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）

（吉
田 

正
人

筑
波
大
学
大
学
院

人
間
総
合
科
学
研
究
科

世
界
遺
産
専
攻
教
授

二
〇
一
一
年
六
月
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
委
員
会
に
お
い
て
、
小
笠

原
諸
島
が
世
界
遺
産
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
る
際
、
日
本
政
府
に
対
し
て
、

外
来
種
対
策
の
継
続
を
要
請
す
る
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、

小
笠
原
諸
島
世
界
自
然
遺
産
地
域
科
学
委
員
会
の
下
に
、
新
た
な
外
来
種

侵
入
拡
散
防
止
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
、
こ
れ
ま
で
の
外
来
種

防
除
対
策
に
加
え
て
、
新
た
な
取
り
組
み
が
開
始
さ
れ
た
。

大
陸
や
日
本
列
島
と
一
度
も
つ
な
が
っ
た
こ
と
の
な
い
海
洋
島
で
あ
る

小
笠
原
諸
島
は
、
固
有
種
の
宝
庫
で
あ
り
、
陸
産
貝
類
は
そ
の
九
五
％
以

上
が
小
笠
原
諸
島
の
固
有
種
で
あ
る
。
海
洋
島
に
、
外
来
種
の
捕
食
者
が

持
ち
込
ま
れ
る
と
、
固
有
種
は
簡
単
に
絶
滅
し
て
し
ま
う
。
昆
虫
類
を
捕

食
す
る
北
米
産
の
グ
リ
ー
ン
ア
ノ
ー
ル
、
陸
産
貝
類
を
捕
食
す
る
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
ヤ
リ
ガ
タ
リ
ク
ウ
ズ
ム
シ
な
ど
は
そ
の
筆
頭
で
あ
る
。

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
ま
ず
小
笠
原
諸
島
へ
の
外
来
種
侵
入
ル
ー

ト
を
再
検
討
し
、
そ
の
リ
ク
ス
を
評
価
し
た
。
そ
の
結
果
、
客
船
で
あ
る

小
笠
原
丸
に
よ
る
本
土
か
ら
小
笠
原
諸
島
へ
の
物
資
の
移
動
の
み
な
ら
ず
、

貨
物
船
に
よ
る
本
土
か
ら
小
笠
原
諸
島
へ
の
物
資
の
移
動
、
す
で
に
外
来

種
の
ア
リ
が
侵
入
し
て
い
る
硫
黄
島
か
ら
父
島
へ
の
移
動
に
つ
い
て
も
注

意
す
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
小
笠
原
島
民
に
よ
る
愛
玩
動

物
や
土
付
き
苗
の
移
入
も
、
新
た
な
外
来
種
の
侵
入
ル
ー
ト
と
し
て
リ
ス

ク
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

林
野
庁
と
環
境
省
で
は
、
父
島
に
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
、
母
島
に
森
林

生
態
系
保
全
セ
ン
タ
ー
母
島
施
設
を
建
設
し
、
外
来
種
拡
散
防
止
の
た
め

の
ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
小
笠
原
村
で
は
、

外
来
種
の
ア
リ
が
侵
入
し
た
こ
と
を
想
定
し
た
緊
急
対
応
訓
練
の
実
施
、

土
付
き
苗
の
温
浴
処
理
に
よ
る
外
来
種
侵
入
対
策
な
ど
、
着
実
に
外
来
種

対
策
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

今
年
の
世
界
遺
産
委
員
会
で
は
、
東
レ
ン
ネ
ル
を
世
界
遺
産
に
持
つ
ソ

ロ
モ
ン
諸
島
の
代
表
か
ら
も
小
笠
原
諸
島
の
外
来
種
対
策
に
関
す
る
質
問

が
あ
っ
た
が
、
小
笠
原
諸
島
の
外
来
種
侵
入
拡
散
防
止
の
取
り
組
み
は
、

世
界
遺
産
と
な
っ
て
い
る
島
嶼
生
態
系
の
モ
デ
ル
と
な
り
う
る
も
の
で
あ

る
。

小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
外
来
種
侵
入
拡
散
防
止
対
策
の
現
状

平成 23 年 6 月・パリ
第 35 回世界遺産委員会にて
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特集

世界自然遺産 小笠原諸島は今 

いのち繋がる島 々の大きな変化

東
京
の
南
、
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
小

笠
原
諸
島
は
、「
進
化
の
舞
台
」
で
あ
る
こ

と
が
世
界
自
然
遺
産
登
録
の
理
由
で
し
た
。

進
化
は
、
生
物
の
い
の
ち
の
繋
が
り
で

生
じ
ま
す
。

資
源
を
巡
る
競
争
で
、
住
み
場
所
が
変

わ
り
、
そ
の
結
果
、
形
が
進
化
し
ま
す
。

花
粉
を
運
ぶ
虫
の
能
力
と
好
み
で
、
植

物
の
性
質
や
形
が
進
化
し
ま
す
。

種
を
運
ぶ
鳥
や
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
や
昆
虫

の
能
力
と
好
み
で
、
植
物
の
遺
伝
子
交
流

が
変
化
し
ま
す
。

こ
れ
が
小
笠
原
の
自
然
で
し
た
。

そ
こ
に
、
人
間
が
持
ち
込
ん
だ
外
来
生

物
が
入
り
込
み
、
植
物
や
昆
虫
・
動
物
を

片
端
か
ら
食
べ
て
し
ま
い
、
島
の
自
然
は

脅
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
外
来
生
物
を
減
ら
す
た
め
の
研
究

と
事
業
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ

が
評
価
さ
れ
、
平
成
二
十
三
年
に
小
笠
原

諸
島
は
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
の

で
す
。

そ
れ
か
ら
三
年
、
島
々
の
生
態
系
は
大

き
な
変
化
を
経
験
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

他
の
世
界
自
然
遺
産
地
域
と
異
な
り
観

光
客
は
さ
ほ
ど
増
加
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

外
来
種
の
影
響
や
外
来
種
駆
除
の
影
響
が
、

生
命
の
繋
が
り
を
通
じ
て
生
態
系
に
変
化

を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
特
集
で
は
、
世
界
遺
産
に
な
っ
て

か
ら
の
小
笠
原
の
変
化
を
、
研
究
成
果
を

基
に
ご
紹
介
し
ま
す
。
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グ
リ
ー
ン
ア
ノ
ー
ル
は
、
北
米
原
産
の
外
来

の
樹
上
性
ト
カ
ゲ
で
す
。

父
島
の
植
物
は
、
主
に
小
笠
原
固
有
の
小
さ

な
ハ
チ
（
何
種
類
も
い
ま
す
）
に
花
粉
を
運
ん

で
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
ア
ノ
ー
ル
に

ハ
チ
が
食
べ
尽
く
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
で
は
、
外
来
種
の
セ
イ
ヨ
ウ
ミ
ツ
バ
チ
に

花
粉
を
運
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
在
来
の
ハ
チ
と
セ
イ
ヨ
ウ
ミ
ツ
バ

チ
で
は
、
行
動
半
径
も
違
う
し
、
好
き
な
花
の

種
類
も
違
い
ま
す
。

小
笠
原
の
植
物
の
中
に
は
、
在
来
種
の
ハ
チ

が
い
な
い
と
う
ま
く
実
を
つ
け
ら
れ
な
い
種
類

が
あ
る
こ
と
が
森
林
総
研
の
研
究
に
よ
り
分
か

り
ま
し
た
。

こ
れ
で
は
進
化
の
方
向
が
変
わ
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

し
か
し
、
父
島
と
同
じ
よ
う
な
生
態
系
は
グ

リ
ー
ン
ア
ノ
ー
ル
の
い
な
い
兄
島
に
も
あ
り
、

兄
島
を
守
れ
ば
、
植
物
の
進
化
は
続
く
と
考
え

て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
平
成
二
十
五
年
、
そ
の
兄
島
に

グ
リ
ー
ン
ア
ノ
ー
ル
が
侵
入
し
て
い
る
の
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。

