
第8話 森林の役割
人間と森林ー自然と人間の関係性

近藤 昭彦



現在の森林被覆

人間活動がなかった場合の
森林被覆

現在残されている自然林

後氷期のグローバルな森林変化

森林の定義に注意

自然林、原生林、潜在植
生、一次林、二次林、用語
に注意

http://www.globalforestwatch.org/


近年の森林変化

世界森林白書
2000
(２０１５)

森林面積の変化

中高緯度の増加
低緯度の減少

背景を考えよう
・薪炭材
・材生産
・プランテーション
・その他グローバルな視点とは？

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/


森林と人間の関係の歴史、森林と水の
関係を知ることから、森とどのように共
生していけばよいのか、考えよう

注）生態学用語の共生には、相利共生、偏利共
生、寄生も含まれる。ここでは、ともに生きる
という意味で使おう。



中新世
鮮新世 更新世

第四紀

第三紀

第三紀は温暖な時代であった。300万年前にパナマ地峡が閉じ、
寒冷化が始まった。80万年前にはヒマラヤの隆起が始まり、本
格的な氷河期に入った。

森林はどのような気候を経験してきたか

暖

寒

現在600万年前



▲カリブ海は地質からすると
太平洋の親戚．約300万年前に
地峡が閉じた．

約100万年前頃からインドがユー
ラシアと衝突開始．チベット高
原の隆起が始まった．▼

世界のある地域の出来事が、地球全体の気候を変えた．



300ppmv

二酸化炭
素濃度の
変化

メタン濃度
の変化

間氷期

10万年 20万年

気温の変化

過去20万年前以降の気候変化

●氷期・間氷期サイクルの気温
変化は急激な温暖化、短い間氷
期、長期の寒冷化

●約2万年前に最終氷期は突然
終わり、急激な温暖化が始まっ
た

●現間氷期で、最も温暖な時期
はすでに過ぎ去った

（環境考古学、安田喜憲、NHKブックス）



なぜ、ヘンゼルとグレーテルや赤ずきんちゃんは子供
なのにずんずん森の中に入っていけたのか？

ヨーロッパの森林は氷期にいったん絶滅した！
（杉谷ほか、「風景の中の自然地理」、古今書院）



氷期の日本列島日本列島では何が起こっていたのか



氷期が終わった！

日本の森は第三紀から続く太古の森 本来は．．．

氷期に元気だった生態系はどこへ



グリーンランドの氷床コアから復元した過去8000年の気温変化

暖

冷

中世温暖期

小氷期

気候最適期

●現間氷期の最温暖期は約6000年前
●このときサハラは緑に覆われていた
●4000年前頃からの寒冷化により古代文明が滅亡
●10世紀頃の温暖期にヨーロッパの封建制度が確立
●16世紀頃の寒冷期には黒死病の流行、魔女狩りがあった

現間氷期に何が起こったか



●中世温暖期以降、ヨーロッパの森林は極度に伐採された
●ヨーロッパ農法は麦作と牧畜、耕地面積を拡大する必要
●森を追われたオオカミは家畜を襲い、童話では悪者

この森林破壊がドイツにおける近代林
学の発展を促し、現代のヨーロッパの
森を作り上げた
→ジャン・ジオノ著「木を植えた男」
（当時のフランス農村社会とは違うという考え方もある）

