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●スギ花粉アレルゲンも様々
●空から雪の深さを測る
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人
間
科
学
学
術
院

　教
授
）

小
笠
原
諸
島
を
「
世
界
自
然
遺
産
」
に
。
い
ま
世
界
遺
産
条
約
締
約
国
会
議（
二

〇
一
〇
年
開
催
）
に
向
け
登
録
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
喜
ば
し
い
こ

と
だ
。

い
う
ま
で
も
な
く
小
笠
原
諸
島
は
海
洋
島
を
特
徴
づ
け
る
独
特
の
島
嶼
生
態
系

を
有
し
、
オ
ガ
サ
ワ
ラ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
、
メ
グ
ロ
、
ム
ニ
ン
ノ
ボ
タ
ン
を
は
じ
め
と

す
る
多
く
の
固
有
種
、
希
少
種
の
ハ
ビ
タ
ッ
ト
で
あ
る
。
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
諸
島
や
ソ
ロ

モ
ン
諸
島
に
比
べ
、
固
有
種
の
数
で
は
緯
度
の
違
い
か
ら
劣
る
と
は
い
え
、
太
平
洋

北
（
西
）
部
で
は
生
物
多
様
性
の
稀
有
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
動
植
物
群
の

進
化
と
展
開
に
お
け
る
、
重
要
な
進
行
中
の
生
態
学
的
・
生
物
学
的
過
程
を
示
す

顕
著
な
例
」（
自
然
遺
産
、
指
定
基
準
２
）
で
あ
り
、「
学
術
上
・
保
全
上
、
顕

著
な
普
遍
的
価
値
を
有
す
る
、
絶
滅
危
惧
種
を
含
む
、
生
物
学
的
多
様
性
の
生
息

保
全
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
自
然
の
ハ
ビ
タ
ッ
ト
」（
同
基
準
４
）
に
ま
ぎ
れ
も

な
く
該
当
す
る
。
琉
球
列
島
と
と
も
に
登
録
に
ふ
さ
わ
し
い
。

た
だ
し
無
条
件
で
は
な
い
。
大
き
な
懸
念
が
あ
る
。
基
準
４
に
あ
る
「
生
物
多

様
性
の
生
息
地
保
全
（in- situ  conservation

）」
と
は
、「
本
来
の
状
態
に
お

け
る
生
息
地
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
条
件
に
合
致
す
る
か
、

ど
う
か
で
あ
る
。
ノ
ヤ
ギ
、
ア
ノ
ー
ル
ト
カ
ゲ
、
オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
、
ア
カ
ギ
な
ど

人
為
的
に
導
入
さ
れ
た
外
来
種
の
跋
扈
と
、
固
有
種
・
希
少
種
へ
の
脅
威
が
、
本

来
の
状
態
の
生
息
地
と
は
程
遠
い
現
状
に
あ
る
か
ら
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
環
境
省
や
農
水
省
は
、
ム
ニ
ン
ノ
ボ
タ
ン
、
ア
カ
ガ
シ
ラ
カ

ラ
ス
バ
ト
、
オ
ガ
サ
ワ
ラ
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
な
ど
約
二
〇
種
の
、
生
息
地
外
保
全
（
人

工
増
殖
）
を
含
む
「
保
護
増
殖
事
業
」
を
行
っ
て
い
る
。
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
応
急
的
な
手
当
て
な
の
で
あ
っ
て
、
一
方
で
は
抜
本
的
な
治
療
と

対
策
、
つ
ま
り
外
来
種
の
完
全
排
除
へ
の
道
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
。

ひ
と
た
び
定
着
し
、
生
態
系
の
循
環
や
食
物
連
鎖
の
中
に
根
を
は
り
、
爆
発

的
に
増
加
し
た
外
来
種
を
根
絶
す
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
世
界
的

に
も
成
功
例
は
わ
ず
か
し
か
な
い
。
対
象
種
の
生
態
や
行
動
を
深
く
理
解
し
、

そ
の
特
性
に
則
し
た
排
除
法
を
開
発
し
、
粘
り
強
い
努
力
を
傾
け
る
以
外
に
道

は
な
い
。
生
物
多
様
性
の
保
全
は
外
来
種
の
排
除
な
し
に
実
現
で
き
な
い
時
代

を
迎
え
て
い
る
。
森
林
総
研
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
の
努
力
の
結
果
、
一
部
の
島

で
は
ノ
ヤ
ギ
や
ク
マ
ネ
ズ
ミ
の
排
除
に
成
功
し
て
い
る
。
小
笠
原
を
危
機
遺
産

と
さ
せ
な
い
た
め
に
、
森
林
総
研
が
そ
の
先
頭
に
立
つ
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

世
界
自
然
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世界自然遺産と森林総研世界自然遺産と森林総研世界自然遺産と森林総研
　
世
界
自
然
遺
産
と
は

　
世
界
各
地
の
美
し
い
風
景
や
自
然
が
世
界
遺
産
と
し
て
テ

レ
ビ
な
ど
を
通
じ
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
世
界
遺
産

に
は
人
類
の
優
れ
た
文
化
を
保
存
す
る
た
め
の
世
界
文
化
遺

産
と
、傑
出
し
た
自
然
を
守
る
た
め
の
世
界
自
然
遺
産
が
あ

り
ま
す
。こ
こ
で
は
世
界
自
然
遺
産
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま

す
。

　
世
界
自
然
遺
産
に
な
る
に
は
、他
の
場
所
で
は
み
ら
れ
な

い
特
別
な
価
値
の
あ
る
自
然
で
あ
っ
て
、十
分
な
保
護
が
行

わ
れ
て
お
り
、か
つ
自
然
の
状
態
が
完
全
な
状
態
に
保
存
さ

れ
て
き
た
と
い
う
条
件
を
満
た
す
地
域
を
各
国
政
府
が
推

薦
し
、国
際
自
然
保
護
連
合（
I
U
C
N
）の
調
査
を
受
け
て

ユ
ネ
ス
コ
が
登
録
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す（
注
1
）。

　
日
本
で
は
、白
神
山
地
、屋
久
島
が
一
九
九
三
年
に
最
初
に

登
録
さ
れ
、二
〇
〇
五
年
に
知
床
が
登
録
さ
れ
ま
し
た
。そ
の

後
、二
〇
〇
七
年
に
小
笠
原
が
暫
定
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
、二

〇
〇
九
年
に
は
仮
申
請
を
行
う
予
定
に
な
っ
て
い
ま

す（
写
真
１
）。ま
た
、琉
球
諸
島
も
世
界
自
然
遺
産

に
向
か
っ
た
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
各
国
か
ら
の
申
請
が
増
え
る
に
つ
れ
、ユ
ネ
ス
コ

は
世
界
自
然
遺
産
の
数
を
制
限
す
る
方
向
に
向
か
っ

て
い
ま
す
。登
録
が
厳
し
く
な
る
と
、世
界
遺
産
の

条
件
を
十
二
分
に
ク
リ
ア
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま

す
。そ
れ
に
は
、国
を
挙
げ
て
の
対
策
事
業
が
必
要

で
す
が
、同
時
に
そ
の
た
め
の
技
術
開
発
の
研
究
が

必
要
で
す
。森
林
総
合
研
究
所
は
、こ
れ
ま
で
も
白

神
の
森
林
利
用
に
関
す
る
研
究
や
、屋
久
島
の
ヤ
ク

タ
ネ
ゴ
ヨ
ウ
と
い
う
絶
滅
危
惧
植
物
の
保
全
方
法

や
大
陸
か
ら
の
越
境
大
気
汚
染
物
質
の
影
響
を
研

究
し
て
き
ま
し
た
。し
か
し
、小
笠
原
と
琉
球
に
つ
い

て
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、単
な
る
森
林
管
理
の

方
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。壊
れ
か
け
た
生
態
系
を
総

合
的
に
修
復
し
、完
全
性
を
取
り
戻
す
と
い
う
こ
れ

ま
で
我
が
国
で
は
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
画
期
的
な

事
業
で
あ
り
研
究
で
す
。

　
小
笠
原
と
琉
球
の
価
値

　
小
笠
原
と
琉
球
は
同
じ
く
島
嶼
で
す
が
、そ
の
成

り
立
ち
は
全
く
異
な
り
ま
す
。小
笠
原
は
海
底
火
山

と
し
て
生
ま
れ
、一
度
も
陸
続
き
に
な
っ
た
こ
と
の
な

い
海
洋
島
で
す
。海
底
火
山
が
大
陸
型
の
地
質
に
な

る
あ
ら
ゆ
る
プ
ロ
セ
ス
が
見
ら
れ
、そ
れ
も
世
界
自

然
遺
産
と
し
て
の
価
値
の
一つ
で
す
。そ
し
て
、そ
こ

に
住
む
生
物
は
偶
然
に
よ
っ
て
た
ど
り
着
い
た
生
物

の
子
孫
が
独
自
の
進
化
を
遂
げ
た
も
の
で
す
。そ
の
代
表

が
百
種
あ
ま
り
の
カ
タ
ツ
ム
リ
の
仲
間
で
、少
数
の
先
祖

か
ら
様
々
な
種
類
が
進
化
し
て
来
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
ま
す（
写
真
２
）。ガ
ラ
パ
ゴ
ス
と
同
じ
く
、小

