末吉正尚（土木研），
石山信雄（北大・農），太田民久（地球研），福澤加里部（北大・
FSC），中村太士（北大・農）  

動物個体群・繁殖・生活史

P1-225#　過去の環境要因が北総地域のジャノメチョウのメ
タ個体群動態に与える影響　* 坂入一瑳，長谷川雅美（東邦大・
理）

P1-226#　モリアオガエル産卵フェノロジーの地域内変異
　* 高橋華江（神大・理），佐藤拓哉（神大・理）
P1-227#　スクミリンゴガイのメスに片寄った性比の意義
　* 熊谷菜摘（奈良女子大学院），遊佐陽一（奈良女子大学）
P1-228#　負け組の性転換：魚類における双方向性転換の数
理モデル　* 澤田紘太（総研大・先導研），山口幸（神奈川大・
工），巌佐庸（九州大・理）

P1-229#　カクレガニ類の寄生がカキ類の繁殖に与える影響
　* 安岡法子，遊佐陽一（奈良女子大・院・人間文化）

P1-230#　マルチプルパタニティ頻度を用いた複数オス交尾
頻度の推定 -エゾヤチネズミを例に -　* 若林紘子（北大・

環科院），齊藤隆（北大・北方圏FSC）

P1-231#　社会的一夫一妻制鳥類における抱卵調節機構　遠
藤幸子（立教大・理）

P1-232#　カメラトラップを用いた阿寒白糠地域のヒグマ個
体群の繁殖実態の推定　石橋悠樹＊・（酪農学園大学），鈴木
晋悟（浦幌ヒグマ調査会），田中博子（浦幌ヒグマ調査会），柴
田悟（浦幌ヒグマ調査会），佐藤喜和（酪農学園大学）

P1-233#　ショウジョウバエ寄生蜂の成長戦略　*鬼澤康太（北
海道大学・地球環境），木村正人（北海道大学・地球環境），甲
山哲夫（北海道大学・地球環境）

P1-234#　ヤマトシジミにおけるWolbachia 感染密度の周年
変化　* 角拓人（岡大院・環境生命），三浦一芸（NARO），宮
竹貴久（岡大院・環境生命）

P1-235#　屋久島における植生の垂直分布に着目した森林性
野ネズミの種構成と生態特性の比較　* 肥後悠馬（名古屋大・
農），本田剛章（京都大・霊長類研），半谷吾郎（京都大・霊長
類研），梶村恒（名古屋大・生命農）

P1-236#　回遊性ハゼ科魚類の淡水進出に伴う平行的種分化：
近似ベイズ法を用いた検証　* 山﨑曜（京大院理），武島弘彦
（地球研），鹿野雄一（九大決断），大迫尚晴（宜野湾市），鈴木
寿之（川西緑台高），西田睦（琉球大），渡辺勝敏（京大院理）

P1-237#　安定同位体比分析によるヒグマのトウモロコシ利
用の検証とその個体差を決める要因の解明　* 秦彩夏（帯
畜大），高田まゆら（東京大），深澤圭太（国環研），中下留美
子（森林総研），押田龍夫（帯畜大），石橋悠樹（酪農学園大），
佐藤喜和（酪農学園大）

P1-238#　ニホンジカの生息数増加が他の哺乳類の増減に与
える影響　津野 きりこ（新潟大学・農）

P1-239#　成体越冬は種内競争に有利か？　- ハリナガミジ
ンコ個体群の遺伝構造応答による解析 -　柳沼 康平 * 東北
大学理学部生物科，相川 奈津美 東北大学院生命科学研究科，
牧野 渡 東北大学院生命科学研究科，占部 城太郎 東北大学院生
命科学研究科

P1-240#　ストロンチウム安定同位体比からみた淡水型イト
ヨ（Gasterosteus aculeatus）の河川支流内移動性　* 札本
果（京大生態研），森誠一（岐阜経済大），久米学（国立遺伝研），
西田翔太郎（岐阜経済大），申基澈（地球研），中野孝教（地球研），
陀安一郎（地球研）

P1-241#　魚類からの環境 RNA放出速度と温度依存性　* 垣
見直希（龍谷大・院・理工），河野吉将，山中裕樹（龍谷大・理工）

P1-242#　ベイツ擬態におけるモデルとミミックの個体数推
移に対する非線形時系列解析　* 加藤三歩（鹿大・連合農），
辻和希（琉大・農），立田晴記（琉大・農）

P1-243#　遺伝的多様性の年次変化と密度・分散の関係：変
動様式が違うヤチネズミ個体群の比較　* 秋元佐紀（北大・
環境科学院），山田敏也，齊藤隆（北大・環境科学院）

P1-244#　北海道十勝川水系における水生生物の比較系統地
理　* 大磯毅晃，小泉逸郎

P1-245#　止水性両生類における卵死亡率の個体群間変異と
地理情報・遺伝学情報を用いた要因の解析　* 岡宮久規，
志賀優，菅原弘貴，草野保（首都大・生命）

P1-246#　トウキョウサンショウウオのメタ個体群における
分布制限要因の解明　* 高木香里，宮下 直（東大・農）

P1-247#　Influence of plant community composition and 
human management on the population of an endangered 
butterfly, Plebejus argyrognomon at the Kinugawa river 
bank　*ZHANG, X. (Univ. Tokyo), MATSUBA, M. (Univ. 
Tokyo), MIYASHITA, T. (Univ. Tokyo)
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P1-176#　シダ植物種組成類似度に対する空間的自己相関の
影響　* 松浦亮介（信大・総工），佐藤利幸（信大・理）

P1-177#　How much l i fe can dead wood support? - 
Biodiversity of Invertebrates in Down Woody Debris with 
Different Decomposition Levels　Tsai, M.S. (Univ. Bristol), 
Chiou, J. S. (Ishou Univ.), Chen, Y. S. (Univ. Tainan), Yeh, H. R. 
(Univ. Dong Hwa)

P1-179#　カンヒザクラ地域集団と早咲きのサクラ品種の遺
伝的関係　* 金澤弓子（東農大・地域），亀山慶晃（東農大・地域），
李景秀（昆明植物研究所），濱野周泰（東農大・地域），鈴木貢
次郎（東農大・地域）

P1-180#　水田における「ただの虫」の多様性と天敵アシナ
ガグモ類の動態　筒井優 *（東大・農），馬場友希（農環研），
田中幸一（農環研），宮下直（東大・農）

P1-181#　環境ＤＮＡメタバーコーディングを用いた淀川の
魚類相モニタリング　* 稲波璃香（神戸大・発達），山本義彦，
近藤美麻，上原一彦（大阪環農水研・水生セ），佐藤行人（東北大・
ToMMo），宮正樹（千葉県博），山本哲史，源利文（神戸大・発達）

P1-182#　韓国白頭大幹における環境変動に応じた歩行虫群
集の変化　*Yong Hwan Park（神戸大，人間発達環境），Tea 
Woong Jang（江原大，山林環境保護），Jong Kuk Kim（江原
大，山林環境保護），Hee Mun Chae（江原大，山林環境保護），
Yasuoki Takami（神戸大，人間発達環境）

P1-183#　茅葺屋根に集団営巣するサイジョウハムシドロバ
チの遺伝構造　* 佐藤豪士（茨大院 ･理），諸岡歩希（茨大 ･理），
小島純一（茨大 ･理）

P1-184#　霧ヶ峰の異なる立地条件の草原におけるチョウ類
群集の構造と植物との関係　* 小椋球（信大・農），大窪久美
子（信大・学術院農

P1-185#　Detecting range shifts of freshwater biodiversity in 
and around Japanese reservoirs over the last 20 years　
*Park, K.J. (Univ. Tokyo), Mori, T. (Univ. Tokyo), Yoshida, T. 
(Univ. Tokyo)

P1-186#　長野県佐久市の水田地域における水生昆虫群集と
立地環境及び農法との関係　* 大澤崇季（信大院・農研），大
窪久美子（信大・学術院農），渡辺太一（信大院・総合工）

P1-187#　伊勢湾周辺域におけるアカハライモリの遺伝的集
団構造　* 伊藤玄（岐阜大院・連農），北西滋（岐阜大・地域），
古屋康則（岐阜大・教育），向井貴彦（岐阜大・地域）

P1-188#　The value of degraded habitats to maintaining 
amphibian diversity in Ranomafana Madagascar　
Ramamonjisoa Noelikanto, Natuhara Yoshihiro / Nagoya 
University

P1-189#　Life-form comparison of Southeast Asia plant 
diversity by the transect method　*Kanemitsu, H. (Kyushu 
Univ.), Tagane, S. (Kyushu Univ.), Yahara, T. (Kyushu Univ.)

P1-190#　日本産タニシ科貝類の分子系統　* 平野尚浩，齊藤
匠，千葉聡（東北大・生命科学）

P1-191#　千葉県野田市の水田環境におけるコウノトリ餌動
物量を決定する要因　 * 桑原里奈，山崎響子，坂入一瑳（東
邦大），大見享子，遠藤立，朝見清孝，大矢篤，長尾雅代（（公財）
日本生態系協会），佐川志朗（兵庫県立大），長谷川雅美（東邦大）

P1-192#　ネオニコチノイドの予期せぬ効果　* 小橋 興次，森 
美穂，早坂 大亮（近畿大院・農・環境管理）

P1-193#　森林管理により生物多様性はどのように変化する
のか：国内既存文献の網羅的解析　* 矢納早紀子（京大・森
林生態），Rebecca Spake（University of Southampton），小野
田雄介（京大・森林生態），北山兼弘（京大・森林生態）

P1-194#　Waste-cleaning ability of ants in urban parks of 
Tokyo　*Di, L., Numata, S., Hosaka ,T. (TMU)

P1-195#　高知県中部における草原生植物の分布特性と保全
に向けた課題　高橋瑛乃（高知大・院・理）・比嘉基紀・石川
愼吾（高知大・理）

P1-196#　カメラトラップを用いて確認された奈良県大峯山
系弥山・前鬼の中・大型哺乳類相　* 深川幹（奈良教大・教），
辻野亮（奈良教大・自然セ）

P1-197#　動物プランクトンから見た農薬による生物多様性
影響　 * 原田（近畿大学） 小橋（近畿大学） 森（近畿大学） 早
坂（近畿大学）

P1-198#　八丈島におけるヤシ類に着生する着生シダの分布
特性　松井美咲 *（明治大院），倉本宣（明治大農）

P1-199#　環境 DNAの断片長による見た目の分解速度の違い
　* 徐寿明（神戸大・発達），村上弘章（京都大・フィールド研
舞鶴），坂田雅之（神戸大・発達），益田玲爾（京都大・フィー
ルド研舞鶴），山本哲史，源利文（神戸大・発達）

P1-200#　メガシティにおける植物および植食性昆虫の機能
的多様性評価　* 藤本泰樹（京大院・地環），丑丸敦史（神戸大院・
人間発達），内田圭（東大院・総合文化）

P1-201#　鳴く虫から見た都市のエコロジカルネットワーク
　平林 由莉・明治大学千代田学研究グループ（明大・農）  

動 物 群 集

P1-202#　腸内細菌叢の種個体数分布とその特徴　高安伶奈 *，
須田亙，高安美佐子，高安秀樹，服部正平

P1-203#　シロアリの腸内原生動物群集にみられる性差　* 稲
垣辰哉，松浦健二（京大院・農・昆虫生態）

P1-204#　分断化景観における鳥類多様性の季節変化：生息
地ネットワークと河畔林に注目して　* 藪原佑樹（北大院
農），赤坂卓美（帯広畜産大），山浦悠一（森林総研），山中聡（北
大院農），中村太士（北大院農）

P1-205#　分断化された二次草地におけるバッタ科昆虫の分
布と個体群密度の規定要因　中島 一豪，清川 紘樹（東京大
学・農），長谷川 雅美，坂入 一瑳（東邦大・理），宮下 直（東大・農）

P1-206#　虎は死して皮を留め、カキは死して殻を残す　* 戸
祭森彦，今孝悦

P1-207#　本州中部におけるカラマツ人工林のコウモリ群集
の特徴と周辺の植生が与える影響　* 小松茉利奈（筑波大・
生命環境科学），家根橋圭佑（東京大・農学生命科学研究科），
中村大地（筑波大・生命環境科学），佐藤顕義（山梨県希少野
生動植物種保護専門員），安井さち子（つくば市大角豆），上條
隆志（筑波大・生命環境系）

P1-208#　人工池における水生昆虫群集：メタ群集の形成過
程　* 鈴木真裕，平井規央，石井 実（大阪府大院・生命・昆虫）

P1-209#　Experimental warming effects on the population 
growth and composition of a crop pest (soybean aphid) 
and the consequences for pest colonization under 
biocontrol　*Wang, Y. J. (Natl. Taiwan Univ.), Nakazawa, T. 
(Natl. Cheng Kung Univ.), Ho, C. K. (Natl. Taiwan Univ.)

P1-210#　ツボワムシの対捕食者誘導防御への浮葉植物オニ
ビシの影響　* 大竹裕里恵，鏡味麻衣子（東邦大・理），吉田
丈人（東大・総合文化）

P1-211#　The Effects of Greenfalls on Arthropod Community
　*Chien-Lung Chen, Pei-Jen L. Shaner

P1-212#　森林の特性と枯死木依存性甲虫群集の変化　* 宮崎
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怜，小池文人（横国大・環リ）

P1-213#　河川源流域における底生動物群集の流程による変
化と河川環境　* 井上光也，山中萌（高知大・理），加藤元海（高
知大・黒潮）

P1-214#　食物網における栄養転換効率の栄養段階依存性～
21の水域食物網を比較して～　* 高嶋あやか（龍谷・理工），
近藤倫生（龍谷・理工）

P1-215#　魚で調べる島嶼生態学　* 平拓也（東北大・生命），
大槻潮（東北大院・生命），占部城太郎（東北大院・生命）

P1-216#　夏季の仁淀川と四万十川の上流域における大型底
生動物群集の体長，個体数，生物量の関係　* 山中萌（高
知大理），井上光也（高知大理），加藤元海（高知大黒潮）

P1-217#　Complex habitat structure dose not always protect 
mesograzers in eelgrass bed　*Teranishi, T., Yorisue, T., 
Isaka, Y., Ahn, H., Nakaoka, M. (Univ. Hokkaido), Bayne C. 
(SDSU), Tanatitivarapong R. (Univ. Kasetsart)

P1-218#　日本及び朝鮮半島に生息するモグラ類の消化管寄
生蠕虫相と寄生蠕虫類の生物地理学的研究　* 井出哲哉，
横畑泰志（富山大・院・理工），阿部 永（元・北海道大・農）

P1-219#　河川に生息するトンボ目幼虫の微生息場所を規定
する要因　* 高良真佑子，河内香織（近畿大・農）

P1-220#　摂餌選択性からみたトンボ幼生の栄養ニッチ重複
度～深泥池を例に～　山田紗友美 *（東北大 院 生命），加藤
義和（総合地球環境学研究所），辻野亮（奈良教育大），竹門康
弘（京大 防災研），占部城太郎（東北大 院 生命）

P1-221#　ブルガリア中央部の農業地帯における哺乳動物相
の確認手法：カメラトラップとフィールドサインの比較
　* 伊藤海里，Evgeniy Raichev，角田裕志，Stanislava Peeva，
金子弥生 / 東京農工大学食肉目動物保護学研究室

P1-222#　日本産樹木の葉における防御形質と植食性昆虫の
成長量の相関関係　*Jason Saihanna，村上正志    千葉大学群
集生態学研究室

P1-223#　SSU rRNAの網羅的解析による シロアリ腸内微生
物群集混合後の収束パターンの検証　* 佐藤 渚（茨城大 院
･ 理），北出 理（茨城大 ･理），野田 悟子（山梨大 ･生命環境），
飯田 敏也（理研 ･BRC），大熊 盛也（理研 ･BRC）

P1-224#　札幌市における雪堆積場からの融雪水が河川生態
系に与える影響　* 川尻啓太（北大・農），末吉正尚（土木研），
石山信雄（北大・農），太田民久（地球研），福澤加里部（北大・
FSC），中村太士（北大・農）  

動物個体群・繁殖・生活史

P1-225#　過去の環境要因が北総地域のジャノメチョウのメ
タ個体群動態に与える影響　* 坂入一瑳，長谷川雅美（東邦大・
理）

P1-226#　モリアオガエル産卵フェノロジーの地域内変異
　* 高橋華江（神大・理），佐藤拓哉（神大・理）
P1-227#　スクミリンゴガイのメスに片寄った性比の意義
　* 熊谷菜摘（奈良女子大学院），遊佐陽一（奈良女子大学）
P1-228#　負け組の性転換：魚類における双方向性転換の数
理モデル　* 澤田紘太（総研大・先導研），山口幸（神奈川大・
工），巌佐庸（九州大・理）

P1-229#　カクレガニ類の寄生がカキ類の繁殖に与える影響
　* 安岡法子，遊佐陽一（奈良女子大・院・人間文化）

P1-230#　マルチプルパタニティ頻度を用いた複数オス交尾
頻度の推定 -エゾヤチネズミを例に -　* 若林紘子（北大・

環科院），齊藤隆（北大・北方圏FSC）

P1-231#　社会的一夫一妻制鳥類における抱卵調節機構　遠
藤幸子（立教大・理）

P1-232#　カメラトラップを用いた阿寒白糠地域のヒグマ個
体群の繁殖実態の推定　石橋悠樹＊・（酪農学園大学），鈴木
晋悟（浦幌ヒグマ調査会），田中博子（浦幌ヒグマ調査会），柴
田悟（浦幌ヒグマ調査会），佐藤喜和（酪農学園大学）

P1-233#　ショウジョウバエ寄生蜂の成長戦略　*鬼澤康太（北
海道大学・地球環境），木村正人（北海道大学・地球環境），甲
山哲夫（北海道大学・地球環境）

P1-234#　ヤマトシジミにおけるWolbachia 感染密度の周年
変化　* 角拓人（岡大院・環境生命），三浦一芸（NARO），宮
竹貴久（岡大院・環境生命）

P1-235#　屋久島における植生の垂直分布に着目した森林性
野ネズミの種構成と生態特性の比較　* 肥後悠馬（名古屋大・
農），本田剛章（京都大・霊長類研），半谷吾郎（京都大・霊長
類研），梶村恒（名古屋大・生命農）

P1-236#　回遊性ハゼ科魚類の淡水進出に伴う平行的種分化：
近似ベイズ法を用いた検証　* 山﨑曜（京大院理），武島弘彦
（地球研），鹿野雄一（九大決断），大迫尚晴（宜野湾市），鈴木
寿之（川西緑台高），西田睦（琉球大），渡辺勝敏（京大院理）

P1-237#　安定同位体比分析によるヒグマのトウモロコシ利
用の検証とその個体差を決める要因の解明　* 秦彩夏（帯
畜大），高田まゆら（東京大），深澤圭太（国環研），中下留美
子（森林総研），押田龍夫（帯畜大），石橋悠樹（酪農学園大），
佐藤喜和（酪農学園大）

P1-238#　ニホンジカの生息数増加が他の哺乳類の増減に与
える影響　津野 きりこ（新潟大学・農）

P1-239#　成体越冬は種内競争に有利か？　- ハリナガミジ
ンコ個体群の遺伝構造応答による解析 -　柳沼 康平 * 東北
大学理学部生物科，相川 奈津美 東北大学院生命科学研究科，
牧野 渡 東北大学院生命科学研究科，占部 城太郎 東北大学院生
命科学研究科

P1-240#　ストロンチウム安定同位体比からみた淡水型イト
ヨ（Gasterosteus aculeatus）の河川支流内移動性　* 札本
果（京大生態研），森誠一（岐阜経済大），久米学（国立遺伝研），
西田翔太郎（岐阜経済大），申基澈（地球研），中野孝教（地球研），
陀安一郎（地球研）

P1-241#　魚類からの環境 RNA放出速度と温度依存性　* 垣
見直希（龍谷大・院・理工），河野吉将，山中裕樹（龍谷大・理工）

P1-242#　ベイツ擬態におけるモデルとミミックの個体数推
移に対する非線形時系列解析　* 加藤三歩（鹿大・連合農），
辻和希（琉大・農），立田晴記（琉大・農）

P1-243#　遺伝的多様性の年次変化と密度・分散の関係：変
動様式が違うヤチネズミ個体群の比較　* 秋元佐紀（北大・
環境科学院），山田敏也，齊藤隆（北大・環境科学院）

P1-244#　北海道十勝川水系における水生生物の比較系統地
理　* 大磯毅晃，小泉逸郎

P1-245#　止水性両生類における卵死亡率の個体群間変異と
地理情報・遺伝学情報を用いた要因の解析　* 岡宮久規，
志賀優，菅原弘貴，草野保（首都大・生命）

P1-246#　トウキョウサンショウウオのメタ個体群における
分布制限要因の解明　* 高木香里，宮下 直（東大・農）

P1-247#　Influence of plant community composition and 
human management on the population of an endangered 
butterfly, Plebejus argyrognomon at the Kinugawa river 
bank　*ZHANG, X. (Univ. Tokyo), MATSUBA, M. (Univ. 
Tokyo), MIYASHITA, T. (Univ. Tokyo)
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P1-248#　琵琶湖水系産オイカワの遺伝的構造　―”清流の
女王”はなぜ止水域にも生息するのか―　* 北野大輔，高
倉耕一（滋賀県大・環境）

P1-249#　石川県におけるサクラマスの遺伝的構造の解明
　* 北市仁，柳井清治（石川県立大・生物資源環境）
P1-250#　ミジンコ（Daphnia pulex）隠蔽個体群の維持機構
　* 八巻健有，八巻圭佑，大槻朝，牧野渡，占部城太郎（東北大院・
生命）

P1-251#　ハリナガミジンコ（Daphnia dentifera）集団は任
意交配しているのか？　* 相川 奈津美（東北大・院・生命），
占部 城太郎（東北大・院・生命），牧野 渡（東北大・院・生命），
大槻 朝（東北大・院・生命），柳沼 康平（東北大・理）

P1-252#　谷津田に生息するトウキョウダルマガエルの餌資
源利用と分布の季節変化　* 戸塚邦洋（東大院・農），藤田剛
（東大院・農），宮下直（東大院・農） 

P1-253#　寄生の影響は種内競争により変化するか？～ヤマ
メ－カワシンジュガイ系における検証～　* 大上慧太（北
大・農），照井慧（北大院・農），卜部浩一（道さけます内水試），
中村太士（北大院・農）

P1-254#　渓流棲昆虫における密度‐面積関係　* 天野浩美，
加賀谷隆（東大院・農）

P1-255#　ミズクラゲのストロビレーションのチオウレアに
よる阻害機構　* 山守瑠奈（京都大・農），前川真吾（京都大・
情報），豊原治彦（京都大・農）

P1-256#　オオミジンコの混み合い応答における脱皮ホルモ
ンおよび卵黄形成関連遺伝子の経時発現量解析　* 高橋祥
尚，田辺祥子，伴修平（滋賀県大・環境）

P1-257#　琵琶湖産カイアシ類Eodiaptomus japonicus にお
ける呼吸速度の温度関数：馴化温度と体重の影響　*Liu, 
X., 伴修平（滋賀県大・環境）

P1-258#　小笠原の海鳥は何を食べている？－糞の DNAバ
ーコーディングで探るその素顔－　* 小村健人（京都大・農），
安藤温子（国環研），堀越和夫，鈴木創（NPO法人小笠原自然
文化研究所），井鷺裕司（京都大・農）

P1-259#　下層植生が極度に衰退した芦生研究林における二
ホンジカの餌環境評価　* 池川凜太郎，古田智博（京大院・農），
鮫島弘光（地球環境戦略研究機関），中島啓裕（日大生物資源
科学部），高柳敦（京大院・農）

P1-260#　谷津田の湧水環境におけるオニヤンマ幼虫の生息
密度と齢構成に及ぼす環境要因：アメリカザリガニとの
相互作用　* 伊勢崎泰（東邦大学大学院），長谷川雅美（東邦
大学）

P1-261#　丹後海舞鶴湾におけるスズキ仔稚魚の成育場の利
用特性　* 曽我部共生，鈴木勇人，笠井亮秀，鈴木啓太，山下
洋

P1-262#　海を越えてやってきたウスバキトンボの産卵特性
　* 市川雄太・渡辺 守（筑波大・院・生命環境）

P1-263#　兵庫県内複数ため池におけるギンヤンマ属幼虫の
生活史と餌環境　* 森野光太郎（兵庫県大院・環境人間），片
野泉（兵庫県大・環境人間）

P1-264#　イラガのまゆの模様とサイズは枝太さで決まる
　* 古川真莉子，中西康介，高倉耕一，西田隆義（滋賀県大・環境）
P1-265#　窒素安定同位体比を用いたコガネムシ上科の食性
解析　* 柿添翔太郎（九州大・システム生命），矢原徹一（九州大・
理）

P1-266#　カスミサンショウウオの飼育密度が成長に与える
影響の地理的な比較　* 増田萌子，宗岡映里伽，中村圭司（岡

山理科大，生地）

P1-267#　外来種ホソオチョウにおける集団形成の適応的意
義　* 新津伊織，土田浩治，岡本朋子（岐阜大院・応用生物）  

行 動

P1-268#　Small-clawed otters in Indonesian rice fields: 
Latrine-site characteristics and visitation rates　*Aadrean 
(Kanazawa University), Usio, N. (Kanazawa University)

P1-269#　なぜ派手な幼体が捕食者の攻撃から回避できるの
か？　ニホントカゲの体型変化と逃走パフォ -マンスの違
い　原田龍一 滋賀県立大学環境科学部

P1-270#　誰についていこうか？－野生ボノボ（Pan 
paniscus）における、遊動開始の意思決定－　* 徳山奈帆
子（京都大・霊長研），古市剛史（京都大・霊長研）

P1-271#　林分構造の違いからみたヤマネの生息地選択　* 羽
方大貴（筑波大・生命環境），藤岡正博（筑波大・生命環境系），
俵薫乃子（筑波大・生命環境）

P1-272#　可動サンゴに棲み込む新たな共生者の発見～ムシ
ノスチョウジガイ属・スツボサンゴ属のサンゴと共生す
るホシムシおよびヤドカリ～　井川桃子 *，加藤真（京大院・
人環）

P1-273#　捕食者であるヤマカガシの存在によるツチガエル
の distresscallの変化　* 松尾遼馬（九大院・シス生），吉村
友里（九大院・農），粕谷英一（九大・理・生物）

P1-274#　ハリガネムシに寄生されたカマキリの繁殖行動
　* 黒田剛広，高見泰興（神戸大・発達科）
P1-275#　2種のアメンボにおいて、他種の存在が産卵に与
える影響　* 直塚翔吾（九大・システム生命・生態），平山寛之，
粕谷英一（九大・理・生態）

P1-276#　ヤマガラとシジュウカラの巣の地域間比較　* 南 
美月，近藤 崇，肘井直樹（名古屋大・生命農・森林保護）

P1-277#　メクラヘビによるシロアリ頭部切断行動　* 水野尊
文（京工繊大），児島庸介（京大・理）

P1-278#　Sexual allocation of the barnacle, Balanus 
rostratus　*Masami Tamechika (Kamo Aquarium), Satoshi 
Wada (Hokkaido University), Kohei Matsuno (National Institute 
of Polar Research)

P1-279#　網室内での社会性ネットワークは繁殖を説明でき
るか？：トキの場合　* 越田智恵子（筑波大・生命環境），益
子美由希（農環研），徳永幸彦（筑波大・生命環境）

P1-280#　横風を相殺しつつ帰巣するオオミズナギドリ　* 後
藤佑介（東大・大海研），依田憲（名大・環境），佐藤克文（東大・
大海研）

P1-281#　ミツバチの採餌行動におけるエネルギー収支　* 澤
井穂高，岡田龍一，吉田澪，大橋瑞江，木村敏文，池野英利（兵
庫県立大・環境人間）

P1-282#　Does Wolbachia alter egg-laying behavior of host 
species?　*Numajiri, Y. (Univ. of Tsukuba), Toquenaga, Y. 
(Univ. of Tsukuba)

P1-283#　カラ類3種の育雛行動における雌雄間の比較
　* 近藤 崇，早瀬晴菜，肘井直樹（名古屋大・生命農・森林保護）
P1-284#　シジュウカラ・ヤマガラにおける給餌様式と雛間
競争　* 早瀬晴菜，近藤 崇，肘井直樹（名古屋大・生命農・森
林保護）

P1-285#　屋久島に生息するニホンザルにおけるエネルギー
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バランスの季節変化　* 栗原洋介，半谷吾郎（京都大・霊長研）
P1-286#　社会性昆虫の概日リズムと社会的相互作用　藤岡
春菜（東大・広域），阿部真人（国立情報研），嶋田正和（東大・
広域），岡田泰和（東大・広域）

P1-287#　成長段階を通しての個性の観察：クローンヤモリ
を用いたアプローチ　酒井理（京大・理）

P1-288#　同所的に繁殖するトノサマガエル属2種における
繁殖行動の違いと繁殖干渉の可能性　* 伊藤真（京大院・理・
動物行動），本間淳（琉球産経／滋賀県大・環境），中西康介（名大・
院・環境／滋賀県大・環境），寺澤祐貴，羽田野遥平，西田隆義（滋
賀県大・環境）

P1-289#　グッピーのメスの脳で発現する配偶者選好行動に
関わる遺伝子　* 稲田垂穂（東北大・生命），佐藤綾（群馬大・
教育），牧野能士（東北大・生命），河田雅圭（東北大・生命）

P1-290#　高知県中土佐町におけるニホンザルの環境選択と
食性　* 寺山佳奈（高知大・理），金城芳典（四国自然史科学
研究センター），加藤元海（高知大・黒潮）

P1-291#　過採食環境下における防鹿柵の開閉がニホンジカ
の食物構成へ与える影響 ―DNAバーコーディングによる
食性解析―　* 古田智博，池川凜太郎（京大院・農），鈴木節子（森
林総研），高柳敦，井鷺裕司（京大院・農）

P1-292#　ヤマトシロアリの初期コロニーにおける攻撃行動
と異なる条件下での比較　* 竹内智勇，北出理 茨城大学

P1-293#　チクゼンハゼはアナジャコよりもスナモグリがお
好き？：ウキゴリ属魚類による巣穴利用のニッチ分化
　* 邉見由美（高知大・黒潮），乾隆帝（山口大・理工），伊谷行（高
知大・黒潮）

P1-294#　オオアシトガリネズミの野生下及び飼育下におけ
る行動　* 黒田祐樹 1，小森茜 2，下井岳 2，亀山祐一 1 1: 東農
大院生物 2: 東農大生物

P1-295#　なぜ嫌う？シカが忌避するタヌキのため糞場　* 長
野秀美（京大・農），福本繁（自営業），高柳敦（京大・農）

P1-296#　タンザニア・マハレ山塊国立公園における森林棲
アフリカヒョウの生息数と他地域との比較　* 仲澤伸子（京
都大・野生研），大谷ミア（京都大・野生研）

P1-297#　分割可能な餌を運ぶ種の給餌行動 ~シジュウカラ
とヤマガラを比較して～　* 石井絢子（九大院・シス生），粕
谷英一（九大・理・生物）

P1-298#　マングローブ林において底生生物の巣穴崩壊・
新生を促す環境要因　* 江川遼平（東工大・情報理工），
Sharma, S.（ハワイ大），安岡潤（川崎重工），田野倉佑介，
Ratino, S.，灘岡和夫（東工大・情報理工）

P1-299#　Behavioural observation of a commensal 
gastropod, Syphopatella walshi .　*Tsujita, T. (Kyushu Univ., 
AMBL), Tokeshi, M. (Kyushu Univ., AMBL)

P1-300#　野付半島に生息するシカは季節で行動は変わるの
か？ -定住型個体の季節的行動変化 -　* 佐藤瑞奈（酪農学
園大院・野生動物），石下亜衣紗（別海町観光開発公社），吉田
剛司（酪農学園大院・野生動物）

P1-301#　河川におけるオイカワ（Opsariichthys platypus）
の摂餌行動について　武村達也（龍谷大・院理），豊福晋作（龍
谷大・院理），遊磨正秀（龍谷大・理）

P1-302#　スマートフォンを用いたイノシシ用箱ワナの稼働
情報の取得に関する研究　* 岩本 彩 広大・院・生物圏科学，
谷田 創 広大・院・生物圏科学

P1-304#　Trade-off between longevity and fecundity 
under crowding in Daphnia magna　*WANG, Xiao-Hang, 

TANABE, Syoko, BAN, Syuhei  

保 全

P1-305#　沖縄本島陸生ホタル 街灯の有無と日消長　* 塚本
康太（東北地方環境事務所），辻和希（琉球大学農学部）

P1-306#　絶滅危惧種ヒヌマイトトンボの生息地決定要因－
ヒヌマイトトンボは静かに暮らしたい－　* 寺本悠子（筑
波大院・生命環境）

P1-307#　水産物消費に由来する窒素汚染をフットプリント
指標で評価する　* 種田あずさ（横浜国大・環境情報），永野
一郎（日水中研），松田裕之（横浜国大・環境情報）

P1-308#　炭素と通水と呼吸のストレスに関係した乾燥によ
る樹木枯死の新しい生理メカニズム　* 才木真太朗（京大生
態研），吉村謙一（森林総研関西），矢崎健一（森林総研），石
田厚（京大生態研）

P1-309#　交通騒音による野生フクロウ類の餌食効率の低下
　* 先崎理之（北大農院），山浦悠一（森林総研植生），Clinton 
D. Francis（Cal Poly Univ），中村太士（北大農院）

P1-310#　長野県ツキノワグマ個体群における集団遺伝学的
研究　* 田村大也（京大院・理・生物），早川美波（碧南海浜
水族館・青少年海の科学館），林秀剛（信州ツキノワグマ研究会），
岸元良輔（長野県環境保全研究所），東城幸治（信州大・理・生物）

P1-311#　熱ショックタンパク質（Hsp）を指標としたオシ
ョロコマ個体群に対する河川水温上昇の影響を評価する
　* 倉橋 彩百合，鎌田 泰斗，関島 恒夫（新潟大学・院・自然
科学），竹川 有哉（徳島大学・院・先端技術），谷口 義則（名
城大学・理工），河口 洋一（徳島大学・院・先端技術）

P1-312#　環境 DNA分析手法を用いたオオサンショウウオ
（Andrias Japonicus）の広域調査　* 日髙舜介，勝原光希，
冨田勢，丑丸敦史，源利文（神戸大・発達）

P1-313#　多摩丘陵におけるヤマザクラ地域集団の遺伝的組
成　* 野口翔（東農大院・農），亀山慶晃（東農大・地域），鈴
木貢次郎（東農大・地域）

P1-314#　クマガイソウ個体群の遺伝構造ー断片化の遺伝的
影響と種子繁殖の現状ー　* 山下由美（福島大・共生システ
ム理工），伊津野綾子（京大・農），辻田有紀（佐賀大・農），
黒沢高秀（福島大・共生システム理工），井鷺裕司（京大・農），
兼子伸吾（福島大・共生システム理工）

P1-315#　土地利用変化がトノサマガエルの食性に与える影
響　* 青木香澄，丑丸敦史（神大院・人間発達），兵藤不二夫（岡
山大・異分野コア）

P1-316#　伝統的管理の実験的導入による里草地再生　* 長井 
拓馬，丑丸 敦史（神戸大院 人間発達環境），内田 圭（東京大 
総合文化 ）

P1-317#　ロードキル記録を用いた中大型哺乳類の日本全国
の密度指標　* 立脇隆文，小池文人（横国大・環境情報） 

P1-318#　広島県に自生するサクラソウのポリネーターの探
索　* 知識亜果音（神戸大・農），日下石碧（神戸大院・人間発
達環境），吉田康子（神戸大院・農・食資源セ）

P1-319#　サンショウウオ属を対象としたユニバーサルプラ
イマーによる環境 DNAの検出　* 冨田勢（神戸大・発達），
神松幸弘（立命大・グローバル），山中裕樹（龍谷大・理工），
永野昌博（大分大・教育），源利文（神戸大・発達）

P1-320#　チャマダラセセリの生息地保全を目的とした3年
間の植生管理の影響　* 新井隆介（信大院・総合工／岩手林
技セ），大窪久美子（信大・学術院農），中村康弘，永幡嘉之（日
本チョウ類保全協会）
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P1-248#　琵琶湖水系産オイカワの遺伝的構造　―”清流の
女王”はなぜ止水域にも生息するのか―　* 北野大輔，高
倉耕一（滋賀県大・環境）

P1-249#　石川県におけるサクラマスの遺伝的構造の解明
　* 北市仁，柳井清治（石川県立大・生物資源環境）
P1-250#　ミジンコ（Daphnia pulex）隠蔽個体群の維持機構
　* 八巻健有，八巻圭佑，大槻朝，牧野渡，占部城太郎（東北大院・
生命）

P1-251#　ハリナガミジンコ（Daphnia dentifera）集団は任
意交配しているのか？　* 相川 奈津美（東北大・院・生命），
占部 城太郎（東北大・院・生命），牧野 渡（東北大・院・生命），
大槻 朝（東北大・院・生命），柳沼 康平（東北大・理）

P1-252#　谷津田に生息するトウキョウダルマガエルの餌資
源利用と分布の季節変化　* 戸塚邦洋（東大院・農），藤田剛
（東大院・農），宮下直（東大院・農） 

P1-253#　寄生の影響は種内競争により変化するか？～ヤマ
メ－カワシンジュガイ系における検証～　* 大上慧太（北
大・農），照井慧（北大院・農），卜部浩一（道さけます内水試），
中村太士（北大院・農）

P1-254#　渓流棲昆虫における密度‐面積関係　* 天野浩美，
加賀谷隆（東大院・農）

P1-255#　ミズクラゲのストロビレーションのチオウレアに
よる阻害機構　* 山守瑠奈（京都大・農），前川真吾（京都大・
情報），豊原治彦（京都大・農）

P1-256#　オオミジンコの混み合い応答における脱皮ホルモ
ンおよび卵黄形成関連遺伝子の経時発現量解析　* 高橋祥
尚，田辺祥子，伴修平（滋賀県大・環境）

P1-257#　琵琶湖産カイアシ類Eodiaptomus japonicus にお
ける呼吸速度の温度関数：馴化温度と体重の影響　*Liu, 
X., 伴修平（滋賀県大・環境）

P1-258#　小笠原の海鳥は何を食べている？－糞の DNAバ
ーコーディングで探るその素顔－　* 小村健人（京都大・農），
安藤温子（国環研），堀越和夫，鈴木創（NPO法人小笠原自然
文化研究所），井鷺裕司（京都大・農）

P1-259#　下層植生が極度に衰退した芦生研究林における二
ホンジカの餌環境評価　* 池川凜太郎，古田智博（京大院・農），
鮫島弘光（地球環境戦略研究機関），中島啓裕（日大生物資源
科学部），高柳敦（京大院・農）

P1-260#　谷津田の湧水環境におけるオニヤンマ幼虫の生息
密度と齢構成に及ぼす環境要因：アメリカザリガニとの
相互作用　* 伊勢崎泰（東邦大学大学院），長谷川雅美（東邦
大学）

P1-261#　丹後海舞鶴湾におけるスズキ仔稚魚の成育場の利
用特性　* 曽我部共生，鈴木勇人，笠井亮秀，鈴木啓太，山下
洋

P1-262#　海を越えてやってきたウスバキトンボの産卵特性
　* 市川雄太・渡辺 守（筑波大・院・生命環境）

P1-263#　兵庫県内複数ため池におけるギンヤンマ属幼虫の
生活史と餌環境　* 森野光太郎（兵庫県大院・環境人間），片
野泉（兵庫県大・環境人間）

P1-264#　イラガのまゆの模様とサイズは枝太さで決まる
　* 古川真莉子，中西康介，高倉耕一，西田隆義（滋賀県大・環境）
P1-265#　窒素安定同位体比を用いたコガネムシ上科の食性
解析　* 柿添翔太郎（九州大・システム生命），矢原徹一（九州大・
理）

P1-266#　カスミサンショウウオの飼育密度が成長に与える
影響の地理的な比較　* 増田萌子，宗岡映里伽，中村圭司（岡

山理科大，生地）

P1-267#　外来種ホソオチョウにおける集団形成の適応的意
義　* 新津伊織，土田浩治，岡本朋子（岐阜大院・応用生物）  

行 動

P1-268#　Small-clawed otters in Indonesian rice fields: 
Latrine-site characteristics and visitation rates　*Aadrean 
(Kanazawa University), Usio, N. (Kanazawa University)

P1-269#　なぜ派手な幼体が捕食者の攻撃から回避できるの
か？　ニホントカゲの体型変化と逃走パフォ -マンスの違
い　原田龍一 滋賀県立大学環境科学部

P1-270#　誰についていこうか？－野生ボノボ（Pan 
paniscus）における、遊動開始の意思決定－　* 徳山奈帆
子（京都大・霊長研），古市剛史（京都大・霊長研）

P1-271#　林分構造の違いからみたヤマネの生息地選択　* 羽
方大貴（筑波大・生命環境），藤岡正博（筑波大・生命環境系），
俵薫乃子（筑波大・生命環境）

P1-272#　可動サンゴに棲み込む新たな共生者の発見～ムシ
ノスチョウジガイ属・スツボサンゴ属のサンゴと共生す
るホシムシおよびヤドカリ～　井川桃子 *，加藤真（京大院・
人環）

P1-273#　捕食者であるヤマカガシの存在によるツチガエル
の distresscallの変化　* 松尾遼馬（九大院・シス生），吉村
友里（九大院・農），粕谷英一（九大・理・生物）

P1-274#　ハリガネムシに寄生されたカマキリの繁殖行動
　* 黒田剛広，高見泰興（神戸大・発達科）
P1-275#　2種のアメンボにおいて、他種の存在が産卵に与
える影響　* 直塚翔吾（九大・システム生命・生態），平山寛之，
粕谷英一（九大・理・生態）

P1-276#　ヤマガラとシジュウカラの巣の地域間比較　* 南 
美月，近藤 崇，肘井直樹（名古屋大・生命農・森林保護）

P1-277#　メクラヘビによるシロアリ頭部切断行動　* 水野尊
文（京工繊大），児島庸介（京大・理）

P1-278#　Sexual allocation of the barnacle, Balanus 
rostratus　*Masami Tamechika (Kamo Aquarium), Satoshi 
Wada (Hokkaido University), Kohei Matsuno (National Institute 
of Polar Research)

P1-279#　網室内での社会性ネットワークは繁殖を説明でき
るか？：トキの場合　* 越田智恵子（筑波大・生命環境），益
子美由希（農環研），徳永幸彦（筑波大・生命環境）

P1-280#　横風を相殺しつつ帰巣するオオミズナギドリ　* 後
藤佑介（東大・大海研），依田憲（名大・環境），佐藤克文（東大・
大海研）

P1-281#　ミツバチの採餌行動におけるエネルギー収支　* 澤
井穂高，岡田龍一，吉田澪，大橋瑞江，木村敏文，池野英利（兵
庫県立大・環境人間）

P1-282#　Does Wolbachia alter egg-laying behavior of host 
species?　*Numajiri, Y. (Univ. of Tsukuba), Toquenaga, Y. 
(Univ. of Tsukuba)

P1-283#　カラ類3種の育雛行動における雌雄間の比較
　* 近藤 崇，早瀬晴菜，肘井直樹（名古屋大・生命農・森林保護）
P1-284#　シジュウカラ・ヤマガラにおける給餌様式と雛間
競争　* 早瀬晴菜，近藤 崇，肘井直樹（名古屋大・生命農・森
林保護）

P1-285#　屋久島に生息するニホンザルにおけるエネルギー
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バランスの季節変化　* 栗原洋介，半谷吾郎（京都大・霊長研）
P1-286#　社会性昆虫の概日リズムと社会的相互作用　藤岡
春菜（東大・広域），阿部真人（国立情報研），嶋田正和（東大・
広域），岡田泰和（東大・広域）

P1-287#　成長段階を通しての個性の観察：クローンヤモリ
を用いたアプローチ　酒井理（京大・理）

P1-288#　同所的に繁殖するトノサマガエル属2種における
繁殖行動の違いと繁殖干渉の可能性　* 伊藤真（京大院・理・
動物行動），本間淳（琉球産経／滋賀県大・環境），中西康介（名大・
院・環境／滋賀県大・環境），寺澤祐貴，羽田野遥平，西田隆義（滋
賀県大・環境）

P1-289#　グッピーのメスの脳で発現する配偶者選好行動に
関わる遺伝子　* 稲田垂穂（東北大・生命），佐藤綾（群馬大・
教育），牧野能士（東北大・生命），河田雅圭（東北大・生命）

P1-290#　高知県中土佐町におけるニホンザルの環境選択と
食性　* 寺山佳奈（高知大・理），金城芳典（四国自然史科学
研究センター），加藤元海（高知大・黒潮）

P1-291#　過採食環境下における防鹿柵の開閉がニホンジカ
の食物構成へ与える影響 ―DNAバーコーディングによる
食性解析―　* 古田智博，池川凜太郎（京大院・農），鈴木節子（森
林総研），高柳敦，井鷺裕司（京大院・農）

P1-292#　ヤマトシロアリの初期コロニーにおける攻撃行動
と異なる条件下での比較　* 竹内智勇，北出理 茨城大学

P1-293#　チクゼンハゼはアナジャコよりもスナモグリがお
好き？：ウキゴリ属魚類による巣穴利用のニッチ分化
　* 邉見由美（高知大・黒潮），乾隆帝（山口大・理工），伊谷行（高
知大・黒潮）

P1-294#　オオアシトガリネズミの野生下及び飼育下におけ
る行動　* 黒田祐樹 1，小森茜 2，下井岳 2，亀山祐一 1 1: 東農
大院生物 2: 東農大生物

P1-295#　なぜ嫌う？シカが忌避するタヌキのため糞場　* 長
野秀美（京大・農），福本繁（自営業），高柳敦（京大・農）

P1-296#　タンザニア・マハレ山塊国立公園における森林棲
アフリカヒョウの生息数と他地域との比較　* 仲澤伸子（京
都大・野生研），大谷ミア（京都大・野生研）

P1-297#　分割可能な餌を運ぶ種の給餌行動 ~シジュウカラ
とヤマガラを比較して～　* 石井絢子（九大院・シス生），粕
谷英一（九大・理・生物）

P1-298#　マングローブ林において底生生物の巣穴崩壊・
新生を促す環境要因　* 江川遼平（東工大・情報理工），
Sharma, S.（ハワイ大），安岡潤（川崎重工），田野倉佑介，
Ratino, S.，灘岡和夫（東工大・情報理工）

P1-299#　Behavioural observation of a commensal 
gastropod, Syphopatella walshi .　*Tsujita, T. (Kyushu Univ., 
AMBL), Tokeshi, M. (Kyushu Univ., AMBL)

P1-300#　野付半島に生息するシカは季節で行動は変わるの
か？ -定住型個体の季節的行動変化 -　* 佐藤瑞奈（酪農学
園大院・野生動物），石下亜衣紗（別海町観光開発公社），吉田
剛司（酪農学園大院・野生動物）

P1-301#　河川におけるオイカワ（Opsariichthys platypus）
の摂餌行動について　武村達也（龍谷大・院理），豊福晋作（龍
谷大・院理），遊磨正秀（龍谷大・理）

P1-302#　スマートフォンを用いたイノシシ用箱ワナの稼働
情報の取得に関する研究　* 岩本 彩 広大・院・生物圏科学，
谷田 創 広大・院・生物圏科学

P1-304#　Trade-off between longevity and fecundity 
under crowding in Daphnia magna　*WANG, Xiao-Hang, 

TANABE, Syoko, BAN, Syuhei  

保 全

P1-305#　沖縄本島陸生ホタル 街灯の有無と日消長　* 塚本
康太（東北地方環境事務所），辻和希（琉球大学農学部）

P1-306#　絶滅危惧種ヒヌマイトトンボの生息地決定要因－
ヒヌマイトトンボは静かに暮らしたい－　* 寺本悠子（筑
波大院・生命環境）

P1-307#　水産物消費に由来する窒素汚染をフットプリント
指標で評価する　* 種田あずさ（横浜国大・環境情報），永野
一郎（日水中研），松田裕之（横浜国大・環境情報）

P1-308#　炭素と通水と呼吸のストレスに関係した乾燥によ
る樹木枯死の新しい生理メカニズム　* 才木真太朗（京大生
態研），吉村謙一（森林総研関西），矢崎健一（森林総研），石
田厚（京大生態研）

P1-309#　交通騒音による野生フクロウ類の餌食効率の低下
　* 先崎理之（北大農院），山浦悠一（森林総研植生），Clinton 
D. Francis（Cal Poly Univ），中村太士（北大農院）

P1-310#　長野県ツキノワグマ個体群における集団遺伝学的
研究　* 田村大也（京大院・理・生物），早川美波（碧南海浜
水族館・青少年海の科学館），林秀剛（信州ツキノワグマ研究会），
岸元良輔（長野県環境保全研究所），東城幸治（信州大・理・生物）

P1-311#　熱ショックタンパク質（Hsp）を指標としたオシ
ョロコマ個体群に対する河川水温上昇の影響を評価する
　* 倉橋 彩百合，鎌田 泰斗，関島 恒夫（新潟大学・院・自然
科学），竹川 有哉（徳島大学・院・先端技術），谷口 義則（名
城大学・理工），河口 洋一（徳島大学・院・先端技術）

P1-312#　環境 DNA分析手法を用いたオオサンショウウオ
（Andrias Japonicus）の広域調査　* 日髙舜介，勝原光希，
冨田勢，丑丸敦史，源利文（神戸大・発達）

P1-313#　多摩丘陵におけるヤマザクラ地域集団の遺伝的組
成　* 野口翔（東農大院・農），亀山慶晃（東農大・地域），鈴
木貢次郎（東農大・地域）

P1-314#　クマガイソウ個体群の遺伝構造ー断片化の遺伝的
影響と種子繁殖の現状ー　* 山下由美（福島大・共生システ
ム理工），伊津野綾子（京大・農），辻田有紀（佐賀大・農），
黒沢高秀（福島大・共生システム理工），井鷺裕司（京大・農），
兼子伸吾（福島大・共生システム理工）

P1-315#　土地利用変化がトノサマガエルの食性に与える影
響　* 青木香澄，丑丸敦史（神大院・人間発達），兵藤不二夫（岡
山大・異分野コア）

P1-316#　伝統的管理の実験的導入による里草地再生　* 長井 
拓馬，丑丸 敦史（神戸大院 人間発達環境），内田 圭（東京大 
総合文化 ）

P1-317#　ロードキル記録を用いた中大型哺乳類の日本全国
の密度指標　* 立脇隆文，小池文人（横国大・環境情報） 

P1-318#　広島県に自生するサクラソウのポリネーターの探
索　* 知識亜果音（神戸大・農），日下石碧（神戸大院・人間発
達環境），吉田康子（神戸大院・農・食資源セ）

P1-319#　サンショウウオ属を対象としたユニバーサルプラ
イマーによる環境 DNAの検出　* 冨田勢（神戸大・発達），
神松幸弘（立命大・グローバル），山中裕樹（龍谷大・理工），
永野昌博（大分大・教育），源利文（神戸大・発達）

P1-320#　チャマダラセセリの生息地保全を目的とした3年
間の植生管理の影響　* 新井隆介（信大院・総合工／岩手林
技セ），大窪久美子（信大・学術院農），中村康弘，永幡嘉之（日
本チョウ類保全協会）
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P1-321#　奄美大島の森林における樹洞：生物多様性指標と
しての可能性　* 井上奈津美（東大院・農），松本斉（東大院・
農（現所属：株式会社ジーピーエス）），鷲谷いづみ（中大・理工）

P1-322#　長野県上伊那地域の中山間水田地域におけるゲン
ゴロウ類群集の生息状況と立地環境条件との関係　* 山地
祥子（信大・農），大窪久美子（信大・学術院農）

P1-323#　佐渡棚田ビオトープ群における散布体動態と棚田
跡地の埋土種子組成について　* 藤彦 祐貴，中田 誠（新潟大・
自然科学）

P1-324#　ミトコンドリア DNAとマイクロサテライト DNA
による大阪府石津川水系のヌマムツ集団の遺伝解析　* 松
岡悠，平井規央，石井実（大阪府大院・生命）

P1-325#　山口県平生湾におけるカブトガニ幼生と地盤の関
係性　* 越智まどか，岡浩平（広島工業大学・院・工学系研究科）

P1-326#　草刈り方法と土壌条件の不均一性が半自然草地に
おける植物種の多様性に寄与する　丹野夕輝（静岡大・農，
岐阜大・院・連農），山下雅幸，澤田 均（静岡大・農）

P1-327#　シカと外来樹種ナンキンハゼの在来樹種カラスザ
ンショウの更新に対する影響　* 森家 侑生，名波 哲，伊東 
明（大市大・院・理）

P1-328#　底質粒径が絶滅危惧種カワヤツメの初期幼生に与
える影響～ワンド地形が持つ有用性～　* 荒川裕亮，柳井清
治（石川県立大）

P1-329#　伊那盆地におけるナゴヤダルマガエルの生息状況
の変化と他種との競合を含めた環境要因との関係　* 日隈
徳子（信大院・農研），大窪久美子（信大・学術院農）

P1-330#　MIG-seq法によるゲノムワイド SNP分析によっ
て明らかになったレブンアツモリソウの遺伝的な島内分
化　* 伏見愛雄（東北大・農），松木悠（東北大・農），河原孝
行（森林総研），高橋英樹（北大・総合博），伊澤岳師（北大・農），
陶山佳久（東北大・農）

P1-331#　モンゴル南部における長距離移動草食獣モウコガ
ゼルの生息適地推定と開発影響評価　* 坂本有実（鳥取大・
農），伊藤健彦（鳥取大・乾地研），衣笠利彦（鳥取大・農），
篠田雅人（名古屋大・環境），Lhagvasuren, B.（モンゴル科学
アカデミー）

P1-332#　準絶滅危惧種マダラヤンマにおける生息場所利用
と果樹園との関係　* 阿部建太，高橋大輔（長野大・環境ツ
ーリズム），早川慶寿（マダラヤンマ保護研究会）

P1-333#　千葉県北部に残る草原：植物種多様性に対する過
去と現在の土地利用の影響　* 野田顕（東邦大・理）・山ノ内
崇志（東邦大・理）・小林翔（東邦大・理）・近藤昭彦（千葉大・
環境リモセン）・西廣淳（東邦大・理）

P1-334#　亜熱帯照葉樹林における録音による鳥類モニタリ
ングの可能性とその手法　* 井上遠（東大院・農），鷲谷いづ
み（中大・理工）

P1-335#　干拓された湖沼における水生植物再生の可能性の
検討　－印旛沼での事例ー　* 舘野太一（東邦大・理），* 林
紀男（千葉県立中央博物館），* 山ノ内崇志（東邦大・理），* 西
廣淳（東邦大・理）

P1-336#　琵琶湖固有スジシマドジョウ種群の入れ替わり～
希少種が希少種に脅かされる？～　* 森井清仁，中野光議，
高倉耕一（滋賀県大・環境）

P1-337#　佐渡で推進される "生きものを育む農法 "は水田
に生息するトンボ類にやさしいか？　* 坂本大地（新大・農），
武山智博（岡山理科大院・総合情報），関島恒夫（新大院・自
然科学）

P1-338#　絶滅危惧種ニホンイヌワシの遺伝的多様性の解析

　* 佐藤 悠（京大・野生動物），前田 琢（岩手県環境保健セン
ター），Rob Ogden（Royal Zoological Society of Scotland），井
上 - 村山美穂（京大・野生動物）

P1-339#　房総半島南部におけるアライグマの捕食圧による
在来種への影響評価　* 山﨑響子，吉田和哉，長谷川雅美（東
邦大・理）

P1-340#　階層モデルを用いた淡水性カメ類の広域的個体数
推定　* 加賀山翔一（東邦大院・理），栗山武夫（東邦大・理），
下藤章，大竹海也（東邦大院・理），長谷川雅美（東邦大・理）

P1-341#　フロラの滝はどこにあるのか？－種分布モデルか
らの検出－　* 橋本 寛治，金子 正美，星野 仏方（酪農大・院・
酪農），日野間 彰（イー・アイ・エル），小野 理（道総研・環境研）

P1-342#　島嶼部における河川横断構造物の魚類相に与える
影響　* 脇谷量子郎（中央大・研究開発機構），板倉光（東大
院新領域・大海研），海部健三（中央大・法）

P1-343#　奈良県吉野川水系におけるハコネサンショウウオ
幼生の食性　前原千華 *（大阪府立大学）

P1-344#　林床移植技術は開発により失われる自然生態系の
保全に有効か　* 植竹倫子（北大・環境科学院），矢原徹一（九
州大・理）

P1-345#　ゲンジボタル Luciola cruciata とヘイケボタル
Luciola lateralis の樹木利用　* 豊福晋作（龍谷大・院・理），
武村達也（龍谷大・院・理），遊磨正秀（龍谷大・理）

P1-346#　耕起による半自然草原の保全：植物のガンマ多様
性への効果　* 小黒和也，田中健太 筑波大学菅平高原実験セ
ンター

P1-347#　砂防・治山ダムによる物理環境の改変が魚類・底
生動物・藻類群集に及ぼす影響  -人為的改変はトロフィ
ックカスケードを引き起こすのか？ -　* 竹川有哉（徳島大
院・先端），河口洋一（徳島大院・STS），布川雅典（北大院・
農学研究院），岸大弼（岐阜県河川環境研究所），谷口義則（名
城大・理工）

P1-348#　都市公園における湿地再生の可能性～東京都での
検討～　* 白土智子（東邦大・理），林紀男（千葉県立中央博
物館），山ノ内崇志（東邦大・理），西廣淳（東邦大・理）

P1-349#　京都市街域におけるケヤキ・エノキ・ムクノキ樹
林及び孤立木の変遷とその要因　* 木村元則（京大・農学研
究科），今西純一，深町加津枝，柴田昌三（京大・地球環境学堂）

P1-350#　「AUN長野大学恵みの森」におけるオオムラサキ
の生活史の解明 : バタフライガーデンを活用した生態学教
育の実践に向けて　* 中田功大，高橋一秋（長野大・環境ツ
ーリズム）

P1-351#　河川の付着藻類を用いた環境教育　* 南部祐大朗（明
治大・農），岡田久子（明治大・農），倉本宣（明治大・農）  

生 態 系 管 理

P1-352#　家畜伝染病予防法による消石灰散布が土壌生態系
に及ぼす影響評価　* 南純一（近大院・農），中谷剛（近大・農），
高橋和樹（近大・農），坂上吉一（近大院・農），森美穂（近大院・農）

P1-353#　淡路島における木の実利用の記録　奥井かおり（兵
庫県立大・緑環境）

P1-354#　モウソウチクの拡大が周辺樹林地に与える影響　
山本啓介 千葉大・院・園芸

P1-355#　鳥取砂丘の植物群落と成立要因　* 岩里実季（鳥取
大学・院・地域），永松大（鳥取大学・地域）

P1-356#　堆積物からの環境 DNA検出　* 坂田雅之，山本哲史，
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源利文（神戸大・発達）

P1-357#　中国北部砂漠化地域の砂丘において植生回復に影
響を及ぼす地形的要因　* 飯伏香織，甲野耀登（東大・農），
吉川賢（岡山大・環境生命），山中典和（鳥取大・乾地研），山
田晋（東大・農），小柳知代（学芸大・環境教育研究センター），
大黒俊哉（東大・農）

P1-358#　ミャンマー農山村地域における住民による林産物
利用と森林減少・劣化　* 三浦麻由子，上田健太，堀金司，
奥田敏統，山田俊弘（広島大・総合科学），松崎咲慧，浅野祐紀子，
天野正博（早稲田・人間科学），Ei Ei Hlaing（ミャンマー森林
研究所）

P1-359#　里山ビオトープにおける水生動物の非破壊調査法
の開発　* 石栗祐太（新潟大・農），内田浩勝（建設技術研究所），
吉川夏樹（新潟大・農），元永佳孝（新潟大・農），本間航介（新
潟大・農）

P1-360#　関東平野に越冬する猛禽類は水辺の草地をどの程
度利用しているか　* 和田のどか，倉本宣（明治大・農）

P1-361#　トキの目線から「トキと暮らす郷づくり認証制度」
の有効性を検証する　* 小町亮介  新潟大学関島研究室  

P1-362#　中国北部砂漠化地域の流動砂丘における砂丘固定
技術の適用と植物の侵入・定着　* 甲野耀登，飯伏香織（東
京大・農），吉川賢（岡山大・環境生命），山中典和（鳥取大・
乾地研），山田晋（東京大・農），小柳知代（学芸大・環境教育
研究センター），大黒俊哉（東京大・農）

P1-363#　種多様性に配慮したシバ・チガヤ型造成草地の植
生分布と土壌環境　* 白土晃一，山田晋（東大院・農），根本
正之（明治大・農），大黒俊哉（東大院・農）

P1-364#　森林伐採が里山に与える影響の数理的研究　～環
境価値・経済的価値をめぐるゲーム～　* 髙木俊甫（北大・
環境），高田壮則（北大・地環）

P1-365#　アライグマの水辺利用に影響を与える環境要因
　* 久保田涼平，倉本宣（明治大・農）
P1-366#　積雪地におけるイノシシの胃内容物から見る生息
地選択　* 嶋本拓真 新潟大学農・，望月翔太 新潟大学・自然研，
村上拓彦 新潟大学・農

P1-367#　Open-Top-Chambers による温暖化実験がコナラ
根系の動態に与える影響　新銀仁善（鳥大院・農），佐野淳
之（鳥大・農・森林生態系管理学研究室）

P1-368#　シカ柵をどこに設置する？：有蹄類の嗜好性およ
び有蹄類と植物の遭遇可能性に基づく優先設置区域を選
定する枠組みの提案　* 篠田悠心，赤坂宗光（農工大）

P1-369#　食べ物か棲み家か？ -ニホンジカの過増加に対す
る昆虫類群集の反応の違い -　* 飯田泰地（農工大・農），曽
我昌史（東京大・工），小池伸介（農工大・農）

P1-370#　バイオチャー散布が与える森林土壌への影響―新
たな森林管理法を目指して―　* 酒井理恵（神戸大学・農），
友常満利，北村今日子，藤嶽暢英（神戸大学・院・農）

P1-371#　生態系アセスメントにおける Maxentのパラメー
タ選択の評価　西林直哉（東京都市大学）*，林悦子（東京都
市大学），北村亘（東京都市大学）

P1-372#　ヒグマ（Ursus arctos）の農作物利用における規
定要因の解明　～生息地環境と個体情報に着目して～
　* 崎山智樹（北大農），森本淳子（北大院・農），松林順（地球研），
古川泰人（北大院・農），近藤麻実（道総研），釣賀一二三（道
総研），間野勉（道総研）

P1-373#　利根川における河川堤防の造成履歴と植生の関係
ー土壌条件に着目してー　* 松崎弘利，小柳知代（学芸大），
山田晋（東大），加藤裕一（東京都文京区），樋口利彦（学芸大）

P1-374#　ミャンマー農山村地域における森林のモザイク性
と成立要因　* 堀金 司，三浦麻由子，上田健太，山田俊弘，
奥田敏統（広大院・総合科学），松崎咲慧，浅野祐紀子，天野
正博（早稲田 ･人間科学），Ei Ei hlaung（ミャンマー森林研究所）

P1-375#　衛星から熱帯林樹木群集組成の時空間変化をとら
えられるのか？　* 藤木庄五郎（京大・農・森林生態），青柳
亮太（京大・農・森林生態），田中厚志（日本森林技術協会），
今井伸夫（京大院・霊長類），鮫島弘光（地球環境戦略研究機関），
北山兼弘（京大・農・森林生態）

P1-376#　野川を利用する鳥類の環境利用状況　*金森充晃（明
大・農），倉本宣（明大・農）

P1-377#　ニホンジカの個体数調整による生態系回復を鳥類
で探る　*上原裕世（酪農大院・野生動物），梶 光一（東京農工大・
野生動物），吉田剛司（酪農大院・野生動物）

P1-378#　道草プロジェクト～“いつもの道”に生える雑草
の楽しみ方を探る～　 * 斉藤 真苗，倉本 宣 明治大学農学部

P1-379#　世界自然遺産白神山地における自然的価値と文化
的価値の統合　* 外崎杏由子（筑波大・人総），吉田正人（筑波大・
人総）  

外 来 種

P1-380#　北海道十勝地域におけるアライグマのトキソプラ
ズマ感染と生息地景観の関連性　* 山口英美（岩手連大），
高田まゆら（東大院），藤井啓（（株）OATアグリオ），小林恒
平（千葉科学大），門平睦代（岩手連大）

P1-381#　外来水生植物オオバナイトタヌキモの繁殖生態
　* 野田智祥，角野康郎 神戸大・院・理・生物
P1-382#　外来水生植物オランダガラシの繁殖生態　* 石川和
佳，角野康郎 神戸大・院・理・生物

P1-383#　Growth and Invasion Rate of Quinines (Cinchona  
spp.) in Protected Mountain Forests of Java.　*Mutaqien, 
Z. (Kagoshima Univ), Suzuki, E. (Kagoshima Univ.)

P1-384#　知床国立公園における道路に沿った外来および在
来の植物群集の分布パターンと競合　* 冲邑時代（横浜国大・
環境情報），小出大（国環研・地球環境），森章（横浜国大・環
境情報）

P1-385#　小笠原諸島母島における外来トカゲと在来トカゲ
の分布　* 上田亜衣，小池文人 横浜国立大学

P1-386#　タイワンシジミの生息と水路の物理環境との関係、
およびイシガイ類への影響　* 中野光議，高倉耕一，森井清仁，
浦部美佐子（滋賀県大・環境）

P1-387#　ウシガエル幼生による密度依存的な水域生態系へ
の影響　* 澤田彩香（神戸大・理），佐藤拓哉（神戸大・理）

P1-388#　葉緑体 DNAを用いた雑種タンポポの起源地と分
布拡大過程の推定　* 特努恩，横山亮介，三好浩平，名波哲，
伊東明（大阪市大・院・理）

P1-389#　小笠原諸島に侵入したツヤオオズアリによる陸産
貝類の減少　* 内田翔太（東北大・生命科学），森英章（自然
研小笠原），児嶋翼（環境省母島事務所），葉山佳代（小笠原環
境計画），坂入祐子（小笠原環境計画），千葉聡（東北大・東北
アジア /生命科学）

P1-390#　環境 DNAを用いた広域モニタリングによるチャ
ネルキャットフィッシュの早期検出　 * 本郷真理（龍谷大・
院・理工），山中裕樹（龍谷大・理工），加納光樹，苅部甚一（茨
城大・水圏セ）

P1-391#　外来シダ植物、ホウライシダの分布拡大と鉄道
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P1-321#　奄美大島の森林における樹洞：生物多様性指標と
しての可能性　* 井上奈津美（東大院・農），松本斉（東大院・
農（現所属：株式会社ジーピーエス）），鷲谷いづみ（中大・理工）

P1-322#　長野県上伊那地域の中山間水田地域におけるゲン
ゴロウ類群集の生息状況と立地環境条件との関係　* 山地
祥子（信大・農），大窪久美子（信大・学術院農）

P1-323#　佐渡棚田ビオトープ群における散布体動態と棚田
跡地の埋土種子組成について　* 藤彦 祐貴，中田 誠（新潟大・
自然科学）

P1-324#　ミトコンドリア DNAとマイクロサテライト DNA
による大阪府石津川水系のヌマムツ集団の遺伝解析　* 松
岡悠，平井規央，石井実（大阪府大院・生命）

P1-325#　山口県平生湾におけるカブトガニ幼生と地盤の関
係性　* 越智まどか，岡浩平（広島工業大学・院・工学系研究科）

P1-326#　草刈り方法と土壌条件の不均一性が半自然草地に
おける植物種の多様性に寄与する　丹野夕輝（静岡大・農，
岐阜大・院・連農），山下雅幸，澤田 均（静岡大・農）

P1-327#　シカと外来樹種ナンキンハゼの在来樹種カラスザ
ンショウの更新に対する影響　* 森家 侑生，名波 哲，伊東 
明（大市大・院・理）

P1-328#　底質粒径が絶滅危惧種カワヤツメの初期幼生に与
える影響～ワンド地形が持つ有用性～　* 荒川裕亮，柳井清
治（石川県立大）

P1-329#　伊那盆地におけるナゴヤダルマガエルの生息状況
の変化と他種との競合を含めた環境要因との関係　* 日隈
徳子（信大院・農研），大窪久美子（信大・学術院農）

P1-330#　MIG-seq法によるゲノムワイド SNP分析によっ
て明らかになったレブンアツモリソウの遺伝的な島内分
化　* 伏見愛雄（東北大・農），松木悠（東北大・農），河原孝
行（森林総研），高橋英樹（北大・総合博），伊澤岳師（北大・農），
陶山佳久（東北大・農）

P1-331#　モンゴル南部における長距離移動草食獣モウコガ
ゼルの生息適地推定と開発影響評価　* 坂本有実（鳥取大・
農），伊藤健彦（鳥取大・乾地研），衣笠利彦（鳥取大・農），
篠田雅人（名古屋大・環境），Lhagvasuren, B.（モンゴル科学
アカデミー）

P1-332#　準絶滅危惧種マダラヤンマにおける生息場所利用
と果樹園との関係　* 阿部建太，高橋大輔（長野大・環境ツ
ーリズム），早川慶寿（マダラヤンマ保護研究会）

P1-333#　千葉県北部に残る草原：植物種多様性に対する過
去と現在の土地利用の影響　* 野田顕（東邦大・理）・山ノ内
崇志（東邦大・理）・小林翔（東邦大・理）・近藤昭彦（千葉大・
環境リモセン）・西廣淳（東邦大・理）

P1-334#　亜熱帯照葉樹林における録音による鳥類モニタリ
ングの可能性とその手法　* 井上遠（東大院・農），鷲谷いづ
み（中大・理工）

P1-335#　干拓された湖沼における水生植物再生の可能性の
検討　－印旛沼での事例ー　* 舘野太一（東邦大・理），* 林
紀男（千葉県立中央博物館），* 山ノ内崇志（東邦大・理），* 西
廣淳（東邦大・理）

P1-336#　琵琶湖固有スジシマドジョウ種群の入れ替わり～
希少種が希少種に脅かされる？～　* 森井清仁，中野光議，
高倉耕一（滋賀県大・環境）

P1-337#　佐渡で推進される "生きものを育む農法 "は水田
に生息するトンボ類にやさしいか？　* 坂本大地（新大・農），
武山智博（岡山理科大院・総合情報），関島恒夫（新大院・自
然科学）

P1-338#　絶滅危惧種ニホンイヌワシの遺伝的多様性の解析

　* 佐藤 悠（京大・野生動物），前田 琢（岩手県環境保健セン
ター），Rob Ogden（Royal Zoological Society of Scotland），井
上 - 村山美穂（京大・野生動物）

P1-339#　房総半島南部におけるアライグマの捕食圧による
在来種への影響評価　* 山﨑響子，吉田和哉，長谷川雅美（東
邦大・理）

P1-340#　階層モデルを用いた淡水性カメ類の広域的個体数
推定　* 加賀山翔一（東邦大院・理），栗山武夫（東邦大・理），
下藤章，大竹海也（東邦大院・理），長谷川雅美（東邦大・理）

P1-341#　フロラの滝はどこにあるのか？－種分布モデルか
らの検出－　* 橋本 寛治，金子 正美，星野 仏方（酪農大・院・
酪農），日野間 彰（イー・アイ・エル），小野 理（道総研・環境研）

P1-342#　島嶼部における河川横断構造物の魚類相に与える
影響　* 脇谷量子郎（中央大・研究開発機構），板倉光（東大
院新領域・大海研），海部健三（中央大・法）

P1-343#　奈良県吉野川水系におけるハコネサンショウウオ
幼生の食性　前原千華 *（大阪府立大学）

P1-344#　林床移植技術は開発により失われる自然生態系の
保全に有効か　* 植竹倫子（北大・環境科学院），矢原徹一（九
州大・理）

P1-345#　ゲンジボタル Luciola cruciata とヘイケボタル
Luciola lateralis の樹木利用　* 豊福晋作（龍谷大・院・理），
武村達也（龍谷大・院・理），遊磨正秀（龍谷大・理）

P1-346#　耕起による半自然草原の保全：植物のガンマ多様
性への効果　* 小黒和也，田中健太 筑波大学菅平高原実験セ
ンター

P1-347#　砂防・治山ダムによる物理環境の改変が魚類・底
生動物・藻類群集に及ぼす影響  -人為的改変はトロフィ
ックカスケードを引き起こすのか？ -　* 竹川有哉（徳島大
院・先端），河口洋一（徳島大院・STS），布川雅典（北大院・
農学研究院），岸大弼（岐阜県河川環境研究所），谷口義則（名
城大・理工）

P1-348#　都市公園における湿地再生の可能性～東京都での
検討～　* 白土智子（東邦大・理），林紀男（千葉県立中央博
物館），山ノ内崇志（東邦大・理），西廣淳（東邦大・理）

P1-349#　京都市街域におけるケヤキ・エノキ・ムクノキ樹
林及び孤立木の変遷とその要因　* 木村元則（京大・農学研
究科），今西純一，深町加津枝，柴田昌三（京大・地球環境学堂）

P1-350#　「AUN長野大学恵みの森」におけるオオムラサキ
の生活史の解明 : バタフライガーデンを活用した生態学教
育の実践に向けて　* 中田功大，高橋一秋（長野大・環境ツ
ーリズム）

P1-351#　河川の付着藻類を用いた環境教育　* 南部祐大朗（明
治大・農），岡田久子（明治大・農），倉本宣（明治大・農）  

生 態 系 管 理

P1-352#　家畜伝染病予防法による消石灰散布が土壌生態系
に及ぼす影響評価　* 南純一（近大院・農），中谷剛（近大・農），
高橋和樹（近大・農），坂上吉一（近大院・農），森美穂（近大院・農）

P1-353#　淡路島における木の実利用の記録　奥井かおり（兵
庫県立大・緑環境）

P1-354#　モウソウチクの拡大が周辺樹林地に与える影響　
山本啓介 千葉大・院・園芸

P1-355#　鳥取砂丘の植物群落と成立要因　* 岩里実季（鳥取
大学・院・地域），永松大（鳥取大学・地域）

P1-356#　堆積物からの環境 DNA検出　* 坂田雅之，山本哲史，
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源利文（神戸大・発達）

P1-357#　中国北部砂漠化地域の砂丘において植生回復に影
響を及ぼす地形的要因　* 飯伏香織，甲野耀登（東大・農），
吉川賢（岡山大・環境生命），山中典和（鳥取大・乾地研），山
田晋（東大・農），小柳知代（学芸大・環境教育研究センター），
大黒俊哉（東大・農）

P1-358#　ミャンマー農山村地域における住民による林産物
利用と森林減少・劣化　* 三浦麻由子，上田健太，堀金司，
奥田敏統，山田俊弘（広島大・総合科学），松崎咲慧，浅野祐紀子，
天野正博（早稲田・人間科学），Ei Ei Hlaing（ミャンマー森林
研究所）

P1-359#　里山ビオトープにおける水生動物の非破壊調査法
の開発　* 石栗祐太（新潟大・農），内田浩勝（建設技術研究所），
吉川夏樹（新潟大・農），元永佳孝（新潟大・農），本間航介（新
潟大・農）

P1-360#　関東平野に越冬する猛禽類は水辺の草地をどの程
度利用しているか　* 和田のどか，倉本宣（明治大・農）

P1-361#　トキの目線から「トキと暮らす郷づくり認証制度」
の有効性を検証する　* 小町亮介  新潟大学関島研究室  

P1-362#　中国北部砂漠化地域の流動砂丘における砂丘固定
技術の適用と植物の侵入・定着　* 甲野耀登，飯伏香織（東
京大・農），吉川賢（岡山大・環境生命），山中典和（鳥取大・
乾地研），山田晋（東京大・農），小柳知代（学芸大・環境教育
研究センター），大黒俊哉（東京大・農）

P1-363#　種多様性に配慮したシバ・チガヤ型造成草地の植
生分布と土壌環境　* 白土晃一，山田晋（東大院・農），根本
正之（明治大・農），大黒俊哉（東大院・農）

P1-364#　森林伐採が里山に与える影響の数理的研究　～環
境価値・経済的価値をめぐるゲーム～　* 髙木俊甫（北大・
環境），高田壮則（北大・地環）

P1-365#　アライグマの水辺利用に影響を与える環境要因
　* 久保田涼平，倉本宣（明治大・農）
P1-366#　積雪地におけるイノシシの胃内容物から見る生息
地選択　* 嶋本拓真 新潟大学農・，望月翔太 新潟大学・自然研，
村上拓彦 新潟大学・農

P1-367#　Open-Top-Chambers による温暖化実験がコナラ
根系の動態に与える影響　新銀仁善（鳥大院・農），佐野淳
之（鳥大・農・森林生態系管理学研究室）

P1-368#　シカ柵をどこに設置する？：有蹄類の嗜好性およ
び有蹄類と植物の遭遇可能性に基づく優先設置区域を選
定する枠組みの提案　* 篠田悠心，赤坂宗光（農工大）

P1-369#　食べ物か棲み家か？ -ニホンジカの過増加に対す
る昆虫類群集の反応の違い -　* 飯田泰地（農工大・農），曽
我昌史（東京大・工），小池伸介（農工大・農）

P1-370#　バイオチャー散布が与える森林土壌への影響―新
たな森林管理法を目指して―　* 酒井理恵（神戸大学・農），
友常満利，北村今日子，藤嶽暢英（神戸大学・院・農）

P1-371#　生態系アセスメントにおける Maxentのパラメー
タ選択の評価　西林直哉（東京都市大学）*，林悦子（東京都
市大学），北村亘（東京都市大学）

P1-372#　ヒグマ（Ursus arctos）の農作物利用における規
定要因の解明　～生息地環境と個体情報に着目して～
　* 崎山智樹（北大農），森本淳子（北大院・農），松林順（地球研），
古川泰人（北大院・農），近藤麻実（道総研），釣賀一二三（道
総研），間野勉（道総研）

P1-373#　利根川における河川堤防の造成履歴と植生の関係
ー土壌条件に着目してー　* 松崎弘利，小柳知代（学芸大），
山田晋（東大），加藤裕一（東京都文京区），樋口利彦（学芸大）

P1-374#　ミャンマー農山村地域における森林のモザイク性
と成立要因　* 堀金 司，三浦麻由子，上田健太，山田俊弘，
奥田敏統（広大院・総合科学），松崎咲慧，浅野祐紀子，天野
正博（早稲田 ･人間科学），Ei Ei hlaung（ミャンマー森林研究所）

P1-375#　衛星から熱帯林樹木群集組成の時空間変化をとら
えられるのか？　* 藤木庄五郎（京大・農・森林生態），青柳
亮太（京大・農・森林生態），田中厚志（日本森林技術協会），
今井伸夫（京大院・霊長類），鮫島弘光（地球環境戦略研究機関），
北山兼弘（京大・農・森林生態）

P1-376#　野川を利用する鳥類の環境利用状況　*金森充晃（明
大・農），倉本宣（明大・農）

P1-377#　ニホンジカの個体数調整による生態系回復を鳥類
で探る　*上原裕世（酪農大院・野生動物），梶 光一（東京農工大・
野生動物），吉田剛司（酪農大院・野生動物）

P1-378#　道草プロジェクト～“いつもの道”に生える雑草
の楽しみ方を探る～　 * 斉藤 真苗，倉本 宣 明治大学農学部

P1-379#　世界自然遺産白神山地における自然的価値と文化
的価値の統合　* 外崎杏由子（筑波大・人総），吉田正人（筑波大・
人総）  

外 来 種

P1-380#　北海道十勝地域におけるアライグマのトキソプラ
ズマ感染と生息地景観の関連性　* 山口英美（岩手連大），
高田まゆら（東大院），藤井啓（（株）OATアグリオ），小林恒
平（千葉科学大），門平睦代（岩手連大）

P1-381#　外来水生植物オオバナイトタヌキモの繁殖生態
　* 野田智祥，角野康郎 神戸大・院・理・生物
P1-382#　外来水生植物オランダガラシの繁殖生態　* 石川和
佳，角野康郎 神戸大・院・理・生物

P1-383#　Growth and Invasion Rate of Quinines (Cinchona  
spp.) in Protected Mountain Forests of Java.　*Mutaqien, 
Z. (Kagoshima Univ), Suzuki, E. (Kagoshima Univ.)

P1-384#　知床国立公園における道路に沿った外来および在
来の植物群集の分布パターンと競合　* 冲邑時代（横浜国大・
環境情報），小出大（国環研・地球環境），森章（横浜国大・環
境情報）

P1-385#　小笠原諸島母島における外来トカゲと在来トカゲ
の分布　* 上田亜衣，小池文人 横浜国立大学

P1-386#　タイワンシジミの生息と水路の物理環境との関係、
およびイシガイ類への影響　* 中野光議，高倉耕一，森井清仁，
浦部美佐子（滋賀県大・環境）

P1-387#　ウシガエル幼生による密度依存的な水域生態系へ
の影響　* 澤田彩香（神戸大・理），佐藤拓哉（神戸大・理）

P1-388#　葉緑体 DNAを用いた雑種タンポポの起源地と分
布拡大過程の推定　* 特努恩，横山亮介，三好浩平，名波哲，
伊東明（大阪市大・院・理）

P1-389#　小笠原諸島に侵入したツヤオオズアリによる陸産
貝類の減少　* 内田翔太（東北大・生命科学），森英章（自然
研小笠原），児嶋翼（環境省母島事務所），葉山佳代（小笠原環
境計画），坂入祐子（小笠原環境計画），千葉聡（東北大・東北
アジア /生命科学）

P1-390#　環境 DNAを用いた広域モニタリングによるチャ
ネルキャットフィッシュの早期検出　 * 本郷真理（龍谷大・
院・理工），山中裕樹（龍谷大・理工），加納光樹，苅部甚一（茨
城大・水圏セ）

P1-391#　外来シダ植物、ホウライシダの分布拡大と鉄道
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　* 丹羽貴寛（横国大・理工）・小池文人（横国大）
P1-392#　キタアメリカフジツボの侵入初期の局所個体群動
態：住み着き率と絶滅率の時間変化とその要因　* 大平昌
史，岩崎藍子，金森由妃，平賀優大，胡之陽，立花道草（北大・
院・環境），深谷肇一（統数研），野田隆史（北大・地球環境）

P1-393#　ハクビシンは夏期にどのような果実を利用してい
るのか：茨城県都市近郊地域の事例　* 岩間正和（東京農工
大院・農），山﨑晃司（東京農大），松山美帆（東京農工大院・農），
星野義延，金子弥生（東京農工大農学研究院）

P1-394#　外来生物の侵入要因：国際的な淡水生物の導入及
び定着について　* 伊藤雅浩（海洋大・海洋科），箱山 洋（海
洋大・水研セ）

P1-395#　複数の経路で導入される他殖性ドクムギ属の砂浜
への分布拡大プロセス　* 樋口裕美子，下野嘉子，冨永達（京
大・農）

P1-396#　山岳自動車道路の路傍植生への外来植物の侵入；
交通量および除草管理の影響　*紺野由佳，山村靖夫（茨城大・
理），中野隆志，安田泰輔（山梨県富士山研）

P1-397#　シデコブシとコブシにおける種子段階の雑種形成
と遺伝子浸透　* 行年恭兵（名大院・生命農），石田清（弘前大・
農学生命科学），戸丸信弘（名大院・生命農）

P1-398#　印旛沼流域における特定外来生物ナガエツルノゲ
イトウの分布拡大：揚水機場を通じた河川から水田そし
て再び河川への拡散過程　* 鈴木広美，長谷川雅美（東邦大・
理）

P1-399#　淡水性カメ類における甲板表面の年輪を用いた成
長過程の推定　* 下藤章，宍倉慎一郎，大竹海也，加賀山翔一，
長谷川雅美

P1-400#　在来カタバミと近縁外来種の交雑過程と浸透性交
雑の可能性　* 深津美佐紀，堂囿いくみ（学芸大・院・環境科学），
堀江佐知子（東北大・院・生命科学），牧雅之（東北大・植物園）

P1-401#　不妊化操作を用いたアメリカザリガニの個体数抑
制に関する研究　* 大野秀輔，柴田昌三，深町加津枝，今西
純一（京大・農・森林）

P1-402#　音声モニタリングで外来カエルの繁殖時期は推定
できるか？　* 更科美帆，吉田剛司（酪農学園大学院・野生動物）

P1-403#　北海道のウシガエルLithobates catesbeianus の婚
活日和　* 貝塚萌華（酪農学園大学院・野生動物），吉田剛司（酪
農学園大学院・野生動物）

P1-404#　セアカゴケグモの詳細スケールでの発見情報に基
づく生息地分析　* 前川侑子，松井孝典，町村尚

P1-405#　侵略的外来水草オオバナミズキンバイの分類と生
活史特性　稗田真也（滋賀県大 環境科学） 金子有子（東洋大） 
中川昌人（岡山農水セ） 野間直彦（滋賀県大 環境科学）  

物 質 循 環

P1-406#　Aerobic methane production by planktonic 
microbes under phosphorus-starved condition in lakes　
*Khatun, S. (Univ. Yamanashi), Kojima, H. (Hokkaido Univ.), 
Iwata, T. (Univ. Yamanashi)

P1-407#　干潟における基礎生産の制限要因 :仙台湾東谷地
での解析　* 尾崎隼斗（東北大学・理・生物），占部城太郎，
柚原剛（東北大学・生命）

P1-408#　陸域生態系モデルのデータ同化に関する研究　* 池
田成貴（京都大・農），伊勢武史（京都大・フィールド研）

P1-409#　生態系を利用した管理による熱帯農地の急速な土

壌改善効果：土壌炭素・窒素動態に着目して　* 木村純平（横
国大院・環情），Ainin Niswati，Jamalam Lumbanraja，Irwan 
Banuwa（Univ. Lampung），藤江幸一，金子信博（横国大院）

P1-410#　エゾシカによるリター分解過程への影響　－樹種
選好性および葉と根の違いを考慮して－　* 笠原暢（横浜
国大・環境情報），藤井佐織（アムステルダム自由大），谷川東
子（森林総研関西），森章（横浜国大・環境情報）

P1-411#　ボルネオ熱帯低地林における NP施肥に対する樹
木細根・土壌のホスファターゼ活性の応答 ～樹木・微生
物のリン獲得源としての多様な土壌有機態リン化学種の
役割～　* 横山大稀（京大・農・森林生態），今井伸夫（京大・
霊長研），北山兼弘（京大・農・森林生態）

P1-412#　ツボカビの寄生が珪藻Synedra から産生する溶存
有機物に与える影響 -三次元励起蛍光スペクトル（EEM）
-PARAFAC法を用いた解析 -　* 矢部詩織，中村昂樹，鏡味
麻衣子，千賀有希子（東邦大・理）

P1-413#　山火事が植物多様性－リター分解の関係性にもた
らす影響　* 高木勇輔（横浜国大・理工），藤井佐織（アムス
テルダム自由大），田和佑脩（同志社大・理工），谷川東子（森
林総研・関西），武田博清（同志社大・理工），森章（横浜国大・
環境情報）

P1-414#　スギ人工林における長伐期化を目指した間伐の森
林バイオマスに対する効果　広島大学総合科学部総合科学科 
* 都 賢太郎，奥田 敏統，山田 俊弘

P1-415#　草地群落での蘚類優占が土壌呼吸へ及ぼす影響
　* 久良 祐紀子，山田 俊弘，奥田 敏統（広島大学総合科学部総
合科学科）

P1-416#　富山県において窒素飽和・非飽和状態下にある落
葉広葉樹林間の窒素動態の比較　* 牧野奏佳香（京大院農），
徳地直子（京大フィールド研），福島慶太郎（首都大工），川上
智規（富山県立大工）

P1-417#　Root exudates mediate N decomposition by 
shaping microbial growth　* 孫麗娟（京大農森林生態），小南
裕志（森林総研関西），安宅未央子（京大農森林水文），吉村健
一（森林総研関西），北山兼弘（京大農森林生態）

P1-418#　温暖化はシバ草原における土壌微生物の機能を変
化させる―長期的な野外操作実験による検証―　* 鈴木真
祐子（早稲田大・院・先進理工），吉竹晋平（岐阜大・流圏セ），
墨野倉伸彦，田波健太（早稲田大・院・先進理工），友常満利（神
戸大・院・農），小泉博（早稲田大・教育）

P1-419#　マレーシアパソ保護林における低地熱帯林と湿地
熱帯林の選択伐採後の現存量回復　* 志摩兼（広島大・総），
奥田敏統（広島大・総），Saw Leng Guan（FRIM），山田俊弘（広
島大・総）

P1-420#　樹液流束密度の日変化と季節変化　―カラマツと
アカマツの比較―　* 宮嶋恵里花，墨野倉伸彦（早稲田大・院・
先進理工），小泉博（早稲田大・教育）

P1-421#　中国黄土高原の草原植生において塩生植物タマリ
スク個体が土壌窒素動態および微生物群集に与える影響
　* 岩岡史恵（京都大院・農），今田省吾（京都大・フィールド
研，環境科学技術研），谷口武士，山中典和（鳥取大・乾燥地研），
杜盛（中国科学院・水土保持研），舘野隆之輔（京都大・フィ
ールド研）

P1-422#　暖温帯コナラ林におけるバイオチャー散布による
炭素動態への影響　* 山田 理香，山田 靖子（早稲田大・院・
先進理工），友常 満利（神戸大・院・農），坂倉 光祐，小泉 博（早
稲田大・教育）

P1-423#　暖温帯コナラ林における根圏滲出物の野外測定　
新海恒，墨野倉伸彦（早稲田大・院・先進理工），友常満利（神
戸大・院・農），小泉博（早稲田大・教育）
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P1-424#　暖温帯コナラ林の長期管理が炭素循環に及ぼす影
響　* 山田靖子，山田理香，新海恒（早稲田大・院・先進理工），
友常満利（神戸大・院・農）小泉博（早稲田大・教育）

P1-425#　林齢の異なる5つのアカマツ林における炭素収支
の比較　* 鈴木英里（早稲田大学・教育），鈴木庸平，宮嶋恵里花，
墨野倉伸彦，鈴木真祐子，新海恒（早稲田大学・院・先進理工），
小泉博（早稲田大学・教育）

P1-426#　地力とは何か？～地力の生態学的解析～　* 安達陽
一（弘前大・農生），杉山修一（弘前大・農生）

P1-427#　冷温帯シバ草原における温暖化操作実験 -自動開
閉チャンバー法による炭素動態の連続測定 -　* 増田信悟
（早稲田大・教育），墨野倉伸彦，鈴木真祐子（早稲田大・院・
先進理工），小泉博（早稲田大・教育）

P1-428#　森林生態系における埋没腐植土の地化学的・微生
物学的特性　 *Kaneko, M. (Rakuno-gakuen Univ.), Suetsugu, 
R. (Tokyo Univ.), Isobe, K. (Tokyo Univ.), Hobara, S. (Rakuno-
gakuen Univ.)

P1-429#　新手法を用いた草原生態系における土壌呼吸の非
破壊計測  ～温暖化区の炭素収支の詳細な解析～　* 墨野倉 
伸彦，鈴木 真祐子（早稲田大・院・先進理工），吉竹 晋平（岐
阜大・流圏セ），小泉 博（早稲田大・教育）

P1-430#　温度、水分環境がもたらすブナ林の窒素循環への
影響　* 橋本桂佑（東北大・院・生命），新井（田中）孝尚（福
島大・共生），黒川紘子（森林総研），上田実希，中静透（東北大・
院・生命）

P1-431#　Altitudial variation in soil respiration from a 
summer pasture on the Qinghai-Tibetan Plateau　*Wan, 
M.H. (Tsukuba Univ.), Nishimura, T. (Tsukuba Univ.), Du, M.Y. 
(NIAES), LI, Y.N. (NWIPB, CAS. China), Tang, Y.H. (NIES), 
Adachi, M (Tsukuba Univ.), Hirota, M (Tsukuba Univ.)

P1-432#　タイ北部落葉性チークの葉の安定同位体比の降水
変動への応答　* 落合拓朗，松尾奈緒子（三重大院・生資），
吉藤奈津子（森林総研），田中延亮（東大院・農），鎌倉真依，
山本心平（京大・農），チャチャイ・タンタシリン（カセ大・林），
田中克典（JAMSTEC）

P1-433#　防鹿柵内外にみられる草本植生の窒素利用に関す
る考察　* 立岩沙知子，高柳敦（京大院・農），吉岡崇仁（京大・
フィールド研）

P1-434#　森林集水域からの窒素流出要因の検討―安定同位
体比など渓流水水質を用いて―　* 松浦真奈（京大・農），
木庭啓介（農工大），矢野翠（農工大），徳地直子（京大・フィ
ールド研）

P1-435#　暖温帯アカマツ林とコナラ林における炭素動態の
比較 ～根圏滲出物を考慮したバイオメトリック NEP～　
* 新海恒，鈴木庸平，鈴木真祐子（早稲田大・院・先進理工），
友常満利（神戸大・院・農），小泉博（早稲田大・教育）

P1-436#　室内実験系においてバイオチャー散布がコナラ幼
木と土壌微生物に与える影響　* 坂倉光祐（早稲田大・教育），
友常満利（神戸大・院・農），酒井理恵（神戸大・農），新海恒，
山田理香（早稲田大・院・先進理工），小泉博（早稲田大・教育）
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　* 丹羽貴寛（横国大・理工）・小池文人（横国大）
P1-392#　キタアメリカフジツボの侵入初期の局所個体群動
態：住み着き率と絶滅率の時間変化とその要因　* 大平昌
史，岩崎藍子，金森由妃，平賀優大，胡之陽，立花道草（北大・
院・環境），深谷肇一（統数研），野田隆史（北大・地球環境）

P1-393#　ハクビシンは夏期にどのような果実を利用してい
るのか：茨城県都市近郊地域の事例　* 岩間正和（東京農工
大院・農），山﨑晃司（東京農大），松山美帆（東京農工大院・農），
星野義延，金子弥生（東京農工大農学研究院）

P1-394#　外来生物の侵入要因：国際的な淡水生物の導入及
び定着について　* 伊藤雅浩（海洋大・海洋科），箱山 洋（海
洋大・水研セ）

P1-395#　複数の経路で導入される他殖性ドクムギ属の砂浜
への分布拡大プロセス　* 樋口裕美子，下野嘉子，冨永達（京
大・農）

P1-396#　山岳自動車道路の路傍植生への外来植物の侵入；
交通量および除草管理の影響　*紺野由佳，山村靖夫（茨城大・
理），中野隆志，安田泰輔（山梨県富士山研）

P1-397#　シデコブシとコブシにおける種子段階の雑種形成
と遺伝子浸透　* 行年恭兵（名大院・生命農），石田清（弘前大・
農学生命科学），戸丸信弘（名大院・生命農）

P1-398#　印旛沼流域における特定外来生物ナガエツルノゲ
イトウの分布拡大：揚水機場を通じた河川から水田そし
て再び河川への拡散過程　* 鈴木広美，長谷川雅美（東邦大・
理）

P1-399#　淡水性カメ類における甲板表面の年輪を用いた成
長過程の推定　* 下藤章，宍倉慎一郎，大竹海也，加賀山翔一，
長谷川雅美

P1-400#　在来カタバミと近縁外来種の交雑過程と浸透性交
雑の可能性　* 深津美佐紀，堂囿いくみ（学芸大・院・環境科学），
堀江佐知子（東北大・院・生命科学），牧雅之（東北大・植物園）

P1-401#　不妊化操作を用いたアメリカザリガニの個体数抑
制に関する研究　* 大野秀輔，柴田昌三，深町加津枝，今西
純一（京大・農・森林）

P1-402#　音声モニタリングで外来カエルの繁殖時期は推定
できるか？　* 更科美帆，吉田剛司（酪農学園大学院・野生動物）

P1-403#　北海道のウシガエルLithobates catesbeianus の婚
活日和　* 貝塚萌華（酪農学園大学院・野生動物），吉田剛司（酪
農学園大学院・野生動物）

P1-404#　セアカゴケグモの詳細スケールでの発見情報に基
づく生息地分析　* 前川侑子，松井孝典，町村尚

P1-405#　侵略的外来水草オオバナミズキンバイの分類と生
活史特性　稗田真也（滋賀県大 環境科学） 金子有子（東洋大） 
中川昌人（岡山農水セ） 野間直彦（滋賀県大 環境科学）  

物 質 循 環

P1-406#　Aerobic methane production by planktonic 
microbes under phosphorus-starved condition in lakes　
*Khatun, S. (Univ. Yamanashi), Kojima, H. (Hokkaido Univ.), 
Iwata, T. (Univ. Yamanashi)

P1-407#　干潟における基礎生産の制限要因 :仙台湾東谷地
での解析　* 尾崎隼斗（東北大学・理・生物），占部城太郎，
柚原剛（東北大学・生命）

P1-408#　陸域生態系モデルのデータ同化に関する研究　* 池
田成貴（京都大・農），伊勢武史（京都大・フィールド研）

P1-409#　生態系を利用した管理による熱帯農地の急速な土

壌改善効果：土壌炭素・窒素動態に着目して　* 木村純平（横
国大院・環情），Ainin Niswati，Jamalam Lumbanraja，Irwan 
Banuwa（Univ. Lampung），藤江幸一，金子信博（横国大院）

P1-410#　エゾシカによるリター分解過程への影響　－樹種
選好性および葉と根の違いを考慮して－　* 笠原暢（横浜
国大・環境情報），藤井佐織（アムステルダム自由大），谷川東
子（森林総研関西），森章（横浜国大・環境情報）

P1-411#　ボルネオ熱帯低地林における NP施肥に対する樹
木細根・土壌のホスファターゼ活性の応答 ～樹木・微生
物のリン獲得源としての多様な土壌有機態リン化学種の
役割～　* 横山大稀（京大・農・森林生態），今井伸夫（京大・
霊長研），北山兼弘（京大・農・森林生態）

P1-412#　ツボカビの寄生が珪藻Synedra から産生する溶存
有機物に与える影響 -三次元励起蛍光スペクトル（EEM）
-PARAFAC法を用いた解析 -　* 矢部詩織，中村昂樹，鏡味
麻衣子，千賀有希子（東邦大・理）

P1-413#　山火事が植物多様性－リター分解の関係性にもた
らす影響　* 高木勇輔（横浜国大・理工），藤井佐織（アムス
テルダム自由大），田和佑脩（同志社大・理工），谷川東子（森
林総研・関西），武田博清（同志社大・理工），森章（横浜国大・
環境情報）

P1-414#　スギ人工林における長伐期化を目指した間伐の森
林バイオマスに対する効果　広島大学総合科学部総合科学科 
* 都 賢太郎，奥田 敏統，山田 俊弘

P1-415#　草地群落での蘚類優占が土壌呼吸へ及ぼす影響
　* 久良 祐紀子，山田 俊弘，奥田 敏統（広島大学総合科学部総
合科学科）

P1-416#　富山県において窒素飽和・非飽和状態下にある落
葉広葉樹林間の窒素動態の比較　* 牧野奏佳香（京大院農），
徳地直子（京大フィールド研），福島慶太郎（首都大工），川上
智規（富山県立大工）

P1-417#　Root exudates mediate N decomposition by 
shaping microbial growth　* 孫麗娟（京大農森林生態），小南
裕志（森林総研関西），安宅未央子（京大農森林水文），吉村健
一（森林総研関西），北山兼弘（京大農森林生態）

P1-418#　温暖化はシバ草原における土壌微生物の機能を変
化させる―長期的な野外操作実験による検証―　* 鈴木真
祐子（早稲田大・院・先進理工），吉竹晋平（岐阜大・流圏セ），
墨野倉伸彦，田波健太（早稲田大・院・先進理工），友常満利（神
戸大・院・農），小泉博（早稲田大・教育）

P1-419#　マレーシアパソ保護林における低地熱帯林と湿地
熱帯林の選択伐採後の現存量回復　* 志摩兼（広島大・総），
奥田敏統（広島大・総），Saw Leng Guan（FRIM），山田俊弘（広
島大・総）

P1-420#　樹液流束密度の日変化と季節変化　―カラマツと
アカマツの比較―　* 宮嶋恵里花，墨野倉伸彦（早稲田大・院・
先進理工），小泉博（早稲田大・教育）

P1-421#　中国黄土高原の草原植生において塩生植物タマリ
スク個体が土壌窒素動態および微生物群集に与える影響
　* 岩岡史恵（京都大院・農），今田省吾（京都大・フィールド
研，環境科学技術研），谷口武士，山中典和（鳥取大・乾燥地研），
杜盛（中国科学院・水土保持研），舘野隆之輔（京都大・フィ
ールド研）

P1-422#　暖温帯コナラ林におけるバイオチャー散布による
炭素動態への影響　* 山田 理香，山田 靖子（早稲田大・院・
先進理工），友常 満利（神戸大・院・農），坂倉 光祐，小泉 博（早
稲田大・教育）

P1-423#　暖温帯コナラ林における根圏滲出物の野外測定　
新海恒，墨野倉伸彦（早稲田大・院・先進理工），友常満利（神
戸大・院・農），小泉博（早稲田大・教育）
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P1-424#　暖温帯コナラ林の長期管理が炭素循環に及ぼす影
響　* 山田靖子，山田理香，新海恒（早稲田大・院・先進理工），
友常満利（神戸大・院・農）小泉博（早稲田大・教育）

P1-425#　林齢の異なる5つのアカマツ林における炭素収支
の比較　* 鈴木英里（早稲田大学・教育），鈴木庸平，宮嶋恵里花，
墨野倉伸彦，鈴木真祐子，新海恒（早稲田大学・院・先進理工），
小泉博（早稲田大学・教育）

P1-426#　地力とは何か？～地力の生態学的解析～　* 安達陽
一（弘前大・農生），杉山修一（弘前大・農生）

P1-427#　冷温帯シバ草原における温暖化操作実験 -自動開
閉チャンバー法による炭素動態の連続測定 -　* 増田信悟
（早稲田大・教育），墨野倉伸彦，鈴木真祐子（早稲田大・院・
先進理工），小泉博（早稲田大・教育）

P1-428#　森林生態系における埋没腐植土の地化学的・微生
物学的特性　 *Kaneko, M. (Rakuno-gakuen Univ.), Suetsugu, 
R. (Tokyo Univ.), Isobe, K. (Tokyo Univ.), Hobara, S. (Rakuno-
gakuen Univ.)

