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Ono Akiko

小野 晶子
きのこ・森林微生物研究領域

茨城県植物園　森のカルチャーセンターにて
Photo by Godo Keiko

QR コードよりご回答ください。はがきやファク

ス、メールでもご意見やご要望を受け付けて

います。連絡先を明記の上、右記の広報普

及科までお寄せください。

【今年 11 月末】までにお寄せいただいた方

の中から抽選で５人に木製コースターを差し

上げます。なお抽選結果は発送をもって代えさ

せていただきます。

◀アンケートに
　　ご協力ください
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ン
グ
タ
ケ
の
イ
メ
ー
ジ
は
め
っ
ち
ゃ
多
い
で
す
。

　

そ
う
い
え
ば
、
宮
沢
賢
治
の
詩
に
「
お
い　

け
と

ば
す
な
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
＊
。「
コ
チ
ニ
ー

ル
レ
ッ
ド
」
や
「
あ
あ
ム
ス
カ
リ
ン
」
と
い
っ
た
言

葉
か
ら
察
す
る
と
、
こ
の
詩
は
ベ
ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
の

こ
と
を
謳う
た

っ
て
る
と
思
い
ま
す
。
ム
ス
カ
リ
ン
は
ベ

ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
か
ら
は
じ
め
て
単
離
さ
れ
た
き
の
こ

毒
で
す
。

服
部
◉
毒
き
の
こ
だ
け
ど
「
け
と
ば
す
な
」
と
謳
う

詩
人
の
感
性
が
い
い
で
す
ね
。
宮
沢
賢
治
に
と
っ
て

も
親
近
感
の
わ
く
き
の
こ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

堀
◉
ち
な
み
に
竹
久
夢
二
も
ベ
ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
を
描

い
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
ド
イ
ツ
人
画
家
の
エ
ド

ワ
ル
ド
・
オ
ー
ク
ン
が
描
い
た
ベ
ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
を

擬
人
化
し
た
絵
を
モ
ノ
ク
ロ
で
模
写
し
て
ま
す
。

服
部
◉
き
の
こ
自
体
が
、
ど
こ
か
し
ら
異
形
の
存
在

と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
作
家
の
興
味

を
惹ひ

く
面
白
い
モ
チ
ー
フ
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
植
物

で
も
動
物
で
も
な
い
、
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
菌
類
と

い
う
と
こ
ろ
に
惹
か
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

堀
◉
そ
う
で
す
ね
。
も
し
か
し
た
ら
日
本
で
は
、
き

の
こ
は
、
ち
ょ
っ
と
怖
い
も
の
と
い
っ
た
感
覚
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
服
部
さ
ん
は
い
つ
ご
ろ

か
ら
き
の
こ
に
惹
か
れ
ま
し
た
？

服
部
◉
私
は
小
学
校
３
〜
４
年
生
の
こ
ろ
か
ら
植
物

全
般
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
愛
読
し
て
い
た

牧
野
富
太
郎
の
本
の
中
に
川
村
清
一
＊
と
い
う
き
の

こ
分
類
学
者
の
先
生
へ
の
追
悼
文
が
あ
っ
て
、「
数

少
な
い
き
の
こ
研
究
者
が
亡
く
な
っ
た
」
と
残
念
そ

う
に
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。「
き
の
こ
研
究
者
っ
て

少
な
い
ん
だ
」
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、あ
る
日
、

理
科
の
授
業
で
学
校
の
裏
山
に
生
え
て
い
る
き
の
こ

を
観
察
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
赤
や

黄
色
、
色
々
な
き
の
こ
が
生
え
て
い
て
、「
き
の
こ

の
名
前
を
知
り
た
い
！
」
と
そ
の
と
き
以
来
す
っ
か

り
ハ
マ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

堀
◉
服
部
さ
ん
に
対
抗
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す

が（
笑
）、じ
つ
は
私
も
小
学
校
６
年
生
の
と
き
に 『
菌

類
の
世
界
』（
講
談
社
ブ
ル
ー
バ
ッ
ク
ス
）
と
い
う
本
を

買
っ
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
と
き
か
ら
、
な
ん
と
な
く

き
の
こ
が
気
に
な
っ
て
は
い
た
ん
で
す
。

服
部
◉
小
林
義
雄
先
生
＊
の
名
著
で
す
ね
。
あ
の
本

で
菌
類
に
興
味
を
持
っ
た
人
は
多
い
で
す
よ
。

堀
◉
そ
の
後
、
大
学
の
現
代
美
術
の
授
業
で
、
き
の

こ
マ
ニ
ア
の
先
生
と
き
の
こ
を
と
り
に
行
っ
て
…
…

先
生
の
家
の
近
所
の
竹た
け

藪や
ぶ

に
キ
ヌ
ガ
サ
タ
ケ
が
生
え

て
た
ん
で
す
！　

ベ
ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
と
キ
ヌ
ガ
サ
タ

ケ
の
体
験
で
、
ス
ト
ン
と
き
の
こ
の
世
界
に
入
り
こ

ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

服
部
◉
小
野
さ
ん
は
、
き
の
こ
の
遺
伝
子
解
析
が
専

門
で
す
が
、
き
の
こ
と
の
出
会
い
は
？

小
野
◉
私
は
、
根
っ
か
ら
の
き
の
こ
好
き
と
い
う
よ

り
は
、
先
に
遺
伝
子
解
析
に
興
味
が
あ
っ
て
、
た
ま

た
ま
大
学
院
で
の
研
究
対
象
が
冬
虫
夏
草
＊
の
サ
ナ

ギ
タ
ケ
だ
っ
た
の
で
、
い
ま
ち
ょ
う
ど
ま
さ
に
き
の

こ
に
取
り
憑つ

か
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
す
（
笑
）。

堀
◉
ち
な
み
に
、
小
野
さ
ん
が
い
ち
ば
ん
好
き
な
き

の
こ
は
何
で
す
か
？

小
野
◉
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
で
す
。
は
じ
め
て
自
分
で
見

つ
け
た
き
の
こ
な
ん
で
す
。
形
が
面
白
い
き
の
こ
が

好
き
で
す
。あ
と
、こ
れ
か
ら
み
つ
け
た
い
の
は
真
っ

白
な
ド
ク
ツ
ル
タ
ケ
で
す
。

服
部
◉
ド
ク
ツ
ル
タ
ケ
に
は
よ
く
似
た
き
の
こ
が
何

種
類
か
あ
り
、
こ
れ
ま
で
混
同
さ
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
最
近
整
理
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
ね
。

小
野
◉
最
強
の
毒
き
の
こ
で
す
よ
ね
。

堀
◉
い
や
い
や
最
強
の
毒
き
の
こ
は
今
の
と
こ
ろ
ミ

カ
ワ
ク
ロ
ア
ミ
ア
シ
イ
グ
チ
で
す
よ
。

服
部
◉
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
き
の
こ
の
名
前
が
で
て
き
ま

し
た
ね
（
笑
）。

堀
◉
名
古
屋
大
で
毒
成
分
を
つ
き
と
め
た
ん
で
す

が
、
成
分
を
薄
め
て
マ
ウ
ス
に
投
与
し
た
け
ど
、
み

ん
な
死
ん
で
し
ま
う
。
薄
め
る
こ
と
を
く
り
返
し
て

も
死
ん
で
し
ま
う
の
で
、
も
う
か
わ
い
そ
う
や
か
ら

猛
毒
と
い
う
こ
と
で
止
め
て
お
こ
う
と
な
っ
た
そ
う

で
、
ま
だ
学
名
も
つ
い
て
な
い
き
の
こ
で
す
。

服
部
◉
新
し
い
毒
き
の
こ
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
発
見
さ
れ

て
ま
す
ね
。
ス
ギ
ヒ
ラ
タ
ケ
も
以
前
は
食
用
と
さ
れ

て
ま
し
た
が
、
中
毒
例
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

堀
◉
私
、
食
べ
ま
し
た
よ
。

服
部
◉
以
前
は
北
陸
や
東
北
の
人
は
、
よ
く
食
べ
て

ま
し
た
ね
。
缶
詰
で
も
売
っ
て
い
て
…
…
。

堀
◉
た
ま
た
ま
京
都
の
道
端
で
会
っ
た
山
形
出
身
の

方
と
話
し
た
ら
ス
ギ
ヒ
ラ
タ
ケ
が
と
に
か
く
大
好
き

で
、
こ
れ
か
ら
食
べ
ら
れ
ん
よ
う
な
る
か
ら
缶
詰
10

本
作
っ
て
隠
し
て
あ
る
と
。
東
北
に
は
き
の
こ
を
水

煮
に
す
る
文
化
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、

な
ぜ
中
毒
を
起
こ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

服
部
◉
ス
ギ
ヒ
ラ
タ
ケ
を
食
べ
る
と
急
性
脳
症
を
誘

発
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
あ
る
と
き

か
ら
ス
ギ
ヒ
ラ
タ
ケ
で
中
毒
を
起
こ
す
よ
う
に
な
っ

た
の
で
は
な
く
、
症
状
の
出
る
人
と
出
な
い
人
が
い

た
た
め
に
、
原
因
が
ス
ギ
ヒ
ラ
タ
ケ
の
毒
と
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。

小
野
◉
大
学
時
代
の
研
究
室
で
ス
ギ
ヒ
ラ
タ
ケ
の
毒

成
分
を
分
析
し
て
い
て
最
近
わ
か
っ
た
こ
と
で
す

が
、
毒
成
分
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
タ
ン
パ
ク
質
が

関
わ
っ
て
脳
の
細
胞
を
破
壊
し
て
い
く
そ
う
で
す
。

こ
の
解
明
に
20
年
ぐ
ら
い
か
か
っ
て
て
、
研
究
っ
て

地
道
で
難
し
い
こ
と
だ
な
ぁ
と
痛
感
し
ま
し
た
。

堀
◉
き
の
こ
毒
の
働
き
か
た
も
い
ろ
い
ろ
や
か
ら
、

解
明
は
大
変
で
す
ね
。

小
野
◉
堀
さ
ん
は
、
か
な
り
野
生
の
き
の
こ
を
食
べ

て
こ
ら
れ
て
る
ん
で
す
か
？

堀
◉
以
前
は
食
べ
て
ま
し
た
。
で
も
そ
れ
が
生
半
可

な
こ
と
だ
と
痛
感
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
５
回
ほ
ど

食
中
毒
を
起
こ
し
て
ま
し
て
。「
こ
れ
は
あ
か
ん
わ
」

と
。
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
み
た
い
に
１
０
０
％
安
全
と
わ

か
る
き
の
こ
で
な
い
と
、
も
う
か
ら
だ
持
た
へ
ん
な

と
思
い
ま
し
て
、
い
ま
で
は
、
確
実
に
わ
か
る
き
の

こ
以
外
は
食
べ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

小
野
◉
い
ち
ば
ん
美
味
し
か
っ
た
の
は
何
で
す
か
？

堀
◉
そ
う
で
す
ね
、
ハ
ナ
イ
グ
チ
と
か
…
…
そ
れ
か

ら
、
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
で
す
ね
。

服
部
◉
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
人
気
が

高
い
け
れ
ど
、
小
野
さ
ん
、
み
つ
け
た
ア
ミ
ガ
サ
タ

ケ
食
べ
ま
し
た
？

小
野
◉
食
べ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
ま
だ
生
え
て
い
る

の
を
と
っ
て
食
べ
る
こ
と
に
抵
抗
感
が
あ
っ
て
。

堀
◉
も
し
か
し
た
ら
抵
抗
感
が
あ
る
ま
ま
の
方
が
幸

せ
な
人
生
送
れ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
（
笑
）。

服
部
◉
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
シ
ャ
グ
マ
ア
ミ
ガ
サ
タ

ケ
と
い
う
猛
毒
き
の
こ
を
十
分
に
茹ゆ

で
こ
ぼ
し
て
毒

成
分
を
揮
発
さ
せ
て
食
べ
て
ま
す
ね
。
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
で
は
缶
詰
も
売
っ
て
ま
す
が
、
缶
詰
で
も
加
熱
時

の
蒸
気
を
吸
う
と
危
険
と
か
で
、
食
べ
方
を
知
ら
な

い
人
は
手
を
出
し
て
は
い
け
な
い
き
の
こ
で
す
。

堀
◉
缶
詰
や
の
に
危
険
て
、
す
ご
す
ぎ
ま
す
ね
。
ち

Key Words  

菌輪

きのこが森林の林床や草地などで円

を描いて発生する現象、またはその

円状に並んだきのこの列のことを菌

輪という。不完全な輪状や曲線状に

なることもある。フェアリー ･リン

グ（妖精の輪）とも呼ばれる。

Key Words  

宮沢賢治の詩

「おい　けとばすな」は、『春と修羅　第3集』所

収の詩（左記参照）。コチニールレッドは、中

南米に生育するサボテンにつくカイガラムシ

（コチニール）から採れる赤色色素。カーマイン

レッドとも。ムスカリンは、テングタケ科の

きのこに含まれるアルカロイド系の毒成分。

1869年にベニテングタケから単離された。

Key Words  

川村清一、小林義雄

川村清一（1881～1946）は日本のきのこ分類

学者の先駆け。『日本菌類図説：原色版』（大地書

院）、『食菌と毒菌』（岩波書店）など。牧野富太郎

の追悼文は、「キノコの川村博士逝く」（『植物一

日一題』1958年）。小林義雄（1907～1993）は

菌類学者。『菌類の世界　驚異の生命力と生態

を見る』（講談社ブルーバックス）など。

＊
＊＊

巻頭◉鼎談

いまちょうどまさに
きのこに取り憑かれつつあるところです。

小野 晶子（おの　あきこ）

1995年福島県いわき市生まれ。2020年宇都宮大
学大学院農学研究科修士課程修了。2023年東京農
工大学大学院連合農学研究科博士課程修了。博士

（農学）。大学院での「冬虫夏草由来レクチンの生物
学的機能解析に関する研究」では日本きのこ学会第
22回大会および第25回大会で学生優秀発表賞を受
賞。2022年10月森林総合研究所きのこ研究室に採
用。現在は、任期付研究員として栽培きのこ類の育
種の効率化に向けた技術開発に関する研究に従事。

堀 博美（ほり　ひろみ）

1971年兵庫県神戸市生まれ。きのこに魅せられ、
きのこをテーマとしたミニコミ誌やきのこグッズを
作り始める。2006年日本きのこ協会「MOOKきのこ」
副編集長に抜

ばっ

擢
てき

。2009年頃よりフリーの「きのこラ
イター」として活動。山歩きからグッズ作り、ワー
クショップ、栽培に至るまできのこの活動は多岐に
わたる。『ベニテングタケの話』（ヤマケイ新書）ほか著
書多数。きのこフェスティバルなどイベントも数多
く行っている。日本菌学会、関西菌類談話会会員。

巻頭◉鼎談

ベニテングタケとキヌガサタケの体験で、
ストンときのこの世界に入りこんでしまいました。

キヌガサタケ

ベニテングタケ

アミガサタケドクツルタケ

お
い

け
と
ば
す
な

け
と
ば
す
な

な
あ
ん
だ　

た
う
と
う

　
　

す
っ
き
り
と
し
た
コ
チ
ニ
ー
ル
レ
ッ
ド

　
　

ぎ
っ
し
り
白
い
菌
糸
の
網

　
　

こ
ん
な
色
彩
の
鮮
明
な
も
の
は

　
　

こ
の
森
ぢ
ゅ
う
に
あ
と
は
な
い

　
　

あ
ゝ
ム
ス
カ
リ
ン

お
ー
い
！

り
ん
と
引
っ
ぱ
れ
！

り
ん
と
引
っ
ぱ
れ
っ
た
ら
！

山
の
上
に
は
雲
の
ラ
ム
ネ

つ
め
た
い
雲
の
ラ
ム
ネ
が
湧
く

「
春
と
修
羅
」
第
３
集　

１
９
２
７
年

『
宮
沢
賢
治
集
全
集
２
』
ち
く
ま
文
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ン
グ
タ
ケ
の
イ
メ
ー
ジ
は
め
っ
ち
ゃ
多
い
で
す
。

　

