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1
日
に
、
東
京
23
区
の
約
半
分
―
。
一
体
こ

れ
は
、
何
を
示
す
数
字
だ
ろ
う
か
。
な
ん
と
地

球
上
で
は
今
、
こ
の
ス
ピ
ー
ド
で
、
こ
れ
だ
け

の
森
林
が
失
わ
れ
て
い
る
。

　
約
１
万
年
前
、
62
億
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
っ
た
森

林
。
し
か
し
文
明
の
発
展
と
と
も
に
、
そ
の
広

大
な
自
然
に
手
が
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
。
人
間
に
よ
っ
て
次
々
と
切
り
倒
さ
れ
、

焼
か
れ
て
い
く
森
林
―
。
か
つ
て
青
々
と
緑
に

覆
わ
れ
て
い
た
空
間
は
、
は
げ
山
と
な
り
、
荒

れ
地
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
、

世
界
の
森
林
面
積
は
陸
地
面
積
の
約
３
割
、
40

億
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
に
ま
で
減
少
。
本
来
、
自

然
に
生
か
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
私
た
ち
が
、
自

ら
の
営
み
の
た
め
に
、
自
然
の
あ
る
べ
き
姿
を

奪
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
し
て
今
、
こ
う
し
て
い
る
瞬
間
に
も
、
も

の
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
森
林
が
失
わ
れ
て
い

る
。「
森
林
減
少
が
社
会
問
題
と
し
て
国
際
的

に
広
く
認
識
さ
れ
始
め
た
の
は
１
９
８
０
年
代

ご
ろ
。
そ
れ
以
降
、
大
規
模
な
植
林
が
行
わ
れ

る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
森
林
減
少
が
最
も
著
し
か
っ
た
80
〜
90

年
代
に
比
べ
る
と
、
そ
の
ス
ピ
ー
ド
は
緩
や
か

に
な
っ
て
き
て
は
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
ブ
ラ
ジ

ル
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
の
熱
帯
雨
林
の
減
少

は
進
む
一
方
で
す
」
と
宮
薗
浩
樹
・Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ

国
際
協
力
専
門
員
は
話
す
。

地
球
の
悲
鳴
―

加
速
す
る
森
林
減
少 
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今
こ
う
し
て
い
る
瞬
間
も
、

地
球
上
か
ら
森
が
消
え
て
い
る
―
。

世
界
各
地
で
加
速
化
す
る
森
林
破
壊
。

そ
の
原
因
を
作
っ
て
い
る
の
は
、

私
た
ち
人
間
自
身
と
い
う
こ
と
に
、

ど
れ
だ
け
の
人
が
気
付
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

2
0
1
1
年
は
「
国
際
森
林
年
」。

こ
の
現
実
に
、

正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
時
に
き
て
い
る
。

参
考
：「
世
界
森
林
資
源
評
価
2
0
1
0
」（
国
連
食
糧
農
業
機
関
：
F
A
O
）

編
集
協
力
：
宮
薗
浩
樹
・
J
I
C
A
国
際
協
力
専
門
員

生
き
る

森
に

05                         June 2011

国際森林年とは・・・
森林の持続可能な経営・保全の重要性を広
く知ってもらおうと、国連が定めた国際年。
世界各地での自発的な取り組みを推進して
おり、日本国内でも森林をテーマとしたシン
ポジウムやイベントを年間を通じて開催され
ている。国際森林年における各国の取り組
み状況は、9月の国連総会で報告予定。

火災や過剰伐採などにより年間2％ずつ
消失しているインドネシアの森
（撮影：谷本美加）



■各国の森林面積の純変化（2005～2010年）
出典：FAO「世界森林資源評価2010」
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森に生きる

　
森
林
減
少
に
は
、
い
く
つ
か
の
原
因
が
あ
る
。

ま
ず
一
つ
に
は
、
木
材
と
し
て
の
利
用
。
周
囲

を
見
て
み
よ
う
。
鉛
筆
や
紙
、住
宅
、家
具
な
ど
、

私
た
ち
の
生
活
空
間
は
、
木
を
原
料
と
す
る
も

の
で
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

道
路
や
施
設
な
ど
を
建
設
す
る
た
め
の
木
材
の

伐
採
、
熱
帯
地
域
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
焼

き
畑
農
業
、
さ
ら
に
は
、
電
力
の
普
及
が
遅
れ

て
い
る
途
上
国
の
貧
困
層
は
、
燃
料
の
大
半
を

薪
炭
材
に
依
存
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
そ
の
大
部
分
が
私
た
ち
人
間
に
起
因
し

