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巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

内
務
大
臣
大
隈
重
信
侯
と
の
、

森
づ
く
り
を
巡
る
議
論

明
治
神
宮
は
大
正
四（
1
9
1
5
）年
、
明
治
神
宮
造
営
局
官

制
が
公
布
さ
れ
、
本
格
的
な
造
営
が
始
ま
り
ま
し
た
。
明
治
神

宮
の
造
営
は
、
明
治
天
皇
に
対
す
る
国
民
の
思
慕
を
底
流
と
し

て
い
ま
す
。
当
時
、
造
営
の
た
め
に
全
国
か
ら
約
10
万
本
の
献

木
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
伺
え
ま
す
。

明
治
四
十
五（
1
9
1
2
）年
、
明
治
天
皇
の
崩
御
に
伴
い
、

そ
の
墓
所
は
宮
内
省
に
よ
っ
て
京
都
・
伏
見
の
地
に
決
め
ら

れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「
神
霊
を
お
祀
り
し
て
ご
聖
徳
を
偲
ぶ

神
宮
の
造
営
を
」
と
い
う
国
を
上
げ
て
の
声
を
受
け
、
大
正
二

（
1
9
1
3
）年
の
御
一
年
祭
終
了
後
、
政
府
は
神
宮
創
建
の
準

備
に
着
手
し
ま
す
。
同
年
十
二
月
、
奉
祀
の
調
査
機
関
と
し
て

内
務
大
臣
を
会
長
と
す
る
神
社
奉
祀
調
査
会（
後
の
明
治
神
宮

造
営
局
官
制
の
前
身
）が
発
足
し
ま
す
。
調
査
会
は
、
東
京
府
下

で
も
祭
神
が
生
前
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
由
縁
、
環

境
、
景
観
を
考
慮
し
、
境
内
敷
地
を
代
々
木
御
料
地
に
決
定
し
ま

し
た
。
名
前
は
御
料
地
で
す
が
、
当
時
は
雑
木
林
に
雑
草
が
生

い
茂
る
荒
地
で
し
た
。
調
査
会
に
は
境
内
造
成
関
係
の
技
術
陣

と
し
て
、福
羽
逸
人（
ふ
く
ば
は
や
と
）、伊
東
忠
太（
い
と
う
ち
ゅ

う
た
）、関
野
貞（
せ
き
の
た
だ
し
）、川
瀬
善
太
郎（
か
わ
せ
ぜ
ん

た
ろ
う
）、
本
多
静
六（
ほ
ん
だ
せ
い
ろ
く
）（
※
１
）ら
東
京
帝

国
大
学
教
授
が
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
本
多
静
六
教
授
は
、
御
料

地
の
図
面
を
入
手
し
、
密
か
に
境
内
設
計
案
の
計
画
を
練
り
始

め
ま
す
。
本
多
に
は
、
神
社
境
内
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
の

樹
林
論
が
あ
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
樹
林
論
は
当
時
の
世
間
で

は
薮
づ
く
り
と
受
け
取
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
本
多
教
授
の
持
論

に
真
っ
向
か
ら
反
対
し
た
の
が
、
当
時
内
務
大
臣
で
調
査
会
会

長
だ
っ
た
大
隈
重
信
侯
で
す
。
大
隈
侯
は
、
将
来
は
伊
勢
神
宮

に
見
る
よ
う
な
ス
ギ
の
巨
木
林
を
主
と
す
る
、
人
々
に
森
厳
悠

久
さ
を
感
じ
さ
せ
る
森
づ
く
り
を
望
ん
で
い
ま
し
た
。

林
苑
造
成
の
責
任
者
と
し
て
本
多
教
授
は
、
大
隈
侯
に
会
い
、

ス
ギ
は
代
々
木
の
土
地
に
は
適
し
て
い
な
い
し
、
病
害
虫
に
弱

く
、
台
風
な
ど
で
倒
木
し
た
ら
人
力
の
回
復
は
容
易
で
な
い
こ

と
な
ど
を
、
縷
々
説
明
し
ま
し
た
が
、
侯
は
納
得
し
ま
せ
ん
。
大

隈
侯
は
長
口
舌
で
は
右
に
出
る
人
は
い
な
い
と
言
わ
れ
た
人
で

す
。
本
多
教
授
も
こ
れ
に
は
窮
し
た
よ
う
で
す
。

林
学
分
野
に
は
、
林
業
樹
木
の
生
長
を
と
ら
え
る
樹
幹
解
析

法
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
方
法
は
、
樹
齢
別
に
み
た
樹
高
と
直
径

の
数
値
を
断
面
図
と
表
に
よ
っ
て
、
樹
種
の
適
地
不
適
地
を
一

目
で
示
し
ま
す
。
本
多
教
授
は
大
正
五（
1
9
1
6
）年
、
ス
ギ

の
不
適
地
と
し
て
代
々
木
を
、
適
地
と
し
て
秋
田
県
を
選
び
、
樹

幹
解
析
表
に
よ
る
図
と
表
を
作
成
し
、
こ
の
資
料
を
大
隈
侯
の

面
前
に
広
げ
て
説
明
し
ま
し
た
。
こ
の
説
得
が
功
を
奏
し
て
、

論
争
は
決
着
し
、本
多
教
授
の
樹
林
論
に
決
ま
り
ま
し
た
。

天
然
更
新
に
よ
っ
て
極
相
林
に
近
づ
く
、

自
己
循
環
型
の
森

神
社
奉
祀
調
査
会
で
は
、「
神
苑
た
る
に
相
応
し
い
幽
邃
森
厳

な
風
致
を
造
る
」
と
い
う
神
宮
の
森
の
方
針
が
決
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
神
社
は
日
本
独
特
の
も
の
で
、
そ
の
建
物
に
は

規
範
的
な
も
の
が
あ
る
一
方
、
森
づ
く
り
に
関
わ
る
計
画
、
設
計

に
つ
い
て
そ
う
し
た
知
見
は
皆
無
で
し
た
。
神
霊
を
お
祀
り
す

る
場
所
の
森
と
し
て
、
人
が
関
与
し
な
く
て
も
永
遠
に
存
続
す

る
「
永
遠
の
杜
」。
そ
の
演
出
を
い
か
に
構
築
す
る
か
。
大
き
な

ス
ギ
に
よ
る
荘
厳
な
雰
囲
気
の
森
づ
く
り
と
い
う
、
大
隈
侯
の

ス
ギ
林
説
は
、
そ
の
有
力
な
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
と
想
像
が
つ
き

ま
す
。
し
か
し
、
ス
ギ
が
好
む
生
育
環
境
と
、
現
代
の
巨
大
都
市

の
環
境
と
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
そ
の
案
は
暴
挙
に
等
し
い
も

の
で
し
た
。
そ
こ
を
見
通
し
た
当
時
の
技
術
者
の
英
知
と
先
見

性
に
は
改
め
て
目
を
見
張
り
ま
す
。

本
多
教
授
ら
は
、
神
社
林
に
相
応
し
い
荘
厳
さ
、
畏
敬
、
敬
虔
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明
治
天
皇
と
昭
憲
皇
太
后
を
祀
る
明
治
神
宮
。

初
詣
に
訪
れ
る
人
は
首
都
圏
最
多
、今
は
外
国
人
観
光
客
も
多
く
訪
れ
る
東
京
名
所
で
す
。

そ
の
広
大
な
森
は
約
70
ヘ
ク
タ
ー
ル
。

巨
大
都
市
の
中
心
に
、こ
れ
だ
け
の
森
を
擁
す
る
例
は
、世
界
的
に
も
類
が
な
い
と
言
い
ま
す
。

巨
木
が
生
い
立
つ
鬱
蒼
と
し
た
森
に
、鎮
座
す
る
拝
殿
の
姿
は
荘
厳
で
、

古
代
か
ら
受
け
継
が
れ
た
自
然
林
の
な
か
に
佇
ん
で
い
る
気
が
し
し
て
、

そ
こ
が
都
心
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
ま
す
。

し
か
し
こ
の
森
が
、人
の
手
に
な
る
人
工
林
と
承
知
し
て
い
る
人
は
、ど
れ
だ
け
い
る
で
し
ょ
う
か
。

人
の
手
で
造
ら
れ
た「
永
遠
の
杜
」の
成
り
立
ち
を
、

東
京
農
業
大
学
客
員
教
授
、濱
野
周
泰
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

