
林
業
が
生
物
多
様
性
の
保
全
に
果
た
す

現
代
的
な
役
割
‐
若
い
植
栽
地
の
価
値
‐

林
業
研
究
部
門　

森
林
植
生
研
究
領
域

主
任
研
究
員　

山
浦
悠
一

　

地
球
上
の
陸
地
の
大
部
分
が
人
類
の
影
響
を
受
け
る
よ

う
に
な
っ
た
現
在
、地
球
は
新
た
な
地
質
時
代
―
人
新
世
―

に
入
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。人
新
世
は
数
百
年
～
数
十
年

前
か
ら
始
ま
っ
た
と
近
年
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

そ
れ
よ
り
も
は
る
か
以
前
か
ら
―
過
去
数
千
年
間
に
わ

た
っ
て
―
人
類
は
陸
上
生
態
系
を
広
域
的
に
改
変
し
て
き

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、人
類
が
自
然
環
境
の
創
造
に
果

た
し
て
き
た
役
割
が
近
年
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。野
焼
き
な
ど
に
よ
っ
て
森
林
を
攪
乱
し
て
広
大
な

草
地
を
維
持
し
て
き
た
日
本
の
歴
史
は
そ
の
典
型
例
と
言

え
ま
す
。

　

日
本
人
と
と
も
に
歩
み
形
作
ら
れ
て
き
た
草
地
生
態
系
。

私
の
父
が
子
供
の
こ
ろ
、キ
キ
ョ
ウ
や
オ
ミ
ナ
エ
シ
、ワ
レ
モ

コ
ウ
、セ
ン
ブ
リ
な
ど
は
身
近
な
草
地
で
ご
く
普
通
に
見
ら

れ
る
植
物（
写
真
1
）で
し
た
。現
在
、草
地
は
激
減
し
、日

本
の
秋
を
彩
る
こ
れ
ら
の
伝
統
的
な
植
物
は
す
っ
か
り
姿

秋に花を付ける草地性植物 a) キキョウ、 b) センブリ、 c) ワレモコウ、 d) オミナエシ写真1

a

c

b

d

特集 木を使って守る生物多様性
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を
消
し
ま
し
た
。こ
う
し
た
環
境
の
変
化
を
受
け
、草
地
や

草
地
性
生
物
を
保
全
再
生
す
る
試
み
が
各
地
で
行
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、保
全
活
動
を
ど
の
よ
う
に

広
域
展
開
す
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、戦
後
造
成
し
た
人
工
林
は
成
熟
期
を
迎
え
、有
効

利
用
す
る
機
運
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。人
工
林
の
樹
木
を
伐

採
し
た
後
、人
工
林
を
維
持
す
る
た
め
、整
地（
地
拵
え
）を

行
な
い
、次
世
代
の
樹
木
を
植
え
、競
合
す
る
雑
草
木
の
刈

払
い
が
行
な
わ
れ
ま
す
。こ
の
典
型
的
な
人
為
攪
乱
は
、多

く
の
草
地
性
生
物
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。例
え
ば
、植
栽
直
後
の
カ
ラ
マ
ツ
人
工
林

（
図
１
の「
カ・
植
」）で
は
、草
地
性
の
植
物
や
ハ
ナ
バ
チ
、

鳥
類
の
種
数
は
野
焼
き
で
維
持
さ
れ
て
き
た
採
草
地（
図
１

の「
草
」）に
匹
敵
す
る
ほ
ど
高
い
値
を
示
し
ま
し
た
。

　

植
栽
直
後
の
人
工
林
は
、チ
ャ
マ
ダ
ラ
セ
セ
リ
と
い
う
絶

滅
の
恐
れ
が
あ
る
蝶
類
や
、ノ
ビ
タ
キ
や
イ
ヌ
ワ
シ
と
い
っ

た
草
地
に
生
息
し
た
り
、草
地
で
狩
り
を
行
な
う
生
物
の
保

全
に
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す（
写

真
2
）。た
だ
し
、樹
木
を
植
え
て
10
年
ほ
ど
す
る
と
草
地

環
境
は
森
林
に
移
り
変
わ
り
ま
す
。イ
ギ
リ
ス
で
は
、計
画

的
に
人
工
林
の
伐
採
を
行
な
う
こ
と
が
草
地
で
営
巣
を
行

な
う
ヨ
タ
カ
と
い
う
鳥
類
を
保
全
す
る
た
め
に
有
効
だ
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
草
地
が
重
要
な
生
態
系・
土
地
利
用
だ
っ
た
日
本

で
は
、一
定
の
人
為
攪
乱
の
維
持
と
い
う
側
面
に
光
を
当
て

る
こ
と
に
よ
り
、林
業
活
動
に
新
た
な
価
値
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
そ
う
で
す
。森
林
を
伐
採
し
て
守
る
日
本
の
生
物
多

様
性
。原
生
的
な
自
然
の
保
護
と
は
対
極
的
な
自
然
と
の
つ

き
あ
い
方
も
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

植栽後間もない幼齢人工林の草地性生物にとっての価値
(a-c) 岩手県北上山地の異なる土地利用下でのハナバチ、鳥類・植物遷移初期種の種数。略称は次の通り：放（放牧
地）、草（採草地）、カ・植（カラマツ幼齢人工林）、カ・跡（カラマツ伐採跡地）、カ・熟（カラマツ成熟人工林）、天・老

（天然老齢林）。鳥類と植物は遷移初期種（草地性種）のみ扱った。出版社（Springer ）より許可を得て和訳して描い
た（Yamaura et al. 2012 . Biodivers Conserv 21 : 1365より）。(d) 植栽後数年のカラマツ人工林の初夏の状況。

カラマツの植栽木にとまるノビタキのオス
本州以南では高原でしか見られない本種も北
海道東部では若い植栽地で普通に繁殖する

（Yamaura et al. 2016. Ecol Evol 6:4836 より）。

図1

写真2

d  植栽後数年経ったカラマツ人工林

放 草 カ・植 カ・跡 カ・熟 天・老

放 草 カ・植 カ・跡 カ・熟 天・老

放 草 カ・植 カ・跡 カ・熟 天・老
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