
39

ISSN  1883-0048

F O R E S T R Y  A N D  F O R E S T  P R O D U C T S  R E S E A R C H  I N S T I T U T E

39

オオサクラソウ

上
　ノ
グ
チ
ゲ
ラ
の
雄

　下
　ギ
ン
ボ
シ
ヒ
ョ
ウ
モ
ン

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林総合研究所

Forestry and Forest Products Research Institute

※本誌掲載記事及び写真の無断転載を禁じます。

〒305-8687　茨城県つくば市松の里１番地
TEL.029-829-8373  FAX.029-873-0844

URL https://www.ffpri.affrc.go.jp/ffpri.html

2017（平成29）年11月30日発行
編集：国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 広報誌編集委員会
発行：国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 企画部広報普及科

印刷：株式会社 光和印刷

17.11.70 0 0リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可
この印刷物はグリーン基準に適
合した印刷資材を使用し環境配
慮されたグリーンプリンティング
認定工場で印刷しています。本工場は、環境に配慮

したGP認定工場です。

茨城町工場
F-B10096

木を使って守る
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特
集
　
木
を
使
っ
て
守
る
生
物
多
様
性

◆
歴
史
資
料
か
ら
知
る
過
去
の
林
野
利
用

◆�

林
業
が
生
物
多
様
性
の
保
全
に
果
た
す

　
　

現
代
的
な
役
割�

ー
若
い
植
栽
地
の
価
値
ー

◆�
生
物
多
様
性
の
鍵
と
な
る
渓
畔
林
の
役
割
と
そ
の
管
理

◆�

木
材
を
使
う
こ
と
と
、生
物
多
様
性
を
守
る
こ
と
の

　
　

両
立
を
め
ざ
す
森
林
管
理

◆�

伐
採
地
で
ふ
え
る
花
粉
媒
介
昆
虫
た
ち

◆�

南
の
島
の
希
少
な
キ
ツ
ツ
キ

　
　

ノ
グ
チ
ゲ
ラ
の
住
宅
事
情
と
人
の
暮
ら
し
の
関
わ
り

◆�

小
面
積
皆
伐
で
人
工
林
の
樹
木
の
多
様
性
を
保
全
す
る

◆�

ト
ド
マ
ツ
人
工
林
に
お
け
る
保
残
伐
施
業
の
実
証
実
験

◆�

森
林
計
画
制
度
に
お
け
る
生
物
多
様
性

　
　
ー
市
町
村
の
取
り
組
み
ー

◆�

木
材
貿
易
が
生
物
多
様
性
に
及
ぼ
す
影
響

研
究
の〝
森
〟か
ら

国
産
ト
リ
ュ
フ
の
人
工
栽
培
を
目
指
す

　
　
ー
新
た
な
森
林
資
源
の
利
用
ー

森
林・
林
業
の
解
説

冬
の
樹
木
を
見
て
み
よ
う
ー
第
２
弾

　
　
「
夏
か
ら
冬
支
度
し
て
い
た
ん
で
す
」

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
森
林
講
座
の
お
知
ら
せ

◆「
森
林
総
合
研
究
所
研
究
報
告
」に
つ
い
て

◆
森
林
総
合
研
究
所
研
究
報
告
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木
を
使
って
守
る
生
物
多
様
性

　

私
た
ち
が
木
を
使
う
た
め
に
は
、ま
ず
、森
か
ら
木
を
伐
採
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、木
を
伐
採
す
る
と
、

そ
の
森
に
生
息
す
る
生
き
物
の
住
み
場
所
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。多
く
の
、そ
し
て
多
様
な
生
き
物
が
生
息
す
る
こ

と
で
確
保
さ
れ
る
生
物
多
様
性
は
、私
た
ち
が
木
を
使
っ
て
も
守
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
、

森
林
総
合
研
究
所
は「
木
を
使
っ
て
守
る
生
物
多
様
性
」と
い
う
テ
ー
マ
で
2
0
1
7
年
10
月
に
公
開
講
演
会
を
行

い
、森
林
を
伐
採
す
る
時
に
適
切
な
配
慮
を
す
る
こ
と
が
、生
物
多
様
性
の
保
全
に
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
を
、最
新

の
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。こ
の
特
集
は
、そ
の
講
演
会
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　

特
集
で
は
、最
初
に
、日
本
で
は
江
戸
時
代
以
降
、広
大
な
面
積
の
草
地
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
歴
史
資
料
に
よ
り

明
ら
か
に
し
ま
す（
２
ペ
ー
ジ
）。こ
の
よ
う
な
草
地
の
一
部
は
戦
後
ま
で
維
持
さ
れ
、草
地
性
種（
草
地
を
主
な
住
み

場
所
と
す
る
生
物
）の
重
要
な
生
息
場
所
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、そ
の
後
、植
林
や
土
地
利
用
の
変
化
か
ら
草
地

は
激
減
し
、草
地
性
種
は
全
国
的
に
減
少
し
て
い
ま
す
。最
近
の
研
究
で
、森
林
を
伐
採
し
て
苗
木
を
植
え
た
場
所
が
、

こ
の
よ
う
な
草
地
性
種
の
保
全
に
役
立
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た（
４
、10
ペ
ー
ジ
）。こ
の
よ
う
な
、こ
れ

ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
林
業
に
よ
る
生
物
多
様
性
保
全
の
新
た
な
役
割
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

次
に
、森
林
に
生
息
す
る
生
物
に
つ
い
て
、森
の
中
を
流
れ
る
渓
流
と
、そ
の
周
辺
の
渓
畔
林
が
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
、そ
の
役
割
を
維
持
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
渓
畔
林
の
取
り
扱
い
が
必
要
な
の
か
を
説
明
し
ま
す（
６

ペ
ー
ジ
）。ま
た
、国
内
の
木
材
の
大
部
分
を
供
給
し
て
い
る
人
工
林
に
つ
い
て
、伐
採
が
生
物
多
様
性
に
及
ぼ
す
影
響

を
な
る
べ
く
少
な
く
す
る
方
法
の
概
要（
８
ペ
ー
ジ
）と
、小
面
積
皆
伐（
12
ペ
ー
ジ
）、保
残
伐（
13
ペ
ー
ジ
）な
ど
の

具
体
的
な
施
業
に
関
す
る
研
究
を
紹
介
し
ま
す
。さ
ら
に
最
近
、そ
の
重
要
性
が
注
目
さ
れ
て
い
る
枯
死
木
や
樹
洞
木
の

役
割
を
、沖
縄
だ
け
に
生
息
す
る
キ
ツ
ツ
キ
で
あ
る
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
を
対
象
に
解
説
し
ま
す（
11
ペ
ー
ジ
）。

　

最
後
に
、生
物
多
様
性
に
関
す
る
社
会
的
な
問
題
と
し
て
、生
物
多
様
性
を
は
じ
め
と
す
る
公
益
的
機
能
を
確
保
す

る
政
策
的
な
仕
組
み
で
あ
る
森
林
計
画
制
度（
14
ペ
ー
ジ
）と
、森
林
の
伐
採
が
木
材
貿
易
を
通
し
て
、国
内
だ
け
で
な

く
海
外
の
生
物
多
様
性
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と（
15
ペ
ー
ジ
）を
紹
介
し
ま
す
。

　

こ
の
特
集
を
通
し
て
、森
林
の
伐
採
は
生
物
多
様
性
に
と
っ
て
良
い
点
と
悪
い
点
が
あ
る
こ
と
、悪
い
点
に
つ
い
て

は
、そ
れ
を
な
る
べ
く
少
な
く
す
る
林
業
上
の
方
法
が
あ
る
こ
と
、そ
し
て
そ
の
よ
う
な
方
法
を
実
現
す
る
社
会
的
な
仕

