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森
を
支
え
る
土

２
０
１
５
年
は
国
際
連
合
が
定
め
た
国
際
土
壌
年

で
す
。
地
球
の
表
面
を
覆
う
土
壌
の
厚
さ
は
わ
ず
か

数
メ
ー
ト
ル
で
、
地
球
の
大
き
さ
に
比
べ
る
と
非
常

に
薄
い
の
で
す
が
、
水
や
養

分
を
蓄
え
て
植
物
の
生
育
を

支
え
る
と
と
も
に
、
雨
を
浄

化
す
る
な
ど
重
要
な
働
き
を

し
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、

森
林
の
土
壌
は
、
Ao
層
（
堆

積
有
機
物
層
）
と
呼
ば
れ
る

落
葉
・
落
枝
の
層
と
そ
の
下

の
有
機
物
に
富
む
柔
ら
か
な

土
壌
か
ら
な
る
複
雑
な
構
造

を
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

Ao
層
に
は
ミ
ミ
ズ
や
微
生
物

な
ど
様
々
な
生
物
が
生
息
し

て
お
り
、
1
ヘ
ク
タ
ー
ル
当

た
り
年
間
に
数
ト
ン
に
も
な

る
落
葉
・
落
枝
を
分
解
し
、

そ
の
中
に
含
ま
れ
る
養
分
を

樹
木
が
利
用
で
き
る
形
に
変

化
さ
せ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

森
林
土
壌
に
は
大
小
様
々
な

隙す
き
ま間

が
あ
り
、
樹
木
の
生
育

に
必
要
な
雨
水
を
貯
え
る
と

と
も
に
、
余
分
な
雨
を
排
水

し
て
根
腐
れ
を
防
い
で
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
森
林
土

壌
は
、
樹
木
の
生
育
の
場
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
生

物
多
様
性
の
維
持
や
保
水
、
水
質
浄
化
な
ど
多
く
の

公
益
的
機
能
（
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
）
を
発
揮
し
て
い

ま
す
。

−健康な暮らしは健康な土から−

写真１　ヒノキ林とその下の褐色森林土（滋賀県大津市）
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い
ろ
い
ろ
な
土
（
土
壌
生
成
因
子
）

森
林
土
壌
を
掘
っ
て
横
か
ら
眺
め
る
と
、
そ
の
姿

が
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
写

真
1
の
よ
う
に
表
面
付
近
が
黒
く
、
そ
の
下
が
褐
色

の
場
合
が
多
い
で
す
が
、
写
真
2
の
よ
う
に
真
っ
黒

な
土
壌
も
あ
れ
ば
、
写
真
３
の
よ
う
に
赤
い
土
壌
も

あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
特
徴
的
な
色
を
も
と
に
、
森

林
の
土
壌
は
、
褐
色
森
林
土
、
黒
色
土
、
赤
黄
色
土

と
い
う
よ
う
に
分
類
さ

れ
て
い
ま
す
。
と
い
う

の
も
、
土
壌
の
色
は
土

壌
が
生
ま
れ
た
環
境
や

土
壌
自
体
の
性
質
に
関

係
す
る
た
め
で
す
。
例

え
ば
、
黒
色
土
は
火
山

灰
が
堆
積
し
た
場
所
に

ス
ス
キ
が
長
期
間
生
育

し
て
で
き
た
土
壌
で
す
。

こ
の
土
壌
で
は
ア
ル
ミ

ニ
ウ
ム
の
活
性
が
高
い

た
め
に
、
有
機
物
が
ア

ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
結
合
し

て
多
量
に
蓄
積
し
ま
す
。

ま
た
、
沖
縄
県
な
ど
温

暖
な
地
域
に
広
く
見
ら

れ
る
赤
黄
色
土
は
、
粘

土
分
が
多
く
酸
性
で
養

分
が
少
な
い
と
い
う
特

徴
が
あ
り
ま
す
。

土
壌
の
保
全

世
界
各
地
で
土
壌
浸
食
や
砂
漠
化
、
塩
類
化
の
た

め
、
土
壌
の
劣
化
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
山
地

に
分
布
し
て
い
る
日
本
の
森
林
で
は
、
樹
木
が
失
わ

れ
る
と
土
壌
は
浸
食
さ
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。
西
日

本
の
花
崗
岩
地
帯
で
は
、
以
前
は
森
林
の
過
伐
に
よ

る
土
壌
浸
食
が
す
す
み
、
は
げ
山
が
各
地
に
み
ら
れ

ま
し
た
（
写
真
４
）。
こ
の
よ
う
な
地
域
で
は
緑
化

が
進
め
ら
れ
、
現
在
で
は
森
林
に
戻
り
ま
し
た
が
、

土
壌
は
浅
く
有
機
物
や
養
分
が
少
な
い
た
め
、
樹
高

は
低
い
ま
ま
で
す
。
近
畿
地
方
の
森
林
土
壌
中
の
炭

素
量
は
少
な
く
、
古
く
か
ら
人
間
が
利
用
し
て
き
た

こ
と
の
影
響
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
一
旦

土
壌
の
生
産
力
が
低
下
し
て
し
ま
う
と
、
回
復
す
る

ま
で
に
は
非
常
に
長
い
年
月
が
必
要
と
な
る
の
で
、

森
林
を
維
持
し
て
土
壌
が
失
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

写真４　�かつて東海地方から瀬戸内にかけて広く分布していたはげ山。
　　　　写真の場所は研究目的のために緑化が行わなれなかった場所（岡山県玉野市）。

国 際 土 壌 年

写真２　�有機物を多く含む黒色土（滋賀県今津
市）。火山灰堆積物上にススキ草原が
生育していた場所にみられる。

写真３　�鹿児島県奄美地方や沖縄県に広く分布
する赤黄色土（沖縄県石垣島）。粘土
分が多く酸性が強い。


