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堀
◉
熊
崎
さ
ん
は
、
ド
イ
ツ
林
業
と
の
比
較
か
ら
日

本
の
林
業
へ
の
提
言
を
つ
づ
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
に
あ
る
歴
史
へ
の
「
想
い
」
や
「
眼
差
し
」
に

つ
い
て
お
聞
か
せ
頂
け
ま
す
か
？

熊
崎
◉
最
初
は
、
歴
史
を
や
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た

ん
で
す
よ
。
林
業
試
験
場
に
入
っ
た
頃
は
、
ド
イ
ツ

の
専
門
書
を
ひ
た
す
ら
読
め
と
い
わ
れ
て
、
そ
の
う

ち
同
時
代
の
ド
イ
ツ
の
林
業
雑
誌
を
読
む
の
が
楽
し

く
な
っ
た
。
当
時
の
ド
イ
ツ
林
業
は
、
ア
メ
リ
カ
南

部
で
成
功
し
た
短
伐
期
の
育
成
林
業
を
受
け
て
、
短

伐
期
に
転
換
す
る
か
長
伐
期
を
維
持
す
る
か
の
論
議

が
な
さ
れ
て
い
た
時
代
な
わ
け
。
日
本
も
似
た
状
況

に
な
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
、
海
外
の
動
向
か
ら
日

本
を
み
る
視
点
が
そ
の
と
き
身
に
つ
い
た
の
か
な
。

堀
◉
１
９
９
８
年
に
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
タ
ッ
ト
マ
ン
の

『
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
森
を
つ
く
っ
て
き
た
の
か
』

（
以
下
原
題
：『
緑
の
列
島
』
築
地
書
館
）
を
翻
訳
さ
れ
ま

し
た
ね
。
海
外
の
歴
史
家
が
捉
え
た
日
本
の
林
業
史

は
、
と
て
も
新
鮮
で
し
た
。

熊
崎
◉
も
ち
ろ
ん
日
本
人
が
書
い
た
林
業
の
通
史

は
、
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
徳
川
家
の
一
次
資
料
が

あ
る
し
、
歴
史
学
者
の
鳥
羽
正
雄
や
所
三
男
が
通
史

を
書
い
て
い
る
＊
。
だ
け
ど
、
残
念
な
こ
と
に
日
本

し
か
み
て
な
い
ん
で
す
。タ
ッ
ト
マ
ン
の『
緑
の
列
島
』

は
、
世
界
の
大
き
な
流
れ
の
中
で
、
日
本
の
林
業
を

み
て
る
ん
だ
よ
ね
。
日
本
の
文
献
を
３
０
０
ぐ
ら
い

丁
寧
に
読
み
込
ん
だ
上
で
書
い
て
い
て
、
世
界
的
に

も
評
価
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
林
業
の
先
進
国
は

ド
イ
ツ
が
中
心
と
考
え
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
同
時

期
に
日
本
で
も
保
続
的
な
林
業
を
や
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
を
世
界
に
紹
介
し
た
本
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

堀
◉
客
観
的
に
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
人
と
し
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て
素
直
に
誇
ら
し
く
、
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

熊
崎
◉
世
界
か
ら
み
た
日
本
林
業
の
印
象
は
、
あ
の

本
で
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
た
と
思
う
。
最
初
に
タ
ッ
ト

マ
ン
を
読
ん
だ
の
は
『
近
代
日
本
林
業
の
源
流　

秋

田
藩
の
場
合
』（
未
訳
）
と
い
う
本
で
す
。
人
び
と
は
、

子
々
孫
々
ま
で
秋
田
藩
と
い
う
小
さ
な
空
間
の
中
で

暮
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
徳
川
の
封
建
時
代
で
、
外

へ
で
ら
れ
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
森
を
し
っ
か
り
守
り

続
け
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
て
い

た
。
当
時
は
森
林
が
荒
廃
し
て
た
ん
だ
け
ど
、
そ
れ

を
藩
も
商
人
も
百
姓
た
ち
も
、
み
ん
な
で
協
力
し
て

い
い
山
を
作
っ
て
い
こ
う
と
立
ち
上
が
っ
て
、
秋
田

の
森
林
は
回
復
し
て
い
く
。
す
ご
く
立
派
に
な
っ
て

い
く
わ
け
。
タ
ッ
ト
マ
ン
の
原
点
は
そ
こ
に
あ
る
ん

だ
よ
。
昔
の
ド
イ
ツ
と
よ
く
似
て
る
っ
て
い
う
ん
だ

な
。
ド
イ
ツ
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
保
続
的
な

林
業
経
営
が
成
立
す
る
こ
と
で
近
代
化
す
る
。

堀
◉
ヨ
ア
ヒ
ム・ラ
ー
ト
カ
ウ
の
『
木
材
と
文
明
』（
山

縣
光
晶
訳　

築
地
書
館
）
の
日
本
に
つ
い
て
書
か
れ
た
章

で
も
、
タ
ッ
ト
マ
ン
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
以
外
で
保
続
林
業
に
到
達
し
た
唯
一
の
国
が
日
本

だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
国
内
で
は
「
徳
川
林
政

史
研
究
所
＊
」
を
除
け
ば
、
そ
う
し
た
視
点
の
林
業

史
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

熊
崎
◉
ラ
ー
ト
カ
ウ
は
、
予
断
を
持
っ
て
論
を
立
て

る
こ
と
の
な
い
す
ぐ
れ
た
歴
史
家
で
す
。
僕
は
も
っ

と
も
注
目
し
て
読
み
続
け
て
い
ま
す
。

　

日
本
に
つ
い
て
い
う
と
徳
川
幕
府
の
あ
と
、
明
治

政
府
は
と
て
も
中
央
集
権
的
な
や
り
方
で
、
林
業
を

や
り
は
じ
め
る
わ
け
だ
。
そ
の
時
、
ド
イ
ツ
で
林
学

を
学
ん
で
帰
っ
て
き
た
学
者
が
指
導
的
な
役
割
を
果

た
す
の
だ
け
れ
ど
、
僕
は
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
と

思
う
ん
だ
よ
ね
。
一
つ
は
中
央
で
官
僚
と
し
て
指
導

し
た
人
た
ち
で
、
森
林
総
研
の
前
身
の
試
験
場
や
山

林
学
校
を
創
っ
た
松
野
礀は
ざ
まや

、
木
材
の
防
腐
技
術
を

確
立
し
た
志
賀
泰た
い

山ざ
ん

ら
の
流
れ
。
も
う
ひ
と
つ
が
、

造
林
造
園
技
術
に
力
を
注
い
だ
本
多
静せ
い

六ろ
く

や
、
吉
野

の
林
業
家
・
土ど

倉ぐ
ら

庄し
ょ
う

三ざ
ぶ

郎ろ
う

ら
民
間
の
力
で
政
治
を
動

か
そ
う
と
し
た
中
村
弥や

六ろ
く

ら
の
流
れ
。

堀
◉
な
る
ほ
ど
。
日
本
は
ド
イ
ツ
林
業
を
西
欧
の
最

新
学
問
と
し
て
学
ん
だ
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
も
２

つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
秋
田
藩
の
よ
う
な
日

本
独
自
の
源
流
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　
『
森
林
の
江
戸
学
』（
徳
川
林
政
史
研
究
所
編　

東
京
堂

出
版
）
な
ど
を
読
む
と
、
森
林
法
の
草
案
づ
く
り
の

と
き
に
、
江
戸
時
代
の
施
政
が
参
考
に
さ
れ
た
り
し

て
い
る
。
筑
波
大
学
の
加
藤
衛も
り

拡ひ
ろ

さ
ん
も
指
摘
し
て

ま
す
が
、
１
９
９
９
年
か
ら
の
営
林
局
・
営
林
署
の

統
廃
合
に
よ
る
組
織
再
編
で
、
江
戸
時
代
か
ら
脈
々

と
保
存
さ
れ
て
き
た
古
い
史
料
が
散
逸
し
か
ね
な
い

状
況
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
国
家
的
な
損
失
だ

と
。
そ
ん
な
古
い
史
料
を
何
に
使
っ
て
い
た
か
と
い

う
と
、
秋
田
営
林
局
な
ど
で
は
、
江
戸
時
代
の
森
林

管
理
の
仕
方
を
職
員
が
時
折
み
て
、
し
っ
か
り
参
考

に
し
て
い
た
と
い
う
ん
で
す
。

熊
崎
◉
へ
ー
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
？

堀
◉
え
え
。日
本
は
ド
イ
ツ
林
学
の
移
入
も
で
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
は
江
戸
時
代
の
森
林
管
理
を
そ

の
ま
ま
継
続
し
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
。
組
織
改
編
で
散
逸
の
お
そ
れ
が
あ
っ
た
史

料
は
、
最
終
的
に
公
文
書
館
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
の
林
業
は
そ
れ
な
り
に

水
準
が
高
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

熊
崎
◉
ド
イ
ツ
の
森
林
学
者
カ
ー
ル
・
ハ
ー
ゼ
ル
の

Key Words  徳川林政史研究所

尾張徳川家の第19代当主で政治家、

植物学者であった徳川義親（1886-

1976）が、尾張藩の領地・木曽の林政

に関する調査・研究・資料収集を目的と

して設立した研究所。

Key Words  鳥羽正雄、所三男の林業史

鳥羽正雄（1899-1979）は林業史学者、

城郭研究家で『日本の林業』（雄山閣　

1948）や『日本林業史』（同 1951）を

著した。所三男（1900-1989）は林業・

林政史学者で徳川林政史研究所所長

を務め、『近世林業史の研究』（吉川弘

文館　1980）を著した。

＊

＊

　

『日本人はどのように森をつくってきたのか』

（コンラッド・タットマン著　熊崎実訳　築地書館）

『木材と文明　ヨーロッパは木材の文明だった。』

（ヨアヒム・ラートカウ著　山縣光晶訳　同）
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本
に
も
お
な
じ
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
な
。