森
林
総
研
の
研
究
者
も
委
員
を
努
め
る
「
小

笠
原
諸
島
世
界
自
然
遺
産
地
域
科
学
委
員
会
」

で
は
事
態
の
重
要
性
を
考
え
、早
期
根
絶
を
「
緊

急
提
言
」
し
ま
し
た
。

今
、
研
究
者
、
行
政
、
地
域
の
総
力
を
あ
げ
て
、

兄
島
か
ら
の
グ
リ
ー
ン
ア
ノ
ー
ル
の
根
絶
に
向

け
て
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
れ
に
は
こ
れ
ま
で
森
林
総
研
が
行
っ
て
き

た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
成
果
が
使
わ
れ
て
い

ま
す
。

と
は
い
え
、
根
絶
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
の
皆
さ
ん
に
も
こ
の
事
業
に
つ
い
て
是
非

ご
理
解
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

兄島を横断するアノール拡散防止フェンス

グリーンアノールの脅威
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Abe et al.  (2008) Biodiversity and Conservation, 17, 1465-1473
Abe et. al.  (2011) Biological Invasions, 13, 957-967
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/03/20n3rc01.htm
http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/bonin/ogasawara_index.htm

絶滅の危機にある固有ハナバチ

昆虫を滅ぼす外来種グリーンアノール

グリーンアノールの脅威
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アカガシラカラスバト。種子や果実を好み、　地上に巣を作る。頭がワインレッドなのが、名前の由来となっている。
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絶滅の淵からの脱出

十
年
前
、
ア
カ
ガ
シ
ラ
カ
ラ
ス
バ

ト
は
絶
滅
の
瀬
戸
際
に
あ
り
、
島
民

も
目
に
す
る
こ
と
の
な
い
、
幻
の
鳥

で
し
た
。
こ
の
鳥
を
守
る
た
め
、
捕

食
者
と
な
る
野
生
化
し
た
ネ
コ
の
捕

獲
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

現
在
、
父
島
の
山
で
は
、
す
っ
か

り
ネ
コ
を
見
な
く
な
り
ま
し
た
。
代

わ
り
に
、
こ
の
鳥
が
集
落
で
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
幻
が
現

実
に
戻
っ
て
き
た
の
で
す
。

増
え
た
と
言
っ
て
も
、
ま
だ
数
百

個
体
程
度
で
し
ょ
う
。
安
心
で
き
る

数
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
人
里

で
は
、
交
通
事
故
や
ガ
ラ
ス
へ
の
衝

突
な
ど
、
他
の
問
題
も
生
じ
て
き
て

い
ま
す
。

メグロ。母島列島の３つの島にのみ生き残っている。

参考資料
http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/kouho/Press-release/2008/meguro20081017.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/research/saizensen/2013/20130717-01.html

そ
れ
で
も
、
緊
急
の
危
機
か
ら
脱

し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

同
じ
よ
う
に
、
母
島
の
山
で
も
、

ネ
コ
の
捕
獲
が
始
ま
り
ま
し
た
。

母
島
で
は
、
ハ
ト
だ
け
で
な
く
、

メ
グ
ロ
も
ネ
コ
に
捕
食
さ
れ
て
い

ま
す
。
メ
グ
ロ
は
、
父
島
で
は
す

で
に
絶
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

ア
カ
ガ
シ
ラ
カ
ラ
ス
バ
ト
も
、

メ
グ
ロ
も
、
小
笠
原
に
し
か
い
な

い
固
有
の
鳥
で
す
。
小
笠
原
で
絶

滅
す
れ
ば
、
こ
の
世
界
か
ら
い
な

く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

希
少
種
を
普
通
種
に
す
る
こ
と
、

そ
れ
が
将
来
の
目
標
で
す
。
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年
前
、
こ
の
鳥
が
小
笠
原
に
生

き
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
鳥
の
調
査
が
進
ん
で

い
る
日
本
で
、
絶
滅
が
疑
わ
れ
た
鳥
が
発
見
さ

れ
た
の
は
、
と
て
も
珍
し
い
こ
と
で
す
。

そ
の
他
に
も
、
昆
虫
や
カ
タ
ツ
ム
リ
な
ど
で

毎
年
の
よ
う
に
新
種
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

小
笠
原
に
は
調
査
が
進
ん
で
い
な
い
無
人
島

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
未
発
見
の
生
物
も
ま

だ
た
く
さ
ん
い
る
は
ず
で
す
。
中
に
は
、
私
た

ち
が
気
づ
か
な
い
間
に
人
の
影
響
に
よ
り
絶
滅

し
て
し
ま
っ
た
種
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ま
で
、
確
実
に
オ
ガ
サ
ワ
ラ
ヒ
メ
ミ
ズ

ナ
ギ
ド
リ
と
判
明
し
て
い
る
個
体
は
、
ま
だ
６

個
体
の
み
で
す
。
外
来
種
で
あ
る
ネ
ズ
ミ
の
捕

食
な
ど
に
よ
り
、
減
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
し
か
し
、
幸
い
に
も
、
絶
滅
す
る
前

に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
お
か

げ
で
、
私
た
ち
は
こ
の
鳥
を
守
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

未
発
見
の
動
植
物
も
含
め
、
あ
る
べ
き
自
然

を
維
持
す
る
こ
と
が
、
私
た
ち
の
責
任
で
す
。

参考資料　https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2012/20120207/index.html

2005 年に保護されたオガサワラヒメミズナギドリ。当時はまだ種類がわかっていなかった。写真：小笠原自然文化研究所提供

変えてはいけない自然
Ogasawara-Hime-Mizunagidori

2012 年、オガサワラヒメミズナギドリが小笠原で見つかりました。
この鳥は、過去に２回しか記録がなく、既に絶滅しているのではないかと心配されていました。

２
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来
種
の
ヤ
ギ
は
植
物
を
食
べ
、

森
林
を
草
原
化
し
、
環
境
を
変

え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ク
マ
ネ

ズ
ミ
は
、
植
物
と
共
に
カ
タ
ツ
ム
リ
や
鳥
な
ど

も
捕
食
し
、
固
有
の
生
物
を
絶
滅
の
危
機
に
追

い
つ
め
ま
す
。

こ
の
た
め
、
両
種
の
根
絶
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
い
く
つ
か
の
島
で
は
、
根
絶
が
達
成
さ

れ
、
動
植
物
の
回
復
が
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

生
態
系
は
、
生
物
の
つ
な
が
り
で
で
き
て
い

ま
す
。
根
絶
が
進
む
と
、
タ
コ
ノ
キ
な
ど
の
植

物
が
育
ち
ま
す
。
固
有
の
カ
タ
ツ
ム
リ
や
鳥
の

減
少
も
止
ま
り
、
回
復
し
た
タ
コ
ノ
キ
は
、
そ

の
生
息
地
に
な
り
ま
す
。

一
方
で
、
在
来
の
猛
禽
類
で
あ
る
オ
ガ
サ
ワ

ラ
ノ
ス
リ
は
、
ネ
ズ
ミ
が
主
食
で
あ
っ
た
た
め
、

食
物
が
不
足
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ヤ
ギ
の
捕
食
で
抑
制
さ
れ
て
い
た
外
来
植
物
の

ギ
ン
ネ
ム
や
モ
ク
マ
オ
ウ
が
、
増
加
し
た
地
域

も
あ
り
ま
す
。

生
態
系
保
全
に
外
来
種
駆
除
は
欠
か
せ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
駆
除
を
進
め
る
こ
と
で
、
生
態

系
は
急
速
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
そ
の
変
化
を

予
測
し
、
影
響
を
最
小
限
に
す
る
研
究
が
、
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