P1-429#　新手法を用いた草原生態系における土壌呼吸の非
破壊計測  ～温暖化区の炭素収支の詳細な解析～　* 墨野倉 
伸彦，鈴木 真祐子（早稲田大・院・先進理工），吉竹 晋平（岐
阜大・流圏セ），小泉 博（早稲田大・教育）

P1-430#　温度、水分環境がもたらすブナ林の窒素循環への
影響　* 橋本桂佑（東北大・院・生命），新井（田中）孝尚（福
島大・共生），黒川紘子（森林総研），上田実希，中静透（東北大・
院・生命）

P1-431#　Altitudial variation in soil respiration from a 
summer pasture on the Qinghai-Tibetan Plateau　*Wan, 
M.H. (Tsukuba Univ.), Nishimura, T. (Tsukuba Univ.), Du, M.Y. 
(NIAES), LI, Y.N. (NWIPB, CAS. China), Tang, Y.H. (NIES), 
Adachi, M (Tsukuba Univ.), Hirota, M (Tsukuba Univ.)

P1-432#　タイ北部落葉性チークの葉の安定同位体比の降水
変動への応答　* 落合拓朗，松尾奈緒子（三重大院・生資），
吉藤奈津子（森林総研），田中延亮（東大院・農），鎌倉真依，
山本心平（京大・農），チャチャイ・タンタシリン（カセ大・林），
田中克典（JAMSTEC）

P1-433#　防鹿柵内外にみられる草本植生の窒素利用に関す
る考察　* 立岩沙知子，高柳敦（京大院・農），吉岡崇仁（京大・
フィールド研）

P1-434#　森林集水域からの窒素流出要因の検討―安定同位
体比など渓流水水質を用いて―　* 松浦真奈（京大・農），
木庭啓介（農工大），矢野翠（農工大），徳地直子（京大・フィ
ールド研）

P1-435#　暖温帯アカマツ林とコナラ林における炭素動態の
比較 ～根圏滲出物を考慮したバイオメトリック NEP～　
* 新海恒，鈴木庸平，鈴木真祐子（早稲田大・院・先進理工），
友常満利（神戸大・院・農），小泉博（早稲田大・教育）

P1-436#　室内実験系においてバイオチャー散布がコナラ幼
木と土壌微生物に与える影響　* 坂倉光祐（早稲田大・教育），
友常満利（神戸大・院・農），酒井理恵（神戸大・農），新海恒，
山田理香（早稲田大・院・先進理工），小泉博（早稲田大・教育）
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群 落

P2-001 　Elevational phylogenetic diverisity of tree species 
on Mt Bokor, a table shaped mountain in southwestern 
Cambodia.　*Zhang, M. (Kyushu Univ.), Tagane, S. (Kyushu 
Univ.), Toyama, H. (Kyushu Univ.), Yahara, T. (Kyushu Univ.)

P2-002 　Vegetation zonation and conifer dominance along 
latitudinal and altitudinal gradients in humid regions of the 
western Pacific　*Aiba, S. (Kagoshima Univ.)

P2-003 　北スマトラ ･レウサー山国立公園の植生　* 鈴木英
治（鹿大理工），河原大基（鹿大理工），Bayu Arief Pratama
（RCB-LIPI），Kusma Rahmawati（RCB-LIPI）

P2-004 　函南原生林における樹種及び樹木サイズの空間分
布特性　比嘉基紀（高知大・理），吉田圭一郎（横国大・教育），
武生雅明（東農大・地域環境），磯谷達宏（国士舘大・地理）

P2-005 　Dipterocarp flora of Peninsular Malaysia: their 
floristic region and environmental correlates　*Numata, 
S. (Tokyo Met Univ), Hosaka, T. (Tokyo Met Univ), Hashim, 
M. (Univ Tech Malaysia), Yamada, T. (Hiroshima Univ), Tani, 
N. (JIRCAS), Tsumura, Y. (Univ Tsukuba), Lee, S.L. (FRIM), 
Muhammad, N. (FRIM)

P2-006 　森林における樹木の光獲得効率と光利用効率の関
係：異なる気候帯で比較する　小野田雄介（京大・農），市
栄智明（高知大・農），田中憲蔵（森林総研），中川弥智子（名
大・生命農），阿久津公祐（北大・地球環境），相場慎一郎（鹿大・
理工），日浦勉（北大・北方生物圏FSC）

P2-007 　雪食地形が渓畔林のβ多様性を増加させる : 福島県
只見ユネスコエコパークにおける多雪型渓畔林の群落構
造と地理学的要因　* 近藤博史（横浜国大・環境情報），斉藤
真人（東京都庁），酒井暁子（横浜国大・環境情報）

P2-008 　シカの影響を受けた草原群落における植生保護柵
の設置年の違いが群落の回復プロセスに与える影響　* 大
津千晶，長池卓男（山梨県森林研）

P2-009 　樹木群集における形質 -優占度関係の気温勾配・遷
移段階に沿った変化　* 饗庭正寛（東北大・生命科学），黒川
紘子（森林総研），小野田雄介（京大・農），正木隆（森林総研），
中静透（東北大・生命科学）

P2-010 　八ケ岳東麓の湿地林における立地環境の違いによ
る8年間の樹木更新動態パターン　* 清野達之，宮田恵美，
高久朋子，菊地亜矢子，川田清和，上條隆志（筑波大・生命環境）

P2-011 　小笠原諸島母島石門における湿性高木林の林分構
造と植物の種多様性　* 安部哲人（森林総研九州），田中信行
（森林総研），清水善和（駒澤大学）

P2-012 　キク科蛇紋岩植物のトランスクリプトーム解析　
* 石川直子（東大院・総合文化），西尾紗恵（日本女子大・理），
横山政昭（HORIBA），阪口翔太（京大・院・人環），永野惇（龍
谷大・農，JSTさきがけ，京大・生態研），手塚あゆみ（龍谷大・
農），工藤洋（京大・生態研），伊藤元己（東大院・総合文化）

P2-013 　島根県三瓶山東の原における草原の管理放棄に伴
う種組成の変化　* 横川昌史（大阪自然史博），井上雅仁（島
根県立三瓶自然館），増井太樹（岐阜大学・流域圏センター），
太田陽子（NPO法人 緑と水の連絡会議），白川勝信（高原の自
然館），堤道生，高橋佳孝（近中四農研センター）

P2-014 　山陰海岸東部における砂浜・砂丘植生の成帯構造
と希少海浜植物の出現位置　* 黒田有寿茂（兵庫県大・自然
研），鐵 慎太朗（兵庫県大・環境人間）

P2-015 　トドマツの種子・実生の動態と斜面地形上の位置
　* 嵜元道徳，柳本順，古田卓，岡部芳彦，勝山智憲，林大輔，

山内隆之（京大フィールド研）

P2-016 　春日山照葉樹林における群落構造と開空度の関係
　* 前迫ゆり（大阪産大・院・人間環境），稲田友弥（京大・院・
農），渡部俊太郎（滋賀県大・院・環境科学）

P2-017 　稚樹萌芽力の種間差が熱帯雨林の群集動態に及ぼ
す影響　* 伊東明，堀田弘時，名波哲（大阪市大・院理），S 
Davies, S Tan（CTFS），M Mohizah（Forest Department 
Sarawak）

P2-018 　南アルプスのシカ食害エリアにおけるマルバダケ
ブキの管理と植生回復効果　* 渡邉修，竹田謙一，三尾建斗，
渋谷美月（信大農）

P2-019 　北アルプス後立山連峰における高山植生の分布
　* 石田祐子（長野県環境保全研），松江大輔（箱根湿生花園），
谷津倉勇太，武生雅明，中村幸人（東京農大地域環境）

P2-020 　上高地における氾濫原内のギャップ形成と植生変
化　* 若松伸彦（横浜国立大学・環境情報），鈴木重雄（立正大学・
地理）

P2-021 　阿寒湖イベシベツ川湿地帯における植生と湿地の
状況　* 長倉 有理（酪農学園大），尾山 洋一（阿寒湖畔エコミ
ュージアムセンター），鈴木 透（酪農学園大）

P2-022 　格子モデルによるナラ枯れシミュレーション　* 前
川優衣，中桐斉之

P2-023 　生体インピーダンス方を用いたクローナル植物の
地下接続の測定　* 本間航介（新潟大・農・フィールド科学），
元永佳孝（新潟大・農）

P2-024 　栃木県日光・足尾地域におけるイヌブナ林の種組
成と分布　矢ヶ崎朋樹（IGES-JISE），星直斗（栃木県博）

P2-025 　アフリカ・コンゴ盆地の熱帯林の植生：大型類人
猿の餌資源分布の定量化に向けて　* 寺田佐恵子（環境省／
京大・理），湯本貴和（京大・霊長研）

P2-026 　マレー半島丘陵フタバガキ林での長期森林動態と
一斉開花　* 新山馨（森林総合研究所），佐藤保（森林総合研
究所），八木橋勉（森林総合研究所東北支所），田中憲蔵（森林
総合研究所），飯田滋生（森林総合研究所九州支所），木村勝彦
（福島大学），Azizi Ripin（グリーン・フォレスト・リソーセズ），
Abd. Rahman Kassim（マレーシア森林研究所）

P2-027 　外来水生植物であるチクゴスズメノヒエの増加に
対する河川水辺植物の応答　* 斎藤達也，赤坂宗光（農工大）

P2-028 　岩手県沿岸の植生－大津波の影響による変化（6）
　* 竹原明秀，中軽米聖花，桜庭彩加（岩手大・人社），大上幹
彦

P2-029 　島嶼における北限、奥尻島ブナ林の種組成と葉緑
体ハプロタイプとの関係につい て　* 並川寛司（北教大・
札幌・生物），北村系子（森林総研・北海道），松井哲哉（森林
総研），高橋 誠（森林総研・林育セ）

P2-030 　青海チベット高原における長期研究：標高に着目
した禁牧 9年後の植生構造の変化　* 西村貴皓（筑波大・
生命環境），万銘海（筑波大・生命環境），廣田充（筑波大・生
命環境系），下野綾子（東邦大・理），白石拓也（アイシーネッ
ト（株）），李英年（中科院・西北高原生物研究所），杜明遠（農
環研・大気環境），唐艶鴻（国環研・生物生態系環境セ）

P2-031 　中部地域における複数の森林タイプに対する林床
シダ植物の種構成の関係　 * 大杉周（信州大・総工），本間
航介（新潟大・フィールド科学セ），佐藤利幸（信州大・理）

P2-032 　What tree properties influence the distribution of 
lianas in a temperate broadleaf forest (Hokkaido)?　
*Orman, O. (Hokkaido Uni.), Osada, N. (Hokkaido Uni.), Hiura, 
T. (Hokkaido Uni.)
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P2-033 　植生調査データを用いた希少植物の生育環境類型
化　阿部聖哉（電中研・生物環境）

P2-034 　ランダムフォレストによる森林復元：東南アジア
の潜在植生の推定　* 小黒 芳生・饗庭 正寛・中静 透（東北大・
院・生命）

P2-035 　見つかりやすい種ほど食べられやすいのか？：樹
木個体群密度と被食率の関係　* 高柳咲乃（東北大・生命），
小黒芳生（東北大・生命），黒川紘子（森林総研），柴田嶺（林
野庁），饗庭正寛（東北大・生命），中静透（東北大・生命）

P2-036 　植生帯境界域におけるアカガシとブナの肥大成長
の気候応答とその標高変化　* 吉田圭一郎（横浜国大・教育）

P2-037 　滋賀県竹生島におけるタブノキ林の回復過程　-カ
ワウ営巣の効果に着目して -　* 渡部俊太郎（滋賀県大・環
境科学），稗田真也（滋賀県大院・環境科学），嶌田知帆（京都
府立大院・生命環境），松井淳（奈良教育大），高田研一（森林
再生支援センター），野間直彦（滋賀県大・環境科学）

P2-038 　完新世後期における東北地方北部のスギ拡大時期
　池田重人（森林総合研究所）  

植 物 個 体 群

P2-039 　サイチョウ類が散布する樹木センダン科Aglaia 
spectabilis の15年間の個体群動態　* 北村俊平（石川県立
大），Pilai POONSWAD（マヒドン大）

P2-040 　伊豆から小笠原諸島におけるヒサカキの遺伝的構
造　* 阿部晴恵（新潟大・農），須貝杏子（森林総研），松木悠（東
北大・農），陶山佳久（東北大・農）

P2-041 　シデコブシの隔離集団における人為的要因が原因
で生じた遺伝的分化とそれらの遺伝的多様性維持のため
の保全戦略　* 玉木一郎（岐阜県森文ア），鈴木節子（森林総研），
戸丸信弘（名大院・生命農）

P2-042 　石鎚山のシコクシラベ集団から採種した次世代の
遺伝的多様性　* 岩泉正和，笹島芳信，河合慶恵（森林総研林
育セ関西），磯田圭哉（森林総研林育セ），那須仁弥（森林総研
林育セ），大谷雅人（兵庫県立大・自然研）

P2-043 　疑似一年生クローン植物のラメット生産における
ジェネット間差異：自然集団と移植実験による解析　* 辻
本典顯（京大・生態研），荒木希和子（立命館大・生命科学），
工藤洋（京大・生態研）

P2-044 　Genetic structure and differentiation of sea-drifted 
seed dispersal plant Calophyllum inophyllum  in island 
populations of South Pacific area　*So Hanaoka (FTBC), 
Cenon Padolina, Elina Young (SPC)

P2-045 　湿地生低木ヘビノボラズにおける生育段階間推移
確率にもとづく個体群動態の特徴　山口久美子，鈴木一恵，
安藤裕子，* 肥後睦輝（岐阜大・地域）

P2-046 　温帯性木本ツルの初期登攀特性：宿主選択はある
のか？　西尾孝佳，早川咲樹，森孝弘（宇都宮大・雑草と里山セ）

P2-047 　アキノキリンソウ土壌エコタイプにおける環境適
応と生殖隔離　* 阪口翔太（京大院・人環），堀江健二（旭川
市北邦野草園），石川直子（東大院・総合文化），永野惇（龍谷大・
農，JSTさきがけ，京大・生態研），本庄三恵（京大・生態研），
工藤洋（京大・生態研），伊藤元己（東大院・総合文化）

P2-048 　ヒマラヤ産シャクナゲ（Rhododendron arboreum）
の標高傾度による遺伝的多様性の変化と遺伝的集団構造
の解析　* 新井孝尚（福島大・共生），能城修一（森総研），池
田 博（東大・博物館）

P2-049 　ゲノム情報を利用した野生植物の適応力多様性評

価　* 久保田渉誠（日大・生物資源，東大・院・総合文化），岩
崎貴也（京大・生態研），三浦憲人（ホシザキグリーン財団），
永野惇（京大・生態研），花田耕介（九州工大，理研 CSRS），
松葉史紗子，宮下直（東大・院・農），彦坂幸毅（東北大・院・
生命），伊藤元己（東大・院・総合文化），森長真一（日大・生
物資源）

P2-050 　クローナル植物モウソウチクを用いた低線量放射
線の遺伝的影響評価　* 兼子伸吾（福島大・理工），松木悠（東
北大・農），猪瀬礼璃菜（福島大・理工），陶山佳久（東北大・農），
井鷺裕司（京都大・農）

P2-051 　東日本大震災の津波が東北地方沿岸域のオオクグ
個体群の遺伝的構造に及ぼした影響　* 大林夏湖（東大・広
域システム）・程木義邦（京大・生態研）・今藤夏子（国環研）・
國井秀伸（島根大・汽水研）・嶋田正和（東大・広域システム）

P2-052 　3 年 間 の 調 査 デ ー タ を 用 い た キ ン ラ ン
（Cephalanthera falcata）の空間明示的な個体群動態予測
モデル　* 富田基史，阿部聖哉（電中研）

P2-053 　ブナ実生の生残および生長と周辺成木との血縁度
の関係　* 赤路康朗（岡大院・環境生命），宮崎祐子（岡大院・
環境生命），廣部 宗（岡大院・環境生命），坂本圭児（岡大院・
環境生命）

P2-054 　環境 DNA技術を沈水植物に適用する：調査手法の
検討と有用性の評価　* 松橋彩衣子（兵庫県大・院・シミュ
レーション），源利文（神戸大・院・人間発達環境），藤原綾香
（神戸大・院・人間発達環境），渡邉園子（広島大・院・国際協
力），山中裕樹（龍谷大・理工），土居秀幸（兵庫県大・院・シ
ミュレーション）

P2-055 　Integral projection modelを用いたマムシグサの生
活史の解析　* 壷内巧馬，木下栄一郎（金沢大・植物園）

P2-056 　関東山地におけるスズダケの一斉開花　森広信子，
多摩森林科学園

P2-057 　種子散布形質と遺伝子流動パターンに変異をもた
らすクサトベラの果実二型　* 栄村奈緒子（京大生態研），上
田恵介（立教大理），傳田哲郎（琉大理），永野惇（龍谷大農，
JSTさきがけ，京大生態研），本庄三恵，工藤洋（京大生態研），
井鷺裕司（京大院農）  

植 物 生 理 生 態

P2-058 　野外における分光測定の生態学的な意義　* 久米篤
（九州大・農），秋津朋子・奈佐原顕郎（筑波大・生命環境）

P2-059#　内生菌によるススキ（Miscanthus sinensis）の Al
耐性増強メカニズムの解明　* 春間俊克，山路恵子（筑波大
学大学院・生命環境），升屋勇人（森林総研・東北支所）

P2-060 　斜面雪圧の評価と落葉樹（ブナ）・常緑樹（スギ）
への影響の比較　* 宮下彩奈（東大・院理・日光植物園），勝
島 隆史（森林総研・気象環境研究領域），舘野正樹（東大・院理・
日光植物園）

P2-061 　Measurement of a gradient of photosynthetic 
activity inside a leaf　Riichi Oguchi(Tohoku University, Life 
Sciences)

P2-062 　台風撹乱後の北方林生態系で見られた光合成機能
応答　* 戸田求，王新（広島大・院），中村誠宏，福澤加里部，
吉田俊也（北大・FSC）

P2-063 　気孔を介するガス交換のメリットとデメリット
　* 澤上航一郎，舘野正樹（東大・院・理・日光植物園）
P2-064 　ヤマザクラの急性乾燥ストレス評価における遅延
蛍光の有効性　* 今西純一（京大・地環），小林祐子（浜松ホ
トニクス（株）），勝又政和（浜松ホトニクス（株））
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群 落

P2-001 　Elevational phylogenetic diverisity of tree species 
on Mt Bokor, a table shaped mountain in southwestern 
Cambodia.　*Zhang, M. (Kyushu Univ.), Tagane, S. (Kyushu 
Univ.), Toyama, H. (Kyushu Univ.), Yahara, T. (Kyushu Univ.)

P2-002 　Vegetation zonation and conifer dominance along 
latitudinal and altitudinal gradients in humid regions of the 
western Pacific　*Aiba, S. (Kagoshima Univ.)

P2-003 　北スマトラ ･レウサー山国立公園の植生　* 鈴木英
治（鹿大理工），河原大基（鹿大理工），Bayu Arief Pratama
（RCB-LIPI），Kusma Rahmawati（RCB-LIPI）

P2-004 　函南原生林における樹種及び樹木サイズの空間分
布特性　比嘉基紀（高知大・理），吉田圭一郎（横国大・教育），
武生雅明（東農大・地域環境），磯谷達宏（国士舘大・地理）

P2-005 　Dipterocarp flora of Peninsular Malaysia: their 
floristic region and environmental correlates　*Numata, 
S. (Tokyo Met Univ), Hosaka, T. (Tokyo Met Univ), Hashim, 
M. (Univ Tech Malaysia), Yamada, T. (Hiroshima Univ), Tani, 
N. (JIRCAS), Tsumura, Y. (Univ Tsukuba), Lee, S.L. (FRIM), 
Muhammad, N. (FRIM)

P2-006 　森林における樹木の光獲得効率と光利用効率の関
係：異なる気候帯で比較する　小野田雄介（京大・農），市
栄智明（高知大・農），田中憲蔵（森林総研），中川弥智子（名
大・生命農），阿久津公祐（北大・地球環境），相場慎一郎（鹿大・
理工），日浦勉（北大・北方生物圏FSC）

P2-007 　雪食地形が渓畔林のβ多様性を増加させる : 福島県
只見ユネスコエコパークにおける多雪型渓畔林の群落構
造と地理学的要因　* 近藤博史（横浜国大・環境情報），斉藤
真人（東京都庁），酒井暁子（横浜国大・環境情報）

P2-008 　シカの影響を受けた草原群落における植生保護柵
の設置年の違いが群落の回復プロセスに与える影響　* 大
津千晶，長池卓男（山梨県森林研）

P2-009 　樹木群集における形質 -優占度関係の気温勾配・遷
移段階に沿った変化　* 饗庭正寛（東北大・生命科学），黒川
紘子（森林総研），小野田雄介（京大・農），正木隆（森林総研），
中静透（東北大・生命科学）

P2-010 　八ケ岳東麓の湿地林における立地環境の違いによ
る8年間の樹木更新動態パターン　* 清野達之，宮田恵美，
高久朋子，菊地亜矢子，川田清和，上條隆志（筑波大・生命環境）

P2-011 　小笠原諸島母島石門における湿性高木林の林分構
造と植物の種多様性　* 安部哲人（森林総研九州），田中信行
（森林総研），清水善和（駒澤大学）

P2-012 　キク科蛇紋岩植物のトランスクリプトーム解析　
* 石川直子（東大院・総合文化），西尾紗恵（日本女子大・理），
横山政昭（HORIBA），阪口翔太（京大・院・人環），永野惇（龍
谷大・農，JSTさきがけ，京大・生態研），手塚あゆみ（龍谷大・
農），工藤洋（京大・生態研），伊藤元己（東大院・総合文化）

P2-013 　島根県三瓶山東の原における草原の管理放棄に伴
う種組成の変化　* 横川昌史（大阪自然史博），井上雅仁（島
根県立三瓶自然館），増井太樹（岐阜大学・流域圏センター），
太田陽子（NPO法人 緑と水の連絡会議），白川勝信（高原の自
然館），堤道生，高橋佳孝（近中四農研センター）

P2-014 　山陰海岸東部における砂浜・砂丘植生の成帯構造
と希少海浜植物の出現位置　* 黒田有寿茂（兵庫県大・自然
研），鐵 慎太朗（兵庫県大・環境人間）

P2-015 　トドマツの種子・実生の動態と斜面地形上の位置
　* 嵜元道徳，柳本順，古田卓，岡部芳彦，勝山智憲，林大輔，

山内隆之（京大フィールド研）

P2-016 　春日山照葉樹林における群落構造と開空度の関係
　* 前迫ゆり（大阪産大・院・人間環境），稲田友弥（京大・院・
農），渡部俊太郎（滋賀県大・院・環境科学）

P2-017 　稚樹萌芽力の種間差が熱帯雨林の群集動態に及ぼ
す影響　* 伊東明，堀田弘時，名波哲（大阪市大・院理），S 
Davies, S Tan（CTFS），M Mohizah（Forest Department 
Sarawak）

P2-018 　南アルプスのシカ食害エリアにおけるマルバダケ
ブキの管理と植生回復効果　* 渡邉修，竹田謙一，三尾建斗，
渋谷美月（信大農）

P2-019 　北アルプス後立山連峰における高山植生の分布
　* 石田祐子（長野県環境保全研），松江大輔（箱根湿生花園），
谷津倉勇太，武生雅明，中村幸人（東京農大地域環境）

P2-020 　上高地における氾濫原内のギャップ形成と植生変
化　* 若松伸彦（横浜国立大学・環境情報），鈴木重雄（立正大学・
地理）

P2-021 　阿寒湖イベシベツ川湿地帯における植生と湿地の
状況　* 長倉 有理（酪農学園大），尾山 洋一（阿寒湖畔エコミ
ュージアムセンター），鈴木 透（酪農学園大）

P2-022 　格子モデルによるナラ枯れシミュレーション　* 前
川優衣，中桐斉之

P2-023 　生体インピーダンス方を用いたクローナル植物の
地下接続の測定　* 本間航介（新潟大・農・フィールド科学），
元永佳孝（新潟大・農）

P2-024 　栃木県日光・足尾地域におけるイヌブナ林の種組
成と分布　矢ヶ崎朋樹（IGES-JISE），星直斗（栃木県博）

P2-025 　アフリカ・コンゴ盆地の熱帯林の植生：大型類人
猿の餌資源分布の定量化に向けて　* 寺田佐恵子（環境省／
京大・理），湯本貴和（京大・霊長研）

P2-026 　マレー半島丘陵フタバガキ林での長期森林動態と
一斉開花　* 新山馨（森林総合研究所），佐藤保（森林総合研
究所），八木橋勉（森林総合研究所東北支所），田中憲蔵（森林
総合研究所），飯田滋生（森林総合研究所九州支所），木村勝彦
（福島大学），Azizi Ripin（グリーン・フォレスト・リソーセズ），
Abd. Rahman Kassim（マレーシア森林研究所）

P2-027 　外来水生植物であるチクゴスズメノヒエの増加に
対する河川水辺植物の応答　* 斎藤達也，赤坂宗光（農工大）

P2-028 　岩手県沿岸の植生－大津波の影響による変化（6）
　* 竹原明秀，中軽米聖花，桜庭彩加（岩手大・人社），大上幹
彦

P2-029 　島嶼における北限、奥尻島ブナ林の種組成と葉緑
体ハプロタイプとの関係につい て　* 並川寛司（北教大・
札幌・生物），北村系子（森林総研・北海道），松井哲哉（森林
総研），高橋 誠（森林総研・林育セ）

P2-030 　青海チベット高原における長期研究：標高に着目
した禁牧 9年後の植生構造の変化　* 西村貴皓（筑波大・
生命環境），万銘海（筑波大・生命環境），廣田充（筑波大・生
命環境系），下野綾子（東邦大・理），白石拓也（アイシーネッ
ト（株）），李英年（中科院・西北高原生物研究所），杜明遠（農
環研・大気環境），唐艶鴻（国環研・生物生態系環境セ）

P2-031 　中部地域における複数の森林タイプに対する林床
シダ植物の種構成の関係　 * 大杉周（信州大・総工），本間
航介（新潟大・フィールド科学セ），佐藤利幸（信州大・理）

P2-032 　What tree properties influence the distribution of 
lianas in a temperate broadleaf forest (Hokkaido)?　
*Orman, O. (Hokkaido Uni.), Osada, N. (Hokkaido Uni.), Hiura, 
T. (Hokkaido Uni.)
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P2-033 　植生調査データを用いた希少植物の生育環境類型
化　阿部聖哉（電中研・生物環境）

P2-034 　ランダムフォレストによる森林復元：東南アジア
の潜在植生の推定　* 小黒 芳生・饗庭 正寛・中静 透（東北大・
院・生命）

P2-035 　見つかりやすい種ほど食べられやすいのか？：樹
木個体群密度と被食率の関係　* 高柳咲乃（東北大・生命），
小黒芳生（東北大・生命），黒川紘子（森林総研），柴田嶺（林
野庁），饗庭正寛（東北大・生命），中静透（東北大・生命）

P2-036 　植生帯境界域におけるアカガシとブナの肥大成長
の気候応答とその標高変化　* 吉田圭一郎（横浜国大・教育）

P2-037 　滋賀県竹生島におけるタブノキ林の回復過程　-カ
ワウ営巣の効果に着目して -　* 渡部俊太郎（滋賀県大・環
境科学），稗田真也（滋賀県大院・環境科学），嶌田知帆（京都
府立大院・生命環境），松井淳（奈良教育大），高田研一（森林
再生支援センター），野間直彦（滋賀県大・環境科学）

P2-038 　完新世後期における東北地方北部のスギ拡大時期
　池田重人（森林総合研究所）  

植 物 個 体 群

P2-039 　サイチョウ類が散布する樹木センダン科Aglaia 
spectabilis の15年間の個体群動態　* 北村俊平（石川県立
大），Pilai POONSWAD（マヒドン大）

P2-040 　伊豆から小笠原諸島におけるヒサカキの遺伝的構
造　* 阿部晴恵（新潟大・農），須貝杏子（森林総研），松木悠（東
北大・農），陶山佳久（東北大・農）

P2-041 　シデコブシの隔離集団における人為的要因が原因
で生じた遺伝的分化とそれらの遺伝的多様性維持のため
の保全戦略　* 玉木一郎（岐阜県森文ア），鈴木節子（森林総研），
戸丸信弘（名大院・生命農）

P2-042 　石鎚山のシコクシラベ集団から採種した次世代の
遺伝的多様性　* 岩泉正和，笹島芳信，河合慶恵（森林総研林
育セ関西），磯田圭哉（森林総研林育セ），那須仁弥（森林総研
林育セ），大谷雅人（兵庫県立大・自然研）

P2-043 　疑似一年生クローン植物のラメット生産における
ジェネット間差異：自然集団と移植実験による解析　* 辻
本典顯（京大・生態研），荒木希和子（立命館大・生命科学），
工藤洋（京大・生態研）

P2-044 　Genetic structure and differentiation of sea-drifted 
seed dispersal plant Calophyllum inophyllum  in island 
populations of South Pacific area　*So Hanaoka (FTBC), 
Cenon Padolina, Elina Young (SPC)

P2-045 　湿地生低木ヘビノボラズにおける生育段階間推移
確率にもとづく個体群動態の特徴　山口久美子，鈴木一恵，
安藤裕子，* 肥後睦輝（岐阜大・地域）

P2-046 　温帯性木本ツルの初期登攀特性：宿主選択はある
のか？　西尾孝佳，早川咲樹，森孝弘（宇都宮大・雑草と里山セ）

P2-047 　アキノキリンソウ土壌エコタイプにおける環境適
応と生殖隔離　* 阪口翔太（京大院・人環），堀江健二（旭川
市北邦野草園），石川直子（東大院・総合文化），永野惇（龍谷大・
農，JSTさきがけ，京大・生態研），本庄三恵（京大・生態研），
工藤洋（京大・生態研），伊藤元己（東大院・総合文化）

P2-048 　ヒマラヤ産シャクナゲ（Rhododendron arboreum）
の標高傾度による遺伝的多様性の変化と遺伝的集団構造
の解析　* 新井孝尚（福島大・共生），能城修一（森総研），池
田 博（東大・博物館）

P2-049 　ゲノム情報を利用した野生植物の適応力多様性評

価　* 久保田渉誠（日大・生物資源，東大・院・総合文化），岩
崎貴也（京大・生態研），三浦憲人（ホシザキグリーン財団），
永野惇（京大・生態研），花田耕介（九州工大，理研 CSRS），
松葉史紗子，宮下直（東大・院・農），彦坂幸毅（東北大・院・
生命），伊藤元己（東大・院・総合文化），森長真一（日大・生
物資源）

P2-050 　クローナル植物モウソウチクを用いた低線量放射
線の遺伝的影響評価　* 兼子伸吾（福島大・理工），松木悠（東
北大・農），猪瀬礼璃菜（福島大・理工），陶山佳久（東北大・農），
井鷺裕司（京都大・農）

P2-051 　東日本大震災の津波が東北地方沿岸域のオオクグ
個体群の遺伝的構造に及ぼした影響　* 大林夏湖（東大・広
域システム）・程木義邦（京大・生態研）・今藤夏子（国環研）・
國井秀伸（島根大・汽水研）・嶋田正和（東大・広域システム）

P2-052 　3 年 間 の 調 査 デ ー タ を 用 い た キ ン ラ ン
（Cephalanthera falcata）の空間明示的な個体群動態予測
モデル　* 富田基史，阿部聖哉（電中研）

P2-053 　ブナ実生の生残および生長と周辺成木との血縁度
の関係　* 赤路康朗（岡大院・環境生命），宮崎祐子（岡大院・
環境生命），廣部 宗（岡大院・環境生命），坂本圭児（岡大院・
環境生命）

P2-054 　環境 DNA技術を沈水植物に適用する：調査手法の
検討と有用性の評価　* 松橋彩衣子（兵庫県大・院・シミュ
レーション），源利文（神戸大・院・人間発達環境），藤原綾香
（神戸大・院・人間発達環境），渡邉園子（広島大・院・国際協
力），山中裕樹（龍谷大・理工），土居秀幸（兵庫県大・院・シ
ミュレーション）

P2-055 　Integral projection modelを用いたマムシグサの生
活史の解析　* 壷内巧馬，木下栄一郎（金沢大・植物園）

P2-056 　関東山地におけるスズダケの一斉開花　森広信子，
多摩森林科学園

P2-057 　種子散布形質と遺伝子流動パターンに変異をもた
らすクサトベラの果実二型　* 栄村奈緒子（京大生態研），上
田恵介（立教大理），傳田哲郎（琉大理），永野惇（龍谷大農，
JSTさきがけ，京大生態研），本庄三恵，工藤洋（京大生態研），
井鷺裕司（京大院農）  

植 物 生 理 生 態

P2-058 　野外における分光測定の生態学的な意義　* 久米篤
（九州大・農），秋津朋子・奈佐原顕郎（筑波大・生命環境）

P2-059#　内生菌によるススキ（Miscanthus sinensis）の Al
耐性増強メカニズムの解明　* 春間俊克，山路恵子（筑波大
学大学院・生命環境），升屋勇人（森林総研・東北支所）

P2-060 　斜面雪圧の評価と落葉樹（ブナ）・常緑樹（スギ）
への影響の比較　* 宮下彩奈（東大・院理・日光植物園），勝
島 隆史（森林総研・気象環境研究領域），舘野正樹（東大・院理・
日光植物園）

P2-061 　Measurement of a gradient of photosynthetic 
activity inside a leaf　Riichi Oguchi(Tohoku University, Life 
Sciences)

P2-062 　台風撹乱後の北方林生態系で見られた光合成機能
応答　* 戸田求，王新（広島大・院），中村誠宏，福澤加里部，
吉田俊也（北大・FSC）

P2-063 　気孔を介するガス交換のメリットとデメリット
　* 澤上航一郎，舘野正樹（東大・院・理・日光植物園）
P2-064 　ヤマザクラの急性乾燥ストレス評価における遅延
蛍光の有効性　* 今西純一（京大・地環），小林祐子（浜松ホ
トニクス（株）），勝又政和（浜松ホトニクス（株））
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P2-065 　Tree demography and nutrient-use traits in tropical 

rain forests in Borneo in relation to podzolic and non-

podzolic soils　*Miyamoto, K (Shikoku Res. Ctr. FFPRI), 
Aiba, S.-I. (Kagoshima Univ.), Wagai, R. (NIAES), Nilus, R. (FRC, 
Sabah Forestry Dept.)

P2-066 　シンク -ソース比変化に応答した光合成ダウンレ
ギュレーションの多様性　* 杉浦 大輔（東大院・理），John 
Evans（The Australian National University），寺島 一郎（東大院・
理）

P2-067 　オナモミとイネ　* 廣瀬忠樹（東北大生命）
P2-068 　チークの滞水ストレスによる成長抑制　* 香山雅純，
米田令仁（国際農研），Sutjaporn Hongthong, Suchart Nimpila, 
Woraphun Himmapan, Wilawan Wichiennopparat, Tosporn 
Vacharangkura（Royal Forest Department），野田 巌（国際農研）

P2-069 　カラマツ、ミズナラを用いたグラニエ法のキャリ
ブレーション　* 篠原慶規（九大・農），小田智基（東大・農），
久米朋宣（台湾大・森林），飯田真一（森林総研），邱 ，片
山歩美，大槻恭一（九大・農）

P2-070 　突起は何のため？ウツボカズラ襟部に共通するミ
クロ流路の謎　* 町田悟，太田理一郎，市毛敬介，植田忠伸，
田中秀典，山田登，細川洋一，中野充（豊田中央研究所）

P2-071 　水生植物の気孔形成と塩ストレス応答　* 飯田聡子・
坂山英俊・角野康郎・小菅桂子（神戸大・院・理）

P2-072 　北方針葉樹種ポット苗における灌水停止後の生理
生態特性の反応　原山尚徳（森林総研北海道）

P2-073 　Annual variation in vertical branch structure 

inÀuencing crown-top expansion in Abies sachalinensis　
Seki, T. (FFPRI, Hokkaido)

P2-074 　植物の落葉タイミングは最適か : 野外での検証　黒
川千晴，* 及川真平（茨城大・院・理工）

P2-075 　日本福祉大学美浜キャンパス周辺のトウカイコモ
ウセンゴケが生育する湿地の水質　* 吉田耕治（金城学院大・
薬），水野暁子（日本福祉大・子ども発達），榎本綾（日本福祉大・
企画政策），川部竜士（日本福祉大・施設），岡尚男（金城学院大・
薬）

P2-076 　葉の配置と向きが稚樹のガス交換に及ぼす影響の
評価　Miyazawa, Y.* (Univ. Hawaii Manoa), Umeki, K. (Chiba 
Univ.)

P2-077 　熱帯林床の光勾配が熱帯植物のサンフレック利用
特性におよぼす影響　* 冨松元，唐艶鴻

P2-078 　バイケイソウ偽茎はパイプモデル通りに出来てい
るか？　顧令爽，* 紺野康夫，佐藤禎稔（ 帯広畜産大学）

P2-079 　マイクロＰＩＸＥ法による熱帯林樹木のリン欠乏
に対する葉組織内リン分布最適化の検証　*辻井悠希（京大・
農・森林生態），及川将一（放医研），北山兼弘（京大・農・森
林生態）

P2-080 　半島マレーシア熱帯雨林の林冠木で不均一な気孔
閉鎖が起こる頻度と要因の検討　* 鎌倉真依，小杉緑子（京
大・農），高梨聡（森林総研），奥村智憲，谷誠（京大・農），
上村章（森林総研），Marryanna Lion（FRIM）

P2-081 　UV-induced DNA damage and UV tolerance 

mechanisms in species with different functional groups 

coexisting in moorlands plant communities　*Wang, Q.-W. 
(Tohoku Univ.), Kamiyama, C. (Nations United Univ.), Hidema, 
J., Hikosaka, K. (Tohoku Univ.)

P2-082 　コケ植物・シダ植物・および被子植物の光合成に
おける CO2拡散コンダクタンス制御機構　半場祐子，西

田圭祐，竹村香里（京都工繊大・応用生物），蒲池浩之（富大・ 
院・理），久米篤（九大・院・農），藤田知道（北大・院・理），
唐原一郎（富大・院・理）

P2-083 　光合成生産効率と力学的安定性から見た広葉樹シ
ュートの3次元構造　* 南野亮子，村岡裕由（岐阜大・流域
圏セ），舘野正樹（東大・院・理・日光植物園）

P2-084 　ハワイフトモモにおける葉トライコームの適応的
意義―熱収支に注目して―　* 甘田岳，小野田雄介，北山兼
弘（京大・農・森林生態）

P2-085 　Whole-tree pressure-volume法によるスギの樹体
内貯留水の測定　姫野早和，玉泉幸一郎（九大・農），* 東若
菜（神戸大・農）

P2-086 　アブラナ 科植物10種における防御形質の発現状
態　* 都築なつみ，岡村悠，村上正志（千葉大・理）

P2-087 　A lognormal distribution of the size of terminal twigs 

on self-similar branches of elm trees　*Koyama, K. (Obihiro 
Univ.), Yamamoto, K. (Chuo Univ.)

P2-088 　Does plants growing in semi-arid grasslands have 

high resistance to air pollution damage?　*Shimizu, H. 
(NIES), An, P. (ALRC, Tottori Univ.), Zheng, Y.R. (Inst. Bot., 
CAS), Xu, Z.Z. (Inst. Bot., CAS), Chen, L.J. (Inst. Appl. Ecol., 
CAS), Gao, Y. (Inner Mongolia Agri. Univ.), Zou, C.J. (East 
China Normal Univ.), Qiu, G.Y. (Peking Univ.), Yu, Y.J. (SCIES, 
MEP)

P2-089 　樹木600種を対象とした死環反応特性の評価 : 系
統的保守性はどの程度存在するか ?　* 大谷雅人（兵庫県大・
自然研 /兵庫県博），佐伯いく代（筑波大・人間総合科学），指
村奈穂子（琉球大・理），澤田佳宏（兵庫県大・緑環境 /淡路景観），
古本良（森林総研・林育セ），横川昌史（大阪自然史博）

P2-090 　新潟県上越地域におけるオオウバユリの個体サイ
ズ変異と水分生理特性　大滝知子，* 谷友和（上越教育大・
理科）

P2-091 　湿生植物における根内の酸素濃度とその温度応答
　* 中村隆俊，中村元香，新田矩譜流（東農大・生物産業）

P2-092 　健全木とナラ枯れ進行木における落葉後のコナラ
生理活性の変化―生から死に向かっての生理的レジーム
シフト　* 吉村謙一（森林総研関西），山本遼平（京大地球環境），
安宅未央子（京大農），小南裕志（森林総研関西），衣浦晴生（森
林総研関西）

P2-093 　Photosynthetic capacity of Japanese ferns in 

gametophyte stage.　K. Nishida, K. Takemura, Y. T. Hanba
P2-094 　中国半乾燥地の常緑針葉樹（Juniperus sabina）の
葉からの吸水メカニズム　* 松尾奈緒子（三重大院・生物資
源），磯部知世（三重大・生物資源），佐藤佳奈子，三木直子（岡
大院・環境生命）

P2-095 　季節に応じたクマイザサの葉の光合成活性や色素
量の変化　* 小野清美（北大・低温研）

P2-096 　網羅的に見る陸上生態系の呼吸スケーリング  　－
菌類、草本、木本の共通点と相違点ー　* 森茂太，王莫非，
芳士戸啓，相澤拓，芳賀由晃（山形大農学部）

P2-097 　ヒノキ樹冠部における鱗状葉の通水性維持
-transfusion tissueの役割　新良貴歩美，東若菜，木原健雄，
* 石井弘明，黒田慶子（神戸大農）

P2-098 　タイ北部の落葉性チークの年輪同位体比に降水変
動が及ぼす影響　 早嵜浩（三重大・生物資源），松尾奈緒子（三
重大院・生物資源），* 高梨聡（森林総研），吉藤奈津子（森林総研），
藤原健（森林総研），五十嵐康記（名大・宇宙地球），田中延亮（東
大・生水研），Chatchai Tantasirin（カセツァート大）
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P2-099 　相互移植実験によるブナの展葉フェノロジーと気
温の関係の緯度変異　* 長田典之（北大FSC），澤田晴雄（東
大），布川耕市（新潟地域振興局），塚原雅美（新潟県森林研究所），
日浦勉（北大FSC）

P2-100 　マイクロフォーカス X線 CT装置による木部内水
分の非破壊観察方法の検討　* 矢崎健一（森林総研），竹之内
曉子，渡邊誠（物質材料研），渡辺憲，小笠真由美，飛田博順，
北尾光俊（森林総研），福田健二（東大院・新領域）

P2-101 　低温環境下におけるアカエゾマツの光合成能力に
温度変化が及ぼす影響　藤野 匠，* 小山里奈（京大院・情報）

P2-102 　種子から実生の呼吸スケーリング　* 芳賀由晃 森茂
太（山形大農学部）

P2-103 　緑藻類（Aegagropila linnaei）球状コロニー中の光
環境と光合成特性の解析　中島康成 1），若菜勇 2），小川麻
理 3），* 鈴木祥弘 1） （1）神奈川大学 （2）釧路市教育委員会 （3）
安田女子大学

P2-104 　野外における遺伝子発現量の予測　岩山 幸治 *（龍
谷大），本庄 三恵（京都大），岩崎 貴也（JSPS），永野 惇（龍
谷大 /京都大 /JST さきがけ）

P2-105 　高緯度北極ツンドラ生態系・スピッツベルゲンに
優占する維管束植物の葉形質と光合成特性　関川清広 *（玉
川大 ･農），村岡裕由（岐阜大 ･流域圏センター），内田雅己（極
地研 ･総研大）  

植 物 繁 殖

P2-106 　ミズナラ、コナラの豊凶の空間的同調性　水谷瑞希
（信州大・志賀施設）

P2-107 　エゾマツ種子の発芽タイミングの温度による変動
　* 生方正俊，田村明，山田浩雄（森林総研・林育セ）

P2-108 　Flowering gene expression in masting Fagus 
crenata  trees and related dynamics of nutrients in plants 
and soil　*Qingmin Han (FFPRI), Daisuke Kabeya (FFPRI), 
Akiko Satake (Kyushu Univ)

P2-109 　雌雄異株性低木種ヒメアオキのパッチの開花比・
性比に影響を及ぼす要因　* 鳥丸猛（三重大院・生資），松下
通也（森林総研・林木育種セ），鈴木聖，松山信彦（弘前大・農生）

P2-110 　ブナ林冠下で低木として生きる高木種ヒバ　* 八木
橋勉／森林総研東北支所，櫃間岳／森林総研，齋藤智之／森林
総研東北支所，高田克彦／秋田県大・木高研，長谷川陽一／秋
田県大・木高研

P2-111 　ヒバ稚樹の枝は樹形改変と伏条繁殖を通じて耐陰
性と長寿をもたらす　* 櫃間岳／森林総研，森澤猛／森林総
研，八木橋勉／森林総研東北支所

P2-112 　エゾヤマザクラにおける繁殖量が当年枝個体群の
動態に与える影響　* 長谷川成明（北大・低温研）

P2-113 　低標高の小面積ブナ林の15年間の結実特性　小
谷二郎（石川農林研）

P2-114 　雌雄異株樹種ナギの雌雄判別 DNAマーカーの開発
　* 名波哲，神丸千明（大阪市立大学・理），永野惇（龍谷大学・農，
JST さきがけ，京都大学生態学研究センター），手塚 あゆみ（龍
谷大学・農），伊東明（大阪市立大学・理）

P2-115 　Growth phenology of Fagus crenata  in a heavy 
masting year.　*KABEYA Daisuke (FFPRI), INAGAKI 
Yoshiyuki (FFPRI), NOGUCHI Kyotaro (FFPRI Shikoku), HAN 
Qingmin (FFPRI Hokkaido)

P2-116 　多胚種子植物ナガバジャノヒゲの繁殖戦略：種子

あたり胚数や実生数が多いことは有利になるのか？　* 岡
千尋，板垣智之，酒井聡樹（東北大・院・生命）

P2-117 　ネムノキが持つ頂生花と側生花の形態と繁殖機能
の分化　* 加藤沙織（福島大・院・共生システム理工），水澤
玲子（福島大・人間発達文化），黒沢高秀（福島大・共生シス
テム理工）

P2-118 　発熱植物における「花の匂い生産」についてのト
ランスクリプトーム解析　* 恩田義彦（理研），持田恵一（理
研），吉田拓広（理研），櫻井哲也（理研），Roger Seymour（ア
デレード大），梅川結（岩手大），Stergios Pirintsos（クレタ大），
篠崎一雄（理研），伊藤菊一（岩手大）

P2-119 　ヒサカキにおける花形質の雌雄差　辻かおる，大串
隆之 京大生態研センター

P2-120 　ありふれた雑草ホトケノザの送粉者はありふれて
いない　* 高倉耕一，遠藤耕平（滋賀県大・環境）

P2-121 　オオバギ属植物（トウダイグサ科）の開花フェノ
ロジー　* 山崎絵理，清水健太郎（チューリッヒ大）  

植 物 生 活 史

P2-122 　サワシロギク土壌生態型における発芽と成長の蛇
紋岩適応　* 西野貴子，松田明莉，川上敬弘（大阪府大・理・
生物），阪口翔太，石川直子，伊藤元己（東大・院・総合文化）

P2-123 　多雪地域における蘚類エゾスナゴケの生活史と
生育環境の関連性　H. Shirasaki *Biological Lab. Niigata 
University of Pharmacy and Applied Life Sciences

P2-124 　モンゴル国フスタイ国立公園におけるシラカンバ
（Betula platyphylla）の立枯れの環境要因について　笹村
尚司，梅垣和幹，* 星野仏方（酪農学園大），北山あさみ，杉本
敦子（北大院環境）

P2-125 　 Seed germination rate and seedling growth of 
native and invasive Solidago species　Rakotonoely Harisoa, 
Tsuyuzaki Shiro / Hokkaido University

P2-126 　Ontogenetic change of leaf trait associations in a 
lowland tropical rainforest　*Iida, Y., Sasaki, R., Kodama, M. 
(Kyoto Univ.), Chen, Y. (National DongHwa Univ.), Fletcher, C., 
Kassim, A. (FRIM), Wright, J. (STRI), Kitajima, K. (Kyoto Univ.)

P2-127 　沈水植物ヤクシマカワゴロモの分布維持機構：種
子散布者は存在するか？　* 黒江美紗子（長野県環境保全研
究所），廣田峻（九大・決断センター），布施健吾（九大・決断
センター），古市生（水研センター・西海区水研）  

菌 類 ・ 微 生 物

P2-128 　ボルネオ島北部における多孔菌類の空間分布推
定　 * 山 下 聡（ 徳 島 大 ），Salleh, H（Forest Department 
Sarawak），熊谷朝臣（名古屋大）

P2-129 　亜熱帯林における落葉の漂白と菌類　* 大園享司（京
大生態研），保原達（酪農学園大），平舘俊太郎（農業環境技術
研究所），広瀬大（日大薬）

P2-130 　植物病原菌 Rhytisma polareがキョクチヤナギの光
合成生産に与える影響　* 増本翔太（極地研），内田雅己（極
地研），東條元昭（大阪府大・生環），伊村智（極地研）

P2-131 　ヤクタネゴヨウ林分における外生菌根菌の埋土胞
子群集　* 村田政穂（東大院・新領域），金谷整一（森林総研），
奈良一秀（東大院・新領域）

P2-132 　ナメクジによるきのこの摂食部位の菌種による違
い　澤畠拓夫 *，富田晴名（近大農）
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P2-065 　Tree demography and nutrient-use traits in tropical 

rain forests in Borneo in relation to podzolic and non-

podzolic soils　*Miyamoto, K (Shikoku Res. Ctr. FFPRI), 
Aiba, S.-I. (Kagoshima Univ.), Wagai, R. (NIAES), Nilus, R. (FRC, 
Sabah Forestry Dept.)

P2-066 　シンク -ソース比変化に応答した光合成ダウンレ
ギュレーションの多様性　* 杉浦 大輔（東大院・理），John 
Evans（The Australian National University），寺島 一郎（東大院・
理）

P2-067 　オナモミとイネ　* 廣瀬忠樹（東北大生命）
P2-068 　チークの滞水ストレスによる成長抑制　* 香山雅純，
米田令仁（国際農研），Sutjaporn Hongthong, Suchart Nimpila, 
Woraphun Himmapan, Wilawan Wichiennopparat, Tosporn 
Vacharangkura（Royal Forest Department），野田 巌（国際農研）

P2-069 　カラマツ、ミズナラを用いたグラニエ法のキャリ
ブレーション　* 篠原慶規（九大・農），小田智基（東大・農），
久米朋宣（台湾大・森林），飯田真一（森林総研），邱 ，片
山歩美，大槻恭一（九大・農）

P2-070 　突起は何のため？ウツボカズラ襟部に共通するミ
クロ流路の謎　* 町田悟，太田理一郎，市毛敬介，植田忠伸，
田中秀典，山田登，細川洋一，中野充（豊田中央研究所）

P2-071 　水生植物の気孔形成と塩ストレス応答　* 飯田聡子・
坂山英俊・角野康郎・小菅桂子（神戸大・院・理）

P2-072 　北方針葉樹種ポット苗における灌水停止後の生理
生態特性の反応　原山尚徳（森林総研北海道）

P2-073 　Annual variation in vertical branch structure 

inÀuencing crown-top expansion in Abies sachalinensis　
Seki, T. (FFPRI, Hokkaido)

P2-074 　植物の落葉タイミングは最適か : 野外での検証　黒
川千晴，* 及川真平（茨城大・院・理工）

P2-075 　日本福祉大学美浜キャンパス周辺のトウカイコモ
ウセンゴケが生育する湿地の水質　* 吉田耕治（金城学院大・
薬），水野暁子（日本福祉大・子ども発達），榎本綾（日本福祉大・
企画政策），川部竜士（日本福祉大・施設），岡尚男（金城学院大・
薬）

P2-076 　葉の配置と向きが稚樹のガス交換に及ぼす影響の
評価　Miyazawa, Y.* (Univ. Hawaii Manoa), Umeki, K. (Chiba 
Univ.)

P2-077 　熱帯林床の光勾配が熱帯植物のサンフレック利用
特性におよぼす影響　* 冨松元，唐艶鴻

P2-078 　バイケイソウ偽茎はパイプモデル通りに出来てい
るか？　顧令爽，* 紺野康夫，佐藤禎稔（ 帯広畜産大学）

P2-079 　マイクロＰＩＸＥ法による熱帯林樹木のリン欠乏
に対する葉組織内リン分布最適化の検証　*辻井悠希（京大・
農・森林生態），及川将一（放医研），北山兼弘（京大・農・森
林生態）

P2-080 　半島マレーシア熱帯雨林の林冠木で不均一な気孔
閉鎖が起こる頻度と要因の検討　* 鎌倉真依，小杉緑子（京
大・農），高梨聡（森林総研），奥村智憲，谷誠（京大・農），
上村章（森林総研），Marryanna Lion（FRIM）

P2-081 　UV-induced DNA damage and UV tolerance 

mechanisms in species with different functional groups 

coexisting in moorlands plant communities　*Wang, Q.-W. 
(Tohoku Univ.), Kamiyama, C. (Nations United Univ.), Hidema, 
J., Hikosaka, K. (Tohoku Univ.)

P2-082 　コケ植物・シダ植物・および被子植物の光合成に
おける CO2拡散コンダクタンス制御機構　半場祐子，西

田圭祐，竹村香里（京都工繊大・応用生物），蒲池浩之（富大・ 
院・理），久米篤（九大・院・農），藤田知道（北大・院・理），
唐原一郎（富大・院・理）

P2-083 　光合成生産効率と力学的安定性から見た広葉樹シ
ュートの3次元構造　* 南野亮子，村岡裕由（岐阜大・流域
圏セ），舘野正樹（東大・院・理・日光植物園）

P2-084 　ハワイフトモモにおける葉トライコームの適応的
意義―熱収支に注目して―　* 甘田岳，小野田雄介，北山兼
弘（京大・農・森林生態）

P2-085 　Whole-tree pressure-volume法によるスギの樹体
内貯留水の測定　姫野早和，玉泉幸一郎（九大・農），* 東若
菜（神戸大・農）

P2-086 　アブラナ 科植物10種における防御形質の発現状
態　* 都築なつみ，岡村悠，村上正志（千葉大・理）

P2-087 　A lognormal distribution of the size of terminal twigs 

on self-similar branches of elm trees　*Koyama, K. (Obihiro 
Univ.), Yamamoto, K. (Chuo Univ.)

P2-088 　Does plants growing in semi-arid grasslands have 

high resistance to air pollution damage?　*Shimizu, H. 
(NIES), An, P. (ALRC, Tottori Univ.), Zheng, Y.R. (Inst. Bot., 
CAS), Xu, Z.Z. (Inst. Bot., CAS), Chen, L.J. (Inst. Appl. Ecol., 
CAS), Gao, Y. (Inner Mongolia Agri. Univ.), Zou, C.J. (East 
China Normal Univ.), Qiu, G.Y. (Peking Univ.), Yu, Y.J. (SCIES, 
MEP)

P2-089 　樹木600種を対象とした死環反応特性の評価 : 系
統的保守性はどの程度存在するか ?　* 大谷雅人（兵庫県大・
自然研 /兵庫県博），佐伯いく代（筑波大・人間総合科学），指
村奈穂子（琉球大・理），澤田佳宏（兵庫県大・緑環境 /淡路景観），
古本良（森林総研・林育セ），横川昌史（大阪自然史博）

P2-090 　新潟県上越地域におけるオオウバユリの個体サイ
ズ変異と水分生理特性　大滝知子，* 谷友和（上越教育大・
理科）

P2-091 　湿生植物における根内の酸素濃度とその温度応答
　* 中村隆俊，中村元香，新田矩譜流（東農大・生物産業）

P2-092 　健全木とナラ枯れ進行木における落葉後のコナラ
生理活性の変化―生から死に向かっての生理的レジーム
シフト　* 吉村謙一（森林総研関西），山本遼平（京大地球環境），
安宅未央子（京大農），小南裕志（森林総研関西），衣浦晴生（森
林総研関西）

P2-093 　Photosynthetic capacity of Japanese ferns in 

gametophyte stage.　K. Nishida, K. Takemura, Y. T. Hanba
P2-094 　中国半乾燥地の常緑針葉樹（Juniperus sabina）の
葉からの吸水メカニズム　* 松尾奈緒子（三重大院・生物資
源），磯部知世（三重大・生物資源），佐藤佳奈子，三木直子（岡
大院・環境生命）

P2-095 　季節に応じたクマイザサの葉の光合成活性や色素
量の変化　* 小野清美（北大・低温研）

P2-096 　網羅的に見る陸上生態系の呼吸スケーリング  　－
菌類、草本、木本の共通点と相違点ー　* 森茂太，王莫非，
芳士戸啓，相澤拓，芳賀由晃（山形大農学部）

P2-097 　ヒノキ樹冠部における鱗状葉の通水性維持
-transfusion tissueの役割　新良貴歩美，東若菜，木原健雄，
* 石井弘明，黒田慶子（神戸大農）

P2-098 　タイ北部の落葉性チークの年輪同位体比に降水変
動が及ぼす影響　 早嵜浩（三重大・生物資源），松尾奈緒子（三
重大院・生物資源），* 高梨聡（森林総研），吉藤奈津子（森林総研），
藤原健（森林総研），五十嵐康記（名大・宇宙地球），田中延亮（東
大・生水研），Chatchai Tantasirin（カセツァート大）
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P2-099 　相互移植実験によるブナの展葉フェノロジーと気
温の関係の緯度変異　* 長田典之（北大FSC），澤田晴雄（東
大），布川耕市（新潟地域振興局），塚原雅美（新潟県森林研究所），
日浦勉（北大FSC）

P2-100 　マイクロフォーカス X線 CT装置による木部内水
分の非破壊観察方法の検討　* 矢崎健一（森林総研），竹之内
曉子，渡邊誠（物質材料研），渡辺憲，小笠真由美，飛田博順，
北尾光俊（森林総研），福田健二（東大院・新領域）

P2-101 　低温環境下におけるアカエゾマツの光合成能力に
温度変化が及ぼす影響　藤野 匠，* 小山里奈（京大院・情報）

P2-102 　種子から実生の呼吸スケーリング　* 芳賀由晃 森茂
太（山形大農学部）

P2-103 　緑藻類（Aegagropila linnaei）球状コロニー中の光
環境と光合成特性の解析　中島康成 1），若菜勇 2），小川麻
理 3），* 鈴木祥弘 1） （1）神奈川大学 （2）釧路市教育委員会 （3）
安田女子大学

P2-104 　野外における遺伝子発現量の予測　岩山 幸治 *（龍
谷大），本庄 三恵（京都大），岩崎 貴也（JSPS），永野 惇（龍
谷大 /京都大 /JST さきがけ）

P2-105 　高緯度北極ツンドラ生態系・スピッツベルゲンに
優占する維管束植物の葉形質と光合成特性　関川清広 *（玉
川大 ･農），村岡裕由（岐阜大 ･流域圏センター），内田雅己（極
地研 ･総研大）  

植 物 繁 殖

P2-106 　ミズナラ、コナラの豊凶の空間的同調性　水谷瑞希
（信州大・志賀施設）

P2-107 　エゾマツ種子の発芽タイミングの温度による変動
　* 生方正俊，田村明，山田浩雄（森林総研・林育セ）

P2-108 　Flowering gene expression in masting Fagus 
crenata  trees and related dynamics of nutrients in plants 
and soil　*Qingmin Han (FFPRI), Daisuke Kabeya (FFPRI), 
Akiko Satake (Kyushu Univ)

P2-109 　雌雄異株性低木種ヒメアオキのパッチの開花比・
性比に影響を及ぼす要因　* 鳥丸猛（三重大院・生資），松下
通也（森林総研・林木育種セ），鈴木聖，松山信彦（弘前大・農生）

P2-110 　ブナ林冠下で低木として生きる高木種ヒバ　* 八木
橋勉／森林総研東北支所，櫃間岳／森林総研，齋藤智之／森林
総研東北支所，高田克彦／秋田県大・木高研，長谷川陽一／秋
田県大・木高研

P2-111 　ヒバ稚樹の枝は樹形改変と伏条繁殖を通じて耐陰
性と長寿をもたらす　* 櫃間岳／森林総研，森澤猛／森林総
研，八木橋勉／森林総研東北支所

P2-112 　エゾヤマザクラにおける繁殖量が当年枝個体群の
動態に与える影響　* 長谷川成明（北大・低温研）

P2-113 　低標高の小面積ブナ林の15年間の結実特性　小
谷二郎（石川農林研）

P2-114 　雌雄異株樹種ナギの雌雄判別 DNAマーカーの開発
　* 名波哲，神丸千明（大阪市立大学・理），永野惇（龍谷大学・農，
JST さきがけ，京都大学生態学研究センター），手塚 あゆみ（龍
谷大学・農），伊東明（大阪市立大学・理）

P2-115 　Growth phenology of Fagus crenata  in a heavy 
masting year.　*KABEYA Daisuke (FFPRI), INAGAKI 
Yoshiyuki (FFPRI), NOGUCHI Kyotaro (FFPRI Shikoku), HAN 
Qingmin (FFPRI Hokkaido)

P2-116 　多胚種子植物ナガバジャノヒゲの繁殖戦略：種子

あたり胚数や実生数が多いことは有利になるのか？　* 岡
千尋，板垣智之，酒井聡樹（東北大・院・生命）

P2-117 　ネムノキが持つ頂生花と側生花の形態と繁殖機能
の分化　* 加藤沙織（福島大・院・共生システム理工），水澤
玲子（福島大・人間発達文化），黒沢高秀（福島大・共生シス
テム理工）

P2-118 　発熱植物における「花の匂い生産」についてのト
ランスクリプトーム解析　* 恩田義彦（理研），持田恵一（理
研），吉田拓広（理研），櫻井哲也（理研），Roger Seymour（ア
デレード大），梅川結（岩手大），Stergios Pirintsos（クレタ大），
篠崎一雄（理研），伊藤菊一（岩手大）

P2-119 　ヒサカキにおける花形質の雌雄差　辻かおる，大串
隆之 京大生態研センター

P2-120 　ありふれた雑草ホトケノザの送粉者はありふれて
いない　* 高倉耕一，遠藤耕平（滋賀県大・環境）

P2-121 　オオバギ属植物（トウダイグサ科）の開花フェノ
ロジー　* 山崎絵理，清水健太郎（チューリッヒ大）  

植 物 生 活 史

P2-122 　サワシロギク土壌生態型における発芽と成長の蛇
紋岩適応　* 西野貴子，松田明莉，川上敬弘（大阪府大・理・
生物），阪口翔太，石川直子，伊藤元己（東大・院・総合文化）

P2-123 　多雪地域における蘚類エゾスナゴケの生活史と
生育環境の関連性　H. Shirasaki *Biological Lab. Niigata 
University of Pharmacy and Applied Life Sciences

P2-124 　モンゴル国フスタイ国立公園におけるシラカンバ
（Betula platyphylla）の立枯れの環境要因について　笹村
尚司，梅垣和幹，* 星野仏方（酪農学園大），北山あさみ，杉本
敦子（北大院環境）

P2-125 　 Seed germination rate and seedling growth of 
native and invasive Solidago species　Rakotonoely Harisoa, 
Tsuyuzaki Shiro / Hokkaido University

P2-126 　Ontogenetic change of leaf trait associations in a 
lowland tropical rainforest　*Iida, Y., Sasaki, R., Kodama, M. 
(Kyoto Univ.), Chen, Y. (National DongHwa Univ.), Fletcher, C., 
Kassim, A. (FRIM), Wright, J. (STRI), Kitajima, K. (Kyoto Univ.)

P2-127 　沈水植物ヤクシマカワゴロモの分布維持機構：種
子散布者は存在するか？　* 黒江美紗子（長野県環境保全研
究所），廣田峻（九大・決断センター），布施健吾（九大・決断
センター），古市生（水研センター・西海区水研）  

菌 類 ・ 微 生 物

P2-128 　ボルネオ島北部における多孔菌類の空間分布推
定　 * 山 下 聡（ 徳 島 大 ），Salleh, H（Forest Department 
Sarawak），熊谷朝臣（名古屋大）

P2-129 　亜熱帯林における落葉の漂白と菌類　* 大園享司（京
大生態研），保原達（酪農学園大），平舘俊太郎（農業環境技術
研究所），広瀬大（日大薬）

P2-130 　植物病原菌 Rhytisma polareがキョクチヤナギの光
合成生産に与える影響　* 増本翔太（極地研），内田雅己（極
地研），東條元昭（大阪府大・生環），伊村智（極地研）

P2-131 　ヤクタネゴヨウ林分における外生菌根菌の埋土胞
子群集　* 村田政穂（東大院・新領域），金谷整一（森林総研），
奈良一秀（東大院・新領域）

P2-132 　ナメクジによるきのこの摂食部位の菌種による違
い　澤畠拓夫 *，富田晴名（近大農）
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P2-133 　本邦シイ林における外生菌根菌群集構造の地理的
パターン　* 松岡俊将（京大・生態研セ），川口恵里（京大・医），
大園享司（京大・生態研セ）

P2-134 　菌従属栄養植物サクライソウの分布は共生菌の優
占度の影響を受ける　* 大和政秀（千葉大・教育），高橋弘（岐
阜大・教育），下野綾子（東邦大・理），日下部亮太（千葉大院・
教育），遊川知久（国立科博）

P2-135 　ブナ林において外生菌根菌群集は季節性を見せる
のか　* 杉山 賢子（京大 理学部），松岡 俊将（京大 生態研セ
ンター），大園 享司（京大 生態研センター）

P2-136 　RNA-Seqを用いたアブラナ科植物におけるウイル
ス・宿主相互作用の解析　* 神谷麻梨（京大生態研），永野惇
（龍谷大農，JSTさきがけ，京大生態研），本庄三恵，工藤洋（京
大生態研）

P2-137 　水草堆肥を施した土壌中細菌細菌群集構造の変化
と植物の生長　小林由紀 *，杉山賢子，松岡俊将，佐藤博俊，
岡崎友輔，大園享司，奥田昇

P2-138 　ゲノム情報と生理生化学的性状から捉える新規硫
黄酸化細菌の生態像　* 三浦彩，渡邉友浩，小島久弥，福井
学（北大・低温研）

P2-139 　Kernel Density Estimation法による細菌群集サイズ
分布の推定　* 吉山浩平（滋賀県大・環境），武藤啓悟（岐阜大・
応用生物）

P2-140 　バイオログプレートによる砂浜汀線域のバクテリ
ア活性の季節変化　高田宜武 *（水研セ日水研），内田基晴，
手塚尚明，辻野睦（水研セ瀬戸水研），石樋由香，丹羽健太郎，
渡部諭史，寺本航（水研セ増養殖研）

P2-141 　雪氷圏におけるクラミドモナス科藻類の生物系統
地理学　* 田中優穂，村上正志，竹内望（千葉大・理）

P2-142 　環境条件の変化による納豆菌コロニーの増殖拡大
～実験とシミュレーション分析～　* 遠藤敏生（兵庫県大），
波夛拓哉（兵庫県大），榎原周平（兵庫県大），中桐斉之（兵庫県大）

P2-143 　湖沼の好気環境に出現するメタン極大の形成プロ
セス　* 岩田智也（山梨大・生命環境），小林あい（山梨大・工），
内藤あずさ（山梨大・工），小島久弥（北大・低温研）

P2-144 　枯草菌コロニーのパターン形成と破壊地　* 波夛拓
哉（兵庫県大・環境），遠藤敏生（兵庫県大・環境），榎原周平（兵
庫県大・環境），中桐斉之（兵庫県大・環境）

P2-145 　環境条件が納豆菌（Bacillus subtilis  var. natto）コ
ロニーのパターン形成に与える影響　萩野周平，遠藤敏生，
波夛拓哉（兵庫県立大・環境人間），向坂幸雄（中村学園短大・
幼児保育），* 中桐斉之（兵庫県立大・環境人間）  

景 観

P2-146 　聞き取り調査による琉球列島の里山の復元―島々
におけるシュロの消失―　盛口満，沖縄大学人文学部

P2-147 　高解像度航空写真画像を用いた野外調査：サンゴ
礁におけるハマクマノミとタマイタダキイソギンチャク
の生息地の検出　服部昭尚（滋賀大・教育・情報技術）

P2-148 　摩周湖における樹木減少について　北海道立総合研
究機構 環境科学研究センター * 山口高志，野口泉

P2-149 　土地利用履歴・土壌型・生物多様性が干ばつ時の
EVIに与える影響　柳川亜季，吉川沙耶花，井芹慶彦（東工大・
理工学），Cho Jaeil（全南大学・農学），Kim Hyungjun（東大・
生産研），鼎信次郎（東工大・理工学）

P2-150 　南の猛禽サシバの分布北限での生息地評価モデル

と北の猛禽ノスリとの関係　* 藤田 剛，東 淳樹，宮下 直
P2-151 　明治時代初期の関東地方土地利用データベースの
公開　* 岩崎亘典（農環研），デイビッド・スプレイグ（農環研），
藤田直子（九大・芸工），寺元郁博（農研機構・近中四），山口
欧志（立命館・衣笠）

P2-152 　分断化された二次草地に生息する昆虫個体群の空
間遺伝構造　* 宮下 直（東大・農），今藤夏子（国立環境研），
谷川明男，清川紘樹，中島一豪（東大・農），陶山佳久，松木 悠（東
北大・農），坂入一瑳，長谷川雅美（東邦大・理）

P2-153 　中部地方の市街地に生育するシダ類の温暖化によ
る種組成変化予測　* 村上健太郎（名古屋産業大・環），森本
幸裕（京都学園大・バイオ環）

P2-154 　北海道東部におけるカンバ属の分布と海霧　* 鎌内
宏光（金沢大・臨海），赤坂宗光（東京農工大・農），嵜元道徳（京
都大・フィールド研）

P2-155 　遊水地計画のある北海道安平川湿原における鳥類
の生息状況　* 玉田克巳，島村崇志，石川靖，西川洋子（道総研）

P2-156 　デジタルカメラ画像を用いた植物プランクトンブ
ルームの客観的識別手法の検討　* 中野 善（水産総合研究
セ），永井 信（JAMSTEC），岡村和麿，樽谷賢治（水産総合研
究セ）

P2-157 　分断化景観における樹木群集の組成に履歴が与え
る影響　* 富田瑞樹（東京情報大），菅野洋（東北緑化環境保全），
平吹喜彦（東北学院大），原慶太郎（東京情報大）

P2-158 　地域住民の被害防除行動がニホンザルの集落出没
頻度に与える影響の空間的分析　* 上田羊介（神戸大・農） 
清野未恵子（神戸大院・発達） 長野宇規（神戸大院・農）

P2-159 　沿岸域の底生生物を死滅させる二枚貝マットと大
型海藻の堆積：局所空間形成パターンの抽出　* 山田勝雅
（水研セ・西海区），宮本 康（鳥取県・衛環研），中野 善（水研
セ・西海区），畠山恵介（鳥取県・衛環研）

P2-160 　ニホンアカガエルの遺伝的構造と景観要素との関
係　* 小林聡，阿部聖哉，富田基史，松木吏弓（電中研・生物）

P2-161 　明るい林や林縁の広がりが規定するクツワムシの
分布：都市近郊と山間部における分布変遷の違い　* 清川 
紘樹，宮下 直（東大・農）

P2-162 　UAV-SfMによる新植地の樹高計測　* 松浦俊也（森
林総研），中尾勝洋（森林総研），佐野真琴（森林総研），キョ
ウ浩（筑波大院）

P2-163 　半自然草原地表部の微粒炭等炭化物についての基
礎的研究　小椋純一（京都精華大・人文） 

P2-164 　縄文時代以降の森林生態系と人の移ろいー琵琶湖
地域における古生態学と考古学データの比較から　* 林 竜
馬（琵琶湖博），佐々木尚子（京都府大・生命環境），村上由美
子（京都大・総合博），瀬口眞司（滋賀県文化財保護協会）

P2-165 　名古屋市東部における戦後の緑地の変遷　* 中川祐
弥（三重大・生資），板谷明美（三重大院・生資），水野三正，
玉木一郎（岐阜県立森林文化アカデミー）  

遷 移 ・ 更 新

P2-166 　東北地方の津波浸水域に出現した湿生・水生植物
相の特徴　鈴木まほろ（岩手県立博物館）

P2-167 　都市林・熱田神宮林における林冠樹種の約40年
の変化　* 橋本啓史，松浦文香，多和加織，今川公揮（名城大・
農），長谷川泰洋（森林総研）

P2-168 　冷温帯二次林の SLA動態：Chronosequence、長
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期観察、形質データの統合　* 鈴木智之，平尾聡秀（東大・
秩父演）

P2-169 　ナラ枯れ後の海上の森のゆくえ－種子・実生群集
動態に着目して－　* 渡辺直登，岡田知也，大谷奏恵，中川
弥智子（名大院生命農）

P2-170 　北方林における優占針葉樹3種の肥大生長に関す
る樹種特性　* 西村尚之，菊池明日香（群馬大・社会情報），
赤路康朗（岡大院・環境生命），原登志彦，隅田明洋，長谷川成明，
小野清美（北大・低温研），加藤京子（大沼流山森づくりＮＷ），
坂本圭児（岡大院・環境生命），松井淳（奈教大），真鍋徹（北
九州自歴博），鈴木智之（東大・秩父演）

P2-171 　高木限界の上昇に対する気候変動の影響と将来予
測　* 岩井康平（東北大学・生命），小黒芳生，高野宏平，中静
透

P2-172 　小笠原諸島・父島列島における外来植物駆除後の
植生変化－大規模な面的駆除の成果と課題－　* 村尾未奈，
相川真一，丸山文彦（日本森林技術協会），東京都小笠原支庁
土木課

P2-173 　大雨による斜面崩壊の跡地における冷温帯林構成
樹種の更新初期過程　* 野口麻穂子（森林総研東北），杉田久
志（森林総研四国），岡本隆（森林総研東北），高橋利彦（木工
舎ゆい），篠宮佳樹（森林総研東北）

P2-174 　北海道渡島駒ヶ岳における 1996年から 2015
年までの植生変化　露崎史朗（ｊ北大・院地球環境）

P2-175 　アフリカ熱帯山地雨林の拡大過程における止まり
木効果の重要性　藤田知弘 /京都大大学院

P2-176 　スギ林に生育する木本種の種子散布と埋土種子集
団の形成　山瀬敬太郎，藤堂千景，伊東康人（兵庫農技総セ）

P2-177 　How large do soil properties differ according to 
combination of disturbance intensity and topographic 
locations? : Implication for natural regeneration practices
　*Yamazaki, H. (Hokkaido Univ.), Fukuzawa, K. (Hokkaido 
Univ.), Kobayashi, M. (Hokkaido Univ.), Yoshida, T. (Hokkaido 
Univ.)

P2-178 　Tropcial peat swamp exploitation changes 
phenology of tree species and seed predators' activity　
Tetsuya Shimamura (Ehime Univ.), Poesie S. Erna (Palangka 
Raya Univ.) and Ikuo Ninomiya (Ehime Univ.)

P2-179 　シカ被害地に設置した1ha柵における植栽8年後
の樹木の定着と成長　川嶋 淳史・* 永松 大（鳥取大・地域環境）

P2-180 　千歳川遊水地群における施工後初期の植生遷移
　* 小林慶子，森本淳子，古川泰人，中村太士（北大院・農）
P2-181 　ヒノキ人工林における列状間伐1年後の下層植生
の種特性と動態　 * 渡邉仁志，片桐奈々，岡本卓也（岐阜県
森林研）

P2-182 　宮城県沿岸における大津波後の海浜植生の再生過
程　* 岡浩平（広島工大・環境），平吹喜彦（東北学院大・教養）  

動物と植物の相互関係

P2-183 　高山帯と低地帯（里草地）で訪花昆虫相・送粉効
率は異なるのか？　* 日下石碧（神戸大院・人間発達環境），
丑丸敦史（神戸大院・人間発達環境），石井博（富山大・理）

P2-184 　送粉者機能群多様性と送粉ネットワーク構造の関
係　* 丑丸敦史，平岩将良（神戸大・人間発達環境）

P2-185 　低い送粉者の機能的多様性が形態のミスマッチを
引き起こす　* 平岩将良，丑丸敦史（神戸大学・人間発達環境）

P2-186 　双翅目媒花の見過されたシンドローム：黒赤色花
の適応的意義　望月昂 / 生態研，川北篤 /生態研

P2-187 　果実食哺乳類による果実の持ち去り量の推定　* 小
池伸介（東京農工大）

P2-188 　アメイロアリの種子散布には方向性が見られる
か？　櫻木美里，今村彰生 *（北教大旭川）

P2-189 　ツキノワグマが 9年間に作った小規模林冠ギャ
ップは階層別の植生構造にどのような変化をもたらした
か？　* 高橋一秋（長野大・環境ツーリズム），高橋香織（被
災地里山救済・地域性苗木生産ネットワーク），吉田英正（長
野大・環境ツーリズム）

P2-190 　三輪明神摂社三枝祭の御神花ササユリの花香とリ
ーフワックスの機能　岩佐郁，近藤陽香，* 秋野順治（京都
工芸繊維大学），柳川綾（京都大学），梶山慎一郎，瀧川義浩（近
畿大学），荒井滋（大神神社）

P2-191 　脂肪酸組成分析による土壌動物の摂食物評価：ド
ウガネブイブイ幼虫を用いた実験環境下での検討　* 角田
智詞 1，鈴木準一郎 2，金子信博 1（1 横国大・院・環境情報，
2首都大・院・理工）

P2-192 　ハイイロチョッキリの枝切り行動とブナ科樹木の
新梢伸長および繁殖の関係　* 平山大輔，岡田峰尚（三重大・
教育），名波哲，伊東明（大阪市大院・理）

P2-193 　左右相称花はどれほど左右対称か？ : オクトリカブ
トの花形質と蜜量の花内・花間バラつき　板垣智之・安藤
美咲・酒井聡樹（東北大・院・生命）

P2-194 　イラクサの刺毛形質における世代間エピジェネテ
ィック遺伝の可能性　* 加藤禎孝 a d，石田清 b，菊地淳一 c，
鳥居春己 d（a: 岩手大院連合農学研，b: 弘前大農学生命科，c: 
奈教大教育，d: 奈教大自然環境教育センター）

P2-195 　樹木の葉の糖濃度と葉食動物の嗜好性　* 伊藤睦実，
林文男（首都大・生命）

P2-196 　カンコノキ絶対送粉共生系における非共生性ハナ
ホソガの進化　* 古川沙央里，川北篤（京大・生態研）

P2-197 　捕食者と植食者が植物の形質を介して節足動物群
集に与える間接効果　* 平野滋章（京大生態研），大串隆之（京
大生態研）

P2-198 　二次林ではなぜカシノナガキクイムシに穿孔され
ても生き残る木が多いのか　* 山崎理正，Pham Duy Long（京
大院・農），伊東康人（兵庫農技総セ），安藤信（京大フィール
ド研）

P2-199 　新芽が赤いのはなぜか：警告色仮説と隠蔽色妨害
仮説の検証　* 井出純哉，平野正樹（久工大・工・教育）

P2-200 　ナラ枯れ被害量の推移と分布拡大様式は森林の広
域的な分布パターンで説明できるか　* 伊東康人（兵庫農技
総セ），山崎理正（京大院・農）

P2-201 　葉への食害がミズヒキの成長・種子繁殖に与える
影響　野中剛，中山椋希，佐藤泰介，古谷祐平，* 石崎智美（新
潟大・院・自然研）

P2-202 　北限マングローブ林における食物網構造；生産者
は？一次消費者は？　* 山本智子（鹿児島大水産），白澤大樹
（鹿児島大学院水産），鹿野翔太（鹿児島大水産），山中寿朗（岡
山大院自然科学）

P2-203 　The effects of N fertilization on plant-herbivory 
interaction across tree diversity gradients　*LEE, J., 
Nakamura, M., Hiura, T. (Hokkaido Univ.)  
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P2-133 　本邦シイ林における外生菌根菌群集構造の地理的
パターン　* 松岡俊将（京大・生態研セ），川口恵里（京大・医），
大園享司（京大・生態研セ）

P2-134 　菌従属栄養植物サクライソウの分布は共生菌の優
占度の影響を受ける　* 大和政秀（千葉大・教育），高橋弘（岐
阜大・教育），下野綾子（東邦大・理），日下部亮太（千葉大院・
教育），遊川知久（国立科博）

P2-135 　ブナ林において外生菌根菌群集は季節性を見せる
のか　* 杉山 賢子（京大 理学部），松岡 俊将（京大 生態研セ
ンター），大園 享司（京大 生態研センター）

P2-136 　RNA-Seqを用いたアブラナ科植物におけるウイル
ス・宿主相互作用の解析　* 神谷麻梨（京大生態研），永野惇
（龍谷大農，JSTさきがけ，京大生態研），本庄三恵，工藤洋（京
大生態研）

P2-137 　水草堆肥を施した土壌中細菌細菌群集構造の変化
と植物の生長　小林由紀 *，杉山賢子，松岡俊将，佐藤博俊，
岡崎友輔，大園享司，奥田昇

P2-138 　ゲノム情報と生理生化学的性状から捉える新規硫
黄酸化細菌の生態像　* 三浦彩，渡邉友浩，小島久弥，福井
学（北大・低温研）

P2-139 　Kernel Density Estimation法による細菌群集サイズ
分布の推定　* 吉山浩平（滋賀県大・環境），武藤啓悟（岐阜大・
応用生物）

P2-140 　バイオログプレートによる砂浜汀線域のバクテリ
ア活性の季節変化　高田宜武 *（水研セ日水研），内田基晴，
手塚尚明，辻野睦（水研セ瀬戸水研），石樋由香，丹羽健太郎，
渡部諭史，寺本航（水研セ増養殖研）

P2-141 　雪氷圏におけるクラミドモナス科藻類の生物系統
地理学　* 田中優穂，村上正志，竹内望（千葉大・理）

P2-142 　環境条件の変化による納豆菌コロニーの増殖拡大
～実験とシミュレーション分析～　* 遠藤敏生（兵庫県大），
波夛拓哉（兵庫県大），榎原周平（兵庫県大），中桐斉之（兵庫県大）

P2-143 　湖沼の好気環境に出現するメタン極大の形成プロ
セス　* 岩田智也（山梨大・生命環境），小林あい（山梨大・工），
内藤あずさ（山梨大・工），小島久弥（北大・低温研）

P2-144 　枯草菌コロニーのパターン形成と破壊地　* 波夛拓
哉（兵庫県大・環境），遠藤敏生（兵庫県大・環境），榎原周平（兵
庫県大・環境），中桐斉之（兵庫県大・環境）

P2-145 　環境条件が納豆菌（Bacillus subtilis  var. natto）コ
ロニーのパターン形成に与える影響　萩野周平，遠藤敏生，
波夛拓哉（兵庫県立大・環境人間），向坂幸雄（中村学園短大・
幼児保育），* 中桐斉之（兵庫県立大・環境人間）  

景 観

P2-146 　聞き取り調査による琉球列島の里山の復元―島々
におけるシュロの消失―　盛口満，沖縄大学人文学部

P2-147 　高解像度航空写真画像を用いた野外調査：サンゴ
礁におけるハマクマノミとタマイタダキイソギンチャク
の生息地の検出　服部昭尚（滋賀大・教育・情報技術）

P2-148 　摩周湖における樹木減少について　北海道立総合研
究機構 環境科学研究センター * 山口高志，野口泉

P2-149 　土地利用履歴・土壌型・生物多様性が干ばつ時の
EVIに与える影響　柳川亜季，吉川沙耶花，井芹慶彦（東工大・
理工学），Cho Jaeil（全南大学・農学），Kim Hyungjun（東大・
生産研），鼎信次郎（東工大・理工学）

P2-150 　南の猛禽サシバの分布北限での生息地評価モデル

と北の猛禽ノスリとの関係　* 藤田 剛，東 淳樹，宮下 直
P2-151 　明治時代初期の関東地方土地利用データベースの
公開　* 岩崎亘典（農環研），デイビッド・スプレイグ（農環研），
藤田直子（九大・芸工），寺元郁博（農研機構・近中四），山口
欧志（立命館・衣笠）

P2-152 　分断化された二次草地に生息する昆虫個体群の空
間遺伝構造　* 宮下 直（東大・農），今藤夏子（国立環境研），
谷川明男，清川紘樹，中島一豪（東大・農），陶山佳久，松木 悠（東
北大・農），坂入一瑳，長谷川雅美（東邦大・理）

P2-153 　中部地方の市街地に生育するシダ類の温暖化によ
る種組成変化予測　* 村上健太郎（名古屋産業大・環），森本
幸裕（京都学園大・バイオ環）

P2-154 　北海道東部におけるカンバ属の分布と海霧　* 鎌内
宏光（金沢大・臨海），赤坂宗光（東京農工大・農），嵜元道徳（京
都大・フィールド研）

P2-155 　遊水地計画のある北海道安平川湿原における鳥類
の生息状況　* 玉田克巳，島村崇志，石川靖，西川洋子（道総研）

P2-156 　デジタルカメラ画像を用いた植物プランクトンブ
ルームの客観的識別手法の検討　* 中野 善（水産総合研究
セ），永井 信（JAMSTEC），岡村和麿，樽谷賢治（水産総合研
究セ）

P2-157 　分断化景観における樹木群集の組成に履歴が与え
る影響　* 富田瑞樹（東京情報大），菅野洋（東北緑化環境保全），
平吹喜彦（東北学院大），原慶太郎（東京情報大）

P2-158 　地域住民の被害防除行動がニホンザルの集落出没
頻度に与える影響の空間的分析　* 上田羊介（神戸大・農） 
清野未恵子（神戸大院・発達） 長野宇規（神戸大院・農）

P2-159 　沿岸域の底生生物を死滅させる二枚貝マットと大
型海藻の堆積：局所空間形成パターンの抽出　* 山田勝雅
（水研セ・西海区），宮本 康（鳥取県・衛環研），中野 善（水研
セ・西海区），畠山恵介（鳥取県・衛環研）

P2-160 　ニホンアカガエルの遺伝的構造と景観要素との関
係　* 小林聡，阿部聖哉，富田基史，松木吏弓（電中研・生物）

P2-161 　明るい林や林縁の広がりが規定するクツワムシの
分布：都市近郊と山間部における分布変遷の違い　* 清川 
紘樹，宮下 直（東大・農）

P2-162 　UAV-SfMによる新植地の樹高計測　* 松浦俊也（森
林総研），中尾勝洋（森林総研），佐野真琴（森林総研），キョ
ウ浩（筑波大院）

P2-163 　半自然草原地表部の微粒炭等炭化物についての基
礎的研究　小椋純一（京都精華大・人文） 

P2-164 　縄文時代以降の森林生態系と人の移ろいー琵琶湖
地域における古生態学と考古学データの比較から　* 林 竜
馬（琵琶湖博），佐々木尚子（京都府大・生命環境），村上由美
子（京都大・総合博），瀬口眞司（滋賀県文化財保護協会）

P2-165 　名古屋市東部における戦後の緑地の変遷　* 中川祐
弥（三重大・生資），板谷明美（三重大院・生資），水野三正，
玉木一郎（岐阜県立森林文化アカデミー）  

遷 移 ・ 更 新

P2-166 　東北地方の津波浸水域に出現した湿生・水生植物
相の特徴　鈴木まほろ（岩手県立博物館）

P2-167 　都市林・熱田神宮林における林冠樹種の約40年
の変化　* 橋本啓史，松浦文香，多和加織，今川公揮（名城大・
農），長谷川泰洋（森林総研）

P2-168 　冷温帯二次林の SLA動態：Chronosequence、長
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期観察、形質データの統合　* 鈴木智之，平尾聡秀（東大・
秩父演）

P2-169 　ナラ枯れ後の海上の森のゆくえ－種子・実生群集
動態に着目して－　* 渡辺直登，岡田知也，大谷奏恵，中川
弥智子（名大院生命農）

P2-170 　北方林における優占針葉樹3種の肥大生長に関す
る樹種特性　* 西村尚之，菊池明日香（群馬大・社会情報），
赤路康朗（岡大院・環境生命），原登志彦，隅田明洋，長谷川成明，
小野清美（北大・低温研），加藤京子（大沼流山森づくりＮＷ），
坂本圭児（岡大院・環境生命），松井淳（奈教大），真鍋徹（北
九州自歴博），鈴木智之（東大・秩父演）

P2-171 　高木限界の上昇に対する気候変動の影響と将来予
測　* 岩井康平（東北大学・生命），小黒芳生，高野宏平，中静
透

P2-172 　小笠原諸島・父島列島における外来植物駆除後の
植生変化－大規模な面的駆除の成果と課題－　* 村尾未奈，
相川真一，丸山文彦（日本森林技術協会），東京都小笠原支庁
土木課

P2-173 　大雨による斜面崩壊の跡地における冷温帯林構成
樹種の更新初期過程　* 野口麻穂子（森林総研東北），杉田久
志（森林総研四国），岡本隆（森林総研東北），高橋利彦（木工
舎ゆい），篠宮佳樹（森林総研東北）

P2-174 　北海道渡島駒ヶ岳における 1996年から 2015
年までの植生変化　露崎史朗（ｊ北大・院地球環境）

P2-175 　アフリカ熱帯山地雨林の拡大過程における止まり
木効果の重要性　藤田知弘 /京都大大学院

P2-176 　スギ林に生育する木本種の種子散布と埋土種子集
団の形成　山瀬敬太郎，藤堂千景，伊東康人（兵庫農技総セ）

P2-177 　How large do soil properties differ according to 
combination of disturbance intensity and topographic 
locations? : Implication for natural regeneration practices
　*Yamazaki, H. (Hokkaido Univ.), Fukuzawa, K. (Hokkaido 
Univ.), Kobayashi, M. (Hokkaido Univ.), Yoshida, T. (Hokkaido 
Univ.)

P2-178 　Tropcial peat swamp exploitation changes 
phenology of tree species and seed predators' activity　
Tetsuya Shimamura (Ehime Univ.), Poesie S. Erna (Palangka 
Raya Univ.) and Ikuo Ninomiya (Ehime Univ.)

