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山
田
◉
多
摩
森
林
科
学
園
は
今
年
が
１
０
０
周
年
と

い
う
こ
と
で
、
ひ
と
つ
の
節
目
と
し
て
、
そ
の
存
在

意
義
を
改
め
て
確
認
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
濱
野
先
生
は
、
当
園
と
少
な
か
ら
ぬ
ご
縁
が

あ
る
と
伺
い
ま
し
た
が
？

濱
野
◉
か
れ
こ
れ
半
世
紀
ほ
ど
前
で
す
か
、
ち
ょ
う

ど
大
学
に
奉
職
し
た
時
の
上
司
が
林は
や
し

弥や

栄さ
か

先
生
と

い
う
、
こ
ち
ら
の
園
で
サ
ク
ラ
の
保
存
林
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
た
方
で
し
た
。
林
先
生
と
の
お
つ
き
あ
い
で

サ
ク
ラ
に
つ
い
て
学
び
に
来
た
り
、
樹
木
の
生
態
と

名
前
を
一
致
さ
せ
る
べ
く
樹
木
園
に
通
っ
て
学
ば
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
春
先
に
香
り
の
い
い
花
を
咲

か
せ
る
シ
ナ
ミ
ズ
キ
を
印
象
深
く
覚
え
て
い
ま
す
。

島
田
◉
林
弥
栄
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
輩
方
が

連
綿
と
つ
づ
け
て
こ
ら
れ
た
植
物
、
樹
木
研
究
の
蓄

積
は
、
後
を
継
ぐ
私
た
ち
に
と
っ
て
と
て
も
貴
重
な

も
の
で
す
。
昔
の
都
市
近
郊
林
に
は
、
ど
う
い
う
植

物
が
い
て
今
は
ど
う
な
っ
た
か
、
そ
う
し
た
変
化
が

追
え
る
か
ら
で
す
。
こ
の
50
年
間
、
周
囲
の
環
境
が

変
わ
り
、
開
発
の
影
響
を
受
け
や
す
い
水
辺
や
草
原

生
の
希
少
種
が
消
え
て
外
来
種
が
増
え
た
。
当
園
の

環
境
も
、ま
わ
り
に
住
宅
地
や
高
速
道
路
が
で
き
て
、

目
の
前
の
道
路
も
ど
ん
ど
ん
広
が
り
、
周
囲
か
ら
孤

立
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
環
境
の
変
化
を
園
の
植
物

た
ち
が
教
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
先
達
か
ら
の
研
究

蓄
積
が
あ
る
か
ら
み
え
る
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

濱
野
◉
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
の
情
報
の
蓄
積
と
い
う
の

は
と
て
も
重
要
で
す
ね
。
私
が
調
査
に
携
わ
っ
た
明

治
神
宮
の
森
＊
も
、
典
型
的
な
大
都
会
の
中
の
緑
の

孤
島
で
、
造
成
か
ら
１
０
０
年
ほ
ど
を
経
ま
し
た
。

平
成
23
年
か
ら
生
態
系
調
査
を
行
っ
た
の
で
す
が
、

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
と
か
思
わ
ぬ
植
物
が
出
現
し
て
き

多摩森林科学園 サクラ保存林にて
Photo by Godo Keiko
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て
い
ま
す
。
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
は
野
鳥
が
飛
来
し
て

留
ま
る
、
林
縁
の
落
葉
樹
の
周
り
に
よ
く
出
て
く

る
。
常
緑
樹
の
し
っ
か
り
し
た
森
に
は
出
て
こ
な
い

の
で
す
。
人
為
を
排
し
た
森
と
は
い
え
、
キ
ウ
イ
フ

ル
ー
ツ
が
入
る
と
ツ
ル
植
物
特
有
の
被
圧
が
生
じ
ま

す
し
、
在
来
種
と
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
の
も
困
る

わ
け
で
、
都
市
化
の
影
響
は
か
な
り
大
き
い
。

島
田
◉
雑
木
林
は
昔
は
燃
料
や
肥
料
を
採
る
た
め
に

使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
い
ま
は
放
置
さ
れ
る

こ
と
も
多
く
、
植
生
が
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
管
理
し
て
い
る
林
と
管
理
し
て
い
な
い
林
で

ど
う
植
物
の
ち
が
い
が
出
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な

管
理
が
適
切
か
を
考
え
る
た
め
に
八
王
子
市
内
の
90

カ
所
ほ
ど
の
雑
木
林
の
調
査
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。そ
の
調
査
で
も
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
は
出
ま
し
た
。

林
が
孤
立
す
る
と
周
り
か
ら
入
り
や
す
く
、
栽
培
も

さ
れ
て
ま
す
か
ら
。
管
理
を
せ
ず
に
放
っ
て
お
く
と

サ
サ
が
茂
っ
た
り
常
緑
樹
が
茂
っ
た
り
し
て
暗
く
な

り
、
植
物
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
昔
の
よ

う
に
管
理
す
る
と
林
内
が
明
る
く
な
っ
て
、
明
る
い

と
こ
ろ
が
好
き
な
植
物
が
残
る
一
方
で
、
外
来
種
が

入
っ
て
く
る
隙
も
で
き
ま
す
。「
昔
な
が
ら
の
森
林

を
守
る
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
管
理
の
仕
方
も
少
し

複
雑
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

濱
野
◉
こ
こ
の
園
の
森
林
を
み
て
い
る
と
、
上
層
、

中
層
、
下
層
が
し
っ
か
り
あ
る
多
層
構
造
な
ん
で
す

ね
。
こ
れ
が
森
の
健
全
性
を
担
保
し
て
い
る
と
思
う

ん
で
す
。
明
治
神
宮
の
い
ち
ば
ん
上
層
は
ク
ス
ノ
キ

で
す
。
一
部
シ
ラ
カ
シ
が
あ
り
ま
す
が
。
じ
つ
は
ク

ス
ノ
キ
が
上
層
を
覆
っ
て
い
る
た
め
に
光
の
透
過
量

が
ほ
か
の
常
緑
樹
と
比
べ
る
と
か
な
り
多
い
ん
で
す

ね
。す
る
と
次
の
層
の
常
緑
樹
が
そ
の
光
を
使
え
る
。

い
ち
ば
ん
高
い
と
こ
ろ
で
約
27
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
そ

の
下
の
植
生
が
７
〜
８
層
あ
り
ま
す
。
林
床
は
ア
オ

キ
や
ヤ
ツ
デ
は
少
な
く
て
ジ
ャ
ノ
ヒ
ゲ
が
一
部
出
て

く
る
く
ら
い
。
サ
サ
も
入
っ
て
来
な
い
。
や
は
り
森

の
多
層
構
造
の
多
様
性
は
大
事
だ
な
と
思
い
ま
す
。

こ
の
ま
ま
温
暖
化
が
進
ん
で
、
カ
シ
、
シ
イ
の
よ
う

な
元
々
の
気
候
的
な
極
相
種
＊
が
覆
う
と
、
一
気
に

そ
の
階
層
構
造
が
崩
れ
ま
す
。
森
の
柔
軟
性
が
、
だ

ん
だ
ん
削
が
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
心
配
で
す
。

　

高
尾
の
辺
り
は
、
東
京
都
心
と
比
べ
て
気
温
が
低

く
、
こ
れ
か
ら
温
暖
化
で
ど
う
変
化
す
る
か
、
研
究

す
る
に
は
面
白
い
場
所
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

島
田
◉
常
緑
樹
で
も
寒
さ
に
弱
い
木
、
強
い
木
が
あ

り
ま
す
が
、
沿
岸
部
な
ど
暖
か
い
と
こ
ろ
に
多
い
ス

ダ
ジ
イ
に
と
っ
て
こ
の
辺
り
は
内
陸
の
限
界
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
明
治
神
宮
に
行
く
と
ス
ダ
ジ
イ
が
強
い

と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
カ
シ
に
負
け
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
、
温
暖
化
が
進
む
と
た
ぶ
ん
、
常
緑
樹
の

中
で
の
勢
力
関
係
は
、
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

濱
野
◉
尾
根
の
突
き
あ
た
り
に
ス
ダ
ジ
イ
が
あ
り
ま

し
た
が
、
決
し
て
広
が
っ
て
な
い
で
す
ね
。

島
田
◉
え
え
。
こ
こ
は
も
と
も
と
の
植
生
で
い
く

と
、
常
緑
林
で
も
モ
ミ
、
カ
シ
が
優
勢
な
植
生
帯
な

ん
で
す
。
カ
シ
の
林
に
ピ
ョ
ン
、
ピ
ョ
ン
と
モ
ミ
が

飛
び
出
し
て
い
る
よ
う
な
、
モ
ミ
と
カ
シ
の
混
交
林

が
本
来
の
極
相
林
＊
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
辺
り
は

ア
ラ
カ
シ
が
多
い
で
す
が
、
む
し
ろ
ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ

と
か
、
も
う
少
し
成
長
が
遅
い
カ
シ
が
自
然
度
の
高

い
森
で
優
勢
に
な
り
ま
す
。
園
内
に
は
原
生
林
の
頃

の
面
影
を
残
し
て
い
る
林
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
は
代
々
守
っ
て
い
き
た
い
の
で
す
が
…
…
。

