
山
田
◉
多
摩
森
林
科
学
園
は
今
年
が
１
０
０
周
年
と

い
う
こ
と
で
、
ひ
と
つ
の
節
目
と
し
て
、
そ
の
存
在

意
義
を
改
め
て
確
認
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
濱
野
先
生
は
、
当
園
と
少
な
か
ら
ぬ
ご
縁
が

あ
る
と
伺
い
ま
し
た
が
？

濱
野
◉
か
れ
こ
れ
半
世
紀
ほ
ど
前
で
す
か
、
ち
ょ
う

ど
大
学
に
奉
職
し
た
時
の
上
司
が
林は
や
し

弥や

栄さ
か

先
生
と

い
う
、
こ
ち
ら
の
園
で
サ
ク
ラ
の
保
存
林
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
た
方
で
し
た
。
林
先
生
と
の
お
つ
き
あ
い
で

サ
ク
ラ
に
つ
い
て
学
び
に
来
た
り
、
樹
木
の
生
態
と

名
前
を
一
致
さ
せ
る
べ
く
樹
木
園
に
通
っ
て
学
ば
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
春
先
に
香
り
の
い
い
花
を
咲

か
せ
る
シ
ナ
ミ
ズ
キ
を
印
象
深
く
覚
え
て
い
ま
す
。

島
田
◉
林
弥
栄
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
輩
方
が

連
綿
と
つ
づ
け
て
こ
ら
れ
た
植
物
、
樹
木
研
究
の
蓄

積
は
、
後
を
継
ぐ
私
た
ち
に
と
っ
て
と
て
も
貴
重
な

も
の
で
す
。
昔
の
都
市
近
郊
林
に
は
、
ど
う
い
う
植

物
が
い
て
今
は
ど
う
な
っ
た
か
、
そ
う
し
た
変
化
が

追
え
る
か
ら
で
す
。
こ
の
50
年
間
、
周
囲
の
環
境
が

変
わ
り
、
開
発
の
影
響
を
受
け
や
す
い
水
辺
や
草
原

生
の
希
少
種
が
消
え
て
外
来
種
が
増
え
た
。
当
園
の

環
境
も
、ま
わ
り
に
住
宅
地
や
高
速
道
路
が
で
き
て
、

目
の
前
の
道
路
も
ど
ん
ど
ん
広
が
り
、
周
囲
か
ら
孤

立
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
環
境
の
変
化
を
園
の
植
物

た
ち
が
教
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
先
達
か
ら
の
研
究

蓄
積
が
あ
る
か
ら
み
え
る
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

濱
野
◉
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
の
情
報
の
蓄
積
と
い
う
の

は
と
て
も
重
要
で
す
ね
。
私
が
調
査
に
携
わ
っ
た
明

治
神
宮
の
森
＊
も
、
典
型
的
な
大
都
会
の
中
の
緑
の

孤
島
で
、
造
成
か
ら
１
０
０
年
ほ
ど
を
経
ま
し
た
。

平
成
23
年
か
ら
生
態
系
調
査
を
行
っ
た
の
で
す
が
、

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
と
か
思
わ
ぬ
植
物
が
出
現
し
て
き

多摩森林科学園 サクラ保存林にて
Photo by Godo Keiko

巻頭◉鼎談

高尾の森から考える
都市と森林。100年をみすえて
濱野 周泰　　　山田 茂樹　　　島田 和則

　
造園樹木学を研究テーマとし、「明治神宮の森」の生態系調査で植物調査主査を担った
濱野周泰先生と、多摩森林科学園の山田茂樹園長、都市近郊林を専門とする
島田和則主任研究員に、都市近郊林への都市化の影響や、人と森との関係、
さらには環境教育の場としての森について、お話しいただきました。
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て
い
ま
す
。
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
は
野
鳥
が
飛
来
し
て

