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児
嶋
◉
先
に
森
林
総
研
の
標
本
室
を
ご
ら
ん
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
養
老
先
生
は
研
究
の
中
で
の
標
本
の

位
置
づ
け
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
？

養
老
◉
た
と
え
ば
、
こ
こ
へ
車
で
来
る
と
き
運
転
手

さ
ん
が
ナ
ビ
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
ナ
ビ
の
問
題
点

は
地
形
の
デ
ィ
テ
ー
ル
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。

自
分
が
走
っ
て
る
場
所
と
目
的
地
を
繋
ぐ
ル
ー
ト
を

示
す
だ
け
で
、
道
の
状
態
や
高
低
は
わ
か
ら
な
い
。

実
際
に
歩
い
た
ら
デ
コ
ボ
コ
で
歩
き
づ
ら
い
か
も
し

れ
な
い
し
、
坂
道
だ
っ
た
ら
へ
た
ば
る
。
昆
虫
で
も

植
物
で
も
自
分
で
何
か
を
調
べ
よ
う
と
思
っ
た
ら
、

現
物
を
見
な
い
こ
と
に
は
始
ま
り
ま
せ
ん
。
標
本
を

見
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

川
上
◉
標
本
が
持
つ
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
と
て
も
大
き

い
で
す
ね
。
図
鑑
を
見
た
り
、
双
眼
鏡
を
の
ぞ
い
て

い
る
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
、死
が
い
を
拾
っ

て
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
と
、
そ
こ
に
膨
大
な
情
報
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

養
老
◉
そ
う
、
大
抵
の
人
は
気
づ
か
な
い
こ
と
も
多

い
の
で
す
け
ど
ね
。

川
上
◉
最
近
は
生
物
の
種
類
を
調
べ
る
の
に
、
ス
マ

ホ
で
写
真
を
撮
る
と
自
動
的
に
種
名
が
わ
か
る
ア
プ

リ
も
あ
り
ま
す
。
便
利
な
ん
で
す
が
、
な
ぜ
そ
の
種

な
の
か
と
い
う
情
報
は
欠
落
し
て
し
ま
い
ま
す
。

養
老
◉
医
学
で
も
「
人
体
標
本
は
模
型
で
い
い
」
と

言
う
人
も
い
ま
す
。
さ
ら
に
極
端
な
人
は
「
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
画
面
で
十
分
だ
」と
。
病
状
は
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ

ン
な
ど
で
調
べ
ま
す
か
ら
。
解
剖
を
や
っ
た
こ
と
の

あ
る
医
者
で
も
そ
れ
を
言
う
か
ら
、「
こ
の
人
、
解
剖

で
何
も
学
ん
で
こ
な
か
っ
た
な
」
っ
て
す
ぐ
わ
か
る
。

自
分
で
手
を
動
か
し
て
触
っ
て
、
何
か
を
学
ん
で
き

た
人
は
、
実
物
標
本
が
い
ら
な
い
と
は
言
わ
な
い
と

森林総合研究所（つくば）にて
Photo by Godo Keiko巻頭◉鼎談
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思
い
ま
す
。

川
上
◉
実
際
の
標
本
を
見
比
べ
る
こ
と
で
し
か
、
見

え
て
こ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

養
老
◉
昆
虫
で
い
う
と
、
た
と
え
ば
見
た
こ
と
の
な

い
虫
を
10
匹
採
っ
て
そ
れ
を
調
べ
よ
う
と
す
る
と
、

ま
ず
半
分
は
オ
ス
で
半
分
は
メ
ス
で
し
ょ
う
。グ
ル
ー

プ
に
よ
っ
て
は
オ
ス
の
特
徴
で
分
類
さ
れ
て
る
場
合

が
あ
る
の
で
同
定
＊
に
使
え
る
の
は
半
分
で
す
。
交

尾
器
を
確
認
す
る
に
は
標
本
を
バ
ラ
さ
な
い
と
な
ら

な
い
。
虫
は
小
さ
い
の
で
解
体
し
て
元
に
戻
す
の
は

も
の
す
ご
く
め
ん
ど
く
さ
い
ん
で
す
。紙
に
両
面
テ
ー

プ
を
貼
っ
て
、
そ
の
上
に
粘
着
力
の
弱
い
絆
創
膏
を

逆
向
き
に
貼
っ
て
、
そ
こ
へ
各
部
位
を
順
番
に
並
べ

て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
調
べ
て
い
く
。
個
体
変
異
＊
な
の

か
、
そ
れ
と
も
別
種
な
の
か
。

児
嶋
◉
樹
木
の
葉
で
も
、
縁
が
ギ
ザ
ギ
ザ
し
て
い
る

の
が
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
種
な
の
に
、
と
き
に
は
そ

の
ギ
ザ
ギ
ザ
の
な
い
丸
い
葉
も
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

図
鑑
に
は
代
表
的
な
特
徴
と
代
表
的
な
個
体
し
か
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
す
ぐ
に
は
何
の
木
か
わ
か

ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

川
上
◉
植
物
は
、
と
く
に
個
体
変
異
が
大
き
い
も
の

も
多
い
で
す
ね
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
昆
虫
は
個
体
変

異
は
比
較
的
少
な
い
ほ
う
で
し
ょ
う
か
。

養
老
◉
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
変
異
が
わ
か
っ
て
る
ん

で
す
。
た
と
え
ば
ナ
ミ
テ
ン
ト
ウ
は
模
様
が
ひ
ど
く

変
わ
り
ま
す
。黒
地
に
橙
だ
い
だ
い色

の
点
が
２
つ
あ
る
や
つ
、

４
つ
あ
る
や
つ
。
逆
に
地
色
が
橙
色
で
星
が
19
あ
る

や
つ
と
か
で
す
ね
。
で
も
、
全
部
同
じ
種
で
す
。
し

か
も
厄
介
な
こ
と
に
ニ
ジ
ュ
ウ
ヤ
ホ
シ
テ
ン
ト
ウ
は

星
が
28
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
19
の
ナ
ミ
テ
ン
ト
ウ

と
模
様
が
よ
く
似
て
い
ま
す
。

児
嶋
◉
個
体
変
異
か
別
種
か
と
い
っ
た
判
断
は
、
ど

の
あ
た
り
で
さ
れ
る
の
で
す
か
？　

あ
る
い
は
、
こ

れ
と
こ
れ
が
同
種
だ
っ
て
確
信
を
持
つ
の
は
ど
の
あ

た
り
で
？

養
老
◉
や
は
り
、
実
際
の
標
本
を
見
る
し
か
な
い
で

す
ね
。
そ
の
種
だ
け
で
な
く
、
周
辺
の
種
も
見
て
い

ま
す
か
ら
、
大
体
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
は
こ
う
い
う
と

こ
ろ
に
変
異
が
起
こ
り
や
す
い
、
こ
こ
は
起
こ
り
に

く
い
と
い
う
こ
と
が
、
わ
か
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　

む
か
し
、
人
間
の
頭
骨
を
計
測
し
て
デ
ー
タ
を
と

ろ
う
と
し
た
と
き
に
、
僕
の
先
生
が
「
測
っ
て
わ
か

る
く
ら
い
な
ら
、
目
で
見
て
わ
か
る
。
目
で
見
て
わ

か
ん
な
い
と
き
は
、
測
っ
て
も
わ
か
ら
な
い
」
っ
て

言
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
通
り
で
し
た
。
虫
が
典
型
的

に
そ
う
で
す
。
あ
っ
ち
測
っ
た
り
、
こ
っ
ち
測
っ
た

り
す
る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
だ
け
で
分
類
で
き
る
か
と

い
う
と
、
そ
う
も
い
か
な
い
。

川
上
◉
最
初
に
自
分
の
目
で
見
て
判
断
し
て
、
こ
こ

だ
っ
て
い
う
ポ
イ
ン
ト
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
測

る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

養
老
◉
そ
う
で
す
。
幅
に
対
す
る
長
さ
の
比
率
と
か

ね
。
10
パ
ー
セ
ン
ト
違
え
ば
目
で
わ
か
り
ま
す
。
一

割
以
下
の
違
い
は
パ
ッ
と
見
て
わ
か
ら
な
い
。
一
割

違
っ
て
た
ら
確
実
に
わ
か
る
。

川
上
◉
鳥
で
は
、
形
態
的
な
分
類
は
ほ
ぼ
や
り
き
っ

て
い
る
感
も
あ
っ
て
、
最
近
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
再
検
討
す

る
こ
と
も
多
く
な
り
ま
し
た
。
昆
虫
で
は
？

養
老
◉
け
っ
こ
う
や
ら
れ
て
ま
す
。
チ
ョ
ウ
は
と
く

に
。
で
も
、
形
態
で
分
類
し
き
れ
て
い
な
い
の
に
、

そ
こ
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
持
っ
て
き
て
も
ね
。

川
上
◉
マ
ガ
モ
と
カ
ル
ガ
モ
は
、
見
た
め
が
全
然
違

い
ま
す
が
、
遺
伝
的
に
は
す
ご
く
近
い
ん
で
す
。

Key Words  個体変異

同じ種であっても、個体間に形態や形質の差異

がみられること。遺伝的な要因と環境的な要因

の両方によって生じる。

＊

養老 孟司（ようろう　たけし）

1937年鎌倉生まれ。解剖学者。東京大学医学部卒業。東京大学名誉教
授。1989年『からだの見方』（筑摩書房）でサントリー学芸賞を受賞。子
どもの頃から昆虫採集・標本作成を続けている。箱根にある別荘を「養老
昆虫館」と名づけ、昆虫標本を多数所蔵する。『形を読む』（講談社）、『唯脳
論』『解剖学教室へようこそ』『考えるヒト』（以上、筑摩書房）、『身体の文
学史』『バカの壁』『手入れという思想』『遺言。』（以上、新潮社）、『養老孟司