先
生
に
は
森
と
植
物
に
関
わ
る
多
く
の
著
書
が
あ
り
、

都
市
緑
化
に
も
精
力
的
な
提
案
を
続
け
て
い
ま
す
。

森
づ
く
り
は
、森
を
知
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

森
を
知
る
。そ
こ
か
ら
は
豊
か
な
学
び
が
あ
り
、話
は
多
岐
に
及
び
ま
し
た
。

「つなぐ」

森
に
触
れ
る
こ
と
で

子
供
た
ち
の
未
来
を
豊
か
に
し
た
い
と
説
く

森
づ
く
り
の
宗
匠

東
京
農
業
大
学
客
員
教
授  

濱
野  

周
泰

第12回

※１　本多静六　1866年～1952年　林学博士、造園家。東京山林学校（後に東京帝国大学農科大学）を経て、ドイツ留学。帰国後、
東京帝国大学教授に就任。日比谷公園をはじめ、日本の多くの公園の設計に携わった。「日本の公園の父」とも称された。

神宮の森が教える、
森に学んで、

森をつくる営為

明治神宮の森は、234種、36,322本の
樹木（2011年現在 ) で構成されている。
暫時、減少傾向が進んでいる。
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と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
醸
す
「
永
遠
の
杜
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
活

か
し
な
が
ら
、
天
然
更
新
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
森
と
し
て
の

極
相
林（
※
２
）の
形
に
導
い
て
い
く
こ
と
を
最
終
的
な
目
的
と

す
る
、自
己
循
環
型
の
森
を
目
指
し
ま
し
た
。

造
営
前
の
敷
地
の
う
ち
、
現
在
の
南
参
道
口
広
場
の
辺
り
は
、

か
つ
て
陸
軍
の
錬
兵
場
の
一
部
で
樹
木
の
な
い
草
地
で
し
た
。

御
社
殿
か
ら
東
側
に
か
け
て
は
ア
カ
マ
ツ
、
モ
ミ
、
カ
シ
、
雑
木

な
ど
の
林
、
さ
ら
に
花
菖
蒲
の
田
圃
と
南
池
が
あ
る
御
苑
一
帯

は
コ
ナ
ラ
、
サ
ク
ラ
、
エ
ゴ
ノ
キ
、
モ
ミ
な
ど
が
生
育
し
て
い
ま

し
た
。
こ
の
他
の
境
内
予
定
地
に
は
樹
木
が
点
在
す
る
だ
け
で
、

大
部
分
は
草
地
や
農
地
で
、
樹
林
地
は
敷
地
全
体
の
五
分
の
一

程
度
と
い
う
状
況
で
し
た
。

こ
こ
に
幽
邃
森
厳
な
風
致
を
も
つ
神
社
林
を
造
る
に
は
、
数

多
く
の
樹
木
を
必
要
と
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
森
を
永
遠
に

繁
茂
さ
せ
続
け
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
樹
種
を
選
び
構
成
す
る

の
か
が
課
題
と
な
り
ま
し
た
。
造
園
を
計
画
す
る
本
多
教
授
ら

技
術
陣
は
、
樹
種
の
選
定
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
樹
種
を
ど
の
よ
う

に
配
置
し
植
栽
す
べ
き
か
に
頭
を
悩
ま
せ
ま
し
た
。

そ
の
手
順
は
、
い
き
な
り
極
相
林
を
構
成
す
る
常
緑
広
葉
樹

を
植
え
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
マ
ツ
の
よ
う
な
遷
移
の
初
期
に

出
現
す
る
先
駆
樹
種
を
植
え
付
け
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
針
葉

樹
、落
葉
広
葉
樹
、常
緑
広
葉
樹
を
混
植
し
、自
然
の
変
化
に
よ
っ

て
、
最
終
的
に
自
然
植
生
の
極
相
で
あ
る
常
緑
広
葉
樹
林
に
近

い
森
の
姿
に
誘
導
し
て
い
く
と
い
う
、
時
間
の
経
過
を
見
越
し

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
し
た
。
こ
の
点
に
神
宮
の
森
づ
く
り
の
大
き

な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

樹
種
の
選
定
、
そ
れ
ぞ
れ
の
樹
種
が
ど
の
よ
う
な
生
育
環
境

を
必
要
と
す
る
の
か
、
樹
木
が
生
長
す
る
土
地
の
条
件
、
そ
の
潜

在
能
力
の
あ
る
な
し
を
見
極
め
る
、
複
雑
な
作
業
で
す
。「
適
地

適
木
」
の
原
則
を
守
り
な
が
ら
、
個
々
の
樹
木
が
そ
れ
ぞ
れ
に

生
活
を
持
続
し
、
世
代
と
種
類
を
越
え
て
継
続
的
に
樹
木
の
集

団
を
維
持
で
き
る
環
境
で
な
け
れ
ば
「
永
遠
の
森
」
は
つ
く
れ

ま
せ
ん
。
根
が
生
活
す
る
地
下
、
幹
・
枝
・
葉
が

生
活
す
る
地
上
、
こ
の
両
方
の
環
境
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
樹
種
が
互
い
に
影
響
し
あ
い
な
が
ら
成
長
と

と
も
に
変
化
し
ま
す
。
本
多
教
授
ら
は
、
こ
の
複

雑
な
シ
ナ
リ
オ
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
プ
ロ

セ
ス
は
、
現
在
に
残
る
「
林
苑
造
営
模
式
図
」
に

示
さ
れ
て
い
ま
す
。緻
密
で
周
到
な
設
計
図
で
す
。

水
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
水
を
好
む
ス
ギ
、カ
ツ
ラ
、

ケ
ヤ
キ
な
ど
が
。
乾
き
や
す
い
と
こ
ろ
に
は
イ
チ
イ
ガ
シ
、
ア

ラ
カ
シ
な
ど
が
植
え
ら
れ
、
そ
し
て
、
木
が
育
ち
に
く
い
と
こ
ろ

に
は
あ
え
て
木
を
植
え
て
い
ま
せ
ん
。
土
地
の
潜
在
力
が
見
極

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

深
い
学
殖
と
、
広
い
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
必
要
と
す
る
、
こ

の
仕
事
を
主
導
し
た
の
が
、
林
学
の
本
多
静
六
、
そ
の
弟
子
で
造

園
の
本
郷
高
徳（
ほ
ん
ご
う
た
か
の
り
）（
※
3
）、
同
じ
く
弟
子

の
上
原
敬
二（
う
え
は
ら
け
い
じ
）（
※
４
）。
後
に
三
羽
烏
と

呼
ば
れ
た
三
人
で
す
。

上
原
は
そ
の
著
書
で
、
神
宮
の
森
造
営
に
あ
た
り
模
範
と
し

た
の
は
、
百
舌
鳥
耳
原
中
陵（
仁
徳
天
皇
陵
）の
御
陵
林
で
あ
っ

た
と
記
し
て
い
ま
す
。
百
舌
鳥
耳
原
中
陵
は
、
造
営
以
来
、
禁
足

令
に
よ
っ
て
人
の
立
ち
入
り
を
制
限
し
、
極
相
林
と
し
て
安
定

し
た
樹
林
が
今
に
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
永
遠
の
杜
と

し
て
明
治
神
宮
の
森
づ
く
り
に
応
用
し
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。

