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漆液を採取する「漆掻き」をしたウ

ルシ林（茨城県常陸大宮市）。漆を

搔いた跡が、ウロコ模様のように造

形的な風景をつくりだす。▶P.10
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日
本
の

伝
統
工
芸
と

出
会
う
旅

南から北まで、
心ひかれる日本の文化との出会いを求めて
旅をつづける中田英寿さんに、
漆をはじめとする伝統工芸についてお聴きしました。

聞き手・田端 雅進（東北支所 産学官民連携推進調整監）

漆
サ
ミ
ッ
ト
◉
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

中
田 

英
寿
　
元
日
本
代
表
サ
ッ
カ
ー
選
手

3 　



漆
を
め
ぐ
る
状
況
と
漆
サ
ミ
ッ
ト

　
「
漆し
っ

器き

」
と
聞
い
て
、
み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
？　

　

現
代
で
は
、
多
く
の
人
が
「
漆
器
」
と
し
て
使
っ

て
い
る
器
の
ほ
と
ん
ど
は
、
漆
う
る
し

以
外
の
カ
シ
ュ
ー
＊

や
合
成
樹
脂
を
塗
っ
た
「
合
成
漆
器
」
の
こ
と
が
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
本
来
の
「
漆
器
」
と
は
、
塗
料
と
し
て
漆

を
塗
っ
た
も
の
の
こ
と
を
指
し
、
合
成
漆
器
と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
す
。
生
活
様
式
の
変
化
に

伴
い
、
こ
う
し
た
漆
器
な
ど
の
日
本
の
伝
統
文
化
へ

の
理
解
が
し
だ
い
に
薄
れ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

そ
こ
で
２
０
１
０
年
に
、
森
林
総
合
研
究
所
や
大

学
、
漆
生
産
者
や
行
政
等
の
有
志
が
集
ま
っ
て
漆
サ

ミ
ッ
ト
実
行
委
員
会
を
組
織
し
、「
漆
サ
ミ
ッ
ト
」

を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
漆
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人
々

が
一
堂
に
会
し
、
情
報
交
換
や
相
互
理
解
、
協
働
作

業
を
通
し
て
漆
産
業
に
お
け
る
技
術
・
文
化
の
継
承

と
発
展
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

漆
サ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
れ
ま
で
明
治
大
学
を
は
じ
め
、

漆
に
関
わ
る
産
地
で
あ
る
岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺
町

や
、
漆
器
の
産
地
で
あ
る
石
川
県
輪
島
市
な
ど
で
開

催
さ
れ
、
２
０
１
９
年
で
11
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　

漆
サ
ミ
ッ
ト
を
開
催
す
る
中
で
、
日
本
の
漆
文
化

を
継
承
し
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
漆
に

関
わ
る
人
び
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
や
、
諸
機

関
と
の
連
携
・
強
化
の
必
要
性
が
強
く
望
ま
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
漆
サ
ミ
ッ
ト

を
開
催
す
る
主
体
と
し
て
、２
０
１
６
年
３
月
に
「
日

漆器に装飾を施す「加飾」の指導を受ける中田さん。「沈
ちんきん

金」は、金

粉を用いる蒔
まき

絵
え

技法のひとつで、漆の塗膜に刃物で溝を刻むよう

にして図案を描き、そこに金粉を埋めこむ。

京都府福知山市でのウルシ林の見学会（左）と、鎌倉彫の体験ワークショップ（右）

漆サミット2019ポスター

Key Words  カシュー（カシューノキ、カシューナッツ）

ブラジル原産のウルシ科の常緑高木。果実の仁
じん

（種

子の中にある核の部分。胚と胚乳とからなる）は、食用

のカシューナッツとして知られる。果実の殻にふく

まれる油性の液には、漆に似た成分がふくまれて

おり、硬質で光沢のある被膜をつくることからカ

シュー塗料として利用されてきた。さらに化学溶媒

と混合させて、代用漆塗料として使われている。

＊
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本
漆
ア
カ
デ
ミ
ー
」
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
ア

カ
デ
ミ
ー
を
母
体
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
国
産
漆
の
特

性
や
評
価
、
漆
搔
き
技
術
な
ど
に
関
す
る
講
演
会
、

鎌
倉
彫
や
津
軽
塗
な
ど
を
体
験
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
、
ウ
ル
シ
植
栽
地
や
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
保
存
・

修
復
に
関
わ
る
見
学
会
な
ど
を
企
画
主
催
し
て
き
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
、
漆
に
関
わ
る
知

識
の
普
及
啓
発
や
相
互
交
流
を
担
う
こ
と
が
、
こ
れ

か
ら
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
の
青
森
県
弘
前
市
の
漆
サ
ミ
ッ
ト
で
も
、
森

林
総
合
研
究
所
が
中
心
と
な
り
、
ウ
ル
シ
林
の
資
源

造
成
、
育
成
お
よ
び
管
理
な
ど
に
関
わ
る
研
究
成
果

の
普
及
を
行
い
ま
し
た
。
国
宝
・
重
要
文
化
財
の
保

存
・
修
復
に
は
、
原
則
１
０
０
％
国
産
漆
を
使
え
る

よ
う
に
、
生
産
者
、
漆
精
製
者
、
消
費
者
を
つ
な
ぐ

橋
渡
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

工
芸
と
の
出
会
い

　

こ
う
し
た
漆
を
め
ぐ
る
状
況
の
中
で
、
よ
り
多
く

の
方
に
漆
と
い
う
も
の
を
改
め
て
お
伝
え
し
た
い
と

考
え
ま
し
た
。
今
号
で
は
、「
漆
と
ウ
ル
シ
」
と
題

し
た
特
集
記
事
に
お
い
て
、
漆
の
基
礎
的
な
解
説
を

す
る
と
と
も
に
、
元
・
日
本
代
表
サ
ッ
カ
ー
選
手
で
、

現
在
は
日
本
の
伝
統
文
化
に
関
心
の
高
い
中
田
英
寿

さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
ま
し
た
。

　

中
田
さ
ん
は
、
Ｊ
リ
ー
グ
や
イ
タ
リ
ア
セ
リ
エ
Ａ

の
ペ
ル
ー
ジ
ャ
（
世
界
の
名
門
ト
ッ
プ
チ
ー
ム
）、
日
本

代
表
選
手
と
し
て
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
や
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
で
活
躍
し
た
後
、
２
０
０
６
年
に
現
役

を
引
退
。
引
退
後
は
、
世
界
を
旅
し
な
が
ら
見
聞
き

し
た
体
験
か
ら
、
い
ま
こ
の
地
球
上
で
起
き
て
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
身
近
に
で
き
る
こ
と
か
ら
解

決
し
よ
う
と
、
２
０
０
８
年
に｢

Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｅ 

Ａ
Ｃ

Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
！ 

２
０
０
８ 

＋
１｣

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

立
ち
上
げ
ま
す
。
さ
ら
に
翌
年
か
ら
は
、
全
国
47
都

道
府
県
を
め
ぐ
る
旅
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
＊
。

旅
を
始
め
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
中
田
さ
ん
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
「
海
外
で
ま
ず
聞
か
れ
る
の
が
サ
ッ
カ
ー
の
こ
と
。

そ
し
て
、
つ
ぎ
に
聞
か
れ
る
の
が
、
日
本
に
つ
い
て

で
し
た
。
い
か
に
自
分
が
日
本
に
つ
い
て
知
ら
な
い

か
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
そ
れ
を
知
る
た
め

に
、
47
都
道
府
県
を
ま
わ
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
ん

で
す
」

　

中
田
さ
ん
は
、
旅
す
る
中
で
工
芸
に
興
味
を
持
た

れ
、「
漆
」
と
も
出
会
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
取
材
の
直
前
に
も
、
中
田
さ
ん
は
茨
城
県