のデジタル昆虫図鑑』（日経BP社）、『虫の虫』（廣済堂出版）など著書多数。

「森林総研に立派な標本室があって……ヘンな話ですが安心しまし
た。将来を含め、しっかりと維持管理して欲しいものです。若手の
研究者たちが元気に仕事をしておられることに希望を持ちました。」

ひと
　こと

巻頭◉対談

脳から考えると触覚は、視覚・聴覚と同じくらい
哺乳類では重要なんです。

＊
Key Words  同定

あらゆる生物は、伝統的に界・門・綱・目・科・属・種・

亜種のように階層的に分類されている。たとえば

ナミテントウは、動物界・節足動物門・昆虫綱・甲虫

目・テントウムシ科・Harmonia属・axyridis種として

位置づけられ、学名をHarmonia axyridisと記載さ

れる。同定とは、その生物がどのグループに属し

た「種」であるかをみきわめて確定する作業のこと。
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養
老
◉
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
い
く
と
、
シ
ロ
ク
マ
は
ヒ
グ
マ
の

一
部
に
な
っ
ち
ゃ
う
。
ま
ぁ
、
そ
れ
で
問
題
は
な
い

の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
。

川
上
◉
ま
ず
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
見
つ
け
て
く
る
、
見

て
気
づ
く
、
観
察
が
先
に
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
仮
説
を

導
く
の
が
、
や
は
り
博
物
学
か
ら
発
生
し
て
き
た
生

物
学
の
本
来
の
あ
り
方
だ
と
思
う
ん
で
す
。
で
も
、

最
近
の
大
学
な
ど
で
は
、仮
説
検
証
型
の
方
が
ス
マ
ー

ト
で
、
デ
ー
タ
先
行
型
は
ち
ょ
っ
と
古
く
さ
い
と
思

わ
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

養
老
◉
僕
な
ん
か
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
「
子
ど
も
の
科
学
」

と
言
わ
れ
て
ま
し
た
。
基
礎
研
究
を
重
視
し
て
い
る

か
ど
う
か
で
、
そ
の
人
の
価
値
観
が
わ
か
る
ん
で
す
。

川
上
◉
へ
た
を
す
る
と
若
い
世
代
に
、
標
本
か
ら
自

然
を
見
る
面
白
さ
と
い
う
の
が
、
伝
わ
ら
な
く
な
っ

て
き
て
い
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

養
老
◉
子
ど
も
の
時
か
ら
自
然
の
中
を
走
り
回
ら
さ

せ
る
と
い
い
ん
で
す
。
田
ん
ぼ
が
あ
っ
た
ら
学
生
に

い
う
ん
で
す
。「
あ
れ
は
将
来
の
お
前
だ
ろ
う
」っ
て
。

す
ぐ
に
は
ピ
ン
と
こ
な
い
。「
あ
そ
こ
で
稲
が
育
っ
て

米
に
な
っ
て
そ
れ
を
食
べ
て
お
前
に
な
る
。
で
、
お

前
さ
ん
の
始
ま
り
は
？
」
っ
て
聞
く
ん
で
す
。「
0.2
ミ

リ
の
受
精
卵
だ
ろ
」
っ
て
。
0.2
ミ
リ
の
受
精
卵
が
50

〜
60
キ
ロ
に
な
る
た
め
の
材
料
は
ど
こ
か
ら
盗
ん
で

き
た
ん
だ
っ
て
。
す
る
と
よ
う
や
く
気
づ
く
わ
け
で

す
。
田
畑
の
作
物
や
魚
を
食
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の

が
全
部
か
ら
だ
に
な
る
。
頭
だ
け
で
考
え
る
と
、
そ

う
い
う
つ
な
が
り
が
切
れ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。

児
嶋
◉
木
材
を
見
て
も
、
山
か
ら
来
た
と
知
ら
な
い

子
ど
も
も
結
構
い
て
。「
そ
こ
ら
へ
ん
に
立
っ
て
い
る

木
も
こ
う
使
え
る
ん
だ
よ
」
と
説
明
し
て
も
、
ピ
ン

と
こ
な
か
っ
た
り
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ
や
紙
が
木
材
か
ら

で
き
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
子
も
い
ま
す
。

　

わ
た
し
は
、
い
ま
子
育
て
を
し
て
る
の
で
す
が
、

虫
採
り
さ
せ
た
り
、
鳥
に
触
ら
せ
て
い
る
と
、
近
く

の
お
と
な
が
「
汚
い
よ
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
触

れ
ら
れ
る
場
所
に
連
れ
て
行
く
よ
う
に
し
て
い
る
の

で
す
が
、
や
は
り
都
心
部
だ
と
触
っ
て
も
い
い
場
所

も
限
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

養
老
◉
「
触
る
」
っ
て
感
覚
は
五
感
の
中
で
、
け
っ

こ
う
虐
待
さ
れ
て
ま
す
ね
。
触
る
教
育
っ
て
な
い
で

し
ょ
。
音
感
教
育
と
か
絵
画
と
か
、
目
や
耳
は
行
き

届
い
て
ま
す
け
ど
。脳
か
ら
考
え
る
と
触
覚
は
、視
覚・

聴
覚
と
同
じ
く
ら
い
哺
乳
類
で
は
重
要
な
ん
で
す
。

児
嶋
◉
幼
児
本
で
も
「
ゼ
ロ
歳
児
に
は
、
い
ろ
ん
な

も
の
に
触
ら
せ
ま
し
ょ
う
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
す

が
、
そ
れ
は
生
き
て
な
い
物
質
を
触
れ
と
い
う
こ
と

で
、
昆
虫
と
か
生
き
も
の
は
入
っ
て
な
い
で
す
ね
。

養
老
◉
そ
こ
で
木
材
が
、
非
常
に
だ
い
じ
な
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
頃
、
近
く
の
お
寺

で
遊
ん
で
ま
し
た
。
お
寺
は
木
で
で
き
て
ま
す
か
ら
、

そ
の
木
材
の
感
触
を
覚
え
て
い
ま
す
。
手
す
り
を
金

属
で
つ
く
る
と
夏
は
火
傷
し
そ
う
に
熱
い
し
、
冬
の

寒
い
と
き
は
手
が
く
っ
つ
き
そ
う
に
な
る
ほ
ど
冷
た

い
。
木
材
な
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

児
嶋
◉
木
材
は
、
樹
種
に
よ
っ
て
感
触
が
ち
が
っ
て
、

で
こ
ぼ
こ
し
て
た
り
、
つ
る
つ
る
し
て
た
り
、
に
お
い

も
ち
が
い
ま
す
。
お
風
呂
に
入
れ
て
木
の
に
お
い
を

楽
し
ん
だ
り
、
子
ど
も
向
け
の
お
も
ち
ゃ
も
木
で
作

ら
れ
て
い
る
も
の
が
増
え
て
来
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

川
上
◉
に
お
い
と
い
え
ば
、
昆
虫
の
ア
リ
は
、
種
に

よ
っ
て
け
っ
こ
う
に
お
い
が
ち
が
う
そ
う
で
す
ね
。

養
老
◉
私
は
鼻
が
利
か
な
い
の
で
よ
く
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
鳥
は
ど
う
で
す
か
？

☜養
老孟
司さ
ん

の本 ＊Key Words  形態分類とDNAによる分類

形態分類は形態学に基づき、生物の構造や形

態に表れた表現形に着目して、器官や組織な

どを可視的に比較することで分類を行ってき

た伝統的な生物分類法。それに対してDNA

による分類は分子系統学に基づき、遺伝子の

ちがいに着目して、その差を解析することで、

進化による分岐の順番や集団としての近しさ

で生物を分類し直している。

『形を読む』

（講談社学術文庫）

『虫は人の鏡　擬態の解剖学』

（海野和男写真　毎日新聞出版）

川上 和人（かわかみ　かずと）

1973年生まれ。1996年東京大学林学科卒業。1999年東京大学大学院農
学生命科学研究科中退。同年森林総合研究所採用。農学博士。現在野生動
物研究領域チーム長（島
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生態と進化』（みすず書房）など。

「標本はただひたすら集めることで価値が生まれます。私の作った
標本が100年後の研究者に活用してもらえると嬉しいですね。」

ひと
　こと

巻頭◉対談

観察が先にあってそこから仮説を導くのが、やはり
博物学から発生してきた生物学の本来のあり方だと思うんです。
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川
上
◉
海
鳥
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
に
お
い
が
ぜ
ん
ぜ
ん