Key Words  極相種、極相林

生物種・生物相が自然に移り変わる遷移

の最終的な形として、それぞれの気候環

境ごとに成立する森林を極相林、それら

を構成する樹種を極相種という。

Key Words  明治神宮の森

明治天皇の崩御を受けて、1914（大正3）年に造営が

はじまった神社のための樹林。ドイツで林学を学ん

だ本多静六を中心に、上原敬二らが指導した。全国

から279種10万本の樹木を集め、「適地適木」の考え

で植栽をすることで、人の手を入れずに自然遷移で

できあがる50年後、100年後、150年後の森をイメ

ージして設計された。100年を経た2015年に大規

模な生物調査が行われた。

＊

＊

濱野 周泰（はまの　ちかやす）

1953年東京都生まれ。1976年東京農業大学農学部造園学科
卒業。博士（生物環境調節学）。1999年東京農業大学地域環境
科学部造園科学科教授。2019年より同客員教授。専門は造園
植物学および造園樹木学。樹木医学会理事、社叢学会副理事長
などをつとめる。著書に『原寸図鑑　葉っぱでおぼえる樹木』（柏
書房）、『世界の巨樹と絶景の森』（学研プラス）、『まるごと発見!校
庭の木・野山の木　イチョウの絵本』（農文協）など。

「緑地造りの一環の仕事として、川越氷川神社の境内で
建物を取壊した跡地に社叢としての森を造っています。
市街地の中での森造りは、SDGsを実践するもので環境
形成への神社の高尚な意識を感じます。」

ひと
　こと

巻頭◉鼎談

上層、中層、下層がしっかりある多層構造なんですね。
これが森の健全性を担保していると思うんです。

林相の変化予想図

右は、最初に植栽した樹木の各層

が、50年後、150年後にどのよ

うな林相へと遷移していくかを予

想した図。
出典：『人のつくった森』（上原敬二著　
東京農大出版会）より「明治神宮境内林
苑計画（本郷高徳, 1921）
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濱
野
◉
暖
帯
の
常
緑
広
葉
樹
の
森
に
行
く
と
、
モ
ミ

や
ツ
ガ
が
ち
ょ
こ
っ
と
い
た
り
し
ま
す
ね
。
世
代
交

代
の
時
に
空
間
が
で
き
る
と
、
そ
こ
は
モ
ミ
だ
と
か

針
葉
樹
が
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

明
治
神
宮
も
一
部
生
き
残
っ
た
モ
ミ
が
あ
っ
て
、
そ

の
実
生
が
あ
ち
こ
ち
で
て
き
ま
す
。
そ
れ
ら
が
育
つ

明
る
さ
は
、
お
そ
ら
く
ス
ダ
ジ
イ
で
は
ダ
メ
で
、
カ

シ
類
で
あ
れ
ば
、
な
ん
と
か
光
が
も
ら
え
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
る
。

島
田
◉
モ
ミ
は
結
構
明
る
さ
が
必
要
な
木
で
す
ね
。

高
尾
山
に
は
、
直
径
１
メ
ー
ト
ル
近
い
大
き
い
モ
ミ

の
木
が
あ
っ
て
、
時
々
台
風
な
ど
で
倒
れ
る
。
１
本

倒
れ
る
と
林
冠
に
も
の
す
ご
く
大
き
な
穴
が
開
く
の

で
、
こ
れ
だ
け
の
穴
が
あ
れ
ば
モ
ミ
で
も
十
分
育
つ

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
そ
ん
な
気
が
し
ま
す
。

濱
野
◉
明
治
神
宮
も
、
落
葉
広
葉
樹
の
大
き
な
コ
ナ

ラ
の
木
が
枯
れ
て
倒
れ
、
林
冠
に
ギ
ャ
ッ
プ
＊
が
で

き
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
後
継
樹
と
し
て
同
じ
コ
ナ
ラ

の
稚
苗
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
な
い
ん
で
す
。
今
か

ら
１
０
０
年
前
に
人
が
植
え
た
森
で
す
か
ら
、
綻ほ
こ
ろび

を
繕つ
く
ろう

た
め
の
植
林
は
し
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

と
い
う
話
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
や
は
り
ギ
ャ
ッ

プ
は
自
然
の
ま
ま
任
せ
れ
ば
い
い
と
い
う
意
見
も
あ

り
ま
す
。
周
辺
が
都
市
化
を
し
て
そ
の
外
圧
が
強
い

で
す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
綻
び
は
小
さ
い
う
ち
に
繕
わ

な
い
と
今
後
繕
い
き
れ
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
た
り
も
す
る
の
で
す
が
…
…
。

山
田
◉
最
初
の
こ
ろ
の
都
市
化
の
程
度
と
、
現
在
の

都
市
化
の
程
度
で
は
全
く
ち
が
い
ま
す
も
の
ね
。

濱
野
◉
山
手
線
の
沿
線
で
、
低
木
が
衰
退
を
し
て
し

ま
っ
て
ク
ワ
の
実
生
が
出
て
く
る
と
か
、
カ
ジ
イ
チ

ゴ
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
き
て
、
そ
こ
に
植
え
ら
れ

て
い
た
備
長
炭
の
原
料
の
ウ
バ
メ
ガ
シ
、
イ
ヌ
ツ
ゲ

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
れ
も
外
か
ら
の
都
市

化
の
影
響
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

山
田
◉
ク
ワ
は
、
ど
こ
か
ら
タ
ネ
が
飛
ん
で
く
る
ん

で
し
ょ
う
ね
。
鳥
で
す
か
？

濱
野
◉
鳥
だ
と
思
い
ま
す
。
ク
ワ
は
強
い
で
す
ね
。

草
丈
１
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
藪
の
中
で
も
、
そ
こ
か

ら
ス
ッ
と
１
本
出
て
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

山
田
◉
ク
ワ
は
、
３
年
も
す
る
と
立
派
な
木
に
育
ち

ま
す
ね
。
転
勤
で
家
を
離
れ
て
い
る
間
に
庭
が
ク
ワ

畑
と
見
紛
う
ほ
ど
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

島
田
◉
市
街
地
で
も
、
親
木
は
点
々
と
あ
っ
て
、
鳥

が
タ
ネ
を
運
ぶ
タ
イ
プ
の
植
物
は
増
え
や
す
い
ん
で

す
。
都
市
化
し
て
周
り
か
ら
植
物
が
入
り
に
く
く

な
っ
た
状
況
の
時
に
、
鳥
が
食
べ
る
樹
種
は
ワ
ー
プ

し
て
入
っ
て
く
る
か
ら
、
そ
れ
で
特
に
鳥
が
食
べ
る

樹
種
が
増
え
る
。
明
治
神
宮
も
自
然
に
任
せ
た
ら
お

そ
ら
く
ム
ク
ノ
キ
と
か
エ
ノ
キ
と
か
、
鳥
が
食
べ
る

樹
種
が
多
く
な
り
そ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。

濱
野
◉
そ
う
で
す
ね
。
今
も
明
治
神
宮
で
一
番
太
い

の
は
ム
ク
ノ
キ
で
す
が
。
昔
か
ら
あ
そ
こ
は
ム
ク
ノ

キ
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

山
田
◉
手
を
ど
れ
だ
け
入
れ
る
の
か
、
全
然
入
れ
な

い
の
か
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
す

ね
。
都
市
の
中
で
孤
立
的
に
存
在
す
る
緑
地
帯
な
ど

で
は
、
意
見
が
割
れ
る
で
し
ょ
う
？

濱
野
◉
明
治
神
宮
は
約
70
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
面
積
が
あ

り
ま
す
が
、
周
辺
は
全
て
ビ
ル
や
、
道
路
を
含
め
て

人
の
生
活
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
で
す
ね
。
あ
れ
だ
け

取
り
囲
ま
れ
て
し
ま
う
と
、
も
う
人
間
の
外
圧
を
人

間
が
取
り
除
い
て
修
復
し
な
い
と
難
し
い
。
人
が

入
っ
て
、
木
に
寄
り
添
わ
な
い
と
維
持
で
き
な
い
と

巻頭◉鼎談

手をどれだけ入れるのか、全然入れないのかというのは、
なかなか難しい問題ですね。

☜濱野 周泰さん

の本

＊
Key Words  林冠のギャップ

森の林冠（葉が集まる森林の上層）をつくる木が台

風などで倒れたり、寿命がつきて枯死すると、

林冠に穴の空いた場所ができる。これを林冠ギ

ャップという。太陽光が林床に差しこむので、

そこでの芽生えや稚樹の生存率が高く、成長も

早い。森の木が更新する場として重要。

『原寸図鑑　葉っぱでおぼえる樹木』
（濱野周泰監修　柏書房）

『世界の巨樹と絶景の森』
（濱野周泰著　学研プラス）

山田 茂樹（やまだ　しげき）

1961年茨城県生まれ。博士(農学)。1993年農林水産省森林総
合研究所採用、林業経営部経営組織研究室。九州支所森林資源
管理研究グループ長、林業経営・政策研究領域長を経て、2018
年より多摩森林科学園園長。専門は林政学、林業経済学。

「現在、台風被災等で制限公開中ですが、全面公開時に
はより多くの方にお出でいただきたいと思っています。
私も、何も考えずにただ科学園の森林(もり)を歩いてみた
いものです。」

ひと
　こと
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思
い
ま
す
。
自
然
の
回
復
力
が
残
っ
て
い
る
場
所
で

あ
れ
ば
、
自
然
の
成
り
行
き
に
任
せ
て
み
る
の
も
一

つ
の
手
と
は
思
い
ま
す
が
。

　

学
生
に
自
然
林
、
天
然
林
を
教
え
る
た
め
に
、
北

海
道
富
良
野
の
東
大
の
演
習
林
に
３
年
に
１
度
行
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
現
地
で
は
台
風
で
ト
ド
マ
ツ
な

ど
が
倒
れ
た
場
所
を
修
復
す
る
の
に
、
実
生
か
ら
自

然
に
育
つ
の
を
待
つ
以
外
に
、
種
子
か
ら
育
て
た
苗

の
補
植
も
し
て
い
ま
す
。
あ
れ
だ
け
自
然
の
豊
か
な

と
こ
ろ
で
も
、
人
が
植
林
を
し
な
い
と
状
態
を
保
て

な
い
こ
と
も
あ
る
。
や
は
り
人
が
入
る
こ
と
で
、
森

の
健
全
性
の
持
続
力
は
高
ま
る
と
感
じ
ま
す
。

島
田
◉
こ
こ
の
樹
木
園
は
内
外
の
木
を
展
示
し
て
、

一
般
の
方
々
に
見
て
い
た
だ
く
こ
と
も
目
的
の
ひ
と
つ

で
す
の
で
、
樹
木
園
に
は
、
昔
か
ら
い
ろ
ん
な
と
こ

ろ
か
ら
持
っ
て
き
た
樹
種
を
植
栽
し
て
き
て
い
ま
す
。

山
田
◉
も
と
も
と
が
、
帝
室
林
野
局
の
御
料
林
で
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
試
み
て
き
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

