
降
り
積
も
る
雪
の
変
化

　

降
り
た
て
の
雪
は
「
新
雪
」
と
よ
ば
れ
、
雪

の
結
晶
が
積
み
重
な
っ
た
状
態
に
あ
り
ま
す
。

気
温
が
０
℃
よ
り
も
低
い
と
た
い
て
い
、
フ
カ

フ
カ
の
綿
菓
子
の
よ
う
に
軽
い
姿
を
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
時
間
が
た
つ
に
つ
れ
、
あ
と
か

ら
降
っ
て
き
た
雪
の
重
み
で
圧
縮
さ
れ
、
か
た

い
「
し
ま
り
雪
」
に
な
っ
た
り
、気
温
が
上
が
っ

て
雪
の
一
部
が
融
け
て
水
を
含
ん
だ
「
ざ
ら
め

雪
」
に
な
っ
た
り
と
、
そ
の
姿
を
変
え
て
い
き

ま
す
。
こ
う
し
た
変
化
に
つ
れ
、
雪
は
ほ
と
ん

ど
の
場
合
、
初
め
の
状
態
よ
り
も
重
た
く
な
っ

て
い
き
ま
す
。
降
り
た
て
の
新
雪
は
密
度
が
0.1

〜
0.2
ｇ

cm-3

程
度
で
、
か
た
ま
り
の
中
の
８
〜
９

割
は
空
気
で
で
き
た
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
な
構
造

を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
時
間
を
経
て
か
た
く

し
ま
っ
た
雪
に
な
る
と
密
度
が
0.5
ｇ

cm-3

を
超
え

る
こ
と
も
あ
り
、
初
め
の
状
態
か
ら
５
倍
ほ
ど

も
圧
縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

降
り
積
も
っ
た
雪
の
深
さ

　

降
り
積
も
っ
た
雪
の
深
さ
の
こ
と
を
積
雪
深

と
よ
び
ま
す
。
積
雪
深
は
森
林
や
人
間
社
会
に

大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
例
え
ば
日
本
の
森

林
の
植
生
分
布
は
温
度
や
降
水
量
と
並
ん
で
積

雪
深
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
一

例
と
し
て
森
林
の
林
床
に
生
育
す
る
代
表
的

な
植
物
で
あ
る
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
の
分
布
を
示
し
ま

し
ょ
う
図
１

。
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
は
気
温
が
低
く
て
積

雪
深
が
小
さ
い
地
域
に
分
布
す
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
一
方
、
積
雪
深
は
今
後
、
温
暖
化

な
ど
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
気
温
に
よ
っ
て
積
雪
深
が
ど

の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
は
、
温
暖
化
の
影
響

を
知
る
う
え
で
重
要
な
情
報
で
す
。
そ
こ
で
こ

こ
で
は
、
雪
の
厚
み
と
重
さ
の
関
係
か
ら
積
雪

深
を
予
測
し
た
研
究
を
紹
介
し
ま
す
。

積
雪
深
を
予
測
す
る

　

積
雪
の
厚
さ
は
一
定
時
間
に
降
っ
た
雪
の
量

と
、
そ
の
後
、
雪
の
縮
ん
で
い
く
速
度
が
わ
か

れ
ば
計
算
で
き
ま
す
。
こ
の
計
算
に
は
、
積
雪

は
そ
の
密
度
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
縮
み
や
す

写真１　積雪断面観測の現場
新潟県十日町市、森林総合研究所十日町
試験地での風景。

図 2　雪の密度と縮みにくさの関係
降りたての雪は密度が低いため縮みやすい（粘性係数が小さい）が、時間がたつ

につれ圧縮されて密度が高くなり、急速に縮みにくく（粘性係数が大きく）なる。
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図 1　日本全国のミヤコザサの分布を
推定した図

（Tsuyama et al. 2012 を一部改変）

図 3　積雪が変化する様子の模式図
一定時間に降った雪が縮みながら、その上に新しい雪が積み重なっていく。
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研究の森から
雪の厚みと
重さの関係から
積雪深を予測する



森
と
積
雪
深
の
関
係

　

今
回
の
モ
デ
ル
を
使
え
ば
、
将
来
、
温
暖
化

が
起
き
た
時
の
積
雪
深
の
変
化
を
予
測
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
以
外
に
も
ブ
ナ

や
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
、
積
雪
の
多
い
地
域
の
主

要
な
樹
木
は
積
雪
深
の
影
響
を
受
け
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
積
雪
は
、
植
物
以
外
に
も

