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and  
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Sabah’s experience and practice for sustainable 
development and conservation  
Sabah Case Study JICA-SDBEC 



Outline 

 Overview of Sabah and SDBEC 
 Pilot Activity at Kg.Tudan, Tuaran 

District 
 Towards Sustainability 



Forest in Sabah 

・86 % coverage in 1972 
 → Today 50% 
(70% in Sarawak, 67% in Japan) 
 
・a large area of forest  
→degraded 
→ commercial value: decreasing 
→ timber export industry: 

decline 
 
・Today 4 % of GDP 

Presenter
Presentation Notes
木材輸出量は年々増え、サバ州の森林はものすごいスピードで消滅しました。1972年の全土に占める森林率は約86％という記録があります。現在、サバ州の森林率は51％です。この数字は、サラワク州の70％や日本の67％に比べると、決して大きいとはいえません。そして、そのほとんどは伐採や焼き畑の影響を受けた二次林です。残っている原生林はほんの数％に過ぎません。　このままでは森林はなくなり、木材を輸出できなくなり、州の財源も減少し社会経済の発展に支障を来すことは早くから指摘されていましたが、伐採は止まりませんでした。その結果、多くの森は消滅し、残された森林にも商品価値のある樹は減少していき、木材輸出産業は急速に衰退しました。現在では林業のGDPに占める割合は、４％以下になってしまいました。　　サバ州政府は、1990年代に入ると伐採を制限し、植林を奨励するようになりました。しかし、木が切られ森林ではなくなった土地の多くはプランテーション農場として開発されています。他方、森林保全区や原生林保護区などでの不法伐採が後を絶ちません。 



Oil plantation 

 A large scale  
Mono-culture type  
 20% of total area (Sabah) 
 Biggest economy 

Presenter
Presentation Notes
プランテーション農業とは、大規模な農地を企業として経営し、単一の作物を商品として栽培する方式の農業です。植民地時代の農業の形態が独立後も残ったもので、安い労働力を大量に使い、農場を工場のように見立てて画一的な栽培技術を広い面積に適応した農業経営を指します。プランテーションは、農産物の大規模な加工場や大型トラックなどの輸送システムそして販路を備えています。周りの小さな土地しか持っていない農民も、同様の作物を自分の畑にも植え、プランテーションで買い上げて貰います。このため、かなり広い地域が単一の作物を栽培するようになります。　プランテーションでは、広大な土地に同じ作物が延々と植えられます。見渡す限り同じ作物です。フィリピンではココナッツ椰子が、森林伐採をした後の山を覆いました。マレーシアでは植民地時代からゴムの栽培が盛んで、サバ州でもゴムやカカオなどがプランテーションとして一時期広がりましたが、まもなくアブラヤシに取って代わられます。現在ではアブラヤシ・プランテーションがサバ州全土の20％近くを覆っています。つまり、森林でなくなった陸地の半分近くまでアブラヤシ畑が広がってきました。 



potato chip 1 piece → land of 6㎠ 

potato chips 50g    → 7.2g palm oil 



Issue ①：Biodiversity loss 

Land transformation 
(forest area is converted to 

agricultural land.) 
 
Fauna and Flora loss 

Presenter
Presentation Notes
こうしてサバ州の経済を潤し、世界中の消費者に喜ばれるパームオイルは生産を拡大してきましたが、自然環境保全の視点からはいくつかの問題が指摘されています。　まず、生物多様性の減少に一役買っていることです。プランテーション農業は、森の生物の一切を取り払った大規模な土地で行われます。１億年という長い時間をかけて進化してきた無数の動植物が、プランテーションにすることで消滅してしまうのです。熱帯ではかなり限定された面積にしか棲息できない生物がたくさんいます。プランテーションとして切り拓かれた森に生息していた昆虫や植物あるいは微生物の種がその土地にしかいない固有種だった場合、その生物種は私たち人類が知ること無く絶滅したわけです。生物学者たちは、そうして絶滅した生物は百や千種類ではきかないだろうと推測しています。プランテーション用地が増えるたびに、全地球の生物進化の遺産を失っていることになります。絶滅した種を復元することはできません。絶滅した昆虫が共生していた植物や微生物との関係も復元はできません。たとえ隣接する原生林に高い生物多様性があったとしても、そこから植物や昆虫、微生物が飛来して生息域を拡げていける環境ではないのです。一度失われた自然を復活させることは、ほとんど不可能なことです。 