参考資料　https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2011/20110915/index.html
http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/kouho/Press-release/2007/kumanezumi20070913.html

樹上に登るクマネズミ。かじられて中身が食べられたタコノキの果実が、背後に見える。

変えるべき自然
Kuma-Nezumi, Yagi

ヤギは、多くの島で野生化し、植物を食べ、森林が衰退しました 。
野生化したクマネズミは、植物だけでなく、独特の進化をしたカタツムリや、鳥類まで捕食します。 

外
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研究の“森”から
No.234

映
画
「
ア
ナ
と
雪
の
女
王
」
で
、
女
王
エ
ル
サ
の
怒
り
で
急
激
な

寒
冷
化
が
生
じ
、
あ
た
り
一
面
が
凍
り
付
く
と
い
う
描
写
が
あ
り
ま

し
た
。
一
方
で
、
現
実
の
世
界
で
は
温
暖
化
が
進
み
つ
つ
あ
り
、
こ

う
し
た
寒
冷
化
が
起
き
る
こ
と
は
な
い
、
と
思
わ
れ
た
方
も
い
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
温
暖
化
と
寒
冷
化
に
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ

る
の
で
す
。

温
故
知
新
。
図
１
を
使
っ
て
、
過
去
三
万
年
間
の
地
球
の
気
候
変

動
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
約
一
万
一
五
〇
〇
年
前
ま
で
続
い

た
氷
期
は
、
最
後
の
三
千
年
程
か
け
て
寒
暖
を
繰
り
返
し
、
や
が
て

暖
か
い
完
新
世
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
時
、
約
一
万
三
千
年
前
の
気

温
上
昇
が
ヤ
ン
ガ
ー
ド
ラ
イ
ア
ス
と
呼
ば
れ
る
寒
冷
化
を
引
き
起
こ

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
北
米
大
陸
の
氷
河
が
融
け
て
大
量
の
真
水
と

な
っ
て
北
大
西
洋
に
流
れ
込
み
海
水
が
薄
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
北

に
向
か
う
暖
流
（
メ
キ
シ
コ
湾
流
）
の
流
れ
が
停
滞
し
た
た
め
に
起

き
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
八
二
〇
〇
年
前
に
起
き
た
寒
冷
化
も
同
様

に
し
て
起
き
た
と
さ
れ
ま
す
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
温
暖
化
が
寒
冷
化
を
引
き
起
こ
し
た
仕

組
み
で
す
。
現
在
の
温
暖
化
に
つ
い
て
も
、
地
球
全
体
で
は
温
暖
化

す
る
が
地
域
に
よ
っ
て
は
寒
冷
化
す
る
と
指
摘
す
る
気
候
変
動
予
測

モ
デ
ル
も
存
在
し
ま
す
。

志知 幸治
（立地環境研究領域主任研究員）

地

球

の

温

暖

化

と

寒

冷

化

図１　 グリーンランドにおける過去 3 万年間の気候変動（North Greenland Ice Core Project 
members 2004 より作成）
暖かくなると「軽い」酸素同位体 16O が先に蒸発し、相対的に「重い」酸素同位体18O の割合が
高くなることから、グリーンランド氷床中の18O と16O の比率の変化によって過去の気候を復元
することができます。グリーンランドでは、ヤンガードライアス寒冷期には現在より15℃ほど、
8200 年寒冷化イベント時には 3℃ほど気温が低下したとされます。

過
去
の
寒
冷
化
に
伴
う

シ
ベ
リ
ア
タ
イ
ガ
の
盛
衰

0 1万年前  2万年前  3万年前

-44

-40

-36

年代 

寒冷 

温暖 

完新世 氷期 

8200年寒冷
化イベント

ヤンガードラ 
イアス寒冷期 

酸素 
同位体比 
(‰)
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参
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献

志
知
幸
治
・
高
原
光
・
長
谷
義
隆
・
渡
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隆
広
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奈
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郁
子
・
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村
俊
夫
・
河
合
崇
欣
、

「Vegetation response in the southern Lake Baikal region to abrupt clim
ate events 

over the past 33 cal kyr

」, Palaeogeography, Palaeoclim
atology, Palaeoecology 

375, 70-82, 2013

こ
の
よ
う
に
花
粉
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
寒
冷
化
が
始
ま
る
と
年
間
の

花
粉
堆
積
量
が
減
り
、
植
生
が
衰
退
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
（
図

２
）。
花
粉
の
内
訳
を
見
る
と
、
マ
ツ
や
ト
ウ
ヒ
と
い
っ
た
針
葉
樹
が

減
る
一
方
、
カ
バ
ノ
キ
や
ヨ
モ
ギ
の
仲
間
な
ど
の
広
葉
樹
や
低
木
、
草

本
が
増
え
て
い
ま
し
た
（
図
２
、３
）。
つ
ま
り
、
シ
ベ
リ
ア
タ
イ
ガ
は

衰
退
し
、
代
わ
り
に
丈
の
低
い
広
葉
樹
や
草
本
が
増
加
し
た
の
で
す
。

寒
さ
に
強
い
森
林
の
代
表
で
あ
る
シ
ベ
リ
ア
タ
イ
ガ
も
、
一
時
的

な
寒
冷
化
で
衰
退
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
温
暖
化
で
融
け
た
北
米
の

氷
河
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
寒
冷
化
が
別
の
大
陸
に
あ
る
シ
ベ

リ
ア
タ
イ
ガ
の
変
遷
に
も
影
響
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

寒
冷
化
の
終
了
後
は
急
激
に
温
暖
化
し
、
シ
ベ
リ
ア
タ
イ
ガ
も
再

び
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
映
画
に
観
ら
れ
た
よ
う
な
寒
冷
化
と
温
暖
化

は
、
原
因
は
違
っ
て
も
過
去
の
地
球
上
に
存
在
し
、
森
林
に
強
い
影
響

を
与
え
て
い
ま
し
た
。

現
在
、
地
球
上
で
最
も
広
大
な
面
積
を
誇
る
シ
ベ

リ
ア
の
亜
寒
帯
針
葉
樹
林
（
シ
ベ
リ
ア
タ
イ
ガ
）
の

盛
衰
は
気
候
変
動
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
シ
ベ
リ
ア
タ
イ
ガ
の
変
遷
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
、
将
来
の
気
候
変
動
に
よ
る
森
林
の
影

響
を
考
え
る
上
で
大
変
重
要
で
す
。
都
合
の
よ
い
こ

と
に
、
シ
ベ
リ
ア
南
東
部
に
位
置
す
る
世
界
最
古
の

湖
、
バ
イ
カ
ル
湖
の
底
で
は
、
大
昔
か
ら
泥
が
積
も

り
続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
泥
を
採
取
し
（
写
真
１
）、

中
に
含
ま
れ
る
花
粉
（
写
真
２
）
を
調
べ
る
こ
と
で

過
去
の
森
林
植
生
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

寒
冷
化
と
シ
ベ
リ
ア
タ
イ
ガ
の
植
生
変
遷

写真１　凍ったバイカル湖における湖底泥の採取

写真２　 バイカル湖湖底泥に含まれる針葉樹花粉
（黒色のバーは 10 μ m を示す）

図２　 ヤンガードライアス寒冷期における花粉産出割合の変化図３　8200 年寒冷化イベントにおける花粉産出割合の変化

シ
ベ
リ
ア
タ
イ
ガ
と
バ
イ
カ
ル
湖
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建
築
物
の
床
面
は
人
や
家
具
の
重
さ
を
支
え
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
地
震
や
台
風
な
ど
に
よ
り
横
か
ら
か
か
る
大
き
な