の
大
子
町
で
、漆
掻
き
を
体
験
し
て
き
た
そ
う
で
す
。 

秋
も
終
わ
り
の
こ
と
で 

、
こ
の
時
期
、
漆
液
は
粘

度
が
高
い
の
が
特
徴
で
す
。 

こ
れ
ま
で
、 

日
本
の
漆

生
産
の
最
大
産
地
で
あ
る
岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺
町

で
も
漆
搔
き
の
体
験
を
し
た
と
い
う
中
田
さ
ん
に
、

漆
の
話
を
中
心
と
し
て
、
伝
統
工
芸
に
つ
い
て
お
話

を
う
か
が
い
ま
し
た
。

若
者
に
魅
力
的
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と

—
—

伝
統
工
芸
と
の
最
初
の
出
会
い
は
？

「
旅
を
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
沖
縄
で
し
た
。
沖
縄
に

も
漆
器
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
最
初
の
出
会
い
は
漆

中田 英寿（なかた　ひでとし）

1977年生まれ。山梨県立韮崎高校卒業後、Jリーグ ベルマーレ平

塚（現湘南ベルマーレ）に入団。1996年アトランタオリンピックに

出場。2006年ドイツW杯のブラジル戦を最後に29歳で現役を引

退。引退後は世界を旅し、2009年より全国47都道府県をめぐる

旅をスタート。「工芸」だけでなく、300蔵近くの蔵元をめぐるなど、

「食・農」「日本酒」をキーワードにいまも、旅をつづけている。

漆サミット◉ INTERVIEW

日本のことをよく知らない自分に気づいた。
それが、日本全国への旅のはじまりだった。

Key Words  REVALUE NIPPON PROJECT

2009年の春からはじまった中田英寿さんの全国の工芸

家や農家、酒蔵などをめぐる旅を受けて、TAKE ACTION 

FOUNDATIONがはじめたプロジェクト。より多くの人に

「知ってもらう」きっかけをつくることで、日本の伝統文化の

継承・発展を促すことを目的とした。2016年にパナソニック

汐留ミュージアムで完成した作品の展覧会が行われた。写真

は、同展覧会の図録『REVALUE NIPPON PROJECT　中田英

寿が出会った日本工芸』（マガジンハウス）

＊
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器
で
は
な
く
、
焼
き
物
か
織
物
だ
っ
た
か
と
思
い
ま

す
。
僕
は
、
琉
球
漆
器
の
発
色
の
い
い
ぬ
け
た
あ
の

色
は
大
好
き
で
す
。」

—
—

い
ま
、
伝
統
的
工
芸
品
の
生
産
額
や
従
事
者
数
な
ど

は
右
肩
下
が
り
で
へ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
漆
屋
さ
ん
な
ど

漆
で
生
計
を
立
て
て
い
る
人
た
ち
の
生
業
が
成
立
し
に
く

く
な
っ
て
き
て
い
る
状
況
が
あ
り
ま
す
＊
。

　
「
漆
器
と
い
う
の
が
、
漆
を
使
う
こ
と
が
大
事
な

の
か
、
器
を
作
る
こ
と
が
大
事
な
の
か
が
、
よ
く
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
。
い
ま
の
生
活
に
合
う
器
が
ち
ゃ
ん
と
作
ら
れ
て

い
て
、
い
ま
の
人
た
ち
が
い
い
な
と
思
う
デ
ザ
イ
ン

で
あ
れ
ば
、
漆
器
で
も
売
れ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。

　

い
ま
の
人
た
ち
は
『
漆
器
だ
か
ら
買
う
』
と
い
う

わ
け
じ
ゃ
な
く
、
そ
の
器
が
漆
器
な
の
か
、
人
工
塗

料
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
気
に
し
て
い
な
い

ん
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、『
素
材
が
な
に
な
に

だ
か
ら
売
れ
な
い
』
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
ね
。」

—
—

い
ま
の
人
は
漆
に
興
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
？

　
「
興
味
が
な
い
の
で
は
な
く
て
、
み
ん
な
知
ら
な

い
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
素
材
に
よ
っ
て
長
所
や
適

し
た
使
い
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
れ
ば
、
興
味

を
持
つ
人
が
ふ
え
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
て
、
伝

統
産
業
が
衰
退
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
使
い
方
や

情
報
を
知
っ
て
い
る
人
が
へ
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
思

い
ま
す
。
現
代
の
若
者
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ

せ
て
魅
力
的
に
伝
え
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
若
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
な
ら

ば
売
り
場
所
を
い
わ
ゆ
る
伝
統
工
芸
の
場
所
か
ら
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
お
店
に
変
え
る
だ
け
で
、
興
味
を

持
つ
可
能
性
が
す
ご
く
高
ま
る
と
思
い
ま
す
。
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
合
わ
せ
て
適
し
た
伝
え
方
を
す
る
と
い
う

こ
と
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。

　

た
だ
『
若
者
は
興
味
が
な
い
』
と
は
僕
は
思
わ
な

い
で
す
ね
。
伝
わ
っ
て
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。」

お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
人
に
伝
わ
る

—
—

伝
統
工
芸
が
模
索
す
る
道
と
し
て
、
新
し
い
表
現
や

ア
ピ
ー
ル
の
場
の
創
出
、
現
代
ア
ー
ト
と
の
コ
ラ
ボ
に
ひ

と
つ
の
道
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
？
　

巻頭◉対談

いまの若い人がよさを感じるものをつくって、
それを、きちんと伝える工夫が必要なんだと思う。

＊
Key Words  国産漆の現状

ウルシの原産地は中国で、漆の文化圏は、日本、

中国、東南アジアなどに広がっている。現在、漆

芸に使われる漆の98％は、輸入漆となっている。

文化庁の調査試算では、国宝・重要文化財の保存・

修復のために年間平均2.2tの漆が必要とされてい

るが、2017年度の国産漆の生産量は1.2tにとど

まっている。（くわしくは▶P.8 〜 13）

彫られた溝に生漆を擦りこみ、金粉を蒔いて図案を浮き上がらせる。

黒
くろ

漆
うるし

と螺
ら

鈿
でん

に真珠をあしらったバングル

工芸家：山村慎哉、コラボレーター：テレジータ・

フェルナンデス、ヴァネッサ・フェルナンデス、

アドバイザー：中田英寿
REVALUE NIPPON PROJECTより 漆塗りのバングルの箱

☜中
田英
寿さ
ん

の本

『に・ほ・ん・も・の』（KADOKAWA）

沖縄から北海道まで、中田さんが旅をつづける

中で出会った数知れない「わざ」「ごちそう」「おも

てなし」「にほんしゅ」「おみやげ」の中から、選り

すぐりの人・モノを紹介した本。
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「
工
芸
も
ア
ー
ト
も
、
そ
れ
こ
そ
建
築
や
デ
ザ
イ

ン
な
ん
か
も
、
現
代
で
は
垣
根
が
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
。
ボ
ー
ダ
ー
が
な
く
な
っ
て
い
る
時
代
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
伝
統
工
芸
に
と
っ

て
も
非
常
に
い
い
チ
ャ
ン
ス
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ア
ー
ト
フ
ェ
ア
で
も
工
芸
的
な
作
品
が
だ
い

ぶ
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
て
、
そ
う
し
た

環
境
の
広
が
り
、
解
釈
の
広
が
り
が
で
て
き
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
個
々
の
伝
統
工
芸

家
の
人
た
ち
が
ど
う
思
う
か
。『
嫌
だ
』
と
思
う
人

た
ち
も
い
れ
ば
、『
あ
あ
、そ
れ
は
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
』

と
い
う
人
た
ち
も
い
る
で
し
ょ
う
。

　

い
ろ
ん
な
考
え
が
あ
る
の
は
当
た
り
前
だ
し
、
正

解
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
自
分
を
、
そ
し
て

周
り
を
変
え
ら
れ
る
の
は
結
局
、
工
芸
家
自
身
な
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

い
わ
ゆ
る
工
芸
関
係
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
デ
パ
ー
ト

だ
け
で
見
せ
よ
う
と
す
る
と
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
あ

る
程
度
、
伝
統
工
芸
に
親
し
ん
だ
年
配
の
方
た
ち
が

多
い
。そ
れ
を
新
し
い
取
り
組
み
の
仕
方
を
し
た
り
、

新
し
い
場
所
で
見
せ
た
り
す
る
と
、
お
客
さ
ん
の
層

も
ち
が
っ
て
く
る
。

　

こ
れ
ま
で
自
分
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
、
何
か
行

う
と
き
常
に
大
切
に
し
て
き
た
の
は
、
自
分
が
楽
し

い
と
思
う
こ
と
を
や
る
こ
と
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
お

も
し
ろ
け
れ
ば
参
加
す
る
人
も
増
え
、
結
果
、
よ
り

多
く
の
人
に
伝
わ
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
い
か
に
楽

し
く
で
き
る
か
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
考
え
工
夫
し
て

い
く
こ
と
は
、
新
た
な
可
能
性
を
広
げ
る
チ
ャ
ン
ス

に
な
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。」

—
—

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

聞き手：田端 雅進（たばた　まさのぶ）

（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所 東北支所 産学官民連

携推進調整監。専門は森林保護学。昆虫と菌類の共生および病

気の発生メカニズム、近年は素材としての漆に魅せられ、おも

に漆生成メカニズムを研究中。また、漆の良さを広めるための

漆サミットを毎年開催、日本漆アカデミー会長を務める。共著

に『生活工芸双書　漆1』（室瀬和美・田端雅進監修　農文協）

木皿

工芸家：佐竹康宏、コラボレーター：田村菜穂、アドバイザー：伊東豊雄
REVALUE NIPPON PROJECTより

中田さんの主催するイベントでは、

漆塗の工程を展示している。

7 巻頭◉ INTERVIEW　日本の伝統工芸と出会う旅



特集◉

漆と
ウルシ

古代から近代にいたるまで、
漆は、もっともすぐれた日本の塗料として
その地位を保ちつづけてきました。
漆工芸の文化と、それを支える
樹木のウルシについてみていきましょう。