こ
こ
に
、
昔
の
資
料
が
あ
り
ま
す
。

濱
野
◉
戦
前
の
も
の
で
す
ね
。
拝
見
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。
森
林
昆
虫
の
カ
ラ
ー
写
真
、
落
葉
の
分
類
な
ど

が
あ
り
ま
す
ね
。
お
そ
ら
く
今
ほ
ど
機
器
分
析
が
発

達
し
て
い
な
い
時
代
で
す
が
、
腐
植
の
色
の
変
化
と

か
の
化
学
分
析
も
や
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

　

明
治
神
宮
の
森
に
は
２
８
０
０
種
ち
ょ
っ
と
の
動

植
物
が
棲
息
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
う
ち
シ
ダ
を

入
れ
て
高
等
植
物
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
８
８
０
種

ほ
ど
で
、
残
り
の
約
２
０
０
０
弱
が
、
昆
虫
た
ち
や

菌
類
で
す
。な
ぜ
そ
ん
な
に
豊
富
な
の
か
と
い
う
と
、

や
っ
ぱ
り
土
な
ん
で
す
。

　

明
治
神
宮
の
森
の
樹
種
数
は
、
今
回
の
調
査
で

２
３
４
種
と
だ
い
ぶ
種
類
は
減
り
ま
し
た
が
、
草
本

植
物
も
含
め
た
種
子
植
物
は
約
５
８
０
種
近
く
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
支
え
て
い
る
土
が
、
や
は
り
禁
足
地

だ
っ
た
の
で
、
ふ
か
ふ
か
し
て
非
常
に
い
い
土
を
し

て
い
る
ん
で
す
。
同
時
に
、
建
物
以
外
は
、
も
と
も

と
の
山
地
の
土
壌
を
利
用
し
て
い
て
、
そ
の
土
質
に

あ
っ
た
植
生
に
し
て
あ
る
。
よ
く
明
治
神
宮
の
森
を

真
似
よ
う
と
、
す
ぐ
に
シ
イ
、
カ
シ
、
タ
ブ
を
植
え

た
り
し
ま
す
が
、
土
壌
が
出
来
て
い
な
い
造
成
地
に

そ
う
し
た
植
林
活
動
を
し
て
も
、
あ
っ
と
言
う
間
に

枯
れ
た
り
、
衰
弱
し
た
り
し
て
し
ま
う
。
や
は
り
土

が
で
き
る
ま
で
は
パ
イ
オ
ニ
ア
ツ
リ
ー
＊
と
し
て
の
ハ

ギ
や
ヌ
ル
デ
な
ど
を
入
れ
な
が
ら
、
土
が
出
来
た
ら

次
の
段
階
の
も
の
が
育
つ
と
、
そ
う
い
う
樹
種
の
組

み
合
わ
せ
が
必
要
で
す
。
こ
の
資
料
を
み
る
と
、
こ

こ
の
園
で
も
、
昔
か
ら
落
ち
葉
の
分
析
や
土
壌
を
考

慮
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
80
年
以
上
前
に
こ
う
い
う

研
究
さ
れ
て
い
る
の
は
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
ね
。

山
田
◉
当
時
の
科
学
的
な
知
見
の
中
で
、
最
善
の
こ

と
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

当
園
は
今
年
１
０
０
年
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
つ

ぎ
の
１
０
０
年
を
ど
う
す
る
の
か
、
今
後
ど
う
い
う

森
林
を
め
ざ
し
て
管
理
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ
を
考

え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
で

都
市
化
が
進
む
中
で
、
都
市
近
郊
林
を
ど
う
守
り
、

維
持
し
て
い
く
の
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。

濱
野
◉
30
年
の
タ
ー
ム
で
、
２
０
５
０
年
の
炭
素
排

出
量
ゼ
ロ
を
目
指
し
て
森
の
傷
ん
だ
と
こ
ろ
を
修
復

し
、
吸
収
量
が
多
そ
う
な
樹
種
を
補
修
の
時
に
植
え

て
、
30
年
後
に
比
較
で
き
る
と
い
い
で
す
ね
。

島
田
◉
吸
収
量
だ
け
で
な
く
、
蓄
積
量
を
追
い
た
い

で
す
ね
。
枯
れ
て
し
ま
う
と
元
に
戻
っ
て
し
ま
う
か

ら
、
な
る
べ
く
長
生
き
す
る
樹
種
で
。

＊
Key Words  パイオニアツリー（先駆樹種）

植物群落の成立あるいは再生過程において、い

ち早く侵入する樹種。生育に明るい条件を必要

とし、乾燥や貧栄養のようなストレスに耐性を

もった種もある。

帝室林野局の御料林時代の資料

「御料林大観」（林野会編　昭和9〈1934〉年）と「林業試験報告」（帝室

林野局林業試験場（昭和12〈1937〉年)。

「御料林大観」は、帝室林野局50周年を記念し、御料林の概観と経

営の様子を示す写真350枚以上を集めて簡単な説明を付したもの。

「林業試験報告」は、当時、試験場で行われていた調査試験のうち、

主要なものを掲載した冊子。第3巻第3号は造林関係3編を収める。

「御
ご

料
りょう

林
りん

大
たい

観
かん

」

明治神宮でのマツの移植

大木のマツを掘り上げて、園内の

適地に丁寧に移植をした。マツも

パイオニアツリーのひとつ。
出典：『人のつくった森』（上原敬二著　
東京農大出版会）
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＊

濱
野
◉
屋
久
杉
は
ず
っ
と
根
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い

た
り
、
土
埋
木
＊
と
し
て
残
り
ま
す
ね
。
リ
グ
ニ
ン

な
り
セ
ル
ロ
ー
ス
が
非
常
に
上
手
く
固
ま
っ
て
い
る

と
聞
き
ま
す
が
、
あ
あ
い
う
土
埋
的
に
土
の
中
で
も

長
く
残
る
樹
木
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
と
、
も
う
一
回
見

直
す
の
も
手
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
炭
素
の
蓄
積
場

所
と
し
て
利
用
で
き
な
い
も
の
か
…
…
。

島
田
◉
利
用
し
な
が
ら
製
品
と
し
て
残
す
木
材
と
、

山
で
木
を
大
き
く
育
て
て
炭
素
を
維
持
す
る
木
と
、

そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
形
で
森
を
じ
ょ
う
ず
に
活
か
し

て
い
け
る
と
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
自
然

林
と
し
て
残
す
と
こ
ろ
は
自
然
林
と
し
て
ど
ん
ど
ん

大
き
く
す
れ
ば
い
い
し
、
木
材
生
産
林
と
し
て
育
て

た
森
は
燃
料
以
外
の
使
い
方
で
と
に
か
く
残
す
、
建

物
、
家
具
、
製
品
と
か
で
循
環
さ
せ
つ
つ
。

濱
野
◉
日
本
の
森
林
率
は
、
い
ま
は
お
よ
そ
７
割
ぐ

ら
い
で
し
ょ
う
か
。
保
全
す
べ
き
森
、
管
理
し
て
循

環
さ
せ
る
森
の
ふ
り
わ
け
が
必
要
で
す
ね
。

山
田
◉
そ
こ
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
や
人
の
考
え
方
に

左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
す
ね
。
目
先
の
経

済
だ
け
を
み
て
い
た
の
で
は
解
決
の
道
は
み
え
て
き

ま
せ
ん
か
ら
。
そ
こ
を
ど
う
や
っ
て
変
え
る
か
と
い

う
と
や
は
り
、
ど
う
い
う
国
に
暮
ら
し
た
い
の
か
と

い
う
意
識
の
問
題
に
な
る
の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

濱
野
◉
環
境
教
育
の
役
割
だ
と
思
う
ん
で
す
。
イ
ギ

リ
ス
は
10
年
以
上
前
で
す
か
、
小
学
生
の
低
学
年
の

教
科
に
算
数
と
博
物
学
を
組
み
込
み
ま
し
た
。
資
源

が
乏
し
く
日
本
よ
り
も
森
が
少
な
い
国
で
す
か
ら
、

そ
の
国
で
生
活
す
る
に
は
博
物
学
が
必
要
だ
と
い
う

わ
け
で
す
。
世
の
中
に
ど
う
い
う
生
き
物
が
い
て
、

鉱
物
が
あ
る
か
を
知
っ
て
お
く
。
そ
れ
か
ら
、
航
海

術
や
社
会
の
仕
組
み
を
知
る
た
め
に
は
、
や
は
り
算

数
が
必
要
だ
ろ
う
と
。
カ
ナ
ダ
で
も
森
林
に
つ
い
て

は
小
学
校
低
学
年
か
ら
学
ん
で
い
ま
す
。
日
本
も
、

小
さ
い
時
期
か
ら
植
物
な
り
、
食
べ
物
に
つ
い
て
き

ち
ん
と
教
え
て
い
く
教
育
シ
ス
テ
ム
は
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。
人
間
も
生
き
物
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
、
や
は
り
子
ど
も
の
頃
に
認
識
す
る
よ
う
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