そ
う
い
え
ば
、
宮
沢
賢
治
の
詩
に
「
お
い　

け
と

ば
す
な
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
＊
。「
コ
チ
ニ
ー

ル
レ
ッ
ド
」
や
「
あ
あ
ム
ス
カ
リ
ン
」
と
い
っ
た
言

葉
か
ら
察
す
る
と
、
こ
の
詩
は
ベ
ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
の

こ
と
を
謳う
た

っ
て
る
と
思
い
ま
す
。
ム
ス
カ
リ
ン
は
ベ

ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
か
ら
は
じ
め
て
単
離
さ
れ
た
き
の
こ

毒
で
す
。

服
部
◉
毒
き
の
こ
だ
け
ど
「
け
と
ば
す
な
」
と
謳
う

詩
人
の
感
性
が
い
い
で
す
ね
。
宮
沢
賢
治
に
と
っ
て

も
親
近
感
の
わ
く
き
の
こ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

堀
◉
ち
な
み
に
竹
久
夢
二
も
ベ
ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
を
描

い
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
ド
イ
ツ
人
画
家
の
エ
ド

ワ
ル
ド
・
オ
ー
ク
ン
が
描
い
た
ベ
ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
を

擬
人
化
し
た
絵
を
モ
ノ
ク
ロ
で
模
写
し
て
ま
す
。

服
部
◉
き
の
こ
自
体
が
、
ど
こ
か
し
ら
異
形
の
存
在

と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
作
家
の
興
味

を
惹ひ

く
面
白
い
モ
チ
ー
フ
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
植
物

で
も
動
物
で
も
な
い
、
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
菌
類
と

い
う
と
こ
ろ
に
惹
か
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

堀
◉
そ
う
で
す
ね
。
も
し
か
し
た
ら
日
本
で
は
、
き

の
こ
は
、
ち
ょ
っ
と
怖
い
も
の
と
い
っ
た
感
覚
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
服
部
さ
ん
は
い
つ
ご
ろ

か
ら
き
の
こ
に
惹
か
れ
ま
し
た
？

服
部
◉
私
は
小
学
校
３
〜
４
年
生
の
こ
ろ
か
ら
植
物

全
般
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
愛
読
し
て
い
た

牧
野
富
太
郎
の
本
の
中
に
川
村
清
一
＊
と
い
う
き
の

こ
分
類
学
者
の
先
生
へ
の
追
悼
文
が
あ
っ
て
、「
数

少
な
い
き
の
こ
研
究
者
が
亡
く
な
っ
た
」
と
残
念
そ

う
に
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。「
き
の
こ
研
究
者
っ
て

少
な
い
ん
だ
」
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、あ
る
日
、

理
科
の
授
業
で
学
校
の
裏
山
に
生
え
て
い
る
き
の
こ

を
観
察
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
赤
や

黄
色
、
色
々
な
き
の
こ
が
生
え
て
い
て
、「
き
の
こ

の
名
前
を
知
り
た
い
！
」
と
そ
の
と
き
以
来
す
っ
か

り
ハ
マ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

堀
◉
服
部
さ
ん
に
対
抗
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す

が（
笑
）、じ
つ
は
私
も
小
学
校
６
年
生
の
と
き
に 『
菌

類
の
世
界
』（
講
談
社
ブ
ル
ー
バ
ッ
ク
ス
）
と
い
う
本
を

買
っ
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
と
き
か
ら
、
な
ん
と
な
く

き
の
こ
が
気
に
な
っ
て
は
い
た
ん
で
す
。

服
部
◉
小
林
義
雄
先
生
＊
の
名
著
で
す
ね
。
あ
の
本

で
菌
類
に
興
味
を
持
っ
た
人
は
多
い
で
す
よ
。

堀
◉
そ
の
後
、
大
学
の
現
代
美
術
の
授
業
で
、
き
の

こ
マ
ニ
ア
の
先
生
と
き
の
こ
を
と
り
に
行
っ
て
…
…

先
生
の
家
の
近
所
の
竹た
け

藪や
ぶ

に
キ
ヌ
ガ
サ
タ
ケ
が
生
え

て
た
ん
で
す
！　

ベ
ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
と
キ
ヌ
ガ
サ
タ

ケ
の
体
験
で
、
ス
ト
ン
と
き
の
こ
の
世
界
に
入
り
こ

ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

服
部
◉
小
野
さ
ん
は
、
き
の
こ
の
遺
伝
子
解
析
が
専

門
で
す
が
、
き
の
こ
と
の
出
会
い
は
？

小
野
◉
私
は
、
根
っ
か
ら
の
き
の
こ
好
き
と
い
う
よ

り
は
、
先
に
遺
伝
子
解
析
に
興
味
が
あ
っ
て
、
た
ま

た
ま
大
学
院
で
の
研
究
対
象
が
冬
虫
夏
草
＊
の
サ
ナ

ギ
タ
ケ
だ
っ
た
の
で
、
い
ま
ち
ょ
う
ど
ま
さ
に
き
の

こ
に
取
り
憑つ

か
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
す
（
笑
）。

堀
◉
ち
な
み
に
、
小
野
さ
ん
が
い
ち
ば
ん
好
き
な
き

の
こ
は
何
で
す
か
？

小
野
◉
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
で
す
。
は
じ
め
て
自
分
で
見

つ
け
た
き
の
こ
な
ん
で
す
。
形
が
面
白
い
き
の
こ
が

好
き
で
す
。あ
と
、こ
れ
か
ら
み
つ
け
た
い
の
は
真
っ

白
な
ド
ク
ツ
ル
タ
ケ
で
す
。

服
部
◉
ド
ク
ツ
ル
タ
ケ
に
は
よ
く
似
た
き
の
こ
が
何

種
類
か
あ
り
、
こ
れ
ま
で
混
同
さ
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
最
近
整
理
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
ね
。

小
野
◉
最
強
の
毒
き
の
こ
で
す
よ
ね
。

堀
◉
い
や
い
や
最
強
の
毒
き
の
こ
は
今
の
と
こ
ろ
ミ

カ
ワ
ク
ロ
ア
ミ
ア
シ
イ
グ
チ
で
す
よ
。

服
部
◉
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
き
の
こ
の
名
前
が
で
て
き
ま

し
た
ね
（
笑
）。

堀
◉
名
古
屋
大
で
毒
成
分
を
つ
き
と
め
た
ん
で
す

が
、
成
分
を
薄
め
て
マ
ウ
ス
に
投
与
し
た
け
ど
、
み

ん
な
死
ん
で
し
ま
う
。
薄
め
る
こ
と
を
く
り
返
し
て

も
死
ん
で
し
ま
う
の
で
、
も
う
か
わ
い
そ
う
や
か
ら

猛
毒
と
い
う
こ
と
で
止
め
て
お
こ
う
と
な
っ
た
そ
う

で
、
ま
だ
学
名
も
つ
い
て
な
い
き
の
こ
で
す
。

服
部
◉
新
し
い
毒
き
の
こ
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
発
見
さ
れ

て
ま
す
ね
。
ス
ギ
ヒ
ラ
タ
ケ
も
以
前
は
食
用
と
さ
れ

て
ま
し
た
が
、
中
毒
例
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

堀
◉
私
、
食
べ
ま
し
た
よ
。

服
部
◉
以
前
は
北
陸
や
東
北
の
人
は
、
よ
く
食
べ
て

ま
し
た
ね
。
缶
詰
で
も
売
っ
て
い
て
…
…
。

堀
◉
た
ま
た
ま
京
都
の
道
端
で
会
っ
た
山
形
出
身
の

方
と
話
し
た
ら
ス
ギ
ヒ
ラ
タ
ケ
が
と
に
か
く
大
好
き

で
、
こ
れ
か
ら
食
べ
ら
れ
ん
よ
う
な
る
か
ら
缶
詰
10

本
作
っ
て
隠
し
て
あ
る
と
。
東
北
に
は
き
の
こ
を
水

煮
に
す
る
文
化
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、

な
ぜ
中
毒
を
起
こ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

服
部
◉
ス
ギ
ヒ
ラ
タ
ケ
を
食
べ
る
と
急
性
脳
症
を
誘

発
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
あ
る
と
き

か
ら
ス
ギ
ヒ
ラ
タ
ケ
で
中
毒
を
起
こ
す
よ
う
に
な
っ

た
の
で
は
な
く
、
症
状
の
出
る
人
と
出
な
い
人
が
い

た
た
め
に
、
原
因
が
ス
ギ
ヒ
ラ
タ
ケ
の
毒
と
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。

小
野
◉
大
学
時
代
の
研
究
室
で
ス
ギ
ヒ
ラ
タ
ケ
の
毒

成
分
を
分
析
し
て
い
て
最
近
わ
か
っ
た
こ
と
で
す

が
、
毒
成
分
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
タ
ン
パ
ク
質
が

関
わ
っ
て
脳
の
細
胞
を
破
壊
し
て
い
く
そ
う
で
す
。

こ
の
解
明
に
20
年
ぐ
ら
い
か
か
っ
て
て
、
研
究
っ
て

地
道
で
難
し
い
こ
と
だ
な
ぁ
と
痛
感
し
ま
し
た
。

堀
◉
き
の
こ
毒
の
働
き
か
た
も
い
ろ
い
ろ
や
か
ら
、

解
明
は
大
変
で
す
ね
。

小
野
◉
堀
さ
ん
は
、
か
な
り
野
生
の
き
の
こ
を
食
べ

て
こ
ら
れ
て
る
ん
で
す
か
？

堀
◉
以
前
は
食
べ
て
ま
し
た
。
で
も
そ
れ
が
生
半
可

な
こ
と
だ
と
痛
感
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
５
回
ほ
ど

食
中
毒
を
起
こ
し
て
ま
し
て
。「
こ
れ
は
あ
か
ん
わ
」

と
。
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
み
た
い
に
１
０
０
％
安
全
と
わ

か
る
き
の
こ
で
な
い
と
、
も
う
か
ら
だ
持
た
へ
ん
な

と
思
い
ま
し
て
、
い
ま
で
は
、
確
実
に
わ
か
る
き
の

こ
以
外
は
食
べ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

小
野
◉
い
ち
ば
ん
美
味
し
か
っ
た
の
は
何
で
す
か
？

堀
◉
そ
う
で
す
ね
、
ハ
ナ
イ
グ
チ
と
か
…
…
そ
れ
か

ら
、
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
で
す
ね
。

服
部
◉
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
人
気
が

高
い
け
れ
ど
、
小
野
さ
ん
、
み
つ
け
た
ア
ミ
ガ
サ
タ

ケ
食
べ
ま
し
た
？

小
野
◉
食
べ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
ま
だ
生
え
て
い
る

の
を
と
っ
て
食
べ
る
こ
と
に
抵
抗
感
が
あ
っ
て
。

堀
◉
も
し
か
し
た
ら
抵
抗
感
が
あ
る
ま
ま
の
方
が
幸

せ
な
人
生
送
れ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
（
笑
）。

服
部
◉
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
シ
ャ
グ
マ
ア
ミ
ガ
サ
タ

ケ
と
い
う
猛
毒
き
の
こ
を
十
分
に
茹ゆ

で
こ
ぼ
し
て
毒

成
分
を
揮
発
さ
せ
て
食
べ
て
ま
す
ね
。
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
で
は
缶
詰
も
売
っ
て
ま
す
が
、
缶
詰
で
も
加
熱
時

の
蒸
気
を
吸
う
と
危
険
と
か
で
、
食
べ
方
を
知
ら
な

い
人
は
手
を
出
し
て
は
い
け
な
い
き
の
こ
で
す
。

堀
◉
缶
詰
や
の
に
危
険
て
、
す
ご
す
ぎ
ま
す
ね
。
ち

Key Words  

菌輪

きのこが森林の林床や草地などで円

を描いて発生する現象、またはその

円状に並んだきのこの列のことを菌

輪という。不完全な輪状や曲線状に

なることもある。フェアリー ･リン

グ（妖精の輪）とも呼ばれる。

Key Words  

宮沢賢治の詩

「おい　けとばすな」は、『春と修羅　第3集』所

収の詩（左記参照）。コチニールレッドは、中

南米に生育するサボテンにつくカイガラムシ

（コチニール）から採れる赤色色素。カーマイン

レッドとも。ムスカリンは、テングタケ科の

きのこに含まれるアルカロイド系の毒成分。

1869年にベニテングタケから単離された。

Key Words  

川村清一、小林義雄

川村清一（1881～1946）は日本のきのこ分類

学者の先駆け。『日本菌類図説：原色版』（大地書

院）、『食菌と毒菌』（岩波書店）など。牧野富太郎

の追悼文は、「キノコの川村博士逝く」（『植物一

日一題』1958年）。小林義雄（1907～1993）は

菌類学者。『菌類の世界　驚異の生命力と生態

を見る』（講談社ブルーバックス）など。

＊
＊＊

巻頭◉鼎談

いまちょうどまさに
きのこに取り憑かれつつあるところです。

小野 晶子（おの　あきこ）

1995年福島県いわき市生まれ。2020年宇都宮大
学大学院農学研究科修士課程修了。2023年東京農
工大学大学院連合農学研究科博士課程修了。博士

（農学）。大学院での「冬虫夏草由来レクチンの生物
学的機能解析に関する研究」では日本きのこ学会第
22回大会および第25回大会で学生優秀発表賞を受
賞。2022年10月森林総合研究所きのこ研究室に採
用。現在は、任期付研究員として栽培きのこ類の育
種の効率化に向けた技術開発に関する研究に従事。

堀 博美（ほり　ひろみ）

1971年兵庫県神戸市生まれ。きのこに魅せられ、
きのこをテーマとしたミニコミ誌やきのこグッズを
作り始める。2006年日本きのこ協会「MOOKきのこ」
副編集長に抜

ばっ

擢
てき

。2009年頃よりフリーの「きのこラ
イター」として活動。山歩きからグッズ作り、ワー
クショップ、栽培に至るまできのこの活動は多岐に
わたる。『ベニテングタケの話』（ヤマケイ新書）ほか著
書多数。きのこフェスティバルなどイベントも数多
く行っている。日本菌学会、関西菌類談話会会員。

巻頭◉鼎談

ベニテングタケとキヌガサタケの体験で、
ストンときのこの世界に入りこんでしまいました。

キヌガサタケ

ベニテングタケ

アミガサタケドクツルタケ

お
い

け
と
ば
す
な

け
と
ば
す
な

な
あ
ん
だ　

た
う
と
う

　
　

す
っ
き
り
と
し
た
コ
チ
ニ
ー
ル
レ
ッ
ド

　
　

ぎ
っ
し
り
白
い
菌
糸
の
網

　
　

こ
ん
な
色
彩
の
鮮
明
な
も
の
は

　
　

こ
の
森
ぢ
ゅ
う
に
あ
と
は
な
い

　
　

あ
ゝ
ム
ス
カ
リ
ン

お
ー
い
！

り
ん
と
引
っ
ぱ
れ
！

り
ん
と
引
っ
ぱ
れ
っ
た
ら
！

山
の
上
に
は
雲
の
ラ
ム
ネ

つ
め
た
い
雲
の
ラ
ム
ネ
が
湧
く

「
春
と
修
羅
」
第
３
集　

１
９
２
７
年

『
宮
沢
賢
治
集
全
集
２
』
ち
く
ま
文
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シャグマアミガサタケの缶詰

な
み
に
、
ふ
つ
う
の
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
も
よ
く
加
熱
し

た
ほ
う
が
い
い
と
聞
き
ま
す
。

服
部
◉
微
量
で
す
が
、
シ
ャ
グ
マ
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
と

