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第5次報告書について議論するIPCC総会の様子

　

最
新
の
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
︵
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
︶
第
5

次
評
価
報
告
書
は
︑
２
１
０
０
年
の
気
温
上
昇
を
2
℃
未
満
に
抑
制

す
る
に
は
︑
今
世
紀
中
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ

と
を
要
す
る
と
報
告
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
気
候
変
動
枠
組
条
約
で
は
︑

全
て
の
国
が
参
加
す
る
２
０
２
０
年
以
降
の
新
た
な
枠
組
み
に
つ
い

て
︑
２
０
１
５
年
末
の
Ｃ
Ｏ
Ｐ
₂₁
︵
第
₂₁
回
締
約
国
会
合
︶
で
の
合

意
を
目
指
し
て
い
ま
す
︒
今
︑
地
球
温
暖
化
の
問
題
は
︑
科
学
面
か

ら
も
社
会
面
か
ら
も
︑
新
た
な
局
面
に
向
か
っ
て
い
ま
す
︒

　

こ
の
よ
う
な
中
で
森
林
分
野
の
対
策
に
も
大
き
な
期
待
が
か
か
っ

て
い
ま
す
︒
森
林
分
野
の
緩
和
策
に
は
︑
森
林
に
よ
る
Ｃ
Ｏ
２
吸
収
・

蓄
積
と
︑
木
材
利
用
に
よ
る
排
出
削
減
と
い
っ
た
２
つ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
が
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
適
し
た
緩
和
策
を
考
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
︒
ま
た
︑
温
暖
化
に
よ
る
悪
影
響
を
回
避
す
る
適
応
策
も
併

せ
て
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
森
林
は
気
温
︑
降
水
量
と
い

っ
た
気
候
条
件
の
も
と
に
成
立
し
て
お
り
︑
地
球
温
暖
化
に
よ
り

様
々
な
影
響
を
受
け
ま
す
︒
ま
ず
︑
そ
の
影
響
を
観
測
す
る
こ
と
が

適
応
策
の
第
一
歩
に
な
り
ま
す
︒

　

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
︑
本
特
集
で
は
森
林
分
野
の
温
暖
化
研
究

に
つ
い
て
︑
緩
和
策
と
適
応
策
に
関
わ
る
最
新
の
温
暖
化
研
究
を
紹

介
し
ま
し
ょ
う
︒

研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ　

松
本 

光
朗
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CO2森林による吸収

二酸化炭素の吸収

炭素の貯蔵

木材による排出削減

炭素貯蔵

省エネルギー

化石燃料代替

将
来
予
測
か
ら
み
た
わ
が
国
の

森
林
分
野
の
緩
和
策

　

空
気
中
の
二
酸
化
炭
素
を
減
ら
し
︑
温
暖
化
を
緩

和
す
る
に
は
︑
森
林
に
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
て
も

ら
う
こ
と
と
︑
木
材
を
住
宅
な
ど
に
利
用
し
︑
そ
の

中
に
固
定
さ
れ
て
い
る
炭
素
を
長
期
間
空
気
中
に
放

出
し
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
︑
２
つ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
が
あ
り
ま
す
︵
図
1
︶︒
我
が
国
で
は
︑
こ
の
２

つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
使
っ
た
緩
和
策
は
ど
う
あ
る
べ

き
で
し
ょ
う
か
︒
こ
れ
に
答
え
る
た
め
︑
日
本
を
対

象
と
し
︑
２
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
同
時
に
評
価
し
︑

将
来
を
予
測
で
き
る
森
林
炭
素
統
合
モ
デ
ル
︵
以
下
︑

統
合
モ
デ
ル
と
呼
び
ま
す
︶
を
開
発
し
ま
し
た
︵
図

2
︶︒

　

将
来
を
予
測
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
代
表
的
な
３
つ

の
政
策
に
基
づ
く
シ
ナ
リ
オ
を
用
い
ま
し
た
︒
ま
ず
︑

現
在
の
施
策
を
延
長
す
る
﹁
現
状
シ
ナ
リ
オ
﹂︑
そ

し
て
緩
や
か
に
伐
採
量
を
増
や
し
て
い
く
﹁
緩
伐
採

増
加
シ
ナ
リ
オ
﹂︑
さ
ら
に
林
業
生
産
を
促
進
す
る

﹁
新
基
本
計
画
シ
ナ
リ
オ
﹂
で
す
︵
図
３
︶︒

　

こ
れ
ま
で
は
森
林
を
伐
採
し
た
場
合
︑
林
木
に
含

　森林が二酸化炭素を吸収し、炭素を長
期間貯えておくこと、森林の大きな役割
です。

　いっぽう、森林から得られた木材を利
用することにより建築物や家具として炭
素を貯蔵します。
　また、製造時に多くのエネルギーが必
要な金属製品等の代わりに木材製品を使
うことにより製造時の排出を削減します。
　さらに木材を燃料としてエネルギーを
作ることにより化石燃料からの排出を削
減します。

　このような、森林と木材の一連の流れ
の中で地球温暖化の緩和に貢献します。

図１　森林と木材による地球温暖化緩和への役割

図２　森林・林業・木材利用を通した森林炭素統合モデルの全体構造

統合モデルは、環境要因や立地要因から森林の生産量を推定する森林モデル、伐採面積や
伐採量を予測する林業モデル、そして製品別に木材利用量を予測する木材モデルから成っ
ています。

研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ　

松
本 

光
朗
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ま
れ
た
炭
素
が
す
ぐ
に
二
酸
化
炭
素
と
し
て
空
気
中

に
排
出
さ
れ
る
と
し
て
計
算
さ
れ
ま
し
た
︒
し
か
し
︑

実
際
に
は
切
り
出
さ
れ
た
木
材
を
使
っ
て
木
材
製
品

や
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
利
用
す
れ
ば
︑
木
材
製
品
に
よ
る

炭
素
貯
蔵
や
排
出
削
減
を
も
た
ら
し
ま
す
︒
そ
こ
で
︑

新
し
い
統
合
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
︑
森
林
に
よ

る
吸
収
と
木
材
利
用
に
よ
る
排
出
削
減
量
を
足
し
上

げ
た
炭
素
変
化
量
を
緩
和
策
の
効
果
と
し
て
評
価
し

ま
し
た
︒

　

統
合
モ
デ
ル
と
３
つ
の
施
策
シ
ナ
リ
オ
を
用
い
︑

２
０
５
０
年
ま
で
の
将
来
予
測
を
行
っ
た
結
果
︑
い

ず
れ
の
シ
ナ
リ
オ
で
も
森
林
が
排
出
源
に
な
る
こ
と

は
な
く
︑
シ
ナ
リ
オ
間
の
差
が
少
な
く
な
っ
て
い
く

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
︵
図
４
︶︒
ま
た
︑
２
０
５

０
年
の
時
点
の
炭
素
変
化
量
の
内
訳
︵
図
５
︶
を
見

る
と
︑
現
状
シ
ナ
リ
オ
で
は
森
林
に
よ
る
吸
収
量
が

多
く
を
占
め
ま
す
が
︑
伐
採
量
が
多
い
緩
伐
採
増
加

シ
ナ
リ
オ
と
新
基
本
計
画
シ
ナ
リ
オ
で
は
︑
森
林
に

よ
る
吸
収
量
は
減
る
も
の
の
︑
木
材
利
用
に
よ
る
排

出
削
減
量
の
割
合
が
大
き
く
な
る
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
︒
特
に
︑
木
材
利
用
に
よ
る
排
出
削
減
量
は
森

林
に
よ
る
吸
収
量
に
匹
敵
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
統
合

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
れ
ば
︑
よ
り
正
確
で
総
合

的
な
緩
和
策
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し

ま
す
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
森
林
・
林
業
・
木
材
を
通
し
た
森

林
炭
素
統
合
モ
デ
ル
を
用
い
る
こ
と
で
︑
森
林
の
吸

収
量
だ
け
で
は
な
く
︑
木
材
利
用
に
よ
る
排
出
削
減

量
も
含
め
た
︑
総
合
的
な
地
球
温
暖
化
緩
和
策
を
検

討
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

図３　施策シナリオと具体的な指標

図５　2050年の炭素変化量の将来予測の内訳

総量に大きな差はありませんが、その内訳を見ると、現状シナリオでは
森林の吸収量がほとんどを占めているのに対し、あと２つのシナリオで
は木材利用による量が増え、吸収量の低下をカバーするなど、大きな差
があります。

図４　予測された森林と木材利用による炭素変化量

森林による吸収量と、木材利用による排出削減量を合算した炭素変
化量を示しました。予測されている気候（MIROC3.2-hires,	A1B
シナリオ）により、毎年の炭素変化量は大きく上下します。また、
シナリオ間の差は時間の経過に従い少なくなってきます。

将来予測のためのシナリオとその具体的な指標を示しました。「現状シナリオ」は現状の施策を延長するもの、「緩伐採増加シナリ
オ」は緩やかに林業生産と木材利用を進めるもの、「新基本計画シナリオ」は新森林林業基本計画に沿った積極的な林業生産と木
材利用を行うものです。具体的指標としては、主伐面積と再造林率、木材利用率の大小が将来予測に大きく影響します。

シナリオ名
林業の指標 木材利用の指標

主伐面積 再造林率 新品種利用 建築・家具 土木

現状 現状面積 現状造林面積 無 現状木造・木製率
（35%）

現状利用率
100万m3

緩伐採増加 2050年までに
2倍以上 現状率 無 2050年までに

木造・木製率50%
2050年までに
利用率300万m3

新基本計画
素材生産量大幅増
2020年3900万m3
2030年5000万m3

上昇 2050年までに
70%に増加

2050年までに
木造・木製率70%

2050年までに
利用率600万m3
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な
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒
こ
の
潜
在
生
育
域
は
︑
現
在

の
気
候
条
件
下
で
６
万
３
千
㎢
で
す
が
︑
将
来
の
気

候
条
件
下
で
は
約
４
割
に
縮
小
す
る
と
予
測
さ
れ
ま

し
た
︒
本
州
の
日
本
海
側
か
ら
東
北
地
方
・
北
海
道

南
部
で
は
縮
小
す
る
も
の
の
各
地
に
残
存
し
ま
す
が
︑

西
日
本
や
本
州
太
平
洋
側
で
は
ほ
と
ん
ど
消
失
す
る

と
予
測
さ
れ
ま
し
た
︵
図
４
︶︒

　

温
暖
化
の
ブ
ナ
へ
の
悪
影
響
を
ど
う
し
た
ら
少
な

く
で
き
る
で
し
ょ
う
か
︒
ブ
ナ
は
遷
移
後
期
樹
種
の

　

地
球
表
面
の
温
度
は
︑
過
去
１
３
２
年
間
に
０・

８
５
℃
の
上
昇
が
観
測
さ
れ
︑
今
後
１
０
０
年
間
で

さ
ら
に
０・
３
～
４・
８
℃
の
上
昇
が
予
測
さ
れ
て
お

り
︑
動
植
物
の
分
布
な
ど
自
然
の
様
々
な
面
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
た