山
田
◉
お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
環
境
教

育
に
つ
い
て
は
当
園
で
も
研
究
し
て
い
ま
す
が
、徐
々

に
社
会
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

濱
野
◉
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
せ
い
で
、
近
く
の
公

園
に
行
っ
た
り
、
山
野
を
歩
い
た
り
、
散
歩
す
る
方

が
増
え
た
と
聞
き
ま
す
。
こ
れ
を
機
会
に
、
ほ
ん
の

少
し
の
余
暇
を
森
に
で
か
け
て
、
ほ
ん
の
少
し
の
力

を
管
理
に
費
や
す
、
例
え
ば
落
ち
葉
か
き
と
か
、
枯

れ
木
１
本
の
除
伐
で
も
力
を
貸
す
よ
う
な
文
化
が
生

ま
れ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
。

山
田
◉
先
生
の
お
話
う
か
が
う
と
、
科
学
園
の
次
の

１
０
０
年
へ
向
け
て
の
、
な
に
か
し
ら
の
道
筋
が
見

え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

濱
野
◉
樹
木
を
育
て
な
が
ら
人
も
育
て
る
こ
と
が
で

き
た
な
ら
、
そ
れ
が
ベ
ス
ト
で
す
ね
。

島
田
◉
確
か
に
森
づ
く
り
は
、
人
づ
く
り
と
並
行
し

な
い
と
で
き
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
は
雑
木
林
の
研
究
を

や
っ
て
い
て
切
実
に
感
じ
た
こ
と
で
す
。
昔
は
生
き

物
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た
の
で
、
植
物
や
虫
も
身
近
に

い
く
ら
で
も
い
て
自
然
に
適
切
に
関
わ
る
知
恵
を

持
っ
て
い
た
の
が
、
今
は
、
そ
う
し
た
機
会
が
失
わ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

山
田
◉
多
摩
森
林
科
学
園
の
役
割
と
し
て
、
そ
う
し

た
人
づ
く
り
の
ひ
と
つ
の
場
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

も
、
だ
い
じ
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

Key Words  土
ど

埋
まい

木
ぼく

一般的には、地殻変動や火山活動などにより土中や水

中に埋没した樹木のこと。酸素の供給が絶たれること

で長期間腐朽が進まず、ゆっくりと炭化が進む。屋久

杉の場合は、江戸時代の伐採で搬出しきれなかった大

木が林床に残され、苔むしてなかなか腐朽が進まない

状態のものをふくめて土埋木と呼んでいる。

巻頭◉鼎談

森づくりは、人づくりと並行しないとできませんね。
それは雑木林の研究をやっていて切実に感じたことです。

島田 和則（しまだ　かずのり）

1965年埼玉県所沢市生まれ。1989年東京農工大学農学部環
境保護学科卒業、1991年同大学院修士課程修了。博士（農学）。
1992年農林水産省森林総合研究所採用。森林環境部研究員、
気象環境研究領域主任研究員を経て、2012年より多摩森林科
学園教育的資源研究グループ主任研究員。専門は植生管理学。
植生学会運営委員。著書に『植生管理学』、『図説日本の植生』(い
ずれも分担執筆　朝倉書店)など。

「単に植物を植えて緑がある空間をつくるというのではな
く、ちゃんとした都市の自然として維持していけるよう、
都市林のあるべき姿を考えていきたいと思っています。」

ひと
　こと

7 巻頭◉鼎談　高尾の森から考える都市と森林。100年をみすえて



1921（大正10）年
宮内省帝室林野管理局 林業試験場として設立

　

1947（昭和22）年
林政統一により農林水産省に移管

　

1988（昭和63）年
森林総合研究所 多摩森林科学園と改称

　

1992（平成4）年
一般公開のスタート

2001（平成13）年
独立行政法人 森林総合研究所 多摩森林科学園に移行

2017（平成29年）
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

森林総合研究所 多摩森林科学園に改称

多摩森林科学園
特集◉森林を研究し、学ぶための場所

100
発足から100周年を迎えた多摩森林科学園。
明治の森高尾国定公園の東端、自然と都市の境界に
位置する立地から、長年にわたり森と人との関わりをみつめ、
研究をつづけてきました。森林の変化、生態系調査、
日本屈指のサクラの遺伝資源の保存など、そのユニークな
研究や、樹木園・サクラ保存林を広く一般公開し、
普及啓発に大きな役割を果たしています。
そんな多摩森林科学園についてご紹介しましょう。

周年記念

★

東京の高尾山の
ふもとにある！

ニホンジカ

林業機械模型（プロセッサ）林業試験場時代の絵はがき

8Forestry & Forest Products Research Institute   No.52  2021 



松
しょう

根
こん

油
ゆ

松の伐根を乾留して抽出したテレピン油を主

体とする油。抽出効率がよくないうえ、航空

用燃料とするためにはさらなる精製が必要な

ことから、実用化にはいたらなかった。

■   

多
摩
森
林
科
学
園
の
こ
れ
ま
で

　

多
摩
森
林
科
学
園
は
、
２
０
２
１
年
２
月
で

発
足
か
ら
１
０
０
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

１
９
２
１（
大
正
10
）年
２
月
に
宮
内
省
が
管
轄
す

る
帝
室
林
野
管
理
局
林
業
試
験
場
と
し
て
発
足
。

戦
前
は
、「
御
料
林（
皇
室
が
所
有
す
る
森
林
）」の
経
営

に
関
わ
る
試
験・研
究
を
行
う
研
究
機
関
で
し
た
。

　

第
２
次
世
界
大
戦
時
に
は
、
航
空
用
燃
料

の
原
料
と
す
る
た
め
の
松
根
油
の
研
究
な
ど
も

行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
戦
争
末
期
の
１
９
４
５

（
昭
和
20
）年
８
月
１
日
、
八
王
子
大
空
襲
に
よ
っ

て
庁
舎
や
実
験
室
の
大
部
分
を
消
失
し
ま
す
。

　

戦
後
は
、「
林
政
統
一
」に
よ
っ
て
、
現
在
の
農

林
水
産
省
管
轄
の
林
業
試
験
場
に
移
管
さ
れ
ま

す
。「
林
政
統
一
」と
は
、
そ
れ
ま
で
農
商
務
省
山

林
局
、
宮
内
省
帝
室
林
野
局
、
内
務
省
北
海
道

庁
と
そ
れ
ぞ
れ
に
所
管
し
て
い
た
森
林
を「
国
有

林
」と
し
て
農
林
省
林
野
庁
の
管
轄
下
に
統
一
し

た
行
政
改
革
で
す
。
こ
う
し
て
、
森
林
の
生
態

や
機
能
、
生
態
系
や
生
物
多
様
性
に
つ
い
て
の

基
礎
研
究
を
担
う
国
の
研
究
機
関
と
し
て
の
新

た
な
歩
み
を
は
じ
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、「
浅
川
支
場
」「
浅
川
実
験
林
」と
名

称
は
変
わ
り
つ
つ
も
地
道
に
研
究
を
続
け
、

１
９
８
８（
昭
和
63
）年
に
は
、 

林
業
試
験
場
の
森

林
総
合
研
究
所
へ
の
改
編
に
伴
い
、
そ
の
支
所

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
現
在
の
名
称
で
あ
る「
多
摩

森
林
科
学
園
」と
し
て
再
ス
タ
ー
ト
を
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

森の科学館

第1樹木園

高尾駅

庁舎

第2樹木園
試験林（非公開）

サクラ保存林

サクラの種をはこぶ
花咲かクマさんと
よばれてるよ！

ツキノワグマ

写真はGoogle マップを使用／境界は「多摩森林科学園100周年記念史」より概略を示しています。

多摩森林科学園
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■   

研
究
成
果
を
伝
え
る
場
と
し
て　

　

多
摩
森
林
科
学
園
で
は
い
ま
、
お
も
に
都
市

近
郊
林
が
有
す
る
多
面
的
機
能
を
発
揮
さ
せ
る

た
め
の
管
理
・
利
用
技
術
の
開
発
や
、
動
植
物

の
多
様
性
保
全
・
森
林
生
態
系
が
果
た
す
役
割
、

森
林
環
境
教
育
に
関
す
る
研
究
、
サ
ク
ラ
の
遺

伝
資
源
に
関
す
る
研
究
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

１
９
９
２（
平
成
４
）年
に
は
、
そ
れ
ま
で
蓄
積

し
つ
づ
け
て
き
た
研
究
成
果
を
基
に
、
広
く
国

民
の
み
な
さ
ん
に
森
林
・
林
業
・
木
材
産
業
に
つ

い
て
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的

に「
森
の
科
学
館
」を
オ
ー
プ
ン
し
、
サ
ク
ラ
保

存
林
、
樹
木
園
と
併
せ
て
公
開
し
て
い
ま
す
。

　
「
森
の
科
学
館
」で
は
、
研
究
成
果
の
パ
ネ
ル

展
示
や
、
生
物
標
本
の
常
設
展
示
、
林
業
や「
木

育
」な
ど
の
環
境
教
育
に
つ
い
て
の
展
示
な
ど
に

よ
っ
て
、
普
及
・
広
報
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
園
内
の
樹
木
園
・
試
験
林
・
サ
ク
ラ
保
存

林
な
ど
を
活
用
し
て
、
研
究
資
料
の
提
供
や
研け

ん

鑽さ
ん

の
場
と
し
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。

　

来
園
目
的
の
い
ち
ば
ん
人
気
は
、
や
は
り
サ

ク
ラ
保
存
林
で
の
お
花
見
で
す
が
、
研
究
者
に

よ
る
レ
ク
チ
ャ
ー
「
森
林
講
座
」
の
開
催
や
、

ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
の
実
施
、
樹
木
園
内
の
「
森
の

ポ
ス
ト
」
の
設
置
な
ど
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、

毎
年
、
年
間
４
万
人
ほ
ど
の
一
般
来
園
者
が
訪

れ
て
い
ま
す
。

一般公開のようす

サクラの季節は、たく

さんの人でにぎわう。

森の科学館

森林に関わる研究成果を広く国民のみなさんに知っていただくた

めの施設。研究成果のパネルや映像、生物標本や林業、木育の資

料などが展示されている。実際に手でふれることのできる展示や、

森林講座も開催されていたが、　2020年の新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のために、休止を余儀なくされている。