同
様
の
毒
成
分
が
入
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
し
っ

か
り
加
熱
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
き
の
こ
は

確
実
に
安
全
と
判
断
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
絶
対
に
食

べ
た
り
人
に
あ
げ
た
り
し
な
い
の
が
鉄
則
で
す
。

堀
◉
そ
う
い
え
ば
日
本
で
も
ト
リ
ュ
フ
の
新
種
が
見

つ
か
っ
て
る
み
た
い
で
す
が
＊
、今
後
、国
産
ト
リ
ュ

フ
の
栽
培
っ
て
進
む
ん
で
し
ょ
う
か
。

服
部
◉
１
９
８
０
年
代
以
降
、
日
本
で
も
ト
リ
ュ
フ

の
発
見
が
相
次
い
で
い
た
の
で
す
が
、
東
京
大
学
を

中
心
と
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
が
、
各
地
の
愛
好
家
が

採
取
し
た
ト
リ
ュ
フ
の
遺
伝
情
報
を
解
析
し
た
と
こ

ろ
、
日
本
に
20
種
以
上
の
ト
リ
ュ
フ
が
自
生
し
て
い

る
可
能
性
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
そ
の
後
、
何
種
か

が
新
種
と
し
て
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

い
ま
森
林
総
研
で
は
、
新
種
の
ホ
ン
セ
イ
ヨ
ウ

シ
ョ
ウ
ロ
や
、
中
国
等
に
も
分
布
す
る
ア
ジ
ア
ク
ロ

セ
イ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ロ
と
い
っ
た
国
産
ト
リ
ュ
フ
の
菌

を
コ
ナ
ラ
の
苗
に
つ
け
て
、
そ
れ
を
植
え
て
栽
培
試

験
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。昨
年（
２
０
２
２
年
）、

ホ
ン
セ
イ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ロ
の
子
実
体
（
P.
８
、
13
参

照
）
の
発
生
に
成
功
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
国
産

ト
リ
ュ
フ
と
し
て
は
初
め
て
の
人
工
的
な
発
生
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
今
年
以
降
も
継
続

し
て
子
実
体
が
発
生
す
る
か
見
守
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
今
後
は
、
実
用
化
に
向
け
て
量
産
で
き
る
よ

う
に
ト
リ
ュ
フ
菌
を
つ
け
た
苗
を
た
く
さ
ん
作
っ
て

植
栽
し
た
い
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
が
正
念
場
で
す
。

小
野
◉
家
庭
の
食
卓
に
、
ト
リ
ュ
フ
が
新
し
い
き
の

こ
と
し
て
加
わ
る
日
が
楽
し
み
で
す
ね
。

服
部
◉
市
販
の
食
用
き
の
こ
っ
て
、
じ
つ
は
歴
史
が

浅
い
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
で
す
。
た
と
え
ば
私

が
子
ど
も
の
頃
に
は
マ
イ
タ
ケ
や
ブ
ナ
シ
メ
ジ
な
ん

て
お
店
に
売
っ
て
な
か
っ
た
で
す
。
エ
リ
ン
ギ
も

１
９
９
０
年
代
に
移
入
さ
れ
た
新
し
い
き
の
こ
で
す

ね
。
新
た
に
栽
培
技
術
を
開
発
す
る
こ
と
で
、
大
き

な
産
業
に
育
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
国
産
ト
リ
ュ
フ

も
ぜ
ひ
、
う
ま
く
育
て
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
ト

リ
ュ
フ
は
、
同
じ
種
類
で
も
地
域
に
よ
っ
て
遺
伝
的

な
違
い
が
あ
り
、
地
域
ご
と
に
香
り
な
ど
が
違
う
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。た
と
え
ば
京
都
ト
リ
ュ
フ
と
か
、

つ
く
ば
ト
リ
ュ
フ
と
い
っ
た
地
域
ブ
ラ
ン
ド
が
で
き

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

小
野
◉
い
ま
私
は
、
シ
イ
タ
ケ
の
ゲ
ノ
ム
情
報
を
解

析
し
て
、
病
気
に
強
い
シ
イ
タ
ケ
と
弱
い
シ
イ
タ
ケ

の
違
い
を
調
査
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ト
リ
ュ
フ
に

も
応
用
で
き
そ
う
で
す
ね
。
調
査
に
関
連
し
て
、
シ

イ
タ
ケ
の
栽
培
法
や
産
業
に
つ
い
て
も
調
べ
た
の
で

す
が
、
林
業
の
産
出
額
に
占
め
る
き
の
こ
の
割
合
が

非
常
に
大
き
い
こ
と
に
改
め
て
驚
き
ま
し
た
。

服
部
◉
過
去
約
20
年
間
、
国
内
の
き
の
こ
を
中
心
と

し
た
特
用
林
産
物
の
産
出
額
は
、
木
材
の
産
出
額
に

匹
敵
し
ま
す
（
特
集
P. 

12
参
照
）。
き
の
こ
栽
培
は
大

事
な
森
林
産
業
な
ん
で
す
。
小
野
さ
ん
が
専
門
に
す

る
き
の
こ
の
ゲ
ノ
ム
研
究
で
、
耐
病
性
や
生
産
性
の

高
い
品
種
、
香
り
の
良
い
品
種
な
ど
の
育
種
が
進
め

ら
れ
た
な
ら
、
き
の
こ
産
業
に
と
っ
て
大
き
な
力
に

な
る
で
し
ょ
う
ね
。

堀
◉
食
用
も
で
す
が
、
き
の
こ
の
機
能
性
と
い
う
こ

と
で
は
、
た
と
え
ば
冬
虫
夏
草
の
一
種
シ
ネ
ン
シ
ス

ト
ウ
チ
ュ
ウ
カ
ソ
ウ
＊
と
か
、
中
国
で
は
巨
大
な
産

業
に
な
っ
て
ま
す
ね
。
サ
ナ
ギ
タ
ケ
な
ど
は
抗
が
ん

機
能
成
分
を
含
む
と
い
う
研
究
も
あ
り
ま
す
。

服
部
◉
た
だ
、
日
本
薬
局
方
で
生
薬
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
き
の
こ
は
ブ
ク
リ
ョ
ウ
（
茯
苓
）
と
チ
ョ

レ
イ
マ
イ
タ
ケ
（
チ
ョ
レ
イ
）
の
２
種
だ
け
で
、
ほ

か
は
民
間
薬
や
健
康
食
品
と
し
て
の
扱
い
で
す
ね
。

堀
◉
冬
虫
夏
草
と
い
え
ば
、
京
都
に
奥
沢
康
正
さ
ん

と
い
う
、
目
医
者
さ
ん
を
し
な
が
ら
、
き
の
こ
の
研

究
を
さ
れ
て
い
る
先
生
が
お
ら
れ
て
、
日
本
中
の
き

の
こ
の
方
言
を
蒐し
ゅ
う

集し
ゅ
う

し
た
り
、
分
厚
い
冬
虫
夏
草
の

本
を
出
さ
れ
た
り
し
て
ま
す
。

服
部
◉
奥
沢
先
生
は
、
医
学
史
の
研
究
か
ら
き
の
こ

の
世
界
に
入
ら
れ
た
そ
う
で
す
が
、
き
の
こ
研
究
の

世
界
で
は
、
そ
う
し
た
シ
チ
ズ
ン
サ
イ
エ
ン
シ
ス
ト

（
市
民
科
学
者
）
と
呼
ば
れ
る
方
た
ち
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
活
躍
さ
れ
て
ま
す
ね
。
き
の
こ
の
新
種
を
発

表
し
た
り
、
何
十
年
も
き
の
こ
の
生
態
調
査
を
続
け

て
論
文
を
執
筆
し
た
り
、
き
の
こ
の
標
本
や
発
生
情

報
を
専
門
の
研
究
者
に
提
供
し
た
り
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
関
わ
り
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
市
民

科
学
者
に
よ
る
研
究
や
情
報
は
、
私
た
ち
専
門
の
研

究
者
に
と
っ
て
と
て
も
貴
重
で
、
両
者
が
協
力
し
て

有
機
的
に
働
く
こ
と
で
、
き
の
こ
研
究
は
ま
す
ま
す

進
ん
で
い
く
と
思
い
ま
す
。

小
野
◉
き
の
こ
に
は
、
ま
だ
ま
だ
未
知
の
秘
め
た
る

パ
ワ
ー
が
あ
り
そ
う
で
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
も
き
の
こ

の
魅
力
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
い
え
ば
、
昔
は
き

の
こ
が
呪
術
に
使
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
そ
れ

も
き
の
こ
の
成
分
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
？

堀
◉
メ
キ
シ
コ
な
ど
の
中
南
米
が
中
心
な
ん
で
す
け

ど
、
シ
ロ
シ
ビ
ン
と
い
う
幻
覚
作
用
の
あ
る
成
分
を

含
む
マ
ジ
ッ
ク
マ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
き
の

こ
の
仲
間
が
儀
式
で
使
わ
れ
て
た
よ
う
で
す
。

服
部
◉
ミ
ナ
ミ
シ
ビ
レ
タ
ケ
な
ど
で
す
ね
。
国
内
の

種
類
で
は
、
ヒ
カ
ゲ
シ
ビ
レ
タ
ケ
な
ど
に
同
じ
成
分

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
麻
薬
原
料
植
物
と

し
て
法
律
で
規
制
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
に
し
ろ
、
日
本
に
は
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な

い
未
知
の
き
の
こ
が
、
既
知
種
の
２
倍
ほ
ど
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
お
も
し
ろ
い

き
の
こ
が
発
見
さ
れ
る
か
楽
し
み
で
す
。

堀
◉
中
国
の
雲
南
地
方
の
き
の
こ
鍋
も
、
す
ご
い
ら

し
い
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
生
え
て
い
る
何
種
類
も

の
旬
の
野
生
き
の
こ
で
料
理
す
る
の
だ
と
か
。

服
部
◉
昆
明
の
空
港
で
は
、
そ
れ
こ
そ
何
十
種
類
も

の
乾
燥
き
の
こ
が
売
ら
れ
て
い
ま
し
た
よ
。
マ
ツ
タ

ケ
も
あ
れ
ば
、
ス
エ
ヒ
ロ
タ
ケ
ま
で
あ
る
。

堀
◉
じ
つ
は
私
、
で
き
れ
ば
生
き
て
る
う
ち
に
、
チ

リ
に
行
っ
て
キ
ッ
タ
リ
ア
を
た
た
き
落
と
し
て
食
べ

て
み
た
い
と
い
う
野
望
が
あ
る
ん
で
す
。

服
部
◉
オ
レ
ン
ジ
色
の
ゴ
ル
フ
ボ
ー
ル
み
た
い
な
形

の
、
木
の
枝
か
ら
生
え
る
き
の
こ
で
す
ね
。

堀
◉
き
の
こ
や
の
に
あ
ん
な
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る

わ
っ
て
感
じ
で
。
現
地
で
は
パ
ン
・
デ
・
イ
ン
デ
ィ

オ
（
先
住
民
の
パ
ン
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す

が
一
体
ど
ん
な
味
か
。
果
実
み
た
い
な
あ
の
瑞み
ず

々み
ず

し

い
の
を
た
た
き
落
と
し
て
食
べ
て
み
た
い
で
す
！

服
部
◉
食
べ
に
行
か
れ
た
ら
、
ぜ
ひ
味
の
報
告
会
を

お
願
い
し
ま
す
！　

堀
さ
ん
の
ご
活
動
は
、
き
の
こ

文
化
の
裾
野
を
広
げ
て
、
き
の
こ
研
究
に
新
し
い
視

点
を
与
え
る
貴
重
な
お
仕
事
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
ぜ

ひ
活
発
に
き
の
こ
の
宣
伝
を
お
願
い
し
ま
す
！

堀
◉
服
部
さ
ん
や
小
野
さ
ん
に
は
、
ま
だ
ま
だ
知
ら

れ
て
い
な
い
き
の
こ
の
な
ぞ
を
解
き
明
か
し
て
い
っ

て
欲
し
い
と
思
っ
て
ま
す
。
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シャグマアミガサタケの缶詰

な
み
に
、
ふ
つ
う
の
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
も
よ
く
加
熱
し

た
ほ
う
が
い
い
と
聞
き
ま
す
。

服
部
◉
微
量
で
す
が
、
シ
ャ
グ
マ
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
と

同
様
の
毒
成
分
が
入
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
し
っ

か
り
加
熱
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
き
の
こ
は

確
実
に
安
全
と
判
断
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
絶
対
に
食

べ
た
り
人
に
あ
げ
た
り
し
な
い
の
が
鉄
則
で
す
。

堀
◉
そ
う
い
え
ば
日
本
で
も
ト
リ
ュ
フ
の
新
種
が
見

つ
か
っ
て
る
み
た
い
で
す
が
＊
、今
後
、国
産
ト
リ
ュ

フ
の
栽
培
っ
て
進
む
ん
で
し
ょ
う
か
。

服
部
◉
１
９
８
０
年
代
以
降
、
日
本
で
も
ト
リ
ュ
フ

の
発
見
が
相
次
い
で
い
た
の
で
す
が
、
東
京
大
学
を

中
心
と
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
が
、
各
地
の
愛
好
家
が

採
取
し
た
ト
リ
ュ
フ
の
遺
伝
情
報
を
解
析
し
た
と
こ

ろ
、
日
本
に
20
種
以
上
の
ト
リ
ュ
フ
が
自
生
し
て
い

る
可
能
性
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
そ
の
後
、
何
種
か

が
新
種
と
し
て
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

い
ま
森
林
総
研
で
は
、
新
種
の
ホ
ン
セ
イ
ヨ
ウ

シ
ョ
ウ
ロ
や
、
中
国
等
に
も
分
布
す
る
ア
ジ
ア
ク
ロ

セ
イ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ロ
と
い
っ
た
国
産
ト
リ
ュ
フ
の
菌

を
コ
ナ
ラ
の
苗
に
つ
け
て
、
そ
れ
を
植
え
て
栽
培
試

験
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。昨
年（
２
０
２
２
年
）、

ホ
ン
セ
イ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ロ
の
子
実
体
（
P.
８
、
13
参

照
）
の
発
生
に
成
功
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
国
産

ト
リ
ュ
フ
と
し
て
は
初
め
て
の
人
工
的
な
発
生
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
今
年
以
降
も
継
続

し
て
子
実
体
が
発
生
す
る
か
見
守
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
今
後
は
、
実
用
化
に
向
け
て
量
産
で
き
る
よ

う
に
ト
リ
ュ
フ
菌
を
つ
け
た
苗
を
た
く
さ
ん
作
っ
て

植
栽
し
た
い
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
が
正
念
場
で
す
。

小
野
◉
家
庭
の
食
卓
に
、
ト
リ
ュ
フ
が
新
し
い
き
の

こ
と
し
て
加
わ
る
日
が
楽
し
み
で
す
ね
。

服
部
◉
市
販
の
食
用
き
の
こ
っ
て
、
じ
つ
は
歴
史
が

浅
い
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
で
す
。
た
と
え
ば
私

が
子
ど
も
の
頃
に
は
マ
イ
タ
ケ
や
ブ
ナ
シ
メ
ジ
な
ん

て
お
店
に
売
っ
て
な
か
っ
た
で
す
。
エ
リ
ン
ギ
も

１
９
９
０
年
代
に
移
入
さ
れ
た
新
し
い
き
の
こ
で
す

ね
。
新
た
に
栽
培
技
術
を
開
発
す
る
こ
と
で
、
大
き

な
産
業
に
育
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
国
産
ト
リ
ュ
フ

も
ぜ
ひ
、
う
ま
く
育
て
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
ト

リ
ュ
フ
は
、
同
じ
種
類
で
も
地
域
に
よ
っ
て
遺
伝
的

な
違
い
が
あ
り
、
地
域
ご
と
に
香
り
な
ど
が
違
う
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。た
と
え
ば
京
都
ト
リ
ュ
フ
と
か
、

つ
く
ば
ト
リ
ュ
フ
と
い
っ
た
地
域
ブ
ラ
ン
ド
が
で
き

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

小
野
◉
い
ま
私
は
、
シ
イ
タ
ケ
の
ゲ
ノ
ム
情
報
を
解

析
し
て
、
病
気
に
強
い
シ
イ
タ
ケ
と
弱
い
シ
イ
タ
ケ

の
違
い
を
調
査
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ト
リ
ュ
フ
に

も
応
用
で
き
そ
う
で
す
ね
。
調
査
に
関
連
し
て
、
シ

イ
タ
ケ
の
栽
培
法
や
産
業
に
つ
い
て
も
調
べ
た
の
で

す
が
、
林
業
の
産
出
額
に
占
め
る
き
の
こ
の
割
合
が

非
常
に
大
き
い
こ
と
に
改
め
て
驚
き
ま
し
た
。

服
部
◉
過
去
約
20
年
間
、
国
内
の
き
の
こ
を
中
心
と

し
た
特
用
林
産
物
の
産
出
額
は
、
木
材
の
産
出
額
に

匹
敵
し
ま
す
（
特
集
P. 