P2-179 　シカ被害地に設置した1ha柵における植栽8年後
の樹木の定着と成長　川嶋 淳史・* 永松 大（鳥取大・地域環境）

P2-180 　千歳川遊水地群における施工後初期の植生遷移
　* 小林慶子，森本淳子，古川泰人，中村太士（北大院・農）
P2-181 　ヒノキ人工林における列状間伐1年後の下層植生
の種特性と動態　 * 渡邉仁志，片桐奈々，岡本卓也（岐阜県
森林研）

P2-182 　宮城県沿岸における大津波後の海浜植生の再生過
程　* 岡浩平（広島工大・環境），平吹喜彦（東北学院大・教養）  

動物と植物の相互関係

P2-183 　高山帯と低地帯（里草地）で訪花昆虫相・送粉効
率は異なるのか？　* 日下石碧（神戸大院・人間発達環境），
丑丸敦史（神戸大院・人間発達環境），石井博（富山大・理）

P2-184 　送粉者機能群多様性と送粉ネットワーク構造の関
係　* 丑丸敦史，平岩将良（神戸大・人間発達環境）

P2-185 　低い送粉者の機能的多様性が形態のミスマッチを
引き起こす　* 平岩将良，丑丸敦史（神戸大学・人間発達環境）

P2-186 　双翅目媒花の見過されたシンドローム：黒赤色花
の適応的意義　望月昂 / 生態研，川北篤 /生態研

P2-187 　果実食哺乳類による果実の持ち去り量の推定　* 小
池伸介（東京農工大）

P2-188 　アメイロアリの種子散布には方向性が見られる
か？　櫻木美里，今村彰生 *（北教大旭川）

P2-189 　ツキノワグマが 9年間に作った小規模林冠ギャ
ップは階層別の植生構造にどのような変化をもたらした
か？　* 高橋一秋（長野大・環境ツーリズム），高橋香織（被
災地里山救済・地域性苗木生産ネットワーク），吉田英正（長
野大・環境ツーリズム）

P2-190 　三輪明神摂社三枝祭の御神花ササユリの花香とリ
ーフワックスの機能　岩佐郁，近藤陽香，* 秋野順治（京都
工芸繊維大学），柳川綾（京都大学），梶山慎一郎，瀧川義浩（近
畿大学），荒井滋（大神神社）

P2-191 　脂肪酸組成分析による土壌動物の摂食物評価：ド
ウガネブイブイ幼虫を用いた実験環境下での検討　* 角田
智詞 1，鈴木準一郎 2，金子信博 1（1 横国大・院・環境情報，
2首都大・院・理工）

P2-192 　ハイイロチョッキリの枝切り行動とブナ科樹木の
新梢伸長および繁殖の関係　* 平山大輔，岡田峰尚（三重大・
教育），名波哲，伊東明（大阪市大院・理）

P2-193 　左右相称花はどれほど左右対称か？ : オクトリカブ
トの花形質と蜜量の花内・花間バラつき　板垣智之・安藤
美咲・酒井聡樹（東北大・院・生命）

P2-194 　イラクサの刺毛形質における世代間エピジェネテ
ィック遺伝の可能性　* 加藤禎孝 a d，石田清 b，菊地淳一 c，
鳥居春己 d（a: 岩手大院連合農学研，b: 弘前大農学生命科，c: 
奈教大教育，d: 奈教大自然環境教育センター）

P2-195 　樹木の葉の糖濃度と葉食動物の嗜好性　* 伊藤睦実，
林文男（首都大・生命）

P2-196 　カンコノキ絶対送粉共生系における非共生性ハナ
ホソガの進化　* 古川沙央里，川北篤（京大・生態研）

P2-197 　捕食者と植食者が植物の形質を介して節足動物群
集に与える間接効果　* 平野滋章（京大生態研），大串隆之（京
大生態研）

P2-198 　二次林ではなぜカシノナガキクイムシに穿孔され
ても生き残る木が多いのか　* 山崎理正，Pham Duy Long（京
大院・農），伊東康人（兵庫農技総セ），安藤信（京大フィール
ド研）

P2-199 　新芽が赤いのはなぜか：警告色仮説と隠蔽色妨害
仮説の検証　* 井出純哉，平野正樹（久工大・工・教育）

P2-200 　ナラ枯れ被害量の推移と分布拡大様式は森林の広
域的な分布パターンで説明できるか　* 伊東康人（兵庫農技
総セ），山崎理正（京大院・農）

P2-201 　葉への食害がミズヒキの成長・種子繁殖に与える
影響　野中剛，中山椋希，佐藤泰介，古谷祐平，* 石崎智美（新
潟大・院・自然研）

P2-202 　北限マングローブ林における食物網構造；生産者
は？一次消費者は？　* 山本智子（鹿児島大水産），白澤大樹
（鹿児島大学院水産），鹿野翔太（鹿児島大水産），山中寿朗（岡
山大院自然科学）

P2-203 　The effects of N fertilization on plant-herbivory 
interaction across tree diversity gradients　*LEE, J., 
Nakamura, M., Hiura, T. (Hokkaido Univ.)  
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進 化

P2-204 　海洋酸性化による巻貝の貝殻形成への影響　* 清水
啓介，木元克典（海洋研究開発機構）

P2-205 　葉形状の3D表面データからの再構築と幾何学的
解析　野下浩司（東京大・農）

P2-206 　アズキゾウムシによる G matrix を用いた繁殖と寿
命のトレードオフの検証　柳真一（九大・博）

P2-207 　種間相互作用が駆動する病原菌の進化動態変化
　* 山本京祐，草田裕之，鎌形洋一，玉木秀幸（産総研・生物プ
ロセス）

P2-208 　捕食リスクはメスの角の進化を促すのか：ウシ科
における系統種間比較　* 原野智広，沓掛展之（総研大・先
導研）

P2-209 　ヤスデ類における種分化とミュラー型擬態を含む
警告色の多様化　* 田辺 力（熊本大・教育），本間 淳（琉大・
農），持田浩治（慶應大・経済），P. Marek（ヴァージニア工科大・
昆虫），曽田貞滋（京大・院理），桑原保正（富山県大・生工科・
生工研セ ; JST, ERATO）

P2-210 　表現型可塑性の種内変異：動物プランクトンの誘
導防衛から考える　* 永野真理子（東大・総合文化），吉田丈
人（東大・総合文化）

P2-211 　ミスミソウの種内多型はどのような歴史的背景で
生まれたか：RAD-Seqによるゲノミック系統地理　* 岩崎
貴也（京大・生態研），永野惇（龍谷大・農，JSTさきがけ，京大・
生態研），工藤洋（京大・生態研）

P2-212 　スニーカー雄はいかにして生まれるのか：
Does cryptic variation induce the divergence of male-
dimorphism?　* 長谷和子（東大院・総合文化）

P2-213 　ミツバツツジ節3種の交雑帯における遺伝構造
　* 菊地賢，渡邊定元
P2-214 　東アジア島嶼間におけるベンガルヤマネコの採餌
生態と頭骨形態変異　中西 希 *，伊澤雅子

P2-215 　When hybridization facilitate or inhibit adaptive 
diversification? Simulation of adaptive radiation in a hybrid 
zone.　*Kotaro Kagawa, Gaku Takimoto（Univ. Tokyo）

P2-216 　キイロショウジョウバエにおける寄生蜂抵抗性の
ゲノムワイド関連解析　* 滝ヶ平智博（岡大・環境生命），山
下晋平（岡大・農），高橋一男（岡大・環境生命）

P2-217 　NGSを利用したチシマザサのジェネット内 SNP
ｓ変異　岡野邦宏（秋田県立大），松尾歩（首都大），蒔田明史（秋
田県立大），鈴木準一郎（首都大），陶山佳久（東北大学），* 井
上みずき（秋田県立大）

P2-218 　「RNA-Seqによる鱗食魚の利きの発現に関わる脳
内遺伝子の探索　* 竹内勇一（富山大・医），北野潤（遺伝研），
石川麻乃（遺伝研），小田洋一（名古屋大・理）

P2-219 　エゾサンショウウオにおける表現型可塑性の地域
集団比較　* 松波雅俊（北大・地球環境），北野潤（遺伝研・
生態遺伝），岸田治（北大・FSC），道前洋史（北里大・薬），
三浦徹（北大・地球環境），西村欣也（北大・水産）  

生 物 多 様 性

P2-220 　コンパクトな保護区の背景にある群集構造　* 竹中
明夫，石濱史子（国立環境研究所）

P2-221 　次世代シーケンサーを用いた生態調査と食性調査

　* 半田 佳宏，勝又 啓史，中島 章，布藤 聡，松平 崇弘（フ
ァスマック）

P2-222 　潮下帯最上部の生物多様性に対する転石の貢献度
　* 井坂友一（北大・FSC），仲岡雅裕（北大・厚岸）

P2-223 　ユスリカ多様性とため池環境との関係を解析する
-DNAバーコーディングと OTU区分 -　* 高村健二，上野隆
平，今藤夏子，奥田しおり，大林夏湖（国立環境研）

P2-224 　Claidentによるメタバーコーディング・環境 DNA
バーコーディング解析：ノイズ・キメラ除去法の改善と
分子同定用データベースの作成法　* 田辺晶史（水研セ・中
央水研）

P2-225 　日本のクスノキは外来種か？　* 亀山慶晃（東農大・
地域），古道潤（東農大・地域），Jingxiu Li（Kunming Inst. 
Bot.），Yen-Hsueh Tseng（Nat. Chung Hsing Univ.），鈴木貢
次郎（東農大・地域）

P2-226 　アジア・ヨーロッパ産ブナ属植物3種の根におけ
る真菌群のメタゲノム比較解析　正路淳也，大久保美咲，
* 伊藤元己

P2-227 　水辺の環境改善による水生生物の多様性の変化～
住友ベークライト（株）静岡工場のビオトープの事例～
　山田辰美（常葉大・社会環境），* 法月直也，関川文俊（富士
常葉大環防研），熊谷孝善，永野晃（住友ベークライト）

P2-228 　東アジア海域におけるケハダエボシの集団遺伝構
造　* 頼末武史 /北学・厚岸臨海実験所

P2-229 　Characteristics of the diverse vegetation on termite 
mounds in mopane woodland in north-western Namibia　
Chisato Yamashina, CAAS Kyoto University

P2-230 　断片化した広葉樹林における果実食鳥類の種数・
個体数を規定する要因： 季節および鳥類機能群による違
い　* 吉川徹朗（森林総研），原澤翔太（環境省），新倉夏美，
小池伸介（東京農工大院），直江将司，正木隆（森林総研）

P2-231 　琵琶湖内にみられるコイの体形の地域間変異　渥
美圭佑 *，馬渕浩司，瀬能宏，井上広滋

P2-232 　斜面土砂移動地の未知なる地中生節足動物相：多
様性と生息地特異性　* 小粥隆弘，長澤亮，田中健太（筑波大・
菅平セ）

P2-233 　水田生態系における植物群落の種多様性に与える
影響　* 楠本良延（農環研）

P2-234 　亜寒帯林における植物－植食性昆虫－寄生蜂の
群集構造解析　* 阿部永（千葉大学大学院理学研究科），福
島宏晟（千葉大学大学院理学研究科），阿部智和（東京大学
大 学 院 ），Rajesh Kumar（Central Muga Eri Research and 
Training Institute），Martin Volf（チェコ科学アカデミー），
Martin Libra（チェコ科学アカデミー），鎌田直人（東京大学），
Vojtech Novotny（チェコ科学アカデミー），村上正志（千葉大
学大学院理学研究科）

P2-235 　魚類絶対寄生者ウオノエ科等脚類の系統と寄生様
式の多様化　* 曽我部篤（弘前大 ･農学生命），川西亮太（北
大 ･地球環境），畑啓生（愛媛大 ･理工）

P2-236 　温暖化による海藻のレンジシフトへの海流の輸送・
障壁効果　* 熊谷直喜，山野博哉，GARCÍA MOLINOS, Jorge
（国環研），髙尾信太郎，藤井賢彦，山中康裕（北大・地環研） 

P2-237 　極相林では、鳥の種数は多いか少ないか？―和歌
山県における鳥類相の林相間比較　岩本二郎（和歌山県立
自然博物館）

P2-238 　河川希少生物カワシンジュガイはカエルの越冬環
境を創出するか？　三浦一輝（北大院環境科学院），渡辺の
ぞみ（同），根岸淳二郎（北大院地球環境科学研究院）
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P2-239 　コンブ目の重要海域の選定　－その多様性・将来
分布予測をもとに－　* 渡辺健太郎（北大・厚岸），四ツ倉典
滋（北大・FSC），山北剛久（JAMSTEC），仲岡雅裕（北大・
厚岸）

P2-240#　Polypodシダ類における有性生殖種と無配生殖種
の多様性　* 田中崇行（信州大），Li-Yaung Kuo（National 
Taiwan Univ.），Dirk Nikolaus Karger（Univ. Zurich）

P2-241 　霊長類の種間交雑群における形態的・遺伝的変異
　* 伊藤毅（琉大・医）・川本芳・濱田穣・若森参（京大・霊長
研）・木村亮介（琉大・医）

P2-242 　霞ケ浦の環境 DNAから検出される生物多様性にフ
ィルター濾過が与える影響　* 今藤夏子，中川惠，松崎慎一
郎（国立環境研・生物セ），伊藤洋（総研大）

P2-243 　石垣島マングローブ河口域の底質特性と海草藻場
分布　* 寺田一美（東海大・工），橋本真佑（東海大・工）

P2-244 　景観区分に着目した新しい生物多様性地域戦略の
可能性　増澤直 *，荒尾章子，Chen Siew Fong，彦坂洋信（株
式会社地域環境計画）

P2-245 　形態的類似度の高い東南アジア産クスノキ科タブ
ノキ属の ITS配列を利用した種識別　* 間瀬慶子，田金秀一
郎，遠山弘法，矢原徹一  

数 理

P2-246 　Fixation probability in a haploid-diploid population

　*Kazuhiro Bessho (Univ. British Columbia/JSPS), Sarah P. 
Otto (Univ. British Columbia)

P2-247 　生物群集の固有値問題を解くことで説明する「食
う－食われるもの」の間の相利　笠井 敦（国立環境研）

P2-248 　歪んでいない形質空間は無い：局所的平坦化によ
る適応進化の記述　* 伊藤洋，佐々木顕（総研大・先導研）

P2-249 　森林動態モデルの非現実化と計算簡約性：＜空間
明示型モデル→ギャップモデル→平均場モデル＞の統計
的性質　中河嘉明（国立環境研究所），伊藤昭彦（国立環境研
究所），横沢正幸（静岡大学），原登志彦（北海道大学）

P2-250 　回遊性生物の資源管理と有効利用に関する考察　
岩田繁英

P2-251 　遊牧における 4種（草本・灌木・ヒツジ・ヤギ）
関係の動態と最適管理　山村則男（同志社・文化情報）

P2-252 　中心回帰的な行動プロセスを組み込んだ標識再捕
獲モデル　* 深澤圭太（国立環境研究所），東出大志（早稲田大・
人間科学）

P2-253 　老齢樹とツノゴケとシアノバクテリアで創る有限
の生態系の理論生態学的研究 I　* 藤尾昭弘，大西 勇（広島
大学（理）数理分子）

P2-254 　生産者の構造の違いによる物質循環を通した生態
系機能への影響　福井眞（早稲田大・人科）  

動 物 群 集

P2-255 　横浜市内における止水性水生昆虫相の特徴につい
て　佐野真吾 *・吉崎真司 東京都市大学

P2-256 　環境 DNA 解析用ユニバーサルプライマー’
MiFish’を用いた広域河川魚類相調査　* 中川光（広島大），
源利文（神戸大），山本哲史（神戸大），佐藤行人（東北大），
宮正樹（千葉中央博）

P2-257 　新規干潟仙台湾東谷地干潟におけるマクロベント

スの時空間変動に及ぼす環境要因　* 柚原剛（東北大院・生
命），尾崎隼斗（東北大・理），鈴木孝男，占部城太郎（東北大院・
生命）

P2-258 　千曲川中流域における魚類の資源利用パターン
　* 北野聡（長野環保研），小西繭（信州大・理），田崎伸一（有・
エコシス），矢澤諒人（信州大・理）

P2-259 　アフリカ熱帯林における自動撮影カメラを用い
た偶蹄類の密度・バイオマス推定　* 中島啓裕（日大・生
物資源），本郷峻（京大・理），Akomo-Okoue E.F.（IRET），
Nguelet, F.L.（IRET）

P2-260 　奄美大島におけるトンボ相と景観構造との関係
　* 境 優（中央大・理工），須田真一（中央大・理工），桶田太一（中
央大・理工），鷲谷いづみ（中央大・理工）

P2-261 　2011年大津波後の内湾における底生多毛類群集
の回復過程　* 阿部博和（水研セ東北水研），小林元樹（東大
院新領域），大越和加（東北大院農）

P2-262 　種内競争と種間競争のトレードオフ構造がもたら
す多種共存メカニズム　小林和也（京大院・農・昆虫生態）

P2-263 　小型回遊性淡水魚の群集構造と空間スケール　満
尾世志人（新潟大・CTER）

P2-264 　地球温暖化とそれに伴う湖底の貧酸素化が琵琶湖
深水層のベントス群集に与える影響の評価　* 酒井陽一郎
（琵環研セ），小板橋忠俊（京大生態研），柴田淳也（広島大学），
岡野淳一（京大生態研），谷内茂雄（京大生態研），中野伸一（京
大生態研），奥田昇（総合地球研）

P2-265 　北海道の落葉広葉樹林における地表徘徊性甲虫類
の活動性と気象要因の関係　丹羽 慈（自然研）

P2-266 　撹乱によるブナの形態変化が土壌動物のハビタッ
トを増加させる　* 吉田智弘（東京農工大・農）

P2-267 　仙台市沿岸部水田域の津波後の鳥類生息状況　平
泉秀樹（南蒲生モニタリングネット）

P2-268 　日本の河川における魚類群集と攪乱レジームとの
関係性　* 川西亮太（北大院・地球環境），吉村研人，渡辺裕也，
三宅洋，井上幹生（愛媛大院・理工），赤坂卓美（帯広畜大）

P2-269 　東南アジア熱帯雨林における一斉結実期に出現す
る種子食性昆虫群集構造の超年変動　* 浅野 郁（京大・人
環），中川弥智子（名大・生命農），竹内やよい（国環研），酒
井章子（京大・生態研），市岡孝朗（京大・人環）

P2-270 　Genetic Variation in the Ripirian Foundation 

Tree Predicts Arthropod Community Structure in Wild　
*KAGIYA, Shinnosuke (Graduate School of Environmental 
Science, Hokkaido Univ.), UTSUMI, Shunsuke (Field Science 
Center for Northern Biosphere, Hokkaido Univ.)

P2-271 　How insects act adaptively in a tree canopy? 

Reciprocal interactions between contemporary evolution 

and community dynamics know an answer.　*Onodera, H. 
(Hokkaido Univ.), Yasugi, M. (NIBB), Kudoh, H. (CER, Kyoto 
Univ.), Nagano, A. (Ryukoku Univ.), Utsumi, S. (FSC, Hokkaido 
Univ.)

P2-272 　マダガスカルの流水性おたまじゃくしの食性の多
様性　* 夏原由博，RAMAMONJISOA Noelicant  

動 物 繁 殖

P2-273 　ミドリイシ雑種体の繁殖特性の違いによる種分化
と交配隔離両立の可能性　* 磯村尚子（沖縄高専・生物資源），
岩尾研二（阿嘉島臨海），守田昌哉（琉球大・熱生圏），深見裕
伸（宮崎大・農）
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進 化

P2-204 　海洋酸性化による巻貝の貝殻形成への影響　* 清水
啓介，木元克典（海洋研究開発機構）

P2-205 　葉形状の3D表面データからの再構築と幾何学的
解析　野下浩司（東京大・農）

P2-206 　アズキゾウムシによる G matrix を用いた繁殖と寿
命のトレードオフの検証　柳真一（九大・博）

P2-207 　種間相互作用が駆動する病原菌の進化動態変化
　* 山本京祐，草田裕之，鎌形洋一，玉木秀幸（産総研・生物プ
ロセス）

P2-208 　捕食リスクはメスの角の進化を促すのか：ウシ科
における系統種間比較　* 原野智広，沓掛展之（総研大・先
導研）

P2-209 　ヤスデ類における種分化とミュラー型擬態を含む
警告色の多様化　* 田辺 力（熊本大・教育），本間 淳（琉大・
農），持田浩治（慶應大・経済），P. Marek（ヴァージニア工科大・
昆虫），曽田貞滋（京大・院理），桑原保正（富山県大・生工科・
生工研セ ; JST, ERATO）

P2-210 　表現型可塑性の種内変異：動物プランクトンの誘
導防衛から考える　* 永野真理子（東大・総合文化），吉田丈
人（東大・総合文化）

P2-211 　ミスミソウの種内多型はどのような歴史的背景で
生まれたか：RAD-Seqによるゲノミック系統地理　* 岩崎
貴也（京大・生態研），永野惇（龍谷大・農，JSTさきがけ，京大・
生態研），工藤洋（京大・生態研）

P2-212 　スニーカー雄はいかにして生まれるのか：
Does cryptic variation induce the divergence of male-
dimorphism?　* 長谷和子（東大院・総合文化）

P2-213 　ミツバツツジ節3種の交雑帯における遺伝構造
　* 菊地賢，渡邊定元
P2-214 　東アジア島嶼間におけるベンガルヤマネコの採餌
生態と頭骨形態変異　中西 希 *，伊澤雅子

P2-215 　When hybridization facilitate or inhibit adaptive 
diversification? Simulation of adaptive radiation in a hybrid 
zone.　*Kotaro Kagawa, Gaku Takimoto（Univ. Tokyo）

P2-216 　キイロショウジョウバエにおける寄生蜂抵抗性の
ゲノムワイド関連解析　* 滝ヶ平智博（岡大・環境生命），山
下晋平（岡大・農），高橋一男（岡大・環境生命）

P2-217 　NGSを利用したチシマザサのジェネット内 SNP
ｓ変異　岡野邦宏（秋田県立大），松尾歩（首都大），蒔田明史（秋
田県立大），鈴木準一郎（首都大），陶山佳久（東北大学），* 井
上みずき（秋田県立大）

P2-218 　「RNA-Seqによる鱗食魚の利きの発現に関わる脳
内遺伝子の探索　* 竹内勇一（富山大・医），北野潤（遺伝研），
石川麻乃（遺伝研），小田洋一（名古屋大・理）

P2-219 　エゾサンショウウオにおける表現型可塑性の地域
集団比較　* 松波雅俊（北大・地球環境），北野潤（遺伝研・
生態遺伝），岸田治（北大・FSC），道前洋史（北里大・薬），
三浦徹（北大・地球環境），西村欣也（北大・水産）  

生 物 多 様 性

P2-220 　コンパクトな保護区の背景にある群集構造　* 竹中
明夫，石濱史子（国立環境研究所）

P2-221 　次世代シーケンサーを用いた生態調査と食性調査

　* 半田 佳宏，勝又 啓史，中島 章，布藤 聡，松平 崇弘（フ
ァスマック）

P2-222 　潮下帯最上部の生物多様性に対する転石の貢献度
　* 井坂友一（北大・FSC），仲岡雅裕（北大・厚岸）

P2-223 　ユスリカ多様性とため池環境との関係を解析する
-DNAバーコーディングと OTU区分 -　* 高村健二，上野隆
平，今藤夏子，奥田しおり，大林夏湖（国立環境研）

P2-224 　Claidentによるメタバーコーディング・環境 DNA
バーコーディング解析：ノイズ・キメラ除去法の改善と
分子同定用データベースの作成法　* 田辺晶史（水研セ・中
央水研）

P2-225 　日本のクスノキは外来種か？　* 亀山慶晃（東農大・
地域），古道潤（東農大・地域），Jingxiu Li（Kunming Inst. 
Bot.），Yen-Hsueh Tseng（Nat. Chung Hsing Univ.），鈴木貢
次郎（東農大・地域）

P2-226 　アジア・ヨーロッパ産ブナ属植物3種の根におけ
る真菌群のメタゲノム比較解析　正路淳也，大久保美咲，
* 伊藤元己

P2-227 　水辺の環境改善による水生生物の多様性の変化～
住友ベークライト（株）静岡工場のビオトープの事例～
　山田辰美（常葉大・社会環境），* 法月直也，関川文俊（富士
常葉大環防研），熊谷孝善，永野晃（住友ベークライト）

P2-228 　東アジア海域におけるケハダエボシの集団遺伝構
造　* 頼末武史 /北学・厚岸臨海実験所

P2-229 　Characteristics of the diverse vegetation on termite 
mounds in mopane woodland in north-western Namibia　
Chisato Yamashina, CAAS Kyoto University

P2-230 　断片化した広葉樹林における果実食鳥類の種数・
個体数を規定する要因： 季節および鳥類機能群による違
い　* 吉川徹朗（森林総研），原澤翔太（環境省），新倉夏美，
小池伸介（東京農工大院），直江将司，正木隆（森林総研）

P2-231 　琵琶湖内にみられるコイの体形の地域間変異　渥
美圭佑 *，馬渕浩司，瀬能宏，井上広滋

P2-232 　斜面土砂移動地の未知なる地中生節足動物相：多
様性と生息地特異性　* 小粥隆弘，長澤亮，田中健太（筑波大・
菅平セ）

P2-233 　水田生態系における植物群落の種多様性に与える
影響　* 楠本良延（農環研）

P2-234 　亜寒帯林における植物－植食性昆虫－寄生蜂の
群集構造解析　* 阿部永（千葉大学大学院理学研究科），福
島宏晟（千葉大学大学院理学研究科），阿部智和（東京大学
大 学 院 ），Rajesh Kumar（Central Muga Eri Research and 
Training Institute），Martin Volf（チェコ科学アカデミー），
Martin Libra（チェコ科学アカデミー），鎌田直人（東京大学），
Vojtech Novotny（チェコ科学アカデミー），村上正志（千葉大
学大学院理学研究科）

P2-235 　魚類絶対寄生者ウオノエ科等脚類の系統と寄生様
式の多様化　* 曽我部篤（弘前大 ･農学生命），川西亮太（北
大 ･地球環境），畑啓生（愛媛大 ･理工）

P2-236 　温暖化による海藻のレンジシフトへの海流の輸送・
障壁効果　* 熊谷直喜，山野博哉，GARCÍA MOLINOS, Jorge
（国環研），髙尾信太郎，藤井賢彦，山中康裕（北大・地環研） 

P2-237 　極相林では、鳥の種数は多いか少ないか？―和歌
山県における鳥類相の林相間比較　岩本二郎（和歌山県立
自然博物館）

P2-238 　河川希少生物カワシンジュガイはカエルの越冬環
境を創出するか？　三浦一輝（北大院環境科学院），渡辺の
ぞみ（同），根岸淳二郎（北大院地球環境科学研究院）
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P2-239 　コンブ目の重要海域の選定　－その多様性・将来
分布予測をもとに－　* 渡辺健太郎（北大・厚岸），四ツ倉典
滋（北大・FSC），山北剛久（JAMSTEC），仲岡雅裕（北大・
厚岸）

P2-240#　Polypodシダ類における有性生殖種と無配生殖種
の多様性　* 田中崇行（信州大），Li-Yaung Kuo（National 
Taiwan Univ.），Dirk Nikolaus Karger（Univ. Zurich）

P2-241 　霊長類の種間交雑群における形態的・遺伝的変異
　* 伊藤毅（琉大・医）・川本芳・濱田穣・若森参（京大・霊長
研）・木村亮介（琉大・医）

P2-242 　霞ケ浦の環境 DNAから検出される生物多様性にフ
ィルター濾過が与える影響　* 今藤夏子，中川惠，松崎慎一
郎（国立環境研・生物セ），伊藤洋（総研大）

P2-243 　石垣島マングローブ河口域の底質特性と海草藻場
分布　* 寺田一美（東海大・工），橋本真佑（東海大・工）

P2-244 　景観区分に着目した新しい生物多様性地域戦略の
可能性　増澤直 *，荒尾章子，Chen Siew Fong，彦坂洋信（株
式会社地域環境計画）

P2-245 　形態的類似度の高い東南アジア産クスノキ科タブ
ノキ属の ITS配列を利用した種識別　* 間瀬慶子，田金秀一
郎，遠山弘法，矢原徹一  

数 理

P2-246 　Fixation probability in a haploid-diploid population

　*Kazuhiro Bessho (Univ. British Columbia/JSPS), Sarah P. 
Otto (Univ. British Columbia)

P2-247 　生物群集の固有値問題を解くことで説明する「食
う－食われるもの」の間の相利　笠井 敦（国立環境研）

P2-248 　歪んでいない形質空間は無い：局所的平坦化によ
る適応進化の記述　* 伊藤洋，佐々木顕（総研大・先導研）

P2-249 　森林動態モデルの非現実化と計算簡約性：＜空間
明示型モデル→ギャップモデル→平均場モデル＞の統計
的性質　中河嘉明（国立環境研究所），伊藤昭彦（国立環境研
究所），横沢正幸（静岡大学），原登志彦（北海道大学）

P2-250 　回遊性生物の資源管理と有効利用に関する考察　
岩田繁英

P2-251 　遊牧における 4種（草本・灌木・ヒツジ・ヤギ）
関係の動態と最適管理　山村則男（同志社・文化情報）

P2-252 　中心回帰的な行動プロセスを組み込んだ標識再捕
獲モデル　* 深澤圭太（国立環境研究所），東出大志（早稲田大・
人間科学）

P2-253 　老齢樹とツノゴケとシアノバクテリアで創る有限
の生態系の理論生態学的研究 I　* 藤尾昭弘，大西 勇（広島
大学（理）数理分子）

P2-254 　生産者の構造の違いによる物質循環を通した生態
系機能への影響　福井眞（早稲田大・人科）  

動 物 群 集

P2-255 　横浜市内における止水性水生昆虫相の特徴につい
て　佐野真吾 *・吉崎真司 東京都市大学

P2-256 　環境 DNA 解析用ユニバーサルプライマー’
MiFish’を用いた広域河川魚類相調査　* 中川光（広島大），
源利文（神戸大），山本哲史（神戸大），佐藤行人（東北大），
宮正樹（千葉中央博）

P2-257 　新規干潟仙台湾東谷地干潟におけるマクロベント

スの時空間変動に及ぼす環境要因　* 柚原剛（東北大院・生
命），尾崎隼斗（東北大・理），鈴木孝男，占部城太郎（東北大院・
生命）

P2-258 　千曲川中流域における魚類の資源利用パターン
　* 北野聡（長野環保研），小西繭（信州大・理），田崎伸一（有・
エコシス），矢澤諒人（信州大・理）

P2-259 　アフリカ熱帯林における自動撮影カメラを用い
た偶蹄類の密度・バイオマス推定　* 中島啓裕（日大・生
物資源），本郷峻（京大・理），Akomo-Okoue E.F.（IRET），
Nguelet, F.L.（IRET）

P2-260 　奄美大島におけるトンボ相と景観構造との関係
　* 境 優（中央大・理工），須田真一（中央大・理工），桶田太一（中
央大・理工），鷲谷いづみ（中央大・理工）

P2-261 　2011年大津波後の内湾における底生多毛類群集
の回復過程　* 阿部博和（水研セ東北水研），小林元樹（東大
院新領域），大越和加（東北大院農）

P2-262 　種内競争と種間競争のトレードオフ構造がもたら
す多種共存メカニズム　小林和也（京大院・農・昆虫生態）

P2-263 　小型回遊性淡水魚の群集構造と空間スケール　満
尾世志人（新潟大・CTER）

P2-264 　地球温暖化とそれに伴う湖底の貧酸素化が琵琶湖
深水層のベントス群集に与える影響の評価　* 酒井陽一郎
（琵環研セ），小板橋忠俊（京大生態研），柴田淳也（広島大学），
岡野淳一（京大生態研），谷内茂雄（京大生態研），中野伸一（京
大生態研），奥田昇（総合地球研）

P2-265 　北海道の落葉広葉樹林における地表徘徊性甲虫類
の活動性と気象要因の関係　丹羽 慈（自然研）

P2-266 　撹乱によるブナの形態変化が土壌動物のハビタッ
トを増加させる　* 吉田智弘（東京農工大・農）

P2-267 　仙台市沿岸部水田域の津波後の鳥類生息状況　平
泉秀樹（南蒲生モニタリングネット）

P2-268 　日本の河川における魚類群集と攪乱レジームとの
関係性　* 川西亮太（北大院・地球環境），吉村研人，渡辺裕也，
三宅洋，井上幹生（愛媛大院・理工），赤坂卓美（帯広畜大）

P2-269 　東南アジア熱帯雨林における一斉結実期に出現す
る種子食性昆虫群集構造の超年変動　* 浅野 郁（京大・人
環），中川弥智子（名大・生命農），竹内やよい（国環研），酒
井章子（京大・生態研），市岡孝朗（京大・人環）

P2-270 　Genetic Variation in the Ripirian Foundation 

Tree Predicts Arthropod Community Structure in Wild　
*KAGIYA, Shinnosuke (Graduate School of Environmental 
Science, Hokkaido Univ.), UTSUMI, Shunsuke (Field Science 
Center for Northern Biosphere, Hokkaido Univ.)

P2-271 　How insects act adaptively in a tree canopy? 

Reciprocal interactions between contemporary evolution 

and community dynamics know an answer.　*Onodera, H. 
(Hokkaido Univ.), Yasugi, M. (NIBB), Kudoh, H. (CER, Kyoto 
Univ.), Nagano, A. (Ryukoku Univ.), Utsumi, S. (FSC, Hokkaido 
Univ.)

P2-272 　マダガスカルの流水性おたまじゃくしの食性の多
様性　* 夏原由博，RAMAMONJISOA Noelicant  

動 物 繁 殖

P2-273 　ミドリイシ雑種体の繁殖特性の違いによる種分化
と交配隔離両立の可能性　* 磯村尚子（沖縄高専・生物資源），
岩尾研二（阿嘉島臨海），守田昌哉（琉球大・熱生圏），深見裕
伸（宮崎大・農）
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P2-274 　グッピーとカダヤシにおける共食いおよびギルド
内捕食の回避戦略　* 鶴井香織（琉大・戦略セ），辻和希，鈴
木貴大（琉大・農）

P2-275 　ヨツボシモンシデムシの発声行動　岸田 竜 佐大農
P2-276 　イチジクコバチのオスの花のうからの脱出　木下
智章（佐賀大・農），Jaco Greeff（Univ. of Pretoria）

P2-277 　the reproductive ability of male neotenics in Asian 
dry-wood termite, N. koshunensis .　*Miyaguni, Y. (JSPS 
Research Fellow, Kyoto Univ.), Kobayashi, K. (JSPS Research 
Fellow, Kyoto Univ.)  

動 物 個 体 群

P2-278 　MIG-seqを用いた集団遺伝学的解析：動物プラン
クトンへの適用　* 牧野渡（東北大院・生命），松木悠（東北
大院・農），陶山佳久（東北大院・農），占部城太郎（東北大院・
生命）

P2-279 　海水温の変動がマイワシの産卵場形成に与える影
響　古市 生 *・安田 十也・黒田 啓行・依田 真里・福若 雅章（水
研センター・西海区水研）

P2-280 　サキグロタマツメタ（Euspira fortunei）集団の人
為移動履歴を遺伝的構造から探る　* 大槻朝（東北大・生命），
鈴木孝男（東北大・生命），木下今日子（岩手大・三陸復興），
金谷弦（国環研・地域環境），冨山毅（広島大・生物圏），牧野
渡（東北大・生命），佐藤慎一（静岡大・理），大越健嗣（東邦大・
理），占部城太郎（東北大・生命）

P2-281 　複数の植物指標種を用いたニホンジカの生息密度
評価　* 稲富佳洋（道総研環境研）・宇野裕之（道総研環境研）・
長 雄一（道総研環境研）・上野真由美（道総研環境研）・明石信
廣（道総研林試）

P2-282 　サイズ依存共食いが及ぼす新規加入個体群への影
響―捕食効・非捕食の相対的効果―　岡野淳一（京大・生
態研セ）

P2-283 　北海道の森林環境におけるライントランセクト法
を用いたニホンジカ個体群密度の推定　* 宇野裕之，上野真
由美，稲富佳洋，長 雄一（道総研環境研），明石信廣，雲野 明，
南野一博（道総研林試）

P2-284 　ニホンミツバチ（Apis crane japonica）の遺伝的多
様性に影響する景観要因と遺伝構造　* 永光輝義，安田美香，
滝久智，岡部貴美子（森林総研），五箇公一（国環研）

P2-285 　Ghost of an egret colony　*Mashiko, M. (NIAES), 
Toquenaga, Y. (Univ. of Tsukuba)

P2-286 　ニホンジカ密度指標の再考　小平真佐夫（富士山研）
P2-287 　クローン系統の頻度変化：実験個体群におけるフ
ナの対捕食者形質の変化と生き残り　児玉紗希江（水研セ
ンター）*・箱山 洋（水研センター／東京海洋大）

P2-288 　奈良県高見川におけるアカザ（Liobagrus reini ）の
生息環境　* 鶴田哲也・山本健太郎・笹井聖将・安達祐貴（大
阪産大人間環境）

P2-289 　イモゾウムシ個体数密度の寄主植物による違い -ベ
イズ統計モデリングによる解析 -　* 本間 淳（琉球産経・沖
縄県防技センター），高倉耕一（滋賀県大・環境）

P2-290 　南九州フジツボ類の蔓脚への波当たりの影響　* 吉
田幸子・吉川朋子（玉川大）

P2-291 　御食事処 川鵜　～カワウが作り出すサギ類の採食
機会～　熊田那央（NPO法人バードリサーチ）

P2-292 　屋久島の低地・一次林と二次林における中大型哺

乳類の密度比較　* 杉浦秀樹（京都大・野生動物）
P2-293 　外洋性海鳥の体サイズの種内地理変異　* 山本誉士
（名大院・環境），河野裕美，水谷晃（東海大・沖セ），依田憲，
松本祥子（名大院・環境），河邊玲（長崎大・環東シナ海セ），
渡辺伸一（福山大），岡奈理子（山階鳥研），佐藤克文（東大大
気海洋研），山本麻希（長岡技大），須川恒（龍谷大），狩野清貴（網
野高校），塩見こずえ（極地研），米原善成（東大大気海洋研），
高橋晃周（極地研）

P2-294 　琵琶湖産スジエビの体組成の季節変化と季節移動
の関連について　  倩倩，* 石川 俊之

P2-295 　北米西海岸の外来ホソウミニナ個体群の移入経路
　* 伊藤萌（東大大気海洋研），三浦収（高知大総合研究セ），
小島茂明（東大大気海洋研）

P2-296 　捕食者－被食者系のカップリング：非対称的な競
争による安定化　* 稲葉優太，谷内茂雄（京大生態研）

P2-297 　生駒山におけるオオムラサキおよびゴマダラチョ
ウの越冬幼虫数の5年間の動態　藤井太基（近畿大農），三
日月茜（枚岡樟風高），澤畠拓夫（近畿大農），桜谷保之  

動 物 生 活 史

P2-298 　サクラマスの生活史分岐に対する遺伝性：ヤマメ
の子はヤマメ？　* 山本俊昭（日獣大），北西滋（岐阜大）

P2-299 　2014年日本海で同所的に採集されたカタクチイ
ワシとマイワシの食性　* 馬場孝，森本晴之，後藤常夫（水
研セ・日水研），南條暢聡（富山県農林水産部），尾田昌紀（鳥
取県水試），上野陽一郎（京都府農林水産技術センター海洋セ
ンター）

P2-300 　Life cycle of an endangered marine insect Halovelia 
septentrionalis  　*Ikawa, T., Nakazawa, A. (Morioka Univ.)

P2-301 　孵化直後の両生類幼生は溶存アミノ酸を体組織に
取り込む　* 片山昇，小林真，岸田治（北大・FSC）

P2-302 　エビヤドリムシの生活史を見直す：クリプトニス
クス幼生に寄生される宿主サイズから　* 伊谷行，前川愛子，
近藤佳澄，清水綾乃，上田いずみ，毛利幸村（高知大・教育），
久米洋（愛媛県水研セ），Y. Wardiatno，玉置昭夫（長崎大・水産）

P2-303 　Change in stable isotope ratios in the epidermal 
mucus of slow-growing fish　 *Maruyama, A., Tanahashi, 
E., Hirayama, T. (Ryukoku Univ.), Yonekura, R. (Gifu Pref. Res. 
Inst. Fish. Aquat. Envir.)  

行 動

P2-304 　タイリクモモンガの成長に伴う巣外活動時間の変
化：日中から夜間へ　鈴木 圭（水研セ 国際水研），嶌本 樹（岩
大院 連合農学），古川竜司，柳川 久（帯畜大）

P2-305 　ヒメボタルの発光数における時間変動と相関　小
西哲郎，中部大学工学部共通教育科

P2-306 　オオツノコクヌストモドキのメスにおける配偶者
選択の利益と交尾のコスト　清瀬勝也（岡山大・院・環境生
命），香月雅子（筑波大・生命環境系），洲崎雄（京大・院・理），
* 岡田賢祐（岡山大・院・環境生命）

P2-307 　タイワンエンマコオロギのオスは血縁関係にある
個体との闘争を控えるか？　鹿児島大・教育・生物

P2-308 　グッピーにおけるメスのパーソナリティと配偶者
選好性　* 佐藤綾（群馬大・教育）

P2-309 　テナガホンヤドカリのオスによる配偶相手の変更
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もしくは横恋慕　* 和田 哲，小黒 歩，守田安祐美，石原（安田）
千晶（北大・水産）

P2-310 　ゾンビディフェンスの効果　* 奥野正樹（岐大・応生・
昆虫生態），沖田一郎（岐大・連農・昆虫生態），土田浩治（岐大・
応生・昆虫生態）

P2-311 　微量元素ルビジウムを用いたイモゾウムシの交尾
経験の推定　* 熊野了州（帯畜大・昆虫生態），照屋清仁（沖
縄病害虫防技術セ），鶴井香織（琉大・戦略的研究セ），豊里哲
也（琉球産経）

P2-312 　コバネイナゴにみられる右利きでの交尾─その行
動と形態との関係　三浦玄太，* 藤山直之（山形大・理）

P2-313 　Bayesianスカウターで戦闘力を測定する　* 長谷川
克，沓掛展之（総研大・先導研）

P2-314 　ハゼ科魚類トウヨシノボリの雌は雄の質に応じて
婚姻色を変化させるのか？　* 高橋大輔，矢島花波（長野大・
環境ツーリズム）

P2-315 　ニホンミツバチとセイヨウミツバチにおけるアカ
リンダニに対するグルーミング行動の比較　* 坂本佳子（国
環研），前田太郎（生物研），芳山三喜雄（畜草研）

P2-316 　東南アジア熱帯雨林に生育する野生動物の人工
塩場への応答　* 太田彩菜（首都大・都市環境），安田雅俊
（森林総研・九州），保坂哲朗（首都大・都市環境），Mazlan 
Hashim（マレーシア工科大・INSTeG），沼田真也（首都大・
都市環境）

P2-317 　スズメにおける巣場所資源競争と胚の性特異的死
亡　* 加藤貴大（総研大・先導科学），酒井秀嗣（日本大学・歯），
佐藤恵（日本大学・歯），沓掛展之（総研大・先導科学）

P2-318 　他種のカエルと比較したツチガエルのにおい～皮
膚分泌物の GC/MS分析～　* 吉村友里（九大院・農），粕谷
英一（九大・理・生物）

P2-319 　日本周辺におけるウトウの越冬海域：日本海側・
太平洋側繁殖地の比較　* 高橋晃周（極地研），JB Thiebot（極
地研），綿貫豊（北大水産）

P2-320 　ユビナガホンヤドカリのオス間闘争：いつもハサ
ミが大事　* 石原（安田）千晶，古賀庸憲（和歌山大・教育）

P2-321 　野生ニホンザルの腸内細菌叢はどのように変動す
るのか　* 澤田晶子，栗原洋介，早川卓志（京都大・霊長研）

P2-322 　絶滅危惧淡水魚イトウの産卵遡上の特徴　* 福島
路 生（ 国 環 研 ），Rand, P.S.（Prince William Sound Science 
Center），水本寛基（北大），荒木仁志（北大）

P2-323 　生物の動画を博物館の標本として収蔵登録する試
みと想定される課題　* 石田 惣（大阪市立自然史博），中田
兼介（京都女子大），西 浩孝（豊橋市自然史博），藪田慎司（帝
京科学大）

P2-324 　単独性ハナバチの越夜における集団形成順序とそ
の意義―どの位置が最適な睡眠場所か―　* 横井智之，渡
辺守（筑波大・院・生命環境）

P2-325 　飼育下におけるアズマモグラの通路選択　* 岩井美
咲子，井出哲哉，横畑泰志（富山大・院・理工），氷見公一，
加茂川千枝（富山大，理）

P2-326 　ツキノワグマ行動圏の重複に個体間の血縁と食物
の利用可能性が与える影響　* 小坂井千夏（神奈川県立生命
の星・地球博・日本学術振興会特別研究員），原口拓也，根本唯，
中島亜美，小池伸介（東京農工大・農），大西尚樹（森林総研東北），
山﨑晃司（東京農大）

P2-327 　カタツムリの外傷的交尾：操作物質を送り込む量
と感受性　* 木村一貴，千葉聡（東北大・生命）

P2-328 　トゲオオハリアリにおけるコロニーサイズに応じ
て変化する社会的強制力　下地博之（北大）  

保 全

P2-329 　密漁されたボルネオバンテンの歯髄から完全長ミ
トコンドリア DNAの決定　* 石毛太一郎（東農大ゲノム），
覚張隆史（金沢大学・人間社会），半澤惠（東農大・農），松林
尚志（東農大・農）

P2-330 　非モデル生物で利用可能な多検体ＳＮＰ検出法（改
良版 RAD-seq）の開発と要約作製ツールの提供　* 手塚あ
ゆみ（龍谷大・農），八杉 公基（基生研・神経生理学），永野惇（龍
谷大・農）

P2-331 　山形県長井市不伐の森における保全活動と生態系
調査　* 渡邊潔，上野満（山形県森研セ），布施敏道（山形県
不伐の森に親しむ会）

P2-332 　小型哺乳類の聴覚に対するネオニコチノイド系農
薬の影響　後藤裕子（中部大・生命）

P2-333 　歴史の長いゴルフ場が保全する植物群落　* 松村俊
和（甲南女子大・人間科学），橋本佳延（兵人博），澤田佳宏（兵
県大・緑環景）

P2-334 　改訂版レッドリストと伝統行事の記録が示す長野
県の生物多様性の危機の要因　須賀丈 *，堀田昌伸，北野聡，
大塚孝一，浦山佳恵，石田祐子，畑中健一郎（長野県環境保全研），
尾関雅章（長野県環境部）

P2-335 　熱帯生態系保全とパームプランテーション経営を
同時達成する残存林送粉サービスの評価　* 近藤俊明（広
島大・国際協力），谷 尚樹，小杉昭彦（国際農林水産業研究セ
ンター），Othman Sulaiman（マレーシア科学大学）

P2-336 　四国山地におけるコマドリの生息密度にニホンジ
カの増加が及ぼす影響　* 佐藤重穂（森林総研四国）

P2-337 　水俣湾における水銀の生物濃縮機構解明　-遺伝子
解析による魚類胃内容物の特定 -　森 敬介 *（国水研），小
島茂明､ 瀬尾絵理子，新井谷梨鈴，廣瀬公子，伊藤 萌（東大大
気海洋研）

P2-338 　奄美大島における稀少カエル2種の生息適地
　＊岩井紀子，赤坂宗光（農工大）
P2-339 　単食性希少バッタの食樹シマイスノキの遺伝構造
と植栽計画への提案　* 須貝杏子，鈴木節子（森林総研）

P2-340 　森林はニホンミツバチの営巣場所として機能して
いるか？　* 安田美香，永光輝義，滝久智（森林総研）

P2-341 　鳥類の絶滅リスクを抑えるための木材生産・消費
シナリオの探索　*西嶋翔太（横浜国大），古川拓哉（森林総研），
角谷 拓，石濱史子（国環研），T. Kastner（Univ. Klagenfurt），
松田裕之，金子信博（横浜国大）

P2-342 　タコノキの遺伝構造からみる小笠原群島と硫黄列
島の関係　* 鈴木節子，須貝杏子（森林総研），加藤英寿（首都大・
牧野），吉丸博志（森林総研）

P2-343 　福井県北潟湖と周辺地域の植生の変遷と要因の分
析　福井県・里山里海湖研

P2-344 　類似度を考慮した景観不均一性指数の提案～耕作
放棄の影響の評価のために　* 吉岡明良（国環研），深澤圭太
（国環研），三島啓雄（国環研），佐々木恵子（ギーセン大），角
谷拓（国環研）

P2-345 　The Evaluation of Mangrove Ecosystem Restoration 
Project for Shrimp pond in Vietnam　*Kameyama, S. (NIES), 
Miyamoto, C. (ACTMANG), Suda, S. (ACTMANG), Asano, T. 
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P2-274 　グッピーとカダヤシにおける共食いおよびギルド
内捕食の回避戦略　* 鶴井香織（琉大・戦略セ），辻和希，鈴
木貴大（琉大・農）

P2-275 　ヨツボシモンシデムシの発声行動　岸田 竜 佐大農
P2-276 　イチジクコバチのオスの花のうからの脱出　木下
智章（佐賀大・農），Jaco Greeff（Univ. of Pretoria）

P2-277 　the reproductive ability of male neotenics in Asian 
dry-wood termite, N. koshunensis .　*Miyaguni, Y. (JSPS 
Research Fellow, Kyoto Univ.), Kobayashi, K. (JSPS Research 
Fellow, Kyoto Univ.)  

動 物 個 体 群

P2-278 　MIG-seqを用いた集団遺伝学的解析：動物プラン
クトンへの適用　* 牧野渡（東北大院・生命），松木悠（東北
大院・農），陶山佳久（東北大院・農），占部城太郎（東北大院・
生命）

P2-279 　海水温の変動がマイワシの産卵場形成に与える影
響　古市 生 *・安田 十也・黒田 啓行・依田 真里・福若 雅章（水
研センター・西海区水研）

P2-280 　サキグロタマツメタ（Euspira fortunei）集団の人
為移動履歴を遺伝的構造から探る　* 大槻朝（東北大・生命），
鈴木孝男（東北大・生命），木下今日子（岩手大・三陸復興），
金谷弦（国環研・地域環境），冨山毅（広島大・生物圏），牧野
渡（東北大・生命），佐藤慎一（静岡大・理），大越健嗣（東邦大・
理），占部城太郎（東北大・生命）

P2-281 　複数の植物指標種を用いたニホンジカの生息密度
評価　* 稲富佳洋（道総研環境研）・宇野裕之（道総研環境研）・
長 雄一（道総研環境研）・上野真由美（道総研環境研）・明石信
廣（道総研林試）

P2-282 　サイズ依存共食いが及ぼす新規加入個体群への影
響―捕食効・非捕食の相対的効果―　岡野淳一（京大・生
態研セ）

P2-283 　北海道の森林環境におけるライントランセクト法
を用いたニホンジカ個体群密度の推定　* 宇野裕之，上野真
由美，稲富佳洋，長 雄一（道総研環境研），明石信廣，雲野 明，
南野一博（道総研林試）

P2-284 　ニホンミツバチ（Apis crane japonica）の遺伝的多
様性に影響する景観要因と遺伝構造　* 永光輝義，安田美香，
滝久智，岡部貴美子（森林総研），五箇公一（国環研）

P2-285 　Ghost of an egret colony　*Mashiko, M. (NIAES), 
Toquenaga, Y. (Univ. of Tsukuba)

P2-286 　ニホンジカ密度指標の再考　小平真佐夫（富士山研）
P2-287 　クローン系統の頻度変化：実験個体群におけるフ
ナの対捕食者形質の変化と生き残り　児玉紗希江（水研セ
ンター）*・箱山 洋（水研センター／東京海洋大）

P2-288 　奈良県高見川におけるアカザ（Liobagrus reini ）の
生息環境　* 鶴田哲也・山本健太郎・笹井聖将・安達祐貴（大
阪産大人間環境）

P2-289 　イモゾウムシ個体数密度の寄主植物による違い -ベ
イズ統計モデリングによる解析 -　* 本間 淳（琉球産経・沖
縄県防技センター），高倉耕一（滋賀県大・環境）

P2-290 　南九州フジツボ類の蔓脚への波当たりの影響　* 吉
田幸子・吉川朋子（玉川大）

P2-291 　御食事処 川鵜　～カワウが作り出すサギ類の採食
機会～　熊田那央（NPO法人バードリサーチ）

P2-292 　屋久島の低地・一次林と二次林における中大型哺

乳類の密度比較　* 杉浦秀樹（京都大・野生動物）
P2-293 　外洋性海鳥の体サイズの種内地理変異　* 山本誉士
（名大院・環境），河野裕美，水谷晃（東海大・沖セ），依田憲，
松本祥子（名大院・環境），河邊玲（長崎大・環東シナ海セ），
渡辺伸一（福山大），岡奈理子（山階鳥研），佐藤克文（東大大
気海洋研），山本麻希（長岡技大），須川恒（龍谷大），狩野清貴（網
野高校），塩見こずえ（極地研），米原善成（東大大気海洋研），
高橋晃周（極地研）

P2-294 　琵琶湖産スジエビの体組成の季節変化と季節移動
の関連について　  倩倩，* 石川 俊之

P2-295 　北米西海岸の外来ホソウミニナ個体群の移入経路
　* 伊藤萌（東大大気海洋研），三浦収（高知大総合研究セ），
小島茂明（東大大気海洋研）

P2-296 　捕食者－被食者系のカップリング：非対称的な競
争による安定化　* 稲葉優太，谷内茂雄（京大生態研）

P2-297 　生駒山におけるオオムラサキおよびゴマダラチョ
ウの越冬幼虫数の5年間の動態　藤井太基（近畿大農），三
日月茜（枚岡樟風高），澤畠拓夫（近畿大農），桜谷保之  

動 物 生 活 史

P2-298 　サクラマスの生活史分岐に対する遺伝性：ヤマメ
の子はヤマメ？　* 山本俊昭（日獣大），北西滋（岐阜大）

P2-299 　2014年日本海で同所的に採集されたカタクチイ
ワシとマイワシの食性　* 馬場孝，森本晴之，後藤常夫（水
研セ・日水研），南條暢聡（富山県農林水産部），尾田昌紀（鳥
取県水試），上野陽一郎（京都府農林水産技術センター海洋セ
ンター）

P2-300 　Life cycle of an endangered marine insect Halovelia 
septentrionalis  　*Ikawa, T., Nakazawa, A. (Morioka Univ.)

P2-301 　孵化直後の両生類幼生は溶存アミノ酸を体組織に
取り込む　* 片山昇，小林真，岸田治（北大・FSC）

P2-302 　エビヤドリムシの生活史を見直す：クリプトニス
クス幼生に寄生される宿主サイズから　* 伊谷行，前川愛子，
近藤佳澄，清水綾乃，上田いずみ，毛利幸村（高知大・教育），
久米洋（愛媛県水研セ），Y. Wardiatno，玉置昭夫（長崎大・水産）

P2-303 　Change in stable isotope ratios in the epidermal 
mucus of slow-growing fish　 *Maruyama, A., Tanahashi, 
E., Hirayama, T. (Ryukoku Univ.), Yonekura, R. (Gifu Pref. Res. 
Inst. Fish. Aquat. Envir.)  

行 動

P2-304 　タイリクモモンガの成長に伴う巣外活動時間の変
化：日中から夜間へ　鈴木 圭（水研セ 国際水研），嶌本 樹（岩
大院 連合農学），古川竜司，柳川 久（帯畜大）

P2-305 　ヒメボタルの発光数における時間変動と相関　小
西哲郎，中部大学工学部共通教育科

P2-306 　オオツノコクヌストモドキのメスにおける配偶者
選択の利益と交尾のコスト　清瀬勝也（岡山大・院・環境生
命），香月雅子（筑波大・生命環境系），洲崎雄（京大・院・理），
* 岡田賢祐（岡山大・院・環境生命）

P2-307 　タイワンエンマコオロギのオスは血縁関係にある
個体との闘争を控えるか？　鹿児島大・教育・生物

P2-308 　グッピーにおけるメスのパーソナリティと配偶者
選好性　* 佐藤綾（群馬大・教育）

P2-309 　テナガホンヤドカリのオスによる配偶相手の変更
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もしくは横恋慕　* 和田 哲，小黒 歩，守田安祐美，石原（安田）
千晶（北大・水産）

P2-310 　ゾンビディフェンスの効果　* 奥野正樹（岐大・応生・
昆虫生態），沖田一郎（岐大・連農・昆虫生態），土田浩治（岐大・
応生・昆虫生態）

P2-311 　微量元素ルビジウムを用いたイモゾウムシの交尾
経験の推定　* 熊野了州（帯畜大・昆虫生態），照屋清仁（沖
縄病害虫防技術セ），鶴井香織（琉大・戦略的研究セ），豊里哲
也（琉球産経）

P2-312 　コバネイナゴにみられる右利きでの交尾─その行
動と形態との関係　三浦玄太，* 藤山直之（山形大・理）

P2-313 　Bayesianスカウターで戦闘力を測定する　* 長谷川
克，沓掛展之（総研大・先導研）

P2-314 　ハゼ科魚類トウヨシノボリの雌は雄の質に応じて
婚姻色を変化させるのか？　* 高橋大輔，矢島花波（長野大・
環境ツーリズム）

P2-315 　ニホンミツバチとセイヨウミツバチにおけるアカ
リンダニに対するグルーミング行動の比較　* 坂本佳子（国
環研），前田太郎（生物研），芳山三喜雄（畜草研）

P2-316 　東南アジア熱帯雨林に生育する野生動物の人工
塩場への応答　* 太田彩菜（首都大・都市環境），安田雅俊
（森林総研・九州），保坂哲朗（首都大・都市環境），Mazlan 
Hashim（マレーシア工科大・INSTeG），沼田真也（首都大・
都市環境）

P2-317 　スズメにおける巣場所資源競争と胚の性特異的死
亡　* 加藤貴大（総研大・先導科学），酒井秀嗣（日本大学・歯），
佐藤恵（日本大学・歯），沓掛展之（総研大・先導科学）

P2-318 　他種のカエルと比較したツチガエルのにおい～皮
膚分泌物の GC/MS分析～　* 吉村友里（九大院・農），粕谷
英一（九大・理・生物）

P2-319 　日本周辺におけるウトウの越冬海域：日本海側・
太平洋側繁殖地の比較　* 高橋晃周（極地研），JB Thiebot（極
地研），綿貫豊（北大水産）

P2-320 　ユビナガホンヤドカリのオス間闘争：いつもハサ
ミが大事　* 石原（安田）千晶，古賀庸憲（和歌山大・教育）

P2-321 　野生ニホンザルの腸内細菌叢はどのように変動す
るのか　* 澤田晶子，栗原洋介，早川卓志（京都大・霊長研）

P2-322 　絶滅危惧淡水魚イトウの産卵遡上の特徴　* 福島
路 生（ 国 環 研 ），Rand, P.S.（Prince William Sound Science 
Center），水本寛基（北大），荒木仁志（北大）

P2-323 　生物の動画を博物館の標本として収蔵登録する試
みと想定される課題　* 石田 惣（大阪市立自然史博），中田
兼介（京都女子大），西 浩孝（豊橋市自然史博），藪田慎司（帝
京科学大）

P2-324 　単独性ハナバチの越夜における集団形成順序とそ
の意義―どの位置が最適な睡眠場所か―　* 横井智之，渡
辺守（筑波大・院・生命環境）

P2-325 　飼育下におけるアズマモグラの通路選択　* 岩井美
咲子，井出哲哉，横畑泰志（富山大・院・理工），氷見公一，
加茂川千枝（富山大，理）

P2-326 　ツキノワグマ行動圏の重複に個体間の血縁と食物
の利用可能性が与える影響　* 小坂井千夏（神奈川県立生命
の星・地球博・日本学術振興会特別研究員），原口拓也，根本唯，
中島亜美，小池伸介（東京農工大・農），大西尚樹（森林総研東北），
山﨑晃司（東京農大）

P2-327 　カタツムリの外傷的交尾：操作物質を送り込む量
と感受性　* 木村一貴，千葉聡（東北大・生命）

P2-328 　トゲオオハリアリにおけるコロニーサイズに応じ
て変化する社会的強制力　下地博之（北大）  

保 全

P2-329 　密漁されたボルネオバンテンの歯髄から完全長ミ
トコンドリア DNAの決定　* 石毛太一郎（東農大ゲノム），
覚張隆史（金沢大学・人間社会），半澤惠（東農大・農），松林
尚志（東農大・農）

P2-330 　非モデル生物で利用可能な多検体ＳＮＰ検出法（改
良版 RAD-seq）の開発と要約作製ツールの提供　* 手塚あ
ゆみ（龍谷大・農），八杉 公基（基生研・神経生理学），永野惇（龍
谷大・農）

P2-331 　山形県長井市不伐の森における保全活動と生態系
調査　* 渡邊潔，上野満（山形県森研セ），布施敏道（山形県
不伐の森に親しむ会）

P2-332 　小型哺乳類の聴覚に対するネオニコチノイド系農
薬の影響　後藤裕子（中部大・生命）

P2-333 　歴史の長いゴルフ場が保全する植物群落　* 松村俊
和（甲南女子大・人間科学），橋本佳延（兵人博），澤田佳宏（兵
県大・緑環景）

P2-334 　改訂版レッドリストと伝統行事の記録が示す長野
県の生物多様性の危機の要因　須賀丈 *，堀田昌伸，北野聡，
大塚孝一，浦山佳恵，石田祐子，畑中健一郎（長野県環境保全研），
尾関雅章（長野県環境部）

P2-335 　熱帯生態系保全とパームプランテーション経営を
同時達成する残存林送粉サービスの評価　* 近藤俊明（広
島大・国際協力），谷 尚樹，小杉昭彦（国際農林水産業研究セ
ンター），Othman Sulaiman（マレーシア科学大学）

P2-336 　四国山地におけるコマドリの生息密度にニホンジ
カの増加が及ぼす影響　* 佐藤重穂（森林総研四国）

P2-337 　水俣湾における水銀の生物濃縮機構解明　-遺伝子
解析による魚類胃内容物の特定 -　森 敬介 *（国水研），小
島茂明､ 瀬尾絵理子，新井谷梨鈴，廣瀬公子，伊藤 萌（東大大
気海洋研）

P2-338 　奄美大島における稀少カエル2種の生息適地
　＊岩井紀子，赤坂宗光（農工大）
P2-339 　単食性希少バッタの食樹シマイスノキの遺伝構造
と植栽計画への提案　* 須貝杏子，鈴木節子（森林総研）

P2-340 　森林はニホンミツバチの営巣場所として機能して
いるか？　* 安田美香，永光輝義，滝久智（森林総研）

P2-341 　鳥類の絶滅リスクを抑えるための木材生産・消費
シナリオの探索　*西嶋翔太（横浜国大），古川拓哉（森林総研），
角谷 拓，石濱史子（国環研），T. Kastner（Univ. Klagenfurt），
松田裕之，金子信博（横浜国大）

P2-342 　タコノキの遺伝構造からみる小笠原群島と硫黄列
島の関係　* 鈴木節子，須貝杏子（森林総研），加藤英寿（首都大・
牧野），吉丸博志（森林総研）

P2-343 　福井県北潟湖と周辺地域の植生の変遷と要因の分
析　福井県・里山里海湖研

P2-344 　類似度を考慮した景観不均一性指数の提案～耕作
放棄の影響の評価のために　* 吉岡明良（国環研），深澤圭太
（国環研），三島啓雄（国環研），佐々木恵子（ギーセン大），角
谷拓（国環研）

P2-345 　The Evaluation of Mangrove Ecosystem Restoration 
Project for Shrimp pond in Vietnam　*Kameyama, S. (NIES), 
Miyamoto, C. (ACTMANG), Suda, S. (ACTMANG), Asano, T. 
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(ACTMANG), Nohara, S. (NIES)

P2-346 　イシガイ科二枚貝稚貝の底質での潜行行動　* 柿野
亘（北里大），上杉翔太（北里大），筏井宏実（北里大），伊藤
寿茂（新江ノ島水族館），眞家永光（北里大），丹治肇（北里大）

P2-347 　日本の湖沼における水生植物相データの現状とモ
ニタリングの課題　* 山ノ内崇志，西廣淳（東邦大・理）

P2-348 　融雪剤（CaCl2）がキタサンショウウオに与える
影響　* 照井滋晴（NPO法人 PEG），長澤愛理（北教大釧路），
伊原禎雄（北教大釧路）

P2-349 　白山におけるボランティアによる外来植物除去作
業　* 野上達也（白山自然保護センター），稲葉弘之（環白山保
護利用管理協会）

P2-350 　外来種スイセンハナアブと同属在来種カワムラモ
モブトハナアブの訪花植物及び訪花頻度の比較　須島充昭
（東大・総合文化）

P2-351 　寄生性ダニがニホンミツバチの越冬成功率を低下
させる　* 前田太郎（生物研），坂本佳子（国環研）

P2-352 　草原生絶滅危惧植物ヒナヒゴタイのモニタリング
調査経過報告　* 河野円樹（綾町役場）

P2-353 　耕作放棄水田におけるカスミサンショウウオ保全
の取り組み　* 藤田 宏之／埼玉県立川の博物館・兵庫・水辺
ネットワーク，安井 幸男／兵庫・水辺ネットワーク，大嶋 範
行／兵庫・水辺ネットワーク，江川 由紀子／兵庫・水辺ネット
ワーク

P2-354 　三瓶山火入れ草原における絶滅危惧植物ヤマトキ
ソウの生育環境　井上雅仁（島根県立三瓶自然館）・高橋佳孝・
堤道生（近中四農研センター）

P2-355 　関東北部の水田・畦畔における環境保全型農業を
指標する植物種　* 池田浩明，楠本良延，西田智子（（国）農
環研）

P2-356 　耕作放棄と鳥類群集の関係は景観構造によってど
う変化するか　* 片山直樹，益子美由希，越田智恵子（農環研）

P2-357 　エゾシカの生活史を考慮した潜在的事故地点の抽
出　* 中山 大志（酪農学園大），野呂 美紗子（北海道開発技術
セ），鈴木 透（酪農学園大）

P2-358 　野生動物が出没する環境とは？～札幌市の河畔林・
防風林における哺乳類の利用状況～　* 福島 玲依（酪農学
園大），赤坂 卓美（帯広畜産大），鈴木 透（酪農学園大）

P2-359 　ライチョウの南限生息地で採集した哺乳類の糞の
内容物　* 藤井直紀（富士常葉大環防研，静岡ライチョウ研），
朝倉俊治（静岡ライチョウ研），増田章二（静岡ライチョウ研），
堀田昌伸（長野環境保全研），三宅隆（NPO静岡自然博ネット）

P2-360 　奄美大島の異なるランドスケープにおけるニホン
ミツバチ野生群の花資源利用　*Fujiwara, A. (Tokyo Univ.), 
Yoshida, T. (Tokyo Univ.), Washitani, I. (Chuo Univ.)

P2-361 　東海地方におけるカワヒガイの遺伝的集団構造　
鈴木美優，北西滋 *，向井貴彦（岐阜大地域科学）

P2-362 　熱帯林の断片化景観における土地利用パタンが
種多様性に与える影響　* 竹内やよい（国環研），鮫島弘光
（IGES），Jason Hon（WWF, Malaysia），Bibian Diway（BRC, 
Malaysia）

P2-363 　深泥池浮島におけるニホンジカの採食による湿原
植物変動の種差　* 松井淳，阪口京（奈教大・生物），鄭呂尚（日
本工営），辻野亮（奈教大・自然環境教育センター）

P2-364 　岩手県の震災復旧工事に伴う砂浜植生保全策－野
田村十府ヶ浦・山田町船越の事例報告　島田直明（岩手県

立大・総合政策）

P2-365 　多摩川における橋梁建設とカワラノギク　* 倉本宣，
徳吉御国，岡田久子（明大・農）

P2-366 　蓮田に飛来する水鳥の食物構成の解明 -メタバーコ
ーディングを用いたアプローチ -　安藤温子（国環研），成
田あゆ（京大院・農），石井淳子（多摩動物公園），会田済（茨
城県），池野進（日本野鳥の会），井上智美（国環研），竹中明夫（国
環研）

P2-367 　豊岡盆地におけるコウノトリの採餌環境はどのよ
うに変わったか？　* 田和康太（兵庫県大院・地域資源），佐
川志朗（兵庫県大院・地域資源 /兵庫県立コウノトリの郷公園）

P2-368 　企業ビオトープによるヤリタナゴ・マツカサガイ
の保全～富士通ゼネラルビオトープにおける地域の生物
多様性保全の試み～　* 関川文俊，法月直也（富士常葉大環
防研），岡 孝嘉（（株）富士通ゼネラル），大澤能孝（（有）富士
山自然科学研究所），山田辰美（常葉大・社会環境）

P2-369 　水田のカエルたちはどこへ？　-震災後の福島県東
部地域の生息状況調査から -　松島野枝（国環研・環境リス
クC）

P2-370 　深泥池湿原に夜間出没するニホンジカ　* 辻野 亮
（奈良教大自然セ），鄭 呂尚（日本工営），松井 淳（奈良教大）

P2-371 　東海地方における湧水湿地インベントリ作成の試
み　* 富田啓介，高田雅之（法政大），上杉毅（赤津自然観察会），
澤田與之，早川しょうこ，楯千江子（シデコブシと自然が好き
な会），篭橋まゆみ，河合和幸，横井洋文（可児ネィチャーク
ラブ），大畑孝二（日本野鳥の会），小玉公明（おかざき湿地保
護の会），大羽康利（渥美自然の会），所沢あさ子（はなのき友
の会），佐伯いく代（筑波大），山田祐嗣（まるっと環境クラブ），
鬼頭弘（日進岩藤川自然観察会），鈴木勝己（豊田植物友の会）

P2-372 　ニホンザルの保全・個体数管理に向けた顔認識シ
ステムの構築　* 大谷洋介（大阪大・未来戦略），小川均（立
命大・情報理工）

P2-373 　東日本大震災に伴う津波は干潟の巻貝にどのよう
な影響を与えたのか？　* 三浦収（高知大・総合），金谷弦（国
環研），中井静子（日大・生物資源），伊藤萌（東大・海洋研），
牧野渡（東北大・生命），占部城太郎（東北大・生命）

P2-374 　河川域における樹木の侵入経路による分布拡大傾
向のちがい　* 宮脇成生（（株）建設環境研究所）・西廣淳（東
邦大・理）

P2-375 　共生環境に配慮したキンラン属の移植適地選定　*
渡部陽介，米村惣太郎（清水建設），塩見直希，奈良一秀，清家剛，
福田健二，徳永朋祥（東京大・新領域），丹下健（東京大・農），
横張真（東京大・工）

P2-376 　キンラン属の移植手法に関する実験的検討　* 米村
惣太郎，渡部陽介（清水建設），塩見直希，奈良一秀，清家剛，
福田健二，徳永朋祥（東京大・新領域），丹下健（東京大・農），
横張真（東京大・工）  

生 態 系 管 理

P2-377 　トドマツ人工林における下層植生の皆伐による変
化　* 明石信廣，大野泰之（道総研林試），新田紀敏（道総研森
林研究本部）

P2-378 　天水田地域における灌漑施設の導入による草本
植物相および食用雑草への影響　* 今西亜友美（近畿大・
総社），夏原由博（名大院・環境），今西純一（京大院・地
球環境），DUANGVONGSA, Inpeng（チャンパサック大），
SOUTHAVONG, Sisomphone（チャンパサック大）

P2-379 　攪乱による底質環境の変化が底生動物群集に与え
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る影響　* 長坂晶子，長坂 有，山田健四
P2-380 　北海道北部深海底魚漁場における海中ロボットを
用いた底魚資源観察調査　* 濱津友紀（水研セ・北水研），浦環，
西田祐也（九州工業大学），岡本章裕，稲葉祥梧（海上技術安
全研究所），濵田顕尚，吉田星也（オキシーテック），石田修也，
池田和正（岡本硝子）

P2-381 　生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会 -生態
システムの健全性　奥田昇（地球研）

P2-382 　浸水災害ハザードと生物多様性は関係しているの
か？ ―福井県三方五湖流域における検証―　内田圭・篠原
直登・吉田丈人（東大院・総合文化）

P2-383 　新潟県福島潟におけるオオヒシクイとコハクチョ
ウの越冬地保全策の検討　* 向井喜果（新潟大・自），松隈詩
織（地域環境計画・自），布野隆之（兵庫県立人と自然の博物館），
石庭寛子（国立環境研究所），石間妙子（福岡県保健環境研究所），
関島恒夫（新潟大・自）

P2-384 　内蒙古フルンボイルの砂丘草原における丘間低地
からの植生回復：再生初期の動向に着目して　* 小柳知代
（学芸大），山田晋，大黒俊哉（東大）

P2-385 　海洋島における野生化ヤギによる攪乱に伴う土壌
流出が植物群集に及ぼす影響　畑 憲治（首都大）・大澤剛士
（農環研）・平舘俊太郎（農環研）・可知直毅（首都大）

P2-386 　衛星データによる土地被覆分類を活用した土壌呼
吸変化の広域マッピング　* 井上智晴，永井信，鈴木力英
（JAMSTEC）

P2-387 　被災から5成育期目の南蒲生 /砂浜海岸エコトー
ンにおける多様な立地と更新樹木集団　* 平吹喜彦（東北学
院大），菅野洋（東北緑化環境保全），鈴木建司朗・佐藤愛実・
鈴木大駿・佐々木将（東北学院大），岡浩平（広島工業大），富
田瑞樹・原慶太郎（東京情報大）

P2-388 　徳島県北の脇地区の海岸クロマツ林の利用変化と
林分構造　* 佐々木剛，朝波史香，吉川貴之，藤永真人，鎌田
磨人（徳島大・工・建設）

P2-389 　レーダを用いた樹木根系の非かく乱調査 －海岸ク
ロマツ個体の水平根の広がり－　大橋瑞江 *（兵県大），池
野英利（兵県大），柿添哲也（兵県大），山瀬敬太郎（兵森技セ），
谷川東子（森林総研），檀浦正子（京大），藤堂千景（兵森技セ），
平野恭弘（名古屋大）

P2-390 　農地景観における鳥類の個体数と土地利用の関係
の推定 ―耕作放棄地に注目して―　*埴岡雅史（北大院・農），
山浦悠一（森林総研 ･植生），先崎理之，中村太士（北大院 ･農）

P2-391 　Valuation of Ecosystem Services Provided by “Blue 
Carbon”　*Rejaul Islam（横浜国立大学），Hiroyuki Matsuda（横
浜国立大学）

P2-392 　優占種の導入時期と導入方法が種多様性に配慮し
たチガヤ草地の成立植生を大きく変える　* 山田晋（東大・
農），根本正之（東大・農 /明大・農）

P2-393 　淡路島南部における過去70年間の生態系サービ
スの評価　* 森野真理，吉備国際大学

P2-394 　石狩低地帯南部小河川における沈水性水生植物群
落の復元　* 櫻井 善文（札幌市立大院），矢部 和夫（札幌市立大）

P2-395 　土地利用履歴の違いが二次林の生物多様性に及ぼ
す影響　* 原口岳，滝久智，長谷川元洋，北岡哲，松浦俊也，
服部力，五十嵐哲也，佐藤保，岡部貴美子（森林総研）

P2-396 　気候変動がモンゴルの社会ー生態システムへ与え
る影響の評価　* 柿沼薫，柳川亜季（東工大・理工），佐々木
雄大（千葉大・理），鼎信次郎（東工大・理工）

P2-397 　海洋島のメタ生態系モデル：土壌環境の不均質性
の導入　* 吉田 勝彦（国立環境研・生物），畑 憲治（首都大院・
理工・生命），川上 和人（森林総研・野生動物），平舘 俊太郎（農
環研・生物多様性），大澤 剛士（農環研・農業環境インベント
リーセンター），可知 直毅（首都大院・理工・生命）

P2-398 　沿岸域の水質改善に伴う生態系サービスの劣化対
策　堀 正和・濵岡秀樹・佐藤允昭（水研センター・瀬戸内）・
廣田将仁・牧野光琢（水研センター・中央）

P2-399 　深海生態系を評価する指標の選択と解析手法につ
いて　* 山本啓之，山北剛久，内舩芳江，中嶋亮太，藤倉克則（海
洋研究開発機構）

P2-400 　ナイロビ都市林における薬用樹木の多重利用の影
響　* 古川拓哉（森林総研），S. Kiboi, P.B.C. Mutiso（ナイロビ
大），藤原一繪（横浜市大）

P2-401 　釧路地方中央部においてエゾシカの採食が森林植
生に及ぼす影響　* 松山周平（酪農大・環境共生），舘野隆之
輔（京大・フィールド研），今田省吾（環境技研・環境影響），
吉岡崇仁（京大・フィールド研） 

P2-402 　伊吹山頂草原植物群落（天然記念物）のニホンジ
カによる変化と対策　野間直彦，橋本果奈，安原 輝，稗田真
也，渡部俊太郎（滋賀県大），石田未基（琵琶湖博物館），森小
夜子（近江ウェットランド研究会），高柳 敦（京大）

P2-403 　放置里山林における森林再生を考慮した資源利用
の検討　北川皓平，堀田佳那，木原健雄，新良貴歩美，石井弘明，
* 黒田慶子（神戸大・農）

P2-404 　古土地利用図とプロセスモデルを用いた広域生態
系サービス評価　* 大場真（国立環境研），林希一郎（名大未
来材料・システム研），伊東英幸（日大理工）

P2-405 　鳥取砂丘におけるドローンを用いた動物調査手法
開発の試み　* 伊藤健彦（鳥取大・乾地研），門脇知弘（鳥取大・
地域），永松大（鳥取大・地域）

P2-406 　長期植生モニタリングデータを用いた釧路湿原に
おけるシカの影響評価　* 島村崇志，稲富佳洋，西川洋子，
宇野裕之（道総研環境研），日野貴文，宮木雅美，吉田剛司（酪
農学園大）

P2-407 　天然更新を進めるためのササの抑制操作実験ー実
験開始3年間の結果ー　* 齋藤智之（森林総研東北），酒井
武（森林総研），壁谷大介，九島宏道（森林総研多摩），杉田久
志（森林総研四国），久保喬之（木曽森林管理署）

P2-408 　石垣島における生態系サービスの利用とその管理
施策の差についての研究　石井誠一（横浜国大・環境情報），
牧野光琢（中央水研），西嶋翔大，* 松田裕之（横浜国大・環境
情報）

P2-409 　湿原におけるシカの季節移動と日周行動を解明し
効果的な管理を目指す　* 吉田剛司，日野貴文，吉田遼人，
上井達矢，五十嵐守，佐藤温貴（酪農学園大），村井拓也，立
木靖之，赤松里香（EnVision），小林聡（釧路公立大），島村崇志，
長雄一，稲富佳洋，上野真由美，宇野裕之（道総研環境研） 

P2-410 　在データを用いた生態系解析における異なるサン
プル数における差異の研究　* 林悦子（東京都市大），西林直
哉（東京都市大），北村亘（東京都市大）

P2-411 　生態系減災機能評価を目標とする生態系インフラ
ストラクチャー環境情報システム構築の試み　* 土光智子
（慶大），陳文波（慶大），佐々木恵子（ギーセン大），古谷知之（慶
大）

P2-412 　林床植生の被度と種数は単調減少するのか‐大阪
府内二次林におけるシカ生息密度との比較‐　* 幸田良介，
辻野智之，土井裕介（大阪環農水研）
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(ACTMANG), Nohara, S. (NIES)

P2-346 　イシガイ科二枚貝稚貝の底質での潜行行動　* 柿野
亘（北里大），上杉翔太（北里大），筏井宏実（北里大），伊藤
寿茂（新江ノ島水族館），眞家永光（北里大），丹治肇（北里大）

P2-347 　日本の湖沼における水生植物相データの現状とモ
ニタリングの課題　* 山ノ内崇志，西廣淳（東邦大・理）

P2-348 　融雪剤（CaCl2）がキタサンショウウオに与える
影響　* 照井滋晴（NPO法人 PEG），長澤愛理（北教大釧路），
伊原禎雄（北教大釧路）

P2-349 　白山におけるボランティアによる外来植物除去作
業　* 野上達也（白山自然保護センター），稲葉弘之（環白山保
護利用管理協会）

P2-350 　外来種スイセンハナアブと同属在来種カワムラモ
モブトハナアブの訪花植物及び訪花頻度の比較　須島充昭
（東大・総合文化）

P2-351 　寄生性ダニがニホンミツバチの越冬成功率を低下
させる　* 前田太郎（生物研），坂本佳子（国環研）

P2-352 　草原生絶滅危惧植物ヒナヒゴタイのモニタリング
調査経過報告　* 河野円樹（綾町役場）

P2-353 　耕作放棄水田におけるカスミサンショウウオ保全
の取り組み　* 藤田 宏之／埼玉県立川の博物館・兵庫・水辺
ネットワーク，安井 幸男／兵庫・水辺ネットワーク，大嶋 範
行／兵庫・水辺ネットワーク，江川 由紀子／兵庫・水辺ネット
ワーク

P2-354 　三瓶山火入れ草原における絶滅危惧植物ヤマトキ
ソウの生育環境　井上雅仁（島根県立三瓶自然館）・高橋佳孝・
堤道生（近中四農研センター）

P2-355 　関東北部の水田・畦畔における環境保全型農業を
指標する植物種　* 池田浩明，楠本良延，西田智子（（国）農
環研）

P2-356 　耕作放棄と鳥類群集の関係は景観構造によってど
う変化するか　* 片山直樹，益子美由希，越田智恵子（農環研）

P2-357 　エゾシカの生活史を考慮した潜在的事故地点の抽
出　* 中山 大志（酪農学園大），野呂 美紗子（北海道開発技術
セ），鈴木 透（酪農学園大）

P2-358 　野生動物が出没する環境とは？～札幌市の河畔林・
防風林における哺乳類の利用状況～　* 福島 玲依（酪農学
園大），赤坂 卓美（帯広畜産大），鈴木 透（酪農学園大）

P2-359 　ライチョウの南限生息地で採集した哺乳類の糞の
内容物　* 藤井直紀（富士常葉大環防研，静岡ライチョウ研），
朝倉俊治（静岡ライチョウ研），増田章二（静岡ライチョウ研），
堀田昌伸（長野環境保全研），三宅隆（NPO静岡自然博ネット）

P2-360 　奄美大島の異なるランドスケープにおけるニホン
ミツバチ野生群の花資源利用　*Fujiwara, A. (Tokyo Univ.), 
Yoshida, T. (Tokyo Univ.), Washitani, I. (Chuo Univ.)

P2-361 　東海地方におけるカワヒガイの遺伝的集団構造　
鈴木美優，北西滋 *，向井貴彦（岐阜大地域科学）

P2-362 　熱帯林の断片化景観における土地利用パタンが
種多様性に与える影響　* 竹内やよい（国環研），鮫島弘光
（IGES），Jason Hon（WWF, Malaysia），Bibian Diway（BRC, 
Malaysia）

P2-363 　深泥池浮島におけるニホンジカの採食による湿原
植物変動の種差　* 松井淳，阪口京（奈教大・生物），鄭呂尚（日
本工営），辻野亮（奈教大・自然環境教育センター）

P2-364 　岩手県の震災復旧工事に伴う砂浜植生保全策－野
田村十府ヶ浦・山田町船越の事例報告　島田直明（岩手県

立大・総合政策）

P2-365 　多摩川における橋梁建設とカワラノギク　* 倉本宣，
徳吉御国，岡田久子（明大・農）

P2-366 　蓮田に飛来する水鳥の食物構成の解明 -メタバーコ
ーディングを用いたアプローチ -　安藤温子（国環研），成
田あゆ（京大院・農），石井淳子（多摩動物公園），会田済（茨
城県），池野進（日本野鳥の会），井上智美（国環研），竹中明夫（国
環研）

P2-367 　豊岡盆地におけるコウノトリの採餌環境はどのよ
うに変わったか？　* 田和康太（兵庫県大院・地域資源），佐
川志朗（兵庫県大院・地域資源 /兵庫県立コウノトリの郷公園）

P2-368 　企業ビオトープによるヤリタナゴ・マツカサガイ
の保全～富士通ゼネラルビオトープにおける地域の生物
多様性保全の試み～　* 関川文俊，法月直也（富士常葉大環
防研），岡 孝嘉（（株）富士通ゼネラル），大澤能孝（（有）富士
山自然科学研究所），山田辰美（常葉大・社会環境）

P2-369 　水田のカエルたちはどこへ？　-震災後の福島県東
部地域の生息状況調査から -　松島野枝（国環研・環境リス
クC）

P2-370 　深泥池湿原に夜間出没するニホンジカ　* 辻野 亮
（奈良教大自然セ），鄭 呂尚（日本工営），松井 淳（奈良教大）

P2-371 　東海地方における湧水湿地インベントリ作成の試
み　* 富田啓介，高田雅之（法政大），上杉毅（赤津自然観察会），
澤田與之，早川しょうこ，楯千江子（シデコブシと自然が好き
な会），篭橋まゆみ，河合和幸，横井洋文（可児ネィチャーク
ラブ），大畑孝二（日本野鳥の会），小玉公明（おかざき湿地保
護の会），大羽康利（渥美自然の会），所沢あさ子（はなのき友
の会），佐伯いく代（筑波大），山田祐嗣（まるっと環境クラブ），
鬼頭弘（日進岩藤川自然観察会），鈴木勝己（豊田植物友の会）

P2-372 　ニホンザルの保全・個体数管理に向けた顔認識シ
ステムの構築　* 大谷洋介（大阪大・未来戦略），小川均（立
命大・情報理工）

P2-373 　東日本大震災に伴う津波は干潟の巻貝にどのよう
な影響を与えたのか？　* 三浦収（高知大・総合），金谷弦（国
環研），中井静子（日大・生物資源），伊藤萌（東大・海洋研），
牧野渡（東北大・生命），占部城太郎（東北大・生命）

P2-374 　河川域における樹木の侵入経路による分布拡大傾
向のちがい　* 宮脇成生（（株）建設環境研究所）・西廣淳（東
邦大・理）

P2-375 　共生環境に配慮したキンラン属の移植適地選定　*
渡部陽介，米村惣太郎（清水建設），塩見直希，奈良一秀，清家剛，
福田健二，徳永朋祥（東京大・新領域），丹下健（東京大・農），
横張真（東京大・工）

P2-376 　キンラン属の移植手法に関する実験的検討　* 米村
惣太郎，渡部陽介（清水建設），塩見直希，奈良一秀，清家剛，
福田健二，徳永朋祥（東京大・新領域），丹下健（東京大・農），
横張真（東京大・工）  

生 態 系 管 理

P2-377 　トドマツ人工林における下層植生の皆伐による変
化　* 明石信廣，大野泰之（道総研林試），新田紀敏（道総研森
林研究本部）

P2-378 　天水田地域における灌漑施設の導入による草本
植物相および食用雑草への影響　* 今西亜友美（近畿大・
総社），夏原由博（名大院・環境），今西純一（京大院・地
球環境），DUANGVONGSA, Inpeng（チャンパサック大），
SOUTHAVONG, Sisomphone（チャンパサック大）

P2-379 　攪乱による底質環境の変化が底生動物群集に与え
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る影響　* 長坂晶子，長坂 有，山田健四
P2-380 　北海道北部深海底魚漁場における海中ロボットを
用いた底魚資源観察調査　* 濱津友紀（水研セ・北水研），浦環，
西田祐也（九州工業大学），岡本章裕，稲葉祥梧（海上技術安
全研究所），濵田顕尚，吉田星也（オキシーテック），石田修也，
池田和正（岡本硝子）

P2-381 　生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会 -生態
システムの健全性　奥田昇（地球研）

P2-382 　浸水災害ハザードと生物多様性は関係しているの
か？ ―福井県三方五湖流域における検証―　内田圭・篠原
直登・吉田丈人（東大院・総合文化）

P2-383 　新潟県福島潟におけるオオヒシクイとコハクチョ
ウの越冬地保全策の検討　* 向井喜果（新潟大・自），松隈詩
織（地域環境計画・自），布野隆之（兵庫県立人と自然の博物館），
石庭寛子（国立環境研究所），石間妙子（福岡県保健環境研究所），
関島恒夫（新潟大・自）

P2-384 　内蒙古フルンボイルの砂丘草原における丘間低地
からの植生回復：再生初期の動向に着目して　* 小柳知代
（学芸大），山田晋，大黒俊哉（東大）

P2-385 　海洋島における野生化ヤギによる攪乱に伴う土壌
流出が植物群集に及ぼす影響　畑 憲治（首都大）・大澤剛士
（農環研）・平舘俊太郎（農環研）・可知直毅（首都大）

P2-386 　衛星データによる土地被覆分類を活用した土壌呼
吸変化の広域マッピング　* 井上智晴，永井信，鈴木力英
（JAMSTEC）

P2-387 　被災から5成育期目の南蒲生 /砂浜海岸エコトー
ンにおける多様な立地と更新樹木集団　* 平吹喜彦（東北学
院大），菅野洋（東北緑化環境保全），鈴木建司朗・佐藤愛実・
鈴木大駿・佐々木将（東北学院大），岡浩平（広島工業大），富
田瑞樹・原慶太郎（東京情報大）

P2-388 　徳島県北の脇地区の海岸クロマツ林の利用変化と
林分構造　* 佐々木剛，朝波史香，吉川貴之，藤永真人，鎌田
磨人（徳島大・工・建設）

P2-389 　レーダを用いた樹木根系の非かく乱調査 －海岸ク
ロマツ個体の水平根の広がり－　大橋瑞江 *（兵県大），池
野英利（兵県大），柿添哲也（兵県大），山瀬敬太郎（兵森技セ），
谷川東子（森林総研），檀浦正子（京大），藤堂千景（兵森技セ），
平野恭弘（名古屋大）

P2-390 　農地景観における鳥類の個体数と土地利用の関係
の推定 ―耕作放棄地に注目して―　*埴岡雅史（北大院・農），
山浦悠一（森林総研 ･植生），先崎理之，中村太士（北大院 ･農）

P2-391 　Valuation of Ecosystem Services Provided by “Blue 
Carbon”　*Rejaul Islam（横浜国立大学），Hiroyuki Matsuda（横
浜国立大学）

P2-392 　優占種の導入時期と導入方法が種多様性に配慮し
たチガヤ草地の成立植生を大きく変える　* 山田晋（東大・
農），根本正之（東大・農 /明大・農）

P2-393 　淡路島南部における過去70年間の生態系サービ
スの評価　* 森野真理，吉備国際大学

P2-394 　石狩低地帯南部小河川における沈水性水生植物群
落の復元　* 櫻井 善文（札幌市立大院），矢部 和夫（札幌市立大）

P2-395 　土地利用履歴の違いが二次林の生物多様性に及ぼ
す影響　* 原口岳，滝久智，長谷川元洋，北岡哲，松浦俊也，
服部力，五十嵐哲也，佐藤保，岡部貴美子（森林総研）

P2-396 　気候変動がモンゴルの社会ー生態システムへ与え
る影響の評価　* 柿沼薫，柳川亜季（東工大・理工），佐々木
雄大（千葉大・理），鼎信次郎（東工大・理工）

P2-397 　海洋島のメタ生態系モデル：土壌環境の不均質性
の導入　* 吉田 勝彦（国立環境研・生物），畑 憲治（首都大院・
理工・生命），川上 和人（森林総研・野生動物），平舘 俊太郎（農
環研・生物多様性），大澤 剛士（農環研・農業環境インベント
リーセンター），可知 直毅（首都大院・理工・生命）

P2-398 　沿岸域の水質改善に伴う生態系サービスの劣化対
策　堀 正和・濵岡秀樹・佐藤允昭（水研センター・瀬戸内）・
廣田将仁・牧野光琢（水研センター・中央）

P2-399 　深海生態系を評価する指標の選択と解析手法につ
いて　* 山本啓之，山北剛久，内舩芳江，中嶋亮太，藤倉克則（海
洋研究開発機構）

P2-400 　ナイロビ都市林における薬用樹木の多重利用の影
響　* 古川拓哉（森林総研），S. Kiboi, P.B.C. Mutiso（ナイロビ
大），藤原一繪（横浜市大）

P2-401 　釧路地方中央部においてエゾシカの採食が森林植
生に及ぼす影響　* 松山周平（酪農大・環境共生），舘野隆之
輔（京大・フィールド研），今田省吾（環境技研・環境影響），
吉岡崇仁（京大・フィールド研） 

P2-402 　伊吹山頂草原植物群落（天然記念物）のニホンジ
カによる変化と対策　野間直彦，橋本果奈，安原 輝，稗田真
也，渡部俊太郎（滋賀県大），石田未基（琵琶湖博物館），森小
夜子（近江ウェットランド研究会），高柳 敦（京大）

P2-403 　放置里山林における森林再生を考慮した資源利用
の検討　北川皓平，堀田佳那，木原健雄，新良貴歩美，石井弘明，
* 黒田慶子（神戸大・農）

P2-404 　古土地利用図とプロセスモデルを用いた広域生態
系サービス評価　* 大場真（国立環境研），林希一郎（名大未
来材料・システム研），伊東英幸（日大理工）

P2-405 　鳥取砂丘におけるドローンを用いた動物調査手法
開発の試み　* 伊藤健彦（鳥取大・乾地研），門脇知弘（鳥取大・
地域），永松大（鳥取大・地域）

P2-406 　長期植生モニタリングデータを用いた釧路湿原に
おけるシカの影響評価　* 島村崇志，稲富佳洋，西川洋子，
宇野裕之（道総研環境研），日野貴文，宮木雅美，吉田剛司（酪
農学園大）

P2-407 　天然更新を進めるためのササの抑制操作実験ー実
験開始3年間の結果ー　* 齋藤智之（森林総研東北），酒井
武（森林総研），壁谷大介，九島宏道（森林総研多摩），杉田久
志（森林総研四国），久保喬之（木曽森林管理署）

P2-408 　石垣島における生態系サービスの利用とその管理
施策の差についての研究　石井誠一（横浜国大・環境情報），
牧野光琢（中央水研），西嶋翔大，* 松田裕之（横浜国大・環境
情報）

P2-409 　湿原におけるシカの季節移動と日周行動を解明し
効果的な管理を目指す　* 吉田剛司，日野貴文，吉田遼人，
上井達矢，五十嵐守，佐藤温貴（酪農学園大），村井拓也，立
木靖之，赤松里香（EnVision），小林聡（釧路公立大），島村崇志，
長雄一，稲富佳洋，上野真由美，宇野裕之（道総研環境研） 

P2-410 　在データを用いた生態系解析における異なるサン
プル数における差異の研究　* 林悦子（東京都市大），西林直
哉（東京都市大），北村亘（東京都市大）

P2-411 　生態系減災機能評価を目標とする生態系インフラ
ストラクチャー環境情報システム構築の試み　* 土光智子
（慶大），陳文波（慶大），佐々木恵子（ギーセン大），古谷知之（慶
大）

P2-412 　林床植生の被度と種数は単調減少するのか‐大阪
府内二次林におけるシカ生息密度との比較‐　* 幸田良介，
辻野智之，土井裕介（大阪環農水研）
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P2-413 　生物指標を用いた都市環境の評価―Citizen 
Scienceへの応用　大石善隆 *，日浦勉（北大・研究林）   

外 来 種

P2-414 　琵琶湖における外来魚オオクチバスの侵入が在来
魚食魚ハスに与えた影響　* 角田裕志（埼玉環境科学セ），大
平充（農工大・農），浦野隆弘（元農工大・院・農）

P2-415 　埼玉県の荒川及び新河岸川の感潮域で発見された
特定外来生物イガイ科カワビバリガイについて　* 金澤光 
埼玉県環境科学国際センター

P2-416 　アメリカミンクの管理について　伊原禎雄 北教大
P2-417 　アルゼンチンアリの好きな木、嫌いな木　瀬古祐吾，
西野惇志，澤畠拓夫，* 早坂大亮（近畿大・農・環境管理）

P2-418 　侵略的外来樹木ストロベリーグアバが林床の有
機物分解過程に及ぼす影響　* 榎木勉（九州大・演習林），
Drake DR（Univ. Hawaii）

P2-419 　東京港埋立地における外来ハナムグリ類の生態
　* 岸本圭子（新潟大・CTER），酒井香（大田区），太田祐司（東
京港埠頭（株）），寺山守（東大・農），岸本年郎（ふじのくに
地球環境史ミュージア ム），高桑正敏（横浜市）

P2-420#　ダム有り河川におけるテレメトリデータを活用し
たチャネルキャットフィッシュ小規模個体群の動態モデ
リング　* 吉田誠，佐藤克文（東大大海研），山本大輔（矢作川研）

P2-421 　特定外来生物ツマアカスズメバチの生態的特性に
もとづいた防除戦略　* 岸茂樹，五箇公一（国立環境研）

P2-422 　階層ベイズモデルを用いたセアカゴケグモによる
海浜性昆虫への捕食圧推定　* 高木 俊（兵庫人博）

P2-423 　ヌートリア対策の成果と課題―捕獲開始後13年
目の状況から　森生枝（岡山県自然保護センター）

P2-424 　外来種アライグマ対策の現状と課題　* 池田透，鈴
木嵩彬（北大・文）  

物 質 循 環

P2-425 　冷温帯落葉広葉樹林において個葉レベルの分光特
性の季節変動が群落の分光反射率に与える影響の解析　
* 野田響（国環研・地球 C），奈佐原顕郎（筑波大・生命環境），
村岡裕由（岐阜大・流域圏セ）

P2-426 　浅い湖沼におけるハス群落拡大がメタン濃度にあ
たえる影響　* 鹿野秀一（東北大・東北アジア），迫裕樹（東北大・
生命），嶋田哲郎（伊豆・内沼環境保全財団）

P2-427 　葉群フェノロジーの樹種特性が樹液流速度の季節
変化に及ぼす影響　* 斎藤琢（岐阜大）・Otieno Dennis（バ
イロイト大）・梅林利弘（北海道大）・野田響（国環研）・Jung 
Eunyoung（バイロイト大）・村岡裕由（岐阜大）・Tenhunen 
John（バイロイト大）・永井信（JAMSTEC）

P2-428 　高緯度北極ミツユビカモメ営巣崖の崖錐土壌の高
い硝化・脱窒能　* 林健太郎（農環研），田邊優貴子（極地研），
小野圭介（農環研），Maarten JJE Loonen（フローニンゲン大），
内田雅己（極地研），早津雅仁（農環研）

P2-429 　冷温帯落葉広葉樹林における土壌 CO2フラックス
と土壌 CO2濃度の関係　* 小野賢二（森林総研東北），安田
幸生，阪田匡司（森林総研），森下智陽（森林総研四国）

P2-430 　南極の貧栄養湖沼の湖底マット内への栄養塩囲い
込みメカニズム　田邊優貴子（極地研），水野晃子（名古屋大・
地球水循環セ）

P2-431 　降水量操作下における植物多様性－分解の関係性
　* 岡田慶一（横浜国大・環境情報），藤井佐織（アムステルダ
ム自由大），森章（横浜国大・環境情報）

P2-432 　粗大有機物分解研究における呼吸速度の扱い方　
上村真由子（日大生物）・小南裕志（森林総研関西）

P2-433 　北極ツンドラ湿地生態系における生態系純生産量
の推定　* 内田雅己（極地研・総研大），廣田充（筑波大・生
命環境系），岸本（莫）文紅（農環研），神田啓史（極地研），
大浦典子（農環研），飯村康夫（滋賀県立大・環境科学），中坪
孝之（広大院・生物圏）

P2-434 　37年間 NP施肥を続けたトドマツ林における土壌
CO2 フラックスとリター分解速度　* 橋本徹，相澤州平，
伊藤江利子（森林総研北海道）

P2-435 　北浦生態系における水銀濃度分布調査　* 苅部甚一
（茨城大・広域水圏セ），武内章記（国環研）

P2-437 　窒素施肥により落葉広葉樹林の土壌呼吸および地
下部炭素動態はどう変化するのか？　* 片山歩美（九大），
牧田直樹（森林総研），高木理恵（北大），李 眞（北大），安宅
未央子（京大），中路達郎（北大），日浦勉（北大）

P2-438 　スギコンテナ苗における施肥が成長と養分収支に
及ぼす影響　近藤晃，袴田哲司（静岡森林研セ）

P2-439 　福島の淡水水生生物における放射性セシウムの移
行係数推定　石井弓美子，仁科一哉，林誠二（国環研・地域セ）

P2-440 　Incorporating mechanisms of atmospheric nitrogen 
into the canopy-soil continuum of an urban forest in Japan
　Shi, J. (Univ. Tokyo), *Ohte, N., Tokuchi, N. (Kyoto Univ.), 
Imamura, N.,  Nagayama, M., Oda, T.