上
原
は
全
国
の
官
幣
・
国
幣
社
四
〇
社
を
調
査
、
最
終
的
に
は

八
八
社
を
調
査
し
、
そ
の
成
果
を
「
神
社
林
の
設
計
」
に
ま
と

め
て
い
ま
す
。

経
験
則
を
科
学
的
に
整
理
し
、

運
用
す
る
知
恵

明
治
神
宮
の
森
を
人
の
手
で
造
る
と
い
う
営
為
は
、
未
知
へ

の
挑
戦
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
樹
種
が
混
在
し
な

が
ら
、
時
間
を
か
け
て
森
を
つ
く
る
と
い
う
発
想
は
、
神
宮
の
森

が
初
め
て
で
し
た
。
そ
れ
は
、
土
地
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
、

全
体
の
潜
在
力
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
土
壌

の
潜
在
力
、
そ
の
場
所
の
気
候
と
風
土
と
い
っ
た
木
が
育
つ
た

め
の
条
件
を
す
べ
て
揃
え
て
検
討
し
、
こ
の
場
所
で
は
ど
う
い

う
種
に
よ
っ
て
極
相
と
し
て
の
森
が
最
終
的
に
出
来
上
が
る
だ

ろ
う
か
と
い
う
未
来
を
見
据
え
な
が
ら
タ
イ
ム
ロ
ー
ド
を
作
る

作
業
で
す
。
こ
の
と
き
重
要
だ
っ
た
の
は
、
す
ぐ
に
目
標
の
も

の
を
植
え
な
か
っ
た
と
い
う
、
つ
ま
り
遷
移
の
段
階
を
見
極
め

て
そ
れ
ぞ
れ
の
行
く
末
を
判
断
し
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。神

宮
の
森
に
は
株
立
ち
の
大
木
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
台

湾
か
ら
献
木
さ
れ
た
ク
ス
ノ
キ
で
す
。
当
時
の
気
温
は
今
よ
り

低
か
っ
た
の
で
、
日
本
よ
り
も
緯
度
の
低
い
台
湾
産
の
ク
ス
ノ

キ
は
霜
除
け
を
し
な
い
と
持
ち
ま
せ
ん
。
植
え
付
け
ら
れ
た
当

時
は
寒
さ
で
地
上
部
が
や
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
根
は
生

き
て
い
て
そ
こ
か
ら
再
萌
芽
し
た
も
の
が
今
の
株
立
ち
の
ク
ス

ノ
キ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
植
え
ら
れ
た
当
時
は
成
長
に
苦
労
を

し
て
も
、
周
囲
の
木
が
大
き
く
な
る
こ
と
で
、
森
全
体
が
次
の
小

さ
な
苗
を
育
て
る
能
力
を
養
っ
て
い
く
と
い
う
、
そ
の
「
読
み
」 百舌鳥耳原中陵 ( 仁徳天皇陵 )
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も
卓
抜
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

│
神
宮
の
森
の
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
？

管
理
の
方
針
は
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
基
本
は
「
手
を
入
れ

る
な
」
で
す
。
さ
ら
に
「
森
の
生
産
物
は
、
す
べ
て
森
に
返
す
」

で
す
。
そ
の
場
で
ひ
と
つ
の
循
環
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
考
え

方
で
す
。「
永
遠
の
杜
」
の
た
め
に
は
、
森
が
自
活
で
き
な
く
て

は
な
ら
な
い
、
そ
の
自
活
す
る
仕
組
み
を
作
り
、
最
初
の
ス
タ
ー

タ
ー
の
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
だ
け
だ
っ
た
と
、
先
生
た
ち
は
言
っ

て
い
ま
し
た
。
あ
と
は
木
が
自
分
た
ち
の
生
活
様
式
に
合
わ
せ

て
生
活
を
し
て
い
っ
た
の
だ
と
…
…
。

遷
移
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
あ
り
ま
し
た
し
、
経
験
則
か
ら

そ
う
し
た
こ
と
は
承
知
も
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
日
本
庭
園
を

見
れ
ば
分
か
り
ま
す
が
、
回
遊
式
庭
園
な
ど
だ
と
、
眼
に
つ
く
場

所
の
木
は
カ
タ
チ
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
ま
す
。
園
路
を
周
っ
て

い
く
と
花
の
咲
く
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
日
陰
で
も
あ
る
程

度
育
つ
植
物
。
日
向
で
な
け
れ
ば
カ
タ
チ
が
決
ま
ら
な
い
マ
ツ

な
ど
は
、
近
く
に
木
を
植
え
ず
池
の
中
の
小
島
に
植
え
る
な
ど

光
条
件
の
い
い
と
こ
ろ
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
経

験
則
を
科
学
的
に
整
理
し
て
運
用
し
て
い
た
。
昔
の
植
木
職
人

さ
ん
た
ち
が
、
こ
と
わ
ざ
風
に
木
の
取
り
扱
い
を
言
い
ま
す
。

典
型
的
な
も
の
に
「
サ
ク
ラ
切
る
馬
鹿
、
梅
切
ら
ぬ
馬
鹿
」
が

あ
り
ま
す
。
で
も
サ
ク
ラ
は
早
く
か
ら
剪
定
し
な
さ
い
と
私
は

言
っ
て
い
ま
す
。
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
寿
命
は
人
の
寿
命
よ
り
短

い
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
放
置
し
た
こ
と
に
よ
る

か
ら
。
手
が
入
れ
ば
弘
前
の
サ
ク
ラ
の
よ
う
に
120
年
以
上
も
の

長
寿
の
サ
ク
ラ
も
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
リ
ン
ゴ
農
家
が
培
っ
て

き
た
知
恵
で
す
。
サ
ク
ラ
は
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
も
と
同
じ
。

小
さ
い
木
の
管
理
を
怠
ら
な
け
れ
ば
、
大
き
く
な
っ
て
か
ら
太

い
枝
を
切
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
く
て
す
む
ん
で
す
。

テ
ー
マ
が
決
ま
ら
ず
に
い
る
学
生
に
は
、
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
経
験
則
を
科
学
的
に
整
理
し
て
み
る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。

生
物
の
多
様
性
を
担
保
す
る
、

森
の
あ
り
方
に
学
ぶ

明
治
神
宮
は
、
常
緑
樹
の
な
か
で
は
光
の
透
過
量
が
多
い
ク

ス
ノ
キ
が
主
体
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ク
ス
ノ
キ
の
下
に
は
カ
シ

類
や
シ
イ
類
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
適
当
な
間
隔
で
植
え
ら
れ
、
そ

の
シ
イ
、
カ
シ
の
下
層
に
も
サ
カ
キ
な
ど
が
準
下
層
を
構
成
し
、

多
い
と
こ
ろ
で
７
層
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
明
治
神
宮
の

森
の
豊
か
さ
で
あ
り
、
四
季
に
応
じ
た
景
観
の
変
化
を
楽
し
ま

せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
造
成
手
法
は
、
今
日
、
全
国
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
、
さ

ま
ざ
ま
な
森
づ
く
り
の
指
針
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
変
化
の

時
間
軸
は
遷
移
段
階
を
四
つ
に
分
け
、
お
よ
そ
150
年
を
想
定
し

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
植
栽
さ
れ
た
時
か
ら
３
分
の
２
の
100
年

が
経
っ
た
現
在
、
神
宮
の
森
は
想
定
さ
れ
た
極
相
を
見
事
に
実

現
し
て
い
ま
す
。
想
定
よ
り
50
年
早
い
極
相
の
出
現
は
、
急
速

な
都
市
化
に
よ
る
気
温
上
昇
が
あ
り
、
そ
し
て
近
年
の
温
暖
化

が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

第
２
回
目
の
総
合
調
査
で
、
5
〜
60
種
類
の
樹
種
が
減
り
、
今

230
種
余
り
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
極
相
の
方
向
に

進
み
な
が
ら
少
し
ず
つ
淘
汰
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
森
全
体
で
は
3
０
０
０
ぐ
ら
い
の
生
物
相
が
あ
り
、
そ
の