昔
の
営
林
署
が
残
し
て
い
た
記
録
を
人
や
組
織
が
新

し
く
な
る
と
捨
て
ち
ゃ
っ
た
っ
て
い
う
ん
だ
。

堀
◉
も
っ
た
い
な
い
！　

明
治
政
府
は
江
戸
幕
府
を

否
定
し
て
始
ま
っ
た
け
れ
ど
、
ド
イ
ツ
は
…
…
。

熊
崎
◉
営
林
署
長
が
交
替
し
て
、
歴
史
に
熱
心
な
人

な
ら
い
い
ん
だ
け
ど
、
歴
史
に
関
心
の
な
い
人
だ
と

だ
め
な
ん
だ
な
。

堀
◉
や
は
り
林
業
は
、
木
と
関
わ
る
時
間
が
長
い
か

ら
、
歴
史
が
と
て
も
大
事
で
す
よ
ね
。

熊
崎
◉
山
の
管
理
は
長
い
年
月
が
か
か
る
。
だ
か
ら

昔
の
人
が
、
そ
の
森
林
を
ど
う
扱
っ
て
き
た
か
わ

か
っ
て
い
な
い
と
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
作
業
が
で
き
な

い
。
作
業
の
記
録
が
と
て
も
重
要
な
資
料
な
わ
け
。

堀
◉
ド
イ
ツ
の
林
業
史
は
山
が
中
心
で
、
川
下
の
木

材
産
業
が
あ
ま
り
で
て
き
ま
せ
ん
。
ラ
ー
ト
カ
ウ
も

書
い
て
ま
す
が
、
少
し
前
の
ド
イ
ツ
の
林
業
は
、
山

か
ら
木
材
産
業
ま
で
の
流
通
が
障
害
物
競
走
み
た
い

だ
っ
た
っ
て
。

熊
崎
◉
日
本
も
ド
イ
ツ
も
、
流
通
経
路
が
と
て
も
複

雑
だ
っ
た
と
思
う
ん
だ
よ
ね
。
規
格
が
き
ち
ん
と
統

一
さ
れ
て
な
く
て
。
材
木
な
ん
て
伐
っ
て
み
な
い
と

わ
か
ら
な
い
か
ら
、
信
頼
関
係
が
な
い
と
成
り
立
た

な
い
。
ど
う
い
う
育
ち
を
し
て
い
る
か
も
わ
か
ら
ず

に
素
人
が
買
え
る
わ
け
な
い
ん
で
す
。
そ
の
点
、
北

欧
や
ア
メ
リ
カ
は
早
く
か
ら
規
格
を
つ
く
っ
て
、
流

通
経
路
が
合
理
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
製
材

業
が
う
ま
い
こ
と
合
理
化
へ
舵
を
切
っ
て
林
業
を

リ
ー
ド
す
る
よ
う
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
日
本
で
は
林

産
業
が
外
国
か
ら
材
木
を
輸
入
し
、
国
内
の
林
業
が

お
ろ
そ
か
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。

堀
◉
最
近
少
し
変
わ
り
は
じ
め
て
ま
す
け
ど
ね
。

　

と
こ
ろ
で
、
熊
崎
さ
ん
は
著
書
の
『
林
業
経
営
読

本
』（
日
本
林
業
調
査
会
）
に
長
伐
期
施
業
＊
と
い
う

こ
と
を
書
い
て
た
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
も
長
伐
期

林
業
は
、
生
態
系
に
も
調
和
し
て
い
い
と
思
う
の
で

す
が
、
反
面
、
熊
崎
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ
の
早
生
樹
で
、

木
材
を
断
片
化
し
て
合
板
な
ど
の
よ
う
な
使
い
方
を

す
る
こ
と
に
も
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。

熊
崎
◉
ア
メ
リ
カ
で
も
、
南
部
の
マ
ツ
地
帯
の
よ
う

に
短
伐
期
の
施
業
が
で
き
る
の
は
一
部
だ
け
な
ん
で

す
。
南
部
マ
ツ
だ
か
ら
育
種
も
、
遺
伝
子
組
換
え
も

効
率
的
に
い
く
け
れ
ど
、
そ
れ
が
ほ
か
で
も
う
ま
く

い
く
か
と
い
っ
た
ら
、
北
の
ほ
う
で
は
成
長
が
遅
す

ぎ
て
う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
る
程
度
伐
期

を
長
く
し
て
、
で
き
る
だ
け
人
手
を
か
け
ず
に
自
然

の
力
で
や
ろ
う
と
し
て
い
る
。
収
穫
量
は
多
少
落
ち

る
け
れ
ど
、
む
し
ろ
い
ま
は
、
そ
っ
ち
の
方
へ
力
を

入
れ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

堀
◉
で
は
、
日
本
の
長
伐
期
林
業
と
い
う
の
は
、
方

向
性
と
し
て
は
正
し
い
？　

あ
ん
ま
り
バ
ン
バ
ン
伐

る
の
は
良
く
な
い
で
す
よ
ね
。

熊
崎
◉
う
ー
ん
、
正
し
い
っ
て
い
う
か
ね
え
、
そ
れ

よ
り
し
ょ
う
が
な
い
と
思
う
ん
だ
よ
ね
え
。
バ
ン
バ

ン
伐
っ
た
り
し
た
ら
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
日
本

の
林
業
は
、そ
の
経
験
を
た
く
さ
ん
や
っ
て
き
て
る
。

バ
ン
バ
ン
伐
っ
て
大
水
が
出
て
、
土
砂
崩
れ
が
起
き

て
。
そ
の
繰
り
返
し
だ
か
ら
。

堀
◉
で
も
、
30
年
も
た
つ
と
忘
れ
て
る
人
も
い
っ
ぱ

い
い
る
よ
う
で
す
。「
ど
ん
ど
ん
行
け
！
」
み
た
い

な
感
じ
で
。
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
が
す
ご
く
大
事

だ
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
。

熊
崎
◉
歳
を
と
っ
て
く
る
と
、
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て

く
る
ん
だ
け
ど
ね
（
笑
）。

熊崎 実（くまざき　みのる）

1935 年岐阜県生れ。農林省林業試験場（現・森林総合研究
所）林業経営部長、筑波大学農林学系教授、岐阜県立森林文化
アカデミー初代学長を歴任。現在は、筑波大学名誉教授、日本
木質ペレット協会顧問、一般社団法人日本木質バイオマスエネ
ルギー協会顧問。専門は国際森林資源論、農学博士。著書・訳
書多数（欄外参照）。

「さまざまな職務から開放され、悠々自適の生活が始まる
矢先の80歳の年に出会ったのが、J・ラートカウの著作で
した。そして、ふたたび学究生活に戻ることになりました。
体力温存で、いまでも好きなテニスだけは続けています。」

巻頭◉対談

山の管理は長い年月がかかる。だから昔の人が、
その森林をどう扱ってきたかわかっていないと……

ひと
　こと

☜熊崎 実さん

の本

＊
Key Words  長伐期、短伐期

日本では、植林をしてから40〜50年で伐採

するのが標準的な伐期とされている。それよ

りも長い期間育て、80〜100年の樹齢で伐採

することを長伐期、ぎゃくにもっと若い樹齢

で伐採することを短伐期という。

『森林未来会議』

（熊崎実、速見亨、石崎涼子編著　築地書館）

『木のルネサンス』

（熊崎実著　エネルギーフォーラム）

5 巻頭◉対談　歴史を縦糸に世界を横糸に、日本の林業を読み解く



堀
◉
間
伐
期
に
は
小
径
材
が
結
構
あ
ま
っ
て
「
ど
う

す
る
？
」
と
い
う
話
に
な
り
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
太

く
な
っ
て
く
る
と
、
こ
ん
ど
は
柱
に
い
ち
ば
ん
い
い

太
さ
よ
り
太
く
な
っ
た
中
目
材
を
「
需
要
が
な
い
け

ど
ど
う
す
る
？
」
み
た
い
な
話
に
な
っ
た
け
れ
ど
、

結
局
供
給
す
る
と
製
材
業
が
ち
ゃ
ん
と
機
械
を
開
発

し
て
う
ま
く
や
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
い
ま
、
大
径
材

が
売
れ
な
く
て
困
る
と
い
う
話
で
、
仕
方
な
い
か
ら

中
国
に
輸
出
し
ち
ゃ
え
み
た
い
な
こ
と
も
い
わ
れ
る

ん
で
す
が
、
大
径
材
も
出
て
く
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に

う
ま
い
こ
と
使
う
と
思
う
ん
で
す
＊
。

　

こ
れ
か
ら
20
年
く
ら
い
か
け
て
大
き
な
機
械
が
入

れ
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
整
備
し
た
方
が
い
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。

熊
崎
◉
こ
れ
か
ら
だ
と
思
う
ん
だ
よ
ね
。
い
ま
ま
で

路
網
整
備
は
、
大
き
い
機
械
じ
ゃ
な
く
て
小
型
の
ば

か
り
で
や
っ
て
た
。
造
林
作
業
の
一
環
と
し
て
作
業

路
を
つ
け
て
も
、
長
期
的
に
維
持
管
理
で
き
ず
、
い

つ
の
間
に
か
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
と
い
う
こ
と
も
昔
は

よ
く
あ
っ
た
（
笑
）。
20
年
前
に
岐
阜
県
の
森
林
文

化
ア
カ
デ
ミ
ー
で
学
生
た
ち
と
一
緒
に
現
場
に
行
っ

て
み
る
と
、
そ
れ
ま
で
に
つ
く
っ
た
作
業
路
が
み
あ

た
ら
な
い
、
な
ん
て
こ
と
が
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
。

堀
◉
林
道
だ
っ
た
ら
、
台
帳
管
理
さ
れ
る
ん
で
す
け

ど
ね
。

熊
崎
◉
林
道
の
よ
う
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
な
っ
て
な

い
と
意
味
が
な
い
ん
だ
わ
。

　

だ
か
ら
ね
、
林
業
政
策
を
研
究
す
る
な
ら
、
ま
ず

山
へ
行
っ
て
ど
の
政
策
が
、
ど
の
く
ら
い
ま
で
浸
透

し
て
い
る
か
を
調
べ
た
ら
い
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
政

策
の
間
違
い
が
み
え
て
く
る
。
現
場
で
検
証
す
る
こ

と
が
だ
い
じ
な
ん
だ
よ
ね
。
そ
れ
を
怠
る
と
、
問
題

を
解
決
す
る
糸
口
が
つ
か
め
な
い
ん
だ
よ
。
原
因
が

わ
か
れ
ば
、
解
決
の
糸
口
が
出
て
く
る
。

堀
◉
成
功
し
て
い
る
具
体
例
と
か
は
？

熊
崎
◉
今
世
紀
に
入
る
頃
ま
で
は
、
自
分
た
ち
で
な

ん
と
か
維
持
し
て
る
林
業
家
は
い
た
ん
だ
よ
。
だ
け

ど
自
分
の
創
意
を
発
揮
し
づ
ら
く
な
っ
て
、
そ
の
う

ち
、
だ
ん
だ
ん
木
材
価
格
が
下
が
り
、
海
外
と
の
競

争
も
激
し
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
、
つ
ぶ
れ
て
い
っ
た

と
こ
ろ
も
あ
る
。
林
業
家
が
自
分
の
創
意
工
夫
で
経

営
維
持
で
き
る
よ
う
な
支
援
を
し
な
い
と
い
け
な

か
っ
た
。

　