め
︑
生
態
系
や
生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
適
応
策
を

考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
温
暖
化
で
︑
分
布
南
限
域

の
生
物
は
温
度
が
上
が
り
過
ぎ
て
生
息
で
き
な
く
な

る
一
方
︑
分
布
北
限
域
で
は
生
息
に
適
し
た
温
度
に

上
昇
す
る
た
め
分
布
域
が
広
が
り
ま
す
︒
そ
の
た
め
︑

分
布
域
の
変
化
を
分
布
予
測
モ
デ
ル
を
用
い
て
推
定

す
る
と
と
も
に
︑
現
地
の
変
化
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で

把
握
し
︑
そ
の
結
果
に
基
づ
き
適
応
策
を
考
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
︵
図
１
︶︒

　

日
本
の
代
表
的
自
然
林
の
優
占
種
で
あ
る
ブ
ナ

︵
図
２
︶
の
場
合
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒
気
候
要

因
か
ら
ブ
ナ
の
分
布
を
予
測
す
る
モ
デ
ル
を
つ
く
り
︑

こ
れ
に
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
第
４
次
報
告
書
で
使
わ
れ
て
い
る

２
０
８
１
～
２
１
０
０
年
の
将
来
気
候
シ
ナ
リ
オ
の

デ
ー
タ
を
組
み
込
み
︑
将
来
の
ブ
ナ
の
生
育
可
能
な

地
域
︵
潜
在
生
育
域
︶
を
予
測
し
ま
し
た
︵
図
３
︶︒

潜
在
生
育
域
か
ら
は
ず
れ
て
も
直
ち
に
ブ
ナ
が
枯
れ

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
ブ
ナ
の
稚
樹
が

育
た
ず
︑
親
木
が
寿
命
で
枯
れ
る
と
ブ
ナ
林
で
な
く

図1　自然生態系における温暖化の影響予測と適応策の関係

図2　ブナ林（白神山地世界遺産地域）

温
暖
化
へ
の
自
然
林
の
適
応
策北

海
道
支
所　

地
域
研
究
監　

田
中 

信
行

FORESTRY AND FOREST PRODUCTS RESEARCH INSTITUTE   No.28 4

特集特集特集

今今今今今
地球温暖化
 研究の



ブ
ナ
林
を
守
る
た
め
に
︑
潜
在
生
育
域
外
で
は
あ
っ

て
も
植
栽
な
ど
積
極
的
な
保
護
策
に
よ
っ
て
ブ
ナ
の

再
生
を
促
進
す
る
こ
と
が
適
応
策
に
な
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
︒

特
性
︵
遅
い
成
長
︑
高
い
結
実
樹
齢
な
ど
︶
を
も
つ

た
め
︑
伐
採
が
繰
り
返
さ
れ
た
二
次
林
で
は
消
失
し

ま
す
︒
ブ
ナ
林
を
守
る
に
は
分
布
域
を
保
護
区
に
入

れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
︒
保
護
区
に
含
ま
れ
る
潜
在

生
育
域
は
︑
温
暖
化
後
は
現
在
の
半
分
︑
１
万
２
千

㎢
に
減
る
と
予
測
さ
れ
ま
す
︒
一
方
︑
温
暖
化
後
も

持
続
的
に
潜
在
生
育
域
で
あ
る
地
域
で
保
護
区
外
が

同
じ
く
ら
い
あ
り
ま
す
︒
そ
こ
で
本
州
日
本
海
側
・

東
北
・
北
海
道
南
部
で
は
︑
保
護
区
外
の
持
続
的
潜

在
生
育
域
を
保
護
区
に
追
加
し
︑
現
在
の
保
護
区
の

ブ
ナ
林
と
同
程
度
の
面
積
を
確
保
す
る
こ
と
が
適
応

策
に
な
り
ま
す
︒
一
方
︑
潜
在
生
育
域
が
ほ
と
ん
ど

消
失
す
る
西
日
本
・
本
州
太
平
洋
側
で
は
︑
追
加
す

べ
き
ブ
ナ
林
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
︑

図4　稚樹・若木があり世代交代（更新）が順調な日本海側のブナ林（上）、
潜在生育域の辺縁部に位置し稚樹・若木が少なく更新が難しい太平洋側
低山のブナ林（下）。どちらも冬の様子で、日本海側に多い積雪はブナに
とって好適な環境条件である。

図3　	現在および将来のブナの潜在生育域と自然保護区の比較。	a)保護区、b)現在気候下における潜在生育域、c)	2081〜 2100年の気候下
における潜在生育域	(Nakao	et	al.	2013)。

a)	保護区

■	保護区 ■	潜在育成域かつ保護区内
■	潜在育成域だが保護区外

b)	現在 c)	将来
(2081-2100)
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地
球
温
暖
化
に
よ
る
集
中
豪
雨
や
強
い
台
風
の
襲

来
で
山
地
災
害
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ

れ
て
い
ま
す
︒
昨
年
は
︑
長
野
県
南
木
曾
や
広
島
市

で
集
中
豪
雨
に
よ
る
土
砂
流
出
が
発
生
し
︑
多
く
の

人
命
が
失
わ
れ
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
︒
温
暖
化
の

将
来
予
測
で
は
︑
豪
雨
の
一
方
で
雨
が
少
な
い
渇
水

年
も
ふ
え
る
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
︒
温
暖
化
後
の

環
境
に
適
応
し
た
山
地
の
保
全
や
水
源
涵か
ん
よ
う養

機
能
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒

　

山
地
災
害
は
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で

す
︒
過
去
の
災
害
の
履
歴
を
調
べ
た
り
︑
災
害
の
あ

っ
た
地
形
や
森
林
を
調
べ
て
危
険
性
を
察
知
で
き
る

と
︑
優
先
的
な
対
策
に
つ
な
が
り
ま
す
︒
例
え
ば
︑

過
去
の
空
中
写
真
を
活
用
し
て
︑
静
岡
県
の
大
井
川

上
流
の
地
形
の
変
化
を
観
察
す
る
と
︑
崩
壊
地
が
拡

大
す
る
様
子
が
確
認
で
き
ま
し
た
︵
図
１
︶︒
こ
の

よ
う
な
崩
壊
危
険
箇
所
に
重
点
的
に
堰え
ん
て
い堤

な
ど
の
治

山
施
設
を
入
れ
る
と
︑
経
済
的
か
つ
効
果
的
な
対
策

に
つ
な
が
り
ま
す
︒

　

日
本
全
体
を
考
え
る
と
︑
治
山
施
設
だ
け
で
な
く
︑

図１　	静岡県大井川上流における崩壊地の拡大の様子。過去の空中写真や衛星写真を利用
すると崩壊の危険箇所を判別できる。

気
候
変
動
に
適
応
し
た

強
靱
な
森
林
を
め
ざ
し
て

研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ　

高
橋 

正
通

崩
壊
地
１

崩
壊
地
２

崩
壊
地
３
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間伐前

降水量
(1695mm)

流量
(728mm)

林内降水量
(1390mm)

蒸発散量
(968mm)

間伐後

降水量
(1640mm)

流量
(815mm)

林内降水量
(1394mm)

蒸発散量
(824mm)

森
林
の
も
つ
土
壌
保
全
機
能
を
活
用
す
る
こ
と
が
重

要
と
考
え
て
い
ま
す
︒
樹
木
は
地
中
深
く
ま
で
根
を

張
り
土
壌
を
つ
か
み
︑
山
地
を
崩
れ
に
く
く
し
て
い

ま
す
︒
樹
木
の
伐
採
後
︑
根
が
腐
る
と
土
壌
保
全
の

機
能
は
低
下
し
ま
す
︒
林
業
が
活
発
に
な
っ
て
も
斜

面
が
不
安
定
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
︑
温
暖
化
に
適

応
し
た
森
づ
く
り
と
は
い
え
ま
せ
ん
︒
花か
こ
う
が
ん

崗
岩
の
崩

れ
や
す
い
地
質
で
は
︑
森
林
の
伐
採
後
に
植
林
を
放

棄
す
る
と
崩
壊
面
積
は
拡
大
し
ま
し
た
が
︑
植
林
地

で
は
崩
壊
は
拡
大
し
て
い
ま
せ
ん
︵
図
２
︶︒
伐
採

後
速
や
か
に
植
林
し
︑
植
生
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が

崩
壊
防
止
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
︒

　

一
方
︑
渇
水
の
年
に
は
水
源
林
と
し
て
の
貯
水
機

能
が
特
に
期
待
さ
れ
ま
す
︒
長
期
の
流
量
観
測
か
ら
︑

間
伐
を
行
う
と
︑
流
域
の
水
流
出
量
が
増
え
る
こ
と

が
確
認
で
き
ま
し
た
︒
茨
城
県
の
人
工
林
で
は
間
伐

後
︑
樹
冠
に
よ
る
雨
の
遮
断
や
蒸
発
散
が
減
り
︑
流

域
か
ら
の
流
量
が
増
加
し
ま
し
た
︵
図
３
︶︒
同
様

の
間
伐
の
効
果
は
雪
の
あ
る
秋
田
県
で
も
確
認
で
き

ま
し
た
︒
森
林
の
適
切
な
管
理
は
︑
水
源
涵
養
機
能

の
向
上
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
︒

　

地
球
温
暖
化
に
適
応
す
る
た
め
に
は
︑
間
伐
や
主

伐
後
に
弱
く
な
り
や
す
い
山
地
の
脆
弱
性
を
森
林
管

理
の
工
夫
に
よ
っ
て
回
避
す
る
対
策
と
︑
地
質
や
地

形
条
件
か
ら
抽
出
さ
れ
る
危
険
箇
所
の
監
視
や
治
山

施
設
の
設
置
に
よ
る
対
策
を
併
用
す
る
こ
と
が
こ
れ

ま
で
以
上
に
重
要
と
い
え
る
で
し
ょ
う
︒
ま
た
降
雨

パ
タ
ー
ン
や
分
布
の
変
化
も
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
︑
こ
れ
ま
で
災
害
の
少
な
か
っ
た
地
域
も
注
意
が

必
要
で
す
︒

図３　間伐による水収支の変化。スギ・ヒノキ人工林を間伐すると、毎年の流出量が平均87mm増加した。

図２　	熊本と宮崎の県境の市房山における森林管理と崩壊発生面積の推移。花崗岩の崩壊しやすい地質地帯
では植林による崩壊防止効果が顕著に現れる。一方、森林でおおわれている山地では広葉樹でも針葉
樹でも崩壊発生面積は非常に狭い。
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図1　森林に設置された観測タワー

図２　日本各地の森林のCO2吸収量

（炭素トン/ha/年）

札幌

C
O
2吸
収
量
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［北海道］ ［岩手］ ［埼玉］ ［山梨］ ［京都］ ［熊本］

　

地
球
温
暖
化
に
対
す
る
取
り
組
み
を
進
め
る

上
で
︑
森
林
の
Ｃ
Ｏ
２

動
態
を
高
い
精
度
で
︑

長
期
的
に
観
測
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
︒
そ

の
た
め
に
︑
樹
木
よ
り
高
い
観
測
用
タ
ワ
ー
を

森
林
内
に
建
設
し
︵
図
１
︶︑
Ｃ
Ｏ
２
濃
度
︑
風

速
︑
気
温
︑
日
射
の
計
測
を
行
い
︑
森
林
の

Ｃ
Ｏ
２
吸
収
・
放
出
量
を
直
接
測
定
し
て
い
ま
す
︒

こ
れ
は
︑﹁
フ
ラ
ッ
ク
ス
観
測
﹂
と
呼
ば
れ
︑
森

林
生
態
系
と
大
気
の
間
で
出
入
り
す
る
Ｃ
Ｏ
２

動
態
を
解
明
す
る
上
で
重
要
な
方
法
で
す
︒

　