３
分
の
２
近
く
が
動
物
相
で
そ
の
多
く
は
土
壌
昆
虫
や
ダ
ニ
類

で
す
が
、
こ
れ
が
減
る
と
有
機
物
の
循
環
が
出
来
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
生
活
環
境
が
、
今
の
多
層
構
造
の
豊

か
な
森
を
担
保
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
明
治
神
宮
の
森
か
ら
私

た
ち
が
学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
生
物
の
多
様
性

こ
そ
が
、
生
命
体
の
社
会
を
安
定
さ
せ
る
要
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

私
た
ち
人
間
も
そ
う
で
す
。
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
と
い
う
、
た

だ
１
種
で
す
が
、
個
人
ご
と
に
特
徴
を
持
ち
、
情
報
量
や
行
動
力

は
一
人
ひ
と
り
違
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
の
違
う
こ
と
を
互
い

に
認
め
合
う
。
こ
の
共
有
化
が
出
来
れ
ば
多
様
性
は
担
保
さ
れ
、

全
体
は
健
や
か
な
安
定
が
得
ら
れ
ま
す
。

今
の
教
育
の
あ
り
方
に
は
、
そ
の
反
対
の
悪
弊
が
現
れ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
先
生
が
教
え
に
く
い
、
授
業
が
や
り

に
く
い
か
ら
と
生
徒
た
ち
を
画
一
化
し
よ
う
と
す
る
。
ち
ょ
っ

と
で
も
異
質
な
価
値
観
や
考
え
方
も
許
容
で
き
な
い
。
い
じ
め

の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
多
様

な
学
生
た
ち
の
存
在
を
認
め
、
手
間
隙
を
か
け
た
教
育
が
さ
れ

て
い
ま
す
。

日
本
で
は
低
学
年
の
子
供
た
ち
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
渡
し
て
株

式
の
見
方
だ
と
か
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
初
歩
を
学

習
さ
せ
る
と
か
や
っ
て
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
、
そ
の
子
が
生

き
て
い
く
上
で
必
要
な
こ
と
な
の
か
。
私
に
は
余
計
な
ゲ
ー
ム

知
識
と
し
か
思
え
な
い
。
職
業
知
識
だ
っ
た
ら
社
会
に
出
て
か

ら
で
も
充
分
で
す
。
む
し
ろ
、
小
さ
い
と
き
は
自
分
の
周
り
に

あ
る
も
の
、
そ
の
形
と
名
前
を
一
致
さ
せ
る
、
そ
れ
こ
そ
が
教
育

の
基
礎
で
す
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
自
分
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ

に
置
か
れ
て
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
る
の

か
、
そ
れ
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
互
い
に
認
め
合
う
こ
と
が
出
来

れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
弱
点
の
あ
る
子
や
特
徴
の
あ
る
子
を
い
じ
め

た
り
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
す
。
世
の
中
が
逆
転
し
て
い
る

気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
小
学
校
の
課
程
で
博
物
学
と
算
数
を
必
修
と

し
て
い
る
よ
う
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
は
日
本
と
同
じ
く
資
源
が
少

な
い
。
世
界
に
は
ど
ん
な
資
源
が
あ
る
の
か
を
基
礎
的
な
知
識

と
し
て
学
び
ま
す
。
大
人
に
な
っ
て
資
源
を
探
し
た
り
開
発
し

た
り
す
る
き
っ
か
け
を
用
意
し
て
く
れ
る
学
び
で
す
。
日
本
は

幸
い
中
緯
度
地
域
で
亜
寒
帯
か
ら
亜
熱
帯
を
含
み
ま
す
。
降
水

量
も
多
く
、
世
界
的
に
み
て
植
物
な
ど
の
循
環
資
源
は
豊
富
で

す
。
日
本
に
資
源
が
少
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
鉱
物

資
源
に
限
ら
れ
た
見
方
で
す
。
永
続
性
の
あ
る
樹
木
、
植
物
に

対
し
て
、
そ
の
活
用
の
仕
方
や
、
資
源
と
し
て
ど
う
還
元
さ
せ
る

か
を
学
ぶ
格
好
の
地
で
す
。
で
す
か
ら
日
本
で
は
小
さ
な
子
た

ち
が
自
然
に
触
れ
る
学
び
を
も
っ
と
多
く
す
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。神

宮
の
森
を
見
る
と
き
に
は
、
そ
こ
に
あ
る
生
き
物
の
多
様

性
こ
そ
、
全
体
の
安
定
を
支
え
る
大
切
な
要
素
だ
と
い
う
こ
と

を
知
っ
て
も
ら
う
機
会
に
し
て
も
ら
え
た
ら
と
思
う
の
で
す
。

子
供
た
ち
に
は
、
も
っ
と
森
に
触
れ
る
機
会
を

大
学
の
研
究
室
の
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
す
る
場
所
の
正
面
に

「
感
性
」
と
い
う
書
の
額
を
飾
っ
て
い
ま
し
た
。
豊
か
な
感
性

は
造
園
に
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
感
性
は
、視
覚
、味
覚
、香
り
、音

…
…
感
覚
に
始
ま
り
ま
す
。
感
覚
は
セ
ン
サ
ー
で
、
セ
ン
サ
ー

が
変
化
し
て
セ
ン
ス
に
育
ち
ま
す
。
造
園
を
学
ぶ
学
生
た
ち
に

は
「
い
い
感
覚
を
持
て
」、
そ
れ
は
「
い
い
セ
ン
ス
を
持
て
」
と

い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
感
動
与
え
る
、
い
い
空
間
づ
く

り
は
出
来
な
い
と
。
特
に
永
続
性
の
あ
る
樹
木
の
世
界
で
は
と
、

言
い
続
け
て
き
ま
し
た
。

感
性
を
働
か
せ
る
と
い
う
意
味
で
は
生
き
物
が
一
番
で
す
。

動
物
は
嫌
が
れ
ば
す
ぐ
動
く
か
ら
分
か
り
や
す
い
。
小
さ
い
子

供
た
ち
が
昆
虫
な
り
動
物
な
り
に
触
れ
た
が
る
の
は
当
然
の
こ

と
な
ん
で
す
。
幼
い
こ
ろ
に
そ
う
い
う
機
会
が
な
い
と
感
覚
が

閉
ざ
さ
れ
、
眠
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
植
物
は
動
物
よ
り
も
、
ゆ
っ

く
り
ゆ
っ
く
り
で
す
が
形
が
変
化
し
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
認
識

で
き
る
か
ど
う
か
が
セ
ン
ス
な
ん
で
す
。
私
の
家
に
は
子
供
が

３
人
い
て
、
近
く
の
キ
リ
ス
ト
教
系
の
幼
稚
園
に
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
園
長
先
生
は
「
大
き
な
怪
我
を
さ
れ
た
り
は
困
り

ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
支
障
が
な
い
限
り
は
子
供
た
ち
の

す
る
こ
と
は
許
容
し
て
い
ま
す
。
泥
だ
ら
け
に
な
っ
て
も
そ
ん

な
こ
と
は
園
や
保
護
者
が
面
倒
を
見
て
あ
げ
れ
ば
い
い
ん
で
す
」

と
語
っ
て
い
た
。
保
護
者
会
に
講
師
で
来
ら
れ
た
青
葉
学
園
の

先
生
は
「
親
が
手
出
し
し
て
手
取
り
足
取
り
し
て
い
た
ら
、
伸

び
る
芽
を
摘
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
教
育
は
我
慢
で
す（
笑
）」
と
。