ド
イ
ツ
の
場
合
だ
と
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
民
間

が
と
っ
て
、
役
所
は
支
援
す
る
だ
け
と
い
う
ス
タ
ン

ス
。
い
く
つ
か
の
国
で
は
国
有
林
を
解
体
し
て
、
民

営
化
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
日
本
は
、
そ
う
し
た
切

り
替
え
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
地
方
の
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
森

林
を
ど
う
す
る
か
、
資
源
を
ど
う
活
用
す
る
か
を
考

え
て
、
リ
ー
ド
す
る
時
代
に
な
る
と
思
う
。

堀
◉
小
さ
な
林
業
と
か
、自
伐
林
業
も
あ
り
ま
す
ね
。

熊
崎
◉
自
分
の
労
働
力
だ
け
で
や
ろ
う
と
す
る
と
、

使
え
る
機
械
が
限
ら
れ
ち
ゃ
う
か
ら
、
労
働
者
と
し

て
得
ら
れ
る
賃
金
も
低
く
な
る
。
大
型
の
林
道
を
整

え
て
、
共
同
で
や
る
よ
う
な
仕
組
み
に
し
た
ほ
う
が

生
産
力
や
収
入
は
上
が
る
と
思
う
ん
だ
よ
ね
。

堀
◉
生
産
す
る
場
を
集
約
化
す
る
の
は
、
意
外
と
合

意
形
成
に
お
金
と
時
間
が
か
か
る
と
思
う
ん
で
す
。

な
の
で
分
散
的
に
伐
採
し
て
、
出
て
き
た
丸
太
を
ま

と
め
て
売
る
方
に
力
を
入
れ
る
と
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
も
皆
伐
面
積
に
制
限
が
あ

り
ま
す
よ
ね
。
現
場
で
も
択
伐
で
や
っ
て
る
こ
と
が

多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
シ
ュ
バ
ル
ツ
バ
ル
ト
の
林

堀 靖人（ほり　やすと）

1960年鹿児島県生まれ。1984年、農林水産省林業試験場（現・
森林総合研究所）経営部に採用。林業経営・政策研究領域林業動
向解析研究室長、同領域長を経て、研究コーディネーター（地域
イノベーション推進担当）。農学博士。林業経済学会会長。著書
に『山村の保続と森林・林業』（九州大学出版会）など。

「森林とそれを支える仕組みや制度づくりには長い時間
が必要で、歴史を振り返ることの重要性とその面白みを
再認識しています。現在の有り様が過去とつながってい
ることがわかるのは楽しいですね。」

巻頭◉対談

地域に住んで林業や農業に携わりつつ、
サラリーマンをしたりとか。そういう生き方も楽しい……

ひと
　こと

＊
Key Words  小径材、中目材、大径材

日本では丸太の利用は柱材を基本にしてき

た。柱材をとるのに適した末口直径（細い側

の直径）が14cm以上20cm未満の丸太を柱

適寸材と呼ぶ。それより細いものを小径材、

20cm以上30cm未満までの丸太を中目材、

30cm以上の丸太を大径材もしくは尺上丸太

と呼んでいる。

☜堀コーディネーター

の本

『山村の保続と森林・林業』

（堀靖人著　九州大学出版会）
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＊

業
は
、
林
農
家
の
自
家
労
働
力
の
割
合
が
８
割
以
上

な
ん
で
す
。
素
朴
な
や
り
方
で
も
、
自
分
で
丸
太
ま

で
出
し
て
、
そ
の
丸
太
の
販
売
か
ら
共
同
化
す
る
。

組
合
な
ど
の
仕
組
み
を
考
え
る
と
か
。

熊
崎
◉
そ
れ
は
あ
る
と
思
う
な
。
ド
イ
ツ
は
、
農
業

用
の
ト
ラ
ク
タ
ー
が
大
き
い
ん
だ
よ
。
日
本
の
ト
ラ

ク
タ
ー
は
小
っ
ち
ゃ
く
て
、
太
い
丸
太
な
ん
て
引
っ

張
り
出
せ
な
い
。
ド
イ
ツ
の
農
業
用
の
大
型
ト
ラ
ク

タ
ー
は
す
ご
い
と
思
う
よ
。
も
っ
と
も
、
あ
れ
は
平

ら
な
所
だ
か
ら
で
き
る
ん
だ
け
ど
。

堀
◉
い
い
で
す
よ
ね
、
ド
イ
ツ
の
ト
ラ
ク
タ
ー
。
効

率
的
で
、
う
ま
い
こ
と
経
費
を
抑
え
て
ま
す
。

熊
崎
◉
日
本
の
場
合
は
集
約
化
の
た
め
に
も
の
す
ご

く
努
力
し
て
る
ん
だ
け
ど
…
…
ド
イ
ツ
は
、
も
う
少

し
自
由
か
な
。
儲
か
れ
ば
一
緒
に
や
る
け
ど
儲
か
ら

な
か
っ
た
ら
や
め
る
。
国
や
州
の
政
策
に
頼
ら
ず
自

ら
の
創
意
工
夫
を
信
じ
た
や
り
方
。

堀
◉
自
ら
の
創
意
工
夫
だ
と
、
や
る
気
が
で
ま
す
よ

ね
。

熊
崎
◉
そ
の
時
々
の
政
策
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
歴

史
を
見
返
し
て
、
な
ん
ど
で
も
検
討
し
直
す
こ
と
が

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
林
業
を
勉
強
す

る
人
は
、
ぜ
ひ
ラ
ー
ト
カ
ウ
を
読
ん
で
、
世
界
の
流

れ
や
歴
史
を
も
っ
と
勉
強
し
て
欲
し
い
な
ぁ
。

　
僕
は
い
ま
、
あ
る
意
味
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
っ
て
る

ん
で
す
。
こ
れ
か
ら
環
境
税
で
あ
る
と
か
、
い
ろ
ん

な
お
金
が
地
方
自
治
体
に
入
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
上

手
に
利
用
し
て
、
ど
う
し
た
ら
自
分
た
ち
で
や
っ
て

い
け
る
か
考
え
る
時
期
だ
と
思
う
ん
で
す
。

堀
◉
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
「
都
会
に
住
ま
な
く
て
も

い
い
か
も
」
と
い
う
発
想
は
広
が
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
地
域
に
住
ん
で
林
業
や
農
業
に
携
わ
り
つ
つ
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
し
た
り
と
か
。
そ
う
い
う
生
き
方

も
楽
し
い
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

熊
崎
◉
中
国
と
か
す
ご
い
よ
ね
。
山
奥
ま
で
Ｉ
Ｔ
化

を
推
進
し
て
る
ん
だ
よ
。
す
る
と
ね
、
情
報
も
機
械

も
簡
単
に
森
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
る
わ
け

で
し
ょ
う
。
林
業
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
と
思
う

ん
だ
よ
な
あ
。
山
村
の
山
奥
で
傾
斜
が
急
で
不
便
で

も
、
ド
ロ
ー
ン
で
植
林
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

堀
◉
若
い
こ
ろ
、
ア
ル
ビ
ン
・
ト
フ
ラ
ー
＊
の
『
第

三
の
波
』
と
い
う
本
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
発
達
す
る
と
、

一
斉
に
同
じ
時
間
に
出
勤
し
て
、
同
じ
時
間
に
働
い

て
お
な
じ
も
の
を
大
量
生
産
す
る
と
い
う
、
そ
う
い

う
時
代
が
完
全
に
終
わ
っ
て
、み
ん
な
遠
く
で
リ
モ
ー

ト
ワ
ー
ク
が
で
き
る
時
代
が
く
る
と
書
い
て
あ
っ
た

ん
で
す
。
で
も
実
際
は
人
間
は
組
織
に
属
し
て
み
ん

な
で
仕
事
す
る
の
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
、
な
か
な
か

そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
こ
に
来
て
、

少
し
変
わ
る
か
な
と
。
都
市
に
集
中
し
た
人
口
が
も

う
い
ち
ど
地
域
に
分
散
し
て
、
そ
こ
で
食
料
や
素
材

を
供
給
す
る
農
林
業
が
新
た
に
見
直
さ
れ
て
い
い
感

じ
に
な
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

熊
崎
さ
ん
は
よ
く
僕
ら
後
輩
に
「
日
本
を
研
究
す

る
の
は
当
た
り
前
。
海
外
の
こ
と
も
必
ず
ど
こ
か
好

き
な
国
を
み
つ
け
て
研
究
し
ろ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
た
。
そ
の
教
え
は
、
身
に
沁
み
て
い
ま
す
。

熊
崎
◉
ほ
か
の
国
を
み
な
い
と
ど
う
し
て
も
視
野
が

狭
く
な
る
ん
だ
な
。
歴
史
を
縦
糸
に
、
世
界
を
横
糸

に
し
て
織
り
な
し
た
と
こ
ろ
に
、
み
え
て
く
る
景
色

が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
も
や
っ
て
ま
す
。

堀
◉
熊
崎
さ
ん
の
研
究
姿
勢
を
、
僕
も
ぜ
ひ
若
い
研

究
者
に
継
承
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

Key Words  アルビン・トフラー（1928-2016）

アメリカの未来学者。1980年に出版した『第三の

波』（日本放送出版協会、中公文庫）が、農業革命、

産業革命につづく第三の波＝情報革命による脱産業

化の社会を予見して、ベストセラーとなった。

シュバルツバルト

ドイツ南西部のバーデン・ヴュルテンベルク州にある南北

160km、東西の最大幅50kmの森林と放牧地からなる山地

で、その最高峰は標高1,493ｍのフェルトベルクである。

もともとは落葉広葉樹とモミの混交林に被われていた。19

世紀半ばには森林の荒廃が進み、その後、トウヒの植林が

進められた。20世紀後半に酸性雨被害や度重なる風害にみ

まわれたことから、トウヒの一斉林を元来の自然植生に戻

そうとする動きがある。近年、観光地としても重要な地域

となっている。

7 巻頭◉対談　歴史を縦糸に世界を横糸に、日本の林業を読み解く



森づくりは、
100年の計

特集◉歴史にみる森林の変化と保続的な林業の試み■   

く
ら
し
の
基
盤
に
あ
る
木
材

　