森
林
総
合
研
究
所
で
は
︑
北
海
道
か
ら
九
州

に
か
け
て
６
个
所
の
森
林
で
︑
Ｃ
Ｏ
２

吸
収
量

の
長
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
継
続
し
て
い
ま
す
︒

そ
の
結
果
︑
人
工
林
と
天
然
林
︑
樹
種
︑
樹
齢

な
ど
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
り
ま
す
が
︑
日
本
の

森
林
で
は
１
年
間
に
お
よ
そ
１・
６
～
４・
６
炭

素
ト
ン
／
ʰａ
の
Ｃ
Ｏ
２

を
吸
収
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
︵
図
２
︶︒
こ
の
吸
収
量
は
︑

熱
帯
林
︵
マ
レ
ー
シ
ア
で
１・
２
炭
素
ト
ン
／

森
林
と
大
気
の
間
で
吸
収
・
放
出
さ
れ
る

Ｃ
Ｏ
２

を
直
接
測
る

北
海
道
支
所　

寒
地
環
境
保
全
研
究
グ
ル
ー
プ
長　

山
野
井 

克
己
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図３　台風被害を受けた森林のCO2吸収量の実測値（●）と予測値（○）

虫害により葉がなくなったブナ林（岩手県安比高原） 台風により被害を受けた落葉広葉樹林（北海道札幌）

年
間
の
C
O
2吸
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量

C
O
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収
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積
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値
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ʰａ
／
年
な
ど
︶や
北
方
に
広
が
る
針
葉
樹
林︵
ア

ラ
ス
カ
で
０・
７
炭
素
ト
ン
／
ʰａ
／
年
な
ど
︶

に
比
べ
て
多
く
︑
日
本
の
よ
う
に
降
水
量
の
多

い
温
帯
に
あ
る
森
林
は
世
界
的
に
も
Ｃ
Ｏ
２

吸

収
量
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
︒

　

こ
の
長
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
デ
ー
タ
を
も
と
に

温
暖
化
の
影
響
を
予
測
す
る
モ
デ
ル
を
作
成
し

ま
し
た
︒
寒
冷
な
北
海
道
で
は
温
暖
化
の
影
響

で
吸
収
量
が
増
加
す
る
一
方
︑
温
暖
な
九
州
な

ど
で
は
高
温
の
影
響
で
吸
収
量
が
減
少
す
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
温
暖
化
の

影
響
は
︑
地
域
に
よ
り
異
な
り
ま
す
︒

　

温
暖
化
で
増
加
が
予
想
さ
れ
る
山
火
事
︑
病

虫
害
︑
風
害
な
ど
の
自
然
撹
乱
や
︑
森
林
伐
採

な
ど
の
人
為
撹
乱
は
︑
森
林
の
Ｃ
Ｏ
２

吸
収
量

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
︒
例
え
ば
︑
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
ハ
リ
ケ
ー
ン
カ
ト
リ
ー
ナ

に
よ
り
︑
同
国
の
森
林
に
よ
る
年
間
吸
収
量
に

匹
敵
す
る
森
林
が
破
壊
さ
れ
ま
し
た
︒
日
本
で

も
台
風
被
害
を
受
け
た
落
葉
広
葉
樹
林
で
は

︵
図
３
︶︑
台
風
被
害
の
後
₁₅
年
間
は
︑
森
林
か

ら
Ｃ
Ｏ
２

が
放
出
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
後
︑
森

林
の
再
生
と
と
も
に
吸
収
量
は
次
第
に
増
加
し

ま
す
が
︑
そ
れ
で
も
放
出
し
た
Ｃ
Ｏ
２

を
再
び

吸
収
す
る
に
は
更
に
₁₀
年
以
上
の
年
を
要
す
る

と
予
想
さ
れ
ま
す︵
図
３
︶︒
森
林
生
態
系
の
吸

収
量
を
評
価
す
る
と
き
に
は
︑
大
き
な
撹
乱
の

影
響
は
数
十
年
に
わ
た
る
こ
と
も
考
慮
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
︒
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図１　ロシア・トゥラ（クラスノヤルスク地方）の北方カラマツ林

図２　タイ・メクロン（カンチャナブリ県）の熱帯季節林

観
測
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
の

森
林
炭
素
量
を
把
握
す
る
取
り
組
み

森
林
植
生
研
究
領
域　

チ
ー
ム
長　

佐
藤 

保
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図３　	マレーシア・セマンコック（セランゴール州）の熱帯降
雨林（丘陵フタバガキ林）

図４　	マレーシア・パソ（ネグリスンビラン州）の熱帯降雨林（低
地フタバガキ林）

　

森
林
総
合
研
究
所
で
は
︑
森
林
動
態
お
よ
び
炭
素

収
支
に
関
す
る
相
互
比
較
研
究
を
通
じ
て
東
ア
ジ
ア

の
森
林
の
現
状
を
正
し
く
把
握
し
︑
今
後
の
温
暖
化

対
策
に
貢
献
で
き
る
科
学
的
な
デ
ー
タ
を
整
備
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
︑
観
測
試
験
地
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
を
進
め
て
い
ま
す
︒
経
度
１
０
０
度
付
近
を
中

心
と
し
た
観
測
試
験
地
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
︑
シ
ベ

リ
ア
の
北
方
林
︵
図
１
︶
か
ら
熱
帯
域
の
森
林
︵
熱

帯
季
節
林
︵
図
２
︶︑
熱
帯
降
雨
林
︵
図
３
～
５
︶︑

熱
帯
湿
地
林
︵
図
６
︶︶
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　

地
球
温
暖
化
に
よ
る
生
態
系
へ
の
影
響
が
報
告
さ

れ
る
中
で
︑
森
林
が
炭
素
を
蓄
積
・
吸
収
す
る
能
力

に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
︒
幹
や
枝
の
重
量
で
あ

る
地
上
部
現
存
量
は
︑
森
林
の
炭
素
蓄
積
量
を
表
し

て
い
ま
す
︒
図
７
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
試

験
地
の
地
上
部
現
存
量
の
年
々
変
動
を
示
し
て
い
ま

す
︒
図
７
左
に
示
し
た
試
験
地
群
は
︑
過
去
₂₀
年
の

間
に
自
然
撹
乱
︵
火
災
や
強
風
な
ど
︶
や
伐
採
な
ど

の
影
響
を
受
け
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
地
上
部
現

存
量
は
常
に
一
定
と
い
う
訳
で
は
な
く
︑
乾
燥
や
大

径
木
の
枯
死
な
ど
に
よ
っ
て
︑
幅
は
小
さ
い
も
の
の

そ
の
値
は
変
動
し
て
い
ま
し
た
︒

　

一
方
︑
択
伐
実
施
後
に
火
災
撹
乱
を
受
け
た
ブ
キ

ッ
ト
ス
ハ
ル
ト
試
験
地
︵
図
５
︶
で
は
︑
撹
乱
の
強

度
に
よ
っ
て
地
上
部
現
存
量
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

ま
す
︵
図
７
右
︶︒
最
も
強
い
撹
乱
を
受
け
た
林
分

︵
強
度
撹
乱
区
︶
で
は
︑
種
組
成
が
大
き
く
変
化
し
︑

撹
乱
後
₁₅
年
以
上
経
過
し
て
も
地
上
部
現
存
量
は
撹

乱
前
の
数
値
ま
で
回
復
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒

　

図
８
は
観
測
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
の
試
験
地
の
地
上

部
純
一
次
生
産
量
を
比
較
し
た
も
の
で
す
︒
森
林
の

純
一
次
生
産
量
は
︑
森
林
に
よ
る
炭
素
吸
収
量
を
示

す
一
つ
の
目
安
と
な
り
ま
す
が
︑
そ
の
量
は
高
緯
度

ほ
ど
低
く
︑
赤
道
域
に
あ
る
熱
帯
林
で
は
高
く
な
る

傾
向
に
あ
り
ま
す
︒
ま
た
︑
タ
ケ
が
混
交
す
る
熱
帯

季
節
林
︵
図
２
︶
の
純
一
次
生
産
量
は
︑
熱
帯
降
雨

林
や
熱
帯
湿
地
林
に
比
べ
て
低
く
な
っ
て
い
ま
す
︒

純
一
次
生
産
量
は
毎
年
同
じ
値
で
は
な
く
︑
年
に
よ

り
変
動
し
︑
火
災
や
強
風
な
ど
の
影
響
に
よ
り
変
動

の
幅
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
︒

　

以
上
の
結
果
が
示
す
よ
う
に
森
林
の
炭
素
蓄
積
量

や
吸
収
量
に
関
す
る
観
測
値
は
ば
ら
つ
き
が
大
き
い

こ
と
か
ら
︑
そ
の
正
確
な
把
握
に
は
長
期
間
の
観
測

が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
︒
森
林
総
合
研
究
所
で
は
︑

こ
れ
ら
貴
重
な
観
測
デ
ー
タ
を
国
内
外
の
研
究
者
・

技
術
者
と
共
有
す
る
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
︒
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図５　	択伐と火災撹乱の影響を受けたインドネシア・ブキットスハルト（東
カリマンタン州）の熱帯降雨林（低地フタバガキ林）

図７　長期モニタリングデータから得られた地上部現存量の年々変動
地上部現存量は測定年によってばらつきが存在します。撹乱の強度が強い場合、回復までに長い時間が必要であろうことが推察されます。

図６　タイ・ラノン（ラノン県）のマングローブ林（熱帯湿地林）

図８　異なる森林タイプの地上部純一次生産量の比較
試験地の緯度は右に行くほど低くなり、赤道に近くなっています。黒丸は最大値、白丸は最小値
をそれぞれ表しています。綾試験地（宮崎県）はネットワークには含まれていませんが、参考の
ために加えています。
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温暖化適応策の１つとしてモニタリングを行っている北限域のブナ林

　

京
都
議
定
書
は
地
球
温
暖
化
に
注
目
す
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し

た
︒
１
９
９
０
年
と
比
べ
て
マ
イ
ナ
ス
６
％
と
い
う
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
削
減
目
標
に
つ
い
て
︑
森
林
経
営
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ

り
森
林
の
吸
収
量
を
最
大
限
に
利
用
し
︑
我
が
国
は
目
標
を
達
成
し

ま
し
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
地
球
温
暖
化
問
題
に
お
い
て
は
︑
森
林
の

Ｃ
Ｏ
２

吸
収
に
大
き
な
注
目
が
集
ま
り
︑
算
定
手
法
や
緩
和
策
の
研

究
を
進
め
て
き
ま
し
た
︒

　

そ
の
一
方
で
︑
地
球
温
暖
化
は
森
林
の
物
質
循
環
や
適
地
の
移
動
︑

山
地
災
害
と
い
っ
た
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
が
︑
本
特
集
で
紹
介
し