黄〜紅葉　落葉広葉樹であるウルシは、秋になると黄〜紅葉し、葉を落とす。

うるし

＊樹脂をふくむ木部樹液や工芸文化を「漆」、

　樹木名を「ウルシ」と表記しています。
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特集◉

漆とウルシ
6月中旬に開花した雄花（左）と雌花（右）

花は 5 月下旬から 7 月上旬に咲く。ウルシは雌雄

異株といわれ、雄花はおしべが長く、雌花はめし

べが突出して花粉の入った葯
やく

も退化している。雌

木には、ろうそくづくりの原料となる蝋がとれる

実がなるので、古くは実を収穫利用した。

■   

９
０
０
０
年
の
歴
史
を
も
つ
漆
文
化

　

日
本
で
古
代
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
塗
料
、
そ

れ
が
ウ
ル
シ
の
樹
脂
を
含
む
木
部
樹
液
を
利
用

し
た
漆
で
す
。

　

ウ
ル
シ
は
、
ウ
ル
シ
科
ウ
ル
シ
属
の
落
葉
高

木
で
、
日
当
た
り
の
よ
い
場
所
を
好
む
陽
樹
で

す
。
ウ
ル
シ
の
原
産
地
は
、
野
生
種
が
生
育
す

る
中
国
揚
子
江
中
・
上
流
部
か
ら
東
北
部
に
か

け
て
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
国
を
は
じ
め
、

日
本
や
朝
鮮
半
島
な
ど
に
分
布
し
て
い
ま
す
が
、

お
そ
ら
く
日
本
の
ウ
ル
シ
林
は
、
縄
文
時
代
以

降
渡
来
し
た
ウ
ル
シ
が
、
漆
液
を
採
る
た
め
に

植
栽
・
育
成
さ
れ
、
人
が
利
用
・
管
理
す
る
こ

と
で
成
立
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

　

日
本
で
は
北
海
道
か
ら
徳
島
県
ま
で
分
布
し

漆
液
が
採
取
さ
れ
て
い
ま
す
が
（
▼
P. 

12
）、
そ

の
生
産
量
の
７
割
は
岩
手
県
二に

の
へ戸

市
な
ど
が
占

め
、
つ
い
で
茨
城
県
常
陸
大
宮
市
、
大だ

い

子ご

町
な

ど
奥
久
慈
地
方
が
２
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

漆
器
を
は
じ
め
と
す
る
漆
工
芸
は
、
中
国
で

も
古
来
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
日
本
で
は
い

く
つ
も
の
縄
文
遺
跡
か
ら
漆
塗
り
の
土
器
や
櫛く

し

、

弓
、
ヤ
ジ
リ
を
柄
に
つ
け
る
接
着
剤
と
し
て
漆

を
利
用
し
た
痕
跡
な
ど
が
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
、
縄
文
時
代
早
期
（
約
９
０
０
０
年
前
）

の
垣
ノ
島
Ｂ
遺
跡
（
北
海
道
函
館
市
）
か
ら
発
掘
さ

れ
た
装
飾
品
に
は
赤
色
顔
料
と
漆
が
利
用
さ
れ

て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、
鳥
浜
貝
塚
（
福
井

県
若
狭
町
）
の
１
万
年
を
超
え
る
古
い
地
層
か
ら

実生苗　春に新芽から葉を広げ始めた。 葉　葉の軸の左右に9〜15枚の小葉が奇数枚、鳥の羽根のようにならぶ。
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ウ
ル
シ
の
枝
が
発
掘
さ
れ
る
な
ど
、
日
本
で
の

漆
文
化
の
歴
史
は
、
考
古
学
の
新
し
い
発
見
と

と
も
に
、
大
き
く
さ
か
の
ぼ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

■   

漆
液
の
採
取

　

ウ
ル
シ
は
、
い
ち
ば
ん
外
側
の
年
輪
（
辺
材
）

と
樹
皮
と
の
間
に
形
成
層
と
よ
ば
れ
る
生
育
の

活
発
な
層
が
あ
り
、
形
成
層
の
す
ぐ
外
側
が
内

樹
皮
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。
内
樹
皮
に
は
、
水

分
や
養
分
を
運
ぶ
管
が
縦
に
走
り
、
さ
ら
に

樹
脂
を
つ
く
る
樹
脂
道
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ

く
っ
て
い
ま
す
。

　

ウ
ル
シ
が
傷
つ
け
ら
れ
る
と
、
樹
脂
道
か
ら

漆
液
が
流
れ
出
て
、
空
気
に
ふ
れ
る
こ
と
で
粘

り
が
ま
し
て
、
か
た
ま
り
ま
す
。
い
わ
ば
、
か

さ
ぶ
た
を
つ
く
る
よ
う
な
も
の
で
、
漆
液
が
か

た
ま
る
こ
と
で
、
菌
の
侵
入
を
防
い
だ
り
、
傷

を
治
し
た
り
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

漆
液
を
採
取
す
る
に
は
、
ウ
ル
シ
の
幹
に
傷

を
つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
漆う

る
し掻か

き
」と
い
い
ま
す
。ま
た
、ウ
ル
シ
の
実
か
ら
は
、

ろ
う
そ
く
の
原
料
と
な
る
蝋ろ

う

を
と
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
江
戸
時
代
は
、
こ
の
蝋
を
と
る

た
め
の
実
の
収
穫
と
、
漆
液
を
採
る
た
め
の
漆

掻
き
を
同
時
に
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
木
を

育
て
な
が
ら
数
年
に
一
度
漆
液
を
採
る
「
養
生

掻
き
」
と
い
う
採
取
法
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

い
ま
で
は
、
１
年
で
よ
り
多
く
の
漆
液
を
採
取

す
る
た
め
に
漆
を
掻
い
た
あ
と
に
木
を
伐
採
す

る
「
殺
し
掻
き
」
が
お
も
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。　

漆
うるし

掻
か

き

漆液を採取する「漆掻き」は、６月から11月の漆液の粘度が低く

採取のしやすい時期に行われる。まず、カマで樹皮を平らに削り

落とし、つぎにカンナで一文字に傷をつける。さらにカンナの反

対側についているメサシとよばれる刃で辺材部まで傷をつけ、で

てきた漆液をヘラで掻きとって掻き樽へと集める。最初に傷をつ

けてから、4日おきに傷をつけては採取をくり返す。傷をつけて４

日おくことで、ウルシは傷を治すためにより多くの漆液を生産す

る。最初に傷をつける「目立て」の後、初夏の「初
はつ

漆
うるし

」から夏の「盛
さかり

漆
うるし

」「末
すえ

漆
うるし

」秋の「裏
うら

目
め

漆
うるし

」そして、初冬の「留
とめ

漆
うるし

」まで順次、漆液を

掻いていく。採取する時期によって、漆の質がちがう。

ウルシの断面とにじみでる漆液

樹皮には外樹皮と内樹皮があり、内樹皮に水や養分

を運ぶ管がある。さらに樹脂道が縦横に走っている。

樹皮が傷つけられると、からだを守るために形成層

の外側にさらに樹脂道がつくられて、より多くの樹

脂で傷をふさごうとする。加えて、内側の辺材が傷

つけられることで木部樹液が流れでて、樹脂ととも

に漆液として流出する。
辺材

外樹皮

内樹皮

形成層

辺材

心材
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■   

漆
の
精
製
と
科
学

　

漆
液
は
、
お
も
に
ウ
ル
シ
オ
ー
ル
と
よ
ば
れ

る
脂
質
成
分
と
水
分
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。

に
じ
み
で
た
漆
液
は
空
気
中
の
酸
素
に
ふ
れ
る

と
液
に
ふ
く
ま
れ
る
酵
素
（
ラ
ッ
カ
ー
ゼ
）
が
は
た

ら
き
、
粘
度
を
増
し
て
数
時
間
で
固
化
し
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
採
取
し
た
漆
液
は
樽
に
移

さ
れ
、
空
気
に
ふ
れ
な
い
よ
う
に
紙
の
フ
タ
を

し
て
保
存
し
ま
す
。
１
カ
月
ほ
ど
発
酵
が
進
む

と
、
そ
の
後
は
落
ち
着
く
の
で
、
紙
の
フ
タ
を

交
換
し
な
が
ら
涼
し
い
と
こ
ろ
に
保
管
し
て
保

存
し
ま
す
。

　

採
取
し
た
ま
ま
の
漆
液
が「
荒あ

ら

味み

漆う
る
し

」で
す
。

荒
味
漆
に
は
、
樹
皮
な
ど
の
ゴ
ミ
が
ふ
く
ま
れ

て
い
る
の
で
、
布
で
濾ろ

か過
し
て
と
り
の
ぞ
き
ま

す
。
こ
う
し
て
で
き
た
の
が「
生き

漆う
る
し

」で
す
。

　