P2-441 　メコン川流域ダム貯水池の水質とその変動　
* 広木幹也，冨岡典子，福島路生，村田智吉（国立環境研），
Tuanthong Jutagate（Ubon Ratchathani Univ.），今井章雄，小
松一弘（国立環境研）

P2-442 　落葉樹41種のリターが土壌の炭素と窒素の無機
化に及ぼす影響と植物の成長戦略の関係　* 上田実希（東
北大・生命），黒川紘子（森林総研），川邊瑞穂，中静透（東北大・
生命）

P2-443 　溶存物質および生物の多元素同位体組成が示す生
態系情報：東北太平洋岸地域の例　* 陀安一郎，由水千景，
松林順，加藤義和，長田穣，奥田昇，斉藤有，申ギチョル，中
野孝教（地球研），神松幸弘（立命館大），近藤倫生（龍谷大），
冨樫博幸，天野洋典，栗田豊（東北水研）

P2-444 　ハス群落内部におけるユスリカ幼虫へのメタン食
物連鎖の寄与の季節変動　* 安野翔（仙台市），迫裕樹（東北大・
院・生命），鹿野秀一（東北大・東北アジア研），芦澤淳，藤本
泰文，嶋田哲郎（伊豆沼財団），菊地永祐（宮教大）

P2-445 　間伐強度の異なるスギ林の表層土壌における放射
性セシウムの分布状況：3年間の変化　関根 綾・榎並麻衣
＃・宇野 亨・田島亮介・伊藤豊彰・菅野均志・高橋 正・* 齋藤
雅典（東北大・農，＃現・新潟県）

P2-446 　高緯度北極湿原における CH4, N2Oフラックスの
空間および季節変動　* 大浦典子，岸本（莫）文紅，米村正
一郎（農環研），廣田充（筑波大・生命環境），飯村康夫（滋賀
県立大・環境科学），内田雅己（極地研・総研大），増本翔太（極
地研），中坪孝之（広大院・生物圏）

P2-447 　マングローブ林における有機物分解：潮汐の影響
を考慮した堆積物からの無機態炭素放出速度の測定　* 吉
竹晋平（岐阜大・流圏セ），友常満利（神戸大・院・農），大塚
俊之（岐阜大・流圏セ）

P2-448 　放射性炭素同位体による海草の大気由来 CO2 同化

80

ポスター発表　3月24日（木）10:00－16:00
（展示棟　Poster Hall　#：ポスター賞対象発表）

の定量化　* 渡辺謙太，桑江朝比呂（港空研）
P2-449 　自然レベル放射性炭素同位体を用いた北極永久凍
土融解に伴う土壌炭素分解の実態解明　* 近藤美由紀（国環
研），大塚俊之（岐阜大・流研セ），米村正一郎（農環研），吉
川謙二（アラスカ大），田邊潔，内田昌男（国環研）

P2-450 　茶園土壌からの N2Oフラックスの季節変動とその
要因の解析　* 廣野祐平（農研機構），佐野智人，野中邦彦

P2-451 　森林生態系における福島第一原発事故由来の
137Cs総量推定　* 宮田能寛（千葉大・理），村上正志（千
葉大・理），石井伸昌（放医研），田野井慶太郎（東京大・農），
大手信人（京都大・情報）

P2-452 　茶園における群落構造と植物現存量の関係　佐野
智人，松永明子，廣野祐平，野中邦彦，堀江秀樹（農研機構野
菜茶研）

P2-453 　スギ－ヒノキアスナロ林における物質収支　馬場
光久 *1・木村文哉 1・井熊朋実 2・眞家永光 1・髙松利恵子 1・
杉浦俊弘 1 1：北里大学獣医学部 2：北里大学大学院獣医学系
研究科

P2-454 　屋久島森林生態系における土壌栄養塩可給性の標
高変化に伴う細根動態　* 向井真那（京大・農），相場慎一郎，
澤田佳美（鹿大・理工），北山兼弘（京大・農）

P2-455 　石垣島吹通川河口マングローブ林堆積泥における
有機炭素の蓄積量と起源推定　* 飯村康夫（滋賀県大・環境），
大塚俊之（岐阜大・流域圏）

P2-456 　施肥条件と品種に着目したポット試験による水稲
－土壌系の窒素収支の評価　* 荒井見和，常田岳志，長谷川
利拡，林健太郎（農環研）

P2-457 　N2O発生と発生機構の短期的時間変化：発生源と
しての作物残渣の重要性　* 山本昭範（東京学芸大），秋山博
子，中島泰弘，星野（高田）裕子（農環研）

P2-458 　スギの植林が集水域内の金属イオン物質動態を変
える　* 太田民久，日浦勉

P2-459 　青海チベット高原における長期研究：夏放牧区に
おける群集レベルの CO2 フラックス特性　* 廣田充（筑波
大・生命環境系），西村貴皓（筑波大・院・持続環境学），万銘
海（筑波大・院・環境科学），杜明遠（農環研），李英年（中科院・
西北高原生物研究所），唐艶鴻（国環研）

P2-460 　亜熱帯マングローブ林における粗大有機物（CWD） 
の分解呼吸特性　* 友常満利（神戸大・院・農），大塚俊之（岐
阜大・流圏セ），新海恒，墨野倉伸彦（早稲田大・院・先進理工），
小泉博（早稲田大・教育）  

P2-461 　間伐とその翌年の新稈加入によりモウソウチクの
林分蒸散に生じた変化　* 市橋隆自（香大・農）

P2-462 　立木密度の異なるスギ人工林における窒素利用様
式の変動　* 稲垣善之（森林総研四国），野口享太郎，平井敬三，
金子真司（森林総研）

P2-463 　土壌水中の無機態窒素の安定同位体分析による異
なる土壌水分環境に生育するヒノキの窒素吸収源の推定
　大石有美，* 佐藤和弥（三重大・生物資源），松尾奈緒子（三
重大院・生物資源），矢野翠，角和暁，木庭啓介（東農工大・農），
勝山正則（京大・学際融合），山本浩之，鶴田健二，小杉賢一朗，
小杉緑子（京大院・農）

P2-464 　寄生虫の安定同位体比は寄生組織を反映している
か？　神谷英里（滋賀県大・環境），* 浦部 美佐子（滋賀県大・
環境），奥田 昇（京大・地環研）

P2-465 　埋没腐植層の有機物は安定か？－土壌微生物の分
解活性ポテンシャルから読み解く－　* 早川智恵（東大院・
農），藤井一至（森林総研），妹尾啓史（東大院・農）

P2-466 　泥炭湿地で生業を営む村民のミネラル摂取－パプ
アニューギニア東セピック州クラインビット村の事例か
ら－　* 梅村光俊，竹中千里（名大院・生命農），村山伸子（新
潟県大・人間生活），夏原和美（日赤秋田看護大），池口明子（横
国大・教育人間），小野映介（新潟大・教育），小山智之（海洋
大院・海洋科学技術），宮川修一（岐大・応生），野中健一（立
教大・文）

P2-467 　どのような森林で土壌・枯死木の炭素プールは大
きくなるのか？  -土壌インベントリデータの解析 - 　* 大
曽根陽子（森林総研），南光一樹（森林総研），鵜川信（鹿児島大）
田中永晴（森林総研），三浦覚（森林総研），大貫靖浩（森林総研），
平井敬三（森林総研），石塚成宏（森林総研），酒井佳美（森林
総研），酒井寿夫（森林総研），今矢明宏（森林総研），橋本昌司（森
林総研），金子真司（森林総研）

P2-468 　森林生態系の栄養塩動態における火山灰加入の影
響　源六孝典 *，小野田雄介（京大・農・森林生態），丹羽慈（自
然研），饗庭正寛，黒川紘子（東北大・生命科学），北山兼弘（京
大・農・森林生態）

P2-469 　気仙沼湾沿岸における溶存態有機物の起源とその
時空間変化　* 福島慶太郎，富田遼平，横山勝英（首都大・都
市環境）

P2-470 　霧と雨による山地森林への水・物質流入量の空間
変動解析　* 堅田元喜（原子力機構），山口高志（道総研），堀
江洋佑（兵庫環境研），小林禧樹（兵庫環境研），藍川昌秀（兵
庫環境研），平木隆年（兵庫環境研）  

生態学教育・普及

P2-471 　生態学における社会コミュニケーション──理論
と実践　多田満（国立環境研）

P2-472 　平成25年「博物館総合調査」に見る日本の自然
史標本の現状とその研究・管理体制　大阪自然史博

P2-473 　市民活動による里山の植物種多様性モニタリング
～7年間から得た教訓　* 伊藤浩二（金沢大・里山里海プロ
ジェクト），萩野由紀（まるやま組），中村浩二（金沢大・里山
里海プロジェクト）

P2-474 　奄美大島の小学校校庭に生育する維管束植物の多
様性　川西基博（鹿児島大・教育）

P2-475 　地域の生物情報ネットワーク構築における大学の
取り組みと課題について　* 山岸洋貴，中村剛之，石川幸男（弘
前大・白神）

P2-476 　グーグルアースの画像を使って何ができるか？－
ダム湖の水の色を決める要因を探る－　* 笹木 義雄・徳重
颯（柳学園中学・高校）

P2-477#　北海道苫小牧市における市民参加型タンポポ調査
の事例　* 小玉愛子（苫美博），村上隆（苫博友の会），2014 苫
小牧タンポポ調査メンバー

P2-478 　企業が取り組む地域の生物多様性モニタリングと
保全活動への展開～横浜ゴム株式会社の活動を事例に～
　* 北澤哲弥（（株）エコロジーパス），永石文明（（株）エコロ
ジーパス）  
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P2-413 　生物指標を用いた都市環境の評価―Citizen 
Scienceへの応用　大石善隆 *，日浦勉（北大・研究林）   

外 来 種

P2-414 　琵琶湖における外来魚オオクチバスの侵入が在来
魚食魚ハスに与えた影響　* 角田裕志（埼玉環境科学セ），大
平充（農工大・農），浦野隆弘（元農工大・院・農）

P2-415 　埼玉県の荒川及び新河岸川の感潮域で発見された
特定外来生物イガイ科カワビバリガイについて　* 金澤光 
埼玉県環境科学国際センター

P2-416 　アメリカミンクの管理について　伊原禎雄 北教大
P2-417 　アルゼンチンアリの好きな木、嫌いな木　瀬古祐吾，
西野惇志，澤畠拓夫，* 早坂大亮（近畿大・農・環境管理）

P2-418 　侵略的外来樹木ストロベリーグアバが林床の有
機物分解過程に及ぼす影響　* 榎木勉（九州大・演習林），
Drake DR（Univ. Hawaii）

P2-419 　東京港埋立地における外来ハナムグリ類の生態
　* 岸本圭子（新潟大・CTER），酒井香（大田区），太田祐司（東
京港埠頭（株）），寺山守（東大・農），岸本年郎（ふじのくに
地球環境史ミュージア ム），高桑正敏（横浜市）

P2-420#　ダム有り河川におけるテレメトリデータを活用し
たチャネルキャットフィッシュ小規模個体群の動態モデ
リング　* 吉田誠，佐藤克文（東大大海研），山本大輔（矢作川研）

P2-421 　特定外来生物ツマアカスズメバチの生態的特性に
もとづいた防除戦略　* 岸茂樹，五箇公一（国立環境研）

P2-422 　階層ベイズモデルを用いたセアカゴケグモによる
海浜性昆虫への捕食圧推定　* 高木 俊（兵庫人博）

P2-423 　ヌートリア対策の成果と課題―捕獲開始後13年
目の状況から　森生枝（岡山県自然保護センター）

P2-424 　外来種アライグマ対策の現状と課題　* 池田透，鈴
木嵩彬（北大・文）  

物 質 循 環

P2-425 　冷温帯落葉広葉樹林において個葉レベルの分光特
性の季節変動が群落の分光反射率に与える影響の解析　
* 野田響（国環研・地球 C），奈佐原顕郎（筑波大・生命環境），
村岡裕由（岐阜大・流域圏セ）

P2-426 　浅い湖沼におけるハス群落拡大がメタン濃度にあ
たえる影響　* 鹿野秀一（東北大・東北アジア），迫裕樹（東北大・
生命），嶋田哲郎（伊豆・内沼環境保全財団）

P2-427 　葉群フェノロジーの樹種特性が樹液流速度の季節
変化に及ぼす影響　* 斎藤琢（岐阜大）・Otieno Dennis（バ
イロイト大）・梅林利弘（北海道大）・野田響（国環研）・Jung 
Eunyoung（バイロイト大）・村岡裕由（岐阜大）・Tenhunen 
John（バイロイト大）・永井信（JAMSTEC）

P2-428 　高緯度北極ミツユビカモメ営巣崖の崖錐土壌の高
い硝化・脱窒能　* 林健太郎（農環研），田邊優貴子（極地研），
小野圭介（農環研），Maarten JJE Loonen（フローニンゲン大），
内田雅己（極地研），早津雅仁（農環研）

P2-429 　冷温帯落葉広葉樹林における土壌 CO2フラックス
と土壌 CO2濃度の関係　* 小野賢二（森林総研東北），安田
幸生，阪田匡司（森林総研），森下智陽（森林総研四国）

P2-430 　南極の貧栄養湖沼の湖底マット内への栄養塩囲い
込みメカニズム　田邊優貴子（極地研），水野晃子（名古屋大・
地球水循環セ）

P2-431 　降水量操作下における植物多様性－分解の関係性
　* 岡田慶一（横浜国大・環境情報），藤井佐織（アムステルダ
ム自由大），森章（横浜国大・環境情報）

P2-432 　粗大有機物分解研究における呼吸速度の扱い方　
上村真由子（日大生物）・小南裕志（森林総研関西）

P2-433 　北極ツンドラ湿地生態系における生態系純生産量
の推定　* 内田雅己（極地研・総研大），廣田充（筑波大・生
命環境系），岸本（莫）文紅（農環研），神田啓史（極地研），
大浦典子（農環研），飯村康夫（滋賀県立大・環境科学），中坪
孝之（広大院・生物圏）

P2-434 　37年間 NP施肥を続けたトドマツ林における土壌
CO2 フラックスとリター分解速度　* 橋本徹，相澤州平，
伊藤江利子（森林総研北海道）

P2-435 　北浦生態系における水銀濃度分布調査　* 苅部甚一
（茨城大・広域水圏セ），武内章記（国環研）

P2-437 　窒素施肥により落葉広葉樹林の土壌呼吸および地
下部炭素動態はどう変化するのか？　* 片山歩美（九大），
牧田直樹（森林総研），高木理恵（北大），李 眞（北大），安宅
未央子（京大），中路達郎（北大），日浦勉（北大）

P2-438 　スギコンテナ苗における施肥が成長と養分収支に
及ぼす影響　近藤晃，袴田哲司（静岡森林研セ）

P2-439 　福島の淡水水生生物における放射性セシウムの移
行係数推定　石井弓美子，仁科一哉，林誠二（国環研・地域セ）

P2-440 　Incorporating mechanisms of atmospheric nitrogen 
into the canopy-soil continuum of an urban forest in Japan
　Shi, J. (Univ. Tokyo), *Ohte, N., Tokuchi, N. (Kyoto Univ.), 
Imamura, N.,  Nagayama, M., Oda, T.

P2-441 　メコン川流域ダム貯水池の水質とその変動　
* 広木幹也，冨岡典子，福島路生，村田智吉（国立環境研），
Tuanthong Jutagate（Ubon Ratchathani Univ.），今井章雄，小
松一弘（国立環境研）

P2-442 　落葉樹41種のリターが土壌の炭素と窒素の無機
化に及ぼす影響と植物の成長戦略の関係　* 上田実希（東
北大・生命），黒川紘子（森林総研），川邊瑞穂，中静透（東北大・
生命）

P2-443 　溶存物質および生物の多元素同位体組成が示す生
態系情報：東北太平洋岸地域の例　* 陀安一郎，由水千景，
松林順，加藤義和，長田穣，奥田昇，斉藤有，申ギチョル，中
野孝教（地球研），神松幸弘（立命館大），近藤倫生（龍谷大），
冨樫博幸，天野洋典，栗田豊（東北水研）

P2-444 　ハス群落内部におけるユスリカ幼虫へのメタン食
物連鎖の寄与の季節変動　* 安野翔（仙台市），迫裕樹（東北大・
院・生命），鹿野秀一（東北大・東北アジア研），芦澤淳，藤本
泰文，嶋田哲郎（伊豆沼財団），菊地永祐（宮教大）

P2-445 　間伐強度の異なるスギ林の表層土壌における放射
性セシウムの分布状況：3年間の変化　関根 綾・榎並麻衣
＃・宇野 亨・田島亮介・伊藤豊彰・菅野均志・高橋 正・* 齋藤
雅典（東北大・農，＃現・新潟県）

P2-446 　高緯度北極湿原における CH4, N2Oフラックスの
空間および季節変動　* 大浦典子，岸本（莫）文紅，米村正
一郎（農環研），廣田充（筑波大・生命環境），飯村康夫（滋賀
県立大・環境科学），内田雅己（極地研・総研大），増本翔太（極
地研），中坪孝之（広大院・生物圏）

P2-447 　マングローブ林における有機物分解：潮汐の影響
を考慮した堆積物からの無機態炭素放出速度の測定　* 吉
竹晋平（岐阜大・流圏セ），友常満利（神戸大・院・農），大塚
俊之（岐阜大・流圏セ）

P2-448 　放射性炭素同位体による海草の大気由来 CO2 同化
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の定量化　* 渡辺謙太，桑江朝比呂（港空研）
P2-449 　自然レベル放射性炭素同位体を用いた北極永久凍
土融解に伴う土壌炭素分解の実態解明　* 近藤美由紀（国環
研），大塚俊之（岐阜大・流研セ），米村正一郎（農環研），吉
川謙二（アラスカ大），田邊潔，内田昌男（国環研）

P2-450 　茶園土壌からの N2Oフラックスの季節変動とその
要因の解析　* 廣野祐平（農研機構），佐野智人，野中邦彦

P2-451 　森林生態系における福島第一原発事故由来の
137Cs総量推定　* 宮田能寛（千葉大・理），村上正志（千
葉大・理），石井伸昌（放医研），田野井慶太郎（東京大・農），
大手信人（京都大・情報）

P2-452 　茶園における群落構造と植物現存量の関係　佐野
智人，松永明子，廣野祐平，野中邦彦，堀江秀樹（農研機構野
菜茶研）

P2-453 　スギ－ヒノキアスナロ林における物質収支　馬場
光久 *1・木村文哉 1・井熊朋実 2・眞家永光 1・髙松利恵子 1・
杉浦俊弘 1 1：北里大学獣医学部 2：北里大学大学院獣医学系
研究科

P2-454 　屋久島森林生態系における土壌栄養塩可給性の標
高変化に伴う細根動態　* 向井真那（京大・農），相場慎一郎，
澤田佳美（鹿大・理工），北山兼弘（京大・農）

P2-455 　石垣島吹通川河口マングローブ林堆積泥における
有機炭素の蓄積量と起源推定　* 飯村康夫（滋賀県大・環境），
大塚俊之（岐阜大・流域圏）

P2-456 　施肥条件と品種に着目したポット試験による水稲
－土壌系の窒素収支の評価　* 荒井見和，常田岳志，長谷川
利拡，林健太郎（農環研）

P2-457 　N2O発生と発生機構の短期的時間変化：発生源と
しての作物残渣の重要性　* 山本昭範（東京学芸大），秋山博
子，中島泰弘，星野（高田）裕子（農環研）

P2-458 　スギの植林が集水域内の金属イオン物質動態を変
える　* 太田民久，日浦勉

P2-459 　青海チベット高原における長期研究：夏放牧区に
おける群集レベルの CO2 フラックス特性　* 廣田充（筑波
大・生命環境系），西村貴皓（筑波大・院・持続環境学），万銘
海（筑波大・院・環境科学），杜明遠（農環研），李英年（中科院・
西北高原生物研究所），唐艶鴻（国環研）

P2-460 　亜熱帯マングローブ林における粗大有機物（CWD） 
の分解呼吸特性　* 友常満利（神戸大・院・農），大塚俊之（岐
阜大・流圏セ），新海恒，墨野倉伸彦（早稲田大・院・先進理工），
小泉博（早稲田大・教育）  

P2-461 　間伐とその翌年の新稈加入によりモウソウチクの
林分蒸散に生じた変化　* 市橋隆自（香大・農）

P2-462 　立木密度の異なるスギ人工林における窒素利用様
式の変動　* 稲垣善之（森林総研四国），野口享太郎，平井敬三，
金子真司（森林総研）

P2-463 　土壌水中の無機態窒素の安定同位体分析による異
なる土壌水分環境に生育するヒノキの窒素吸収源の推定
　大石有美，* 佐藤和弥（三重大・生物資源），松尾奈緒子（三
重大院・生物資源），矢野翠，角和暁，木庭啓介（東農工大・農），
勝山正則（京大・学際融合），山本浩之，鶴田健二，小杉賢一朗，
小杉緑子（京大院・農）

P2-464 　寄生虫の安定同位体比は寄生組織を反映している
か？　神谷英里（滋賀県大・環境），* 浦部 美佐子（滋賀県大・
環境），奥田 昇（京大・地環研）

P2-465 　埋没腐植層の有機物は安定か？－土壌微生物の分
解活性ポテンシャルから読み解く－　* 早川智恵（東大院・
農），藤井一至（森林総研），妹尾啓史（東大院・農）

P2-466 　泥炭湿地で生業を営む村民のミネラル摂取－パプ
アニューギニア東セピック州クラインビット村の事例か
ら－　* 梅村光俊，竹中千里（名大院・生命農），村山伸子（新
潟県大・人間生活），夏原和美（日赤秋田看護大），池口明子（横
国大・教育人間），小野映介（新潟大・教育），小山智之（海洋
大院・海洋科学技術），宮川修一（岐大・応生），野中健一（立
教大・文）

P2-467 　どのような森林で土壌・枯死木の炭素プールは大
きくなるのか？  -土壌インベントリデータの解析 - 　* 大
曽根陽子（森林総研），南光一樹（森林総研），鵜川信（鹿児島大）
田中永晴（森林総研），三浦覚（森林総研），大貫靖浩（森林総研），
平井敬三（森林総研），石塚成宏（森林総研），酒井佳美（森林
総研），酒井寿夫（森林総研），今矢明宏（森林総研），橋本昌司（森
林総研），金子真司（森林総研）

P2-468 　森林生態系の栄養塩動態における火山灰加入の影
響　源六孝典 *，小野田雄介（京大・農・森林生態），丹羽慈（自
然研），饗庭正寛，黒川紘子（東北大・生命科学），北山兼弘（京
大・農・森林生態）

P2-469 　気仙沼湾沿岸における溶存態有機物の起源とその
時空間変化　* 福島慶太郎，富田遼平，横山勝英（首都大・都
市環境）

P2-470 　霧と雨による山地森林への水・物質流入量の空間
変動解析　* 堅田元喜（原子力機構），山口高志（道総研），堀
江洋佑（兵庫環境研），小林禧樹（兵庫環境研），藍川昌秀（兵
庫環境研），平木隆年（兵庫環境研）  

生態学教育・普及

P2-471 　生態学における社会コミュニケーション──理論
と実践　多田満（国立環境研）

P2-472 　平成25年「博物館総合調査」に見る日本の自然
史標本の現状とその研究・管理体制　大阪自然史博

P2-473 　市民活動による里山の植物種多様性モニタリング
～7年間から得た教訓　* 伊藤浩二（金沢大・里山里海プロ
ジェクト），萩野由紀（まるやま組），中村浩二（金沢大・里山
里海プロジェクト）

P2-474 　奄美大島の小学校校庭に生育する維管束植物の多
様性　川西基博（鹿児島大・教育）

P2-475 　地域の生物情報ネットワーク構築における大学の
取り組みと課題について　* 山岸洋貴，中村剛之，石川幸男（弘
前大・白神）

P2-476 　グーグルアースの画像を使って何ができるか？－
ダム湖の水の色を決める要因を探る－　* 笹木 義雄・徳重
颯（柳学園中学・高校）

P2-477#　北海道苫小牧市における市民参加型タンポポ調査
の事例　* 小玉愛子（苫美博），村上隆（苫博友の会），2014 苫
小牧タンポポ調査メンバー

P2-478 　企業が取り組む地域の生物多様性モニタリングと
保全活動への展開～横浜ゴム株式会社の活動を事例に～
　* 北澤哲弥（（株）エコロジーパス），永石文明（（株）エコロ
ジーパス）  
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PH-001#　雑木林の土の中にはどのような種子があるか ?　
* 後藤 遼太，* 岡本 泰崇，* 佐々木 洸大，関口 伸一（海城中学
高等学校生物部）

PH-002#　有機栽培水田におけるケイソウの個体数変化
　* 冨加津 柚奈，野崎 真史（群馬県立高崎女子高校）
PH-003#　観音山総合研究1 観音山ニッコウキスゲはどこか
ら来たか ?　* 橋本 実希，* 太田 直輝（埼玉県立熊谷西高校）

PH-004#　動く植物の就眠運動の研究　* 山岡 歩美，青本 沙
也，國安 里衣（ノートルダム清心学園清心女子高等学校）

PH-005#　解明しよう !!マングローブの葉の不思議 !!～マ
ングローブ植物の葉についての調査研究～　* 下田 凜太
郎，* 菅野 琴（東京都立科学技術高校スーパープロジェクト
IRIOMOTE）

PH-006#　CO2をより多く吸収するのは天然林か人工林か ?
　* 郷原 雪枝，加茂 優奈，秋山 繁治（ノートルダム清心学園
清心女子高等学校）

PH-007#　伊豆大島の植生遷移と土壌動物との相関性　* 勝
島 可奈子，近藤 美波（東京都立国分寺高校）

PH-008#　無葉緑植物ギンリョウソウと外生菌根菌の共生関
係　* 越智 匠海，* 菅原 麻由，佐藤 直，中陣 遥香，日下 真帆，
中桐 悠一郎，*岡田 和大，森本 建，東 優樹（立命館慶祥高等学校）

PH-009#　矛盾する ? タンポポ「環境指標性」 日高地方のタ
ンポポ調査より　濱田 真衣子，小山 桃葉，佐藤 誠洋，* 小
林 美佑，* 小出 明日香，* 望月 春菜，山下 二千愛，花光 明，
原 幸日，清水 理（和歌山県立日高高等学校）

PH-010#　環境の違いにおけるヘマトコッカスの状態変化　
菅原 玲（埼玉県立川越女子高校）

PH-011#　土壌からみるマングローブ域の物質循環 ～マング
ローブ林土壌と林外土壌の比較研究～　阿部 隼人（東京都
立科学技術高校スーパープロジェクト IRIOMOTE）

PH-012#　竹粉を使ったきのこ栽培　* 青本 沙也，* 國安 里衣
（ノートルダム清心学園清心女子高等学校）

PH-013#　変形菌の研究　変形体の「自他」を見分ける力　
増井 真那（東京都立小石川中等教育学校）

PH-014#　光は微生物の増殖に影響を与えるのか？　* 保坂 
京花，野崎 真史（群馬県立高崎女子高校）

PH-015#　嗜好飲料の摂取によるハツカネズミの血糖値上昇
の変化　渡邊 葵乃（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高
等学校）

PH-016#　揖斐川水系支流におけるイワナとアマゴの属間雑
種の解析　* 森本 早稀，* 北村 拓斗，後藤 暁彦，丹羽 大樹，
神戸 朱琉，前田 晃太郎，江崎 正英，久冨 匡皓，小島 瑳希子，
後藤 那月，佐賀 美月，高山 あまね，塩谷 祐貴，岡田 翔吾，
鷲見 太樹，坪井 玲，八戸 啓太，矢島 佳依（岐阜市立岐阜高等
学校）

PH-017#　豊橋市の干潟に生息する底生生物の研究　* 濵口 
青空，村本 周平，* 河合 団平，* 谷川 琢磨，* 坂本 さくら（愛
知県立豊丘高校自然科学愛好会），井上 亮太（愛知県立豊丘高
校）

PH-018#　日本産サケ科魚類イワナSalvelinus leucomaenis
の背面部白色斑紋と地理的分布の関係　*松田 空，*門田 啓，
* 中村 彰甫（成蹊高等学校），荒井 靖志（成蹊中学高等学校生
物科研究室）

PH-019#　日高地方のメダカの生態について　* 中 光咲，沼
野 加奈，* 濱田 真衣子，小山 桃葉，梶本 明宏，松見 弦，中井 
大五，橋本 佳多朗，中前 勝吾，清水 理（和歌山県立日高高等
学校）

PH-020#　南日本における港のアリの地域間比較　* 新有留 
茜，* 若松 良衣，原田 豊（池田学園池田高等学校）

PH-021#　静岡市巴川流域におけるカメ類の生息状況とカメ
と人との関わりについてのアンケート調査　* 宮城 加菜，
* 佐野 瑞姫，大塚 宗汰，三浦 結（静岡北高等学校）

PH-022#　新河岸川の外来種カワリヌマエビ属の侵入　菅原 
玲，伊藤 萌，* 堀越 えみ，* 富田 大愛，* 中里 陽子，安藤 華蓮（埼
玉県立川越女子高校）

PH-023#　守れ！カスミサンショウウオ～保護活動の推進と
生殖行動の解析～　* 神戸 朱琉，* 前田 晃太郎，* 岡田 翔吾，
後藤 暁彦，丹羽 大樹，江崎 正英，久冨 匡皓，小島 瑳希子，
後藤 那月，佐賀 美月，高山 あまね，森本 早稀，塩谷 祐貴，
北村 拓斗，鷲見 太樹，坪井 玲，八戸 啓太，矢島 佳依（岐阜
県立岐阜高等学校）

PH-024#　埼玉県東部へのアライグマの広がり　原田 愛華
（埼玉県立越ヶ谷高校）

PH-025#　行動学的視点から考えるネズミの生態　中武 泰成
（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校）

PH-026#　狭山丘陵の谷戸におけるアメリカザリガニの生活
史　* 長井 孝彦，* 吉野 舜太郎，* 川口 建，* 吉岡 凛太郎，関
口 伸一（海城中学高等学校生物部）

PH-027#　環境 DNAを用いたミシシッピアカミミガメの生
息分布調査　*千古 晴菜，*瓶内 ひなた，*松谷 朱莉，安藤 一喜，
高橋 真，藤井 大地，藤江 祐哉，脇舛 真穂（兵庫県立加古川東
高校）

PH-028#　伊豆大島の植生遷移と生息するアリ　* 膳 若菜，
後長 加奈絵，安川 優紀（東京都立国分寺高校）

PH-029#　ヨモギタマバエの虫えいに多型現象はあるか ?
　* 千葉 汀，* 深堀 宗一郎，* 佐藤 杏香（宮城県仙台第三高校）
PH-030#　ムササビの活動時間の研究 -自作センサーを中心
とした測定の試み -　* 池谷 友佑，* 梶谷 鞠江，* 三宅 桃葉，
岡崎 弘幸（中央大学附属高等学校）

PH-031#　ネオニコチノイド系農薬イミダクロプリドがミジ
ンコに与える影響　森永 康寛（東京都立戸山高校）

PH-032#　ニホンザル群におけるグルーミングの影響 ～高崎
山と幸島の比較～　* 牧 尚澄，古田 朋綺，* 金田 海愛，清嶋 
美保子，宮永 将喜，* 深田 幸平（大分舞鶴高校）

PH-033#　チャネルキャットフィッシュの環境嗜好性　* 千
葉 利久，阿久津 春人（東京都立国分寺高校）

PH-034#　チームアライグマのこれまでの活動～高校で連携
して外来生物問題を考える～　* 岩木 れん（埼玉県立越谷北
高等学校），* 黒田 峻平，* 大塚 悠宇馬，* 伊藤 太郎（海城中学
高等学校），菅原 玲（埼玉県立川越女子高等学校），小川 岳紘（埼
玉県立熊谷西高等学校），原田 愛華（埼玉県立越ヶ谷高等学校），
佐藤 翔太（埼玉県立坂戸西高等学校），和知 英太（埼玉県立所
沢西高等学校），中村 早希（埼玉県立飯能高等学校），高山 凌（埼
玉県立蕨高等学校）

PH-035#　サシバの秋の渡りにおける飛行戦略Ⅱ―飛行パタ
ーンから秋の渡りを考えた―　* 松岡 朋寛，* 橋本 悠平，橋
越 清一（愛媛県立南宇和高等学校）

PH-036#　クラゲの生態　* 秋田 陽美，*川尻 晴菜，辰巳 綾理（大
阪府立住吉高等学校）

PH-037#　カワニナを通して考える地域の生態系 II　* 櫻井 
基樹，* 中島 拓哉，* 二村 勇輔，* 細川 城太郎，* 矢島 亮太（岐
阜県立岐山高校）

PH-038#　アリの道しるべフェロモンの分析　今飯田 果歩
（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校）
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高校生ポスター発表　3月21日（月）12:00－14:00
（展示棟　Poster Hall　#：ポスター賞対象発表）

PH-039#　アライグマが好む生息条件と周辺住民の意識調査
　* 佐藤 翔太，* 渋谷 祐貴，* 福田 龍，石垣 翔大，河野 和，
茂手木 信斗（埼玉県立坂戸西高校）

PH-040#　アブラムシ防除における最適条件　越智 匠海，菅
原 麻由，* 佐藤 直，中陣 遥香，日下 真帆，中桐 悠一郎，岡田 
和大，* 森本 建，* 東 優樹（立命館慶祥高等学校）
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高校生ポスター発表　3月21日（月）12:00－14:00
（展示棟　Poster Hall　#：ポスター賞対象発表）

PH-001#　雑木林の土の中にはどのような種子があるか ?　
* 後藤 遼太，* 岡本 泰崇，* 佐々木 洸大，関口 伸一（海城中学
高等学校生物部）

PH-002#　有機栽培水田におけるケイソウの個体数変化
　* 冨加津 柚奈，野崎 真史（群馬県立高崎女子高校）
PH-003#　観音山総合研究1 観音山ニッコウキスゲはどこか
ら来たか ?　* 橋本 実希，* 太田 直輝（埼玉県立熊谷西高校）

PH-004#　動く植物の就眠運動の研究　* 山岡 歩美，青本 沙
也，國安 里衣（ノートルダム清心学園清心女子高等学校）

PH-005#　解明しよう !!マングローブの葉の不思議 !!～マ
ングローブ植物の葉についての調査研究～　* 下田 凜太
郎，* 菅野 琴（東京都立科学技術高校スーパープロジェクト
IRIOMOTE）

PH-006#　CO2をより多く吸収するのは天然林か人工林か ?
　* 郷原 雪枝，加茂 優奈，秋山 繁治（ノートルダム清心学園
清心女子高等学校）

PH-007#　伊豆大島の植生遷移と土壌動物との相関性　* 勝
島 可奈子，近藤 美波（東京都立国分寺高校）

PH-008#　無葉緑植物ギンリョウソウと外生菌根菌の共生関
係　* 越智 匠海，* 菅原 麻由，佐藤 直，中陣 遥香，日下 真帆，
中桐 悠一郎，*岡田 和大，森本 建，東 優樹（立命館慶祥高等学校）

PH-009#　矛盾する ? タンポポ「環境指標性」 日高地方のタ
ンポポ調査より　濱田 真衣子，小山 桃葉，佐藤 誠洋，* 小
林 美佑，* 小出 明日香，* 望月 春菜，山下 二千愛，花光 明，
原 幸日，清水 理（和歌山県立日高高等学校）

PH-010#　環境の違いにおけるヘマトコッカスの状態変化　
菅原 玲（埼玉県立川越女子高校）

PH-011#　土壌からみるマングローブ域の物質循環 ～マング
ローブ林土壌と林外土壌の比較研究～　阿部 隼人（東京都
立科学技術高校スーパープロジェクト IRIOMOTE）

PH-012#　竹粉を使ったきのこ栽培　* 青本 沙也，* 國安 里衣
（ノートルダム清心学園清心女子高等学校）

PH-013#　変形菌の研究　変形体の「自他」を見分ける力　
増井 真那（東京都立小石川中等教育学校）

PH-014#　光は微生物の増殖に影響を与えるのか？　* 保坂 
京花，野崎 真史（群馬県立高崎女子高校）

PH-015#　嗜好飲料の摂取によるハツカネズミの血糖値上昇
の変化　渡邊 葵乃（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高
等学校）

PH-016#　揖斐川水系支流におけるイワナとアマゴの属間雑
種の解析　* 森本 早稀，* 北村 拓斗，後藤 暁彦，丹羽 大樹，
神戸 朱琉，前田 晃太郎，江崎 正英，久冨 匡皓，小島 瑳希子，
後藤 那月，佐賀 美月，高山 あまね，塩谷 祐貴，岡田 翔吾，
鷲見 太樹，坪井 玲，八戸 啓太，矢島 佳依（岐阜市立岐阜高等
学校）

PH-017#　豊橋市の干潟に生息する底生生物の研究　* 濵口 
青空，村本 周平，* 河合 団平，* 谷川 琢磨，* 坂本 さくら（愛
知県立豊丘高校自然科学愛好会），井上 亮太（愛知県立豊丘高
校）

PH-018#　日本産サケ科魚類イワナSalvelinus leucomaenis
の背面部白色斑紋と地理的分布の関係　*松田 空，*門田 啓，
* 中村 彰甫（成蹊高等学校），荒井 靖志（成蹊中学高等学校生
物科研究室）

PH-019#　日高地方のメダカの生態について　* 中 光咲，沼
野 加奈，* 濱田 真衣子，小山 桃葉，梶本 明宏，松見 弦，中井 
大五，橋本 佳多朗，中前 勝吾，清水 理（和歌山県立日高高等
学校）

PH-020#　南日本における港のアリの地域間比較　* 新有留 
茜，* 若松 良衣，原田 豊（池田学園池田高等学校）

PH-021#　静岡市巴川流域におけるカメ類の生息状況とカメ
と人との関わりについてのアンケート調査　* 宮城 加菜，
* 佐野 瑞姫，大塚 宗汰，三浦 結（静岡北高等学校）

PH-022#　新河岸川の外来種カワリヌマエビ属の侵入　菅原 
玲，伊藤 萌，* 堀越 えみ，* 富田 大愛，* 中里 陽子，安藤 華蓮（埼
玉県立川越女子高校）

PH-023#　守れ！カスミサンショウウオ～保護活動の推進と
生殖行動の解析～　* 神戸 朱琉，* 前田 晃太郎，* 岡田 翔吾，
後藤 暁彦，丹羽 大樹，江崎 正英，久冨 匡皓，小島 瑳希子，
後藤 那月，佐賀 美月，高山 あまね，森本 早稀，塩谷 祐貴，
北村 拓斗，鷲見 太樹，坪井 玲，八戸 啓太，矢島 佳依（岐阜
県立岐阜高等学校）

PH-024#　埼玉県東部へのアライグマの広がり　原田 愛華
（埼玉県立越ヶ谷高校）

PH-025#　行動学的視点から考えるネズミの生態　中武 泰成
（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校）

PH-026#　狭山丘陵の谷戸におけるアメリカザリガニの生活
史　* 長井 孝彦，* 吉野 舜太郎，* 川口 建，* 吉岡 凛太郎，関
口 伸一（海城中学高等学校生物部）

PH-027#　環境 DNAを用いたミシシッピアカミミガメの生
息分布調査　*千古 晴菜，*瓶内 ひなた，*松谷 朱莉，安藤 一喜，
高橋 真，藤井 大地，藤江 祐哉，脇舛 真穂（兵庫県立加古川東
高校）

PH-028#　伊豆大島の植生遷移と生息するアリ　* 膳 若菜，
後長 加奈絵，安川 優紀（東京都立国分寺高校）

PH-029#　ヨモギタマバエの虫えいに多型現象はあるか ?
　* 千葉 汀，* 深堀 宗一郎，* 佐藤 杏香（宮城県仙台第三高校）
PH-030#　ムササビの活動時間の研究 -自作センサーを中心
とした測定の試み -　* 池谷 友佑，* 梶谷 鞠江，* 三宅 桃葉，
岡崎 弘幸（中央大学附属高等学校）

PH-031#　ネオニコチノイド系農薬イミダクロプリドがミジ
ンコに与える影響　森永 康寛（東京都立戸山高校）

PH-032#　ニホンザル群におけるグルーミングの影響 ～高崎
山と幸島の比較～　* 牧 尚澄，古田 朋綺，* 金田 海愛，清嶋 
美保子，宮永 将喜，* 深田 幸平（大分舞鶴高校）

PH-033#　チャネルキャットフィッシュの環境嗜好性　* 千
葉 利久，阿久津 春人（東京都立国分寺高校）

PH-034#　チームアライグマのこれまでの活動～高校で連携
して外来生物問題を考える～　* 岩木 れん（埼玉県立越谷北
高等学校），* 黒田 峻平，* 大塚 悠宇馬，* 伊藤 太郎（海城中学
高等学校），菅原 玲（埼玉県立川越女子高等学校），小川 岳紘（埼
玉県立熊谷西高等学校），原田 愛華（埼玉県立越ヶ谷高等学校），
佐藤 翔太（埼玉県立坂戸西高等学校），和知 英太（埼玉県立所
沢西高等学校），中村 早希（埼玉県立飯能高等学校），高山 凌（埼
玉県立蕨高等学校）

PH-035#　サシバの秋の渡りにおける飛行戦略Ⅱ―飛行パタ
ーンから秋の渡りを考えた―　* 松岡 朋寛，* 橋本 悠平，橋
越 清一（愛媛県立南宇和高等学校）

PH-036#　クラゲの生態　* 秋田 陽美，*川尻 晴菜，辰巳 綾理（大
阪府立住吉高等学校）

PH-037#　カワニナを通して考える地域の生態系 II　* 櫻井 
基樹，* 中島 拓哉，* 二村 勇輔，* 細川 城太郎，* 矢島 亮太（岐
阜県立岐山高校）

PH-038#　アリの道しるべフェロモンの分析　今飯田 果歩
（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校）
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高校生ポスター発表　3月21日（月）12:00－14:00
（展示棟　Poster Hall　#：ポスター賞対象発表）

PH-039#　アライグマが好む生息条件と周辺住民の意識調査
　* 佐藤 翔太，* 渋谷 祐貴，* 福田 龍，石垣 翔大，河野 和，
茂手木 信斗（埼玉県立坂戸西高校）

PH-040#　アブラムシ防除における最適条件　越智 匠海，菅
原 麻由，* 佐藤 直，中陣 遥香，日下 真帆，中桐 悠一郎，岡田 
和大，* 森本 建，* 東 優樹（立命館慶祥高等学校）
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⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room#

ࠆߋߐࠍ㓸のᒻᚑㆊ⒟⟲‛↢ࠄ߆⯻のㅴൻߣ‛ᬀ　901

企画⽿છ者：坂一（ർ大FSC），↰ᐔ（大㒋ᐭ大生），᳓澤ሶ（ፉ大ੱᢥ）

生物⟲集とは․ቯのၞに生きる生物たߜの集まࠅであࠅ，それߙれの生物がどのような種で᭴ᚑされる

か㧫（⟲集᭴ㅧ），どのようなつながࠅをᜬつか㧫（種㑆⋧用）を⸃することは，⟲集生ᘒ学に߅い

てᦨも㊀要な研究࠹ーࡑの߭とつである㧚⟲集᭴ㅧと種㑆⋧用はいにኒ接に㑐ㅪしてࠅ߅，種㑆の┹

生からうまれる⋧ㆡᔕ（ㅴൻ）は⟲集をᒻᚑする種の᭴ᚑにᒝいᓇ㗀をਈ߃る㧚生物⟲集を᭴ᚑ

するฦ種は࿐をとࠅまく環境߳の「ㆡᔕ」を経ているので，生物⟲集のᒻᚑ過程をさߋるでㆡᔕを問う

ㅴൻ生物学的なࠕプࡠー࠴は㊀要である㧚生物は，多種との⋧用や環境のᄌൻに対ᔕしたㄦㅦなዊㅴൻ

によࠅ現ဳをᄌൻさߖ，ዊㅴൻの積み㊀ߨは㐳いᤨ㑆ࠬケー࡞で生ߓる大ㅴൻ߳とつながる㧚ᧄ集会では，

᳓澤らᓟ⮮らが⟲集生ᘒ学，坂ら↰らがಽሶ♽⛔学，㋈ᧁらがಽሶㆮવ学のࠕプࡠー࠴といった，

ᐢいㅴൻࠬケー࡞の㗴をឭଏし，ᬀ物 -⯻㑆のㅴൻが生物⟲集のᒻᚑ過程にどのようなᓇ㗀を߷

すかを⼏⺰する㧚

（生環境京ㇺᐭ大）ーター：大ፉ一ᱜ࠹ンࡔࠦ

⯻⟲㓸ࠆ߹㓸ߦ⧎ギのࠨࠢ

*᳓澤ሶ（ፉ大ੱᢥ），Ἇᧄጪ（東大農），ጊፒℂᱜ（京大農），㣕ม（京大農），

㐳⼱Ꮉ㓷⟤（東㇌大ℂ）

⧎㘩⠪⋧のቄ▵ᄌൻ

*ᓟ⮮ᨹ㚅（ፉ大ੱᢥ），᳓澤ሶ（ፉ大ੱᢥ）

⒳ᄙ᭽ᕈߣ⛔♽科の࠴ࡃࡂ

*坂一（ർ大FSC），⮮利ᐘ（ାᎺ大ℂ）

のᱧผࠅがߥߟのߜߚ‛↢ࠆߋࠍ‛ᬀࠕ

*↰ᐔ（大㒋ᐭ大生），ዊ᧻⾆（Ꮊ大ᾲ農研），ੇ㓁ሶ（大㒋ᢎ⢒大ᢎ㙃），ᷡ᳓

ട⡍（京ㇺ大生ᘒ研），Ꮢጟቁᦶ（京ㇺ大ੱ 環），◉↰ℰ生（ାᎺ大ℂ），Ꮢ野㓉㓶（ାᎺ大

ℂ，ጊጪ研）

⋛ㆮવ⊛ၮࠆߔቯࠍࠫࡦ࠻ࠬࡎ㘃の࡚࠙࠴

*㋈ᧁ（東ർ大生），’野能士（東ർ大生），የፒసਭ（JT生研究㙚），⍫᎑ବ

（東農大ᔕ用生物），内ጊඳమ（東農大ࡁࠥム⸃ᨆ），ᴡ↰㓷（東ർ大生）

⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　RoomB

902　⨲ේᕈ↢‛の保全↢ᘒ学　㧙 DNA情報が߽ߔࠄߚᣂߥߚ保全のⷰὐ㧙

企画⽿છ者：内↰（東大㒮✚วᢥൻ），ጊᧄືผ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達）

⨲ේ性生物は、⨲ේ面積のᷫዋ߅よ߮その⾰のᄌൻによᷫࠅዋし⛯ߌてࠅ߅、⇇的に⨲ේ生ᘒ♽の生物

多様性は保全すߴき対⽎としてᵈⷞされている。日ᧄに߅いてもỗᷫする⨲ේの保全は༛✕の⺖㗴となって

。ේ性生物の保全を⋡的とした⟲集生ᘒ学や᥊ⷰ生ᘒ学など、多ᢙの研究がㅴめられている⨲、ࠅ߅

しかし、ᓥ᧪の野外⺞ᩏのみの研究では、᥊ⷰのᄌൻにともなう集࿅のㆮવ的多様性のᄌൻや、㘩 -ⵍ
㘩といった⋧用などをらかにすることは࿎㔍であった。DNAシーケンシンࠣやジࡁࠚタࠗࡇンࠣな

どのಽሶᚻᴺはすでに生ᘒ学に߅いて一⥸ൻしてࠅ߅、さらにᰴઍシーケンࠨーを用いたࡔタࡃーࠦーデ
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ࠖンࠣ⸃ᨆも᥉しつつある。これらの技術がもたらす情報は、生物集࿅の生ᘒ的ㆮવ的ᱧผ的․性を

らかにすることができ、保全にも大きく貢献すると⠨߃られる。

ᧄ集会では、これらの技術でもたらされた DNA 情報をもとに⨲ේのᷫዋ߅よ߮その⾰のᄌൻが⨲ේ性の

ᬀ物߅よ߮⯻にਈ߃るᓇ㗀をᬌ⸽した研究を⚫する。さらにはᨋ生ᘒ♽で⼏⺰されている研究内ኈと

Ყセすることで、今ᓟの⨲ේ性生物の保全にはが必要なのか、といった⊒ዷをⷞ野にれた⼏⺰をዷ㐿し

たい。

企画者：内↰（東大㒮✚วᢥൻ）、ጊᧄືผ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達）

まとめと⸛⺰　ม会：ጊᧄືผ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達）

ඨ⥄ὼ⨲の⁁ߘߣの↢‛ᄙ᭽ᕈのᷫዋ

ਊਣᢕผ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達）

㐿⧎⚿ታᦼの⨲ಿࠅが⛘Ṍෂᗋ⨲ᧄのㆮવ⊛ᄙ᭽ᕈᷫࠍዋࠆߖߐ

ਛᵿ直ਯ（京大㒮農），内↰（東大㒮✚วᢥൻ），ਊਣᢕผ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達），㣕

ม（京大㒮農）

ඨ⥄ὼ⨲のಽᢿൻߣ⨲ේᕈ࠴ࡃ࠽ࡂ࡞ࡑのㆮવ⊛ᄙ᭽ᕈ

↰ਛᵗਯ（京大㔤㐳類研究所）

⛘Ṍෂᗋ⒳ࡃࡀࡂࠞࠕッ࠲のᷫዋⷐ࿃の⸃̆ߚ↪ࠍࠣࡦࠖ࠺ࠦࡃ࠲ࡔ㘩⨲⸃ᨆ

内↰（東大㒮✚วᢥൻ），ጊᧄືผ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達）

ᬀ‛⟲㓸ࠍኻ⽎ߚߒߣㆮવ⊛ၞᕈの保全߳̆Ყセ♽⛔ℂࠄ߆のࠕプ࠴ࡠ

ጤፒ⾆也（京大生ᘒ研）

⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room%

903　⮺㘃のᄙ᭽ᕈࠄ߆ㄼࠆ↢‛ㅴൻߣ↢ᘒⅣႺ

企画⽿છ者：所ඳ（ブリࠖ࠹ッシࡠࠦࡘンࠕࡆ大学 / ᶏ外․研究ຬ），ንᮯㄖ也（ජ⪲大学），ၔᎹ㚅（東

京大学 / ․છ研究ຬ），ศጊᶈᐔ（ṑ⾐⋵大環境）

⮺類は光วᚑをⴕう様々なಽ類⟲の生物を多♽⛔のࠣ࡞ープであࠅ、それ一ญに⮺類といっても、

、ᒻᘒ、生活ผ、生活環境などについて㕖Ᏹにᐢい多様性をもつ。このような․ᓽなどから、⮺類は

ᓥ᧪のㅴൻ生ᘒ学でਥな研究対⽎とされてきた㒽動ᬀ物ではⷰኤが㔍しいᒻ⾰のㅴൻ生ᘒについて⠨߃

るためのࡕデ࡞生物として⌕⋡されてきた。

ᧄ集会では、⮺類というಽ類⟲を対⽎として、ㅴൻ生ᘒ学的な研究をⴕっているᣇに、対⽎としているシ

、㗂き、⮺類研究を通してこれからのㅴൻ生ᘒ学に⚫ߏみを⚵ࠅムの․ᓽや、それらをℂ⸃するὑのข࠹ࠬ

どのような⊒ዷがもたらされていくのかについて⠨߃たい。

⻠Ṷでは、所᳁が大ဳ⮺類の生活環ㅴൻについてを、ንᮯ᳁が✛⮺類にߌ߅る⇣ဳ㈩ሶ接วシࠬ࠹ム

のㅴൻについてを、ၔᎹ᳁が⃯⮺にߌ߅る性Ყ⺞▵とᲖᒻᘒの量的ᒻ⾰のㆮવについてを、ศጊ᳁がᓸ細⮺

類にߌ߅る細⢩࠭ࠗࠨのㅴൻについて㗴をឭଏする。

（ンター生ᘒ研京大）ーター：ጊ内ᷕ࠹ンࡔࠦ

ᄢဳ⮺㘃↢ᵴⅣࠆߌ߅ߦ JCRNQKF�FKRNQKF ઍ⋧ኻ࠭ࠗࠨのㅴൻߡߟߦのℂ⺰⊛ᬌ⸛

* 所ඳ（ブリࠖ࠹ッシࡠࠦࡘンࠕࡆ大学 / ᶏ外․研究ຬ），Sarah P. Otto（ブリࠖ࠹ッシࡘ

（大学ࠕࡆンࡠࠦ
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⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room#

ࠆߋߐࠍ㓸のᒻᚑㆊ⒟⟲‛↢ࠄ߆⯻のㅴൻߣ‛ᬀ　901

企画⽿છ者：坂一（ർ大FSC），↰ᐔ（大㒋ᐭ大生），᳓澤ሶ（ፉ大ੱᢥ）

生物⟲集とは․ቯのၞに生きる生物たߜの集まࠅであࠅ，それߙれの生物がどのような種で᭴ᚑされる

か㧫（⟲集᭴ㅧ），どのようなつながࠅをᜬつか㧫（種㑆⋧用）を⸃することは，⟲集生ᘒ学に߅い

てᦨも㊀要な研究࠹ーࡑの߭とつである㧚⟲集᭴ㅧと種㑆⋧用はいにኒ接に㑐ㅪしてࠅ߅，種㑆の┹

生からうまれる⋧ㆡᔕ（ㅴൻ）は⟲集をᒻᚑする種の᭴ᚑにᒝいᓇ㗀をਈ߃る㧚生物⟲集を᭴ᚑ

するฦ種は࿐をとࠅまく環境߳の「ㆡᔕ」を経ているので，生物⟲集のᒻᚑ過程をさߋるでㆡᔕを問う

ㅴൻ生物学的なࠕプࡠー࠴は㊀要である㧚生物は，多種との⋧用や環境のᄌൻに対ᔕしたㄦㅦなዊㅴൻ

によࠅ現ဳをᄌൻさߖ，ዊㅴൻの積み㊀ߨは㐳いᤨ㑆ࠬケー࡞で生ߓる大ㅴൻ߳とつながる㧚ᧄ集会では，

᳓澤らᓟ⮮らが⟲集生ᘒ学，坂ら↰らがಽሶ♽⛔学，㋈ᧁらがಽሶㆮવ学のࠕプࡠー࠴といった，

ᐢいㅴൻࠬケー࡞の㗴をឭଏし，ᬀ物 -⯻㑆のㅴൻが生物⟲集のᒻᚑ過程にどのようなᓇ㗀を߷

すかを⼏⺰する㧚

（生環境京ㇺᐭ大）ーター：大ፉ一ᱜ࠹ンࡔࠦ

⯻⟲㓸ࠆ߹㓸ߦ⧎ギのࠨࠢ

*᳓澤ሶ（ፉ大ੱᢥ），Ἇᧄጪ（東大農），ጊፒℂᱜ（京大農），㣕ม（京大農），

㐳⼱Ꮉ㓷⟤（東㇌大ℂ）

⧎㘩⠪⋧のቄ▵ᄌൻ

*ᓟ⮮ᨹ㚅（ፉ大ੱᢥ），᳓澤ሶ（ፉ大ੱᢥ）

⒳ᄙ᭽ᕈߣ⛔♽科の࠴ࡃࡂ

*坂一（ർ大FSC），⮮利ᐘ（ାᎺ大ℂ）

のᱧผࠅがߥߟのߜߚ‛↢ࠆߋࠍ‛ᬀࠕ

*↰ᐔ（大㒋ᐭ大生），ዊ᧻⾆（Ꮊ大ᾲ農研），ੇ㓁ሶ（大㒋ᢎ⢒大ᢎ㙃），ᷡ᳓

ട⡍（京ㇺ大生ᘒ研），Ꮢጟቁᦶ（京ㇺ大ੱ 環），◉↰ℰ生（ାᎺ大ℂ），Ꮢ野㓉㓶（ାᎺ大

ℂ，ጊጪ研）

⋛ㆮવ⊛ၮࠆߔቯࠍࠫࡦ࠻ࠬࡎ㘃の࡚࠙࠴

*㋈ᧁ（東ർ大生），’野能士（東ർ大生），የፒసਭ（JT生研究㙚），⍫᎑ବ

（東農大ᔕ用生物），内ጊඳమ（東農大ࡁࠥム⸃ᨆ），ᴡ↰㓷（東ർ大生）

⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　RoomB

902　⨲ේᕈ↢‛の保全↢ᘒ学　㧙 DNA情報が߽ߔࠄߚᣂߥߚ保全のⷰὐ㧙

企画⽿છ者：内↰（東大㒮✚วᢥൻ），ጊᧄືผ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達）

⨲ේ性生物は、⨲ේ面積のᷫዋ߅よ߮その⾰のᄌൻによᷫࠅዋし⛯ߌてࠅ߅、⇇的に⨲ේ生ᘒ♽の生物

多様性は保全すߴき対⽎としてᵈⷞされている。日ᧄに߅いてもỗᷫする⨲ේの保全は༛✕の⺖㗴となって

。ේ性生物の保全を⋡的とした⟲集生ᘒ学や᥊ⷰ生ᘒ学など、多ᢙの研究がㅴめられている⨲、ࠅ߅

しかし、ᓥ᧪の野外⺞ᩏのみの研究では、᥊ⷰのᄌൻにともなう集࿅のㆮવ的多様性のᄌൻや、㘩 -ⵍ
㘩といった⋧用などをらかにすることは࿎㔍であった。DNAシーケンシンࠣやジࡁࠚタࠗࡇンࠣな

どのಽሶᚻᴺはすでに生ᘒ学に߅いて一⥸ൻしてࠅ߅、さらにᰴઍシーケンࠨーを用いたࡔタࡃーࠦーデ

84

ࠖンࠣ⸃ᨆも᥉しつつある。これらの技術がもたらす情報は、生物集࿅の生ᘒ的ㆮવ的ᱧผ的․性を

らかにすることができ、保全にも大きく貢献すると⠨߃られる。

ᧄ集会では、これらの技術でもたらされた DNA 情報をもとに⨲ේのᷫዋ߅よ߮その⾰のᄌൻが⨲ේ性の

ᬀ物߅よ߮⯻にਈ߃るᓇ㗀をᬌ⸽した研究を⚫する。さらにはᨋ生ᘒ♽で⼏⺰されている研究内ኈと

Ყセすることで、今ᓟの⨲ේ性生物の保全にはが必要なのか、といった⊒ዷをⷞ野にれた⼏⺰をዷ㐿し

たい。

企画者：内↰（東大㒮✚วᢥൻ）、ጊᧄືผ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達）

まとめと⸛⺰　ม会：ጊᧄືผ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達）

ඨ⥄ὼ⨲の⁁ߘߣの↢‛ᄙ᭽ᕈのᷫዋ

ਊਣᢕผ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達）

㐿⧎⚿ታᦼの⨲ಿࠅが⛘Ṍෂᗋ⨲ᧄのㆮવ⊛ᄙ᭽ᕈᷫࠍዋࠆߖߐ

ਛᵿ直ਯ（京大㒮農），内↰（東大㒮✚วᢥൻ），ਊਣᢕผ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達），㣕

ม（京大㒮農）

ඨ⥄ὼ⨲のಽᢿൻߣ⨲ේᕈ࠴ࡃ࠽ࡂ࡞ࡑのㆮવ⊛ᄙ᭽ᕈ

↰ਛᵗਯ（京大㔤㐳類研究所）

⛘Ṍෂᗋ⒳ࡃࡀࡂࠞࠕッ࠲のᷫዋⷐ࿃の⸃̆ߚ↪ࠍࠣࡦࠖ࠺ࠦࡃ࠲ࡔ㘩⨲⸃ᨆ

内↰（東大㒮✚วᢥൻ），ጊᧄືผ（ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達）

ᬀ‛⟲㓸ࠍኻ⽎ߚߒߣㆮવ⊛ၞᕈの保全߳̆Ყセ♽⛔ℂࠄ߆のࠕプ࠴ࡠ

ጤፒ⾆也（京大生ᘒ研）

⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room%

903　⮺㘃のᄙ᭽ᕈࠄ߆ㄼࠆ↢‛ㅴൻߣ↢ᘒⅣႺ

企画⽿છ者：所ඳ（ブリࠖ࠹ッシࡠࠦࡘンࠕࡆ大学 / ᶏ外․研究ຬ），ንᮯㄖ也（ජ⪲大学），ၔᎹ㚅（東

京大学 / ․છ研究ຬ），ศጊᶈᐔ（ṑ⾐⋵大環境）

⮺類は光วᚑをⴕう様々なಽ類⟲の生物を多♽⛔のࠣ࡞ープであࠅ、それ一ญに⮺類といっても、

、ᒻᘒ、生活ผ、生活環境などについて㕖Ᏹにᐢい多様性をもつ。このような․ᓽなどから、⮺類は

ᓥ᧪のㅴൻ生ᘒ学でਥな研究対⽎とされてきた㒽動ᬀ物ではⷰኤが㔍しいᒻ⾰のㅴൻ生ᘒについて⠨߃

るためのࡕデ࡞生物として⌕⋡されてきた。

ᧄ集会では、⮺類というಽ類⟲を対⽎として、ㅴൻ生ᘒ学的な研究をⴕっているᣇに、対⽎としているシ

、㗂き、⮺類研究を通してこれからのㅴൻ生ᘒ学に⚫ߏみを⚵ࠅムの․ᓽや、それらをℂ⸃するὑのข࠹ࠬ

どのような⊒ዷがもたらされていくのかについて⠨߃たい。

⻠Ṷでは、所᳁が大ဳ⮺類の生活環ㅴൻについてを、ንᮯ᳁が✛⮺類にߌ߅る⇣ဳ㈩ሶ接วシࠬ࠹ム

のㅴൻについてを、ၔᎹ᳁が⃯⮺にߌ߅る性Ყ⺞▵とᲖᒻᘒの量的ᒻ⾰のㆮવについてを、ศጊ᳁がᓸ細⮺

類にߌ߅る細⢩࠭ࠗࠨのㅴൻについて㗴をឭଏする。

（ンター生ᘒ研京大）ーター：ጊ内ᷕ࠹ンࡔࠦ

ᄢဳ⮺㘃↢ᵴⅣࠆߌ߅ߦ JCRNQKF�FKRNQKF ઍ⋧ኻ࠭ࠗࠨのㅴൻߡߟߦのℂ⺰⊛ᬌ⸛

* 所ඳ（ブリࠖ࠹ッシࡠࠦࡘンࠕࡆ大学 / ᶏ外․研究ຬ），Sarah P. Otto（ブリࠖ࠹ッシࡘ

（大学ࠕࡆンࡠࠦ

85



ᶏ↥✛⮺㈩ࠪࠬࡓ࠹のㅴൻߦࠆὼߣᔅὼ

* ንᮯㄖ也（ජ⪲大学）

⚦⢩♽⼆がߔߛࠅߊߟ⇣⾰ᕈߣㅴൻ㧦⃯⮺のᕈ↢ᱺߣ㊂⊛ᒻ⾰のㆮવ

ၔᎹ㚅（東京大学 / ․છ研究ຬ）

⾗Ḯ┹ࠆߌ߅ߦᓸ⚦⮺㘃のᦨㆡ⚦⢩࠭ࠗࠨ

* ศጊᶈᐔ（ṑ⾐⋵大環境）

⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　RoomD

߁߅ߊߎߒ߆　904 UAV㧒ⓨ↹ᛛⴚ

企画⽿છ者：ጤፒਗ਼ౖ（農環研），ฎᎹᵏੱ（ർ大㒮農）

UAV（Unmanned Aerial Viechle）、ࠦ࠴࡞ࡑプターまたはࡠ࠼ーンと߫れる、ዊဳシ量の㘧ⴕの利用が、

ᕆỗにㅴんでいます。これらのᯏེは、ᓥ᧪の⥶ⓨ౮⌀ᓇにᲧߴて、価かつᯏ動的なㆇ用がน能であࠅ、

生ᘒ学をೋめ多くのಽ野での活用がᦼᓙされています。一ᣇで、報にもあるようなઙやの⊒生、ᡷ

ᱜ⥶ⓨᴺによる㘧ⴕน能▸࿐やᤨ㑆のⷙなど、その利用にあたってはᵈᗧが必要になってきています。ま

た、UAV に㒢らず、様々なᚻᴺでᓇされたⓨ画をどの様に活用するかについても、まだまだᬌ⸛が

必要です。

そこでこの⥄↱集会では、ࠦ࠴࡞ࡑプターのኾ㐷ኅや、ข得した画のಣℂのኾ㐷ኅ、ታ際の生ᘒ学研究

で UAV をわれているᣇに㗴ឭଏを㗂き、UAV を問㗴をこすことなく、かしこくって、生ᘒ学研究

に活用するᣇᴺについて、ᗧ見឵をⴕいたいとᕁいます。

な߅、ᧄ⥄↱集の詳細や⾗ᢱについては、એਅの࠻ࠗࠨで㐿੍ቯです。

https://sites.google.com/site/2525gis/esj63

7#8 㘧ⴕの㓙のᵈᗧὐ㧔㧕ߣ

ᑝἑᷡ一（そら工ᚱ࠼ッࠦ࠻ム），* ጤᷡᒾ（そら工ᚱ࠼ッࠦ࠻ム）

ⓨ↹ᛛⴚߣ 3ᰴర࠲࠺ࡓࠗ࠲࡞ࠕのนⷞൻߡߟߦ㧔㧕

ጊ੫（（ᩣ）ࡁーࠩンシࠬ࠹ムࠨーࠬࡆ）

7#8 ᷹ⷰ↢ㄘㄝⅣႺのᬀߚߒ↪ᵴࠍ

ᷰㆺୃ（ାᎺ大農）

⥄ὼⅣႺ⺞ᩏࠆߌ߅ߦ 7#8 の↪

᳓⼱⾆ⴕ（ᩣᑼ会␠ࠛࠦリࠬ，ࡃー࠭ࠗࠕリࠨー࠴研究会）

3 ゲࠫ࡞ࡃࡦᯏ᭴ߣ )Q2TQ ࡔࠞࠣࡦ࠲࠾ࡕ↢ᬀߚߒ↪ᵴࠍ

* ฎᎹᵏੱ（ർ大㒮農），ᧄᷕሶ（ർ大㒮農），ዊᨋᘮሶ（ർ大㒮農），ਛፉᄕ㉿（ർ大㒮

農），ඵㇱⷡ（ウࡌ科学ᩣᑼ会␠），ਛᄥ士（ർ大㒮農）

ᒛߦߢߟⓨࠍ

ਃፉ 㓶（国環研）
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⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room'

905　ඳ‛㙚の↢ᘒ学 ޠ㧙ߢ㧙ᄢⷙᮨἴኂのᓟ　߆ࠆߔが⸥㍳⺕ࠍၞの⥄ὼのᄌൻޟ11

企画⽿છ者：㋈ᧁま߶ろ（ጤᚻ⋵ඳ），ᯅᧄ૫ᑧ（ᐶ⋵┙ੱと⥄ὼのඳ物㙚）

2011 ᐕ 3 月 11 日の大㔡と大ᵤᵄは、東ർᣇᄥᐔᵗጯの生ᘒ♽にも㕖Ᏹに大きなᄌൻをもたらした。

、そらくᢙ⊖ᐕに一ᐲしかこらない⥄ὼのᄌൻを⸥㍳しようと、様々なኾ㐷ኅがᵤᵄⵍἴを⸰れたが߅

ኾ㐷的研究ᯏ㑐のዋないこのၞでは、ࠕࡘ࠴ࡑࠕをరの研究者たߜが果たした役割も㕖Ᏹに大きか

った。

ၞの⥄ὼにらかのᄌൻがきたᤨ、それを⸥ㅀするためにᰳかߖないのは、Ყセ対⽎となる「ᄌൻએ

೨の⁁ᘒ」を⸥㍳したᮡᧄや᷹ⷰデータであࠅ、それらを集しているのは、ਥにరの研究者やᗲᅢኅた

ないが、ᢙࠅである。大ᵤᵄᓟも⛮⛯されたᓐらの⺞ᩏ活動は、学術⺰ᢥとしてᐢく知られることはあまߜ

多くの研究ᚑ果のਛでも㊀要な⟎をභめている。

ඳ物㙚╬の␠会ᢎ⢒ᯏ㑐は、ၞのੱ々が集した⥄ὼผ⾗ᢱを蓄積し活用するとともに、ᣂたな集の

ᜂいᚻを⢒てていくという␠会的役割をᜂっている。東ർᣇᄥᐔᵗጯၞにも、ᢙこそዋないが⥄ὼผ⾗

ᢱを集するඳ物㙚があࠅ、東日ᧄ大㔡ἴの⊒生ᓟ、それらがᜂっていた役割の大きさがᡷめて∩ಾに⼂

されることとなった。ᓐらは大㔡ἴで↟大なⵍኂをฃߌながらも、その役割をౣ߮ᜂ߅うと今もᅗ㑵ਛであ

る。

この集会では、大ᵤᵄᓟのችၔ⋵に߅いて生ᘒ♽の⺞ᩏがどのようにⴕわれたのか、రの研究者やᗲᅢ

ኅのᣇ々から 3 つのを報๔していただく。「ၞの⥄ὼのᄌൻを⸥㍳する」の㊀要性と、大ⷙᮨἴ

ኂによってᶋきᓂࠅとなった␠会的⺖㗴をᡷめて見つめ直すᯏ会としたい。

報๔੍ቯ者：ᄥ㥲ᓆᶈ（ධਃ㒽↸）、᧖ጊ多༑ሶ⪾⧷ᗆ⟤ᵏሶ（ችၔᬀ物の会）、߶か 1 ⚵を

੍ቯ

⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room)

906　ᗵᨴ∝の↢ᘒ学

企画⽿છ者：坂ᧄ૫ሶ（国┙環境研究所）

∛ේがもたらすᗵᨴ∝は、今やੱ㑆␠会のみならず生物多様性にとってもᷓೞな⢿ᆭとなっているがそ

のᩮᐩには∛ේの多様性のᠣੂがある。生物多様性科学国際දหプࠣࡠム Diversitas Annual Report（2006）

は、ੱ㑆がᾲᏪᨋのような生物多様性の㜞いၞにࠅㄟみ、㐿⊒をㅴめることは、生物学的「⾂⬿ᐶ」の

⒎ᐨをᠣੂし、ੱ㑆をᣂ⥝ᗵᨴ∝のෂ㒾にさらすと報๔している。生物多様性はੱ㑆にとって㘩♳やක⮎ຠ

となるㆮવሶ⾗Ḯをឭଏするだߌでなく、様々な∛ේからੱ㑆を保⼔する役割も果たしているという。

問㗴をもたらしているのは∛ේではなく、∛ේを生ᘒ♽の生㑐ଥをかくੂしているੱ㑆活動に

ある。⥄ὼ環境が⎕უされ、∛ේが⒖ㅍされることによࠅ、∛ේはその生ᕷ場所をᄬい、ኋਥォ឵を࿑ࠅ、

ੱ㑆を生ᘒ♽に対して㊀大なⵍኂを߷さߑるを得なくなっている。ੱ㑆の全でஜᐽな␠会をるた

めにも、∛ේの多様性とၞ࿕性のℂ⸃が㊀要であࠅ、ᗵᨴ∝対策にも生ᘒ学的なⷞὐからのࠕプࡠー

。が必要とされる࠴

ᧄ集会では、ㄭᐕ㗴となっているੱや野生生物のᗵᨴ∝を対⽎として、現⁁ᛠីとともに、生ᘒ学者が

ขߴ⚵ࠅき⺖㗴について⼏⺰する。

∝ᇦᕈᗵᨴ࠾࠳ࡑࠄ߆ࡆࠞࡏ࠷࡞ࠛࠞ S(6S ∝ᗵᨴߣ㨪↢‛ᄙ᭽ᕈの፣უߢ߹

▎一（国┙環境研究所）

ⴕേの⸃ᨆ㧙ࠣࡦࡒ࡞㧫㧙ࠣ߆のࠆߔがᵹⴕ࠾࠳ࡦࠞࠕߢ࠴ࡃ࠷ࡒࡦࡎ࠾ߗߥ

坂ᧄ૫ሶ（国┙環境研究所）
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ᶏ↥✛⮺㈩ࠪࠬࡓ࠹のㅴൻߦࠆὼߣᔅὼ

* ንᮯㄖ也（ජ⪲大学）

⚦⢩♽⼆がߔߛࠅߊߟ⇣⾰ᕈߣㅴൻ㧦⃯⮺のᕈ↢ᱺߣ㊂⊛ᒻ⾰のㆮવ

ၔᎹ㚅（東京大学 / ․છ研究ຬ）

⾗Ḯ┹ࠆߌ߅ߦᓸ⚦⮺㘃のᦨㆡ⚦⢩࠭ࠗࠨ

* ศጊᶈᐔ（ṑ⾐⋵大環境）

⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　RoomD

߁߅ߊߎߒ߆　904 UAV㧒ⓨ↹ᛛⴚ

企画⽿છ者：ጤፒਗ਼ౖ（農環研），ฎᎹᵏੱ（ർ大㒮農）

UAV（Unmanned Aerial Viechle）、ࠦ࠴࡞ࡑプターまたはࡠ࠼ーンと߫れる、ዊဳシ量の㘧ⴕの利用が、

ᕆỗにㅴんでいます。これらのᯏེは、ᓥ᧪の⥶ⓨ౮⌀ᓇにᲧߴて、価かつᯏ動的なㆇ用がน能であࠅ、

生ᘒ学をೋめ多くのಽ野での活用がᦼᓙされています。一ᣇで、報にもあるようなઙやの⊒生、ᡷ

ᱜ⥶ⓨᴺによる㘧ⴕน能▸࿐やᤨ㑆のⷙなど、その利用にあたってはᵈᗧが必要になってきています。ま

た、UAV に㒢らず、様々なᚻᴺでᓇされたⓨ画をどの様に活用するかについても、まだまだᬌ⸛が

必要です。

そこでこの⥄↱集会では、ࠦ࠴࡞ࡑプターのኾ㐷ኅや、ข得した画のಣℂのኾ㐷ኅ、ታ際の生ᘒ学研究

で UAV をわれているᣇに㗴ឭଏを㗂き、UAV を問㗴をこすことなく、かしこくって、生ᘒ学研究

に活用するᣇᴺについて、ᗧ見឵をⴕいたいとᕁいます。

な߅、ᧄ⥄↱集の詳細や⾗ᢱについては、એਅの࠻ࠗࠨで㐿੍ቯです。

https://sites.google.com/site/2525gis/esj63

7#8 㘧ⴕの㓙のᵈᗧὐ㧔㧕ߣ

ᑝἑᷡ一（そら工ᚱ࠼ッࠦ࠻ム），* ጤᷡᒾ（そら工ᚱ࠼ッࠦ࠻ム）

ⓨ↹ᛛⴚߣ 3ᰴర࠲࠺ࡓࠗ࠲࡞ࠕのนⷞൻߡߟߦ㧔㧕

ጊ੫（（ᩣ）ࡁーࠩンシࠬ࠹ムࠨーࠬࡆ）

7#8 ᷹ⷰ↢ㄘㄝⅣႺのᬀߚߒ↪ᵴࠍ

ᷰㆺୃ（ାᎺ大農）

⥄ὼⅣႺ⺞ᩏࠆߌ߅ߦ 7#8 の↪

᳓⼱⾆ⴕ（ᩣᑼ会␠ࠛࠦリࠬ，ࡃー࠭ࠗࠕリࠨー࠴研究会）

3 ゲࠫ࡞ࡃࡦᯏ᭴ߣ )Q2TQ ࡔࠞࠣࡦ࠲࠾ࡕ↢ᬀߚߒ↪ᵴࠍ

* ฎᎹᵏੱ（ർ大㒮農），ᧄᷕሶ（ർ大㒮農），ዊᨋᘮሶ（ർ大㒮農），ਛፉᄕ㉿（ർ大㒮

農），ඵㇱⷡ（ウࡌ科学ᩣᑼ会␠），ਛᄥ士（ർ大㒮農）

ᒛߦߢߟⓨࠍ

ਃፉ 㓶（国環研）
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⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room'

905　ඳ‛㙚の↢ᘒ学 ޠ㧙ߢ㧙ᄢⷙᮨἴኂのᓟ　߆ࠆߔが⸥㍳⺕ࠍၞの⥄ὼのᄌൻޟ11

企画⽿છ者：㋈ᧁま߶ろ（ጤᚻ⋵ඳ），ᯅᧄ૫ᑧ（ᐶ⋵┙ੱと⥄ὼのඳ物㙚）

2011 ᐕ 3 月 11 日の大㔡と大ᵤᵄは、東ർᣇᄥᐔᵗጯの生ᘒ♽にも㕖Ᏹに大きなᄌൻをもたらした。

、そらくᢙ⊖ᐕに一ᐲしかこらない⥄ὼのᄌൻを⸥㍳しようと、様々なኾ㐷ኅがᵤᵄⵍἴを⸰れたが߅

ኾ㐷的研究ᯏ㑐のዋないこのၞでは、ࠕࡘ࠴ࡑࠕをరの研究者たߜが果たした役割も㕖Ᏹに大きか

った。

ၞの⥄ὼにらかのᄌൻがきたᤨ、それを⸥ㅀするためにᰳかߖないのは、Ყセ対⽎となる「ᄌൻએ

೨の⁁ᘒ」を⸥㍳したᮡᧄや᷹ⷰデータであࠅ、それらを集しているのは、ਥにరの研究者やᗲᅢኅた

ないが、ᢙࠅである。大ᵤᵄᓟも⛮⛯されたᓐらの⺞ᩏ活動は、学術⺰ᢥとしてᐢく知られることはあまߜ

多くの研究ᚑ果のਛでも㊀要な⟎をභめている。

ඳ物㙚╬の␠会ᢎ⢒ᯏ㑐は、ၞのੱ々が集した⥄ὼผ⾗ᢱを蓄積し活用するとともに、ᣂたな集の

ᜂいᚻを⢒てていくという␠会的役割をᜂっている。東ർᣇᄥᐔᵗጯၞにも、ᢙこそዋないが⥄ὼผ⾗

ᢱを集するඳ物㙚があࠅ、東日ᧄ大㔡ἴの⊒生ᓟ、それらがᜂっていた役割の大きさがᡷめて∩ಾに⼂

されることとなった。ᓐらは大㔡ἴで↟大なⵍኂをฃߌながらも、その役割をౣ߮ᜂ߅うと今もᅗ㑵ਛであ

る。

この集会では、大ᵤᵄᓟのችၔ⋵に߅いて生ᘒ♽の⺞ᩏがどのようにⴕわれたのか、రの研究者やᗲᅢ

ኅのᣇ々から 3 つのを報๔していただく。「ၞの⥄ὼのᄌൻを⸥㍳する」の㊀要性と、大ⷙᮨἴ

ኂによってᶋきᓂࠅとなった␠会的⺖㗴をᡷめて見つめ直すᯏ会としたい。

報๔੍ቯ者：ᄥ㥲ᓆᶈ（ධਃ㒽↸）、᧖ጊ多༑ሶ⪾⧷ᗆ⟤ᵏሶ（ችၔᬀ物の会）、߶か 1 ⚵を

੍ቯ

⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room)

906　ᗵᨴ∝の↢ᘒ学

企画⽿છ者：坂ᧄ૫ሶ（国┙環境研究所）

∛ේがもたらすᗵᨴ∝は、今やੱ㑆␠会のみならず生物多様性にとってもᷓೞな⢿ᆭとなっているがそ

のᩮᐩには∛ේの多様性のᠣੂがある。生物多様性科学国際දหプࠣࡠム Diversitas Annual Report（2006）

は、ੱ㑆がᾲᏪᨋのような生物多様性の㜞いၞにࠅㄟみ、㐿⊒をㅴめることは、生物学的「⾂⬿ᐶ」の

⒎ᐨをᠣੂし、ੱ㑆をᣂ⥝ᗵᨴ∝のෂ㒾にさらすと報๔している。生物多様性はੱ㑆にとって㘩♳やක⮎ຠ

となるㆮવሶ⾗Ḯをឭଏするだߌでなく、様々な∛ේからੱ㑆を保⼔する役割も果たしているという。

問㗴をもたらしているのは∛ේではなく、∛ේを生ᘒ♽の生㑐ଥをかくੂしているੱ㑆活動に

ある。⥄ὼ環境が⎕უされ、∛ේが⒖ㅍされることによࠅ、∛ේはその生ᕷ場所をᄬい、ኋਥォ឵を࿑ࠅ、

ੱ㑆を生ᘒ♽に対して㊀大なⵍኂを߷さߑるを得なくなっている。ੱ㑆の全でஜᐽな␠会をるた

めにも、∛ේの多様性とၞ࿕性のℂ⸃が㊀要であࠅ、ᗵᨴ∝対策にも生ᘒ学的なⷞὐからのࠕプࡠー

。が必要とされる࠴

ᧄ集会では、ㄭᐕ㗴となっているੱや野生生物のᗵᨴ∝を対⽎として、現⁁ᛠីとともに、生ᘒ学者が

ขߴ⚵ࠅき⺖㗴について⼏⺰する。

∝ᇦᕈᗵᨴ࠾࠳ࡑࠄ߆ࡆࠞࡏ࠷࡞ࠛࠞ S(6S ∝ᗵᨴߣ㨪↢‛ᄙ᭽ᕈの፣უߢ߹

▎一（国┙環境研究所）

ⴕേの⸃ᨆ㧙ࠣࡦࡒ࡞㧫㧙ࠣ߆のࠆߔがᵹⴕ࠾࠳ࡦࠞࠕߢ࠴ࡃ࠷ࡒࡦࡎ࠾ߗߥ

坂ᧄ૫ሶ（国┙環境研究所）
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╷ኻߣⰆᇦᗵᨴ∝の↢ᘒࠆߔߣᆎࠍᾲࠣࡦ࠺

᧖ጊ㓉ผ（ࠠࡑࡈーᩣᑼ会␠）

↲⯻ነ↢ࠆߺߦ࠾࠳᥊ⷰߣነ↢↢‛の㊀ⷐߥ㑐ଥ

ጟㇱ⾆⟤ሶ（ᨋ✚ว研究所）

⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room*

90�　ㇺᏒࠆߌ߅ߦ↢‛ᄙ᭽ᕈ保全の↢ᘒ学⊛ᗧ⟵̆ᣂߥߚⷞὐの⊒ជ̆

企画⽿છ者：᧻⪲ผ⚓ሶ（東大㒮農），═↰ታ（東大㒮農）

⇇ⷙᮨでㇺᏒൻがㅴⴕするਛ、2050 ᐕには「ㇺᏒ」にらすੱ々は⇇ੱญの 70%にの߷ることが੍

᷹されてࠅ߅、ᣂたなㇺᏒၞの大による生物多様性߳の⽶のᓇ㗀が ᔨされている。また、2010 ᐕに㐿

された COP10 での⼏をฃߌて，国通⋭からは「ㇺᏒと生物多様性」と㗴した保全▤ℂのᜰ㊎が⊒

され、生物⋧が⽺ᒙとされるㇺᏒに߅いても、積ᭂ的に生物多様性保全がᦼᓙされるようになってきてい

る。⺞ᢛࠨーࠬࡆやᢥൻ的ࠨーࠬࡆのឭଏというᢥ⣂で⺆られることの多いㇺᏒでの生物多様性保全だが、

どのような生ᘒ学的な価୯がめられるのかをᡷめて⼏⺰し、ᜬ⛯น能なㇺᏒ生ᘒ♽ᯏ能の保全にะߌたᣂ

たなⷞὐを見出すことは、ㇺᏒにߌ߅る生物多様性保全のᓟしになるとᦼᓙする。ᧄ集会では、国ࠬケ

ー࡞からみたㇺᏒにߌ߅る生物の保全価୯や、ㇺᏒ生ᘒ♽での生物のᯏ能的面などのⷞὐからㇺᏒの生物

⋧をᝒ߃るとともに、ㇺᏒ⸘画ࡔࠬࠕン࠻にߌ߅る生物多様性保全の現⁁を⚫し、これからのㇺᏒに

ญを、ㇺᏒの生物多様性保全にࠅる生物多様性保全のዷ㐿や⺖㗴について⼏⺰する。これまでにないಾߌ߅

ᦼᓙできるようなᑪ⸳的なߏᗧ見を⾦ࠅたい。

ㇺᏒࠆߌ߅ߦ↢‛ᄙ᭽ᕈ保全のࠄ߆ࠇߎ

᧻⪲ผ⚓ሶ（東大㒮農）

保全╷のឭ᩺ߥߚᣂࠆ߃⠨ࠄ߆ᄙ᭽ᕈ‛↢ߣ㧦ଔ߆ߎߤߪ႐ᚲࠆଔ୯の߽ߦ‛↢߽ߦੱ

*═↰ታ，᧻⪲ผ⚓ሶ，ችਅ直（東大㒮農）

ㇺᏒ↢ᘒ♽ߢの‛⾰ᓴⅣ

*⮮↰⚛ሶ，ዊᳰᢥੱ（ᮮ国）

ᴪጯ↢‛ᄙ᭽ᕈのផቯ⚿ᨐࠍᢥൻ⊛ࠬࡆࠨの⹏ଔߔ߆↢ߦ

*ጊർ剛ਭ（JAMSTEC），ㄞ野ᐢ（日ᧄ生ᘒ♽ද会），⊕ጊ⟵ਭ（JAMSTEC）

ᘒ学⊛ⷞὐ↢ࠆࠇࠄ᳞ߦࡦࠗࠩ࠺↹⸘のㇺᏒのࠄ߆ࠇߎ

*㘵↰᥏ሶ（東大㒮工），坂Ꮞ直ሶ（ᩣࠖࡈーࠜࡈ࠼࡞ーデࠩࠗンࠝࠬࠖࡈ），ደ一ᓃ（東大㒮

農），ኹ↰ᔀ（東大㒮工），ਃፉ↱᮸（ᩣ FOLK）

%KV[�$KQFKXGTUKV[�+PFGZ㧔ㇺᏒߣ↢‛ᄙ᭽ᕈᜰᮡ㧕ࠆࠃߦㇺᏒၞの࠻ࡦࡔࠬࠕ

*㚅坂，内ጊᗢᄥ（㊄ᴛ大）
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⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room+

90�　ಽశ᷹ⷰ߈⸂ߢᬀߔ߆‛↢ℂ↢ᘒプࠬࡠ

企画⽿છ者：東⧯⩿（ᚭ大農），㎨ୖ⌀ଐ（京大農），᧖ᶆ大テ（東大㒮 㨯ℂ），ศ⻞一（ᨋ✚研㑐）

ᬀ物のൻ学⚵ᚑや生ℂ活性にᔕߓてᄌൻするಽ光․性をンシンࠣする技術は、㕖⎕უ的にᬀ物の生ℂ

的⁁ᘒを᷹ⷰできるὐでലである。⪲やᩮなどのེቭのಽ光画から生ℂ活性を評価する「ㄭ接ンシン

ࠣ」から、ⴡᤊや⥶ⓨᯏを利用して、⟲⪭から全ࠬケー࡞に⥋る㒽ၞ生ᘒ♽のᯏ能と᭴ㅧをផቯする⁜⟵

の「リࡕー࠻ンシンࠣ」まで、対⽎とするᤨⓨ㑆ࠬケー࡞は㕖Ᏹにᐢい。

ᬀ物生ℂ生ᘒ学に߅いては、ᐢいᵄ㐳ၞに߱ࡄࠗࡂーࠬ࡞࠻ࠢࡍ画を利用したઍ⻢物⾰の⸃ᨆや、

ᄥ㓁光⺃⊒ࠢ࡞ࠖࡈࡠࡠⰯ光を利用した生ℂプࠬࡠにḰߓたᬀ生全の光วᚑㅦᐲのផቯがᵈ⋡されて߅

。ಽ光᷹ቯと生ℂ生ᘒ学を⛔วした研究のㅴዷが今ᓟもᦼᓙされる、ࠅ

これらの技術がᬀ物生ℂ生ᘒ学ಽ野に߅いてよࠅ一⥸的なᚻᴺとして᥉していくためには、᷹ቯේℂや

デリンࠣによる⸃ᨆᚻᴺの♽的ℂ⸃や、現⁁の問㗴ὐや⸃ᣇ策、᧪的なน能性の⼏⺰は必㗇でࡕ⸘⛔

ある。ᧄ集会では、様々なᤨⓨ㑆ࠬケー࡞に߅いてಽ光技術を利用したᬀ物ᯏ能の評価をⴕっている⻠Ṷ者

にその内ኈをߏ⚫していただき、ಽ光᷹ⷰを用いた生ℂ生ᘒ学研究の今ᓟの⊒ዷ性について⠨߃ていきた

い。

（FSCർ大）㇢ーター：ਛ〝達࠹ンࡔࠦ

ㄭធ↹ಽశᛛⴚࠍ↪ߚߒ㕟ᣂ⊛᮸⧣↢↥ߦะߚߌขߺ⚵ࠅ

᧻↰ୃ（大㒮ℂ）

ᄥ㓁శ⺃⊒ࠢ࡞ࠖࡈࡠࡠⰯశࠆࠃߦ↢ᘒ♽శวᚑᯏ⢻の᷹ⷰ

ട⮮知（ർ大農）

ᬀ‛の↢ℂ↢ᘒ⊛․ᕈの̆ࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕ⪲ࠄ߆࡞ࡌⴡᤊ᷹ⷰ߹̆ߋ❭ࠍߢ

野↰㗀（国環研）

⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room,

90�　Ꮧዋ㠽㘃のౣዉ↢‛学㧦⁁ߣ㗴ὐ

企画⽿છ者：᳗↰ዏᔒ（ᣂẟ大CTER）

ੱ㑆の経ᷣ活動による環境のᡷᄌによって、の生物多様性のᶖᄬはかつてないㅦᐲでㅴⴕして

2050、ࠅ߅ ᐕまでにの 18㨪 35㧑の生物種が⛘Ṍすると੍᷹されています。ᄬわれた生物多様性を࿁

ᓳさߖるために、ᦨㄭ 20 ᐕ㑆に⇇ਛで⚂ 500 種の動物でౣዉがታᣉされ、その⚂ 30㧑は㠽類である。

今ᓟは保全ዉをめたౣዉ、߅よ߮、その研究はᜰᢙ的にჇ߃ていくと⠨߃られます。これにい、

ㄭᐕ、ၮ␆生物学からᔕ用生物学までを⛔วした✚ว的ࠕプࡠー࠴で、保全⋡的でታᣉされるౣዉのᚑഞ

を㜞めるᣇᴺを研究する「ౣዉ生物学」が⊒ዷしてきている。

ᧄ集会では、⇇のᏗዋ㠽類のౣዉのታᘒをࡘࡆーしたᓟで、日ᧄ国内でᏗዋ㠽類のౣዉ、߅よ߮、

その⸘画にขࠅ⚵んでいる研究者に現⁁を報๔してもらい、ౣዉがもたらすၞの生物多様性保全߳貢献

や生ᘒ学的な問㗴ὐについてᢛℂし⼏⺰したい。

Ꮧዋ㠽㘃のౣዉ↢‛学ࠠ࠻ߣの㊁↢ᓳᏫの⁁

᳗↰ዏᔒ（ᣂẟ大）
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╷ኻߣⰆᇦᗵᨴ∝の↢ᘒࠆߔߣᆎࠍᾲࠣࡦ࠺

᧖ጊ㓉ผ（ࠠࡑࡈーᩣᑼ会␠）

↲⯻ነ↢ࠆߺߦ࠾࠳᥊ⷰߣነ↢↢‛の㊀ⷐߥ㑐ଥ

ጟㇱ⾆⟤ሶ（ᨋ✚ว研究所）

⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room*

90�　ㇺᏒࠆߌ߅ߦ↢‛ᄙ᭽ᕈ保全の↢ᘒ学⊛ᗧ⟵̆ᣂߥߚⷞὐの⊒ជ̆

企画⽿છ者：᧻⪲ผ⚓ሶ（東大㒮農），═↰ታ（東大㒮農）

⇇ⷙᮨでㇺᏒൻがㅴⴕするਛ、2050 ᐕには「ㇺᏒ」にらすੱ々は⇇ੱญの 70%にの߷ることが੍

᷹されてࠅ߅、ᣂたなㇺᏒၞの大による生物多様性߳の⽶のᓇ㗀が ᔨされている。また、2010 ᐕに㐿

された COP10 での⼏をฃߌて，国通⋭からは「ㇺᏒと生物多様性」と㗴した保全▤ℂのᜰ㊎が⊒

され、生物⋧が⽺ᒙとされるㇺᏒに߅いても、積ᭂ的に生物多様性保全がᦼᓙされるようになってきてい

る。⺞ᢛࠨーࠬࡆやᢥൻ的ࠨーࠬࡆのឭଏというᢥ⣂で⺆られることの多いㇺᏒでの生物多様性保全だが、

どのような生ᘒ学的な価୯がめられるのかをᡷめて⼏⺰し、ᜬ⛯น能なㇺᏒ生ᘒ♽ᯏ能の保全にะߌたᣂ

たなⷞὐを見出すことは、ㇺᏒにߌ߅る生物多様性保全のᓟしになるとᦼᓙする。ᧄ集会では、国ࠬケ

ー࡞からみたㇺᏒにߌ߅る生物の保全価୯や、ㇺᏒ生ᘒ♽での生物のᯏ能的面などのⷞὐからㇺᏒの生物

⋧をᝒ߃るとともに、ㇺᏒ⸘画ࡔࠬࠕン࠻にߌ߅る生物多様性保全の現⁁を⚫し、これからのㇺᏒに

ญを、ㇺᏒの生物多様性保全にࠅる生物多様性保全のዷ㐿や⺖㗴について⼏⺰する。これまでにないಾߌ߅

ᦼᓙできるようなᑪ⸳的なߏᗧ見を⾦ࠅたい。

ㇺᏒࠆߌ߅ߦ↢‛ᄙ᭽ᕈ保全のࠄ߆ࠇߎ

᧻⪲ผ⚓ሶ（東大㒮農）

保全╷のឭ᩺ߥߚᣂࠆ߃⠨ࠄ߆ᄙ᭽ᕈ‛↢ߣ㧦ଔ߆ߎߤߪ႐ᚲࠆଔ୯の߽ߦ‛↢߽ߦੱ

*═↰ታ，᧻⪲ผ⚓ሶ，ችਅ直（東大㒮農）

ㇺᏒ↢ᘒ♽ߢの‛⾰ᓴⅣ

*⮮↰⚛ሶ，ዊᳰᢥੱ（ᮮ国）

ᴪጯ↢‛ᄙ᭽ᕈのផቯ⚿ᨐࠍᢥൻ⊛ࠬࡆࠨの⹏ଔߔ߆↢ߦ

*ጊർ剛ਭ（JAMSTEC），ㄞ野ᐢ（日ᧄ生ᘒ♽ද会），⊕ጊ⟵ਭ（JAMSTEC）

ᘒ学⊛ⷞὐ↢ࠆࠇࠄ᳞ߦࡦࠗࠩ࠺↹⸘のㇺᏒのࠄ߆ࠇߎ

*㘵↰᥏ሶ（東大㒮工），坂Ꮞ直ሶ（ᩣࠖࡈーࠜࡈ࠼࡞ーデࠩࠗンࠝࠬࠖࡈ），ደ一ᓃ（東大㒮

農），ኹ↰ᔀ（東大㒮工），ਃፉ↱᮸（ᩣ FOLK）

%KV[�$KQFKXGTUKV[�+PFGZ㧔ㇺᏒߣ↢‛ᄙ᭽ᕈᜰᮡ㧕ࠆࠃߦㇺᏒၞの࠻ࡦࡔࠬࠕ

*㚅坂，内ጊᗢᄥ（㊄ᴛ大）
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企画⽿છ者：東⧯⩿（ᚭ大農），㎨ୖ⌀ଐ（京大農），᧖ᶆ大テ（東大㒮 㨯ℂ），ศ⻞一（ᨋ✚研㑐）

ᬀ物のൻ学⚵ᚑや生ℂ活性にᔕߓてᄌൻするಽ光․性をンシンࠣする技術は、㕖⎕უ的にᬀ物の生ℂ

的⁁ᘒを᷹ⷰできるὐでലである。⪲やᩮなどのེቭのಽ光画から生ℂ活性を評価する「ㄭ接ンシン

ࠣ」から、ⴡᤊや⥶ⓨᯏを利用して、⟲⪭から全ࠬケー࡞に⥋る㒽ၞ生ᘒ♽のᯏ能と᭴ㅧをផቯする⁜⟵

の「リࡕー࠻ンシンࠣ」まで、対⽎とするᤨⓨ㑆ࠬケー࡞は㕖Ᏹにᐢい。

ᬀ物生ℂ生ᘒ学に߅いては、ᐢいᵄ㐳ၞに߱ࡄࠗࡂーࠬ࡞࠻ࠢࡍ画を利用したઍ⻢物⾰の⸃ᨆや、

ᄥ㓁光⺃⊒ࠢ࡞ࠖࡈࡠࡠⰯ光を利用した生ℂプࠬࡠにḰߓたᬀ生全の光วᚑㅦᐲのផቯがᵈ⋡されて߅

。ಽ光᷹ቯと生ℂ生ᘒ学を⛔วした研究のㅴዷが今ᓟもᦼᓙされる、ࠅ

これらの技術がᬀ物生ℂ生ᘒ学ಽ野に߅いてよࠅ一⥸的なᚻᴺとして᥉していくためには、᷹ቯේℂや

デリンࠣによる⸃ᨆᚻᴺの♽的ℂ⸃や、現⁁の問㗴ὐや⸃ᣇ策、᧪的なน能性の⼏⺰は必㗇でࡕ⸘⛔

ある。ᧄ集会では、様々なᤨⓨ㑆ࠬケー࡞に߅いてಽ光技術を利用したᬀ物ᯏ能の評価をⴕっている⻠Ṷ者

にその内ኈをߏ⚫していただき、ಽ光᷹ⷰを用いた生ℂ生ᘒ学研究の今ᓟの⊒ዷ性について⠨߃ていきた

い。

（FSCർ大）㇢ーター：ਛ〝達࠹ンࡔࠦ

ㄭធ↹ಽశᛛⴚࠍ↪ߚߒ㕟ᣂ⊛᮸⧣↢↥ߦะߚߌขߺ⚵ࠅ

᧻↰ୃ（大㒮ℂ）

ᄥ㓁శ⺃⊒ࠢ࡞ࠖࡈࡠࡠⰯశࠆࠃߦ↢ᘒ♽శวᚑᯏ⢻の᷹ⷰ

ട⮮知（ർ大農）

ᬀ‛の↢ℂ↢ᘒ⊛․ᕈの̆ࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕ⪲ࠄ߆࡞ࡌⴡᤊ᷹ⷰ߹̆ߋ❭ࠍߢ

野↰㗀（国環研）

⥄↱集会　　　　　3月 21 日 17:30-1�:30　　　　　　会場　Room,

90�　Ꮧዋ㠽㘃のౣዉ↢‛学㧦⁁ߣ㗴ὐ

企画⽿છ者：᳗↰ዏᔒ（ᣂẟ大CTER）

ੱ㑆の経ᷣ活動による環境のᡷᄌによって、の生物多様性のᶖᄬはかつてないㅦᐲでㅴⴕして

2050、ࠅ߅ ᐕまでにの 18㨪 35㧑の生物種が⛘Ṍすると੍᷹されています。ᄬわれた生物多様性を࿁

ᓳさߖるために、ᦨㄭ 20 ᐕ㑆に⇇ਛで⚂ 500 種の動物でౣዉがታᣉされ、その⚂ 30㧑は㠽類である。

今ᓟは保全ዉをめたౣዉ、߅よ߮、その研究はᜰᢙ的にჇ߃ていくと⠨߃られます。これにい、

ㄭᐕ、ၮ␆生物学からᔕ用生物学までを⛔วした✚ว的ࠕプࡠー࠴で、保全⋡的でታᣉされるౣዉのᚑഞ

を㜞めるᣇᴺを研究する「ౣዉ生物学」が⊒ዷしてきている。

ᧄ集会では、⇇のᏗዋ㠽類のౣዉのታᘒをࡘࡆーしたᓟで、日ᧄ国内でᏗዋ㠽類のౣዉ、߅よ߮、

その⸘画にขࠅ⚵んでいる研究者に現⁁を報๔してもらい、ౣዉがもたらすၞの生物多様性保全߳貢献

や生ᘒ学的な問㗴ὐについてᢛℂし⼏⺰したい。

Ꮧዋ㠽㘃のౣዉ↢‛学ࠠ࠻ߣの㊁↢ᓳᏫの⁁

᳗↰ዏᔒ（ᣂẟ大）
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ߺ⚵ࠅขߚߌะߦ┙⏕㊁ᄖ⟲のߥ⊛⛯のᜬ࠻ࡁ࠙ࠦ

内⮮（ᐶ⋵┙大）

Ꮧዋࠟࡦ㘃の౻⟲の࿁ᓳ㧔㧕

๓ᱜⴕ（日ᧄ㓵を保⼔する会）

の੍⊛⎇ⓥߚዉのౣߣの㘺⢒❥ᱺ࠽ࠗࠢ࡞ࡃࡦࡗ

የፒᷡ（ጊ㓏㠽類研究所）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room#

910　ᚒが࿖ࠆࠃߦ᷹ⷰࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕࠆߌ߅ߦ↢ᘒ♽⹏ଔ⎇ⓥの⁁⺖㗴᧪ᕈ

企画⽿છ者：᳗ ା（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴），ᢪ⮮ ℉（ጘ㒂大学ᵹၞ科学研究ンター）

全ⷙᮨでの᳇ᄌ動やੱ㑆活動にともなう⪺しい環境ᄌ動ਅに߅いて、㒽ၞ生ᘒ♽の多面的なᯏ能やࠨ

ーࠬࡆ、生物多様性を㜞♖ᐲに評価するためには、リࡕー࠻ンシンࠣデータの⸃ᨆによるᐢၞ的なࡑッࡇ

ンࠣが⋉である。我が国では、（1）㜞ጊᬀ生のಽᏓ❗ዊ߅よ߮࠷ࡑࠗࡂや࠴シࠨࠩࡑのಽᏓ大、（2）⠹

᫈や┻ᨋの大、（3）⇣Ᏹᭂ ┵᳇⽎による生ᘒ♽のᠣੂ、（5）ፉේ⊒ᓟの利用ᄌൻ、（6）

ᬀ物ቄ▵（ࡠࡁࠚࡈジー）のᄌൻなどᬀ生のᤨⓨ㑆ಽᏓにᄌ動が生ߓている。これらのᄌ動は、⚛࿕ቯ能

ജや᳓Ḯᶩ㙃能ജ、ࡠࡁࠚࡈジーのࡑࠬࡒッ࠴、ⷰ 光価୯にᓇ㗀を߅よ߷す。ᧄ集会では、ㅀ（1）から（6）

に㑐ㅪしたᦨᣂの研究を⚫し、リࡕー࠻ンシンࠣデータによる⸃ᨆの用性、⺖㗴ὐ、リࡕー࠻ンシ

ンࠣデータを利用した᧪の᳇␠会ᄌ動ਅにߌ߅る生ᘒ♽੍᷹評価研究の᧪性やዷᦸについて⼏⺰す

る。

のᤨⓨ㑆ಽᏓᄌേのᬌࠫࡠࡁࠚࡈ↢ᬀࠆࠃߦࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕ

᳗ ା（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴）

ⴡᤊࠆࠃߦ᷹ⷰࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕ㜞♖ᐲߥⵍⷒ࿑のᚑ

ᄹේ㗼㇢（╳ᵄ大学）

↢‛ᄙ᭽ᕈ⎇ⓥ߳のࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕの↪

㋈ᧁജ⧷（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴）

ፉේ⊒ᓟのᬀ↢ⵍⷒಽᏓᄌൻのᛠីࠆࠃߦࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕ

Ꮢੳ（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴）

ᓟのዷᦸߣߣ߹

ᢪ⮮ ℉（ጘ㒂大学）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　RoomB

ታ〣ߣ⺰のℂࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒળࠦ␠֣֣ޠᘒ学↢߁ว߈ะߦળ␠ޟ　911

