
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒
こ
の
潜
在
生
育
域
は
︑
現
在

の
気
候
条
件
下
で
６
万
３
千
㎢
で
す
が
︑
将
来
の
気

候
条
件
下
で
は
約
４
割
に
縮
小
す
る
と
予
測
さ
れ
ま

し
た
︒
本
州
の
日
本
海
側
か
ら
東
北
地
方
・
北
海
道

南
部
で
は
縮
小
す
る
も
の
の
各
地
に
残
存
し
ま
す
が
︑

西
日
本
や
本
州
太
平
洋
側
で
は
ほ
と
ん
ど
消
失
す
る

と
予
測
さ
れ
ま
し
た
︵
図
４
︶︒

　

温
暖
化
の
ブ
ナ
へ
の
悪
影
響
を
ど
う
し
た
ら
少
な

く
で
き
る
で
し
ょ
う
か
︒
ブ
ナ
は
遷
移
後
期
樹
種
の

　

地
球
表
面
の
温
度
は
︑
過
去
１
３
２
年
間
に
０・

８
５
℃
の
上
昇
が
観
測
さ
れ
︑
今
後
１
０
０
年
間
で

さ
ら
に
０・
３
～
４・
８
℃
の
上
昇
が
予
測
さ
れ
て
お

り
︑
動
植
物
の
分
布
な
ど
自
然
の
様
々
な
面
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
た

め
︑
生
態
系
や
生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
適
応
策
を

考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
温
暖
化
で
︑
分
布
南
限
域

の
生
物
は
温
度
が
上
が
り
過
ぎ
て
生
息
で
き
な
く
な

る
一
方
︑
分
布
北
限
域
で
は
生
息
に
適
し
た
温
度
に

上
昇
す
る
た
め
分
布
域
が
広
が
り
ま
す
︒
そ
の
た
め
︑

分
布
域
の
変
化
を
分
布
予
測
モ
デ
ル
を
用
い
て
推
定

す
る
と
と
も
に
︑
現
地
の
変
化
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で

把
握
し
︑
そ
の
結
果
に
基
づ
き
適
応
策
を
考
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
︵
図
１
︶︒

　

日
本
の
代
表
的
自
然
林
の
優
占
種
で
あ
る
ブ
ナ

︵
図
２
︶
の
場
合
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒
気
候
要

因
か
ら
ブ
ナ
の
分
布
を
予
測
す
る
モ
デ
ル
を
つ
く
り
︑

こ
れ
に
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
第
４
次
報
告
書
で
使
わ
れ
て
い
る

２
０
８
１
～
２
１
０
０
年
の
将
来
気
候
シ
ナ
リ
オ
の

デ
ー
タ
を
組
み
込
み
︑
将
来
の
ブ
ナ
の
生
育
可
能
な

地
域
︵
潜
在
生
育
域
︶
を
予
測
し
ま
し
た
︵
図
３
︶︒

潜
在
生
育
域
か
ら
は
ず
れ
て
も
直
ち
に
ブ
ナ
が
枯
れ

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
ブ
ナ
の
稚
樹
が

育
た
ず
︑
親
木
が
寿
命
で
枯
れ
る
と
ブ
ナ
林
で
な
く

図1　自然生態系における温暖化の影響予測と適応策の関係

図2　ブナ林（白神山地世界遺産地域）

温
暖
化
へ
の
自
然
林
の
適
応
策北

海
道
支
所　

地
域
研
究
監　

田
中 

信
行
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ブ
ナ
林
を
守
る
た
め
に
︑
潜
在
生
育
域
外
で
は
あ
っ

て
も
植
栽
な
ど
積
極
的
な
保
護
策
に
よ
っ
て
ブ
ナ
の

再
生
を
促
進
す
る
こ
と
が
適
応
策
に
な
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
︒

特
性
︵
遅
い
成
長
︑
高
い
結
実
樹
齢
な
ど
︶
を
も
つ

た
め
︑
伐
採
が
繰
り
返
さ
れ
た
二
次
林
で
は
消
失
し

ま
す
︒
ブ
ナ
林
を
守
る
に
は
分
布
域
を
保
護
区
に
入

れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
︒
保
護
区
に
含
ま
れ
る
潜
在

生
育
域
は
︑
温
暖
化
後
は
現
在
の
半
分
︑
１
万
２
千

㎢
に
減
る
と
予
測
さ
れ
ま
す
︒
一
方
︑
温
暖
化
後
も

持
続
的
に
潜
在
生
育
域
で
あ
る
地
域
で
保
護
区
外
が

同
じ
く
ら
い
あ
り
ま
す
︒
そ
こ
で
本
州
日
本
海
側
・

東
北
・
北
海
道
南
部
で
は
︑
保
護
区
外
の
持
続
的
潜

在
生
育
域
を
保
護
区
に
追
加
し
︑
現
在
の
保
護
区
の

ブ
ナ
林
と
同
程
度
の
面
積
を
確
保
す
る
こ
と
が
適
応

策
に
な
り
ま
す
︒
一
方
︑
潜
在
生
育
域
が
ほ
と
ん
ど

消
失
す
る
西
日
本
・
本
州
太
平
洋
側
で
は
︑
追
加
す

べ
き
ブ
ナ
林
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
︑

図4　稚樹・若木があり世代交代（更新）が順調な日本海側のブナ林（上）、
潜在生育域の辺縁部に位置し稚樹・若木が少なく更新が難しい太平洋側
低山のブナ林（下）。どちらも冬の様子で、日本海側に多い積雪はブナに
とって好適な環境条件である。

図3　	現在および将来のブナの潜在生育域と自然保護区の比較。	a)保護区、b)現在気候下における潜在生育域、c)	2081〜 2100年の気候下
における潜在生育域	(Nakao	et	al.	2013)。

a)	保護区

■	保護区 ■	潜在育成域かつ保護区内
■	潜在育成域だが保護区外

b)	現在 c)	将来
(2081-2100)
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