日
本
は
、
世
界
で
も
ま
れ
に
み
る
森
の
豊
か

な
国
で
す
。現
代
に
お
い
て
も
、国
土
の
７
割
は
、

緑
に
お
お
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

古
代
か
ら「
木
の
国
」「
森
の
国
」と
し
て
、
そ

「採取利用」から、「育成林業」へ　

　天然林をひたすら利用する「採取利用」は、近代に至るまで延々

と続けられてきた。その長い歴史の中で、じわじわと山林の荒廃

にみまわれながらも、中世まではおもに森林の天然更新による回

復に頼ることで、かろうじて利用できていたようだ。

　しかし、戦国時代の武将たちによる築城や、天下統一という絶

大な権力を手にした豊臣秀吉、徳川家康の大建築物の造営、大都

市江戸、京都、大坂での木材消費の爆発的な増加などによって、

ついに全国的な山林の荒廃を招くことになる。

　これを受けて 17 世紀初頭には、森林の利用を抑制したり禁ずる

「御留山」「御留木」といった施策が断続的に行われはじめ、やがて、

苗木を育てて植林する「育成林業」が芽生えていくことになる。

1666（寛文6）年　幕府の諸国山川掟（開発抑制と植林の要請）
1685（貞享2）年　幕府が御林奉行を設置

1708（宝永5）年　尾張藩がヒノキ・サワラ・コウヤマキ・アスヒの伐採を禁止（御停止木）
1713年　世界では、H.C フォン カロウィッツが「保続的利用」を概念化
1728（享保13）年　尾張藩の御停止木にネズコが加わり木曽五木が確定

1642（寛永19）年〜　幕府による造林の奨励
1661（寛文元）年〜　尾張藩等で御留山を設置

15世紀半ば　大
お

鋸
が

の使用

1697（元禄10）年　宮崎安貞の『農業全書』で諸木の植林法を解説

1788（天明8）年　熊沢蕃山の『宇佐問答』

1751（宝暦元）年〜　秋田藩主が計画伐採の「番山繰」を導入

1804（文化元）年〜　秋田藩の林政を主導した賀藤景林による林政立て直し

1826年（文政9）年　鳥取藩が「諸木増殖仕法」を制定
1832年（天保3）年　土佐藩が生立樹木年齢調査を行う

1851（嘉永4）年　大蔵永常の『広益国産考』

1590（天正18）年　豊臣秀吉の天下統一

戦国時代

15世紀

14世紀

13世紀

12世紀

11世紀

10世紀

9世紀

8世紀

7世紀

6世紀

中 世

山林の荒廃 1600（慶長5）年　徳川時代のはじまり

採取利用
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特集◉

森づくりは、

　100年の計
「木の時代」の絶頂と終焉

「木の時代」は、18 世紀から 19 世紀初頭に絶頂を迎える。

それは、ちょうど工業化と化石エネルギーへの転換をとげ

る「産業革命」と軌を一にした時代だった。工作機械と鉄

道における鉄の使用を契機として、やがて「木の時代」は

20 世紀半ばには終焉を迎えることになる。

の
豊
か
な
森
林
か
ら
薪
炭
を
得
て
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
し
、
木
材
は
く
ら
し
を
支
え
る
資
材
と
し
て

近
代
ま
で
の
文
明
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
は
、
こ
と
さ
ら
日
本
に
限
っ
た
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ア
ジ
ア
を
は
じ
め
、
ア
フ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
ま
た
、
樹
種
や
植

生
は
ち
が
え
ど
も
、
長
い
間
、
人
類
の
文
明
を

支
え
て
き
た
の
は
「
木
の
文
化
」
で
し
た
。

　

ド
イ
ツ
の
歴
史
家
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ラ
ー
ト
カ
ウ

は
、
古
代
に
は
じ
ま
り
19
世
紀
前
半
に
絶
頂
を

迎
え
る
時
代
を
「
木
の
時
代
」
と
呼
び
ま
し
た
。

く
ら
し
と
産
業
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
、
そ
し
て
道

具
や
機
械
の
材
料
と
し
て
木
は
欠
か
せ
な
い
も

の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

■   

ど
の
よ
う
に
森
を
使
っ
て
き
た
の
か
？

　

古
来
、
日
本
列
島
に
く
ら
す
人
と
森
の
関
係

は
、
薪
炭
、
食
料
、
建
材
や
道
具
な
ど
に
必
要

な
資
材
を
手
近
な
森
か
ら
得
る
こ
と
か
ら
は
じ

ま
り
ま
し
た
。
や
が
て
、
稲
作
農
業
の
は
じ
ま

り
と
と
も
に
人
口
が
ふ
え
、
焼
畑
に
よ
る
農
地

開
墾
な
ど
、
森
林
へ
の
利
用
圧
も
し
だ
い
に
高

ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
弥
生
時
代
後
期
（
紀
元
１

〜
３
世
紀
）
の
登
呂
遺
跡
で
は
住
居
や
、
水
田
の

土
留
め
に
杉
板
が
使
わ
れ
、
そ
の
量
は
２
万
石

（
直
径
30
セ
ン
チ
×
５
メ
ー
ト
ル
の
丸
太
で
、
１
万
本
以

上
）
に
お
よ
ん
だ
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

　

６
世
紀
ご
ろ
に
な
る
と
、
製
鉄
と
鉄
器
具
が

発
展
し
、
大
型
建
築
の
建
設
や
造
船
、
製
塩
、

日本では、
森林をどのように利用してきたのでしょうか？
歴史を駆け足でふりかえりながら、
森林荒廃への対策として芽生えた
近世の育成林業、
保続的な取り組みについて、
みてみることにしましょう。

江戸時代前期

江戸時代後期

19世紀

18世紀

17世紀

16世紀

近 世
育成林業の萌芽

各地での保続的な
林業への取り組み

木の時代

9 特集◉森づくりは、100年の計



製
陶
な
ど
が
あ
い
ま
っ
て
、
よ
り
多
く
の
木
材

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
大
量
に
伐
採

さ
れ
る
こ
と
で
、
都
市
近
郊
の
森
林
が
荒
廃
す

る
と
、
伐
採
地
は
周
辺
へ
と
広
が
っ
て
い
き
ま

し
た
。
寺
院
や
宮
殿
の
造
営
に
使
わ
れ
て
い
た

良
質
の
ヒ
ノ
キ
の
入
手
が
困
難
と
な
り
、
サ
ワ

ラ
な
ど
が
と
っ
て
か
わ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
森
林
へ
の
伐
採
圧
は
ま
す
ま
す
広

範
に
わ
た
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■   

近
世
の
森
の
荒
廃

　

森
林
を
ひ
た
す
ら
伐
採
し
、
木
材
を
採
取
す

る
だ
け
の
略
奪
的
な
利
用
は
、
散
発
的
な
森
林

荒
廃
を
招
き
つ
つ
、
近
世
に
至
る
ま
で
つ
づ
き

ま
す
。
出
雲
大
社
や
伊
勢
神
宮
の
遷
宮
、
平
安

京
の
建
設
、
東
大
寺
再
建
、
戦
国
武
将
の
築
城

な
ど
、
歴
史
的
な
事
象
の
中
で
膨
大
な
量
の
木

材
が
伐
採
さ
れ
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

１
５
９
０
年
に
豊
臣
秀
吉
が
天
下
統
一
を
果

た
す
と
、
大
坂
城
、
伏
見
城
、
聚
楽
第
を
は
じ

め
と
す
る
建
造
物
の
造
営
の
た
め
に
、
国
中
の

大
名
か
ら
木
材
を
調
達
し
ま
し
た
。
ま
た
、
秀

吉
の
死
後
天
下
人
と
な
っ
た
徳
川
家
康
も
ま
た
、

多
く
の
建
造
物
を
建
設
す
る
た
め
に
、
海
運
を

使
っ
て
全
国
か
ら
大
材
・
良
材
を
集
め
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
日
本
の
国
土
は
広
く
尽つ

き

山や
ま

（
裸
山
）

と
な
る
ま
で
森
林
が
荒
廃
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

治
山
治
水
の
重
要
さ
を
説
い
た
儒
学
者
の
熊く

ま

沢ざ
わ

蕃ば
ん

山ざ
ん

は
、『
宇
佐
問
答
』
の
中
で
、「
天
下
の
山

林
十
に
八
尽
く
（
国
の
山
林
は
十
の
う
ち
八
が
裸
山

天竜
15世紀半ば頃、犬居町秋葉神社が社有林に

スギ、ヒノキの苗を植林。17世紀頃、山住

神社が伊勢などから苗木をとりよせて植林。

武蔵、青梅
大消費地・江戸への薪炭・木材供給地とし

て地方のスギ苗を取り寄せ、植林された。

山武
造船の用材として、スギ挿

し木苗で植林。

秋田
17世紀初頭の家老・渋江政光は、「国の宝は山なり」として山林の保

護・育成に尽力した。その後、領外への木材の販売などに伴う森

林資源の減少を受けて、御
お

留
とめ

山
やま

による伐採抑制や、利用目的に合

わせて順番に伐採する「番
ばん

山
やま

繰
ぐり

」（輪伐）、区画を分けて生育状況に

よって選伐する「際見」、土地に適した樹種の植林などが行われた。

また、実地調査と取締をする木
き

山
やま

方
かた

制度を設けて林政を管理した。

『木曽式伐木運材図会』より「元伐之図２」

出典：林野庁中部森林管理局所蔵

「伐木」秋田杣
そま

子
こ

造材之画

江戸時代末から明治時代にかけての秋田

での伐採・造材のようすを描いたもの。
出典：秋田県立博物館所蔵

能登
アテ（ヒノキアスナロ）を挿し

木苗で植林。輪島漆器の木地

などに利用してきた。

津軽、南部
利用形態によって山林を分類し、伐採の禁止、

輪伐、植林を行った。また、秋田同様に山林

方や山守などの職制をしいて林政を管理した。

木曽
天領だった木曽は、家康の時代に親藩の尾張藩領となった。

山林の管理は藩に任せたが、木材の伐出権は幕府も握って

いた。尾張藩は、御
お

留
とめ

山
やま

などによる伐採抑制や、ヒノキの

植林などを推し進めた。

熊沢蕃山（1619〜1691）

京都に生まれ、陽明学を学んでのち備前国岡山藩に

出仕する。藩主・池田光政を補佐しつつ、藩校での

教育、治山・治水に力を入れて土砂災害を抑え、農

業政策に尽力した。
出典：公益財団法人　藤樹書院所蔵

登呂遺跡の杉板の木材使用量

住居用に約1000石（1石＝0.278立法メートル）、

水田の杉板と合わせて4000石が使われているとさ

れ、それらを得るためには、5倍の約2万石の丸太を

必要としたと考えられる。
出典：『総合年表　日本の森と木と人の歴史』（（社）国土緑化推進
機構企画・監修　日本林業調査会編）
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に
な
っ
た
）」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