Issue ②：Deterioration of forest watershed 
protection function 

Often flood 
 
Soil comes into river  
 
A lack of water for living 
 
 

Presenter
Presentation Notes
アブラヤシが等間隔で四方に延々と並ぶプランテーション農場は、森林としての機能を果たすことができません。　森林が人間社会に提供するサービスのうち最も分かりやすのは、水源涵養機能です。森林は熱帯モンスーンの激しい雨を受け止め保水し、人間の飲料水や工業用水を提供しています。この機能がアブラヤシ・プランテーションでは果たせないので、洪水がしょっちゅう起こります。開発が進み森林が減少した流域では、モンスーン気候の長雨の時期になるたびに洪水が起き、流域の村々が濁流に飲み込まれ犠牲者が出ます。また、地表を覆う植物が極端に少ないプランテーションからは雨水に削られた土砂が河川に流れ込みます。土砂は河川を汚染し、川エビや魚類の産卵場所を奪い、川の流れを変え、海に出てはサンゴ礁を痛めつけます。プランテーションから流れ出る農薬や椰子の搾りカスも川や海を汚染します。人口増加が続き、水の需要が高くなる一方で、アブラヤシ園が小高い丘や山間部にまで広がり水源涵養林が減っているため、各地で水不足が問題になっています。　サバ州政府は、森林が農用地に転用されることを規制し、農業生産の多様化や小農による農業経営を支援しています。しかし、市場経済の枠組みの中で、プランテーションの拡大を押さえるのは難しいことです。



Issue③：Preservation of traditional knowledge 

Population has been 
decreasing 
 
Especially, younger 
generation moves to city for 
jobs and study 

Presenter
Presentation Notes
マレーシア連邦は、多民族国家ですが、民族間の調和をうまく図り安定した国家運営を行ってきたことで、世界的にも評価されています。　サバ州は、半島部に比べて、更に多様な民族が生活している地域です。約270万人の州の人口の。３割ほどを占める中華系と外国人移住者以外は、原住民（Native）と規定されており、３０以上の民族に分けることができます。このほか不法滞在するフィリピンやインドネシア人が数十万人いるとも言われます。　さて、イギリスの植民地時代まで、平地に住んでいた原住民たちは、水田稲作や少数の鶏や豚など家畜の飼育をしていました。山間地の原住民は、焼き畑により陸稲とキャッサバいもなどの農作物を栽培をしたり、ジャングルにある食用植物をとってきたり、野生動物をつかまえたり、海岸線や河川沿いでは魚介類を捕って生活していました。　しかし、熱帯雨林やマングローブ林、サンゴ礁などが消えていくとともに、そうした伝統的な暮らしをする人が減ってきました。いまや原住民の多くは、都市部で暮らしています。民族ごとの生活様式の違いや文化の多様性も消失しつつあります。 



Issue④： Poverty 

20 % in Sabah: poor 
 
No access to social service 
 
No chances to participate 

in the social events 
 
No land for livelihood 

Presenter
Presentation Notes
今やサバ州は、マレーシア第一の貧困人口を抱える州です。マレーシアでは、月当たりの所得が600リンギット、これは日本円で18,000円にあたりますが、これ以下の収入しかない家族を貧困層と定義しています。サバ州では、20％あまりの家族がこの層に入ります。　しかし、貧困とは収入の問題だけでではありません。様々な原因により教育や医療、福祉という行政サービスの恩恵にあずかれない人々、市場経済や政治などの社会活動への参加が制限されている人々、地域社会や国家の情報を得ることができない人々も貧困層と言ってよいでしょう。つまり、多くの人たちが享受しているものを享受できない人々が、社会的な弱者であり、貧困層なのです。この意味では、辺境に追いやられた人々は、まさしく貧困層といえます。州政府や連邦政府は貧困層対策を強化していますが、貧困対策プロジェクトによる支援が必要としている人たちに届かないことが課題だと言います。　それでも辺境に住む人々の多くは、自然と一体となった伝統的暮らしを維持することができれば、お金や近代的な電化製品、人工的な食料や町部と同じサービスがなくても自分たちは貧困だとは感じないでしょう。森や川から豊富に生活物資を得、親しい隣人と送る穏やかな暮らしが豊かだと感じてきたからです。