企画⽿છ者：多↰ḩ（国┙環境研）

ፉ╙一ේ⊒をᄾᯏに、科学者（研究者）は「Ꮢ᳃との対とᵹに積ᭂ的にෳടする」こと、さら

に科学には「␠会にะきวう」ことが᳞められている（␠会ࠦ࠾ࡘࡒケーシ࡚ン）。一ᣇで、᷷ᥦൻな

ど研究者だߌでは対ᔕできない問㗴の⸃を⋡ᜰし、研究者とᏒ᳃などがදする（ともに「学߱」「⠨߃る」）

90

ことが⇇ⷙᮨで⼏⺰され、ታ〣されている。

␠会ࠦ࠾ࡘࡒケーシ࡚ンは、␠会科学的ࠕプࡠー࠴によるℂ⺰面と␠会技術によるታ〣面の 2 つにಽߌら

れる。そこでᧄ集会では、まず、␠会ࠦ࠾ࡘࡒケーシ࡚ンのℂ⺰を⺑し、そのታ〣として、企画者が߅

こなっている「環境ࠞࠚࡈ」について⚫する。環境ࠞࠚࡈについては、会場に߅いて「ޡᶏㄝޢの生ᘒ学」

という࠹ーࡑでታ際にෳട者とともにታ〣する。ᦨᓟに、生ᘒ学にߌ߅る「環境ࠞࠚࡈ」による今ᓟのขࠅ

⚵みのዷᦸについて⼏⺰を߅こなう。

␠ળࠦࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒのℂ⺰

多↰ḩ（国┙環境研）

␠ળࠦࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒのታ〣֣֣ޟⅣႺࠞޠࠚࡈ

多↰ḩ（国┙環境研）

のታ〣ޠࠚࡈⅣႺࠞޟの↢ᘒ学֣֣ޠᶏㄝޟ

多↰ḩ（国┙環境研），ᚭ⑂ᒾ（╳ᵄ大ਅ↰⥃ᶏታ㛎）

ߺ⚵ࠅのᓟのขޠࠚࡈⅣႺࠞޟ

多↰ḩ（国┙環境研），ᚭ⑂ᒾ（╳ᵄ大ਅ↰⥃ᶏታ㛎）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room%

912　ᾲᏪᨋࠆߌ߅ߦᨐᬀ‛ఝභのࡓ࠭࠾ࠞࡔ

企画⽿છ者：⋧場ᘕ一㇢（㣮ఽፉ大㒮ℂ工），ችᧄ᮸（ᨋ✚研྾国）

ᐢ⪲᮸がୟ的にఝභするᾲᏪでも、ጊや․ᱶな┙᧦ઙ（ࡅーࠬᨋなど）には、ࠠࡑ科と࠽ン࡛ウࠬ

ギ科の果類（いわࠁる㊎⪲᮸）᮸ᧁがఝභするᨋが見られる。これらの果類᮸ᧁには、生活ผや生ℂ

的․性について、多くの⥝ᷓいὐがᧂ⸃でᱷされている。㐳なవ㚟種という生活ผをᜬߜながら、ど

のように⟲を⛽ᜬしているのだろうか㧫ਅㇱのᩮ☸からは生⓸⚛࿕ቯ細⩶は見つかっていないが、

それએ外にფᩕ㙃Ⴎの₪得߳の․なㆡᔕがあるのだろうか㧫ᧄ集会では、․に生活ผ߅よ߮ფᩕ㙃₪

得․性にᵈ⋡し、ᾲᏪᨋに߅いてᐢ⪲᮸との┹にᛂߜൎって果類᮸ᧁがఝභする࠭࠾ࠞࡔムをតること

を⋡的とする。

㧦ᾲᏪ㊎⪲᮸の↢‛ℂࡠ࠻ࡦࠗ

⋧場ᘕ一㇢（㣮ఽፉ大㒮ℂ工）

ർ࡞ࡃ࠽ࠠࠝࡀ࡞ࡏጊࠆߌ߅ߦᨐ㘃のಽᏓߣᦝᣂ

* 澤↰૫⟤⋧場ᘕ一㇢（㣮大ℂ工），ᷡ野達ਯ（╳ᵄ大生環境），ർጊᒄ（京大農）

ᾲᏪࠬࡅᨋࠆߌ߅ߦᨐ㘃のᩕ㙃Ⴎ↪․ᕈ

* ችᧄ᮸（ᨋ✚研྾国），⋧場ᘕ一㇢（㣮大ℂ工），㗧ᦶᄥ（農環研），Reuben Nilus（ࠨ

（研ࡃ

ᾲᏪጊᨋの↢ᘒ♽േᘒࠝࡀ࡞ࡏߣᩕ㙃Ⴎ₪ᓧᯏ᭴⩶科㊎⪲᮸の⩶ᩮࠠࡑ

* ầ㓷ਯ（㦖⼱大ℂ工），⋧場ᘕ一㇢（㣮大ℂ工），┻内やよい（国環研），㘵↰૫ሶ（京大

農），᧻ጟବ（京大生ᘒ研），ർጊᒄ（京大農）
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ߺ⚵ࠅขߚߌะߦ┙⏕㊁ᄖ⟲のߥ⊛⛯のᜬ࠻ࡁ࠙ࠦ

内⮮（ᐶ⋵┙大）

Ꮧዋࠟࡦ㘃の౻⟲の࿁ᓳ㧔㧕

๓ᱜⴕ（日ᧄ㓵を保⼔する会）

の੍⊛⎇ⓥߚዉのౣߣの㘺⢒❥ᱺ࠽ࠗࠢ࡞ࡃࡦࡗ

የፒᷡ（ጊ㓏㠽類研究所）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room#

910　ᚒが࿖ࠆࠃߦ᷹ⷰࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕࠆߌ߅ߦ↢ᘒ♽⹏ଔ⎇ⓥの⁁⺖㗴᧪ᕈ

企画⽿છ者：᳗ ା（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴），ᢪ⮮ ℉（ጘ㒂大学ᵹၞ科学研究ンター）

全ⷙᮨでの᳇ᄌ動やੱ㑆活動にともなう⪺しい環境ᄌ動ਅに߅いて、㒽ၞ生ᘒ♽の多面的なᯏ能やࠨ

ーࠬࡆ、生物多様性を㜞♖ᐲに評価するためには、リࡕー࠻ンシンࠣデータの⸃ᨆによるᐢၞ的なࡑッࡇ

ンࠣが⋉である。我が国では、（1）㜞ጊᬀ生のಽᏓ❗ዊ߅よ߮࠷ࡑࠗࡂや࠴シࠨࠩࡑのಽᏓ大、（2）⠹

᫈や┻ᨋの大、（3）⇣Ᏹᭂ ┵᳇⽎による生ᘒ♽のᠣੂ、（5）ፉේ⊒ᓟの利用ᄌൻ、（6）

ᬀ物ቄ▵（ࡠࡁࠚࡈジー）のᄌൻなどᬀ生のᤨⓨ㑆ಽᏓにᄌ動が生ߓている。これらのᄌ動は、⚛࿕ቯ能

ജや᳓Ḯᶩ㙃能ജ、ࡠࡁࠚࡈジーのࡑࠬࡒッ࠴、ⷰ 光価୯にᓇ㗀を߅よ߷す。ᧄ集会では、ㅀ（1）から（6）

に㑐ㅪしたᦨᣂの研究を⚫し、リࡕー࠻ンシンࠣデータによる⸃ᨆの用性、⺖㗴ὐ、リࡕー࠻ンシ

ンࠣデータを利用した᧪の᳇␠会ᄌ動ਅにߌ߅る生ᘒ♽੍᷹評価研究の᧪性やዷᦸについて⼏⺰す

る。

のᤨⓨ㑆ಽᏓᄌേのᬌࠫࡠࡁࠚࡈ↢ᬀࠆࠃߦࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕ

᳗ ା（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴）

ⴡᤊࠆࠃߦ᷹ⷰࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕ㜞♖ᐲߥⵍⷒ࿑のᚑ

ᄹේ㗼㇢（╳ᵄ大学）

↢‛ᄙ᭽ᕈ⎇ⓥ߳のࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕの↪

㋈ᧁജ⧷（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴）

ፉේ⊒ᓟのᬀ↢ⵍⷒಽᏓᄌൻのᛠីࠆࠃߦࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕ

Ꮢੳ（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴）

ᓟのዷᦸߣߣ߹

ᢪ⮮ ℉（ጘ㒂大学）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　RoomB

ታ〣ߣ⺰のℂࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒળࠦ␠֣֣ޠᘒ学↢߁ว߈ะߦળ␠ޟ　911

企画⽿છ者：多↰ḩ（国┙環境研）

ፉ╙一ේ⊒をᄾᯏに、科学者（研究者）は「Ꮢ᳃との対とᵹに積ᭂ的にෳടする」こと、さら

に科学には「␠会にะきวう」ことが᳞められている（␠会ࠦ࠾ࡘࡒケーシ࡚ン）。一ᣇで、᷷ᥦൻな

ど研究者だߌでは対ᔕできない問㗴の⸃を⋡ᜰし、研究者とᏒ᳃などがදする（ともに「学߱」「⠨߃る」）

90

ことが⇇ⷙᮨで⼏⺰され、ታ〣されている。

␠会ࠦ࠾ࡘࡒケーシ࡚ンは、␠会科学的ࠕプࡠー࠴によるℂ⺰面と␠会技術によるታ〣面の 2 つにಽߌら

れる。そこでᧄ集会では、まず、␠会ࠦ࠾ࡘࡒケーシ࡚ンのℂ⺰を⺑し、そのታ〣として、企画者が߅

こなっている「環境ࠞࠚࡈ」について⚫する。環境ࠞࠚࡈについては、会場に߅いて「ޡᶏㄝޢの生ᘒ学」

という࠹ーࡑでታ際にෳട者とともにታ〣する。ᦨᓟに、生ᘒ学にߌ߅る「環境ࠞࠚࡈ」による今ᓟのขࠅ

⚵みのዷᦸについて⼏⺰を߅こなう。

␠ળࠦࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒのℂ⺰

多↰ḩ（国┙環境研）

␠ળࠦࡦ࡚ࠪࠤ࠾ࡘࡒのታ〣֣֣ޟⅣႺࠞޠࠚࡈ

多↰ḩ（国┙環境研）

のታ〣ޠࠚࡈⅣႺࠞޟの↢ᘒ学֣֣ޠᶏㄝޟ

多↰ḩ（国┙環境研），ᚭ⑂ᒾ（╳ᵄ大ਅ↰⥃ᶏታ㛎）

ߺ⚵ࠅのᓟのขޠࠚࡈⅣႺࠞޟ

多↰ḩ（国┙環境研），ᚭ⑂ᒾ（╳ᵄ大ਅ↰⥃ᶏታ㛎）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room%

912　ᾲᏪᨋࠆߌ߅ߦᨐᬀ‛ఝභのࡓ࠭࠾ࠞࡔ

企画⽿છ者：⋧場ᘕ一㇢（㣮ఽፉ大㒮ℂ工），ችᧄ᮸（ᨋ✚研྾国）

ᐢ⪲᮸がୟ的にఝභするᾲᏪでも、ጊや․ᱶな┙᧦ઙ（ࡅーࠬᨋなど）には、ࠠࡑ科と࠽ン࡛ウࠬ

ギ科の果類（いわࠁる㊎⪲᮸）᮸ᧁがఝභするᨋが見られる。これらの果類᮸ᧁには、生活ผや生ℂ

的․性について、多くの⥝ᷓいὐがᧂ⸃でᱷされている。㐳なవ㚟種という生活ผをᜬߜながら、ど

のように⟲を⛽ᜬしているのだろうか㧫ਅㇱのᩮ☸からは生⓸⚛࿕ቯ細⩶は見つかっていないが、

それએ外にფᩕ㙃Ⴎの₪得߳の․なㆡᔕがあるのだろうか㧫ᧄ集会では、․に生活ผ߅よ߮ფᩕ㙃₪

得․性にᵈ⋡し、ᾲᏪᨋに߅いてᐢ⪲᮸との┹にᛂߜൎって果類᮸ᧁがఝභする࠭࠾ࠞࡔムをតること

を⋡的とする。

㧦ᾲᏪ㊎⪲᮸の↢‛ℂࡠ࠻ࡦࠗ

⋧場ᘕ一㇢（㣮ఽፉ大㒮ℂ工）

ർ࡞ࡃ࠽ࠠࠝࡀ࡞ࡏጊࠆߌ߅ߦᨐ㘃のಽᏓߣᦝᣂ

* 澤↰૫⟤⋧場ᘕ一㇢（㣮大ℂ工），ᷡ野達ਯ（╳ᵄ大生環境），ർጊᒄ（京大農）

ᾲᏪࠬࡅᨋࠆߌ߅ߦᨐ㘃のᩕ㙃Ⴎ↪․ᕈ

* ችᧄ᮸（ᨋ✚研྾国），⋧場ᘕ一㇢（㣮大ℂ工），㗧ᦶᄥ（農環研），Reuben Nilus（ࠨ

（研ࡃ

ᾲᏪጊᨋの↢ᘒ♽േᘒࠝࡀ࡞ࡏߣᩕ㙃Ⴎ₪ᓧᯏ᭴⩶科㊎⪲᮸の⩶ᩮࠠࡑ

* ầ㓷ਯ（㦖⼱大ℂ工），⋧場ᘕ一㇢（㣮大ℂ工），┻内やよい（国環研），㘵↰૫ሶ（京大

農），᧻ጟବ（京大生ᘒ研），ർጊᒄ（京大農）
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⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　RoomD

913　ᶏの保全↢ᘒ学⾗Ḯ▤ℂ

企画⽿છ者：㜞科直（℄大ᾲ生研），ฎᏒ生（᳓研ンターᶏ᳓研）

ᶏの知⼂は㒽にᔕ用しうるだろうか。またそのㅒはどうだろうか。ᧄ集会にߌ߅る⻠Ṷは生ᘒ学会に߅い

てᲧセ的ዋᢙであるᶏᵗᴪጯၞの保全生ᘒ学，⾗Ḯ▤ℂの研究にὶὐをᒰてたものである。これらのಽ野

を研究対⽎とする場ว，し߫し߫ઁの生ᘒ学とはその性⾰を⇣にする。ࠨ߫߃ンプリンࠣの࿎㔍性，ኒ接

な↥業との㑐わࠅ，対⽎となるⓨ㑆ࠬケー࡞がᤨに㕖Ᏹに大きくなるなどがߍられるだろう。それ߃ࠁ，

用いられるᚻᴺや研究⋡的もし߫し߫⇣なる。

ᧄ集会では，これらᶏᵗᴪጯၞにߌ߅る保全生ᘒ学，⾗Ḯ▤ℂの研究を⚫し，ᐢいಽ野の研究者ら

と⋧ℂ⸃をᷓめることを⋡的とする。また，得られた知見のઁಽ野߳のᔕ用น能性や，⊒ዷ性なども⼏⺰

したい。

ർᄥᐔᵗࠆߌ߅ߦ㝼⒳ᦧ⽎の࿃ᨐ㑐ଥផቯ㧦%%/ ᨆ⸂ߚ↪ࠍ

ਛጊᣂ一ᦶ（ਛᄩ᳓研）

ᓳ㚟㒰ࠄ߆࠲࠺ᢙࠍផቯࠆߔ㧦ࠍࠧࡦࠨ㘩ኂ࠺࠻ࡅ࠾ࠝࠆߔの /WNVKPQOKCN�OKZVWTG�OQFGN

ᾢ⼱直༑（国環研）

㊀ⷐᶏၞの․ቯᣇᴺߘߣのᔕ↪น⢻ᕈ

ጊർ剛ਭ（JAMSTEC） 

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room'

914　ዊ═ේ⻉ፉࠆߌ߅ߦ⥄ὼౣ↢のᦨ೨✢㧦⛘Ṍෂᗋ⒳のㅴൻߣ保全

企画⽿છ者：Ꮉੱ

ᶏᵗፉであるዊ═ේ⻉ፉは、多くの࿕種がㅴൻしている生ᘒ♽の価୯の㜞さから、2011 ᐕに⇇⥄ὼ

ㆮ↥に⊓㍳されている。一ᣇでこれらの࿕種はੱ㑆のᡬੂに対して㕖Ᏹに⣀ᒙであࠅ、多ᢙの種が⛘Ṍෂ

ᗋ種にᜰቯされている。これまでにᓐらは「生ᕷのᷫዋ」「外᧪生物のᓇ㗀」というੑつのෂᯏにさらさ

れてきた。․に外᧪生物のᓇ㗀は大きな問㗴となってࠅ߅、生ᘒ♽保全のためࡗギやࠢࡕࡃࠨࠢ࠻、ࡒ࠭ࡀ

ウなどの㚟㒰業がⴕわれている。その⚿果、在᧪生ᘒ♽が࿁ᓳしている一ᣇで、「㚟㒰業によるᕆࠝࡑ

ㅦな生ᘒ♽のᄌൻ」という╙ਃのෂᯏ的⁁ᴫをㄫ߃ている。たとࡗ、߫߃ギ㚟㒰によࠅ㘩ᬀ者から⸃され

た外᧪ᬀ物がჇടし、か߃って在᧪種の⢿ᆭとなるᘒが生ߓている。

　外᧪種㚟㒰は、生ᘒ♽保全のᚻᲑとしてᵈ⋡をᶎ߮ることが多い。しかし、その一ᣇでそれߙれの⛘Ṍ

ෂᗋ種の集࿅を積ᭂ的に⛽ᜬしなߌれ߫、るߴき対⽎を༚ᄬすることになる。ᧄ集会では、ዊ═ේ⻉ፉの

⛘Ṍෂᗋ種のㅴൻと保全のขࠅ⚵みについて⚫する。

ዊ═ේがㄫߚ߃╙ਃのෂᯏ

Ꮉੱ（ᨋ✚研）

ዊ═ේ࿕࡚ࠫ࠙࠴ࡏዻᬀ‛のᕈのᄙဳᕈߘߣのㅴൻ

* ⩲ේ ᢘ（㚂ㇺ大’野ᮡᧄ㙚），ᷰㆻ⻞ᄥ（ᴒ✽㜞ኾ）

ᶖߊࠁ߃ቲޔ߮ߊࠁ₺࿖㧦ዊ═ේのࠞࡓ࠷࠲

ජ⪲⡡（東ർ大）
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ዊ═ේの⛘Ṍෂᗋ⯻ᢙ⒳のၞౝၞᄖ保全の⁁ౣߣዉの⹜ߺ

⧛ㇱᴦ♿（ᄹᎹ⋵ඳ）

ᐛのᶏ㠽ࠍតߡߒ㧦ᣂߥߚ保全⎇ⓥのᚻᴺ

ၳᄦ（ዊ═ේ⥄ᢥ研）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room(

915　⽴㘃ࠍㅢߡߒ↢⽎ߦㄼࠆ 4㧦↢ᵴผ

企画⽿છ者：ᷡ᳓ （ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴），野ਅ ᶈม（東京大農）

⽴類（エ動物）は㕖Ᏹに多様な生ᘒやᒻᘒをもつಽ類⟲である㧚そのため，生ᘒ学のみならずㅴൻ学や

ฎ生物学，⊒生生物学などᐢいಽ野の研究対⽎としてᛒわれてࠅ߅，それߙれの㗔ၞに߅いて⁛⥄の⋡的，

ⷞὐ，ᚻᴺによって研究がㅴめられてきた㧚ある生現⽎をᷓくℂ⸃するためには，様々なಽ野でၭわれた

研究ᚻᴺやそれらによって得られた知見をあわߖて⼏⺰し，さらにಽ野を߃た学際的な研究をⴕう必要が

ある㧚⽴類は，そのための用な研究対⽎の߭とつとい߃る㧚ᧄ集会では⽴類（․に⣻⿷類とੑᨎ⽴類）を

対⽎にそれߙれ⇣なる⋡的，ⷞὐ，ᚻᴺによࠅ研究をⴕなっている⧯ᚻ研究者の⻠Ṷを通し，ฦ⥄がどのよ

うな⋡的ᗧ⼂と⺑ᬌ⸽ᣇᴺをもって現⽎のℂ⸃に⥃んでいるかを⚫する㧚╙ 4࿁となる今࿁は⽴類のਇ

ᕁ⼏な生活ผの研究から生ᘒ学研究にどのように貢献できるかを⼏⺰したい .
̪⊒ࠬケジࡘー࡞、要ᣦ╬は HP にࠕップします .
http://www.molluscoida.org/

（ᶏᵗ研東京大）ーター：⁚野ᵏೣ࠹ンࡔࠦ

ᎹߣᶏࠍᣏࠆߔᏎ߈⽴㧦ᴡᎹᕈࡀࡉࠝࡑࠕ科⽴㘃のㅴൻߣ⒳ᄙ᭽ᕈ

 ᥏（東京大ᶏᵗ研）

ⓨࠍ㘧߱㒽⽴ࠅ߹ߣ㘧߫ߥ㒽⽴の㆑

↰ ᘕ一㇢（ᨋ✚研）

ᜬߟߜᜬࡦࡔࠗࠞߟࠇߚࡦࡔࠗࠞ̆ߒࠄ↢ᕈੑᨎ⽴の↢ᵴผ̆

ᬞ ᧂ（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴）

ᓟ↢⊛ߦ⪲✛ࠍ₪ᓧࠪ࠙ࡒ࠙ࠆߔの↢ᵴߘߣのࡓ࠭࠾ࠞࡔ

೨↰ ᄥ㇢（ၮ生研）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room)

916　␠ળᕈ⯻学の "ㅴൻน⢻ᕈ "

企画⽿છ者：ਅ ඳਯ（ർ大），ᬀ᧻ ๋（↥✚研）

␠会性⯻はࠦ࠾ࡠー内でಽ業を߅こない，ᤨにはઁ種と生することでⶄ㔀な生物␠会をታ現さߖて߅

ている㧚ߌ⛯߃ᜬᯏ᭴のᩭᔃにㄼる多くの知見をਈ⛽ታ㛎のኈᤃさからදജⴕ動のㅴൻ現⽎の面⊕さ，ࠅ

ㄭᐕでは，ࠦ࠾ࡠー内ಽ業をもたらしたࠥࡁムㆮવሶၮ⋚などのࡠࠢࡒなⷞὐ，さらにはࠦ࠾ࡠーをขࠅ

Ꮞく外の環境やઁ種との⋧用をめたࡠࠢࡑなⷞὐから多ⷺ的なࠕプࡠー࠴がㅴめられている㧚このよ

うな⢛᥊から，␠会性⯻は⇣なる㓏ጀの㑆にはたらく⋧用を⚌⸃くでᅢㆡな᧚ᢱである㧚ᧄ集会で

は，種㑆生㑐ଥやᎽ᭴ㅧなどのࠦ࠾ࡠーをขࠅᏎく環境のᒻᚑ⛽ᜬᯏ᭴に㑐して，ಽሶ生物学や生ℂ学，
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⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　RoomD

913　ᶏの保全↢ᘒ学⾗Ḯ▤ℂ

企画⽿છ者：㜞科直（℄大ᾲ生研），ฎᏒ生（᳓研ンターᶏ᳓研）

ᶏの知⼂は㒽にᔕ用しうるだろうか。またそのㅒはどうだろうか。ᧄ集会にߌ߅る⻠Ṷは生ᘒ学会に߅い

てᲧセ的ዋᢙであるᶏᵗᴪጯၞの保全生ᘒ学，⾗Ḯ▤ℂの研究にὶὐをᒰてたものである。これらのಽ野

を研究対⽎とする場ว，し߫し߫ઁの生ᘒ学とはその性⾰を⇣にする。ࠨ߫߃ンプリンࠣの࿎㔍性，ኒ接

な↥業との㑐わࠅ，対⽎となるⓨ㑆ࠬケー࡞がᤨに㕖Ᏹに大きくなるなどがߍられるだろう。それ߃ࠁ，

用いられるᚻᴺや研究⋡的もし߫し߫⇣なる。

ᧄ集会では，これらᶏᵗᴪጯၞにߌ߅る保全生ᘒ学，⾗Ḯ▤ℂの研究を⚫し，ᐢいಽ野の研究者ら

と⋧ℂ⸃をᷓめることを⋡的とする。また，得られた知見のઁಽ野߳のᔕ用น能性や，⊒ዷ性なども⼏⺰

したい。

ർᄥᐔᵗࠆߌ߅ߦ㝼⒳ᦧ⽎の࿃ᨐ㑐ଥផቯ㧦%%/ ᨆ⸂ߚ↪ࠍ

ਛጊᣂ一ᦶ（ਛᄩ᳓研）

ᓳ㚟㒰ࠄ߆࠲࠺ᢙࠍផቯࠆߔ㧦ࠍࠧࡦࠨ㘩ኂ࠺࠻ࡅ࠾ࠝࠆߔの /WNVKPQOKCN�OKZVWTG�OQFGN

ᾢ⼱直༑（国環研）

㊀ⷐᶏၞの․ቯᣇᴺߘߣのᔕ↪น⢻ᕈ

ጊർ剛ਭ（JAMSTEC） 

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room'

914　ዊ═ේ⻉ፉࠆߌ߅ߦ⥄ὼౣ↢のᦨ೨✢㧦⛘Ṍෂᗋ⒳のㅴൻߣ保全

企画⽿છ者：Ꮉੱ

ᶏᵗፉであるዊ═ේ⻉ፉは、多くの࿕種がㅴൻしている生ᘒ♽の価୯の㜞さから、2011 ᐕに⇇⥄ὼ

ㆮ↥に⊓㍳されている。一ᣇでこれらの࿕種はੱ㑆のᡬੂに対して㕖Ᏹに⣀ᒙであࠅ、多ᢙの種が⛘Ṍෂ

ᗋ種にᜰቯされている。これまでにᓐらは「生ᕷのᷫዋ」「外᧪生物のᓇ㗀」というੑつのෂᯏにさらさ

れてきた。․に外᧪生物のᓇ㗀は大きな問㗴となってࠅ߅、生ᘒ♽保全のためࡗギやࠢࡕࡃࠨࠢ࠻、ࡒ࠭ࡀ

ウなどの㚟㒰業がⴕわれている。その⚿果、在᧪生ᘒ♽が࿁ᓳしている一ᣇで、「㚟㒰業によるᕆࠝࡑ

ㅦな生ᘒ♽のᄌൻ」という╙ਃのෂᯏ的⁁ᴫをㄫ߃ている。たとࡗ、߫߃ギ㚟㒰によࠅ㘩ᬀ者から⸃され

た外᧪ᬀ物がჇടし、か߃って在᧪種の⢿ᆭとなるᘒが生ߓている。

　外᧪種㚟㒰は、生ᘒ♽保全のᚻᲑとしてᵈ⋡をᶎ߮ることが多い。しかし、その一ᣇでそれߙれの⛘Ṍ

ෂᗋ種の集࿅を積ᭂ的に⛽ᜬしなߌれ߫、るߴき対⽎を༚ᄬすることになる。ᧄ集会では、ዊ═ේ⻉ፉの

⛘Ṍෂᗋ種のㅴൻと保全のขࠅ⚵みについて⚫する。

ዊ═ේがㄫߚ߃╙ਃのෂᯏ

Ꮉੱ（ᨋ✚研）

ዊ═ේ࿕࡚ࠫ࠙࠴ࡏዻᬀ‛のᕈのᄙဳᕈߘߣのㅴൻ

* ⩲ේ ᢘ（㚂ㇺ大’野ᮡᧄ㙚），ᷰㆻ⻞ᄥ（ᴒ✽㜞ኾ）

ᶖߊࠁ߃ቲޔ߮ߊࠁ₺࿖㧦ዊ═ේのࠞࡓ࠷࠲

ජ⪲⡡（東ർ大）
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ዊ═ේの⛘Ṍෂᗋ⯻ᢙ⒳のၞౝၞᄖ保全の⁁ౣߣዉの⹜ߺ

⧛ㇱᴦ♿（ᄹᎹ⋵ඳ）

ᐛのᶏ㠽ࠍតߡߒ㧦ᣂߥߚ保全⎇ⓥのᚻᴺ

ၳᄦ（ዊ═ේ⥄ᢥ研）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room(

915　⽴㘃ࠍㅢߡߒ↢⽎ߦㄼࠆ 4㧦↢ᵴผ

企画⽿છ者：ᷡ᳓ （ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴），野ਅ ᶈม（東京大農）

⽴類（エ動物）は㕖Ᏹに多様な生ᘒやᒻᘒをもつಽ類⟲である㧚そのため，生ᘒ学のみならずㅴൻ学や

ฎ生物学，⊒生生物学などᐢいಽ野の研究対⽎としてᛒわれてࠅ߅，それߙれの㗔ၞに߅いて⁛⥄の⋡的，

ⷞὐ，ᚻᴺによって研究がㅴめられてきた㧚ある生現⽎をᷓくℂ⸃するためには，様々なಽ野でၭわれた

研究ᚻᴺやそれらによって得られた知見をあわߖて⼏⺰し，さらにಽ野を߃た学際的な研究をⴕう必要が

ある㧚⽴類は，そのための用な研究対⽎の߭とつとい߃る㧚ᧄ集会では⽴類（․に⣻⿷類とੑᨎ⽴類）を

対⽎にそれߙれ⇣なる⋡的，ⷞὐ，ᚻᴺによࠅ研究をⴕなっている⧯ᚻ研究者の⻠Ṷを通し，ฦ⥄がどのよ

うな⋡的ᗧ⼂と⺑ᬌ⸽ᣇᴺをもって現⽎のℂ⸃に⥃んでいるかを⚫する㧚╙ 4࿁となる今࿁は⽴類のਇ

ᕁ⼏な生活ผの研究から生ᘒ学研究にどのように貢献できるかを⼏⺰したい .
̪⊒ࠬケジࡘー࡞、要ᣦ╬は HP にࠕップします .
http://www.molluscoida.org/

（ᶏᵗ研東京大）ーター：⁚野ᵏೣ࠹ンࡔࠦ

ᎹߣᶏࠍᣏࠆߔᏎ߈⽴㧦ᴡᎹᕈࡀࡉࠝࡑࠕ科⽴㘃のㅴൻߣ⒳ᄙ᭽ᕈ

 ᥏（東京大ᶏᵗ研）

ⓨࠍ㘧߱㒽⽴ࠅ߹ߣ㘧߫ߥ㒽⽴の㆑

↰ ᘕ一㇢（ᨋ✚研）

ᜬߟߜᜬࡦࡔࠗࠞߟࠇߚࡦࡔࠗࠞ̆ߒࠄ↢ᕈੑᨎ⽴の↢ᵴผ̆

ᬞ ᧂ（ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴）

ᓟ↢⊛ߦ⪲✛ࠍ₪ᓧࠪ࠙ࡒ࠙ࠆߔの↢ᵴߘߣのࡓ࠭࠾ࠞࡔ

೨↰ ᄥ㇢（ၮ生研）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room)

916　␠ળᕈ⯻学の "ㅴൻน⢻ᕈ "

企画⽿છ者：ਅ ඳਯ（ർ大），ᬀ᧻ ๋（↥✚研）

␠会性⯻はࠦ࠾ࡠー内でಽ業を߅こない，ᤨにはઁ種と生することでⶄ㔀な生物␠会をታ現さߖて߅

ている㧚ߌ⛯߃ᜬᯏ᭴のᩭᔃにㄼる多くの知見をਈ⛽ታ㛎のኈᤃさからදജⴕ動のㅴൻ現⽎の面⊕さ，ࠅ

ㄭᐕでは，ࠦ࠾ࡠー内ಽ業をもたらしたࠥࡁムㆮવሶၮ⋚などのࡠࠢࡒなⷞὐ，さらにはࠦ࠾ࡠーをขࠅ

Ꮞく外の環境やઁ種との⋧用をめたࡠࠢࡑなⷞὐから多ⷺ的なࠕプࡠー࠴がㅴめられている㧚このよ

うな⢛᥊から，␠会性⯻は⇣なる㓏ጀの㑆にはたらく⋧用を⚌⸃くでᅢㆡな᧚ᢱである㧚ᧄ集会で

は，種㑆生㑐ଥやᎽ᭴ㅧなどのࠦ࠾ࡠーをขࠅᏎく環境のᒻᚑ⛽ᜬᯏ᭴に㑐して，ಽሶ生物学や生ℂ学，
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⥄Ꮖ⚵❱ൻからのࠕプࡠー࠴からその࠭࠾ࠞࡔムにㄼる⹜みを⚫する㧚ᦨᓟにಽሶㅴൻ߮ㅴൻ生ᘒ学の

┙場からࠦࡔン࠻をいただき，今ᓟのㅴൻ生物学研究߳のᣇะ 性を⼏⺰する .

ータ࠹ンࡔࠦ : ᧻ᵄ 㓷ବ（ർ大），⇌ ㊀ੱ（京大）

-�↢のⴕേ↢ℂ⋦ࠆߋࠍࠕ ␠ળⴕേのᠲࠍ࡚࠙࠴ࡒࠫࠪߚߒ ↢♽の⛽ᜬᯏ᭴ࠕ- -

ർ ⾫（ᚭ大）

㓌ࠆࠃߦࠪࡓࡉࠕ⥄Ꮖ‶†⊛ୃ࡞ࠧߥᓳ�- ಽሶ⚦⢩ၮ⋚ߣ↢‛㑆⋧↪ -

ᴏដ ⏴也ሶ（↥✚研）

-�᭴ㅧ‛ᒻᚑの⥄Ꮖ⚵❱ൻࠆߌ߅ߦࠕࡠࠪ ࡞ࡌのᔕの㆑が㓸࿅࡞ࡌのᒻ⾰ߦਈࠆ߃ᓇ

㗀 -

᳓ర ᗅᥙ（京大）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room*

91�　↢ᘒ学×࿖㓙⾏ᤃ̆࿖Ⴚࠍੱࠆ߃㑆↢ᵴの↢ᘒᓇ㗀

企画⽿છ者：᎑⠍ᄥ（ᮮᵿ国大環境情報），今િᄦ（京大㔤㐳研）

生ᘒ♽のഠൻや生物多様性のᷫዋの直接的なේ因はさまߑまであるが、రをたどれ߫ੱ㑆のᶖ⾌活動がේ

因であることが多い。たと߫߃、農⇓↥物を㘩ߴることは、生↥でのንᩕ㙃ൻやᨋᷫዋ、それらにう

生物多様性のᷫዋといった生ᘒᓇ㗀を㑆接的にഥ㐳しているかもしれない。ここで㊀要なのは、ᶖ⾌のᓇ㗀

が国際⾏ᤃを通ߓて国境を߃るということである。․に我が国は農⇓↥物やᧁ᧚の多くをャしているた

め、ᶏ外にਈ߃る環境⽶⩄はして大きい。

ㄭᐕ、データのలታや⸃ᨆ技術のㅴዷによࠅ、国際⾏ᤃによる生ᘒ♽߳のᓇ㗀をቯ量ൻする⹜みがჇടし

ている。ᧄ集会では、そうしたࠣࡠー࡞ࡃな⹜みにߌ߅るᦨᣂのࠕプࡠー࠴とᚑ果について⚫する。ᧄ集

会の╙一の⁓いは、㆙く㔌れた国でこっているᾲᏪᨋや生物多様性のᷫዋ、⓸⚛ᳪᨴといった環境問㗴が

⑳たߜの日々の生活と㑐ଥしていることを知ってもらうことである。そのう߃で、ᓥ᧪の生ᘒ学のᨒを߃

たⷞὐから生ᘒ♽や生物多様性の保全を⠨߃、生ᘒ学者が貢献できるὐについて活⊒でᗧ⟵な⼏⺰をした

い。

ーター：天野達也（ケンブリッジ大）࠹ンࡔࠦ

࿖㓙⾏ᤃߦ߁ⅣႺ⽶⩄߮ࠃ߅↢ᘒ♽⹏ଔ

㊄ᧄ一ᦶ（大ᢿ科学）

ᳪᨴの⹏ଔ⚛⓸ࠆࠃߦ࿖㓙⾏ᤃߚ↪ࠍᜰᮡ࠻ࡦプ࠻ッࡈ⚛⓸

種↰あずさ（ᮮᵿ国大環境情報）

ᾲᏪᨋᷫዋの㚟േ࿃の࡞ࠤࠬ࠴࡞ࡑ⸃ᨆ

今િᄦ（京大㔤㐳研）

㠽㘃の⛘Ṍߦࠢࠬၮߊߠᧁ᧚⾏ᤃの↢‛ᄙ᭽ᕈࡈッ࠻プ࠻ࡦ

᎑⠍ᄥ（ᮮᵿ国大環境情報）
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⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room+

91�　IPBESࠄ߆࠻ࡦࡔࠬࠕ␜ໂࠆࠇߐ↢‛ᄙ᭽ᕈߣ↢ᘒ♽ࠬࡆࠨ⎇ⓥの᧪ዷᦸ

企画⽿છ者：㞯ፉᒄ光（環境ᚢ⇛研究ᯏ㑐）

生物多様性߮生ᘒ♽ࠨーࠬࡆに㑐する政ᐭ㑆科学政策プッࠜࡈ࠻ーム（IPBES）は、生物多様性と生

ᘒ♽ࠨーࠬࡆに㑐する動ะを科学的に評価し、科学と政策のつながࠅをᒝൻする政ᐭ㑆のプッࠜࡈ࠻ーム

として 2012 ᐕ 4月に⸳┙された。IPBESでは対⽎とするℂ的▸࿐や࠹ーࡑ、科学政策ㅪ៤のためのᯏ

能ߏとにಽかれたࡔࠬࠕン࠻や࠷ー࡞、ᣇᴺ⺰のࠞタࠣࡠ╬のᚑがㅴめられて201、ࠅ߅� ᐕに全ての

ቢᚑを⋡ᜰしている。このうߜ、․にࠕジࠕ࠾ࠕࠝࠕၞにߌ߅るၞࡔࠬࠕン࠻には日ᧄからも多

くの研究者がၫ╩者としてෳ画している。

この業のਛで、政策ㅪ៤に必要な生物多様性と生ᘒ♽ࠨーࠬࡆに㑐する科学的知見について、ᣢにචಽ

な蓄積があるものもあれ߫、ㅒにな߅ਇ⿷しているものもあることがらかになってきた。このため、ᧄ

ッシ࡚ンでは様々なࡔࠬࠕン࠻のࠬࠦーࡇンࠣに៤わるኾ㐷ኅやၫ╩者にこれらのὐについての所ᗵをㅀ

に㑐する研究⺖㗴につࠬࡆーࠨ♽て必要とされる生物多様性߮生ᘒߌていただき、今ᓟ、政策ㅪ៤にะߴ

いてのዷᦸをしたい。

またッシ࡚ンのᦨᓟには、今ᓟのࡔࠬࠕン࠻のᨒ⚵や業ࠬケジࡘー࡞を⺑し、IPBESࡔࠬࠕン

。ンࠣ╬について⸃⺑するࡒがน能なタࠗ࠻に対して研究ᚑ果のࠗンプッ࠻

+2$'S のⷐ߮ࠃ߅ᦨᣂേะ

ደ㓶（環境⋭⥄ὼ環境ዪ生物多様性ᚢ⇛企画ቶ）

+2$'S ࠼のࠟࠗߡߟߦଔ⹏ޔ࠲࠺ޔ⼂⍮ࠆ߃ᡰࠍ࠻ࡦࡔࠬࠕ

ጊ野ඳ（国┙環境研究所）

ᧂቯ

⊖Ꮲᒾ（Ꮊ大学）

㉿ጊ㉿ᶏࠄ߆࠻ࡦࡔࠬࠕ࡞ࡃࡠࠣࡉࠨ +2$'S ߳の⽸₂

ḡᧄ⾆（京ㇺ大学）

⟵ᗧ߁ⴕࠍの࿖㓙⹏ଔ࠲ࡀࡐ

*▎一（国┙環境研究所），Ṛਭᥓ（ᨋ✚ว研究所）

ⷙᮨߣ࠻ࡦࡔࠬࠕ↢ᘒ♽ࠬࡆࠨ⺰

᧻↰ਯ（ᮮᵿ国┙大学環境情報研究㒮）

↢‛ᄙ᭽ᕈ߮↢ᘒ♽ߦ㑐ࠆߔᐭ㑆プッࡓࠜࡈ࠻㧔+2$'S㧕࠻ࡦࡔࠬࠕࠆࠃߦのᓟのዷ㐿ߣ

情報࠭࠾

㜞ᯅᐽᄦ（環境ᚢ⇛研究ᯏ㑐）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room,

91�　5ಽߢ⥄ಽ࡞ࡇࠕࠍ㧍　↢ᘒ学ࠢ࠻ࠣࡦ࠾࠻ࠗ㧬บ

企画⽿છ者：大ዏ᮸（ᨋ✚研東ർ），大澤剛士（農環研），㚍場Ꮧ（農環研）

ーࠢとも߫れる࠻࠻ーࠢとは、シ࡚ー࠻ンࠣ࠾࠻ࠗ 5ಽ㑆のプンです。Lightning（Ⓑᆄ、㔚光⍹Ἣ）

からขっていることからもわかる通ࠅ、⍴ᤨ㑆でࠗン࠻ࠢࡄのあるをすることがၮᧄࠦンプ࠻になって

95



⥄Ꮖ⚵❱ൻからのࠕプࡠー࠴からその࠭࠾ࠞࡔムにㄼる⹜みを⚫する㧚ᦨᓟにಽሶㅴൻ߮ㅴൻ生ᘒ学の

┙場からࠦࡔン࠻をいただき，今ᓟのㅴൻ生物学研究߳のᣇะ 性を⼏⺰する .

ータ࠹ンࡔࠦ : ᧻ᵄ 㓷ବ（ർ大），⇌ ㊀ੱ（京大）

-�↢のⴕേ↢ℂ⋦ࠆߋࠍࠕ ␠ળⴕേのᠲࠍ࡚࠙࠴ࡒࠫࠪߚߒ ↢♽の⛽ᜬᯏ᭴ࠕ- -

ർ ⾫（ᚭ大）

㓌ࠆࠃߦࠪࡓࡉࠕ⥄Ꮖ‶†⊛ୃ࡞ࠧߥᓳ�- ಽሶ⚦⢩ၮ⋚ߣ↢‛㑆⋧↪ -

ᴏដ ⏴也ሶ（↥✚研）

-�᭴ㅧ‛ᒻᚑの⥄Ꮖ⚵❱ൻࠆߌ߅ߦࠕࡠࠪ ࡞ࡌのᔕの㆑が㓸࿅࡞ࡌのᒻ⾰ߦਈࠆ߃ᓇ

㗀 -

᳓ర ᗅᥙ（京大）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room*

91�　↢ᘒ学×࿖㓙⾏ᤃ̆࿖Ⴚࠍੱࠆ߃㑆↢ᵴの↢ᘒᓇ㗀

企画⽿છ者：᎑⠍ᄥ（ᮮᵿ国大環境情報），今િᄦ（京大㔤㐳研）

生ᘒ♽のഠൻや生物多様性のᷫዋの直接的なේ因はさまߑまであるが、రをたどれ߫ੱ㑆のᶖ⾌活動がේ

因であることが多い。たと߫߃、農⇓↥物を㘩ߴることは、生↥でのንᩕ㙃ൻやᨋᷫዋ、それらにう

生物多様性のᷫዋといった生ᘒᓇ㗀を㑆接的にഥ㐳しているかもしれない。ここで㊀要なのは、ᶖ⾌のᓇ㗀

が国際⾏ᤃを通ߓて国境を߃るということである。․に我が国は農⇓↥物やᧁ᧚の多くをャしているた

め、ᶏ外にਈ߃る環境⽶⩄はして大きい。

ㄭᐕ、データのలታや⸃ᨆ技術のㅴዷによࠅ、国際⾏ᤃによる生ᘒ♽߳のᓇ㗀をቯ量ൻする⹜みがჇടし

ている。ᧄ集会では、そうしたࠣࡠー࡞ࡃな⹜みにߌ߅るᦨᣂのࠕプࡠー࠴とᚑ果について⚫する。ᧄ集

会の╙一の⁓いは、㆙く㔌れた国でこっているᾲᏪᨋや生物多様性のᷫዋ、⓸⚛ᳪᨴといった環境問㗴が

⑳たߜの日々の生活と㑐ଥしていることを知ってもらうことである。そのう߃で、ᓥ᧪の生ᘒ学のᨒを߃

たⷞὐから生ᘒ♽や生物多様性の保全を⠨߃、生ᘒ学者が貢献できるὐについて活⊒でᗧ⟵な⼏⺰をした

い。

ーター：天野達也（ケンブリッジ大）࠹ンࡔࠦ

࿖㓙⾏ᤃߦ߁ⅣႺ⽶⩄߮ࠃ߅↢ᘒ♽⹏ଔ

㊄ᧄ一ᦶ（大ᢿ科学）

ᳪᨴの⹏ଔ⚛⓸ࠆࠃߦ࿖㓙⾏ᤃߚ↪ࠍᜰᮡ࠻ࡦプ࠻ッࡈ⚛⓸

種↰あずさ（ᮮᵿ国大環境情報）

ᾲᏪᨋᷫዋの㚟േ࿃の࡞ࠤࠬ࠴࡞ࡑ⸃ᨆ

今િᄦ（京大㔤㐳研）

㠽㘃の⛘Ṍߦࠢࠬၮߊߠᧁ᧚⾏ᤃの↢‛ᄙ᭽ᕈࡈッ࠻プ࠻ࡦ

᎑⠍ᄥ（ᮮᵿ国大環境情報）
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⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room+

91�　IPBESࠄ߆࠻ࡦࡔࠬࠕ␜ໂࠆࠇߐ↢‛ᄙ᭽ᕈߣ↢ᘒ♽ࠬࡆࠨ⎇ⓥの᧪ዷᦸ

企画⽿છ者：㞯ፉᒄ光（環境ᚢ⇛研究ᯏ㑐）

生物多様性߮生ᘒ♽ࠨーࠬࡆに㑐する政ᐭ㑆科学政策プッࠜࡈ࠻ーム（IPBES）は、生物多様性と生

ᘒ♽ࠨーࠬࡆに㑐する動ะを科学的に評価し、科学と政策のつながࠅをᒝൻする政ᐭ㑆のプッࠜࡈ࠻ーム

として 2012 ᐕ 4月に⸳┙された。IPBESでは対⽎とするℂ的▸࿐や࠹ーࡑ、科学政策ㅪ៤のためのᯏ

能ߏとにಽかれたࡔࠬࠕン࠻や࠷ー࡞、ᣇᴺ⺰のࠞタࠣࡠ╬のᚑがㅴめられて201、ࠅ߅� ᐕに全ての

ቢᚑを⋡ᜰしている。このうߜ、․にࠕジࠕ࠾ࠕࠝࠕၞにߌ߅るၞࡔࠬࠕン࠻には日ᧄからも多

くの研究者がၫ╩者としてෳ画している。

この業のਛで、政策ㅪ៤に必要な生物多様性と生ᘒ♽ࠨーࠬࡆに㑐する科学的知見について、ᣢにචಽ

な蓄積があるものもあれ߫、ㅒにな߅ਇ⿷しているものもあることがらかになってきた。このため、ᧄ

ッシ࡚ンでは様々なࡔࠬࠕン࠻のࠬࠦーࡇンࠣに៤わるኾ㐷ኅやၫ╩者にこれらのὐについての所ᗵをㅀ

に㑐する研究⺖㗴につࠬࡆーࠨ♽て必要とされる生物多様性߮生ᘒߌていただき、今ᓟ、政策ㅪ៤にะߴ

いてのዷᦸをしたい。

またッシ࡚ンのᦨᓟには、今ᓟのࡔࠬࠕン࠻のᨒ⚵や業ࠬケジࡘー࡞を⺑し、IPBESࡔࠬࠕン

。ンࠣ╬について⸃⺑するࡒがน能なタࠗ࠻に対して研究ᚑ果のࠗンプッ࠻

+2$'S のⷐ߮ࠃ߅ᦨᣂേะ

ደ㓶（環境⋭⥄ὼ環境ዪ生物多様性ᚢ⇛企画ቶ）

+2$'S ࠼のࠟࠗߡߟߦଔ⹏ޔ࠲࠺ޔ⼂⍮ࠆ߃ᡰࠍ࠻ࡦࡔࠬࠕ

ጊ野ඳ（国┙環境研究所）

ᧂቯ

⊖Ꮲᒾ（Ꮊ大学）

㉿ጊ㉿ᶏࠄ߆࠻ࡦࡔࠬࠕ࡞ࡃࡠࠣࡉࠨ +2$'S ߳の⽸₂

ḡᧄ⾆（京ㇺ大学）

⟵ᗧ߁ⴕࠍの࿖㓙⹏ଔ࠲ࡀࡐ

*▎一（国┙環境研究所），Ṛਭᥓ（ᨋ✚ว研究所）

ⷙᮨߣ࠻ࡦࡔࠬࠕ↢ᘒ♽ࠬࡆࠨ⺰

᧻↰ਯ（ᮮᵿ国┙大学環境情報研究㒮）

↢‛ᄙ᭽ᕈ߮↢ᘒ♽ߦ㑐ࠆߔᐭ㑆プッࡓࠜࡈ࠻㧔+2$'S㧕࠻ࡦࡔࠬࠕࠆࠃߦのᓟのዷ㐿ߣ

情報࠭࠾

㜞ᯅᐽᄦ（環境ᚢ⇛研究ᯏ㑐）

⥄↱集会　　　　　3月 22 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room,

91�　5ಽߢ⥄ಽ࡞ࡇࠕࠍ㧍　↢ᘒ学ࠢ࠻ࠣࡦ࠾࠻ࠗ㧬บ

企画⽿છ者：大ዏ᮸（ᨋ✚研東ർ），大澤剛士（農環研），㚍場Ꮧ（農環研）

ーࠢとも߫れる࠻࠻ーࠢとは、シ࡚ー࠻ンࠣ࠾࠻ࠗ 5ಽ㑆のプンです。Lightning（Ⓑᆄ、㔚光⍹Ἣ）

からขっていることからもわかる通ࠅ、⍴ᤨ㑆でࠗン࠻ࠢࡄのあるをすることがၮᧄࠦンプ࠻になって
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います。5ಽ㑆という㒢られたᤨ㑆で、⥄ಽの大⢙なࠗࠕデࠖࠕをឭ␜したࠅ、ᆎめた߫かࠅのታ㛎デࠩࠗ

ンを⚫したࠅ、ᦨㄭ出 した⺰ᢥをትવしたࠅ、生ᘒ学のࡇ࠻ッࠢを⥄↱にしてください。ᤓᐕᐲの㑐

東会でⴕった࠾࠻ࠗンࠣ࠻ーࠢでは 18ฬが⊒に挑ᚢし、⊒、⡬ⴐのᣇから大ᅢ評をඳしま

した。面⊕さは保⸽します㧍߭ߗṶ者として、あるいは⡬ⴐとしてߏෳടください。

⪬߉5ಽでまとめることが大なのです。ᨑ⪲ᧃ▵をそ、߃い߃い　ޜ5ಽで⊒なんかまとまらないよޛ

とす業は、⥄ಽの研究のᧄ⾰を見つめ直す⦟いᯏ会になࠅます。この業はᧄᒰにવ߃たいことをౣ⼂

でき、᥉Ბのญ㗡⊒߳の⦟い࠻ー࠾ンࠣにもなࠅます。さらに、ዞ⡯や学ᝄなどの面接にも生きてくる

ことでしࠂう。

ಽのኾ㐷外の⊒が⥄ޛ 5ಽ߾ߓℂ⸃できないよޜ　い߃い߃、Ṷ者は要ὐのみにਛりを៦ってくるので、

やすくなっています。また、5ಽという⍴いᤨ㑆なのでࠅしろわか 1つ 1つの⊒に集ਛすることができ、

⍴ᤨ㑆で様々なಽ野をീᒝできます。⥝をᜬった内ኈがあったら、߭ߗᙣⷫ会╬でṶ者をま߃ましࠂう。

㧍ᦨᣂのデータでも、ᦨㄭ⊒された⺰ᢥのትવでも、ᧄ大ߙにどう↱⥄ߏ　ޜを⊒すれ߫⦟いの㧫ޛ

会の一⥸⻠Ṷのትવでも一ಾ߅છߖします。ただし、⥄りの研究やขࠅ⚵みに㑐わる内ኈとしてください。

ੱઁ߫߃の⺰ᢥࡘࡆーやᧄの⚫だߌではࡔ࠳です。

で⊒します。Ṷ㗴は࠻ッࡀ大会೨に　ޜムࠣࡠプ⊑ޛ 15-20 を੍ቯしています。

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　RoomB

920　ᄖᵗၞࠆߌ߅ߦ㊀ⷐᶏၞ․ቯ߳のᶏ㠽の↪ߘߣの⺖㗴

企画⽿છ者：✎⽾⼾（ർ大᳓↥），㜞ᯅᤩ（国┙ᭂ研）

外ᵗၞにߌ߅る㊀要ᶏၞ․ቯ߳のᶏ㠽の利用とその⺖㗴

ࠝーࠟࠩࠗ࠽ー：✎⽾⼾（ർ大᳓↥科学㒮）㜞ᯅᤩ（国┙ᭂ研）

我が国は 2020 ᐕまでにᴪጯၞ߅よ߮ᶏၞの 10㧑をᶏᵗ保⼔（MPA）にすることを⋡ᮡとしている。Ṫ

業⾗Ḯ保全などを⋡的とした“保⼔”はᴪጯㇱに集ਛしてࠅ߅、外ᵗၞにߌ߅る MPA の⸳ቯが⺖㗴とな

っている。ᶏᵗ生物多様性保全ᚢ⇛によれ߫、保⼔の⸳ቯにߌては、生ᘒ学的生物学的㊀要ᶏ （ၞEBSA）

がそのとされる。EBSA としては、⮺場、⃜ℬ␂やᶏጊは▸࿐のቯ⟵がᲧセ的ኈᤃであࠅ、詳細な⺞ᩏ

がㅴめられている。一ᣇ、ᶏᵹが߱つかる⒖ⴕ㗔ၞḝၞは外ᵗၞでの EBSA のであるが、ᄌ動性が

ỗしく▸࿐としてᛠីするのが࿎㔍である。また外ᵗၞの⺞ᩏはኈᤃではなく、生物ಽᏓの情報は㒢られて

いる。そこで、その生活の߶とんどをⓨਛで過ߏすため、ᶏᵗ生物としてはಽᏓ⺞ᩏがᩰᲑにኈᤃであるᶏ

㠽を、外ᵗにߌ߅る EBSA 出に役┙てようと⸒うࠗࠕデࠕが出されている。そのため、BirdLife などをਛ

ᔃにฦ国で、ᶏ㠽にとっての㊀要ᶏၞ（marine Important Bird Area, mIBA）がቯめられつつある。この⥄↱集

会では、我が国ㄝのᶏၞに߅いて、ᶏ㠽の❥ᱺのಽᏓやណ㘩▸࿐から mIBA をቯめるᚻᴺについて㗴

ឭଏいただき、これらのᚻᴺの㒢⇇を⏕にするとともに、EBSA、さらに MPA に活用する際のᵈᗧὐにつ

いて⼏⺰したい。

㊀ⷐᶏၞࠆߌ߅ߦᶏ㠽の↪

✎⽾⼾（ർ大᳓↥）

ᣣᧄのߚߞࠍಽᏓ࠾ࡠࠦ O+$#

ጊᧄ（野㠽の会）⮮⌀↱⟤（BirdLife Japan）
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㊀ⷐᶏၞߚߺࠄ߆࠲࠺〕のㅊ࠼ギ࠽࠭ࡒࠝࠝ

ጊᧄ士ଐ↰ᙗ（ฬฎደ大）

ᶏ㠽ࠍ↪ࠆߔ㓙のὐߣ㒢⇇㧦✚ว⸛⺰

㜞ᯅᤩ（国┙ᭂ研）

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room%

࠻ࠗࠨࠣࡦ࠲࠾ࡕ　921 1000のߣ߹ࠅߣᚑᨐࠄ߆ಽߣߎߚߞ߆ Vol.2

企画⽿છ者：ਛጊ㓉ᴦ（環境⋭多様性）

࠻ࠗࠨタリンࠣ࠾ࡕ 1000 は、環境⋭生物多様性ンターがᐔᚑ 15ᐕᐲに㐿ᆎした国内ᦨ大⚖の㐳ᦼ生ᘒ

タリンࠣするとともに、ᚑ࠾ࡕわが国のઍ的な生ᘒ♽を㐳ᦼ的かつቯ量的に、ࠅタリンࠣ業であ࠾ࡕ♽

果を学術研究や保全ᣉ策に役┙てることを⋡的としている。࠾ࡕ 1000 では 5ᐕᲤにᚑ果をまとめてࠅ߅、

業㐿ᆎから 10 ᐕが経過したことから、ᐔᚑ 26ᐕᐲに生ᘒ♽Ფのとࠅまとめ報๔ᦠをᚑした。

ฦ生ᘒ♽の 10 ᐕの⺞ᩏᚑ果からは、᳇ᄌ動によるᓇ㗀や外᧪種のಽᏓ大╬いくつかのᄌൻะをᛠ

ីできてࠅ߅、今ᓟ、ᗲ知⋡ᮡのㅴ⁁ᴫ評価╬様々なಽ野での活用がᦼᓙされる。一ᣇでとࠅまとめを通

蓄積されてきたデータをข得ࠅまなਥによߑさま、ࠅてきた߃タリンࠣᚻᴺに㑐する問㗴ὐが見࠾ࡕߓ

どのようにしてࠝープンデータൻしていくのか╬の⺖㗴もらかになってきた。

ᧄ集会では、ᤓᐕの企画集会では報๔しきれなかった生ᘒ♽での 10 ᐕ㑆のᚑ果を⚫するとともに、10

ᐕ㑆で㗼在ൻしてきた࠾ࡕタリンࠣにߌ߅る⺖㗴やその⸃ᣇᴺについてし、今ᓟの㐳ᦼ生ᘒ♽࠾ࡕタ

リンࠣのᣇะ性や⠨߃ᣇについて⼏⺰したい。

࠻ࠗࠨࠣࡦ࠲࠾ࡕ 1000 のⷐ

ਛጊ㓉ᴦ（環境⋭多様性）

㜞ጊᏪ⺞ᩏࠍㅢߡߓߚ߈ߡ߃᳇ᄌേの৻┵

ዊ出น能（⥄ὼ研）

ᄙ᭽ߥਥࠆࠃߦ⺞ᩏߢߚߞߥߦ߆ࠄᣣᧄのࠧࡦࠨ␂の⁁

ᧁ ආ（⥄ὼ研）

▽᭴ౣߣߒ⋤㒽᳓ၞ⺞ᩏのߚߒᢿ್ߡߓㅢࠍߣ߹ࠅߣ

ᮮ⻞一（WIJ）

࠻ࠗࠨࠣࡦ࠲࠾ࡕ 1000 ߡߟߦൻ࠲࠺ࡦプᨐのࠝ⚿ߚࠇࠄᓧߢ

㜞ਭብ（環境⋭多様性）

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　RoomD

の↢ᘒ学ᢎ⢒　㨪ࠄ߆ࠇߎ　922 2022ᐕᐲᣂ学⠌ᜰዉⷐ㗔ߢ⋡ᜰ߽ߔの㨪

企画⽿છ者：㑐ญિ一，ᅏᵤᙗੱ，ᤊℂᴕ

現ⴕの学⠌ᜰዉ要㗔に߅いて、߶とんどの㜞ᩞ生がጁୃしているޡ生物ၮ␆ޢに生ᘒ学ಽ野がขࠅㄟまれ

たことは、生ᘒ学ᢎ⢒のᔟである。ኾ㐷科⋡であるޡ生物ޢの生ᘒ学ಽ野では、生物多様性などᣂしい知

見がขࠅㄟまれた。しかし㜞ᩞᢎᏧからは「生ᘒ学ಽ野は内ኈが⟜的で㊀ὐがわかࠅにくい」「どこまで

ᣂしい内ኈをᛒっていいかわからない」「⺖㗴研究のᜰዉᴺに⧰ᔃしている」といったჿもがっている。
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います。5ಽ㑆という㒢られたᤨ㑆で、⥄ಽの大⢙なࠗࠕデࠖࠕをឭ␜したࠅ、ᆎめた߫かࠅのታ㛎デࠩࠗ

ンを⚫したࠅ、ᦨㄭ出 した⺰ᢥをትવしたࠅ、生ᘒ学のࡇ࠻ッࠢを⥄↱にしてください。ᤓᐕᐲの㑐

東会でⴕった࠾࠻ࠗンࠣ࠻ーࠢでは 18ฬが⊒に挑ᚢし、⊒、⡬ⴐのᣇから大ᅢ評をඳしま

した。面⊕さは保⸽します㧍߭ߗṶ者として、あるいは⡬ⴐとしてߏෳടください。

⪬߉5ಽでまとめることが大なのです。ᨑ⪲ᧃ▵をそ、߃い߃い　ޜ5ಽで⊒なんかまとまらないよޛ

とす業は、⥄ಽの研究のᧄ⾰を見つめ直す⦟いᯏ会になࠅます。この業はᧄᒰにવ߃たいことをౣ⼂

でき、᥉Ბのญ㗡⊒߳の⦟い࠻ー࠾ンࠣにもなࠅます。さらに、ዞ⡯や学ᝄなどの面接にも生きてくる

ことでしࠂう。

ಽのኾ㐷外の⊒が⥄ޛ 5ಽ߾ߓℂ⸃できないよޜ　い߃い߃、Ṷ者は要ὐのみにਛりを៦ってくるので、

やすくなっています。また、5ಽという⍴いᤨ㑆なのでࠅしろわか 1つ 1つの⊒に集ਛすることができ、

⍴ᤨ㑆で様々なಽ野をീᒝできます。⥝をᜬった内ኈがあったら、߭ߗᙣⷫ会╬でṶ者をま߃ましࠂう。

㧍ᦨᣂのデータでも、ᦨㄭ⊒された⺰ᢥのትવでも、ᧄ大ߙにどう↱⥄ߏ　ޜを⊒すれ߫⦟いの㧫ޛ

会の一⥸⻠Ṷのትવでも一ಾ߅છߖします。ただし、⥄りの研究やขࠅ⚵みに㑐わる内ኈとしてください。

ੱઁ߫߃の⺰ᢥࡘࡆーやᧄの⚫だߌではࡔ࠳です。

で⊒します。Ṷ㗴は࠻ッࡀ大会೨に　ޜムࠣࡠプ⊑ޛ 15-20 を੍ቯしています。

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　RoomB

920　ᄖᵗၞࠆߌ߅ߦ㊀ⷐᶏၞ․ቯ߳のᶏ㠽の↪ߘߣの⺖㗴

企画⽿છ者：✎⽾⼾（ർ大᳓↥），㜞ᯅᤩ（国┙ᭂ研）

外ᵗၞにߌ߅る㊀要ᶏၞ․ቯ߳のᶏ㠽の利用とその⺖㗴

ࠝーࠟࠩࠗ࠽ー：✎⽾⼾（ർ大᳓↥科学㒮）㜞ᯅᤩ（国┙ᭂ研）

我が国は 2020 ᐕまでにᴪጯၞ߅よ߮ᶏၞの 10㧑をᶏᵗ保⼔（MPA）にすることを⋡ᮡとしている。Ṫ

業⾗Ḯ保全などを⋡的とした“保⼔”はᴪጯㇱに集ਛしてࠅ߅、外ᵗၞにߌ߅る MPA の⸳ቯが⺖㗴とな

っている。ᶏᵗ生物多様性保全ᚢ⇛によれ߫、保⼔の⸳ቯにߌては、生ᘒ学的生物学的㊀要ᶏ （ၞEBSA）

がそのとされる。EBSA としては、⮺場、⃜ℬ␂やᶏጊは▸࿐のቯ⟵がᲧセ的ኈᤃであࠅ、詳細な⺞ᩏ

がㅴめられている。一ᣇ、ᶏᵹが߱つかる⒖ⴕ㗔ၞḝၞは外ᵗၞでの EBSA のであるが、ᄌ動性が

ỗしく▸࿐としてᛠីするのが࿎㔍である。また外ᵗၞの⺞ᩏはኈᤃではなく、生物ಽᏓの情報は㒢られて

いる。そこで、その生活の߶とんどをⓨਛで過ߏすため、ᶏᵗ生物としてはಽᏓ⺞ᩏがᩰᲑにኈᤃであるᶏ

㠽を、外ᵗにߌ߅る EBSA 出に役┙てようと⸒うࠗࠕデࠕが出されている。そのため、BirdLife などをਛ

ᔃにฦ国で、ᶏ㠽にとっての㊀要ᶏၞ（marine Important Bird Area, mIBA）がቯめられつつある。この⥄↱集

会では、我が国ㄝのᶏၞに߅いて、ᶏ㠽の❥ᱺのಽᏓやណ㘩▸࿐から mIBA をቯめるᚻᴺについて㗴

ឭଏいただき、これらのᚻᴺの㒢⇇を⏕にするとともに、EBSA、さらに MPA に活用する際のᵈᗧὐにつ

いて⼏⺰したい。

㊀ⷐᶏၞࠆߌ߅ߦᶏ㠽の↪

✎⽾⼾（ർ大᳓↥）

ᣣᧄのߚߞࠍಽᏓ࠾ࡠࠦ O+$#

ጊᧄ（野㠽の会）⮮⌀↱⟤（BirdLife Japan）
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㊀ⷐᶏၞߚߺࠄ߆࠲࠺〕のㅊ࠼ギ࠽࠭ࡒࠝࠝ

ጊᧄ士ଐ↰ᙗ（ฬฎደ大）

ᶏ㠽ࠍ↪ࠆߔ㓙のὐߣ㒢⇇㧦✚ว⸛⺰

㜞ᯅᤩ（国┙ᭂ研）

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room%

࠻ࠗࠨࠣࡦ࠲࠾ࡕ　921 1000のߣ߹ࠅߣᚑᨐࠄ߆ಽߣߎߚߞ߆ Vol.2

企画⽿છ者：ਛጊ㓉ᴦ（環境⋭多様性）

࠻ࠗࠨタリンࠣ࠾ࡕ 1000 は、環境⋭生物多様性ンターがᐔᚑ 15ᐕᐲに㐿ᆎした国内ᦨ大⚖の㐳ᦼ生ᘒ

タリンࠣするとともに、ᚑ࠾ࡕわが国のઍ的な生ᘒ♽を㐳ᦼ的かつቯ量的に、ࠅタリンࠣ業であ࠾ࡕ♽

果を学術研究や保全ᣉ策に役┙てることを⋡的としている。࠾ࡕ 1000 では 5ᐕᲤにᚑ果をまとめてࠅ߅、

業㐿ᆎから 10 ᐕが経過したことから、ᐔᚑ 26ᐕᐲに生ᘒ♽Ფのとࠅまとめ報๔ᦠをᚑした。

ฦ生ᘒ♽の 10 ᐕの⺞ᩏᚑ果からは、᳇ᄌ動によるᓇ㗀や外᧪種のಽᏓ大╬いくつかのᄌൻะをᛠ

ីできてࠅ߅、今ᓟ、ᗲ知⋡ᮡのㅴ⁁ᴫ評価╬様々なಽ野での活用がᦼᓙされる。一ᣇでとࠅまとめを通

蓄積されてきたデータをข得ࠅまなਥによߑさま、ࠅてきた߃タリンࠣᚻᴺに㑐する問㗴ὐが見࠾ࡕߓ

どのようにしてࠝープンデータൻしていくのか╬の⺖㗴もらかになってきた。

ᧄ集会では、ᤓᐕの企画集会では報๔しきれなかった生ᘒ♽での 10 ᐕ㑆のᚑ果を⚫するとともに、10

ᐕ㑆で㗼在ൻしてきた࠾ࡕタリンࠣにߌ߅る⺖㗴やその⸃ᣇᴺについてし、今ᓟの㐳ᦼ生ᘒ♽࠾ࡕタ

リンࠣのᣇะ性や⠨߃ᣇについて⼏⺰したい。

࠻ࠗࠨࠣࡦ࠲࠾ࡕ 1000 のⷐ

ਛጊ㓉ᴦ（環境⋭多様性）

㜞ጊᏪ⺞ᩏࠍㅢߡߓߚ߈ߡ߃᳇ᄌേの৻┵

ዊ出น能（⥄ὼ研）

ᄙ᭽ߥਥࠆࠃߦ⺞ᩏߢߚߞߥߦ߆ࠄᣣᧄのࠧࡦࠨ␂の⁁

ᧁ ආ（⥄ὼ研）

▽᭴ౣߣߒ⋤㒽᳓ၞ⺞ᩏのߚߒᢿ್ߡߓㅢࠍߣ߹ࠅߣ

ᮮ⻞一（WIJ）

࠻ࠗࠨࠣࡦ࠲࠾ࡕ 1000 ߡߟߦൻ࠲࠺ࡦプᨐのࠝ⚿ߚࠇࠄᓧߢ

㜞ਭብ（環境⋭多様性）

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　RoomD

の↢ᘒ学ᢎ⢒　㨪ࠄ߆ࠇߎ　922 2022ᐕᐲᣂ学⠌ᜰዉⷐ㗔ߢ⋡ᜰ߽ߔの㨪

企画⽿છ者：㑐ญિ一，ᅏᵤᙗੱ，ᤊℂᴕ

現ⴕの学⠌ᜰዉ要㗔に߅いて、߶とんどの㜞ᩞ生がጁୃしているޡ生物ၮ␆ޢに生ᘒ学ಽ野がขࠅㄟまれ

たことは、生ᘒ学ᢎ⢒のᔟである。ኾ㐷科⋡であるޡ生物ޢの生ᘒ学ಽ野では、生物多様性などᣂしい知

見がขࠅㄟまれた。しかし㜞ᩞᢎᏧからは「生ᘒ学ಽ野は内ኈが⟜的で㊀ὐがわかࠅにくい」「どこまで

ᣂしい内ኈをᛒっていいかわからない」「⺖㗴研究のᜰዉᴺに⧰ᔃしている」といったჿもがっている。
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現在、2022 ᐕのᣂ学⠌ᜰዉ要㗔にะߌた⼏⺰がㅴめられている。ᣂ学⠌ᜰዉ要㗔では「を学߱か」と

いうࠦン࠹ン࠷だߌではなく、「ができるようになるか」というࠦン࠹ࡇンシーをᗧ⼂したᡷ⸓がㅴめら

れている。ᢎ科の⼏⺰ではᢙ学とℂ科を✚วしたޡᢙℂត᳞ޢというᣂ科⋡の⸳⟎がᬌ⸛され、⺖㗴研究

活動の㊀要性は今までએに㜞まっていくと੍ᗐされる。

これからの生ᘒ学ᢎ⢒に߅いて、どのようなੱ物を⋡ᜰすߴきだろうか。そのታ現にะߌて、どのよう

な内ኈをどのように⠌得さߖるߴきだろうか。ᧄ大会では、㜞ᩞᢎᏧと大学ᢎຬのᣇの┙場から㗴ឭଏ

をし、これからの生ᘒ学ᢎ⢒に㑐するᗧ見឵をしたい。

ਥᣦ⺑：これからの生ᘒ学ᢎ⢒

㑐ญિ一（ᶏၔਛ学㜞╬学ᩞ）

学⠌ᜰዉⷐ㗔ࠍ⠨ࠆ߃　㨪㜞ᩞ႐ࠆߌ߅ߦ↢‛ၮ␆のታᘒߣ⺖㗴㨪

ᅏᵤᙗੱ（ᢥൻ学大学᧖ਗਛ学㜞╬学ᩞ）

ᣂ学⠌ᜰዉⷐ㗔ࠍ⠨ࠆ߃　㨪 2022 ᐕᐲᣂ学⠌ᜰዉⷐ㗔の⁁ᴫ㨪

㑐ญિ一（ᶏၔਛ学㜞╬学ᩞ）

⩶㘃ࠍ↢ᘒಽ㊁ߤߢの߁ࠃ学߱߆　㨪⩶㘃ߣㆫ⒖の㑐ଥ㨪

ᷓ澤ㆆ（東ർ大学）

㜞ᩞߢの↢ᘒ学ᢎ⢒ࠆߌ߅ߦ⺖㗴⎇ⓥのࠅᣇ

㈬⡡᮸（東ർ大学）

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room'

923　↢ᘒ♽ࠍၮ⋚ߚߒߣ㒐ἴᷫἴのᯏ⢻ߘߣの⹏ଔ

企画⽿છ者：一ࡁἑඳ（ᘮ大SFC），ਛᄥ士（ർ大農）

ㄭᐕの⥄ὼἴኂによるⵍኂのჇ大にい、生ᘒ♽をၮ⋚としたἴኂリࠬࠢのૐᷫ（એਅ Eco-DRR）の必

要性がᵈ⋡されるようになってきた。2015ᐕ 3 月にบᏒで㐿された国ㅪ⇇㒐ἴ会⼏では、บ㒐ἴ

ᨒ⚵ 2015-2030 がណᛯされ、ఝవⴕ動 3のਛに Eco-DRR߳のขࠅ⚵みのផㅴが␜的にᦠきㄟまれた。また、

2015ᐕ 11 月に㑑⼏ቯされる੍ቯの᳇ᄌ動のᓇ㗀߳のㆡᔕ⸘画の᩺には、᳇ᄌ動によࠅ㜞まることが

੍ᗐされるἴኂリࠬࠢに対し、工学的生ᘒ学的ᚻᴺ、利用、␠会的ᐲ的ᚻᴺ╬の様々なᚻᴺをㆡ

ಾに⚵みวわߖることの必要性が␜される੍ቯである。

Eco-DRRがᵈ⋡される一ᣇで、そのᯏ能をቯ量的に評価するᣇᴺを⏕┙することの必要性もᜰ៰されて

いる。ᧄ⥄↱集会では、2015ᐕᐲから㐿ᆎされたੑつの環境⋭環境研究✚วផㅴ⾌「ࡆࡂタッࠬࡠ࠻の過

程に⌕⋡した生ᘒ♽ᷫἴᯏ能評価と൮的ଢ⋉評価ᚻᴺの㐿⊒」（研究ઍ者一ࡁἑඳ）、「ੱญᷫዋ、᳇

ᄌ動ਅにߌ߅るࠣリーンࠗンࡈ -生物多様性㒐ἴ␠会的価୯評価」（研究ઍ者ਛᄥ士）のこれ

までの研究ᚑ果と⁓いを⚫し、Eco-DRRのᯏ能評価について⼏⺰することが⋡的である。

᳇ᴧᏒᵤᵄⵍἴ࠲ࡆࡂࠆߌ߅ߦッࠬࡠ࠻のㆊ⒟ߚߒ⋠⌕ߦ↢ᘒ♽ᷫἴᯏ⢻⹏ଔ

*一ࡁἑඳ，᧼Ꮉᥰ（ᘮ大SFC）

'EQ-&44 の⹏ଔಽᨆのߚのᤨⓨ㑆ࠬࡌ࠲࠺᭴▽

*ฎ⼱知ਯ，光ᥓሶ，㒸ᢥᵄ（ᘮ大SFC），々ᧁᕺሶ（ギーン大）

⋵ࠆߌ߅ߦ↢ᘒ♽ࠗࡈࡦの⹏ଔ

*内↰，ศ↰ਂੱ（東京大✚วᢥൻ）
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ੱญᷫዋ᳇ᄌേਅߣࡈࡦࠗࡦࠣࠆߌ߅ߦ⥄ὼౣ↢㧙ർᶏࠆߌ߅ߦน⢻ᕈࠍតࠆ

*ਛᄥ士，ዊᨋᘮሶ（ർ大農）

ᄙ᭽ߥਥのෳ↹ࠆࠃߦᣢሽࠗࡈࡦのࡦࠣޡൻޢ㧦㕒ጟᏒ㤗ᯏㆆ᳓ߢのขߺ⚵ࠅ

ᑝᷕ（東㇌大ℂ）

ᣇのᣣᏱⓨ㑆ࠍᡰࡈࡦࠗࡦࠣࠆ߃ᓼፉ⋵㒙ධᏒᶏጯૐᐔၞߢのቯ㊂⹏ଔߦะߡߌ

㎨↰㤚ੱ（ᓼፉ大工）

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room(

924　↢ᘒ学ࠆߌ߅ߦ⧷⺆ൻࠍ⠨ࠆ߃

企画⽿છ者：ፉ⼱ஜ一㇢（⛔ᢙ研）

「⧷⺆の業は⧷⺆でする」「ዊ学ᩞのᣧいᤨᦼから⧷⺆を学߱」「␠内用⺆を⧷⺆とする」「⻠⟵は⧷⺆

でする」「ࡒも⧷⺆でする」日ᧄ␠会のฦで⧷⺆ൻがㅴんでいます。生ᘒ学研究も外ではあࠅまߖん。「⧷

⺆の߶うが国際ൻの᧪を見ᝪ߃て⋉である」と⠨߃るੱも多いことでしࠂう。こうしたਥᒛはどのよう

なᩮにၮߠくのでしࠂうか。

⧷⺆に㒢らず、⸒⺆政策や外国⺆ᢎ⢒をኾ㐷とする研究者が⇇にᢙ多くいます。⇇ฦにߌ߅る

をၮに（日ᧄはᴦᦼ、ᢌᚢᓟと 2 ᐲにわたる⸒⺆政策のォ឵に直面し、⚿果的に 2 ᐲともᲣ⺆を㊀ⷞする

政策をㆬんでいます）、どのような外国⺆߮Უ⺆政策がどのような⚿果をいたか詳細に⺞ߴられてࠅ߅、

ᣢに多くのᢎ⸠を得ています。そのਛには、「直な外国⺆ᅑബ策は国とᢥൻをṌ߷す」「Უ⺆で科学を⠨߃

ることのᗧ⟵をシⷞしない」というਥᒛや、⧷⺆ൻにし߫し߫う「⧷⺆でⴕう߶うが╬である」という

ᗧ⼂に対する⼊㏹も見られます。一ᣇで、科学⺰ᢥの⊒や、国際的なࠦ࠾ࡘࡒケーシ࡚ン情報集を⧷

⺆でⴕう必要性は෩ὼと存在しています。⑳達はに⇐ᗧし、どこにをតってⴕくのが⦟いのでしࠂうか。

そこで、集⧷␠ᣂᦠから「⧷⺆ൻはᗱ᳃ൻ」を出されたᣉ光ᕡ᳁を⻠Ꮷにき、⸒⺆政策に㑐するၮ␆的

な⸃⺑からᆎめ、生ᘒ学研究にߌ߅る⧷⺆ൻについて、一✜に⠨߃てみることにしました。

⸒⺆は生ᘒ学とૃた面をᜬっています。⸒⺆も⛘Ṍします。⸒⺆の⛘Ṍは、種の⛘Ṍએにㅴⴕしてい

ます。外᧪種㧙࿕種と外国⺆㧙Უ⺆などにも類ૃがあࠅそうです。

⿰ᣦ⺑：生ᘒ学研究にߌ߅る⧷⺆ൻを⠨߃る　ፉ⼱ஜ一㇢（⛔ᢙ研）

⧷⺆ൻ政策にはらෂ㒾性　ᣉ光ᕡ（Ꮊ大学Ყセ␠会ᢥൻ研究㒮）

全⸛⺰

ᐔ⩲ਛஜᄥ（╳ᵄ大↰、（大᳇ᶏᵗ研東大）⮮సᢥ、（研࠼࡞ーࠖࡈ京大）ータ：દᱞผ࠹ンࡔࠦ

ᧁᏗሶ（┙㙚大）、߶か⨹、（

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room)

࠲࠺♽ᤨߚߒ߆ߣࠎߥ㗴㧦⊛⸘⛔߁ળߢᨆ⸂࠲࠺　925

企画⽿છ者：☺⼱⧷一（Ꮊ大ℂ），ਭ保ᜏᒎ（ർᶏ大環境）

ᤓᐕの⥄↱集会で大きな㗀のあった「ᤨ㑆の㐳さᤨ♽データの⛔⸘ࡕデリンࠣ」についてのᬌ⸛を

つߌߠます㧚ᤨ♽データとは，たと߫߃หߓ生物集࿅⺞ᩏなどからᐲも⺞ᩏ᷹ⷰをくࠅか
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現在、2022 ᐕのᣂ学⠌ᜰዉ要㗔にะߌた⼏⺰がㅴめられている。ᣂ学⠌ᜰዉ要㗔では「を学߱か」と

いうࠦン࠹ン࠷だߌではなく、「ができるようになるか」というࠦン࠹ࡇンシーをᗧ⼂したᡷ⸓がㅴめら

れている。ᢎ科の⼏⺰ではᢙ学とℂ科を✚วしたޡᢙℂត᳞ޢというᣂ科⋡の⸳⟎がᬌ⸛され、⺖㗴研究

活動の㊀要性は今までએに㜞まっていくと੍ᗐされる。

これからの生ᘒ学ᢎ⢒に߅いて、どのようなੱ物を⋡ᜰすߴきだろうか。そのታ現にะߌて、どのよう

な内ኈをどのように⠌得さߖるߴきだろうか。ᧄ大会では、㜞ᩞᢎᏧと大学ᢎຬのᣇの┙場から㗴ឭଏ

をし、これからの生ᘒ学ᢎ⢒に㑐するᗧ見឵をしたい。

ਥᣦ⺑：これからの生ᘒ学ᢎ⢒

㑐ญિ一（ᶏၔਛ学㜞╬学ᩞ）

学⠌ᜰዉⷐ㗔ࠍ⠨ࠆ߃　㨪㜞ᩞ႐ࠆߌ߅ߦ↢‛ၮ␆のታᘒߣ⺖㗴㨪

ᅏᵤᙗੱ（ᢥൻ学大学᧖ਗਛ学㜞╬学ᩞ）

ᣂ学⠌ᜰዉⷐ㗔ࠍ⠨ࠆ߃　㨪 2022 ᐕᐲᣂ学⠌ᜰዉⷐ㗔の⁁ᴫ㨪

㑐ญિ一（ᶏၔਛ学㜞╬学ᩞ）

⩶㘃ࠍ↢ᘒಽ㊁ߤߢの߁ࠃ学߱߆　㨪⩶㘃ߣㆫ⒖の㑐ଥ㨪

ᷓ澤ㆆ（東ർ大学）

㜞ᩞߢの↢ᘒ学ᢎ⢒ࠆߌ߅ߦ⺖㗴⎇ⓥのࠅᣇ

㈬⡡᮸（東ർ大学）

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room'

923　↢ᘒ♽ࠍၮ⋚ߚߒߣ㒐ἴᷫἴのᯏ⢻ߘߣの⹏ଔ

企画⽿છ者：一ࡁἑඳ（ᘮ大SFC），ਛᄥ士（ർ大農）

ㄭᐕの⥄ὼἴኂによるⵍኂのჇ大にい、生ᘒ♽をၮ⋚としたἴኂリࠬࠢのૐᷫ（એਅ Eco-DRR）の必

要性がᵈ⋡されるようになってきた。2015ᐕ 3 月にบᏒで㐿された国ㅪ⇇㒐ἴ会⼏では、บ㒐ἴ

ᨒ⚵ 2015-2030 がណᛯされ、ఝవⴕ動 3のਛに Eco-DRR߳のขࠅ⚵みのផㅴが␜的にᦠきㄟまれた。また、

2015ᐕ 11 月に㑑⼏ቯされる੍ቯの᳇ᄌ動のᓇ㗀߳のㆡᔕ⸘画の᩺には、᳇ᄌ動によࠅ㜞まることが

੍ᗐされるἴኂリࠬࠢに対し、工学的生ᘒ学的ᚻᴺ、利用、␠会的ᐲ的ᚻᴺ╬の様々なᚻᴺをㆡ

ಾに⚵みวわߖることの必要性が␜される੍ቯである。

Eco-DRRがᵈ⋡される一ᣇで、そのᯏ能をቯ量的に評価するᣇᴺを⏕┙することの必要性もᜰ៰されて

いる。ᧄ⥄↱集会では、2015ᐕᐲから㐿ᆎされたੑつの環境⋭環境研究✚วផㅴ⾌「ࡆࡂタッࠬࡠ࠻の過

程に⌕⋡した生ᘒ♽ᷫἴᯏ能評価と൮的ଢ⋉評価ᚻᴺの㐿⊒」（研究ઍ者一ࡁἑඳ）、「ੱญᷫዋ、᳇

ᄌ動ਅにߌ߅るࠣリーンࠗンࡈ -生物多様性㒐ἴ␠会的価୯評価」（研究ઍ者ਛᄥ士）のこれ

までの研究ᚑ果と⁓いを⚫し、Eco-DRRのᯏ能評価について⼏⺰することが⋡的である。

᳇ᴧᏒᵤᵄⵍἴ࠲ࡆࡂࠆߌ߅ߦッࠬࡠ࠻のㆊ⒟ߚߒ⋠⌕ߦ↢ᘒ♽ᷫἴᯏ⢻⹏ଔ

*一ࡁἑඳ，᧼Ꮉᥰ（ᘮ大SFC）

'EQ-&44 の⹏ଔಽᨆのߚのᤨⓨ㑆ࠬࡌ࠲࠺᭴▽

*ฎ⼱知ਯ，光ᥓሶ，㒸ᢥᵄ（ᘮ大SFC），々ᧁᕺሶ（ギーン大）

⋵ࠆߌ߅ߦ↢ᘒ♽ࠗࡈࡦの⹏ଔ

*内↰，ศ↰ਂੱ（東京大✚วᢥൻ）
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ੱญᷫዋ᳇ᄌേਅߣࡈࡦࠗࡦࠣࠆߌ߅ߦ⥄ὼౣ↢㧙ർᶏࠆߌ߅ߦน⢻ᕈࠍតࠆ

*ਛᄥ士，ዊᨋᘮሶ（ർ大農）

ᄙ᭽ߥਥのෳ↹ࠆࠃߦᣢሽࠗࡈࡦのࡦࠣޡൻޢ㧦㕒ጟᏒ㤗ᯏㆆ᳓ߢのขߺ⚵ࠅ

ᑝᷕ（東㇌大ℂ）

ᣇのᣣᏱⓨ㑆ࠍᡰࡈࡦࠗࡦࠣࠆ߃ᓼፉ⋵㒙ධᏒᶏጯૐᐔၞߢのቯ㊂⹏ଔߦะߡߌ

㎨↰㤚ੱ（ᓼፉ大工）

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room(

924　↢ᘒ学ࠆߌ߅ߦ⧷⺆ൻࠍ⠨ࠆ߃

企画⽿છ者：ፉ⼱ஜ一㇢（⛔ᢙ研）

「⧷⺆の業は⧷⺆でする」「ዊ学ᩞのᣧいᤨᦼから⧷⺆を学߱」「␠内用⺆を⧷⺆とする」「⻠⟵は⧷⺆

でする」「ࡒも⧷⺆でする」日ᧄ␠会のฦで⧷⺆ൻがㅴんでいます。生ᘒ学研究も外ではあࠅまߖん。「⧷

⺆の߶うが国際ൻの᧪を見ᝪ߃て⋉である」と⠨߃るੱも多いことでしࠂう。こうしたਥᒛはどのよう

なᩮにၮߠくのでしࠂうか。

⧷⺆に㒢らず、⸒⺆政策や外国⺆ᢎ⢒をኾ㐷とする研究者が⇇にᢙ多くいます。⇇ฦにߌ߅る

をၮに（日ᧄはᴦᦼ、ᢌᚢᓟと 2 ᐲにわたる⸒⺆政策のォ឵に直面し、⚿果的に 2 ᐲともᲣ⺆を㊀ⷞする

政策をㆬんでいます）、どのような外国⺆߮Უ⺆政策がどのような⚿果をいたか詳細に⺞ߴられてࠅ߅、

ᣢに多くのᢎ⸠を得ています。そのਛには、「直な外国⺆ᅑബ策は国とᢥൻをṌ߷す」「Უ⺆で科学を⠨߃

ることのᗧ⟵をシⷞしない」というਥᒛや、⧷⺆ൻにし߫し߫う「⧷⺆でⴕう߶うが╬である」という

ᗧ⼂に対する⼊㏹も見られます。一ᣇで、科学⺰ᢥの⊒や、国際的なࠦ࠾ࡘࡒケーシ࡚ン情報集を⧷

⺆でⴕう必要性は෩ὼと存在しています。⑳達はに⇐ᗧし、どこにをតってⴕくのが⦟いのでしࠂうか。

そこで、集⧷␠ᣂᦠから「⧷⺆ൻはᗱ᳃ൻ」を出されたᣉ光ᕡ᳁を⻠Ꮷにき、⸒⺆政策に㑐するၮ␆的

な⸃⺑からᆎめ、生ᘒ学研究にߌ߅る⧷⺆ൻについて、一✜に⠨߃てみることにしました。

⸒⺆は生ᘒ学とૃた面をᜬっています。⸒⺆も⛘Ṍします。⸒⺆の⛘Ṍは、種の⛘Ṍએにㅴⴕしてい

ます。外᧪種㧙࿕種と外国⺆㧙Უ⺆などにも類ૃがあࠅそうです。

⿰ᣦ⺑：生ᘒ学研究にߌ߅る⧷⺆ൻを⠨߃る　ፉ⼱ஜ一㇢（⛔ᢙ研）

⧷⺆ൻ政策にはらෂ㒾性　ᣉ光ᕡ（Ꮊ大学Ყセ␠会ᢥൻ研究㒮）

全⸛⺰

ᐔ⩲ਛஜᄥ（╳ᵄ大↰、（大᳇ᶏᵗ研東大）⮮సᢥ、（研࠼࡞ーࠖࡈ京大）ータ：દᱞผ࠹ンࡔࠦ

ᧁᏗሶ（┙㙚大）、߶か⨹、（

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room)

࠲࠺♽ᤨߚߒ߆ߣࠎߥ㗴㧦⊛⸘⛔߁ળߢᨆ⸂࠲࠺　925

企画⽿છ者：☺⼱⧷一（Ꮊ大ℂ），ਭ保ᜏᒎ（ർᶏ大環境）

ᤓᐕの⥄↱集会で大きな㗀のあった「ᤨ㑆の㐳さᤨ♽データの⛔⸘ࡕデリンࠣ」についてのᬌ⸛を

つߌߠます㧚ᤨ♽データとは，たと߫߃หߓ生物集࿅⺞ᩏなどからᐲも⺞ᩏ᷹ⷰをくࠅか

99



して得られるᤨ㑆ゲをもつデータです㧚あるいは一の動を経ᤨ的に⸥㍳したものもᤨ♽データと߃

なࠅます㧚あるᤨೞのデータは೨のᤨೞのデータとは⁛┙ではないという․ᓽがあࠅ（ᤨ㑆的⥄Ꮖ⋧㑐，こ

こではᤨ㑆⋧㑐），これをήⷞして⛔⸘ࡕデ࡞をあてはめると「にߖのᗧᏅ」を⊒見することになったࠅ

します㧚

ᤨ♽データ⸃ᨆでは「Y = a + b×ᤨ㑆 t」といった GLM 的なࡕデ࡞のあてはめができないだߌでなく，

⺑ᄌᢙとしてうデータもᤨ♽データとなる場วがあࠅます㧚たと߫߃，ᢙᄌ動は᳇᷷のᄌൻで⺑

できるか，あߜこߜにᤨ㑆⋧㑐が⊓場し，⛔⸘ࡕデ࡞᭴▽が㔍しくなࠅます㧚

生ᘒ学のಽ野でもᤨ♽データを⸃ᨆするᚻᴺがいろいろとឭ᩺されていますが，必ずしもわかࠅやすい

ものではなく，「なߗこのような⛔⸘ࡕデ࡞が必要なのか」がℂ⸃しにくい場วもあࠅます㧚この集会では

ᤨ♽データのᤨ㑆⋧㑐やᏅಽを⺞ߴるといったၮᧄ的なᣇᴺからᆎまࠅ，⁁ᘒⓨ㑆ࡕデ࡞などの⛔⸘ࡕデ

のあてはめなどを⚫し，集会ᒰ日にあつまってくださった⊝さんと，これからのᤨ♽データ⸃ᨆに߳࡞

ついて⼏⺰ができれ߫，と⠨߃ています㧚

* この⥄↱集会の web page: http://goo.gl/LK�q4g

↢ᘒ学のᤨ♽࠲࠺⸃ᨆ㧔㧕

☺⼱⧷一（Ꮊ大ℂ）

ᤨ♽࠲࠺の⛔⸘ࠣࡦ࠺ࡕ㐷��㧔⛯㧕

ਭ保ᜏᒎ（ർᶏ大環境）

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room*

㨪ߦߚࠆߌ⛯ߖ߆ノࠍ⋠のߚߥᘒ学　㨪↢ߣ࠻ࠬࡅ࡞ࡘ࠴࠽　926

企画⽿છ者：ᧃᰴஜม（大㒮ℂ）

生ᘒ学とは⥄ὼを研究する学問です。ሶଏのころから⥄ὼが大ᅢきで、⥄ὼの⻘を⸃くような研究がした

くて生ᘒ学者を⋡ᜰすੱは多いのではないでしࠂうか。࠻ࠬࡅ࡞ࡘ࠴࠽リーの研究は⚐☴にᭉしい。しか

し⥄ὼというのは多様でⶄ㔀です。࠻ࠬࡅ࡞ࡘ࠴࠽リーにった研究は⺰に㒱ࠅやすく、⥄ὼの大ᴺ

ೣのℂ⸃には⚿߮つかない、というᛕ್のჿも⡞こ߃てきます。一ᣇで、一⥸ೣを᳞めす߉ることには、Ṷ

➈的な⊒ᗐにった研究をଦし、生ᘒ学を⥄ὼからਵ㔌した学問にしてしまうというෂᗋもあࠅます。ᧄ集

会では、そんなジンࡑのਛで⥄ὼ߳の⚐☴な⥝を大ಾにもがいている生ᘒ学者からその研究ື学とࠕプ

リーとⷫ性の㜞い生ᘒ学の研究ዷ㐿はあるのか㧫会場の࠻ࠬࡅ࡞ࡘ࠴࠽。を⚫してもらいます࠴ーࡠ

⊝さんとも積ᭂ的にᗧ見឵をしたいとᕁいます。

（ℂ大㒮）ーター：⮮ᜏ࠹ンࡔࠦ

᳓↢⯻の↢ᵴผ⎇ⓥࠄ߆ᴡᎹ �ᷧ⇎ᨋ㘩‛✂ߊߣ߽߭ࠍ

ቝ野⟤（UC Berkeley） 

ߡᆎࠍの⎇ⓥ࡚ࠝ࠙࠙ࠪࡦࠨ࠱ࠛߣ࡞ࠛࠟࠞࠕ࠱ࠛ 15 ᐕߛ߹ޔᾲ

ጯ↰ᴦ（ർ大ർᣇ FSC） 

ᬀ‛⇇の࠻࠾ �!��శวᚑߦ⩶ޔߕߖࠍነ↢ᬀࠆߔ‛のਇᕁ⼏ߥ↢ᵴ

ᧃᰴஜม（大㒮ℂ）

ㅍ☳᭽ᑼの⇇⊛ᄙ᭽ᕈࠆߌ߅ߦ科࠙࠰ࡦࠞࡒࠦ

Ꮉർ◊（京大生ᘒ研）
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⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room+

92�　ᬀ‛␠ળ学⎇ⓥળ㧙ᄖ᧪ᬀ‛⟲⪭の↢ᘒߣ⚵ᚑ㧙

企画⽿છ者：㓶⑲（IGES 国際生ᘒ学ンター），ਛᐘੱ（東京農大）

外᧪種の⟲⪭はฎくは多Ꮉからࠦࠩࠞࠕ㧙ࠝࠝࠝࡒࡕ࠽⟲集、ࡃࠟ࠽ギシギシ㧙ギシギシ⟲集などが⸥

タされ（ᅏ↰ 1�78）⚵ᚑがらかにされるとหᤨにᬀ生නとして知されてきた。ㄭᐕに߅いてもᴡᎹ

やḓጯ、ᶏᵿなどの᳓ㄝの外᧪種の⟲⪭は一ะにჇടㅦᐲのૐਅがみられず、ℚℛḓᵹၞではࡁ࡞࠷ࠛࠟ࠽

ᐢ大な⟲⪭をࠅなどが在᧪種⟲⪭のみならずᣢ存の外᧪種⟲⪭と⟎き឵わࠗࡃンࠠ࠭ࡒ࠽ࡃウやࠝࠝ࠻ࠗࠥ

ᒻᚑするにいたっている。これらの外᧪種⟲⪭のଚ、ቯ⌕やჇᷫの要因などについてそのᬀ生学的な⺖㗴

をᬌ⸛し、ᬀ物␠会学のขࠅᛒいをめ⟲集生ᘒ学的な⼏⺰の場をឭଏしたい。એਅの⺖㗴についてᛒう

੍ቯである。

現⽎（┹ว種、環境）ࠅ在᧪種との⟎き឵わ

外᧪種⟲⪭⋧の┹㑐ଥとᄌㆫ

ὑ的ᐓᷤとの㑐ଥੱ

ᄙᎹਛᵹၞࠆߌ߅ߦᄖ᧪᮸⒳のಽᏓߣᵹ〝ᄌㆫߣの㑐ଥ

↰⟤⾆ઍ（ᾢᧄ大⮎）

ℚℛḓᴪጯ᳓↢ᬀ‛⟲⪭߳のᄖ᧪ᬀ‛のଚߣⅣႺ᧦ઙߣの㑐ଥ

* ↰ਛᐔ，↰ᷗᥓᒎ，ㄞ直੧（京大環境），Ꮉඳ┨（ᩣᑼ会␠ーࠧ），ᵏਃ（⥄

ㆆੱ），⮮ṑⓄ（京大環境）

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴのᵤᵄⵍἴࠆߌ߅ߦᄖ᧪⒳⟲⪭

㓶⑲（IGES 国際生ᘒ学）

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room,

╷ኻߣの↢ᘒ♽߳のᓇ㗀࠾ࠟࠩࠞࡔࠕ　�92

企画⽿છ者：㜞ᯅᷡቁ（NPO ᴺੱシࠧ࠷ࡕࠗ࠽ㇹの会），ේ๋（ਛᄩ大学）

生ᘒ♽に↟大なⵍኂをもたらし、ฦでᏗዋ種が全Ṍするなどᷓೞࠅはその㔀㘩性によ࠾リࠞࠩリࠟࡔࠕ

なᘒが⊒生している。環境⋭は 2015ᐕ 4月に✕ᕆ対策外᧪種にᜰቯしたが、㐳い㑆、学ᩞᢎ᧚やࡍッ࠻

として一⥸にⷫしまれてきたため、ଚ⇛的外᧪種としての知ฬᐲはあまࠅ㜞くないのが現⁁である。

ⵍኂをシᷫし㐳ᦼにわたって᳓ㄝの生ᘒ♽を保全するためには、ࡔࠕリࠞࠩリࠟ࠾の㒐㒰を積ᭂ的かつ✕

ᕆにㅴめなߌれ߫ならない。このためには、まず、ࡔࠕリࠞࠩリࠟ࠾のᷓೞなᓇ㗀と対策の必要性について

⊒することがᕆോと⠨߃られる。ᰴにല果的な㒐㒰技術を⏕┙し、これを活用して㒐㒰のᚢ⇛を✵る必要

がある。

ᧄシンポジウムではࡔࠕリࠞࠩリࠟ࠾の生ᘒ♽߳のᓇ㗀、㒐㒰の技術やขࠅ⚵みとそのല果について、こ

れまでに得られた知見を⚫し、それを߰ま߃て、今ᓟのࡔࠕリࠞࠩリࠟ࠾対策のᣇะ性について⼏⺰した

い。

ーター　⧛ㇱᴦ♿（ᄹᎹ⋵ඳ）࠹ンࡔࠦ

ม会✚ว⸛⺰　㜞ᯅᷡቁේ๋

ዷ␜　ࡔࠕリࠞࠩリࠟ࠾㝼㉟とシࡇ　坂ᧄ（シࠧ࠷ࡕࠗ࠽ㇹの会）

⿰ᣦ⺑

ੑች᥊༑（シࠧ࠷ࡕࠗ࠽ㇹの会）
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して得られるᤨ㑆ゲをもつデータです㧚あるいは一の動を経ᤨ的に⸥㍳したものもᤨ♽データと߃