■   

育
成
林
業
の
は
じ
ま
り
と
試
み

　

木
材
の
品
質
低
下
や
供
給
不
足
が
目
立
ち
始

め
た
17
世
紀
半
ば
頃
に
な
る
と
、
幕
府
は
直
轄

地
（
天
領
）
に
対
し
て
、
新
田
開
発
の
抑
制
や
伐

採
の
禁
止
、
森
林
保
護
と
植
林
を
奨
励
す
る
お

触
れ
（
御お

林は
や
し

、
御お

留と
め

山や
ま

、
御お

留と
め

木ぎ

の
指
定
な
ど
）
を

出
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
各
藩
で
は
、
領
内
の

土
木
工
事
に
お
け
る
材
木
利
用
や
、
財
源
確
保

の
た
め
の
領
外
へ
の
材
木
販
売
な
ど
に
よ
っ
て
、

木
材
が
し
だ
い
に
窮
迫
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た

身
近
な
森
林
か
ら
の
資
材
採
取
を
禁
止
さ
れ
た

農
民
た
ち
の
く
ら
し
は
困
窮
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

近
隣
の
山
が
尽
山
に
な
れ
ば
、
良
材
を
求
め

て
さ
ら
に
奥
山
で
伐
採
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
奥
山
か
ら
材
を
運
び
出
す
に
は
、
た
い
へ

ん
な
労
力
を
必
要
と
し
ま
す
。

　

農
民
か
ら
の
苦
情
、
藩
の
財
政
維
持
、
木
材

の
上
納
を
め
ぐ
る
藩
と
幕
府
と
の
駆
け
引
き
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
き
て
き
ま
す
。
こ

う
し
て
、
と
く
に
良
木
を
産
す
る
各
藩
に
お
い

て
は
、
領
内
で
の
木
材
の
供
給
や
領
外
へ
の
販

売
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
保
続
林
業
」
へ

の
取
り
組
み
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
津
軽
、
秋
田
、
能
登
、
飫お

び肥
と
い
っ
た
産

地
で
、
そ
う
し
た
試
み
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い

き
ま
す
。

　

ま
た
幕
府
は
、
天
領
で
あ
る
伊
那
、
飛
騨

御林、御留山、御留木

良材の採れる林業的な価値の高い山林や防災上必要

な山林を幕府および諸藩領主の管理下におき、「御

林」「御留山」として指定することでむやみな伐採を

禁じた。また、「御留木」は樹種を指定して伐採を禁

じた。そのほか、20年毎に伐採する萩藩の「番組山」

や秋田藩の「番山繰」などの輪伐法が行われるように

なっていく。

吉野
16世紀初め頃に、吉野川上郡でスギ苗

を植林。山の所有者が地域村民に山林

の管理を委託する借地林や山守制度に

よって山林を維持した。

紀州尾鷲
藩主徳川頼宣が、スギ種子を九州、

ヒノキ種子を木曽から取り寄せて造

林を図る。18世紀には、植林をする

と自分で伐出販売ができる「植出権」

によって、林業が盛んとなった。

日田
スギ挿し木苗を植林。右図は、日田

出身の農学者大蔵永常が1859（安政

6）年に著した『広益国産考』より「杉

苗を片下りの地に植る図」

屋久島
16世紀後半に屋久杉の

伐採利用がはじまる。

飫
お

肥
び

17世紀のはじめに、

藩の財政を支えるた

めに植林。

琉球国
尚真王、清王がリュウキュウマツ数千本を植

栽。マツ並木の景観、寺院修繕や生活用材、

造船材としての利用を目的に植栽された。

江戸時代の育成林業への
取り組みの例　

幕府や各藩での育成林業への
取り組みについて、一例を紹介
しましょう。

※ここでは防風・防砂のための植林に
　ついては、ふれていません。

吉野林業でのスギ、ヒノキの植えつけ

吉野の林家・森庄一郎がまとめ、明治31年に

刊行された『挿画　吉野林業全書』は、吉野林

業の全工程を挿絵とともに解説している。ド

イツ林学を学んだ中村弥六が校閲をしている

が、吉野林業が長年営んできた育林技術が、

受け継がれていることはまちがいない。

特集◉

森づくりは、

　100年の計

出典：国立国会図書館デジタルコレクション

出典：『明治農書全集』第13巻（農文協）

11 特集◉森づくりは、100年の計



（
１
６
９
２
年
か
ら
天
領
）
な
ど
の
優
良
な
森
林
を

御お

林は
や
し

と
し
て
管
理
し
、
保
護
す
る
と
と
も
に

良
材
の
供
給
地
と
し
て
確
保
し
ま
す
。
ま
た
、

１
６
８
５
年
に
御
林
奉
行
を
設
置
し
て
御
林
の

実
地
調
査
を
行
い
、
御
林
台
帳
を
作
成
し
て
森

林
の
状
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
保
護
と

木
材
供
給
の
両
立
を
試
み
ま
す
。

　

領
内
の
土
木
工
事
や
領
外
へ
の
販
売
な
ど
で

森
林
が
減
少
し
た
尾
張
藩（
木
曽
ヒ
ノ
キ
）、
秋
田

藩（
秋
田
ス
ギ
）、
津
軽
藩（
青
森
ヒ
バ
）な
ど
で
は
、

留と
め

山や
ま

な
ど
伐
採
制
限
や
禁
伐
を
行
い
、
森
林
を

保
全
す
る
と
と
も
に
、
伐
採
地
の
天
然
更
新
や

植
林
を
進
め
ま
し
た
。
秋
田
藩
で
は
、「
国
の
宝

は
山
な
り（
中
略
）山
の
衰
え
は
即
ち
国
の
衰
え
な

り
」と
語
っ
た
家
老
・
渋
江
政
光
の
精
神
を
受
け

継
い
で
、
木き

山や
ま

方か
た

と
い
う
管
理
組
織
を
設
置
し
、

山
林
保
全
や
伐
出
の
管
理
、
植
林
の
奨
励
、
盗

伐
の
取
締
り
な
ど
に
力
を
入
れ
ま
し
た
。
水
源

涵
養
の「
水み

ず

野の

目め

林ば
や
し

」の
指
定
や
積
極
的
な
林
政

改
革
で
幕
末
ま
で
、
森
林
を
維
持
し
て
き
ま
し

た
。
木
山
方
の
現
場
を
担
っ
た「
御お

山や
ま

守も
り

」た
ち

に
は
、
文
書
で
林
業
に
関
わ
る
事
柄
を
記
録
す

る
も
の
も
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
現
場
の
記
録
は
、

明
治
維
新
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と

が
、
近
年
の
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。

■   
歴
史
か
ら
学
ぶ
こ
と

　

明
治
維
新
以
降
、
明
治
政
府
は
西
洋
の
学
問

か
ら
積
極
的
に
学
ぶ
政
策
を
採
り
入
れ
ま
し
た
。

寛政10（1798）年の長堀材木濱（右）

攝津名所圖會. [5]　秋里籬嶌 著述他

天保5〜7（1834-1836）年の深川木場（左）

江戸名所図会　7巻　松濤軒斎藤長秋 著他

林産業に携わる商人たちが力を持つようになり、江

戸や大坂への木材の流通を担った廻船問屋が大きな

財をなしていく。
出典：国立国会図書館デジタルコレクション

官材画譜（土屋秀世作、松村寛一絵　1845（弘化2年）

『官材画譜』は、飛騨高山の郡代役所地役人だった土屋秀世が、郡代の命でつ

くったとされ、飛騨地方での伐出と運材が描かれている。また、1854（嘉永7）

年には、同地役人の富田礼彦がやはり郡代に命じられて『官材画譜』に基づく

『官材図絵』を作成した。この『官材図絵』は、1917（大正6）年に『運材図絵』と

名を改めて刊行された。これらと類似した絵図に、『木曽式伐木運材図会』や『官

材伐
きり

出
だし

之図』『官材川
かわくだり

下之図』がある。林業技術の伝承の必要性が、こうした

絵図の作成を促したのだろうか？

『官材川下之図　上巻（伐出之図）』より

文六厘之図・御山厘之図・株祭之図　出典：北海道大学北方資料データベース

　

出典：国立国会図書館デジタルコレクション
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林
学
に
お
い
て
も
、
先
進
地
の
ド
イ
ツ
に
留
学

し
て
林
学
を
修
め
た
学
者
や
技
官
た
ち
が
、
国

有
林
を
中
心
に
日
本
の
林
業
を
統
一
的
に
管
理
・

指
導
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
の
改
革

は
、
ほ
か
の
産
業
同
様
に
林
業
・
林
産
業
に
お

い
て
も
劇
的
な
転
換
点
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

森
は
数
百
年
の
大
き
な
時
の
流
れ
の
中
で
育

ま
れ
、
伐
採
さ
れ
、
再
び
植
林
さ
れ
て
新
た
に

生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
末
に
諸
藩
に

よ
っ
て
植
林
さ
れ
、
保
護
さ
れ
た
森
林
は
、
明

治
以
降
、官
林
、そ
し
て
国
有
林
に
引
き
継
が
れ
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
し
ば
ら
く
の
間
ま
で
国

の
財
政
を
も
支
え
ま
し
た
。
た
だ
し
、
日
本
の

国
全
体
と
し
て
み
る
と
、
戦
中
戦
後
の
過
度
な

伐
採
に
よ
っ
て
森
林
は
荒
廃
し
、
度
重
な
る
洪

水
に
も
み
ま
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
全
国
的
に
植

林
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
折
し
も
１
９
６
０
年

以
降
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
に
よ
り
、
広
大
な
薪

炭
林
（
広
葉
樹
林
）
が
不
要
と
な
り
、
そ
れ
が
針

葉
樹
林
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

ま
た
、
木
材
輸
入
の
拡
大
に
よ
っ
て
国
内
の
森

林
を
温
存
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
た

め
も
あ
っ
て
日
本
は
短
期
間
に
緑
豊
か
な
森
を

再
生
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
い
ま
の
日
本
の
森
は
林
業
の
不
振
、