さ
ら
に
、
漆
の
質
を
高
め
る
た
め
に
、「
ナ
ヤ

シ
」と「
ク
ロ
メ
」と
い
う
精
製
作
業
を
行
い
ま
す
。

「
ナ
ヤ
シ
」は
、生
漆
を
よ
く
か
き
ま
ぜ
る
こ
と
で
、

本
来
は
溶
け
合
わ
な
い
脂
質
の
ウ
ル
シ
オ
ー
ル

と
水
の
粒
子
を
き
め
こ
ま
か
く
す
る
こ
と
で
混

ぜ
あ
わ
せ（
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
）、
木
地
に
塗
っ
た
と
き

に
厚
み
や
ツ
ヤ
が
で
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
炎
天
下
で
40
℃
を
超
え
な
い
よ
う
に

し
な
が
ら
か
き
ま
ぜ
て
、
水
分
を
３
〜
５
％
ま

で
飛
ば
す
「
ク
ロ
メ
」
を
行
う
こ
と
で
、
酸
化

が
進
み
、
色
が
黒
っ
ぽ
く
な
っ
て
ほ
ど
よ
い
粘

り
を
生
み
だ
し
ま
す
。

漆の成分と固化するしくみ

生漆には、ウルシオールが60~65％、水

分が20〜30％のほか、ゴム質（多糖類）、

糖タンパク、ラッカーゼ（酸化酵素）がふく

まれている。漆液が空気にふれることで、

酵素のラッカーゼがウルシオールなどの成

分を結びつけ固化する。水がぬける乾燥で

固化するのではなく、ラッカーゼによって

酸化重合することでかたまる。

漆の精製。ナヤシ（上）とクロメ（下）

生漆をかきまぜつづけると、粒子が細かく均一になり乳白色

になる（ナヤシ）。さらに天日にあててかきまぜると酸化して

色が黒っぽい透明感のあるクロメ漆となる。

特集◉

漆とウルシ

カマ　樹皮を削る

ヘラ　
漆液を掻き採る

カンナ　
傷をつける

メサシ

掻き樽（タカッポ）
漆液を入れる

漆掻きの道具

生漆荒味漆

ウルシオール
60〜65%

水分
20〜30%

ゴム質
5〜7%

糖タンパク
2〜5%

ラッカーゼ
0.2%

ウルシ林
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浄法寺塗（岩手県二戸市）

秀衡塗（岩手県平泉町）

鳴子漆器（宮城県大崎市）

津軽塗（青森県弘前市）

川連漆器（秋田県湯沢市）

村上堆朱（新潟県村上市）

輪島塗（石川県輪島市）
高岡漆器（富山県高岡市）

金沢漆器（金沢県金沢市）
山中漆器（石川県加賀市）

越前漆器（福井県越前市）
若狭塗（福井県小浜市）

京漆器（京都府京都市）
大内塗（山口県山口市）

讃岐漆器（香川県高松市）
紀州漆器（和歌山県海南市）
奈良漆器（奈良山県奈良市）

飛騨春慶（岐阜県高山市）
静岡漆器（静岡県静岡市）
木曽漆器（長野県塩尻市）
小田原漆器（神奈川県小田原市）

鎌倉彫（神奈川県鎌倉市）
江戸漆器（東京都）

会津漆器（福島県会津若松市）

土佐古代塗（高知県高知市）

藍胎漆器（福岡県久留米市）

琉球漆器（沖縄県那覇市）

■   

漆
の
色
と
加
飾

　

縄
文
時
代
か
ら
、
器
物
を
は
じ
め
と
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
を
漆
は
彩
っ
て
き
ま
し
た
。
垣

ノ
島
Ｂ
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
９
０
０
０
年
前
の

も
の
と
さ
れ
る
装
飾
品
も
、
赤
色
顔
料
と
と
も

に
漆
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま

す
。
朱あ

か

い
色
は
、
生
命
力
を
喚
起
す
る
も
の
と

し
て
、
古
代
よ
り
好
ま
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
生
漆
を
精
製
し
た
だ
け
の
ク
ロ

メ
漆
は
、
透
明
な
黒
茶
色
を
し
て
い
る
の
で
、

そ
の
ま
ま
木
地
に
塗
り
重
ね
て
も
木
目
の
透
け

た
塗
装
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
透す

き

漆う
る
し

」
と
い

い
ま
す
。
漆
に
色
を
つ
け
る
に
は
、
朱し

ゅ

漆う
る
しで

は
、

ベ
ン
ガ
ラ
（
酸
化
第
二
鉄
）
や
辰し

ん
し
ゃ砂

（
硫
化
水
銀
）、

黒
漆
で
は
、
鉄
粉
や
煤
な
ど
を
生
漆
に
混
ぜ
て

ナ
ヤ
シ
・
ク
ロ
メ
作
業
を
行
う
こ
と
で
色
を
着

け
ま
す
。
ま
た
、
植
物
油
を
溶
媒
と
し
て
混
ぜ

る
こ
と
で
、
つ
や
や
か
な
光
沢
を
だ
す
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　

漆
は
、原
料
の
混
ぜ
方
や
精
製
の
仕
方
に
よ
っ

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
質
感
の
塗
装
を
施
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
に

よ
る
装
飾
を
施
す
「
加
飾
」
に
よ
っ
て
、
産
地

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
あ
る
漆
工
芸
品
を
つ

く
っ
て
き
ま
し
た
。

■  
漆
と
ウ
ル
シ
の
こ
れ
か
ら

　

森
林
総
合
研
究
所
で
は
、
日
本
各
地
の
ウ
ル

シ
植
栽
地
で
植
栽
木
を
枯
死
さ
せ
て
い
る
白し

ろ

紋も
ん

ウルシの花の蜂蜜

岩手県二戸市では、ウルシの花期に集

めた蜂蜜を特産品として売っている。

輪島塗蒔絵椀

漆は、一説によると「うるわし」「うるお

す」という言葉からそう呼ばれるように

なったともいわれる。漆器には、深み

のある光沢がそなわっている。

ウルシ林の植栽地 ●
　　　　と
漆器の代表的な産地 ●

実生苗、分根苗、萌芽更新

ウルシ資源をふやす方法には、タネから育

てる実生苗、根から発芽させる分根苗、切

り株や根からの萌芽を使う萌芽更新があ

る。実生苗は、いちどに多くの苗をふやす

ことができて多様性を確保することができ

る。一方、分根苗は漆液が多く採れるなど

の優良木を効率よくふやすことができる。

ウルシの実と漆蝋のろうそく

ウルシの近縁種であるハゼノキから

採る木蝋が広く知られるが、ウルシ

の実からも木蝋を採ることができる。
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羽ぱ

病び
ょ
うや
疫え

き

病び
ょ
う、
実
生
苗
の
生
産
を
阻
害
す
る
う

ど
ん
こ
病
の
研
究
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

漆
液
を
早
期
に
低
コ
ス
ト
で
生
産
す
る
た
め
の

萌
芽
木
の
密
度
管
理
な
ど
、
ウ
ル
シ
林
の
造
成
・

管
理
に
つ
い
て
の
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

生
漆
の
生
産
量
は
、
バ
ブ
ル
期
を
経
て
、
高

度
経
済
成
長
期
の
16
分
の
１
に
ま
で
減
っ
て
い

ま
す
。
生
業
と
し
て
ウ
ル
シ
を
育
て
、
漆
液
を

採
取
す
る
生
産
者
は
、
暮
ら
し
が
成
り
立
ち
に

く
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
な
か
、平
成
27
年
に
文
化
庁
は
、

国
宝
・
重
要
文
化
財
建
造
物
の
保
存
・
修

復
に
は
、
原
則
と
し
て
国
産
漆
を
使
う
こ

と
を
通
知
し
ま
し
た
。
ま
た
、
国
宝
・

重
要
文
化
財
の
保
存
・
修
復
の
た
め

に
は
、
年
間
平
均
2.2
ｔ
の
漆
が
必
要
と

さ
れ
る
と
の
調
査
結
果
を
発
表
。
こ
れ
を
受
け

て
、
漆
の
生
産
を
ふ
や
す
機
運
が
高
ま
っ
て
い

ま
す
。

　

森
林
総
合
研
究
所
で
は
、
漆
液
の
増
産
に
つ

な
が
る
優
良
遺
伝
子
を
も
つ
ク
ロ
ー
ン
の
選
抜

や
、
ウ
ル
シ
の
植
栽
適
地
の
検
討
な
ど
、
健
全

な
ウ
ル
シ
林
を
育
て
る
た
め
の
研
究
を
つ
づ
け

て
い
ま
す
（
P. 