なࠅます㧚あるᤨೞのデータは೨のᤨೞのデータとは⁛┙ではないという․ᓽがあࠅ（ᤨ㑆的⥄Ꮖ⋧㑐，こ

こではᤨ㑆⋧㑐），これをήⷞして⛔⸘ࡕデ࡞をあてはめると「にߖのᗧᏅ」を⊒見することになったࠅ

します㧚

ᤨ♽データ⸃ᨆでは「Y = a + b×ᤨ㑆 t」といった GLM 的なࡕデ࡞のあてはめができないだߌでなく，

⺑ᄌᢙとしてうデータもᤨ♽データとなる場วがあࠅます㧚たと߫߃，ᢙᄌ動は᳇᷷のᄌൻで⺑

できるか，あߜこߜにᤨ㑆⋧㑐が⊓場し，⛔⸘ࡕデ࡞᭴▽が㔍しくなࠅます㧚

生ᘒ学のಽ野でもᤨ♽データを⸃ᨆするᚻᴺがいろいろとឭ᩺されていますが，必ずしもわかࠅやすい

ものではなく，「なߗこのような⛔⸘ࡕデ࡞が必要なのか」がℂ⸃しにくい場วもあࠅます㧚この集会では

ᤨ♽データのᤨ㑆⋧㑐やᏅಽを⺞ߴるといったၮᧄ的なᣇᴺからᆎまࠅ，⁁ᘒⓨ㑆ࡕデ࡞などの⛔⸘ࡕデ

のあてはめなどを⚫し，集会ᒰ日にあつまってくださった⊝さんと，これからのᤨ♽データ⸃ᨆに߳࡞

ついて⼏⺰ができれ߫，と⠨߃ています㧚

* この⥄↱集会の web page: http://goo.gl/LK�q4g

↢ᘒ学のᤨ♽࠲࠺⸃ᨆ㧔㧕

☺⼱⧷一（Ꮊ大ℂ）

ᤨ♽࠲࠺の⛔⸘ࠣࡦ࠺ࡕ㐷��㧔⛯㧕

ਭ保ᜏᒎ（ർᶏ大環境）

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room*

㨪ߦߚࠆߌ⛯ߖ߆ノࠍ⋠のߚߥᘒ学　㨪↢ߣ࠻ࠬࡅ࡞ࡘ࠴࠽　926

企画⽿છ者：ᧃᰴஜม（大㒮ℂ）

生ᘒ学とは⥄ὼを研究する学問です。ሶଏのころから⥄ὼが大ᅢきで、⥄ὼの⻘を⸃くような研究がした

くて生ᘒ学者を⋡ᜰすੱは多いのではないでしࠂうか。࠻ࠬࡅ࡞ࡘ࠴࠽リーの研究は⚐☴にᭉしい。しか

し⥄ὼというのは多様でⶄ㔀です。࠻ࠬࡅ࡞ࡘ࠴࠽リーにった研究は⺰に㒱ࠅやすく、⥄ὼの大ᴺ

ೣのℂ⸃には⚿߮つかない、というᛕ್のჿも⡞こ߃てきます。一ᣇで、一⥸ೣを᳞めす߉ることには、Ṷ

➈的な⊒ᗐにった研究をଦし、生ᘒ学を⥄ὼからਵ㔌した学問にしてしまうというෂᗋもあࠅます。ᧄ集

会では、そんなジンࡑのਛで⥄ὼ߳の⚐☴な⥝を大ಾにもがいている生ᘒ学者からその研究ື学とࠕプ

リーとⷫ性の㜞い生ᘒ学の研究ዷ㐿はあるのか㧫会場の࠻ࠬࡅ࡞ࡘ࠴࠽。を⚫してもらいます࠴ーࡠ

⊝さんとも積ᭂ的にᗧ見឵をしたいとᕁいます。

（ℂ大㒮）ーター：⮮ᜏ࠹ンࡔࠦ

᳓↢⯻の↢ᵴผ⎇ⓥࠄ߆ᴡᎹ �ᷧ⇎ᨋ㘩‛✂ߊߣ߽߭ࠍ

ቝ野⟤（UC Berkeley） 

ߡᆎࠍの⎇ⓥ࡚ࠝ࠙࠙ࠪࡦࠨ࠱ࠛߣ࡞ࠛࠟࠞࠕ࠱ࠛ 15 ᐕߛ߹ޔᾲ

ጯ↰ᴦ（ർ大ർᣇ FSC） 

ᬀ‛⇇の࠻࠾ �!��శวᚑߦ⩶ޔߕߖࠍነ↢ᬀࠆߔ‛のਇᕁ⼏ߥ↢ᵴ

ᧃᰴஜม（大㒮ℂ）

ㅍ☳᭽ᑼの⇇⊛ᄙ᭽ᕈࠆߌ߅ߦ科࠙࠰ࡦࠞࡒࠦ

Ꮉർ◊（京大生ᘒ研）
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⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room+

92�　ᬀ‛␠ળ学⎇ⓥળ㧙ᄖ᧪ᬀ‛⟲⪭の↢ᘒߣ⚵ᚑ㧙

企画⽿છ者：㓶⑲（IGES 国際生ᘒ学ンター），ਛᐘੱ（東京農大）

外᧪種の⟲⪭はฎくは多Ꮉからࠦࠩࠞࠕ㧙ࠝࠝࠝࡒࡕ࠽⟲集、ࡃࠟ࠽ギシギシ㧙ギシギシ⟲集などが⸥

タされ（ᅏ↰ 1�78）⚵ᚑがらかにされるとหᤨにᬀ生නとして知されてきた。ㄭᐕに߅いてもᴡᎹ

やḓጯ、ᶏᵿなどの᳓ㄝの外᧪種の⟲⪭は一ะにჇടㅦᐲのૐਅがみられず、ℚℛḓᵹၞではࡁ࡞࠷ࠛࠟ࠽

ᐢ大な⟲⪭をࠅなどが在᧪種⟲⪭のみならずᣢ存の外᧪種⟲⪭と⟎き឵わࠗࡃンࠠ࠭ࡒ࠽ࡃウやࠝࠝ࠻ࠗࠥ

ᒻᚑするにいたっている。これらの外᧪種⟲⪭のଚ、ቯ⌕やჇᷫの要因などについてそのᬀ生学的な⺖㗴

をᬌ⸛し、ᬀ物␠会学のขࠅᛒいをめ⟲集生ᘒ学的な⼏⺰の場をឭଏしたい。એਅの⺖㗴についてᛒう

੍ቯである。

現⽎（┹ว種、環境）ࠅ在᧪種との⟎き឵わ

外᧪種⟲⪭⋧の┹㑐ଥとᄌㆫ

ὑ的ᐓᷤとの㑐ଥੱ

ᄙᎹਛᵹၞࠆߌ߅ߦᄖ᧪᮸⒳のಽᏓߣᵹ〝ᄌㆫߣの㑐ଥ

↰⟤⾆ઍ（ᾢᧄ大⮎）

ℚℛḓᴪጯ᳓↢ᬀ‛⟲⪭߳のᄖ᧪ᬀ‛のଚߣⅣႺ᧦ઙߣの㑐ଥ

* ↰ਛᐔ，↰ᷗᥓᒎ，ㄞ直੧（京大環境），Ꮉඳ┨（ᩣᑼ会␠ーࠧ），ᵏਃ（⥄

ㆆੱ），⮮ṑⓄ（京大環境）

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴのᵤᵄⵍἴࠆߌ߅ߦᄖ᧪⒳⟲⪭

㓶⑲（IGES 国際生ᘒ学）

⥄↱集会　　　　　3月 23 日 1�:30-17:30　　　　　　会場　Room,

╷ኻߣの↢ᘒ♽߳のᓇ㗀࠾ࠟࠩࠞࡔࠕ　�92

企画⽿છ者：㜞ᯅᷡቁ（NPO ᴺੱシࠧ࠷ࡕࠗ࠽ㇹの会），ේ๋（ਛᄩ大学）

生ᘒ♽に↟大なⵍኂをもたらし、ฦでᏗዋ種が全Ṍするなどᷓೞࠅはその㔀㘩性によ࠾リࠞࠩリࠟࡔࠕ

なᘒが⊒生している。環境⋭は 2015ᐕ 4月に✕ᕆ対策外᧪種にᜰቯしたが、㐳い㑆、学ᩞᢎ᧚やࡍッ࠻

として一⥸にⷫしまれてきたため、ଚ⇛的外᧪種としての知ฬᐲはあまࠅ㜞くないのが現⁁である。

ⵍኂをシᷫし㐳ᦼにわたって᳓ㄝの生ᘒ♽を保全するためには、ࡔࠕリࠞࠩリࠟ࠾の㒐㒰を積ᭂ的かつ✕

ᕆにㅴめなߌれ߫ならない。このためには、まず、ࡔࠕリࠞࠩリࠟ࠾のᷓೞなᓇ㗀と対策の必要性について

⊒することがᕆോと⠨߃られる。ᰴにല果的な㒐㒰技術を⏕┙し、これを活用して㒐㒰のᚢ⇛を✵る必要

がある。

ᧄシンポジウムではࡔࠕリࠞࠩリࠟ࠾の生ᘒ♽߳のᓇ㗀、㒐㒰の技術やขࠅ⚵みとそのല果について、こ

れまでに得られた知見を⚫し、それを߰ま߃て、今ᓟのࡔࠕリࠞࠩリࠟ࠾対策のᣇะ性について⼏⺰した

い。

ーター　⧛ㇱᴦ♿（ᄹᎹ⋵ඳ）࠹ンࡔࠦ

ม会✚ว⸛⺰　㜞ᯅᷡቁේ๋

ዷ␜　ࡔࠕリࠞࠩリࠟ࠾㝼㉟とシࡇ　坂ᧄ（シࠧ࠷ࡕࠗ࠽ㇹの会）

⿰ᣦ⺑

ੑች᥊༑（シࠧ࠷ࡕࠗ࠽ㇹの会）
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ᄖ᧪⒳ⵍኂ㒐ᱛⴕേ⸘↹ߣᄖ᧪⒳࠻ࠬのᚑߡߟߦ

ᦥችᄦ（環境⋭外᧪生物対策ቶ）

↢ᘒߦ․ޔᣰ⋓ߥ❥ᱺ⢻ജߡߟߦ

Ꮉ໑ผ（⒩内᳓⹜）

↢ᘒ♽߳のᓇ㗀

Ꮉ ầ（㊄ᴛ大学）

ᬀ‛߳のᓇ㗀ߣኻ╷

ᤩ（ችၔ⋵દ⼺ᴧ内ᴧ環境保全⽷࿅）

᳓↢⯻߳のᓇ㗀ߣኻ╷

ේ๋（ਛᄩ大学）

ଚߣ㒐ᱛኻ╷

* ⧃ᴛ ᷕ（บᶏの᧡᳓ᣖ㙚） ⮮ᧄᵏᢥ（ችၔ⋵દ⼺ᴧ内ᴧ環境保全⽷࿅）

₪ᛛⴚの㐿⊒ߣലᨐのᬌ⸽

シࠧ࠷ࡕࠗ࠽ㇹの会

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　RoomB

ߢ߹ᔕ↪⎇ⓥࠄ߆ᚢ⇛の⸃ߥߺᏁޔ߃ᝒߦ⊛ജ学ࠍ㧦ᬀ‛のᒻࠬࠢ࠾ࠞࡔࠦࠛ　�92

企画⽿છ者：ችਅ ᓀᄹ（東大㒮ℂ日光ᬀ物），ዊ野↰ 㓶（京大㒮農）

全ての生物は物ℂ的⚂のਛでㅴൻしてきてࠅ߅、ജ学的なⷰὐから生物をℂ⸃する（ࠬࠢ࠾ࠞࡔࠝࠗࡃ）

という学問は、生物のᧄ⾰にㄼるものである。またㄭᐕでは、生物の生ᘒについて、様々なࠬケー࡞で、ജ

学的にℂ⸃しようというࠛࠦࠬࠢ࠾ࠞࡔというᣂಽ野も生まれている。しかし生ᘒ学会に߅いては、これま

で㚔ᨴみが⭯いಽ野であった。そこでᧄ集会では、ࠬࠢ࠾ࠞࡔࠝࠗࡃやࠛࠦࠬࠢ࠾ࠞࡔという学問のᗧ⟵や

価୯をᐢくすることを⋡的に、「ജ学」をゲとしてᬀ物のᒻやᚑ㐳、᭴ㅧ⛽ᜬを評価してきた⻠Ṷ者た

までのᐢい㗴を通࡞ࡌからᨋಽ࡞ࡌ⪲、れの研究を⚫していただく。集会ではߙに、それߜ

して、ᬀ物ࠬࠢ࠾ࠞࡔࠝࠗࡃ研究の面⊕さや、⊒ዷน能性についてℂ⸃をᷓめ、⼏⺰したい。

（᳇⽎環境ᨋ✚研）㋈ᧁⷡ、（日光ᬀ物ℂ㒮東大）ーター：⥪野ᱜ᮸࠹ンࡔࠦ

⿰ᣦ⺑

ችਅ ᓀᄹ（東大㒮ℂ日光ᬀ物）

⸬⒁の߬ߞ⪲ߥᄦਂߤߌ⭯

ዊ野↰ 㓶（京大㒮農）

᮸ᧁᐙᨑのജ学⊛̍ᒝ̍ߐಽᏓ̆ᧁのᒙὐߛߎߤߪ

ධ野 ੫ሶ（ጘ㒂大ᵹၞ科学研究）

⟲⪭ౝ⨲ᧄの⢛ឥ⽎ߣജ学⊛⹏ଔ

㐳᎑ ኼᳯ（東ർ大㒮生科学）
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ᝄേℂ⺰ࠍߚߒ᮸ᧁേំࠪࡦ࡚ࠪࡘࡒ

ධ光 一᮸（ᨋ✚研᳇⽎環境）

ᨋಽ࡞ࡌの㘑ኂࠣࡦ࠺ࡕ

 ૫ᄹ（ା大ጊጪ科学研）

ߣ߹

ዊ野↰ 㓶（京大㒮農）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room%

930　Ꮢ᳃ࠤࠨࠆࠃߦの保全ᵴേࠍ⠨ࠆ߃㨪․ߦ⒩㝼のᵹߡߟߦ㨪

企画⽿છ者：↰ஜᄥ㇢（᳓研ർ᳓研）

，る㧚さらに߃ケは，⑺になるとᎹに㆚し，↥ෆする㧚その大きな㝼と❥ᱺⴕ動は見る者にᗵ動をਈࠨ

一࿁❥ᱺのため↥ෆᓟはᱫし，ࡎッ࠴ャと߫れるᱫはઁの生物によって利用される㧚ࠨケを↸のᎹ

のシン࡞ࡏとして保全し，環境ᢎ⢒の㗴᧚にしようとする⹜みは日ᧄฦでⴕわれている㧚1�7� ᐕにᧅᏻᏒ

⼾ᐔᎹでᆎまった「ࠞムࡃッࠢࠨーࡕンㆇ動」は，ᤄのようにࠨケを߮ᚯそうという活動で，⒩㝼のᵹ

が大々的にⴕわれた㧚ࠞムࡃッࠢࠨーࡕンㆇ動は全国にᐢがࠅ，Ფᐕᤐになると，ሶଏたߜがࠨケの⒩㝼を

ᵹするࡘ࠾ーࠬがฦで見られ，߶߶߃ましいࡘ࠾ーࠬとしてᝒ߃られるᣇが多いだろう㧚しかしㄭᐕ，

⊹⡺にも，ੱ工߰ൻ業によってㆡᔕᐲૐਅが生ߓることや，ᵹ㝼が野生㝼の⟲存⛯性に⽶のᓇ㗀を

߷すことが研究者によってᜰ៰されるようになった㧚ࠨケの保全というⷰὐから⠨߃た場ว，さまߑまな

活動はォ឵ὐにᏅしដかっているのかも知れない，とዋなくとも企画者は⠨߃ている㧚ᧄ集会では，研究者

એ外のᣇ々にもෳടしていただき，Ꮢ᳃によるࠨケの保全活動の現⁁を⚫して㗂くとともに，その᧪

について⼏⺰する㧚

⿰ᣦ⺑

↰ஜᄥ㇢（᳓研ർ᳓研）

⼾ᐔᎹࡃࡓࠞߡ߅ߦッࠢࡦࡕࠨㆇേࠄ߆⊒ዷߚߒᧅᏻࡦࡕࠨ࠼࡞ࠗࡢプߡߟߦ࠻ࠢࠚࠫࡠ

⾐ ᦸ（ᧅᏻᏒ✛ൻද会）

ᩮᎹの2000　ࠤࠨ ᐕࠄ߆ 2015 ᐕの⁁ᴫ

ᢧ⮮也（ධ㒢のࠨケを⢒会）

ᐢἑᎹࠤࠨプ࠻ࠢࠚࠫࡠ

⩲ේᱜᓼ（ࠞࡃࡢン）

ᵹߣ科㝼㘃の保全ࠤࠨ

ᣇ宗（ችᢎ大）

ーター⻠評࠹ンࡔࠦ

⨹ᧁੳᔒ（ർ大農）

103



ᄖ᧪⒳ⵍኂ㒐ᱛⴕേ⸘↹ߣᄖ᧪⒳࠻ࠬのᚑߡߟߦ

ᦥችᄦ（環境⋭外᧪生物対策ቶ）

↢ᘒߦ․ޔᣰ⋓ߥ❥ᱺ⢻ജߡߟߦ

Ꮉ໑ผ（⒩内᳓⹜）

↢ᘒ♽߳のᓇ㗀

Ꮉ ầ（㊄ᴛ大学）

ᬀ‛߳のᓇ㗀ߣኻ╷

ᤩ（ችၔ⋵દ⼺ᴧ内ᴧ環境保全⽷࿅）

᳓↢⯻߳のᓇ㗀ߣኻ╷

ේ๋（ਛᄩ大学）

ଚߣ㒐ᱛኻ╷

* ⧃ᴛ ᷕ（บᶏの᧡᳓ᣖ㙚） ⮮ᧄᵏᢥ（ችၔ⋵દ⼺ᴧ内ᴧ環境保全⽷࿅）

₪ᛛⴚの㐿⊒ߣലᨐのᬌ⸽

シࠧ࠷ࡕࠗ࠽ㇹの会

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　RoomB

ߢ߹ᔕ↪⎇ⓥࠄ߆ᚢ⇛の⸃ߥߺᏁޔ߃ᝒߦ⊛ജ学ࠍ㧦ᬀ‛のᒻࠬࠢ࠾ࠞࡔࠦࠛ　�92

企画⽿છ者：ችਅ ᓀᄹ（東大㒮ℂ日光ᬀ物），ዊ野↰ 㓶（京大㒮農）

全ての生物は物ℂ的⚂のਛでㅴൻしてきてࠅ߅、ജ学的なⷰὐから生物をℂ⸃する（ࠬࠢ࠾ࠞࡔࠝࠗࡃ）

という学問は、生物のᧄ⾰にㄼるものである。またㄭᐕでは、生物の生ᘒについて、様々なࠬケー࡞で、ജ

学的にℂ⸃しようというࠛࠦࠬࠢ࠾ࠞࡔというᣂಽ野も生まれている。しかし生ᘒ学会に߅いては、これま

で㚔ᨴみが⭯いಽ野であった。そこでᧄ集会では、ࠬࠢ࠾ࠞࡔࠝࠗࡃやࠛࠦࠬࠢ࠾ࠞࡔという学問のᗧ⟵や

価୯をᐢくすることを⋡的に、「ജ学」をゲとしてᬀ物のᒻやᚑ㐳、᭴ㅧ⛽ᜬを評価してきた⻠Ṷ者た

までのᐢい㗴を通࡞ࡌからᨋಽ࡞ࡌ⪲、れの研究を⚫していただく。集会ではߙに、それߜ

して、ᬀ物ࠬࠢ࠾ࠞࡔࠝࠗࡃ研究の面⊕さや、⊒ዷน能性についてℂ⸃をᷓめ、⼏⺰したい。

（᳇⽎環境ᨋ✚研）㋈ᧁⷡ、（日光ᬀ物ℂ㒮東大）ーター：⥪野ᱜ᮸࠹ンࡔࠦ

⿰ᣦ⺑

ችਅ ᓀᄹ（東大㒮ℂ日光ᬀ物）

⸬⒁の߬ߞ⪲ߥᄦਂߤߌ⭯

ዊ野↰ 㓶（京大㒮農）

᮸ᧁᐙᨑのജ学⊛̍ᒝ̍ߐಽᏓ̆ᧁのᒙὐߛߎߤߪ

ධ野 ੫ሶ（ጘ㒂大ᵹၞ科学研究）

⟲⪭ౝ⨲ᧄの⢛ឥ⽎ߣജ学⊛⹏ଔ

㐳᎑ ኼᳯ（東ർ大㒮生科学）
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ᝄേℂ⺰ࠍߚߒ᮸ᧁേំࠪࡦ࡚ࠪࡘࡒ

ධ光 一᮸（ᨋ✚研᳇⽎環境）

ᨋಽ࡞ࡌの㘑ኂࠣࡦ࠺ࡕ

 ૫ᄹ（ା大ጊጪ科学研）

ߣ߹

ዊ野↰ 㓶（京大㒮農）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room%

930　Ꮢ᳃ࠤࠨࠆࠃߦの保全ᵴേࠍ⠨ࠆ߃㨪․ߦ⒩㝼のᵹߡߟߦ㨪

企画⽿છ者：↰ஜᄥ㇢（᳓研ർ᳓研）

，る㧚さらに߃ケは，⑺になるとᎹに㆚し，↥ෆする㧚その大きな㝼と❥ᱺⴕ動は見る者にᗵ動をਈࠨ

一࿁❥ᱺのため↥ෆᓟはᱫし，ࡎッ࠴ャと߫れるᱫはઁの生物によって利用される㧚ࠨケを↸のᎹ

のシン࡞ࡏとして保全し，環境ᢎ⢒の㗴᧚にしようとする⹜みは日ᧄฦでⴕわれている㧚1�7� ᐕにᧅᏻᏒ

⼾ᐔᎹでᆎまった「ࠞムࡃッࠢࠨーࡕンㆇ動」は，ᤄのようにࠨケを߮ᚯそうという活動で，⒩㝼のᵹ

が大々的にⴕわれた㧚ࠞムࡃッࠢࠨーࡕンㆇ動は全国にᐢがࠅ，Ფᐕᤐになると，ሶଏたߜがࠨケの⒩㝼を

ᵹするࡘ࠾ーࠬがฦで見られ，߶߶߃ましいࡘ࠾ーࠬとしてᝒ߃られるᣇが多いだろう㧚しかしㄭᐕ，

⊹⡺にも，ੱ工߰ൻ業によってㆡᔕᐲૐਅが生ߓることや，ᵹ㝼が野生㝼の⟲存⛯性に⽶のᓇ㗀を

߷すことが研究者によってᜰ៰されるようになった㧚ࠨケの保全というⷰὐから⠨߃た場ว，さまߑまな

活動はォ឵ὐにᏅしដかっているのかも知れない，とዋなくとも企画者は⠨߃ている㧚ᧄ集会では，研究者

એ外のᣇ々にもෳടしていただき，Ꮢ᳃によるࠨケの保全活動の現⁁を⚫して㗂くとともに，その᧪

について⼏⺰する㧚

⿰ᣦ⺑

↰ஜᄥ㇢（᳓研ർ᳓研）

⼾ᐔᎹࡃࡓࠞߡ߅ߦッࠢࡦࡕࠨㆇേࠄ߆⊒ዷߚߒᧅᏻࡦࡕࠨ࠼࡞ࠗࡢプߡߟߦ࠻ࠢࠚࠫࡠ

⾐ ᦸ（ᧅᏻᏒ✛ൻද会）

ᩮᎹの2000　ࠤࠨ ᐕࠄ߆ 2015 ᐕの⁁ᴫ

ᢧ⮮也（ධ㒢のࠨケを⢒会）

ᐢἑᎹࠤࠨプ࠻ࠢࠚࠫࡠ

⩲ේᱜᓼ（ࠞࡃࡢン）

ᵹߣ科㝼㘃の保全ࠤࠨ

ᣇ宗（ችᢎ大）

ーター⻠評࠹ンࡔࠦ

⨹ᧁੳᔒ（ർ大農）
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⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　RoomD

ⅣႺࠣࡦࠖ࠺ࠦࡃ࠲ࡔ　931 DNA ᨆのᛛᴺ⸂ࠣࡦࠖ࠺ࠦࡃ

企画⽿છ者：↰ㄝ᥏ผ（᳓研ਛᄩ᳓研）

環境 DNAやࡔタࠥࡁムを用いた DNAࡃーࠦーデࠖンࠣᴺは、様々な環境での生物⟲集の情報をよࠅ⋭

にᓸ生物生ᘒ学のಽ野では多くのᔕ用が․、ࠅ߅で得られる技術としてᦼᓙされて࠻ࠬࠦ⋬ギー࡞ࡀࠛ

蓄積されている。大ဳ生物を対⽎とする研究では、᳓生生物が᳓ਛに出している DNA㧩環境 DNAをᬌ

出น能であることがታ⸽され、今ᓟᔕ用がㅴものとᕁわれる。㒽生物であっても、すࠅẩして DNAを

出するか、ᵻ にṁいてからDNAを出することでห様のಣℂがน能である。この技術をᔕ用することで、

よࠅ多くのὐの⟲集を᷹ⷰしたࠅ、よࠅ⍴い㑆㓒で᷹ⷰをⴕったࠅ、よࠅ✂⟜的な᷹ⷰをⴕうことがน能

になるが、ࠨンプ࡞のណ集DNA出シーケンࠬは⸒うに߫ず、シーケンࠬデータから⟲集ⴕデー

タ߳のᄌ឵、⟲集ⴕデータの⛔⸘的ಽᨆにはこれまでとは⇣なる様々な⪭としⓣが存在し、ᣂⷙෳのࡂ

ー࡞࠼となっている。ᧄ集会では、それߙれのಽᨆ過程の࡞ࠞ࠾ࠢ࠹な⸃⺑を経㛎者や㐿⊒者がⴕい、⪭と

しⓣの࿁ㆱᣇᴺや今ᓟの⺖㗴とዷᦸについて⼏⺰する。

/KSGS ߢ߹ࠬࡦࠤࠪࠄ߆ࠣࡦプࡦࠨᄙᬌಽᨆ㧦ߚ↪ࠍ

東᮸ብ（京大ੱ環）

0)S のᚑ࠲࠺のᄢⷙᮨ⟲㓸ⴕࠄ߆࠲࠺

↰ㄝ᥏ผ（᳓研ਛᄩ᳓研）

ߢ߹⺑ᬌቯࠄ߆ࡦ࡚ࠪࠢࠔࡈࠕ㓸⛔⸘⸃ᨆᴺ㧦⟲ߚ↪ࠍ࠲࠺ࡓࡁࠥ࠲ࡔ

㐷⣁ᶈ（京大ੱ環）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room'

932　ධᶏࡈ࠻Ꮒᄢ㔡ߦޔߡ߃ⅣႺ⋭ޔߪ↢ᘒ学⠪߆߈ߴߔࠍߦߥߪ 㨪᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ↢
ᘒ♽ᓇ㗀ࠣࡦ࠲࠾ࡕのᚑᨐࠄ߆㨪

企画⽿છ者：㒙ㇱᘅᄥ㇢（環境⋭多様性）

2011 ᐕ 3 月 11 日、東日ᧄ大㔡ἴのᒁき㊄となった東ർᣇᄥᐔᵗᴒ㔡߅よ߮ᵤᵄは、㕍⋵からජ⪲

⋵の․に東ർᣇのᄥᐔᵗᴪጯのᐢ▸なၞに↟大なⵍኂをもたらし、ⵍἴၞの生物⋧も大きなᠣੂをฃ

いて、ᵤ߅ながらᵤᵄᶐ᳓ၞとそのㄝၞに߉ンターでは、研究者のᗧ見をઔた。環境⋭生物多様性ߌ

ᵄやᓳ⥝業によࠅきたᬀ生や生ᘒ♽のᄌൻ⁁ᴫのᛠីにദめてきた。大きなᠣੂをฃߌた様々な生ᘒ♽

も、このようなᠣੂは日ᧄፉの⺀生એ᧪、ᐲ々ฃߌてきたᠣੂとも見ることができ、ၞの生物⋧はᐲ㊀

なるᠣੂがこる環境のਛで生きᛮいてきたとも⸒߃る。その生ᕷ環境もᓳ⥝業╬のੱὑによる大きなᡷ

ᄌがなߌれ߫、ᤨ㑆の経過とに࿁ᓳしていくことがᦼᓙされる。環境⋭がታᣉした࠾ࡕタリンࠣのᚑ果を

通ߓて東日ᧄ大㔡ἴで見られた生ᘒ♽のᄌൻについて⏕することによࠅ、ㄭい᧪こࠅうる東日ᧄ大㔡

ἴを߃るⷙᮨのᏂ大㔡に߃て、我々はを学߮どう生かߖるか、環境⋭や生ᘒ学者はをすߴきか╬

についてෳട者とともに⼏⺰したい。

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴのᵤᵄᶐ᳓ၞࠆߌ߅ߦ⥄ὼⅣႺࠣࡦ࠲࠾ࡕの 5ᐕ

㒙ㇱᘅᄥ㇢（環境⋭多様性）

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴࠆߌ߅ߦᵤᵄᶐ᳓ၞのᬀ↢╬のᄌൻߡߟߦ

Ⴆᧄศ㓶（ࠕジࠕ⥶᷹）
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᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴࠆߌ߅ߦᶏጯၞのᄌൻߡߟߦ

ᄀጘାੑ（ࠕジࠕ⥶᷹）

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴࠆߌ߅ߦᴪጯ↢ᘒ♽のᄌൻ⁁ᴫ㨪↢ᘒ♽⋙ⷞ⺞ᩏの⚿ᨐࠄ߆㨪

* ጊᕡ也，㓉，ችᎹᶈ（⥄ὼ研）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room(

933　ౕߡߒߣのޟᒻᘒ᷹ቯ学ޠ㧦↢ᱺེᒻᘒのቯ㊂ൻ

企画⽿છ者：㜞ᯅ一↵（ጟ大環境生），┙↰᥍⸥（℄大農）

内ฃ♖をⴕう動物の多くに߅いて、生ᱺེのਥ要な役割は、㓽㓶㑆での♖ሶのฃᷰߌしであるが、その

ᒻᘒは多様性にንんでࠅ߅、そのઁの外ㇱᒻᘒにᲧߴてㅴൻㅦᐲがㅦいะにあることが知られている。ᒻ

ᘒ᷹ቯ学にၮߠいた生ᱺེᒻᘒのቯ量ൻは、生ᱺེのㅴൻを⺑する様々な⺑のᬌ⸽に役┙てられてきた。

┙的な᭴ㅧ物としてᯏ能する生ᱺེᒻᘒのቯ量ൻには、生物学的な知見にၮߠいた様々な工ᄦが必要であ

を用いる必要がある。ᧄ集会では、ᒻᘒ᷹࠴ーࡠプࠕとに、ㆡಾなᒻᘒ᷹ቯ学的ߏ対⽎とするㇱಽᒻᘒ、ࠅ

ቯ学的ᚻᴺをౕとしてലに活用し、生ᱺེᒻᘒのቯ量ൻにขࠅ⚵んでいるṶ者のᣇ々をき、ౕ的な

ᣇᴺ⺰とともに、研究ᚑ果を⊒いただく。これらの研究ᚑ果をもとに、多様なᒻᘒをᜬつ生ᱺེᒻᘒのቯ

量ൻにߌ߅るᒻᘒ᷹ቯ学的ࠕプࡠー࠴の用性について⼏⺰したい。

ᒻᘒ᷹ቯ学ߜߚ߆ߪのߤࠍ࠲࠺のߦ߁ࠃนⷞൻ߆ߚ߈ߡߒ㧫

ਃਛାብ（農環研㧛東大農生）

ർᶏの㒽↥⽴㘃ࠆࠇࠄߺߦ⊛ߥဳのᄙ᭽ൻ㧦〒㔌᷹ቯᴺࠆࠃߦᒻᘒ⸃ᨆの৻

ᖘᄥ（ർ大㒮農）ᮮጊ Ả（ጊᒻ大ℂ）ᴡ↰㓷（東ർ大㒮生科学）Angus Davison（ࡁ

ッࠖ࠹ンࠟム大）ජ⪲ ⡡（東ർ大㒮生科学）

ᄙ᭽ߥየེᒻᘒߊࠄߚߪߦಽൻᕈᶿ᳸のᬌ㧦〒㔌᷹ቯᴺߣᐞ学⊛ᒻᘒ᷹ቯ学ᴺの㆑ߣ⋧ᕈ

㜞見ᵏ⥝㜞ᯅ㘖๋（ᚭ大ੱ㑆⊒達環境）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room)

ࠆߎの߈　934 4　ᄖ↢⩶ᩮ⩶の❥ᱺ↢ᘒ

企画⽿છ者：ㇺ野ዷሶ（㊄ᴛ大ℂ工）

߶とんどの㒽ᬀ物のᩮには⩶ᩮ⩶と߫れる⩶類が存在し、⩶ᩮ性᮸種の生⢒に߅いて⩶ᩮが៊なわれ

るとᯏ能ਇ全に㒱る߶どのタࠗ࠻な生㑐ଥにあࠅます。⩶ᩮ⩶がいることでᬀ物はੇ῎や㊀㊄ዻを

ფでの生⢒をน能にしています。内ਯችは、ᬀ物と⩶ᩮ⩶の生に߅いて㊀要な役割を果たす、ᩕ㙃のや

の⾗Ḯをᷰߌることで、⋧ᚻにどれだ߃る⚛とリンのᤨ㑆ᄌൻを⠨ߌ߅について、ᬀ物と⩶ᩮ⩶にࠅขࠅ

すߴきかという、ᦨㆡ⾗Ḯ㈩ಽについてᢙℂ的ᚻᴺを用いて⠨ኤします。

ᧁਅらはਅ生⩶の❥ᱺ生ᘒについて。࠻リࡈࡘにઍされるਅ生⩶は、生のሶታᒻᘒからㅴൻ

してきたと⠨߃られてࠅ߅、動物ଐ存の性❥ᱺを߅こなうとหᤨに、ფਛにがる⩶♻によってή性❥

ᱺします。このようなਅ生⩶の❥ᱺ様ᑼのㅴൻと多様ൻについて、現在までの知見を⚫します。

ർᨋらは、ࠠࠦࡁをណ集していると必ずといっていい߶ど見つかるうߓ⯻たߜについて。⊹一つᱷしਛり

߶とんどウジ㧍なࠠࠦࡁも多く見かߌますが、ウジはࠠࠦࡁにとってኂ⯻とも㒢らないかもしれまߖん。ウ

ジの生ᘒを報๔します。この研究はࠠࠦࡁる集会1࿁⋡に⚫された UJI プࡠジ࠻ࠢࠚのᚑ果でもあࠅます。
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⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　RoomD

ⅣႺࠣࡦࠖ࠺ࠦࡃ࠲ࡔ　931 DNA ᨆのᛛᴺ⸂ࠣࡦࠖ࠺ࠦࡃ

企画⽿છ者：↰ㄝ᥏ผ（᳓研ਛᄩ᳓研）

環境 DNAやࡔタࠥࡁムを用いた DNAࡃーࠦーデࠖンࠣᴺは、様々な環境での生物⟲集の情報をよࠅ⋭

にᓸ生物生ᘒ学のಽ野では多くのᔕ用が․、ࠅ߅で得られる技術としてᦼᓙされて࠻ࠬࠦ⋬ギー࡞ࡀࠛ

蓄積されている。大ဳ生物を対⽎とする研究では、᳓生生物が᳓ਛに出している DNA㧩環境 DNAをᬌ

出น能であることがታ⸽され、今ᓟᔕ用がㅴものとᕁわれる。㒽生物であっても、すࠅẩして DNAを

出するか、ᵻ にṁいてからDNAを出することでห様のಣℂがน能である。この技術をᔕ用することで、

よࠅ多くのὐの⟲集を᷹ⷰしたࠅ、よࠅ⍴い㑆㓒で᷹ⷰをⴕったࠅ、よࠅ✂⟜的な᷹ⷰをⴕうことがน能

になるが、ࠨンプ࡞のណ集DNA出シーケンࠬは⸒うに߫ず、シーケンࠬデータから⟲集ⴕデー

タ߳のᄌ឵、⟲集ⴕデータの⛔⸘的ಽᨆにはこれまでとは⇣なる様々な⪭としⓣが存在し、ᣂⷙෳのࡂ

ー࡞࠼となっている。ᧄ集会では、それߙれのಽᨆ過程の࡞ࠞ࠾ࠢ࠹な⸃⺑を経㛎者や㐿⊒者がⴕい、⪭と

しⓣの࿁ㆱᣇᴺや今ᓟの⺖㗴とዷᦸについて⼏⺰する。

/KSGS ߢ߹ࠬࡦࠤࠪࠄ߆ࠣࡦプࡦࠨᄙᬌಽᨆ㧦ߚ↪ࠍ

東᮸ብ（京大ੱ環）

0)S のᚑ࠲࠺のᄢⷙᮨ⟲㓸ⴕࠄ߆࠲࠺

↰ㄝ᥏ผ（᳓研ਛᄩ᳓研）

ߢ߹⺑ᬌቯࠄ߆ࡦ࡚ࠪࠢࠔࡈࠕ㓸⛔⸘⸃ᨆᴺ㧦⟲ߚ↪ࠍ࠲࠺ࡓࡁࠥ࠲ࡔ

㐷⣁ᶈ（京大ੱ環）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room'

932　ධᶏࡈ࠻Ꮒᄢ㔡ߦޔߡ߃ⅣႺ⋭ޔߪ↢ᘒ学⠪߆߈ߴߔࠍߦߥߪ 㨪᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ↢
ᘒ♽ᓇ㗀ࠣࡦ࠲࠾ࡕのᚑᨐࠄ߆㨪

企画⽿છ者：㒙ㇱᘅᄥ㇢（環境⋭多様性）

2011 ᐕ 3 月 11 日、東日ᧄ大㔡ἴのᒁき㊄となった東ർᣇᄥᐔᵗᴒ㔡߅よ߮ᵤᵄは、㕍⋵からජ⪲

⋵の․に東ർᣇのᄥᐔᵗᴪጯのᐢ▸なၞに↟大なⵍኂをもたらし、ⵍἴၞの生物⋧も大きなᠣੂをฃ

いて、ᵤ߅ながらᵤᵄᶐ᳓ၞとそのㄝၞに߉ンターでは、研究者のᗧ見をઔた。環境⋭生物多様性ߌ

ᵄやᓳ⥝業によࠅきたᬀ生や生ᘒ♽のᄌൻ⁁ᴫのᛠីにദめてきた。大きなᠣੂをฃߌた様々な生ᘒ♽

も、このようなᠣੂは日ᧄፉの⺀生એ᧪、ᐲ々ฃߌてきたᠣੂとも見ることができ、ၞの生物⋧はᐲ㊀

なるᠣੂがこる環境のਛで生きᛮいてきたとも⸒߃る。その生ᕷ環境もᓳ⥝業╬のੱὑによる大きなᡷ

ᄌがなߌれ߫、ᤨ㑆の経過とに࿁ᓳしていくことがᦼᓙされる。環境⋭がታᣉした࠾ࡕタリンࠣのᚑ果を

通ߓて東日ᧄ大㔡ἴで見られた生ᘒ♽のᄌൻについて⏕することによࠅ、ㄭい᧪こࠅうる東日ᧄ大㔡

ἴを߃るⷙᮨのᏂ大㔡に߃て、我々はを学߮どう生かߖるか、環境⋭や生ᘒ学者はをすߴきか╬

についてෳട者とともに⼏⺰したい。

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴのᵤᵄᶐ᳓ၞࠆߌ߅ߦ⥄ὼⅣႺࠣࡦ࠲࠾ࡕの 5ᐕ

㒙ㇱᘅᄥ㇢（環境⋭多様性）

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴࠆߌ߅ߦᵤᵄᶐ᳓ၞのᬀ↢╬のᄌൻߡߟߦ

Ⴆᧄศ㓶（ࠕジࠕ⥶᷹）
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᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴࠆߌ߅ߦᶏጯၞのᄌൻߡߟߦ

ᄀጘାੑ（ࠕジࠕ⥶᷹）

᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴࠆߌ߅ߦᴪጯ↢ᘒ♽のᄌൻ⁁ᴫ㨪↢ᘒ♽⋙ⷞ⺞ᩏの⚿ᨐࠄ߆㨪

* ጊᕡ也，㓉，ችᎹᶈ（⥄ὼ研）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room(

933　ౕߡߒߣのޟᒻᘒ᷹ቯ学ޠ㧦↢ᱺེᒻᘒのቯ㊂ൻ

企画⽿છ者：㜞ᯅ一↵（ጟ大環境生），┙↰᥍⸥（℄大農）

内ฃ♖をⴕう動物の多くに߅いて、生ᱺེのਥ要な役割は、㓽㓶㑆での♖ሶのฃᷰߌしであるが、その

ᒻᘒは多様性にንんでࠅ߅、そのઁの外ㇱᒻᘒにᲧߴてㅴൻㅦᐲがㅦいะにあることが知られている。ᒻ

ᘒ᷹ቯ学にၮߠいた生ᱺེᒻᘒのቯ量ൻは、生ᱺེのㅴൻを⺑する様々な⺑のᬌ⸽に役┙てられてきた。

┙的な᭴ㅧ物としてᯏ能する生ᱺེᒻᘒのቯ量ൻには、生物学的な知見にၮߠいた様々な工ᄦが必要であ

を用いる必要がある。ᧄ集会では、ᒻᘒ᷹࠴ーࡠプࠕとに、ㆡಾなᒻᘒ᷹ቯ学的ߏ対⽎とするㇱಽᒻᘒ、ࠅ

ቯ学的ᚻᴺをౕとしてലに活用し、生ᱺེᒻᘒのቯ量ൻにขࠅ⚵んでいるṶ者のᣇ々をき、ౕ的な

ᣇᴺ⺰とともに、研究ᚑ果を⊒いただく。これらの研究ᚑ果をもとに、多様なᒻᘒをᜬつ生ᱺེᒻᘒのቯ

量ൻにߌ߅るᒻᘒ᷹ቯ学的ࠕプࡠー࠴の用性について⼏⺰したい。

ᒻᘒ᷹ቯ学ߜߚ߆ߪのߤࠍ࠲࠺のߦ߁ࠃนⷞൻ߆ߚ߈ߡߒ㧫

ਃਛାብ（農環研㧛東大農生）

ർᶏの㒽↥⽴㘃ࠆࠇࠄߺߦ⊛ߥဳのᄙ᭽ൻ㧦〒㔌᷹ቯᴺࠆࠃߦᒻᘒ⸃ᨆの৻

ᖘᄥ（ർ大㒮農）ᮮጊ Ả（ጊᒻ大ℂ）ᴡ↰㓷（東ർ大㒮生科学）Angus Davison（ࡁ

ッࠖ࠹ンࠟム大）ජ⪲ ⡡（東ർ大㒮生科学）

ᄙ᭽ߥየེᒻᘒߊࠄߚߪߦಽൻᕈᶿ᳸のᬌ㧦〒㔌᷹ቯᴺߣᐞ学⊛ᒻᘒ᷹ቯ学ᴺの㆑ߣ⋧ᕈ

㜞見ᵏ⥝㜞ᯅ㘖๋（ᚭ大ੱ㑆⊒達環境）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room)

ࠆߎの߈　934 4　ᄖ↢⩶ᩮ⩶の❥ᱺ↢ᘒ

企画⽿છ者：ㇺ野ዷሶ（㊄ᴛ大ℂ工）

߶とんどの㒽ᬀ物のᩮには⩶ᩮ⩶と߫れる⩶類が存在し、⩶ᩮ性᮸種の生⢒に߅いて⩶ᩮが៊なわれ

るとᯏ能ਇ全に㒱る߶どのタࠗ࠻な生㑐ଥにあࠅます。⩶ᩮ⩶がいることでᬀ物はੇ῎や㊀㊄ዻを

ფでの生⢒をน能にしています。内ਯችは、ᬀ物と⩶ᩮ⩶の生に߅いて㊀要な役割を果たす、ᩕ㙃のや

の⾗Ḯをᷰߌることで、⋧ᚻにどれだ߃る⚛とリンのᤨ㑆ᄌൻを⠨ߌ߅について、ᬀ物と⩶ᩮ⩶にࠅขࠅ

すߴきかという、ᦨㆡ⾗Ḯ㈩ಽについてᢙℂ的ᚻᴺを用いて⠨ኤします。

ᧁਅらはਅ生⩶の❥ᱺ生ᘒについて。࠻リࡈࡘにઍされるਅ生⩶は、生のሶታᒻᘒからㅴൻ

してきたと⠨߃られてࠅ߅、動物ଐ存の性❥ᱺを߅こなうとหᤨに、ფਛにがる⩶♻によってή性❥

ᱺします。このようなਅ生⩶の❥ᱺ様ᑼのㅴൻと多様ൻについて、現在までの知見を⚫します。

ർᨋらは、ࠠࠦࡁをណ集していると必ずといっていい߶ど見つかるうߓ⯻たߜについて。⊹一つᱷしਛり

߶とんどウジ㧍なࠠࠦࡁも多く見かߌますが、ウジはࠠࠦࡁにとってኂ⯻とも㒢らないかもしれまߖん。ウ

ジの生ᘒを報๔します。この研究はࠠࠦࡁる集会1࿁⋡に⚫された UJI プࡠジ࠻ࠢࠚのᚑ果でもあࠅます。

105



⾗Ḯのᤨ㑆ᄌൻࠍ⚵ㄟᬀߛࠎ‛ -⩶ᩮ⩶♽ࠆߌ߅ߦᦨㆡ⾗Ḯ㈩ಽのᢙℂ࡞࠺ࡕ

内ਯች光♿（大シࠬ࠹ム生）

ᄙ᭽ൻߣ㧦ਅ↢⩶の❥ᱺ᭽ᑼのㅴൻߚ߈のࡈࡘ࠻

* ᧁਅᤩᒾ（国┙科ඳ），々ᧁᑝᶏ（⩶ᙣ会），ᄹ⦟一⑲（東大㒮ᣂ㗔ၞ） 

⩶㘩ᕈ⠅⋡ᐜ⯻ߣᄖ↢⩶ᩮ⩶⢩ሶᢔᏓޔ⩶ᩮᒻᚑ߳のᓇ㗀

* ർᨋᘮሶ（㊄ᴛ大ℂ工），ㇺ野ዷሶ（㊄ᴛ大ℂ工），保坂ஜᄥ㇢（国┙科ඳ）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room*

935　Future Earth ↢ᘒ学⠪の↢ߣ࠻ࠢࠚࠫࡠ࿖㓙プࠆߔኻᔕߦ㧫㧦 ⅣႺ㗴ߛࠎߥߡߞ
ࠆ߈

企画⽿છ者：大ᚻାੱ（京ㇺ大学情報），⍹ബ一㇢（✚ว環境学研究所）

Future Earth という国際的な研究プࠣࡠムが動きᆎめています。このプࠣࡠムは、⥄ὼ科学、ੱᢥ␠

会科学や、それらのᔕ用を⋡ᜰす工学、農学、ක学、ၞ研究╬にまたがる学際的研究によࠅ、ⷙᮨ

ၞⷙᮨの環境問㗴に㑐するℂ⸃をᷓめ、問㗴⸃にะߌた知のഃ出に挑みます。また、それだߌではなく

て、研究者ࠦࠖ࠹࠾ࡘࡒーと␠会の様々なࠬ࠳࡞ࡎࠢࠗ࠹ー（ⴕ政、研究⾗㊄ឭଏ者、↥業⇇、ᢎ⢒㑐ଥ者、

⋠て、␠会をᜬ⛯น能なᣇะ߳とォ឵していくことをߓᏒ᳃）との学際的なㅪ៤（ද）を通、ࠕデࠖࡔ

ᜰしています。この⥄↱集会は、生ᘒ学、生物多様性科学に㑐わっている学会ຬに、Future Earth の動ะを

知ってもらいながら、㑐ㅪする環境科学ಽ野の研究のことも知ってもらい、生ᘒ学とそのᔕ用వについてⷞ

野とⴕ動▸࿐をᐢߍるきっかߌをࠅたいと⠨߃て企画しました。

↢‛ᄙ᭽ᕈߣ↢ᘒ♽ߚߒ߆↢ࠍᜬ⛯น⢻␠ળの⎇ⓥ

ਛ㕒ㅘ（東ർ大学生科学）

(WVWTG�'CTVJߦ�ะߚߌⅣႺၮ⋚情報の᭴▽

ᴒ大ᐙ（東京大学生↥技術研）

ᜬ⛯น⢻ᕈᔨの⎇ⓥߚߓㅢࠍኻ࠳࡞ࡎࠢࠗ࠹ࠬ

ᳯᱜ多（国┙環境研究所）

(WVWTG�'CTVJߦ�ᦼᓙߣߎࠆߔ

ᩊ↰⧷ᤘ（ർᶏ大学ࠖࡈー࠼࡞科学ンター）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room+

↪のᔕߘߣ⊑ᄙ᭽ᕈቯ㊂⹏ଔᚻᴺの㐿‛↢ࠆߌ߅ߦᾲᏪᨋࠝࡀ࡞ࡏ　936

企画⽿છ者：㕍ᩉ੫ᄥ（京大農ᨋ生ᘒ），⮮ᧁᐣ㇢（京大農ᨋ生ᘒ），㐳野⑲⟤（京大農

ᨋ生物），ർጊᒄ（京大農ᨋ生ᘒ）

ㄭᐕ環境ᄌ動や生ᘒ♽ഠൻは࡞ࡌでㅴんでࠅ߅、ੱの生活をᡰ߃ている生物多様性の保全を達ᚑす

ることは今や国際的⺖㗴である。․にࠗンࡀ࠼シࠕやࡑーシࠕのᾲᏪ㒠㔎ᨋၞでは、過 10 ᐕ㑆に

ᨋᷫዋがᦨもㅴⴕしているၞであࠅ、生物多様性᧦⚂がቯめた保全⋡ᮡを達ᚑするためには、このၞで

の生ᘒ♽利用と保全のਔ┙が㎛をីっている。ところが、ᨋ保全のㅴをᛠីするために必要な生物多様

性ᜰᮡがᧂだ㐿⊒されて߅らず、REDD+ やᨋ⸽、生物多様性ࠝࡈッ࠻などの保全のࠗンࠖ࠹ブと
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なるౕ的な⚵みがᯏ能し得ないのが現⁁である。そのため、ᾲᏪᨋに߅いて生物多様性をቯ量的に評価

できるᜰᮡを㐿⊒することはἫᕆの⺖㗴であࠅ、生ᘒ学者による研究とឭ᩺が᳞められている。ᧄ集会では、

એのような現⁁を⢛᥊として、ࠝࡀ࡞ࡏのᾲᏪ生↥ᨋを対⽎に生物多様性のቯ量評価を⹜みた研究を⚫

する。ᧄ集会を通して、․にએਅの 2 ὐについて⸒する。（1）種のᢙやဋ一ᐲ、それらの生物の生ᕷ、

といった㕖Ᏹにᐢいᗧを「生物多様性」をどのようにᜰᮡするのか㧫（2）㐿⊒したᚻᴺを大ⷙᮨに

ታᣉすことによって、どのような生物多様性のᤨⓨ㑆ᄌ動がらかになったのか㧫生物多様性の評価ᚻᴺを

㐿⊒することは、生ᘒ学の知⼂の集積とಾࠅ㔌ߖない㑐ଥにある。々の研究を通して、生物多様性評価

ᚻᴺをᶐㅘさߖるために今ᓟどのような研究が必要なのか、さらにこうした研究が生ᘒ学にどのようなࠖࡈ

ーࡃ࠼ッࠢをਈ߃ることができるかについて⼏⺰をᷓめたい。

ーター：ጟㇱ⾆⟤ሶ（ᨋ✚研）࠹ンࡔࠦ

᮸ᧁ⟲㓸⚵ᚑߚ↪ࠍ↢‛ᄙ᭽ᕈᜰᮡの㐿⊒㧦ᾲᏪ᮸ᧁㆫ⒖േᘒの⸃

㕍ᩉ੫ᄥ（京大農ᨋ生ᘒ）

࠴ࡠプࠕᾲᏪ᮸ᧁ⟲㓸⚵ᚑのᐢၞᤨⓨ㑆േᘒ⸃߳のߚ↪ࠍࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕ

⮮ᧁᐣ㇢（京大農ᨋ生ᘒ）

ᄢဳູേ‛の↢ᕷⅣႺ੍᷹ਛߚ↪ࠍップ࠻ࡔࠞ

㐳野⑲⟤（京大農ᨋ生物），㞯ፉᒄ光（環境ᚢ⇛研究ᯏ㑐）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room,

93�　᳚Ửේ⎇ⓥળ⥄↱㓸ળ 　ᴡᎹḓᴧḨの⥄ὼౣ↢ ⊛ᘒ学↢ࠆߌ߅ߦἴᷫ㒐ἴޟ4
⺖㗴ޠ

企画⽿છ者：ᑝᷕ（東㇌大ℂ），ᴡญᵗ一（ᓼፉ大 STS）

生物多様性保全や⥄ὼౣ生は、究ᭂ的には生ᘒ♽ࠨーࠬࡆ㧩ੱ㑆にとってのଢ⋉のะを⋡ᜰすものです。

このὐに߅いて、㒐ἴᷫἴを⋡的としたࠗンࡈᢛと⍦⋫するものではあࠅまߖん。しかしታ際には、

保全とࠗンࡈᢛのਔ┙はኈᤃではあࠅまߖん。東日ᧄ大㔡ἴからのᓳᣥᓳ⥝業でもいくつかの「環

境㈩ᘦ」がታ現しましたが、必ずしもචಽではあࠅまߖんでした。㔡ἴᓟ、生ᘒ学会とそのㄝಽ野では、

生ᘒ♽を活用した㒐ἴᷫἴ（EcoDRR） の㊀要性や、それを൮するࠣリーンࠗン࠴ࠢ࠻ࠬࡈャーの

⠨߃ᣇが⼏⺰されるようになࠅ、㒐ἴと保全のਔ┙というℂᔨは᥉しつつあるものの、現場でのታ現には

多くの⺖㗴があࠅます。

ἴኂという㕖日Ᏹのᘒが⊒生したとき、研究者には、その㕖日Ᏹをਸ਼ࠅ߃るขࠅ⚵みにෳടするだߌ

でなく、ౣ߮「日Ᏹ」がᚯったときのをᗐቯし、生ᘒ♽ࠨーࠬࡆのࡃンࠬやᜬ⛯性を⠨߃たឭ᩺をする

ことが᳞められます。そのためには、をᗐቯしそれに߃る研究が必要になるでしࠂう。また現ታ的な

ឭ᩺をするためには、␠会の多様なਥとのㅪ៤も必要になࠅます。

ᧄ集会では、એਅの㗴ឭଏを〯ま߃て、今ᓟ㊀要となる研究や研究者のについて、ౕ的に⼏⺰し

ます。

㗴ឭଏ

1.「㒐ἴᷫἴと保全についての⠨߃ᣇ」

2.「東ർからのᢎ⸠」

3.「ἴኂが生ߓた際の対ᔕ：㝩ᔶᎹの」

4.「ἴኂが生ߓる೨の⸘画：ᓼፉの」

5. ✚ว⸛⺰（ࠦーデࠖࡀーター⪨場一（（⁛）ᧁ研究所））
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内ਯች光♿（大シࠬ࠹ム生）

ᄙ᭽ൻߣ㧦ਅ↢⩶の❥ᱺ᭽ᑼのㅴൻߚ߈のࡈࡘ࠻

* ᧁਅᤩᒾ（国┙科ඳ），々ᧁᑝᶏ（⩶ᙣ会），ᄹ⦟一⑲（東大㒮ᣂ㗔ၞ） 

⩶㘩ᕈ⠅⋡ᐜ⯻ߣᄖ↢⩶ᩮ⩶⢩ሶᢔᏓޔ⩶ᩮᒻᚑ߳のᓇ㗀

* ർᨋᘮሶ（㊄ᴛ大ℂ工），ㇺ野ዷሶ（㊄ᴛ大ℂ工），保坂ஜᄥ㇢（国┙科ඳ）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room*

935　Future Earth ↢ᘒ学⠪の↢ߣ࠻ࠢࠚࠫࡠ࿖㓙プࠆߔኻᔕߦ㧫㧦 ⅣႺ㗴ߛࠎߥߡߞ
ࠆ߈

企画⽿છ者：大ᚻାੱ（京ㇺ大学情報），⍹ബ一㇢（✚ว環境学研究所）

Future Earth という国際的な研究プࠣࡠムが動きᆎめています。このプࠣࡠムは、⥄ὼ科学、ੱᢥ␠

会科学や、それらのᔕ用を⋡ᜰす工学、農学、ක学、ၞ研究╬にまたがる学際的研究によࠅ、ⷙᮨ

ၞⷙᮨの環境問㗴に㑐するℂ⸃をᷓめ、問㗴⸃にะߌた知のഃ出に挑みます。また、それだߌではなく

て、研究者ࠦࠖ࠹࠾ࡘࡒーと␠会の様々なࠬ࠳࡞ࡎࠢࠗ࠹ー（ⴕ政、研究⾗㊄ឭଏ者、↥業⇇、ᢎ⢒㑐ଥ者、

⋠て、␠会をᜬ⛯น能なᣇะ߳とォ឵していくことをߓᏒ᳃）との学際的なㅪ៤（ද）を通、ࠕデࠖࡔ

ᜰしています。この⥄↱集会は、生ᘒ学、生物多様性科学に㑐わっている学会ຬに、Future Earth の動ะを

知ってもらいながら、㑐ㅪする環境科学ಽ野の研究のことも知ってもらい、生ᘒ学とそのᔕ用వについてⷞ

野とⴕ動▸࿐をᐢߍるきっかߌをࠅたいと⠨߃て企画しました。

↢‛ᄙ᭽ᕈߣ↢ᘒ♽ߚߒ߆↢ࠍᜬ⛯น⢻␠ળの⎇ⓥ

ਛ㕒ㅘ（東ർ大学生科学）

(WVWTG�'CTVJߦ�ะߚߌⅣႺၮ⋚情報の᭴▽

ᴒ大ᐙ（東京大学生↥技術研）

ᜬ⛯น⢻ᕈᔨの⎇ⓥߚߓㅢࠍኻ࠳࡞ࡎࠢࠗ࠹ࠬ

ᳯᱜ多（国┙環境研究所）

(WVWTG�'CTVJߦ�ᦼᓙߣߎࠆߔ

ᩊ↰⧷ᤘ（ർᶏ大学ࠖࡈー࠼࡞科学ンター）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room+

↪のᔕߘߣ⊑ᄙ᭽ᕈቯ㊂⹏ଔᚻᴺの㐿‛↢ࠆߌ߅ߦᾲᏪᨋࠝࡀ࡞ࡏ　936

企画⽿છ者：㕍ᩉ੫ᄥ（京大農ᨋ生ᘒ），⮮ᧁᐣ㇢（京大農ᨋ生ᘒ），㐳野⑲⟤（京大農

ᨋ生物），ർጊᒄ（京大農ᨋ生ᘒ）

ㄭᐕ環境ᄌ動や生ᘒ♽ഠൻは࡞ࡌでㅴんでࠅ߅、ੱの生活をᡰ߃ている生物多様性の保全を達ᚑす

ることは今や国際的⺖㗴である。․にࠗンࡀ࠼シࠕやࡑーシࠕのᾲᏪ㒠㔎ᨋၞでは、過 10 ᐕ㑆に

ᨋᷫዋがᦨもㅴⴕしているၞであࠅ、生物多様性᧦⚂がቯめた保全⋡ᮡを達ᚑするためには、このၞで

の生ᘒ♽利用と保全のਔ┙が㎛をីっている。ところが、ᨋ保全のㅴをᛠីするために必要な生物多様

性ᜰᮡがᧂだ㐿⊒されて߅らず、REDD+ やᨋ⸽、生物多様性ࠝࡈッ࠻などの保全のࠗンࠖ࠹ブと
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なるౕ的な⚵みがᯏ能し得ないのが現⁁である。そのため、ᾲᏪᨋに߅いて生物多様性をቯ量的に評価

できるᜰᮡを㐿⊒することはἫᕆの⺖㗴であࠅ、生ᘒ学者による研究とឭ᩺が᳞められている。ᧄ集会では、

એのような現⁁を⢛᥊として、ࠝࡀ࡞ࡏのᾲᏪ生↥ᨋを対⽎に生物多様性のቯ量評価を⹜みた研究を⚫

する。ᧄ集会を通して、․にએਅの 2 ὐについて⸒する。（1）種のᢙやဋ一ᐲ、それらの生物の生ᕷ、

といった㕖Ᏹにᐢいᗧを「生物多様性」をどのようにᜰᮡするのか㧫（2）㐿⊒したᚻᴺを大ⷙᮨに

ታᣉすことによって、どのような生物多様性のᤨⓨ㑆ᄌ動がらかになったのか㧫生物多様性の評価ᚻᴺを

㐿⊒することは、生ᘒ学の知⼂の集積とಾࠅ㔌ߖない㑐ଥにある。々の研究を通して、生物多様性評価

ᚻᴺをᶐㅘさߖるために今ᓟどのような研究が必要なのか、さらにこうした研究が生ᘒ学にどのようなࠖࡈ

ーࡃ࠼ッࠢをਈ߃ることができるかについて⼏⺰をᷓめたい。

ーター：ጟㇱ⾆⟤ሶ（ᨋ✚研）࠹ンࡔࠦ

᮸ᧁ⟲㓸⚵ᚑߚ↪ࠍ↢‛ᄙ᭽ᕈᜰᮡの㐿⊒㧦ᾲᏪ᮸ᧁㆫ⒖േᘒの⸃

㕍ᩉ੫ᄥ（京大農ᨋ生ᘒ）

࠴ࡠプࠕᾲᏪ᮸ᧁ⟲㓸⚵ᚑのᐢၞᤨⓨ㑆േᘒ⸃߳のߚ↪ࠍࠣࡦࠪࡦ࠻ࡕ

⮮ᧁᐣ㇢（京大農ᨋ生ᘒ）

ᄢဳູേ‛の↢ᕷⅣႺ੍᷹ਛߚ↪ࠍップ࠻ࡔࠞ

㐳野⑲⟤（京大農ᨋ生物），㞯ፉᒄ光（環境ᚢ⇛研究ᯏ㑐）

⥄↱集会　　　　　3月 24 日 17:00-1�:00　　　　　　会場　Room,

93�　᳚Ửේ⎇ⓥળ⥄↱㓸ળ 　ᴡᎹḓᴧḨの⥄ὼౣ↢ ⊛ᘒ学↢ࠆߌ߅ߦἴᷫ㒐ἴޟ4
⺖㗴ޠ

企画⽿છ者：ᑝᷕ（東㇌大ℂ），ᴡญᵗ一（ᓼፉ大 STS）

生物多様性保全や⥄ὼౣ生は、究ᭂ的には生ᘒ♽ࠨーࠬࡆ㧩ੱ㑆にとってのଢ⋉のะを⋡ᜰすものです。

このὐに߅いて、㒐ἴᷫἴを⋡的としたࠗンࡈᢛと⍦⋫するものではあࠅまߖん。しかしታ際には、

保全とࠗンࡈᢛのਔ┙はኈᤃではあࠅまߖん。東日ᧄ大㔡ἴからのᓳᣥᓳ⥝業でもいくつかの「環

境㈩ᘦ」がታ現しましたが、必ずしもචಽではあࠅまߖんでした。㔡ἴᓟ、生ᘒ学会とそのㄝಽ野では、

生ᘒ♽を活用した㒐ἴᷫἴ（EcoDRR） の㊀要性や、それを൮するࠣリーンࠗン࠴ࠢ࠻ࠬࡈャーの

⠨߃ᣇが⼏⺰されるようになࠅ、㒐ἴと保全のਔ┙というℂᔨは᥉しつつあるものの、現場でのታ現には

多くの⺖㗴があࠅます。

ἴኂという㕖日Ᏹのᘒが⊒生したとき、研究者には、その㕖日Ᏹをਸ਼ࠅ߃るขࠅ⚵みにෳടするだߌ

でなく、ౣ߮「日Ᏹ」がᚯったときのをᗐቯし、生ᘒ♽ࠨーࠬࡆのࡃンࠬやᜬ⛯性を⠨߃たឭ᩺をする

ことが᳞められます。そのためには、をᗐቯしそれに߃る研究が必要になるでしࠂう。また現ታ的な

ឭ᩺をするためには、␠会の多様なਥとのㅪ៤も必要になࠅます。

ᧄ集会では、એਅの㗴ឭଏを〯ま߃て、今ᓟ㊀要となる研究や研究者のについて、ౕ的に⼏⺰し

ます。

㗴ឭଏ

1.「㒐ἴᷫἴと保全についての⠨߃ᣇ」

2.「東ർからのᢎ⸠」

3.「ἴኂが生ߓた際の対ᔕ：㝩ᔶᎹの」

4.「ἴኂが生ߓる೨の⸘画：ᓼፉの」

5. ✚ว⸛⺰（ࠦーデࠖࡀーター⪨場一（（⁛）ᧁ研究所））
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P1-268 AADREAN Kanazawa University

T20-1 ARAKI, Hitoshi ർ大農学ㇱ

W08
P2-085

AZUMA Wakana ᚭ大 㨯農

W36 E1-18 Aoyagi Ryota 京ㇺ大学農学ㇱᨋ生ᘒ

S01-2 Benjamin L. Turner STRI

P1-080 CHANG, Mei-Chang IEEB of NTU

P1-211 CHEN, Chien-Lung NTNU

F2-23 CHEN, Hungyen ਛᄩ᳓↥研究所

E1-04 CHEN㧘Siyu ጘ㒂大学ᔕ用生物科学研究科

F3-31 DAVIS John Andrew ICE-MPG, Jena, Germany

P1-194 DI, LIN 㚂ㇺ大学東京

G3-27 Evan Economo OIST

E2-35 FUJIWARA, Masami Texas A&M University

T20-4 Fukuoka Arisa ᚭ大学大学㒮

P2-417 HAYASAKA, Daisuke ㄭ⇰大農環境▤ℂ

T19-2 HIROSHI JINGUJI ችၔ大学

P1-127 HISHIKAWA, Yuki 京工❫大

F2-24 HSIEH, Chih-hao National Taiwan Univ.

F2-13 Hazuki Arakida RIKEN AICS

P1-105 Hung, Li-Jhih IEEB NTU

P2-126 IIDA, Yoshiko Kyoto University

P2-391 ISLAM, Rejaul ᮮᵿ国┙大学

G3-25 ITO, Kai 東京大学✚ว研究ඳ物㙚

P2-237 IWAMOTO, Jiro ጊ⋵┙⥄ὼඳ物㙚

P1-222 Jason㧘Saihanna ජ⪲大学

E1-11 KACHINA, Panida Tohoku University

P1-403 KAIZUKA, Moeka ㈼農学大学㒮　野生動物

P2-345 KAMEYAMA, Satoshi NIES

P1-189 KANEMITSU, Hironobu Kyushu University

E3-51 KATSUHARA, Koki Kobe university

E3-48 KAZAMA, Takehiro 東ർ大㒮生

J3-35 KAZILA, Evangelia Hokkaido Univ.

P1-406 KHATUN, Santona University of Yamanashi

S01-4 KITAJIMA, Kaoru Kyoto University

P2-137 KOBAYASHI Yuki RIHN

P2-262 KOBAYASHI, Kazuya 京大㒮農⯻生ᘒ

P2-087 KOYAMA, Kohei Ꮺᐢ⇓↥大環境生ᘒ

F2-20 KUBO, Yuki Kyushu University

D2-08 KUDO, Gaku Hokkaido University

S01-1 Kazumichi Fujii FFPRI

E1-20 Kenta, Tanaka ╳ᵄ大⩲ᐔ

P2-215 Kotaro Kagawa Univ. Tokyo

P2-203 LEE JIN Hokkaido University

I1-03 LEE, Ah-Young ർᶏ大学大学㒮農学㒮

G3-28 LIU, Cong OIST

P1-257 LIU, Xin ṑ⾐⋵┙大学

F3-26 Lin, Fan-Sian National Taiwan University

P2-245 MASE Keiko 大ℂ生物生ᘒ

P2-285 MASHIKO, Miyuki NIAES

P1-091 MELNIKOVA, Irina Gifu University

W12
P2-065

MIYAMOTO, Kazuki Shikoku Res. Ctr. FFPRI

F2-22
MOHAMAD MUSLIM,
 Huda Farhana Tokyo Metropolitan University

P1-327 MORIYA, Yuki 大㒋Ꮢ┙大学ℂ学研究科

P1-383 MUTAQIEN, Zaenal Kagoshima Univ.

P2-001 Meng Zhang Kyushu University

F2-16 Muna Maryam Azmy Tokyo Metropolitan University

P2-379 NAGASAKA, Akiko ✚研　ᨋ業⹜㛎場

E3-49 NAKAHAMA Naoyuki Kyoto University

W23 NAKAMURA, Futoshi ർᶏ大学大学㒮

E1-05 NAKAMURA, Ryosuke Kyoto University

P1-001 NGO, Kang Min Tokyo Metropolitan University

P1-371 NISHIBAYASHI, Naoya 東京ㇺᏒ大学

P1-391 NIWA, Takahiro ᮮᵿ国┙大学

P1-282 NUMAJIRI, Yuko Univ. of Tsukuba

P1-167 Narita, Satoshi 京ㇺ大学大学㒮農学研究科

P1-134 OKAMURA, Yu ජ⪲大学大学㒮

P2-032 ORMAN, Olga ർ大

P2-253 Ohnishi, Isamu ᐢፉ大学（ℂ）ᢙℂಽሶ

F2-15 Oyake Narumi ╳ᵄ大学

P1-185 PARK, Kylie J The University of Tokyo

P1-182 PARK, Yong-Hwan ᚭ大 , ੱ㑆⊒達環境

E2-28 Pham Duy Long Kyoto Univ.

P1-188
RAMAMONJISOA
 NOELIKANTO Nagoya University

P2-125 Rakotonoely Harisoa Hokkaido University

E2-36 Ryosuke Iritani Ꮊ大学ℂ生物

P1-101 SASAKI, Keisuke 京ㇺ工⧓❫⛽大学大学㒮

P1-058 SASAKI, Ryota 京ㇺ大学農学ㇱ

E3-47 SHAN, Bing-Qin ർᶏ大学環境科学㒮

H3-30
SHEFFERSON,
 Richard 東京大学

S01-3 SHIBATA, Makoto Kyoto University

E2-39 SHIH, Wei-Kai Cheng Kung Univ., Taiwan

講　演・
企画番号 　名　前 　　所　属講　演・

企画番号 　名　前 　　所　属
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T19-5 SHIMADA, Tetsuo દ⼺ᴧ⽷࿅

F2-17 SKEEHAN, Emily NOAA/VIMS

I3-28 SONG, Pei-Xue ṑ⾐⋵┙大学

P1-003
TACHIBANA, 
Michikusa ർ大㒮環境

E3-40 TAKESHITA, Kazutaka 東京農工大学

P1-278 TAMECHIKA, Masami Kamo Aquarium

E1-08 TATEBAYASHI Kana 大㒋大学大学㒮

F3-37 TSAI, Chih-Wei Providence Univ.

P1-177 TSAI, Ming Shan University of Bristol

P1-299 TSUJITA, Tetsuya AMBL

P2-178 Tetsuya Shimamura Ehime University

E1-01 Tomonori Kume National Taiwan University

E3-42 Tong-Chang Ni NCKU.,Taiwain

P1-081 Tsai, Meng-Ying National Taiwan University

E1-17 UCHIDA, Eiko Megan Kyushu University

F2-19 UCHIDA, Kenta ർᶏ大学環境科学㒮

E1-16
UMEBAYASHI,
 Toshihiro Hokkaido University

T07-1 VAN VELZEN, Ellen University of Potsdam, 
Germany

E1-02
Vilanee
 Suchewaboripont ጘ㒂大学

F2-18 Vu, Trieu-Duc National Cheng kung University

P2-020
WAKAMATSU,
 Nobuhiko ᮮᵿ国┙大学環境情報研究㒮

P1-431 WAN, Ming-Hai University of Tsukuba

P2-081 WANG, QINGWEI 東ർ大学生科学研究科

P1-209 WANG, Ying-Jie National Taiwan University

P1-304 WANG, Xiao-Hang ṑ⾐⋵┙大学

E1-06 WEI, Hsin-Lin National Cheng Kung 
University

E3-52
WONG SATO, 
Akira Armando 京ㇺ大学大学㒮

P1-106 Wang, Yi-Min IEEB NTU

E3-43 Wang, Ying-Han NTU

E3-45
YAMAGUCHI,
 Haruka ർᶏ大学ℂ学ㇱ

P1-071 YAMAMOTO, Akihiro ᐢፉ大㒮生物

F3-29 YANG, Jinny บἨ大ቑᶏᵗ研究所

P2-076 Yoshiyuki Miyazawa Univ Hawaii Manoa

W03 Yuka Shirokawa 東京大学✚วᢥൻ

P1-135 Yumiko Osawa AMBL

E2-32 Yusuke Sakai Tohoku University

P1-247 ZHANG, Xin The University of Tokyo

P1-251 ⋧Ꮉ ᄹᵤ⟤ 東ർ大㒮生

T12-4 ⋧Ỉ ┨ੳ ජ⪲大㒮⧓学

P1-048 ⋧Ỉ ⋥ ᴦ大学　農学ㇱ

P1-090 ⋧Ỉᜏ ጊᒻ大学農学ㇱ

P1-096 ☿㘵ේ ጟ大㒮環境生

W12
P2-002

⋧႐ᘕ৻㇢ 㣮ఽፉ大学㒮ℂ工

P2-009 㙺ᐸᱜኡ 東ർ大㒮生科学

P1-315 㕍ᧁ㚅Ẵ 大㒮ੱ㑆⊒達

PH-012 㕍ᧄ ᴕ ᷡᔃᅚሶ㜞╬学ᩞ

S02 ⿒ဈ ቬశ 東京農工大

P2-377 ⍹ ାᑝ ✚研ᨋ⹜

G2-21 ⿒มኡᔒ 東ർ大生

P2-053 ⿒〝ᐽᦶ ጟ大㒮環境生

PH-036 ⑺↰ 㓁⟤ 大㒋ᐭ┙ศ㜞╬学ᩞ

P2-190 ⑺㊁ 㗅ᴦ 京ㇺ工⧓❫⛽大学

P1-243 ⑺ర ♿ ർᶏ大学大学㒮 環境科学㒮

P1-125 ⑺ర 㚅 ർᶏ大学環境科学㒮

P1-086 ⑺ศ↱૫ ጘ㒂大㒮ᔕ生

W22 ᤊ ℂᴕ ፉᩮ⋵┙㓝ጘፉ೨㜞ᩞ

P2-269 ᵻ㊁ ㇚ 京ㇺ大ੱ環

H2-14 ᵻፏᲧํ ାᎺ大学術研究㒮

J2-20 ⿷┙ 㓳 ᓼፉ大学ක学ㇱ

P1-426 ㆐ 㓁৻ ᒄ೨大学農学生科学研究科

U01 ⿷┙⋥᮸ （ᩣ）ࠬポンࠬࡆࠕリࠖ࠹

P1-029 ᷴ⟤ ᐘ ᣧⒷ↰大ੱ㑆科学

P2-231 ᷴ⟤ 東大 大᳇ᶏᵗ研

P2-033 㒙ㇱ ⡛ 㔚ജਛᄩ研究所

PH-011 㒙ㇱ 㓳ੱ 東京ㇺ┙科学技術㜞ᩞ

P2-234 㒙ㇱ ᳗ ජ⪲大学大学㒮ℂ学研究科

P2-261 㒙ㇱ ඳ ᳓研東ർ᳓研

P1-093 㒙ㇱ ㉿⚓ 京ㇺ大学農学ㇱ

P1-332 㒙ㇱᑪᄥ 㐳野大学環境࠷ーリ࠭ム

W32 㒙ㇱᘅᄥ㇢ 環境⋭生物多様性ンター

P2-011 ㇱືੱ ᨋ✚ว研究所Ꮊᡰ所

P2-040 㒙ㇱ᥍ᕺ ᣂẟ大農

P1-005 ㇱ⌀ℙ 㣮ఽፉ大ᢎ⢒

T23-2 㒙ㇱ⌀ੱ 国┙情報学研究所 

P1-034 㔎⼱ ᢎᒄ ർᶏ大学環境科学㒮

P2-084 ↞↰ ጪ 京大農ᨋ生ᘒ

P1-254 ᄤ㊁ ᶈ⟤ 東大㒮農

P1-136 ᄤ㊁ ഃ ർᶏ大学

S02-1 ᄤ㊁㆐ ケンブリッジ大学動物学ㇱ

T21-2 ᄤ㊁ᱜඳ ᣧⒷ↰大学

P2-456 ⨹  農業環境技術研究所

P1-320 ᣂ 㓉 ା大㒮✚ว工㧛ጤᚻᨋ技

講　演・
企画番号 　名　前 　　所　属 講　演・

企画番号 　名　前 　　所　属
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P1-268 AADREAN Kanazawa University

T20-1 ARAKI, Hitoshi ർ大農学ㇱ

W08
P2-085

AZUMA Wakana ᚭ大 㨯農

W36 E1-18 Aoyagi Ryota 京ㇺ大学農学ㇱᨋ生ᘒ

S01-2 Benjamin L. Turner STRI

P1-080 CHANG, Mei-Chang IEEB of NTU

P1-211 CHEN, Chien-Lung NTNU

F2-23 CHEN, Hungyen ਛᄩ᳓↥研究所

E1-04 CHEN㧘Siyu ጘ㒂大学ᔕ用生物科学研究科

F3-31 DAVIS John Andrew ICE-MPG, Jena, Germany

P1-194 DI, LIN 㚂ㇺ大学東京

G3-27 Evan Economo OIST

E2-35 FUJIWARA, Masami Texas A&M University

T20-4 Fukuoka Arisa ᚭ大学大学㒮

P2-417 HAYASAKA, Daisuke ㄭ⇰大農環境▤ℂ

T19-2 HIROSHI JINGUJI ችၔ大学

P1-127 HISHIKAWA, Yuki 京工❫大

F2-24 HSIEH, Chih-hao National Taiwan Univ.

F2-13 Hazuki Arakida RIKEN AICS

P1-105 Hung, Li-Jhih IEEB NTU

P2-126 IIDA, Yoshiko Kyoto University

P2-391 ISLAM, Rejaul ᮮᵿ国┙大学

G3-25 ITO, Kai 東京大学✚ว研究ඳ物㙚

P2-237 IWAMOTO, Jiro ጊ⋵┙⥄ὼඳ物㙚

P1-222 Jason㧘Saihanna ජ⪲大学

E1-11 KACHINA, Panida Tohoku University

P1-403 KAIZUKA, Moeka ㈼農学大学㒮　野生動物

P2-345 KAMEYAMA, Satoshi NIES

P1-189 KANEMITSU, Hironobu Kyushu University

E3-51 KATSUHARA, Koki Kobe university

E3-48 KAZAMA, Takehiro 東ർ大㒮生

J3-35 KAZILA, Evangelia Hokkaido Univ.

P1-406 KHATUN, Santona University of Yamanashi

S01-4 KITAJIMA, Kaoru Kyoto University

P2-137 KOBAYASHI Yuki RIHN

P2-262 KOBAYASHI, Kazuya 京大㒮農⯻生ᘒ

P2-087 KOYAMA, Kohei Ꮺᐢ⇓↥大環境生ᘒ

F2-20 KUBO, Yuki Kyushu University

D2-08 KUDO, Gaku Hokkaido University

S01-1 Kazumichi Fujii FFPRI

E1-20 Kenta, Tanaka ╳ᵄ大⩲ᐔ

P2-215 Kotaro Kagawa Univ. Tokyo

P2-203 LEE JIN Hokkaido University

I1-03 LEE, Ah-Young ർᶏ大学大学㒮農学㒮

G3-28 LIU, Cong OIST

P1-257 LIU, Xin ṑ⾐⋵┙大学

F3-26 Lin, Fan-Sian National Taiwan University

P2-245 MASE Keiko 大ℂ生物生ᘒ

P2-285 MASHIKO, Miyuki NIAES

P1-091 MELNIKOVA, Irina Gifu University

W12
P2-065

MIYAMOTO, Kazuki Shikoku Res. Ctr. FFPRI

F2-22
MOHAMAD MUSLIM,
 Huda Farhana Tokyo Metropolitan University

P1-327 MORIYA, Yuki 大㒋Ꮢ┙大学ℂ学研究科

P1-383 MUTAQIEN, Zaenal Kagoshima Univ.

P2-001 Meng Zhang Kyushu University

F2-16 Muna Maryam Azmy Tokyo Metropolitan University

P2-379 NAGASAKA, Akiko ✚研　ᨋ業⹜㛎場

E3-49 NAKAHAMA Naoyuki Kyoto University

W23 NAKAMURA, Futoshi ർᶏ大学大学㒮

E1-05 NAKAMURA, Ryosuke Kyoto University

P1-001 NGO, Kang Min Tokyo Metropolitan University

P1-371 NISHIBAYASHI, Naoya 東京ㇺᏒ大学

P1-391 NIWA, Takahiro ᮮᵿ国┙大学

P1-282 NUMAJIRI, Yuko Univ. of Tsukuba

P1-167 Narita, Satoshi 京ㇺ大学大学㒮農学研究科

P1-134 OKAMURA, Yu ජ⪲大学大学㒮

P2-032 ORMAN, Olga ർ大

P2-253 Ohnishi, Isamu ᐢፉ大学（ℂ）ᢙℂಽሶ

F2-15 Oyake Narumi ╳ᵄ大学

P1-185 PARK, Kylie J The University of Tokyo

P1-182 PARK, Yong-Hwan ᚭ大 , ੱ㑆⊒達環境

E2-28 Pham Duy Long Kyoto Univ.

P1-188
RAMAMONJISOA
 NOELIKANTO Nagoya University

P2-125 Rakotonoely Harisoa Hokkaido University

E2-36 Ryosuke Iritani Ꮊ大学ℂ生物

P1-101 SASAKI, Keisuke 京ㇺ工⧓❫⛽大学大学㒮

P1-058 SASAKI, Ryota 京ㇺ大学農学ㇱ

E3-47 SHAN, Bing-Qin ർᶏ大学環境科学㒮

H3-30
SHEFFERSON,
 Richard 東京大学

S01-3 SHIBATA, Makoto Kyoto University

E2-39 SHIH, Wei-Kai Cheng Kung Univ., Taiwan
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T19-5 SHIMADA, Tetsuo દ⼺ᴧ⽷࿅

F2-17 SKEEHAN, Emily NOAA/VIMS

I3-28 SONG, Pei-Xue ṑ⾐⋵┙大学

P1-003
TACHIBANA, 
Michikusa ർ大㒮環境

E3-40 TAKESHITA, Kazutaka 東京農工大学

P1-278 TAMECHIKA, Masami Kamo Aquarium

E1-08 TATEBAYASHI Kana 大㒋大学大学㒮

F3-37 TSAI, Chih-Wei Providence Univ.

P1-177 TSAI, Ming Shan University of Bristol

P1-299 TSUJITA, Tetsuya AMBL

P2-178 Tetsuya Shimamura Ehime University

E1-01 Tomonori Kume National Taiwan University

E3-42 Tong-Chang Ni NCKU.,Taiwain

P1-081 Tsai, Meng-Ying National Taiwan University

E1-17 UCHIDA, Eiko Megan Kyushu University

F2-19 UCHIDA, Kenta ർᶏ大学環境科学㒮

E1-16
UMEBAYASHI,
 Toshihiro Hokkaido University

T07-1 VAN VELZEN, Ellen University of Potsdam, 
Germany

E1-02
Vilanee
 Suchewaboripont ጘ㒂大学

F2-18 Vu, Trieu-Duc National Cheng kung University

P2-020
WAKAMATSU,
 Nobuhiko ᮮᵿ国┙大学環境情報研究㒮

P1-431 WAN, Ming-Hai University of Tsukuba

P2-081 WANG, QINGWEI 東ർ大学生科学研究科

P1-209 WANG, Ying-Jie National Taiwan University

P1-304 WANG, Xiao-Hang ṑ⾐⋵┙大学

E1-06 WEI, Hsin-Lin National Cheng Kung 
University

E3-52
WONG SATO, 
Akira Armando 京ㇺ大学大学㒮

P1-106 Wang, Yi-Min IEEB NTU

E3-43 Wang, Ying-Han NTU

E3-45
YAMAGUCHI,
 Haruka ർᶏ大学ℂ学ㇱ

P1-071 YAMAMOTO, Akihiro ᐢፉ大㒮生物

F3-29 YANG, Jinny บἨ大ቑᶏᵗ研究所

P2-076 Yoshiyuki Miyazawa Univ Hawaii Manoa

W03 Yuka Shirokawa 東京大学✚วᢥൻ

P1-135 Yumiko Osawa AMBL

E2-32 Yusuke Sakai Tohoku University

P1-247 ZHANG, Xin The University of Tokyo

P1-251 ⋧Ꮉ ᄹᵤ⟤ 東ർ大㒮生

T12-4 ⋧Ỉ ┨ੳ ජ⪲大㒮⧓学

P1-048 ⋧Ỉ ⋥ ᴦ大学　農学ㇱ

P1-090 ⋧Ỉᜏ ጊᒻ大学農学ㇱ

P1-096 ☿㘵ේ ጟ大㒮環境生

W12
P2-002

⋧႐ᘕ৻㇢ 㣮ఽፉ大学㒮ℂ工

P2-009 㙺ᐸᱜኡ 東ർ大㒮生科学

P1-315 㕍ᧁ㚅Ẵ 大㒮ੱ㑆⊒達

PH-012 㕍ᧄ ᴕ ᷡᔃᅚሶ㜞╬学ᩞ

S02 ⿒ဈ ቬశ 東京農工大

P2-377 ⍹ ାᑝ ✚研ᨋ⹜

G2-21 ⿒มኡᔒ 東ർ大生

P2-053 ⿒〝ᐽᦶ ጟ大㒮環境生

PH-036 ⑺↰ 㓁⟤ 大㒋ᐭ┙ศ㜞╬学ᩞ

P2-190 ⑺㊁ 㗅ᴦ 京ㇺ工⧓❫⛽大学

P1-243 ⑺ర ♿ ർᶏ大学大学㒮 環境科学㒮

P1-125 ⑺ర 㚅 ർᶏ大学環境科学㒮

P1-086 ⑺ศ↱૫ ጘ㒂大㒮ᔕ生

W22 ᤊ ℂᴕ ፉᩮ⋵┙㓝ጘፉ೨㜞ᩞ

P2-269 ᵻ㊁ ㇚ 京ㇺ大ੱ環

H2-14 ᵻፏᲧํ ାᎺ大学術研究㒮

J2-20 ⿷┙ 㓳 ᓼፉ大学ක学ㇱ

P1-426 ㆐ 㓁৻ ᒄ೨大学農学生科学研究科

U01 ⿷┙⋥᮸ （ᩣ）ࠬポンࠬࡆࠕリࠖ࠹

P1-029 ᷴ⟤ ᐘ ᣧⒷ↰大ੱ㑆科学

P2-231 ᷴ⟤ 東大 大᳇ᶏᵗ研

P2-033 㒙ㇱ ⡛ 㔚ജਛᄩ研究所

PH-011 㒙ㇱ 㓳ੱ 東京ㇺ┙科学技術㜞ᩞ

P2-234 㒙ㇱ ᳗ ජ⪲大学大学㒮ℂ学研究科

P2-261 㒙ㇱ ඳ ᳓研東ർ᳓研

P1-093 㒙ㇱ ㉿⚓ 京ㇺ大学農学ㇱ

P1-332 㒙ㇱᑪᄥ 㐳野大学環境࠷ーリ࠭ム

W32 㒙ㇱᘅᄥ㇢ 環境⋭生物多様性ンター

P2-011 ㇱືੱ ᨋ✚ว研究所Ꮊᡰ所

P2-040 㒙ㇱ᥍ᕺ ᣂẟ大農

P1-005 ㇱ⌀ℙ 㣮ఽፉ大ᢎ⢒

T23-2 㒙ㇱ⌀ੱ 国┙情報学研究所 

P1-034 㔎⼱ ᢎᒄ ർᶏ大学環境科学㒮

P2-084 ↞↰ ጪ 京大農ᨋ生ᘒ

P1-254 ᄤ㊁ ᶈ⟤ 東大㒮農

P1-136 ᄤ㊁ ഃ ർᶏ大学

S02-1 ᄤ㊁㆐ ケンブリッジ大学動物学ㇱ

T21-2 ᄤ㊁ᱜඳ ᣧⒷ↰大学

P2-456 ⨹  農業環境技術研究所

P1-320 ᣂ 㓉 ା大㒮✚ว工㧛ጤᚻᨋ技
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P2-048 ᣂቁዏ ፉ大生

P1-328 ⨹Ꮉ੫ ⍹Ꮉ⋵┙大学

H3-31 ⨹ᧁ Ꮧሶ ┙㙚大学生科学ㇱ

P1-153 ᧄᤩ৻ Ꮊ大㒮生⾗環

H1-06  ⥶ 東大ℂ

P2-366 ⮮᷷ሶ 国┙環境研究所

T01-2 㘵ፉാੱ ጊ᪸⋵ᨋ研

P2-071 㘵↰⡡ሶ ᚭ大㒮ℂ

P1-369 㘵↰ᵏ 東京農工大学農学ᐭ

P2-455 㘵ᐽᄦ ṑ⾐⋵大環境

P2-300 Ꮉ ノ⟤ ⋓ጟ大学ᢥ学ㇱ

P1-272 Ꮉ ᩶ሶ 京大ੱ環

I1-06 ᳰᎹ 㓶੫ 大㒋ᐭ大㒮ℂ

P1-259 ᳰᎹ ಜᄥ㇢ 京大㒮農

PH-030 ᳰ⼱  ਛᄩ大学㒝ዻ㜞╬学ᩞ

P2-424 ᳰ↰ ㅘ ർᶏ大学

P2-355 ᳰ↰ ᶈ （国）農環研

P1-408 ᳰ↰ᚑ⾆ 京ㇺ大学農学研究科

P2-038 ᳰ↰㊀ੱ ᨋ✚ว研究所

T16-2 ᳰ↰⚔჻ ᒄ೨大学農学生科学ㇱ

E3-54 ᳰᧄ⟤ㇺ 京大生ᘒ研

W01
P2-222

ဈ৻ ർ大FSC

P1-297 ⍹ ⛋ሶ 大㒮シࠬ生

P2-439 ⍹ ᑿ⟤ሶ 国┙環境研ၞンター

P2-343 ⍹Ả ⋵㉿ጊ㉿ᶏḓ研究所

P2-097 ⍹ᒄ ᚭ大農

W35 ⍹ ബ৻㇢ ✚ว環境学研究所

H1-03 ⍹Ꮉ 㤗ਫ 国┙ㆮવ学研究所生ᘒㆮવ

P1-382 ⍹Ꮉ ૫ ᚭ大㒮ℂ生物

P2-294 ⍹Ꮉ ବਯ ṑ⾐大学㒮ᢎ⢒

F3-27 ⍹Ꮉ ዏੱ ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

G2-16 ⍹Ꮉ ↱Ꮧ ฬฎደ大学

P2-012 ⍹Ꮉ⋥ሶ 東大㒮✚วᢥൻ

P1-359 ⍹ᩙᄥ ᣂẟ大学農学ㇱ

P2-329 ⍹Ძᄥ৻㇢ 東農大ࠥࡁム

P2-201 ⍹ፒ ᥓ⟤ ᣂẟ大㒮⥄ὼ科学

F1-01 ⍹↰ᷡ ᒄ೨大学農学生科学ㇱ

P2-323 ⍹↰ ᗉ 大㒋Ꮢ┙⥄ὼผඳ物㙚

I1-02 ⍹↰ ੳ ጘ㒂大学ࠖࡈー࠼࡞ンター

P2-019 ⍹↰ሶ 㐳野⋵環境保全研

I3-30 ⍹ᐸኡሶ 国┙環境研究所

S02-2 ⍹ựผሶ 国┙環境研究所

P2-320 ⍹ේ㧔↰㧕ජ᥏ ጊ大学ᢎ⢒

P1-232 ⍹ᯅ ᖘ᮸ ㈼農学大学大学㒮

P1-104 ⍹ᯅቮ૫ ╳ᵄ大学大学㒮生環境

I1-10 ⍹ጊା㓶 ർᶏ大学

P1-050 દ⼺ ಜᄥ㇢ 東ർ大㒮生科学

P1-260 દፒᵏ 東㇌大学大学㒮

T17-2 ⏷ㇱ৻ᄦ 東京大学

P2-273 ⏷ ዏሶ ᴒ✽㜞ኾ生物⾗Ḯ

P2-193 ᧼၂ᥓਯ 東ർ大㒮生

P2-302 દ⼱ ⴕ 㜞知大ᢎ⢒

H3-33 ↰ ⑲ⴕ ାᎺ大ᢎ

F1-03 ↰ፏ 京大生ᘒ研

S01-5 Ꮢᩕᥓ 㜞知大学農学ㇱ

P1-262 ᏒᎹ㓶ᄥ ╳ᵄ大㒮生環境

I3-26 Ꮢ㊁Ꮉ᩶ሶ ਛᄩ᳓↥研究所

W23 ἑඳࡁ৻ ᘮᙥ⟵Ⴖ大学環境情報学ㇱ

P2-461 Ꮢᯅ㓉⥄ 㚅Ꮉ大農

P1-152 દᵤ㊁ᓀሶ 京大㒮農

P2-199 ⚐ ਭ工大工ᢎ⢒

P1-218 ື ንጊ大学大学㒮ℂ工学ᢎ⢒ㇱ

P2-017 દ᧲  大㒋Ꮢ大㒮ℂ

P1-221 દ⮮ ᶏ㉿ 東京農工大学

P1-187 દ⮮ ₵ ጘ㒂大㒮ㅪ農

T13-4 દ⮮ ື ችፒ大学農学ㇱ

P2-405 દ⮮ ஜᒾ 㠽ข大ੇ῎研究ンター

P2-241 દ⮮ Პ ℄大学

H1-10 દ᧲  㕒ጟ大学

P1-288 દ⮮ ⌀ 京大㒮ℂ動物ⴕ動

P1-171 દ⮮ శᴕ 東大㒮ᣂ㗔ၞ

P2-195 દ⮮ ⌬ታ 㚂ㇺ大学東京生科学ኾ

G2-18 દ⮮ ቬᒾ ✚研大వዉ科学

T08 દ⮮ᤘᒾ 国環研

H2-21 દ⮮ஜੑ 農業環境技術研究所

D2-01 દ⮮৻ 大ℂ

P2-473 દ⮮ᶈੑ ㊄ᴛ大学㉿ጊ㉿ᶏプࡠジ࠻ࠢࠚ

P2-295 દ⮮⪚ 東大大᳇ᶏᵗ研

T01-3 દ᧲ብ᮸ ᨋ✚ว研究所

P2-248 દ⮮ᵗ ήし

P1-394 દ⮮㓷ᶈ 東京ᶏᵗ大学

P2-226 દ⮮రᏆ 東大㒮✚วᢥൻ

P2-200 દ᧲ᐽੱ ᐶ農技✚

P1-203 Ⓑ၂ㄖ 京大㒮農⯻生ᘒ

P2-462 Ⓑ၂ༀਯ ᨋ✚研྾国

P1-289 Ⓑ↰ုⓄ 東ർ大学生科学研究科
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P2-281 Ⓑን ૫ᵗ ✚研環境研

P1-181 Ⓑᵄⅇ㚅 ᚭ大学

P2-296 Ⓑ⪲ ఝᄥ 京大生ᘒ研

P1-334  ㆙ 東大㒮農

P2-386  ᥓ᥍ JAMSTEC

P1-321  ᄹᵤ⟤ 東大㒮農

P2-354 㓷ੳ ፉᩮ⋵┙ਃ↉⥄ὼ㙚

P2-217 ߈ߕߺ ⑺↰⋵┙大学生物⾗Ḯ科学ㇱ

P1-213 శ 㜞知大学

P2-416 દේ㓶 ർᶏᢎ⢒大学㊖〝ᩞ

P1-357 㘵ફ㚅❱ 東京大学大学㒮

PH-038 㘵↰ ᨐᱠ ᮮᵿࠛࠗࠨンࠬ㜞ᩞ

F3-35 ᗲℂ 㦖⼱大学ℂ工学ㇱ

W17 J2-15 િᄦ 京大㔤㐳研

P1-138 Ꮉᧂᖘ 㐳ጟ技術科学大学

E2-30 ဈ੫ 大㒮シࠬ生生ᘒ研

E3-46 ↰ ᑿᅚ 京大㒮ੱ㑆環境

P2-378  ⟤ ㄭ⇰大✚␠

P2-064 ⚐৻ 京大環

P2-188 ᓆ↢ ർᶏᢎ⢒大学ᣩᎹᩞ

I2-24 ⥶ᐔ 東ർ大学㒮生

P2-171 ጤ ᐽᐔ 東ർ大学生

P2-338 ጤ ♿ሶ 東京農工大学

P2-042 ጤᴰ ᱜ ᨋ✚研ᨋ⢒㑐

P2-325 ጤ⟤ດሶ ንጊ大学㒮ℂ工学ᢎ⢒ㇱ

P1-421 ጤጟผᕺ 京ㇺ大学農学研究科

PH-034 ጤᧁ ࠎࠇ ၯ₹⋵┙⼱ർ㜞╬学ᩞ

U12 H1-11 Ꭿ ᐾ 大ℂ

T04-3 ጤፒ ⮣ሶ ർ大環境科学㒮

P2-211 ጤፒ ⾆ 京大生ᘒ研

W04
P2-151

ጤፒਗ਼ౖ 農業環境技術研究所

P1-355 ጤ㉿ ታቄ 㠽ข大学大学㒮ၞ学研究科

P2-250 ጤ↰ ❥⧷ 東京ᶏᵗ大学

G1-03 ጤ↰㜞ᔒ 東京大学大᳇ᶏᵗ研究所

P2-143 ጤ↰ᥓ ጊ᪸大学生環境学ㇱ

P1-393 ጤ㑆ᱜ 東京農工大学大学㒮

P1-302 ጤᧄ ᓀ ᐢ大㒮生物科学

P2-104 ጤጊᐘᴦ 㦖⼱大学

P1-344 ᬀ┻ ୶ሶ ർ大環境科学㒮

P1-040 ↰ ஜᄥ ᐢፉ大㒮✚ว科学

W01 ↰ ᐔ 大㒋ᐭ大生

P2-158 ↰ ⟠ ᚭ大学農学ㇱ

P1-385 ↰ ᮮᵿ国┙大学

P2-442 ↰ታᏗ 東ർ大生

S03-4 ㊁ 国通⋭国✚研

P1-377 ේ  ㈼農学大学㒮野生動物

W16 ᬀ᧻ ๋ ↥✚研生物プࠬࡠ

T11-5 ầ 㓷ਯ 㦖大ℂ工

P2-184 ਊਣᢕผ ᚭ大学ੱ㑆⊒達環境学

S04-3 ౝ༑⟤ሶ 大㒋大⼱大⮎

P1-163 ౝᶏ㇁ ✚研大生生ㅴൻ

W02
P2-382

ౝ↰ 東大㒮✚วᢥൻ

P1-389 ౝ↰⠍ᄥ 東ർ大生科学

P2-433 ౝ↰㓷Ꮖ 国┙ᭂ研究所

P2-283 ቝ㊁ਯ ർᶏ┙✚ว研究ᯏ᭴

P2-107 ↢ᣇ ᱜବ ᨋ✚研ᨋᧁ⢒種ンター

P2-466 ᪢శବ ฬ大㒮生農

T21-3 ᶆญ ߿ CIジャࡄン

P2-464 ᶆㇱ ⟤ሶ ṑ⾐⋵┙大学環境科学ㇱ

P1-013 ⅶ↢⌀ ᮮ国大㒮環境情報

P1-119 ᳯᎹ ା ାᎺ大学ℂ学ㇱ

T12-2 ᳯᎹ⍮⧎ 農業環境技術研究所

P1-298 ᳯᎹㆯᐔ 東工大　情報ℂ工

H3-29 ᳯ ᣣᄦ 大㒋ᐭ大㒮ℂ生物

P2-418 ᭑ᧁ ീ Ꮊ大学Ṷ⠌ᨋ

P2-057 ᩕᄹ✜ሶ 京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター

P1-231 ㆙⮮ ᐘሶ ┙ᢎ大学大学㒮ℂ

P2-142 ㆙⮮ᢅ↢ ᐶ⋵┙大学環境ੱ㑆学ㇱ

P2-074 Ꮉ⌀ᐔ ⨙ၔ大㒮ℂ工

P1-307 ⒳↰ ߐߕ ᮮᵿ国大環境情報

P1-092 ₺⩨㕖 ጊᒻ大学大学㒮

P2-413 ᄢ⍹ༀ㓉 ർ大研究ᨋ

P1-244 ᄢ⏷Პᤩ ർᶏ大学環境科学㒮

P1-253 ᄢᘢᄥ ർᶏ大学農学ㇱ

J2-19 ᄢᶆ ஜᔒ 大㒋大学

P2-446 ᄢᶆౖሶ 農業環境技術研究所

D2-05 ᄢᴡේᕶ ㊄ᴛ大⥄ὼシࠬ࠹ム生物

P1-186 ᄢỈ ፏቄ ା大㒮農研

U06 S02-4 ᄢỈ 㓉ᢥ 環境⋭

W19 S02-3 ᄢỈ ჻ 農環研

I3-34 ᄢỈᱜ༹ ጊ᪸⋵ᨋ✚ว研究所

P2-031 ᄢ᧖  ାᎺ大学　✚ว工学♽

P2-467 ᄢᦥᩮ㓁ሶ ᨋ✚ว研究所

P2-129 ᄢ੨ม 京大生ᘒ研

P2-458 ᄥ↰ ᳃ਭ ✚ว環境学研究所

P2-316 ᄥ↰ᓀ⩿ 㚂ㇺ大学東京
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P2-048 ᣂቁዏ ፉ大生