た
研
究
な
ど
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て
お
り
︑
そ
の
適
応
策
の

研
究
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒

　

平
成
₂₇
年
度
に
は
︑
我
が
国
政
府
に
よ
る
﹁
適
応
計
画
﹂
が
策
定

さ
れ
る
予
定
で
す
︒
そ
の
た
め
に
︑
影
響
評
価
研
究
に
関
す
る
取
り

ま
と
め
作
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
︑
そ
こ
で
は
︑
森
林
分
野
だ
け

で
は
な
く
︑
い
ず
れ
の
分
野
に
お
い
て
も
影
響
評
価
研
究
や
適
応
研

究
が
十
分
で
は
な
く
︑
そ
の
促
進
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　

地
球
温
暖
化
は
気
温
上
昇
と
と
も
に
降
水
量
の
変
化
を
も
た
ら
す

こ
と
が
予
測
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
に
と
も
な
い
天
然
林
だ
け
で
は
な

く
︑
人
工
林
の
成
長
や
適
地
分
布
に
つ
い
て
も
影
響
が
推
察
さ
れ
ま

す
︒
ま
た
︑
強
い
台
風
の
増
加
に
よ
る
人
工
林
へ
の
被
害
や
︑
高
温

に
よ
る
シ
イ
タ
ケ
生
産
に
対
す
る
影
響
な
ど
へ
の
懸
念
が
あ
り
ま
す
︒

　

森
林
総
合
研
究
所
で
は
︑
本
特
集
で
紹
介
し
た
緩
和
と
適
応
に
関

す
る
研
究
を
ベ
ー
ス
に
︑
今
後
︑
森
林
分
野
の
緩
和
策
と
適
応
策
を

組
み
合
わ
せ
た
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
を
探
っ
て
い
き
ま
す
︒

森
林
分
野
の
緩
和
策
と
適
応
策
の
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
を
探
る

研
究
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ　

松
本 

光
朗
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栽培品種Ｘ

オオシマ 
ザクラ 

ヤマザクラ 

エドヒガン 

研究の“森”から
No. 238

サ
ク
ラ
は
日
本
の
国
花
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

日
本
人
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
花
木
の
一
つ
で
す
。
サ
ク

ラ
に
は
野
生
の
も
の
以
外
に
、「
染そ
め
い
よ
し
の

井
吉
野
」
に
代
表
さ

れ
る
一ひ
と
え重
の
も
の
か
ら
、
八や

え重
や
枝し

だ垂
れ
、
二
季
咲
き
の

も
の
な
ど
、
多
種
多
様
な
栽
培
品
種
が
あ
り
、
そ
の
起
源

を
め
ぐ
っ
て
は
、
多
く
の
分
類
学
者
が
頭
を
悩
ま
せ
て
き

ま
し
た
。

こ
の
研
究
で
は
、
形
態
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
か
っ
た

疑
問
を
解
決
す
べ
く
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
よ
っ
て
、
サ
ク
ラ

の
栽
培
品
種
の
起
源
を
調
べ
ま
し
た
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
「
似
て

い
る
」、「
似
て
い
な
い
」
は
、
図
1
の
よ
う
な
波
形
状
の

デ
ー
タ
と
し
て
調
べ
る
こ
と
が
可
能
で
、
一
致
す
る
波
形

が
多
い
野
生
種
を
そ
の
栽
培
品
種
の
親
種
と
判
定
で
き
ま

す
。
実
際
に
は
も
っ
と
複
雑
な
デ
ー
タ
解
析
を
行
い
ま
す

が
、
サ
ク
ラ
の
栽
培
品
種
に
、
ど
ん
な
野
生
種
が
ど
れ
く

ら
い
の
割
合
で
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
組

成
」
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

加藤 珠理
多摩森林科学園　主任研究員

分
類
学
者
泣
か
せ
な
サ
ク
ラ
の
栽
培
品
種
の
成
り
立
ち

Ｄ
Ｎ
Ａ
か
ら
わ
か
っ
た

サ
ク
ラ
の
栽
培
品
種
の
素
顔

〜
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
雑
種
が
起
源
〜

図1　DNA分析による親種の推定方法
栽培品種XのDNA分析データ（波形パターン）からは、一致する波形が多い
オオシマザクラが親種であると判定できます。
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ヤマザクラ群 マメザクラ群
チョウジザクラ群 その他

エドヒガン

シナミザクラ

チョウジザクラ

タカネザクラ

カンヒザクラ

ミヤマザクラ

ヤマザクラ

オオヤマザクラ

カスミザクラ

オオシマザクラ マメザクラ

キンキマメザクラ

オクチョウジザクラ

オオシマザクラ
ヤマザクラ
マメザクラ
キンキマメザクラ
オクチョウジザクラ
タカネザクラ
エドヒガン
シナミザクラ
カンヒザクラ
その他

図2　親種候補とした野生のサクラ13分類群
マメザクラ、キンキマメザクラ、オクチョウジザクラ以外は、DNA分析
で区別できました。写真は多摩森林科学園のホームページより転載

図3　サクラの栽培品種のDNA組成の推定
サクラの栽培品種の成立にどの野生種がどれくらいの割合で関与するかを円グラフで表しました。10%以下で関与していた野生種は
その他としてまとめました。写真は多摩森林科学園のホームページより転載

野
生
の
サ
ク
ラ
13
分
類
群
（
図
2
）
を
親
種
の
候
補
と

し
て
、
２
１
５
品
種
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
組
成
を
調
べ
ま
し
た
。
こ

こ
で
は
、
結
果
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
（
図
3
）。「
枝し

垂だ
れ

桜ざ
く
ら

」、「
八や

え重
紅べ

に

大お
お
し
ま島

」
の
親
種
は
そ
れ
ぞ
れ
、
エ
ド
ヒ

ガ
ン
、
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
の
１
種
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
多
く
の
栽
培
品
種
は
複
数
の
野
生
種

が
基
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
代
表
例
で
あ
る
「
染そ
め
い井
吉よ

し
の野
」

に
は
、
エ
ド
ヒ
ガ
ン
と
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
の
両
方
が
強
く

関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
サ
ト
ザ
ク
ラ
の
仲
間
で
あ
る

「
一い
ち
よ
う葉

」、「
朱す

ざ
く雀

」、「
太た

い
は
く白

」
に
は
、
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ

と
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
が
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
白し

ら
ゆ
き雪
」
の

よ
う
に
、
マ
メ
ザ
ク
ラ
︱
オ
ク
チ
ョ
ウ
ジ
ザ
ク
ラ
の
系
統

も
加
え
た
3
種
が
関
わ
る
も
の
も
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ

の
他
、
オ
オ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
、
カ
ス
ミ
ザ
ク
ラ
が
関
わ
る
も

の
や
、「
長ち
ょ
う
し
ゅ
う州

緋ひ

桜ざ
く
ら

」
の
よ
う
に
、
タ
カ
ネ
ザ
ク
ラ
の

影
響
が
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
台
湾
・

中
国
産
の
野
生
種
で
あ
る
カ
ン
ヒ
ザ
ク
ラ
、
シ
ナ
ミ
ザ
ク

ラ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
「
河か
わ
づ津

桜さ
く
ら

」、「
東と

う
か
い海

桜さ
く
ら

」
な
ど

も
あ
り
ま
し
た
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
の
結
果
は
、
サ
ク
ラ
の
栽
培
品
種
が
多
様

な
野
生
種
か
ら
作
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
情
報
は
、
サ
ク
ラ
の
分
類
だ
け
で
な
く
、
栽
培

品
種
の
管
理
や
新
品
種
作
出
の
た
め
に
役
立
ち
ま
す
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
か
ら
探
る
サ
ク
ラ
の
栽
培
品
種
の
起
源
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研究の“森”から
No. 239

ウ
グ
イ
ス
は
全
国
に
分
布
し
、
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
と
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。
本
州
か
ら
千
㎞
南
の
小
笠
原
諸
島
に
も

ウ
グ
イ
ス
が
い
ま
す
。
本
州
の
も
の
に
比
べ
体
が
小
さ
く

嘴く
ち
ば
し

が
長
い
こ
と
か
ら
、
ハ
シ
ナ
ガ
ウ
グ
イ
ス
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
で
は
、
約
４
万
〜
20
万
年
前
に

本
州
周
辺
か
ら
来
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
笠
原
諸
島
は
、
小
笠
原
群
島
（
聟む
こ
じ
ま島
、
父
島
、
母
島

な
ど
）
と
火
山
列
島
（
硫
黄
島
な
ど
）
か
ら
な
り
、
両
者

は
約
１
５
０
㎞
離
れ
て
い
ま
す
。
翼
の
あ
る
鳥
に
は
、
１

５
０
㎞
は
そ
う
遠
く
な
い
距
離
で
す
し
、
祖
先
は
千
㎞
の

海
を
越
え
て
き
た
は
ず
で
す
。
今
回
、
小
笠
原
群
島
と
火

山
列
島
の
ハ
シ
ナ
ガ
ウ
グ
イ
ス
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
比
較
し
た
と

こ
ろ
、
遺
伝
的
に
異
な
る
集
団
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
島
に
定
着
し
た
後
に
移
動
性
が
低
下
し
、
そ
れ
ぞ

れ
別
の
集
団
に
分
化
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
２

タ
イ
プ
の
固
有
ウ
グ
イ
ス
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
う
ち
火
山
列
島
で
は
、
以
前
は
３
つ
の
島
に
ハ
シ

ナ
ガ
ウ
グ
イ
ス
が
い
ま
し
た
が
、
今
は
南
硫
黄
島
と
い
う

外
来
種
の
少
な
い
小
さ
な
無
人
島
に
し
か
生
き
残
っ
て
お

ら
ず
、
絶
滅
す
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。

小
笠
原
群
島
で
は
、
全
域
に
ハ
シ
ナ
ガ
ウ
グ
イ
ス
が
い

ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
聟
島
で
は
ハ
シ
ナ
ガ
ウ
グ
イ
ス
は

絶
滅
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
少

数
の
ウ
グ
イ
ス
が
再
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の

川上 和人
野生動物研究領域　主任研究員

栄村 奈緒子
立教大学大学院理学研究科

狭
い
小
笠
原
に
３
つ
の
ウ
グ
イ
ス
。

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？

小
笠
原
の
２
つ
の
固
有
ウ
グ
イ
ス

第
３
の
ウ
グ
イ
ス
の
正
体

小笠原に在来のハシナガウグイス
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ウ
グ
イ
ス
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
絶
滅
し

た
ハ
シ
ナ
ガ
ウ
グ
イ
ス
の
生
き
残
り
で
は
な
く
、
本
州
周

辺
の
ウ
グ
イ
ス
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。
北
方
の
ウ
グ
イ
ス

は
秋
に
な
る
と
南
に
渡
り
ま
す
。
そ
の
一
部
が
新
た
に
小

笠
原
に
渡
来
し
て
き
た
よ
う
で
す
。

聟
島
で
ハ
シ
ナ
ガ
ウ
グ
イ
ス
が
絶
滅
し
た
の
は
、
ノ
ヤ

ギ
に
よ
る
森
林
破
壊
や
ネ
ズ
ミ
に
よ
る
捕
食
な
ど
が
原
因

と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
現
在
ノ
ヤ
ギ
と
ネ
ズ
ミ
は
生
態
系

の
保
全
の
た
め
根
絶
さ
れ
、
聟
島
の
環
境
は
改
善
さ
れ
て

き
て
い
ま
す
。

聟
島
で
は
、
ま
だ
ウ
グ
イ
ス
の
繁
殖
は
確
認
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
調
査
が
難
し
い
無
人
島
で
あ
る
た
め
、
生
息