14
〜
17　

▼
研
究
の
森
か
ら
参
照
）。

　

漆
は
強
靱
で
、
環
境
へ
の
負
荷
も
少
な
く
、

ま
た
工
芸
的
な
美
し
さ
を
も
っ
た
す
ぐ
れ
た
塗

料
で
す
。
伝
統
工
芸
へ
の
利
用
や
補
修
は
も
ち

ろ
ん
で
す
が
、
身
近
な
暮
ら
し
の
中
で
、
気
軽

に
使
え
る
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
の
世
界
も
切
り
拓

い
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

『地域資源を活かす　生活工芸双書　漆１』

（室瀬和美　田端雅進　監修　農文協）

漆掻きと漆工、ウルシ利用について。
1966

（kg）

1976 1986 1996 2006 2014 2015 2016 2017 2018

（年）

特集◉

漆とウルシ

☜参
考に
した
本

輪島塗蒔絵金蒔

筆に漆をつけて描き、金銀粉を蒔きつ

けて定着させ、文様を表す。平
ひら

蒔
まき

絵
え

、

高
たか

蒔
まき

絵
え

、研
とぎ

出
だし

蒔
まき

絵
え

などの技法がある。
［写真提供］ 輪島塗蒔絵金蒔、蒔絵筆、輪島

塗蒔絵椀＝輪島市

ウルシの持続的管理への取り組みのひとつ

白紋羽病によるウルシ集団枯死（上）と、枯死を引き起

こす白紋羽病菌（下）。伝染機構の解明や防除について

研究を行っている。

ウルシ染め

ウルシの材にふくまれる黄色

いポリフェノール成分には、

すぐれた染色性がある。左

は石川県鳳珠郡穴水町で行

われているウルシ染め。

生漆生産量の推移

3mm

13 特集◉漆とウルシ



伝
統
文
化
を
支
え
る
国
産
漆
の
供
給
危
機

　

ウ
ル
シ
は
、
日
本
や
中
国
に
広
く
分
布
し
て

い
る
ウ
ル
シ
科
の
落
葉
高
木
で
す
。
そ
の
ウ
ル

シ
か
ら
得
ら
れ
る
、樹
脂
を
含
む
木
部
の
樹
液（
漆

液
）
が
「
漆う

る
し

」
で
す
。
漆
は
、
９
０
０
０
年
前

の
縄
文
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
天
然
塗
料
で
、

接
着
剤
や
食
器
（
漆
器
）
な
ど
と
し
て
用
い
ら
れ

る
だ
け
で
な
く
、
国
宝
や
重
要
文
化
財
の
保
存
・

修
復
に
欠
か
せ
な
い
材
料
で
も
あ
り
ま
す
。

　

平
成
19
年
度
か
ら
は
日
光
の
重
要
文
化
財
の

保
存
・
修
復
に
も
使
用
さ
れ
、
国
産
漆
の
安
定

的
な
供
給
需
要
体
制
を
確
立
す
る
必
要
性
が
高

ま
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
国
宝
や
重
要
文
化
財

は
、
本
来
の
手
法
で
保
存
・
修
復
す
る
こ
と
が

文
化
の
継
承
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
漆
は
日

本
の
伝
統
文
化
に
お
い
て
象
徴
的
な
資
材
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
文
化
庁
が
国
宝
や
重
要
文
化
財

の
保
存
・
修
復
事
業
で
使
用
す
る
漆
の
原
則

１
０
０
％
国
産
化
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
必

要
量
を
ま
か
な
う
た
め
に
は
、
今
後
、
年
平
均

約
2.2
ト
ン
の
漆
液
が
必
要
と
さ
れ
、
現
在
の
国

内
生
産
量
約
1.2
ト
ン
を
倍
増
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

優
良
ク
ロ
ー
ン
の
選
抜

　

国
産
漆
の
１
０
０
％
化
に
向
け
た
ウ
ル
シ
の

優
良
ク
ロ
ー
ン
（
生
産
に
適
し
た
お
な
じ
遺
伝
情
報

を
も
つ
個
体
）
を
選
抜
す
る
た
め
に
、Ｄ
Ｎ
Ａ
マ
ー

カ
ー
を
開
発
し
ま
し
た
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
マ
ー
カ
ー
と

い
う
の
は
、
調
べ
た
い
遺
伝
子
を
追
跡
す
る
た

め
の
目
印
と
な
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
の
こ
と
で
す
。

茨
城
県
に
あ
る
分
根
苗
を
使
っ
て
造
成
さ
れ
た

ウ
ル
シ
林
の
31
個
体
に
そ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
マ
ー
カ
ー

を
組
み
込
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ロ
ー
ン
の
遺
伝

構
造
を
調
査
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
調
査
し
た
ウ
ル
シ
林
に
は
４
つ

の
異
な
る
ク
ロ
ー
ン
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
一
方
、こ
れ
ら
４
つ
の
ク
ロ
ー

写真１　漆滲出量の評価　
　　　　漆搔き職人の富永司氏が漆採取を行う。

写真２２　漆がよく出るクローン（左）とあまり出ないクローン（右）
　　　　　漆がよく出るクローンは樹皮上に漆が垂れている。

ン
に
つ
い
て
漆
液
の
滲
出
量
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

約
３
倍
の
ひ
ら
き
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
写
真
１

写
真
２

。
以
上
の
結
果
か
ら
、

漆
液
の
滲
出
量
と
ク
ロ
ー
ン
の
対
応
関
係
を
明
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ら
か
に
す
れ
ば
、
効
率
的
に
優
良
ク
ロ
ー
ン
を

選
抜
し
、
生
産
力
の
高
い
ウ
ル
シ
林
を
造
成
で

き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

遺
伝
資
源
の
評
価

　

全
国
に
生
育
し
て
い
る
ウ
ル
シ
林
の
遺
伝
的

多
様
性
や
遺
伝
構
造
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
ま
せ
ん
。
ウ
ル
シ
林

の
遺
伝
的
多
様
性
を
調
べ
る
こ
と
は
、
遺
伝
資

源
量
を
把
握
し
、
優
良
な
ク
ロ
ー
ン
選
抜
や
今

後
の
育
種
を
進
め
る
上
で
と
て
も
重
要
で
す
。

　

そ
こ
で
、
ウ
ル
シ
遺
伝
資
源
量
を
知
る
た
め

に
開
発
し
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
マ
ー
カ
ー
を
利
用
し
て
、

全
国
の
漆
の
主
要
産
地
７
カ
所
に
あ
る
比
較
的

大
き
な
９
つ
の
ウ
ル
シ
林
の
遺
伝
的
多
様
性
を

調
べ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
ウ
ル
シ
林
の
集
団

に
よ
っ
て
は
多
様
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
す
一
方
で
、
種
苗
が
移
動
し
て
混
在
し
た

と
考
え
ら
れ
る
集
団
内
の
遺
伝
構
造
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
図
１

。

　

ウ
ル
シ
の
育
成
に
は
長
期
間
を
要
す
る
だ
け

で
な
く
、
維
持
管
理
に
は
下
刈
り
な
ど
の
労
力

が
必
要
な
こ
と
か
ら
大
規
模
な
林
を
管
理
す
る

の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
、
ウ
ル
シ

の
遺
伝
資
源
を
管
理
す
る
た
め
に
は
、
い
ま
あ

る
ク
ロ
ー
ン
を
長
期
的
に
保
存
し
て
、
１
つ
の

ウ
ル
シ
林
の
規
模
や
そ
の
中
の
ク
ロ
ー
ン
数
な

ど
に
つ
い
て
、
現
実
的
な
管
理
手
法
の
検
討
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

図１　全国９ウルシ林を対象とした遺伝的な関係図
図のマーカー（●）はウルシ１個体を示しており、この図に

よってウルシ個体間の遺伝的な類似性を表している。同じ色

のマーカーは、同じウルシ林から収集した個体である。同じ

ウルシ林からの個体は基本的にまとまっており、遺伝的に

も類似している。逆に、同じウルシ林からの個体が別のまと

まりに入ることもあり、これは別のウルシ林から苗が移動し

た可能性を示している。例えば、赤は弘前のウルシ林からの

個体であり１つにまとまっているが、このまとまりには岡山

（紫）や石川（黄）の個体も入っており、これらの個体は弘前か

ら岡山または石川に苗を移動させたことをうかがわせる。浄

法寺（青系）は大きくみると１つのまとまりになっているが、

他の林からの個体も入り交じり、大きく２つに分けられるよ

うに見える。

浄法寺の2つの森

岡山

山梨

石川

ウルシ林の産地

山形の2つの森

奈良

弘前

15 シリーズ◉研究の森から

井城 泰一　Iki Taiichi

林木育種センター東北育種場

田端 雅進　Tabata Masanobu

東北支所

Q1. なぜ研究者に？
　今から考えると、小さい頃から科学に興味

があったので、それがきっかけになったのか

なと考えています。

Q2. 影響を受けた本や人など
　大学時代の先生や学位論文の指導をしていた

だいた先生です。また、同僚を含む、これまで

出会ってきた多くの研究者からも刺激を受けて

います。研究に対する姿勢や情熱など、日々刺

激を受けています。

Q3. 研究の魅力とは？
　育種の研究や事業で開発された品種を通じ

て社会に貢献することが目標であり、研究を

続けるモチベーションになっています。

Q4. 若い人へ
　「知りたい」という好奇心を持って研究を続

けてほしいです。

（井城）



ウ
ル
シ
を
植
え
て
み
た
も
の
の

　