留
ま
る
、
林
縁
の
落
葉
樹
の
周
り
に
よ
く
出
て
く

る
。
常
緑
樹
の
し
っ
か
り
し
た
森
に
は
出
て
こ
な
い

の
で
す
。
人
為
を
排
し
た
森
と
は
い
え
、
キ
ウ
イ
フ

ル
ー
ツ
が
入
る
と
ツ
ル
植
物
特
有
の
被
圧
が
生
じ
ま

す
し
、
在
来
種
と
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
の
も
困
る

わ
け
で
、
都
市
化
の
影
響
は
か
な
り
大
き
い
。

島
田
◉
雑
木
林
は
昔
は
燃
料
や
肥
料
を
採
る
た
め
に

使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
い
ま
は
放
置
さ
れ
る

こ
と
も
多
く
、
植
生
が
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
管
理
し
て
い
る
林
と
管
理
し
て
い
な
い
林
で

ど
う
植
物
の
ち
が
い
が
出
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な

管
理
が
適
切
か
を
考
え
る
た
め
に
八
王
子
市
内
の
90

カ
所
ほ
ど
の
雑
木
林
の
調
査
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。そ
の
調
査
で
も
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
は
出
ま
し
た
。

林
が
孤
立
す
る
と
周
り
か
ら
入
り
や
す
く
、
栽
培
も

さ
れ
て
ま
す
か
ら
。
管
理
を
せ
ず
に
放
っ
て
お
く
と

サ
サ
が
茂
っ
た
り
常
緑
樹
が
茂
っ
た
り
し
て
暗
く
な

り
、
植
物
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
昔
の
よ

う
に
管
理
す
る
と
林
内
が
明
る
く
な
っ
て
、
明
る
い

と
こ
ろ
が
好
き
な
植
物
が
残
る
一
方
で
、
外
来
種
が

入
っ
て
く
る
隙
も
で
き
ま
す
。「
昔
な
が
ら
の
森
林

を
守
る
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
管
理
の
仕
方
も
少
し

複
雑
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

濱
野
◉
こ
こ
の
園
の
森
林
を
み
て
い
る
と
、
上
層
、

中
層
、
下
層
が
し
っ
か
り
あ
る
多
層
構
造
な
ん
で
す

ね
。
こ
れ
が
森
の
健
全
性
を
担
保
し
て
い
る
と
思
う

ん
で
す
。
明
治
神
宮
の
い
ち
ば
ん
上
層
は
ク
ス
ノ
キ

で
す
。
一
部
シ
ラ
カ
シ
が
あ
り
ま
す
が
。
じ
つ
は
ク

ス
ノ
キ
が
上
層
を
覆
っ
て
い
る
た
め
に
光
の
透
過
量

が
ほ
か
の
常
緑
樹
と
比
べ
る
と
か
な
り
多
い
ん
で
す

ね
。す
る
と
次
の
層
の
常
緑
樹
が
そ
の
光
を
使
え
る
。

い
ち
ば
ん
高
い
と
こ
ろ
で
約
27
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
そ

の
下
の
植
生
が
７
〜
８
層
あ
り
ま
す
。
林
床
は
ア
オ

キ
や
ヤ
ツ
デ
は
少
な
く
て
ジ
ャ
ノ
ヒ
ゲ
が
一
部
出
て

く
る
く
ら
い
。
サ
サ
も
入
っ
て
来
な
い
。
や
は
り
森

の
多
層
構
造
の
多
様
性
は
大
事
だ
な
と
思
い
ま
す
。

こ
の
ま
ま
温
暖
化
が
進
ん
で
、
カ
シ
、
シ
イ
の
よ
う

な
元
々
の
気
候
的
な
極
相
種
＊
が
覆
う
と
、
一
気
に

そ
の
階
層
構
造
が
崩
れ
ま
す
。
森
の
柔
軟
性
が
、
だ

ん
だ
ん
削
が
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
心
配
で
す
。

　

高
尾
の
辺
り
は
、
東
京
都
心
と
比
べ
て
気
温
が
低

く
、
こ
れ
か
ら
温
暖
化
で
ど
う
変
化
す
る
か
、
研
究

す
る
に
は
面
白
い
場
所
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

島
田
◉
常
緑
樹
で
も
寒
さ
に
弱
い
木
、
強
い
木
が
あ

り
ま
す
が
、
沿
岸
部
な
ど
暖
か
い
と
こ
ろ
に
多
い
ス

ダ
ジ
イ
に
と
っ
て
こ
の
辺
り
は
内
陸
の
限
界
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
明
治
神
宮
に
行
く
と
ス
ダ
ジ
イ
が
強
い