組
み
に
つ
い
て
お
伝
え
で
き
れ
ば
、う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

研
究
デ
ィ
レ
ク
タ
ー　

尾
崎 

研
一

特集

伐採地に咲くエゾアジサイ
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写真1　現在と過去の山の景観の違い（長野県塩尻市奈良井）
明治期には集落（奈良井宿）の山側に草地が広がっていた。
現在はその草地は全て森林（主にカラマツ）となっている。
a) 明治43（1910 ）年刊『木曽の錦－写真百景－』坂野悦治郎撮影より。
b) 平成24（2012 ）年4月28日撮影。

歴
史
資
料
か
ら
知
る
過
去
の
林
野
利
用

a

b
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写真2　正保の信濃国絵図（上田市立博物館蔵）の松本城付近（現在の長野県松本市）
正保四（1647）年に幕府に提出された国絵図の写しと考えられている。写真の
下部の四角は松本城を示している。薄墨で着色された山は草山、柴山と考えら
れる。森林を示す記号は社寺の周辺に描かれる。国絵図と同時に作成された郷
帳には、松本城周辺の山持ち村の多くが草山、柴山と記載されている。

関
西
支
所　

チ
ー
ム
長　

岡
本 

透

　
「
日
本
は
世
界
有
数
の
森
の
国
で
あ
る
」と
聞
く
と
、そ
の

通
り
だ
と
う
な
ず
く
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し
ょ
う
。現
在
、森
林

は
日
本
の
国
土
面
積
の
7
割
ほ
ど
を
占
め
て
い
ま
す
。実
際

に
山
に
目
を
向
け
て
み
て
も
、そ
の
山
肌
は
多
く
の
木
々
に

覆
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
た
め
、日
本
が
森
の
国
で
あ
る
の
は

当
然
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。そ
れ
で
は
、江
戸
時
代
に
は

集
落
周
辺
の
山
の
5
割
以
上
が
草
地
だ
っ
た
、と
聞
く
と
、

ど
う
で
し
ょ
う
か
。現
在
の
状
況
か
ら
考
え
る
と
、に
わ
か
に

は
信
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、江
戸
時
代
以

降
の
林
野
利
用
の
変
遷
を
紐
解
い
て
み
る
と
、過
去
に
草
地

が
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、ほ
ん
の
半
世

紀
前
ま
で
そ
う
し
た
景
観
が
続
い
て
い
た
の
で
す
。で
は
、写

真
1
の
よ
う
な
現
在
と
過
去
の
景
観
の
違
い
は
何
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
答
え
は
、私
た
ち
の
暮
ら
し
が
過
去
と
は
変
わ
っ
た

こ
と
に
あ
り
ま
す
。現
在
の
暮
ら
し
は
化
石
資
源
に
強
く
依

存
し
、多
く
の
も
の
を
海
外
か
ら
輸
入
し
て
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。一
方
、か
つ
て
の
暮
ら
し
は
、衣
食
住
の
ほ
と
ん
ど
を
植

物
資
源
に
依
存
し
て
い
ま
し
た
。鎖
国
政
策
の
中
、人
口
が
急

増
し
た
江
戸
時
代
に
は
、植
物
資
源
は
限
界
に
近
い
と
こ
ろ

ま
で
利
用
さ
れ
ま
し
た
。城
や
城
下
町
の
建
設
の
た
め
に
森

林
は
伐
採
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、増
え
た
人
口
を
支
え
る
食
糧

を
増
産
す
る
た
め
、農
地
は
拡
大
さ
れ
、農
地
の
肥
料
と
な

る
草
や
灌
木
を
得
る
た
め
の
草
地
も
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。江

戸
時
代
初
期
の
時
点
で
集
落
周
辺
の
山
の
3
～
7
割
が
草

山
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す（
写
真
2
）。明
治
時
代
に
な
る

と
、化
学
肥
料
の
使
用
増
加
、野
焼
き
の
抑
制
な
ど
に
よ
り
、

草
山
へ
の
植
林
が
進
み
ま
し
た
。一
方
、近
代
化
を
目
指
す
殖

産
興
業
政
策
に
よ
り
、土
木・
建
築・
燃
料
用
材
と
し
て
森
林

は
次
々
と
伐
採
さ
れ
ま
し
た
。つ
ま
り
、地
目
が
山
林
に
区
分

さ
れ
た
地
域
に
無
立
木
地
や
新
植
地
と
い
っ
た
草
原
的
な
景

観
が
広
が
っ
た
の
で
す
。そ
の
後
の
度
重
な
る
戦
争
、第
二
次

世
界
大
戦
後
の
復
興
期
ま
で
、林
野
は
過
剰
に
利
用
さ
れ
続

け
ま
し
た
。過
剰
な
利
用
は
、森
林
や
草
地
の
裸
地
化
を
引

き
起
こ
し
ま
し
た
。裸
地
は
土
砂
災
害
の
発
生
要
因
と
な
っ

た
た
め
、江
戸
時
代
に
は
幕
府
や
藩
が
、明
治
時
代
以
降
は

政
府
が
主
体
と
な
っ
て
、資
源
の
利
用
抑
制
や
植
林
な
ど
の

対
策
を
取
り
ま
し
た
。こ
う
し
て
、山
に
は
人
の
利
用
の
仕
方

に
従
っ
て
、森
林
、草
地
、裸
地
と
い
う
多
様
な
環
境
が
作
り

出
さ
れ
た
の
で
す
。

　
一
方
、画
一
的
と
も
見
え
る
木
々
に
覆
わ
れ
た
現
在
の
山

の
景
観
は
、過
去
と
は
逆
に
人
が
植
物
資
源
を
使
わ
な
い
こ

と
で
作
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。生
物
多
様
性
に
富
み
、災
害

の
起
き
に
く
い
山
を
作
っ
て
い
く
た
め
に
、先
人
た
ち
の
経

験
を
踏
ま
え
た
上
で
、適
度
に
草
地
や
裸
地
が
混
ざ
っ
た
多

様
な
環
境
か
ら
構
成
さ
れ
る
森
林
へ
と
誘
導
す
る
方
法
を

考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
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林
業
が
生
物
多
様
性
の
保
全
に
果
た
す

現
代
的
な
役
割 

‐
若
い
植
栽
地
の
価
値
‐

林
業
研
究
部
門　

森
林
植
生
研
究
領
域

主
任
研
究
員　

山
浦 

悠
一

　

地
球
上
の
陸
地
の
大
部
分
が
人
類
の
影
響
を
受
け
る
よ

う
に
な
っ
た
現
在
、地
球
は
新
た
な
地
質
時
代
―
人
新
世
―

に
入
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。人
新
世
は
数
百
年
～
数
十
年

前
か
ら
始
ま
っ
た
と
近
年
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

そ
れ
よ
り
も
は
る
か
以
前
か
ら
―
過
去
数
千
年
間
に
わ

た
っ
て
―
人
類
は
陸
上
生
態
系
を
広
域
的
に
改
変
し
て
き

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、人
類
が
自
然
環
境
の
創
造
に
果

た
し
て
き
た
役
割
が
近
年
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。野
焼
き
な
ど
に
よ
っ
て
森
林
を
攪
乱
し
て
広
大
な

草
地
を
維
持
し
て
き
た
日
本
の
歴
史
は
そ
の
典
型
例
と
言

え
ま
す
。

　