12
参
照
）。
き
の
こ
栽
培
は
大

事
な
森
林
産
業
な
ん
で
す
。
小
野
さ
ん
が
専
門
に
す

る
き
の
こ
の
ゲ
ノ
ム
研
究
で
、
耐
病
性
や
生
産
性
の

高
い
品
種
、
香
り
の
良
い
品
種
な
ど
の
育
種
が
進
め

ら
れ
た
な
ら
、
き
の
こ
産
業
に
と
っ
て
大
き
な
力
に

な
る
で
し
ょ
う
ね
。

堀
◉
食
用
も
で
す
が
、
き
の
こ
の
機
能
性
と
い
う
こ

と
で
は
、
た
と
え
ば
冬
虫
夏
草
の
一
種
シ
ネ
ン
シ
ス

ト
ウ
チ
ュ
ウ
カ
ソ
ウ
＊
と
か
、
中
国
で
は
巨
大
な
産

業
に
な
っ
て
ま
す
ね
。
サ
ナ
ギ
タ
ケ
な
ど
は
抗
が
ん

機
能
成
分
を
含
む
と
い
う
研
究
も
あ
り
ま
す
。

服
部
◉
た
だ
、
日
本
薬
局
方
で
生
薬
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
き
の
こ
は
ブ
ク
リ
ョ
ウ
（
茯
苓
）
と
チ
ョ

レ
イ
マ
イ
タ
ケ
（
チ
ョ
レ
イ
）
の
２
種
だ
け
で
、
ほ

か
は
民
間
薬
や
健
康
食
品
と
し
て
の
扱
い
で
す
ね
。

堀
◉
冬
虫
夏
草
と
い
え
ば
、
京
都
に
奥
沢
康
正
さ
ん

と
い
う
、
目
医
者
さ
ん
を
し
な
が
ら
、
き
の
こ
の
研

究
を
さ
れ
て
い
る
先
生
が
お
ら
れ
て
、
日
本
中
の
き

の
こ
の
方
言
を
蒐し
ゅ
う

集し
ゅ
う

し
た
り
、
分
厚
い
冬
虫
夏
草
の

本
を
出
さ
れ
た
り
し
て
ま
す
。

服
部
◉
奥
沢
先
生
は
、
医
学
史
の
研
究
か
ら
き
の
こ

の
世
界
に
入
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れ
た
そ
う
で
す
が
、
き
の
こ
研
究
の

世
界
で
は
、
そ
う
し
た
シ
チ
ズ
ン
サ
イ
エ
ン
シ
ス
ト

（
市
民
科
学
者
）
と
呼
ば
れ
る
方
た
ち
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
活
躍
さ
れ
て
ま
す
ね
。
き
の
こ
の
新
種
を
発

表
し
た
り
、
何
十
年
も
き
の
こ
の
生
態
調
査
を
続
け

て
論
文
を
執
筆
し
た
り
、
き
の
こ
の
標
本
や
発
生
情

報
を
専
門
の
研
究
者
に
提
供
し
た
り
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
関
わ
り
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
市
民

科
学
者
に
よ
る
研
究
や
情
報
は
、
私
た
ち
専
門
の
研

究
者
に
と
っ
て
と
て
も
貴
重
で
、
両
者
が
協
力
し
て

有
機
的
に
働
く
こ
と
で
、
き
の
こ
研
究
は
ま
す
ま
す

進
ん
で
い
く
と
思
い
ま
す
。

小
野
◉
き
の
こ
に
は
、
ま
だ
ま
だ
未
知
の
秘
め
た
る

パ
ワ
ー
が
あ
り
そ
う
で
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
も
き
の
こ

の
魅
力
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
い
え
ば
、
昔
は
き

の
こ
が
呪
術
に
使
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
そ
れ

も
き
の
こ
の
成
分
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
？

堀
◉
メ
キ
シ
コ
な
ど
の
中
南
米
が
中
心
な
ん
で
す
け

ど
、
シ
ロ
シ
ビ
ン
と
い
う
幻
覚
作
用
の
あ
る
成
分
を

含
む
マ
ジ
ッ
ク
マ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
き
の

こ
の
仲
間
が
儀
式
で
使
わ
れ
て
た
よ
う
で
す
。

服
部
◉
ミ
ナ
ミ
シ
ビ
レ
タ
ケ
な
ど
で
す
ね
。
国
内
の

種
類
で
は
、
ヒ
カ
ゲ
シ
ビ
レ
タ
ケ
な
ど
に
同
じ
成
分

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
麻
薬
原
料
植
物
と

し
て
法
律
で
規
制
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
に
し
ろ
、
日
本
に
は
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な

い
未
知
の
き
の
こ
が
、
既
知
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の
２
倍
ほ
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あ
る
と

い
わ
れ
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い
ま
す
。
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ど
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い
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。
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す
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。
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ら
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タ
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。
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落
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落
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巻頭◉鼎談

市民科学者と専門研究者が協力して有機的に働くことで、
きのこ研究はますます進んでいくと感じています。

『ベニテングタケの話』

（ヤマケイ新書）

巻頭◉鼎談

チリに行ってキッタリアをたたき落として
食べてみたいという野望があるんです。

服部 力（はっとり　つとむ）

1965年大阪府吹田市生まれ。1988年京都大学
農学部林学科卒業、翌年京都大学大学院農学研究
科を中退し森林総合研究所入所。1996年博士（農
学）。樹木の腐朽病害、森林生息性菌類の多様性や
保全、サルノコシカケ類の分類同定に関する研究
に従事。著書に『森林と菌類』（共立出版、共著）、『現
代菌類学大鑑』（共立出版、共訳）、『山渓フィールド
ブックスきのこ』（山と渓谷社、共著）他。現在研究
ディレクター。

☜堀
博美
さん
の本

☜堀
博美
さん
の本

『毒きのこに生まれてきた

あたしのこと。』（天夢人発

行　山と溪谷社発売）
シャグマアミガサタケサナギタケキッタリア（wiki CC BY-SA 2.0）

スギヒラタケ

Key Words  

トリュフの新種を発見

森林総研と東京大学、市民科学者（学術研究を職業

にはしないが、専門性を持って研究や調査に従事する

個人や団体）の共同研究により、2016年にホンセ

イヨウショウロとウスキセイヨウショウロの２種

が、また2018年にはイボセイヨウショウロが新種

として発表された。その後も国内からの新種トリュ

フの発表が続いている。詳細は、14ページを参照。

＊
Key Words  

冬虫夏草

冬虫夏草の仲間は、土中の昆虫などに寄生して子

実体を形成する子
し

囊
の う

菌類の一群。サナギタケは、

チョウ目の幼虫やさなぎに寄生し、オレンジ色の

きのこをつくる。とくにチベットなどに産するオオ

コウモリガに寄生するシネンシストウチュウカソウ

は、「冬虫夏草」の名の元になった種であり、中国で

は薬膳料理や漢方薬の材料などとして重用される。

＊
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■   
多
様
な
き
の
こ
が
育
つ
日
本
の
森

　

日
本
で
は
四
季
折
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
き
の
こ

に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
本

列
島
が
南
北
に
長
く
、
亜
寒
帯
か
ら
亜
熱
帯
ま

で
の
幅
広
い
気
候
帯
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に

加
え
、
起
伏
に
富
ん
だ
地
形
を
持
つ
お
か
げ
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
気
候
や
生
態
系
の
多
様
性

が
生
物
相
の
多
様
性
を
生
み
、
数
多
く
の
き
の

こ
を
育
ん
で
い
ま
す
。

　

正
確
な
数
字
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
国
内
に

は
５
０
０
０
〜
６
０
０
０
種
類
、
あ
る
い
は
そ

れ
以
上
の
き
の
こ
が
分
布
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
き
の
こ
の
う
ち

名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
ま
だ
２
０

０
０
種
余
り
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
い
ま
で
は
植
物

や
、
哺
乳
類
・
鳥
類
と
い
っ
た
脊
椎
動
物
で
新

種
が
見
つ
か
る
こ
と
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
き
の
こ
に
つ
い
て
は
、
身
近
な
里
山

に
生
え
る
20
セ
ン
チ
も
あ
る
大
型
の
種
類
に
、

ま
だ
名
前
が
つ
い
て
い
な
い
と
い
っ
た
例
は
い

く
ら
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

国
内
で
食
用
と
さ
れ
る
き
の
こ
は
数
百
種
に

お
よ
ぶ
一
方
で
、
調
理
法
に
よ
っ
て
は
中
毒
を

起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
も
の
ま
で
含
め
る
と
、

毒
き
の
こ
は
２
０
０
種
以
上
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
多
様
な
き
の
こ
は
、
そ
の
地
域
の

森
林
植
生
な
ど
に
依
存
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が

独
自
の
分
布
様
式
を
持
っ
て
生
息
し
て
い
ま
す
。

文責＝編集部　監修＝服部 力

きのこと

   森の密
ひ そ

かな関係

きのこ
特集◉

〈きのこ〉と聞いて、まず最初にどんなことを思い浮かべるでしょうか？
おいしい山の幸？　なんとも近寄りがたい毒きのこ？

それとも、色とりどりの色彩やかたちをもつ不思議な生きもの？
〈木の子〉が語源ともいわれる〈きのこ〉と森の木 の々、ちょっと妖しくて、

どこかしらわくわくするような密かな関係について
最新の研究をふまえつつ、ご紹介しましょう。

東北地方で食べられているきのこの一例
出典：『日本の食生活全集　宮城県　北上丘陵の食』（農文協　千葉 
寛撮影　【撮影地】 登米郡東和町　【撮影日】 88年10月）

ムラサキシメジ

バクロウシメジ（サクラシメジの方言）

コウタケ

ヤマドリモダシ（クリタケの方言）

ホウキモダシ
（ホウキタケ類の１種、種名は不明）
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きのこと

   森の密かな関係

特集◉

日本では縄文の昔からきのこ狩りの文化が
育まれてきたと考えられる。きのこは、山
菜とともに森から得られる大切な食や癒

い

や
しの恵みだった。毒にあたるか、美味を堪
能できるか……。加えて、医学･本草学・
博物学を究めんとする先人たちの探求が、
日本のきのこ文化を支えてきたともいえ
る。そうした伝統は、現代の「市民科学」
へとつながる道筋でもあっただろう。

シイタケやエノキタケなど、私たちがふ
だん食べている「きのこ」は、菌類が胞子
を作るための子実体と呼ばれる器官だ。
子実体はいわば植物の花、胞子は種子に
あたるものといってよいだろう。子実体
が生えた木の内部や落ち葉、地中には、
菌糸体と呼ばれる菌類の本体が広がり、
養分や水を吸収している。

きのこの生態については、農林水産省の
webマガジン『aff（あふ）2021年10月号』の
記事「不思議がいっぱい！　
きのこの生態と豆知識」
がとても参考になります。
ぜひご覧下さい。
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■   

樹
種
や
林
齢
に
よ
る
種
の
ち
が
い

　

マ
ツ
タ
ケ
狩
り
を
す
る
人
は
マ
ツ
林
に
行
き

ま
す
。
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
食
用
き
の
こ
を
探

す
人
は
、
ブ
ナ
林
や
コ
ナ
ラ
な
ど
の
雑
木
林
を

め
ざ
す
こ
と
が
多
く
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
林
で

き
の
こ
狩
り
を
す
る
人
は
あ
ま
り
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
樹
種
や
森
林
の
状
態
に
よ
っ
て
、
発

生
す
る
き
の
こ
の
種
類
が
異
な
る
か
ら
で
す
。

　

樹
木
の
根
に
は
菌
類
が
侵
入
し
て
、
菌
根
と

い
う
構
造
を
作
り
ま
す
。
樹
木
は
菌
根
を
通
じ

て
菌
類
か
ら
窒
素
、
リ
ン
な
ど
の
養
分
や
水
を

も
ら
う
一
方
で
、
光
合
成
産
物
由
来
の
有
機
物

を
菌
類
に
渡
す
と
い
う
形
で
、
菌
類
と
共
生
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
菌
根
を
形
成
す
る
菌

類
を
「
菌
根
菌
」
と
い
い
ま
す
。

　

マ
ツ
科
、
ブ
ナ
科
、
カ
バ
ノ
キ
科
な
ど
の
樹

木
は
外
生
菌
根
と
い
う
菌
根
を
形
成
し
ま
す
が
、

そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
菌
根
菌
（
外
生
菌
根
菌
）

の
多
く
は
き
の
こ
類
で
す
。
一
方
、
ス
ギ
や
ヒ

ノ
キ
は
別
の
タ
イ
プ
の
菌
根
を
形
成
し
、
相
手

の
菌
根
菌
に
は
き
の
こ
類
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　

外
生
菌
根
菌
に
は
パ
ー
ト
ナ
ー
を
あ
ま
り
選

ば
な
い
種
類
も
あ
り
ま
す
が
、
た
と
え
ば
マ
ツ

タ
ケ
は
主
に
マ
ツ
科
樹
木
と
菌
根
を
形
成
す
る

な
ど
、
好
み
に
偏
り
が
あ
り
ま
す
。
カ
ラ
マ
ツ

と
菌
根
を
形
成
す
る
シ
ロ
ヌ
メ
リ
イ
グ
チ
な
ど
、

パ
ー
ト
ナ
ー
を
厳
格
に
選
ぶ
種
類
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
枯
れ
木
や
生
き
た
木
に
生
え
て
木
材

を
腐
ら
せ
る
菌
類
を
木
材
腐
朽
菌
と
い
い
ま
す

が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
き
の
こ
類
で
す
。
シ
イ
タ

ケ
、
エ
ノ
キ
タ
ケ
、
マ
イ
タ
ケ
な
ど
馴な

染じ

み
の

栽
培
き
の
こ
の
多
く
も
木
材
腐
朽
菌
で
す
。
木

材
腐
朽
菌
も
発
生
す
る
樹
種
を
選
ぶ
こ
と
が
多

く
、
野
生
の
シ
イ
タ
ケ
や
マ
イ
タ
ケ
は
通
常
ナ

ラ
類
や
シ
イ
な
ど
の
ブ
ナ
科
樹
木
に
生
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
タ
ニ
ウ
ツ
ギ
属
に
限
っ
て
生
え
る

ウ
ツ
ギ
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
、
エ
ゴ
ノ
キ
に
生
え

る
エ
ゴ
ノ
キ
タ
ケ
と
い
っ
た
種
類
も
あ
り
ま
す
。

一
部
の
木
材
腐
朽
菌
は
、
太
い
木
に
し
か
生
え

な
い
こ
と
か
ら
、
太
い
木
の
な
い
若
い
林
で
は

見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
森
林
を
構
成
す
る
樹
種
や
林
齢

に
よ
っ
て
、
発
生
す
る
き
の
こ
の
種
類
は
異
な

り
ま
す
。
多
様
な
森
林
が
存
在
す
る
こ
と
で
、

き
の
こ
の
多
様
性
が
保
た
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

■   

日
本
人
と
き
の
こ

　