地
域
の
衰
退
に
よ
っ
て
、
多
く
の
課
題
を
抱
え

て
い
ま
す
。「
１
０
０
年
の
計
」
と
言
わ
れ
る
森

づ
く
り
。
歴
史
に
学
び
つ
つ
、
１
０
０
年
後
を

見
据
え
た
森
と
社
会
と
人
と
の
関
係
を
と
ら
え

直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

天然秋田杉と大館曲げわっぱ職人の柴
しば

田
た

慶
よし

信
のぶ

さん

大館の曲げわっぱは、雪に耐えてゆっくりと生育した緻密な年輪をもつ「天

杉（天然秋田杉）」を材料としてつくられてきた。数をへらしてしまった「天杉」

は、いま保護対象となり伐採が禁じられている。秋田杉にかぎったことでは

ないが、曲げわっぱのような産業を維持していくためにも、天然更新による

長期育成の森林を保続維持していくことも必要だろう。
写真出典：『伝統工芸の名人に会いに行く3　曲げわっぱ』（文と写真　瀬戸山 玄　岩崎書店）

特集◉

森づくりは、

　100年の計

ドイツ林学の根底にある森林の「保続原則」の起源

現代では、当然のこととされる「保続原則」は、18世紀初めに起源を

もつ。ザクセンの鉱山局長だったハンス・カール・フォン・カロウィッ

ツ (1645-1714)が1713年に著した『Sylvicultura Oeconomica』と

いう本の中に「保続的な利用」という言葉が初めて登場する。カロ

ウィッツは、「自然をやさしく扱う義務があり、それは未来世代に対

する責任でもある」と語り、再生可能で保続的な森林経営・林業政策

の必要性を論じた。
図版出典：wikipedia PDM
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収
益
性
や
生
産
基
盤
を「
見
え
る
化
」す
る

　

本
州
よ
り
南
の
地
域
で
は
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ

が
人
工
林
の
主
な
樹
種
で
す
が
、
北
海
道
で
は
、

カ
ラ
マ
ツ
と
ト
ド
マ
ツ
が
人
工
林
資
源
の
中
心

で
す
図
１

。
カ
ラ
マ
ツ
は
２
０
０
０
年
代
か
ら

伐
採
が
開
始
さ
れ
、
い
ま
で
は
、
よ
り
奥
地
か

ら
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
伐
採
地
に
再
造
林
を
す
る
こ
と
で

将
来
に
わ
た
っ
て
カ
ラ
マ
ツ
の
生
産
・
供
給
体

制
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

一
方
、
ト
ド
マ
ツ
は
近
年
よ
う
や
く
主
伐
が

開
始
さ
れ
ま
し
た
。
立
木
段
階
で
材
の
腐
朽
が

入
り
や
す
い
こ
と
か
ら
、
適
期
に
速
や
か
に
利

用
を
進
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

再
造
林
で
資
源
を
確
保
し
つ
つ
木
材
生
産
を

進
め
る
た
め
に
は
、
収
益
が
あ
が
る
地
域
か
ら

の
生
産
を
安
定
的
に
確
保
し
な
が
ら
、
今
後
、

生
産
が
期
待
で
き
る
地
域
の
生
産
基
盤
を
整
備

し
て
底
上
げ
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

広
域
で
の
人
工
林
経
営
の
収
益
性
や
生
産
基

盤
を
「
見
え
る
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
収

益
が
期
待
さ
れ
る
部
分
を
着
実
に
伸
ば
し
て
、

生
産
基
盤
に
課
題
が
あ
る
地
域
で
は
、
そ
の
整

備
に
向
け
た
道
筋
を
示
す
こ
と
が
大
事
で
す
。

「
見
え
る
化
」で
課
題
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

　

そ
こ
で
、
複
数
の
研
究
者
が
協
力
す
る
こ
と

で
、
北
海
道
全
域
で
の
人
工
林
の
資
源
採
算
性

の
「
見
え
る
化
」
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

林
業
工
学
の
立
場
か
ら
は
伐
出
コ
ス
ト
の
モ

デ
ル
化
を
、
育
林
の
立
場
か
ら
は
生
育
適
地
の

広
域
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
、
経
営
の
立
場
か
ら
は
育

林
コ
ス
ト
や
木
材
の
輸
送
コ
ス
ト
算
出
を
担
当

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
果
を
組
合
せ
る
こ
と
で
全

体
像
を
見
渡
せ
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。

　

伐
出
コ
ス
ト
の
モ
デ
ル
化
で
は
、
伐
採
が
奥

地
に
な
る
こ
と
で
、
フ
ォ
ワ
ー
ダ
（
材
を
集
め
て

運
ぶ
重
機
）
に
よ
る
搬
出
作
業
の
コ
ス
ト
が
増
え

ま
す
。
さ
ら
に
、
フ
ォ
ワ
ー
ダ
の
往
復
時
間
が

長
く
な
る
こ
と
で
作
業
に
待
ち
時
間
が
で
き
る

と
、
搬
出
以
外
の
コ
ス
ト
も
増
え
て
し
ま
う
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
図
２

。
こ
の
た
め
、
ト
ラ
ッ

ク
が
走
行
で
き
る
林
道
の
整
備
と
と
も
に
、
作

業
の
待
ち
時
間
を
つ
く
ら
な
い
工
夫
も
大
事
で

す
。
植
栽
樹
種
の
生
育
に
適
し
た
場
所
で
は
、

図１　北海道におけるトドマツとカラマツの資源の分布状況
　　　　 出典：北海道庁、北海道森林管理局の提供資料を用いて作図

0
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000伐
採
し
た
木
材
を
集
め
る
工
程
の
コ
ス
ト
が
減

る
と
と
も
に
、
面
積
あ
た
り
の
収
穫
が
増
え
る

た
め
作
業
道
の
開
設
費
な
ど
の
コ
ス
ト
も
減
り
、

伐
出
の
た
め
の
全
体
の
コ
ス
ト
が
減
少
し
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
生
育
適
地
に
植
え
る
こ
と

は
伐
出
コ
ス
ト
の
面
か
ら
も
有
利
で
す
。

　

育
林
コ
ス
ト
に
注
目
す
る
と
、
北
海
道
で
は
、

工程間の 待ち時間なし 作業の場合 工程間の 待ち時間あり 作業の場合

林道からの直線距離（ｍ）

伐
出
コ
ス
ト
（
円
／
m3

）

林道からの直線距離（ｍ）

図２　林道からの直線距離に応じた伐出コスト
カラマツ地位指数22の場合。 「地位指数」とは、林齢と上層木の樹高から、その土地の生産力を示した指標値。
出典：宗岡寛子ら(2020)北の森だより 23:6-7

トドマツ

カラマツ

そのほか

樹種

作業道開設

間接費

運材（フォワーダ）

造材（プロセッサ）

木寄せ（グラップルローダ）

伐倒（チェーンソー）
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研究の森から
北海道人工林の
広域での採算性を

「見える化」する



日
本
海
側
の
多
雪
地
域
で
初
期
成
長
の
遅
さ
と

サ
サ
と
の
競
合
に
よ
る
下
刈
り
期
間
の
長
さ
が

コ
ス
ト
を
引
き
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
ト
ド
マ
ツ
と
カ
ラ
マ
ツ
の
分
布
に
は
偏

り
が
あ
り
、
需
要
（
製
材
工
場
の
立
地
）
に
も
偏
り

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
需
要
に
よ
っ
て
、
地
域
に

よ
る
価
格
差
も
生
じ
て
き
ま
す
。
人
員
や
車
両

不
足
の
中
、
木
材
運
送
業
界
で
は
地
域
で
の
短

距
離
輸
送
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。
需
要
と
供
給

を
マ
ッ
チ
さ
せ
る
た
め
に
も
、
木
材
の
安
定
供

給
の
確
保
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

将
来
は
施
業
選
択
や
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
ツ
ー
ル
に

　

今
回
の
研
究
に
よ
っ
て
、
カ
ラ
マ
ツ
と
ト
ド

マ
ツ
の
収
益
性
と
生
産
基
盤
の
「
見
え
る
化
」

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
研
究
で
は
、

コ
ス
ト
や
収
支
を
個
別
の
要
素
の
積
み
上
げ
に

よ
り
推
計
し
て
い
る
の
で
、
収
支
改
善
の
か
ぎ

を
考
え
た
り
、
改
善
し
た
際
の
供
給
基
盤
の
変

化
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
も
可
能
で

す
図
３

。
今
後
は
モ
デ
ル
の
精
緻
化
や
地
域
で

の
適
用
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
人
工
林
経
営

の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
進
め
、
保
全
も
含
め
た
施
業

選
択
や
重
点
化
を
考
え
な
が
ら
、
生
産
が
期
待

さ
れ
る
地
域
で
は
需
要
を
満
た
し
、
資
源
を
フ

ル
に
活
用
し
て
い
く
た
め
の
生
産
基
盤
を
維
持
・

整
備
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

図３　カラマツの経営収支の例
図はカラマツでの特定のケースでの計算結果を示している。青い部分はよりコストがかかり、

赤い部分はより収益性が高くなる。条件や想定を変えると結果は変わる。
出典：古家直行ら (2020) 北の森だより 23:8-9

収支（千円／ ha）

◀作業道を利用した場合

アクセス道走行なし
待ち時間なし作業

◀林内を走行した場合

アクセス道走行なし
待ち時間なし作業
傾斜15度以上は作業道利用
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15 シリーズ◉研究の森から

古家 直行　Furuya Naoyuki

北海道支所

Q1. なぜ研究者に？
　私が大学で学んだころは、熱帯地域での森

林減少がクローズアップされていた時代でし

た。私自身は植物や動物に詳しいという学者

ではないのですが、人と森林の営みや自然の

バランスの保ち方、保たれ方に関心がありま

した。

Q2. 影響を受けたことなど
　東南アジアの山岳地域の傾斜地で営まれてい

る焼き畑移動耕作は、短期間に場所を移動し、

利用する面積と保存する面積のバランスが重要

な点、人の生活がかかっている点、自然の再生

力に期待している点、空間配置の幾何学的な美

しさも含め、研究者を志すきっかけを与えてく

れたように思います。

Q3. 研究の魅力とは？
　森林はいろいろな地域に育ってます。世界

中に多様な森林があり、日本にもさまざまな

森林がみられます。そして、森林と生活を共

にする人びとがいて、森林を研究する研究者

もさまざまです。そうした森や人との出会い

はいつも新鮮で新たな感動を与えてくれます。

Q4. 若い人へ
　研究者にもいろんなタイプの人がいます。

研究のルートもひとつではありません。上手

に研究を計画し思い通りの結果が得られるこ

ともあれば、最初考えていた方法ではうまく

行かなかったけれど、根気よく取り組むこと、

観察を続けることで、思いもしていなかった

新たな発見が得られることもあります。何を

見ても何かを吸収できる、関係ないように見

えるものがふとある時つながって見えてくる、

そんな感性を大事にしてほしいと思います。

見てない人、感じていない人にはそのチャン

スは訪れません。



新
た
な
森
林
計
画
制
度
の
模
索

　