笠
原
も
進
化
の
場
で
あ
り
、価
値
の
一つ
に
な
り
ま
す
。

　
一
方
の
琉
球
は
百
万
年
以
上
昔
の
地
質
時
代
に
は
大

陸
の
一
部
で
あ
り
、多
く
の
生
物
が
大
陸
か
ら
渡
っ
て
き

ま
し
た
。そ
の
後
、島
と
な
り
面
積
が
小
さ
く
な
る
こ
と

と
気
候
変
動
の
影
響
を
受
け
て
、小
笠
原
と
は
逆
に
種

類
数
が
徐
々
に
減
少
し
て
、現
代
の
生
物
相
と
な
り
ま
し

た
。そ
の
結
果
、琉
球
に
は
奄
美
諸
島
の
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ

ウ
サ
ギ
の
よ
う
な「
生
き
た
化
石
」と
い
わ
れ
る
古
い
時

代
の
生
物
が
生
き
残
っ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
に
、小
笠

原
と
琉
球
は
別
々
の
価
値
を
有
す
る
地
域
で
あ
り
、そ

れ
ぞ
れ
が
世
界
自
然
遺
産
に
ふ
さ
わ
し
い
優
れ
た
価
値

を
有
す
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
脅
か
さ
れ
る
完
全
性
と
対
策
技
術

　
小
笠
原
も
琉
球
も
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

が
完
全
性
で
す
。琉
球
で
は
外
来
種
ジ
ャ
ワ
マ
ン
グ
ー

ス（
注
2
）や
開
発
の
問
題
、小
笠
原
の
場
合
は
様
々
な

外
来
種
が
問
題
で
す（
注
3
）。以
下
、小
笠
原
の
例
を

あ
げ
ま
す
。小
笠
原
の
外
来
種
は
、ヤ
ギ
、ブ
タ
、ネ
コ
、

ネ
ズ
ミ
、グ
リ
ー
ン
ア
ノ
ー
ル（
ト
カ
ゲ
の
一
種
）（
注
4
、

5
）、ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
ヤ
リ
ガ
タ
リ
ク
ウ
ズ
ム
シ（
陸
棲
の

プ
ラ
ナ
リ
ア
の
一
種
）（
注
6
）、ア
カ
ギ
、ト
ク
サ
バ
モ
ク

マ
オ
ウ
、ギ
ン
ネ
ム
、ガ
ジ
ュ
マ
ル
、シ
チ
ヘ
ン
ゲ（
ラ
ン
タ

ナ
）等
、多
く
の
種
類
で
す（
写
真
３
）。海
洋
島
は
外
来

種
が
は
び
こ
り
や
す
く
、ハ
ワ
イ
を
始
め
と
す
る
太
平

洋
の
島
々
は
世
界
で
も
っ
と
も
生
物
多
様
性
が
脅
か
さ

れ
て
い
る
地
域
で
す
。世
界
自
然
遺
産
第
一
号
の
ガ
ラ
パ

ゴ
ス
も
こ
の
問
題
な
ど
で
二
〇
〇
七
年
に
世
界
危
機
遺

産
に
指
定
さ
れ
、そ
の
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、小
笠
原
は
世
界
遺
産
の
推
薦
を
遅
ら
せ

て
、林
野
庁
、環
境
省
、東
京
都
、小
笠
原
村
等
が
徹
底

し
た
外
来
種
対
策
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。森
林
総
合
研

究
所
も
大
学
や
博
物
館
等
と
共
同
で
対
策
の
研
究
を

し
、西
島
で
の
日
本
初
の
ク
マ
ネ
ズ
ミ
の
根
絶（
注
7
）

な
ど
の
成
果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。そ
し
て
小
笠
原
諸
島

世
界
自
然
遺
産
候
補
地
科
学
委
員
会
で
研
究
者
と
行

政
が
意
見
を
交
換
し
て
、そ
れ
ら
の
成
果
を
対
策
事
業

に
反
映
し
て
い
ま
す
。島
民
の
方
々
の
熱
意
と
ご
協
力

に
支
え
ら
れ
て
、小
笠
原
の
自
然
を
取
り
戻
し
て
世
界

自
然
遺
産
に
な
る
よ
う
に
力
を
合
わ
せ
て
努
力
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

写真３ 小笠原の主な外来種。グリーンアノール（左上）、ニューギニアヤリガタリクウズムシ（右上）、
　　　 ノヤギ（左下）、トクサバモクマオウ（右下）

世
界
自
然
遺
産
に
向
け
た

取
り
組
み

大
河
内 

勇

（
理
事 

（
研
究
担
当
））   

（注1）http://www.unesco.jp/contents/isan/index.html
（注2）http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/kouho/mori/mori135/mori-135.html
（注3）http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/bonin/
（注4）http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/kanko/391-3.pdf
（注5）http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/kanko/394-3.pdf
（注6）http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/kouho/Press-release/2005/ogasawara20060201.html
（注7）http://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/kouhoushi/kikanffpri-2.pdf

写真１ 世界自然遺産登録に向けて準備が進む小笠原

 写真２ 一つの祖先から樹上性や（上二種）、地上性に（下二種）進化した
　　　 カタマイマイ類（天然記念物）
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日
本
本
土
の
森
林
生
態
系
保
護
地
域
は
、厳
格
に
人
を
入
れ

な
い
コ
ア
地
域
と
、最
小
限
の
人
為
を
認
め
る
緩
衝
地
域
が
周

辺
域
に
設
定
さ
れ
、コ
ア
地
域
の
保
護
に
万
全
を
期
し
て
い
ま

す
。小
笠
原
の
場
合
は
、集
落
に
近
い
と
こ
ろ
に
も
固
有
の
貴
重

な
自
然
が
あ
る
た
め
に
、緩
衝
地
域
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が

特
徴
で
す
。無
人
島
の
場
合
、ほ
と
ん
ど
が
コ
ア
地
域
に
さ
れ
ま

し
た
が
、人
の
住
む
父
島
と
母
島
で
も
、集
落
周
辺
の
幅
五
〇
ｍ

の
緩
衝
域
の
背
後
は
も
う
コ
ア
地
域
に
な
り
ま
す
。コ
ア
地
域
と

集
落
と
の
距
離
が
近
い
た
め
、住
民
の
生
態
系
保
護
に
対
す
る

理
解
と
協
力
が
大
変
重
要
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、保
護
地
域
を
指
定
し
た
だ
け
で
は
、小
笠
原
の
自
然
が

　
小
笠
原
の
島
々
の
国
有
林
の
多
く
は
、森
林
生
態
系
保
護
地

域
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。森
林
生
態
系
保
護
地
域
と
は
、

国
有
林
野
事
業
で
行
わ
れ
る
保
護
林
制
度
の
ひ
と
つ
で
、日
本

の
原
生
的
天
然
林
を
広
範
囲
に
指
定
し
て
保
護
を
す
る
制
度
で

す
。世
界
自
然
遺
産
へ
の
登
録
の
た
め
に
は
、遺
産
価
値
を
維
持

す
る
た
め
に
十
分
な
保
護
制
度
が
要
求
さ
れ
ま
す
が
、森
林
生

態
系
保
護
地
域
は
こ
の
要
求
に
対
応
で
き
る
制
度
の
一つ
で
す
。

　
小
笠
原
で
は
原
生
林
が
良
い
状
態
で
残
る
母
島
の
石
門
地
域

（
写
真
４
、5
）が
森
林
生
態
系
保
護
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、二
〇
〇
七
年
四
月
に
保
護
地
域
が
小
笠
原
諸
島
全
域

に
拡
大
さ
れ
、総
面
積
五
、五
八
〇
ha（
小
笠
原
総
面
積
の
五
三

%
）と
な
り
ま
し
た
。小
笠
原
で
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
森
林

生
態
系
と
は
、小
笠
原
在
来
の
動
植
物
か
ら
構
成
さ
れ
る
生
態

系
で
す
。そ
こ
に
は
、低
木
林
か
ら
高
木
林
ま
で
多
様
な
タ
イ
プ

の
森
林
が
成
立
し
て
お
り
、固
有
の
昆
虫
類・陸
生
貝
類・鳥
類
な

ど
が
生
息
し
て
い
ま
す
。

守
れ
な
い
こ
と
も
、日
本
本
土
の
場
合
と
大
き
く
異
な
る
点
で

す
。小
笠
原
に
は
、人
間
が
意
識
的・無
意
識
に
持
ち
込
ん
だ
外

来
の
動
植
物
が
野
生
化
し
、固
有
の
動
植
物
を
脅
か
し
て
い
ま

す
。植
物
で
は
、ア
カ
ギ
が
も
っ
と
も
影
響
が
大
き
く
、一
九
二
八

年
以
降
に
わ
ず
か
な
場
所
に
植
え
ら
れ
た
ア
カ
ギ
は
、一
九
九
七

年
に
は
父
島
で
二
.
七
％
、
母
島
で
一
一.
一
％
に
ま
で
分
布
が
拡

大
し
ま
し
た（
図
1
）。ア
カ
ギ
が
繁
茂
す
る
と
、固
有
の
植
物
が

ほ
と
ん
ど
生
育
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す（
写
真
6
）。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、多
種
の
外
来
植
物
や
外
来
動
物
が
在
来
種

の
生
存
を
脅
か
し
て
い
ま
す
。保
護
区
を
設
置
し
た
だ
け
で
は
、

強
力
な
外
来
種
が
増
加
す
る
だ
け
で
す
。し
た
が
っ
て
、小
笠
原

の
自
然
保
護
区
の
管
理
で
は
、人
を
入
れ
な
い
で
見
守
る
の
で

は
な
く
、積
極
的
に
外
来
種
の
駆
除・根
絶
を
実
行
し
、固
有
生

態
系
の
再
生
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
見
守
っ
て
い
く
こ
と
が