と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
カ
シ
に
負
け
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
、
温
暖
化
が
進
む
と
た
ぶ
ん
、
常
緑
樹
の

中
で
の
勢
力
関
係
は
、
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

濱
野
◉
尾
根
の
突
き
あ
た
り
に
ス
ダ
ジ
イ
が
あ
り
ま

し
た
が
、
決
し
て
広
が
っ
て
な
い
で
す
ね
。

島
田
◉
え
え
。
こ
こ
は
も
と
も
と
の
植
生
で
い
く

と
、
常
緑
林
で
も
モ
ミ
、
カ
シ
が
優
勢
な
植
生
帯
な

ん
で
す
。
カ
シ
の
林
に
ピ
ョ
ン
、
ピ
ョ
ン
と
モ
ミ
が

飛
び
出
し
て
い
る
よ
う
な
、
モ
ミ
と
カ
シ
の
混
交
林

が
本
来
の
極
相
林
＊
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
辺
り
は

ア
ラ
カ
シ
が
多
い
で
す
が
、
む
し
ろ
ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ

と
か
、
も
う
少
し
成
長
が
遅
い
カ
シ
が
自
然
度
の
高

い
森
で
優
勢
に
な
り
ま
す
。
園
内
に
は
原
生
林
の
頃

の
面
影
を
残
し
て
い
る
林
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
は
代
々
守
っ
て
い
き
た
い
の
で
す
が
…
…
。

Key Words  極相種、極相林

生物種・生物相が自然に移り変わる遷移

の最終的な形として、それぞれの気候環

境ごとに成立する森林を極相林、それら

を構成する樹種を極相種という。

Key Words  明治神宮の森

明治天皇の崩御を受けて、1914（大正3）年に造営が

はじまった神社のための樹林。ドイツで林学を学ん

だ本多静六を中心に、上原敬二らが指導した。全国

から279種10万本の樹木を集め、「適地適木」の考え

で植栽をすることで、人の手を入れずに自然遷移で

できあがる50年後、100年後、150年後の森をイメ

ージして設計された。100年を経た2015年に大規

模な生物調査が行われた。

＊

＊

濱野 周泰（はまの　ちかやす）

1953年東京都生まれ。1976年東京農業大学農学部造園学科
卒業。博士（生物環境調節学）。1999年東京農業大学地域環境
科学部造園科学科教授。2019年より同客員教授。専門は造園
植物学および造園樹木学。樹木医学会理事、社叢学会副理事長
などをつとめる。著書に『原寸図鑑　葉っぱでおぼえる樹木』（柏
書房）、『世界の巨樹と絶景の森』（学研プラス）、『まるごと発見!校
庭の木・野山の木　イチョウの絵本』（農文協）など。

「緑地造りの一環の仕事として、川越氷川神社の境内で
建物を取壊した跡地に社叢としての森を造っています。
市街地の中での森造りは、SDGsを実践するもので環境
形成への神社の高尚な意識を感じます。」

ひと
　こと

巻頭◉鼎談

上層、中層、下層がしっかりある多層構造なんですね。
これが森の健全性を担保していると思うんです。

林相の変化予想図

右は、最初に植栽した樹木の各層

が、50年後、150年後にどのよ

うな林相へと遷移していくかを予

想した図。
出典：『人のつくった森』（上原敬二著　
東京農大出版会）より「明治神宮境内林
苑計画（本郷高徳, 1921）
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濱
野
◉
暖
帯
の
常
緑
広
葉
樹
の
森
に
行
く
と
、
モ
ミ

や
ツ
ガ
が
ち
ょ
こ
っ
と
い
た
り
し
ま
す
ね
。
世
代
交

代
の
時
に
空
間
が
で
き
る
と
、
そ
こ
は
モ
ミ
だ
と
か

針
葉
樹
が
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

明
治
神
宮
も
一
部
生
き
残
っ
た
モ
ミ
が
あ
っ
て
、
そ

の
実
生
が
あ
ち
こ
ち
で
て
き
ま
す
。
そ
れ
ら
が
育
つ

明
る
さ
は
、
お
そ
ら
く
ス
ダ
ジ
イ
で
は
ダ
メ
で
、
カ

シ
類
で
あ
れ
ば
、
な
ん
と
か
光
が
も
ら
え
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
る
。