の
実
態
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
今
後
こ

の
島
で
繁
殖
し
、
定
着
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
聟
島
で
ウ
グ
イ
ス
が
増
え
て
他
の
島
へ
分
布
が
拡
大
す

れ
ば
、
小
笠
原
に
固
有
の
ハ
シ
ナ
ガ
ウ
グ
イ
ス
と
の
間
に

雑
種
や
競
争
が
起
き
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
場
合
に
よ

っ
て
は
、
影
響
が
生
じ
る
前
に
捕
獲
す
る
決
断
も
必
要
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
こ
れ
も
人
間
を
含
む
生
態
系

の
一
部
と
考
え
、
そ
の
ま
ま
に
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ

り
ま
す
。

現
在
の
小
笠
原
に
は
、「
南
硫
黄
島
」、「
聟
島
」、「
そ

の
他
の
島
」
の
３
タ
イ
プ
の
ウ
グ
イ
ス
が
い
ま
す
。
今
後

そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
を
ど
う
管
理
す
る
か
は
、
進
化
の
舞
台

と
し
て
登
録
さ
れ
た
世
界
自
然
遺
産
の
管
理
の
根
本
に
関

わ
る
大
き
な
課
題
で
す
。

聟島で捕獲されたウグイス 南硫黄島で捕獲されたハシナガウグイス

小笠原諸島は、多くの島で成り立っている
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東北支所

地方の
　　研究紹介

東
北
支
所
は
盛
岡
市
に
所
在
し
て
お
り
、森
林
・

林
業
研
究
の
成
果
を
通
じ
て
東
日
本
大
震
災
で
被

災
し
た
東
北
地
域
の
復
興
に
貢
献
す
る
こ
と
を
最

重
要
の
使
命
と
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
私
た
ち
が
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
の
中

か
ら
３
つ
の
研
究
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

第
１
は
、
津
波
に
よ
っ
て
壊
滅
的
な
被
害
を
受

け
た
海
岸
林
の
早
期
再
生
に
関
す
る
研
究
で
す
。

東
北
森
林
管
理
局
や
仙
台
森
林
管
理
署
等
と
の
連

携
協
力
に
よ
り
、
土
壌
断
面
調
査
や
理
化
学
分
析

調
査
に
基
づ
く
植
栽
基
盤
盛
土
の
適
性
評
価
を
通

じ
て
改
善
策
の
提
言
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

海
岸
林
造
成
に
使
用
さ
れ
て
い
る
松
く
い
虫
抵
抗

性
ク
ロ
マ
ツ
コ
ン
テ
ナ
苗
の
活
着
や
成
長
に
関
す

る
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。

第
２
は
、
持
続
的
な
木
材
生
産
を
通
じ
て
地
域

経
済
に
貢
献
す
る
た
め
の
低
コ
ス
ト
造
林
技
術
に

関
す
る
研
究
で
す
。
伐
採
跡
地
に
現
状
の
半
分
程

度
の
コ
ス
ト
で
再
造
林
す
る
た
め
、
コ
ン
テ
ナ
苗

の
利
用
、
低
密
度
植
栽
、
伐
採
と
植
付
を
同
時
に

進
め
る
一
貫
作
業
、
下
刈
り
の
省
力
の
４
つ
の
技

術
を
組
み
合
わ
せ
た
造
林
技
術
の
開
発
を
行
っ
て

い
ま
す
。

第
３
は
、
松
く
い
虫
・
ナ
ラ
枯
れ
等
の
病
虫
害

の
防
除
に
関
す
る
研
究
で
す
。
中
で
も
松
く
い
虫

（
マ
ツ
材
線
虫
病
）
の
被
害
は
長
年
の
防
除
事
業

の
実
施
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
じ
り
じ
り
と
北
上
を

続
け
て
お
り
、
各
県
の
研
究
機
関
や
行
政
機
関
と

連
携
を
図
り
な
が
ら
効
果
的
な
防
除
技
術
の
開
発

に
向
け
た
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

漂流物を受け止めている海岸林

コンテナによる育苗

植栽基盤盛土に植えられたクロマツ

マツ材線虫病の迅速な診断を可能にする診断キットの開発

FORESTRY AND FOREST PRODUCTS RESEARCH INSTITUTE   No.28 18



東北育種場

地方の
　　研究紹介

岩
手
県
内
に
は
多
数
の
合
板
工
場
、
集
成
材
工

場
が
稼
働
し
、
県
産
の
カ
ラ
マ
ツ
を
大
量
に
利
用

し
て
い
ま
す
。
材
価
も
堅
調
で
、
造
林
意
欲
も
旺

盛
で
、
新
植
面
積
の
約
８
割
を
カ
ラ
マ
ツ
が
占
め

て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
苗
木
生
産
に
必
要
な
種
子
を
十
分

に
確
保
す
る
た
め
、
種
子
生
産
量
の
年
変
動
が
大

き
い
カ
ラ
マ
ツ
の
着
花
促
進
技
術
の
開
発
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
東
日
本
大
震
災
の
津
波
で
被
災
し
た
海

岸
防
災
林
の
復
旧
に
使
用
す
る
抵
抗
性
ク
ロ
マ
ツ

苗
木
を
供
給
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
東
北
地
方
で
唯
一
抵
抗
性
ク
ロ
マ

ツ
採
種
園
を
有
す
る
宮
城
県
や
関
係
機
関
と
協
力

し
て
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
人
工
交
配
、

薬
品
処
理
に
よ
る
種
子
増
産
や
挿
し
木
苗
木
の
生

産
技
術
開
発
、
不
定
胚
に
よ
る
苗
木
の
増
殖
等
種

子
・
苗
木
の
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

26
年
度
は
、
カ
ラ
マ
ツ
種
子
で
25
年
度
の
約
４

倍
の
60
㎏
、
抵
抗
性
ク
ロ
マ
ツ
種
子
に
つ
い
て
も

昨
年
よ
り
多
い
約
６
㎏
を
生
産
確
保
し
ま
し
た
。

エ
リ
ー
ト
ツ
リ
ー
に
つ
い
て
は
、
25
年
度
ス
ギ

９
個
体
を
初
め
て
開
発
し
ま
し
た
。

平
成
30
年
度
ま
で
に
１
０
０
個
体
程
度
を
開
発

し
、
林
業
の
低
コ
ス
ト
化
に
貢
献
で
き
る
よ
う
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ジベレリン処理によるカラマツ着花促進
カラマツの雄花、雌花

コンテナによるクロマツ抵抗性苗木生産
（26年6月、26年3月播種）

仙台若林区荒浜国有林に植栽されたクロマツ抵抗性苗木
（26年6月）

樹高３ｍに成長したスギエリートツリー候補木
（24年春植付、26年10月）
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降
っ
て
き
た
雨
や
雪
の
量
を
降
水
量
と
い
い

ま
す
。
雨
は
液
体
な
の
で
そ
の
ま
ま
量
を
測
れ

ま
す
が
、
雪
の
量
は
ど
の
よ
う
に
測
る
の
で
し

ょ
う
？　

雪
は
融
か
し
て
水
に
な
っ
た
量
を
測

り
ま
す
。
図
1
は
雪
の
量
を
測
る
た
め
に
工
夫

さ
れ
た
溢い
っ
す
い水
式
降
水
量
計
で
す
。
雨
や
雪
を
受

け
る
器
（
受
水
器
）
に
は
中
央
の
穴
（
溢
水
口
）

の
高
さ
ま
で
水
が
満
た
さ
れ
て
い
て
、
雨
や
雪

が
降
っ
て
水
か
さ
が
増
え
る
と
増
え
た
分
だ
け

あ
ふ
れ
て
下
へ
流
れ
ま
す
。
そ
の
水
の
量
を
転

倒
升ま
す

で
測
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
受
水

器
は
保
温
さ
れ
て
い
る
の
で
水
は
凍
り
ま
せ
ん

し
、
雪
を
す
ば
や
く
融
か
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
今
で
は
雪
が
降
る
冬
で
も
自
動
的

に
短
か
い
時
間
間
隔
で
降
水
量
を
測
れ
ま
す
が
、

十
日
町
試
験
地
で
は
30
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
職

員
が
毎
朝
や
か
ん
で
沸
か
し
た
湯
で
雪
を
融
か

し
、
そ
の
水
を
メ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
に
移
し
て
量

を
測
っ
て
い
ま
し
た
（
図
2
）。
十
日
町
試
験

地
は
１
９
１
７
年
の
設
立
か
ら
１
０
０
年
近
く

に
わ
た
っ
て
、
夏
も
冬
も
降
水
量
の
観
測
を
続

け
て
い
て
、
そ
の
デ
ー
タ
は
広
く
活
用
さ
れ
て

い
ま
す
（
図
3
）。

雪を測るために工夫された溢
いっすい

水式降水量計(a)	と内部のしくみ(b)

図１

降ってきた雪の量を測る方法
気象環境研究領域　チーム長　竹内由香里

受水器

転倒升

ヒーター

雪や雨

排水

溢水口
いっすい

水

(b)

(a)

風よけ
雪は雨より風を受けやす
いので、受水器に雪が入
りやすくするためのもの。
雪が多い十日町試験地で
は風よけに積もった雪が
受水器を覆うのを防ぐた
め縁にヒーターをつけて
いる。

転倒升
片側の升に水がたまるとシーソー
のように転倒して排水し、もう一方
に水が入る。0.5mmの降水量で
1回転倒する。転倒の回数を記録
して降水量を測る。

受水器
（口径20cm）

オイル
(蒸発防止のため）

不凍液
(ヒーターで約
10℃に保温）

＊ ＊
＊
＊

＊

＊
＊＊

＊ ＊
＊

＊
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たらいに張った湯で雪を融かして降水量を測った頃の測定器具

図２

十日町試験地で観測した降水量の年々変動　1918〜 2014年

図３

1918 1928 1938 1948 1958 1968

冬期11-4月 夏期5-10月

降
水
量
 (m
m
)

1978 1988 1998 2008 2014年
0

1000

2000

3000

4000

雪融け水の量を測る特製メスシリン
ダー。水の体積を降雪量計の断面積
で割って降水量に換算した目盛りが
つけられた。読み取り値がそのまま
mmの単位の降水量になった。

前日からの24時間に降った
雪が入った円筒容器（降雪
量計）。熱が伝わりやすいよ
うに銅で作られた。口径は
20cm。

たらいに湯を張って降雪
量計に入った雪を融かす。
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私たちのくらしと 森林・木材の放射能
東
日
本
に
広
く
分
布
す
る
サ
サ
は
、
筍
が
山
菜
と