必
要
に
な
り
ま
す
。現
在
、小
笠
原
森
林
生
態
系
保
護
地
域
の

管
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
保
全
管
理
委

員
会
が
毎
年
開
催
さ
れ
、外
来
種
駆
除

や
自
然
再
生
の
事
業
、管
理
方
法
に
つ
い

て
審
議
さ
れ
て
い
ま
す
。森
林
総
合
研

究
所
は
委
員
と
し
て
参
加
し
研
究
の
成

果
を
も
と
に
そ
れ
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

国
有
林
の
森
林
生
態
系

保
護
地
域
の
役
割

田
中 

信
行

（
植
物
生
態
研
究
領
域
主
任
研
究
員
）    

図1 1997年におけるアカギ林の分布

写真5 石門地域のシマホルトノキ

写真4 石門地域遠望

写真6 アカギの大木
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域
の
国
有
林
の
大
部
分
は
米
軍
基
地
と
な
っ
て
い
る
た
め
、人
が

利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
森
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、約
百

年
前
に
沖
縄
島
南
部
に
放
さ
れ
た
ジ
ャ
ワ
マ
ン
グ
ー
ス
が
分
布

域
を
北
へ
と
広
げ
、マ
ン
グ
ー
ス
が
一
九
九
〇
年
代
以
降
侵
入
し

た
地
域
で
は
、固
有
生
物
た
ち
が
、壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
ま
し

た（
写
真
10
）。や
ん
ば
る
の
森
に
は
、従
来
安
全
だ
っ
た
地
上
の

生
活
に
適
応
し
た
鳥
が
多
く
暮
ら
し
て
お
り
、外
来
の
捕
食
者

で
あ
る
マ
ン
グ
ー
ス
の
影
響
は
深
刻
で
す
。こ
の
た
め
、沖
縄
県

や
環
境
省
が
中
心
と
な
っ
て
、マ
ン
グ
ー
ス
の
捕
獲
を
続
け
、島

の
中
南
部
に
高
密
度
に
生
息
す
る
マ
ン
グ
ー
ス
の
北
上
を
防
止

す
る
た
め
の
柵
の
設
置
を
行
う
な
ど
、懸
命
な
対
策
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
世
界
自
然
遺
産
に
値
す
る
森
づ
く
り
に
向
け
て

　や
ん
ば
る
の
森
で
は
、世
界
自
然
遺
産
登
録
を
視
野
に
入
れ
、

希
少
な
固
有
生
物
の
生
息
地
を
保
護
す
る
た
め
に
、林
野
庁
に

よ
る
保
護
林
の
設
定
や
、環
境
省
に
よ
る
国
立
公
園
化
に
向
け

た
準
備
が
は
じ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、マ
ン
グ
ー
ス
の
分

布
域
は
、保
護
区
の
予
定
地
に
も
ど
ん
ど
ん
広
が
り
、さ
ら
に
北

へ
と
固
有
生
物
の
生
息
地
が
追
い
や
ら
れ
て
い
る
状
況
で
す
。ま

ず
は
、早
急
に
マ
ン
グ
ー
ス
の
完
全
排
除
を
行
い
、マ
ン
グ
ー
ス

の
影
響
を
受
け
て
減
少
し
て
い
る
生
き
物
た
ち
の
回
復
力
を
高

め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　生
き
た
化
石
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
の
暮
ら
す
奄
美
諸
島

（
注
８
）、イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ
の
西
表
島
な
ど
、大
陸
島
と
し

て
世
界
で
も
類
を
み
な
い
自
然
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、琉
球
諸

島
は
世
界
自
然
遺
産
の
国
内
候
補
地
に
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　し
か
し
、残
さ
れ
た
森
林
生
態
系
は
決
し
て
安
泰
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。こ
こ
で
は
、琉
球
諸
島
の
中
で
も
、飛
べ
な
い
ヤ
ン
バ
ル

ク
イ
ナ（
写
真
7
）や
地
上
で
採
餌
す
る
キ
ツ
ツ
キ
、ノ
グ
チ
ゲ

ラ（
写
真
8
）な
ど
、特
に
固
有
生
物
が
多
く
生
息
す
る
沖
縄
島

の「
や
ん
ば
る
」と
呼
ば
れ
る
森（
写
真
9
）を
例
に
、世
界
自
然

遺
産
指
定
に
向
け
た
様
々
な
課
題
を
紹
介
し
ま
す
。

　や
ん
ば
る
の
森
は
沖
縄
島
の
最
北
部
に
あ
り
ま
す
。沖
縄
島

の
南
部
に
は
人
口
約
三
一
万
人
の
那
覇
市
が
あ
り
、大
き
な
都
市

と
地
続
き
に
世
界
的
に
希
な
固
有
生
物
が
生
息
し
て
い
る
こ
と

は
非
常
に
貴
重
で
す
。や
ん
ば
る
の
森
は
、固
有
生
物
の
生
息
地

と
し
て
の
役
割
以
外
に
も
、島
全
体
の
水
瓶
と
し
て
重
要
で
す

し
、木
材
の
生
産
地
と
し
て
の
役
割
も
あ
り
ま
す
。し
か
し
、地

　二
〇
〇
八
年
に
幻
の
ネ
ズ
ミ
、オ
キ
ナ
ワ
ト
ゲ
ネ
ズ
ミ
が
や

ん
ば
る
の
森
の
最
北
部
で
三
〇
年
ぶ
り
に
捕
獲
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
地
域
に
は
、林
業
活
動
上
重
要
な
資
源
が
あ
り
ま
す
。や
ん

ば
る
で
は
、固
有
生
物
の
最
後
の
生
息
地
と
林
業
活
動
の
盛
ん

な
地
域
が
重
複
し
て
い
る
た
め
、大
き
な
軋
轢
を
う
む
こ
と
に

と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。森
林
総
合
研
究
所
は
、現
在
や
ん
ば
る

の
森
で
、世
界
自
然
遺
産
に
値
す
る
森
林
生
態
系
を
維
持
す
る

に
は
、何
を
ど
れ
だ
け
守
り
、ま
た
、ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
利
用

で
き
る
か
を
明
ら
か
に
し
、地
域
振
興
に
つ
な
が
る
持
続
可
能

な
森
林
利
用
の
実
現
に
向
け
て
、研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　琉
球
諸
島
の
島
々
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
に
人
の
暮
ら
し
と
歴
史
、

文
化
が
あ
り
ま
す
。「
世
界
自
然
遺
産
に
値
す
る
森
づ
く
り
」が

地
域
の
新
た
な
文
化
と
し
て
加
わ
れ
ば
、「
世
界
の
琉
球
」を
後

世
に
残
せ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

世
界
自
然
遺
産
に
向
け
た

　
　
　琉
球
諸
島
の
課
題

小
高 

信
彦

（
九
州
支
所
主
任
研
究
員
）    

（注8）http://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/kouhoushi/kikanffpri-3.pdf
写真8 地上に降りたノグチゲラ。セミの幼虫を土を掘って食べるキツツキはノグチゲラの他に
　　　知られていない。特別天然記念物、沖縄県の鳥、環境省レッドリスト絶滅危惧種。

写真10 実験的に設置したウズラ卵を食べるジャワマングース

写真7 ヤンバルクイナ

写真9 「やんばるの森」国頭村五月
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マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ（
写
真
２
）は
、マ
ツ

枯
れ
の
病
原
生
物
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
を

運
ぶ
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。滋
賀
県

お
よ
び
岡
山
県
の
マ
ツ
枯
れ
発
生
林
内
で
、枯

れ
た
マ
ツ
の
樹
幹
に
ホ
ソ
カ
タ
ム
シ
成
虫
を
放

し
た
と
こ
ろ
、成
虫
の
産
ん
だ
卵
か
ら
ふ
化
し

た
幼
虫
に
よ
っ
て
、樹
幹
内
に
い
る
カ
ミ
キ
リ

の
三
六
な
い
し
五
八
％
が
死
亡
し
ま
し
た（
図

1
）。原
因
不
明
の
死
亡
虫
も
含
め
る
と
、全
体

の
死
亡
率
は
六
四
な
い
し
八
〇
％
に
達
し
ま
し

た
。ホ
ソ
カ
タ
ム
シ
を
放
し
て
い
な
い
樹
幹
で

の
死
亡
率
が
一
九
な
い
し
五
七
％
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、本
種
は
マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
に
対

す
る
防
除
効
果
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。

89

　
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
は
幼
虫
が
樹
幹
内
に
潜
り

込
ん
で
成
長
す
る
昆
虫
で
あ
り
、樹
木
に
被
害

を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。サ
ビ
マ
ダ
ラ
オ

オ
ホ
ソ
カ
タ
ム
シ
は
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
と
同
じ
甲

虫
の
一
種
で
す
が
、枯
れ
木
の
樹
皮
な
ど
に
産

卵
し
、幼
虫
は
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
類
の
幼
虫
が
樹

幹
内
に
掘
っ
た
孔
道
に
侵
入
し
、カ
ミ
キ
リ
ム

シ
の
幼
虫
お
よ
び
蛹
に
寄
生
し
て
殺
し
ま
す

（
写
真
１
）。そ
こ
で
、こ
の
天
敵
を
増
殖
し
て

放
す
こ
と
に
よ
り
、カ
ミ
キ
リ
ム
シ
を
防
除
で

き
る
か
ど
う
か
を
、野
外
と
室
内
で
実
験
し
ま

し
た
。

　
ホ
ソ
カ
タ
ム
シ
は
本
来
マ
ツ
林
に
生
息
す

る
虫
で
す
が
、様
々
な
種
類
の
カ
ミ
キ
リ
ム
シ

に
寄
生
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。た
だ
し
、生

き
た
広
葉
樹
を
加
害
す
る
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
に

寄
生
す
る
か
ど
う
か
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。そ
こ
で
、ミ
カ
ン
、イ
チ
ジ
ク
な
ど
の