P1-328 ⨹Ꮉ੫ ⍹Ꮉ⋵┙大学

H3-31 ⨹ᧁ Ꮧሶ ┙㙚大学生科学ㇱ

P1-153 ᧄᤩ৻ Ꮊ大㒮生⾗環

H1-06  ⥶ 東大ℂ

P2-366 ⮮᷷ሶ 国┙環境研究所

T01-2 㘵ፉാੱ ጊ᪸⋵ᨋ研

P2-071 㘵↰⡡ሶ ᚭ大㒮ℂ

P1-369 㘵↰ᵏ 東京農工大学農学ᐭ

P2-455 㘵ᐽᄦ ṑ⾐⋵大環境

P2-300 Ꮉ ノ⟤ ⋓ጟ大学ᢥ学ㇱ

P1-272 Ꮉ ᩶ሶ 京大ੱ環

I1-06 ᳰᎹ 㓶੫ 大㒋ᐭ大㒮ℂ

P1-259 ᳰᎹ ಜᄥ㇢ 京大㒮農

PH-030 ᳰ⼱  ਛᄩ大学㒝ዻ㜞╬学ᩞ

P2-424 ᳰ↰ ㅘ ർᶏ大学

P2-355 ᳰ↰ ᶈ （国）農環研

P1-408 ᳰ↰ᚑ⾆ 京ㇺ大学農学研究科

P2-038 ᳰ↰㊀ੱ ᨋ✚ว研究所

T16-2 ᳰ↰⚔჻ ᒄ೨大学農学生科学ㇱ

E3-54 ᳰᧄ⟤ㇺ 京大生ᘒ研

W01
P2-222

ဈ৻ ർ大FSC

P1-297 ⍹ ⛋ሶ 大㒮シࠬ生

P2-439 ⍹ ᑿ⟤ሶ 国┙環境研ၞンター

P2-343 ⍹Ả ⋵㉿ጊ㉿ᶏḓ研究所

P2-097 ⍹ᒄ ᚭ大農

W35 ⍹ ബ৻㇢ ✚ว環境学研究所

H1-03 ⍹Ꮉ 㤗ਫ 国┙ㆮવ学研究所生ᘒㆮવ

P1-382 ⍹Ꮉ ૫ ᚭ大㒮ℂ生物

P2-294 ⍹Ꮉ ବਯ ṑ⾐大学㒮ᢎ⢒

F3-27 ⍹Ꮉ ዏੱ ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

G2-16 ⍹Ꮉ ↱Ꮧ ฬฎደ大学

P2-012 ⍹Ꮉ⋥ሶ 東大㒮✚วᢥൻ

P1-359 ⍹ᩙᄥ ᣂẟ大学農学ㇱ

P2-329 ⍹Ძᄥ৻㇢ 東農大ࠥࡁム

P2-201 ⍹ፒ ᥓ⟤ ᣂẟ大㒮⥄ὼ科学

F1-01 ⍹↰ᷡ ᒄ೨大学農学生科学ㇱ

P2-323 ⍹↰ ᗉ 大㒋Ꮢ┙⥄ὼผඳ物㙚

I1-02 ⍹↰ ੳ ጘ㒂大学ࠖࡈー࠼࡞ンター

P2-019 ⍹↰ሶ 㐳野⋵環境保全研

I3-30 ⍹ᐸኡሶ 国┙環境研究所

S02-2 ⍹ựผሶ 国┙環境研究所

P2-320 ⍹ේ㧔↰㧕ජ᥏ ጊ大学ᢎ⢒

P1-232 ⍹ᯅ ᖘ᮸ ㈼農学大学大学㒮

P1-104 ⍹ᯅቮ૫ ╳ᵄ大学大学㒮生環境

I1-10 ⍹ጊା㓶 ർᶏ大学

P1-050 દ⼺ ಜᄥ㇢ 東ർ大㒮生科学

P1-260 દፒᵏ 東㇌大学大学㒮

T17-2 ⏷ㇱ৻ᄦ 東京大学

P2-273 ⏷ ዏሶ ᴒ✽㜞ኾ生物⾗Ḯ

P2-193 ᧼၂ᥓਯ 東ർ大㒮生

P2-302 દ⼱ ⴕ 㜞知大ᢎ⢒

H3-33 ↰ ⑲ⴕ ାᎺ大ᢎ

F1-03 ↰ፏ 京大生ᘒ研

S01-5 Ꮢᩕᥓ 㜞知大学農学ㇱ

P1-262 ᏒᎹ㓶ᄥ ╳ᵄ大㒮生環境

I3-26 Ꮢ㊁Ꮉ᩶ሶ ਛᄩ᳓↥研究所

W23 ἑඳࡁ৻ ᘮᙥ⟵Ⴖ大学環境情報学ㇱ

P2-461 Ꮢᯅ㓉⥄ 㚅Ꮉ大農

P1-152 દᵤ㊁ᓀሶ 京大㒮農

P2-199 ⚐ ਭ工大工ᢎ⢒

P1-218 ື ንጊ大学大学㒮ℂ工学ᢎ⢒ㇱ

P2-017 દ᧲  大㒋Ꮢ大㒮ℂ

P1-221 દ⮮ ᶏ㉿ 東京農工大学

P1-187 દ⮮ ₵ ጘ㒂大㒮ㅪ農

T13-4 દ⮮ ື ችፒ大学農学ㇱ

P2-405 દ⮮ ஜᒾ 㠽ข大ੇ῎研究ンター

P2-241 દ⮮ Პ ℄大学

H1-10 દ᧲  㕒ጟ大学

P1-288 દ⮮ ⌀ 京大㒮ℂ動物ⴕ動

P1-171 દ⮮ శᴕ 東大㒮ᣂ㗔ၞ

P2-195 દ⮮ ⌬ታ 㚂ㇺ大学東京生科学ኾ

G2-18 દ⮮ ቬᒾ ✚研大వዉ科学

T08 દ⮮ᤘᒾ 国環研

H2-21 દ⮮ஜੑ 農業環境技術研究所

D2-01 દ⮮৻ 大ℂ

P2-473 દ⮮ᶈੑ ㊄ᴛ大学㉿ጊ㉿ᶏプࡠジ࠻ࠢࠚ

P2-295 દ⮮⪚ 東大大᳇ᶏᵗ研

T01-3 દ᧲ብ᮸ ᨋ✚ว研究所

P2-248 દ⮮ᵗ ήし

P1-394 દ⮮㓷ᶈ 東京ᶏᵗ大学

P2-226 દ⮮రᏆ 東大㒮✚วᢥൻ

P2-200 દ᧲ᐽੱ ᐶ農技✚

P1-203 Ⓑ၂ㄖ 京大㒮農⯻生ᘒ

P2-462 Ⓑ၂ༀਯ ᨋ✚研྾国

P1-289 Ⓑ↰ုⓄ 東ർ大学生科学研究科
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P2-281 Ⓑን ૫ᵗ ✚研環境研

P1-181 Ⓑᵄⅇ㚅 ᚭ大学

P2-296 Ⓑ⪲ ఝᄥ 京大生ᘒ研

P1-334  ㆙ 東大㒮農

P2-386  ᥓ᥍ JAMSTEC

P1-321  ᄹᵤ⟤ 東大㒮農

P2-354 㓷ੳ ፉᩮ⋵┙ਃ↉⥄ὼ㙚

P2-217 ߈ߕߺ ⑺↰⋵┙大学生物⾗Ḯ科学ㇱ

P1-213 శ 㜞知大学

P2-416 દේ㓶 ർᶏᢎ⢒大学㊖〝ᩞ

P1-357 㘵ફ㚅❱ 東京大学大学㒮

PH-038 㘵↰ ᨐᱠ ᮮᵿࠛࠗࠨンࠬ㜞ᩞ

F3-35 ᗲℂ 㦖⼱大学ℂ工学ㇱ

W17 J2-15 િᄦ 京大㔤㐳研

P1-138 Ꮉᧂᖘ 㐳ጟ技術科学大学

E2-30 ဈ੫ 大㒮シࠬ生生ᘒ研

E3-46 ↰ ᑿᅚ 京大㒮ੱ㑆環境

P2-378  ⟤ ㄭ⇰大✚␠

P2-064 ⚐৻ 京大環

P2-188 ᓆ↢ ർᶏᢎ⢒大学ᣩᎹᩞ

I2-24 ⥶ᐔ 東ർ大学㒮生

P2-171 ጤ ᐽᐔ 東ർ大学生

P2-338 ጤ ♿ሶ 東京農工大学

P2-042 ጤᴰ ᱜ ᨋ✚研ᨋ⢒㑐

P2-325 ጤ⟤ດሶ ንጊ大学㒮ℂ工学ᢎ⢒ㇱ

P1-421 ጤጟผᕺ 京ㇺ大学農学研究科

PH-034 ጤᧁ ࠎࠇ ၯ₹⋵┙⼱ർ㜞╬学ᩞ

U12 H1-11 Ꭿ ᐾ 大ℂ

T04-3 ጤፒ ⮣ሶ ർ大環境科学㒮

P2-211 ጤፒ ⾆ 京大生ᘒ研

W04
P2-151

ጤፒਗ਼ౖ 農業環境技術研究所

P1-355 ጤ㉿ ታቄ 㠽ข大学大学㒮ၞ学研究科

P2-250 ጤ↰ ❥⧷ 東京ᶏᵗ大学

G1-03 ጤ↰㜞ᔒ 東京大学大᳇ᶏᵗ研究所

P2-143 ጤ↰ᥓ ጊ᪸大学生環境学ㇱ

P1-393 ጤ㑆ᱜ 東京農工大学大学㒮

P1-302 ጤᧄ ᓀ ᐢ大㒮生物科学

P2-104 ጤጊᐘᴦ 㦖⼱大学

P1-344 ᬀ┻ ୶ሶ ർ大環境科学㒮

P1-040 ↰ ஜᄥ ᐢፉ大㒮✚ว科学

W01 ↰ ᐔ 大㒋ᐭ大生

P2-158 ↰ ⟠ ᚭ大学農学ㇱ

P1-385 ↰ ᮮᵿ国┙大学

P2-442 ↰ታᏗ 東ർ大生

S03-4 ㊁ 国通⋭国✚研

P1-377 ේ  ㈼農学大学㒮野生動物

W16 ᬀ᧻ ๋ ↥✚研生物プࠬࡠ

T11-5 ầ 㓷ਯ 㦖大ℂ工

P2-184 ਊਣᢕผ ᚭ大学ੱ㑆⊒達環境学

S04-3 ౝ༑⟤ሶ 大㒋大⼱大⮎

P1-163 ౝᶏ㇁ ✚研大生生ㅴൻ

W02
P2-382

ౝ↰ 東大㒮✚วᢥൻ

P1-389 ౝ↰⠍ᄥ 東ർ大生科学

P2-433 ౝ↰㓷Ꮖ 国┙ᭂ研究所

P2-283 ቝ㊁ਯ ർᶏ┙✚ว研究ᯏ᭴

P2-107 ↢ᣇ ᱜବ ᨋ✚研ᨋᧁ⢒種ンター

P2-466 ᪢శବ ฬ大㒮生農

T21-3 ᶆญ ߿ CIジャࡄン

P2-464 ᶆㇱ ⟤ሶ ṑ⾐⋵┙大学環境科学ㇱ

P1-013 ⅶ↢⌀ ᮮ国大㒮環境情報

P1-119 ᳯᎹ ା ାᎺ大学ℂ学ㇱ

T12-2 ᳯᎹ⍮⧎ 農業環境技術研究所

P1-298 ᳯᎹㆯᐔ 東工大　情報ℂ工

H3-29 ᳯ ᣣᄦ 大㒋ᐭ大㒮ℂ生物

P2-418 ᭑ᧁ ീ Ꮊ大学Ṷ⠌ᨋ

P2-057 ᩕᄹ✜ሶ 京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター

P1-231 ㆙⮮ ᐘሶ ┙ᢎ大学大学㒮ℂ

P2-142 ㆙⮮ᢅ↢ ᐶ⋵┙大学環境ੱ㑆学ㇱ

P2-074 Ꮉ⌀ᐔ ⨙ၔ大㒮ℂ工

P1-307 ⒳↰ ߐߕ ᮮᵿ国大環境情報

P1-092 ₺⩨㕖 ጊᒻ大学大学㒮

P2-413 ᄢ⍹ༀ㓉 ർ大研究ᨋ

P1-244 ᄢ⏷Პᤩ ർᶏ大学環境科学㒮

P1-253 ᄢᘢᄥ ർᶏ大学農学ㇱ

J2-19 ᄢᶆ ஜᔒ 大㒋大学

P2-446 ᄢᶆౖሶ 農業環境技術研究所

D2-05 ᄢᴡේᕶ ㊄ᴛ大⥄ὼシࠬ࠹ム生物

P1-186 ᄢỈ ፏቄ ା大㒮農研

U06 S02-4 ᄢỈ 㓉ᢥ 環境⋭

W19 S02-3 ᄢỈ ჻ 農環研

I3-34 ᄢỈᱜ༹ ጊ᪸⋵ᨋ✚ว研究所

P2-031 ᄢ᧖  ାᎺ大学　✚ว工学♽

P2-467 ᄢᦥᩮ㓁ሶ ᨋ✚ว研究所

P2-129 ᄢ੨ม 京大生ᘒ研

P2-458 ᄥ↰ ᳃ਭ ✚ว環境学研究所

P2-316 ᄥ↰ᓀ⩿ 㚂ㇺ大学東京
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P1-210 ᄢ┻㉿ᕺ 東㇌大学ℂ学ㇱ

P2-089 ᄢ⼱ 㓷ੱ ᐶ⋵大⥄ὼ研

P2-372 ᄢ⼱ᵗ 大㒋大学 ᧂ᧪ᚢ⇛ᯏ᭴

P2-008 ᄢᵤ ජ᥏ ጊ᪸⋵ᨋ研

P1-037 ᄢႦാ ᴦ大学農学ㇱ

P2-280 ᄢᮎ ᦺ 東ർ大㒮生科学

J3-26 ᄢᮎ ਭ ✚研大వዉ科学

G1-09 ᄢᮎೋ㖸 京大㒮農生ᘒ情報

W35
P2-440

ᄢᚻ ାੱ 京ㇺ大学情報学研究科

W19 J3-31 ᄢ ዏ᮸ ᨋ✚研東ർ

P1-401 ᄢ㊁ ⑲テ 京大農ᨋ

P1-085 ᄢᯅ ජㆯ ᵹၞ科学研究ンター

T08 ᄢᯅᤐ㚅 （国研）ᨋ✚ว研究所

P2-389 ᄢᯅℰᳯ ᐶ⋵┙大学

F1-07 ᄢේ 㓉ਯ ർᶏ大学環境科学㒮

H3-27 ᄢේᄥ ⥄ὼ環境研究ンター

P2-404 ᄢ႐ ⌀ 国┙環境研␠会㧯

E1-19 ᄢᐸ ߆ࠅࠁ ᐢፉ大学✚ว科学研究科

P2-051 ᄢᨋᄐḓ 東大ᐢၞシࠬ࠹ム

P1-392 ᄢᐔผ ർ大㒮環境　

H1-12 ᄢᶈੑ ᗲᇫ大学ᴪጯンター

J1-11 ᄢጊᄩੱ ၯ₹大㒮ᢎ⢒

G3-32 ᄢ⣁ ᷕ ጊ᪸⋵ን士ጊ科学研究所

P2-116 ጟ ජ 東ർ大㒮生科学

P2-182 ጟᶈᐔ ᐢፉ工業大学環境学ㇱ

P2-306 ጟ↰ ⾫ ጟጊ大㒮環境生

P2-431 ጟ↰ᘮ৻ ᮮᵿ国┙大環境情報

P2-282 ጟ㊁ ᷕ৻ 生ᘒ研

S03-1 ጟ㊁㓉ብ 環境⋭

P1-111 ጟ㊁↱ቄ ฬ大㒮生農学研究科

U03 ጟㇱ ᙗ 大㒮シࠬ生

P1-245 ጟችਭⷙ 㚂ㇺ大生

T02-4 ጟᧄ ሶ ጘ㒂大ᔕ用生物

P2-232 ዊ♄㓉ᒄ ╳ᵄ大学⩲ᐔ㜞ේታ㛎ンター

F1-08 ዊᎹ৻ᴦ ฬฎደ大学

J2-16 ዊᎹ 京大農

P1-068 ᴒ ᴕ⡍૫ ╳ᵄ大学大学㒮生環境

P1-384 ౿㇁ ᤨઍ ᮮᵿ国大環境情報

P1-046 ⩆᎑⟤Ꮤ 東ർ大㒮生科学

P1-353 ᅏ ࠅ߅߆ ᐶ⋵┙大㒮✛環境

H2-15 ᅏፒ ⓛ ർᶏ大学 FSC

P2-381 ᅏ↰  ✚ว環境学研究所

T21-1 ᅏ↰ᢅ⛔ ᐢፉ大学　✚科

W22 ᅏᵤ ᙗੱ ᢥൻ学大学᧖ਗਛ㜞

P2-310 ᅏ㊁ᱜ᮸ ጘ㒂大学ᔕ用生物科学ㇱ

P2-061 ዊญℂ৻ 東ർ大㒮生

P1-184 ዊ  ା大農

P2-163 ዊ⚐৻ 京ㇺ♖⪇大学

P2-034 ዊ㤥 ⧐↢ 東ർ大㒮生

P1-346 ዊ㤥 ╳ᵄ大学⩲ᐔ㜞ේታ㛎ンター

P1-067 የፒ ㅘ 㕒ጟ大学✚ว科学技術研究科

T11-3 㐳↰ ⓛ ✚ว環境学研究所

P2-099 㐳↰ౖਯ ർᶏ大学 FSC

T13-1 የፒ⎇৻ ᨋ✚ว研究所

P1-407 የፒ 㓳 東ർ大学ℂ学ㇱ生物学科

P1-160 ዊ↰ಾᖘ 東大✚วᢥൻ

PH-008 ᥓ අᶏ ┙㙚ᘮ㜞╬学ᩞ

P1-432 ⪭วᜏᦶ ਃ㊀大学㒮　生物⾗Ḯ学研究科

P1-325 ᥓ߹߆ߤ ᐢ工大㒮工学♽研究科

P1-233 㝩Ỉ ᐽᄥ ർᶏ大学環境

P2-095 ዊ㊁ ᷡ⟤ ർ大ૐ᷷研

P2-429 ዊ㊁⾫ੑ ᨋ✚研東ർ

W29
P2-006

ዊ㊁↰㓶 京ㇺ大農ᨋ生ᘒ

I2-17 ዊ㊁↰ᐘ↢ ᧁ研究所

P2-271 ዊ㊁ኹ ਫ ർ大環境科学㒮

P2-118 ᕲ↰ ⟵ᒾ ℂ研 CSRS

P1-079 ⾘ ⥥ᓕ 東京大学　ᣂ㗔ၞ

F3-30 ㏜㤗ሶ 東㇌大学ℂ学ㇱ

P1-340 ട⾐ጊ ⠍৻ 東㇌大㒮ℂ

P1-265 ᩑᷝ⠍ᄥ㇢ Ꮊ大シࠬ࠹ム生

P2-396 ᩑᴧ ⮍ 東京工業大学

P2-346 ᩑ㊁ਗ਼ ർ㉿大学ක学ㇱ

P1-241 ၂⋥Ꮧ 㦖⼱大㒮ℂ工

P2-270 ㎛⼱ ㅴਫ ർ大㒮環境科学

P2-247 ═ ᢕ 国┙環境研究所

W07 T07-3 ═↰ታ 8578

P1-410 ═ේᥰ ᮮᵿ国大環境情報

P1-130 ᨰᧁ ᥍㚅 ฬฎደ大㒮生農

P1-084 ᫃㊁ᶈผ 京ㇺ大学農学ㇱ

W25 J3-28 ☺⼱  ⧷৻ 大ℂ生物

P2-470 ၷ↰ ర༑ 日ᧄේሶജ研究㐿⊒ᯏ᭴

P2-356  ጊ ⋥᮸ 農環研

P2-437  ጊᱠ⟤ 大Ṷ⠌ᨋ

P2-301  ጊ ർ大FSC

U01 น⍮⋥Პ 㚂ㇺ大㒮ℂ工生

T15-5 㚅 㓷ሶ ╳ᵄ大生環境♽
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PH-007 ൎፉ นᄹሶ 東京ㇺ┙国ಽኹ㜞╬学ᩞ

P1-038 ᩵㉿ᨑ ጘ㒂大ᔕ生

P2-117 ട⮮ ᴕ❱ ፉ大㒮生シࠬ࠹ムℂ工

U13 ട⮮ ⌀ 京大ੱ㑆環境

P2-317 ട⮮⾆ᄢ ✚研大。వዉ科学

P1-120 ട⮮ᄢ⾆ 東京農工大学

P2-194 ട⮮ቁ ጤᚻ大㒮ㅪว農学研

P1-242
ട⮮ਃᱠ
㧔Kato Misuho㧕 㣮ఽፉ大学

G1-02 ട⮮రᶏ 㜞知大㤥ầ

P1-036 㚅ขᜏ㇢ 東ർ大学生科学研究科

F3-34 㐷⣁ᶈ 京ㇺ大学ੱ㑆環境

P2-415 ㊄Ỉ శ ၯ₹⋵環境科学国際ンター

P1-179 ㊄Ỉ ᑿሶ 東農大ၞ

P1-376 ㊄ లᤩ ᴦ大学農学ㇱ

F3-38 ㊄↱ᅥ ർ大㒮環境科学

P1-428 ㊄ሶ  ㈼農学大学大学㒮

P2-050 ሶિ๋ ፉ大ℂ工

P1-097 ㊄ሶ㤗㉿ 東ർ大㒮生科学

T16-5 ㊄↰ ື 国）農環研

P2-115 ო⼱ᄢ ᨋ✚研

P2-154 ㎨ౝ ብశ ㊄ᴛ大⥃ᶏ

W08
P2-080

㎨ୖ ⌀ଐ 京大農

H1-08 ጟ㛁ብ Ꮊ大学㒮

P2-136 ⼱㤗᪸ 京大生ᘒ研

P1-162 ጟ ᘕ৻㇢ 京大㒮ੱ環

P2-225 ጊᘮᤩ 東京農大ၞ環境

P2-068 㚅ጊ㓷⚐ 国際農研

H2-23 ໊ᴛ㊀⠨ ጟᢎ⢒大学

P2-435 ⧛ㇱ↟৻ ⨙ၔ大ᐢၞ᳓

I1-12 ⧛ㇱᴦ♿⧷┨ ᄹᎹ⋵ඳ⥄ὼ研

P1-098 ᴡว ᷡቯ 京ㇺ大学農学研究科

W14 Ꮉੱ ᨋ✚ว研究所

P1-112 Ꮉ㓳ੱ ⍹Ꮉ⋵┙大学

W37 ᴡญᵗ৻ ᓼፉ大学 STS

P1-224 Ꮉዥ ᄥ ർᶏ大学 農学ㇱ

T11-4 Ꮉᵤ৻㓉 㦖⼱大ℂ工 /JSPSPD

P2-474 Ꮉၮඳ 㣮ఽፉ大ᢎ⢒

P2-268 Ꮉ੫ᄥ ർ大㒮環境

P2-352 ᴡ㊁᮸ ✍↸役場

P1-017 Ꮉේ ᄢၮ 㣮ఽፉ大学

P1-055 Ꮉ⇌ᐘ᮸ ṑ⾐⋵大㒮環境

T01-4 Ꮉᗲ ⛔⸘ᢙℂ研究所

P1-100 ᨋ⌀ታ 東ർ大㒮生科学

PH-023 ᚭ ᧇ℄ ጘ㒂⋵┙ጘ㒂㜞╬学ᩞ

T22-4 ⩵ ⋥᮸ ✚ว環境学研究所

P2-213 ⩵⾫ ᨋ✚ว研究所

P2-421 ጯ ⨃᮸ 国┙環境研究所

P2-275 ጯ↰ ┥ 大農

P2-419 ጯᧄሶ ᣂẟ大CTER

P1-249 ർᏒ ੳ ⍹Ꮉ⋵┙大学

P2-478 ർỈືᒎ （ᩣ）ࠛࠦࡠジーࠬࡄ

F3-42 ർ ℂ ⨙ၔ大学ℂ学ㇱ

P2-361 ർ ṑ ጘ㒂大学ၞ科学ㇱ

P2-258 ർ㊁ ⡡ 㐳野環保研

P1-248 ർ㊁ᄢテ ṑ⾐⋵大環境

P1-064 ർᨋ ᘮሶ ㊄ᴛ大学⥄ὼ科学研究科

P2-039 ർବᐔ ⍹Ꮉ⋵┙大

W36 S01-6 ർጊᒄ 京大農ᨋ生ᘒ

P1-070 ᧁਅ ᥓశ 京ㇺ工⧓❫⛽大学ᔕ用生物

T19-1 ᧁਅᣣሶ ጤᚻ大学ਃ㒽ᓳ⥝

P2-276 ᧁਅᥓ┨ ⾐大農

P1-409 ᧁ ⚐ᐔ ᮮᵿ国大㒮環境情報

P1-145 ᧁ ⌀⟤ሶ 学⧓大㒮環境科学

P2-327 ᧁ৻⾆ 東ർ大生

P1-047 ᧁᜏ⌀ 東ർ大㒮生

P1-041 ᧁ߭ࠅ߆ 㚂ㇺ大ℂ工

P1-349 ᧁరೣ 京大農学環境デࠩࠗン

P2-161 ᷡᎹ ⚔᮸ 東大農生物多様性

P1-103 ᷡ᳓ ผ 京ㇺ工⧓❫⛽大学大学㒮

P1-016 ᣣਅㇱ੫ᄥ ජ⪲大㒮ᢎ⢒

P2-233 ᬮᧄ⦟ᑧ （研）農業環境技術研究所

U09 Ꮏ⮮ ᵗ 京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター

P1-020 Ꮏ⮮ᕺ᪸ ⑺↰⋵大生物⾗Ḯ

P2-049 ਭ保↰ ᷤ⺈ 日大生物⾗Ḯ

W25 ਭ保ᜏᒎ ർ大環境科学

P1-365 ਭ保↰ᶭᐔ ᴦ大学　農学ㇱ

P2-236 ᾢ⼱⋥༑ 国┙環境研究所

P1-227 ᾢ⼱⩿៰ ᄹ⦟ᅚሶ大学大学㒮

P1-170 ᾢ⼱ੳᔒ 大㒋大学工学研究科

P2-291 ᾢ↰ ㇊ᄩ NPO ᴺੱࡃー࠼リࠨー࠴

P2-311 ᾢ㊁ ੌᎺ Ꮺᐢ⇓↥大学　⯻生ᘒ

U07
P2-058

ਭ☨ ◊ Ꮊ大学農学研究㒮

P1-415 ਭ⦟ ♿ሶ ᐢፉ大学

P1-051 ୖ ⍮ᐢ ᚭ大㒮ℂ

P1-311 ୖᯅ ᓀ⊖ว ᣂẟ大学⥄ὼ科学研究科

講　演・
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P1-210 ᄢ┻㉿ᕺ 東㇌大学ℂ学ㇱ

P2-089 ᄢ⼱ 㓷ੱ ᐶ⋵大⥄ὼ研

P2-372 ᄢ⼱ᵗ 大㒋大学 ᧂ᧪ᚢ⇛ᯏ᭴

P2-008 ᄢᵤ ජ᥏ ጊ᪸⋵ᨋ研

P1-037 ᄢႦാ ᴦ大学農学ㇱ

P2-280 ᄢᮎ ᦺ 東ർ大㒮生科学

J3-26 ᄢᮎ ਭ ✚研大వዉ科学

G1-09 ᄢᮎೋ㖸 京大㒮農生ᘒ情報

W35
P2-440

ᄢᚻ ାੱ 京ㇺ大学情報学研究科

W19 J3-31 ᄢ ዏ᮸ ᨋ✚研東ർ

P1-401 ᄢ㊁ ⑲テ 京大農ᨋ

P1-085 ᄢᯅ ජㆯ ᵹၞ科学研究ンター

T08 ᄢᯅᤐ㚅 （国研）ᨋ✚ว研究所

P2-389 ᄢᯅℰᳯ ᐶ⋵┙大学

F1-07 ᄢේ 㓉ਯ ർᶏ大学環境科学㒮

H3-27 ᄢේᄥ ⥄ὼ環境研究ンター

P2-404 ᄢ႐ ⌀ 国┙環境研␠会㧯

E1-19 ᄢᐸ ߆ࠅࠁ ᐢፉ大学✚ว科学研究科

P2-051 ᄢᨋᄐḓ 東大ᐢၞシࠬ࠹ム

P1-392 ᄢᐔผ ർ大㒮環境　

H1-12 ᄢᶈੑ ᗲᇫ大学ᴪጯンター

J1-11 ᄢጊᄩੱ ၯ₹大㒮ᢎ⢒

G3-32 ᄢ⣁ ᷕ ጊ᪸⋵ን士ጊ科学研究所

P2-116 ጟ ජ 東ർ大㒮生科学

P2-182 ጟᶈᐔ ᐢፉ工業大学環境学ㇱ

P2-306 ጟ↰ ⾫ ጟጊ大㒮環境生

P2-431 ጟ↰ᘮ৻ ᮮᵿ国┙大環境情報

P2-282 ጟ㊁ ᷕ৻ 生ᘒ研

S03-1 ጟ㊁㓉ብ 環境⋭

P1-111 ጟ㊁↱ቄ ฬ大㒮生農学研究科

U03 ጟㇱ ᙗ 大㒮シࠬ生

P1-245 ጟችਭⷙ 㚂ㇺ大生

T02-4 ጟᧄ ሶ ጘ㒂大ᔕ用生物

P2-232 ዊ♄㓉ᒄ ╳ᵄ大学⩲ᐔ㜞ේታ㛎ンター

F1-08 ዊᎹ৻ᴦ ฬฎደ大学

J2-16 ዊᎹ 京大農

P1-068 ᴒ ᴕ⡍૫ ╳ᵄ大学大学㒮生環境

P1-384 ౿㇁ ᤨઍ ᮮᵿ国大環境情報

P1-046 ⩆᎑⟤Ꮤ 東ർ大㒮生科学

P1-353 ᅏ ࠅ߅߆ ᐶ⋵┙大㒮✛環境

H2-15 ᅏፒ ⓛ ർᶏ大学 FSC

P2-381 ᅏ↰  ✚ว環境学研究所

T21-1 ᅏ↰ᢅ⛔ ᐢፉ大学　✚科

W22 ᅏᵤ ᙗੱ ᢥൻ学大学᧖ਗਛ㜞

P2-310 ᅏ㊁ᱜ᮸ ጘ㒂大学ᔕ用生物科学ㇱ

P2-061 ዊญℂ৻ 東ർ大㒮生

P1-184 ዊ  ା大農

P2-163 ዊ⚐৻ 京ㇺ♖⪇大学

P2-034 ዊ㤥 ⧐↢ 東ർ大㒮生

P1-346 ዊ㤥 ╳ᵄ大学⩲ᐔ㜞ේታ㛎ンター

P1-067 የፒ ㅘ 㕒ጟ大学✚ว科学技術研究科

T11-3 㐳↰ ⓛ ✚ว環境学研究所

P2-099 㐳↰ౖਯ ർᶏ大学 FSC

T13-1 የፒ⎇৻ ᨋ✚ว研究所

P1-407 የፒ 㓳 東ർ大学ℂ学ㇱ生物学科

P1-160 ዊ↰ಾᖘ 東大✚วᢥൻ

PH-008 ᥓ අᶏ ┙㙚ᘮ㜞╬学ᩞ

P1-432 ⪭วᜏᦶ ਃ㊀大学㒮　生物⾗Ḯ学研究科

P1-325 ᥓ߹߆ߤ ᐢ工大㒮工学♽研究科

P1-233 㝩Ỉ ᐽᄥ ർᶏ大学環境

P2-095 ዊ㊁ ᷡ⟤ ർ大ૐ᷷研

P2-429 ዊ㊁⾫ੑ ᨋ✚研東ർ

W29
P2-006

ዊ㊁↰㓶 京ㇺ大農ᨋ生ᘒ

I2-17 ዊ㊁↰ᐘ↢ ᧁ研究所

P2-271 ዊ㊁ኹ ਫ ർ大環境科学㒮

P2-118 ᕲ↰ ⟵ᒾ ℂ研 CSRS

P1-079 ⾘ ⥥ᓕ 東京大学　ᣂ㗔ၞ

F3-30 ㏜㤗ሶ 東㇌大学ℂ学ㇱ

P1-340 ട⾐ጊ ⠍৻ 東㇌大㒮ℂ

P1-265 ᩑᷝ⠍ᄥ㇢ Ꮊ大シࠬ࠹ム生

P2-396 ᩑᴧ ⮍ 東京工業大学

P2-346 ᩑ㊁ਗ਼ ർ㉿大学ක学ㇱ

P1-241 ၂⋥Ꮧ 㦖⼱大㒮ℂ工

P2-270 ㎛⼱ ㅴਫ ർ大㒮環境科学

P2-247 ═ ᢕ 国┙環境研究所

W07 T07-3 ═↰ታ 8578

P1-410 ═ේᥰ ᮮᵿ国大環境情報

P1-130 ᨰᧁ ᥍㚅 ฬฎደ大㒮生農

P1-084 ᫃㊁ᶈผ 京ㇺ大学農学ㇱ

W25 J3-28 ☺⼱  ⧷৻ 大ℂ生物

P2-470 ၷ↰ ర༑ 日ᧄේሶജ研究㐿⊒ᯏ᭴

P2-356  ጊ ⋥᮸ 農環研

P2-437  ጊᱠ⟤ 大Ṷ⠌ᨋ

P2-301  ጊ ർ大FSC

U01 น⍮⋥Პ 㚂ㇺ大㒮ℂ工生

T15-5 㚅 㓷ሶ ╳ᵄ大生環境♽
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PH-007 ൎፉ นᄹሶ 東京ㇺ┙国ಽኹ㜞╬学ᩞ

P1-038 ᩵㉿ᨑ ጘ㒂大ᔕ生

P2-117 ട⮮ ᴕ❱ ፉ大㒮生シࠬ࠹ムℂ工

U13 ട⮮ ⌀ 京大ੱ㑆環境

P2-317 ട⮮⾆ᄢ ✚研大。వዉ科学

P1-120 ട⮮ᄢ⾆ 東京農工大学

P2-194 ട⮮ቁ ጤᚻ大㒮ㅪว農学研

P1-242
ട⮮ਃᱠ
㧔Kato Misuho㧕 㣮ఽፉ大学

G1-02 ട⮮రᶏ 㜞知大㤥ầ

P1-036 㚅ขᜏ㇢ 東ർ大学生科学研究科

F3-34 㐷⣁ᶈ 京ㇺ大学ੱ㑆環境

P2-415 ㊄Ỉ శ ၯ₹⋵環境科学国際ンター

P1-179 ㊄Ỉ ᑿሶ 東農大ၞ

P1-376 ㊄ లᤩ ᴦ大学農学ㇱ

F3-38 ㊄↱ᅥ ർ大㒮環境科学

P1-428 ㊄ሶ  ㈼農学大学大学㒮

P2-050 ሶિ๋ ፉ大ℂ工

P1-097 ㊄ሶ㤗㉿ 東ർ大㒮生科学

T16-5 ㊄↰ ື 国）農環研

P2-115 ო⼱ᄢ ᨋ✚研

P2-154 ㎨ౝ ብశ ㊄ᴛ大⥃ᶏ

W08
P2-080

㎨ୖ ⌀ଐ 京大農

H1-08 ጟ㛁ብ Ꮊ大学㒮

P2-136 ⼱㤗᪸ 京大生ᘒ研

P1-162 ጟ ᘕ৻㇢ 京大㒮ੱ環

P2-225 ጊᘮᤩ 東京農大ၞ環境

P2-068 㚅ጊ㓷⚐ 国際農研

H2-23 ໊ᴛ㊀⠨ ጟᢎ⢒大学

P2-435 ⧛ㇱ↟৻ ⨙ၔ大ᐢၞ᳓

I1-12 ⧛ㇱᴦ♿⧷┨ ᄹᎹ⋵ඳ⥄ὼ研

P1-098 ᴡว ᷡቯ 京ㇺ大学農学研究科

W14 Ꮉੱ ᨋ✚ว研究所

P1-112 Ꮉ㓳ੱ ⍹Ꮉ⋵┙大学

W37 ᴡญᵗ৻ ᓼፉ大学 STS

P1-224 Ꮉዥ ᄥ ർᶏ大学 農学ㇱ

T11-4 Ꮉᵤ৻㓉 㦖⼱大ℂ工 /JSPSPD

P2-474 Ꮉၮඳ 㣮ఽፉ大ᢎ⢒

P2-268 Ꮉ੫ᄥ ർ大㒮環境

P2-352 ᴡ㊁᮸ ✍↸役場

P1-017 Ꮉේ ᄢၮ 㣮ఽፉ大学

P1-055 Ꮉ⇌ᐘ᮸ ṑ⾐⋵大㒮環境

T01-4 Ꮉᗲ ⛔⸘ᢙℂ研究所

P1-100 ᨋ⌀ታ 東ർ大㒮生科学

PH-023 ᚭ ᧇ℄ ጘ㒂⋵┙ጘ㒂㜞╬学ᩞ

T22-4 ⩵ ⋥᮸ ✚ว環境学研究所

P2-213 ⩵⾫ ᨋ✚ว研究所

P2-421 ጯ ⨃᮸ 国┙環境研究所

P2-275 ጯ↰ ┥ 大農

P2-419 ጯᧄሶ ᣂẟ大CTER

P1-249 ർᏒ ੳ ⍹Ꮉ⋵┙大学

P2-478 ർỈືᒎ （ᩣ）ࠛࠦࡠジーࠬࡄ

F3-42 ർ ℂ ⨙ၔ大学ℂ学ㇱ

P2-361 ർ ṑ ጘ㒂大学ၞ科学ㇱ

P2-258 ർ㊁ ⡡ 㐳野環保研

P1-248 ർ㊁ᄢテ ṑ⾐⋵大環境

P1-064 ർᨋ ᘮሶ ㊄ᴛ大学⥄ὼ科学研究科

P2-039 ർବᐔ ⍹Ꮉ⋵┙大

W36 S01-6 ർጊᒄ 京大農ᨋ生ᘒ

P1-070 ᧁਅ ᥓశ 京ㇺ工⧓❫⛽大学ᔕ用生物

T19-1 ᧁਅᣣሶ ጤᚻ大学ਃ㒽ᓳ⥝

P2-276 ᧁਅᥓ┨ ⾐大農

P1-409 ᧁ ⚐ᐔ ᮮᵿ国大㒮環境情報

P1-145 ᧁ ⌀⟤ሶ 学⧓大㒮環境科学

P2-327 ᧁ৻⾆ 東ർ大生

P1-047 ᧁᜏ⌀ 東ർ大㒮生

P1-041 ᧁ߭ࠅ߆ 㚂ㇺ大ℂ工

P1-349 ᧁరೣ 京大農学環境デࠩࠗン

P2-161 ᷡᎹ ⚔᮸ 東大農生物多様性

P1-103 ᷡ᳓ ผ 京ㇺ工⧓❫⛽大学大学㒮

P1-016 ᣣਅㇱ੫ᄥ ජ⪲大㒮ᢎ⢒

P2-233 ᬮᧄ⦟ᑧ （研）農業環境技術研究所

U09 Ꮏ⮮ ᵗ 京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター

P1-020 Ꮏ⮮ᕺ᪸ ⑺↰⋵大生物⾗Ḯ

P2-049 ਭ保↰ ᷤ⺈ 日大生物⾗Ḯ

W25 ਭ保ᜏᒎ ർ大環境科学

P1-365 ਭ保↰ᶭᐔ ᴦ大学　農学ㇱ

P2-236 ᾢ⼱⋥༑ 国┙環境研究所

P1-227 ᾢ⼱⩿៰ ᄹ⦟ᅚሶ大学大学㒮

P1-170 ᾢ⼱ੳᔒ 大㒋大学工学研究科

P2-291 ᾢ↰ ㇊ᄩ NPO ᴺੱࡃー࠼リࠨー࠴

P2-311 ᾢ㊁ ੌᎺ Ꮺᐢ⇓↥大学　⯻生ᘒ

U07
P2-058

ਭ☨ ◊ Ꮊ大学農学研究㒮

P1-415 ਭ⦟ ♿ሶ ᐢፉ大学

P1-051 ୖ ⍮ᐢ ᚭ大㒮ℂ

P1-311 ୖᯅ ᓀ⊖ว ᣂẟ大学⥄ὼ科学研究科

講　演・
企画番号 　名　前 　　所　属 講　演・

企画番号 　名　前 　　所　属

113



P2-365 ୖᧄት 大農

P1-285 ᩙේᵗ 京ㇺ大学㔤㐳類研究所

T09-1 ᩙጊ ᱞᄦ 東㇌大学ℂ学ㇱ

P2-307 ᩙ↰ 㓉 㣮ఽፉ大学ᢎ⢒学ㇱ

F2-14 㤥ጤ ᪸⧎ Ꮊ大学　生ᘒ科学研究ቶ

P2-127 㤥ᳯ⟤⚓ሶ 㐳野⋵環境保全研究所

P2-014 㤥↰ኼ⨃ ᐶ⋵大⥄ὼ研

P2-403 㤥↰ ᘮሶ ᚭ大農

P1-274 㤥↰ᐢ ᚭ大⊒達科

P1-294 㤥↰᮸ 東農大㒮生物

T08-2 ᪀ᳯ ᦺᲧํ ᷼ḧⓨ᷼技術研究所

P1-191 ᪀ේ㉿ᄹ 東㇌大ℂ

T05-5 ෩✂ᨋ ᘮᙥ⟵Ⴖ大学

P2-468 Ḯቁౖ 京大農ᨋ生ᘒ

P2-187 ዊᳰિ 東京農工大

I2-20 ዊᳰᢥੱ ᮮᵿ国大

F1-09 ዊ ᄢ 国┙環境研究所

P2-412 ᐘ↰⦟ 大㒋環農᳓研

J2-13 ᴡౝ 㚅❱ ㄭ⇰大学農学ㇱ

P1-362 ↲㊁ ⠦⊓ 東京大学農学ㇱ

P1-074 ↲㊁ ℂ 京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター

G3-36
ጊ ᥓ⟤ /
KOHYAMA, Satomi ንጊ大学経ᷣ学ㇱ経༡ᴺ学科

P1-219 㜞⦟⌀ሶ ㄭ⇰大農

P2-326 ዊဈජᄐ ᄹᎹ⋵┙生のᤊඳ

P1-279 ↰ᥓᕺሶ ╳ᵄ大生環境

T04-4 ⢫ ਯᥨ ർ大環境

P1-150 ዊ㗇↰ୃᐔ ᩣᑼ会␠✛生研究所

P2-113 ዊ⼱ੑ㇢ ⍹Ꮉ⋵農ᨋ研

P2-477 ዊ₹ᗲሶ ⧴ዊ’Ꮢ⟤術ඳ物㙚

P2-287 ఽ₹⚓Ꮧᳯ ᳓↥✚ว研究ンター

T15-3 ዊ㐳⼱㆐㇢ 京大㒮ℂ

P2-305 ዊ ື㇢ ਛㇱ大学工学ㇱ通ᢎ⢒科

P1-035 ዊේ ਯ 大㒋ᢎ⢒大学大学㒮

P1-192 ዊᯅ ⥝ᰴ ㄭ⇰大㒮農環境▤ℂ

P1-124 ዊᨋ ৻᮸ ජ⪲科学大学㒮ෂᯏ▤ℂ

PH-009 ዊᨋ ⟤ ጊ⋵┙日㜞㜞╬学ᩞ

P1-173 ዊᨋ ാᄥ ᮮᵿ国┙大学環境情報学ᐭ

P2-180 ዊᨋ ᘮሶ ർ大㒮農

P2-160 ዊᨋ ⡡ 㔚ജਛᄩ研究所

T16-7 ዊᨋ⌀ ർ大 FSC

P2-286 ዊᐔ ⌀ᄦ ጊ᪸⋵ን士ጊ科学研究所

T05-1 ዊၳᵗ⟤ 東京ㇺᏒ大学

P1-361 ዊ↸੫ ᣂẟ大学㑐ፉ研究ቶ

T05-4 ዊ᧻⋥ 東京ㇺᏒ大学

P1-207 ዊ᧻⨊ᄹ ╳ᵄ大学

E3-41 ዊፄᶈ㓉 東京農工大学

P1-258 ዊஜੱ 京ㇺ大農

P2-384 ዊᩉ⍮ઍ 東京学⧓大環境ᢎ⢒

G2-24 ዊጊᓆᒾ Ꮊ大学᳓↥ታ㛎所

G3-31 ዊጊᣣ㚅 ᨋ✚研

P2-101 ዊጊ㉿ᄹ 京大㒮情報

P1-142 ฎ⼱ᐔ ᣂẟ大㒮⥄ὼ研

P1-283 ㄭ⮮ ፏ ฬฎደ大生農ᨋ保⼔

P2-007 ㄭ⮮ ඳผ ᮮᵿ国┙大学 環境情報

T11-1 ㄭ⮮ ୶↢ 㦖⼱大学ℂ工学ㇱ

P2-449 ㄭ⮮ ⟤↱♿ 国┙環境研究所

P2-438 ㄭ⮮ᤩ 㕒ጟᨋ研

P2-335 ㄭ⮮ ବ ᐢፉ大学　国際දജ研究科

P2-242 ⮮ᄐሶ 国┙環境研生物

P1-052 ㄭ⮮⩿ޘ⟤ ᮮᵿ国┙大生ᘒ

F3-33 ㊁ ᶈᄥ㇢ 農業生物

P2-078 ⚬㊁ᐽᄦ ή所ዻ

P1-396 ⚬㊁↱૫ ⨙ၔ大学ℂ工学研究科

PH-006 ㇹේ 㔐ᨑ ᷡᔃᅚሶ㜞╬学ᩞ

T12-6 ▎৻ 国┙環境研究所

P1-280 ᓟ⮮  東大　大ᶏ研

PH-001 ᓟ⮮ ㆯᄥ ᶏၔਛ学㜞╬学ᩞ

T15-1 ᓟ⮮ᓀሶ ↲ධ大学ℂ工学ㇱ生物学科

T04-2 ᓟ⮮ਭ 東ർ大学

P2-332 ᓟ⮮ሶ ਛㇱ大学

T13-2 㜞ᔒ 東京農工大学

P1-308
ᚽᧁ⌀ᄥᦶ /
Shin-Taro Saiki

京ㇺ大学生ᘒ学研究ン
ター

T08-1 ਃᨑ ାሶ 国┙環境研究所

E1-15 㥲⮮ 㓉ታ ฬ大ቝቮ環境研究所

P2-027 ᢪ⮮ ㆐ 農工大

P1-378 ᢧ⮮ ⌀⧣ ᴦ大学農学ㇱ

W10
P2-427

ᢪ⮮℉ ጘ㒂大ᵹၞ

P1-165 㥱⮮අ 東ർ大㒮生科学研究科

P2-407 㥲⮮ᥓਯ ᨋ✚研東ർ

P2-445 㥲⮮ 㓷ౖ 東ർ大学㒮農学

T18-1 ᢪ⮮ᐘ 農工大農

G1-12 ષߊઍ ╳ᵄ大学

P1-287 ㈬ ℂ 京ㇺ大学ℂ学ㇱ動物ⴕ動

P2-260 Ⴚ ఝ ਛᄩ大ℂ工学ㇱ

P2-264 ㈬㓁৻㇢ ℚ環研
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P1-225 ဈ ৻⅂ 東㇌大ℂ

P1-370 ㈬ℂᕺ ᚭ大学農学ㇱ

P1-436 ဈୖ శ ᣧⒷ↰大ᢎ⢒

P2-047 㒋ญ⠍ᄥ 京大㒮ੱ環

P1-356 ဈ↰㓷ਯ ᚭ大学

D2-09 ဈ↰ߕࠁ 京大生ᘒ研

P1-337 ဈᧄᄢ ᣂẟ大学農学ㇱ

P1-331 ဈᧄታ 㠽ข大学

W06
P2-315

ဈᧄ૫ሶ 国┙環境研究所

G2-17 ⾐㆐⍫ 東大㒮✚ᢥ⋵┙大၂᪉㜞

H3-25 ፒየဋ ᣂẟ大農

P2-015 ፸ర ᓼ 京ㇺ大学ࠖࡈー࠼࡞研

P1-372 ፒጊᥓ᮸ ർᶏ大学農学ㇱ

P2-472 ਭ㑆 ᄢテ 大㒋⥄ὼผඳ

PH-037 ᰞ ၮ᮸ ጘ㒂⋵┙ጘጊ㜞╬学ᩞ

P2-394 ᰞ ༀᢥ ᧅᏻᏒ┙大㒮ඳ士

G2-19 ᰞ 㤀⾐ ᐶ⋵┙大学

I1-09 ᰞ⠍ 㦖⼱大㒮ℂ工

T05-3 ᪉⦟ ┙㙚大学政策科学ㇱ

P1-159 ᰞỈ ቁ 東京大学大学㒮

J3-25 ޘᧁ 㗼 ✚研大వዉ研

P2-476 ╣ᧁ ⟵㓶 ᩉ学ਛ学㜞╬学ᩞ

P1-031 ޘᧁ 㛁 ጊᒻ大ℂ

P1-009 ޘᧁ㛁 東大㒮ℂ日光ᬀ物

P2-388 ޘᧁ  ᓼፉ大学

P1-174 ޘᧁᤐ૫ 東ർ大生

T17-1
┻ᥙሶ㧛
Akiko Satake Ꮊ大学ℂ学研究㒮

H2-17 ㉿ዬ િ Ꮊ大

P2-308 ⮮ ✍ ⟲㚍大　ᢎ⢒

P1-183
⮮ ⽕჻㧛
SATO, Goshi

⨙ၔ大学大学㒮ℂ工学研究
科

P2-336 ⮮ ㊀Ⓞ ᨋ✚研྾国

PH-039 ⮮ ⠍ᄥ ၯ₹⋵┙坂ᚭ㜞╬学ᩞ

H1-04 ⮮ ⌀ Ꮢ┙大↸ጊጪඳ物㙚

E2-34 ⮮ 㓶ᄢ ᣂẟ大㒮⥄ὼ科学

P1-014 ⮮ අ ᐢፉ大学

PH-040 ⮮ ⋥ ┙㙚ᘮ㜞╬学ᩞ

P1-223 ⮮ ᷪ ⨙ၔ大学大学㒮 ℂ工学研究科

E3-44 ⮮ మᤘ ἑᚭ内ᶏ᳓↥研究所

T18-4 ⮮ ⌀ⴕ ᚭ大学

D2-10 ⮮ ᒄ 京大生ᘒ研

P1-338 ⮮ ᖘ 京大野生動物

J2-21 ⮮৻ᙗ 㕒ጟ大学工学ㇱ

P2-463 ⮮ᒎ ਃ㊀大生物⾗Ḯ

G1-06 ⮮సᢥ 東大大ᶏ研

P1-095 ⮮૫ᄹሶ ጟ大㒮環境生

P1-049 ⮮ㇹ ർᶏ大学環境科学㒮

G3-26 ⮮ᷕ ጊ大学 生工学ㇱ

P1-300 ⮮ℰᄹ ㈼農学大㒮野生動物

S04-6 ⮮ⴕੱ 東ർ大 ToMMo

P2-255 ㊁⌀๋ 東京ㇺᏒ大学

P2-452 ㊁ ᥓੱ 農研ᯏ᭴野⩿⨥業研究所

W18 㞯ፉᒄశ IGES

P1-402 ᦝ科 ⟤Ꮤ ㈼農学大学㒮野生動物

P1-281 Ỉ Ⓞ㜞 ᐶ⋵┙大学環境ੱ㑆学ㇱ

P2-063 Ỉ⥶৻㇢ 東大㒮ℂ日光ᬀ物

P1-387 Ỉ↰ ᓀ㚅 ᚭ大ℂ学ㇱ

P2-321 Ỉ↰᥏ሶ 京ㇺ大学㔤㐳類研究所

P1-228 Ỉ↰⚔ᄥ ✚研大వዉ研

P2-132 Ỉ⇗ ᜏᄦ ㄭ⇰大学農学ㇱ環境▤ℂ学科

D2-11 Ⴎዥࠅ߅߆ 㦖⼱大学

P2-426 㣮㊁⑲৻ 東ർ大東ർࠕジࠕ

J2-22 㣮ጊ ᄢテ 㕒ጟ大学　✚ว科学技術研究科

T10-4 㕒㑆 ᷡ ᐢፉ大学　工学ㇱ

P1-368 ◉↰ ᖘᔃ 東京農工大学

P1-154 ◉ේᔘ ᚭ大ੱ㑆⊒達環境

P2-069 ◉ේ ᘮⷙ Ꮊ大学

P1-133 ◉ේ⋥⊓ 東京大学農学生科学

P1-056 ᩊ↰ࠅ߆ ർᶏ大学環境科学㒮

P1-419 ᔒ ᐢፉ大学✚ว科学ㇱ✚ว科学科

W24 ፉ⼱ஜ৻㇢ ⛔⸘ᢙℂ研究所

G3-33 ፉ↰ ೣ ᨋ✚研多ᨋ科学

H3-28 ፉ↰ ථ ᨋ✚研東ർ

P2-364 ፉ↰ ⋥ ጤᚻ⋵┙大✚ว政策

H1-09 ᎑↰ ᱜ 東大✚วᢥൻᐢၞ

P2-406 ፉ ፏᔒ ✚研環境研

P1-366 ᎑ᧄ ᜏ⌀ ᣂẟ大学

P2-088 ᷡ᳓ ⧷ᐘ 国┙環境研究所

P1-169 ᷡ᳓ ⍫ 東京大✚วᢥൻᐢၞ

W15
P2-204

ᷡ᳓  ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

P1-113 ᷡ᳓ஜ ᚭ大㒮⊒達

W16
P2-328

ਅ ඳਯ ർᶏ大学環境

PH-005 ਅ↰ ಜᄥ㇢ 東京ㇺ┙科学技術㜞ᩞ

H2-18 ਅ㊁✍ሶ 東㇌大ℂ

P1-399 ਅ⮮┨ 東㇌大㒮ℂ

講　演・
企画番号 　名　前 　　所　属 講　演・

企画番号 　名　前 　　所　属

115



P2-365 ୖᧄት 大農

P1-285 ᩙේᵗ 京ㇺ大学㔤㐳類研究所

T09-1 ᩙጊ ᱞᄦ 東㇌大学ℂ学ㇱ

P2-307 ᩙ↰ 㓉 㣮ఽፉ大学ᢎ⢒学ㇱ

F2-14 㤥ጤ ᪸⧎ Ꮊ大学　生ᘒ科学研究ቶ

P2-127 㤥ᳯ⟤⚓ሶ 㐳野⋵環境保全研究所

P2-014 㤥↰ኼ⨃ ᐶ⋵大⥄ὼ研

P2-403 㤥↰ ᘮሶ ᚭ大農

P1-274 㤥↰ᐢ ᚭ大⊒達科

P1-294 㤥↰᮸ 東農大㒮生物

T08-2 ᪀ᳯ ᦺᲧํ ᷼ḧⓨ᷼技術研究所

P1-191 ᪀ේ㉿ᄹ 東㇌大ℂ

T05-5 ෩✂ᨋ ᘮᙥ⟵Ⴖ大学

P2-468 Ḯቁౖ 京大農ᨋ生ᘒ

P2-187 ዊᳰિ 東京農工大

I2-20 ዊᳰᢥੱ ᮮᵿ国大

F1-09 ዊ ᄢ 国┙環境研究所

P2-412 ᐘ↰⦟ 大㒋環農᳓研

J2-13 ᴡౝ 㚅❱ ㄭ⇰大学農学ㇱ

P1-362 ↲㊁ ⠦⊓ 東京大学農学ㇱ

P1-074 ↲㊁ ℂ 京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター

G3-36
ጊ ᥓ⟤ /
KOHYAMA, Satomi ንጊ大学経ᷣ学ㇱ経༡ᴺ学科

P1-219 㜞⦟⌀ሶ ㄭ⇰大農

P2-326 ዊဈජᄐ ᄹᎹ⋵┙生のᤊඳ

P1-279 ↰ᥓᕺሶ ╳ᵄ大生環境

T04-4 ⢫ ਯᥨ ർ大環境

P1-150 ዊ㗇↰ୃᐔ ᩣᑼ会␠✛生研究所

P2-113 ዊ⼱ੑ㇢ ⍹Ꮉ⋵農ᨋ研

P2-477 ዊ₹ᗲሶ ⧴ዊ’Ꮢ⟤術ඳ物㙚

P2-287 ఽ₹⚓Ꮧᳯ ᳓↥✚ว研究ンター

T15-3 ዊ㐳⼱㆐㇢ 京大㒮ℂ

P2-305 ዊ ື㇢ ਛㇱ大学工学ㇱ通ᢎ⢒科

P1-035 ዊේ ਯ 大㒋ᢎ⢒大学大学㒮

P1-192 ዊᯅ ⥝ᰴ ㄭ⇰大㒮農環境▤ℂ

P1-124 ዊᨋ ৻᮸ ජ⪲科学大学㒮ෂᯏ▤ℂ

PH-009 ዊᨋ ⟤ ጊ⋵┙日㜞㜞╬学ᩞ

P1-173 ዊᨋ ാᄥ ᮮᵿ国┙大学環境情報学ᐭ

P2-180 ዊᨋ ᘮሶ ർ大㒮農

P2-160 ዊᨋ ⡡ 㔚ജਛᄩ研究所

T16-7 ዊᨋ⌀ ർ大 FSC

P2-286 ዊᐔ ⌀ᄦ ጊ᪸⋵ን士ጊ科学研究所

T05-1 ዊၳᵗ⟤ 東京ㇺᏒ大学

P1-361 ዊ↸੫ ᣂẟ大学㑐ፉ研究ቶ

T05-4 ዊ᧻⋥ 東京ㇺᏒ大学

P1-207 ዊ᧻⨊ᄹ ╳ᵄ大学

E3-41 ዊፄᶈ㓉 東京農工大学

P1-258 ዊஜੱ 京ㇺ大農

P2-384 ዊᩉ⍮ઍ 東京学⧓大環境ᢎ⢒

G2-24 ዊጊᓆᒾ Ꮊ大学᳓↥ታ㛎所

G3-31 ዊጊᣣ㚅 ᨋ✚研

P2-101 ዊጊ㉿ᄹ 京大㒮情報

P1-142 ฎ⼱ᐔ ᣂẟ大㒮⥄ὼ研

P1-283 ㄭ⮮ ፏ ฬฎደ大生農ᨋ保⼔

P2-007 ㄭ⮮ ඳผ ᮮᵿ国┙大学 環境情報

T11-1 ㄭ⮮ ୶↢ 㦖⼱大学ℂ工学ㇱ

P2-449 ㄭ⮮ ⟤↱♿ 国┙環境研究所

P2-438 ㄭ⮮ᤩ 㕒ጟᨋ研

P2-335 ㄭ⮮ ବ ᐢፉ大学　国際දജ研究科

P2-242 ⮮ᄐሶ 国┙環境研生物

P1-052 ㄭ⮮⩿ޘ⟤ ᮮᵿ国┙大生ᘒ

F3-33 ㊁ ᶈᄥ㇢ 農業生物

P2-078 ⚬㊁ᐽᄦ ή所ዻ

P1-396 ⚬㊁↱૫ ⨙ၔ大学ℂ工学研究科

PH-006 ㇹේ 㔐ᨑ ᷡᔃᅚሶ㜞╬学ᩞ

T12-6 ▎৻ 国┙環境研究所

P1-280 ᓟ⮮  東大　大ᶏ研

PH-001 ᓟ⮮ ㆯᄥ ᶏၔਛ学㜞╬学ᩞ

T15-1 ᓟ⮮ᓀሶ ↲ධ大学ℂ工学ㇱ生物学科

T04-2 ᓟ⮮ਭ 東ർ大学

P2-332 ᓟ⮮ሶ ਛㇱ大学

T13-2 㜞ᔒ 東京農工大学

P1-308
ᚽᧁ⌀ᄥᦶ /
Shin-Taro Saiki

京ㇺ大学生ᘒ学研究ン
ター

T08-1 ਃᨑ ାሶ 国┙環境研究所

E1-15 㥲⮮ 㓉ታ ฬ大ቝቮ環境研究所

P2-027 ᢪ⮮ ㆐ 農工大

P1-378 ᢧ⮮ ⌀⧣ ᴦ大学農学ㇱ

W10
P2-427

ᢪ⮮℉ ጘ㒂大ᵹၞ

P1-165 㥱⮮අ 東ർ大㒮生科学研究科

P2-407 㥲⮮ᥓਯ ᨋ✚研東ർ

P2-445 㥲⮮ 㓷ౖ 東ർ大学㒮農学

T18-1 ᢪ⮮ᐘ 農工大農

G1-12 ષߊઍ ╳ᵄ大学

P1-287 ㈬ ℂ 京ㇺ大学ℂ学ㇱ動物ⴕ動

P2-260 Ⴚ ఝ ਛᄩ大ℂ工学ㇱ

P2-264 ㈬㓁৻㇢ ℚ環研
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P1-225 ဈ ৻⅂ 東㇌大ℂ

P1-370 ㈬ℂᕺ ᚭ大学農学ㇱ

P1-436 ဈୖ శ ᣧⒷ↰大ᢎ⢒

P2-047 㒋ญ⠍ᄥ 京大㒮ੱ環

P1-356 ဈ↰㓷ਯ ᚭ大学

D2-09 ဈ↰ߕࠁ 京大生ᘒ研

P1-337 ဈᧄᄢ ᣂẟ大学農学ㇱ

P1-331 ဈᧄታ 㠽ข大学

W06
P2-315

ဈᧄ૫ሶ 国┙環境研究所

G2-17 ⾐㆐⍫ 東大㒮✚ᢥ⋵┙大၂᪉㜞

H3-25 ፒየဋ ᣂẟ大農

P2-015 ፸ర ᓼ 京ㇺ大学ࠖࡈー࠼࡞研

P1-372 ፒጊᥓ᮸ ർᶏ大学農学ㇱ

P2-472 ਭ㑆 ᄢテ 大㒋⥄ὼผඳ

PH-037 ᰞ ၮ᮸ ጘ㒂⋵┙ጘጊ㜞╬学ᩞ

P2-394 ᰞ ༀᢥ ᧅᏻᏒ┙大㒮ඳ士

G2-19 ᰞ 㤀⾐ ᐶ⋵┙大学

I1-09 ᰞ⠍ 㦖⼱大㒮ℂ工

T05-3 ᪉⦟ ┙㙚大学政策科学ㇱ

P1-159 ᰞỈ ቁ 東京大学大学㒮

J3-25 ޘᧁ 㗼 ✚研大వዉ研

P2-476 ╣ᧁ ⟵㓶 ᩉ学ਛ学㜞╬学ᩞ

P1-031 ޘᧁ 㛁 ጊᒻ大ℂ

P1-009 ޘᧁ㛁 東大㒮ℂ日光ᬀ物

P2-388 ޘᧁ  ᓼፉ大学

P1-174 ޘᧁᤐ૫ 東ർ大生

T17-1
┻ᥙሶ㧛
Akiko Satake Ꮊ大学ℂ学研究㒮

H2-17 ㉿ዬ િ Ꮊ大

P2-308 ⮮ ✍ ⟲㚍大　ᢎ⢒

P1-183
⮮ ⽕჻㧛
SATO, Goshi

⨙ၔ大学大学㒮ℂ工学研究
科

P2-336 ⮮ ㊀Ⓞ ᨋ✚研྾国

PH-039 ⮮ ⠍ᄥ ၯ₹⋵┙坂ᚭ㜞╬学ᩞ

H1-04 ⮮ ⌀ Ꮢ┙大↸ጊጪඳ物㙚

E2-34 ⮮ 㓶ᄢ ᣂẟ大㒮⥄ὼ科学

P1-014 ⮮ අ ᐢፉ大学

PH-040 ⮮ ⋥ ┙㙚ᘮ㜞╬学ᩞ

P1-223 ⮮ ᷪ ⨙ၔ大学大学㒮 ℂ工学研究科

E3-44 ⮮ మᤘ ἑᚭ内ᶏ᳓↥研究所

T18-4 ⮮ ⌀ⴕ ᚭ大学

D2-10 ⮮ ᒄ 京大生ᘒ研

P1-338 ⮮ ᖘ 京大野生動物

J2-21 ⮮৻ᙗ 㕒ጟ大学工学ㇱ

P2-463 ⮮ᒎ ਃ㊀大生物⾗Ḯ

G1-06 ⮮సᢥ 東大大ᶏ研

P1-095 ⮮૫ᄹሶ ጟ大㒮環境生

P1-049 ⮮ㇹ ർᶏ大学環境科学㒮

G3-26 ⮮ᷕ ጊ大学 生工学ㇱ

P1-300 ⮮ℰᄹ ㈼農学大㒮野生動物

S04-6 ⮮ⴕੱ 東ർ大 ToMMo

P2-255 ㊁⌀๋ 東京ㇺᏒ大学

P2-452 ㊁ ᥓੱ 農研ᯏ᭴野⩿⨥業研究所

W18 㞯ፉᒄశ IGES

P1-402 ᦝ科 ⟤Ꮤ ㈼農学大学㒮野生動物

P1-281 Ỉ Ⓞ㜞 ᐶ⋵┙大学環境ੱ㑆学ㇱ

P2-063 Ỉ⥶৻㇢ 東大㒮ℂ日光ᬀ物

P1-387 Ỉ↰ ᓀ㚅 ᚭ大ℂ学ㇱ

P2-321 Ỉ↰᥏ሶ 京ㇺ大学㔤㐳類研究所

P1-228 Ỉ↰⚔ᄥ ✚研大వዉ研

P2-132 Ỉ⇗ ᜏᄦ ㄭ⇰大学農学ㇱ環境▤ℂ学科

D2-11 Ⴎዥࠅ߅߆ 㦖⼱大学

P2-426 㣮㊁⑲৻ 東ർ大東ർࠕジࠕ

J2-22 㣮ጊ ᄢテ 㕒ጟ大学　✚ว科学技術研究科

T10-4 㕒㑆 ᷡ ᐢፉ大学　工学ㇱ

P1-368 ◉↰ ᖘᔃ 東京農工大学

P1-154 ◉ේᔘ ᚭ大ੱ㑆⊒達環境

P2-069 ◉ේ ᘮⷙ Ꮊ大学

P1-133 ◉ේ⋥⊓ 東京大学農学生科学

P1-056 ᩊ↰ࠅ߆ ർᶏ大学環境科学㒮

P1-419 ᔒ ᐢፉ大学✚ว科学ㇱ✚ว科学科

W24 ፉ⼱ஜ৻㇢ ⛔⸘ᢙℂ研究所

G3-33 ፉ↰ ೣ ᨋ✚研多ᨋ科学

H3-28 ፉ↰ ථ ᨋ✚研東ർ

P2-364 ፉ↰ ⋥ ጤᚻ⋵┙大✚ว政策

H1-09 ᎑↰ ᱜ 東大✚วᢥൻᐢၞ

P2-406 ፉ ፏᔒ ✚研環境研

P1-366 ᎑ᧄ ᜏ⌀ ᣂẟ大学

P2-088 ᷡ᳓ ⧷ᐘ 国┙環境研究所

P1-169 ᷡ᳓ ⍫ 東京大✚วᢥൻᐢၞ

W15
P2-204

ᷡ᳓  ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

P1-113 ᷡ᳓ஜ ᚭ大㒮⊒達

W16
P2-328

ਅ ඳਯ ർᶏ大学環境

PH-005 ਅ↰ ಜᄥ㇢ 東京ㇺ┙科学技術㜞ᩞ

H2-18 ਅ㊁✍ሶ 東㇌大ℂ

P1-399 ਅ⮮┨ 東㇌大㒮ℂ
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F3-40 ዊ〝 ᷕ ᐢፉ大学

T13-5 ᐣሶ ᐽ ർᶏ大学大学㒮農学研究㒮

P2-123 ⊕ፒ ੳ ᣂẟ⮎大⮎生物

P1-363 ⊕ᤩ৻ 東大㒮農

P1-348 ⊕ᥓሶ 東㇌大学保全生ᘒ学研究ቶ

PH-020 ᣂ⇐ ⨒ ᳰ↰学ᳰ↰㜞╬学ᩞ

P1-435 ᣂᶏ ᕡ ᣧⒷ↰大㒮వㅴℂ工

P1-367 ᣂ㌁ ੳༀ ᨋ生ᘒ♽▤ℂ学

P2-432  ⌀↱ሶ 日大生物

P1-199 ᓢኼ ᚭ大学

W26 D2-02 ᧃᰴ ஜม 大㒮ℂ

P2-334 㗇⾐ ਂ 㐳野⋵環境保全研

P1-033 㗇⽴ ಒ ᣂẟ大⥄ὼ科学

P2-339 㗇⽴᧙ሶ ᨋ✚研

F3-28 㗇⽴ᵗᶏ ർᶏ大学環境科学㒮

PH-010 ⩲ේ  ၯ₹⋵┙Ꮉᅚሶ㜞╬学ᩞ

P2-292 ᧖ᶆ ⑲᮸ 京ㇺ大学野生動物研究ンター

W08
P2-066

᧖ᶆᄢテ 東大㒮ℂ

P2-135 ᧖ጊ ⾫ሶ 京大 ℂ学ㇱ

E1-10 ᧖ጊ ᧙ᄹ UCLA/ ᨋ✚研

G2-15 ᵮፒ 㓶 京大㒮ℂ

P2-003 ㋈ᧁ ⧷ᴦ 㣮ఽፉ大学ℂ工学研究科

P2-304 ㋈ᧁ  ᳓研　国際᳓研

G2-20 ㋈ᧁ ⠍ 東㇌大㒮ℂ

G1-05 ㋈ᧁ ବ⾆ ✚研大వዉ科学

T09-2 ㋈ᧁ ’ 東大ᣂ㗔ၞ

P1-208 ㋈ᧁ ⌀ 大㒋ᐭ大㒮生環動

J1-09 ㋈ᧁ ੫ ╳ᵄ大⩲ᐔ

P1-425 ㋈ᧁ⧷㉿ ᣧⒷ↰大学ᢎ⢒

T23-3 ㋈ᧁஜᄢ 国┙環境研究所

P2-168 ㋈ᧁᥓਯ 東大農⒎ῳṶ

P1-024 ㋈ᧁ❱ ฬ大㒮生農

U10 T14-4 ㋈ᧁḰ৻㇢ 㚂ㇺ大ℂ工生

P2-342 ㋈ᧁ▵ሶ ᨋ✚ว研究所

E2-38 ㋈ᧁ♿ਯ ┙ᱜ大

P1-144 ㋈ᧁ㓁⧎ 学⧓大㒮環境科学

P1-398 ㋈ᧁᐢ⟤ 東㇌大ℂ

W05
P2-166

㋈ᧁ߹߶ࠈ ጤᚻ⋵┙ඳ物㙚

P1-418 ㋈ᧁ⌀ሶ ᣧⒷ↰大㒮వㅴℂ工

P1-116 ㋈ᧁ⟤ቄ ╳ᵄ大生環境

P2-103 ㋈ᧁ ᒄ ᄹᎹ大学ℂ学ㇱ

P2-350 㗇ፉలᤘ 東大✚วᢥൻ

T22-2 㗇⮮ ሶ （ᩣ）ࠗーࠣッࠬࠖࡈࠝ࠻

J3-34 㗇⮮ᱜᓃ 農業環境技術研究所

P1-234 ⷺᜏੱ ጟ大㒮環境生

P1-429 ა㊁ୖ િᒾ ᣧⒷ↰大㒮వㅴℂ工

T17-4 㒻ጊ ૫ਭ 東ർ大農

P2-010 ᷡ㊁ ㆐ਯ ╳ᵄ大学生環境

P2-073 㑐  FFPRI, Hokkaido

P2-105 㑐Ꮉᷡᐢ ₹Ꮉ大 㨯農 㨯生物環境

P2-368 㑐Ꮉ ᢥବ ን士Ᏹ⪲大環㒐研

W22 㑐ญિ৻ ᶏၔਛ学㜞╬学ᩞ

G1-04 㑐Ỉ㤗દᴕ ✚研大

PH-027 ජฎ ᥍⩿ ᐶ⋵┙ടฎᎹ東㜞╬学ᩞ

P1-309 వፒℂਯ ർ大農㒮

PH-028 ⤝ ⧯⩿ 東京ㇺ┙国ಽኹ㜞╬学ᩞ

P1-030 ᦥᚒ ᳯ㉿ 京大生ᘒ研

P2-235 ᦥᚒㇱ ◊ ᒄ೨大農学生

P1-261 ᦥᚒㇱ↢ 京大㒮農

T18-3 ᦥᚒผ 東大工

H2-24 චᴡാ᮸ 㦖⼱大 㨯㒮 㨯ℂ工

P1-026 ↰ 㓳ੱ 京ㇺ大学　農　ᨋ生ᘒ

P1-099 ᨴ⼱ ᳤❱ ╳ᵄ大学

P1-417 ቊ㤀ᆻ 京大農ᨋ生ᘒ学

J3-32 ᐔ  大㒋ᐭ┙大学

P1-215 ᐔ ᜏ 東ർ大学大学㒮

S02-5 㜞Ꮉ৻ 日ᧄ⥄ὼ保⼔ද会

P2-422 㜞ᧁ ବ ᐶ⋵┙ੱと⥄ὼのඳ物㙚

P1-413 㜞ᧁ ാテ ᮮᵿ国┙大学ℂ工

P1-246 㜞ᧁ㚅㉿ 東大農

P1-364 㜟ᧁବ↭ ർ大環境

P1-023 㜟ᧁ⼾ᄢ 東京大学農学ㇱ

P2-120 㜞ୖ⠹৻ ṑ⾐⋵大環境

W13 I3-25 㜞科⋥ ℄大ᾲ生研

P1-214 㜞᎑ ߆߿ 㦖⼱大学ℂ工学研究科

E2-23 㜞ፉ Ⅎદ 京大農⯻生ᘒ

T24-2 㜞Ꮍ ਯ 東京大学大᳇ᶏᵗ研究所

E2-26 㜟㗇⾐ਃ ᚭ大学大学㒮農学研究科

T10-1 㜞↰ ࡕࡕ ᐢፉ大 ✚科

P2-140 㜞↰ቱᱞ ᳓研日ᧄᶏ᳓研

P2-098 㜞᪸ ⡡ ᨋ✚研

T06-1 㜞㊁㧔┻ਛ㧕ብᐔ 東ർ大生科学研究科

W20
P2-319

㜞ᯅ ᤩ 国┙ᭂ研究所

T02-3 㜞ᯅ ᢥ 㚂ㇺ大ℂ工生

W28 㜞ᯅᷡቁ NPO ᴺੱシࠧ࠷ࡕࠗ࠽ㇹの会
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P1-195 㜞ᯅℭਫ 㜞知大㒮ℂ

P1-226 㜞ᯅ⪇ᳯ ᚭ大学ℂ学研究科

P2-189 㜞ᯅ৻⑺ 㐳野大環境࠷ーリ࠭ム

W33 㜞ᯅ৻↵ ጟ大環境生

P1-021 㜞ᯅᴕ㚅 ᣂẟ大学農学ㇱ

P2-314 㜞ᯅᄢテ 㐳野大環境࠷ーリ࠭ム

P1-157 㜞ᯅㄻᒾ 東ർ大学ℂ学ㇱ

P1-256 㜞ᯅዏ ṑ⾐⋵┙大学

H3-35 㜞⇗ජ ାᎺ大学ጊጪ科学研究所

H3-36 㜞ේ శ 京ㇺᐭ大生環境

T20-2 㜞ේノᒾ ፉᩮ大生物⾗Ḯ

T15-2 㜞ᵏ⥝ ᚭ大ੱ㑆⊒達環境

P2-223 㜞ஜੑ 国┙環境研究所

P1-202 㜞ઽᄹ 東大ᣂ㗔ၞ

P2-035 㜞ᩉດਫ 東ർ大学生科学研究科

T10-2 ↰ ᕺሶ ✢ක学✚ว研究所

E3-53 ↰Ꮉ৻Ꮧ 大㒮生ᘒ研

T12-3 Ṛ ਭᥓ ᨋ✚研

P2-216 Ṛࡩᐔ ᥓඳ ጟጊ大環境生

P1-122 ἏᎹ ṑ⾐⋵┙大学

E3-55 Ἇᧄጪ 東大農

P1-123 ᱞ ⌀ሶ 京ㇺ大㔤㐳研

P1-292 ┻ౝᥓാ ⨙ၔ大学

P2-362 ┻ౝࠃ߿ 国┙環境研究所

P2-218 ┻ౝാ৻ ንጊ大学ක学ㇱ⸃೬学

T15-4 ┻၂ Პ 㐳ፒ大㒮᳓環

P1-347 ┻Ꮉ ᓼፉ大㒮　వ┵技術

P1-082 ┻ፉ ✍ਫ ╳ᵄ大学大学㒮生環境

G2-13 ᱞ↰ ᶈᐔ ✚研大వዉ研

P2-220 ┻ਛᄦ 国┙環境研究所

P1-164 ┻ਛዂ ାᎺ大学㒮ℂ工学♽研究科

P2-028 ┻ේ ⑲ ጤᚻ大ੱᢥ␠会環境

P1-108 ┻ේ Ꮑ 京ㇺ大学ᨋ生ᘒ学研究ቶ

P1-301 ᱞ ㆐ 㦖⼱大学大学㒮

W11
P2-471

ᄙ↰ḩ 国┙環境研究所

P1-148 ᄥಷᎹ⠢ ᣂẟ大学㒮⥄ὼ科学研究科

T14-1 ┙ᧁ ᒎ 大ℂ

W33 ┙↰ ᥍⸥ ℄大学農学ㇱ

E1-09 ㄖᏈ৻ ᮮᵿ国大

P1-433 ┙ጤᴕ⍮ሶ 京ㇺ大学大学㒮農学研究科

P1-335 ⥪㊁ᄥ৻ 東㇌大学大学㒮ℂ学研究科

P1-317 ┙⣁ 㓉ᢥ ᮮ国大環境情報

F3-44 ↰ਛᐘ৻ 農業環境技術研究所

P2-141 ↰ਛ ఝⓄ ජ⪲大学大学㒮ℂ学研究科

J2-17 ↰ਛཅᚑ 国┙環境研環境リࠬࠢ

P2-240 ↰ਛፏⴕ ାᎺ大学

P1-062 ↰ਛ⟤Ẵᨑ 京ㇺ大学農学研究科

P2-209 ↰ㄝ ജ ᾢᧄ大ᢎ⢒

W31
P2-224

↰ㄝ᥏ผ ᳓研ਛᄩ᳓研

P2-430 ↰ㆻఝ⾆ሶ ᭂ研

P2-090 ⼱  ᢎ⢒大ℂ科

G2-22 ⼱ญᔒ 東京大学農学ㇱ

F1-06 ⒳ሶ↰ᤐᒾ 東京大学ℂ生物科学

P1-060 ↰⇌ᣧ♿ ਃ㊀大㒮生⾗

P2-041 ₹ᧁ ৻㇢ ጘ㒂⋵ᢥࠕ

P1-139 ₹⟎⧓ 京ㇺ大学農学研究科

P2-155 ₹↰ సᏈ ✚研

H1-05 ₹ᚻ ᥓผ 東ർ大㒮生

H2-16 ↰ ❥ 東大㒮農学生

P1-310 ↰ᄢ 京大㒮ℂ生物

P2-443 㒚 ৻㇢ ✚ว環境学研究所

P2-367 ↰ᐽᄥ ᐶ⋵大㒮ၞ⾗Ḯ

P1-326 ਤ㊁ ᄕノ 㕒ጟ大農、ጘ㒂大㒮ㅪ農

P1-318 ⍮⼂ᨐ㖸 ᚭ大農

PH-029 ජ⪲ ᳜ ችၔ⋵บ╙ਃ㜞╬学ᩞ

PH-033 ජ⪲ ਭ 東京ㇺ┙国ಽኹ㜞╬学ᩞ

P1-078 㒸 ⏡ ർᶏ大学ૐ᷷研

P1-305 Ⴆᧄ ᐽᄥ 環境⋭東ർᣇ環境ോ所

P1-015 ▽ቁౖ 㜞知大㒮ℂ

U11 E2-21
ㄞ Ꮧ 
(Kazuki TSUJI) ℄大学

T20-6 ㄞ ಁ 㦖⼱㒮ℂ工

P2-079 ㄞᖘᏗ 京ㇺ大学農学研究科

P2-119 ㄞࠆ߅߆ 京大生ᘒ研究ンター

P2-370 ㄞ㊁੫ ᄹ⦟ᢎ大⥄ὼ

P1-114 ㄞᧄ ⠍ᐔ ንጊ大学

P1-107 ㄞᧄ స ർᶏ大学大学㒮農学㒮

P2-043 ㄞᧄౖ㘌 京大生ᘒ研

D2-04 ㄞᄢ 京ㇺ大学㔤㐳類研究所

J1-10 ᵤ↰ ᥓ ጘ㒂大　ᵹၞンター

P1-118 ᵤ↰ ఝ৻ 京大㒮農

P1-131 ↰ᵗሶ ጊᒻ大学大学㒮ℂ工学研究科

P1-180 ╴ ఝ 東京大学　

P2-086 ㇺ▽ߺߟߥ ජ⪲大学大学㒮ℂ学研究科

P1-238 ᵤ㊁ ߎࠅ߈ ᣂẟ大学

P2-191 ⷺ↰ᥓ⹖ ᮮ国大㒮環境情報

講　演・
企画番号 　名　前 　　所　属 講　演・

企画番号 　名　前 　　所　属
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F3-40 ዊ〝 ᷕ ᐢፉ大学

T13-5 ᐣሶ ᐽ ർᶏ大学大学㒮農学研究㒮

P2-123 ⊕ፒ ੳ ᣂẟ⮎大⮎生物

P1-363 ⊕ᤩ৻ 東大㒮農

P1-348 ⊕ᥓሶ 東㇌大学保全生ᘒ学研究ቶ

PH-020 ᣂ⇐ ⨒ ᳰ↰学ᳰ↰㜞╬学ᩞ

P1-435 ᣂᶏ ᕡ ᣧⒷ↰大㒮వㅴℂ工

P1-367 ᣂ㌁ ੳༀ ᨋ生ᘒ♽▤ℂ学

P2-432  ⌀↱ሶ 日大生物

P1-199 ᓢኼ ᚭ大学

W26 D2-02 ᧃᰴ ஜม 大㒮ℂ

P2-334 㗇⾐ ਂ 㐳野⋵環境保全研

P1-033 㗇⽴ ಒ ᣂẟ大⥄ὼ科学

P2-339 㗇⽴᧙ሶ ᨋ✚研

F3-28 㗇⽴ᵗᶏ ർᶏ大学環境科学㒮

PH-010 ⩲ේ  ၯ₹⋵┙Ꮉᅚሶ㜞╬学ᩞ

P2-292 ᧖ᶆ ⑲᮸ 京ㇺ大学野生動物研究ンター

W08
P2-066

᧖ᶆᄢテ 東大㒮ℂ

P2-135 ᧖ጊ ⾫ሶ 京大 ℂ学ㇱ

E1-10 ᧖ጊ ᧙ᄹ UCLA/ ᨋ✚研

G2-15 ᵮፒ 㓶 京大㒮ℂ

P2-003 ㋈ᧁ ⧷ᴦ 㣮ఽፉ大学ℂ工学研究科

P2-304 ㋈ᧁ  ᳓研　国際᳓研

G2-20 ㋈ᧁ ⠍ 東㇌大㒮ℂ

G1-05 ㋈ᧁ ବ⾆ ✚研大వዉ科学

T09-2 ㋈ᧁ ’ 東大ᣂ㗔ၞ

P1-208 ㋈ᧁ ⌀ 大㒋ᐭ大㒮生環動

J1-09 ㋈ᧁ ੫ ╳ᵄ大⩲ᐔ

P1-425 ㋈ᧁ⧷㉿ ᣧⒷ↰大学ᢎ⢒

T23-3 ㋈ᧁஜᄢ 国┙環境研究所

P2-168 ㋈ᧁᥓਯ 東大農⒎ῳṶ

P1-024 ㋈ᧁ❱ ฬ大㒮生農

U10 T14-4 ㋈ᧁḰ৻㇢ 㚂ㇺ大ℂ工生

P2-342 ㋈ᧁ▵ሶ ᨋ✚ว研究所

E2-38 ㋈ᧁ♿ਯ ┙ᱜ大

P1-144 ㋈ᧁ㓁⧎ 学⧓大㒮環境科学

P1-398 ㋈ᧁᐢ⟤ 東㇌大ℂ

W05
P2-166

㋈ᧁ߹߶ࠈ ጤᚻ⋵┙ඳ物㙚

P1-418 ㋈ᧁ⌀ሶ ᣧⒷ↰大㒮వㅴℂ工

P1-116 ㋈ᧁ⟤ቄ ╳ᵄ大生環境

P2-103 ㋈ᧁ ᒄ ᄹᎹ大学ℂ学ㇱ

P2-350 㗇ፉలᤘ 東大✚วᢥൻ

T22-2 㗇⮮ ሶ （ᩣ）ࠗーࠣッࠬࠖࡈࠝ࠻

J3-34 㗇⮮ᱜᓃ 農業環境技術研究所

P1-234 ⷺᜏੱ ጟ大㒮環境生

P1-429 ა㊁ୖ િᒾ ᣧⒷ↰大㒮వㅴℂ工

T17-4 㒻ጊ ૫ਭ 東ർ大農

P2-010 ᷡ㊁ ㆐ਯ ╳ᵄ大学生環境

P2-073 㑐  FFPRI, Hokkaido

P2-105 㑐Ꮉᷡᐢ ₹Ꮉ大 㨯農 㨯生物環境

P2-368 㑐Ꮉ ᢥବ ን士Ᏹ⪲大環㒐研

W22 㑐ญિ৻ ᶏၔਛ学㜞╬学ᩞ

G1-04 㑐Ỉ㤗દᴕ ✚研大

PH-027 ජฎ ᥍⩿ ᐶ⋵┙ടฎᎹ東㜞╬学ᩞ

P1-309 వፒℂਯ ർ大農㒮

PH-028 ⤝ ⧯⩿ 東京ㇺ┙国ಽኹ㜞╬学ᩞ

P1-030 ᦥᚒ ᳯ㉿ 京大生ᘒ研

P2-235 ᦥᚒㇱ ◊ ᒄ೨大農学生

P1-261 ᦥᚒㇱ↢ 京大㒮農

T18-3 ᦥᚒผ 東大工

H2-24 චᴡാ᮸ 㦖⼱大 㨯㒮 㨯ℂ工

P1-026 ↰ 㓳ੱ 京ㇺ大学　農　ᨋ生ᘒ

P1-099 ᨴ⼱ ᳤❱ ╳ᵄ大学

P1-417 ቊ㤀ᆻ 京大農ᨋ生ᘒ学

J3-32 ᐔ  大㒋ᐭ┙大学

P1-215 ᐔ ᜏ 東ർ大学大学㒮

S02-5 㜞Ꮉ৻ 日ᧄ⥄ὼ保⼔ද会

P2-422 㜞ᧁ ବ ᐶ⋵┙ੱと⥄ὼのඳ物㙚

P1-413 㜞ᧁ ാテ ᮮᵿ国┙大学ℂ工

P1-246 㜞ᧁ㚅㉿ 東大農

P1-364 㜟ᧁବ↭ ർ大環境

P1-023 㜟ᧁ⼾ᄢ 東京大学農学ㇱ

P2-120 㜞ୖ⠹৻ ṑ⾐⋵大環境

W13 I3-25 㜞科⋥ ℄大ᾲ生研

P1-214 㜞᎑ ߆߿ 㦖⼱大学ℂ工学研究科

E2-23 㜞ፉ Ⅎદ 京大農⯻生ᘒ

T24-2 㜞Ꮍ ਯ 東京大学大᳇ᶏᵗ研究所

E2-26 㜟㗇⾐ਃ ᚭ大学大学㒮農学研究科

T10-1 㜞↰ ࡕࡕ ᐢፉ大 ✚科

P2-140 㜞↰ቱᱞ ᳓研日ᧄᶏ᳓研

P2-098 㜞᪸ ⡡ ᨋ✚研

T06-1 㜞㊁㧔┻ਛ㧕ብᐔ 東ർ大生科学研究科

W20
P2-319

㜞ᯅ ᤩ 国┙ᭂ研究所

T02-3 㜞ᯅ ᢥ 㚂ㇺ大ℂ工生

W28 㜞ᯅᷡቁ NPO ᴺੱシࠧ࠷ࡕࠗ࠽ㇹの会
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P1-195 㜞ᯅℭਫ 㜞知大㒮ℂ

P1-226 㜞ᯅ⪇ᳯ ᚭ大学ℂ学研究科

P2-189 㜞ᯅ৻⑺ 㐳野大環境࠷ーリ࠭ム

W33 㜞ᯅ৻↵ ጟ大環境生

P1-021 㜞ᯅᴕ㚅 ᣂẟ大学農学ㇱ

P2-314 㜞ᯅᄢテ 㐳野大環境࠷ーリ࠭ム

P1-157 㜞ᯅㄻᒾ 東ർ大学ℂ学ㇱ

P1-256 㜞ᯅዏ ṑ⾐⋵┙大学

H3-35 㜞⇗ජ ାᎺ大学ጊጪ科学研究所

H3-36 㜞ේ శ 京ㇺᐭ大生環境

T20-2 㜞ේノᒾ ፉᩮ大生物⾗Ḯ

T15-2 㜞ᵏ⥝ ᚭ大ੱ㑆⊒達環境

P2-223 㜞ஜੑ 国┙環境研究所

P1-202 㜞ઽᄹ 東大ᣂ㗔ၞ

P2-035 㜞ᩉດਫ 東ർ大学生科学研究科

T10-2 ↰ ᕺሶ ✢ක学✚ว研究所

E3-53 ↰Ꮉ৻Ꮧ 大㒮生ᘒ研

T12-3 Ṛ ਭᥓ ᨋ✚研

P2-216 Ṛࡩᐔ ᥓඳ ጟጊ大環境生

P1-122 ἏᎹ ṑ⾐⋵┙大学

E3-55 Ἇᧄጪ 東大農

P1-123 ᱞ ⌀ሶ 京ㇺ大㔤㐳研

P1-292 ┻ౝᥓാ ⨙ၔ大学

P2-362 ┻ౝࠃ߿ 国┙環境研究所

P2-218 ┻ౝാ৻ ንጊ大学ක学ㇱ⸃೬学

T15-4 ┻၂ Პ 㐳ፒ大㒮᳓環

P1-347 ┻Ꮉ ᓼፉ大㒮　వ┵技術

P1-082 ┻ፉ ✍ਫ ╳ᵄ大学大学㒮生環境

G2-13 ᱞ↰ ᶈᐔ ✚研大వዉ研

P2-220 ┻ਛᄦ 国┙環境研究所

P1-164 ┻ਛዂ ାᎺ大学㒮ℂ工学♽研究科

P2-028 ┻ේ ⑲ ጤᚻ大ੱᢥ␠会環境

P1-108 ┻ේ Ꮑ 京ㇺ大学ᨋ生ᘒ学研究ቶ

P1-301 ᱞ ㆐ 㦖⼱大学大学㒮

W11
P2-471

ᄙ↰ḩ 国┙環境研究所

P1-148 ᄥಷᎹ⠢ ᣂẟ大学㒮⥄ὼ科学研究科

T14-1 ┙ᧁ ᒎ 大ℂ

W33 ┙↰ ᥍⸥ ℄大学農学ㇱ

E1-09 ㄖᏈ৻ ᮮᵿ国大

P1-433 ┙ጤᴕ⍮ሶ 京ㇺ大学大学㒮農学研究科

P1-335 ⥪㊁ᄥ৻ 東㇌大学大学㒮ℂ学研究科

P1-317 ┙⣁ 㓉ᢥ ᮮ国大環境情報

F3-44 ↰ਛᐘ৻ 農業環境技術研究所

P2-141 ↰ਛ ఝⓄ ජ⪲大学大学㒮ℂ学研究科

J2-17 ↰ਛཅᚑ 国┙環境研環境リࠬࠢ

P2-240 ↰ਛፏⴕ ାᎺ大学

P1-062 ↰ਛ⟤Ẵᨑ 京ㇺ大学農学研究科

P2-209 ↰ㄝ ജ ᾢᧄ大ᢎ⢒

W31
P2-224

↰ㄝ᥏ผ ᳓研ਛᄩ᳓研

P2-430 ↰ㆻఝ⾆ሶ ᭂ研

P2-090 ⼱  ᢎ⢒大ℂ科

G2-22 ⼱ญᔒ 東京大学農学ㇱ

F1-06 ⒳ሶ↰ᤐᒾ 東京大学ℂ生物科学

P1-060 ↰⇌ᣧ♿ ਃ㊀大㒮生⾗

P2-041 ₹ᧁ ৻㇢ ጘ㒂⋵ᢥࠕ

P1-139 ₹⟎⧓ 京ㇺ大学農学研究科

P2-155 ₹↰ సᏈ ✚研

H1-05 ₹ᚻ ᥓผ 東ർ大㒮生

H2-16 ↰ ❥ 東大㒮農学生

P1-310 ↰ᄢ 京大㒮ℂ生物

P2-443 㒚 ৻㇢ ✚ว環境学研究所

P2-367 ↰ᐽᄥ ᐶ⋵大㒮ၞ⾗Ḯ

P1-326 ਤ㊁ ᄕノ 㕒ጟ大農、ጘ㒂大㒮ㅪ農

P1-318 ⍮⼂ᨐ㖸 ᚭ大農

PH-029 ජ⪲ ᳜ ችၔ⋵บ╙ਃ㜞╬学ᩞ

PH-033 ජ⪲ ਭ 東京ㇺ┙国ಽኹ㜞╬学ᩞ

P1-078 㒸 ⏡ ർᶏ大学ૐ᷷研

P1-305 Ⴆᧄ ᐽᄥ 環境⋭東ർᣇ環境ോ所

P1-015 ▽ቁౖ 㜞知大㒮ℂ

U11 E2-21
ㄞ Ꮧ 
(Kazuki TSUJI) ℄大学

T20-6 ㄞ ಁ 㦖⼱㒮ℂ工

P2-079 ㄞᖘᏗ 京ㇺ大学農学研究科

P2-119 ㄞࠆ߅߆ 京大生ᘒ研究ンター

P2-370 ㄞ㊁੫ ᄹ⦟ᢎ大⥄ὼ

P1-114 ㄞᧄ ⠍ᐔ ንጊ大学

P1-107 ㄞᧄ స ർᶏ大学大学㒮農学㒮

P2-043 ㄞᧄౖ㘌 京大生ᘒ研

D2-04 ㄞᄢ 京ㇺ大学㔤㐳類研究所

J1-10 ᵤ↰ ᥓ ጘ㒂大　ᵹၞンター

P1-118 ᵤ↰ ఝ৻ 京大㒮農

P1-131 ↰ᵗሶ ጊᒻ大学大学㒮ℂ工学研究科

P1-180 ╴ ఝ 東京大学　

P2-086 ㇺ▽ߺߟߥ ජ⪲大学大学㒮ℂ学研究科

P1-238 ᵤ㊁ ߎࠅ߈ ᣂẟ大学

P2-191 ⷺ↰ᥓ⹖ ᮮ国大㒮環境情報
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P2-414 ⷺ↰ᔒ ၯ₹環境科学国際ンター