し
て
好
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
放
射
性
物
質
の
影
響
が

懸
念
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
た
め
、
サ
サ

に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
実
態
を
調
査
し

ま
し
た
。

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
か
ら
距
離
約
40
㎞
の
川

俣
町
に
分
布
す
る
ク
マ
イ
ザ
サ
、
約
70
㎞
の
い
わ
き

市
に
分
布
す
る
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
、
ス
ズ
タ
ケ
の
三
種
に

つ
い
て
、放
射
性
セ
シ
ウ
ム（
Ｃｓ
１
３
４
と
Ｃｓ
１
３
７

の
合
計
）
濃
度
を
毎
年
測
定
し
、
植
物
体
内
の
動
態

を
調
べ
ま
し
た
。
三
種
は
葉
の
寿
命
が
異
な
り
、ま
た
、

枝
の
わ
か
れ
方
か
ら
葉
の
発
生
年
が
分
か
る
た
め
、

時
間
を
追
っ
て
放
射
性
物
質
の
動
き
を
調
べ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

図
１
は
葉
に
含
ま
れ
る
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
濃
度
を

平
成
24
年
秋
と
平
成
25
年
春
で
比
較
し
た
も
の
で
す
。

平
成
24
年
秋
に
調
べ
た
と
こ
ろ
、
川
俣
町
の
ク
マ
イ

ザ
サ
で
は
、
事
故
前
の
平
成
22
年
に
発
生
し
た
葉
に

は
平
均
で
９
万
２
千
Ｂｑ
／
ｋｇ
（
ベ
ク
レ
ル
キ
ロ
グ
ラ

ム
）
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
葉
は
平
成
25

年
春
ま
で
に
セ
シ
ウ
ム
を
保
持
し
た
ま
ま
寿
命
を
迎

え
て
脱
落
し
ま
し
た
。
平
成
23
年
の
事
故
直
後
に
発

生
し
た
葉
は
平
成
24
か
ら
25
年
に
か
け
、
平
均
で
１

万
６
千
Ｂｑ
／
ｋｇ
〜
６
万
８
千
Ｂｑ
／
ｋｇ
で
し
た
。
平
成

23
年
の
発
生
葉
は
採
取
す
る
場
所
に
よ
っ
て
濃
度
が

サ
サ
に
含
ま
れ
る
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
の
動
態

齋
藤 

智
之
︵
東
北
支
所 

主
任
研
究
員
︶

大
き
く
バ
ラ
つ
く
よ
う
で
す
。
平
成
24
年
発
生
の
葉

は
さ
ら
に
濃
度
が
低
く
、
平
成
25
年
に
な
っ
て
も
濃

度
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ク
マ
イ
ザ

サ
の
葉
の
寿
命
は
2
年
と
三
種
の
う
ち
で
中
間
の
長

さ
で
す
。
放
射
性
物
質
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
も
の
の
、

新
し
い
葉
ほ
ど
低
濃
度
に
な
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、

サ
サ
全
体
の
濃
度
も
し
だ
い
に
減
少
す
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

ミ
ヤ
コ
ザ
サ
は
葉
の
寿
命
が
1
年
と
最
も
短
い
た

め
、
平
成
23
年
の
事
故
発
生
時
に
放
射
性
物
質
が
付

着
し
た
葉
は
、
翌
24
年
に
は
脱
落
し
て
い
た
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
平
成
23
、
24
年
発
生
葉
は
時
間
が
経

過
し
て
も
濃
度
は
余
り
変
化
せ
ず
、
５
０
０
Ｂｑ
／
ｋｇ

〜
１
５
０
０
Ｂｑ
／
ｋｇ
の
ま
ま
推
移
し
ま
し
た
。
一
方
、

葉
の
寿
命
が
3
年
と
最
も
長
い
ス
ズ
タ
ケ
は
、
平
成

25
年
に
な
っ
て
も
事
故
前
に
発
生
し
た
葉
は
放
射
性

セ
シ
ウ
ム
濃
度
が
４
０
０
０
Ｂｑ
／
ｋｇ
以
上
で
し
た
。

サ
サ
全
体
と
し
て
も
１
０
０
０
Ｂｑ
／
ｋｇ
以
上
と
放
射

性
物
質
の
影
響
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
（
図
２
）。

三
種
の
サ
サ
に
共
通
し
た
傾
向
と
し
て
、
古
い
葉

は
高
濃
度
の
ま
ま
寿
命
を
迎
え
枯
れ
て
脱
落
し
、
新

し
い
葉
は
年
々
低
濃
度
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。
ま
た
、
葉
の
寿
命
が
長
い
場
合
は
、
濃

度
の
低
下
が
遅
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
サ
サ
の
地

クマイザサ（川俣町） ミヤコザサ（いわき市） スズタケ（いわき市）

平成24年秋 平成25年春 平成24年秋 平成25年春平成24年秋 平成25年春
0

4000

8000

12000

0

40000

80000

120000

0

1000

2000

（
Bq
/k
g)

平成21年発生葉 平成22年発生葉 平成23年発生葉 平成24年発生葉

図１　三種のササにおける発生年別葉の放射性セシウム濃度の変化
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私たちのくらしと 森林・木材の放射能
上
部
が
枯
死
脱
落
し
新
し
い
葉
が
発
生
す
る
の
で
、

三
種
と
も
全
体
的
に
は
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
濃
度
は

年
々
低
下
し
て
い
く
も
の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

図２　三種のササにおける地上部・地下部全体の放射性セシウム濃度の変化

福島県いわき市のミヤコザサ群落による林床植生

福島県いわき市のスズタケ群落による林床植生

福島県川俣町のクマイザサ群落による林床植生

0

4000

8000

12000

0

400

800

1200

1600

クマイザサ ミヤコザサ スズタケ

（
Bq
/k
g)

平成24年秋 平成25年春

23 No.28   FORESTRY AND FOREST PRODUCTS RESEARCH INSTITUTE



森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
　
中
国
四
国
整
備
局
　
高
知
水
源
林
整
備
事
務
所

複
層
林
誘
導
伐
の
取
組

森 林（ も り ）を 創 り 活 か す森 林（ も り ）を 創 り 活 か す

は
、
路
網
の
整
備
状
況
、
集
材
方
法
及
び
伐
採
後
の
維

持
管
理
を
考
慮
し
て
、
植
栽
す
る
苗
木
や
伐
採
区
域
の

大
き
さ
の
設
定
を
検
討
す
る
こ
と
な
ど
が
重
要
と
考
え

て
い
ま
す
。
今
後
と
も
継
続
し
て
誘
導
伐
の
検
証
を
進

め
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
事
例
を
情
報
発
信
す
る
と
と
も

に
、
複
層
林
施
業
に
関
す
る
技
術
を
広
く
地
域
に
普
及

し
て
い
く
こ
と
が
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

※
１　

契
約
相
手
方　

森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
は
、
造
林
地
所

有
者
や
造
林
者
（
契
約
相
手
方
）
と
分
収
造
林
契
約
を
締
結
し

水
源
林
造
成
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

※
２　

複
層
林
施
業　

森
林
の
持
つ
公
益
的
機
能
を
継
続
的
か

つ
高
度
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
単
層
林
を
複
層
林
に
誘
導
し
た

り
、
複
層
林
を
維
持
す
る
た
め
に
森
林
を
取
り
扱
う
作
業
を
実

施
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

※
３　

複
層
林
誘
導
伐　

単
層
林
が
複
層
状
態
に
な
る
ま
で
に

地
形
に
合
わ
せ
て
「
帯
状
」
や
「
群
状
」
に
上
層
木
（
成
熟
し

た
木
）
を
抜
き
伐
り
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。（
図
参
照
）

※
４　

二
段
林
、
三
段
林　

複
層
林
の
う
ち
、
上
層
木
と
下
層
木

で
異
な
る
樹
冠
層
を
２
層
持
つ
の
が
「
二
段
林
」、
３
層
持
つ

も
の
を
「
三
段
林
」
と
い
い
ま
す
。（
図
参
照
）

は
じ
め
に

森
林
総
合
研
究
所
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
が
実
施

す
る
水
源
林
造
成
事
業
で
は
、
森
林
の
有
す
る
水
源

涵か
ん
よ
う養
等
の
公
益
的
機
能
を
よ
り
持
続
的
で
高
度
に
発
揮

す
る
た
め
、
所
内
の
研
究
者
か
ら
の
助
言
の
も
と
、
契

約
相
手
方
※
１
の
意
向
を
確
認
し
つ
つ
、
針
葉
樹
単
層
林

か
ら
複
層
林
へ
の
誘
導
（
複
層
林
施
業
※
２
）
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
地
形
等
に
合
わ
せ
て
帯
状
若

し
く
は
群
状
に
小
面
積
に
分
散
し
て
伐
採
（
複
層
林
誘

導
伐
※
３
）
し
、
下
層
木
を
植
栽
（
下
木
植
栽
）
を
し
な

が
ら
二
段
林
や
三
段
林
※
４
に
誘
導
し
、
林
齢
の
異
な
る

複
層
状
態
の
森
林
と
す
る
も
の
で
す
。
複
層
林
は
、
上

層
木
の
一
部
を
計
画
的
に
伐
採
す
る
一
方
で
、
下
層
木

を
安
定
的
に
残
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、
森
林
の

持
つ
公
益
的
機
能
を
持
続
的
か
つ
高
度
に
発
揮
さ
せ
る

森
林
施
業
と
い
え
ま
す
。

高
知
県
で
の
取
組

高
知
水
源
林
整
備
事
務
所
（
高
知
県
高
知
市
）
で
は
、

平
成
22
年
度
か
ら
契
約
地
の
一
つ
で
香
美
市
が
所
有
す

る
市
有
林
（
谷た
に
あ
い
や
ま

相
山
造
林
地
）
に
お
い
て
、
複
層
林
へ

の
誘
導
に
つ
い
て
取
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
森
林
の
下

流
に
は
２
つ
の
ダ
ム
が
あ
り
、
下
流
地
区
の
重
要
な
水

源
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
香
美
市
か
ら
環
境
や
景
観

に
配
慮
し
た
伐
採
へ
の
要
請
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
研

究
成
果
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
当
セ
ン
タ
ー
の
中
で
も
全

国
に
先
駆
け
て
誘
導
伐
の
取
組
を
開
始
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
取
組
に
当
た
っ
て
は
、
造
林
木
の
成
長
状
況
や

造
林
地
の
地
理
的
条
件
、
路
網
の
整
備
状
況
を
踏
ま
え

つ
つ
、契
約
相
手
方
と
協
議
し
、初
回
の
伐
採
を
帯
状
で
、

２
回
目
以
降
を
群
状
で
伐
採
す
る
こ
と
に
よ
り
将
来
的

に
三
段
林
を
造
成
す
る
方
針
の
下
、
伐
採
区
域
を
設
定

し
ま
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
誘
導
伐
を
行
い
、
伐
採

木
の
販
売
、
下
木
植
栽
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で

す
。こ

れ
ま
で
の
取
組
の
結
果
、
①
伐
採
す
る
帯
状
の
長

い
箇
所
で
の
集
材
・
搬
出
に
は
多
く
の
手
間
と
労
力
が

か
か
る
こ
と
、
②
伐
採
後
の
植
栽
に
あ
た
り
、
シ
カ
防

除
ネ
ッ
ト
を
必
要
と
す
る
場
合
、
小
面
積
の
伐
採
区
画

が
多
い
と
、
将
来
の
維
持
管
理
の
負
担
が
大
き
く
な
る

こ
と
、
な
ど
の
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
後
の
取
組

今
後
の
誘
導
伐
を
よ
り
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
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森 林（ も り ）を 創 り 活 か す森 林（ も り ）を 創 り 活 か す