果
樹
や
街
路
樹
な
ど
、様
々
な
広
葉
樹
の
害
虫

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ゴ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
と

ク
ワ
カ
ミ
キ
リ
を
対
象
と
し
た
実
験
を
し
ま

し
た
。実
験
室
内
で
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
幼
虫
あ
る

い
は
蛹
を
一
個
体
ず
つ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス

に
入
れ
て
、そ
こ
に
ホ
ソ
カ
タ
ム
シ
の
ふ
化
幼

虫
を
放
し
ま
し
た
。実
験
結
果
を
示
し
た
の
が

図
2
で
す
。ど
ち
ら
の
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
も
、非

常
に
高
い
割
合
で
ホ
ソ
カ
タ
ム
シ
の
寄
生
を

受
け
て
死
亡
し
た
こ
と
か
ら
、防
除
に
使
え
る

可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。た
だ

し
、ケ
ー
ス
に
ホ
ソ
カ
タ
ム
シ
幼
虫
を
一
個
体

だ
け
放
し
た
場
合
は
半
分
以
上
の
カ
ミ
キ
リ

ム
シ
が
生
き
残
り
、複
数
の
幼
虫
を
放
す
と
死

亡
率
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
サ
ビ
マ
ダ
ラ
オ
オ
ホ
ソ
カ
タ
ム
シ
は
寄

主
範
囲
が
広
く
、増
殖
も
容
易
で
あ
る
た
め
、本
文
で
示

し
た
以
外
の
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
に
対
し
て
も
、防
除
効
果
を

発
揮
で
き
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。今
後
、実
際
の
防

除
に
役
立
て
る
た
め
に
は
、マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
の

よ
う
な
、木
に
直
接
的
な
被
害
を
与
え
な
い
運
搬
者
に
関

し
て
は
非
常
に
高
い
防
除
率
が
必
要
と
な
る
た
め
、薬
剤

散
布
な
ど
の
方
法
と
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す（
図
3
）。ゴ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
な
ど
に
関
し
て

は
、実
際
に
野
外
で
樹
木
に
穿
入
し
て
い
る
幼
虫
に
対
す

る
寄
生
実
験
を
行
い
、広
葉
樹
に
お
け
る
防
除
が
可
能
か

ど
う
か
を
確
認
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

捕食寄生性天敵
サビマダラオオホソカタムシの利用

捕食寄生性天敵
サビマダラオオホソカタムシの利用

写真１ サビマダラオオホソカタムシ成虫(左)と、マツノマダラカミキリ幼虫に
 寄生する幼虫(右：矢印)

図1 サビマダラオオホソカタムシのマツ林内放飼試験における
 マツノマダラカミキリ各死亡原因の占める割合

カミキリムシの天敵昆虫
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（森林昆虫研究領域　主任研究員）
浦野 忠久

図3 サビマダラオオホソカタムシと薬剤散布の組み合わせによる
マツノマダラカミキリ防除案(浦野ら(2007)を改変)。薬剤散
布で減少したカミキリを集中的に防除する。散布と放飼の時
期をずらすことでホソカタムシへの薬剤の影響を回避するこ
とが可能。

三種類のカミキリムシに対する寄生実験

カミキリムシ防除に利用するには

ゴマダラカミキリ

図2 サビマダラオオホソカタムシの室内放飼試験における
 ゴマダラカミキリおよびクワカミキリの死亡率

ゴマダラカミキリ

クワカミキリ

ホソカタムシの寄生による死亡 生存（羽化）

写
真
2 

マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ



空からの測定

山地おける積雪深の分布

雪も貴重な水資源

1011

　
雨
つ
ぶ
や
川
の
水
の
よ
う
な
液
体
の
水
と

と
も
に
、雪
や
氷
の
よ
う
な
固
体
の
水
も
、私

達
に
と
っ
て
馴
染
み
の
深
い
自
然
物
の
一つ
で

す
。そ
の
中
で
冬
山
に
降
り
積
も
る
雪
は
、時

に
は
雪
崩
な
ど
災
害
の
原
因
に
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、多
く
の
地
域
で
貴
重
な
水
資
源

と
な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
積
雪
地
域
に
お

い
て
、水
資
源
の
保
全
を
目
的
と
し
た
森
林
管

理
を
行
う
に
は
、資
源
と
し
て
の
雪
の
量
を
把

握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

空から雪の深さを測る空から雪の深さを測る

写真1 積雪深測定用の標尺。この時の積雪深は約1.9m。

写真2 調査用の積雪断面。この時の積雪深は約1.7m。

　
雪
の
深
さ
に
つ
い
て
は
、平
ら
な
地
面
に
立

て
た
物
差
し（
写
真
１
）や
雪
面
に
掘
っ
た
穴

（
写
真
２
）を
使
っ
て
直
に
測
定
す
る
の
が
、も
っ

と
も
単
純
な
方
法
で
す
。雪
の
深
さ
は
時
期
や

場
所
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
た
め
、広
い
範

囲
の
積
雪
深
の
変
化
を
精
度
よ
く
把
握
す
る

に
は
十
分
な
数
の
定
点
調
査
が
必
要
で
す
が
、

急
峻
な
雪
山
で
の
地
上
調
査
に
は
限
界
が
あ

る
こ
と
か
ら
、こ
れ
ま
で
詳
細
な
積
雪
深
の
分

布
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
て
い
る
地
域
は
ご
く
限
ら

れ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、計
測
技
術
が
進
歩
し

た
お
か
げ
で
、最
近
は
空
か
ら
雪
の
深
さ
を
測

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
一
般
に
山
奥
ほ
ど
雪
が
深
く
な
る
こ
と
や
、日

当
た
り
の
よ
い
場
所
ほ
ど
早
く
雪
が
融
け
る
こ

と
は
経
験
的
に
も
過
去
の
調
査
に
よ
っ
て
も
知

　
雪
が
降
る
前
の
一
〇
月
、厳
冬
期
の
二
月
、融
雪

期
の
四
月
の
計
三
回
に
わ
た
る
飛
行
に
よ
り
、山

地
流
域
に
お
け
る
積
雪
深
分
布
に
関
す
る
高
精
度

（
水
平
方
向
の
位
置
精
度
±
四
〇
㎝
、高
さ
方
向
の

精
度
±一
五
㎝
）の
デ
ー
タ
を
、こ
れ
ま
で
に
な
い
広

さ（
約
一
九
㎢
の
流
域
全
体
）と
密
度（
一ｍ
間
隔
）で

得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た（
図
２
）。

　
こ
の
デ
ー
タ
を
解
析
し
た
結
果
、標
高
が
高
い

場
所
ほ
ど
雪
が
深
く
な
る
一
方
で
、稜
線
付
近
で
は

標
高
が
高
く
な
る
ほ
ど
雪
が
浅
く
な
る
場
所
も
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た（
図
３
）。ま
た
、二
月
と

四
月
の
積
雪
深
を
比
べ
る
と
、標
高
の
高
い
場
所
、

さ
ら
に
同
じ
標
高
な
ら
北
向
き
の
斜
面
ほ
ど
た
く

さ
ん
の
雪
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た

（
図
４
）。こ
れ
ら
の
結
果
は
、雪
の
分
布
に
対
す
る

地
形
の
影
響
が
、標
高
の
増
加
に
伴
う
気
温
の
低

下
と
斜
面
の
向
き
の
違
い
に
よ
る
日
射
量
の
違
い

と
い
う
二
つ
の
面
で
現
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

　
今
後
は
、こ
の
よ
う
な
雪
の
深
さ
の
分
布
や
変

化
が
河
川
へ
の
流
出
に
及
ぼ
す
影
響
や
融
雪
と
植

生
の
関
係
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
ま
す
。
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（水土保全研究領域
水保全研究室長）

坪山 良夫

図1 航空レーザー測量による
 積雪深測定の模式図

図2 厳冬期（２月）の積雪深の分布。右端の３角形は
 流量観測地点、点線は集水範囲を示す。標高の
 高い部分（西側）ほど雪が深い様子を示している。

図3 標高と積雪深の関係（図２のデータをヒストグラムで示
 したもの）。青～赤の階調はデータの出現頻度、黒丸は
 各標高階の平均値を現す。

図4 ２月から４月の間の積雪深の変化。標高の低い
 部分や南向きの斜面で積雪深が大きく減少し
 ていることを示す。

ら
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、実
際
に
、ど
こ
に
ど
の
位
の
雪

が
積
も
る
の
か
、あ
る
い
は
雪
が
残
る
の
か
―
―
こ
の
よ

う
な
問
に
答
え
る
に
は
、地
上
調
査
の
難
し
さ
も
あ
っ

て
、ま
だ
十
分
な
デ
ー
タ
が
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。そ

こ
で
、こ
の
研
究
で
は
、豪
雪
で
知
ら
れ
る
奥
利
根
水
源

地
帯
の
山
地
流
域
を
対
象
に
、航
空
機
搭
載
型
レ
ー

ザ
ー
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
、秋
の
地
面
と
冬
の
雪
面
の
標
高