Photo:http://www.markmillerphotos.com/index.html

日本からも留学生がわたり、日本の林学の基礎を作った

10世紀 20世紀

ヨーロッパにおける10世紀と20世紀の森林の分布



アメリカに
おける森林
の変遷



明治・大正期の森林・土地利用

■荒地・草地の
分布に注目

■常緑樹
■落葉樹

(LUIS,氷見山幸夫、北海道教育大学）



砂防工事着手前（明治40年４月） 砂防工事着手後1年（明治41年8月）

明治の頃の日本の山－愛知県瀬戸市周辺の例－

砂防工事前（明治40年8月） 砂防工事後（明治41年10月）

（愛知県ホームページより）

愛知万博、海上の森ははげ山から数十年かけて緑化した森
モリゾー、キッコロはどこ？

（愛知県ホームページより）



明治・大正期の森林・土地利用

■荒地・草地の
分布に注目

■常緑樹
■落葉樹

森林も十分あったではないか！



二次林の分布

花崗岩の分布

アカマツは乾燥に強い

花崗岩（御影石、稲田石）は
風化すると崩れやすいマサ土
になる

これらの森林の多くは二次林



なぜ、中国地方には
アカマツの二次林が
多いのか？

（Ｃ）スタジオジブリ

近世のたたら場の分布

オロチのウロコの様に見える
斐伊川の河口（にっぽん川紀行）

アニメ「もののけ姫」に登場す
るたたら場

たたら製鉄



オロチと斐伊川の関係

●たたらの原料は砂鉄と木炭
●木炭は森林を伐採して調達
●砂鉄は花崗岩の風化した
マサに多く含まれる

●比重選鉱で砂鉄を分離
（鉄穴流し）
●河川の流送土砂量の増大
●斐伊川の氾濫

近世のたたら製鉄の様子（東京大学所蔵）

鉄穴流しの様子（国土交通省） もののけ姫に登場する斜面
（Ｃ）スタジオジブリ

こうやって中国地方の山は荒れていった



日本の山地に二次林が多
いもう一つの理由

●1950年代まで焼き畑が広
く営まれてきた。

●焼き畑は、一定の技術や
文化に支えられた持続可能
な農業である。

山岳森林の人々

縄文の民．．．柳田国男

焼き畑農
家率50%以
上の地域

焼き畑
の分布

アシタカの村（Ｃ）スタジオジブリ
1950年の焼き畑の状況
（杉谷ほか、「風景の中の自然地理」、古今書院）



明治・大正期

昭和中期

このような歴史を経て戦前まで
の日本の森林は形成されてきた

■荒地

■常緑樹
■落葉樹



日本には植林地が多いが、木曽や吉野
などの伝統的産地を除けば、第二次世
界大戦後の現象

拡大造林

戦後の国土復興のため、それまでの薪
炭林や原生林を伐採して、より経済価
値があるとされたスギ、ヒノキ、カラ
マツなどを植栽

日本の人工林の分布
（杉谷ほか、「風景の中の自然地理」、古今書院）



昭和中期

現代

濃い緑色で示
される針葉樹
（人工林）の
分布の拡大に
注目！

戦後60年で日本の森林
は大きな変貌を遂げた

■常緑樹
■落葉樹



・大正期から商品経済に取り込まれ和紙原料の生産
・戦後は製炭、造林
・しかし、エネルギーは木炭から石油へ
・高度経済成長期に外材の輸入
が自由化され木材価格が下落

・その後、過疎化と生業の多様化
・間伐材の用途も減少

高知県檮原町における生業の変化

街道を行く１．（朝日新聞社）
（藤田、1981）



昭和中期

現代

濃い緑は常緑樹林で
あるが、北海道の一
部の針葉樹林や、西
南日本の照葉樹林
（常緑広葉樹）を除
くとほとんどが人工
林である

戦後60年で日本の森林
は大きな変貌を遂げた

■常緑樹
■落葉樹

千葉大学公開講座「戦後60年」
－水と森と人の関わり－
環境リモートセンシング研究センター・近藤昭彦 (データソース：LUIS、氷見山幸夫、北海道教育大学）



もう一つの変化－里山－

日本の潜在植生

現在の気候および土壌
条件下において人間の
干渉なしに遷移が完成
したときに成立する植
生構造

関東平野は
照葉樹林帯



里山
人の手によって維持管理されて
きた二次林

関東地方ではクヌギ、コナラ、
エゴノキ、などの落葉広葉樹

人間によって形成された生態学
的な平衡状態

最近は人の手が入らなくなり、
照葉樹（常緑広葉樹）が復活し
てきている

⇒竹の侵入も深刻な問題（武内ほか編、「里山の環境学」、東大出版会）



●明治大正期と平成期の
土地利用

・山地では広葉樹■から
針葉樹■へ

・山では荒地■も多かった
（茅場）
・東京大都市圏■の拡大

明治大正期

平成

利根川の計画高水流量

明治33年 3,750
明治43年 5,570
昭和14年 10,000
昭和24年 14,000

（八斗島、m3/秒）



日本における西洋式治水工法の導入

●明治29、30年 治水三法 河川法、砂防法、森林法 成立

●治水に対する工学的適応の開始 環境適応から工学的適応

（国土交通省ホームページより）

「洪水をなだめる」から「洪水を制する」へ



1974年多摩川水害

●その後の、訴訟で国が敗訴
●行政に住民の生命と財産を守る義務



●水需要量の減少
●環境を重視した住民運動の高まり

吉野川第十堰

長良川
河口堰



2000年9月11、12日東海豪雨

西枇杷島駅と新幹線

新川堤防決壊箇所

空中写真：㈱アジア航測

もう、工学的適
応では支えきれな
い．．．



水防法改正までの流れ

●1997年河川法改正
河川事業における環境への配慮、地域住民の意向を十分くみ取

ることを明記
●1998年利根川、那珂川、阿武隈川洪水
●2000年9月東海豪雨災害
●2001年水防法改正
情報システムのあり方、水害ハザードマップの作成と公開が地