日
本
人
と
と
も
に
歩
み
形
作
ら
れ
て
き
た
草
地
生
態
系
。

私
の
父
が
子
供
の
こ
ろ
、キ
キ
ョ
ウ
や
オ
ミ
ナ
エ
シ
、ワ
レ
モ

コ
ウ
、セ
ン
ブ
リ
な
ど
は
身
近
な
草
地
で
ご
く
普
通
に
見
ら

れ
る
植
物（
写
真
1
）で
し
た
。現
在
、草
地
は
激
減
し
、日

本
の
秋
を
彩
る
こ
れ
ら
の
伝
統
的
な
植
物
は
す
っ
か
り
姿

秋に花を付ける草地性植物 a) キキョウ、 b) センブリ、 c) ワレモコウ、 d) オミナエシ写真1

a

c

b

d

特集 木を使って守る生物多様性
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を
消
し
ま
し
た
。こ
う
し
た
環
境
の
変
化
を
受
け
、草
地
や

草
地
性
生
物
を
保
全
再
生
す
る
試
み
が
各
地
で
行
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、保
全
活
動
を
ど
の
よ
う
に

広
域
展
開
す
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、戦
後
造
成
し
た
人
工
林
は
成
熟
期
を
迎
え
、有
効

利
用
す
る
機
運
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。人
工
林
の
樹
木
を
伐

採
し
た
後
、人
工
林
を
維
持
す
る
た
め
、整
地（
地
拵
え
）を

行
な
い
、次
世
代
の
樹
木
を
植
え
、競
合
す
る
雑
草
木
の
刈

払
い
が
行
な
わ
れ
ま
す
。こ
の
典
型
的
な
人
為
攪
乱
は
、多

く
の
草
地
性
生
物
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。例
え
ば
、植
栽
直
後
の
カ
ラ
マ
ツ
人
工
林

（
図
１
の「
カ・
植
」）で
は
、草
地
性
の
植
物
や
ハ
ナ
バ
チ
、

鳥
類
の
種
数
は
野
焼
き
で
維
持
さ
れ
て
き
た
採
草
地（
図
１

の「
草
」）に
匹
敵
す
る
ほ
ど
高
い
値
を
示
し
ま
し
た
。

　

植
栽
直
後
の
人
工
林
は
、チ
ャ
マ
ダ
ラ
セ
セ
リ
と
い
う
絶

滅
の
恐
れ
が
あ
る
蝶
類
や
、ノ
ビ
タ
キ
や
イ
ヌ
ワ
シ
と
い
っ

た
草
地
に
生
息
し
た
り
、草
地
で
狩
り
を
行
な
う
生
物
の
保

全
に
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す（
写

真
2
）。た
だ
し
、樹
木
を
植
え
て
10
年
ほ
ど
す
る
と
草
地

環
境
は
森
林
に
移
り
変
わ
り
ま
す
。イ
ギ
リ
ス
で
は
、計
画

的
に
人
工
林
の
伐
採
を
行
な
う
こ
と
が
草
地
で
営
巣
を
行

な
う
ヨ
タ
カ
と
い
う
鳥
類
を
保
全
す
る
た
め
に
有
効
だ
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
草
地
が
重
要
な
生
態
系・
土
地
利
用
だ
っ
た
日
本

で
は
、一
定
の
人
為
攪
乱
の
維
持
と
い
う
側
面
に
光
を
当
て

る
こ
と
に
よ
り
、林
業
活
動
に
新
た
な
価
値
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
そ
う
で
す
。森
林
を
伐
採
し
て
守
る
日
本
の
生
物
多

様
性
。原
生
的
な
自
然
の
保
護
と
は
対
極
的
な
自
然
と
の
つ

き
あ
い
方
も
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

植栽後間もない幼齢人工林の草地性生物にとっての価値
(a-c) 岩手県北上山地の異なる土地利用下でのハナバチ、鳥類・植物遷移初期種の種数。略称は次の通り：放（放牧
地）、草（採草地）、カ・植（カラマツ幼齢人工林）、カ・跡（カラマツ伐採跡地）、カ・熟（カラマツ成熟人工林）、天・老

（天然老齢林）。鳥類と植物は遷移初期種（草地性種）のみ扱った。出版社（Springer ）より許可を得て和訳して描い
た（Yamaura et al. 2012 . Biodivers Conserv 21 : 1365より）。(d) 植栽後数年のカラマツ人工林の初夏の状況。

カラマツの植栽木にとまるノビタキのオス
本州以南では高原でしか見られない本種も北
海道東部では若い植栽地で普通に繁殖する

（Yamaura et al. 2016. Ecol Evol 6:4836 より）。

図1

写真2

d  植栽後数年経ったカラマツ人工林

放 草 カ・植 カ・跡 カ・熟 天・老

放 草 カ・植 カ・跡 カ・熟 天・老

放 草 カ・植 カ・跡 カ・熟 天・老
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水
域
で
あ
る
渓
流
と
陸
域
で
あ
る
森
林
の
境
界
に
成
立
し
た
森
林
を
渓
畔
林
と
い

い
ま
す（
写
真
１
、２
）。渓
畔
林
と
渓
流
を
合
わ
せ
て
渓
流
域
と
い
い
ま
す
。渓
流
域

は
、渓
流
の
生
き
物
・
森
林
の
生
き
物
、双
方
の
多
様
性
に
大
き
く
貢
献
し
て
お
り
、よ

り
よ
く
保
全
さ
れ
た
自
然
度
の
高
い
渓
流
域
で
は
、生
物
多
様
性
の
高
い
生
態
系
が
形

成
さ
れ
ま
す
。

　

渓
畔
林
の
重
要
な
働
き
の
ひ
と
つ
は
、渓
流
の
水
温
上
昇
を
抑
制
す
る
こ
と
で
す
。渓

流
に
生
息
す
る
生
き
物
に
と
っ
て
、適
切
な
水
温
変
化
の
維
持
は
重
要
で
す
。渓
畔
林
の

樹
冠
は
、通
常
、渓
流
の
真
上
を
覆
っ
て
い
る
の
で
、渓
流
へ
の
直
射
日
光
が
遮
断
さ
れ
木

漏
れ
日
が
差
し
込
む
程
度
に
な
り
、渓
流
の
水
温
上
昇
が
抑
え
ら
れ
ま
す
。渓
畔
林
の

樹
冠
に
よ
る
被
陰
効
果
の
な
い
区
間
が
長
く
な
る
と
、最
高
水
温
が
20
℃
を
超
え
る
場

合
も
あ
る
た
め
、イ
ワ
ナ
や
ヤ
マ
メ
に
と
っ
て
は
生
息
し
づ
ら
い
環
境
に
な
り
ま
す
。

　

斜
面
か
ら
流
れ
る
土
砂
の
渓
流
へ
の
流
入
防
止
も
、渓
畔
林
の
重
要
な
働
き
の
ひ
と

つ
で
す
。さ
ら
に
、渓
畔
林
に
は
水
の
濁
り
成
分
と
な
る
微
細
砂
を
捕
捉
す
る
は
た
ら

き
も
あ
り
ま
す
。渓
畔
林
が
皆
伐
さ
れ
る
と
、土
砂
が
渓
流
に
流
れ
込
み
、落
葉
等
で
出

来
た
空
間
も
埋
ま
っ
て
し
ま
い
、こ
れ
ま
で
生
息
し
て
い
た
水
生
昆
虫
は
生
息
し
づ
ら
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。魚
の
産
卵
床
に
も
土
砂
が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
た
め
、魚
類
に
と
っ