そ
う
か
我
慢
な
ん
だ
な
と
思
い
、
子
育
て
を
し
て
き
ま
し
た
。

小
さ
な
と
き
の
そ
う
い
う
体
験
が
そ
の
後
の
人
生
に
大
き
く
関

わ
っ
て
き
ま
す
。
教
育
と
は
学
問
の
集
積
と
応
用
と
し
て
と
ら

え
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
私
の
持
論
で
す
。

井
の
頭
公
園
を
散
歩
し
て
い
て
、
小
学
生
の
遠
足
を
み
か
け

ま
し
た
。
季
節
は
春
で
、
オ
オ
イ
ヌ
ノ
フ
グ
リ
の
青
い
花
が
咲

い
て
い
て
、
あ
る
子
が
「
先
生
、
こ
の
花
な
に
？
」
と
聞
い
て
い

ま
し
た
。
引
率
の
先
生
は
知
ら
な
い
様
子
。「
き
れ
い
な
花
ね
、

あ
と
で
教
え
て
あ
げ
る
か
ら
」
と
で
も
言
え
ば
い
い
こ
と
な
の

に
、「
花
の
名
前
な
ん
か
知
ら
な
く
て
も
、
大
学
の
受
験
は
出
来

る
か
ら
」。
小
学
校
の
低
学
年
に
で
す
よ
。
耳
を
疑
い
ま
し
た
。

ま
た
、
カ
ブ
ト
ム
シ
が
死
ん
だ
の
で
、
電
池
を
入
れ
て
と
言
っ

た
子
が
い
た
そ
う
で
す
。
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
蔭
様
で
子
供
た
ち
は
、
皆
す
で
に
成
人
し
ま
し
た
が
、
３

人
３
様
個
性
が
違
い
ま
す
。
小
さ
な
こ
ろ
の
経
験
が
出
発
点
だ

と
思
い
ま
す
。
ス
タ
ー
ト
が
豊
か
で
あ
れ
ば
、
そ
の
子
が
成
長

し
た
と
き
の
選
択
肢
は
大
き
く
拡
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

子
供
た
ち
に
は
自
然
に
多
く
触
れ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま

す
。
森
は
そ
の
最
適
の
場
所
で
す
。

―
先
生
が
こ
の
道
に
進
ま
れ
た
の
は
？

叔
父
が
上
原
敬
二
で
す
。
叔
父（
上
原
敬
二
）が
植
樹
祭
な
ど

で
も
ら
っ
て
き
た
種
を
く
れ
な
が
ら
、「
坊（
ぼ
う
）、
こ
れ
植
え

て
ご
ら
ん
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
、植
物
に
接
す
る
機
会
が
多
か
っ

た
こ
と
が
、今
に
つ
な
が
っ
た
気
が
し
ま
す
。

都
市
緑
化
に
つ
い
て
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
の
提
案
を
し
続
け

て
い
ま
す
。
最
近
、「
大
手
町
の
森
」
と
い
う
緑
地
が
出
来
ま
し

た
。
そ
の
植
栽
計
画
は
私
が
設
計
し
ま
し
た
。
私
に
も
、
森
を

つ
く
る
仕
事
が
一
つ
は
出
来
た
の
か
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

取
材
を
終
え
て

濱
野
先
生
は
明
治
神
宮
に
造
営
か
ら
現
在
ま
で
の
育
林
に
関

す
る
広
範
な
知
識
を
お
持
ち
で
す
。
科
学
的
な
根
拠
を
明
確
に

示
し
、
大
隈
首
相
も
そ
の
説
明
を
聞
き
、
望
ん
で
い
た
杉
林
か
ら

常
緑
広
葉
樹
の
森
へ
と
再
考
さ
れ
た
事
な
ど
、
歴
史
を
含
め
て

学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
樹
木
、
造
園
、
自
然
に
関
心
を
持

た
れ
た
の
に
は
、
叔
父
で
あ
る
上
原
敬
二
氏
が
、
先
生
が
幼
少
の

こ
ろ
か
ら
樹
木
の
種
子
を
育
て
る
事
を
薦
め
、
樹
木
の
育
成
を

経
験
さ
れ
た
事
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
上
原
敬

二
氏
は
、
明
治
神
宮
造
営
に
関
す
る
極
め
て
重
要
な
方
で
あ
り

ま
し
た
。
濱
野
先
生
は
、『
大
手
町
の
森
』
の
植
栽
計
画
を
設
計

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
後
の
ご
活
躍
も
楽
し
み
で
す
。
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永
久
凍
土
の
凹
凸
地
形
は

ど
う
し
て
形
成
さ
れ
る
の
か

永
久
凍
土
は
、
地
表
か
ら
下
30
セ
ン
チ
ぐ
ら

い
の
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
凹
凸

状
の
凸
部
分
、
マ
ウ
ン
ド
部
分
に
育
っ
た
木
は

真
っ
直
ぐ
立
っ
て
い
て
、
そ
の
年
輪
は
き
れ
い

な
同
心
円
を
描
き
ま
す
。
凹
部
分
の
斜
面
に
生

え
た
木
は
傾
き
ま
す
。傾
い
た
木
の
年
輪
に
は
、

「
あ
て
材
」
の
痕
跡
を
示
す
黒
く
変
色
し
た
部

分
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
凹
凸
状
の

地
表
面
は
絶
え
ず
変
化
し
て
い
て
、
マ
ウ
ン
ド

が
盛
り
上
が
る
と
斜
面
が
傾
き
、
木
も
真
っ
直

ぐ
立
て
な
く
な
っ
て
傾
く
、
傾
い
た
木
を
支
え

る
た
め
に
木
は
「
あ
て
材
」
を
形
成
す
る
。
年

輪
に
残
る
変
色
部
分
は
、「
あ
て
材
」
の
た
め

に
リ
グ
ニ
ン
の
集
積
し
た
箇
所
で
、
そ
れ
が
年

輪
に
痕
跡
を
残
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
発
見
で
し
た
。

マ
ウ
ン
ド
の
盛
り
上
が
り
が
大
き
く
、
斜
面

の
傾
き
が
激
し
く
な
る
。
傾
き
が
大
き
い
分
だ

け
、「
あ
て
材
」
の
痕
跡
は
年
輪
に
残
さ
れ
る
。

年
輪
か
ら
地
表
面
の
凹
凸
の
変
化
を
復
元
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
そ
の
解
析
方
法
を

研
究
し
ま
し
た
。

凹
凸
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
は
直
径
１
メ
ー

ト
ル
ぐ
ら
い
。
野
球
の
マ
ウ
ン
ド
よ
り
ち
ょ
っ

と
小
さ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
注
意
し
て
歩
か

な
い
と
、
マ
ウ
ン
ド
の
周
囲
で
は
足
が
ズ
ボ
っ

と
急
に
沈
ん
で
し
ま
い
ま
す
。（
写
真
４
）

霜
柱
を
思
い
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
。
寒
く
な

る
と
霜
柱
が
立
っ
て
、
暖
か
く
な
る
と
霜
が
溶

け
て
を
繰
り
返
し
、
新
し
く
盛
り
上
が
っ
た
霜

柱
の
上
に
は
土
が
の
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
永

酷
寒
の
地
に
育
つ
木
の
年
輪
を
見
る

「
酔
っ
払
い
の
森
」
は
カ
ナ
ダ
の
イ
ヌ
ビ
ッ

ク
地
方
に
あ
り
、北
極
圏
に
属
し
ま
す
。「
酔
っ

払
い
の
森
」
の
「
木
」
は
ク
ロ
ト
ウ
ヒ
で
す
。

１
ha
に
３
０
０
０
本
ぐ
ら
い
の
割
合
で
育
っ
て

い
ま
す
。
採
取
し
た
ク
ロ
ト
ウ
ヒ
を
輪
切
り
に

し
た
サ
ン
プ
ル
で
す（
写
真
１
）。
目
を
凝
ら

せ
ば
年
輪
が
見
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
大

体
１
５
０
歳
か
ら
２
０
０
歳
ぐ
ら
い
の
樹
齢
で

す
。
秋
田
ス
ギ
で
樹
齢
が
２
０
０
歳
ぐ
ら
い

だ
っ
た
ら
直
径
は
２
メ
ー
タ
ー
ぐ
ら
い
に
な
る

は
ず
で
す
が
、
こ
の
ク
ロ
ト
ウ
ヒ
は
直
径
約
７

セ
ン
チ
で
、
樹
齢
２
０
０
歳
ぐ
ら
い
で
す
。
細

い
部
分
で
は
１
ミ
リ
に
10
年
間
の
年
輪
が
詰

ま
っ
て
い
ま
す
。
拡
大
鏡
を
見
な
い
と
よ
く
わ

か
り
ま
せ
ん
が
。
秋
田
ス
ギ
だ
っ
た
ら
年
輪
は

１
年
間
で
２
〜
3
ミ
リ
ぐ
ら
い
で
刻
ま
れ
ま
す

か
ら
、
10
〜
20
倍
ぐ
ら
い
育
つ
速
度
が
違
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。こ
れ
が
最
初
の
衝
撃
で
し
た
。