Overview of SDBEC 



Project Description 
Project Title 

Project on Sustainable Development for Biodiversity and Ecosystems Conservation 

（SDBEC) 

Project Purpose 

Biodiversity and ecosystem conservation for sustainable development in Sabah is 
promoted with national and international recognition. 

Project Outputs 

The Project is expected to achieve the following two (2) outputs: 

 

 

Project  Period 

4 years  

 

11 

Output 1: Management system of biodiversity and ecosystem conservation in 
Sabah is strengthened. 

Output 2: The Sabah's experiences in biodiversity and ecosystem conservation are 
shared nationally and internationally. 



Project site 

12 

1) Core and Buffer Zones of Lower Kinabatangan and Segama Wetlands (LKSW)– Ramsar Site 
and its River Basin (approximately 3,000,000 Ha) and 

2) Core, Buffer and Transition Zones of Croker Range Biosphere Reserve (CRBR)under UNESCO 
Man and Biosphere Programme (approximately 350,000 Ha) 



UNESCO approves Crocker Range as a biosphere reserve 

The Crocker Range biosphere reserve is located at the West Coast of Sabah (north of 
Borneo), southern part of the Mount Kinabalu (World Heritage Site), and stretches about 
120 km north and south and 40 km east and west. 





A society in harmony with Nature 
(Tudan Village in the buffer zone of MAB) 

Issues/Challenges 

 Steep slope 
 Less job opportunities 
 Income generation 
 Access to the market 
 Transparent of 

decision-making 
process 

Strengths/opportunities 

 Pristine environment 
(water, soil and forest) 

  Farming with limited 
impact on soil fertility 
and stability 

 Traditional knowledge 
 

 Soil improvement 
 Livelihood improvement 
 Protection and utilization of local 

knowledge 



P, K and Ca → not sufficient！  

Soil improvement is indispensable and urgent. 

dried wood, bamboo, fruit 
(damaged and/or rotten 
one ), kitchen waste etc. 

Compost  
(phosphorus 

fertilizer) 

Bio-char bamboo 

compost 

Making Compost 



Pilot Project Activities at Kg.Tudan 

Progress: Demonstrating effectiveness of compost 

With compost 
Without compost 



Apiculture (bee keeping) 

Conservation for riparian area 
Protection of traditional knowledge  



Mulberry 
New alternative for livelihood improvement 



Awareness 

Waste management demonstration 
River Environmental Education 

https://www.facebook.com/sdbec.jica/photos/pcb.234027063475131/234026953475142/?type=1


Capacity Building 

 Community researchers are appointed. 
 A variety of opportunities for learning (how to get information, 

how to translate and analyze data, how to communicate with 
people etc.) were given. 



Support for Women Group  

 Homestay/eco-tourim 
 Expanding Fresh vegetable market 



Communication Tools: PR Goods 

Poster 
Activity Profile 
Booklet 



Study: Check List 



In future 
Marketing 
Sustainable Agriculture 



Towards Sustainable Society 
JICA’s Contribution 

Sustainable Society 

A society in harmony with 
Nature 

Low carbon society 

Recycling Society 

Livelihood improvement 
Environment Conservation 

Sustainable forest management 

Compost making 



City 

Rural  

• Compost material 
• Energy 
• Technical and 

financial support 

• Provide food, water and 
any natural resources 

• Provide place for 
education, research and 
recreation 

Sustainable Society 



Thank you! 
Let’s work together! 

https:www.faceook.com/jica.sdbec 
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