島
田
◉
モ
ミ
は
結
構
明
る
さ
が
必
要
な
木
で
す
ね
。

高
尾
山
に
は
、
直
径
１
メ
ー
ト
ル
近
い
大
き
い
モ
ミ

の
木
が
あ
っ
て
、
時
々
台
風
な
ど
で
倒
れ
る
。
１
本

倒
れ
る
と
林
冠
に
も
の
す
ご
く
大
き
な
穴
が
開
く
の

で
、
こ
れ
だ
け
の
穴
が
あ
れ
ば
モ
ミ
で
も
十
分
育
つ

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
そ
ん
な
気
が
し
ま
す
。

濱
野
◉
明
治
神
宮
も
、
落
葉
広
葉
樹
の
大
き
な
コ
ナ

ラ
の
木
が
枯
れ
て
倒
れ
、
林
冠
に
ギ
ャ
ッ
プ
＊
が
で

き
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
後
継
樹
と
し
て
同
じ
コ
ナ
ラ

の
稚
苗
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
な
い
ん
で
す
。
今
か

ら
１
０
０
年
前
に
人
が
植
え
た
森
で
す
か
ら
、
綻ほ
こ
ろび

を
繕つ
く
ろう

た
め
の
植
林
は
し
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

と
い
う
話
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
や
は
り
ギ
ャ
ッ

プ
は
自
然
の
ま
ま
任
せ
れ
ば
い
い
と
い
う
意
見
も
あ

り
ま
す
。
周
辺
が
都
市
化
を
し
て
そ
の
外
圧
が
強
い

で
す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
綻
び
は
小
さ
い
う
ち
に
繕
わ

な
い
と
今
後
繕
い
き
れ
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
た
り
も
す
る
の
で
す
が
…
…
。