日
本
人
は
古
く
か
ら
き
の
こ
に
親
し
み
、
利

用
し
て
き
ま
し
た
。『
日
本
書
紀
』
に
は
す
で
に

き
の
こ
に
関
す
る
記
述
が
登
場
し
、『
万
葉
集
』

に
は
マ
ツ
タ
ケ
の
香
り
を
詠
ん
だ
歌
が
、
ま
た

『
今
昔
物
語
集
』
に
は
き
の
こ
食
や
き
の
こ
中
毒

に
関
す
る
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
江
戸

時
代
に
は
、
坂
本
浩
然
の
『
菌
譜
』
や
岩
崎
常

正
の
『
本
草
図
譜
』
が
刊
行
さ
れ
、
多
く
の
き

の
こ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。『
菌
譜
』
に
は
、
桑

黄
（
メ
シ
マ
コ
ブ
）
や
エ
ブ
リ
コ
な
ど
が
薬
用
と

し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

き
の
こ
を
め
ぐ
る
文
化
に
も
地
域
性
、
多
様

性
が
み
ら
れ
ま
す
。
関
西
地
方
で
き
の
こ
狩
り

ヤマドリタケモドキ:菌根菌　食用　ブナ

科樹木などと共生。ポルチーニは、ヤマド

リタケモドキや近縁数種の総称。

タモギタケ：木材腐朽菌　食用　ニレなど

の倒木に発生。北海道では食用としてよく

用いられる。栽培品も流通している。

カワラタケ:木材腐朽菌　さまざまな広葉

樹、時に針葉樹の倒木に発生。

イボテングタケ：菌根菌　有毒　主に針葉

樹と共生。ベニテングタケと同様の毒成分

を含む。

 オオシロカラカサタケ:落葉等分解菌　有

毒　公園などで見られる。 北米で中毒の

多い毒きのこの一つ。

ホウロクタケ：木材腐朽菌　コナラ、ミズ

ナラ、クリなどの倒木に好んで発生する。

温暖な地域ではシイの倒木に多い。

ツキヨタケ：木材腐朽菌　有毒　ブナやカ

エデなどの倒木に発生。『今昔物語集』に本

種とみられる毒きのこが登場する。

メシマコブ：木材腐朽菌　クワの

生木や枯れ木上に発生。韓国など

で薬効について研究されている。

ツリガネタケ：木材腐朽菌　ブナ、イヌブ

ナの倒木を好むが、冷涼な地域ではカンバ

類やカエデ類の倒木上に多い。

きのこによる
養分の摂り方のちがい

江戸時代から民間で
薬用とされてきたメシマコブとエブリコ

上はメシマコブの子実体。右は坂本浩然の『菌譜』より、「桑

寄生　桑黄」（メシマコブ、左）と、「エブリコ　落葉松寄生」（エ

ブリコ、右）。メシマコブは半身の痺
しび

れを治す、エブリコは

腹痛積痛を治すとの記述がある。メシマコブは傘の上の縞
しま

模
も

様
よう

や傘の下面に多数ある細かい孔
あな

がうまく表現されてい

る。エブリコは写実的で、今見てもエブリコを描いたもの

であることがよくわかる。
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林齢ときのこの種数

林齢が異なる広葉樹二次林に試験区を設置、

林齢と試験区内で記録されたサルノコシカケ

類の種数の関係を示した。林齢が高くなるほ

ど種数が増加する。太い木に生える種類が増

えたり、倒木や立ち枯れ木が増えたりするな

ど、様々な理由が考えられる。

きのこが好む倒木樹種のちがい

茨城県北部の森林で、3種のサルノコシカケ類が利

用していた倒木樹種の割合。ツリガネタケはほとん

どがブナ、イヌブナに発生、ホウロクタケはすべて

がコナラ、ミズナラまたはクリに発生していたのに

対して、カワラタケはさまざまな樹種の倒木に発生

していた。
ブナ、イヌブナ

その他

クリ

コナラ、ミズナラ

ブナ、イヌブナ
クリ

その他

コナラ、ミズナラ

サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
の
種
数（
種
）

林齢（年）

S. Yamashita et al. / Forest Ecology and 
Management 283 (2012) 27–34より改変

円グラフは S. Yamashita et al. / Mycologia 102 
(2010) 11–19に掲載されたデータより作成
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   森の密かな関係

特集◉
「サルノコシカケ類」は木材腐朽菌の
一群で、倒木などの上に硬質の子実
体を形成する。「サルノコシカケ類」
の子実体は長時間倒木などの上に残
ることから、森林内での調査が行い
やすい。このことから、多様性調査
の対象として広く用いられている。

坂本浩然（寛政 12〈1800〉〜嘉永
6〈1853〉年）は、江戸時代後期
の本草学者・医師。『菌譜』は、
天保 6〈1835〉年に出版された。
出典：国立国会図書館デジタルコレクション

共生菌
（菌根菌）

腐生菌
（木材腐朽菌）

腐生菌
（落葉分解菌
・糞生菌など）
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、
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狩
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を
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に
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と
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、
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。
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に
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を
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る
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を
「
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と
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。
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、
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バ
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な
ど
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は
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根
と
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う
菌
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を
形
成
し
ま
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が
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の
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ト
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と
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る
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（
外
生
菌
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菌
）

の
多
く
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の
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で
す
。
一
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、
ス
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は
別
の
タ
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プ
の
菌
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を
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成
し
、
相
手

の
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に
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き
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こ
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は
含
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れ
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生
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を
あ
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も
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が
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に
マ
ツ
科
樹
木
と
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に
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ま
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に
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の
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が
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よ
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に
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や
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、
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で
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す
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日
本
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は
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の
こ
に
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し
み
、
利
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て
き
ま
し
た
。『
日
本
書
紀
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に
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で
に
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に
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記
述
が
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場
し
、『
万
葉
集
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に
は
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タ
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の
香
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を
詠
ん
だ
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が
、
ま
た

『
今
昔
物
語
集
』
に
は
き
の
こ
食
や
き
の
こ
中
毒

に
関
す
る
説
話
が
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め
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れ
て
い
ま
す
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戸

時
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に
は
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坂
本
浩
然
の
『
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や
岩
崎
常

正
の
『
本
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図
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が
刊
行
さ
れ
、
多
く
の
き

の
こ
が
描
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れ
て
い
ま
す
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に
は
、
桑

黄
（
メ
シ
マ
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ブ
）
や
エ
ブ
リ
コ
な
ど
が
薬
用
と

し
て
用
い
ら
れ
た
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と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
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き
の
こ
を
め
ぐ
る
文
化
に
も
地
域
性
、
多
様

性
が
み
ら
れ
ま
す
。
関
西
地
方
で
き
の
こ
狩
り

ヤマドリタケモドキ:菌根菌　食用　ブナ

科樹木などと共生。ポルチーニは、ヤマド

リタケモドキや近縁数種の総称。

タモギタケ：木材腐朽菌　食用　ニレなど

の倒木に発生。北海道では食用としてよく

用いられる。栽培品も流通している。

カワラタケ:木材腐朽菌　さまざまな広葉

樹、時に針葉樹の倒木に発生。

イボテングタケ：菌根菌　有毒　主に針葉

樹と共生。ベニテングタケと同様の毒成分

を含む。

 オオシロカラカサタケ:落葉等分解菌　有

毒　公園などで見られる。 北米で中毒の

多い毒きのこの一つ。

ホウロクタケ：木材腐朽菌　コナラ、ミズ

ナラ、クリなどの倒木に好んで発生する。

温暖な地域ではシイの倒木に多い。

ツキヨタケ：木材腐朽菌　有毒　ブナやカ

エデなどの倒木に発生。『今昔物語集』に本

種とみられる毒きのこが登場する。

メシマコブ：木材腐朽菌　クワの

生木や枯れ木上に発生。韓国など

で薬効について研究されている。

ツリガネタケ：木材腐朽菌　ブナ、イヌブ

ナの倒木を好むが、冷涼な地域ではカンバ

類やカエデ類の倒木上に多い。

きのこによる
養分の摂り方のちがい

江戸時代から民間で
薬用とされてきたメシマコブとエブリコ

上はメシマコブの子実体。右は坂本浩然の『菌譜』より、「桑

寄生　桑黄」（メシマコブ、左）と、「エブリコ　落葉松寄生」（エ

ブリコ、右）。メシマコブは半身の痺
しび

れを治す、エブリコは

腹痛積痛を治すとの記述がある。メシマコブは傘の上の縞
しま

模
も

様
よう

や傘の下面に多数ある細かい孔
あな

がうまく表現されてい

る。エブリコは写実的で、今見てもエブリコを描いたもの

であることがよくわかる。
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林齢ときのこの種数

林齢が異なる広葉樹二次林に試験区を設置、

林齢と試験区内で記録されたサルノコシカケ

類の種数の関係を示した。林齢が高くなるほ

ど種数が増加する。太い木に生える種類が増

えたり、倒木や立ち枯れ木が増えたりするな

ど、様々な理由が考えられる。

きのこが好む倒木樹種のちがい

茨城県北部の森林で、3種のサルノコシカケ類が利

用していた倒木樹種の割合。ツリガネタケはほとん

どがブナ、イヌブナに発生、ホウロクタケはすべて

がコナラ、ミズナラまたはクリに発生していたのに

対して、カワラタケはさまざまな樹種の倒木に発生

していた。
ブナ、イヌブナ

その他

クリ

コナラ、ミズナラ

ブナ、イヌブナ
クリ

その他

コナラ、ミズナラ

サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
の
種
数（
種
）

林齢（年）
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Management 283 (2012) 27–34より改変

円グラフは S. Yamashita et al. / Mycologia 102 
(2010) 11–19に掲載されたデータより作成
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きのこと

   森の密かな関係

特集◉
「サルノコシカケ類」は木材腐朽菌の
一群で、倒木などの上に硬質の子実
体を形成する。「サルノコシカケ類」
の子実体は長時間倒木などの上に残
ることから、森林内での調査が行い
やすい。このことから、多様性調査
の対象として広く用いられている。

坂本浩然（寛政 12〈1800〉〜嘉永
6〈1853〉年）は、江戸時代後期
の本草学者・医師。『菌譜』は、
天保 6〈1835〉年に出版された。
出典：国立国会図書館デジタルコレクション

共生菌
（菌根菌）

腐生菌
（木材腐朽菌）

腐生菌
（落葉分解菌
・糞生菌など）
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。

きのこと

   森の密かな関係

特集◉

植栽した苗木

2022年11月に、2カ所の試験地で8個および14個

の子実体の発生を確認した。

2016年に、国産の白トリュフであるホンセイヨウショウロの胞

子を水に混ぜて接種し、コナラの苗木の根に共生させた。

トリュフ菌の菌根

トリュフ菌が共生したコナラ苗木（右円内写真）

を、国内4カ所の試験地に植栽して、条件を変え

て栽培管理した（右上の写真）。

林業における栽培きのこ類の産出額

森林産業において、きのこ類の産出額は木材産

出額に匹敵する規模をもっている。産出額とは、

国内で生産されたすべての生産物の合計価格の

こと。
データ出典：農林水産省「林業産出額」2020（令和2）年

キクラゲ：木材腐朽菌　食用　ニワトコなどさ

まざまな広葉樹の枯れ木に発生。近年、国内

での栽培キクラゲ生産量が増加しつつある。

シイタケ：木材腐朽菌　食用　野生のものはク

ヌギ、コナラなどの広葉樹の枯れ木・倒木に発

生。菌床や原木により広く栽培される。

（億円）

（年）

栽培きのこ類生産

産
出
額

その他

木材生産

ヒラタケ：木材腐朽菌　食用　広葉樹の倒木・

枯れ木に発生。国内での栽培ヒラタケ生産量

は、平成の初期をピークに減少している。

国産トリュフの
栽培化へ向けての研究

トリュフはキャビア、フォアグラとならぶ世

界三大珍味のひとつ。クセになる個性的な香

気で高級食材として知られる。森林総研は、

トリュフの生育に適した樹種や土壌環境を調

査・再現することで、国産トリュフの発生

に成功した。

本研究は、農林水産省委託プロジェクト研究「森林資源を最適利用するための技術開発」研究課題「高級菌根性きのこ栽培技術の開発」および生研
支援センター「オープンイノベーション研究・実用化推進事業」の支援を受けて行った。
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トリュフ菌をコナラの苗木に共生させる

試験地に植栽して調査

トリュフ菌を接種した苗木をつくってから6年後

の2022年に、ついにトリュフの子実体が発生。

大きなもので９センチの子実体を収穫した。

2022年に子実体の発生を確認

1mm

コナラの根

菌根
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樹じ
ゅ

耳じ

（
ス
ー
カ
ラ
・
マ
ッ
ダ
ヴ
ァ
）
で
す
。

栴
檀
樹
耳
は
、
釈
迦
が
食
後
に
入
滅
し
た
こ
と

較
を
行
う
こ
と
、
さ
ら
に
ゲ
ノ
ム
中
の
一
部
の
塩

基
配
列
を
解
読
し
、
既
知
種
と
の
系
統
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
種
か
既
知
種

か
を
判
断
で
き
ま
す
。

　

日
本
に
は
一
部
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
塩
基
配
列
に
基
づ
き

20
タ
イ
プ
の
ト
リ
ュ
フ
が
存
在
す
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
新
種
か
既
知
種
か

は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
大
型

で
発
生
量
が
高
く
特
有
の
香
り
を
も
つ
タ
イ
プ

の
ト
リ
ュ
フ
の
分
類
を
進
め
、
こ
れ
ま
で
６
新
種

１
既
知
種
を
発
表
し
ま
し
た
。
ホ
ン
セ
イ
ヨ
ウ

シ
ョ
ウ
ロ
は
き
の
こ
内
部
に
形
成
さ
れ
る
子し

嚢の
う

と
い
う
袋
の
中
に
１
〜
３
個
、
通
常
２
個
の
淡

黄
色
の
球
形
胞
子
を
持
つ
こ
と
が
特
徴
で
、
こ

の
特
徴
は
他
の
ト
リ
ュ
フ
種
に
は
見
ら
れ
ま
せ

ん
写
真
１

。
ま
た
分
子
系
統
学
的
手
法
に
よ
っ
て
、

ア
ジ
ア
ク
ロ
セ
イ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ロ
は
日
本
人
も
食

用
経
験
の
あ
る
種
で
あ
る
こ
と
、
茶
系
ト
リ
ュ
フ

の
チ
ャ
セ
イ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ
ロ
は
、
北
米
、
欧
州
で

食
用
に
さ
れ
る
種
と
近
縁
の
た
め
、
今
後
食
材

と
し
て
期
待
で
き
ま
す
図
１

。

食
資
源
の
可
能
性
を
追
求
し
て

　

こ
れ
か
ら
も
、
国
内
の
未
整
理
の
ト
リ
ュ
フ
の

分
類
を
行
う
作
業
を
進
め
る
こ
と
で
、
日
本
国

内
の
食
資
源
の
可
能
性
を
追
求
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
ト
リ
ュ
フ
の
分
類
体
系
を
整
理
す

る
こ
と
で
、
特
徴
で
あ
る
香
り
や
繁
殖
な
ど
種

の
も
つ
特
性
の
理
解
が
深
ま
り
、
新
た
な
研
究
へ

展
開
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

か
ら
、
最
後
の
食
事
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
「
野

豚
が
好
ん
で
土
か
ら
掘
り
出
し
て
食
べ
る
き
の

こ
」
と
の
解
釈
か
ら
、
ト
リ
ュ
フ
だ
っ
た
と
す
る

考
え
も
あ
り
ま
す
。
栴
檀
樹
耳
と
釈
迦
の
入
滅

と
の
因
果
関
係
は
不
明
で
す
。
し
か
し
、
ト
リ
ュ

フ
と
よ
く
似
た
丸
い
形
の
き
の
こ
は
他
に
も
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
も
し
か
す
る
と

釈
迦
に
供
え
ら
れ
た
栴
檀
樹
耳
に

は
、
ほ
か
の
き
の
こ
が
混
ざ
っ
て
い

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
ト
リ
ュ
フ
」
と
総
称
さ
れ
て
い

る
き
の
こ
に
は
、
実
際
に
は
多
く
の

種
類
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

は
互
い
に
よ
く
似
た
も
の
が
多
く
、

簡
単
に
は
識
別
で
き
ま
せ
ん
。
一
方

で
同
じ
「
ト
リ
ュ
フ
」
で
も
、
種
類

が
違
う
と
香
り
な
ど
食
材
と
し
て

の
適
性
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

　
２
０
２
２
年
11
月
、
森
林
総
合
研

究
所
は
国
内
で
は
初
め
て
、
白
色
系

ト
リ
ュ
フ
の
ホ
ン
セ
イ
ヨ
ウ
シ
ョ
ウ

ロ
を
人
工
的
に
発
生
さ
せ
る
こ
と
に

成
功
し
ま
し
た
。
将
来
市
場
で
流
通

す
る
際
に
、
も
し
も
別
の
種
類
が
混

同
さ
れ
て
出
回
る
と
、
生
産
者
や
商

品
そ
の
も
の
へ
の
信
頼
損
失
に
も
つ

な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。
対
象
と
す
る

ト
リ
ュ
フ
の
分
類
を
確
定
し
、
そ
の

特
徴
を
正
確
に
記
載
す
る
こ
と
は

と
て
も
大
切
で
す
。

顕
微
鏡
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
ト
リ
ュ
フ
を
分
類
す
る
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菌
糸
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造
と
い
っ
た
微
細
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徴
を
顕
微
鏡
で
観
察
し
、
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名
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種
（
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写真１　これまでに名前のついた日本のトリュフ
 A-F は各種の子実体（バーの長さ 1cm）、a-f はそれらの胞子（バーの長さ 0.03mm）。ウスチャセイヨウショウロ（A, a）、チャ