ち
が
っ
て
面
白
い
で
す
ね
。
陸
の
鳥
は
、
お
そ
ら
く

哺
乳
類
に
狙
わ
れ
や
す
い
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
け

れ
ど
、
に
お
い
が
す
ご
く
抑
え
て
あ
る
ん
で
す
。
あ

ま
り
に
お
い
が
す
る
と
捕
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
。
そ

れ
で
絶
滅
し
か
か
っ
た
の
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

の
カ
カ
ポ
と
い
う
オ
ウ
ム
の
仲
間
で
す
。
哺
乳
類
が

あ
ま
り
い
な
い
と
こ
ろ
で
進
化
し
て
き
て
、
繁
殖
期

に
な
る
と
に
お
い
を
だ
し
て
お
互
い
に
誘
引
す
る
よ

う
な
の
で
す
が
、
外
来
種
の
哺
乳
類
が
入
っ
た
こ
と

で
、
に
お
い
で
見
つ
か
り
や
す
く
、
襲
わ
れ
て
数
が

減
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
例
が
あ
り
ま
す
。

児
嶋
◉
標
本
と
し
て
い
ろ
ん
な
情
報
を
残
し
た
い
と

考
え
た
と
き
に
、
に
お
い
の
情
報
は
動
物
の
場
合
、

と
く
に
残
す
の
が
難
し
そ
う
で
す
ね
。
に
お
い
の
分

子
が
ど
ん
ど
ん
拡
散
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
か
ら
。

木
材
は
、カ
ヤ
や
ク
ス
ノ
キ
な
ど
長
期
間
香
り
が
残
っ

て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
昆
虫
は
死
ん
だ
あ
と

で
も
、
に
お
い
は
残
る
も
の
で
し
ょ
う
か
？

養
老
◉
ぼ
く
の
標
本
を
置
い
て
あ
る
昆
虫
館
に
は
、

け
っ
こ
う
虫
が
寄
っ
て
く
る
気
は
し
ま
す
。
だ
か
ら
、

な
ん
か
に
お
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
虫
た
ち
に
は
。

フ
ェ
ロ
モ
ン
＊
か
な
ん
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
標

本
か
ら
集
団
的
に
で
て
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
に
だ
ま
さ
れ
て
寄
っ
て
き
て
る
の
か
も
（
笑
）。

児
嶋
◉
先
生
と
し
て
は
捕
獲
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
ね
。

養
老
◉
「
ブ
ン
ブ
ン
と
う
る
せ
え
な
ぁ
」
っ
て
、
い

つ
も
思
っ
て
ま
す
（
笑
）。

川
上
◉
先
生
は
、
日
本
の
ゾ
ウ
ム
シ
は
種
レ
ベ
ル
で

何
割
ぐ
ら
い
持
っ
て
る
ん
で
す
か
？

養
老
◉
う
〜
ん
、
半
分
は
持
っ
て
な
い
で
す
ね
。

川
上
◉
ゾ
ウ
ム
シ
は
、
け
っ
こ
う
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ

で
種
分
化
を
起
こ
し
た
り
、
亜
種
分
化
を
起
こ
し
た

り
し
て
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
を
全
部
集
め
よ
う
と
す
る

と
か
な
り
大
変
で
す
ね
。

養
老
◉
集
め
る
の
が
大
変
な
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
区

別
す
る
の
が
大
変
な
ん
で
す
。
い
ま
ち
ょ
う
ど
、
新

し
い
箱
に
入
っ
て
る
オ
オ
ゾ
ウ
ム
シ
の
同
定
分
類
作

業
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
、
ど
れ
く
ら
い

ち
が
う
か
っ
て
い
う
と
、
た
と
え
ば
四
国
だ
っ
た
ら
、

西
半
分
と
東
半
分
は
絶
対
ち
が
う
。
石
鎚
山
と
剣
山

で
採
っ
た
も
の
は
、
も
う
別
の
種
で
す
。

川
上
◉
あ
い
だ
に
、
交
雑
帯
み
た
い
の
は
、
あ
り
ま

す
か
？

養
老
◉
あ
り
ま
す
。（
標
本
箱
を
見
て
）
こ
の
青
い
や
つ

の
仲
間
な
ん
で
す
。
こ
こ
に
は
、
何
種
か
入
っ
て
ま

す
け
ど
ね
。

児
嶋
◉
標
本
を
分
解
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
種
類
を
調

べ
た
い
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
か
？

養
老
◉
知
ら
れ
て
い
る
種
類
か
ど
う
か
、
名
前
が
つ

け
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
の
確
認
が
、
ま
ず
必

要
で
す
ね
。
つ
ぎ
は
、
そ
の
根
拠
で
す
。
ど
こ
が
ど

う
ち
が
っ
て
る
か
っ
て
い
う
。
最
終
的
に
は
検
索
表

に
な
る
ん
で
す
け
ど
。

児
嶋
◉
検
索
表
は
独
自
に
作
ら
れ
た
り
も
し
て
い
る

の
で
す
か
？

養
老
◉
そ
れ
は
、作
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
よ
。（
標

本
を
指
さ
し
て
）
こ
う
い
う
似
た
よ
う
な
の
を
分
け
て

い
く
わ
け
で
す
か
ら
。
検
索
表
を
つ
く
っ
て
お
か
な

い
と
、
30
種
く
ら
い
分
け
た
ら
も
う
、
自
分
で
も
こ

ん
が
ら
が
っ
ち
ゃ
う
。

川
上
◉
個
体
に
よ
っ
て
異
常
な
標
本
と
い
う
の
は
、

で
て
き
た
り
し
ま
す
か
？

養
老
◉
顕
微
鏡
で
見
て
い
て
、
び
っ
く
り
し
た
の
が

☜川
上和
人研
究員

の本

『鳥の骨格標本図鑑』

（中村利和写真　文一総合出版）

『鳥類のデザイン――骨格・筋肉が語る生態と進化』

（カトリーナ・ファン・グラウ著　みすず書房）

川上和人研究員がお気に入りの骨格標本

上から、オナガガモの尺
しゃっこつ

骨（上）と橈
とうこつ

骨（中）、コガモの脛
けい

足
そっ

根
こん

骨
こつ

（下）。尺骨と橈骨は前腕の２本の骨で、まとめて折れ

たようだ。脛足根骨は真ん中に穴が空いており、何かが刺

さったまま治癒したことがわかる。（写真：川上和人）

Key Words  フェロモン

生物が体外に分泌するにおい物質のようなもの

で、おなじ種に作用して、ある行動や生理活性を

ひきおこす化学物質のことをフェロモンという。

1959年にカイコのメスがオスを惹き寄せるため

に出している物質が解明され、その存在が知られ

るようになった。異性を誘引する性フェロモンや

仲間を集める集合フェロモンなどがある。
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あ
り
ま
す
ね
。
だ
い
た
い
が
重
複
で
す
。
つ
ま
り
、

脚
が
２
本
に
な
っ
ち
ゃ
う
と
か
、
３
本
に
な
っ
ち
ゃ

う
と
か
、
昆
虫
は
小
さ
な
あ
ご
ひ
げ
と
く
ち
び
る
ひ

げ
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
ダ
ブ
っ
て
い
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
ダ
ブ
る
の
は
、

ふ
つ
う
の
形
態
的
に
い
っ
た
ら
、
そ
れ
が
個
体
変
異

で
な
け
れ
ば
、
科
と
か
目
レ
ベ
ル
で
の
大
き
な
ち
が

い
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
明
ら
か
に
発
生
の
異
常

で
し
ょ
う
。

川
上
◉
こ
れ
（
鳥
の
骨
の
標
本
を
見
せ
て
）、
ぼ
く
の
お

気
に
入
り
の
標
本
な
ん
で
す
。
何
か
刺
さ
っ
た
ん
で

し
ょ
う
か
ね
。
刺
さ
っ
た
も
の
が
骨
の
中
に
残
っ
た

ま
ま
骨
折
が
治
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
こ

れ
は
翼
の
前
腕
に
あ
た
る
部
分
で
、
橈と
う
こ
つ骨
と
尺し
ゃ
っ
こ
つ骨が

両
方
ま
と
め
て
１
回
折
れ
て
、
そ
れ
が
く
っ
つ
い
て

る
ん
で
す
ね
。

　