シ
カ
な
ど
の
野
生
動
物
の
行
動
に
も
影
響
を
与

え
て
い
ま
す
。
一
方
、
積
雪
は
や
が
て
融
け
て

水
と
な
り
、
河
川
を
流
れ
て
人
間
も
利
用
す
る

水
資
源
の
一
部
と
な
り
ま
す
。
日
本
海
側
に
南

北
に
長
い
積
雪
地
帯
を
も
つ
日
本
で
は
、
温
暖

化
に
よ
っ
て
雪
が
雨
に
変
わ
る
と
一
部
の
地
域

が
積
雪
地
帯
で
は
な
く
な
る
た
め
、
森
の
生
態

系
や
人
間
社
会
に
様
々
な
影
響
が
お
よ
ぶ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
影
響
を
よ
り
よ
く

理
解
す
る
た
め
に
は
、
現
在
の
森
林
と
積
雪
の

関
係
を
さ
ら
に
調
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

い
図
２

と
い
う
特
徴
を
利
用
し
て
開
発
さ
れ
た

粘
性
圧
縮
モ
デ
ル
を
使
い
ま
す
。
こ
こ
で
問
題

な
の
は
、
積
雪
は
、
積
も
っ
た
雪
が
縮
み
な
が

ら
も
、
そ
の
上
に
新
し
い
雪
が
積
み
重
な
っ
て

い
く
層
状
の
構
造
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
図
３

。
そ
の
た
め
、
一
定
時
間
ご
と
に
降
っ

た
雪
の
縮
み
ぐ
あ
い
を
別
々
に
計
算
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
計
算
が
正
し
い
か
ど
う
か

を
確
か
め
る
た
め
、
10
日
ご
と
に
雪
の
表
面
に

テ
ー
プ
を
張
っ
て
、
そ
の
高
さ
を
、
雪
を
掘
っ

て
10
日
ご
と
に
記
録
し
ま
し
た
写
真
１

。
こ
う
す

る
こ
と
で
、
10
日
間
に
降
っ
た
雪
の
縮
み
ぐ
あ

い
を
実
際
に
観
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
記

録
し
た
結
果
を
、
粘
性
圧
縮
モ
デ
ル
の
計
算
値

と
比
べ
た
と
こ
ろ
、
ほ
ぼ
同
じ
値
に
な
り
ま
し

た
図
４

。
つ
ま
り
雪
の
縮
み
ぐ
あ
い
を
高
い
精

度
で
予
測
で
き
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
モ

デ
ル
と
、
気
象
庁
の
ア
メ
ダ
ス
観
測
点
で
得
ら

れ
た
降
水
量
の
情
報
な
ど
を
用
い
て
、
日
本
全

国
で
の
積
雪
深
の
分
布
を
推
定
し
ま
し
た
図
５

。

図 4　粘性圧縮モデルによる積雪深の計算結果（実線）と、実際に観測された値（●）
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図 5　日本全国の積雪深の分布図
最大積雪深の 1980 年から 2000 年の平均を推定した。
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15 シリーズ◉研究の森から

小南 裕志　Kominami Yuji

森林防災研究領域

Q1. なぜ研究者に？
　大それた思いはなく、満員電車に乗って大

都会で働く生活がしたくなかったというのが一

番大きな動機です。私にとって、それは漁師

でもよかったのかもしれません。たくさんの人

が向かう都会とは逆方向の現場に向かう道の

りで、あちらではなくて良かったなと思います。

Q2. 影響を受けた本や人など
　日本では『15少年漂流記』の名で知られるジュ

ール・ベルヌの『二年間の休暇』です。子どもたち

が無人島に流され、そこで2年間を生きぬく物語

です。大きな自然の中では人間はちっぽけなもの

なんだな、という感覚がその大きなものを見て

みたいという道につながったのかもしれません。

Q3. 研究の魅力とは？
　現場での森林の研究を長い間行っていると、

おなじ山に何度も何度も足を運ぶことになり

ます。私の場合、論文などで発表する内容は

繰り返し山に通って、自分の中でそれはあた

り前にある自然の姿なのだと納得した内容が

ほとんどです。小さなことでも自然の中にあ

るものを発見できるのは楽しいものです。

Q4. 若い人へ
　狭い分野ですが30年ほどの経験から、技術

を磨き上げることはやはり日本人が得意とす

るポイントなのだなと実感しています。楽で

はないけれど面白いと思える分野を見つけて、

自分の技術や工夫が生かせると、少しだけ人

生が豊かになるのではと思います。