力
に
耐
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

最
近
の
木
造
住
宅
の
一
般
的
な
床
組
は
、「
厚
物
合
板
」（
商

品
名
：
ネ
ダ
ノ
ン
）
と
呼
ば
れ
る
二
四
㍉
㍍
～
二
八
㍉
㍍
厚

の
構
造
用
合
板
を
角
材
の
上
に
一
五
〇
㍉
㍍
間
隔
で
釘
打
ち

し
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
横
方
向
か
ら
非
常
に
大
き
な
力
を

加
え
る
と
釘
が
少
し
ず
つ
抜
け
て
床
板
が
ず
れ
て
変
形
し
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
普
通
の
住
宅
に
用
い
る
に
は
十
分
な
強
度

を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
大
規
模
な
建
物
用
に
は
よ
り
頑

丈
な
床
組
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
、
釘
打
ち
の
間
隔
を
通
常

の
三
分
の
一
か
ら
半
分
（
五
〇
～
七
五
㍉
㍍
）
に
し
、
さ
ら

に
二
列
打
ち
に
し
て
床
板
を
ガ
ッ
チ
リ
と
打
ち
付
け
た
床
組

を
開
発
し
ま
し
た
（
右
頁
背
景
写
真
）。

杉本 健一
（構造利用研究領域

構造性能評価担当チーム長）

釘
打
ち
の
工
夫
で
強
度
ア
ッ
プ
！

木
の
床
を
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
に

～
高
強
度
木
造
床
組
を
開
発
～

青木 謙治
（構造利用研究領域主任研究員）

（現：東京大学）

神谷 文夫
（森林総研フェロー）
（現：（株）セイホク）

国
の
施
策
や
技
術
の
進
歩
、
木
の
良
さ
に
対
す
る
理
解
の
深
ま
り
な
ど
か
ら
、

大
型
ド
ー
ム
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
大
規
模
な
木
造
建
築
が
増
え

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
強
固
な
木
造
床
組
を
開
発
し
ま
し
た
。

画面中央から左下に向かう釘の列は
50mm 間隔で二列打ちしたところ。
板の継ぎ目部分のため四列に見える。
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表　試験体の仕様

開
発
し
た
床
組
の
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
、
角
材
で
作
っ

た
枠
に
厚
物
合
板
を
二
列
の
釘
打
ち
で
取
り
付
け
た
床
試
験

体
を
作
製
し
ま
し
た
（
表
）。
油
圧
ジ
ャ
ッ
キ
に
よ
り
、
試
験

体
の
両
側
か
ら
交
互
に
水
平
方
向
の
力
を
加
え
（
写
真
）、
床

が
ど
れ
だ
け
変
形
す
る
か
を
測
る
こ
と
に
よ
り
強
度
を
調
べ

ま
し
た
。

実
験
の
結
果
、
試
験
体
の
強
度
は
従
来
の
床
に
比
べ
、
釘

の
間
隔
七
五
㍉
㍍
で
四
倍
強
、
釘
の
間
隔
五
〇
㍉
㍍
で
は
七

倍
強
と
大
き
く
上
昇
し
て
い
ま
し
た
。
今
回
開
発
し
た
床
組

は
特
別
な
施
工
を
必
要
と
せ
ず
釘
打
ち
の
本
数
を
増
や
す
だ

け
で
、
従
来
の
一
般
的
な
床
組
の
四
～
七
倍
も
強
い
こ
と
が

実
験
的
に
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
、
釘
の
打
ち
方
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
り
、
木
造
床
組

の
強
度
を
数
倍
に
上
げ
る
こ
と
が
で
き
、
木
材
が
持
つ
性
能
を

よ
り
高
度
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

開
発
し
た
強
固
な
床
組
を
利
用
す
れ
ば
、
大
空
間
の
建
築
物

の
木
造
化
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
日
本
合
板
工
業
組
合
連
合
会
と
協
力
し
て
、
設
計
時
に

必
要
な
デ
ー
タ
を
盛
り
込
ん
だ
「
中
層
・
大
規
模
木
造
建
築
物

へ
の
合
板
利
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
作
成
し
ま
し
た
。

（http://w
w

w
.jpm

a.jp/info/1
4

0
7

0
7

.htm
l

）

四
倍
以
上
に
強
度
ア
ッ
プ
！

普

及

に

向

け

て

試験体 構造用合板（1820mm × 910mm） 
（JAS2 級）

釘の打ち方 
（外周部以外は１列）

No.1 スギ合板 24mm 厚 75mm 間隔、2 列打ち

No.2 スギ合板 28mm 厚 50mm 間隔、2 列打ち

No.3 カラマツ - スギ複合合板 28mm 厚 50mm 間隔、2 列打ち

試験体寸法 ： 7280mm（桁行方向）、3640mm（張間方向）
軸組材 ： カラマツ集成材
留付用釘 ： CN75 （太め鉄丸釘、長さ 75mm）

写真　実験の様子
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私たちのくらしと森  林・木材の放射能
我
が
国
の
山
地
は
傾
斜
が
急
な
う
え
に
毎
年
台
風
が
や
っ
て
き
ま
す
。
東
京
電

力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
で
森
林
に
降
下
し
た
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
が
台

風
の
時
に
大
量
に
流
れ
出
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
福
島
県
の
森
林
に
試
験
地
を
設
け
、
台
風
が
来
た
時
に
集
中
し
て
渓
流
水
を

採
水
し
、
渓
流
水
に
含
ま
れ
る
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
を
調
べ
ま
し
た
（
写
真
）。

試
験
地
は
、
福
島
第
一
原
発
か
ら
西
に
約
七
〇
㌔
㍍
離
れ
た
、
福
島
県
郡
山
市
の

森
林
（
ス
ギ
、
ア
カ
マ
ツ
な
ど
の
針
葉
樹
と
コ
ナ
ラ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
）
に
設
置

し
ま
し
た
。
二
〇
一
二
年
六
月
に
台
風
四
号
が
通
過
し
た
際
、
総
雨
量
一
六
八
㍉
、

一
時
間
あ
た
り
の
最
大
で
三
四
㍉
の
大
雨
が
降
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
雨
が
降
り
出

す
前
か
ら
雨
が
止
ん
だ
後
の
約
一
日
間
、
一
時
間
ご
と
に
試
料
を
採
取
し
ま
し
た
。

渓
流
水
の
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
濃
度
と
懸
濁
物
質
濃
度
（
水
の
濁
り
具
合
の
指

標
に
な
る
）
は
流
出
水
量
が
増
え
る
と
急
激
に
上
昇
し
ま
し
た
（
図
）。
一
時
間

あ
た
り
の
雨
量
が
最
大
に
な
っ
た
時
、
流
出
水
量
も
最
大
に
な
り
、
セ
シ
ウ
ム

一
三
七
濃
度
、
懸
濁
物
質
濃
度
も
最
大
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
セ
シ
ウ
ム

一
三
七
濃
度
は
、
晴
天
時
の
濃
度
の
お
よ
そ
三
〇
倍
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
台
風

が
過
ぎ
雨
が
止
ん
で
、
流
出
水
量
が
減
り
始
め
る
と
、
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
濃
度
、

懸
濁
物
質
濃
度
は
一
転
し
て
急
激
に
低
下
し
ま
し
た
。
濾
過(

ガ
ラ
ス
繊
維
フ
ィ

ル
タ
ー
：
捕
留
粒
子
径
〇
・
七
㍃
㍍)

し
て
再
度
測
定
す
る
と
、
セ
シ
ウ
ム
一
三
七

は
検
出
さ
れ
な
い
か
、
検
出
さ
れ
て
も
極
め
て
低
い
濃
度
で
し
た
。
増
水
時
の
渓

流
水
に
含
ま
れ
て
い
る
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
は
主
に
濁
り
に
由
来
し
て
い
ま
し
た
。

台
風
四
号
に
伴
う
増
水
で
、
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
は
一
平
方
㍍
あ
た
り
七
二
ベ

ク
レ
ル
流
出
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
量
は
試
験
地
周
辺
の
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
の