鳥
の
場
合
、
飛
べ
な
く
な
る
と
致
命
的
で
す
が
、

そ
れ
が
野
生
下
で
ち
ゃ
ん
と
治
癒
し
て
い
る
。
渡
り

鳥
で
、
小
笠
原
に
来
て
死
ん
だ
も
の
で
す
が
、
そ
う

い
う
サ
ン
プ
ル
が
見
ら
れ
る
こ
と
っ
て
、
な
か
な
か

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
標
本
を
見
る
と
、
完
品
で

は
な
い
け
れ
ど
も
、
骨
が
折
れ
て
も
ち
ゃ
ん
と
生
き

残
れ
る
個
体
が
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
、

す
ご
く
面
白
い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

養
老
◉
長
骨
の
成
長
を
考
え
る
と
き
、
横
に
直
径
が

大
き
く
な
る
の
は
、
外
側
か
ら
材
料
を
付
加
し
て
、

中
側
を
削
っ
て
い
っ
て
太
く
な
る
ん
で
す
ね
。
そ
の

こ
と
を
最
初
に
証
明
し
た
人
は
、
小
鳥
の
脚
の
骨
に

針
金
を
巻
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
成
鳥
に
な
っ
て
か

ら
調
べ
る
と
、
そ
の
骨
の
周
り
に
巻
い
た
針
金
が
骨

の
中
に
落
ち
て
い
る
。
こ
の
標
本
を
見
て
、
針
金
が

中
に
落
ち
る
っ
て
感
覚
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

川
上
◉
こ
う
い
う
骨
折
し
た
標
本
も
、
そ
れ
こ
そ
何

千
個
体
も
の
野
生
の
死
が
い
を
見
て
い
く
中
で
、
よ

う
や
く
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
カ
モ

で
す
が
、
飛
べ
な
く
な
っ
て
も
水
に
浮
か
ん
だ
ま
ま

食
べ
も
の
を
採
る
こ
と
が
で
き
て
、
捕
食
者
に
も
や

ら
れ
に
く
い
水
の
上
だ
っ
た
の
で
生
き
続
け
る
こ
と

が
で
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た

標
本
か
ら
、
そ
の
種
の
行
動
が
見
え
て
く
る
と
こ
ろ

が
面
白
い
で
す
ね
。

児
嶋
◉
木
材
も
、
ひ
と
つ
の
標
本
だ
け
で
は
、
語
れ

な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
や
は
り
標
本
の
数
を
た

く
さ
ん
見
る
と
い
う
の
は
す
ご
く
重
要
で
す
ね
。

川
上
◉
一
例
報
告
の
価
値
も
も
う
少
し
認
め
ら
れ
て

い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
、
こ
ん

な
面
白
い
も
の
が
見
つ
か
っ
た
、
み
た
い
な
一
例
だ

け
の
標
本
。
同
じ
も
の
が
だ
ん
だ
ん
た
く
さ
ん
見
つ

か
っ
て
普
遍
的
な
も
の
と
な
る
の
か
、
じ
つ
は
そ
れ

は
特
殊
な
も
の
で
、
奇
形
で
し
か
な
か
っ
た
の
か
、

そ
れ
は
、
の
ち
の
ち
わ
か
れ
ば
よ
い
こ
と
で
、
長
い

目
で
そ
う
し
た
も
の
を
評
価
し
て
お
か
な
い
と
、
欠

落
す
る
視
点
も
で
て
き
そ
う
で
す
。

児
嶋
◉
さ
い
ご
に
、
養
老
先
生
の
思
い
入
れ
の
あ
る

標
本
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

養
老
◉
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
採
っ
た
ヒ
ゲ
ナ
ガ
ゾ
ウ

ム
シ
の
仲
間
が
、
真
っ
赤
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
仲

間
に
赤
い
や
つ
は
い
な
い
は
ず
で
、
な
ん
で
こ
ん
な
に

赤
い
ん
だ
ろ
っ
て
思
っ
て
ね
。
古
い
枯
れ
木
に
赤
い
虫

が
つ
い
て
る
こ
と
っ
て
多
い
か
ら
、こ
れ
擬
態
だ
な
ぁ
、

擬
態
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
っ
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
う

れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
で
も
、
ほ
か
に
も
調
べ
た
い

こ
と
が
多
す
ぎ
て
（
笑
）。
擬
態
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
、

当
分
謎
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
に
し
て
ま
す
。
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別研究員（PD）、東京大学特任助教、京都大学NEDO研究員を経て、2017
年森林総合研究所組織材質研究室に採用(2018年度まで東京大学樹芸研
究所の農学共同研究員を併任)。東南アジア・南米などの早生樹を中心とし
た木材の組織材質の研究に従事。共著に『あて材の科学』（海青社）など。

「先輩方が集められた木材標本やデータベースを使い、樹種によっ
て組織構造や性質がなぜ違うのかを解明したいと思っています。」

ひと
　こと

巻頭◉対談

そうした一例報告の積み重ねで、
生物の世界はできてるのかなという気がします。

森林総研の昆虫標本室にて
川上和人、児嶋美穂 両研究員とともに、

ゾウムシの標本群を観察する養老孟司さん。

7 巻頭◉鼎談　生きもののカタチ、標本の持つ意味



約2500種にのぼる草や木のさく葉（押し

葉）標本1万3000点ほどが、個別の標本

番号を付されてファイルに収められ、保

管されている。ニューヨーク植物園の管

理する国際的なデータベース上で機関

コードが付与されており、森林総研の植

物標本のコードはTFで始まる。 森林総合研究所の生物多様性研究棟標本室は研究用の施設であるため、一般には非公開と

なっておりますが、各標本室の内部を紹介するVRを森林総合研究所のホームページで公開

しています。併せてご覧下さい。https://www2.ffpri.go.jp/labs/specimens

森林総合研究所の生物多様性研究棟には、その前身であ
る林業試験場時代から受け継がれ、さらに数多の先輩研究
者たちが積み重ねてきた膨大な数の標本が保管されていま
す。植物、木材の標本を筆頭に、昆虫、鳥獣、微生物・きのこ、
天敵微生物など、森林生態系をフィールドとする生物たち
や土壌の標本が、幅広く収められています。研究の土台や
証拠となる、それら貴重な宝の山の一端をご紹介しましょう。

植物標本室

特集

◉

森林総研の
所有する生物標本群

文責＝編集部　監修＝正木　隆
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標本において重要な標本
ラベル。種名、採取日・
場所、採取者名などの
情報が記され、のちの研
究者が参照できるように
なっている。

分類の手がかりとするた
めに、枝への葉のつき方
や、葉の裏の特徴がみえ
るように台紙に貼られて
いる。これは、イチイガ
シの標本。

おなじ種（ツブラジイ：下3
枚）でも、採取場所によっ
て葉の大きさや厚みなど
に地域差があるので、さ
まざまな地域で採取した
標本を収集している。



およそ550種の種子標本が、さく葉標本と

は別に管理されている。種子は内容を視認

しやすい種子専用瓶に保存されている。

菌類（かび・きのこ）を中心に、およそ5万点の

微生物の標本を保管している。数10点のタ

イプ標本を保持し、質・量において国内屈指

の菌類標本室といえる。

■   

森
林
総
研
の
標
本
室 

　

子
ど
も
の
頃
に
、押
し
葉
や
押
し
花
を
つ
く
っ

た
り
、
採
集
し
た
昆
虫
を
台
紙
に
貼
っ
て
夏
休

み
の
宿
題
に
し
た
こ
と
の
あ
る
方
も
き
っ
と
多

い
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
採
集
日
と
採
集
場

所
、
あ
な
た
の
名
前
が
記
し
て
あ
る
な
ら
、
そ

れ
ら
は
、
ま
さ
し
く
生
物
標
本
で
す
。

　

あ
る
と
き
あ
る
場
所
に
、そ
れ
が
そ
こ
に
あ
っ

た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
採
集
し
、
乾
燥
や
保
存

液
に
浸
け
る
な
ど
し
て
固
着
・
固
定
し
、
長
期

間
形
態
を
保
て
る
よ
う
な
状
態
で
採
集
情
報
と

と
も
に
整
理
保
存
し
た
も
の
を
標
本
と
言
い
ま

す
。
標
本
は
生
物
に
限
ら
ず
、
土
壌
や
鉱
物
、

化
石
や
巣
な
ど
生
物
の
痕
跡
も
あ
り
ま
す
が
、

森
林
総
合
研
究
所
で
は
森
林
生
態
系
を
め
ぐ
る

生
物
標
本
を
中
心
に
収
集
保
存
し
て
い
ま
す
。

つ
く
ば
に
あ
る
当
研
究
所
の
生
物
多
様
性
研
究

棟
に
は
、
植
物
や
木
材
を
は
じ
め
、
微
生
物
・

き
の
こ
、
鳥
獣
、
昆
虫
、
天
敵
微
生
物
、
土
壌
を

種子標本室

微生物標本室

9 特集◉森林総研の所有する生物標本群

森林総研の所有する
生物標本群

特集◉

微生物標本室には、新種
を発見したときの物的証
拠であるホロタイプ標本
など貴重な標本が数多く
保存されている。

東南アジアで採取した
フタバガキ科の樹木の種子

マツノネクチタケの近縁新種カラナシレン
ガタケのホロタイプ（写真下）と記載論文

カシ・ナラの樹木を大量に枯死させる
ナラ枯れの病原菌「ナラ菌（Raffaelea 
quercivora）」のホロタイプ標本。

アカマツから発見されたオフィオ
ストマ属の新種のホロタイプ標本

明治・大正時代の林業
試験場のころに採取され
た古い種子や、海外の種
子も保存されている。

標本は、乾燥させて菌体
や胞子の活動を失活させ
た後に、紙袋や箱に入れ
て標本ラベルを貼り、整
理・保存されている。



保
管
し
た
標
本
室
が
あ
り
ま
す
。
明
治
時
代
に

は
じ
ま
る
林
業
試
験
場
を
前
身
と
す
る
当
研
究

所
の
標
本
室
に
は
、
古
い
時
代
の
研
究
者
か
ら

引
き
継
い
だ
標
本
も
多
数
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■   

標
本
の
も
つ
意
義

　

標
本
は
、
特
定
の
目
的
を
も
っ
て
採
集
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
珍
し
い

も
の
だ
け
で
な
く
、
研
究
者
が
採
っ
て
き
た
す

べ
て
の
も
の
が
普
遍
的
に
標
本
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
と
き
、
そ
こ
に
ど
う
い

う
も
の
が
あ
っ
た
か
を
記
録
し
て
お
く
こ
と
が

と
て
も
重
要
だ
か
ら
で
す
。

　

生
物
標
本
の
も
つ
大
前
提
と
な
る
役
割
が
、

種
の
同
定
で
す
。
た
と
え
ば
、
ツ
ガ
の
仲
間
や
ミ

ツ
バ
ツ
ツ
ジ
の
仲
間
と
思
わ
れ
る
木
が
あ
っ
て
、

葉
や
枝
に
毛
が
生
え
て
る
生
え
て
な
い
と
い
う

微
妙
な
ち
が
い
で
種
が
わ
か
れ
る
と
き
、
実
際
の

標
本
と
比
較
す
る
こ
と
で
種
を
確
実
に
同
定
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
図
鑑
だ
け
で
は
わ
か
ら
な