山
田
◉
最
初
の
こ
ろ
の
都
市
化
の
程
度
と
、
現
在
の

都
市
化
の
程
度
で
は
全
く
ち
が
い
ま
す
も
の
ね
。

濱
野
◉
山
手
線
の
沿
線
で
、
低
木
が
衰
退
を
し
て
し

ま
っ
て
ク
ワ
の
実
生
が
出
て
く
る
と
か
、
カ
ジ
イ
チ

ゴ
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
き
て
、
そ
こ
に
植
え
ら
れ

て
い
た
備
長
炭
の
原
料
の
ウ
バ
メ
ガ
シ
、
イ
ヌ
ツ
ゲ

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
れ
も
外
か
ら
の
都
市

化
の
影
響
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

山
田
◉
ク
ワ
は
、
ど
こ
か
ら
タ
ネ
が
飛
ん
で
く
る
ん

で
し
ょ
う
ね
。
鳥
で
す
か
？

濱
野
◉
鳥
だ
と
思
い
ま
す
。
ク
ワ
は
強
い
で
す
ね
。

草
丈
１
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
藪
の
中
で
も
、
そ
こ
か

ら
ス
ッ
と
１
本
出
て
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

山
田
◉
ク
ワ
は
、
３
年
も
す
る
と
立
派
な
木
に
育
ち

ま
す
ね
。
転
勤
で
家
を
離
れ
て
い
る
間
に
庭
が
ク
ワ

畑
と
見
紛
う
ほ
ど
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

島
田
◉
市
街
地
で
も
、
親
木
は
点
々
と
あ
っ
て
、
鳥

が
タ
ネ
を
運
ぶ
タ
イ
プ
の
植
物
は
増
え
や
す
い
ん
で

す
。
都
市
化
し
て
周
り
か
ら
植
物
が
入
り
に
く
く

な
っ
た
状
況
の
時
に
、
鳥
が
食
べ
る
樹
種
は
ワ
ー
プ

し
て
入
っ
て
く
る
か
ら
、
そ
れ
で
特
に
鳥
が
食
べ
る

樹
種
が
増
え
る
。
明
治
神
宮
も
自
然
に
任
せ
た
ら
お

そ
ら
く
ム
ク
ノ
キ
と
か
エ
ノ
キ
と
か
、
鳥
が
食
べ
る

樹
種
が
多
く
な
り
そ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。

濱
野
◉
そ
う
で
す
ね
。
今
も
明
治
神
宮
で
一
番
太
い

の
は
ム
ク
ノ
キ
で
す
が
。
昔
か
ら
あ
そ
こ
は
ム
ク
ノ

キ
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

山
田
◉
手
を
ど
れ
だ
け
入
れ
る
の
か
、
全
然
入
れ
な

い
の
か
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
す

ね
。
都
市
の
中
で
孤
立
的
に
存
在
す
る
緑
地
帯
な
ど

で
は
、
意
見
が
割
れ
る
で
し
ょ
う
？

濱
野
◉
明
治
神
宮
は
約
70
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
面
積
が
あ

り
ま
す
が
、
周
辺
は
全
て
ビ
ル
や
、
道
路
を
含
め
て

人
の
生
活
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
で
す
ね
。
あ
れ
だ
け

取
り
囲
ま
れ
て
し
ま
う
と
、
も
う
人
間
の
外
圧
を
人

間
が
取
り
除
い
て
修
復
し
な
い
と
難
し
い
。
人
が

入
っ
て
、
木
に
寄
り
添
わ
な
い
と
維
持
で
き
な
い
と

巻頭◉鼎談

手をどれだけ入れるのか、全然入れないのかというのは、
なかなか難しい問題ですね。

☜濱野 周泰さん

の本

＊
Key Words  林冠のギャップ

森の林冠（葉が集まる森林の上層）をつくる木が台

風などで倒れたり、寿命がつきて枯死すると、

林冠に穴の空いた場所ができる。これを林冠ギ

ャップという。太陽光が林床に差しこむので、

そこでの芽生えや稚樹の生存率が高く、成長も

早い。森の木が更新する場として重要。

『原寸図鑑　葉っぱでおぼえる樹木』
（濱野周泰監修　柏書房）

『世界の巨樹と絶景の森』
（濱野周泰著　学研プラス）

山田 茂樹（やまだ　しげき）

1961年茨城県生まれ。博士(農学)。1993年農林水産省森林総
合研究所採用、林業経営部経営組織研究室。九州支所森林資源
管理研究グループ長、林業経営・政策研究領域長を経て、2018
年より多摩森林科学園園長。専門は林政学、林業経済学。

「現在、台風被災等で制限公開中ですが、全面公開時に
はより多くの方にお出でいただきたいと思っています。
私も、何も考えずにただ科学園の森林(もり)を歩いてみた
いものです。」

ひと
　こと
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思
い
ま
す
。
自
然
の
回
復
力
が
残
っ
て
い
る
場
所
で

あ
れ
ば
、
自
然
の
成
り
行
き
に
任
せ
て
み
る
の
も
一

つ
の
手
と
は
思
い
ま
す
が
。

　

学
生
に
自
然
林
、
天
然
林
を
教
え
る
た
め
に
、
北

海
道
富
良
野
の
東
大
の
演
習
林
に
３
年
に
１
度
行
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
現
地
で
は
台
風
で
ト
ド
マ
ツ
な

ど
が
倒
れ
た
場
所
を
修
復
す
る
の
に
、
実
生
か
ら
自

然
に
育
つ
の
を
待
つ
以
外
に
、
種
子
か
ら
育
て
た
苗

の
補
植
も
し
て
い
ま
す
。
あ
れ
だ
け
自
然
の
豊
か
な

と
こ
ろ
で
も
、
人
が
植
林
を
し
な
い
と
状
態
を
保
て

な
い
こ
と
も
あ
る
。
や
は
り
人
が
入
る
こ
と
で
、
森

の
健
全
性
の
持
続
力
は
高
ま
る
と
感
じ
ま
す
。

島
田
◉
こ
こ
の
樹
木
園
は
内
外
の
木
を
展
示
し
て
、

一
般
の
方
々
に
見
て
い
た
だ
く
こ
と
も
目
的
の
ひ
と
つ

で
す
の
で
、
樹
木
園
に
は
、
昔
か
ら
い
ろ
ん
な
と
こ

ろ
か
ら
持
っ
て
き
た
樹
種
を
植
栽
し
て
き
て
い
ま
す
。

山
田
◉
も
と
も
と
が
、
帝
室
林
野
局
の
御
料
林
で
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
試
み
て
き
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