い
ま
、
国
宝
や
重
要
文
化
財
の
保
存
・
修
復

の
た
め
に
、
国
産
漆
を
増
産
す
る
必
要
性
が
高

ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
遊
休
農
地

を
有
効
に
利
用
す
る
た
め
の
対
策
の
ひ
と
つ
と

し
て
ウ
ル
シ
の
植
栽
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
ウ
ル
シ
を
植
え
て
み
た
も
の
の
、
木

の
枝
先
が
枯
れ
る
「
梢
端
枯
れ
」
が
起
き
た
り

枯
死
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
成
長
が
必
ず
し

も
順
調
で
な
い
林
も
で
て
き
て
い
ま
す
写
真
１

。

ウ
ル
シ
の
植
栽
適
地
と
は
？

　

そ
こ
で
、
ウ
ル
シ
が
植
栽
さ
れ
た
土
地
の
現

地
調
査
や
土
壌
分
析
を
行
っ
て
、
ウ
ル
シ
の
生

育
良
好
地
と
生
育
不
良
地
の
立
地
条
件
を
そ
れ

ぞ
れ
検
討
し
て
み
ま
し
た
。

　

土
壌
の
断
面
を
観
察
す
る
と
、
生
育
不
良
地

写
真
２

で
は
、
地
下
水
位
が
高
く
極
め
て
過
湿

な
土
の
層
や
、
非
常
に
堅
く
し
ま
っ
た
土
の
層

が
浅
い
深
さ
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
多

く
の
生
育
不
良
地
は
、
根
が
問
題
な
く
伸
長
で

き
る
有
効
土
層
が
薄
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
土
壌
は
、
排
水
が
不
良
で
、
一
定

期
間
水
が
停
滞
す
る
た
め
に
生
成
さ
れ
る
「
グ

ラ
イ
土
」
や
、「
泥
炭
土
」
に
相
当
す
る
こ
と
が

多
く
、
こ
の
土
壌
の
タ
イ
プ
は
ウ
ル
シ
の
植
栽

に
は
適
さ
な
い
と
い
え
ま
す
。

　

一
方
で
、
生
育
良
好
地
写
真
３

で
は
、
軟
ら

か
な
土
の
層
が
60
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
、
場

合
に
よ
っ
て
は
１
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
厚
み
を

も
っ
て
お
り
、
根
が
伸
長
で
き
る
有
効
土
層
が

不
良
地
に
比
べ
て
厚
い
こ
と
や
図
１

、
水
分
が
過

湿
に
な
る
こ
と
が
な
い
土
壌
で
し
た
。
こ
れ
ら

の
多
く
は
「
適
潤
性
褐
色
森
林
土
」
や
「
適
潤

性
黒
色
土
（
黒
ボ
ク
土
）」
に
相
当
し
て
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
生
育
不
良
地
に
比
べ
て
良
好
地
の

土
壌
は
、
通
気
性
や
透
水
性
に
重
要
な
孔
隙
率

が
高
く
図
２

、
保
肥
（
養
分
保
持
）
力
の
指
標
で

あ
る
陽
イ
オ
ン
交
換
容
量
（
Ｃ
Ｅ
Ｃ
）
も
高
い

図
３

こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
は
、
こ
れ
ま
で
経
験
的
に
い
わ

れ
て
き
た
「
ウ
ル
シ
は
養
分
に
富
み
、
軟
ら
か
い

表
土
が
深
く
、
排
水
良
好
で
乾
燥
し
過
ぎ
な
い

適
潤
な
土
地
を
好
む
」
と
一
致
し
て
い
ま
し
た
。

健
全
な
ウ
ル
シ
林
の
拡
大
の
た
め
に

　

林
業
関
係
者
の
中
で
、
古
く
か
ら
馴
染
み
深

い
言
葉
と
し
て
、「
尾
根
マ
ツ
、
沢
ス
ギ
、
中

ヒ
ノ
キ
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

写真２　生育不良地の土壌の断面
水田からの転換地

写真３　生育良好地の土壌の断面
畑からの転換地

写真１　梢
しょう

端
たん

枯
が

れや枯死がみられたウルシ

は
、
そ
の
場
所
の
地
形
や
土
壌
な
ど
の
立
地
条

件
を
考
え
て
、
そ
の
地
の
土
壌
に
適
し
た
樹
木

を
選
ん
で
造
林
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
と
い

う
、
長
年
の
経
験
か
ら
培
わ
れ
た
「
適
地
適
木
」

の
基
本
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
ウ
ル
シ
を
植
え
、

健
全
な
ウ
ル
シ
林
を
拡
大
す
る
際
に
も
、
こ
の

原
則
は
例
外
で
あ
り
ま
せ
ん
。
ウ
ル
シ
の
植
栽

を
考
え
る
際
に
は
、
過
去
に
ど
の
よ
う
な
土
地

利
用
が
さ
れ
て
き
た
の
か
、
土
地
利
用
の
履
歴

に
留
意
し
な
が
ら
、
水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
た
と
こ
ろ
や
、
斜
面
下
部
の
水
が
停
滞
す
る

よ
う
な
場
所
に
は
、
ウ
ル
シ
を
植
栽
す
る
こ
と

を
避
け
、
ウ
ル
シ
の
植
栽
適
地
を
適
切
に
選
ぶ

こ
と
が
肝
要
で
す
図
４

。
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研究の森から

平井 敬三 Hirai Keizo　

立地環境研究領域

ウルシを健全に
育てるための
適地とは？



図４　ウルシの生育良好地、生育不良地の立地条件

生育不良地の土壌
（水田からの転換地など
　水が停滞しやすい平坦な場所）

活着不良・生育不良を誘引

堅く、しまった土の層

梢端枯れや枯死の発生

伸びない根
過湿な土の層

生育良好地の土壌
（畑からの転換地や緩斜面の林）

軟らかく、
有効土層が厚く、
土壌孔隙が多い。

保肥（養分保持）力の
高い土の層

図２　孔隙率（透水性や通気性の指標）と
　　　土壌の深さの関係
ウルシの根が多く分布する表層土壌（0〜40cm

深）の孔隙率は、生育良好地の方が不良地より高い

傾向がみられた。 このことは、生育良好地の透水

性や通気性が良好で、不良地の土にくらべて好気

環境にあることを示唆している。

孔隙率（vol％）

土
壌
の
深
さ

（ｃｍ）

50 60 70

100

0

20

40

60

80

80

真室川：生育良 真室川：生育不良 網走：生育良 網走：生育不良

ウルシが良好な生育に

⇒ ⇒

生育良好地生育不良地

図１　生育良好地と不良地の
　　　有効土層の厚さ
ウルシの根が支障なく伸長でき

る有効土層は、生育不良地に比

べ良好地で厚い傾向がみられた。

グラフは、各地域で調査した値

の平均値。

土
壌
の
深
さ

（ｃｍ）

100

0

20

40

60

80

 *(p=0.046)

a

b

102±12 cm70±37 cm

17 シリーズ◉研究の森から

Q1. なぜ研究者に？
　子どもの頃から好奇心が強く、日々の疑問

に対して自分自身で答えをみつけることがで

きる研究者という職業に憧れを持っていまし

た。大学に入学した頃は、当時ブームだった

バイテクの研究者になりたいと思っていまし

たが、研究所に採用されてから森林土壌の研

究者になりました。

Q2. 影響を受けた本や人など
　小学３年生の時の国語の教科書です。チン

パンジーの１日の生活を知るために、生態学

者である大学の先生が山に行って穴を掘り、

１日中、穴の中でチンパンジーの生活を観察

する、という内容だったと記憶しています。

研究を生業とした学者の、そうしたとても地

道な調査によって、自分もふくめた子どもた

ちや人びとの好奇心が満たされているんだ、

という事実を知って、小学生ながらにすごく

衝撃を受けたことを鮮明に覚えています。

Q3.研究の醍醐味とは？　

　ある問題（疑問）に対して、自分自身で計

画した調査、実験を通じて、答えをみつける

ことができる点だと思います。

Q4. 若い人へ
　「初心忘るべからず」です。いろんなステー

ジでの「初心」を心に留めながら、ステップ

アップしていければよいと思っています。

（小野）

小野 賢二 Ono Kenji　

東北支所

平井 敬三 Hirai Keizo　

立地環境研究領域

図３　陽イオン交換容量（養分保持力の指標）と
　　　土壌の深さの関係
ウルシの根が多く分布する表層土壌（0〜40cm深）

の陽イオン交換容量は、生育良好地の方が不良地

より高い傾向がみられた。

陽イオン交換容量（cmol/kg）

土
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樹
木
の
生
育
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
環