（
写
真
２
）

年
輪
の
幅
か
ら
、
長
い
ス
パ
ン
の
気
候
の
変

化
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
最
初
は
そ
の
お

手
伝
い
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
ク
ロ
ト
ウ

ヒ
の
年
輪
を
よ
く
見
る
と
、
黒
く
変
化
し
た
部

分
、「
あ
て
材
」
の
跡
が
見
え
ま
す
。
気
候
を

調
べ
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
ノ
イ
ズ

に
近
い
邪
魔
者
で
す
。
で
も
、
な
ぜ
、
こ
う
な

る
ん
だ
ろ
う
と
考
え
た
の
が
最
初
の
き
っ
か
け

で
す
。
こ
の
あ
て
材
が
私
に
は
魅
力
的
に
思
え

た
ん
で
す
。（
写
真
３
）

ゴ
ア
氏
の
「
不
都
合
な
真
実
」
に
よ
れ
ば
、

地
球
温
暖
化
の
影
響
で
永
久
凍
土
が
溶
け
て
、

そ
れ
で
木
々
が
真
っ
直
ぐ
育
つ
こ
と
が
出
来

な
く
な
っ
た
結
果
、
木
々
が
傾
き
、「
酔
っ
払

い
の
森
」
が
出
現
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
も
あ
る
が
少
し
違
う
か
な
と
考
え
ま

し
た
。
私
が
行
っ
た
場
所
は
ゴ
ア
氏
が
訪
れ
た

場
所
よ
り
、
も
う
少
し
寒
い
。
永
久
凍
土
が
あ

る
場
所
は
、
も
と
も
と
地
面
の
形
が
凸
凹
し
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
木
が
生
え
た
ら
真
っ
直
ぐ
育

た
な
く
て
、
傾
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
つ

ま
り
、自
然
現
象
と
し
て
も
「
酔
っ
払
い
の
森
」

は
出
来
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑

問
で
す
。
で
は
、
ど
う
し
て
、
地
表
面
が
凹
凸

状
に
な
る
の
か
。

北
極
圏
に
広
が
る
、「
酔
っ
払
い
の
森
」
出
現
の
真
相
に
迫
る

年
輪
か
ら
、永
久
凍
土
の
凹
凸
地
形
面
の
形
成
過
程
を
復
元
し
、

地
球
温
暖
化
の
影
響
を
予
測
す
る
研
究
成
果

　ゴア元アメリカ副大統領が著した『不都合な真実』。同名のフィルム（デイヴィス・
グッゲンハイム監督　2006年）には、酷寒の地で木々が傾いた状態の「酔っ払いの
森」が登場します。地球温暖化がもたらす気候変動を示すシーンとして、世界に衝撃
を与えました。
「酔っ払いの森」はどのように出現したのか。森の木の年輪を読み解き、原因は永
久凍土の凹凸地形面の形成過程にあったとする研究成果が発表されました。その解
析技術は温暖化の今後の影響も予測します。
　自ら酷寒の地に足を運び、年輪の緻密な解析を行った、森林総合研究所立地環境
研究領域・土壌特性研究室の藤

ふじ

井
い

一
かずみち

至主任研究員にお話を伺いました。

国立研究開発法人　森林研究・整備機構　森林総合研究所
立地環境領域・土壌特性研究室　主任研究員　藤井一至氏

写真４　凍土地帯の地面はマウンドでデコボコしている

藤井一至氏

写真１　カナダ・イヌビック地方で採取されたクロトウヒの輪切りサンプル 写真２　年輪の拡大写真。１ミリの中に10年の年輪が詰まっている

写真３　年輪をさらに拡大した写真
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久
凍
土
も
、
溶
け
て
凍
っ
て
を
繰
り
返
し
ま
す

が
、
凍
る
と
き
は
一
遍
に
大
量
の
水
が
凍
り
ま

す
。
上
か
ら
凍
り
ま
す
が
、
凍
り
き
れ
な
い
水

は
永
久
凍
土
に
遮
ら
れ
て
、
下
に
行
け
ず
、
こ

れ
が
盛
り
上
が
っ
て
マ
ウ
ン
ド
を
形
成
し
ま

す
。
土
中
に
も
水
の
多
い
と
こ
ろ
少
な
い
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
多
い
と
こ
ろ
で
は
大
き
な
力
が

働
き
、大
き
な
マ
ウ
ン
ド
が
出
来
上
が
り
ま
す
。

（
図
１
）（
図
２
）

こ
う
し
た
変
化
を
、
年
輪
を
緻
密
に
読
み
解
く

こ
と
で
地
表
面
の
変
化
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
復
元

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

復
元
さ
れ
た
、
酷
寒
の
地
の
自
然
現
象

―「
不
都
合
な
真
実
」で
は

　
　
　
　

語
り
き
れ
て
い
な
い
こ
と
―

年
輪
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
木
の
成
長
の
仕

方
が
分
か
り
ま
す
。
あ
る
年
に
は
春
一
番
か
ら

「
あ
て
材
」
を
つ
く
り
始
め
て
い
ま
す
。
夏
が

来
て
永
久
凍
土
が
溶
け
て
地
盤
が
緩
ん
だ
の
で

傾
く
、
そ
れ
で
「
あ
て
材
」
を
作
る
と
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
、
１
本
の
年
輪
の
な
か
で
し
だ
い

に
「
あ
て
材
」
を
作
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に

な
る
は
ず
で
す
が
、
春
一
番
の
段
階
で
最
初
か

ら
「
あ
て
材
」
を
作
る
の
は
ど
う
し
て
か
。
そ

の
前
年
に
は
何
の
記
録
も
な
い
、
と
す
れ
ば
。

秋
が
終
わ
っ
て
永
久
凍
土
が
凍
結
し
た
そ
の
瞬

間
に
、
土
が
動
い
た
、
そ
し
て
木
も
動
い
た
と

い
う
こ
と
を
物
語
り
ま
す
。ゴ
ア
氏
の
説
明
は
、

永
久
凍
土
が
夏
は
湿
地
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な

ア
ラ
ス
カ
で
は
あ
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
カ
ナ
ダ
の
イ
ヌ
ビ
ッ
ク
地
方
の
よ
う
な