セイヨウショウロ（B, b）、アジアクロセイヨウショウロ（C, c）、イボセイヨウショウロ（D, d）、ホンセイヨウショウロ（E, 

e）、ウスキセイヨウショウロ（F, f）。　系統関係は、図１を参照。

図 1　リボソーム DNA ITS と LSU 領域
の塩基配列に基づくセイヨウショウロ属の
系統関係
赤色の文字は日本のトリュフを示し、●は経

済的価値の高い種、★は食用種、●は食用不
適種を示す。
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研究の森から木下 晃彦　Kinoshita Akihiko

九州支所

日本の
地下に眠る
トリュフのいろいろ

Q1. なぜ研究者に？
　子どもの頃から生き物が好きでしたが、当

時はきのこに興味を持っていませんでした。

学生やポスドク時代の師匠の影響、他の研究

者の方の仕事を見るうちに、こういう研究が

したいと思えるようになったと思います。

Q2. 影響を受けた本や人など
　『菌根の生態学』（M.F.アレン著　中坪孝之・

堀越孝雄訳　共立出版）は、菌根の研究を始め

るきっかけとなった本です。また『忘れられた

日本人』（宮本常一著　岩波文庫）は、丹念に

ひとつひとつ調査した著者の姿に心を打たれま

した。『「美食地質学」入門』（巽好幸著　光文

社新書）は最近好きな本です。

Q3. いまホットなマイテーマは？　

　きのこの出す匂いや色、形はなぜ進化して

きたか。それを利用しようとする動物や植物

との駆け引き、また地史との関係に興味を持っ

ています。

Q4. 若い人へ
　五感を最大限発揮できるのは若いうちだと

思います。また、発見は、「気づき」から始ま

りますので、まずは動いてみるとよいと思い

ます。
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な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。
対
象
と
す
る

ト
リ
ュ
フ
の
分
類
を
確
定
し
、
そ
の

特
徴
を
正
確
に
記
載
す
る
こ
と
は

と
て
も
大
切
で
す
。

顕
微
鏡
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
ト
リ
ュ
フ
を
分
類
す
る

　

肉
眼
的
に
特
徴
の
少
な
い
ト
リ
ュ
フ
の
分
類

を
行
う
た
め
に
は
、
胞
子
の
形
態
や
菌
糸
の
構

造
と
い
っ
た
微
細
な
特
徴
を
顕
微
鏡
で
観
察
し
、

既
に
名
前
の
つ
い
て
い
る
種
（
既
知
種
）
と
の
比
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写真１　これまでに名前のついた日本のトリュフ
 A-F は各種の子実体（バーの長さ 1cm）、a-f はそれらの胞子（バーの長さ 0.03mm）。ウスチャセイヨウショウロ（A, a）、チャ

セイヨウショウロ（B, b）、アジアクロセイヨウショウロ（C, c）、イボセイヨウショウロ（D, d）、ホンセイヨウショウロ（E, 

e）、ウスキセイヨウショウロ（F, f）。　系統関係は、図１を参照。

図 1　リボソーム DNA ITS と LSU 領域
の塩基配列に基づくセイヨウショウロ属の
系統関係
赤色の文字は日本のトリュフを示し、●は経

済的価値の高い種、★は食用種、●は食用不
適種を示す。
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研究の森から木下 晃彦　Kinoshita Akihiko

九州支所

日本の
地下に眠る
トリュフのいろいろ

Q1. なぜ研究者に？
　子どもの頃から生き物が好きでしたが、当

時はきのこに興味を持っていませんでした。

学生やポスドク時代の師匠の影響、他の研究

者の方の仕事を見るうちに、こういう研究が

したいと思えるようになったと思います。

Q2. 影響を受けた本や人など
　『菌根の生態学』（M.F.アレン著　中坪孝之・

堀越孝雄訳　共立出版）は、菌根の研究を始め

るきっかけとなった本です。また『忘れられた

日本人』（宮本常一著　岩波文庫）は、丹念に

ひとつひとつ調査した著者の姿に心を打たれま

した。『「美食地質学」入門』（巽好幸著　光文

社新書）は最近好きな本です。

Q3. いまホットなマイテーマは？　

　きのこの出す匂いや色、形はなぜ進化して

きたか。それを利用しようとする動物や植物

との駆け引き、また地史との関係に興味を持っ

ています。

Q4. 若い人へ
　五感を最大限発揮できるのは若いうちだと

思います。また、発見は、「気づき」から始ま

りますので、まずは動いてみるとよいと思い

ます。
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森
の
生
物
多
様
性
を
支
え
る
枯
死
木

　

森
の
中
を
歩
い
て
い
る
と
、
枯
れ
木
や
倒
木

を
見
か
け
ま
す
。
こ
れ
ら
の
枯
死
木
は
、
コ
ケ
や

昆
虫
、
鳥
や
哺
乳
類
と
い
っ
た
、
じ
つ
に
様
々
な

生
物
た
ち
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
取
り
上
げ
る
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
写
真
１

と
い

う
菌
類
も
枯
死
木
を
利
用
す
る
生
物
の
一
つ
で
、

長
期
間
に
わ
た
っ
て
子
実
体
が
存
続
す
る
た
め
、

菌
類
の
多
様
性
の
指
標
と
し
て
適
し
て
い
ま
す
。

　

枯
死
木
を
利
用
す
る
生
物
は
、
地
球
に
生
息

す
る
生
物
の
一
割
に
も
上
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
森
の
生
物
多
様
性
を
支
え
る
う
え
で
枯
死

木
は
、
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
同
時
に
枯
死
木
は
森
林
の
炭

素
蓄
積
に
お
い
て
も
一
定
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
枯
死
木
は
、
生
物
多
様
性
の
維
持

と
炭
素
の
蓄
積
と
い
う
〈
共
便
益
〉［
▼
註
１
］
を

提
供
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
東
南
ア
ジ
ア
熱
帯
地
域
は
、
地
球

上
で
も
っ
と
も
生
物
多
様
性
が
高
い
地
域
の
一
つ

い
生
息
場
所
で
す
。
枯
死
木
を
ど
れ
だ
け
森
林

内
に
維
持
す
れ
ば
、
多
様
性
の
保
全
上
望
ま
し

い
の
で
し
ょ
う
か
？　

た
と
え
ば
、
こ
う
い
っ
た

研
究
の
先
進
地
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
北
部
で
は
、

直
径
20
㎝
以
上
の
枯
死
木
が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ

た
り
20
立
方
メ
ー
ト
ル
の
密
度
で
存
在
す
る
森

林
を
20
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
残
す
こ
と
が
最
低
限

の
条
件
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
調
査
で
は
、 

枯
死
木
中
の
炭
素
量
が

１
ヘ
ク
タ
ー
ル
中
に
60
ｔ
以
上
あ
る
調
査
地
で
、

種
数
が
多
く
ま
た
出
現
頻
度
の
高
い
地
点
が
認

め
ら
れ
ま
し
た
。
今
回
の
調
査
で
は
調
査
地
点

数
に
制
限
が
あ
り
、
確
度
の
高
い
評
価
を
す
る

に
は
さ
ら
に
調
査
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
枯
死

木
中
の
炭
素
量
だ
け
で
は
、
多
様
性
保
全
の
た

め
に
十
分
な
条
件
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
菌
の
種
類
に
よ
っ
て
、
利
用
す
る
枯
死
木
の

サ
イ
ズ
や
腐
り
方
と
い
っ
た
特
徴
に
ち
が
い
が

あ
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
、そ
の
森
林
が
時
間
的・

空
間
的
に
連
続
し
て
い
る
か
ど
う
か
も
サ
ル
ノ

コ
シ
カ
ケ
類
の
多
様
性
に
強
く
影
響
す
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
今
回
の
調
査
で
は
ど
の

程
度
の
広
さ
の
原
生
林
が
必
要
か
ま
で
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。

　

多
様
性
保
全
の
た
め
の
諸
条
件
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
も
必
要
で
す
が
、
現
状
で
は
、
古
く
か

ら
森
林
で
あ
っ
た
広
い
面
積
の
原
生
林
を
確
実

に
保
護
し
て
い
く
こ
と
が
、
生
物
多
様
性
の
維

持
と
炭
素
の
蓄
積
の
両
方
の
観
点
か
ら
重
要
で

あ
る
と
い
え
ま
す
。

で
す
。
そ
こ
に
広
が
る
熱
帯
雨
林
の
原
生
林
は
、

非
常
に
高
い
生
物
多
様
性
と
生
物
体
量
を
も
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
近
年
、
焼
き
畑
が
行
わ
れ

た
り
、
野
火
等
の
後
に
放
置
さ
れ
た
土
地
に
二

次
林
が
形
成
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
写
真
２

、
原

生
林
の
面
積
が
急
速
に
減
少
し
て
お
り
、
生
物

多
様
性
へ
の
影
響
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

原
生
林
と
二
次
林
の
炭
素
量
を
比
べ
て
み
る
と

　

そ
こ
で
、
私
は
共
同
研
究
者
ら
と
共
に
、
マ

レ
ー
シ
ア
国
内
の
２
地
域
の
原
生
林
と
３
地
域

の
二
次
林
に
合
計
25
区
画
の
調
査
区
を
設
定
し
、

森
林
を
焼
き
畑
な
ど
で
利
用
し
た
後
に
、
ど
の

よ
う
に
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
の
生
物
多
様
性
と

枯
死
木
中
の
炭
素
量
が
変
化
す
る
か
を
調
査
し

ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
枯
死
木
中
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る

炭
素
量
は
二
次
林
よ
り
も
原
生
林
で
非
常
に
高

い
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
図
１

。
こ
れ
は

原
生
林
に
は
枯
死
木
が
多
い
た
め
で
す
。
ま
た
、

写真１　原生林の倒木に発生したマンネンタ
ケ属の一種（上）と、ウチワタケ（下）
ウチワタケは東南アジア熱帯だけでなく、日本を

含む東アジアにも分布する。 （いずれもマレーシ

ア国サワラク州）

写真２　焼き畑休閑林の林内  
　　　　（マレーシア国サワラク州）
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調
査
地
内
の
枯
死
木
中
の
炭
素
蓄
積
量
が
増
え

る
に
し
た
が
っ
て
、
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
の
出

現
頻
度
と
多
様
性
も
増
加
す
る
こ
と
が
示
さ
れ

ま
し
た
図
２

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
原
生
林
は

サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
の
多
様
性
維
持
の
点
か
ら

も
、
炭
素
蓄
積
の
点
か
ら
も
非
常
に
重
要
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

生
物
多
様
性
に
欠
か
せ
な
い
原
生
林
の
枯
死
木

　

ボ
ル
ネ
オ
島
で
こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
行
っ
て

き
た
調
査
で
も
、
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
の
多
様

性
は
二
次
林
や
、
周
囲
か
ら
孤
立
し
た
狭
い
原

生
林
よ
り
も
、
広
い
原
生
林
に
お
い
て
高
い
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
調
査
で
改
め
て

原
生
林
の
重
要
性
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、

二
次
林
で
も
枯
死
木
の
量
が
多
い
場
所
で
は
多

様
性
の
高
い
場
所
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

枯
死
木
は
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
を
は
じ
め
と

す
る
多
く
の
生
物
の
多
様
性
維
持
に
欠
か
せ
な

図２　調査林分内の枯死木により維持される炭素
量とサルノコシカケ類の種数の指標と出現頻度の
指標の関係（縦軸はどちらも 400m2 あたりの値）

（Yamashita et al. 2022 Tropicsを改変）

図１　原生林と二次林における枯死木
中の炭素量 (t / ha: 平均値 )

（Yamashita et al. 2022 Tropicsを改変）

▶註1 ：共便益（コベネフィット）

あるひとつのことについて利益を追求した

時に、副次的に異なる利益も生み出すこと。

ここでは、高い生物多様性の維持が、結果

として炭素蓄積量を高レベルで維持する事

にもつながること。

枯
死
木
中
の
炭
素
量

サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
の
種
数
の
指
標

サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
の
き
の
こ
が
発
生
し
て
い
た
倒
木
の
本
数

t / ha

森林タイプ

（出現頻度の指標）

（種数の指標）

二次林 原生林
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山下 聡　Yamashita Satoshi　

生物多様性・気候変動研究拠点
研究の森から

枯死木と
きのこからみた
熱帯雨林の生物多様性

Q1. なぜ研究者に？
　小学生の頃はトカゲやヘビが好きで、近所

の庭先で捕まえたり、子ども向けの図鑑や熱

帯地域の自然や人々の生活を紹介する本を読

んだりしていました。テレビで両
りょう

棲
せい

・爬
は

虫
ちゅう

類

の専門家として登場してくる千石正一さんを

見て、こういう仕事もあるのかと興味を持ち

ました。

Q2. 影響を受けた本や人など
　大学3回生の時に『地理生態学　種の分布に

みられるパターン』（R.H.マッカーサー著　巌

俊一・大崎直太監訳）を読んで、生態学を面白

いと思いました。卒論テーマを決めかねていた

際に、研究室の先生から「きのこを食べる昆虫

はどうや！？」と聞かれた翌日に、『きのこと動物』

（相良直彦著）を貸していただき、これでやっ

ていこうと決めました。

Q3. 研究の醍
だい

醐
ご

味
み

は？
　マレーシア国サラワク州の様々な森林で、

菌類と昆虫の多様性評価を行っています。こ

ういったフィールド調査の際に、海綿のよう

な形態をしたイグチ目のきのこ（Spongiforma

属）やアミメニシキヘビなどの熱帯でしか見

られない生物をみる機会を得ることができま

した。

Q4. これからの抱負は？
　私が調査をしているサラワク州では、まだ

まだ菌類に関する研究が進んでいません。こ

れからも継続して、いろいろな森林できのこ

と昆虫に関する生態学的研究を進めたいと思

います。
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森
の
生
物
多
様
性
を
支
え
る
枯
死
木

　

森
の
中
を
歩
い
て
い
る
と
、
枯
れ
木
や
倒
木

を
見
か
け
ま
す
。
こ
れ
ら
の
枯
死
木
は
、
コ
ケ
や

昆
虫
、
鳥
や
哺
乳
類
と
い
っ
た
、
じ
つ
に
様
々
な

生
物
た
ち
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
取
り
上
げ
る
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
写
真
１

と
い

う
菌
類
も
枯
死
木
を
利
用
す
る
生
物
の
一
つ
で
、

長
期
間
に
わ
た
っ
て
子
実
体
が
存
続
す
る
た
め
、

菌
類
の
多
様
性
の
指
標
と
し
て
適
し
て
い
ま
す
。

　

枯
死
木
を
利
用
す
る
生
物
は
、
地
球
に
生
息

す
る
生
物
の
一
割
に
も
上
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
森
の
生
物
多
様
性
を
支
え
る
う
え
で
枯
死

木
は
、
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
同
時
に
枯
死
木
は
森
林
の
炭

素
蓄
積
に
お
い
て
も
一
定
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
枯
死
木
は
、
生
物
多
様
性
の
維
持

と
炭
素
の
蓄
積
と
い
う
〈
共
便
益
〉［
▼
註
１
］
を

提
供
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
東
南
ア
ジ
ア
熱
帯
地
域
は
、
地
球