降
下
量
（
一
平
方
㍍
あ
た
り
十
一
万
ベ
ク
レ
ル
）
の
お
よ
そ
〇
・
〇
七
％
に
相
当

し
ま
す
。
セ
シ
ウ
ム
一
三
七
に
つ
い
て
、
一
回
の
台
風
で
の
流
出
し
た
量
は
こ

増
水
時
で
も
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
流
出
は
微
量
で
し
た

篠
宮 

佳
樹
（
東
北
支
所 

森
林
環
境
研
究
グ
ル
ー
プ
長
）

の
周
辺
の
降
下
量
に
比
べ

て
格
段
に
少
な
か
っ
た
の

で
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

森
林
か
ら
流
出
す
る
（
単

位
面
積
あ
た
り
の
）
放
射

性
セ
シ
ウ
ム
は
、
台
風
に

よ
る
大
き
な
増
水
で
あ
っ

て
も
非
常
に
小
さ
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。

本
研
究
は
、
農
林
水
産
省
委

託
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
森
林
か
ら

流
出
す
る
水
等
に
含
ま
れ
る
放

射
性
物
質
の
挙
動
の
解
明
」
に

よ
る
成
果
で
す
。

写真　 流出水量を観測するための堰
 総雨量 90 ミリの雨が止んだ直後に撮影。流出水量は多いが、
渓流水はあまり濁っていない。

図　 台風に伴う増水時の流出水量、渓流水中のセシウム
137 濃度、懸濁物質濃度の経時変化
渓流水のセシウム 137 濃度と懸濁物質濃度は、流
出水量が増えると急激に上昇し、雨が止んで流出水
量が減り始めると、今度は一転して急激に低下した。



図１　落葉、枝葉の減容化効果
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放
射
能
汚
染
さ
れ
た
森
林
の
除
染
は
「
家
の
そ
ば
の
森
林
（
エ
リ
ア
Ａ
）」「
人
が

日
常
的
に
入
る
森
林
（
エ
リ
ア
Ｂ
）」「
そ
の
他
森
林
全
体
（
エ
リ
ア
Ｃ
）」
に
区
分

さ
れ
て
い
ま
す
。
森
林
除
染
は
基
本
的
に
は
地
表
部
に
落
ち
て
い
る
落
葉
や
枝
葉
を

取
り
除
く
た
め
、
と
て
も
か
さ
ば
る
も
の
を
集
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
写
真
１
）。

そ
の
た
め
、
落
葉
や
枝
葉
を
小
さ
く
粉
砕
し
、
円
柱
状
の
ペ
レ
ッ
ト
に
圧
縮

固
形
化
し
て
体
積
を
小
さ
く
す
る
（
減
容
化
）
こ
と
が
有
効
で
す
。

当
研
究
所
で
は
、
落
葉
、
枝
葉
の
減
容
化
試
験
を
福
島
県
川
俣
町
に
仮
設
し

た
減
容
化
プ
ラ
ン
ト
（
写
真
２
）
等
で
行
い
ま
し
た
。
減
容
化
の
指
標
は
、
単

位
体
積
当
た
り
の
質
量
（
か
さ
密
度
）
で
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
図
１
に
示

す
よ
う
に
、
ス
ギ
枝
葉
は
ペ
レ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
十
分
の
一
ま
で
に

私たちのくらしと森  林・木材の放射能
除
染
で
生
じ
る
枝
葉
を
コ
ン
パ
ク
ト
に

吉
田 

貴
紘
（
加
工
技
術
研
究
領
域 

主
任
研
究
員
）

減
容
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
同
様
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
ス
ギ
枝
葉
は
十
四
分
の
一
に
、

ケ
ヤ
キ
落
葉
は
二
七
分
の
一
に
減
容
化
で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

成
型
さ
れ
た
ペ
レ
ッ
ト
を
輸
送
、
保
管
す
る
た
め
に
は
、
ペ
レ
ッ
ト
が
崩
れ
た
り

腐
っ
た
り
し
な
い
よ
う
、
十
分
な
耐
久
性
を
持
た
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の

減
容
化
試
験
の
結
果
か
ら
、
落
葉
や
枝
葉
に
木
部
や
稲
わ
ら
な
ど
の
草
本
を
混
ぜ
て

ペ
レ
ッ
ト
を
作
る
と
耐
久
性
や
生
産
性
が
向
上
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、

木
部
や
草
本
は
落
ち
葉
や
枝
葉
に
比
べ
て
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
濃
度
が
低
い
場
合
が
多

い
た
め
、
混
合
す
る
こ
と

に
よ
り
ペ
レ
ッ
ト
の
放
射

性
セ
シ
ウ
ム
濃
度
を
低
減

さ
せ
る
こ
と
も
可
能
と
な

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
知
見

は
、
除
染
物
の
保
管
場
所

の
縮
小
、
腐
敗
の
抑
制
、

放
射
性
セ
シ
ウ
ム
濃
度
の

管
理
等
な
ど
に
反
映
さ
せ

て
い
く
予
定
で
す
。

本
研
究
は
農
林
水
産
技
術
会

議
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
農
地
・
森

林
等
の
放
射
性
物
質
の
除
去
・

低
減
技
術
の
開
発
」
の
下
、
農

業･

食
品
産
業
技
術
総
合
研
究

機
構
中
央
農
業
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
、東
北
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー

と
共
同
実
施
し
た
も
の
で
す
。

写真１　枝葉

写真２　減容化プラントおよびペレット（右下、直径 8mm）



森 林（ も り ）を 創 り 活 か す
東
日
本
大
震
災
被
害
沿
岸
部
へ
の
復
興
支
援

～
カ
キ
養
殖
筏
用
丸
太
の
供
給
に
よ
る
貢
献
～

森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー　

東
北
北
海
道
整
備
局
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森 林（ も り ）を 創 り 活 か す

取
組
の
背
景

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
の
た
め
、
三
陸
地
域
の
養
殖
施
設
は
、
ほ
と
ん
ど
が

流
さ
れ
、壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。
岩
手
県
陸
前
高
田
市
の
広
田
湾
獺
沢
（
う

そ
ざ
わ
）
漁
港
で
も
、
約
二
百
基
の
カ
キ
の
養
殖
用
筏
が
全
て
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

こ
の
復
興
の
た
め
に
は
、
新
た
な
カ
キ
筏
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
カ
キ
筏
を
一

基
作
る
に
は
、
屋
台
骨
（
一
〇
・
五
㍍
材
）
八
本
と
横
木
（
四
㍍
材
）
四
本
の
丸
太
が

必
要
で
す
。
し
か
し
、
屋
台
骨
と
な
る
丸
太
（
長
材
）
は
、
通
常
の
木
材
生
産
の
中

で
は
希
少
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
東
北
北
海
道
整
備
局
で
は
地
域
の
林
業
関

係
者
と
連
携
し
、
水
源
林
造
成
事
業
地
か
ら
筏
の
設
置
に
必
要
な
長
材
の
供
給
に
取

り
組
む
こ
と
と
し
ま
し
た
。

官
民
が
連
携
し
た
復
興
へ
の
第
一
歩

平
成
二
三
年
六
月
に
林
野
庁
東
北
森
林
管
理
局
、
岩
手
県
、
岩
手
県
森
林
組
合
連

合
会
、
岩
手
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
及
び
当
整
備
局
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
「
筏
用

丸
太
供
給
体
制
会
議
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
会
議
に
お
い
て
、
当
整
備
局
は
事
業

地
か
ら
の
長
材
供
給
の
実
績
等
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
筏
用
丸
太
を
必
要
と
し
て

い
る
地
域
・
規
格
・
数
量
等
を
確
認
し
、
関
係
機
関
間
の
認
識
の
統
一
を
図
り
ま
し
た
。

フロートをつけ広田湾に設置
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こ
れ
に
よ
り
、
ま
ず
大
船
渡
市
の
事
業
地
か
ら
、
ス
ギ
の
間
伐
材
か
ら
長
材