を
測
定
し
、そ
の
差
か
ら
積
雪
深
を
求
め
る
と
い
う
方

法
で
積
雪
深
の
分
布
を
測
定
し
ま
し
た（
図
１
）。
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二村 典宏
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　タ
ン
パ
ク
質
は
、D
N
A
で
あ
る

遺
伝
子
の
情
報
が
m
R
N
A
に
写

し
取
ら
れ
る
転
写
と
い
う
ス
テ
ッ
プ

と
、m
R
N
A
の
情
報
を
も
と
に
タ

ン
パ
ク
質
が
合
成
さ
れ
る
翻
訳
と
い

う
ス
テ
ッ
プ
の
二
段
階
を
経
て
合
成

さ
れ
ま
す（
図
1
）。m
R
N
A
は
遺

伝
子
情
報
を
D
N
A
か
ら
タ
ン
パ

ク
質
に
受
け
渡
す
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
言
え
ま
す
。

スギ花粉アレルゲンも様々

　ア
レ
ル
ゲ
ン
遺
伝
子
の
発
現
量
が
花
粉
に
よ
っ

て
異
な
る
こ
と
は
分
か
り
ま
し
た
が
、ア
レ
ル
ゲ

ン
の
構
造
に
も
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

C
r
y 

j 

2
遺
伝
子
か
ら
作
ら
れ
る
タ
ン
パ
ク

質
は
、五
一
四
個
の
ア
ミ
ノ
酸
で
で
き
て
い
ま
す
。

遺
伝
子
の
配
列
か
ら
、こ
の
う
ち
一
五
個
の
ア
ミ
ノ

酸
に
つ
い
て
は
、個
体
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。ア
ミ
ノ
酸
の
配
列
が
異
な
れ
ば
、ア

レ
ル
ゲ
ン
と
し
て
の
働
き
方
も
異
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。ま
た
、C
r
y 

j 

2
遺
伝
子
の
転
写

調
節
領
域（
図
1
）に
つ
い
て
も
、ス
ギ
個
体
に
よ
っ

て
塩
基
配
列
に
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。こ
の
こ
と
が
、C
r
y 

j 

2
遺
伝

子
の
発
現
量
の
違
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　さ
ら
に
、C
r
y 

j 

2
遺
伝
子
の
構
造
を
一
七

種
類
の
針
葉
樹
で
比
較
し
た
と
こ
ろ
、ス
ギ
や
ヒ

ノ
キ
の
仲
間
で
は
よ
く
類
似
し
て
い
ま
す
が
、マ
ツ

科
の
も
の
と
は
か
な
り
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。ス
ギ
花
粉
症
患
者
の
多
く
が
、ヒ
ノ

キ
花
粉
と
は
鋭
敏
に
反
応
す
る
も
の
の
マ
ツ
花
粉

と
は
反
応
し
な
い
の
は
、ア
レ
ル
ゲ
ン
の
遺
伝
子

構
造
の
違
い
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。　こ

の
よ
う
に
、個
体
間
や
種
間
に
お
け
る
ア
レ

ル
ゲ
ン
遺
伝
子
構
造
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。研
究
の
成
果
は
、ア
レ
ル
ゲ
ン
の
活
性
や
量

の
少
な
い
ス
ギ
品
種
の
開
発
な
ど
に
活
用
さ
れ
る

こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。

No.183
研究の“森” から研究の“森” から

図1 遺伝子の構造とタンパク質が合成されるまでの模式図
 DNA、mRNA、タンパク質の関係を模式的に示した。

図2 スギの各器官におけるアレルゲン遺伝子の発現
 mRNA量が多いほど濃いバンドとして示される。
 成熟した雄花と花粉以外の器官ではmRNAが観察されない。

スギ花粉症の原因

アレルゲン遺伝子の違いを見る

写真1 スギ雄花と花粉

A：雄花が大量についたスギの枝 B：スギ花粉の電子顕微鏡写真（永田文男氏提供）
 パピラという突起が見える（白矢印）。表面の微粒子
 がオービクル。花粉の直径は約30μm。

C：吸水して割れたスギ花粉
 花粉内壁のペクチン（黒矢印）が水を吸って膨潤
 している。白矢印は割れたスギ花粉外壁。

スギ花粉アレルゲンも様々

　ス
ギ
で
ア
レ
ル
ゲ
ン
が
ど
の
よ
う
な
働
き

を
し
て
い
る
か
を
知
る
た
め
に
、様
々
な
器
官

で
ア
レ
ル
ゲ
ン
を
作
る
遺
伝
子
の
m
R
N
A

量
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。そ
の
結
果
、C
r
y 

j 

1
、C
r
y 

j 

2
と
も
に
成
熟
し
た
雄

花
と
花
粉
で
の
み
発
現
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た（
図
2
）。成
熟
し
た
雄
花
に
は
飛

散
前
の
花
粉
が
あ
る
の
で
、ア
レ
ル
ゲ
ン
遺
伝

子
は
花
粉
で
の
み
働
い
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

C
r
y 

j 

1
と
C
r
y 

j 

2
は
花
粉
内
壁

の
成
分
で
あ
る
ペ
ク
チ
ン（
写
真
1
C
）を
分

解
す
る
酵
素
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
の

で
、こ
れ
ら
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
は
、花
粉
管
の
発

芽
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　次
に
、ス
ギ
の
個
体
に
よ
っ
て
ア
レ
ル
ゲ
ン

の
量
や
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
か
を
調
べ
る
た

め
、主
要
ア
レ
ル
ゲ
ン
の
ひ
と
つ
C
r
y 

j 

2
に
つ
い
て
、解
析
を
進
め
ま
し
た
。複
数
の

ス
ギ
個
体
か
ら
採
取
し
た
花
粉
に
つ
い
て

C
r
y 

j 

2
の
m
R
N
A
量
を
調
べ
た
と
こ

ろ
、個
体
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た（
図
3
）。ア
レ
ル
ゲ
ン
遺
伝
子
の

発
現
量
に
応
じ
て
、花
粉
中
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
量

も
花
粉
ご
と
に
異
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

アレルゲン遺伝子の発現を見る

　花
粉
症
の
原
因
と
な
る
植
物
は

意
外
と
多
く
、ブ
タ
ク
サ
、ヨ
モ
ギ

な
ど
六
〇
種
類
以
上
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
。し
か
し
、日
本
で
最
も
患

者
数
が
多
い
の
は
ス
ギ
花
粉
症
な

の
で
、多
く
の
人
は
花
粉
症
と
い
う

と
ス
ギ
を
連
想
し
ま
す
。ス
ギ
花
粉

症
患
者
の
多
く
は
ヒ
ノ
キ
花
粉
と

も
反
応
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
の
で
、ス
ギ・ヒ
ノ
キ
花
粉
症
と
い

う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　花
粉
症
の
よ
う
な
ア
レ
ル
ギ
ー

反
応
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
る

タ
ン
パ
ク
質
の
こ
と
を
ア
レ
ル
ゲ
ン

と
い
い
ま
す
。ス
ギ
花
粉
が
鼻
の
粘

膜
に
付
着
し
て
割
れ
る（
写
真
1
）

と
、花
粉
中
の
ア
レ
ル
ゲ
ン
が
粘
膜

に
浸
透
し
て
取
り
込
ま
れ
ま
す
。花

粉
症
患
者
は
ア
レ
ル
ゲ
ン
と
反
応

す
る
I
g
E
抗
体
を
持
っ
て
い
る
た

め
、本
来
な
ら
無
害
な
は
ず
の
花
粉

を
排
除
し
よ
う
と
す
る
免
疫
シ
ス

テ
ム
が
働
い
て
、く
し
ゃ
み
や
鼻
水
、

鼻
づ
ま
り
な
ど
の
症
状
を
引
き
起

こ
す
の
で
す
。ス
ギ
花
粉
の
主
要
な

ア
レ
ル
ゲ
ン
と
し
て
、C
r
y 

j 
1
と
C
r
y 

j 

2
と
い
う
二
つ
の

タ
ン
パ
ク
質
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

DNA

転写調節領域

mRNA

タンパク質

遺伝子

転写

翻訳

Cry j 1

Cry j 2

針
葉

茎 根 発
達
中
の
雌
花

発
達
中
の
雄
花

成
熟
し
た
雌
花

成
熟
し
た
雄
花

花
粉

ス
ギ
花
粉
中
の
C
ry
j2
m
R
N
A
の
相
対
量

西
川
2
号

鰍
沢
1
号

比
企
8
号

水
戸
7
号

倉
掛
3
号

佐
賀
3
号

国
東
3
号

稲
敷
2
号

大
月
5
号

久
慈
34
号

西
川
16
号

伊
豆
10
号

スギ精英樹名

4

3

2

1

0

図3 スギ花粉中のCry j 2 mRNA量の比較
　　西川２号の花粉におけるmRNA量を１とした相対量で示している。
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研究領域紹介 全国巡り
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木橋の実大載荷実験風景

公開セミナーのポスター（左）と
　　　　　　　　設計コンペ授賞式のポスター（右）

気
象
環
境
研
究
領
域

構
造
利
用
研
究
領
域

構
造
利
用
研
究
領
域
で
は
木
材
を
用
い
た
構
造
物
を
よ
り
安
全
で
快
適
に
す
る
た

め
の
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
研
究
の
対
象
と
な
る
構
造
物
に
は
、
一
戸
建
て
の
木
造

住
宅
や
大
型
ド
ー
ム
、
さ
ら
に
は
木
橋
の
よ
う
な
土
木
構
造
物
も
含
ま
れ
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
最
近
の
主
要
な
取
り
組
み
を
二
つ
紹
介
し
ま
す
。
ま
ず
、
木
橋
の
耐
久