方自治体に義務づけられた

旧法制度
●「お上任せ」、被災した場合はクレームや訴訟！？

新法制度
●自己責任の世界、環境を重視して地域の意向を十分くみ取った
場合は、水害リスクを負う必要
●環境を重視して、大規模施設による「洪水リスクコントロー
ル」を放棄する場合は、そのリスクを軽減する智慧を地域ぐるみ
で出していく必要
●住民の移転、保険に加入

河川法改正

水防法改正

https://disaportal.gsi.go.jp/


森林の環境調節作用

●気候緩和作用
●理水作用
●水質保全作用
●汚染物浄化作用
●防災作用
●保健的作用
（只木・吉良編「ヒトと森林」共立出版、1982）

「緑のダム」としての機能

脱ダム宣言
森林があればダムは要らないのか？
針葉樹より広葉樹の方が良いのか！？

政治的、情緒的議論

(社)日本林業技術協
会企画
東京書籍、1989

(築地書館、2004)



森林の機能

人間が生活していく上で有益
な森林の機能とは何か？

森林には水を育み、洪水を緩
和する機能があるのではない
か？

針葉樹がいいのか、広葉樹がい
いのか？

緑のダム



ブナの森は緑のダム

文・写真 太田威
あかね書房 1988年

水と緑の国、日本

富山和子著
講談社 1998年



ブナの森は緑のダム

なるほど、ブナはいいねえ！



水と緑の国、日本

杉がいいの？



●
針葉樹と広葉樹の水文学的機能に関する研究の一例



広葉樹と、針葉樹、どっちが水を育むのか？

そもそも、このような設問は適切か？

扱っているのは“環境”
環境とは
・多数の要素からなり（多様性）、
・相互に関連があり（関連性）、
・ある場所に配置されることにより特徴を発揮し（空間性）、
・歴史によって形成される（時間性、歴史性）

このような対象に対して科学的な議論を行うにはどうしたらよいか？

広葉樹．．．自然林、里山の二次林、落葉広葉樹、常緑広葉樹
針葉樹．．．自然林、人工林、落葉針葉樹、常緑針葉樹
空間性．．．どこにあるか 気候、地形、地質
歴史性．．．どんな経緯を経ているか 林齢、崩壊、管理の仕方

生態学的に平衡状態にあるか



（上）間伐、枝打ちも行われ、水保全
がきちんと行われている人工林

（左）白神山地のブナ林は生態学的に
平衡状態に達した自然林

どちらからも人間は恩恵を受けることができる



では、森林には治水ダムの機能はあるのだろうか

一回に降る雨の量が増えると→

森林は雨の一部を貯留し、
徐々に流出させ、治水機能
を発揮するが．．．

降雨強度が一定レベルを
越えると、もはや治水ダム
としての機能は失われる

（竹下、1987）



森林には川の流れを維持し、人間に水資源
を供給する利水機能と、洪水時に雨を受け
止め、徐々に流出させる治水機能がある

しかし、厳しい日照りの時は、森林は水を
消費する

未曾有の大雨の時は、治水ダムとしての機
能は限界を超える

よって、下流に守るべき人間社会がある
か、守るべき財産があるか、によって水管
理のあり方が変わってくる



森林の機能を理解したう
えで、どう生きたいのか
を考える



まとめ

水と森と人の関わり

●環境の見方を身につけよう

多様性・関連性・空間性・歴史性

●～の場合には～だけれども、～の時は～。

決して解はひとつではない

●二者択一ではない、柔軟な考え方が必要

森林の機能は一つではないし、限界もある

ひと、自然、社会の関係性
を良好に保つには
どうすれば良いか



附録 森林影響評価



科学の成果
時間がかかる、
ボトムアップ型
科学



ハイドログラフ









実験期間に注意！





年
流
出
量





先週紹介した図



自然現象は気がつく、気がつかないに関わらず全ての要素が関連しあっている



夏の影響が冬に！







常緑針葉樹

熱帯雨林
（常緑広葉樹）

落葉・常緑広葉樹











日本では、積雪地域にブナ林（落葉広葉樹）が分布しているこ
とが多く、多雪であることも豊かな水を育む要因となっている
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