こ
こ
に
、
昔
の
資
料
が
あ
り
ま
す
。

濱
野
◉
戦
前
の
も
の
で
す
ね
。
拝
見
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。
森
林
昆
虫
の
カ
ラ
ー
写
真
、
落
葉
の
分
類
な
ど

が
あ
り
ま
す
ね
。
お
そ
ら
く
今
ほ
ど
機
器
分
析
が
発

達
し
て
い
な
い
時
代
で
す
が
、
腐
植
の
色
の
変
化
と

か
の
化
学
分
析
も
や
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

　

明
治
神
宮
の
森
に
は
２
８
０
０
種
ち
ょ
っ
と
の
動

植
物
が
棲
息
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
う
ち
シ
ダ
を

入
れ
て
高
等
植
物
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
８
８
０
種

ほ
ど
で
、
残
り
の
約
２
０
０
０
弱
が
、
昆
虫
た
ち
や

菌
類
で
す
。な
ぜ
そ
ん
な
に
豊
富
な
の
か
と
い
う
と
、

や
っ
ぱ
り
土
な
ん
で
す
。

　

明
治
神
宮
の
森
の
樹
種
数
は
、
今
回
の
調
査
で

２
３
４
種
と
だ
い
ぶ
種
類
は
減
り
ま
し
た
が
、
草
本

植
物
も
含
め
た
種
子
植
物
は
約
５
８
０
種
近
く
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
支
え
て
い
る
土
が
、
や
は
り
禁
足
地