性
の
検
証
と
維
持
管
理
基
準
作
成
の
た
め
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
実
際
に
使
わ

れ
て
い
た
木
橋
を
解
体
し
、
部
材
の
劣
化
状
況
を
調
査
し
た
後
に
、
再
度
組
み
立
て
、

破
壊
す
る
ま
で
載
荷
す
る
と
い
う
世
界
初
の
実
験
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
木

橋
が
粘
り
を
持
っ
て
大
変
形
に
耐
え
る
こ
と
や
、
非
破
壊
検
査
が
残
存
強
度
の
評
価
に

有
効
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

も
う
一つ
は
、
森
林
総
研
で
開
発
さ
れ
た
製
品
や
技
術
を
多
用
し
た
木
造
住
宅
を
建

設
し
、
耐
震
性
、
耐
久
性
、
居
住
快
適
性
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
を
調
べ
る
実
験
施
設

と
し
て
活
用
し
よ
う
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
昨
年
七
月
に
住
宅
の
設
計
コ
ン
セ

プ
ト
を
決
め
る
た
め
に
公
開
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
、
そ
の
結
果
を
受
け
て
デ
ザ
イ
ン
を

公
募
す
る
設
計
コ
ン
ペ
を
実
施
し
ま
し
た
。
本
年
三
月
に
は
最
優
秀
作
品
が
決
定
し
ま

し
た
の
で
、
来
年
度
に
は
住
宅
が
完
成
す
る
予
定
で
す
。

九
州
育
種
場

東
北
支
所

図　東北地域におけるマツ材線虫病被害発生
　　地域の分布（赤丸、2006年）

私
た
ち
気
象
環
境
研
究
領
域
で
は
、
森
林
を
と
り
ま
く
大
気
の
現
象
と
、
そ
の
応
用
問
題

で
あ
る
森
林
の
気
象
害
防
止
や
気
候
緩
和
に
関
す
る
研
究
を
し
て
い
ま
す
。

森
林
が
受
け
る
風
害
、
雪
害
な
ど
の
気
象
害
を
対
象
と
す
る
研
究
で
は
、
森
林
の
適
切
な

取
り
扱
い
や
配
置
を
示
す
こ
と
で
こ
れ
ら
の
被
害
か
ら
森
林
を
守
り
ま
す
。
一
方
、
海
岸
の

森
林
に
は
風
・
飛
砂
や
津
波
な
ど
か
ら
、
ま
た
、
積
雪
の
多
い
地
域
の
森
林
に
は
地
吹
雪
や

雪
崩
か
ら
、
人
命
や
家
屋
な
ど
を
守
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
時
に
豪
雪
地
帯
の

過
酷
な
条
件
の
中
で
観
測
や
現
地
調
査
を
積
み
重
ね
る
な
ど
、
森
林
が
こ
の
よ
う
な
機
能
を

十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に
、
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら
に
森
林
は
そ
の
内
部
と

周
辺
の
気
候
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
増
え
続
け
る
大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
て
成

長
し
て
い
ま
す
。
気
象
環
境
研
究
領
域
で
は
、
こ
の
よ
う
な
森
林
の
機
能
の
基
礎
と
な
る
大

気
と
森
林
間
の
相
互
作
用
を
解
明
し
、
森
林
の
機
能
を
活
用
す
る
道
筋
を
示
す
こ
と
に
よ

り
、
私
た
ち
が
安
全
で
快
適
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ヤクタネゴヨウのつぎ木増殖作業
（環境省レッドリスト絶滅危惧ⅠＢ類）

40年生スギの検定林の調査

写真　ブナ林におけるCO2収支の観測タワー
　　　（岩手県八幡平市安比）

2006

森林による二酸化炭素吸収量を連続測定する
「タワーフラックス観測」のようす（山梨県富士吉田市）

大規模な表層雪崩によって倒された森林のようす（新潟県妙高市）

東
北
地
域
の
冬
の
気
象
条
件
は
、
奥
羽
山
脈
を
境
に
し
て
東
西
で
異
な
り
、
西
側

で
は
多
雪
、
東
側
で
は
寒
冷
・
乾
燥
と
、
対
照
的
な
特
徴
を
示
し
て
い
ま
す
。
森
林

面
積
の
約
四
〇
％
を
人
工
林
が
占
め
て
い
ま
す
が
、
世
界
遺
産
で
あ
る
白
神
山
地
に

代
表
さ
れ
る
ブ
ナ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
林
や
、
材
質
の
優
れ
た
ヒ
バ
な
ど
の
針
葉
樹

天
然
林
も
し
っ
か
り
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
北
支
所
は
岩
手
県
盛
岡
市
に
あ
り
、
東
北

六
県
、
森
林
管
理
局
、
大
学
等
と
連
携
・
協
力
し
な
が
ら
、
地
域
に
密
接
に
関
わ
る

研
究
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

と
く
に
我
が
国
最
大
の
深
刻
な
森
林
病
害
で
あ
る
マ
ツ
材
線
虫
病
の
分
布
拡
大
最

前
線
が
北
東
北
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
図
）、
各
県
と
も
連
携
し
て
、
材
線
虫
病
の

分
布
変
遷
に
つ
い
て
の
最
新
情
報
を
収
集
し
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
域
で
被
害
地
・

被
害
木
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
迅
速
に
発
見
で
き
る
簡
易
ツ
ー
ル
を
開
発
す
る
な
ど
、
今

後
の
分
布
拡
大
を
阻
止
す
る
た
め
の
方
策
を
進
め
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
温
暖
化
防
止
に
果
た
す
森
林
の
役
割
を
調
べ
る
た
め
に
、
ブ
ナ
林
に
お

け
る
二
酸
化
炭
素
収
支
の
長
期
観
測
を
行
っ
て
お
り
（
写
真
）、
ス
ギ
や
カ
ラ
マ
ツ
人

工
林
を
ヒ
バ
や
広
葉
樹
天
然
林
へ
と
誘
導
す
る
技
術
な
ど
の
研
究
に
も
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
九
州
育
種
場
は
、
熊
本
市
の
北
東
部
に
隣
接
す
る

合
志
市
に
あ
り
、
九
州
・
沖
縄
地
域
に
お
い
て
、
木
材
生
産
力
向
上
の
た

め
の
成
長
・
材
質
に
優
れ
た
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
、
ま
た
マ
ツ
材
線
虫
病
抵
抗

性
マ
ツ
等
の
新
品
種
開
発
や
森
林
を
構
成
す
る
多
様
な
樹
種
の
遺
伝
資
源

の
収
集
・
保
存
を
行
っ
て
い
ま
す
。

特
に
社
会
問
題
化
し
て
い
る
花
粉
症
対
策
と
し
て
、
花
粉
の
少
な
い
品

種
等
の
開
発
も
進
め
て
お
り
、
既
に
、
花
粉
の
少
な
い
ス
ギ
に
つ
い
て
は
、

森
林
へ
の
植
栽
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

新
品
種
の
開
発
に
は
、
現
地
選
抜
や
人
工
交
配
で

育
成
し
た
新
品
種
候
補
木
の
能
力
を
調
べ
る
た
め
、
九

州
各
地
に
検
定
林
を
設
け
て
い
ま
す
。
検
定
林
の
調
査

は
、
三
〜
四
人
で
一つ
の
チ
ー
ム
を
組
み
、
樹
木
の
個

体
ご
と
に
直
径
、
樹
高
、
曲
が
り
等
を
計
測
・
記
録

し
て
い
き
ま
す
。
例
年
調
査
が
集
中
す
る
九
月
か
ら
一一

月
に
か
け
て
は
、
全
職
員
が
総
出
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
生
物
多
様
性
戦
略

の
一
翼
を
担
っ
て
、
ヤ
ク
タ
ネ

ゴ
ヨ
ウ
、
ワ
ダ
ツ
ミ
ノ
キ
な

ど
暖
温
帯
や
亜
熱
帯
の
絶
滅

に
瀕
し
て
い
る
樹
種
を
収
集
・

保
存
し
、遺
伝
資
源
と
し
て
、

識
別
、
増
殖
、
利
用
す
る
上

で
の
特
性
を
調
べ
て
い
ま
す
。



写真１　潮につかるマングローブ林
　　　　○で囲ったのは人

写真1 枝垂染井吉野
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サクラ保存林 身近な湿地林の恵みを守る
―マングローブ林、河畔淡水湿地林（タイ）―

国際連携推進拠点長　田淵 隆一

海
外
事
情

多摩森林科学園長　　赤間 亮夫

世
界
の
陸
地
の
八.
六
％
（
一、
二
八
〇
万
㎢
）
を
覆
う
湿
地

は
、温
帯
や
寒
帯
で
は
湿
原
と
呼
ば
れ
る
草
原
に
な
り
ま
す
が
、

熱
帯
や
亜
熱
帯
で
は
森
林
が
で
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
海
岸

や
河
口
に
分
布
す
る
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
、
そ
の
陸
側
に
広
が
る

泥
炭
湿
地
林
、
河
畔
の
淡
水
湿
地
林
な
ど
が
主
な
も
の
で
す
。

こ
の
う
ち
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
は
潮
の
干
満
で
、
淡
水
湿
地
は
季

節
的
な
増
水
に
よ
っ
て
陸
地
と
水
系
が
交
互
に
現
れ
る
こ
と

で
、
陸
と
海
や
河
川
の
両
生
態
系
を
繋
い
で
い
ま
す
。
人
の
生

活
と
の
関
り
で
み
れ
ば
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
材
は
良
質
な
木
炭
の
原