い
細
部
も
、
標
本
を
み
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る

森林総合研究所の真骨頂でもある木材の

標本室には、世界のおよそ8000種3万

個体の樹木から得られた木材標本が収め

られている。これは国内では最大で、世

界を見渡しても10指に入る規模だ。
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木材標本室

木材の木
こ

口
ぐち

、板目、柾
まさ

目
め

の切片を染色・脱水し
て樹脂でかためたプレパ
ラート標本。組織を顕微
鏡観察することで樹種を
特定できる。

木材標本には、国際木材
解剖学者連合による世界
共通の標本庫記号と標
本番号が付されて整理さ
れている。森林総研つく
ばの記号は TWTw。

それぞれの木材標本は、
同個体のさく葉標本で種
を同定することができ、
プレパラート標本と番号
でひもづけられてデータ
ベース化されている。



こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
標
本
か
ら
新
種
が
発
見
さ
れ
、
さ
ら
に

発
表
さ
れ
た
と
き
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、

な
お
さ
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
標
本
を
タ
イ
プ

標
本
と
い
い
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
学
名
や
同
定

の
基
準
と
な
る
、
世
界
に
ひ
と
つ
だ
け
の
ホ
ロ

タ
イ
プ
標
本
が
選
ば
れ
ま
す
。
ホ
ロ
タ
イ
プ
以

外
に
も
い
く
つ
か
の
区
分
の
タ
イ
プ
標
本
が
あ

り
、
い
ず
れ
も
そ
の
生
物
の
特
徴
を
知
る
上
で

重
要
な
標
本
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
役
割
は
、
あ
る
時
代
あ
る
場

所
に
生
物
や
土
壌
な
ど
、
そ
の
自
然
が
存
在
し

た
こ
と
の
証
明
で
す
。

鳥類と哺乳類の仮剥製、骨格、巣、卵

などの標本を収める。仮剥製は約650

種1万点、骨格標本は約300種3000

点を所蔵している。
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森林総研の所有する
生物標本群

特集◉

つくばの当研究所周辺で
採集された鳥類標本。所
内緑地で死んでいたり、
建物のガラスに衝突して
死んだ個体を標本にし、
鳥類相を記録している。

かつて硫黄島に繁殖して
いたマミジロクイナの標
本。1911年に採集された
個体だが、1930 年頃の
記録を最後に日本では絶
滅した。

研究用には、計測しやす
く、管理がらくな仮剥製
の状態で保存してある。
写真は、1970年前後に
タイやインドで採集され
たキビタイコノハドリ。

生きていたときの
ようすを再現した
展示用の本剥製

骨格標本は、細部を計測比較することで種の同定・分類、
生態情報に外見からはわからない情報を与えてくれる。写真は鳥類の頭骨。

アマミノクロウサギ（奥）と、ハブ駆逐の
ために導入され、その後アマミノクロ
ウサギ絶滅の危機を招いた外来種フイ
リマングース（手前）の展示用の本剥製。

1944年に香川県で捕獲
されたニホンカワウソの毛皮

標本。同種は1979年以降の確実な目
撃記録がなく、絶滅したとされる。

鳥獣標本室



土壌標本室

天敵微生物標本室

1960年代に土壌調査を行っていた林野庁

および林業試験場の職員が全国の国有林

などおよそ113カ所からサンプルを採取

し、土壌標本作製技術を極めた的場節子

研究員が133本の土壌断面の柱状標本（モ

ノリス）を作成した。この部屋には88

本のモノリスが保管されている。

森林害虫の天敵となる菌類、ウイ

ルスなどの微生物に侵されて死ん

だ昆虫標本が収蔵されている森林

総研ならではの標本室。
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土壌断面を木箱に入れ、
薄めた木工用ボンドをし
みこませて固めた後、ポ
リエチレングリコールを
吹きかけて湿った状態を
再現し固定してある。

土壌の各種標本と、モノリス作成の
試行錯誤の過程を保存してある。

ふだんは額縁がついていない木箱の
状態で、紙箱に収めて保管してある。

標本箱の裏に貼られた採集
情報と的場さんの印。

ドウガネブイブイの幼虫に寄生するボーベリア・ブロ
ンニアティの有性世代（冬虫夏草・左の写真）は、森林総
研の研究員だった島津光明氏が発見した（2017年にそ
れまでの学名Cordyceps brongniattiiから変更）。

標本には番号が付され、
台帳で管理されている。
これらから分離された生
きた菌株は別の場所に収
蔵されている。

森林総研の研究に基づき製品
化された天敵微生物農薬。マ
ツの害虫マツカレハ用ウイルス
製剤（左）とマツノマダラカミキ
リ用カビ製剤（左下）の試作品。

昆虫の大発生を抑制する
昆虫疫病菌（左）や、昆虫
に寄生してきのこを生や
す冬虫夏草など、天敵微
生物の研究に欠かせない
標本が保管されている。

多くの標本は多摩森林科学園の天
敵微生物研究室から引き継がれた。

ゴマダラカミキリの体節から菌糸を伸ばすボーベリア属の一種

触覚や脚の節にみえる
白いものが菌糸

カイガラムシを
殺すカビの標本。



　

た
と
え
ば
、
標
本
が
残
っ
て
い
る
こ
と
で
、
か

つ
て
硫
黄
島
に
生
息
し
て
い
て
い
ま
は
絶
滅
し
て

し
ま
っ
た
マ
ミ
ジ
ロ
ク
イ
ナ
と
い
う
鳥
が
ど
ん
な

形
態
を
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
あ
る
時
代
の
標
本
群
と
現
在
の
標
本

群
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
時
代
に
よ
る
形
態
の

変
異
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
研
究
者
が
、
１
０
０
年
前
の
い
く
つ
か

の
種
の
鳥
の
標
本
群
と
現
代
の
同
種
の
標
本
群

の
体
長
を
計
測
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
の

種
で
小
型
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
温
暖
化
の
影
響
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
と
な
る
地
域
で
採
集
さ
れ
た
標
本
を
比
較

す
る
こ
と
で
、
種
の
地
域
差
を
知
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
近
年
は
、
標
本
か
ら
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
取
り

だ
し
て
分
析
す
る
技
術
も
進
ん
で
き
て
い
ま
す
。

　

標
本
に
は
、
自
然
を
知
る
た
め
の
膨
大
な
情

報
が
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

■   

未
来
の
研
究
を
も
支
え
る
宝

　

標
本
は
、
生
物
学
や
森
林
研
究
を
よ
り
深
く

推
し
進
め
る
た
め
の
土
台
と
な
る
宝
で
す
。

　

か
つ
て
は
主
に
形
態
的
な
分
類
の
た
め
に
標

本
が
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析

の
技
術
が
進
ん
だ
現
代
で
は
、
遺
伝
資
源
と
し

て
の
利
用
へ
の
期
待
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

生
物
学
の
基
礎
と
な
る
証
拠
と
し
て
、
ま
た
森

林
研
究
に
多
大
な
貢
献
を
す
る
資
料
と
し
て
、
こ

れ
ら
の
標
本
を
後
世
に
残
し
続
け
て
い
く
こ
と

は
、
森
林
総
研
の
大
切
な
使
命
の
ひ
と
つ
で
す
。

日本の昆虫を中心に5000～1万種、

ハエで13万点、その他9万点の計22

万点以上の標本が収められている。マ

レーシアやインドネシアなど東南アジ

アの昆虫も多い。

昆虫標本室
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森林総研の所有する
生物標本群

特集◉

左上の赤ラベルのものが
リュウキュウムナクボカミ
キリのホロタイプ標本で、
森林総研の研究員だった
槙原寛氏によって新亜種
と記載された。

2000年代に茨城県北部
で、どのような森林にど
んなグループの昆虫がい
るか生物多様性を調査し
たときの証拠標本が多数
保存されている。

地域の生物多様性を説
明するための標本や、林
業害虫などを収集してい
るところに森林総研の昆
虫標本室の特徴がある。

ベトナムで採集さ
れたトビメバエ類
の標本。



Ｄ
Ｎ
Ａ
バ
ー
コ
ー
ド
と
は

　

生
物
種
が
異
な
れ
ば
、
そ
の
生
物
の
持
つ
遺

伝
子
の
塩
基
配
列
も
異
な
り
ま
す
。
塩
基
配
列

は
Ａ
Ｔ
Ｇ
Ｃ
の
４
つ
の
文
字
列
で
表
現
さ
れ
、
こ

れ
ら
の
塩
基
を
異
な
る
４
つ
の
色
で
示
し
た
も

の
が
、
商
品
に
つ
い
て
い
る
バ
ー
コ
ー
ド
に
似
て

い
る
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
バ
ー
コ
ー
ド
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
図
１

。
特
定
の
遺
伝
子
領
域
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

バ
ー
コ
ー
ド
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
お
け
ば
、

分
類
の
専
門
家
で
な
く
て
も
塩
基
配
列
か
ら
生

物
種
の
同
定
が
可
能
に
な
り
ま
す
し
、
原
型
を

失
っ
て
し
ま
っ
た
生
物
の
破
片
や
動
物
の
糞
か

ら
で
も
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
さ
え
抽
出
で
き
れ
ば
種
の
同
定