複層林誘導伐実施前 （高知県香美市谷相山造林地）

四国地方

高知県

香美市
谷相山造林地

地形を考慮して
初回は帯状に
伐採しました。

帯状

樹冠層が上木と下木の二つある森林をいいます。
二段林

地上に出ている
枝や葉の部分の
ことをいいます。

樹冠

森林を複数の樹冠で構成
させるために伐採時に下
層木（スギ・ヒノキ）を
植栽しています。

下層木を植栽
（下木植栽）

新たに帯状に伐採し、下層木を
植栽した区域です。

30年後の
複層林誘導伐実施後

樹冠層が三つある森林を
いいます。

三段林

高知市

複層林誘導伐実施後
（現在）

同一樹種（スギ）を同時期に植栽しているため、樹冠（地上部にある枝や葉の部分）
が均一な単層林となっています。

：初回の伐採をした区域
 （下層木を植栽済み）

複層林のイメージ
（将来）
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森 林 講 座 のお 知らせ平成	27 年度
多摩森林科学園において、研究の成果等を分かりやすく解説する森林講座を開催しております。
多数のご来場をお待ちしております。

森林（もり）のタイムカプセル
̶種子を長期保存するしくみ̶

身近な森のいま
̶都市近郊林の成り立ちとこれから̶

火山噴火が森林地域に及ぼす影響
̶土砂災害のカラクリ̶

どの樹木も環境に適応するために、芽生えの方法を工夫しています。
発芽の仕方とそれに対応した長期保存のしくみについて紹介します。

身近にある都市近郊林の成り立ちや現在起きている問題、今後のあり
方などについて解説します。

火山噴火により周囲の森林が荒廃し、土砂災害を引き起こすことがあ
ります。最近の噴火を例に、土砂災害について解説します。

講師：木村恵
林木育種センター　遺伝資源部　探索収集課

講師：島田和則
多摩森林科学園　教育的資源研究グループ

講師：浅野志穂
水土保全研究領域

開催概要
【時間】各日午後１時15分～午後３時　【会場】多摩森林科学園　森の科学館２階　【定員】40名（要申込、先着順）
【受講料】無料（ 要入園料　大人300円　高校生以下50円　※年間パスポートもご利用できます。）

申込方法
○ 電子メールまたは往復はがきでお申込みください。
○ 電子メール本文または往信はがき裏面に、下記についてご記入ください。
 　　❶受講ご希望講座名・開催日　❷郵便番号・住所　❸受講者名（３名まで可）　❹電話番号
○ 受け付け期間は、各講座開催日の前月の１日から講座開催日の１週間前までです。
○ お申し込みは先着順で受け付け、定員に達した時点で締切ります。
○ 受け付けましたお申込みに対し、先着順で順次ご連絡いたします。
○ 電子メールの宛先▶shinrinkouza@ff pri.aff rc.go.jp
 往復はがきの宛先▶〒193-0843　八王子市廿里町1833-81　多摩森林科学園
○ お問合せ先▶TEL：042-661-1121　　FAX：042-661-5241

電子メール送付先
QRコード

第１回 
5月23日
（土）

第２回 
6月26日
（金）

第３回 
7月25日
（土）
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何でも報告コーナー

き
の
こ
を
テ
ー
マ
に
出
展

つ
く
ば
科
学
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
創
出
フ
ェ
ア

ビ
ジ
ネ
ス
に
結
び
つ
く
研
究
成
果
を
展
示

農
林
水
産
大
臣
賞
受
賞

当
研
究
所
北
海
道
支
所
の
松
浦
友
紀
子
研
究
員
が
、
平
成
26

年
度
若
手
農
林
水
産
研
究
者
表
彰
（
農
林
水
産
省
主
催
）
を
受

賞
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
同
研
究
員
の
「
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
食
品
資

源
化
に
向
け
た
衛
生
管
理
手
法
に
関
す
る
研
究
」
に
与
え
ら
れ

た
も
の
で
す
。

松
浦
研
究
員
は
、
各
地
で
森
林
に
大
き
な
被
害
を
与
え
て
い

る
ニ
ホ
ン
ジ
カ
へ
の
対
策
と
し
て
、
有
効
な
狩
猟
方
法
な
ら
び

に
捕
獲
し
た
シ
カ
の
有
効
利
用
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
き
ま

し
た
。
ま
た
、
自
ら
も
ハ
ン
タ
ー
と
し
て
活
躍
し
、
女
性
ハ
ン

タ
ー
グ
ル
ー
プ
の
結
成
な
ど
を
通
じ
て
研
究
成
果
の
普
及
に
も

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
が
高
く
評
価
さ
れ
、

森
林
総
合
研
究
所
で
は
初
と
な
る
本
賞
の
受
賞
に
結
び
付
い
た

も
の
で
す
。

授
賞
式
は
11
月
12
日
、
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
に
お
い
て
、
森

林
総
合
研
究
所
鈴
木
理
事
長
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
関
係
者

が
臨
席
す
る
中
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
併
せ
て
、
同
日
に
開
催
さ

れ
て
い
た
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
創
出
フ
ェ
ア
に
お
い
て
受
賞
記
念

講
演
を
行
い
ま
し
た
。

11
月
８
（
土
）、
９
（
日
）
日
の
２
日
に
わ
た
り
つ
く
ば
カ

ピ
オ
（
つ
く
ば
市
）
で
行
わ
れ
た
第
19
回
つ
く
ば
科
学
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
に「
き
の
こ
の
秘
密
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
」と
の
テ
ー

マ
で
出
展
し
ま
し
た
。
こ
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
、
つ
く
ば
市

内
の
小
中
学
校
・
高
校
・
大
学
、
研
究
・
教
育
機
関
な
ど
59
団

体
が
科
学
を
楽
し
む
た
め
の
体
験
型
イ
ベ
ン
ト
等
を
行
う
催
し

で
す
。

来
場
者
の
目
を
引
く
き
の
こ
の
生
態
写
真
や
、
マ
ツ
の
根
に

つ
い
た
マ
ツ
タ
ケ
の
菌
糸
を
見
ら
れ
る
顕
微
鏡
な
ど
を
展
示
し

ま
し
た
。

併
せ
て
「
き
の
こ
ク
イ
ズ
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
野
生
き
の

こ
の「
秘
密
」の
生
態
か
ら
栽
培
き
の
こ
の「
常
識
」ま
で
、ユ
ー

モ
ア
を
交
え
た
ク
イ
ズ
と
解
説
に
、
来
場
者
か
ら
は
驚
き
の
声

も
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
ク
イ
ズ
の
成
績
優
秀
者
に
お
渡
し
し

た
き
の
こ
と
と
も
に
、
参
加
者
の
皆
様
に
多
く
の
知
識
を
お
持

ち
帰
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。

11
月
12
日
（
水
）
か
ら
14
日
（
金
）
ま
で
東
京
ビ
ッ
グ
サ

イ
ト
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
創
出
フ
ェ

ア
２
０
１
４
（
農
林
水
産
省
主
催
）」
に
、
当
所
か
ら
も
４
件

の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
６
件
の
ブ
ー
ス
展
示
を
行
い
ま
し

た
。プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
低
コ
ス
ト
化
が
期
待

さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
苗
、
シ
イ
タ
ケ
栽
培
に
お
け
る
放
射
性

セ
シ
ウ
ム
リ
ス
ク
低
減
技
術
等
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
成
果

を
中
心
に
発
表
し
ま
し
た
。
ブ
ー
ス
展
示
で
は
木
製
単
層
ト
レ

イ
、
ス
ギ
Ｃ
Ｌ
Ｔ
、
治
山
・
緑
化
資
材
、
地
下
流
水
音
測
定
装

置
、
空
気
浄
化
剤
な
ど
の
展
示
物
を
直
接
触
れ
た
り
、
音
を
聴

い
た
り
、
香
り
を
か
い
で
い
た
だ
き
な
が
ら
、
最
新
の
研
究
成

果
を
説
明
し
ま
し
た
。
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「
森
林
と
放
射
能
に
つ
い
て
」

サ
イ
ト
立
ち
上
げ
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

お
知
ら
せ

国
際
森
林
デ
ー
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す

研
究
成
果
発
表
会
を
開
催

「
地
球
温
暖
化
の
中
で
森
林
を
活
か
す
」

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
地
球
温
暖
化
の
中
で
森
林
を
活
か
す
」
を

11
月
11
日
に
東
京
大
学
弥
生
講
堂
に
お
い
て
、
農
林
水
産
技
術

会
議
事
務
局
と
共
同
で
開
催
し
、
講
演
と
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。

講
演
は
、
森
林
が
吸
排
出
す
る
Ｃ
Ｏ
２

に
つ
い
て
松
本
研
究

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
が
、
森
林
へ
の
影
響
に
つ
い
て
高
橋
研
究

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
が
、
そ
し
て
熱
帯
林
の
役
割
に
つ
い
て
鷹
尾

資
源
解
析
研
究
室
長
が
講
演
し
ま
し
た
。
講
演
後
は
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
、
今
後
の
研
究
方
向
や
森
林
を
活

用
し
た
対
策
な
ど
に
つ
い
て
活
発
に
意
見
が
交
換
さ
れ
る
と
と

も
に
、
会
場
か
ら
も
多
く
の
質
問
が
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。

温
暖
化
対
策
の
一
つ
と
し
て
、
発
展
途
上
国
に
お
け
る
森
林

の
保
護
・
増
進
を
進
め
る
Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｄ
プ
ラ
ス
に
つ
い
て
も
「
Ｒ

Ｅ
Ｄ
Ｄ
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
最
新
の
情
報
を
発
信
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.ffpri.affrc.go.jp/redd-rdc/ja/index.htm

l
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
後
、
森
林
総
合
研

究
所
で
は
森
林
と
放
射
能
に
関
す
る
調
査
・
研
究
を
進
め
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
等
を
お
伝
え
す
る
た
め

に
、
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
森
林
と
放
射
能
」
の
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
を
開
設
し
ま
し
た
。
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
に
つ
い
て
、

森
林
へ
の
拡
散
や
分
布
状
況
、
渓
流
水
に
お
け
る
動
態
な
ど
と

と
も
に
、
関
連
サ
イ
ト
の
リ
ン
ク
を
掲
示
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（http://w
w
w
.ffpri.affrc.go.jp/rad/index.htm

l

）

ま
た
、
12
月
６
日
に
福
島
県
青
少
年
会
館
で
開
催
さ
れ
た

「
福
島
の
森
林
・
林
業
再
生
に
向
け
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
林
野

庁
主
催
）」
に
お
い
て
、
赤
間
亮
夫
放
射
性
物
質
影
響
評
価
監

が
「
森
と
木
の
放
射
能
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
ー
こ
れ
ま
で