上
で
も
っ
と
も
生
物
多
様
性
が
高
い
地
域
の
一
つ

い
生
息
場
所
で
す
。
枯
死
木
を
ど
れ
だ
け
森
林

内
に
維
持
す
れ
ば
、
多
様
性
の
保
全
上
望
ま
し

い
の
で
し
ょ
う
か
？　

た
と
え
ば
、
こ
う
い
っ
た

研
究
の
先
進
地
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
北
部
で
は
、

直
径
20
㎝
以
上
の
枯
死
木
が
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ

た
り
20
立
方
メ
ー
ト
ル
の
密
度
で
存
在
す
る
森

林
を
20
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
残
す
こ
と
が
最
低
限

の
条
件
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
調
査
で
は
、 

枯
死
木
中
の
炭
素
量
が

１
ヘ
ク
タ
ー
ル
中
に
60
ｔ
以
上
あ
る
調
査
地
で
、

種
数
が
多
く
ま
た
出
現
頻
度
の
高
い
地
点
が
認

め
ら
れ
ま
し
た
。
今
回
の
調
査
で
は
調
査
地
点

数
に
制
限
が
あ
り
、
確
度
の
高
い
評
価
を
す
る

に
は
さ
ら
に
調
査
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
枯
死

木
中
の
炭
素
量
だ
け
で
は
、
多
様
性
保
全
の
た

め
に
十
分
な
条
件
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
菌
の
種
類
に
よ
っ
て
、
利
用
す
る
枯
死
木
の

サ
イ
ズ
や
腐
り
方
と
い
っ
た
特
徴
に
ち
が
い
が

あ
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
、そ
の
森
林
が
時
間
的・

空
間
的
に
連
続
し
て
い
る
か
ど
う
か
も
サ
ル
ノ

コ
シ
カ
ケ
類
の
多
様
性
に
強
く
影
響
す
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
今
回
の
調
査
で
は
ど
の

程
度
の
広
さ
の
原
生
林
が
必
要
か
ま
で
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。

　

多
様
性
保
全
の
た
め
の
諸
条
件
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
も
必
要
で
す
が
、
現
状
で
は
、
古
く
か

ら
森
林
で
あ
っ
た
広
い
面
積
の
原
生
林
を
確
実

に
保
護
し
て
い
く
こ
と
が
、
生
物
多
様
性
の
維

持
と
炭
素
の
蓄
積
の
両
方
の
観
点
か
ら
重
要
で

あ
る
と
い
え
ま
す
。

で
す
。
そ
こ
に
広
が
る
熱
帯
雨
林
の
原
生
林
は
、

非
常
に
高
い
生
物
多
様
性
と
生
物
体
量
を
も
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
近
年
、
焼
き
畑
が
行
わ
れ

た
り
、
野
火
等
の
後
に
放
置
さ
れ
た
土
地
に
二

次
林
が
形
成
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
写
真
２

、
原

生
林
の
面
積
が
急
速
に
減
少
し
て
お
り
、
生
物

多
様
性
へ
の
影
響
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

原
生
林
と
二
次
林
の
炭
素
量
を
比
べ
て
み
る
と

　

そ
こ
で
、
私
は
共
同
研
究
者
ら
と
共
に
、
マ

レ
ー
シ
ア
国
内
の
２
地
域
の
原
生
林
と
３
地
域

の
二
次
林
に
合
計
25
区
画
の
調
査
区
を
設
定
し
、

森
林
を
焼
き
畑
な
ど
で
利
用
し
た
後
に
、
ど
の

よ
う
に
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
の
生
物
多
様
性
と

枯
死
木
中
の
炭
素
量
が
変
化
す
る
か
を
調
査
し

ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
枯
死
木
中
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る

炭
素
量
は
二
次
林
よ
り
も
原
生
林
で
非
常
に
高

い
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
図
１

。
こ
れ
は

原
生
林
に
は
枯
死
木
が
多
い
た
め
で
す
。
ま
た
、

写真１　原生林の倒木に発生したマンネンタ
ケ属の一種（上）と、ウチワタケ（下）
ウチワタケは東南アジア熱帯だけでなく、日本を

含む東アジアにも分布する。 （いずれもマレーシ

ア国サワラク州）

写真２　焼き畑休閑林の林内  
　　　　（マレーシア国サワラク州）
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調
査
地
内
の
枯
死
木
中
の
炭
素
蓄
積
量
が
増
え

る
に
し
た
が
っ
て
、
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
の
出

現
頻
度
と
多
様
性
も
増
加
す
る
こ
と
が
示
さ
れ

ま
し
た
図
２

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
原
生
林
は

サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
の
多
様
性
維
持
の
点
か
ら

も
、
炭
素
蓄
積
の
点
か
ら
も
非
常
に
重
要
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

生
物
多
様
性
に
欠
か
せ
な
い
原
生
林
の
枯
死
木

　

ボ
ル
ネ
オ
島
で
こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
行
っ
て

き
た
調
査
で
も
、
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
の
多
様

性
は
二
次
林
や
、
周
囲
か
ら
孤
立
し
た
狭
い
原

生
林
よ
り
も
、
広
い
原
生
林
に
お
い
て
高
い
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
調
査
で
改
め
て

原
生
林
の
重
要
性
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、

二
次
林
で
も
枯
死
木
の
量
が
多
い
場
所
で
は
多

様
性
の
高
い
場
所
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

枯
死
木
は
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
を
は
じ
め
と

す
る
多
く
の
生
物
の
多
様
性
維
持
に
欠
か
せ
な

図２　調査林分内の枯死木により維持される炭素
量とサルノコシカケ類の種数の指標と出現頻度の
指標の関係（縦軸はどちらも 400m2 あたりの値）

（Yamashita et al. 2022 Tropicsを改変）

図１　原生林と二次林における枯死木
中の炭素量 (t / ha: 平均値 )

（Yamashita et al. 2022 Tropicsを改変）

▶註1 ：共便益（コベネフィット）

あるひとつのことについて利益を追求した

時に、副次的に異なる利益も生み出すこと。

ここでは、高い生物多様性の維持が、結果

として炭素蓄積量を高レベルで維持する事

にもつながること。
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ナ
ラ
類
や
カ
シ
類
は
秋
に
な
る
と
ド
ン
グ
リ

を
実
ら
せ
る
樹
木
で
す
が
、
近
年
こ
の
よ
う
な

樹
木
が
集
団
的
に
枯
死
す
る
現
象
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
「
ナ
ラ
枯
れ
（
ブ
ナ
科
樹
木
萎い

凋ち
ょ
う

病
）」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
１
９
９
０
年
代
ま

で
は
日
本
海
側
の
府
県
を
中
心
と
し
た
地
域
で

多
く
発
生
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
被
害
地

域
は
年
々
拡
大
し
、
２
０
２
０
年
に
は
こ
れ
ま

で
被
害
の
少
な
か
っ
た
関
東
地
方
で
も
全
都
県

で
確
認
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。

　

ナ
ラ
枯
れ
は
、
カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ
と

い
う
体
長
５
mm
程
度
の
小
さ
な
甲
虫
が
、
ナ
ラ

菌
と
呼
ば
れ
る
樹
木
病
原
菌
を
媒
介
し
て
ナ
ラ

類
や
カ
シ
類
な
ど
の
樹
木
に
集
中
的
に
加
害
す

る
こ
と
で
発
生
し
ま
す
。
枯
死
す
る
樹
種
は
、

ミ
ズ
ナ
ラ
や
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ
ギ
な
ど
の
落
葉

ナ
ラ
類
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
多
い
の
で
す

が
、
枯
れ
に
く
い
と
言
わ
れ
る
常
緑
樹
で
も
、

マ
テ
バ
シ
イ
の
枯
死
が
三
浦
半
島
と
房
総
半
島

で
、
ス
ダ
ジ
イ
の
枯
死
が
東
京
島と
う

嶼し
ょ

部
で
発
生

し
て
い
ま
す
。

　

被
害
に
対
し
て
、
カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ

の
生
態
的
特
徴
を
利
用
し
た
様
々
な
防
除
法
や

対
応
策
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ナ
ラ

枯
れ
の
発
生
地
域
は
、
人
が
簡
単
に
近
づ
く
こ

と
が
で
き
る
場
所
か
ら
険
し
い
奥
山
の
森
林
ま

で
千
差
万
別
で
、
ま
た
自
然
植
生
や
土
地
利
用

の
歴
史
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
対
策
と
し
て
は
、
そ
こ
で
何
が
で
き

る
の
か
様
々
な
条
件
を
総
合
的
に
判
断
す
る
こ

と
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。
11
月
開
催
予
定
の

森
林
講
座
で
は
、
ド
ン
グ
リ
の
木
が
枯
れ
て
い

く
仕
組
み
に
つ
い
て
詳
し
く
お
話
し
し
ま
す
。

ご
期
待
く
だ
さ
い
。 

（
11
月
10
日
開
催
予
定
）

「ナラ枯れ」とは？
ドングリの木が枯れていく仕組み

衣浦 晴生　Kinuura Haruo

森林昆虫研究領域

令 和 ５ 年 度 　 森 林 講 座 の お 知 ら せ

昨年のポスター発表のようす

り
ま
す
。
こ
の
原
因
と
し
て
は
造
林
保
育

の
経
費
、
素
材
生
産
・
流
通
の
経
費
、
国

際
経
済
の
中
で
の
木
材
の
価
格
等
、
一
辺

倒
で
は
解
決
で
き
な
い
多
数
の
問
題
を
含

ん
で
い
ま
す
。
今
回
は
こ
の
問
題
に
対
峙

す
べ
く
始
ま
っ
た
最
新
の
研
究
を
紹
介
し

ま
す
。

〈
講
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
〉

● 

講
演

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

― 

日
本
の
針
葉
樹
人
工
林
の
現
状
を

正
し
く
理
解
す
る 

―

宇
都
木 

玄
（
研
究
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
）

育
林
作
業
の
省
力
化
に
向
け
て

― 

最
先
端
の
技
術
と
考
え
方 

―

山
川 

博
美
（
九
州
支
所 

森
林
生
態
系
研

究
グ
ル
ー
プ 

主
任
研
究
員
）

素
材
生
産
技
術
の
高
度
化

― 

こ
こ
ま
で
き
た
林
業
機
械
の
自
動
化 

―

中
澤 

昌
彦
（
林
業
工
学
研
究
領
域 

収
穫

シ
ス
テ
ム
研
究
室 

室
長
）

世
界
の
情
勢
に
左
右
さ
れ
る
木
材
の
価
値

― 

国
際
市
場
に
お
け
る
日
本
の
在
り
方 

―

早
舩 

真
智
（
林
業
経
営
・
政
策
研
究
領
域　

研
究
員
）

針
葉
樹
だ
け
で
良
い
の
か

― 

立
木
の
付
加
価
値
、
広
葉
樹
利
用
の
温

故
知
新 

―

山
下 

直
子
（
関
西
支
所 

森
林
生
態
系
研

究
グ
ル
ー
プ
長
）

時
間
軸
も
考
慮
し
た
資
源
管
理

― 

自
立
で
き
る
山
づ
く
り
の
た
め
に 

―

　

調
査
に
よ
る
と
、
樹
木
の
寿
命
と
最
大

径
は
樹
種
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
ト
チ
ノ
キ
、
ミ
ズ
ナ

ラ
、
ハ
リ
ギ
リ
の
寿
命
は
約
７
０
０
年

以
上
で
最
も
長
く
、
ミ
ズ
キ
、
シ
ラ
カ
ン

バ
、
ド
ロ
ノ
キ
等
の
寿
命
は
最
も
短
い
約

１
０
０
年
以
上
、
北
日
本
の
天
然
林
を
代

表
す
る
ブ
ナ
や
ハ
ル
ニ
レ
は
中
間
の
約

４
０
０
～
５
０
０
年
以
上
で
し
た
。

　

最
大
径
は
40
～
１
２
０
cm
に
お
よ
び
、

寿
命
と
お
お
む
ね
正
比
例
し
ま
し
た
が
、

寿
命
約
６
０
０
年
で
最
大
径
70 

cm
前
後

の
オ
ノ
オ
レ
カ
ン
バ
や
イ
チ
イ
、
寿
命

２
８
０
年
で
最
大
径
45 

cm
の
ヤ
マ
ボ
ウ
シ

な
ど
、
太
く
は
な
ら
な
い
が
、
じ
つ
は
老

齢
な
個
体
を
含
む
樹
種
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
寿
命
推
定
値
は
北
米
の
近
縁

種
と
の
類
似
関
係
が
あ
り
、
普
遍
性
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
日
本
で
は
人
工
林
の
一
部
を
広

葉
樹
林
に
復
元
す
る
取
り
組
み
も
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
真
に
原
生
的
な
、
よ
り
自

然
に
近
い
姿
の
森
林
を
再
生
す
る
に
は
、

４
０
０
～
７
０
０
年
に
お
よ
ぶ
超
長
期
的

な
ビ
ジ
ョ
ン
が
必
要
と
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

（
本
研
究
成
果
は
、
２
０
２
３
年
５
月
10
日
に Jo

ur-

n
a

l o
f F

o
re

st R
e

se
a

rc
h

誌
で
オ
ン
ラ
イ
ン
公

開
さ
れ
ま
し
た
）

◀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、国連の持続可能な開発目標（SDGs）

の達成に積極的に貢献しています。該当する目標と

記事のページ数は、左記の通りです。
P.3, 8 P.8, 14

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

公
開
講
演
会
の
お
知
ら
せ

▼
令
和
５
年
度

森
林
総
合
研
究
所
公
開
講
演
会

持
続
可
能
な
豊
か
な
森
を
築
く

― 

資
源
を
提
供
し
て
く
れ
る
森
を
築
く
た

め
に
今
必
要
な
事 

―

日
時
：
令
和
５
年
10
月
11
日
（
水
）

13
時
か
ら
16
時
40
分

会
場
：
一
橋
大
学　

一
橋
講
堂
（
東
京
都

千
代
田
区
一
ツ
橋
２
丁
目
１
番
２
号 

学
術
総

合
セ
ン
タ
ー
２
階
）

参
加
無
料
・
事
前
登
録
不
要

　

資
源
を
提
供
し
て
く
れ
る
森
、
そ
れ
は

私
た
ち
の
先
輩
諸
氏
が
「
人
工
林
」
と
し

て
造
り
、
育
ん
で
き
た
森
で
す
。
近
年
は

環
境
問
題
の
解
決
場
所
と
し
て
注
目
さ
れ

て
き
た
森
林
で
す
が
、
私
た
ち
が
生
活
す

る
う
え
で
利
用
す
る
資
源
を
提
供
し
て
く

れ
る
「
森
」
と
し
て
改
め
て
見
直
す
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
人
工
林
を
伐
採

し
た
後
に
改
め
て
植
栽
す
る
「
再
造
林
」

が
行
わ
れ
ず
、
造
林
未
済
地
と
し
て
残
さ

れ
る
山
が
急
速
に
増
え
て
い
る
こ
と
が
あ

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

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

　多摩森林科学園での実開催とオンラインでの開催を予定しています。
　オンライン開催は遠方の方でもご参加いただけますのでお楽しみに！ 

HP ： https://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/index.html　　E-mail ： shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp

▲森林講座申込み

10月13日（金曜日）

「お宝の山！
　今こそ国産広葉樹の出番です」
山下 直子 （関西支所） 

11月10日（金曜日）

「『ナラ枯れ』とは？
　ドングリの木が枯れていく仕組み」
衣浦 晴生 （森林昆虫研究領域） 

12月8日（金曜日）

「海辺の森林、マングローブ」
小野 賢二 （立地環境研究領域） 

開 催 オンライン開催

1月18日（木曜日）

「ビッグデータで調べる国立公園の
　人気スポット」
小黒 芳生 （森林植生研究領域） 

急峻な斜面における人工林の林業

中
尾 

勝
洋
（
関
西
支
所  

森
林
生
態
系
研

究
グ
ル
ー
プ 

主
任
研
究
員
）

● 

ポ
ス
タ
ー
発
表

● 

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

「
木
材
利
用
を
行
う
森
林
の
た
め
に
、
そ
の

理
想
像
は　

予
定
調
和
は
成
り
立
つ
の
か
」

森
林
総
合
研
究
所
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

北
日
本
の
主
要
樹
種
の
寿
命
を
推
定

― 

天
然
林
の
再
生
の
た
め
の
重
要
情
報 

―

　