て
も
住
み
づ
ら
い
環
境
と
な
り
ま
す
。

生
物
多
様
性
の
鍵
と
な
る

　
　
　
　
渓
畔
林
の
役
割
と
そ
の
管
理

写真1　広葉樹からなる渓畔林

企
画
部　

研
究
評
価
科

研
究
評
価
室
長　

吉
村 

真
由
美

特集 木を使って守る生物多様性
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渓畔林：最低30m

渓　流　域

図１　生物多様性を維持するのに必要な渓畔林の幅

　

よ
り
よ
く
保
全
さ
れ
た
渓
流
域
に
は
多
様
な
生
き
物
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。鳥
類
を

は
じ
め
と
し
て
、コ
ウ
モ
リ
や
ネ
ズ
ミ
類
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、シ
カ
や
サ
ル
、イ
ノ
シ
シ
、ク

マ
な
ど
も
水
場
と
し
て
、ま
た
、移
動
す
る
通
路
と
し
て
渓
流
域
を
利
用
し
ま
す
。渓
流

に
生
息
す
る
水
生
昆
虫
も
成
虫
に
な
る
と
陸
上
に
上
が
り
、繁
殖
場
所
・
休
憩
場
所
・

成
熟
場
所・
産
卵
場
所
な
ど
と
し
て
渓
流
域
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

　

渓
流
域
に
お
け
る
生
物
多
様
性
を
維
持
す
る
に
は
、最
低
で
も
片
岸
20
～
30
ｍ
を
渓

畔
林
帯
と
す
る
の
が
適
切
で
し
ょ
う（
図
1
）。渓
畔
林
は
、保
護
林
帯
と
し
て
保
全
し
、

原
則
的
に
森
林
施
業
を
行
わ
な
い
こ
と
が
推
奨
さ
れ
ま
す
。ま
た
、保
護
林
帯
か
ら
渓

流
に
向
か
っ
て
倒
れ
た
樹
木
は
、魚
類
の
生
息
場
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
た
す
た
め
、

除
去
せ
ず
に
渓
流
域
内
に
残
し
た
ま
ま
に
し
ま
す
。渓
畔
林
が
人
工
林
化
さ
れ
て
い
る

場
合
、広
葉
樹
林
へ
の
誘
導
が
望
ま
し
い
で
す
が
、施
業
を
行
う
こ
と
で
不
必
要
な
土
砂

等
が
渓
流
に
流
れ
込
む
の
を
防
ぐ
た
め
、林
冠
が
う
っ
閉
し
て
林
床
に
光
が
届
か
な
く

な
っ
て
い
る
場
合
を
除
き
、間
伐
な
ど
の
施
業
は
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
、自
然
の
遷
移

に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

写真2　針葉樹からなる渓畔林
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幼齢段階 若齢段階 成熟段階 老齢段階

天然林

人工林

幼齢段階 若齢段階 成熟段階

特集 木を使って守る生物多様性

　

日
本
の
森
林
の
約
４
割
は
人
が
植
え
た
林（
人
工
林
）で
す
。こ
れ
ら
の
多
く
は
戦

後
に
植
え
ら
れ
、約
50
年
の
歳
月
を
経
て
、収
穫
で
き
る
ほ
ど
に
成
長
し
ま
し
た
。こ

れ
か
ら
は
、人
工
林
か
ら
生
産
さ
れ
た
木
材
を
利
用
す
る
時
期
に
な
り
ま
す
。多
く
の

人
工
林
は
、同
じ
樹
種
が
同
じ
年
に
植
栽
さ
れ
て
い
る
た
め
に
構
造
が
単
純
で
、多
様

な
生
き
物
の
住
み
場
所
と
し
て
は
適
し
て
い
ま
せ
ん
。こ
の
よ
う
な
林
で
、生
物
多
様

性
を
保
全
し
つ
つ
木
材
を
生
産
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
で
し
ょ
う
か
。

　

森
林
は
通
常
、４
つ
の
発
達
段
階
を
経
て
成
長
し
て
い
き
ま
す（
図
１
）。こ
の
う
ち

の
最
後
の
段
階
に
あ
た
る
老
齢
段
階
で
は
、大
径
木
や
枯
死
木
が
生
じ
る
た
め
に
森
林

の
構
造
が
複
雑
に
な
り
、多
く
の
生
物
が
生
息
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。人
工
林
は
植

栽
か
ら
約
50
年
を
め
や
す
に
伐
採
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、通
常
、老
齢
段
階
に
な

る
前
に
伐
採
さ
れ
ま
す
。し
か
し
、人
工
林
を
伐
採
せ
ず
に
約
1
0
0
年
以
上
育
て
る

と
、広
葉
樹
や
枯
死
木
が
混
じ
る
よ
う
に
な
り
、老
齢
段
階
に
達
し
ま
す（
写
真
１
）。

つ
ま
り
、抜
き
伐
り（
間
伐
）を
く
り
返
し
て
木
材
を
生
産
す
る
こ
と
に
よ
り
、人
工
林

を
老
齢
段
階
ま
で
育
て
る
と
、生
物
多
様
性
保
全
に
も
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、伐
採
す
る
年
齢
を
遅
く
す
る
と
植
栽
木
の
成
長
が
悪
く
な
る
場
合
や
、植

栽
木
が
腐
朽
菌
に
感
染
し
て
材
質
が
劣
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
場
合

木
材
を
使
う
こ
と
と
、生
物
多
様
性
を

 
守
る
こ
と
の
両
立
を
め
ざ
す
森
林
管
理

研
究
デ
ィ
レ
ク
タ
ー　

尾
崎 

研
一

森林の発達段階（藤森1997を改変）
老齢段階になると大径木や枯死木が生じ、多様な樹種からなる複雑な森林が形成される。

図１
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写真1　老齢段階に達する前の単純な構造の人工林（左）と、老齢段階に達した後の複雑な構造の人工林（右）

写真2　保残伐を行った人工林 人工林の中で自然に成長した広葉樹を切り残した。

は
保
残
伐
施
業（
保
持
施
業
と
も
言
い

ま
す
）が
効
果
的
で
す（
13
ペ
ー
ジ
）。

保
残
伐
と
は
、伐
採
時
に
一
部
の
樹
木

を
残
す
こ
と
に
よ
り
、伐
採
に
よ
っ
て

失
わ
れ
る
老
齢
木
、大
径
木
等
を
確
保

し
、多
様
な
生
物
の
生
息
地
と
し
て
の

機
能
等
を
維
持
す
る
伐
採
方
法
の
こ
と

で
す（
写
真
２
）。伐
り
残
し
た
木
が

成
長
し
て
大
径
木
や
枯
死
木
に
な
る
た

め
、若
い
林
の
中
に
老
齢
段
階
の
特
徴

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

一
方
、台
風
の
通
り
道
と
な
っ
て
い

る
地
域
な
ど
で
は
、伐
り
残
し
た
木
が

強
風
に
よ
っ
て
倒
れ
て
し
ま
う
た
め
、

保
残
伐
が
難
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
地
域
で
は
、小
面
積
伐
採

が
有
効
で
す（
12
ペ
ー
ジ
）。伐
採
面

積
を
小
さ
く
し
て（
概
ね
数
ha
以
下
）、

林
齢
の
異
な
る
森
林
を
モ
ザ
イ
ク
状
に

配
置
し
ま
す
。伐
採
地
ご
と
に
植
栽
樹

種
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、さ
ら

に
多
様
な
森
林
が
配
置
さ
れ
て
、全
体

と
し
て
多
様
な
生
物
を
守
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。小
面
積
伐
採
と
と
も
に
尾
根

や
沢
筋
等
の
森
林
を
保
護
し
、そ
こ
に

老
齢
段
階
の
林
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が

で
き
れ
ば
、大
径
木
や
枯
死
木
も
確
保

で
き
ま
す
。
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広葉樹天然林

スギ人工林

0

10

20

30

40

50

0 50 100 150 200

単独性ハナバチ類の種数

林齢（年）

伐
採
地
で
ふ
え
る

　
　
花
粉
媒
介
昆
虫
た
ち

　