ニホンジカの頭骨

イノシシの頭骨

子どもたちにも
人気だよ！
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■   

試
験
・
研
究
の
た
め
の
森
林
の
特
徴

　

園
内
の
森
林
は
、
江
戸
時
代
に
は
幕
府
直
轄

地
で
あ
り
、
明
治
以
降
に
は
御
料
林
と
し
て
公

的
に
管
理
・
保
護
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
薪
炭
林

な
ど
の
生
活
用
材
と
し
て
の
利
用
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、
こ
の
た
め
、
コ
ナ
ラ
や
ク
ヌ
ギ
な
ど
薪

炭
と
し
て
利
用
さ
れ
る
樹
種
か
ら
な
る
雑
木
林

は
少
な
く
、
こ
の
地
方
に
潜
在
的
に
生
育
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
極
相
種
の
モ
ミ
や
ス
ダ
ジ

イ
な
ど
の
常
緑
樹
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
っ
た

特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

都
市
近
郊
の
落
葉
広
葉
樹
二
次
林
は
、
古
く

は
い
わ
ゆ
る
里
山
林
と
し
て
薪
炭
生
産
や
農
業

利
用
の
た
め
に
維
持
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
最
近
で
は
そ
の
目
的
を
失
い
、
放
置
さ
れ
る

里
山
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
里
山
に
代
表
さ

れ
る
都
市
近
郊
林
を
健
全
に
保
全
し
て
い
く
た

め
に
は
、
森
林
の
分
布
や
植
物
の
多
様
性
を
明

ら
か
に
し
、
長
期
間
に
わ
た
る
、
管
理
法
の
違

い
な
ど
に
よ
る
植
生
変
化
に
つ
い
て
の
研
究
が

必
要
で
す
。

　

都
市
に
近
接
す
る
森
林
は
、
人
間
生
活
の
影

響
を
受
け
な
が
ら
奥
山
と
は
異
な
る
独
特
の
生

物
相
を
維
持
し
て
き
ま
し
た
。
植
生
の
変
化
の

み
な
ら
ず
、
都
市
域
に
残
さ
れ
た
森
林
が
も
つ

生
物
保
全
の
場
と
し
て
の
機
能
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
昆
虫
や
哺
乳
類
の
種
類
や
生
息
域

が
、
生
息
環
境
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
ど
の
よ

う
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
調
査

を
続
け
て
い
ま
す
。

サクラ‘関山’の花の標本

サトザクラの栽培品種。花が紅色で大輪、八

重咲き。開花時の若葉は紫褐色で、木全体が

赤くみえる。荒川堤から全国の公園に広がっ

た。八重桜の代表的な品種。

木の枝ぶりと根の模型

木の全体像を知ることはなかなか

できないが、根域を調査した研究

から、このような根の張り方をし

ていることがわかった。左はヒノ

キ、右はケヤキ。

樹木調査のための道具

森林の研究は、１本１本の木の直径や、高さ、生育

の状況などを測る地道な調査からはじまる。100年

の歴史をもつ多摩森林科学園では、数十年前に行わ

れた貴重な調査との比較から、長期間にわたる森林

の生態や状況を知ることができる。写真は左から、

木の直径を測るための専用の巻き尺、方位角・高低

角を計測する旧式コンパス、木の高さを測る測高器。

 特集◉

 多摩森林科学園
100周年記念

林業機械模型（フォワーダ）

スダジイ

林業機械模型（ハーベスタ）

建築に木材が
どう使われているか
学べます。
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■   

サ
ク
ラ
保
存
林
の
重
要
性

　

多
摩
森
林
科
学
園
の
サ
ク
ラ
保
存
林
は
、
各

地
の
著
名
な
サ
ク
ラ
の
遺
伝
子
を
保
存
す
る
た

め
に
１
９
６
６（
昭
和
41
）年
度
に
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
８
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
面
積
に
江
戸
時
代

か
ら
伝
わ
る
栽
培
品
種
や
国
の
天
然
記
念
物
に

指
定
さ
れ
た
サ
ク
ラ
の
ク
ロ
ー
ン
な
ど
、
全
国

各
地
か
ら
収
集
し
た
サ
ク
ラ
約
１
８
０
０
本
が

植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
な
る
収
集
と
同
時

に
、
分
類
の
見
直
し
、
管
理
方
法
、
開
花
時
期

な
ど
生
物
季
節
の
研
究
も
進
め
て
い
ま
す（
▼
P. 

14
〜
15「
研
究
の
森
か
ら
」）。
花
の
咲
く
時
期
は
種
類

に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
、
２
月
下
旬
か
ら
４
月

下
旬
に
か
け
て
順
番
に
見
ご
ろ
と
な
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
サ
ク
ラ
の
伝
統
的

な
栽
培
品
種
は
、
異
名
同
種
や
同
名
異
種
な
ど

多
く
の
混
乱
を
抱
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
形

態
調
査
や
文
献
調
査
、
遺
伝
子
分
析
な
ど
か
ら
、

正
確
な
識
別
を
行
う
手
法
の
確
立
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
ま
た
、
適
切
な
管
理
手
法
に
よ
る

サ
ク
ラ
類
の
保
全
と
将
来
の
活
用
を
目
指
す
研

究
も
進
め
て
い
ま
す
。

■   

フ
ィ
ー
ル
ド
学
習
・
環
境
教
育

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
加
え
、
こ
こ
数
年
は
、

森
林
環
境
教
育
と
、
動
植
物
の
生
態
の
研
究
に

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
長
期
に
わ
た
り
腰
を
据

え
て
観
察
が
で
き
る
環
境
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

た
と
え
ば
チ
ョ
ウ
類
で
は
ほ
ぼ
10
年
以
上
、
同

サクラの保存林

サクラの栽培品種は、江戸時代にその大部分が生ま

れたと考えられているが、明治時代に東京の荒川堤

（江北村）に江戸時代から伝わるサクラが収集された

ことによって、現在に様々なサクラが伝わっている。　

多摩森林科学園のサクラ保存林は、日本でも指折り

の名木をふくむサクラのわが国有数のコレクション

で、貴重な遺伝的資源となっている。

木育のための積み木やままごとセット

生まれて初めて手にするおもちゃは、地元の木材を使って地

域の人が作ったもので、健やかに育ってほしいとの願いを込

めて、赤ちゃんへ贈られる。

さまざまな樹種でつくられた木琴

木材は、樹種によって密度やかたさなどにちがいがある。

　それぞれの樹種の木目と顕微鏡写真が展示され、密度

　　やかたさのちがいと、音程をさわってたしかめるこ

　　　とができる。

　　　年輪と世の中のできごと

　　1853年浦賀にペリーが来航したころに育ちはじめ、

　155年あまりを生きたヒノキの年輪に、世の中のでき

ごとを示してある。

いろんな木の実を
集めた引き出し
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じ
場
所
で
観
察
を
つ
づ
け
、
管
理
手
法
と
チ
ョ

ウ
の
多
様
性
の
関
係
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
外
来
種
の
リ
ス
や
近
年
問
題
と
な
っ
て

い
る
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
な
ど
の
管
理
に
関
す
る
研

究
も
行
っ
て
い
ま
す（
▼
P. 

16
〜
17「
研
究
の
森
か
ら
」）。

　

環
境
教
育
は
、
平
成
18
年
か
ら
専
門
の
研
究

者
に
よ
る
研
究
が
行
わ
れ
、
森
林
教
育
を
「
森

林
資
源
」「
ふ
れ
あ
い
」「
自
然
環
境
」「
地
域
・

文
化
」
に
整
理
し
つ
つ
体
系
化
を
図
り
、
学
校

教
育
や
市
民
活
動
の
実
践
的
フ
ィ
ー
ル
ド
学
習

の
場
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

森
林
科
学
に
お
け
る
諸
分
野
の
研
究
成
果
を

活
用
し
な
が
ら
、
学
校
な
ど
が
森
林
環
境
教
育

に
取
り
組
む
た
め
の
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
教
材

の
開
発
、
林
業
分
野
を
支
え
る
人
材
を
育
成
す

る
た
め
の
教
育
方
法
の
開
発
な
ど
に
も
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　

多
摩
森
林
科
学
園
は
、
こ
れ
か
ら
も
次
世
代

へ
向
け
て
、
息
の
長
い
研
究
の
継
続
と
、 

森
林

と
共
存
し
た
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
貢
献

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

冊子「森林教育って何だろう？」

森林教育について体系的な整理を行い、概念

と基礎プログラム、活動実践例などをまとめ

た冊子。森林や木にかかわる体験活動の実践

者に、森林教育をとらえる座標軸と目的に向

けての道筋を提供する。

 特集◉

 多摩森林科学園
100周年記念

多摩森林科学園

◆お問い合わせ◆
〒193-0843 東京都八王子市廿里町1833-81

電話番号：042-661-1121
HP:https://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/index.html

Email：shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp

◀多摩森林科学園

　100周年史　

　　2021 年 2 月発行

樹種のちがいによる木目と葉の標本

木は、樹種ごとにそれぞれ個性的な木目をもっている。葉の標本とともに展示。

サクラ保存林と樹木園で採集した

チョウの標本

サクラ保存林や林縁でみられる

チョウ類（左上）と、樹木園や付近

の森林でみられるチョウ類（右）に

はちがいがある。

昭和24年にできた旧庁舎

現在は、内部を一部改装し研究員の居

室や会議室として使われている。

シラカシ
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ク
マ
ノ
ザ
ク
ラ
の
発
見

　