多
様
な
樹
種
か
ら
な
る
森
林
の
成
り
立

ち
を
理
解
し
、
そ
の
行
く
末
を
予
測
す
る

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
樹
種
の
寿
命
を
知
る

こ
と
が
重
要
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

科
学
的
に
信
頼
で
き
る
ま
と
ま
っ
た
情
報

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
森
林
総
合
研
究

所
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
北
日
本
の
天
然

の
大
径
材
が
単
一
の
木
材
市
場
に
集
荷
さ

れ
て
い
た
１
９
９
０
年
代
半
ば
に
、
42
樹

種
・
計
１
６
８
４
本
の
丸
太
の
太
さ
と
年

輪
を
調
べ
、
そ
の
デ
ー
タ
か
ら
樹
種
ご
と

の
寿
命
と
最
大
径
を
推
定
す
る
こ
と
に
成

功
し
ま
し
た
。

岩手県矢巾町の木材市場で大径木1684本
の年輪を数えた（撮影：正木隆）
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カシノナガキクイムシ （メス）マテバシイの集団枯死が発生している

林内の状況



　

ナ
ラ
類
や
カ
シ
類
は
秋
に
な
る
と
ド
ン
グ
リ

を
実
ら
せ
る
樹
木
で
す
が
、
近
年
こ
の
よ
う
な

樹
木
が
集
団
的
に
枯
死
す
る
現
象
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
「
ナ
ラ
枯
れ
（
ブ
ナ
科
樹
木
萎い

凋ち
ょ
う

病
）」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
１
９
９
０
年
代
ま

で
は
日
本
海
側
の
府
県
を
中
心
と
し
た
地
域
で

多
く
発
生
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
被
害
地

域
は
年
々
拡
大
し
、
２
０
２
０
年
に
は
こ
れ
ま

で
被
害
の
少
な
か
っ
た
関
東
地
方
で
も
全
都
県

で
確
認
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。

　

ナ
ラ
枯
れ
は
、
カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ
と

い
う
体
長
５
mm
程
度
の
小
さ
な
甲
虫
が
、
ナ
ラ

菌
と
呼
ば
れ
る
樹
木
病
原
菌
を
媒
介
し
て
ナ
ラ

類
や
カ
シ
類
な
ど
の
樹
木
に
集
中
的
に
加
害
す

る
こ
と
で
発
生
し
ま
す
。
枯
死
す
る
樹
種
は
、

ミ
ズ
ナ
ラ
や
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ
ギ
な
ど
の
落
葉

ナ
ラ
類
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
多
い
の
で
す

が
、
枯
れ
に
く
い
と
言
わ
れ
る
常
緑
樹
で
も
、

マ
テ
バ
シ
イ
の
枯
死
が
三
浦
半
島
と
房
総
半
島

で
、
ス
ダ
ジ
イ
の
枯
死
が
東
京
島と
う

嶼し
ょ

部
で
発
生

し
て
い
ま
す
。

　

被
害
に
対
し
て
、
カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ

の
生
態
的
特
徴
を
利
用
し
た
様
々
な
防
除
法
や

対
応
策
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ナ
ラ

枯
れ
の
発
生
地
域
は
、
人
が
簡
単
に
近
づ
く
こ

と
が
で
き
る
場
所
か
ら
険
し
い
奥
山
の
森
林
ま

で
千
差
万
別
で
、
ま
た
自
然
植
生
や
土
地
利
用

の
歴
史
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
対
策
と
し
て
は
、
そ
こ
で
何
が
で
き

る
の
か
様
々
な
条
件
を
総
合
的
に
判
断
す
る
こ

と
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。
11
月
開
催
予
定
の

森
林
講
座
で
は
、
ド
ン
グ
リ
の
木
が
枯
れ
て
い

く
仕
組
み
に
つ
い
て
詳
し
く
お
話
し
し
ま
す
。

ご
期
待
く
だ
さ
い
。 

（
11
月
10
日
開
催
予
定
）

「ナラ枯れ」とは？
ドングリの木が枯れていく仕組み

衣浦 晴生　Kinuura Haruo

森林昆虫研究領域

令 和 ５ 年 度 　 森 林 講 座 の お 知 ら せ

昨年のポスター発表のようす

り
ま
す
。
こ
の
原
因
と
し
て
は
造
林
保
育

の
経
費
、
素
材
生
産
・
流
通
の
経
費
、
国

際
経
済
の
中
で
の
木
材
の
価
格
等
、
一
辺

倒
で
は
解
決
で
き
な
い
多
数
の
問
題
を
含

ん
で
い
ま
す
。
今
回
は
こ
の
問
題
に
対
峙

す
べ
く
始
ま
っ
た
最
新
の
研
究
を
紹
介
し

ま
す
。

〈
講
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
〉

● 

講
演

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

― 

日
本
の
針
葉
樹
人
工
林
の
現
状
を

正
し
く
理
解
す
る 

―

宇
都
木 

玄
（
研
究
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
）

育
林
作
業
の
省
力
化
に
向
け
て

― 

最
先
端
の
技
術
と
考
え
方 

―

山
川 

博
美
（
九
州
支
所 

森
林
生
態
系
研

究
グ
ル
ー
プ 

主
任
研
究
員
）

素
材
生
産
技
術
の
高
度
化

― 

こ
こ
ま
で
き
た
林
業
機
械
の
自
動
化 
―

中
澤 

昌
彦
（
林
業
工
学
研
究
領
域 
収
穫

シ
ス
テ
ム
研
究
室 

室
長
）

世
界
の
情
勢
に
左
右
さ
れ
る
木
材
の
価
値

― 

国
際
市
場
に
お
け
る
日
本
の
在
り
方 

―

早
舩 

真
智
（
林
業
経
営
・
政
策
研
究
領
域　

研
究
員
）

針
葉
樹
だ
け
で
良
い
の
か

― 

立
木
の
付
加
価
値
、
広
葉
樹
利
用
の
温

故
知
新 

―

山
下 

直
子
（
関
西
支
所 

森
林
生
態
系
研

究
グ
ル
ー
プ
長
）

時
間
軸
も
考
慮
し
た
資
源
管
理

― 

自
立
で
き
る
山
づ
く
り
の
た
め
に 

―

　

調
査
に
よ
る
と
、
樹
木
の
寿
命
と
最
大

径
は
樹
種
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
ト
チ
ノ
キ
、
ミ
ズ
ナ

ラ
、
ハ
リ
ギ
リ
の
寿
命
は
約
７
０
０
年

以
上
で
最
も
長
く
、
ミ
ズ
キ
、
シ
ラ
カ
ン

バ
、
ド
ロ
ノ
キ
等
の
寿
命
は
最
も
短
い
約

１
０
０
年
以
上
、
北
日
本
の
天
然
林
を
代

表
す
る
ブ
ナ
や
ハ
ル
ニ
レ
は
中
間
の
約

４
０
０
～
５
０
０
年
以
上
で
し
た
。

　

最
大
径
は
40
～
１
２
０
cm
に
お
よ
び
、

寿
命
と
お
お
む
ね
正
比
例
し
ま
し
た
が
、

寿
命
約
６
０
０
年
で
最
大
径
70 

cm
前
後

の
オ
ノ
オ
レ
カ
ン
バ
や
イ
チ
イ
、
寿
命

２
８
０
年
で
最
大
径
45 

cm
の
ヤ
マ
ボ
ウ
シ

な
ど
、
太
く
は
な
ら
な
い
が
、
じ
つ
は
老

齢
な
個
体
を
含
む
樹
種
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
寿
命
推
定
値
は
北
米
の
近
縁

種
と
の
類
似
関
係
が
あ
り
、
普
遍
性
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
、
日
本
で
は
人
工
林
の
一
部
を
広

葉
樹
林
に
復
元
す
る
取
り
組
み
も
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
真
に
原
生
的
な
、
よ
り
自

然
に
近
い
姿
の
森
林
を
再
生
す
る
に
は
、

４
０
０
～
７
０
０
年
に
お
よ
ぶ
超
長
期
的

な
ビ
ジ
ョ
ン
が
必
要
と
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

（
本
研
究
成
果
は
、
２
０
２
３
年
５
月
10
日
に Jo

ur-

n
a

l o
f F

o
re

st R
e

se
a

rc
h

誌
で
オ
ン
ラ
イ
ン
公

開
さ
れ
ま
し
た
）
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和
５
年
度

森
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総
合
研
究
所
公
開
講
演
会

持
続
可
能
な
豊
か
な
森
を
築
く

― 

資
源
を
提
供
し
て
く
れ
る
森
を
築
く
た

め
に
今
必
要
な
事 

―

日
時
：
令
和
５
年
10
月
11
日
（
水
）

13
時
か
ら
16
時
40
分

会
場
：
一
橋
大
学　

一
橋
講
堂
（
東
京
都

千
代
田
区
一
ツ
橋
２
丁
目
１
番
２
号 

学
術
総

合
セ
ン
タ
ー
２
階
）

参
加
無
料
・
事
前
登
録
不
要

　

資
源
を
提
供
し
て
く
れ
る
森
、
そ
れ
は

私
た
ち
の
先
輩
諸
氏
が
「
人
工
林
」
と
し

て
造
り
、
育
ん
で
き
た
森
で
す
。
近
年
は

環
境
問
題
の
解
決
場
所
と
し
て
注
目
さ
れ

て
き
た
森
林
で
す
が
、
私
た
ち
が
生
活
す

る
う
え
で
利
用
す
る
資
源
を
提
供
し
て
く

れ
る
「
森
」
と
し
て
改
め
て
見
直
す
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
人
工
林
を
伐
採

し
た
後
に
改
め
て
植
栽
す
る
「
再
造
林
」

が
行
わ
れ
ず
、
造
林
未
済
地
と
し
て
残
さ

れ
る
山
が
急
速
に
増
え
て
い
る
こ
と
が
あ

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

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

　多摩森林科学園での実開催とオンラインでの開催を予定しています。
　オンライン開催は遠方の方でもご参加いただけますのでお楽しみに！ 

HP ： https://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/index.html　　E-mail ： shinrinkouza@ffpri.affrc.go.jp

▲森林講座申込み

10月13日（金曜日）

「お宝の山！
　今こそ国産広葉樹の出番です」
山下 直子 （関西支所） 

11月10日（金曜日）

「『ナラ枯れ』とは？
　ドングリの木が枯れていく仕組み」
衣浦 晴生 （森林昆虫研究領域） 

12月8日（金曜日）

「海辺の森林、マングローブ」
小野 賢二 （立地環境研究領域） 

開 催 オンライン開催

1月18日（木曜日）

「ビッグデータで調べる国立公園の
　人気スポット」
小黒 芳生 （森林植生研究領域） 

急峻な斜面における人工林の林業

中
尾 

勝
洋
（
関
西
支
所  

森
林
生
態
系
研

究
グ
ル
ー
プ 

主
任
研
究
員
）

● 

ポ
ス
タ
ー
発
表

● 

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

「
木
材
利
用
を
行
う
森
林
の
た
め
に
、
そ
の

理
想
像
は　

予
定
調
和
は
成
り
立
つ
の
か
」

森
林
総
合
研
究
所
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

北
日
本
の
主
要
樹
種
の
寿
命
を
推
定

― 

天
然
林
の
再
生
の
た
め
の
重
要
情
報 

―

　

多
様
な
樹
種
か
ら
な
る
森
林
の
成
り
立

ち
を
理
解
し
、
そ
の
行
く
末
を
予
測
す
る

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
樹
種
の
寿
命
を
知
る

こ
と
が
重
要
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

科
学
的
に
信
頼
で
き
る
ま
と
ま
っ
た
情
報

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
森
林
総
合
研
究

所
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
北
日
本
の
天
然

の
大
径
材
が
単
一
の
木
材
市
場
に
集
荷
さ

れ
て
い
た
１
９
９
０
年
代
半
ば
に
、
42
樹

種
・
計
１
６
８
４
本
の
丸
太
の
太
さ
と
年

輪
を
調
べ
、
そ
の
デ
ー
タ
か
ら
樹
種
ご
と

の
寿
命
と
最
大
径
を
推
定
す
る
こ
と
に
成

功
し
ま
し
た
。

岩手県矢巾町の木材市場で大径木1684本
の年輪を数えた（撮影：正木隆）
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カシノナガキクイムシ （メス）マテバシイの集団枯死が発生している

林内の状況



オガサワラグワの枯れ木に生えた
オオメシマコブ

生きた大木にも寄生して心材（幹の中心
の材）を腐らせるが、それが原因で木が枯

れたり弱ったりすることはない。

オオメシマコブが発生した
オガサワラグワの古い切り株

中央部が腐って空洞になっている。心材
を腐らせたオオメシマコブが、伐採後も

切り株の中で長年にわたり生きながら
えてきたことをうかがわせる。

アカギの林
見わたす限りの高木がほ

とんどアカギになっ
てしまっている。
（小笠原母島）

撮影は筆者（『森林と菌類』　共立出版より）

自然探訪

オオメシマコブの絶滅危機

21

オ
オ
メ
シ
マ
コ
ブ
は「
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
」と
俗

称
さ
れ
る
硬
質
き
の
こ
の
一
種
で
す
。
熱
帯

地
方
を
中
心
に
広
く
分
布
し
、
国
内
で
は
小
笠
原

諸
島
と
高
知
県
に
離
れ
て
分
布
す
る
と
考
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
や
形
態
的
な

特
徴
な
ど
を
詳
し
く
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
小
笠
原

諸
島
と
高
知
県
に
分
布
す
る
も
の
は
別
種
で
あ
る

こ
と
、
さ
ら
に
は
海
外
に
分
布
す
る
種
類
と
も
異

な
る
新
種
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

も
と
も
と「
オ
オ
メ
シ
マ
コ
ブ
」は
小
笠
原
に
分

布
す
る
も
の
に
対
し
て
付
け
ら
れ
た
名
前
で

し
た
。
で
す
の
で
、
和
名
と
し
て
は
、
小
笠
原
産

の
も
の
が
狭
義
の
オ
オ
メ
シ
マ
コ
ブ
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
オ
オ
メ
シ
マ
コ
ブ
は
、
世
界

中
で
小
笠
原
諸
島
に
し
か
分
布
し
て
い
な
い
き
の

こ
で
す
。
そ
し
て
、
オ
ガ
サ
ワ
ラ
グ
ワ
と
い
う
木

に
し
か
生
え
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
オ

ガ
サ
ワ
ラ
グ
ワ
も
小
笠
原
諸
島
だ
け
に
天
然
分
布

す
る
樹
木
で
、
元
々
は
島
内
の
湿
潤
な
地
域
に
広

く
分
布
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
オ
ガ
サ
ワ
ラ
グ
ワ
は
建
材
や
家
具

な
ど
と
し
て
重
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
明
治

期
以
降
大
量
に
伐
採
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
加

え
て
、
薪ま
き

と
し
て
使
う
た
め
に
本
来
小
笠
原
諸
島

に
分
布
し
て
い
な
か
っ
た
ア
カ
ギ
と
い
う
木
が
沖

縄
か
ら
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。
繁
殖
力
の
強
い
ア

カ
ギ
は
、
小
笠
原
諸
島
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
爆
発

的
に
増
え
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
オ
ガ
サ
ワ
ラ
グ
ワ
を
は
じ
め
と
す

る
原
生
樹
の
多
く
が
、
ア
カ
ギ
に
追
い
や
ら

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
い
ま
で
は
、
オ
ガ
サ
ワ

ラ
グ
ワ
は
絶
滅
の
危
険
性
が
高
い
絶
滅
危
惧
種
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
オ
ガ
サ
ワ
ラ
グ
ワ
の
大
木

が
数
少
な
く
な
っ
た
今
、
オ
オ
メ
シ
マ
コ
ブ
も
絶

滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。
♠

きのこと
      森の密

ひ そ

かな関係
巻頭鼎談◉森のきのこの妖

あ や

しくも秘めたる魅力
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