ミ
ツ
バ
チ
や
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
を
は
じ
め
と
す
る
ハ
ナ
バ

チ
類（
写
真
１
）は
、植
物
の
蜜
や
花
粉
を
餌
と
す
る
た

め
に
花
を
訪
れ
ま
す
。そ
し
て
、花
粉
を
他
の
花
に
運
び
、

植
物
が
実
を
つ
け
る
こ
と
に
貢
献
す
る
た
め
、花
粉
媒
介

昆
虫
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。人
目
を
ひ
く
よ
う
な
美
し
い

花
を
咲
か
せ
る
多
く
の
植
物
は
、ハ
ナ
バ
チ
類
に
花
粉
を

運
ん
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、茨
城
県
に
あ
る
ス
ギ
の
人
工
林
と
、広
葉
樹
の
天

然
林
を
対
象
に
、伐
採
直
後
を
含
め
た
様
々
な
森
林
で
、

ト
ラ
ッ
プ
を
設
置
し
て
ハ
ナ
バ
チ
類
の
採
集
を
行
い
、林

齢
と
ハ
ナ
バ
チ
類
の
多
様
性
に
関
係
が
あ
る
か
を
調
べ
ま

し
た
。

　

そ
の
結
果
、森
林
の
林
齢
は
ハ
ナ
バ
チ
類
の
多
様
性
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。ス
ギ
の

人
工
林
で
も
、広
葉
樹
の
天
然
林
で
も
、植
林
直
後
の
若
い

森
林
で
は
、ハ
ナ
バ
チ
類
の
多
様
性
が
高
く
な
り
ま
し
た
。

特
に
、ミ
ツ
バ
チ
や
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
の
よ
う
に
集
団
生
活
を

す
る
ハ
ナ
バ
チ
類
と
は
異
な
り
、単
独
で
巣
作
り
を
す
る

単
独
性
ハ
ナ
バ
チ
類
で
は
こ
の
傾
向
が
明
ら
か
で
、多
様

性
は
伐
採
直
後
の
若
い
森
林
で
高
く
、林
齢
が
高
く
な
る

と
減
少
し
ま
し
た（
図
１
）。

　

こ
の
こ
と
は
、木
材
生
産
を
目
的
と
し
た
森
林
の
伐
採

は
、草
地
の
よ
う
な
光
の
当
た
る
明
る
い
環
境
を
作
り
出

し
、こ
う
し
た
環
境
は
ハ
ナ
バ
チ
類
に
住
み
家
や
餌
を
と

る
場
所
を
提
供
す
る
と
い
う
、生
物
多
様
性
に
プ
ラ
ス
の

効
果
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

図1　単独性ハナバチ類の多様性（種数）と林齢の関係
青丸は広葉樹天然林を、赤丸はスギ人工林をあらわしています。

写真1　ハナバチ類の仲間であるハキリバチの一種

森
林
研
究
部
門　

森
林
昆
虫
研
究
領
域

主
任
研
究
員　

滝 

久
智

特集 木を使って守る生物多様性
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ノ
グ
チ
ゲ
ラ
は
沖
縄
島
北
部
や
ん
ば
る
地
域
に
固
有
の

希
少
な
キ
ツ
ツ
キ
で
す（
写
真
１
）。繁
殖
に
は
、子
育
て
に

十
分
な
広
さ
の
巣
穴
を
掘
る
こ
と
が
で
き
る
大
き
な
木
が

必
要
で
す
。ま
た
、巣
穴
掘
り
は
重
労
働
な
の
で
、適
度
に

柔
ら
か
く
掘
り
や
す
い
木
が
必
要
で
す
。森
の
中
に
は
た
く

さ
ん
木
が
あ
る
の
で
す
が
、ノ
グ
チ
ゲ
ラ
が
巣
を
掘
る
の
に

適
し
た
木
は
意
外
と
少
な
い
の
で
す
。第
二
次
世
界
大
戦

で
の
戦
災
や
、戦
後
復
興
期
の
乱
伐
な
ど
で
、そ
の
生
息
地

は
大
き
く
縮
小
し
ま
し
た
。し
か
し
、近
年
は
伐
採
面
積
が

減
少
し
、森
が
徐
々
に
回
復
し
て
き
た
こ
と
で
、人
里
近
く

で
も
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
なっ
て
き
ま
し
た
。

　

若
齢
の
二
次
林
で
繁
殖
す
る
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
を
詳
し
く
調

べ
て
み
る
と
、老
齢
林
で
の
主
要
な
営
巣
樹
種（
イ
タ
ジ
イ

等
）と
は
異
な
り
、セ
ン
ダ
ン
や
リ
ュ
ウ
キュ
ウ
マ
ツ
、ハンノ
キ

な
ど
を
利
用
し
て
い
ま
し
た
。セ
ン
ダ
ン
は
、本
州
の
キ
リ
の

よ
う
に
成
長
の
早
い
樹
木
で
す（
写
真
２
）。リ
ュ
ウ
キュ
ウ

マ
ツ
や
ハ
ンノ
キ
は
、樹
木
病
害
や
人
為
的
な
剪
定
、巻
枯

ら
し
な
ど
で
枯
死
し
た
も
の
で
し
た
。

　

営
巣
木
が
不
足
す
る
若
い
二
次
林
で
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
の
営

巣
環
境
を
保
全
す
る
た
め
に
は
、早
生
樹
の
植
栽
や
、枯

死
木
の
確
保
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。ノ
グ

チ
ゲ
ラ
を
保
全
す
る
た
め
の
コ
ア
エ
リ
ア
と
な
る
森
林
を

確
保
す
る
こ
と
で
、森
林
と
人
の
暮
ら
し
と
の
関
わ
り
の

中
で
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
と
の
共
存
は
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

九
州
支
所　

主
任
研
究
員　

小
高 

信
彦

南
の
島
の
希
少
な
キ
ツ
ツ
キ

ノ
グ
チ
ゲ
ラ
の
住
宅
事
情
と

人
の
暮
ら
し
の
関
わ
り

写真１　イタジイの営巣木にとまるノグチゲラのメス

センダンに巻枯らしを施した例
若い二次林ではこのような立枯れ木にノグチゲラが営巣する。

写真２
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タイプ１ タイプ2 タイプ3

タイプ4

タイプ7

タイプ5 タイプ6

タイプ１
タイプ2
タイプ3
タイプ4
タイプ5
タイプ6
タイプ7

　

同
じ
樹
種
を
一
斉
に
植
え
た
人
工
林
の
生
物
多
様
性

を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、小
面
積
で
伐
採
し
、林
齢
の
異
な

る
パッ
チ（
同
齢
の
樹
木
で
構
成
さ
れ
る
区
画
）の
モ
ザ
イ

林
業
研
究
部
門　

森
林
植
生
研
究
領
域

主
任
研
究
員　

山
川 

博
美

小
面
積
皆
伐
で
人
工
林
の

樹
木
の
多
様
性
を
保
全
す
る

ク
構
造
に
導
く
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
効
果

を
検
証
す
る
た
め
に
、林
齢
の
異
な
る
0.1 

ha
程
度
の
小
面

積
の
パッ
チ
か
ら
な
る
大
分
県
由
布
市
の
ス
ギ
人
工
林
で

（
写
真
１
）、人
工
林
内
に
生
育
す
る
樹
木
の
多
様
性
を

調
査
し
ま
し
た
。林
内
の
樹
木
の
種
組
成
と
階
層
構
造
の

組
み
合
わ
せ
は
、７
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
で
き
ま
し
た（
図