多
摩
森
林
科
学
園
で
は
、
植
栽
さ
れ
て
い
る

栽
培
品
種
や
全
国
の
野
生
の
サ
ク
ラ
の
分
類
学

的
な
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
筆
者
は
、
お
よ

そ
10
年
前
に
紀
伊
半
島
産
の
奇
妙
な
サ
ク
ラ
の

葉
の
標
本
を
見
た
こ
と
か
ら
、
紀
伊
半
島
に
注

目
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

２
０
１
３
年
か
ら
現
地
調
査
を
進
め
た
と
こ

ろ
、
よ
う
や
く
２
０
１
６
年

に
そ
の
奇
妙
な
サ
ク
ラ
の
自

生
個
体
を
発
見
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
形

態
や
分
布
域
な
ど
の
調
査

を
お
こ
な
い
、
２
０
１
８

年
に
新
種
ク
マ
ノ
ザ
ク
ラ 

Cerasus kum
anoensis 

T.Katsuki 

と
し
て
学
名
を

発
表
し
た
の
で
す
。

ク
マ
ノ
ザ
ク
ラ
の
特
徴

　

ク
マ
ノ
ザ
ク
ラ
は
、
こ
れ

ま
で
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
と
混
同
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
系
統
的

に
は
カ
ス
ミ
ザ
ク
ラ
に
近
縁

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、

ク
マ
ノ
ザ
ク
ラ
は
ヤ
マ
ザ
ク

ラ
や
カ
ス
ミ
ザ
ク
ラ
、ʼ

染

井
吉
野
ʼ
な
ど
よ
り
早
い
開

花
期
が
特
徴
で
す
。

　

自
生
地
の
沿
岸
部
で
は
３

月
中
旬
に
見
頃
と
な
り
ま

す
。
花
色
は
白
〜
淡
紅
色
で
、
開
花
期
に
葉
が

伸
び
ず
、ʼ

染
井
吉
野
ʼ
と
似
た
美
し
い
色
合
い

で
す
写
真
１

。
ま
た
、
ゆ
る
や
か
に
枝
を
横
に
広

げ
た
樹
形
は
、
観
賞
木
と
し
て
高
い
価
値
が
あ

り
ま
す
写
真
２

。
そ
の
た
め
、
自
生
地
で
はʼ

染

井
吉
野
ʼ
に
代
わ
る
観
賞
木
と
し
て
利
用
す
る

動
き
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

自
生
地
で
の
利
用
の
取
り
組
み

　

す
で
に
三
重
県
で
は
種
子
か
ら
増
や
し
た
ク

マ
ノ
ザ
ク
ラ
の
苗
木
が
生
産
さ
れ
、
公
園
や
山

へ
の
植
栽
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
写
真
３

。
し
か
し
、

成
木
ま
で
育
て
た
事
例
は
な
く
、
適
切
な
育
成

法
は
だ
れ
も
知
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
自
生
地
で
ク

マ
ノ
ザ
ク
ラ
の
母
樹
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、
シ

カ
害
や
二
次
林
の
高
齢
化
の
た
め
か
、
稚
樹
・
若

木
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
にʼ

染
井

吉
野
ʼ
や
オ
オ
シ
マ
ザ
ク
ラ
な
ど
外
来
の
サ
ク

ラ
＊
に
よ
る
悪
影
響
も
懸
念
さ
れ
、
な
ん
ら
か
の

保
全
対
策
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。
保
全
を
考
慮
し
た
適
切
な
利
用
を
進

め
る
た
め
に
は
、
基
礎
的
な
研
究
が
必
要
で
す
。

写真１　クマノザクラの花
淡紅色で開花時に葉が伸びない。

写真３　コンテナを用いて育てたクマノザクラの実生苗
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熊
野
さ
く
ら
の
会

　

ク
マ
ノ
ザ
ク
ラ
が
公
表
さ
れ
た
後
、「
熊
野
さ

く
ら
の
会
」
と
い
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
代
表
の
方

と
お
会
い
し
ま
し
た
。
２
０
０
２
年
に
設
立
さ

れ
た
団
体
で
、
三
重
県
紀
宝
町
で
サ
ク
ラ
の
植

林
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
ク
マ
ノ
ザ
ク
ラ

と
は
関
係
が
な
い
団
体
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
っ

く
り
重
な
る
名
称
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
現

在
で
は
ク
マ
ノ
ザ
ク
ラ
の
保
全
に
理
解
を
し
て

も
ら
い
、
ク
マ
ノ
ザ
ク
ラ
の
自
生
地
で
も
あ
る

紀
宝
町
で
、
２
０
１
９
年
か
ら
は
ク
マ
ノ
ザ
ク

ラ
を
植
林
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
写
真
４

。

　

新
し
く
発
見
さ
れ
た
こ
の
魅
力
的
な
サ
ク
ラ

を
、
地
元
の
方
々
と
と
も
に
発
見
者
・
研
究
者
と

し
て
次
世
代
に
継
承
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

写真２　クマノザクラの樹形
樹高は高くても10メートル程度で、ゆるやかに枝を横に広げる。

写真４　熊野さくらの会が植栽したクマノザクラの実生苗　

＊外来のサクラ
もともとその地域での生育はなかったが、

人間の活動によって他の地域から入ってき

たサクラ。国外からに限らず、国内におい

ても自生地外から入ってきたものは、国内

外来種とされる。

15 シリーズ◉研究の森から

勝木 俊雄　Katsuki Toshio

多摩森林科学園

Q1. なぜ研究者に？
　高校時代は山岳部に所属しており、よく山

を歩いていました。そのとき、山に生育する

樹木のことをもっとよく理解しようと考えた

ことから研究者をめざしました。

Q2. 影響を受けた人など
　大学の教養学部で、地学の講義や課外ゼミな

どで、お世話になった濱田隆士先生です。ちょ

うどNHKで「地球大紀行」が放送されていた時

期で、諮問委員として関わっていた濱田先生に、

自然史研究の取り組み方を教わりました。

Q3. いまエキサイティングなこと
　本稿でも採り上げたクマノザクラです。新

種ということだけではなく、こんなに素晴ら

しい野生のサクラがあることを、より多くの

人に知ってほしいと思います。

Q4. 若い人へ
　研究者として研究活動を継続していくこと

はたいへんです。しかし、自分がほんとうに

研究したいことであれば、多少の困難は乗り

越えられます。自分にふさわしい研究テーマ

に出会うことが、もっとも大切であるように

感じます。



身
近
な
山
、
高
尾
山

　

東
京
都
西
部
に
位
置
す
る
高
尾
山
は
標
高
わ

ず
か
５
９
９
ｍ
で
す
が
、
世
界
一
登
山
客
の
多

い
山
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
魅
力
は

都
市
に
近
い
立
地
に
あ
り
な
が
ら
自
然
度
の
高

い
植
生
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
人
は
便

利
な
都
市
で
の
生
活
を
享
受
す
る
反
面
、
自
然

に
ふ
れ
た
い
と
思
う
気
持
ち
も
捨
て
き
れ
な
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

東
京
都
の
西
部
は
か
つ
て
、
高
尾
山
か

ら
続
く
広
大
な
多
摩
丘
陵
の
林
で
し
た
が
、

１
９
６
０
年
代
か
ら
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
開

発
が
進
み
ま
し
た
。
高
尾
山
は
、
市
街
化
の
波

を
防
ぐ
最
後
の
砦
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
多

摩
森
林
科
学
園
は
高
尾
山
の
ふ
も
と
に
位
置
し
、

ま
さ
に
市
街
地
と
山
林
の
さ
か
い
目
に
あ
た
り

ま
す
図
１

。
こ
こ
で
は
、
１
９
６
０
年
代
か
ら
現

在
ま
で
、
哺
乳
類
の
研
究
が
継
続
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
都
市
と
山
林
の
さ
か
い
目
、
変
化
す
る

環
境
の
中
で
、
野
生
動
物
は
ど
の
よ
う
に
暮
ら

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

押
し
寄
せ
る
野
生
動
物

　
１
９
６
４
年
か
ら
１
９
９
０
年
に
か
け
て
、
14

種
の
哺
乳
類
が
多
摩
森
林
科
学
園
に
生
息
し
て

い
ま
し
た
。
小
型
の
種
が
多
く
、
人
里
近
く
の

森
林
と
し
て
は
ご
く
一
般
的
な
種
構
成
に
見
え

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
30
年
間
に
生
息

す
る
哺
乳
類
は
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
ニ
ホ
ン

ザ
ル
、
イ
ノ
シ
シ
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ

マ
な
ど
奥
山
に
生
息
す
る
中
・
大
型
哺
乳
類
が

確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
表
１

。
一
方

で
、
ニ
ホ
ン
ジ
ネ
ズ
ミ
、
ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
、
ニ
ホ

ン
リ
ス
な
ど
小
型
哺
乳
類
は
減
少
し
て
い
き
ま

し
た
写
真
１

。

　

奥
山
に
生
息
し
て
い
た
中
・
大
型
種
が
生
息

す
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
の
一
つ
は
、
市
街
地

周
辺
の
森
林
が
利
用
さ
れ
ず
放
置
さ
れ
、
か
れ

ら
の
生
息
に
適
し
た
環
境
に
な
っ
て
き
た
か
ら

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
過
程

に
は
、
野
生
動
物
が
人
間
や
人
間
が
造
っ
た
環

境
を
恐
れ
な
く
な
っ
た
と
い
っ
た
行
動
的
な
変

写真１　減少傾向にあるニホンリス Sciurus lis
オニグルミなど種子を運んで貯食する習性があり、種子散布を通し

て森の更新に関わる。

写真２　電気柵の下を通り過ぎるキツネ Vulpes vulpes
電気柵はシカやイノシシ成獣の通過を抑制したが、キツネより小さ

い哺乳類は通り抜けることができる。（自動撮影ビデオより）

写真３　樹脂ネット柵を通過するイノシシ Sus scrofa
イノシシは樹脂ネットを頻繁に破る。補修しないで放置すると、そ

の穴から他の種も移動してしまう。（自動撮影ビデオより）
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化
も
伴
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
全
国
的