が
可
能
に
な
り
ま
す
。
日
本
の
貴
重
な
天
然
資

源
の
塩
基
配
列
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
こ
と

で
、
国
内
外
の
研
究
者
が
利
用
で
き
る
研
究
基

盤
を
拡
充
す
る
こ
と
に
繋
が
り
ま
す
。

日
本
産
樹
木
種
Ｄ
Ｎ
Ａ
バ
ー
コ
ー
ド
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

　

森
林
総
合
研
究
所
で
は
、
日
本
産
樹
木
種
を

対
象
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
バ
ー
コ
ー
ド
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

充
実
化
を
行
っ
て
い
ま
す
写
真
１

。
Ｄ
Ｎ
Ａ
バ
ー

コ
ー
ド
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
用
い
る
サ
ン
プ
ル

は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
だ
け
で
な
く
証
拠
と
な

る
さ
く
葉

4

4

4

（
4押
し
葉
）4標
本
も
一
緒
に
登
録
し
ま
す
。

私
た
ち
が
採
取
し
た
大
部
分
の
サ
ン
プ
ル
で
は
、

同
研
究
所
の
木
材
加
工
・
特
性
研
究
領
域
と
協

力
し
、
木
材
標
本
も
同
時
に
採
取
し
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
を
元
に

目
視
に
よ
る
同
定
ミ
ス
の
可
能
性
を
検
討
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
確
実
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と

写真１　保管されているDNAサンプル
9000個近いDNAサンプルが保管されている。

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
生
物
種
の
ど
の
遺
伝

子
領
域
を
Ｄ
Ｎ
Ａ
バ
ー
コ
ー
ド
と
し
て
用
い
る
か

は
、International Barcode of Life  

（iBOL

）

と
呼
ば
れ
る
国
際
的
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
に
よ
っ
て

決
め
ら
れ
て
お
り
、
植
物
で
は
葉
緑
体
Ｄ
Ｎ
Ａ
の

rbcL, m
atK, trnH

-psbA

の
３
つ
の
領
域
が
推

奨
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
に
は
１
０
３
科
３
６
１
属
、
約
１
０
０
０

種
の
在
来
樹
木
が
分
布
し
て
い
ま
す
。私
た
ち
は
、

日
本
各
地
か
ら
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
用
の
サ
ン
プ
ル
を

収
集
し
、
こ
れ
ま
で
に
、
８
３
４
種
、
６
２
１
６

個
体
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
か
ら
、
葉
緑
体
Ｄ
Ｎ
Ａ
のrbcL, 

m
atK, trnH

-psbA

の
３
つ
の
遺
伝
子
領
域
の
塩

基
配
列
を
合
計
１
万
４
４
０
４
配
列
取
得
し
て

い
ま
す
。
属
レ
ベ
ル
の
識
別
能
力
（
異
な
る
属
間

で
塩
基
配
列
が
一
致
し
な
い
確
率
）
は
、
１
領
域
の
み

で
は
96
〜
99
％
、
３
つ
の
領
域
を
あ
わ
せ
る
と

１
０
０
％
で
し
た
。
種
レ
ベ
ル
の
識
別
能
力
（
異

な
る
種
間
で
塩
基
配
列
が
一
致
し
な
い
確
率
）
は
、
１

領
域
の
み
で
は
57
〜
79
％
、
３
つ
の
領
域
を
あ

わ
せ
る
と
99
％
で
し
た
図
２

。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ

は
国
際
的
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
バ
ー
コ
ー
ド
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

で
あ
る
Ｂ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
（Barcode of Life Database

）

図
３

お
よ
びGenBank

に
登
録
さ
れ
、
一
部
の

デ
ー
タ
を
除
き
、す
で
に
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
＊
。

バ
ー
コ
ー
ド
デ
ー
タ
の
利
用
と
今
後
の
課
題

　

主
要
な
日
本
産
樹
木
種
に
対
し
て
Ｄ
Ｎ
Ａ

バ
ー
コ
ー
ド
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
高
い
識
別
能

図１　DNAバーコードのイメージ図
生物種からDNAを抽出し、バーコード領域の塩基配列を取得しデータベース化する。

生物種 DNA抽出 塩基配列＝DNAバーコード
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研究の森から
日本産樹木の
DNAバーコード
データベースの構築吉丸 博志 Yoshimaru Hiroshi　

樹木分子遺伝研究領域

吉村 研介 Yoshimura Kensuke　

研究情報科



力
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
デ
ー
タ
は
す
で
に
、
系
統
分
類
解
析
、
希

少
動
物
や
有
害
動
物
の
餌
と
な
る
種
の
同
定
な

ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、特
定
の
地
域
、

特
に
南
西
諸
島
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
が
不
十
分
で

あ
る
こ
と
や
、
識
別
能
力
が
科
に
よ
っ
て
は
低
い

も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
未
採
取
種
の
サ
ン
プ
リ
ン

グ
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
バ
ー
コ
ー
ド
領
域
の
追
加
が
今
後

の
課
題
で
す
。

謝
辞

　

サ
ン
プ
ル
採
取
に
お
い
て
は
研
究
所
内
外
の
共
同
研
究

者
や
大
学
演
習
林
の
先
生
方
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

図３　BOLDに登録されたDNAバーコードデータの一例
標本データと塩基配列データがあわせて登録されている。

2領域1領域 3領域

rbcL
と
matK

rbcL
と
trnH

matK
と
trnH

trnHmatKrbcL

0

20

40

60

80

100

図２　DNAバーコード領域ごとの識別能力

属レベルでは100％、種レベルでも3つの領域をあわせ

ることで、ほぼ確実に同定することができる。

（ ■属レベル、■種レベル ）

標本データ

識
別
能
力（
％
）

塩基配列データ

＊同データは、森林総研の ForestGEN（https://forestgen.ffpri.go.jp/en/index.html）
　にも登録のうえ、2021年12月末に公開予定。

15 シリーズ◉研究の森から

Q1. なぜ研究者に？
　「となりのトトロ」で木や森が好きになり、「風

の谷のナウシカ」で生態系に興味を持つように

なりました。さらに、高校時代に読んだレイチェ

ル・カーソンの「沈黙の春」から、自分でも何

か地球環境問題に対して行動したいと刺激を受

け、このころから漠然と研究者を目指していた

と思います。

Q2. 研究の魅力・醍醐味は？
　世の中でまだ知られていない事実を世界で

一番に知ることができる点です。面白い結果

が出ると、早くみんなに知らせたい！！　と

思っています。

Q3. 若い人へ
　自身の努力はもちろん大事ですが、良い

師、良い仲間に出会い、一緒に楽しみながら

研究できる環境を得ることも重要だと感じて

います。

（鈴木）

鈴木 節子 Suzuki Setsuko　

樹木分子遺伝研究領域

吉丸 博志 Yoshimaru Hiroshi　

樹木分子遺伝研究領域

吉村 研介 Yoshimura Kensuke　

研究情報科



木
材
の
樹
種
を
調
べ
る
こ
と
の
重
要
性

　

わ
た
し
た
ち
の
身
近
な
暮
ら
し
で
は
、
た
く

さ
ん
の
木
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

の
木
材
の
種
類
を
気
に
か
け
る
人
は
、
あ
ま
り
い

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

木
材
の
性
質
は
そ
の
樹
の
種
類（
樹
種
）に
よ
っ

て
大
き
く
ち
が
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
木
材
を
利

用
す
る
と
き
に
は
、
樹
種
を
知
る
こ
と
が
最
も
重

要
で
す
。
ま
た
、
刑
事
事
件
の
遺
物
や
違
法
に

輸
入
さ
れ
た
木
材
、
木
製
品
、
食
品
に
混
入
し

て
い
た
木
片
な
ど
の
樹
種
を
特
定
す
る
こ
と
で
、

問
題
解
決
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
の
寺
社
、
城
な
ど
の
建
築
物
の
多
く
や

木
彫
像
は
木
材
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
建
築

物
や
木
彫
像
の
修
復
を
よ
り
忠
実
に
実
施
す
る

と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
つ
く
ら
れ
た
時
代
の
文
化

的
お
よ
び
社
会
的
な
背
景
を
分
析
す
る
た
め
に

も
、
ど
の
よ
う
な
樹
種
の
木
材
が
使
わ
れ
て
い
る

か
を
調
べ
る
こ
と
は
、
と
て
も
重
要
で
す
。

木
材
の
樹
種
を
調
べ
る
方
法

　

木
材
の
樹
種
を
識
別
す
る
た
め
の
最
も
一
般

的
な
方
法
は
、
木
材
を
薄
く
ス
ラ
イ
ス
し
て
顕

微
鏡
で
観
察
し
、
そ
の
特
徴
か
ら
樹
種
を
特
定

す
る
方
法
で
す
。
顕
微
鏡
を
使
っ
て
、
手
が
か

り
と
な
る
特
徴
的
な
組
織
や
構
造
を
見
つ
け
出

し
、
そ
れ
を
も
と
に
候
補
と
な
る
樹
種
を
し
ぼ
っ

て
い
き
ま
す
図
１

。

　

現
在
で
は
、
識
別
を
経
験
の
み
に
基
づ
い
て

行
う
の
で
は
な
く
、
個
々
の
特
徴
を
検
索
表
で

検
索
す
る
方
法
が
主
流
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
一
連
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
食
品