境
か
ら
の
影
響
を
ス
ト
レ
ス
と
い
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
著
し
い
強
光
や
高
温
、
水
分
不
足
な

ど
で
す
が
、
塩
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

平
成
23
年
の
東
日
本
大
震
災
で
は
津
波
に

よ
っ
て
農
林
地
に
高
濃
度
の
塩
が
蓄
積
し
、
樹
木

が
枯
れ
た
り
、
農
地
改
良
が
必
要
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
平
成
30
年
の
台
風
24
号
は
海
水
か

ら
大
量
の
塩
分
を
関
東
地
方
に
も
た
ら
し
、
イ

チ
ョ
ウ
な
ど
の
樹
木
の
葉
が
、
秋
の
黄
葉
を
前
に

し
て
枯
れ
る
と
い
う
被
害
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

塩
は
ど
の
よ
う
に
し
て
樹
木
の
生
育
を
さ
ま

た
げ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

図
１
は
水
耕
栽
培
の
ポ
プ
ラ
に
24
時
間
塩
水

を
与
え
、
そ
の
後
、
真
水
に
換
え
る
栽
培
実
験

の
結
果
で
す
。
塩
水
を
与
え
て
２
時
間
後
の
ポ

プ
ラ
は
萎
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
浸
透
圧
の
高

い
塩
水
か
ら
水
を
吸
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
こ
と
が
原
因
で
す
。
吸
水
困
難
の
た
め
に
枯

死
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
ポ
プ
ラ
で
す
が
、
意

外
な
こ
と
に
５
〜
24
時
間
後
に
は
萎
れ
か
ら
回

復
し
ま
し
た
。
こ
の
謎
を
解
く
た
め
、
葉
に
含

ま
れ
る
Na
（
ナ
ト
リ
ウ
ム
）
イ
オ
ン
を
測
定
す
る

と
、
急
激
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
Na
の
蓄
積
に
よ
っ
て
ポ
プ
ラ
内
部
の
浸

透
圧
が
高
ま
り
、
ふ
た
た
び
吸
水
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
萎
れ
か
ら
回
復
し
た
と
推
定
さ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
塩
水
か
ら
真
水
に
換
え
て
栽

培
を
続
け
る
と
、
次
第
に
元
気
が
な
く
な
り
、

６
日
後
に
は
枯
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

高
濃
度
に
蓄
積
し
た
Na
が
、
ポ
プ
ラ
の
生
理
反

応
を
阻
害
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
塩
ス
ト
レ
ス
に
は
、
異
な
る
２

つ
の
ス
テ
ッ
プ
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。
早
い

段
階
で
は
浸
透
圧
に
よ
る
被
害
が
あ
り
、
そ
の

時
に
高
濃
度
の
Na
を
蓄
積
し
て
し
ま
う
と
、
そ

の
後
で
Na
イ
オ
ン
に
よ
る
被
害
を
被
る
の
で
す
。

（
２
０
１
９
年
2
月
15
日
開
催
講
座
よ
り
）

　樹木もストレスをうける！？

5月22日（金曜日）

「永久凍土地帯に広がる
酔っぱらいの森のナゾ」

 藤井 一至（立地環境研究領域）

6月19日（金曜日）

「大気からの窒素流入が多い森林の渓流水」
小林 政広（立地環境研究領域）

7月15日（水曜日）

「知っていると木造建築が
おもしろくなる集成材とCLT」

平松 靖（複合材料研究領域） 

9月17日（木曜日）

「ナノのちからで木材を長く美しく」
石川 敦子（木材改質研究領域）

11月6日（金曜日）

「長生ききのこ「サルノコシカケ」の秘密」
服部 力（きのこ・森林微生物研究領域）

12月11日（金曜日）

「アロマでいっぱい森の土」
 森下 智陽（東北支所）

1月15日（金曜日）

「乾燥に強いスギをみきわめる」
高島 有哉（林木育種センター）

2月10日（水曜日）

「木をつくり換える
－ポプラのバイオテクノロジー」
毛利 武（樹木分子遺伝研究領域）

3月5日（金曜日）

「未知なる道の世界
－森の中につくられた様々な道 」

鈴木 秀典（林業工学研究領域）

●

会場◉多摩森林科学園 森の科学館
時間◉13時15分〜15時
受講料◉無料
お申込の受付は各講座開催日の前月の1日から。
受付は先着順で、講座開催日の1週間前が締切と
なります。
ご希望の講座名・郵便番号・住所・氏名・電話番号・
参加希望者数をご記入の上、往復はがき、または
電子メール でお申し込みください。お申込1通に
対し、1講座3名までの受付とさせていただきます。
なお、新型コロナウィルス感染予防の観点から開
催日時を変更する場合はホームページでご案内し
ます。https://www.ffpri.affrc.go.jp/ffpri.html

◆お問い合わせ
〒193-0843 東京都八王子市廿里町1833-81
多摩森林科学園
電話番号：042-661-1121
HP:https://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/index.html
Email：shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp

横田 智　Yokota Satoru　
樹木分子遺伝研究領域

◀電子メール送付先

　二次元バーコード

▲図１：塩によるストレスがポプラに及ぼす害

0時間後 2時間後

塩水（200mM NaCl） 真水

5時間後 24時間後 3日後 6日後
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オガサワラカワラヒワ

速
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
絶
滅
危
惧
種
の
オ
ガ
サ
ワ
ラ
カ

ワ
ラ
ヒ
ワ
と
い
う
鳥
を
脅
か
し
て
い
る
の

は
、
外
来
哺
乳
類
ク
マ
ネ
ズ
ミ
に
よ
る
捕

食
で
あ
る
可
能
性
も
示
し
ま
し
た
。
現
在
、

オ
ガ
サ
ワ
ラ
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ
は
、
母
島
属
島

と
南
硫
黄
島
に
し
か
生
き
残
っ
て
い
ま
せ

ん
。
ま
た
、
ク
マ
ネ
ズ
ミ
の
い
な
い
母
島

属
島
に
は
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
が
生
息
し
て
お

り
、
こ
こ
で
も
個
体
数
が
減
少
し
て
い
ま

す
。
こ
の
鳥
を
絶
滅
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、

ネ
ズ
ミ
の
駆
除
が
不
可
欠
で
す
。

 

●
２
０
１
９
年
12
月
3
日
掲
載

生
物
多
様
性
保
全
と
温
暖
化
対
策
は
両
立

で
き
る 
＿
生
物
多
様
性
の
損
失
は
気
候

安
定
化
の
努
力
で
抑
え
ら
れ
る

　

森
林
総
合
研
究
所
は
、
立
命
館
大
学
、

京
都
大
学
、
国
立
環
境
研
究
所
、
東
京
農

業
大
学
と
共
同
で
、
パ
リ
協
定
が
目
指
す

長
期
気
候
目
標
（
２
℃
目
標
）
達
成
の
た

め
の
温
暖
化
対
策
が
、
森
林
生
態
系
を
含

む
世
界
の
生
物
多
様
性
に
与
え
る
影
響
に

つ
い
て
評
価
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、２
℃

目
標
の
達
成
に
よ
り
生
物
多
様
性
の
損
失

の
程
度
が
抑
え
ら
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ

ま
し
た
。

　

温
暖
化
を
放
置
し
て
お
く
と
、
気
温
上

昇
に
よ
り
生
物
の
生
息
環
境
が
悪
化
す
る

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
２
℃
目
標
達
成
の
た

め
に
は
、
新
規
植
林
や
バ
イ
オ
燃
料
用
作

物
の
栽
培
と
い
っ
た
土
地
改
変
を
伴
う
温

暖
化
対
策
が
必
要
で
す
が
、
同
時
に
生
物

の
す
み
か
も
奪
い
、
多
様
性
を
低
下
さ
せ

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
本
研
究

で
は
、
２
℃
目
標
達
成
の
た
め
の
温
暖
化

対
策「
あ
り
」と「
な
し
」そ
れ
ぞ
れ
の
場
合

に
お
け
る
将
来
の
生
物
多
様
性
損
失
の
度

◀持続可能な開発目標 (SDGs）

森林総合研究所は、森林・林業・木

材産業等の幅広い研究を通して、国

連の持続的な開発目標（SDGs）の

達成に積極的に貢献しています。

該当する目標と記事のページ数は、

左記の通りです。

P.3, 8 P.3,8,14,16 P.3,14,16

P.18,19,20P.18,19

合
を
、
複
数
の
統
計
学
的
な
推
定
手
法
を

使
っ
て
、
世
界
規
模
で
比
較
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
対
策「
あ
り
」で
２
℃
目
標