も
っ
と
寒
い
と
こ
ろ
で
、
マ
ウ
ン
ド
の
形
成
が

繰
り
返
さ
れ
る
場
所
で
は
、
木
が
傾
き
、
こ
れ

を
支
え
よ
う
と
「
あ
て
材
」
が
出
来
る
と
い
う

こ
と
が
自
然
現
象
と
し
て
お
き
て
い
る
。
こ
れ

が
「
酔
っ
払
い
の
森
」
の
仕
組
み
な
ん
で
す
。

ゴ
ア
氏
の
説
明
は
少
し
単
純
す
ぎ
る
の
で
は
な

い
か
と
、私
は
思
い
ま
す
。

永
久
凍
土
地
帯
の
凹
凸
地
形
は
、
２
０
０
年

ぐ
ら
い
の
ス
パ
ン
で
、
い
っ
た
ん
フ
ラ
ッ
ト
な

状
態
に
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
原
因

は
火
事
で
す
。
凹
凸
部
分
の
乾
い
た
箇
所
に
は

地
衣
類
が
育
ち
、
湿
っ
た
箇
所
に
は
コ
ケ
類
が

育
ち
ま
す
。
地
衣
類
は
ト
ナ
カ
イ
な
ど
の
餌
に

も
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
植
物
は
少
し
ず
つ
増
え

て
一
定
堆
積
し
た
こ
ろ
、
大
気
も
大
地
も
乾
燥

し
た
年
に
、雷
な
ど
に
よ
っ
て
火
災
が
発
生
し
、

マ
ウ
ン
ド
表
面
が
燃
え
て
、
凸
は
フ
ラ
ッ
ト
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
酔
っ
払
い
の
森
」
は
一
度
消
え
て
、
水
溜
ま

り
と
乾
い
た
と
こ
ろ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま

た
再
び
マ
ウ
ン
ド
を
形
成
す
る
呼
び
水
に
な
る

と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
す
。

ゴ
ア
氏
の
説
明
は
、
永
久
凍
土
が
溶
け
て
斜

面
の
木
が
傾
き
、「
酔
っ
払
い
の
森
」
が
で
き

る
と
い
う
も
の
で
す
。
私
は
、
こ
れ
と
は
少
し

違
い
、
も
っ
と
寒
い
永
久
凍
土
が
崩
壊
し
て
い

な
い
と
こ
ろ
で
は
、
下
に
永
久
凍
土
面
が
あ
っ

て
、
た
く
さ
ん
溶
け
て
た
く
さ
ん
凍
っ
た
と
き

ほ
ど
、
マ
ウ
ン
ド
が
盛
り
上
が
り
や
す
く
、
土

が
崩
壊
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
凹
凸
面
が
激
し
く

形
成
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
起
き
て
い
る
と

い
う
考
え
で
す
。
ゴ
ア
氏
の
言
う
ほ
ど
単
純
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

年
輪
か
ら
も
、
地
球
温
暖
化
は
１
９
６
０
年

代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
さ
ら
に
進
行
す
れ
ば
、
永
久
凍
土

の
地
表
や
地
下
に
長
い
期
間
を
通
じ
て
堆
積
さ

れ
て
き
た
植
物
。
つ
ま
り
地
衣
類
、
コ
ケ
類
、

そ
し
て
こ
れ
ら
が
地
下
に
堆
積
さ
れ
た
泥
炭
層

ま
で
が
、
溶
け
出
し
、
炭
素
貯
蔵
機
能
が
失
わ

れ
二
酸
化
炭
素
が
、
今
以
上
に
大
気
に
放
出
さ

れ
、
地
球
温
暖
化
は
さ
ら
に
加
速
す
る
リ
ス
ク

も
予
測
さ
れ
ま
す
。

私
の
専
門
は
土
壌
で
す
。
一
般
に
は
変
化
し

に
く
い
と
さ
れ
る
土
も
変
化
を
続
け
て
い
ま

す
。
私
が
調
査
を
し
て
い
る
イ
ヌ
ビ
ッ
ク
地
方

は
イ
ヌ
イ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
暮
ら
す

場
所
で
す
。
彼
ら
も
私
た
ち
も
、
自
然
に
暮
ら

せ
る
よ
う
に
、
研
究
成
果
を
通
じ
て
こ
れ
か
ら

も
発
信
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

マウンドの断面。深さ50センチに永久凍土層がある

図１　クロトウヒの年輪と凹凸地形面の発達過程
　　　年輪の成長が偏る年があり、徐々に凸凹（マウンド）の形成とあて材の形成が大きくなる

図２　凹凸地形面の発達過程と気温の関係（a）、凍土深50センチ以上では活発化しない（b）

永久凍土の露出面。夏でも地面から数10センチ下には凍土面が存在する

「酔っ払いの森」。永久凍土の上に育つクロトウヒの林
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木材・合板博物館セミナー『修験道から日本信仰を学ぶ』報告

　12月15日（日）、４階シアターにて、長野県から天台宗・智照院の副住職であり、長野県に於ける文化
財修復を行っておられる長谷川高隆氏を講師にお招きし、セミナーを開催いたしました。
　当日は34名の参加者にお越しいただきました。講師の長谷川高隆氏は、熊野の修験道で３回の修行をさ
れた僧侶であり、修験道について分かり易く解説していただきました。セミナーでは、日本の信仰を世界の
著名な信仰と発祥した地域の気候風土を含めて比較し、地域性（国民性）から宗教間の違いを知る事が出来
ました。修験道については、表や映像を交えて視覚的に分かり易く、参加者が既に持っている日本信仰に対
する知識が正しいものであったか確認する事が出来
た様で、一様に安心されたように見受けられました。
　セミナー終了後、長谷川講師が吹いた『ほら貝』
を吹かせていただいたり、修験道に参加する際に履
く地下足袋について質問したりと、活発なコミュニ
ケーションが行われ、日本人の精神的な基礎となっ
ている日本の信仰について、改めて学ぶ事が出来た
有意義なセミナーと成りました。

木材・合板博物館セミナー『ようこそ１００年の森へ』報告

　１月25日（土）、26日（日）、の２日間、木材・合板博物館では、４階シアターと明治神宮にて、日本野鳥
の会東京、監事である糸嶺篤人氏を講師にお招きして、セミナー及び自然観察会を開催いたしました。25
日は当日参加者を含め、50名の参加者にお越しいただきました。
　講師の糸嶺篤人氏は、日本野鳥の会東京が、毎月定例で開催する明治神宮での探鳥会を35年にわたり実
施されている方です。日本野鳥の会東京は、探鳥会を行うのと同時に、明治神宮の森を取り巻く環境変化、
森自体の生育による野鳥に与える生態変化を調査しており、終戦直後からの70年間のデータを以って、明
治神宮の森が如何に生育し、その結果、見られる野鳥が如何に変化したかを解説して下さいました。
　26日の自然観察会は、曇りの予想でしたが、残念ながら早朝より雨となり、70名程の参加希望者が43
名と成りましたが、参加者の皆様は講師をはじめ、日本野鳥の会東京からお手伝いに参加していただいた４
名の探鳥会リーダーの方々と、親しく明治神宮の森を回る事が出来ました。自然観察会で観察できた野鳥
は20種ほどで、その他、地衣類やキノコなどの解説に興味を持って解説を聞いておられました。自然観察
会が始まった９時には雨も上がり、３時間の自然観察会に参加された皆様からは、一応にご満足いただく
事が出来ました。
　明治神宮は鎮座100年目を迎える大切な年であり、５月には樹木学と造園の濱野教授のセミナー、11
月には再度自然観察会を行う予定です。

1

2

3 第7回ウッドマスター（中級）講習会を開催しました

　令和2年2月15日（土）・16日（日）の2日間にわたり、木材・合板博物館において第7回ウッドマスター（中級）［樹
種識別コース］の講習会を開催し、木質建材の製造・販売関係者、建築関係者さらには大学院生など9名（定員10名）の方々
が参加されました。
　講習会では、最初に木材の組織構造だけでなく樹種や木材の物理的性質等についての解説などを行って木材の基礎知識
を学びました。次に実習では、針葉樹9種と広葉樹8種の計17種のサンプルを用いて、ルーペ観察や光学顕微鏡を行い、
針葉樹の樹脂道や仮道管のらせん肥厚、広葉樹の道管配列、道管壁のせん孔やらせん肥厚を観察し、識別の方法を実践しな
がら学びました。また、切片の切り出しには、片刃カミソリによるフリーハンド法を用いましたが、参加された皆様方は慣
れた手つきで薄い切片を上手に作成して講師を驚かせていました。
　受講された方々からの感想は、「今までは木目や色、香りで判断していたがこの講習会の知識を生かして樹種を識別し
ていきたい」、「これまで知らなかったことが多く、今後自分でも
調べていきたい」、「試料の準備はたいへんだと思うが、これから
も続けていただきたい」などの好意的な意見をいただきました。
　一方、今後についての希望としては、「建築用の木材について
詳しく解説してほしい」、「グループワークで未知の材を識別す
るような試みがあってもよかった」、「検索用の絞り込みソフト
が提供されるとありがたい」などの意見も寄せられました。参
加者の皆様と楽しく交流しながら講習会を終了することができ
ました。