に
混
入
し
て
い
る
よ
う
な
数
ミ
リ
角
の
木
材
片

の
樹
種
も
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
森
林

総
研
で
も
、
こ
の
方
法
で
木
彫
像
か
ら
自
然
に

剝
離
し
て
く
る
微
小
な
木
材
片
の
樹
種
を
調
べ
、

奈
良
時
代
以
降
に
製
作
さ
れ
た
木
彫
像
の
樹
種

の
変
遷
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。

非
破
壊
で
、
木
彫
像
の
樹
種
を
調
べ
る

　

し
か
し
、
仏
像
な
ど
考
古
学
的
に
重
要
な
文

化
財
に
つ
い
て
は
非
破
壊
で
の
調
査
が
原
則
と

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
近
年
、
わ
た
し
た
ち
は
近

赤
外
分
光
法
を
用
い
て
非
破
壊
で
樹
種
を
調
べ

写真１　木材の標本からの近赤外線の吸収
データの測定

写真２　木彫像の調査の様子（岐阜県可児市薬王寺の冬の
お堂にて）

写真３　木彫像からの近赤外線の
吸収データの測定 

図１　木材の薄切片の顕微鏡写真（左：ヒノキ、右：ケヤキ）
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研究の森から
古代の木彫像に
使われている
木材の正体



る
方
法
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

近
赤
外
分
光
法
は
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
血

中
の
酸
素
濃
度
の
測
定
、
農
産
物
の
糖
度
や
酸

度
の
測
定
、
空
港
で
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
中
身
の

種
類
を
調
べ
る
装
置
な
ど
で
広
く
活
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
方
法
は
、
可
視
光
線
と
赤
外
線

の
間
に
あ
る
近
赤
外
線（
波
長
８
０
０
〜
２
５
０
０

nm
）の
物
質
に
よ
る
吸
収
デ
ー
タ
を
統
計
的
な
手

法
を
用
い
て
分
析
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
近
赤
外
分
光
法
を
用
い
て
非

破
壊
で
木
彫
像
の
樹
種
を
調
べ
る
技
術
の
可
能
性

を
探
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で

木
彫
像
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
10
種（
針
葉
樹：
カ
ヤ
、
ヒ
ノ
キ
、
ス
ギ
、
ヒ
バ
、
コ

ウ
ヤ
マ
キ
の
５
種
、
広
葉
樹：
ク
ス
ノ
キ
、
ケ
ヤ
キ
、
ヤ

マ
ザ
ク
ラ
、
ト
チ
ノ
キ
、
シ
ナ

ノ
キ
の
５
種
）を
対
象
に
、
ま

ず
、
木
材
の
標
本
か
ら
デ
ー

タ
を
取
り
、
そ
の
デ
ー
タ
に

基
づ
い
て
針
葉
樹
と
広
葉

樹
を
区
別
す
る
判
別
モ
デ

図２　針葉樹・広葉樹を分けるモデルを用いた近赤外線吸収データ
の分析結果
標本の材と、木彫像の材の分析データの傾きを比較することで、その材が

針葉樹（緑色）か、あるいは広葉樹（ 橙
だいだい

色）かを見きわめることができる。

針葉樹（木彫像）

0.003-0.003

0.003

0

0

広葉樹（木彫像）
針葉樹（標本）
広葉樹（標本）

図３　近赤外線の吸収データを分析した木彫像（静岡県河津町南禅寺所蔵）の例

a：正確に判別された針葉樹の像（保存状態：良い）　　b：正確に判別されなかった針葉樹の像（保存状態：劣

化が進行）　c：正確に判別された広葉樹の像（保存状態：比較的良い）　　d：正確に判別されなかった広葉樹
の像（保存状態：劣化が進行）

ル
式
を
つ
く
り
ま
し
た
写
真
１

。
こ
れ
を
平
安
時

代
に
製
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
木
彫
像
の
デ
ー

タ
に
適
用
し
た
と
こ
ろ
写
真
２

写
真
３

、
木
材
の

標
本
の
場
合
と
同
様
に
、
木
彫
像
の
デ
ー
タ
も
大

き
く
２
つ
の
傾
き
に
わ
か
れ
、
針
葉
樹
と
広
葉
樹

を
区
別
し
得
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
図
２

。

　

ま
た
、
保
存
状
態
の
よ
い
木
彫
像
の
方
が
、
悪

い
も
の
よ
り
も
よ
り
正
確
に
わ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
図
３

。
こ
の
研
究
に
よ
り
、
木
彫
像
の

樹
種
を
非
破
壊
で
調
べ
る
技
術
の
開
発
が
１
歩

進
ん
だ
と
考
え
ま
す
。

　

現
在
、
さ
ら
に
分
析
の
事
例
を
増
や
す
と
と

も
に
、
木
材
の
劣
化
に
関
す
る
情
報
等
も
加
味

し
て
、
分
析
の
精
度
を
向
上
さ
せ
る
研
究
を
進

め
て
い
ま
す
。

a b c d

17 シリーズ◉研究の森から

Q1. なぜ研究者に？
　自然に恵まれた信州の田舎で育ったためか、

漠然と自然や生き物に関する仕事をしたいと

思っていました。大学時代を過ごした北海道

でさらにその気持ちは強くなり、自然を知る、

利用することの面白さに惹かれ、研究にはまっ

ていきました。

Q2. 影響を受けた人など
　大学、大学院時代の先生や友人の影響は大き

かったと思います。大学院時代には同じような

境遇の仲間が多く、研究について話し合う機会

に恵まれました。そういった方々の多くは、現

在、研究者や教育者になっており、交流が続い

ています。

Q3. いまホットなマイテーマは？　

　短期的には、非破壊で木材の樹種を調べる

方法を開発することです。現在研究で用いて

いる近赤外線と木材との関係についてはまだ

わからないことが多く、それを調べながら、

新しい技術の開発を進めていきたいと考えて

います。長期的には、様々な樹木の木材のま

だ調べられていない性質を調べ、有効な利用

方法を提案していきたいと考えています。

Q4. 若い人へ
　私は子どもの頃から研究者を目指していた

わけではありませんが、いろいろなことに興味

を持ち、自分で調べたり、考えたり、ものを作っ

たりすることは好きでした。研究では早く答え

を出すことも必要ですが、自分で答えを探し

ながらゆっくりと進んで行く姿勢も大切にして

ください。

安部 久 Abe Hisashi　

木材加工・特性研究領域



第5期

中長期計画がスタート
4月1日、農林水産大臣から認可を受けた第5期中長期計画（目標期間2021
～2025年度の5年間）がスタートしました。森林研究・整備機構で推進する
研究開発、水源林造成、森林保険の３つの業務のうち、森林総合研
究所が担う研究開発業務の計画についてご紹介します。国の施策や社
会ニーズに応えるよう、３つの重点課題を設定しています。

　2021年4月、新型コロナウィルスのパンデミックの

真只中で、第5期中長期計画がスタートしました。この

ことはある意味、象徴的と言えるかもしれません。第

5期中長期計画では、第4期の重点課題を組み直し、

（1）気候変動下での森林の多面的機能の発揮、（2）森林

資源の活用による循環型社会の実現と山村振興、（3）多

様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林

木育種、という3つの重点課題を設けています。

　日本を含め世界が低炭素社会をめざし、2050年の

カーボンニュートラルという具体的な目標も示されま

した。森林は二酸化炭素の吸収源としてだけでなく、

生産技術でも低炭素型をめざします。そして、近年は

都市に木造の中高層建築を増やし、炭素のストックを

産みだす方向性もでてきました。また、従来のプラス

チックに替わる、木材を原料とした生分解性の新素材

の開発や、二酸化炭素吸収速度が速い品種、つまり成

長の速い品種の育成などが進められています。

　一方で、気候の変化によって極端な気象現象が増え、

災害も増加しつつある中で、その対策をコンクリート

の構造物だけで行うには限界が見えてきました。森林

や土地を賢く利用することで、こうした災害リスクを

下げる技術が求められています。また、森林が人間の

健康や心に与える効果も研究が進み、森林サービス産

業と呼ばれる新たな可能性も生まれています。

　新型コロナのような人獣共通感染症が発生する背景

には、生態系や野生動物の健全性がかかわっています。

人口密度の高い都会を離れたリモートワークが話題と

なっていますが、森林の周辺に産業が増え、その生活

の利点が意識されることで分散型の社会が実現すれ

ば、こうしたリスクの回避にも貢献するでしょう。

　このように考えると、人口、健康、災害、環境など

の多くの社会問題に対して、森林の機能が利用できる

ことが分かります。自然を基盤とした社会問題の解決

(Nature based Solution, NbS)が、特にSDGsの文脈

においても注目されます。企業活動でも、気候変動を

加速しない、あるいは生物多様性などの自然資本を損

なわない調達方法や製品が、急速に価値を持つように

なってきました。こうした動きを見るとき、私たちは

「森林研究を通じて持続可能な社会に必要な新しい価

値を作り出している」と言ってもいいのではないでしょ

うか。少なくとも、その自負をもって新しい中長期計

画に臨みます。

国立研究開発法人森林研究・整備機構 理事長

森林総合研究所 所長　浅野（中静）透

森林研究を通じて持続可能な社会の構築に貢献する
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森林の持つさまざまな機能が
健全に発揮される森林管理技術を開発し、
国内外の森林環境問題の解決や
国土強靱化に貢献します

