
人
の
く
ら
し
に
な
じ
み
深
い
ミ
ツ
バ
チ

　

ミ
ツ
バ
チ
は
、
花
か
ら
蜜
を
集
め
て
蜂
蜜
を

生
産
し
た
り
、
農
作
物
の
花
粉
を
媒
介
し
て
く

れ
る
な
ど
、
人
間
に
多
く
の
恵
み
を
も
た
ら
し

て
く
れ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
も
っ
と

も
な
じ
み
の
深
い
昆
虫
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

と
は
い
え
、
ミ
ツ
バ
チ
と
い
う
と
セ
イ
ヨ
ウ

ミ
ツ
バ
チ
の
姿
を
思
い
だ
さ
れ
る
方
も
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

セ
イ
ヨ
ウ
ミ
ツ
バ

チ
は
、
蜂
蜜
を
効
率
的
に
採
集
す
る
近
代
的
な

養
蜂
を
営
む
た
め
に
、
明
治
時
代
に
海
外
か
ら

導
入
さ
れ
た
ミ
ツ
バ
チ
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
は
、
古
く

か
ら
日
本
に
生
息
し
て
い
る
唯
一
の
在
来
ミ
ツ

バ
チ
で
、
セ
イ
ヨ
ウ
ミ
ツ
バ
チ
が
日
本
に
い
な

か
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
こ
の
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ

チ
で
養
蜂
が
行
わ
れ
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
以
前
の
日
本
で
ミ
ツ
バ
チ
と
い
う
と
、

こ
の
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

セ
イ
ヨ
ウ
ミ
ツ
バ
チ
と
は
ち
が
う
飼
育
の
面
白

さ
が
あ
る
の
で
、
い
ま
で
は
趣
味
で
養
蜂
を
楽

し
む
人
た
ち
も
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
を
調
査
対
象
と
し

て
、
全
国
各
地
で
採
集
し
た
個
体
群
を
サ
ン
プ

ル
に
、
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
の
体
を
構
成
し
て
い

る
窒
素
と
炭
素
の
安
定
同
位
体
比
を
測
定
す
る

こ
と
で
、
そ
の
比
率
の
ち
が
い
が
ど
の
よ
う
な

環
境
要
因
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
か

を
検
証
し
ま
し
た
。

安
定
同
位
体
比
か
ら
環
境
が
み
え
て
く
る

　

と
こ
ろ
で
、安
定
同
位
体
比
と
は
な
ん
で
し
ょ

う
か
？　

物
質
を
構
成
し
て
い
る
原
子
が
、
原

子
核
と
電
子
で
で
き
て
い
る
こ
と
は
、
ご
存
じ

写真１　セイタカアワダチソウの花を訪れる
　　　　ニホンミツバチ

写真３　ソバの花を訪れるニホンミツバチ

写真２　ブロック塀に巣をつくるニホンミツバチ

の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
原
子
核
は
陽

子
と
中
性
子
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

お
な
じ
炭
素
原
子
で
も
、
陽
子
の
数
は
お
な
じ

で
も
、
中
性
子
の
数
が
ち
が
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
を
同
位
体
と
呼
び
、
そ
れ
ぞ
れ
重

さ
が
異
な
る
原
子
と
な
り
ま
す
。
多
く
の
場
合
、

同
位
体
は
不
安
定
で
、
時
間
と
と
も
に
崩
壊
し

ま
す
が
、
一
部
に
安
定
し
て
存
在
す
る
も
の
が

あ
り
、
そ
れ
を
安
定
同
位
体
と
呼
び
ま
す
。

　

安
定
同
位
体
の
各
々
の
性
質
は
異
な
っ
て
い

る
た
め
、
生
物
の
体
な
ど
の
物
質
に
含
ま
れ
る

安
定
同
位
体
の
割
合
（
＝
安
定
同
位
体
比
）
は
、
環

境
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
日
本
各
地
の
ニ
ホ
ン
ミ

ツ
バ
チ
の
体
に
ふ
く
ま
れ
る
窒
素
と
炭
素
の
安

定
同
位
体
比
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
窒
素
と
炭

素
の
安
定
同
位
体
比
は
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
の
採

14Forestry & Forest Products Research Institute   No.53  2021 

研究の森から
ニホンミツバチの
安定同位体比からみえる
生息環境のちがい



集
地
の
周
囲
に
存
在
す
る
森
林
、
あ
る
い
は
都

市
や
農
地
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た
図
１

。

ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
を
指
標
に
す
る

　

こ
れ
ら
の
結
果
は
、
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
が
生

息
地
周
囲
の
環
境
に
存
在
す
る
餌
を
柔
軟
に
利

用
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
窒
素
と

炭
素
の
同
位
体
比
な
ど
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
が
周
囲
の
環
境
状
況
を

表
す
指
標
に
な
り
得
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。

　

ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
の
採
集
を
通
じ
て
、
初
め

て
訪
れ
る
よ
う
な
地
域
を
回
る
機
会
が
多
く
あ

り
ま
し
た
。
環
境
の
多
様
性
が
、
生
物
の
多
様

性
を
生
み
だ
し
て
い
る
こ
と
を
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ

チ
は
教
え
て
く
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

写真４　洞に巣をつくるニホンミツバチ
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図１　安定同位体比からみえる環境のちがい
窒素同位体比（δ15N）の値は、空気中の窒素を0とし、自然が豊かな地域では低く、人為の影響を受けた都市域や

農地では高くなる傾向がある。日本各地において、ニホンミツバチの個体群の体を構成している窒素同位体比を

調べたところ、都市域や農地では高い値（赤色）が多く、山深い場所では低い値（緑色）が多く示された。このこと

から、ニホンミツバチは、周囲に存在する餌を柔軟に利用していることが明らかになるとともに、安定同位体比

を調べることで、周囲の環境のちがいを把握する指標となり得ることがわかった。

δ15N（‰）

●-3.0007 〜 -0.9831

●-0.9831 〜   1.0345

●  1.0345 〜   3.0521

●  3.0521 〜   5.0696

●  5.0696 〜   7.0872  
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