第4回ウッドマスター（中級）講習会─合板について学んでみよう④─を開催しました

　令和2年2月18日（火）に、新木場タワーの大ホールにおいて第4回ウッドマスター（中級）［合板について学んでみよ
う④］の講習会を開催し、木質建材の製造や販売関係者など22社から67名の方々にお申し込みをいただきました。内容
は、「超厚合板等、合板利用の今後の展開」および「合板張り耐力壁の特性と使い方」の2課題です。
　国立研究開発法人　森林研究・整備機構　森林総合研究所の研究領域長の渋沢龍也氏には、今後注目される超厚合板に
関する最新の情報を提供していただくとともに、「合板等、木質材料の構造的利用について」と題した今回のために特別
に作成したテキストを配布していただきました。どの教科書にも載っていない最新の貴重な解説文であるということがで
きると思います。また、講演の中では、合板、パーティクルボードおよびファイバーボード等の面材料の性能比較について
興味深いデータを示しながら個々の材料の特性等についての解説もしていただきました。
　また、東京大学の青木謙治氏には、構造用合板の定義および強度の解説に始まり、ストレススキン効果、様々な面材張り
構面、面材張り構面の耐力発現機構、面材の違いによる構面の性能の違い、告示仕様の耐力壁、様々な合板張り耐力壁およ
び耐力壁の倍率と壁量計算について具体的な例を挙げながら詳しく解説していただきました。これだけの内容を順序立て
て平易に解説していただいた例はこれまでにはなかったというほど充実した内容だったと思います。
　博物館では、平成28年度から木材に関わる最新の情報や実用に役に立つ情報を企業の実戦部隊の方々に提供し、企画や
営業に役立てていただくことを目的としウッドマスター ( 中級 )
講習会〈合板について学んでみよう〉シリーズを今回のものを
含めて4回開催してきております。今回の講習会でも最先端の技
術開発に触れることができ、参加者からは驚きと感謝の言葉が聞
かれました。
　講演後には講師と個人的に情報交換された方々もおられ、好評
のうちに講習会を終了することができました。　今後とも合板
に係る知識と情報を幅広く発信して普及すべく、シリーズを継続
していきたいと考えております。

13 12PLY VOL.12  2020 SPRING PLY VOL.12  2020 SPRING

● REPORT●●木材・合板博物館情報●

ply_vol12_02.indd   12-13 2020/02/28   20:58



本号が皆様のお手元に届くころに、世間を騒がせている新型コロ
ナウイルス問題がどのような状況になっているのか予想できない
が、本年は1920年（大正9年）に明治神宮が代々木の地に鎮座して
100年となる記念すべき年である。巻頭インタビュー記事では明治
神宮の成り立ちや先人の卓越した設計思想を詳述していただいた。
また、木アラカルトのコーナーではカナダの永久凍土に出現するク
ロトウヒの「酔っ払いの森」の成り立ちに関する研究成果を紹介させ
ていただいた。地球環境と切っても切り離せない森の様々なアスペ
クトに思いを馳せていただけたのではないだろうか。（o）

10:00～17:00（最終入館時間16:30）

無料

月曜日、火曜日、祝日、年末年始

※幼児および小学生の入館には、保護者のつきそいが必要です。
※都合により開館日・時間を変更する場合がございます。

東京都江東区新木場1-7-22　新木場タワー3F・4F
TEL 03-3521-6600／FAX 03-3521-6602

公益財団法人PHOENIX　木材・合板博物館のご案内

https://www.woodmuseum.jp/

facebook HP

｢新木場駅｣ 下車 徒歩７分
●東京メトロ有楽町線 ●JR京葉線 ●東京りんかい高速鉄道 

都営バス [②のりば] 木11甲
｢新木場一丁目｣ バス停下車 徒歩１分

●東京メトロ東西線 

「東陽町駅｣ 下車　　　　　

このビルの3F・4Fです！

アクセス
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第12回
走査電子顕微鏡・光学顕微鏡写真

「シラカンバ」

カバノキ科カバノキ属のシラカバとも呼ばれる落葉樹で、樹高が20mほどにもなる。歌謡曲でも
歌われたように北国では誰もが知っている樹木であり、陽樹で日当たりの良い裸地などではすぐに
群生してどこでも目にすることができる。寒冷地を好み北海道では低地にも普通に見られるが、本
州では山岳部に多い。この樹の代名詞ともいえる白い樹皮は、北海道の方言では｢がんび｣と呼ばれ、
燃えやすいのでストーブの焚き付けとして用いられていた。また、山岳部の若樹の樹皮は白さが際
立って美しく、晩秋にみられる紅葉の深紅との色彩の対比と調和は極限の美ともいえるもので、見
る者を魅了して止まない。一方、木材は同じカバの仲間でもウダイカンバ（マカバ）とは大違いで割
り箸などに使われるのみで低質材として扱われてきた。しかし、近年においてはその資源量が注目
され、材が白っぽく美しいことから合板用材として見直されるようになりつつある。とは言っても
割り箸などをよく見ると、木材には細かな淡黄色のシミが目にとまる。これはピスフレックと呼ば
れる小さな蛾やハエなどの仲間の幼虫が形成層を食害した跡の修復組織である（写真）。中国製の
割り箸が大量に日本に入って来ていた時期に、このシミを抜くために色々な処理方法が検討された
こともあったが、見た目が悪いだけで実害はないので敢えて漂白処理するようなことはなく輸入さ
れていた。また、シラカンバの立木の樹液には糖分を多く含むのでシラカバジュースとして春に樹
液が採取されて人気が高いが、一方ではスギ花粉症の少ない北海道でこの木による花粉症が問題と
なっている。庶民達を楽しませたり苦しめたり、話題の多さにおいてもシラカンバは北国を代表す
る樹種と言えるかもしれない。

木材・合板博物館　副館長　平川泰彦

※イベント・セミナー情報はホームページでご確認ください。

[ お問い合わせ ]  木材・合板博物館　TEL 03-3521-6600 / FAX 03-3521-6602　E-mail info@woodmuseum.jp

https://www.woodmuseum.jp/wp/seminer/

　五百羅漢の仏像修復

　明治神宮100年の森

講師：長井　武志氏
日時：2020年4月26（日）　13：30～ 15：00     　　　

講師：濱野　周泰氏
日時：2020年5月17（日）　13：30～ 15：00 

Seminar
information 

セミナー情報

Event
information

イベント情報
◆第9回　ウッドマスター講習会
「コロナウイルスの問題により、開催を9月以降に延期させて
いただきます。今後の開催日程につきましては、HPなどでお
知らせします。」
実施日：2020年年4月8日（水）～13日（土）
　　　　9：00～ 17：00
基礎コース
基礎コースでは、新たに採用された新人の方々を主な対象とし
て森林・林業・木材産業に関する川上から川下までの基礎知
識を身につけていただくための講義及び現場・実習を4日間
の日程で行います。
概要
参加費用：一般　100,000円　賛助会員　90,000円
申込方法：申込書にご記入の上、FAXまたは Eメールにてお

申込みください
申込締切：2020年3月31日（火）
定　　員：70名
https://www.woodmuseum.jp/wp/woodmaster/
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シラカンバの木口面の細かな
斑点がピスフレック

光学顕微鏡によるピスフレック
（二つ）の木口面写真
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