研究開発
3つの重点課題 ……

環境変動下での

森林の多面的機能の発揮
に向けた研究開発

気候変動影響の緩和及び適応
に向けた研究開発

森林生物の多様性と機能解明
に基づく持続可能性に資する研究開発

森林保全と防災・減災
に向けた研究開発

3  熱帯林における森林から農地への転換1  観測タワーにおける天然林の炭素収支の観測 2  気候変動による乾燥を想定したスギ林内の降
　 雨を遮断する実験

1  ニホンリスが森林のどの樹種の種子を利用しているかビデオカメラ
　 を使って調査

1  強風による森林気象害（スギ林） 2  森林の放射能汚染調査における樹皮と材の試料採取

2  森林管理が森林の生物多様性に及ぼす影響を多角的に調査

1

19 第５期中長期計画がスタート



木質資源と森林空間を持続的に利用しながら、
川上から川下まで森林に関わる産業の一体的発展と
山村振興に資する技術を開発し、
安全・安心で豊かな循環型社会づくりに貢献します。

研究開発
3つの重点課題 ……

生物特性を活用した防除技術と
きのこ等微生物利用技術の開発

木材利用技術の高度化と需要拡大
に向けた研究開発

木質新素材と木質バイオマスエネルギーの
社会実装拡大に向けた研究開発

林産物の安定供給と多様な
森林空間利用の促進に資する研究開発

1  特定外来生物
　 クビアカツヤカミキリ

2  国内産トリュフの一種
　 アジアクロセイヨウショウロ

3  木質バイオマス資源の低コスト供
　 給源として期待される「ヤナギ」

2  木材の新しい用途として期待さ
　 れる「木の酒」

1  木材成分から新素材等を開発

3  AI による丸太の判別

1  森林内部をレーザーで可視化

2  多様な森林空間利用（トレイルランニング）

1  大径材の製材方法の検討

2  実物大建築部材の性能評価

2 森林資源の活用による

循環型社会の実現と山村振興
に資する研究開発

撥水繊維素材 機能性塗料 生分解性樹脂プラスチック複合繊維
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これからの森林づくりと林業の持続的な発展に役立つ
優良種苗の生産に貢献するための品種改良（林木育種）、
林木の遺伝的な多様性を守るための
技術開発等に取り組みます。

研究開発
3つの重点課題 ……

林木育種基盤の充実による
多様な優良品種の開発

林木育種技術の高度化・拡張と
特定母樹等の普及強化

1  ゲノム編集により無花粉化したスギの雄花
　 の花

か

粉
ふん

嚢
のう

、正常な花粉が形成されていない 3  半乾燥地域に適応するケニアの郷土樹種メリア
　 の育種

2  特定母樹や優良品種の原種苗木の生産、都
　 道府県等からの要望に応じて生産・配布を
　 行っている

1  成長に優れたエリートツリー

2  松くい虫への抵抗性を持つマツ

3  早生樹コウヨウザンのさし木増殖

3 多様な森林の造成・保全と
持続的資源利用に貢献する

林木育種

従来種

154cm
240cm

343cm

第１世代精英樹 エリートツリー

21 第５期中長期計画がスタート
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２
０
２
２
年
１
月
動
画
公
開

サルノコシカケ類は、　
　　　木を腐らせるスペシャリスト

服部 力　Hattori Tsutomu

研究ディレクター

YouTube｢森林総研チャンネル｣で公開中の森林講座のご案内

◀◀◀動画はこちらから
「森林総研チャンネル｣
https://www.youtube.com/c/FFPRIchannel/

1月公開

「長生ききのこ「サルノコシカケ」の秘密」
服部　力 （研究ディレクター） 

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） 

公 開 中

公 開 予 定

「気候変動でスギの成長は増える？　減る？」
齊藤　哲 （関西支所） 

「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）

「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） 

「永久凍土地帯に広がる酔っぱらいの森のナゾ」
藤井 一至 （立地環境研究領域）

「ツキノワグマの出没増加の背景と対策」
大西 尚樹 （東北支所） 
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❶強風によって倒れたギンドロの木（森林総合

研究所構内にて）。幹の下端部の材や根の一部は
ボロボロに腐っていた。

O P E N  S E M I N A R

令 和 3 年 度 　 森 林 講 座 の お 知 ら せ

❷街路樹の根本付近に生えたサルノコシカケ類
の一種ベッコウタケ。ベッコウタケは街路樹を
腐らせる原因として最も重要な種のひとつ。
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ア
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◀森林総合研究所研究報告　

Vol.20 No.3（通巻 459 号）　

2021 年 10 月

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

bulletin/459/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。
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司
、
藤
井 

栄
梨
子

◆
若
齢
造
林
地
に
お
け
る
ニ
ホ
ン
ジ
カ
被

害
対
策
高
度
化
へ
の
貢
献

野
宮 

治
人
、
山
川 

博
美
、
大
谷 

達
也

◆「
水
源
林
造
成
事
業
の
施
業
指
針
」の
作

成
・
配
付
に
よ
る
森
林
施
業
技
術
の
普
及

森
林
企
画
課
、
森
林
事
業
課
、

資
源
利
用
課
、
森
林
防
災
研
究
領
域
、

植
物
生
態
研
究
領
域

◆
採
用
活
動
の
強
化
に
よ
る
優
秀
な
人
材

の
確
保

江
川 

哲

◆
森
林
教
育
分
野
に
お
け
る
先
駆
的
な
研

究
実
績

井
上 

真
理
子
、
大
石 

康
彦

令和３年度理事長賞 受賞者

アンケートに
ご協力ください。

今後の紙面作りの参考

にさせていただきます。

みなさまのご意見をお

聞かせください。➡
https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/kikan/
survey/55.html

https://www.ffpri.
affrc.go.jp/
hyoushou/2021/
20211101riji.html
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8月の早池峰山にて

決まった場所へハイマツの

種子を運んで食べる。

強くて器用なくちばし
学名は、Nucifraga caryocatactes

という。Nucifragaも、「ナッツを
くだく」という意味がある。

8月の五葉山にて
コメツガの樹上で朝

日を浴びる。

自然探訪

ホシガラスの食事

14

山
で
見
る
鳥
の
中
で
、
名
前
を
覚
え
や
す
い
鳥

の
一
種
が
ホ
シ
ガ
ラ
ス
で
し
ょ
う
。
生
息
し

て
い
る
地
域
や
個
体
数
が
比
較
的
多
く
て
見
る
機
会

に
恵
ま
れ
、
ハ
ト
ほ
ど
の
大
き
さ
で
人
目
に
つ
く
と

こ
ろ
を
よ
く
飛
ぶ
か
ら
で
す
。
和
名
の
由
来
と
な
っ

て
い
る
羽
根
模
様
も
わ
か
り
や
す
く
、印
象
的
で
す
。

分
布
は
広
く
、
ア
ジ
ア
東
部
か
ら
シ
ベ
リ
ア
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
北
部
に
及
び
ま
す
。
日
本
で
は
各
地
の
高
山

や
亜
高
山
に
生
息
し
て
い
ま
す
。

名
前
の
と
お
り
カ
ラ
ス
科
の
鳥
で
す
が
、
平
地

で
よ
く
見
る
ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス
、
ハ
シ
ブ
ト

ガ
ラ
ス
が
カ
ラ
ス
属
に
分
類
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ホ

シ
ガ
ラ
ス
属
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
英
語
で
は

spotted nutcracker

と
い
い
、nutcracker

は「
堅

果（
ナ
ッ
ツ
）を
砕
く
も
の
」と
い
う
意
味
で
す
。
実
際

ホ
シ
ガ
ラ
ス
に
と
っ
て
は
松
の
実
が
重
要
な
餌
で
、

日
本
で
は
主
に
ハ
イ
マ
ツ
の
実
を
食
べ
て
い
ま
す
。

ホ
シ
ガ
ラ
ス
が
ハ
イ
マ
ツ
の
実
を
食
べ
る
と
き

は
、
球
果（
マ
ツ
ボ
ッ
ク
リ
）を
ま
る
ご
と
木
か

ら
も
ぎ
取
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
力
が
要
る
よ
う
で
、

バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
そ
う
に
な
っ
て
羽
を
ば
た
つ
か
せ

て
い
る
姿
を
み
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ぎ
取
っ
た

球
果
は
そ
の
場
で
は
食
べ
ず
、
決
ま
っ
た
場
所
へ
運

び
ま
す
。
ハ
イ
マ
ツ
の
球
果
は
二
年
目
に
成
熟
し
ま

す
が
、
成
熟
し
て
も
あ
ま
り
開
き
ま
せ
ん
。
ホ
シ
ガ

ラ
ス
は
丈
夫
な
く
ち
ば
し
を
器
用
に
使
っ
て
球
果
を

壊
し
な
が
ら
、
中
の
種
子
を
食
べ
ま
す
。

厳
冬
期
で
も
高
山
に
留
ま
る
ラ
イ
チ
ョ
ウ
と
は

ち
が
い
、
ホ
シ
ガ
ラ
ス
は
冬
は
標
高
の
低
い

と
こ
ろ
へ
移
動
し
ま
す
。
し
か
し
、
春
に
な
る
と
早

く
か
ら
戻
っ
て
き
て
、
雪
の
上
で
昆
虫
な
ど
を
探

し
回
っ
て
食
べ
て
い
る
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
鳥
類
に
と
っ
て
春
は
繁
殖
の
季
節
で
す
。
こ
ん

ど
高
山
に
行
か
れ
た
な
ら
、
ぜ
ひ
、
ホ
シ
ガ
ラ
ス
の

姿
を
探
し
て
み
て
下
さ
い
。
♥
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