１
）。林
内
の
樹
木
は
、亜
高
木
層（
2
m
以
上
）と
低
木

層（
2
m
未
満
）の
両
方
が
発
達
す
る
場
合
は
少
な
く
、

多
く
の
パッ
チ
で
ど
ち
ら
か
の
階
層
だ
け
が
発
達
し
て
い
ま

し
た
。ま
た
、40
年
生
以
下
の
パッ
チ
で
は
、ひ
と
つ
の
下
層

植
生
の
タ
イ
プ
が
優
占
し
て
お
り
、単
純
な
構
造
と
な
っ
て

い
ま
し
た（
図
２
）。

　
つ
ま
り
、小
面
積
で
伐
採
し
、林
齢
の
異
な
る
パッ
チ
を

モ
ザ
イ
ク
状
に
配
置
す
る
こ
と
に
よっ
て
、種
組
成
や
構
造

の
異
な
る
下
層
植
生
の
タ
イ
プ
が
人
工
林
の
中
に
面
的
に

分
布
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
結
果
、林
分
全
体
と
し
て
は
、

種
組
成
や
構
造
の
多
様
な
森
林
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。今
後
は
、最
適
な
伐
採
面
積
に
つ
い

て
、さ
ら
に
検
討
す
る
予
定
で
す
。

各下層植生タイプの空間分布
82年生スギ人工林の内部に小面積の4年生、21年生、40年生の人工林パッ
チがある。山川ほか（2009 ）日本森林学会誌91: 277 - 284を一部改変。

図2

図1　スギ人工林内で観察された７つの下層植生タイプ

写真１　調査した小面積パッチ（４年生）の様子

特集 木を使って守る生物多様性
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皆伐

単木小量保残

単木中量保残

単木大量保残

群状保残

広葉樹を約10本/ha保残

広葉樹を約50本/ha保残

広葉樹を約100本/ha保残

中央の約0.36haを保残

人工林伐採なし

広葉樹天然林
伐採なし

小面積皆伐

１箇所約1haを伐採

　

森
林
総
合
研
究
所
北
海
道
支
所
で
は
、人
工
林
で
の

木
材
生
産
と
公
益
的
機
能
の
両
立
を
め
ざ
す
技
術
を
作

る
こ
と
を
目
標
に
し
て
、2
0
1
3
年
度
か
ら
北
海
道
、

北
海
道
大
学
、北
海
道
立
総
合
研
究
機
構
林
業
試
験
場

 

北
海
道
支
所

森
林
生
物
研
究
グ
ル
ー
プ
長　

佐
藤 

重
穂

ト
ド
マ
ツ
人
工
林
に
お
け
る

保
残
伐
施
業
の
実
証
実
験

図１　保残伐実験の各実験区の処理方法

図2　保残伐実験区の各処理における材積保残率

と
共
同
で
、「
ト
ド
マ
ツ
人
工
林
に
お
け
る
保
残
伐
施
業
の

実
証
実
験
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。こ
の
実
証
実
験
で
は
北

海
道
芦
別
市
と
そ
の
周
辺
の
道
有
林
に
お
い
て
、林
齢
が

50
年
生
以
上
の
ト
ド
マ
ツ
人
工
林
等
に
5
～
8
ha
の
多

数
の
実
験
区
を
配
置
し
て
、す
べ
て
の
木
を
伐
採
す
る（
皆

伐
）、単
木
で
木
を
残
す（
単
木
保
残
）、ま
と
め
て
木
を
残

す（
群
状
保
残
）等
の
異
な
る
方
法
で
伐
採
を
行
い
ま
し
た

（
図
1
）。単
木
保
残
で
は
、人
工
林
の
中
に
自
然
に
生
え

て
き
た
広
葉
樹
を
3
段
階
の
量
で
残
す
こ
と
で
、広
葉
樹

を
必
要
と
す
る
生
物
の
保
全
を
め
ざ
し
ま
す（
図
2
）。こ

れ
ら
の
実
験
区
で
は
、植
物
、鳥
類
、昆
虫
等
の
生
物
多
様

性
と
、水
土
保
全
機
能
、木
材
生
産
性
等
を
調
べ
て
い
ま

す
。そ
し
て
、保
残
方
法
や
保
残
率
の
違
い
が
及
ぼ
す
影
響

を
明
ら
か
に
し
て
、伐
採
に
よ
る
負
の
影
響
を
少
な
く
す

る
施
業
方
法
を
検
証
し
て
い
ま
す
。
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特集 木を使って守る生物多様性

図1　ゾーニングのイメージ図
市町村では、それぞれの地域の特色を反映し、独自のゾーニングが策定されています。地域によって森林に期待される役割も変わるため、
区分けの仕方も様々に変わります。図では、豊かな生態系が残る森林を生物多様性保全ゾーン、水源林として期待される森林を水源涵養
ゾーン、人びとの生活を土砂災害などから守るための森林を山地災害防止ゾーン、比較的傾斜が緩やかで林業に適している森林を木材
生産増進ゾーンとしています。

図2　滋賀県長浜市の「森づくり計画アクションプラン」で定められている数値目標の一部
琵琶湖に面しており、市民の環境への意識が高い長浜市では、森づくり計画（森林整備計画）を確実に実行する
ための「森づくり計画アクションプラン」が策定されています。このアクションプランでは、多岐にわたる指標が設定さ
れています（例示した指標は、素材生産量が平成31年度、それ以外が平成29年度の数値目標）。その中には、ニ
ホンジカ捕獲数や巨樹・巨木林保全地区数のように生物多様性に関するものが含まれています。

林
業
研
究
部
門　

森
林
管
理
研
究
領
域

任
期
付
研
究
員　

山
田 

祐
亮

森
林
計
画
制
度
に
お
け
る
生
物
多
様
性

　
―
市
町
村
の
取
り
組
み
―

　

我
が
国
で
は
、森
林
を
長
期
的
に
管
理
す
る
計
画
を
、

森
林
計
画
制
度
で
定
め
て
い
ま
す
。森
林
計
画
制
度
の
中

で
、地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
森
林
の
将
来
像
を
描
く
の

が
、市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
す
。こ
こ
で
は
、市
町
村
森

林
整
備
計
画
に
お
け
る
生
物
多
様
性
に
関
す
る
取
り
組
み

と
し
て
、ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
数
値
目
標（
指
標
）を
紹
介
し
ま

す
。

　

ま
ず
ゾ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、森
林
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
機
能

を
地
域
全
体
で
発
揮
す
る
た
め
に
、重
視
す
る
機
能
ご
と

に
森
林
を
区
分
け
し
て
、将
来
像
と
管
理
方
針
を
示
し
ま

す
。沖
縄
県
や
ん
ば
る
3
村（
国
頭
村
、大
宜
見
村
、東
村
）

や
北
海
道
厚
岸
町
、黒
松
内
町
な
ど
で
、生
物
多
様
性
や

自
然
環
境
保
全
を
重
視
し
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
策
定
さ
れ
て

い
ま
す（
図
１
）。

　

次
に
数
値
目
標（
指
標
）に
つ
い
て
は
、計
画
が
実
現
し

た
か
ど
う
か
を
量
的
に
評
価
で
き
る
た
め
、非
常
に
有
効

な
手
段
で
す
。指
標
を
設
定
し
て
い
る
市
町
村
は
ま
だ
少
な

い
で
す
が
、環
境
へ
の
関
心
が
高
い
滋
賀
県
長
浜
市
や
、長

崎
県
対
馬
市
な
ど
で
、生
物
多
様
性
に
関
す
る
指
標
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す（
図
２
）。
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生
物
多
様
性
フ
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ト
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ン
ト
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15
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従来通り
自給シナリオ