だ
っ
た
の
で
、
ふ
か
ふ
か
し
て
非
常
に
い
い
土
を
し

て
い
る
ん
で
す
。
同
時
に
、
建
物
以
外
は
、
も
と
も

と
の
山
地
の
土
壌
を
利
用
し
て
い
て
、
そ
の
土
質
に

あ
っ
た
植
生
に
し
て
あ
る
。
よ
く
明
治
神
宮
の
森
を

真
似
よ
う
と
、
す
ぐ
に
シ
イ
、
カ
シ
、
タ
ブ
を
植
え

た
り
し
ま
す
が
、
土
壌
が
出
来
て
い
な
い
造
成
地
に

そ
う
し
た
植
林
活
動
を
し
て
も
、
あ
っ
と
言
う
間
に

枯
れ
た
り
、
衰
弱
し
た
り
し
て
し
ま
う
。
や
は
り
土

が
で
き
る
ま
で
は
パ
イ
オ
ニ
ア
ツ
リ
ー
＊
と
し
て
の
ハ

ギ
や
ヌ
ル
デ
な
ど
を
入
れ
な
が
ら
、
土
が
出
来
た
ら

次
の
段
階
の
も
の
が
育
つ
と
、
そ
う
い
う
樹
種
の
組

み
合
わ
せ
が
必
要
で
す
。
こ
の
資
料
を
み
る
と
、
こ

こ
の
園
で
も
、
昔
か
ら
落
ち
葉
の
分
析
や
土
壌
を
考

慮
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
80
年
以
上
前
に
こ
う
い
う

研
究
さ
れ
て
い
る
の
は
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
ね
。

山
田
◉
当
時
の
科
学
的
な
知
見
の
中
で
、
最
善
の
こ

と
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

当
園
は
今
年
１
０
０
年
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
つ

ぎ
の
１
０
０
年
を
ど
う
す
る
の
か
、
今
後
ど
う
い
う

森
林
を
め
ざ
し
て
管
理
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ
を
考

え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
で

都
市
化
が
進
む
中
で
、
都
市
近
郊
林
を
ど
う
守
り
、

維
持
し
て
い
く
の
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。

濱
野
◉
30
年
の
タ
ー
ム
で
、
２
０
５
０
年
の
炭
素
排

出
量
ゼ
ロ
を
目
指
し
て
森
の
傷
ん
だ
と
こ
ろ
を
修
復

し
、
吸
収
量
が
多
そ
う
な
樹
種
を
補
修
の
時
に
植
え

て
、
30
年
後
に
比
較
で
き
る
と
い
い
で
す
ね
。

島
田
◉
吸
収
量
だ
け
で
な
く
、
蓄
積
量
を
追
い
た
い

で
す
ね
。
枯
れ
て
し
ま
う
と
元
に
戻
っ
て
し
ま
う
か

ら
、
な
る
べ
く
長
生
き
す
る
樹
種
で
。

＊
Key Words  パイオニアツリー（先駆樹種）

植物群落の成立あるいは再生過程において、い

ち早く侵入する樹種。生育に明るい条件を必要

とし、乾燥や貧栄養のようなストレスに耐性を

もった種もある。

帝室林野局の御料林時代の資料

「御料林大観」（林野会編　昭和9〈1934〉年）と「林業試験報告」（帝室

林野局林業試験場（昭和12〈1937〉年)。

「御料林大観」は、帝室林野局50周年を記念し、御料林の概観と経

営の様子を示す写真350枚以上を集めて簡単な説明を付したもの。

「林業試験報告」は、当時、試験場で行われていた調査試験のうち、

主要なものを掲載した冊子。第3巻第3号は造林関係3編を収める。

「御
ご

料
りょう

林
りん

大
たい

観
かん

」

明治神宮でのマツの移植

大木のマツを掘り上げて、園内の

適地に丁寧に移植をした。マツも

パイオニアツリーのひとつ。
出典：『人のつくった森』（上原敬二著　
東京農大出版会）
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＊