一
九
八
本
を
獺
沢
漁
港
に
供
給
し
ま
し
た
。
漁
港
で
は
、
カ
キ
養
殖
復
興
へ
の
第
一

歩
と
し
て
、
林
業
関
係
者
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
が
集
ま
り
、
木
材
供
給
支
援
の

取
組
の
説
明
や
漁
業
関
係
者
に
よ
る
カ
キ
筏
の
組
立
作
業
の
実
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
様
子
は
、
官
民
が
連
携
し
た
取
組
と
し
て
、
テ
レ
ビ
等
で
も
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
同
年
七
月
に
は
、
同
会
議
に
国
有
林
を
管
理
す
る
岩
手
県
内
の
森
林
管

理
署
が
加
わ
り
、
奥
州
市
の
事
業
地
に
お
い
て
「
筏
用
丸
太
造
材
の
現
地
検
討
会
」

を
開
催
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
二
四
年
四
月
に
も
、
大
船
渡
の
事
業
地
か
ら
長
材
二
九
九
本
を
供

給
し
ま
し
た
。

結
び
に

カ
キ
養
殖
の
復
興
に
向
け
て
、
地
域
の
関
係
者
が
連
携
・
協
力
し
て
筏
用
丸
太

の
供
給
体
制
を
整
え
た
こ
と
で
、
地
元
の
森
林
か
ら
二
年
間
で
二
七
五
基
分
の
長
材

二
二
〇
〇
本
を
供
給
し
、
地
元
資
源
の
有
効
活

用
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

当
整
備
局
も
、事
業
地
の
ス
ギ
の
間
伐
に
よ
り
、

六
二
基
分
の
長
材
四
九
七
本
を
供
給
し
ま
し
た
。

こ
の
他
、
宮
城
県
石
巻
市
長
面
浦
へ
も
同
様
に
ヒ

ノ
キ
の
長
材
三
二
〇
本
を
供
給
し
て
い
ま
す
。

地
元
の
資
源
で
あ
る
木
材
を
使
っ
た
筏
に

よ
っ
て
多
く
の
カ
キ
養
殖
が
蘇
り
、
被
災
し
た

沿
岸
部
の
賑
わ
い
が
戻
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み

ま
せ
ん
。

当
整
備
局
で
は
、
今
後
と
も
、
水
源
林
造
成

事
業
の
実
施
を
通
じ
て
、
関
係
機
関
と
連
携
し

た
震
災
復
興
に
貢
献
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

漁業関係者による組立実演

表　カキ養殖筏用丸太供給の実績

年度 供給元 供給数 
（本）

筏 
（基）

Ｈ 23
（独）森林総合研究所 198 25 
その他の関係者 470 55 

計 668 80 

Ｈ 24
（独）森林総合研究所 299 37 
その他の関係者 1,901 238 

計 2,200 275 
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【開催概要】
時　間：午後１時 15 分～午後３時
会　場：多摩森林科学園　（受付場所：森の科学館）
定　員：各回 40 名　（要申し込み、先着順）
受講料：無料　（ただし、入園料として大人 300 円必要
です。入園には今春から発売開始の年間パスポートもご利
用できます。）

【お申し込み・お問い合わせ先】
多摩森林科学園
〒 193-0843　八王子市廿里町 1833-81
TEL:042-661-1121
電子メール：shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp 

【お申し込み方法】
電子メールまたは往復はがきで、
　　①受講したい講座名 ②郵便番号・住所
　　③受講者名　  ④電話番号
をご記入の上、左記申込先へお申込みください。

・お申し込み１通で、１講座３名までの応募ができます。

・各講座開催日の前月の１日からお申し込みいただけます。

・受付は先着順で、定員に達したら締切となります。定員
に達しない場合でも、講座開催日の１週間前が締切となり
ます。応募受付の回答は、先着順で順次お知らせします。

森
林
講
座
の
お
知
ら
せ

多
摩
森
林
科
学
園
で
は
、
八
月
を
除
く
五
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
、
森
林
講
座

を
開
講
し
、
研
究
の
成
果
を
分
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
講
座
を
紹
介
し
ま
す
。
ご
来
聴
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

お
申
し
込
み
は
下
記
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平
成
二
六
年
度

森
林
セ
ラ
ピ
ー
の
人
体
へ
の
効
果

十
月
二
五
日
（
土
） 

森
林
セ
ラ
ピ
ー
が
日
本
で
始
ま
っ
て
十
年
、
全

国
に
五
三
ヶ
所
の
森
林
セ
ラ
ピ
ー
基
地
が
出
来
ま

し
た
。
森
林
セ
ラ
ピ
ー
の
生
活
習
慣
病
予
防
効
果

や
、
韓
国
・
欧
米
な
ど
世
界
の
動
向
を
ご
紹
介
し

ま
す
。香

川 

隆
英

（
森
林
管
理
研
究
領
域 

環
境
計
画
研
究
室
長
）

 

森
林
の
香
り
で
空
気
を
か
え
る

十
一
月
二
一
日
（
金
）

森
林
の
香
り
は
す
が
す
が
し
く
、
人
は
癒
さ
れ

ま
す
。
そ
の
香
り
に
は
有
害
物
質
を
浄
化
す
る
働

き
も
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
森
林
の

香
り
の
い
ろ
い
ろ
な
働
き
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

大
平 
辰
朗

（
バ
イ
オ
マ
ス
化
学
研
究
領
域

樹
木
抽
出
成
分
研
究
室
長
）

林
業
地
域
に
残
さ
れ
た

　
広
葉
樹
林
の
役
割

十
二
月
十
九
日
（
金
）

針
葉
樹
で
造
林
さ
れ
た
林
業
地
域
に
も
広
葉
樹
林
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
広
葉
樹
林
が
森
林
生
態

系
で
果
た
し
て
い
る
役
割
を
生
物
の
働
き
か
ら
明
ら
か
に

し
、
林
業
地
域
の
生
物
多
様
性
の
保
全
を
考
え
ま
す
。

永
光 

輝
義

（
森
林
遺
伝
研
究
領
域 

生
態
遺
伝
研
究
室
長
）
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何でも報告コーナー

六
月
一
八
日
（
水
）
か
ら
二
〇
日
（
金
）
の
三
日
間
、東
京
ビ
ッ

グ
サ
イ
ト（
東
京
都
江
東
区
）で
開
催
さ
れ
た「
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィJapan2

0
1

4

」
を
構
成
す
る
バ
イ
オ
マ
ス
エ
キ
ス
ポ

に
当
研
究
所
も
出
展
し
ま
し
た
。
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
有
効
利