自給シナリオで
影響が低下する
国・地域

自給シナリオで
影響が増大する
国・地域

メ
キ
シ
コ

フ
ィ
リ
ピ
ン

日
本

ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国

中
国

コ
ロ
ン
ビ
ア

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

タ
イ

ミ
ャ
ン
マ
ー

エ
ク
ア
ド
ル

マ
レ
ー
シ
ア

ブ
ラ
ジ
ル

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

生
物
多
様
性
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト

　

日
本
で
消
費
さ
れ
る
木
材
の
う
ち
、15
年
前
は
8
割

以
上
、近
年
は
７
割
近
く
が
外
国
産
の
木
材
で
す
。世
界

中
か
ら
必
要
な
木
材
を
輸
入
し
て
い
る
う
ち
に
、私
た

図2　2000 年代前半の木材貿易パターンを継続した場合（白抜き）と、全木材を自給に
切り替えた場合（黒塗り）の絶滅危惧鳥類を対象とした生物多様性フットプリントの比較
左は自給シナリオの方が生物多様性フットプリントが小さい国、右は自給シナリオの
方が生物多様性フットプリントが大きい国（上位8カ国ずつを示す ）（Nishijima et 
al. 2016を改変）

（注1）生物多様性フットプリント：人間の消費活動に伴う、生物多様性への負の影
響を量的に表したもの。フットプリント（足跡）は、人間が自然をどれだけ踏みつけ
ているのか（消費しているのか ）を示すところから来ている。

図1　2000 年代前半における、世界の木材貿易の絶滅危惧鳥類を対象とした生物多
様性フットプリント
負の値は輸出、正の値は輸入の影響を表す。図には輸出国・輸入国の上位8カ国ずつを
示す。（Nishijima et al. 2016を改変）

戦
略
研
究
部
門　

生
物
多
様
性
研
究
拠
点

主
任
研
究
員　

古
川 

拓
哉

木
材
貿
易
が
生
物

　
多
様
性
に
及
ぼ
す
影
響

ち
の
消
費
は
、遠
い
海
外
の
森
林
に
も
影
響
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

木
材
貿
易
が
生
物
多
様
性
に
与
え
る
影
響
を
評
価
す

る
た
め
に
、森
林
伐
採
に
脅
か
さ
れ
る
世
界
の
絶
滅
危

惧
鳥
類
を
対
象
に
、2
0
0
0
年
代
前
半
の
木
材
生
産

に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
生
息
地
の
面
積
か
ら
、種
の
絶
滅
リ

ス
ク
を
推
定
し
、生
物
多
様
性
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト（
注
１
）の
指
標
と

し
ま
し
た
。そ
の
結
果
、熱
帯
諸
国
の
鳥
類
の
多
く
が
、何
も
対

策
を
施
さ
な
け
れ
ば
絶
滅
の
危
機
に
瀕
す
る
と
推
定
さ
れ
ま
し

た
。そ
し
て
、木
材
貿
易
関
係
の
解
析
か
ら
、特
に
中
国
、日
本
、

ア
メ
リ
カ
の
木
材
消
費
が
こ
れ
ら
の
鳥
類
を
脅
か
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た（
図
1
）。た
だ
し
、木
材
貿
易
を
止
め
れ

ば
良
い
と
い
う
単
純
な
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。も
し
各
国
が
全
木

材
を
自
給
し
た
場
合
、日
本
を
含
む
各
国
で
生
息
す
る
絶
滅
危

惧
種
へ
の
影
響
が
高
ま
り（
図
2
）、世
界
全
体
の
生
物
多
様
性

フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
は
逆
に
増
加
す
る
と
推
定
さ
れ
た
の
で
す
。私

た
ち
の
消
費
が
貿
易
を
介
し
て
、遠
い
海
外
の
生
物
に
も
影
響

し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、国
内
外
問
わ
ず
生
物
多
様
性
に
配

慮
し
た
持
続
可
能
な
林
業
を
推
進
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
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国
産
ト
リ
ュ
フ
の
人
工
栽
培
を
目
指
す

　
　
　
　

 

－

新
た
な
森
林
資
源
の
利
用

－

九州支所�
主任研究員

木下 晃彦

森林研究部門
きのこ・森林微生物研究領域長

山中 高史

研究の“森”から
NO.265

は
じ
め
に

　

ト
リ
ュ
フ
は
世
界
三
大
珍
味
の
一
つ
と
さ
れ
る
キ
ノ
コ
で

す
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
有
名
な
産
地
で
す
が
、日
本
で
も
ト
リ
ュ

フ
が
発
生
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。1
9
9
9
年
か

ら
2
0
0
8
年
ま
で
の
間
に
日
本
各
地
か
ら
採
取
さ
れ
た

ト
リ
ュ
フ
を
遺
伝
的
に
解
析
す
る
と
、20
種
類
に
分
け
ら
れ

A: イボセイヨウショウロ（現在、分類学的な位置づけの解析を進めており、その結果によっては名前が変わるかもしれません。）
B: 野外での発生の様子

A-C: ホンセイヨウショウロ（A: キノコ，B: 胞子，C: 胞子の拡大写真）
D-F: ウスキセイヨウショウロ（D: キノコ，E: 胞子，F: 胞子の拡大写真）

写真2

1cm

写真1

A B
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図1　トリュフの生活環

写真3　クヌギの根にしがみつくように発生したホンセイヨウショウロのキノコ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
中
に
は
、食
用
と
し

て
有
望
な
種
も
あ
り
ま
す
。そ
こ
で
、農
林
水
産
省
の
委
託

を
受
け
た
国
産
ト
リ
ュ
フ
の
人
工
栽
培
技
術
の
開
発
を
目

指
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
平
成
27
年
度
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。

食
用
有
望
ト
リ
ュ
フ
の
分
類
学
的
な
位
置
づ
け

　

ま
ず
、人
工
栽
培
の
対
象
と
す
る
国
産
ト
リ
ュ
フ
の
分

類
学
的
な
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。国
内
に

存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
20
種
の
う
ち
、２
種
の
淡

色
の
ト
リ
ュ
フ
に
つ
い
て
、形
態
や
生
態
的
特
性
、そ
し

て
D
N
A
情
報
に
基
づ
く
分
子
系
統
解
析
を
行
い
、い

ず
れ
も
新
種
と
確
認
し
、１
種
を
ホ
ン
セ
イ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ロ

（Tuber  japonicum

）、も
う
１
種
を
ウ
ス
キ
セ
イ
ヨ

ウ
シ
ョ
ウ
ロ（T.flavidosporum

）と
し
ま
し
た（
写
真

１
）。ウ
ス
キ
セ
イ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ロ
は
発
生
例
が
限
ら
れ
ま

す
が
、ホ
ン
セ
イ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ロ
は
６
府
県
で
発
生
し
、キ
ノ

コ
の
大
き
さ
が
4 

cm
以
上
に
な
り
、成
熟
す
る
と
ガ
ー
リ
ッ

ク
や
チ
ー
ズ
の
よ
う
な
香
り
を
放
つ
た
め
、私
た
ち
は
こ
の

種
を
栽
培
の
対
象
と
し
ま
し
た
。一
方
、黒
色
の
ト
リ
ュ
フ

（
写
真
２
）は
、こ
れ
ま
で
イ
ボ
セ
イ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ロ
と
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、ア
ジ
ア
に
て
報
告
さ
れ
て
き
た
近
縁
の