濱
野
◉
屋
久
杉
は
ず
っ
と
根
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い

た
り
、
土
埋
木
＊
と
し
て
残
り
ま
す
ね
。
リ
グ
ニ
ン

な
り
セ
ル
ロ
ー
ス
が
非
常
に
上
手
く
固
ま
っ
て
い
る

と
聞
き
ま
す
が
、
あ
あ
い
う
土
埋
的
に
土
の
中
で
も

長
く
残
る
樹
木
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
と
、
も
う
一
回
見

直
す
の
も
手
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
炭
素
の
蓄
積
場

所
と
し
て
利
用
で
き
な
い
も
の
か
…
…
。

島
田
◉
利
用
し
な
が
ら
製
品
と
し
て
残
す
木
材
と
、

山
で
木
を
大
き
く
育
て
て
炭
素
を
維
持
す
る
木
と
、

そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
形
で
森
を
じ
ょ
う
ず
に
活
か
し

て
い
け
る
と
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
自
然

林
と
し
て
残
す
と
こ
ろ
は
自
然
林
と
し
て
ど
ん
ど
ん

大
き
く
す
れ
ば
い
い
し
、
木
材
生
産
林
と
し
て
育
て

た
森
は
燃
料
以
外
の
使
い
方
で
と
に
か
く
残
す
、
建

物
、
家
具
、
製
品
と
か
で
循
環
さ
せ
つ
つ
。

濱
野
◉
日
本
の
森
林
率
は
、
い
ま
は
お
よ
そ
７
割
ぐ

ら
い
で
し
ょ
う
か
。
保
全
す
べ
き
森
、
管
理
し
て
循

環
さ
せ
る
森
の
ふ
り
わ
け
が
必
要
で
す
ね
。

山
田
◉
そ
こ
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
や
人
の
考
え
方
に

左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
す
ね
。
目
先
の
経

済
だ
け
を
み
て
い
た
の
で
は
解
決
の
道
は
み
え
て
き

ま
せ
ん
か
ら
。
そ
こ
を
ど
う
や
っ
て
変
え
る
か
と
い

う
と
や
は
り
、
ど
う
い
う
国
に
暮
ら
し
た
い
の
か
と

い
う
意
識
の
問
題
に
な
る
の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

濱
野
◉
環
境
教
育
の
役
割
だ
と
思
う
ん
で
す
。
イ
ギ

リ
ス
は
10
年
以
上
前
で
す
か
、
小
学
生
の
低
学
年
の

教
科
に
算
数
と
博
物
学
を
組
み
込
み
ま
し
た
。
資
源

が
乏
し
く
日
本
よ
り
も
森
が
少
な
い
国
で
す
か
ら
、

そ
の
国
で
生
活
す
る
に
は
博
物
学
が
必
要
だ
と
い
う

わ
け
で
す
。
世
の
中
に
ど
う
い
う
生
き
物
が
い
て
、

鉱
物
が
あ
る
か
を
知
っ
て
お
く
。
そ
れ
か
ら
、
航
海

術
や
社
会
の
仕
組
み
を
知
る
た
め
に
は
、
や
は
り
算

数
が
必
要
だ
ろ
う
と
。
カ
ナ
ダ
で
も
森
林
に
つ
い
て

は
小
学
校
低
学
年
か
ら
学
ん
で
い
ま
す
。
日
本
も
、

小
さ
い
時
期
か
ら
植
物
な
り
、
食
べ
物
に
つ
い
て
き

ち
ん
と
教
え
て
い
く
教
育
シ
ス
テ
ム
は
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。
人
間
も
生
き
物
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
、
や
は
り
子
ど
も
の
頃
に
認
識
す
る
よ
う
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

山
田
◉
お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
環
境
教

育
に
つ
い
て
は
当
園
で
も
研
究
し
て
い
ま
す
が
、徐
々

に
社
会
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

濱
野
◉
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
せ
い
で
、
近
く
の
公

園
に
行
っ
た
り
、
山
野
を
歩
い
た
り
、
散
歩
す
る
方

が
増
え
た
と
聞
き
ま
す
。
こ
れ
を
機
会
に
、
ほ
ん
の

少
し
の
余
暇
を
森
に
で
か
け
て
、
ほ
ん
の
少
し
の
力

を
管
理
に
費
や
す
、
例
え
ば
落
ち
葉
か
き
と
か
、
枯

れ
木
１
本
の
除
伐
で
も
力
を
貸
す
よ
う
な
文
化
が
生

ま
れ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
。

山
田
◉
先
生
の
お
話
う
か
が
う
と
、
科
学
園
の
次
の

１
０
０
年
へ
向
け
て
の
、
な
に
か
し
ら
の
道
筋
が
見

え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

濱
野
◉
樹
木
を
育
て
な
が
ら
人
も
育
て
る
こ
と
が
で

き
た
な
ら
、
そ
れ
が
ベ
ス
ト
で
す
ね
。

島
田
◉
確
か
に
森
づ
く
り
は
、
人
づ
く
り
と
並
行
し

な
い
と
で
き
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
は
雑
木
林
の
研
究
を

や
っ
て
い
て
切
実
に
感
じ
た
こ
と
で
す
。
昔
は
生
き

物
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た
の
で
、
植
物
や
虫
も
身
近
に

い
く
ら
で
も
い
て
自
然
に
適
切
に
関
わ
る
知
恵
を

持
っ
て
い
た
の
が
、
今
は
、
そ
う
し
た
機
会
が
失
わ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

山
田
◉
多
摩
森
林
科
学
園
の
役
割
と
し
て
、
そ
う
し

た
人
づ
く
り
の
ひ
と
つ
の
場
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

も
、
だ
い
じ
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

Key Words  土
ど

埋
まい

木
ぼく

一般的には、地殻変動や火山活動などにより土中や水

中に埋没した樹木のこと。酸素の供給が絶たれること

で長期間腐朽が進まず、ゆっくりと炭化が進む。屋久

杉の場合は、江戸時代の伐採で搬出しきれなかった大

木が林床に残され、苔むしてなかなか腐朽が進まない

状態のものをふくめて土埋木と呼んでいる。

巻頭◉鼎談

森づくりは、人づくりと並行しないとできませんね。
それは雑木林の研究をやっていて切実に感じたことです。

島田 和則（しまだ　かずのり）

1965年埼玉県所沢市生まれ。1989年東京農工大学農学部環
境保護学科卒業、1991年同大学院修士課程修了。博士（農学）。
1992年農林水産省森林総合研究所採用。森林環境部研究員、
気象環境研究領域主任研究員を経て、2012年より多摩森林科
学園教育的資源研究グループ主任研究員。専門は植生管理学。
植生学会運営委員。著書に『植生管理学』、『図説日本の植生』(い
ずれも分担執筆　朝倉書店)など。

「単に植物を植えて緑がある空間をつくるというのではな
く、ちゃんとした都市の自然として維持していけるよう、
都市林のあるべき姿を考えていきたいと思っています。」

ひと
　こと
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