を
達
成
し
た
方
が
、「
な
し
」の
ま
ま
で
温

暖
化
が
進
行
し
て
し
ま
っ
た
場
合
と
比
べ

て
、
生
物
多
様
性
の
損
失
の
程
度
を
抑
え

ら
れ
る
こ
と
が
、
世
界
で
初
め
て
示
さ
れ

ま
し
た
。

森
林
総
合
研
究
所
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
プ
レ
ス
リ

リ
ー
ス
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
詳
し
く
お
知

り
に
な
り
た
い
方
は
、
下
記
案
内
よ
り
当

所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

●
２
０
１
９
年
10
月
28
日
掲
載

外
来
哺
乳
類
を
駆
除
し
て
、
鳥
の
数
を
増

や
す 

＿
世
界
自
然
遺
産
小
笠
原
諸
島
の

自
然
再
生
事
業
の
成
功
と
課
題

　

森
林
総
合
研
究
所
は
、
小
笠
原
自
然
文

化
研
究
所
と
共
同
で
、
小
笠
原
諸
島
聟む

こ
じ
ま島

列
島
の
国
有
林
等
に
お
け
る
外
来
種
の
ノ

ヤ
ギ
を
駆
除
す
る
こ
と
で
、
ク
ロ
ア
シ
ア

ホ
ウ
ド
リ
、
オ
ナ
ガ
ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
、
カ

ツ
オ
ド
リ
の
個
体
数
が
急
速
に
回
復
す
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

ノ
ヤ
ギ
が
踏
み
荒
ら
す
こ
と
な
ど
に

よ
っ
て
、
海
鳥
の
繁
殖
を
撹
乱
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ノ
ヤ
ギ
の
駆
除
が
、

海
鳥
の
個
体
数
の
回
復
に
功
を
奏
し
た
例

は
、
世
界
で
も
初
め
て
の
こ
と
で
す
。
海

鳥
は
海
か
ら
陸
に
栄
養
を
運
ん
だ
り
、
ほ

か
の
島
か
ら
種
子
を
運
ん
だ
り
、
生
態
系

内
で
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
果
た
し
ま
す
。

外
来
哺
乳
類
の
駆
除
で
増
加
し
た
海
鳥
に

よ
っ
て
、
傷
つ
い
た
生
態
系
の
修
復
が
加

お問い合わせ
森林総合研究所
企画部　広報普及科　広報係　
TEL　029-829-8372
Emall　kouho@ffpri.affrc.go.jp

プレスリリース等の最新情
報はこちらから→

https://www.ffpri.affrc.
go.jp/topics/index.html

森
林
総
合
研
究
所
研
究
報
告

第
18
巻
４
号
（
通
巻
４
５
２
号
）

▼
論
文

北
海
道
に
お
け
る
地
が
き
ダ
ケ
カ
ン
バ
更

新
地
の
樹
高
成
長
と
表
層
土
壌
理
化
学
性

の
関
係

伊
藤 

江
利
子
、
橋
本 

徹
、
相
澤 

州
平
、

古
家 

直
行
、
石
橋 

聰

ト
ド
マ
ツ
人
工
林
伐
採
後
の
地
が
き
施
業

に
よ
る
カ
ン
バ
等
の
更
新
へ
の
効
果

伊
東 

宏
樹
、
中
西 

敦
史
、
津
山 

幾
太
郎
、

関 

剛
、
倉
本 

惠
生
、
飯
田 

滋
生
、
石
橋 

聰

日
本
の
山
菜
10
種
、
11
部
位
の
セ
シ
ウ
ム

１
３
７
の
食
品
加
工
係
数
と
食
品
加
工
残

存
係
数
：
長
期
保
存
の
た
め
の
レ
シ
ピ
が

放
射
性
セ
シ
ウ
ム
量
を
最
も
減
ら
し
た

清
野 

嘉
之
、
赤
間 

亮
夫

中
部
地
方
で
発
生
し
た
ス
ズ
タ
ケ

（Sasam
orpha borealis

）一
斉
結
実
に

対
す
る
野
ネ
ズ
ミ
個
体
群
の
反
応（
英
文
）

島
田 

卓
哉
、
星
野 

大
介
、
岡
本 

透
、

齋
藤 

智
之
、
野
口 

和
幸
、
酒
井 

武

▼
短
報

カ
ラ
マ
ツ
コ
ン
テ
ナ
苗
に
お
け
る
床
替
苗

根
腐
病

升
屋 

勇
人
、
安
藤 

裕
萌
、
八
木
橋 

勉
、

齋
藤 

智
之
、
野
口 

麻
穂
子

▼
研
究
資
料

森
林
総
合
研
究
所
十
日
町
試
験
地
に
お
け

る
冬
期
の
気
象
お
よ
び
雪
質
の
調
査
資
料
(9)  

(

２
０
１
４
／
１
５
年
～
２
０
１
８
／

１
９
年 

５
冬
期)

竹
内 
由
香
里
、
勝
島 

隆
史
、
遠
藤 

八
十
一

新規植林 バイオ燃料作物

温暖化対策「あり」
対策に伴う
土地改変

大
気温上昇

小

＋２℃

温暖化対策「なし」
気温上昇

大

＋４℃

生息地の減少要因 気候変動 土地改変

対策に伴う
土地改変

小

19 INFORMATION

I N F O R M A T I O NI N F O R M A T I O N



アキグミ

（Elaeagnus umbellata Thunb.）

グミ属の根に形成された根粒

1 センチメートル

自然探訪

アキグミ

7

ア
キ
グ
ミ
は
、
グ
ミ
属
の
落
葉
性
小
高
木
で
す
。

日
本
海
側
の
新
潟
県
、
富
山
県
お
よ
び
石
川

県
な
ど
の
河
原
、
あ
る
い
は
砂
浜
な
ど
に
自
生
し
て

お
り
、
秋
に
な
る
と
、
直
径
５
ミ
リ
ほ
ど
の
赤
い
実

を
た
く
さ
ん
実
ら
せ
ま
す
。

グ
ミ
属
の
樹
木
の
根
を
掘
り
と
っ
て
み
る
と
、

根
に
は
瘤
の
よ
う
な
も
の
が
つ
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
根
粒
（
根
瘤
）
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
す
。

根
粒
は
、
窒
素
固
定
菌
で
あ
る
フ
ラ
ン
キ
ア
菌
が
根

に
感
染
す
る
こ
と
で
つ
く
ら
れ
ま
す
。
ネ
ム
ノ
キ
や

ハ
ギ
と
い
っ
た
マ
メ
科
の
樹
木
の
根
に
も
根
粒
は
つ

く
ら
れ
ま
す
が
、
根
粒
を
形
成
す
る
微
生
物
の
種

類
は
、樹
種
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
て
い
ま
す
。

空
気
の
成
分
の
約
８
割
は
窒
素
で
す
。
窒
素
は

ア
ミ
ノ
酸
や
タ
ン
パ
ク
質
と
し
て
生
物
の
生

育
に
不
可
欠
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
生
物
は
空
気
中

の
窒
素
ガ
ス
を
直
接
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
生
物
が
利
用
で
き
る
ア
ン
モ
ニ
ア
に
窒
素
ガ
ス

を
変
換
す
る
（
窒
素
を
固
定
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
窒
素
固
定
菌
と
呼
ば
れ
る
一
部
の
微
生
物
だ
け

で
す
。
フ
ラ
ン
キ
ア
菌
は
そ
の
ひ
と
つ
で
、
グ
ミ
の

根
に
感
染
す
る
と
根
粒
を
つ
く
り
、
そ
の
中
で
、
大

気
中
の
窒
素
を
ア
ン
モ
ニ
ア
に
変
換
し
ま
す
。
ア
ン

モ
ニ
ア
は
、グ
ミ
の
栄
養
分
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

河
川
敷
や
砂
浜
な
ど
栄
養
分
の
少
な
い
環
境
で
も
、

こ
の
働
き
に
よ
っ
て
、
ア
キ
グ
ミ
は
良
好
に
生
育
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

菌
に
よ
る
根
粒
を
形
成
す
る
樹
木
と
し
て
は
、

グ
ミ
の
他
に
も
、
ハ
ン
ノ
キ
、
モ
ク
マ
オ
ウ
、

ヤ
マ
モ
モ
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
、
砂
防
林
、
防
風
林
、
街
路
樹
な
ど
に
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
栄
養
分
の
少
な
い
環
境

で
も
生
育
で
き
る
の
は
、
根
粒
菌
の
働
き
が
あ
っ
て

の
こ
と
な
の
で
す
。
♣

文と写真◉山中 高史　
研究ディレクター

Yamanaka Takashi
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