日
本
に
お
け
る
森
林
計
画
制
度
は
、
森
林
の

無
秩
序
な
開
発
を
防
ぎ
、
森
林
資
源
の
利
用
と

保
全
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
の
確
保
を
目
的
と
し

た
、
世
界
に
類
を
見
な
い
制
度
で
す
。
本
制
度

は
森
林
の
基
幹
的
法
律
で
あ
る
森
林
法
に
規
定

さ
れ
、
戦
後
間
も
な
い
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年

か
ら
現
在
ま
で
、
日
本
の
森
林
管
理
に
と
っ
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
近
年
、

環
境
の
時
代
に
相
応
し
い
森
林
管
理
が
謳う

た

わ
れ
、

ま
た
、
充
実
し
た
森
林
資
源
の
適
切
な
伐
採
と

更
新
が
望
ま
れ
る
中
、
森
林
計
画
制
度
も
時
代

に
即
し
た
新
た
な
姿
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
初
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

　

将
来
に
向
け
て
よ
り
良
い
森
林
計
画
制
度
を

構
想
す
る
た
め
の
方
法
に
は
、様
々
な
ア
プ
ロ
ー

チ
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
本
研
究
で
は
、
制
度
成

立
の
原
点
ま
で
遡
り
、
制
度
が
ど
の
よ
う
に
生

ま
れ
て
来
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

制
度
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

専
門
書
、
業
界
誌
記
事
、
座
談
会
記
録
、
省
令

な
ど
の
公
文
書
と
い
っ
た
様
々
な
史
資
料
を
渉

猟
し
写
真
１

、
答
え
の
手
掛
か
り
を
探
る
歴
史
社

会
学
の
方
法
を
採
り
ま
し
た
。

　

研
究
の
結
果
、
森
林
計
画
制
度
の
誕
生
に
は
、

大
き
く
２
つ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

最
初
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
は
、
昭
和
14

（
１
９
３
９
）
年
の
森
林
法
改
正
で
す
。
本
改
正
は

そ
れ
ま
で
公
有
林
、
社
寺
有
林
に
限
ら
れ
た
営

林
の
監
督
を
、
私
有
林
を
含
む
民
有
林
全
体
に

ま
で
広
く
適
用
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
こ
れ

以
降
、
国
有
林
と
併
せ
、
日
本
中
の
森
林
に
は

じ
め
て
計
画
的
な
施
業
が
可
能
と
な
り
ま
し
た

図
１

。

　

具
体
的
に
は
、
施
業
案
（
現
在
の
森
林
計
画
）
編

成
の
た
め
、
50
町
歩
（
約
50
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
未
満
の

私
有
林
所
有
者
は
，
市
町
村
ご
と
に
全
国
山
村

に
く
ま
な
く
設
置
さ
れ
た
森
林
組
合
へ
強
制
加

入
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
施
業
案

が
計
画
通
り
に
実
施
さ
れ
な
い
場
合
、
行
政
庁

に
よ
る
監
督
処
分
命
令
あ
る
い
は
代
執
行
を
規

定
し
ま
し
た
。
森
林
計
画
制
度
の
技
術
的
し
く

み
の
根
幹
を
支
え
る
森
林
簿
や
森
林
計
画
図
の

原
型
が
つ
く
ら
れ
、
全
国
の
森
林
へ
の
配
置
が

決
め
ら
れ
た
の
も
こ
の
改
正
の
際
で
し
た
。

戦
後
の
森
林
法
改
正
と
未
来
へ
向
け
て

　

も
う
一
つ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
は
、
第

二
次
大
戦
敗
戦
後
の
占
領
期
で
す
。
前
の
森
林

法
改
正
に
よ
っ
て
全
国
網
羅
さ
れ
た
施
業
案
制

度
に
つ
い
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
大
幅
に
計
画
経
済
の

写真１　昭和14（1939）年（下）と、同26（1951）年（上）の制度改正時の解説書
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考
え
方
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、
大
胆
な
制
度
変

更
を
企
図
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
Ｇ

Ｈ
Ｑ
の
改
正
案
は
必
ず
し
も
日
本
の
実
情
と
合

わ
な
い
と
考
え
た
林
野
庁
や
林
業
界
と
の
間
で

し
ば
ら
く
駆
け
引
き
が
続
き
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
の
森
林
法
改
正
に

よ
っ
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
日
本
政
府
の
２
つ
の
考
え

を
折
衷
し
て
誕
生
し
た
の
が
現
行
の
森
林
計
画

制
度
で
し
た
。

　

最
初
に
森
林
計
画
制
度
が
誕
生
し
て
か
ら
、

す
で
に
70
年
近
い
歳
月
が
経
ち
ま
し
た
。
敗
戦

後
の
廃
墟
の
中
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
日
本
は
、

高
度
経
済
成
長
期
を
経
て
、
現
在
、
21
世
紀
の

環
境
の
時
代
の
中
に
あ
り
ま
す
。
森
林
計
画
制

度
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
本
研
究
成
果

が
、
制
度
の
本
質
を
理
解
す
る
手
が
か
り
を
与

え
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
森
林
管
理
制
度
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い

ま
す
。

図１　制度導入時のモデルケースとして北上川畔の私有林で作成された林相図
昭和14（1939）年の森林法改正に際し、全国でこのような林相図が作成・整備

された。　出典：藤島信太郎（1941）『森林施業計画（下）　附属』　図版IV、秋豊園出版部

写真2　森林計画制度によって植え育てられてきた
スギ人工林　　

17 シリーズ◉研究の森から

Q1.なぜ研究者に？
　青臭い言い方をすれば、この世界とは何か

を知りたかったからです。より事実に即して

言えば、単にカタギになれなかっただけです。

Q2.影響を受けた本や人など
　強いて1冊挙げるなら、小島麗逸『新山村事情』

（日本評論社、1979年）です。中国研究、アジア

経済研究を専門とする著者が山梨県の山村に移

り住み、地域の社会経済や自然環境、途上国問

題などを日々の暮らしから考察したエッセイ集

です。自らの暮らしと社会をつなげて考え、実

践する大切さを学びました。

Q3.研究の醍醐味は？　

　森林管理制度はどうすればうまく動くのか

を主に林政学・林業経済学の方法で研究してい

ます。変動する社会経済の中で、人は長くて

百年ほどの生涯を送ります。一方、樹木の成

長には少なくとも数十年の時間がかかります。

こうした人と森林が各々に刻む異なる時間は、

どのようにすれば折り合うことができるかが

大きな研究テーマです。森林を見ながら、そ

こに関わった／関わる人々の営みに思いを巡

らせることが好きです。

Q4.若い人へ
　森林総研には私のような人文社会分野の研

究者もいることを知って、たまに驚かれる方

がいらっしゃいます。こうした多様なアプロー

チがあることも森林研究の魅力のひとつです。

山本 伸幸 Yamamoto Nobuyuki　

林業経営・政策研究領域



　

ブ
ナ
や
マ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
樹
木

に
、
種
子
の
実
り
の
い
い
「
成
り
年
（
豊
作
年
）」

と
、
実
り
の
わ
る
い
「
裏
年
（
凶
作
年
）」
が
あ

る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で

も
、
北
日
本
の
落
葉
広
葉
樹
を
代
表
す
る
ブ
ナ

林
で
は
、
豊
凶
の
生
産
量
に
数
百
倍
の
開
き
が

あ
り
、
天
然
更
新
や
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
の
深

い
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
豊
凶
現
象
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て

は
、
豊
作
年
に
種
子
を
つ
く
る
た
め
に
た
く
さ

ん
の
資
源
を
使
っ
た
あ
と
、
つ
ぎ
の
資
源
の
蓄

積
に
１
年
以
上
か
か
る
た
め
、
翌
年
の
種
子
生

産
が
減
る
の
だ
ろ
う
、
と
推
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
繁
殖
年
齢
に
達
し
た
樹
高
数
十

メ
ー
ト
ル
の
高
木
で
は
、
樹
冠
か
ら
サ
ン
プ
ル

を
採
取
す
る
む
ず
か
し
さ
や
、
個
体
の
資
源
量

を
確
定
す
る
技
術
的
な
限
界
な
ど
か
ら
、
ま
だ

確
か
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
最
先
端
の
安
定
同
位
体
技

術
を
用
い
て
高
木
３
樹
種
に
つ
い
て
調
査
し
た

実
験
で
、
種
子
生
産
に
使
う
炭
素
源
が
、
樹
体

内
の
貯
蔵
炭
素
（
デ
ン
プ
ン
）
で
は
な
く
、
そ
の

年
に
光
合
成
で
生
産
さ
れ
た
炭
素
で
あ
る
こ
と

が
初
め
て
実
証
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
光
合
成

生
産
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
窒
素
資
源
（
タ
ン
パ

ク
質
）
に
着
目
す
る
と
、
ブ
ナ
で
は
豊
作
年
に
は

た
く
さ
ん
の
窒
素
資
源
が
優
先
的
に
種
子
生
産

に
使
わ
れ
、
花
芽
分
化
に
必
要
な
窒
素
資
源
が

不
足
し
て
花
芽
を
作
る
こ
と
が
で
き
ず
、
翌
年

は
凶
作
と
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
ブ
ナ
は
種
子
生
産
に
伴
っ
て
、
土
壌

か
ら
吸
い
上
げ
る
窒
素
量
の
葉
へ
の
配
分
を
減

ら
し
た
り
、
殻か
く

斗と

の
窒
素
を
種
子
に
転
流
し
た

り
し
て
、
窒
素
を
巧
妙
に
や
り
く
り
し
て
い
る

こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
調
査
か
ら
、

ブ
ナ
の
結
実
豊
凶
の
鍵
は
、
窒
素
資
源
に
あ
る

こ
と
が
し
だ
い
に
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

（
２
０
１
９
年
11
月
15
日
開
催
講
座
よ
り
）

　 ドングリ（ブナ）の豊凶のしくみ

　多摩森林科学園にて森林講座を
開催していましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止の
観点から現地での開催を見合わせて
おります。

