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研究の“森”から
No. 251

地
球
温
暖
化
へ
の
対
策
と
し
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
を
抑
制
す
る
緩
和
策
に
加
え
、
気
候
変
化
に
伴
う
影
響

に
備
え
る
適
応
策
の
重
要
性
が
増
し
て
い
ま
す
。
国
内
で

は
、
政
府
が
２
０
１
５
年
11
月
に
温
暖
化
適
応
計
画
を
閣

議
決
定
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
今
後
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の

温
暖
化
適
応
策
の
検
討
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
日
本
の
冷
温
帯
で
優
占
す
る
落
葉
広
葉
樹

の
ブ
ナ
に
つ
い
て
、生
育
に
適
し
た
地
域
（
潜
在
生
育
域
）

の
温
暖
化
に
伴
う
変
化
と
、
適
応
策
と
し
て
の
自
然
保
護

区
の
設
計
に
つ
い
て
検
討
し
ま
し
た
。

温
暖
化
が
進
ん
だ
65
‐
85
年
後
の
気
候
の
下
で
は
、
東

日
本
か
ら
北
海
道
に
か
け
て
は
、
ブ
ナ
の
潜
在
生
育
域
の

多
く
が
現
在
の
保
護
区
域
内
で
減
少
す
る
と
予
測
さ
れ
ま

し
た
が
、
周
辺
に
は
潜
在
生
育
域
が
継
続
す
る
場
所
も
多

く
予
測
さ
れ
ま
し
た
（
図
１
）。
そ
の
た
め
、
こ
の
地
域

で
は
、
保
護
区
域
の
見
直
し
が
ブ
ナ
の
保
全
に
有
効
で
す
。
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自
然
保
護
区
の
管
理
を
温
暖
化
の
適
応
策
と
し
て
評
価
し
ま
し
た

地
球
温
暖
化
へ
の 

森
林
の
適
応
策

― 
ブ
ナ
天
然
林
を
事
例
と
し
て 

―

適
応
策
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す

ブナ林（福島県奥只見）
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一
方
、
西
日
本
で
は
現
在
の
ブ
ナ
の
生
育
域
が
す
で
に
山
岳

地
帯
の
最
上
部
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
温
暖
化
の
進
行
に

と
も
な
っ
て
生
育
可
能
な
地
域
そ
の
も
の
が
ほ
ぼ
消
滅
す
る

と
予
測
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
人
為
的
な
植
栽
な
ど
を

含
め
積
極
的
な
維
持
管
理
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
西
日
本
の
ブ
ナ
は
遺
伝
的
に
東
日
本
と

異
な
る
た
め
、
植
栽
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
苗
木
は
で
き
る

だ
け
現
地
で
生
産
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
地
球
温
暖
化
に

よ
る
ブ
ナ
へ
の
影
響
を
あ
ら
か
じ
め
予
測
し
、
地
域
に
よ
り

保
護
区
の
見
直
し
や
植
栽
な
ど
の
積
極
的
な
管
理
な
ど
の
対

策
を
選
択
す
る
こ
と
が
適
応
策
と
し
て
必
要
で
す
。

図１　 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。

秋のブナ林（栃木県奥鬼怒）

春　新緑のブナ（茨城県つくば市）

冬のブナ林（北海道黒松内）

夏のブナ林（福島県奥只見）