種
と
の
分
類
学
的
な
位
置
づ
け
の
解
析
を
進
め
て
い
ま
す
。

ト
リ
ュ
フ
の
発
生
に
適
し
た
条
件
を
明
ら
か
に
し
、

人
工
栽
培
を
め
ざ
す

　

ト
リ
ュ
フ
は
、樹
木
が
光
合
成
に
よ
っ
て
作
り
出
し
た
養

分
を
得
て
成
長
す
る
菌
根
菌
で
す（
図
１
、写
真
３
）。人

工
的
に
ト
リ
ュ
フ
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、宿
主
と
な
る

樹
木
の
苗
に
ト
リ
ュ
フ
菌
を
感
染
さ
せ
て
、そ
の
苗
木
を
、

野
外
の
発
生
地
の
土
壌
環
境
を
再
現
し
た
条
件
で
育
て
る

こ
と
が
必
要
で
す
。昨
年
ま
で
に
ホ
ン
セ
イ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ロ
の

発
生
環
境
の
調
査
を
行
い
、現
在
は
得
ら
れ
た
情
報
を
も

と
に
ト
リ
ュ
フ
菌
を
接
種
し
た
実
生
苗
を
育
て
て
い
ま
す
。

ま
た
最
近
、海
外
の
研
究
報
告
か
ら
ト
リ
ュ
フ
菌
が
キ
ノ
コ

を
作
る
た
め
に
は
、性
遺
伝
子
（
オ
ス
と
メ
ス
）が
異
な
る

複
数
の
菌
糸
が
必
要
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
情
報
も
参
考
に
し
な
が
ら
、日
本
の
風
土
に
あ
っ

た
ト
リ
ュ
フ
の
栽
培
技
術
の
開
発
を
目
指
し
て
研
究
を
進

め
て
い
ま
す
。
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冬
の
樹
木
を
見
て
み
よ
う 

－
第
２
弾

　
　
　
　
　
　
「
夏
か
ら
冬
支
度
し
て
い
た
ん
で
す
」

林
業
研
究
部
門　

森
林
植
生
研
究
領
域

植
生
管
理
研
究
室
長　

倉
本 

惠
生

　

冬
の
間
、落
葉
樹
は
葉
を
落
と
し
て
枝
の
成
長
を
と
め

て
眠
り
に
つ
き
ま
す
。次
の
春
に
葉
や
枝
を
す
ぐ
伸
ば
せ

る
よ
う
、も
と
に
な
る
物
を
小
さ
く
た
た
ん
で
用
意
し
、寒

さ
や
乾
燥
か
ら
ま
も
る
の
が
冬
芽
で
す
。今
の
季
節
に
な

る
と
目
立
つ
冬
芽
、そ
れ
は
夏
か
ら
作
ら
れ
ま
す
。

　

葉
が
青
々
と
し
げ
る
ト
チ
ノ
キ
の
枝
先
を
７
月
に
み
て

み
ま
し
ょ
う（
写
真
１
）。ま
だ
緑
色
で
す
が
小
さ
な
芽
が

で
き
て
い
ま
す
。９
月
と
も
な
る
と
冬
と
同
じ
か
た
ち・
大

き
さ
に
な
り
、外
側
の
お
お
い（
芽が

鱗り
ん

）も
茶
色
く
な
っ
て
い

ま
す（
写
真
１
）。

　

他
の
樹
木
で
も
、夏
の
終
わ
り
を
過
ぎ
れ
ば
冬
芽
が

す
っ
か
り
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
す
が（
写
真
２
）、な
か
に

は
見
あ
た
ら
な
い
樹
木
も
あ
り
ま
す
。ヤ
マ
モ
ミ
ジ
も
そ

ん
な
樹
木
の
ひ
と
つ
で
す
が
、ち
ゃ
ん
と
冬
芽
を
準
備
し

トチノキの冬芽が育つ様子
矢印が冬芽を示します。（撮影地：北海道支所）

写真1

7月7月

9月 11月
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の解説森林・林業

て
い
ま
す
。いっ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
、葉
っ
ぱ

の
軸（
葉
柄
）の
根
元
に
す
っ
ぽ
り
隠
れ
て
い
ま
す（
写
真

３
）。向
い
合
わ
せ
に
出
て
い
る
２
枚
の
葉
の
葉
柄
を
外
し

て
い
く
と
、シ
カ
の
ひ
づ
め
の
よ
う
に
２
つ
の
芽
が
並
ん
で
登

場
し
ま
す
。

　

こ
う
し
た
樹
木
の
冬
支
度
を
考
え
な
が
ら
、冬
芽
を
見

て
み
る
と
面
白
い
で
す
よ
。

秋のはじめの樹木の冬芽
（矢印が冬芽、撮影地：北海道支所）

ヤマモミジの9月頃の枝先
黄色円で囲われたところが枝の先端（撮影地：北海道支所）
A.自然のまま、B. 片方の葉柄を手で取る、C. もう一方の葉柄も取ったところ

写真2

写真3

BA

C

ミズキサクラ（ソメイヨシノ）

オニグルミ コブシ
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森林講座のお知らせ

　ドイツの森林を歩くと、たくさんの人々に出会います。彼らは森をどのように楽しん
でいるのでしょうか。利用に関わる権利なども含めてご紹介します。

　古くから知られるサクラ栽培品種。花の美しさだけでなく、香りでも私達を楽しませ
てくれる品種があります。講座では、DNA分析による品種識別の結果と合わせて、芳
香性のあるサクラに関する研究をご紹介します。

　福島原発事故により放出されて森に降った放射性セシウムは、ほとんどが森の中に
とどまり、わずかしか流出しません。そのしくみについて解説します。

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。

〈講師〉林業研究部門　林業経営・政策研究領域　主任研究員　石崎 涼子

〈講師〉林業研究部門　樹木分子遺伝研究領域　樹木遺伝研究室長　松本 麻子

〈講師〉森林研究部門　立地環境研究領域　土壌特性研究室長　小林 政広

電子メール送付先
QRコード

ドイツの人々 の森の楽しみ方

香るサクラ

森の沢の水に放射性セシウムは
含まれているのか？

平成29年度

2月16日
［金］

第9回

3月17日
［土］

第10回

1月19日
［金］

第8回

開催概要

申込方法

【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　【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。）

○ 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@ffpri.affrc.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
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information

　1904年（明治37年）に「林業試験報告」として発刊され、今年で創刊113年になります。
　本誌には、森林総合研究所職員の研究成果（論文、総説、短報、ノート、研究資料）が審査を経て掲載されています。年4回（3
月、6月、9月、12月）の刊行です。

　掲載されている分野は、植物生態、森林植生、樹木分子遺伝、森林管理、林業経営・政策、林業工学、立地環境、森林防災、森林
昆虫、野生動物、きのこ・森林微生物、木材加工・特性、構造利用、複合材料、木材改質、森林資源化学、国際連携・気候変動、生物
多様性、震災復興・放射性物質、森林災害・被害、新素材など、多岐にわたります。

　冊子の他、森林総合研究所ウェブサイトにおいても、全文が無料公開されています。
　また、トムソン・ロイターの学術文献データベースに採録されており、Web of Science 、BIOSIS 、Zoological Record で検
索が可能です。
　森林総研の研究や調査で得られた成果が満載ですので、ご活用いただければ幸いです。

「森林総合研究所研究報告」は、森林総合研究所が刊行する森林・林業・木材に関する学術誌です。

「森林総合研究所研究報告」について

ウェブサイト掲載画面

森林総合研究所研究報告

最新号からバックナンバーまで、こちらでご確認できます ⇒ https：//www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/bulletin/index.html
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