料
を
提
供
し
て
き
ま
し
た
。
乾
い
た
季
節
の
河
畔
林
か
ら
は
木

材
や
様
々
な
林
産
物
が
収
穫
さ
れ
ま
す
。
ま
た
湿
地
林
か
ら
の

落
葉
枝
は
豊
か
な
漁
業
資
源
を
育
て
、
地
域
住
民
の
暮
ら
し
を

支
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
湿
地
林
は
泥
炭
な
ど
と
し
て
有
機

炭
素
を
多
量
に
蓄
え
る
こ
と
で
温
暖
化
抑
制
に
役
立
っ
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
に
身
近
で
大
切
な
場
所
で
す
が
、
こ
こ
数
十
年
間

の
急
激
な
熱
帯
林
減
少
は
湿
地
林
も
巻
き
込
み
ま
し
た
。
冠
水

す
る
森
は
水
か
ら
小
舟
で
近
づ
き
易
い
う
え
、
平
坦
な
地
形
は

開
発
す
る
の
に
は
好
都
合
だ
っ
た
の
で
す
。
東
南
ア
ジ
ア
の
森
林

減
少
は
著
し
く
、
中
で
も
タ
イ
で
は
約
五
〇
年
間
で
国
土
の
半

分
以
上
を
占
め
て
い
た
森
林
が
二
〇
％
程
度
に
ま
で
減
り
ま
し

た
。
タ
イ
の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
は
一
九
六
〇
年
代
に
は
五
、
五
〇

〇
㎢
あ
り
ま
し
た
が
、
約
三
〇
年
間
で
半
分
以
下
に
減
少
し
、

そ
の
六
五
％
が
エ
ビ
養
殖
池
に
転
換
さ
れ
ま
し
た
。
大
河
川
流

域
の
湿
地
林
も
農
地
に
さ
れ
、
漁
場
と
と
も
に
失
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
製
炭
用
材
も
持
続
可
能
な
伐
採
量
の
見
極
め
は
難
し
く
、

伐
り
過
ぎ
て
劣
化
し
た
林
も
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
急
激
な
森
林
減
少
の
中
で
も
、
タ
イ
を
は
じ
め

東
南
ア
ジ
ア
の
各
地
に
は
、

住
民
が
自
ら
森
林
利
用
や
漁

の
掟
を
作
り
、
持
続
的
に
利

用
す
る
こ
と
で
保
全
し
て
い

る
湿
地
林
が
い
く
つ
も
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
森
林
総
合
研

究
所
は
こ
の
よ
う
な
熱
帯
湿

地
林
の
持
続
的
な
利
用
を
推

進
す
る
た
め
、
タ
イ
を
中
心

と
し
た
東
南
ア
ジ
ア
で
、
湿

地
林
の
生
産
力
、
炭
素
蓄
積

能
力
や
人
々
の
暮
ら
し
と
の

関
り
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

東
京
西
部
の
八
王
子
市
内
に
桜
の
名
所
が
あ
り
ま
す
。
多
摩

森
林
科
学
園
の
サ
ク
ラ
保
存
林
で
す
。
多
摩
森
林
科
学
園
は
、

森
林
総
合
研
究
所
の
研
究
成
果
を
紹
介
す
る
た
め
に
一
年
を
通

し
て
一
般
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
サ
ク
ラ
の
時
期
は
特
に
に
ぎ

わ
っ
て
い
ま
す
。
科
学
園
の
サ
ク
ラ
は
、
高
度
経
済
成
長
期
に

各
種
公
害
に
よ
る
サ
ク
ラ
の
衰
退
が
心
配
さ
れ
た
た
め
、
昭
和

四
一
年
か
ら
の
農
林
省
桜
対
策
事
業
に
よ
り
収
集
が
は
じ
め
ら

れ
た
も
の
で
す
。
接
ぎ
木
用
の
穂
木
は
、
各
地
の
植
物
園
、
研

究
所
、
愛
好
家
な
ど
に
依
頼
し
て
集
め
ま
し
た
が
、
天
然
記
念

物
や
名
木
・
巨
樹
と
し
て
著
名
な
も
の
に
つ
い
て
は
文
部
省（
当

時
）、
林
野
庁
、
お
よ
び
都
道
府
県
の
協
力
を
得
ま
し
た
。

こ れ が お 宝

約
六
百
系
統
、
総
数
で
一
、
五
〇
〇
本
程
度
あ
り
、
種
類
の

多
さ
が
特
徴
で
す
。
晩
秋
か
ら
咲
く
も
の
に
始
ま
り
、
二
月
下

旬
か
ら
は
早
咲
き
の
も
の
か
ら
次
々
に
咲
き
だ
し
ま
す
。
四
月

前
半
は
一
重
の
花
が
、後
半
に
な
る
と
八
重
の
花
が
多
く
な
り
、

最
後
の
ミ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
は
五
月
に
入
っ
て
か
ら
と
、
半
年
間
も

花
が
見
ら
れ
ま
す
。
な
か
に
は
、
緑
色
や
黄
色
の
花
を
咲
か
せ

る
品
種
も
あ
り
ま
す
。

写真２　河畔の湿地林　増水期には林内の
　　　　道が漁のための舟着場に早替り



1819

に
な
る
と
サ
ク
ラ
の
仲
間
が
一
斉
に
咲
き
始
め

ま
す
。
野
生
種
で
は
エ
ド
ヒ
ガ
ン
や
ヤ
マ
ザ
ク

ラ
が
お
花
見
の
対
象
と
な
る
代
表
的
な
サ
ク
ラ
で
す

が
、
ウ
メ
、
モ
モ
、
ス
モ
モ
、
ウ
ワ
ミ
ズ
ザ
ク
ラ
な
ど

広
い
意
味
で
の
サ
ク
ラ
の
仲
間
（
サ
ク
ラ
亜
科
）
は

日
本
に
三
〇
種
以
上
が
分
布
、
あ
る
い
は
栽
培
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
サ
ク
ラ
の
仲
間
に
、
一
見
し
た
と
こ

ろ
、
サ
ク
ラ
の
仲
間
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
リ
ン
ボ
ク
と

バ
ク
チ
ノ
キ
も
含
ま
れ
ま
す
。
両
種
と
も
冬
で
も
葉

を
落
と
さ
な
い
常
緑
性
の
樹
木
で
関
東
か
ら
西
の
暖

温
帯
に
分
布
し
、
開
花
も
春
で
は
な
く
秋
で
す
。
し

か
し
よ
く
観
察
す
る
と
、
一
本
の
雌
し
べ
と
多
数
の
雄

し
べ
、
五
枚
の
花
び
ら
を
も
つ
花
は
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
と
同

じ
形
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
サ
ク
ラ
の
葉
に
は
蜜
線

が
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
が
、
バ
ク
チ
ノ
キ
の
葉
に

も
蜜
線
が
あ
り
ま
す
。
バ
ク
チ
ノ
キ
と
は
風
変
わ
り

な
和
名
で
す
が
、
樹
皮
が
剥
が
れ
落
ち
て
い
る
様
子

が
、
博
打
に
負
け
て
身
ぐ
る
み
剥
が
さ
れ
る
こ
と
に

見
立
て
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

全
国
で
も
有
名
な
清
流
の
ひ
と
つ
で
あ
る
長

良
川
の
上
流
部
、
岐
阜
県
郡
上
市
の
大
浅
柄
地

区
を
例
に
、「
水
源
林
」
の
は
た
ら
き
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
山
は
、
同
市
西
乙
原
地
区
の
住
民
二
六

名
の
所
有
地
で
、
そ
の
沢
水
は
昔
か
ら
隣
村
で

あ
る
美
並
村
住
民
の
貴
重
な
水
源
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
炭
焼
き
や
各
戸
の
炊
事
に
使
う
薪
な
ど
の

た
め
の
伐
採
が
続
い
た
結
果
、
昭
和
三
〇
年
代
中
頃
に
は
大

面
積
の
ハ
ゲ
山
と
な
り
、
沢
の
水
量
が
減
っ
て
住
民
間
で
水

争
い
も
起
き
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

舗
装
を
行
い
ま
し
た
。
一
方
、
炭
焼
き
の
衰
退
後
、
水
源
林

造
成
の
現
場
作
業
に
従
事
し
て
い
る
郡
上
市
側
住
民
は
、
こ

の
舗
装
林
道
を
使
っ
て
効
率
的
に
間
伐
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
取
組
は
、
水
を
通
じ
た
地
域
住
民
間
の
交
流

が
健
全
な
森
林
の
整
備
を
さ
ら
に
促
す
と
い
う
、
優
れ
た
事

例
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
に
係
る
旧
公
団
の
役
割
は
、
組
織
の
変
遷
を
経