わ
か
っ
た
こ
と
の
総
合
的
解
説
︱
」
と
し
て
研
究
成
果
の
概
要

を
報
告
し
ま
し
た
。

森
林
総
合
研
究
所
は
今
後
も
、
森
林
と
放
射
能
に
つ
い
て
の

研
究
成
果
を
正
し
く
か
つ
分
か
り
や
す
く
お
伝
え
し
て
参
り
ま

す
。

「
熱
帯
の
森
と
人
々
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
」

３
月
21
日
（
土
）
の
国
際
森
林
デ
ー
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
催
し
ま
す
。

森
林
総
研
で
は
、
気
候
変
動
へ
の
適
応
や
持
続
可
能
な
森
林

管
理
に
向
け
て
、
世
界
の
熱
帯
林
を
対
象
に
し
た
研
究
も
進
め

て
い
ま
す
。
得
ら
れ
た
研
究
成
果
を
、
国
際
森
林
デ
ー
に
あ
わ

せ
て
開
催
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
開
催

概
要
は
次
の
通
り
で
す
。
皆
様
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

日
時	

平
成
27
年
３
月
21
日
（
土
）

	

13
時
30
分
〜
17
時
（
12
時
30
分
開
場
）

場
所	

早
稲
田
大
学	

小
野
記
念
講
堂
（
東
京
都
新
宿
区
）

基
調
講
演

地
域
の
人
々
と
作
る
熱
帯
の
森

森
川　

靖
（
早
稲
田
大
学
教
授
）

講
演梶

本
卓
也
（
森
林
総
合
研
究
所
）

浦
口
あ
や
（	

コ
ン
サ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ジ
ャ
パ
ン
）

松
本
義
勝
（
越
井
木
材
工
業
）

清
野
嘉
之
（
森
林
総
合
研
究
所
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

熱
帯
の
森
と
人
々
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
関
係
を
考
え
る

●
参
加
費
は
無
料
で
す
。

参
加
希
望
の
方
は
、
お
名
前
、
所
属
、
連
絡
先
（
電
子
メ
ー
ル
の
ア

ド
レ
ス
）
を
左
記
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

Idf2
0
1
4
@
ffpri.affrc.go.jp

詳
細
は
森
林
総
合
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（w
w
w
.ffpri.affrc.go.jp

）
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

メ
ー
ル
送
信
用
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
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私
は
農
林
水
産
省
実
用
技
術
開
発
事
業
で
ス
ギ
再
造
林
の
低
コ
ス
ト
化
に
関
わ
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
総
括
を
務
め
ま
し
た
。
ま
た
現
在
は
同
省
農
林
水
産
業
・
食
品
産
業
科

学
技
術
研
究
推
進
事
業
の
専
門
プ
ロ
グ
ラ
ム
オ
フ
ィ
サ
ー
で
、
森
林
総
研
を
中
核
機
関
と

す
る
３
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

運
営
に
重
要
な
研
究
推
進
会
議
（
以
下
、
会
議
）
に
つ
い
て
若
干
つ
ぶ
や
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

年
度
末
の
２
月
頃
に
実
施
さ
れ
る
会
議
で
は
当
年
度
研
究
成
果
、
次
年
度
研
究
計
画
が

各
課
題
責
任
者
か
ら
報
告
さ
れ
、
研
究
総
括
者
や
外
部
有
識
者
等
を
交
え
た
質
疑
に
よ
り
、

よ
り
良
い
研
究
推
進
・
成
果
の
創
出
に
向
け
た
議
論
が
為
さ
れ
ま
す
。
実
は
、
こ
の
会
議

が
ず
ば
り
形
式
的
に
な
っ
て
い
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。
半
日
程
度
の
会
議
で
、
タ

イ
ト
な
時
間
を
気
に
し
な
が
ら
の
議
論
で
は
、
課
題
間
の
連
携
や
問
題
を
掘
り
下
げ
て
の

論
議
等
ま
ま
な
ら
ず
、
消
化
不
良
的
な
感
じ
で
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

私
が
担
当
し
た
実
用
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
４
年
間
、
会
議
を
９
月
と
２
月
の
年
２

回
、
２
日
に
渡
っ
て
開
催
し
ま
し
た
。
初
日
の
夜
は
懇
親
会
を
企
画
し
ま
し
た
が
、
こ
れ

が
研
究
者
相
互
間
の
自
由
闊
達
な
意
見
交
換
の
場
と
し
て
大
い
に
役
立
ち
ま
し
た
。
ち
な

み
に
、
車
座
に
な
っ
て
あ
ち
こ
ち
で
論
議
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
と
時
間
制
限
な
し
の
会
場
を

確
保
す
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
今
振
り
か
え
っ
て
見
れ
ば
、
こ
の
懇
親
会
か
ら
課
題
間

の
連
携
や
課
題
相
互
乗
り
入
れ
で
の
共
同
調
査
等
の
話
し
合
い
が
、
ま
た
問
題
を
お
互
い

に
解
決
す
る
ん
だ
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
連
帯
感
が
形
成
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
翌
日

の
全
体
討
議
で
は
、
前
夜
の
車
座
の
論
議
を
よ
り
具
体
的
な
連
携
の
論
議
へ
と
展
開
で
き

た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

予
算
や
時
間
の
制
約
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
方
法
を
是
非
試
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

●
論
文

 G
oogle Earth

を
用
い
た
野
生
生
物
観
測
デ
ー
タ
の
地
図
化

平
川	

浩
文

都
市
近
郊
造
林
地
に
お
け
る
人
工
的
ギ
ャ
ッ
プ
形
成
が
哺
乳
類
の
活
動
に
与
え
る

影
響林	

典
子
、
井
上	

大
成

●
研
究
資
料

 

ス
ギ
在
来
品
種
の
心
持
ち
正
角
材
に
お
け
る
高
温
乾
燥
で
生
じ
た
内
部
割
れ
と
木

口
割
れ
の
変
動
︵
英
文
︶

山
下	

香
菜
、
平
川	

泰
彦
、
齋
藤	

周
逸
、
池
田	

元
吉
、
中
谷	

浩
、
太
田	

正
光

札
幌
森
林
気
象
試
験
地
の
気
象
︵
１
９
９
９
～
２
０
０
８
年
︶

溝
口	

康
子
、
山
野
井	

克
己
、
北
村	

兼
三
、
中
井	

裕
一
郎
、
鈴
木	

覚

定
山
渓
森
林
理
水
試
験
地
観
測
報
告 

︵
２
０
０
８
年
１
月
～
２
０
１
２
年
12
月
︶

阿
部	

俊
夫
、
山
野
井	

克
己
、
溝
口	

康
子
、
北
村	

兼
三

平
成
18
～
22
年
度
に
調
査
し
た
収
穫
試
験
地
等
固
定
試
験
地
の
経
年
成
長
デ
ー
タ

︵
収
穫
試
験
報
告 

第
25
号
︶

細
田	

和
男
、
家
原	

敏
郎
、
鷹
尾	

元
、
西
園	

朋
広
、
高
橋	

與
明
、
石
橋	

聡
、

高
橋	
正
義
、
古
家	

直
行
、
小
谷	

英
司
、
田
中	

邦
宏
、
平
田	

泰
雅
、
光
田	

靖
、

北
原	
文
章
、
近
藤	

洋
史
、
齋
藤	

英
樹
、
佐
野	

真
琴

森
林
総
合
研
究
所
多
摩
森
林
科
学
園
の
穿
孔
性
甲
虫
類
︵
鞘
翅
目
ホ
ソ
カ
ミ
キ
リ

ム
シ
科
・
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
科
・
タ
マ
ム
シ
科
・
キ
ク
イ
ム
シ
科
︶

松
本	

和
馬
、
槇
原	
寛
、
栗
原	

隆
、
後
藤	

秀
章
、
永
野	

裕

十
日
町
に
お
け
る
冬
期
の
気
象
お
よ
び
雪
質
の
調
査
資
料︵
８
︶︵
２
０
０
９
／
10
年

～
２
０
１
３
／
14
年
５
冬
期
︶

竹
内	

由
香
里
、
遠
藤	

八
十
一
、
庭
野	

昭
二
、
村
上	

茂
樹

東
北
地
方
に
お
け
る
マ
ツ
材
線
虫
病
と
マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
の
分
布
変
遷

︱
２
０
０
７
年
度
～
２
０
１
１
年
度
の
分
布
変
遷
︱

東
北
林
業
試
験
研
究
機
関
連
絡
協
議
会
森
林
保
全
部
会

編集後記
地球温暖化は、メカニズムが複雑なうえ、即効性が高い対策がほとんどありません。このため、大事なことだけれども

よくわからないとの声を耳にします。今回の特集が温暖化の理解に少しでもお役にたてば幸いです。
季節感があるサクラとウグイスの研究をご紹介しました。花見の際や、ウグイスの鳴き声を聞いた時などに、当研究所

を思い出していただければ大変うれしく思います。サクラに興味を持たれましたら是非、多摩森林科学園（東京都八王子市）
までおいで下さい。多くの品種を展示しており、「百聞は一見にしかず」を御体験いただけます。
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フ
ェ
ロ
ー
の
つ
ぶ
や
き

研
究
推
進
会
議
を
よ
り
良
い
会
議
へ

森
林
総
合
研
究
所
研
究
報
告

中
村 

松
三

一
般
社
団
法
人　

日
本
森
林
技
術
協
会
九
州
事
務
所

主
任
研
究
員
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「
熱
帯
の
森
と
人
々
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
」

３
月
21
日
（
土
）
の
国
際
森
林
デ
ー
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
催
し
ま
す
。

森
林
総
研
で
は
、
気
候
変
動
へ
の
適
応
や
持
続
可
能
な
森
林

管
理
に
向
け
て
、
世
界
の
熱
帯
林
を
対
象
に
し
た
研
究
も
進
め

て
い
ま
す
。
得
ら
れ
た
研
究
成
果
を
、
国
際
森
林
デ
ー
に
あ
わ

せ
て
開
催
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
開
催

概
要
は
次
の
通
り
で
す
。
皆
様
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

日
時	

平
成
27
年
３
月
21
日
（
土
）

	

13
時
30
分
〜
17
時
（
12
時
30
分
開
場
）

場
所	

早
稲
田
大
学	

小
野
記
念
講
堂
（
東
京
都
新
宿
区
）

基
調
講
演

地
域
の
人
々
と
作
る
熱
帯
の
森

森
川　

靖
（
早
稲
田
大
学
教
授
）

講
演梶

本
卓
也
（
森
林
総
合
研
究
所
）

浦
口
あ
や
（	

コ
ン
サ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ジ
ャ
パ
ン
）

松
本
義
勝
（
越
井
木
材
工
業
）

清
野
嘉
之
（
森
林
総
合
研
究
所
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

熱
帯
の
森
と
人
々
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
関
係
を
考
え
る

●
参
加
費
は
無
料
で
す
。

参
加
希
望
の
方
は
、
お
名
前
、
所
属
、
連
絡
先
（
電
子
メ
ー
ル
の
ア

ド
レ
ス
）
を
左
記
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

Idf2
0
1
4
@
ff	pri.aff	rc.go.jp

詳
細
は
森
林
総
合
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（w
w
w
.ff	pri.aff	rc.go.jp

）
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
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