に
狩
猟
の
機
会
も
減
少
し
て
い
る
こ
と
や
、
人

工
林
の
増
加
も
関
わ
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
一
方
で
移
動
力
の
乏
し
い
小
型
種
が
減

少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
路
な
ど
に
よ
る
森

林
の
分
断
で
生
息
地
が
減
少
し
て
い
る
種
が
あ

る
こ
と
も
分
か
り
ま
す
。

さ
か
い
目
の
森
で
対
策
を
考
え
る

　

大
型
哺
乳
類
が
市
街
地
に
ま
で
侵
出
す
れ
ば
、

人
間
と
の
軋あ

つ

轢れ
き

は
生
じ
ま
す
。
し
か
し
、
さ
か

い
目
の
森
で
全
て
の
動
物
を
排
除
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
す
し
、
そ
う
い
う
森
に
魅
力
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
シ
カ
に
よ
る
被
害
を
防
ぐ

た
め
に
開
発
さ
れ
た
様
々
な
タ
イ
プ
の
防
鹿
柵

を
、
市
街
地
と
の
境
界
に
設
置
し
、
移
動
抑
制

の
効
果
を
ビ
デ
オ
に
よ
っ
て
記
録
し
て
み
ま
し

た
。
電
気
柵
は
大
型
哺
乳
類
の
移
動
を
抑
制
し

ま
す
が
、
保
護
す
べ
き
小
・
中
型
哺
乳
類
へ
の

影
響
は
少
な
く
、
さ
ら
に
動
物
に
よ
る
破
損
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
写
真
２

。
金
属
柵
は
破
損
頻

度
が
低
い
一
方
で
ほ
と
ん
ど
全
て
の
動
物
の
移

動
が
制
限
さ
れ
、
樹
脂
ネ
ッ
ト
柵
は
イ
ノ
シ
シ

に
よ
る
破
損
が
頻
繁
に
お
こ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
写
真
３

。
生
息
種
の
状
況
に
応
じ
て
柵
の

タ
イ
プ
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

今
後
も
、
さ
か
い
目
の
森
で
、
野
生
動
物
を

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私

た
ち
の
周
囲
で
起
き
て
い
る
環
境
変
化
を
知
り
、

対
策
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

図１　東京都西部に位置する高尾国定公園とそのふもとにある多摩森林科学園
これらの山林より東側は市街地が続く。

表１　多摩森林科学園に生息する哺乳類　　　●は毎年確認　▲は毎年ではない
［出典］1964〜1990年：御厨正治（1993）多摩森林科学園の脊椎動物相. 森林総研研報（364）,  97-113.　1991〜2020年：林典子（2020）多摩森林科学園100周年史

明治の森高尾国定公園

目 科 種（和名） 1964〜1990 1991〜1995 1996〜2000 2001〜2005 2006〜2010 2011〜2015 2016〜2020
霊長目 オナガザル科 ニホンザル ▲ ▲ ●

齧歯目 リス科 ニホンリス ● ● ● ● ● ▲ ▲

ムササビ ● ● ● ● ● ● ●

ネズミ科 アカネズミ ● ● ● ● ● ● ●

ヒメネズミ ● ● ▲ ▲

兎形目 ウサギ科 ニホンノウサギ ● ● ● ● ● ● ●

トガリネズミ形目 トガリネズミ科 ニホンジネズミ ●

モグラ科 アズマモグラ ● ● ● ● ● ● ●

ヒミズ ● ● ● ● ● ● ●

翼手目 ヒナコウモリ科 アブラコウモリ ● ● ● ● ● ● ●

食肉目 ジャコウネコ科 ハクビシン ● ● ● ● ● ● ●

イヌ科 キツネ ● ● ● ● ● ● ●

ホンドタヌキ ● ● ● ● ● ● ●

クマ科 ツキノワグマ ▲

イタチ科 イタチ ● ● ▲

テン ● ● ● ● ● ● ●

ニホンアナグマ ● ● ● ● ● ●

アライグマ科 アライグマ ▲ ● ● ●

偶蹄目 イノシシ科 イノシシ ▲ ● ● ● ●

シカ科 ニホンジカ ▲ ●

多摩森林科学園
➡

17 シリーズ◉研究の森から

Q1.なぜ研究者に？
　子どものころから動物や自然に興味があり

ました。

Q2.影響を受けた本は？
　コンラート・ローレンツの『ソロモンの指輪』

（日高敏隆訳　早川書房）と、ニコラース・ティン

ベルヘンの『動物のことば 動物の社会的行動』

（渡邊宗孝ほか訳　みすず書房）です。

Q3.研究の醍醐味は？　

　野生動物を観察し、そこから仮説を発想し、

その仮説を確かめるうちに、確信が持てたり、

間違いに気づいたり、新たな発想が湧いてき

たり、そういうプロセスが楽しいと感じます。

Q4.若い人へ
　様々なライフイベントや研究環境の変化の

中でも、あきらめずに腰を据えてじっくり取

り組む研究テーマを持ち続けることが大事だ

と思っています。

林（田村） 典子Hayashi (Tamura) Noriko　

多摩森林科学園



　

ド
イ
ツ
で
森
の
な
か
を
歩
く
と
、
た
く
さ

ん
の
人
々
に
出
会
い
ま
す
。
歩
く
人
に
走
る

人
、
犬
を
連
れ
た
人
や
ベ
リ
ー
を
摘
む
人
も
い

ま
す
。
暖
か
い
季
節
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

雪
が
積
も
っ
た
冬
の
森
に
も
、
ク
ロ
ス
カ
ン
ト

リ
ー
ス
キ
ー
を
楽
し
む
人
や
ソ
リ
を
片
手
に
坂

を
あ
が
る
人
た
ち
も
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
ん
な
に

親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
ア
ク
セ
ス
の
よ
さ
。
都
市
で
も
身
近
に

森
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
山
で
も
水
平
方
向
に

伸
び
る
道
が
多
く
、
タ
フ
で
な
く
て
も
ジ
ョ
ギ

ン
グ
を
楽
し
め
ま
す
。
道
に
迷
い
や
す
く
て
も

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
。
要
所
要
所
の
看
板
が
ど
ち
ら

へ
ど
れ
だ
け
行
け
ば
何
が
あ
る
か
を
教
え
て
く

れ
ま
す
。
と
く
に
要
チ
ェ
ッ
ク
な
の
は
、カ
フ
ェ

の
場
所
。
ち
ょ
う
ど
疲
れ
を
感
じ
る
く
ら
い
の

距
離
ご
と
に
、
ビ
ー
ル
と
軽
食
が
楽
し
め
る
カ

フ
ェ
が
あ
り
ま
す
。
今
日
は
あ
の
カ
フ
ェ
の
パ

ン
ケ
ー
キ
を
め
ざ
そ
う
！　

と
い
っ
た
具
体
的

な
目
標
が
森
へ
向
か
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高

め
ま
す
。
森
を
楽
し
む
仕
掛
け
も
充
実
し
て
い

る
の
で
す
。

　

森
を
楽
し
む
権
利
は
、
法
律
で
保
障
さ
れ
て

い
ま
す
。
ド
イ
ツ
連
邦
森
林
法
は
、
だ
れ
が
所

有
す
る
森
林
で
あ
っ
て
も
、
休
養
の
た
め
に
立

ち
入
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
利

用
に
伴
う
危
険
は
自
己
責
任
で
す
。
こ
う
し
た

権
利
の
存
在
は
、
森
林
へ
の
立
ち
入
り
を
求
め

る
人
々
の
強
い
声
が
あ
っ
て
、
今
が
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。

（
２
０
１
８
年
２
月
16
日
開
催
講
座
よ
り
）

石崎 涼子　Ishizaki Ryoko

林業経営・政策研究領域

ドイツの人々の森林の楽しみ方
子どもも愛犬も▼

マウンテンバイクも人気▲

▲ただ座るもよし

▲愛馬と森へ

▼森の中の看板

森の中のカフェ▼

雌花

会場◉多摩森林科学園 森の科学館
時間◉13時15分〜15時
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、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の
状況によっては、講座を中止する場合がありま
す。最新情報はホームページをご確認ください。

◆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
E-mail：shinrinkouza@ffpri.
affrc.go.jp

　多摩森林科学園での実開催とYouTube「森
林総研チャンネル」での動画公開を予定して
おります。動画公開分は遠方の方でもご覧に
なれますのでお楽しみに！

▼YouTube「森林総研チャンネル」
https://www.youtube.com/c/FFPRIchannel

▲森林講座申込み

5月21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） 

6月18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） 

9月14日（火曜日）

「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）

10月15日（金曜日）

「アロマでいっぱい森の土」
森下 智陽 （東北支所） 

11月5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月公開

「気候変動でスギの成長は
増える？　減る？」
齊藤　哲 （関西支所） 

12月公開

「針葉樹が明かす光合成の進化」
宮澤 真一 （樹木分子遺伝研究領域）

1月公開

「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） 

2月公開

「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） 
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ミズナラの植栽木

土壌中から抽出したアカガシ亜属花粉
（左）とクリ／シイ属花粉（右）の光学顕
微鏡写真。電子顕微鏡観察によりクリ
／シイ属花粉の大半はクリであること
が判明した。

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/index-r.html

以
降
の
遺
伝
的
固
有
性
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
広
葉
樹
の
種
苗
の
移
動
に
つ
い

て
は
、
地
域
の
環
境
へ
の
適
応
に
配
慮
し

た
遺
伝
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
守
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

●
２
０
２
０
年
10
月
５
日
掲
載

須
恵
器
生
産
は
森
林
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク

ト
を
与
え
た

　