て
現
在
は
当
研
究
所

森
林
農
地
整
備
セ
ン

タ
ー
が
引
き
継
い
で

お
り
、
今
後
も
地
域

住
民
の
期
待
に
応
え

て
い
き
ま
す
。

金
山
　
誠

（
森
林
農
地
整
備
セ

ン
タ
ー
森
林
業
務
部

森
林
企
画
課
長
）

こ
の
よ
う
に
荒
廃
し
た
民
有
林
に
お
い
て

急
速
に
森
林
を
造
成
し
、
水
源
を
養
う
機
能

を
早
期
に
回
復
さ
せ
る
た
め
、
昭
和
三
六

年
、
当
時
の
森
林
開
発
公
団
は
、
地
元

の
土
地
所
有
者
等
に
技
術
や
資
金
を
提

供
し
、
共
同
で
「
水
源
林
」
を
造
成

す
る
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。

大
浅
柄
地
区
に
お
い
て
も
、
こ

の
事
業
を
初
年
度
か
ら
導
入

し
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
植
林

し
下
草
刈
り
な
ど
の
保
育

作
業
を
進
め
た
結

果
、
昭
和
六
〇

年
頃
に
は
、
最

初
の
頃
に
植
え

た
木
が
太
さ
一

〇
数
㎝
、
高
さ

一
〇
ｍ
強
ほ
ど

の
大
き
さ
に
成

長
し
ま
し
た
。

こ
の
頃
か
ら
、

一
時
は
涸
れ
て

い
た
沢
に
年
間

を
通
し
て
水
が

流
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
沢
を
水
源
と
す
る
簡
易
水
道
を

整
備
で
き
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

美
並
村
側
住
民
は
水
の
復
活
に
深
く
感
謝
し
、
村
外
に
も

関
わ
ら
ず
村
の
費
用
負
担
に
よ
り
水
源
林
に
通
じ
る
林
道
の

バクチノキの樹皮はボロボロと剥がれ落ちる

簡易水道の取水場と水源林の間伐などに
使われる舗装林道

秋に咲くリンボクの花

春（
森
林
バ
イ
オ
研
究
セ
ン
タ
ー
　
主
任
研
究
員
）　

勝
木 

俊
雄

リンボク
 (Prunus spinulosa) 
Laurocerasus spinulosa

バクチノキ
(Prunus zippeliana)
Laurocerasus zippeliana

の
は
た
ら
き

森森
「水源林」のはたらき
～水の恩返し～

水源林造
成で蘇った

清流

荒廃した約300haのハゲ山に植林を開始
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森
林
総
合
研
究
所
は
、
重
点
分
野
の
一つ
と
し
て
、
木
材
に
よ
る
安

全
・
安
心
・
快
適
な
生
活
環
境
の
創
出
に
向
け
た
研
究
を
推
進
し
て

き
ま
し
た
。
今
回
、
こ
れ
ら
研
究
開
発
の
成
果
を
総
合
化
す
る
た
め

に
、
安
全
・
快
適
・
高
耐
久
・
省
エ
ネ
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
「
近

未
来
の
木
造
住
宅
」
設
計
コ
ン
ペ
を
実
施
し
ま
し
た
。
コ
ン
ペ
で
は
、

国
産
材
の
需
要
拡
大
に
大
き
く
貢
献
し
、
耐
震
性
に
優
れ
た
建
物
を

比
較
的
容
易
に
建
設
す
る
こ
と
が
可
能
な
、
厚
さ
二
四
ミ
リ
の
構
造

用
合
板
を
主
要
な
耐
力
壁
（
地
震
や
風
に
よ
り
受
け
る
水
平
方
向
の

力
に
抵
抗
す
る
壁
）
に
用
い
、
木
材
と
い
う
自
然
素
材
の
持
つ
安
ら

ぎ
が
意
識
で
き
る
デ
ザ
イ
ン
で
、
自
然
エ
ネ
ル

ギ
ー
や
高
効
率
設
備
機
器
利
用
と
の
融
合
を
図
っ

た
近
未
来
の
木
造
住
宅
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
募
集
し

ま
し
た
。応
募
作
品
は
、審
査
委
員
会（
委
員
長
・

三
井
所
清
典
芝
浦
工
業
大
学
名
誉
教
授
、
㈱
ア

ル
セ
ッ
ド
建
築
研
究
所
代
表
取
締
役
）
に
お
い
て

審
査
さ
れ
、
以
下
の
各
賞
が
決
定
し
ま
し
た
。

最
優
秀
賞

神
家
昭
雄
氏
（
神
家
昭
雄
建
築
研
究
室
）

優
秀
賞

田
中
康
夫
氏
（
住
友
林
業
㈱
）

審
査
員
特
別
賞

金
子
一
弘
氏
（
金
子
建
築
工
業
㈱
）

審
査
員
奨
励
賞

藤
森
伝
一
氏
（
藤
森
伝
一
建
築
設
計
事
務
所
）

山
崎
た
い
く
氏
（
Ｒ
４
製
作
所
）

佳
作浅

野
　
崇
氏
（
浅
野
崇
建
築
設
計
事
務
所
）

石
山
　
聡
氏
（
石
山
土
木
工
業
㈱
）

髙
島
ゆ
か
り
氏
（
ア
ト
リ
エ
結
）

寺
田
佳
弘
氏
（
㈱
日
本
シ
ス
テ
ム
設
計
）

野
村
昌
史
氏
（
野
村
昌
史
建
築
研
究
所
）

南
　
宗
和
氏
（
ジ
ェ
イ
・
ク
ラ
フ
ト
㈱
）

　（
五
十
音
順
）

森
林
総
合
研
究
所
で
は
今
年
度
よ
り
、
当
所
の
敷
地
内
に
最
優
秀

賞
作
品
を
実
験
住
宅
と
し
て
建
設
し
ま
す
。
実
験
住
宅
を
用
い
て
建

物
の
建
設
段
階
や
完
成
時
の
構
造
安
全
性
、
快
適
性
等
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
完
成
後
も
継
続
的
に
耐
久
性
等
の
デ
ー
タ
を
取
得

し
て
い
く
予
定
で
す
。
ま
た
、
実
験
住
宅
は
研
究
成
果
の
デ
モ
ン
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
住
宅
と
し
て
も
活
用
し
ま
す
。

2021

森
林
総
合
研
究
所
設
計
コ
ン
ペ

「
近
未
来
の
木
造
住
宅
」

―
安
全・快
適・高
耐
久・省
エ
ネ 

―

平
成
21
年
度
一般
公
開

　開
催
さ
れ
る

森
林
総
合
研
究
所
研
究
報
告

「
森
と
人
を
つ
な
ぐ
談
話
会
」

　（通
称

　サ
イ
エ
ン
ス
・
カ
フ
ェ
）

　
　
　
　
　
　を
始
め
ま
し
た
。

ど
な
た
で
も
予
約
な
し
、
無
料
で
参

加
で
き
る
楽
し
い
催
し
で
す
（
つ
く
ば

西
武
ホ
ー
ル
）。第
一
回
目（
二
月
）は「
森

は
二
酸
化
炭
素
を
減
ら
し
て
く
れ
る
っ

て
本
当
？
」
と
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
と
小
笠

原
の
森
、
素
晴
ら
し
い
海
洋
島
を
知
ろ

う
！
」、
第
二
回
目
（
四
月
）
は
「
森

林
セ
ラ
ピ
ー
〜
森
林
は
、
人
の
気
持
ち

を
癒
し
て
く
れ
る
〜
」と「
木
か
ら
は
、

い
ろ
い
ろ
な
バ
イ
オ
燃
料
が
出
来

る
！
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

第
三
回
（
六
月
五
日
）
は
「
森
林
を

支
え
る
縁
の
下
の
力
持
ち
」、
八
月
七

日
に
は
第
四
回
「
夏
休
み
は
や
っ
ぱ
り

昆
虫
」
と
「
鳥
の
話
」
を
開
催
す
る
予

定
で
す
。
小
学
生
や
中
学
生
の
参
加
も

大
歓
迎
で
す
。
続
く
第
五
回
（
一
〇
月
）

は
「
山
の
土
の
話
」
と
「
熱
帯
林
の
話
」

を
開
催
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
下
記
を

ご
覧
下
さ
い
。

●
総
説

　

林
床
に
お
け
る
CO2
放
出
フ
ラ
ッ
ク
ス
の
変
動
特
性
に
関
す
る

　
研
究

　
　
溝
口
康
子

●
研
究
資
料

　

釜
淵
森
林
理
水
試
験
地
観
測
報
告
一・
二
・
三
号
沢
試
験
流
域

　（
二
〇
〇
一
年
一
月
〜
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）

　
　
細
田
育
宏
・
村
上
亘
・
野
口
正
二

　
日
本
に
お
け
る
森
林
気
象
害
お
よ
び
林
野
火
災
の
発
生
状
況

　（
一
九
五
四
年
度
〜
二
〇
〇
三
年
度
）

　
　
鈴
木
覚
・
吉
武
孝
・
後
藤
義
明

　
札
幌
市
に
お
け
る
カ
ラ
フ
ト
ム
ジ
セ
ッ
カ
　Phylloscopus 

　schw
arzi

　
の
観
察
記
録
（
英
文
）

　
　
松
岡
茂

　
沖
縄
本
島
北
部
の
森
林
林
床
に
設
置
し
た
羽
化
ト
ラ
ッ
プ
で

　
得
ら
れ
た
オ
キ
ナ
ワ
ヒ
メ
ハ
ル
ゼ
ミ

　
　
末
吉
昌
宏
・
後
藤
秀
章
・
佐
藤
大
樹
・
小
高
信
彦
・
齋
藤
和
彦

　
森
林
総
合
研
究
所
多
摩
森
林
科
学
園
の
蜻
蛉
目
相

　
　
松
本
和
馬
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四
月
一
七
日（
金
）

〜
一
八
日
（
土
）の
二

日
間
、一
般
公
開
を
行

い
ま
し
た
。
昨
年
度
に

引
き
続
い
て
の
二
日
間

開
催
、
両
日
あ
わ
せ
て

一、〇
五
一
名
の
来
場
者

が
あ
り
ま
し
た
。
大
勢

の
皆
様
に
お
越
し
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。  
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