用
な
ら
び
に
伐
採
木
の
枝
葉
や
竹
、
リ
グ
ニ
ン
な
ど
の
未
利
用

木
質
資
源
の
高
付
加
価
値
化
に
向
け
た
研
究
成
果
に
つ
い
て
、

展
示
と
説
明
を
行
い
ま
し
た
。
併
せ
て
大
平
辰
朗
樹
木
抽
出
成

分
研
究
室
長
が
「
未
利
用
林
地
残
材
を
活
用
し
た
森
林
ニ
ュ
ー

ビ
ジ
ネ
ス
の
可
能
性 

～
枝
葉
（
リ
ー
フ
）
か
ら
生
ま
れ
た
空
気

浄
化
剤
～
」
と
の
題
で
講
演
を
行
い
ま
し
た
（
写
真
上
）。

ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
約
四
万
人
が
来
場
し
、
当
所

の
ブ
ー
ス
に
も
多
く
の
人
が
訪
れ
ま
し
た
（
写
真
下
）。

七
月
二
六
日
（
土
）、
本
所
に
お
い
て
「
子
ど
も
樹
木
博

士
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

当
研
究
所
で
の
開
催
は
十
五
回
目
と
な
る
こ
の
イ
ベ
ン

ト
の
目
的
は
、
子
ど
も
を
中
心
に
、
樹
木
の
名
前
や
特
徴

を
覚
え
る
こ
と
を
通
じ
て
森
林
や
科
学
に
親
し
ん
で
も
ら

う
こ
と
で
す
。

午
前
・
午
後
の
部
を
合
わ
せ
、
付
き
添
い
の
方
を
含
め

三
二
名
の
参
加
者
が
、
講
師
と
一
緒
に
樹
木
園
を
歩
き
な

が
ら
、
出
題
さ
れ
る
三
〇
種
の
樹
木
の
特
徴
を
聞
き
な
が

ら
葉
や
実
な
ど
を
観
察
し
ま
し
た
（
写
真
上
）。
そ
の
後
、

子
ど
も
た
ち
が
認
定
試
験
に
挑
戦
し
ま
し
た
（
写
真
下
）。

暑
さ
に
も
負
け
ず
元
気
一
杯
に
樹
木
園
内
を
見
て
回
っ

た
成
果
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
、
三
段
八
名
、
二
段
十
三

名
の
計
二
一
名
の
子
ど
も
樹
木
博
士
が
誕
生
し
ま
し
た
。

バ
イ
オ
マ
ス
エ
キ
ス
ポ
に
出
展

「
子
ど
も
樹
木
博
士
」
開
催

「
夏
休
み
昆
虫
教
室
」を
開
催

学
校
の
夏
休
み
に
あ
わ
せ
、「
夏
休
み
昆
虫
教
室
」

を
八
月
二
日
（
土
）
に
本
所
で
開
催
し
ま
し
た
。

昆
虫
を
よ
く
知
る
こ
と
を
通
じ
、
自
然
を
よ
り
身

近
な
も
の
に
感
じ
て
も
ら
う
た
め
の
催
し
で
、
今
年

で
十
三
回
目
を
迎
え
ま
す
。

午
前
・
午
後
の
部
を
合
わ
せ
約
八
〇
名
に
上
っ
た

参
加
者
は
、
講
師
か
ら
昆
虫
の
生
態
や
採
集
方
法
を

聞
い
た
の
ち
、
捕
虫
網
を
手
に
昆
虫
採
集
を
体
験
し

ま
し
た
。
真
剣
な
目
つ
き
で
網
を
ふ
る
っ
た
後
は
、

カ
ブ
ト
ム
シ
と
セ
ミ
の
標
本
を
作
製
し
ま
し
た
。
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今
年
度
の
公
開
講
演
会
は
、
本
所
、
各
支
所
、
多
摩
森
林
科
学

園
で
同
時
期
に
開
催
致
し
ま
す
。
本
所
で
は
「
森
を
創
る
女
性
力

と
地
域
力
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
採
り
上
げ
、
女
性
力
と
地
域
力
に

よ
る
林
業
の
活
性
化
の
推
進
を
図
り
ま
す
。

皆
様
奮
っ
て
ご
参
加
下
さ
い
。

【
本
所
公
開
講
演
会
】「
森
を
創
る
女
性
力
と
地
域
力
」

日
時
：
十
月
十
七
日
（
金
）
午
前
十
時
～
午
後
四
時

会
場
：
イ
イ
ノ
ホ
ー
ル
（
東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
二-

一-

一
）

講
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
：

「
林
業
女
子
会
活
動
中
」　　

  

糸
川
結
花
（
林
業
女
子
会
＠
東
京
）

「
木
の
温
も
り
と
森
林
浴
の
快
適
さ
」　　
　
　
　
　

 　

恒
次
祐
子

「
森
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
生
業
が
生
み
出
す
地
域
力
」 　
　

垂
水
亜
紀

「
デ
ー
タ
か
ら
見
え
る
林
業
の
未
来
」　　
　
　
　
　

 　

藻
谷
浩
介

（
日
本
総
研
主
席
研
究
員
）

「
バ
イ
オ
マ
ス
資
源
と
し
て
の
ヤ
ナ
ギ
の
可
能
性
」 　
　

宇
都
木
玄

「
地
域
力
で
は
じ
め
る
里
山
再
生
」　　
　
　
　
　
　

 　

奥　

敬
一

（
富
山
大
学
芸
術
文
化
学
部　

准
教
授
）

「
エ
リ
ー
ト
ツ
リ
ー
で
変
わ
る
九
州
の
森
林
・
林
業
」　

倉
本
哲
嗣

「
女
性
の
力
で
地
域
を
元
気
に
」　

栗
原
慶
子
（
東
吾
野
女
性
林
研

「
と
き
め
木
」
会
長
、M

O
R

IM
O

R
I

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
事
）

【
支
所
等
公
開
講
演
会
日
程
】

北
海
道
支
所　
　
　
　
　

十
月
十
七
日
（
金
）

東
北
支
所　
　
　
　
　
　

十
月
二
八
日
（
火
）

関
西
支
所　
　
　
　
　
　

十
月
十
七
日
（
金
）

四
国
支
所　
　
　
　
　
　

十
月
十
七
日
（
金
）

九
州
支
所　
　
　
　
　
　

十
月
二
八
日
（
火
）

多
摩
森
林
科
学
園　
　
　

十
月
十
八
日
（
土
）

詳
細
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
覧
下
さ
い
。

(http://w
w

w
.ffpri.affrc.go.jp/)

森
林
総
合
研
究
所
は
、
文
部
科
学
省
科
学
技
術
振
興
調
整

費
女
性
研
究
者
支
援
モ
デ
ル
育
成
事
業
「
応
援
し
ま
す
！
家

族
責
任
を
持
つ
女
性
研
究
者
」（
平
成
十
九
～
二
一
年
度
）
で

男
女
共
同
参
画
の
取
組
を
本
格
化
さ
せ
、事
業
終
了
後
も
、「
男

女
共
同
参
画
宣
言
」（
平
成
二
三
年
一
月
）、「
第
三
期
中
期
計

画
期
間
の
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
推
進
策
」（
平
成
二
三
年

六
月
）
を
発
表
す
る
な
ど
取
組
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。
当

初
は
、「
女
性
研
究
者
」
支
援
の
取
組
で
し
た
が
、
現
在
で
は

男
女
と
も
に
職
種
を
問
わ
ず
、
研
究
と
家
族
責
任
を
両
立
さ

せ
る
研
究
環
境
・
職
場
環
境
の
整
備
・
普
及
を
目
指
し
て
活

動
し
て
い
ま
す
。

平
成
二
六
年
度
は
、
エ
ン
カ
レ
ッ
ジ
推
進
本
部
に
あ
る
エ

ン
カ
レ
ッ
ジ
推
進
委
員
会
、
推
進
本
部
の
事
務
局
を
努
め
る

男
女
共
同
参
画
室
に
新
メ
ン
バ
ー
を
迎
え
、
男
女
共
同
参
画

の
推
進
と
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
を
目
指
し
積
極

的
な
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
。
推
進
本
部
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に

つ
い
て
は
今
年
度
も
引
き
続
き
城
西
国
際
大
学
客
員
教
授　

原
ひ
ろ
子
先
生
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

新
体
制
に
な
っ
て
か
ら
早
五
ヶ
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い

ま
す
が
、
そ
の
間
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
継
続
す
る
と
と
も

に
、
少
し
ず
つ
で
す
が
新
し
い
取
組
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い

ま
す
。
そ
の
一
つ
が
、「
懇
話
会
」
で
す
。
六
月
に
開
催
し
た

第
十
五
回
エ
ン
カ
レ
ッ
ジ
推
進
セ
ミ
ナ
ー
「
家
庭
力
は
仕
事
力

～
家
庭
の
充
実
で
キ
ャ
リ
ア
が
変
わ
る
」
の
後
に
、
新
た
に

「
懇
話
会
」
と
い
う
形
で
、
講
師
と
、
そ
し
て
職
員
間
で
意
見
・

情
報
交
換
す
る
機
会
を
設
け
ま
し
た
。
セ
ミ
ナ
ー
の
テ
ー
マ
か

ら
、
家
庭
と
仕
事
に
夫
婦
が
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
か
、
と