日
本
の
森
林
は
過
去
の
気
候
変
動
の
み

な
ら
ず
、
過
去
の
人
間
活
動
に
よ
っ
て
も

そ
の
姿
を
大
き
く
変
え
て
き
ま
し
た
。
現

在
の
森
林
の
樹
種
構
成
を
理
解
し
、
将
来

の
分
布
を
正
確
に
予
測
す
る
た
め
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
森
林
の
変
遷
と
そ
れ
が
生
じ

た
要
因
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
栃
木
県
益
子
町
か
ら
採
取

し
た
土
壌
に
含
ま
れ
る
花
粉（
写
真
）
の

種
類
と
個
数
を
調
べ
る
こ
と
で
、
過
去

１
４
０
０
年
間
の
森
林
の
変
遷
と
人
間
活

動
の
影
響
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
益
子

地
域
で
は
８
～
10
世
紀
に
須
恵
器
生
産
が

盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
燃
焼
材
と
し

て
ア
カ
ガ
シ
亜
属（
ア
ラ
カ
シ
等
）や
コ
ナ
ラ

亜
属（
コ
ナ
ラ
等
）の
樹
木
が
大
量
に
用
い
ら

れ
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
樹
種
は
減
少
し
、

代
わ
っ
て
ク
リ
が
増
加
し
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

一
方
、
益
子
町
は
益
子
焼
が
有
名
で
す

が
、
そ
の
生
産
が
開
始
さ
れ
た
19
世
紀
中

頃
以
降
に
お
け
る
樹
種
構
成
の
変
化
は
ほ

と
ん
ど
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ

は
、
大
量
の
燃
焼
材
を
必
要
と
し
た
須
恵

器
の
生
産
と
比
べ
、
益
子
焼
は
少
な
い
燃

焼
材
で
生
産
可
能
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
次
第
に
化
石
燃
料
が

▼
ノ
ー
ト

ク
ロ
ト
リ
ュ
フ
宿
主
と
し
て
の
コ
ナ
ラ
お

よ
び
ア
カ
マ
ツ
実
生
の
生
育
に
ア
ル
カ
リ

お
よ
び
カ
リ
ウ
ム
添
加
が
及
ぼ
す
影
響

古
澤 

仁
美
、
仲
野 

翔
太
、
山
中 

高
史

▼
研
究
資
料

ス
ギ
ミ
ニ
チ
ュ
ア
採
種
園
の
土
壌
性
状

—

採
種
園
造
成
・
管
理
に
お
け
る
施
肥
基

準
策
定
の
た
め
の
基
礎
情
報—

小
野 

賢
二
、
竹
田 

宣
明
、
宮
本 

尚
子

宝
川
森
林
理
水
試
験
地
観
測
報
告

—

本
流
・
初
沢
試
験
流
域—

 (

２
０
０
１

年
１
月
～
２
０
１
０
年
12
月)

久
保
田 

多
余
子
、
野
口 

正
二
、

清
水 

貴
範
、
阿
部 

俊
夫
、
清
水 

晃
、

壁
谷 

直
記
、
延
廣 

竜
彦
、
飯
田 

真
一
、

玉
井 

幸
治
、
村
上 

茂
樹
、
澤
野 

真
治
、

坪
山 

良
夫

◀森林総合研究所研究報告　

Vol.19 No.4（通巻 456 号）　

2020 年 12 月

https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/

bulletin/456/index.html

◀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.18 P.8 P.3,16,18

P.3,8,14,16,
18,20

P.3

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
要
因

と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
製
陶
以
外
で
も
、

戦
国
時
代
の
軍
事
増
強
に
伴
う
二
葉
マ
ツ

の
増
加
等
、
時
代
ご
と
の
異
な
る
人
間
活

動
に
よ
っ
て
、
益
子
地
域
の
森
林
は
大
き

く
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
知
見
は
、
人
間
活
動
が
森
林

の
成
り
立
ち
に
及
ぼ
す
影
響
を
評
価
す
る

際
に
役
立
ち
ま
す
。
ま
た
、
森
林
の
将
来

の
分
布
を
予
測
す
る
際
の
基
礎
資
料
と
し

て
活
用
で
き
ま
す
。

森
林
総
合
研
究
所
研
究
報
告

▼
論
文

林
業
に
お
け
る
外
国
人
労
働
力
の
受
入
れ

過
程—

愛
媛
県
を
事
例
に—

田
中 
亘

酵
素
反
応
と
ビ
ー
ズ
ミ
ル
を
用
い
た
湿
式

粉
砕
に
よ
る
食
素
材
へ
の
適
用
を
目
指
し

た
タ
ケ
か
ら
の
セ
ル
ロ
ー
ス
ナ
ノ
フ
ァ
イ

バ
ー
製
造

下
川 

知
子
、
池
田 

努
、
眞
柄 
謙
吾
、

戸
川 

英
二
、
中
村 

雅
哉
、
大
塚 
祐
一
郎
、

野
尻 

昌
信
、
高
尾 

哲
也
、
小
川 
睦
美
、

中
山 

榮
子
、
林 

徳
子

液
体
窒
素
凍
結
保
存
が
マ
ツ
タ
ケ
の
菌
糸

伸
長
お
よ
び
菌
根
形
成
能
に
与
え
る
影
響

小
長
谷 

啓
介
、
山
中 

高
史

森
林
総
合
研
究
所
研
究
成
果

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
研
究
成
果

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
２
１
年
１
月
14
日
掲
載

異
な
る
地
域
の
ど
ん
ぐ
り
を
植
え
て
生
じ

る
悪
影
響
―
ミ
ズ
ナ
ラ
の
種
苗
移
動
に

よ
る
成
長
低
下
と
遺
伝
的
交
雑
―

　

環
境
保
全
の
た
め
に
広
葉
樹
を
植
林
す

る
場
合
に
は
、
地
域
の
環
境
に
適
応
し

て
生
育
し
、
そ
の
地
域
の
遺
伝
的
固
有
性

に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
、
地
元
の
種
苗
を
植
林
に

用
い
る
こ
と
を
推
奨
す
る
「
広
葉
樹
の
種

苗
移
動
に
関
す
る
遺
伝
的
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
が
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ブ
ナ
科
広
葉
樹
ミ
ズ
ナ
ラ
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
有
効
性
を
検
証
す
る
た
め
、
北

海
道
と
岡
山
県
の
ミ
ズ
ナ
ラ
植
栽
試
験
地

で
、
地
元
と
他
所
の
地
域
に
由
来
す
る
植

栽
木
と
そ
れ
ら
の
ど
ん
ぐ
り
か
ら
生
じ
た

芽
生
え
を
調
べ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
他

所
の
地
域
に
由
来
す
る
植
栽
木
の
成
長

は
、
地
元
由
来
の
も
の
と
比
べ
て
約
40
％

低
下
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、

芽
生
え
の
遺
伝
子
型
か
ら
、
異
な
る
地
域

に
由
来
す
る
植
栽
木
の
間
で
交
雑
が
生
じ

て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
、
次
世
代
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つくば市の街路樹の桜

道路の脇に植えられている

ふつうの桜も写真で見ると、

現実よりもきれいに見える。

森林総研のグラウンド脇に植栽された桜

カメラの持つ機能やソフトウェアの

編集機能によって、現実よりも

幻想的な雰囲気になる。

左上に示された期間に「ソメイヨシノ」という単語を含むツイートが

あった場所を表している。詳細はQRコードより動画を参照ください。

自然探訪

インターネットに桜前線はあるのか？

11

春
は
植
物
た
ち
が
花
を
咲
か
せ
る
季
節
で
す
。

天
気
の
い
い
日
に
外
に
出
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ

な
草
木
が
一
斉
に
花
を
つ
け
て
い
る
様
子
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
最
近
は
家
か
ら
出

な
く
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
い
ろ
い
ろ
な
花

の
写
真
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
写
真
に
写
っ
た

花
は
実
物
よ
り
も
き
れ
い
に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
の

で
、
極
端
な
話
、
わ
ざ
わ
ざ
外
に
出
な
く
て
も
、
部

屋
に
い
な
が
ら
に
し
て
、
世
界
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
花

や
自
然
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
こ
で
気
に
な
る
の
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

通
し
て
実
際
の
季
節
感
を
体
感
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
ど
う
か
、と
い
う
こ
と
で
す
。イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
流
れ
る
情
報
は
、
ど
れ
く
ら
い
現
実
の
自

然
を
反
映
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

そ
れ
を
確

か
め
る
た
め
に
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
役
立

ち
そ
う
で
す
。も
し
、わ
た
し
た
ち
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
に
流
れ
込
む
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
も
野

外
の
季
節
を
反
映
し
て
い
る
な
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
見
て
い
る
だ
け
で
も
季
節
感
を
感
じ
と
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
い
う
わ
け
で
、
２
０
１
３
年
か
ら
２
０
１
９

年
ま
で
Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
に
投
稿
さ
れ
た
ツ

イ
ー
ト
か
ら
、
一
般
的
な
関
心
が
高
く
、
投
稿
が
多

そ
う
な
「
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
」
と
い
う
単
語
を
含
む
ツ

イ
ー
ト
を
集
め
、
投
稿
の
あ
っ
た
時
間
と
投
稿
に
結

び
つ
け
ら
れ
た
場
所
の
位
置
情
報
を
使
っ
て
地
図

を
作
っ
て
み
ま
し
た
。

地
図
の
分
析
か
ら
、
３
月
は
じ
め
に
関
東
以
南

で
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
に
関
す
る
ツ
イ
ー
ト
が
増

え
は
じ
め
、
４
月
下
旬
に
か
け
て
ツ
イ
ー
ト
さ
れ
る

場
所
が
北
上
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ど
う
や
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
も
し
っ
か
り
自
然
と
つ
な

が
っ
て
い
て
、
こ
こ
に
も
ち
ゃ
ん
と
季
節
性
が
あ
る

よ
う
で
す
ね
。
♣
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