　今後、動画形式での森林講座の
公開を予定しています。遠方の

方でもご覧になれるようになります
のでお楽しみに！

▼最新の情報は、ホームページでご案内します。
https://www.ffpri.affrc.go.jp/ffpri.html

韓 慶民　Han Qingmin

植物生態研究領域

◀森林総合研究所
　ホームページ

◀ブナの花芽

▲ブナの実（殻斗の中に
種子が２つ入っている）

　▲ブナの花

　▲枝に貯蔵されたデンプン
　　（放射状に濃い紫色になって
　　いる部分。ヨウ素液で着色）

▲木に登り高枝鋏でサンプルを採取する筆者

雌花

雄花

殻
かく

斗
と

種子
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マイタケ

ホンセイヨウショウロ

シイタケを食害する害虫

メタン酵素実証装置

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

イベント等の最新情報は
こちらから→

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

す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
健
康
食
品

と
し
て
も
脚
光
を
浴
び
て
き
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
マ
ツ
タ
ケ
や
ト
リ
ュ
フ
な
ど
経

済
性
の
高
い
き
の
こ
の
栽
培
技
術
開
発
へ

の
期
待
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、

こ
れ
ら
様
々
な
形
で
、
我
々
の
生
活
に
関

わ
っ
て
き
て
い
る
「
き
の
こ
」
の
姿
に
つ

い
て
、
最
新
の
研
究
成
果
を
中
心
に
紹
介

し
ま
す
。

●
招
待
講
演

き
の
こ
の
機
能
性
と
食
品
と
し
て
の
価
値

東
京
農
業
大
学
地
域
環
境
科
学
部

森
林
総
合
科
学
科
学
科
長

江
口 
文
陽 

教
授

●
一
般
講
演

き
の
こ
そ
し
て
微
生
物
─
そ
の
生
き
様

と
人
と
の
関
わ
り

き
の
こ
・
森
林
微
生
物
研
究
領
域

服
部 

力

し
い
た
け
害
虫
の
総
合
防
除

森
林
昆
虫
研
究
領
域

北
島 

博

国
産
ト
リ
ュ
フ
─
栽
培
に
向
け
た
試
み

き
の
こ
・
森
林
微
生
物
研
究
領
域

小
長
谷 

啓
介

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
を
高
め
た
状
態
で
の
共

同
作
業
が
も
た
ら
す
意
識
変
容
傾
向
と
そ

の
過
程

─
山
中
湖
村
演
習
林
を
対
象
と
し
た
東

京
大
学
と
女
子
美
術
大
学
の
合
同
演
習
に

お
け
る
調
査

高
山 

範
理
、
藤
原 

章
雄
、
横
山 

勝
樹
、

齋
藤 

暖
生
、
下
田 

倫
子
、
後
藤 

晋

▼
短
報

γ
線
で
誘
発
し
た
マ
ツ
タ
ケ
突
然
変
異
体

の
菌
床
栽
培
で
の
形
態
変
化
（
英
文
）

村
田 

仁
、
山
中 

高
史
、
下
川 

知
子
、

太
田 

明

▼
研
究
資
料

宝
川
森
林
理
水
試
験
地
観
測
報
告

─
本
流
・
初
沢
試
験
流
域

（
１
９
９
１
年
１
月
～
２
０
０
０
年
12
月
）

久
保
田 

多
余
子
、
野
口 

正
二
、

清
水 

貴
範
、
細
田 

育
広
、
村
上 

茂
樹
、

壁
谷 

直
記
、
清
水 

晃
、
阿
部 

俊
夫
、

坪
山 

良
夫
、
玉
井 

幸
治

広
葉
樹
で
補
強
し
た
柱
━

貫
接
合
部
の

モ
ー
メ
ン
ト
抵
抗
性
能

─ 

降
伏
以
降
の
特
性
値
算
出
法
の
提
案

及
び
、
貫
材
の
横
圧
縮
性
能
と
接
合
部
性

能
と
の
関
係
の
把
握

末
定 

拓
時
、
宮
本 

康
太
、
渋
沢 

龍
也
、

稲
山 

正
弘
、
青
木 

謙
治

定
山
渓
森
林
理
水
試
験
地
観
測
報
告

（
２
０
１
３
年
１
月
～
２
０
１
７
年
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月
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延
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竜
彦
、
山
野
井 

克
己
、
溝
口 

康
子
、

阿
部 

俊
夫
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◀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。
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P.20

微
生
物
を
使
っ
て
木
か
ら
造
る
─
ガ
ス

燃
料
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
お
酒
ま
で

森
林
資
源
化
学
研
究
領
域

大
塚 

祐
一
郎

森
林
総
合
研
究
所
研
究
報
告

▼
論
文

木
材
の
チ
ッ
プ
化
エ
ネ
ル
ギ
ー
お
よ
び
コ

ス
ト
に
及
ぼ
す
原
料
寸
法
お
よ
び
樹
種
の

影
響

藤
本 

清
彦
、
佐
々
木 

達
也
、
伊
神 

裕
司
、

吉
田 

貴
紘
、
高
野 

勉

屋
外
用
途
に
お
け
る
木
材
の
保
存
処
理
と

塗
装
と
の
相
乗
効
果
の
検
証

大
村 

和
香
子
、
石
川 

敦
子
、
伊
藤 

優
子
、

原
田 

寿
郎
、
大
木 

博
成
、
安
井 

清
一
、

山
口 

秋
生
、
森
田 

珠
生
、
須
貝 

与
志
明
、

茂
山 

知
巳
、
赤
堀 

裕
一
、
手
塚 

大
介
、

五
十
嵐 

盟
、
関
澤 

外
喜
夫

公
開
講
演
会
動
画
配
信
の
お
知
ら
せ

　
森
林
総
合
研
究
所
で
は
、
毎
年
10
月
に

公
開
講
演
会
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
が
、

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
会
場
を
借
り
上

げ
て
の
開
催
は
中
止
と
い
た
し
ま
し
た
。

　
代
わ
り
に
、
講
演
の
様
子
を
撮
影
し
た

動
画
の
配
信
を
行
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご

視
聴
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
決
ま
り
次
第
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　
視
聴
は
無
料
で
す
。
11
月
上
旬
の
配
信

開
始
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

h
ttp

s
://w

w
w

.ffp
ri.a

ffrc
.g

o
.jp

/

ffp
ri.h

tm
l

▼
令
和
2
年
度 

森
林
総
合
研
究
所
公
開
講
演
会

き
の
こ
を
知
る
─
微
生
物
研
究
の
最
前
線

　
き
の
こ
は
、
微
生
物
の
一
つ
で
あ
り
、

分
解
者
や
樹
木
の
共
生
者
と
し
て
、
森
の

生
態
系
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
す
。
一
方
、

古
く
よ
り
「
森
の
恵
み
」、「
秋
の
味
覚
」

と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今

で
は
栽
培
技
術
の
進
展
・
普
及
に
と
も
な

い
、
食
材
と
し
て
何
時
で
も
手
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
き
の
こ
に
は
、
様
々
な
機
能
性
を
有

19 INFORMATION

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

https://www.ffpri.affrc.go.jp/event/index.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/event/index.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/bulletin/454/index.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/bulletin/454/index.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/ffpri.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/ffpri.html


森林域で2000年から 2019年に

変化が生じた場所を赤く塗ってある

下記サイト「世界森林変化図」より。�

https://glad.earthengine.app/view/
global-forest-change

自然探訪

世界森林変化図

9

い
つ
の
間
に
か
身
近
な
森
が
消
え
て
い
た
な
ん

て
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？　

米
国
メ
リ
ー

ラ
ン
ド
大
学
の
研
究
者
が
作
っ
た
「
世
界
森
林
変

化
図
」
で
調
べ
て
み
る
と
そ
の
理
由
が
わ
か
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
変
化
図
は
、
２
０
０
０
年
か
ら

２
０
１
９
年
ま
で
の
毎
年
、
人
工
衛
星
か
ら
撮
影
さ

れ
た
雲
の
な
い
画
像
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
比
較
し
、

ど
こ
が
変
化
し
た
か
を
公
開
し
て
い
る
も
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
茨
城
県
の
つ
く
ば
駅
を
中
心
と
し

た
地
域
の
２
０
０
０
年
と
２
０
１
９
年
の
衛

星
画
像
を
拡
大
し
て
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
（
下
の

図
）。
赤
み
が
か
っ
た
場
所
が
森
林
で
、
図
の
上
部
、

筑
波
連
山
周
辺
な
ど
に
森
林
が
み
ら
れ
ま
す
。
画

像
を
見
比
べ
る
と
、
北
西
か
ら
南
東
に
幾
筋
も
流

れ
る
川
沿
い
の
低
地
に
広
が
る
農
地
（
淡
い
水
色
の
場

所
）
の
ち
が
い
に
目
が
い
き
ま
す
が
、
よ
く
み
る
と

森
林
域
に
も
変
化
し
て
い
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。

変
化
し
た
場
所
を
赤
く
塗
っ
て
み
る
と
わ
か

り
や
す
い
で
し
ょ
う
（
上
の
図
）。
研
究
学

園
駅
周
辺
に
赤
い
斑
点
が
集
ま
っ
た
場
所
が
あ
り

ま
す
。
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
（
Ｔ
Ｘ
）
の
開
通
は

２
０
０
５
年
な
の
で
、
鉄
道
や
土
地
開
発
の
た
め
に

森
林
が
伐
り
開
か
れ
、
消
失
し
た
の
で
し
ょ
う
。
同

じ
よ
う
な
森
林
変
化
は
、
つ
く
ば
駅
の
北
側
な
ど
Ｔ

Ｘ
沿
線
に
も
み
ら
れ
ま
す
。

筑
波
連
山
に
も
森
林
が
変
化
し
て
い
る
場
所
が

あ
り
ま
す
。
稜
線
を
走
る
筑
波
パ
ー
プ
ル
ラ

イ
ン
沿
い
で
す
。
木
材
生
産
の
た
め
に
森
が
伐
採

さ
れ
、
そ
の
後
ふ
た
た
び
植
林
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
？　
「
世
界
森
林
変
化
図
」
は
森
林
の
変
化
を
知

る
の
に
と
て
も
良
い
ツ
ー
ル
で
す
。
地
図
を
眺
め
て

い
る
だ
け
で
も
世
界
中
で
起
き
て
い
る
森
林
の
変

化
の
様
子
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
、
森
林
変
化
を
巡
る
世
界

一
周
旅
行
の
気
分
を
味
わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
♠

文と写真◉髙橋 正義　
森林災害・被害研究拠点

Takahashi Masayoshi

2000年の世界森林変化図 2019年の世界森林変化図
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