い
っ
た
話
が
中
心
と
な
り
ま
し
た
が
、
参
加
者
に
は
好
評
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
懇
話
会
で
の
意
見
か
ら
ヒ
ン

ト
を
得
て
、
第
二
弾
と
し
て
、「
仕
事
の
継
続
、
ロ
ー
ル
モ
デ

平
成
二
六
年
度 

男
女
共
同
参
画
推
進
の
取
組

ル（
お
手
本
）」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
ラ
ン
チ
ョ
ン
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
を
企
画
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
キ
ャ
リ

ア
カ
ウ
セ
リ
ン
グ
、
育
児
・
介
護
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
の
改
訂
等
を
順
次
実
施
予
定
で
す
。
セ
ミ
ナ
ー
報
告

な
ど
の
活
動
は
森
林
総
合
研
究
所　

男
女
共
同
参
画
室

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
。
今
後
と
も
皆
さ

ん
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

バ
イ
オ
マ
ス
化
学
研
究
領
域
樹
木
抽
出
成
分
研
究
室

長
大
平
辰
朗
が
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
へ
の

貢
献
を
認
め
ら
れ
、
平
成
二
五
年
度
特
別
研
究
員
等
審

査
会
専
門
委
員
（
書
面
担
当
）
の
表
彰
を
七
月
三
一
日

に
同
会
か
ら
受
け
ま
し
た
。
本
賞
は
森
林
総
合
研
究
所

で
は
初
の
受
賞
で
す
。

特
別
研
究
員
等
審
査
会

専
門
委
員
の
表
彰

平
成
二
六
年
度 

（
独
）
森
林
総
合
研
究
所

公
開
講
演
会
の
お
知
ら
せ
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季
刊
森
林
総
研
第
二
五
号
で
は
、
未
利
用
バ
イ
オ
マ
ス
資
源
の
有
効
利
用
技
術
に

関
す
る
特
集
が
組
ま
れ
て
い
た
。
紹
介
さ
れ
た
四
課
題
は
、
企
業
と
の
共
同
開
発
に

よ
っ
て
既
に
商
品
化
さ
れ
た
技
術
、
あ
る
い
は
企
業
と
共
同
で
利
用
実
証
を
進
め
て

い
る
技
術
で
あ
り
、
森
林
総
研
の
バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用
研
究
と
し
て
、
理
想
的
に
展

開
し
て
い
る
研
究
開
発
と
考
え
る
。

森
林
総
研
で
は
、
バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用
に
関
す
る
多
く
の
基
礎
研
究
が
行
わ
れ
て

い
る
。
基
礎
研
究
の
蓄
積
が
重
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
最
も
重
要
な
こ

と
は
技
術
移
転
に
繋
が
る
研
究
成
果
を
得
る
こ
と
、
更
に
そ
れ
を
産
学
共
同
研
究
の

段
階
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
得
ら
れ
た
成
果
を
学
術
論
文

や
関
連
学
会
で
研
究
発
表
す
る
こ
と
、必
要
に
応
じ
て
特
許
出
願
す
る
こ
と
に
加
え
、

技
術
展
示
会
等
の
機
会
を
活
用
す
る
こ
と
も
重
要
と
考
え
る
。

森
林
総
研
で
は
こ
こ
数
年
、
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
創
出
フ
ェ
ア
や
バ
イ
オ
マ
ス
エ
キ

ス
ポ
等
の
多
く
の
技
術
展
示
会
に
出
展
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
出
展
が
企

業
等
と
の
連
携
の
推
進
に
効
果
的
に
繋
が
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
原
因
は
幾
つ

か
考
え
ら
れ
る
が
、
発
表
方
法
に
も
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
パ
ネ
ル
だ
け
で

な
く
、
や
は
り
外
部
の
人
が
見
て
分
か
り
易
い
製
造
物
の
展
示
が
不
可
欠
で
あ
る
。

ま
た
、
パ
ネ
ル
も
研
究
者
が
作
成
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
展
示
す
る
の
で
は
な
く
、

関
連
領
域
長
あ
る
い
は
広
報
委
員
会
等
で
充
分
に
練
っ
て
当
該
技
術
の
独
創
性
の
ポ

イ
ン
ト
を
効
果
的
に
示
す
改
訂
版
の
作
成
が
必
要
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
展
示
物
を

説
明
で
き
る
人
員
の
常
置
も
重
要
で
あ
る
。

研
究
者
や
広
報
部
門
の
人
数
に
限
り
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
バ
イ
オ

マ
ス
利
活
用
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
企
業
等
の
外
部
機
関
と
の
連
携
の
推
進
に
研
究

者
個
人
だ
け
で
は
な
く
、関
連
部
門
全
体
と
し
て
対
応
す
る
体
制
作
り
に
期
待
す
る
。

●
総
説

植
物
の
多
様
性
の
観
点
か
ら
人
工
林
施
業
を
考
え
る

-

日
本
型
「
近
自
然
施
業
」
の
可
能
性-

五
十
嵐 

哲
也
・
牧
野 

俊
一
・

田
中 

浩
・
正
木 

隆

●
研
究
資
料

桂
試
験
地
に
お
け
る

土
層
厚
の
分
布
と
土
壌
物
理
特
性

大
貫 

靖
浩
・
吉
永 

秀
一
郎
・
釣
田 

竜
也
・

荒
木 

誠
・
伊
藤 

江
利
子
・
志
知 

幸
治
・

松
浦 

陽
次
郎
・
小
野 

賢
二
・
岡
本 

透

ア
カ
ゲ
ラ D

endrocopos m
ajor 

の

営
巣
木
と
巣
の
特
徴

-
 

札
幌
市
羊
ヶ
丘
に
お
け
る
十
五
年
間
の
記
録 -

松
岡 

茂
・
小
高 
信
彦
・
小
高 

由
紀
子

編集後記
海のイメージが強い小笠原を特集で取り上げました。森林や山のイメージが強い森林総合研究所が生態系保全を通じて小

笠原諸島のお役に立っていることをお伝えできたでしょうか。今後も自然遺産への貢献を続けます。
季刊森林総研をより読みやすくするため、紙面の刷新を進めているところです。よりわかりやすい文章やレイアウトを目

指して編集しております。ご意見ご要望がありましたら是非、kanko@ffpri.affrc.go.jp までお寄せ下さい。
 （企画部　研究情報科　森澤 猛）

編集委員：小泉透　市田憲（認定NPO法人 才の木）　森澤猛　辻祐司　野畑直城　高梨聡　浦野忠久　高野麻理子　高麗秀昭　田中亘

（表紙の写真）	 小笠原諸島の遠景
（裏表紙の写真）	 	キョウチクトウ：キョウチクトウ科キョウチクトウ属の常緑低木。観賞用の庭木や工場、道路周辺の緑化木としてよく使われる。

葉が竹に、花が桃に似ていることから夾竹桃という。梅雨から晩夏にかけて紅色の美しい花を開く。

フ
ェ
ロ
ー
の
つ
ぶ
や
き

企
業
と
の
更
な
る
連
携
の
推
進
を

森
林
総
合
研
究
所
研
究
報
告

大
原 

誠
資

岩
原
住
宅
販
売（
株
）
技
術
開
発
担
当
顧
問

川
村
学
園
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
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リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可 14 .09 .7000Ⓨ

季刊 森林総研

「キョウチクトウ」 Nerium oleander var. indicum

No.26

世界自然遺産

小笠原諸島は今
いのち繋がる島々の大きな変化