W34 J3-33 ㇺ㊁ዷሶ ㊄ᴛ大ℂ工

P2-055 ᄃౝ Ꮑ㚍 ㊄ᴛ大学大学㒮

P2-174 㔺ፒ ผᦶ ർ大㒮環境

P2-274 㢬 㚅❱ ℄大ᚢ⇛的研究

P2-288 㢬↰ ື 大㒋↥大ੱ㑆環境

P2-330 ᚻႦߺࠁ 㦖⼱大農

P1-388 ․ദᕲ 大㒋Ꮢ大㒮ℂ

P2-243 ኹ↰ ৻⟤ 東ᶏ大学工学ㇱ

H2-22 ኹ↰ ⠨♿ ᴒ✽⋵ⴡ生環境研究所

P2-025 ኹ↰ ᕺሶ 環境⋭㧛京大ℂ学

P1-217 ኹ ℉⍫ ർᶏ大学環境科学㒮

P1-306 ኹᧄ ᖘሶ ╳ᵄ大学大学㒮生環境科学

P1-290 ኹጊ૫ᄹ 㜞知大学

P2-348 ᾖ ṑ᥍ NPO ᴺੱ PEG

F3-32 ᾖᘢ ർᶏ大学

T07-4 ᧲᮸ብ 京大ੱ環

G3-35 ㆙ጊᒄᴺ 大ℂ生物

P1-109 ౷ᮯ ⛋ᄐ ⨙ၔ大学ℂ工学研究科

W03 ንᮯㄖ ජ⪲大ᶏᵗࠝࠗࡃ

J2-18 ᤨ↰ᕺ৻㇢ ฬ大㒮情報

P1-045 ᤨ↰⚔ᄥᦶ 東ർ大学ℂ学ㇱ

P1-270 ᓼጊ ᄹᏔሶ 京ㇺ大学㔤㐳類研究所

P2-062 ᚭ↰ ᳞ ᐢፉ大学㒮生物科学

P1-252 ᚭႦ㇌ᵗ 東大㒮農

P1-379 ᄖፒ ᧙↱ሶ ╳ᵄ大学大学㒮

P1-206 ᚭ⑂ ᒾ ╳ᵄ大学ਅ↰⥃ᶏታ㛎ンター

P2-371 ን↰  ᴺ政大ᢥ学ㇱ

P1-319 ౷↰  ᚭ大学

P2-052 ን↰ ၮผ 㔚ਛ研

P2-157 ን↰ℰ᮸ 東京情報大学

P2-077 ౷᧻ ర 国┙環境研究所　生物

T14-3 ን᧻  ጊᒻ大ℂ

P2-460 Ᏹḩ ᚭ大学大学㒮農学研究科

P1-345 ⼾ 㦖⼱大学　大学㒮

P2-109 㠽ਣ ⁴ ਃ㊀大㒮生⾗

S04-1
S04-4

ዬ⑲ᐘ ᐶ⋵大㒮シࡘࡒーシ࡚ン

P2-411 శᥓሶ ᘮᙥ⟵Ⴖ大学

D2-06 ⋥ᳯ ม ᨋ✚ว研究所

P1-275 ⋥Ⴆ ⠍๋ Ꮊ大学大学㒮

PH-019 ਛ శດ ጊ⋵┙日㜞㜞╬学ᩞ

H2-20 ਛ స᮸ ℚℛḓඳ物㙚

T06 ਛየൎᵗ ᨋ✚ว研究所㑐ᡰ所

P2-256 ਛᎹ శ Hiroshima University

P1-061 ਛᎹብ⸥ ᮮᵿ国┙大㒮環境情報

E1-03 ਛᎹḝᄥ ᐶ⋵┙大学

P2-165 ਛᎹᒎ ਃ㊀大学生物⾗Ḯ学ㇱ

P2-249 ਛᴡཅ 国┙環境研究所

P1-057 ਛᎹ૫⌀ ർᶏᢎ⢒大学ᣩᎹᩞ

P2-145 ਛ᩿ᢧਯ ᐶ⋵┙大環境ੱ㑆

H3-32 ਛ ା ᐢ大㒮国際දജ

E3-50 ખỈผ 国┙ᚑഞ大学生科学

P1-296 ખỈિሶ 京ㇺ大野生研

U06 ਛ㕒 ㅘ 東ർ大学

P2-259 ਛፉ 日ᧄ大学生物⾗Ḯ科学ㇱ

P1-205 ਛፉ ৻⽕ 東京大学

P1-075 ਛፉብᤘ 東京農大㒮農

PH-025 ਛᱞ ᵏᚑ ᮮᵿࠛࠗࠨンࠬ㜞ᩞ

U05 G2-14 ਛ↰ 京ㇺᅚሶ大学

P1-350 ਛ↰ഞᄢ 㐳野大環境࠷ーリ࠭ム

P1-151 ਛ⥑ ੫ 京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター

E1-12 ਛ ᤩ 京大㒮農

J1-08 ਛ ᱜ ᗲ知⋵環境ክ⼏会

P2-214 ਛ Ꮧ ℄大学ℂ学ㇱ

P2-156 ਛ㊁ ༀ ᳓↥✚ว研究

P1-386 ਛ㊁ శ⼏ ṑ⾐⋵大㒮環境

U09 ਛ㊁િ৻ 京大生ᘒ研

E1-13 ਛේ ੧ 大シࠬ࠹ム生生ᘒ

P2-091 ਛ 㓉ବ 東農大

I2-19 ਛ⺈ብ ർ大ർᣇ生物

W27 ਛ ᐘੱ 東京農業大学

T12-1 ਛ ⚐ ₹Ꮉ大࠴ࡃ࠷ࡒ科学研

P1-117 ਛ㚅 ንጊ大学大学㒮

P2-357 ਛጊ ᄢᔒ ㈼農学大学

W21 ਛጊ 㓉ᴦ 環境⋭生物多様性ンター

T23-1 ਛጊᣂ৻ᦶ ਛᄩ᳓研

W10 ᳗ ା ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

PH-026 㐳 ቁᒾ ᶏၔਛ学㜞╬学ᩞ

P1-316 㐳 ᜏ㚍 ᚭ大㒮 ੱ㑆⊒達環境

P1-087 㐳የ ᓀട ጘ㒂大ᔕ用生物

P2-021 㐳ୖℂ ㈼農学大学

T13 㐳ဈ  ✚研　ᨋ業⹜㛎場

P1-072 㐳ἑ ᵏઍ Ꮺᐢ⇓↥大学

I1-11 㐳ᄥ િ┨ 科ඳᮡᧄ⾗ᢱ

W09 G1-07 ᳗↰ዏᔒ ᣂẟ大学CTER

P2-210 ᳗㊁ ⌀ℂሶ 東大✚วᢥൻ
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W36
P1-295

㐳㊁⑲⟤ 京大農

P2-179 ᳗᧻ ᄢ 㠽ข大ၞ環境

P2-284 ᳗శノ⟵ ᨋ✚ว研究所

I2-16 ᳗ጊṑ 国研）ᧁ研究所

P2-272 ᄐේ↱ඳ ฬฎደ大学

P1-043 ฬขผᤩ ᒄ೨大㒮農生

P2-114 ฬᵄ ື 大㒋Ꮢ┙大学ℂ学研究科

P2-029 ਗᎹኡม ർᶏᢎ⢒大学ᧅᏻᩞ生物

P1-019 ᚑ↰ࠁ 京ㇺ大学農学研究科

P1-351 ධㇱᄢᦶ ᴦ大農 M1

P1-267 ᣂᵤ દ❱ ጘ㒂大㒮ᔕ用生物

P2-026 ᣂጊ 㚌 ᨋ✚ว研究所

P2-046 የ ቁ૫ ቝㇺች大㔀⨲と㉿ጊ

E1-14 የ ᴦᐞ 京大　生ᘒ研

P1-006 Ỉ ᄥ ᮮᵿ国大環境情報

W17
P2-341

᎑⠍ᄢ ᮮᵿ国大環境情報

P2-093 ↰  京工❫大㒮

S03-2 ↰ ⾆ ਃ⪉ UFJR 㧒 C

T08-3 ੳ科৻ 国環研

P2-122 ㊁⾆ሶ 大㒋ᐭ大㒮ℂ

W28 ේ ๋ ਛᄩ大学ੱ㑆✚วℂ工学科

W37 ᑝ ᷕ 東㇌大ℂ

P2-030 ⾆⊥ ╳ᵄ大生環境

P2-170  ዏਯ ⟲㚍大学␠会情報学ㇱ

U05 ⣁  ችፒ大学農学ㇱ

P2-183 ᣣਅ⍹⏉ ᚭ大学㒮ੱ㑆⊒達環境

P2-265 ਤ⠀ ᘏ ⥄ὼ研

P2-005 ᴧ↰ ⌀ 㚂ㇺ大ㇺᏒ環境

I3-31 ਫ⟤ᄢ ർ大環境科学㒮

P2-349 ㊁ ㆐ ⊕ጊ⥄ὼ保⼔ンター

P1-313 ㊁ญ⠍ 東農大㒮農

P2-173 ㊁ญ㤗Ⓞሶ ᨋ✚研東ർ

E2-37 ㊁ፒ ᚑ 京大㒮農⯻生ᘒ

W15
P2-205

㊁ਅ ᶈม 東京大学農学生科学

P2-425 ㊁↰ 㗀 国┙環境研究所

P1-333 ㊁↰㗼 東㇌大学

P1-032 ㊁↰૫ᗲ ᴦ大学農学ㇱ

T04-1 ㊁↰㓉ผ ർ大環境

P1-381 ㊁↰ᥓ ᚭ大㒮ℂ生物

P1-028 ㊁ޘጊା 東ർ大学

T10-3 ㊁ේ♖৻ 国┙環境研究所

P2-402 ㊁㑆 ⋥ᒾ ṑ⾐⋵大環境

T24-3 ㊁’⑲㓉 ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

P2-227 ᴺ ⋥ ን士Ᏹ⪲大環㒐研

P1-147 ⧐⾐ ⌀Ꮤ ർ大環境科学㒮

P2-102 ⧐⾐ ↱ᤩ ጊᒻ大　農学ㇱ

P1-271 ⠀ᣇ ᄢ⾆ ╳ᵄ大学　生環境科学研究科

J3-29 ▫ጊ ᵗ ᳓研ンター㧛東京ᶏᵗ大

T20-5 ᯅῪቱ ᚭ大学ੱ㑆⊒達環境

P1-341 ᯅᧄ ኡᴦ ㈼農学大学大学㒮

P1-126 ᯅᧄ ᵲ 京大生ᘒ研

P2-434 ᯅᧄ ᔀ ᨋ✚研ർᶏ

P2-167 ᯅᧄ ผ ฬၔ大農

PH-003 ᯅᧄ ታᏗ ၯ₹⋵┙ᾢ⼱㜞╬学ᩞ

P1-430 ᯅᧄ᩵ 東ർ大㒮生

W05 S03-3 ᯅᧄ૫ᑧ ᐶ⋵ඳ

T08-4 ⠀ፉ ⍮ᵗ ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

P2-212 㐳⼱ሶ 東大㒮✚วᢥൻ

I1-05 㐳⼱Ꮉ ৻ 国技術政策✚ว研究所

P2-112 㐳⼱Ꮉ ᚑ ർ大ૐ᷷研

P1-027 㐳⼱Ꮉ৻✚ 京大㒮農

P2-313 㐳⼱Ꮉస ✚研大వዉ研

T16-1 㐳⼱Ꮉరᵗ ᨋ✚研　྾国

P1-237 ⒌ ᓀᄐ Ꮺᐢ⇓↥大学

P2-385 ⇌ ᙗᴦ 㚂ㇺ大㒮ℂ工生

P2-144 ᵄᄚᜏ ᐶ⋵┙大学環境ੱ㑆学ㇱ

P2-147 ㇱ ᤘዏ ṑ⾐大学ᢎ⢒学ㇱ

P1-044 ೋ⼱ᘮᄥ ᒄ೨大㒮農生

P2-044 ⧎ጟ ഃ ᨋ✚研ᨋᧁ⢒種ンター

P2-390 ၨጟ㓷ผ ർ大㒮農

PH-017 ỳญ 㕍ⓨ ᗲ知⋵┙⼾ਐ㜞╬学ᩞ

F3-41 ᵿፒஜఽ 大㒋環農᳓研

P2-380 ựᵤ ♿ ᳓研ർᶏ᳓↥研究所

P2-465 ᣧᎹ ᥓᕺ 東大㒮農

P2-410 ᨋ ᖝሶ 東京ㇺᏒ大学環境学ㇱ

P2-428 ᨋ ஜᄥ㇢ 農環研

P1-156 ᨋ ኼ᮸ ⋵┙大学 ᶏᵗ生物⾗Ḯ

T22-1 ᣧ⍫ ሶ ᧅᏻ大学ၞഃ学⟲

P2-164 ᨋ ┥㚍 ℚℛḓඳ

T12-5 ᨋጪᒾ 国┙環境研究所

P1-284 ᣧἑ ᥍⩿ ฬฎደ大生農ᨋ保⼔

J1-04 ේ ᘮᄥ㇢ 東京情報大✚ว情報

P2-395 ේญ ጪ ᨋ✚研

PH-024 ේ↰ ᗲ⪇ ၯ₹⋵┙ࡩ⼱㜞╬学ᩞ

P1-197 ේ↰ 㓉ᚑ ㄭ⇰大学大学㒮環境▤ℂ学ኾ

講　演・
企画番号 　名　前 　　所　属 講　演・
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P2-414 ⷺ↰ᔒ ၯ₹環境科学国際ンター

W34 J3-33 ㇺ㊁ዷሶ ㊄ᴛ大ℂ工

P2-055 ᄃౝ Ꮑ㚍 ㊄ᴛ大学大学㒮

P2-174 㔺ፒ ผᦶ ർ大㒮環境

P2-274 㢬 㚅❱ ℄大ᚢ⇛的研究

P2-288 㢬↰ ື 大㒋↥大ੱ㑆環境

P2-330 ᚻႦߺࠁ 㦖⼱大農

P1-388 ․ദᕲ 大㒋Ꮢ大㒮ℂ

P2-243 ኹ↰ ৻⟤ 東ᶏ大学工学ㇱ

H2-22 ኹ↰ ⠨♿ ᴒ✽⋵ⴡ生環境研究所

P2-025 ኹ↰ ᕺሶ 環境⋭㧛京大ℂ学

P1-217 ኹ ℉⍫ ർᶏ大学環境科学㒮

P1-306 ኹᧄ ᖘሶ ╳ᵄ大学大学㒮生環境科学

P1-290 ኹጊ૫ᄹ 㜞知大学

P2-348 ᾖ ṑ᥍ NPO ᴺੱ PEG

F3-32 ᾖᘢ ർᶏ大学

T07-4 ᧲᮸ብ 京大ੱ環

G3-35 ㆙ጊᒄᴺ 大ℂ生物

P1-109 ౷ᮯ ⛋ᄐ ⨙ၔ大学ℂ工学研究科

W03 ንᮯㄖ ජ⪲大ᶏᵗࠝࠗࡃ

J2-18 ᤨ↰ᕺ৻㇢ ฬ大㒮情報

P1-045 ᤨ↰⚔ᄥᦶ 東ർ大学ℂ学ㇱ

P1-270 ᓼጊ ᄹᏔሶ 京ㇺ大学㔤㐳類研究所

P2-062 ᚭ↰ ᳞ ᐢፉ大学㒮生物科学

P1-252 ᚭႦ㇌ᵗ 東大㒮農

P1-379 ᄖፒ ᧙↱ሶ ╳ᵄ大学大学㒮

P1-206 ᚭ⑂ ᒾ ╳ᵄ大学ਅ↰⥃ᶏታ㛎ンター

P2-371 ን↰  ᴺ政大ᢥ学ㇱ

P1-319 ౷↰  ᚭ大学

P2-052 ን↰ ၮผ 㔚ਛ研

P2-157 ን↰ℰ᮸ 東京情報大学

P2-077 ౷᧻ ర 国┙環境研究所　生物

T14-3 ን᧻  ጊᒻ大ℂ

P2-460 Ᏹḩ ᚭ大学大学㒮農学研究科

P1-345 ⼾ 㦖⼱大学　大学㒮

P2-109 㠽ਣ ⁴ ਃ㊀大㒮生⾗

S04-1
S04-4

ዬ⑲ᐘ ᐶ⋵大㒮シࡘࡒーシ࡚ン

P2-411 శᥓሶ ᘮᙥ⟵Ⴖ大学

D2-06 ⋥ᳯ ม ᨋ✚ว研究所

P1-275 ⋥Ⴆ ⠍๋ Ꮊ大学大学㒮

PH-019 ਛ శດ ጊ⋵┙日㜞㜞╬学ᩞ

H2-20 ਛ స᮸ ℚℛḓඳ物㙚

T06 ਛየൎᵗ ᨋ✚ว研究所㑐ᡰ所

P2-256 ਛᎹ శ Hiroshima University

P1-061 ਛᎹብ⸥ ᮮᵿ国┙大㒮環境情報

E1-03 ਛᎹḝᄥ ᐶ⋵┙大学

P2-165 ਛᎹᒎ ਃ㊀大学生物⾗Ḯ学ㇱ

P2-249 ਛᴡཅ 国┙環境研究所

P1-057 ਛᎹ૫⌀ ർᶏᢎ⢒大学ᣩᎹᩞ

P2-145 ਛ᩿ᢧਯ ᐶ⋵┙大環境ੱ㑆

H3-32 ਛ ା ᐢ大㒮国際දജ

E3-50 ખỈผ 国┙ᚑഞ大学生科学

P1-296 ખỈિሶ 京ㇺ大野生研

U06 ਛ㕒 ㅘ 東ർ大学

P2-259 ਛፉ 日ᧄ大学生物⾗Ḯ科学ㇱ

P1-205 ਛፉ ৻⽕ 東京大学

P1-075 ਛፉብᤘ 東京農大㒮農

PH-025 ਛᱞ ᵏᚑ ᮮᵿࠛࠗࠨンࠬ㜞ᩞ

U05 G2-14 ਛ↰ 京ㇺᅚሶ大学

P1-350 ਛ↰ഞᄢ 㐳野大環境࠷ーリ࠭ム

P1-151 ਛ⥑ ੫ 京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター

E1-12 ਛ ᤩ 京大㒮農

J1-08 ਛ ᱜ ᗲ知⋵環境ክ⼏会

P2-214 ਛ Ꮧ ℄大学ℂ学ㇱ

P2-156 ਛ㊁ ༀ ᳓↥✚ว研究

P1-386 ਛ㊁ శ⼏ ṑ⾐⋵大㒮環境

U09 ਛ㊁િ৻ 京大生ᘒ研

E1-13 ਛේ ੧ 大シࠬ࠹ム生生ᘒ

P2-091 ਛ 㓉ବ 東農大

I2-19 ਛ⺈ብ ർ大ർᣇ生物

W27 ਛ ᐘੱ 東京農業大学

T12-1 ਛ ⚐ ₹Ꮉ大࠴ࡃ࠷ࡒ科学研

P1-117 ਛ㚅 ንጊ大学大学㒮

P2-357 ਛጊ ᄢᔒ ㈼農学大学

W21 ਛጊ 㓉ᴦ 環境⋭生物多様性ンター

T23-1 ਛጊᣂ৻ᦶ ਛᄩ᳓研

W10 ᳗ ା ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

PH-026 㐳 ቁᒾ ᶏၔਛ学㜞╬学ᩞ

P1-316 㐳 ᜏ㚍 ᚭ大㒮 ੱ㑆⊒達環境

P1-087 㐳የ ᓀട ጘ㒂大ᔕ用生物

P2-021 㐳ୖℂ ㈼農学大学

T13 㐳ဈ  ✚研　ᨋ業⹜㛎場

P1-072 㐳ἑ ᵏઍ Ꮺᐢ⇓↥大学

I1-11 㐳ᄥ િ┨ 科ඳᮡᧄ⾗ᢱ

W09 G1-07 ᳗↰ዏᔒ ᣂẟ大学CTER

P2-210 ᳗㊁ ⌀ℂሶ 東大✚วᢥൻ
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W36
P1-295

㐳㊁⑲⟤ 京大農

P2-179 ᳗᧻ ᄢ 㠽ข大ၞ環境

P2-284 ᳗శノ⟵ ᨋ✚ว研究所

I2-16 ᳗ጊṑ 国研）ᧁ研究所

P2-272 ᄐේ↱ඳ ฬฎደ大学

P1-043 ฬขผᤩ ᒄ೨大㒮農生

P2-114 ฬᵄ ື 大㒋Ꮢ┙大学ℂ学研究科

P2-029 ਗᎹኡม ർᶏᢎ⢒大学ᧅᏻᩞ生物

P1-019 ᚑ↰ࠁ 京ㇺ大学農学研究科

P1-351 ධㇱᄢᦶ ᴦ大農 M1

P1-267 ᣂᵤ દ❱ ጘ㒂大㒮ᔕ用生物

P2-026 ᣂጊ 㚌 ᨋ✚ว研究所

P2-046 የ ቁ૫ ቝㇺች大㔀⨲と㉿ጊ

E1-14 የ ᴦᐞ 京大　生ᘒ研

P1-006 Ỉ ᄥ ᮮᵿ国大環境情報

W17
P2-341

᎑⠍ᄢ ᮮᵿ国大環境情報

P2-093 ↰  京工❫大㒮

S03-2 ↰ ⾆ ਃ⪉ UFJR 㧒 C

T08-3 ੳ科৻ 国環研

P2-122 ㊁⾆ሶ 大㒋ᐭ大㒮ℂ

W28 ේ ๋ ਛᄩ大学ੱ㑆✚วℂ工学科

W37 ᑝ ᷕ 東㇌大ℂ

P2-030 ⾆⊥ ╳ᵄ大生環境

P2-170  ዏਯ ⟲㚍大学␠会情報学ㇱ

U05 ⣁  ችፒ大学農学ㇱ

P2-183 ᣣਅ⍹⏉ ᚭ大学㒮ੱ㑆⊒達環境

P2-265 ਤ⠀ ᘏ ⥄ὼ研

P2-005 ᴧ↰ ⌀ 㚂ㇺ大ㇺᏒ環境

I3-31 ਫ⟤ᄢ ർ大環境科学㒮

P2-349 ㊁ ㆐ ⊕ጊ⥄ὼ保⼔ンター

P1-313 ㊁ญ⠍ 東農大㒮農

P2-173 ㊁ญ㤗Ⓞሶ ᨋ✚研東ർ

E2-37 ㊁ፒ ᚑ 京大㒮農⯻生ᘒ

W15
P2-205

㊁ਅ ᶈม 東京大学農学生科学

P2-425 ㊁↰ 㗀 国┙環境研究所

P1-333 ㊁↰㗼 東㇌大学

P1-032 ㊁↰૫ᗲ ᴦ大学農学ㇱ

T04-1 ㊁↰㓉ผ ർ大環境

P1-381 ㊁↰ᥓ ᚭ大㒮ℂ生物

P1-028 ㊁ޘጊା 東ർ大学

T10-3 ㊁ේ♖৻ 国┙環境研究所

P2-402 ㊁㑆 ⋥ᒾ ṑ⾐⋵大環境

T24-3 ㊁’⑲㓉 ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

P2-227 ᴺ ⋥ ን士Ᏹ⪲大環㒐研

P1-147 ⧐⾐ ⌀Ꮤ ർ大環境科学㒮

P2-102 ⧐⾐ ↱ᤩ ጊᒻ大　農学ㇱ

P1-271 ⠀ᣇ ᄢ⾆ ╳ᵄ大学　生環境科学研究科

J3-29 ▫ጊ ᵗ ᳓研ンター㧛東京ᶏᵗ大

T20-5 ᯅῪቱ ᚭ大学ੱ㑆⊒達環境

P1-341 ᯅᧄ ኡᴦ ㈼農学大学大学㒮

P1-126 ᯅᧄ ᵲ 京大生ᘒ研

P2-434 ᯅᧄ ᔀ ᨋ✚研ർᶏ

P2-167 ᯅᧄ ผ ฬၔ大農

PH-003 ᯅᧄ ታᏗ ၯ₹⋵┙ᾢ⼱㜞╬学ᩞ

P1-430 ᯅᧄ᩵ 東ർ大㒮生

W05 S03-3 ᯅᧄ૫ᑧ ᐶ⋵ඳ

T08-4 ⠀ፉ ⍮ᵗ ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

P2-212 㐳⼱ሶ 東大㒮✚วᢥൻ

I1-05 㐳⼱Ꮉ ৻ 国技術政策✚ว研究所

P2-112 㐳⼱Ꮉ ᚑ ർ大ૐ᷷研

P1-027 㐳⼱Ꮉ৻✚ 京大㒮農

P2-313 㐳⼱Ꮉస ✚研大వዉ研

T16-1 㐳⼱Ꮉరᵗ ᨋ✚研　྾国

P1-237 ⒌ ᓀᄐ Ꮺᐢ⇓↥大学

P2-385 ⇌ ᙗᴦ 㚂ㇺ大㒮ℂ工生

P2-144 ᵄᄚᜏ ᐶ⋵┙大学環境ੱ㑆学ㇱ

P2-147 ㇱ ᤘዏ ṑ⾐大学ᢎ⢒学ㇱ

P1-044 ೋ⼱ᘮᄥ ᒄ೨大㒮農生

P2-044 ⧎ጟ ഃ ᨋ✚研ᨋᧁ⢒種ンター

P2-390 ၨጟ㓷ผ ർ大㒮農

PH-017 ỳญ 㕍ⓨ ᗲ知⋵┙⼾ਐ㜞╬学ᩞ

F3-41 ᵿፒஜఽ 大㒋環農᳓研

P2-380 ựᵤ ♿ ᳓研ർᶏ᳓↥研究所

P2-465 ᣧᎹ ᥓᕺ 東大㒮農

P2-410 ᨋ ᖝሶ 東京ㇺᏒ大学環境学ㇱ

P2-428 ᨋ ஜᄥ㇢ 農環研

P1-156 ᨋ ኼ᮸ ⋵┙大学 ᶏᵗ生物⾗Ḯ

T22-1 ᣧ⍫ ሶ ᧅᏻ大学ၞഃ学⟲

P2-164 ᨋ ┥㚍 ℚℛḓඳ

T12-5 ᨋጪᒾ 国┙環境研究所

P1-284 ᣧἑ ᥍⩿ ฬฎደ大生農ᨋ保⼔

J1-04 ේ ᘮᄥ㇢ 東京情報大✚ว情報

P2-395 ේญ ጪ ᨋ✚研

PH-024 ේ↰ ᗲ⪇ ၯ₹⋵┙ࡩ⼱㜞╬学ᩞ

P1-197 ේ↰ 㓉ᚑ ㄭ⇰大学大学㒮環境▤ℂ学ኾ
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P1-269 ේ↰㦖৻ ṑ⾐⋵┙大　環境科学ㇱ

P2-208 ේ㊁ᥓᐢ ✚研大వዉ研

P2-072 ේጊ ዏᓼ ᨋ✚研ർᶏ

P2-059 ᤐ㑆ବస ╳ᵄ大学大学㒮生環境

P2-221 ඨ↰૫ብ ᩣᑼ会␠ࡑࠬࠔࡈッࠢ

P2-108 㖧ᘮ᳃ ᨋ✚研ർᶏ

P2-082 ඨ႐ሶ 京ㇺ工❫大ᔕ用生物

J3-30 ඨ⼱๋㇢ 京ㇺ大学㔤㐳類研究所

P2-453 㚍႐ శਭ ർ㉿大学　ක学ㇱ

P2-299 㚍႐ ቁ ᳓研日᳓研

W19 㚍႐Ꮧ 農業環境技術研究所

U08 ᣣᶆ ീ ർ大⧴ዊ’研究ᨋ

P1-405 ⒦↰⌀ ṑ⾐⋵大 環境科学

P2-004 Ყཅၮ♿ 㜞知大ℂ

P1-395 ᮘญ ⟤ሶ 京大農

P1-166 ᮘญᜏੱ 東㇌大学大学㒮

P1-329 ᣣ㓊ᓼሶ ା大農㒮

P2-045 ⢈ᓟ⌬ノ ጘ㒂大学ၞ科学ㇱ

P1-235 ⢈ᓟᖘ㚍 ฬฎደ大農ᨋ保⼔

T16-3 ⪉ ᜏ㓶 大Ṷ⠌ᨋ

T19-4 ᣣ㣔৻㓷 ᗲᇫ大学大学㒮農学研究科 

P1-312 ᣣ㜟 ⥮ ᚭ大学大学㒮

P2-111 ᰃ㑆 ጪ ᨋ✚ว研究所

T16-4 ⮮ ਇੑᄦ ጟጊ大学⇣ಽ野ࠦࠕ

P2-267 ᐔᴰ⑲᮸ ධ⫱生࠾ࡕタリンࠣࡀッ࠻

P2-185 ᐔጤ⦟ ᚭ大学㒮ੱ㑆⊒達環境

D2-07 ᐔየ ┨ ╳ᵄ大⩲ᐔ

F1-12 ᐔ⾐ ఝᄢ ർᶏ大学環境科学㒮

G2-23 ᐔἑᄥᦶ 東京大学᳓↥ታ㛎所

P2-197 ᐔ㊁ ṑ┨ 京大　生ᘒ研

P1-190 ᐔ㊁ ዏᶈ 東ർ大 �㒮 �生科学

P1-168 ᐔ㊁ᐙ 京大生ᘒ研

P1-201 ᐔᨋ ↱⩐ ᴦ大学農学ㇱ農学科

P2-387 ᐔ็ ༑ᒾ 東ർ学㒮大　ᢎ㙃

U05
P2-192

ᐔጊ ᄢテ ਃ㊀大ᢎ⢒

J1-06 ᐢᧁ⹎ਃ ᗲ知大学

P2-441 ᐢᧁᐙ 国┙環境研

P2-067 ᑝἑ ᔘ᮸ 東ർ大学生科学

P2-459 ᑝ↰ ల ╳ᵄ大生環境♽

P2-450 ᑝ㊁ ᐔ 農研ᯏ᭴ 野⩿⨥業研究所

P1-196 ᷓᎹᐙ ᄹ⦟ᢎ大

P2-252 ᷓỈᄥ 国┙環境研究所

P1-400 ᷓᵤ ⟤♿ 東京学⧓大㒮環境科学

PH-002 ౷ടᵤ ᨹᄹ ⟲㚍⋵┙㜞ፒᅚሶ㜞ᩞ

T03-3 ᷓ㊁ 農工大農

H3-34 ᷓ↸ടᵤᨑ 京ㇺ大学

T01-1 ᷓ⼱⡸৻ ⛔⸘ᢙℂ研究所

P2-254  ⋿ ᣧⒷ↰大　ੱ㑆科学

P2-322 ፉ 〝↢ 国┙環境研究所

P2-358 ፉ ଐ ㈼農学大学

P2-469 ፉᘮᄥ㇢ 㚂ㇺ大学東京

T22-3 ↰ ૫ᒄ 知ᐥᶏ㠽研究会

P1-008  ା大農

P1-330 ફ ᗲ㓶 東ർ大学農学研究科

P1-102 ⮮ዬ ᘢ 京ㇺ工⧓❫⛽大学、ᔕ生

P2-297 ⮮ ᄥၮ ㄭ⇰大農

P1-141 ⮮ ᥰਯ ṑ⾐⋵大環境科学

T16-6 ⮮❱ ム⥄↱大学࠳࡞࠹ムࠬࠕ

P2-359 ⮮⋥♿ ን士Ᏹ⪲大環境㒐ἴ研究所

P1-286 ⮮ጟᤐ⩿ 東大ᐢၞシࠬ࠹ム

W36
P1-375

⮮ᧁᐣ㇢ 京大農ᨋ生ᘒ

P2-150 ⮮↰  東大農

D2-03 ౷჻↰ ሶ ർᶏ大学 FSC ᬀ物

P2-353 ⮮↰ ብਯ ၯ₹⋵┙Ꮉのඳ物㙚

P2-175 ⮮↰⍮ᒄ 京ㇺ大大学㒮

T14-2 ⮮ᴧ Ả৻ ർ大環境科学㒮

P1-323 ⮮ᒾ ⾆ ᣂẟ大⥄ὼ科学

H1-01 ⮮ᧄ⌀ᖗ ℄大ᾲ生研

P1-200 ⮮ᧄᵏ᮸ 京ㇺ大学㒮環境学⥢

P2-312 ⮮ጊ ⋥ਯ ጊᒻ大学ℂ学ㇱ生物学科

P2-360 ⮮ේ ᗲᑿ 東京大学

P1-240 ᧅᧄ ᨐ 京大生ᘒ研

P1-115 ⦁ᧄᄢᥓ ╳ᵄ大学生物学類

J2-23 Ꮣ㊁ቁ 大ℂ生物

W13
P2-279

ฎᏒ ↢ ᳓研ンターᶏ᳓研

W04 ฎᎹ ᵏੱ ർ大㒮農

P2-196 ฎᎹᴕᄩ㉿ 京大生ᘒ研

P2-400 ฎᎹᜏ ᨋ✚ว研究所

P1-264 ฎᎹ⌀⩐ሶ ṑ⾐⋵大㒮環境科学

P1-291 ฎ↰ ᥓඳ 京大㒮農

P1-293 ㆺ↱⟤ 㜞知大㤥ầ

U02 U04 ች ♿ሶ ㇺ⇐ᢥ科大学

W03
P2-246

ᚲඳ Univ. British Columbia

P1-089 ⧐჻ᚭ  ጊᒻ大学大学㒮

PH-014 保ဈ ੩⧎ ⟲㚍⋵┙㜞ፒᅚሶ㜞ᩞ

講　演・
企画番号 　名　前 　　所　属 講　演・

企画番号 　名　前 　　所　属

120

T18-2 保ဈືᦶ 㚂ㇺ大学東京　ㇺᏒ環境学ㇱ

I3-32 保ဈ⟤ᴕሶ ᮮᵿᏒ┙大学

J1-05 ᤊ⋥ ᩔᧁ⋵┙ඳ物㙚

G3-30 ᤊ㊁ ṑ ᐢፉ✚研農業技術ンター

P2-124 ᤊ㊁ᣇ ㈼農学大

P1-011 ⚦⼱ᄥ ጤᚻ大学ㅪว農学研究科

P1-149 ၳ↰ ᜏ Ꮊ大学天⨲⥃ᶏታ㛎所

T06-3 ၳ↰ િ 㐳野⋵環境保全研

P2-398 ၳ ᱜ ᳓↥✚ว研究ンター

P1-374 ၳ㊄ ม ᐢፉ大学✚ว科学研究科

PH-022 ၳ ߺ߃ ၯ₹⋵┙Ꮉᅚሶ㜞╬学ᩞ

P1-059 ၳਯౝ  ජ⪲大㒮ᶏᵗࠝࠗࡃ

P1-390 ᧄㇹ⌀ℂ 㦖⼱大㒮ℂ工

P1-423 ᧄᄙ ᦺ㓁 ᣧⒷ↰大ᢎ⢒

P2-289 ᧄ㑆 ᷕ ℄↥経ᴒ✽⋵㒐技ンター

P2-023 ᧄ㑆 ⥶ ᣂẟ大農ࠖࡈー࠼࡞科学

P2-022 ೨Ꮉ ఝ ᐶ⋵┙大学環境ੱ㑆学ㇱ

P1-404 ೨Ꮉ ଆሶ 大㒋大学大学㒮

P2-016 ೨ㄼࠅࠁ 大㒋↥大㒮ੱ㑆環境

P2-351 ೨↰ᄥ㇢ 農業生物⾗Ḯ研究所

P1-077 ೨↰ℰ⾆ ᮮᵿ国大ℂ工

E2-29 ೨㊁ ᶈᄥ㇢ 京ㇺ大学⊕⋲ンター

P1-343 ೨ේජ⪇ 大㒋ᐭ┙大学

PH-032 ’ ዏẴ 大ಽ⋵┙大ಽ⥰㢬㜞╬学ᩞ

F1-10 ⫣↰ ผ ⑺↰⋵大 㨯生物⾗Ḯ

P1-416 ’㊁ ᄼ૫㚅 京大㒮農

P2-278 ’㊁ ᷰ 東ർ大　生科学

J1-07 ’㊁ፏม ጊᒻ大ℂ

T01 ᱜᧁ㓉 ᨋ✚ว研究所

PH-013 Ⴧ ⌀㇊ ㇺ┙ዊ⍹Ꮉਛ╬ᢎ⢒学ᩞ

P1-010 Ⴧᄥ᮸ ጘ㒂大　ᵹၞンター

P1-161 Ⴧᖘੱ ᒄ೨大㒮農生

P2-244 ჇỈ⋥ ᩣᑼ会␠ၞ環境⸘画

P1-266 Ⴧ↰ ⪚ሶ ጟጊℂ科大学

P1-427 Ⴧ↰ାᖗ ᣧⒷ↰大ᢎ⢒

F3-39 ⋉↰Ὼ 京ㇺ大学⥰㢬᳓↥ታ㛎所

P2-130 Ⴧᧄ⠍ᄥ 国┙ᭂ研究所

P2-070 ↸↰ᖗ ( ᩣ ) ⼾↰ਛᄩ研究所

T24 ᧻ ৻ᓆ ㄭ⇰大ℂ工

P2-363 ᧻ ᷕ ᄹ⦟ᢎ⢒大学生物

P1-198 ᧻⟤ດ ᴦ大学大学㒮

P1-176 ᧻ᶆ ੫ ାᎺ大学

P2-162 ᧻ᶆବ ᨋ✚ว研究所

P1-434 ᧻ᶆ⌀ᄹ 京大農

P1-069 ᧻ጟ ㆐ 東京大学大学㒮

PH-035 ᧻ጟ ኡ ᗲᇫ⋵┙ධቝ㜞╬学ᩞ

P1-324 ᧻ጟ ᖘ 大㒋ᐭ大㒮生

P2-133 ᧻ጟବ 京大生ᘒ研ンター

P2-094 ᧻የᄹ✜ሶ ਃ㊀大㒮生物⾗Ḯ

P1-273 ᧻የㆯ㚍 大㒮シࠬ生

P1-373 ᧻ፒ ᒄ 学⧓大

P1-012 ᧻Ỉ ℉ 㚂ㇺ大㒮ℂ工生

F1-04 ᧻ਅ ㅢ ᨋ✚研ᨋ⢒

P2-369 ᧻ፉ㊁ᨑ 国┙環境研究所

P1-140 ᧻⼱ ৻㇢ 東ർ大学生科学研究科

H2-13 ᧻↰ ৻Ꮧ 京ㇺ大学㔤㐳類研究所

PH-018 ᧻↰ ⓨ ᚑく㜞╬学ᩞ

P2-408 ᧻↰ ਯ ᮮᵿ国┙大学

P2-219 ᧻ᵄ 㓷ବ ർ大環境

P2-054 ᧻ᯅᓀሶ ᐶ⋵大㒮シࡘࡒ

W07 F2-21 ᧻⪲ผ⚓ሶ 東大㒮農

T02-2 ᧻ᨋ  大ၮᐙᢎ⢒

P1-146 ᧻ේ ⼾ 東ർ大学生科学

H3-26 ᧻ਭ ⡛ሶ ᚭ大ੱ㑆⊒達環境

E2-27 ᧻ ஜᄥ㇢ ጟጊ大㒮環境生

P2-333 ᧻ ବ ↲ධᅚሶ大学ੱ㑆科学ㇱ

P1-128 ᧻ᧄ ᵗᐔ 東ർ大学生ᬀ物生ᘒ

P1-022 ᧻ᧄ⮍ ᴦ大㒮

P1-053 ᧻ᧄື ጟጊ大㒮環境生

P1-088 ᧻ጊ ⒌ ർ㉿大学ᶏᵗ生科学ㇱ

P2-401 ᧻ጊᐔ ㈼農大環境生

T06-2 㚍ᄹᧁ ବ Ꮊ大学工学研究㒮

P1-065 ਣየ ᢥਫ ✚ว研究大学㒮大学

P1-172 ਣጊ ⚓น ਃ㊀大㒮 生⾗

P2-303 ਣጊ ᢕ 㦖⼱大学ℂ工学ㇱ

P2-373 ਃᶆ  㜞知大学✚ว研究ンター

P1-358 ਃᶆ 㤗↱ሶ ᐢፉ大㒮✚ว科学

P2-138 ਃᶆᓀ ർᶏ大学ૐ᷷科学研究所

P2-238 ਃᶆ৻ノ ർ大㒮環境科学㒮

P1-155 ਃᶆᒄᲞ ᣂẟ大学大学㒮

F3-25 ਃᧁஜ 国┙บḧ大学ᶏᵗ研究所

P1-063 ਃᧁᦸ 大生ᘒ研

J2-12 ਃፉᘕ৻㇢ （国）農業環境技術研究所

W01 ᳓Ỉ ሶ ፉ大ੱ㑆⊒達

P2-106 ᳓⼱ ℰᏗ ାᎺ大ᔒ⾐ᣉ⸳

P1-137 ᳓᳗ ఝ♿ ർᶏ大学 環境科学㒮
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P1-269 ේ↰㦖৻ ṑ⾐⋵┙大　環境科学ㇱ

P2-208 ේ㊁ᥓᐢ ✚研大వዉ研

P2-072 ේጊ ዏᓼ ᨋ✚研ർᶏ

P2-059 ᤐ㑆ବస ╳ᵄ大学大学㒮生環境

P2-221 ඨ↰૫ብ ᩣᑼ会␠ࡑࠬࠔࡈッࠢ

P2-108 㖧ᘮ᳃ ᨋ✚研ർᶏ

P2-082 ඨ႐ሶ 京ㇺ工❫大ᔕ用生物

J3-30 ඨ⼱๋㇢ 京ㇺ大学㔤㐳類研究所

P2-453 㚍႐ శਭ ർ㉿大学　ක学ㇱ

P2-299 㚍႐ ቁ ᳓研日᳓研

W19 㚍႐Ꮧ 農業環境技術研究所

U08 ᣣᶆ ീ ർ大⧴ዊ’研究ᨋ

P1-405 ⒦↰⌀ ṑ⾐⋵大 環境科学

P2-004 Ყཅၮ♿ 㜞知大ℂ

P1-395 ᮘญ ⟤ሶ 京大農

P1-166 ᮘญᜏੱ 東㇌大学大学㒮

P1-329 ᣣ㓊ᓼሶ ା大農㒮

P2-045 ⢈ᓟ⌬ノ ጘ㒂大学ၞ科学ㇱ

P1-235 ⢈ᓟᖘ㚍 ฬฎደ大農ᨋ保⼔

T16-3 ⪉ ᜏ㓶 大Ṷ⠌ᨋ

T19-4 ᣣ㣔৻㓷 ᗲᇫ大学大学㒮農学研究科 

P1-312 ᣣ㜟 ⥮ ᚭ大学大学㒮

P2-111 ᰃ㑆 ጪ ᨋ✚ว研究所

T16-4 ⮮ ਇੑᄦ ጟጊ大学⇣ಽ野ࠦࠕ

P2-267 ᐔᴰ⑲᮸ ධ⫱生࠾ࡕタリンࠣࡀッ࠻

P2-185 ᐔጤ⦟ ᚭ大学㒮ੱ㑆⊒達環境

D2-07 ᐔየ ┨ ╳ᵄ大⩲ᐔ

F1-12 ᐔ⾐ ఝᄢ ർᶏ大学環境科学㒮

G2-23 ᐔἑᄥᦶ 東京大学᳓↥ታ㛎所

P2-197 ᐔ㊁ ṑ┨ 京大　生ᘒ研

P1-190 ᐔ㊁ ዏᶈ 東ർ大 �㒮 �生科学

P1-168 ᐔ㊁ᐙ 京大生ᘒ研

P1-201 ᐔᨋ ↱⩐ ᴦ大学農学ㇱ農学科

P2-387 ᐔ็ ༑ᒾ 東ർ学㒮大　ᢎ㙃

U05
P2-192

ᐔጊ ᄢテ ਃ㊀大ᢎ⢒

J1-06 ᐢᧁ⹎ਃ ᗲ知大学

P2-441 ᐢᧁᐙ 国┙環境研

P2-067 ᑝἑ ᔘ᮸ 東ർ大学生科学

P2-459 ᑝ↰ ల ╳ᵄ大生環境♽

P2-450 ᑝ㊁ ᐔ 農研ᯏ᭴ 野⩿⨥業研究所

P1-196 ᷓᎹᐙ ᄹ⦟ᢎ大

P2-252 ᷓỈᄥ 国┙環境研究所

P1-400 ᷓᵤ ⟤♿ 東京学⧓大㒮環境科学

PH-002 ౷ടᵤ ᨹᄹ ⟲㚍⋵┙㜞ፒᅚሶ㜞ᩞ

T03-3 ᷓ㊁ 農工大農

H3-34 ᷓ↸ടᵤᨑ 京ㇺ大学

T01-1 ᷓ⼱⡸৻ ⛔⸘ᢙℂ研究所

P2-254  ⋿ ᣧⒷ↰大　ੱ㑆科学

P2-322 ፉ 〝↢ 国┙環境研究所

P2-358 ፉ ଐ ㈼農学大学

P2-469 ፉᘮᄥ㇢ 㚂ㇺ大学東京

T22-3 ↰ ૫ᒄ 知ᐥᶏ㠽研究会

P1-008  ା大農

P1-330 ફ ᗲ㓶 東ർ大学農学研究科

P1-102 ⮮ዬ ᘢ 京ㇺ工⧓❫⛽大学、ᔕ生

P2-297 ⮮ ᄥၮ ㄭ⇰大農

P1-141 ⮮ ᥰਯ ṑ⾐⋵大環境科学

T16-6 ⮮❱ ム⥄↱大学࠳࡞࠹ムࠬࠕ

P2-359 ⮮⋥♿ ን士Ᏹ⪲大環境㒐ἴ研究所

P1-286 ⮮ጟᤐ⩿ 東大ᐢၞシࠬ࠹ム

W36
P1-375

⮮ᧁᐣ㇢ 京大農ᨋ生ᘒ

P2-150 ⮮↰  東大農

D2-03 ౷჻↰ ሶ ർᶏ大学 FSC ᬀ物

P2-353 ⮮↰ ብਯ ၯ₹⋵┙Ꮉのඳ物㙚

P2-175 ⮮↰⍮ᒄ 京ㇺ大大学㒮

T14-2 ⮮ᴧ Ả৻ ർ大環境科学㒮

P1-323 ⮮ᒾ ⾆ ᣂẟ大⥄ὼ科学

H1-01 ⮮ᧄ⌀ᖗ ℄大ᾲ生研

P1-200 ⮮ᧄᵏ᮸ 京ㇺ大学㒮環境学⥢

P2-312 ⮮ጊ ⋥ਯ ጊᒻ大学ℂ学ㇱ生物学科

P2-360 ⮮ේ ᗲᑿ 東京大学

P1-240 ᧅᧄ ᨐ 京大生ᘒ研

P1-115 ⦁ᧄᄢᥓ ╳ᵄ大学生物学類

J2-23 Ꮣ㊁ቁ 大ℂ生物

W13
P2-279

ฎᏒ ↢ ᳓研ンターᶏ᳓研

W04 ฎᎹ ᵏੱ ർ大㒮農

P2-196 ฎᎹᴕᄩ㉿ 京大生ᘒ研

P2-400 ฎᎹᜏ ᨋ✚ว研究所

P1-264 ฎᎹ⌀⩐ሶ ṑ⾐⋵大㒮環境科学

P1-291 ฎ↰ ᥓඳ 京大㒮農

P1-293 ㆺ↱⟤ 㜞知大㤥ầ

U02 U04 ች ♿ሶ ㇺ⇐ᢥ科大学

W03
P2-246

ᚲඳ Univ. British Columbia

P1-089 ⧐჻ᚭ  ጊᒻ大学大学㒮

PH-014 保ဈ ੩⧎ ⟲㚍⋵┙㜞ፒᅚሶ㜞ᩞ
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T18-2 保ဈືᦶ 㚂ㇺ大学東京　ㇺᏒ環境学ㇱ

I3-32 保ဈ⟤ᴕሶ ᮮᵿᏒ┙大学

J1-05 ᤊ⋥ ᩔᧁ⋵┙ඳ物㙚

G3-30 ᤊ㊁ ṑ ᐢፉ✚研農業技術ンター

P2-124 ᤊ㊁ᣇ ㈼農学大

P1-011 ⚦⼱ᄥ ጤᚻ大学ㅪว農学研究科

P1-149 ၳ↰ ᜏ Ꮊ大学天⨲⥃ᶏታ㛎所

T06-3 ၳ↰ િ 㐳野⋵環境保全研

P2-398 ၳ ᱜ ᳓↥✚ว研究ンター

P1-374 ၳ㊄ ม ᐢፉ大学✚ว科学研究科

PH-022 ၳ ߺ߃ ၯ₹⋵┙Ꮉᅚሶ㜞╬学ᩞ

P1-059 ၳਯౝ  ජ⪲大㒮ᶏᵗࠝࠗࡃ

P1-390 ᧄㇹ⌀ℂ 㦖⼱大㒮ℂ工

P1-423 ᧄᄙ ᦺ㓁 ᣧⒷ↰大ᢎ⢒

P2-289 ᧄ㑆 ᷕ ℄↥経ᴒ✽⋵㒐技ンター

P2-023 ᧄ㑆 ⥶ ᣂẟ大農ࠖࡈー࠼࡞科学

P2-022 ೨Ꮉ ఝ ᐶ⋵┙大学環境ੱ㑆学ㇱ

P1-404 ೨Ꮉ ଆሶ 大㒋大学大学㒮

P2-016 ೨ㄼࠅࠁ 大㒋↥大㒮ੱ㑆環境

P2-351 ೨↰ᄥ㇢ 農業生物⾗Ḯ研究所

P1-077 ೨↰ℰ⾆ ᮮᵿ国大ℂ工

E2-29 ೨㊁ ᶈᄥ㇢ 京ㇺ大学⊕⋲ンター

P1-343 ೨ේජ⪇ 大㒋ᐭ┙大学

PH-032 ’ ዏẴ 大ಽ⋵┙大ಽ⥰㢬㜞╬学ᩞ

F1-10 ⫣↰ ผ ⑺↰⋵大 㨯生物⾗Ḯ

P1-416 ’㊁ ᄼ૫㚅 京大㒮農

P2-278 ’㊁ ᷰ 東ർ大　生科学

J1-07 ’㊁ፏม ጊᒻ大ℂ

T01 ᱜᧁ㓉 ᨋ✚ว研究所

PH-013 Ⴧ ⌀㇊ ㇺ┙ዊ⍹Ꮉਛ╬ᢎ⢒学ᩞ

P1-010 Ⴧᄥ᮸ ጘ㒂大　ᵹၞンター

P1-161 Ⴧᖘੱ ᒄ೨大㒮農生

P2-244 ჇỈ⋥ ᩣᑼ会␠ၞ環境⸘画

P1-266 Ⴧ↰ ⪚ሶ ጟጊℂ科大学

P1-427 Ⴧ↰ାᖗ ᣧⒷ↰大ᢎ⢒

F3-39 ⋉↰Ὼ 京ㇺ大学⥰㢬᳓↥ታ㛎所

P2-130 Ⴧᧄ⠍ᄥ 国┙ᭂ研究所

P2-070 ↸↰ᖗ ( ᩣ ) ⼾↰ਛᄩ研究所

T24 ᧻ ৻ᓆ ㄭ⇰大ℂ工

P2-363 ᧻ ᷕ ᄹ⦟ᢎ⢒大学生物

P1-198 ᧻⟤ດ ᴦ大学大学㒮

P1-176 ᧻ᶆ ੫ ାᎺ大学

P2-162 ᧻ᶆବ ᨋ✚ว研究所

P1-434 ᧻ᶆ⌀ᄹ 京大農

P1-069 ᧻ጟ ㆐ 東京大学大学㒮

PH-035 ᧻ጟ ኡ ᗲᇫ⋵┙ධቝ㜞╬学ᩞ

P1-324 ᧻ጟ ᖘ 大㒋ᐭ大㒮生

P2-133 ᧻ጟବ 京大生ᘒ研ンター

P2-094 ᧻የᄹ✜ሶ ਃ㊀大㒮生物⾗Ḯ

P1-273 ᧻የㆯ㚍 大㒮シࠬ生

P1-373 ᧻ፒ ᒄ 学⧓大

P1-012 ᧻Ỉ ℉ 㚂ㇺ大㒮ℂ工生

F1-04 ᧻ਅ ㅢ ᨋ✚研ᨋ⢒

P2-369 ᧻ፉ㊁ᨑ 国┙環境研究所

P1-140 ᧻⼱ ৻㇢ 東ർ大学生科学研究科

H2-13 ᧻↰ ৻Ꮧ 京ㇺ大学㔤㐳類研究所

PH-018 ᧻↰ ⓨ ᚑく㜞╬学ᩞ

P2-408 ᧻↰ ਯ ᮮᵿ国┙大学

P2-219 ᧻ᵄ 㓷ବ ർ大環境

P2-054 ᧻ᯅᓀሶ ᐶ⋵大㒮シࡘࡒ

W07 F2-21 ᧻⪲ผ⚓ሶ 東大㒮農

T02-2 ᧻ᨋ  大ၮᐙᢎ⢒

P1-146 ᧻ේ ⼾ 東ർ大学生科学

H3-26 ᧻ਭ ⡛ሶ ᚭ大ੱ㑆⊒達環境

E2-27 ᧻ ஜᄥ㇢ ጟጊ大㒮環境生

P2-333 ᧻ ବ ↲ධᅚሶ大学ੱ㑆科学ㇱ

P1-128 ᧻ᧄ ᵗᐔ 東ർ大学生ᬀ物生ᘒ

P1-022 ᧻ᧄ⮍ ᴦ大㒮

P1-053 ᧻ᧄື ጟጊ大㒮環境生

P1-088 ᧻ጊ ⒌ ർ㉿大学ᶏᵗ生科学ㇱ

P2-401 ᧻ጊᐔ ㈼農大環境生

T06-2 㚍ᄹᧁ ବ Ꮊ大学工学研究㒮

P1-065 ਣየ ᢥਫ ✚ว研究大学㒮大学

P1-172 ਣጊ ⚓น ਃ㊀大㒮 生⾗

P2-303 ਣጊ ᢕ 㦖⼱大学ℂ工学ㇱ

P2-373 ਃᶆ  㜞知大学✚ว研究ンター

P1-358 ਃᶆ 㤗↱ሶ ᐢፉ大㒮✚ว科学

P2-138 ਃᶆᓀ ർᶏ大学ૐ᷷科学研究所

P2-238 ਃᶆ৻ノ ർ大㒮環境科学㒮

P1-155 ਃᶆᒄᲞ ᣂẟ大学大学㒮

F3-25 ਃᧁஜ 国┙บḧ大学ᶏᵗ研究所

P1-063 ਃᧁᦸ 大生ᘒ研

J2-12 ਃፉᘕ৻㇢ （国）農業環境技術研究所

W01 ᳓Ỉ ሶ ፉ大ੱ㑆⊒達

P2-106 ᳓⼱ ℰᏗ ାᎺ大ᔒ⾐ᣉ⸳

P1-137 ᳓᳗ ఝ♿ ർᶏ大学 環境科学㒮
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I1-01 ᳓㊁ ᤩሶ ฬฎደ大学　ቝቮ環境

E2-33 ᳓㊁ ૫✜㉿ 京ㇺ大学ℂ学研究科

P1-277 ᳓㊁ዅᢥ 京ㇺ工⧓❫⛽大学

E2-24 ᳓ర ᗅᥙ 京大㒮農⯻生ᘒ

T20-3 ᳓ᧄኡၮ ർ大農動物生ᘒ

E2-22 ਃ㜞 㓶Ꮧ 京大㒮農⯻生ᘒ

F1-11 ਃ↰ ᢅᱜ ፉ⋵農業✚วンターᵿ

P2-263 ḩየ ᔒੱ ᣂẟ大CTER

G3-34 ḩⴕ ⍮⧎ 大ℂ生ᘒ

P1-352 ධ ⚐৻ ㄭ大㒮　農学研究科

P1-276 ධ ⟤ ฬฎደ大生農ᨋ保⼔

P2-083 ධ㊁ ੫ሶ ጘ㒂大ᵹၞ

J1-01 ධ ૫ౖ ₹Ꮉ大学農学ㇱ

T11-2 Ḯ ᢥ ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達環境

T19-3 Ꭸ↰ ᜏ 農研ᯏ᭴農工学研究所

P1-025 ේ ᖘ⟤ ർᶏ大学環境科学㒮

I3-29 ਃ℉⏴ ╳ᵄ大生環境科学研究科

S04-5 ች ᱜ᮸ ජ⪲ਛᄩඳ

H1-07 ችᎹ ৻ᔒ ቝㇺች大学ࠝࠗࡃ

G1-01 ችᎹ ᐘ㓶 ᧁ研究所

PH-021 ችၔ ട⩿ 㕒ጟർ㜞╬学ᩞ

P2-277 ች࿖ ᵏผ JSPS Research Fellow

U05 ਃቛ ፏ ጘ㒂大ᢎ⢒

P1-414 ㇺ ⾫ᄥ㇢ ᐢፉ大学

P1-212 ችፒᕀ ᮮᵿ国┙大学大学㒮

F1-05 ችỈ⌀৻ ᨋ✚ว研究所

P2-152 ችਅ ⋥ 東大農生物多様性

W29
P2-060

ችਅ ᓀᄹ 東大㒮ℂ日光ᬀ物

P1-420 ች᎑ᕺ㉿⧎ ᣧⒷ↰大㒮వㅴℂ工

P2-451 ች↰ ⢻ኯ ජ⪲大学大学㒮ℂ学研究科

P1-121 ች↰ ⌀↢ ᴦ大学農学ㇱ

P2-374 ች⣁ᚑ↢ ᩣᑼ会␠ᑪ⸳環境研究所

T17-3 ਃベ ੩ሶ ർᶏ大学　環境

P2-383 ะ ༑ᨐ ᣂẟ大学⥄ὼ科学研究科

T03-2 ะ⟤ ᨋ✚研ᨋ⯻

P2-454 ะ⌀㇊ 京ㇺ大学農学研究科

P1-039 ᱞ⮮ ᮸ ᣂẟ大学農学ㇱ

P2-172 የ ᧂᄹ （一␠）日ᧄᨋ技術ද会

P1-054 ㇁ ᄐ⩿ ᚭ大学⊒達科学ㇱ

W27  㓶⑲ IGES 国際生ᘒ学ンター

P2-153 ஜᄥ㇢ ฬฎደ↥業大学環

P1-143 ാ᮸ 㚂ㇺ大生

P2-131 ↰ Ⓞ 東大㒮ᣂ㗔ၞ

P1-018 ↰ᴕ⡍ ᄹ⦟ᢎ⢒大学

J1-03 ⋡㤥િ৻ 国際生ᘒ学ンター

T07-2
⥰ᧁᤘᒾ /
MOUGI Akihiko ፉᩮ大学

P1-129 ᧧ደ⾆჻ 東ർ大学大学㒮 生科学

H1-02 ᜬ↰ᶈᴦ ᘮᙥ大学　生物学ᢎቶ

P2-186 ᦸ , ᣵ 京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター

I1-07 ᧄỈᄢ↢ 㦖⼱大㒮ℂ工

P2-337  ᢘ 国┙᳓ୀ∛✚ว研究ンター

P2-096  ⨃ᄥ ጊᒻ大農学ㇱ

G3-29  ᾖ⾆ 東大✚วᢥൻ

P1-336 ᷡੳ ṑ⾐⋵大環境

P2-423  ↢ᨑ ጟጊ⋵⥄ὼ保⼔ンター

E2-31 ᖘᄥ ർ大㒮農

I2-13 ญ ⚓ජሶ ᣂẟ大⥄ὼ

P2-146 ⋓ญḩ ᴒ✽大学ੱᢥ学ㇱ

E1-07 ᄢ༑ 京大ᨋ生ᘒ

W30 I3-27 ↰ஜᄥ㇢ ർᶏ᳓↥研究所

PH-031 ᳗ ᐽኡ 東京ㇺ┙ᚭጊ㜞╬学ᩞ

P1-263 ㊁ శᄥ㇢ ᐶ⋵大㒮環境ੱ㑆

P2-393 ㊁ ⌀ℂ ศ国際大学

P1-042 ⧷᮸ ╳ᵄ大学

P2-056 ᐢ ାሶ 多ᨋ科学

P1-066 ᧄ ᓀᄐ 㚂ㇺ大　ㇺᏒ環境

PH-016 ᧄ ᣧ⒘ ጘ㒂⋵┙ጘ㒂㜞╬学ᩞ

I2-23 ᧄ ᷕሶ ർ大㒮農

P2-024 ⍫ࡩፒ ᮸ IGES-JISE

P1-239 ᩉᴧ ᐽᐔ 東ർ大学ℂ学ㇱ生物学科

P2-110 ᧁᯅീ ᨋ✚ว研究所東ർᡰ所

P1-076 ኅୖ ಒ 京ㇺ大農

P2-100 ⍫ፒ ஜ৻ ᨋ✚研

P1-229 ጟᴺሶ ᄹ⦟ᅚሶ大学大学㒮

P2-340 ↰ ⟤㚅 ᨋ✚研

P1-007 ↰ ╳ᵄ大学生環境科学

P2-444 ㊁ ⠍ บᏒ

I2-21 ⼱ౝ ⨃㓶 京大生ᘒ研

P2-149 ᩉᎹ ቄ 東工大ℂ工学

P2-206 ᩉ⌀৻ 大ඳ

P1-193 ⍫⚊ᣧ♿ሶ 京大農ᨋ生ᘒ

G1-10 ⍫㊁ୃ৻ 京大㒮農生ᘒ情報

U03 U12 ⍫ේᔀ৻ 大ℂ生物

P1-204 ⮳ේ᮸ ർ大農学㒮

P1-412 ⍫ㇱ❱ 東㇌大学ℂ学ㇱൻ学科

J3-27 ጊౝ ᷕ 京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター

講　演・
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F1-02 ጊᶆ  ାᎺ大㒮ᢎ

T13 ጊᶆᖘ৻ ᨋ✚研ᬀ生

T03-1 ጊየ  ᒄ೨大学農学生科学ㇱ

PH-004 ጊጟ ᱠ⟤ ᷡᔃᅚሶ㜞╬学ᩞ

P1-250 Ꮞ ஜ 東ർ大学

P2-475 ጊጯᵗ⾆ ᒄ೨大学⊕⥄ὼ環境研究所

P1-380 ጊญ ⧷⟤ ጤᚻ大学㒮ㅪว農学研究科

J3-24 ጊญ ᐘ ᄹᎹ大工

P1-110 ጊญ Პᔒ ฬ大㒮生農

T02-1 ጊญ ⺬ 大㒮シࠬ࠹ム生

P2-148 ጊญ 㜞ᔒ ർᶏ環境科学研究ンター　

P2-121 ጊፒ⛗ℂ 大学ࡅーリッࡘ࠴

P2-198 ጊፒℂᱜ 京大㒮農

P1-236 ጊ㦮ᦐ 京大㒮ℂ

P1-339 ጊ㦮 㗀ሶ 東㇌大ℂ

P1-175 ጊፒᄢᔒ 東ർ大生

P1-073 ጊ㦮 ᄢ Ꮺᐢ⇓↥大

P2-177 ጊፒ㆝ ർᶏ大学環境科学㒮

P2-128 ጊਅ ⡡ ᓼፉ大生物⾗Ḯ

P1-158 ጊਅᐔ ጟጊ大学　農学ㇱ

P1-314 ጊਅ ↱⟤ ፉ大生シࠬ࠹ムℂ工

P2-229 ጊ科ජ㉿ 京大ࡈࠕリࠞンター

P1-322 ጊሶ ାᎺ大学農学ㇱ

P2-176 ጊἑᢘᄥ㇢ ᐶ農技✚

P1-220 ጊ↰ ⚓⟤ 東ർ大生科学研究科

P1-422 ጊ↰ ℂ㚅 ᣧⒷ↰大㒮వㅴℂ工

P2-159 ጊ↰ൎ㓷 ᳓↥✚ว研究ンター

I3-33 ጊ↰ஜᄥ㇢ ർᶏ大学環境科学㒮

P2-392 ጊ↰  東大農

T21-4 ጊ↰ବᒄ ᐢፉ大学✚ว科学

P1-424 ጊ↰㕏ሶ ᣧⒷ↰大㒮వㅴℂ工

P2-134 ᄢ ⑲ ජ⪲大学ᢎ⢒学ㇱ

S04-2 ጊਛ ᮸ 㦖⼱大ℂ工

I1-08 ጊਛ⡡ ർᶏ大学農学㒮

P1-216 ጊਛ⪚ 㜞知大ℂ

P2-347 ጊࡁౝ ፏᔒ 東㇌大ℂ

P1-094 ጊ㊁ᄢ᮸ ╳ᵄ大学大学㒮生環境

T23-4 ጊ⌀ੱ 京大⊕⋲ /生ᘒ研

P2-251 ጊ ೣ↵ หᔒ␠大学ᢥൻ情報学ㇱ

T09-4 ጊశม 農業環境技術研究所

P2-457 ጊᧄ ᤘ▸ 東京学⧓大学

P1-354 ጊᧄ  ජ⪲大㒮⧓

P2-298 ጊᧄ ବᤘ 日ᧄක生科学大学

P2-399 ጊᧄ ਯ ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

F3-43 ጊర✍ᒎ㚅 東ർ大学

P2-207 ጊᧄ ੩ ↥✚研生物プࠬࡠ

W02 S04-7 ጊᧄືผ ᚭ大学㒮⊒達

P2-293 ጊᧄ჻ ฬ大㒮環境

P2-202 ጊᧄᥓሶ 㣮ఽፉ大学᳓↥学ㇱ

P1-083 ጊᧄㆯᐔ 京大環境

P1-255 ጊ Ⅎᄹ 京ㇺ大農

P1-397 ⴕᐕ ᕶ ฬ大㒮生農

G1-08 ᴤ↰ ᾖ⑺ ᣂ大CTER

P2-257 ᨹේ 東ർ大㒮生

P2-324 ᮮ ᥓਯ ╳ᵄ大㒮生環境

T24-4 ᮮᎹ ᄥ৻ ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

P2-013 ᮮᎹผ 大㒋⥄ὼผඳ

J2-14 ᮮㇱ ᥓᶈ 京大㒮農

T09-3 ᮮḴ ⴕ 国┙環境研究所

P1-411 ᮮጊ ᄢ⒘ 京大農ᨋ生ᘒ

T09-5 ᮮጊ ⌀ᑿ ᐶ⋵┙大学

P2-344 ศጟ⦟ 国┙環境研究所

P2-230 ศᎹ ᔀᦶ ᨋ✚ว研究所

P2-290 ศᎹ ሶ ₹Ꮉ大学　農学ㇱ

P2-447 ศ┻ ᐔ ጘ㒂大ᵹ

P2-420 ศ↰ ⺈ 東大大᳇ᶏᵗ研

I1-04 ศ↰ ᐽሶ ᚭ大㒮農㘩⾗Ḯ

P2-397 ศ↰ ൎᒾ 国┙環境研生物

P2-036 ศ↰ ৻㇢ ᮮᵿ国大ᢎ⢒

P2-075 ศ↰⠹ᴦ ㊄ၔ学㒮大⮎

T07 ศ↰ਂੱ 東大✚วᢥൻ

P2-409 ศ↰ ม ㈼農学大学㒮　野生動物

T13-3 ศ↰ବ ർᶏ大学

P2-266 ศ↰ᥓᒄ 東京農工大農

E2-25 ศ↰ọ ᐶ⋵┙大，環境ੱ㑆

I2-22 ศේ 東ർ大　農学研究科

W08
P2-092

ศ⻞৻ ᨋ✚研㑐

I2-14 ศᱜᔒ OIST

I2-18 ศ⌀↱⟤ ᨋ✚ว研究所

P2-318 ศ㉿ 大㒮農

W03
P2-139

ศጊ ᶈᐔ ṑ⾐⋵大　環境

P2-376 ☨ ᗉᄥ㇢ ᷡ᳓ᑪ⸳（ᩣ）技術研究所

P1-002 ☨ ↱♿ 㣮ఽፉ大学

P2-228 㗬ᧃ ᱞผ ർ大ෘጯ⥃ᶏታ㛎所

I2-15  ኡ 東工大，Eawag

講　演・
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I1-01 ᳓㊁ ᤩሶ ฬฎደ大学　ቝቮ環境

E2-33 ᳓㊁ ૫✜㉿ 京ㇺ大学ℂ学研究科

P1-277 ᳓㊁ዅᢥ 京ㇺ工⧓❫⛽大学

E2-24 ᳓ర ᗅᥙ 京大㒮農⯻生ᘒ

T20-3 ᳓ᧄኡၮ ർ大農動物生ᘒ

E2-22 ਃ㜞 㓶Ꮧ 京大㒮農⯻生ᘒ

F1-11 ਃ↰ ᢅᱜ ፉ⋵農業✚วンターᵿ

P2-263 ḩየ ᔒੱ ᣂẟ大CTER

G3-34 ḩⴕ ⍮⧎ 大ℂ生ᘒ

P1-352 ධ ⚐৻ ㄭ大㒮　農学研究科

P1-276 ධ ⟤ ฬฎደ大生農ᨋ保⼔

P2-083 ධ㊁ ੫ሶ ጘ㒂大ᵹၞ

J1-01 ධ ૫ౖ ₹Ꮉ大学農学ㇱ

T11-2 Ḯ ᢥ ᚭ大㒮ੱ㑆⊒達環境

T19-3 Ꭸ↰ ᜏ 農研ᯏ᭴農工学研究所

P1-025 ේ ᖘ⟤ ർᶏ大学環境科学㒮

I3-29 ਃ℉⏴ ╳ᵄ大生環境科学研究科

S04-5 ች ᱜ᮸ ජ⪲ਛᄩඳ

H1-07 ችᎹ ৻ᔒ ቝㇺች大学ࠝࠗࡃ

G1-01 ችᎹ ᐘ㓶 ᧁ研究所

PH-021 ችၔ ട⩿ 㕒ጟർ㜞╬学ᩞ

P2-277 ች࿖ ᵏผ JSPS Research Fellow

U05 ਃቛ ፏ ጘ㒂大ᢎ⢒

P1-414 ㇺ ⾫ᄥ㇢ ᐢፉ大学

P1-212 ችፒᕀ ᮮᵿ国┙大学大学㒮

F1-05 ችỈ⌀৻ ᨋ✚ว研究所

P2-152 ችਅ ⋥ 東大農生物多様性

W29
P2-060

ችਅ ᓀᄹ 東大㒮ℂ日光ᬀ物

P1-420 ች᎑ᕺ㉿⧎ ᣧⒷ↰大㒮వㅴℂ工

P2-451 ች↰ ⢻ኯ ජ⪲大学大学㒮ℂ学研究科

P1-121 ች↰ ⌀↢ ᴦ大学農学ㇱ

P2-374 ች⣁ᚑ↢ ᩣᑼ会␠ᑪ⸳環境研究所

T17-3 ਃベ ੩ሶ ർᶏ大学　環境

P2-383 ะ ༑ᨐ ᣂẟ大学⥄ὼ科学研究科

T03-2 ะ⟤ ᨋ✚研ᨋ⯻

P2-454 ะ⌀㇊ 京ㇺ大学農学研究科

P1-039 ᱞ⮮ ᮸ ᣂẟ大学農学ㇱ

P2-172 የ ᧂᄹ （一␠）日ᧄᨋ技術ද会

P1-054 ㇁ ᄐ⩿ ᚭ大学⊒達科学ㇱ

W27  㓶⑲ IGES 国際生ᘒ学ンター

P2-153 ஜᄥ㇢ ฬฎደ↥業大学環

P1-143 ാ᮸ 㚂ㇺ大生

P2-131 ↰ Ⓞ 東大㒮ᣂ㗔ၞ

P1-018 ↰ᴕ⡍ ᄹ⦟ᢎ⢒大学

J1-03 ⋡㤥િ৻ 国際生ᘒ学ンター

T07-2
⥰ᧁᤘᒾ /
MOUGI Akihiko ፉᩮ大学

P1-129 ᧧ደ⾆჻ 東ർ大学大学㒮 生科学

H1-02 ᜬ↰ᶈᴦ ᘮᙥ大学　生物学ᢎቶ

P2-186 ᦸ , ᣵ 京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター

I1-07 ᧄỈᄢ↢ 㦖⼱大㒮ℂ工

P2-337  ᢘ 国┙᳓ୀ∛✚ว研究ンター

P2-096  ⨃ᄥ ጊᒻ大農学ㇱ

G3-29  ᾖ⾆ 東大✚วᢥൻ

P1-336 ᷡੳ ṑ⾐⋵大環境

P2-423  ↢ᨑ ጟጊ⋵⥄ὼ保⼔ンター

E2-31 ᖘᄥ ർ大㒮農

I2-13 ญ ⚓ජሶ ᣂẟ大⥄ὼ

P2-146 ⋓ญḩ ᴒ✽大学ੱᢥ学ㇱ

E1-07 ᄢ༑ 京大ᨋ生ᘒ

W30 I3-27 ↰ஜᄥ㇢ ർᶏ᳓↥研究所

PH-031 ᳗ ᐽኡ 東京ㇺ┙ᚭጊ㜞╬学ᩞ

P1-263 ㊁ శᄥ㇢ ᐶ⋵大㒮環境ੱ㑆

P2-393 ㊁ ⌀ℂ ศ国際大学

P1-042 ⧷᮸ ╳ᵄ大学

P2-056 ᐢ ାሶ 多ᨋ科学

P1-066 ᧄ ᓀᄐ 㚂ㇺ大　ㇺᏒ環境

PH-016 ᧄ ᣧ⒘ ጘ㒂⋵┙ጘ㒂㜞╬学ᩞ

I2-23 ᧄ ᷕሶ ർ大㒮農

P2-024 ⍫ࡩፒ ᮸ IGES-JISE

P1-239 ᩉᴧ ᐽᐔ 東ർ大学ℂ学ㇱ生物学科

P2-110 ᧁᯅീ ᨋ✚ว研究所東ർᡰ所

P1-076 ኅୖ ಒ 京ㇺ大農

P2-100 ⍫ፒ ஜ৻ ᨋ✚研

P1-229 ጟᴺሶ ᄹ⦟ᅚሶ大学大学㒮

P2-340 ↰ ⟤㚅 ᨋ✚研

P1-007 ↰ ╳ᵄ大学生環境科学

P2-444 ㊁ ⠍ บᏒ

I2-21 ⼱ౝ ⨃㓶 京大生ᘒ研

P2-149 ᩉᎹ ቄ 東工大ℂ工学

P2-206 ᩉ⌀৻ 大ඳ

P1-193 ⍫⚊ᣧ♿ሶ 京大農ᨋ生ᘒ

G1-10 ⍫㊁ୃ৻ 京大㒮農生ᘒ情報

U03 U12 ⍫ේᔀ৻ 大ℂ生物

P1-204 ⮳ේ᮸ ർ大農学㒮

P1-412 ⍫ㇱ❱ 東㇌大学ℂ学ㇱൻ学科

J3-27 ጊౝ ᷕ 京ㇺ大学生ᘒ学研究ンター
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F1-02 ጊᶆ  ାᎺ大㒮ᢎ

T13 ጊᶆᖘ৻ ᨋ✚研ᬀ生

T03-1 ጊየ  ᒄ೨大学農学生科学ㇱ

PH-004 ጊጟ ᱠ⟤ ᷡᔃᅚሶ㜞╬学ᩞ

P1-250 Ꮞ ஜ 東ർ大学

P2-475 ጊጯᵗ⾆ ᒄ೨大学⊕⥄ὼ環境研究所

P1-380 ጊญ ⧷⟤ ጤᚻ大学㒮ㅪว農学研究科

J3-24 ጊญ ᐘ ᄹᎹ大工

P1-110 ጊญ Პᔒ ฬ大㒮生農

T02-1 ጊญ ⺬ 大㒮シࠬ࠹ム生

P2-148 ጊญ 㜞ᔒ ർᶏ環境科学研究ンター　

P2-121 ጊፒ⛗ℂ 大学ࡅーリッࡘ࠴

P2-198 ጊፒℂᱜ 京大㒮農

P1-236 ጊ㦮ᦐ 京大㒮ℂ

P1-339 ጊ㦮 㗀ሶ 東㇌大ℂ

P1-175 ጊፒᄢᔒ 東ർ大生

P1-073 ጊ㦮 ᄢ Ꮺᐢ⇓↥大

P2-177 ጊፒ㆝ ർᶏ大学環境科学㒮

P2-128 ጊਅ ⡡ ᓼፉ大生物⾗Ḯ

P1-158 ጊਅᐔ ጟጊ大学　農学ㇱ

P1-314 ጊਅ ↱⟤ ፉ大生シࠬ࠹ムℂ工

P2-229 ጊ科ජ㉿ 京大ࡈࠕリࠞンター

P1-322 ጊሶ ାᎺ大学農学ㇱ

P2-176 ጊἑᢘᄥ㇢ ᐶ農技✚

P1-220 ጊ↰ ⚓⟤ 東ർ大生科学研究科

P1-422 ጊ↰ ℂ㚅 ᣧⒷ↰大㒮వㅴℂ工

P2-159 ጊ↰ൎ㓷 ᳓↥✚ว研究ンター

I3-33 ጊ↰ஜᄥ㇢ ർᶏ大学環境科学㒮

P2-392 ጊ↰  東大農

T21-4 ጊ↰ବᒄ ᐢፉ大学✚ว科学

P1-424 ጊ↰㕏ሶ ᣧⒷ↰大㒮వㅴℂ工

P2-134 ᄢ ⑲ ජ⪲大学ᢎ⢒学ㇱ

S04-2 ጊਛ ᮸ 㦖⼱大ℂ工

I1-08 ጊਛ⡡ ർᶏ大学農学㒮

P1-216 ጊਛ⪚ 㜞知大ℂ

P2-347 ጊࡁౝ ፏᔒ 東㇌大ℂ

P1-094 ጊ㊁ᄢ᮸ ╳ᵄ大学大学㒮生環境

T23-4 ጊ⌀ੱ 京大⊕⋲ /生ᘒ研

P2-251 ጊ ೣ↵ หᔒ␠大学ᢥൻ情報学ㇱ

T09-4 ጊశม 農業環境技術研究所

P2-457 ጊᧄ ᤘ▸ 東京学⧓大学

P1-354 ጊᧄ  ජ⪲大㒮⧓

P2-298 ጊᧄ ବᤘ 日ᧄක生科学大学

P2-399 ጊᧄ ਯ ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

F3-43 ጊర✍ᒎ㚅 東ർ大学

P2-207 ጊᧄ ੩ ↥✚研生物プࠬࡠ

W02 S04-7 ጊᧄືผ ᚭ大学㒮⊒達

P2-293 ጊᧄ჻ ฬ大㒮環境

P2-202 ጊᧄᥓሶ 㣮ఽፉ大学᳓↥学ㇱ

P1-083 ጊᧄㆯᐔ 京大環境

P1-255 ጊ Ⅎᄹ 京ㇺ大農

P1-397 ⴕᐕ ᕶ ฬ大㒮生農

G1-08 ᴤ↰ ᾖ⑺ ᣂ大CTER

P2-257 ᨹේ 東ർ大㒮生

P2-324 ᮮ ᥓਯ ╳ᵄ大㒮生環境

T24-4 ᮮᎹ ᄥ৻ ᶏᵗ研究㐿⊒ᯏ᭴

P2-013 ᮮᎹผ 大㒋⥄ὼผඳ

J2-14 ᮮㇱ ᥓᶈ 京大㒮農

T09-3 ᮮḴ ⴕ 国┙環境研究所

P1-411 ᮮጊ ᄢ⒘ 京大農ᨋ生ᘒ

T09-5 ᮮጊ ⌀ᑿ ᐶ⋵┙大学

P2-344 ศጟ⦟ 国┙環境研究所

P2-230 ศᎹ ᔀᦶ ᨋ✚ว研究所

P2-290 ศᎹ ሶ ₹Ꮉ大学　農学ㇱ

P2-447 ศ┻ ᐔ ጘ㒂大ᵹ

P2-420 ศ↰ ⺈ 東大大᳇ᶏᵗ研

I1-04 ศ↰ ᐽሶ ᚭ大㒮農㘩⾗Ḯ

P2-397 ศ↰ ൎᒾ 国┙環境研生物

P2-036 ศ↰ ৻㇢ ᮮᵿ国大ᢎ⢒

P2-075 ศ↰⠹ᴦ ㊄ၔ学㒮大⮎

T07 ศ↰ਂੱ 東大✚วᢥൻ

P2-409 ศ↰ ม ㈼農学大学㒮　野生動物

T13-3 ศ↰ବ ർᶏ大学

P2-266 ศ↰ᥓᒄ 東京農工大農

E2-25 ศ↰ọ ᐶ⋵┙大，環境ੱ㑆

I2-22 ศේ 東ർ大　農学研究科

W08
P2-092

ศ⻞৻ ᨋ✚研㑐

I2-14 ศᱜᔒ OIST

I2-18 ศ⌀↱⟤ ᨋ✚ว研究所

P2-318 ศ㉿ 大㒮農

W03
P2-139

ศጊ ᶈᐔ ṑ⾐⋵大　環境

P2-376 ☨ ᗉᄥ㇢ ᷡ᳓ᑪ⸳（ᩣ）技術研究所

P1-002 ☨ ↱♿ 㣮ఽፉ大学

P2-228 㗬ᧃ ᱞผ ർ大ෘጯ⥃ᶏታ㛎所

I2-15  ኡ 東工大，Eawag

講　演・
企画番号 　名　前 　　所　属 講　演・

企画番号 　名　前 　　所　属
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P1-132 ⧯ᨋ ടᨑ 東ർ大生

P1-230 ⧯ᨋ ⚔ሶ ർᶏ大学環境科学㒮

T24-1 Ⓨ ᦶᄥ 農業環境技術研究所

P1-342 ⣁⼱㊂ሶ㇢ ਛᄩ大学

P1-004 ਭ ᓃታ ർᶏ大学農学ㇱ

T05-2 㣐⼱ߺߠ ਛᄩ大学ℂ工学ㇱ

PH-015 ᷰㆻ ⫓ਫ ᮮᵿࠛࠗࠨンࠬ㜞ᩞ

P2-018 ᷰㆺ ୃ ା大農

P2-331 ᷰㆻ ẖ ጊᒻ⋵ᨋ研究研ୃンター

P2-448 ᷰㄝ ⻞ᄥ ᷼ḧⓨ᷼技術研究所

P2-169 ᷰㄝ ⋥⊓ ฬ大㒮生農

P2-375 ᷰㇱ 㓁 ᷡ᳓ᑪ⸳（ᩣ）技術研究所

P2-239 ᷰㄝஜᄥ㇢ ർ大ෘጯ

P2-037 ᷰㇱବᄥ㇢ ṑ⾐⋵┙大学環境科学ㇱ

P2-181 ᷰㆺੳᔒ ጘ㒂⋵ᨋ研究所

W20 ✎⽾ ⼾ ർᶏ大学᳓↥科学研究㒮

P2-309 ↰ ື ർᶏ大学᳓↥科学研究㒮

J1-02 ↰ ⋥ ንጊ大研究ផㅴᯏ᭴ᭂ東

P1-360 ↰ の߆ߤ ᴦ大学農学ㇱ

G1-11 ↰ ⪲ሶ ᄹ⦟ᅚሶ大学大学㒮

講　演・
企画番号 　名　前 　　所　属
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〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-23-2 
TEL 03-3988-1818 FAX 03-3988-2018 
http://www.kensetsukankyo.co.jp/ 

・環境アセスメント 
・⽣態系の保全・再⽣ 
・環境管理計画 
・環境計量 
・⽔環境 

・環境調査・解析 
・環境教育 
・環境防災 
・地域連携 
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最新

進化する ハイクカムは日本生まれの日本仕様

ソーラーパネルオプション他アクセサリーも豊富

・技術適合証明取得済



MiSeqによるアンプリコン解析
生物の生態を調べるなら次世代シーケンス解析 !!

価格：150,000円/16サンプル

解析の流れ

対象領域 オプション

納期：15営業日

1

株式会社ファスマック
神奈川県厚木市岡田3088 ケーオービルA棟4階
TEL.046-281-9901 FAX.046-281-9931 URL. http://www.fasmac.co.jp

5

2

3

4

対象領域を増幅するサンプル調製用プライマーを無償で提供致します。

お客様でサンプル調製用プライマーを使用して3&5を行い、ライブラリーを作製して下さい。
→プライマーの組み合わせによって㻝㻌解析につき最大㻝㻢㻌サンプルを識別可能です。

各ライブラリーを精製後、吸光度計等で濃度測定し、等量混合したサンプルを弊社に発送（注㻝）して下さい。

弊社にてサンプルの4&作業（注㻞）実施後、0L6HTでシーケンス解析（注㻟）を行います。

データ解析を行います。
【㻝㻢㻿㼞㻾㻺㻭や㻵㼀㻿領域㻘㻌㻝㻤Ｓ㼞㻾㻺㻭の場合】
菌叢解析用パイプライン「㻽㼕㼕㼙㼑」を用いて解析を行い、「菌群組成
グラフ」や「ヒートマップ」の形でデータの可視化まで行います。
解析事例は弊社㼣㼑㼎をご参照願います。
(http://www.fasmac.co.jp/gene_loupe/ngs/analysis_sample.html)

F A S M A C

作業内容 価格

DNA抽出から
ライブラリー作製(注4)

1～8
サンプル +40,000円

9～16
サンプル +60,000円

PCRから
ライブラリー作製

1～8
サンプル +20,000円

9～16
サンプル +30,000円

レアファクションカーブ
と主座標分析 （PCoA）

1解析
（納品後）

+10,000円
（+30,000円）

お問い合わせ先 ngs@fasmac.co.jpE-mail

対象領域 ターゲット生物種 具体例

16SrRNA V4領域 細菌と古細菌
・土壌中の微生物
群集構造解析

・環境DNA
から生物の推定

・胃や腸内、糞便
に含まれる
餌生物の推定

など

ITS領域 真菌類

18SrRNA 真核生物

12SrRNA 
（引用文献：Miya et al., 2015） 魚類

Cytochrome c oxidase subunit I 
（COI） 動物

（注1）お送りいただく等量混合したサンプルの濃度と液量は10ng/μl、20μl 以上でお願いします。
（注2）QC（quality control）について サンプル受領後にMiSeqでのrunが可能であるかどうかを確認することを目的として、サンプルDNA の長さと量を測定します。
（注3）QC作業の結果、サンプル調製に用いたプライマー除去の不徹底等MiSeqでのrunに問題があると判断した場合、弊社でビーズ精製を行います（有償：5,000円）。

また、この時点でrunを行ってもデータが得られないと判断した場合は解析を中止させていただきます（この場合のご請求は行いません）。
（注4）DNA 抽出は対象生物やサンプルの状況によって抽出方法を最適化する必要がございます。より良いデータを得るための非常に重要なステップであると位置づけております。

この観点から弊社におけるDNA抽出ノウハウに乏しいサンプルについては、お断りさせていただく場合がございます。

菌相組成の
棒グラフ

【㻝㻞㻿㼞㻾㻺㻭や㻯㻻㻵の場合】
各㻻㼀㼁に対して、検出されたリード数と対応する生物種を示した
「エクセルデータ」を提供致します。
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各OTUに対するリード数と生物種の対応表（例：相模川サンプル）



※定価は本体価格に8％の消費税を加えた額です。　文一総合出版ホームページ　http://www.bun-ichi.co.jp
〒162-0812 東京都新宿区西五軒町2-5 川上ビル　営業部／Tel: 03-3235-7341　Fax: 03-3269-1402

▼ ▼ ▼種生物学シリーズ──最新刊＋既刊 15 冊  種生物学会 編  

花生態学の最前線 美しさの進化的背景を探る
定価（本体3,000円＋税） 

森の分子生態学 遺伝子が語る森林のすがた
西脇亜也・陶山佳久 責任編集　定価（本体3,600円＋税）

保全と復元の生物学 野生生物を救う科学的思考
矢原徹一・川窪伸光 責任編集　定価（本体3,200円＋税）

光と水と植物のかたち 植物生理生態学入門
村岡裕由・可知直毅 責任編集　定価（本体3,800円＋税）

草木を見つめる科学 植物の生活史研究
堀良通・大原雅 責任編集　定価（本体3,200円＋税）

森林の生態学 長期大規模研究からみえるもの
正木隆・田中浩・柴田銃江 責任編集　定価（本体3,800円＋税）

農業と雑草の生態学 侵入植物から遺伝子組換え作物まで
浅井元朗・芝池博幸 責任編集　定価（本体3,600円＋税）

共進化の生態学 生物間相互作用が織りなす多様性
横山潤・堂囿いくみ 責任編集　定価（本体3,800円＋税）

発芽生物学 種子発芽の生理・生態・分子機構
吉岡俊人・清和研二 責任編集　定価（本体4,500円＋税）

外来生物の生態学 進化する脅威とその対策
村中孝司・石濱史子 責任編集　定価（本体3,800円＋税）

ゲノムが拓く生態学 遺伝子の網羅的解析で迫る植物の生きざま
永野惇・森長真一 責任編集　定価（本体3,800円＋税） 

種間関係の生態学 共生・寄生・捕食の新しい姿
川北篤・奥山雄大 責任編集　定価（本体4,000円＋税） 

系統地理学 DNAで解き明かす生きものの自然史
池田啓・小泉逸郎 責任編集　定価（本体3,800円＋税） 

視覚の認知生態学 生物たちが見る世界
牧野崇司・安元暁子 責任編集　定価（本体3,800円＋税） 

special issue
森の分子生態学 2 津村義彦・陶山佳久 編著
定価（本体4,600円＋税） 

▼ ▼ ▼大会期間中展示室にて特別価格で販売！ 現品をご覧になれます 公費購入承ります

時間生物学への招待
生物時計の生態学 リズムを刻む生物の世界
新田梢・陶山佳久 責任編集　定価（本体3,800円＋税）

地球上の多くの生物は，ほぼ 24時間周期の生体リズムを持っている。これは，
地球の自転がもたらす昼夜のサイクルに適応して進化したものと考えられる。
が，生物が刻むリズムはこれだけではない。潮の満ち引き，一緒に暮らすな
かまとの関係など，多様な生物リズムと，その解明に挑む研究法を紹介する。

生物間相互作用が織りなす多様性

日本のスゲ
増補改訂

日本 スゲ
Carex of Japan, Enlarged and Revised Edition

勝山輝男 著　　定価（本体5,500円＋税）

津村義彦・陶山佳久 編　　定価（本体5,500円＋税）
八田洋章 編著　　定価（本体16,000円＋税）

待望の改訂版，ついに完成！
ルーペで観察できる形態をキーにした検索表
と，ポイントとなる各部の質感までをとらえた
拡大写真により，困難とされるスゲ属植物の
野外での識別を可能にする実践的なフィールド
図鑑。新種・新産種約 20種を追加，記載に
も最新情報を反映した。

公園樹，街路樹等として植樹される広葉樹を
中心に，43種の遺伝的地域性を図で解説す
る，待望の資料集。

環境の変化を受ける前の遺伝的特質を示す
実生とその初期成長 3年分を集積した画期
的図鑑！　236種を収録。

柵で植生は守れるか？
各地に設置されてきた「シカ柵（防鹿柵，植生
保護柵）」。その取り組みは，どのような成果を
もたらしたのか？　シカの排除実験ともとらえ
るられる柵の効果と運用の実際を，各地の研
究者が報告。日本の森林とシカの 「今」をまと
め，効果的な対策を探る。日本植生学会によ
る「シカ影響度マップ」も収録。

シカの 脅威と森の未来
シカ柵による植生保全の有効性と限界

前迫ゆり・高槻成紀 編　　定価（本体3,000円＋税）

地図でわかる
樹木の種苗移動ガイドライン 樹木の実生図鑑 芽生えと

樹形形成

分子系統樹
遺伝構造図

ハプロタイプ間の関係

子葉痕，芽鱗痕を
標本上に表示

主軸の伸張量

主軸と側枝の
伸張量比率

生態学会広告16.indd   1 15/11/27   15:36





メイワフォーシス 株式会社
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SMART Flux 温室効果ガスフラックス測定システム

●データロガー・
　 複雑配線・記録用Flux計算プログラム不要

●Flux生データを内部CPUで演算処理

●渦相関法各種補正を自由に取捨選択

●FluxSuite  ソフトウェアーによる遠隔サイト管理

新しいSMART Flux Systemは面倒な作業が一切
不要の誰もが簡単にできる唯一のシステム

●光合成反応をリアルタイムに測定
測定植物直下にある2台のIRGA分析計で、チャン
バーの入口と出口を同時測定

高性能分析計は炭酸ガス測定濃度±0.2ppm
光合成反応の小さいサンプルも正確にキャッチ

●セミオープンパス機構で安定測定

新CPU搭載で、イーサーネットでのネットワーク
通信が可能。PCやiPhone等も使用可能

●イーサーネット通信機能追加

大型サンプルも安定測定できる新型針葉樹チャ
ンバー等、測定サンプルに対応したチャンバーを
数多くラインナップ

●豊富なチャンバーラインナップ

CH4/CO2/H2O Fluxデータは、生データと共に附属
メモリに記録

データの確認ダウンロードや、アラートのe-mail
送信設定が可能

各種補正はユーザーが選択し、Fluxを自動計算

新世代の
自動Flux測定システム　

おかげさまで
国内300台以上の販売

LI-6400XT 植物総合解析システム
（光合成・蒸散・クロロフィル蛍光・アラビドプシス植物測定装置）

        



学術センサーカメラの麻里府商事
〒740-0022山口県岩国市山手町1丁目9-16
TEL.0827-22-8888/Fax.0827-22-8100
http://www.sensorcamera.jp/
marif@sensorcamera.jp

○光学映像機器・その他
　ハードユースカメラ：耐衝撃・防水
　工業用グラスファイバー及びマイクロスコープ
　コンパスグラス・双眼鏡
　かごワナ（HOON’S TRAP）
○代行輸入承ります。

学術センサーカメラ FieldNote
・・・・・ともに在るこの地球を大切に・・・・・

学術センサーカメラ FieldNote ®®

第１回 哺乳類学会 功労賞を授与されました。

・・・・・・・・　センサーカメラは技術とアフターサービスで貢献します・・・・・・・・
　Fieldnoteシリーズ
・アフリカ熱帯雨林からヒマラヤの標高4000m以上の使用実績あり。
・世界TOPクラスの高性能ツインセンサー（特許技術）で貴重な瞬間を撮影出来ます。
・世界最高級防水カメラによる超精彩画像撮影は個体識別が可能。
　Ltl-Acornシリーズ
・正規輸入だから責任あるアフターサービスが提供出来ます
・比類ない防水性と回路保護機能（実用新案申請中）で安心使用。
・撮影距離0.5mからの近距離動画撮影（特別仕様）が可能。
　安心のサポート体制
・国内生産、正規輸入代理店だからお約束できる完全アフターサービス。

Ltl-Acorn シリーズ
夜間の挙動観察に最適

高性能ツインセンサーと
最高級デジタルカメラに
より、夜間でも 高精細
カラー画像が得られます。

Fieldnote DUO+ 

高性能ツインセンサーと
最高級デジタルカメラに
より、夜間でも 高精細
カ

麻里府商事品質のLtl-Acornで
HD動画撮影。
�見えない遠赤外線光で動物の自然
な挙動が撮れます。

動画撮影専用機(夜間ノングローHD画質)

Fieldnote DUOがさらにパワーアップ

サンプル動画 HPにアップロード中

http://www.sensorcamera.jp

第１回 哺乳類学会 功労賞を授与されました。

新発売「Ltl-Acorn6310W MARIF スペシャル」
�����広角タイプを追加しました��

提供：栗原智昭様提供：栗原智昭様

生データ生データ拡大データ拡大データ

カラー動画 (昼間) からのカット画像カラー動画 (昼間) からのカット画像
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To join the Ecological Society of Japan, please contact the ESJ office:
1-8 Koyama Nishihanaike, Kitaku, Kyoto, 603-8148, Japan
Email: kaiin@mail.esj.ne.jp    Tel: +81-75-384-0250
The annual fee for an individual, due on 1 January, is Japanese Yen 11,000. 
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日本生態学会ؙ大会੫員会ؙق○म会শك
委 員 長 : 半谷吾郎（京都大）

副 委 員 長 : 川北篤（京都大）

大 会 運 営 部 会 :

発 表 編 成 部 会 :

シ ン ポ ジ ウ ム 部 会 :

ポ ス タ ー 部 会 :

高校生ポスター部会 :

英語口頭発表部会(WG) :

日本生態学会ؙ第��回大会ৰষ員会
大 会 会 長 : 中静透（東北大）

大 会 実 行 委 員 長 : 占部城太郎（東北大）

プ ロ グ ラ ム : 牧野能士（東北大）

ウエブ・表紙デザイン : 高橋佑磨（東北大）

企 画 連 絡 調 整 : 富松裕（山形大） 

受 付 :

ク ロ ー ク : 牧野渡（東北大）

ポ ス タ ー 会 場 :

高 校 生 ポ ス タ ー : 深澤遊（東北大）

公 開 講 演 会
（ 講 演 本 編 集 な ど ）

:

懇 親 会 : 饗庭正寛（東北大）、河田雅圭（東北大）、牧野能士（東北大）、陶山佳久（東北大）、中静透（東北大）

ア ル バ イ ト : 酒井聡樹(東北大)

託 児 室 : 長嶋寿江（東北大）、大野ゆかり（東北大）

会 場 （ 器 材 ） : 鹿野秀一（東北大）

会 場 （ 進 行 補 助 ） :

サ イ ン 計 画 : 千葉聡（東北大）

危 機 管 理 : 河田雅圭（東北大）

広 報 ・ 協 賛 企 業 : 陶山佳久（東北大）

大 会 事 務 局 ・ 会 計 : 柚原剛（東北大）

第��回日本生態学会大会プログラム

����年�月��日ষ

ౣૐ・ষٴ日মেଙ৾ভপভ੫৩ভ
���������市ਨય৵ਧ୨���岜ಹ੮১য日মেଙ৾ভٿ
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http://www.esj.ne.jp/
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牧雅之（東北大）、池田紘士（弘前大）、池田実（東北大）、石田清（弘前大）、大槻朝（東北大）、大西尚樹
（森林総研）、小黒芳生（東北大）、小野賢二（森林総研）、風間健宏（東北大）、木下今日子（岩手大）、木
村一貴（東北大）、黒沢高秀（福島大）、郷右近勝夫（宮城県利府町）、島田卓哉（森林総研）、嶋田哲郎
（伊豆沼・内沼財団）、曽我部篤（弘前大）、高野宏平（東北大）、冨樫博幸（東北水研）、成田憲二（秋田
大）、平吹喜彦（東北学院大）、藤林恵（秋田県立大）、藤山直之（山形大）、星崎和彦（秋田県立大）、蒔田
明史（秋田県立大）、松政正俊（岩手医科大）、森茂太（山形大）、安野翔（仙台市）、彦坂幸毅（東北大
学）、千葉聡（東北大）、牧野能士（東北大）、鹿野秀一（東北大）

彦坂幸毅（東北大）、松政正俊（岩手医大）、島田直明（岩手県大）、鈴木まほろ（岩手県博）、鈴木孝男（東
北大）、黒沢高秀（福島大）、占部城太郎（東北大）

○三木健（国立台湾大）、辻和希（琉球大）、久米朋宜（国立台湾大）、田中健太（筑波大）、日室千尋（九
州大）、藤井一至（森林総研）、杉浦真治（神戸大）、韓慶民（森林総研）、仲澤剛史（国立成功大）

○辻野亮（奈良教育大）、北村俊平（石川県立大）、佐々木晶子（広島大）、竹中明夫（国立環境研）、富松
裕（山形大）、中川弥智子（名古屋大）、三木健（国立台湾大）、小池伸介（東京農工大）、田邉晶史（水研セ
ンター）、高橋佑磨（東北大）、藤田志歩（鹿児島大）

小口理一（東北大）、兼子伸吾（福島大）

○牧野能士（東北大）、山本智子（鹿児島大）、櫻井玄（農環研）、松尾奈緒子（三重大）、山平寿智（琉球
大）、西廣淳（東邦大）、小泉逸郎（北海道大）、土松隆志（東京大）

○西脇亜也（宮崎大）、丑丸敦史（神戸大）、栗和田隆（鹿児島大）、嶋田正和（東京大）、高原輝彦（島根
大）、土居秀幸（兵庫県立大）、冨山清升（鹿児島大）、中井咲織（立命館宇治中・高）、小口理一（東北大）
深澤遊（東北大）

○柴田銃江（森林総研）、横溝裕行（国立環境研）、岩崎亘典（農環研）、岩田繁英（東京海洋大）、大西尚
樹（森林総研）、小林真（北海道大）、曽我部篤（弘前大）、東樹宏和（京都大）、福島慶太郎（首都大）、及
川真平（茨城大）、佐藤拓哉（神戸大）、熊野了州（帯広畜産大）、清野達之（筑波大）、若松伸彦（東京農
業大）

鈴木孝男（東北大）、清和研二（東北大）

○内海俊介（北海道大）、赤坂卓美（帯広畜産大）、安立美奈子（筑波大）、小野田雄介（京都大）、金田哲
（農環研）、上村真由子（日本大）、栗和田隆（鹿児島大）、高原輝彦（島根大）、土居秀幸（兵庫県立大）、
小口理一（東北大）、永松大（鳥取大）、池田紘士（弘前大）

http://www.esj.ne.jp/