て
い
る
の
だ
。
合
わ
せ
て
、
干
ば
つ
や
森
林
火

災
な
ど
、
自
然
現
象
に
よ
っ
て
一
気
に
大
量
の

森
林
が
消
失
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な

い
。

　
し
か
し
、
木
材
の
利
用
＝〝
悪
〞で
は
な
い
。

森
林
は
再
生
可
能
な
資
源
だ
。
重
要
な
の
は
、

持
続
的
に
管
理
・
利
用
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
森
林
が
な
く
な
る
と
一
体
何
が

起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
単
に
、
私
た
ち
の
生
活
に
必
要
な
資
源
が
な

く
な
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
。

森
林
は
、
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
て
酸
素
を
排

出
し
た
り
、
水
分
を
吸
収
し
て
土
壌
の
か
ん
養

力
を
高
め
た
り
と
、
自
然
界
の
バ
ラ
ン
ス
を
維

持
す
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

し
か
し
本
来
あ
る
べ
き
機
能
が
失
わ
れ
る
こ
と

で
、
地
球
温
暖
化
や
土
砂
災
害
な
ど
が
発
生
。

貴
重
な
生
き
物
の
す
み
か
も
失
わ
れ
る
な
ど
、

自
然
環
境
に
も
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
。

　
国
土
の
約
７
割
を
森
林
が
占
め
、
世
界
有
数

の
森
林
大
国
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
日
本
。
し

か
し
国
土
そ
の
も
の
が
小
さ
い
た
め
に
木
材
の

供
給
が
追
い
付
か
ず
、
さ
ら
に
は
急
し
ゅ
ん
な

地
形
の
た
め
木
の
伐
採
に
コ
ス
ト
が
か
か
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
自
給
率
は
わ
ず
か
３
割
弱
程
度

（
グ
ラ
フ
参
照
）。
外
国
産
で
安
価
な
木
材
が
手

に
入
る
こ
と
も
あ
り
、
実
に
７
割
以
上
を
輸
入

に
頼
っ
て
い
る
。
輸
入
先
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
開
発
途
上
国
も
多
い
。
社
会

基
盤
が
ぜ
い
弱
な
途
上
国
が
受
け
る
影
響
は
、

決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。「
た
だ
輸
入
だ
け
し
て
、

そ
の
地
域
の
森
林
が
疲
弊
す
る
の
を
放
っ
て
お

く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
相
手
の
国
の
森
林
減

少
を
緩
和
し
て
い
く
こ
と
も
、
輸
入
す
る
側
の

責
任
な
の
で
す
」
と
宮
薗
専
門
員
は
話
す
。

　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
70
年
代
か
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
、

南
米
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
で
、
森
林
保
全
の
た
め

の
協
力
を
実
施
し
て
き
た
。
当
初
は
、
森
林
造

成
を
目
的
に
〝
植
林
〞
に
重
き
を
置
い
て
い
た

が
、「
木
を
植
え
る
だ
け
で
は
、
根
本
的
な
問
題

解
決
に
は
な
ら
な
い
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の

は
、
森
林
の
周
辺
に
は
、
そ
こ
に
暮
ら
す
住
民

が
い
る
こ
と
。
森
を
守
り
な
が
ら
、
彼
ら
の
生

活
も
維
持
で
き
る
よ
う
な
支
援
の
あ
り
方
に
変

わ
っ
て
い
き
ま
し
た
」（
宮
薗
専
門
員
）。

　
そ
こ
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
が
、地
域
の
人
々

が
自
ら
の
力
で
森
林
を
保
全
・
管
理
し
、
か
つ
、

生
活
向
上
を
図
っ
て
い
く
〝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー
〞
だ
。「
都
市
部
に
人
口
が
集

中
し
て
い
る
先
進
国
と
は
違
っ
て
、
途
上
国
で

日
本
の
知
見
を
生
か
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー
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木
が
な
く
な
る
こ
と
で

引
き
起
こ
さ
れ
る
弊
害

は
森
林
が
残
っ
て
い
る
地
方
部
に
暮
ら
す
人
が

多
い
。
彼
ら
は
生
き
て
い
く
た
め
に
、
森
林
資

源
に
依
存
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
持
続
的

な
森
林
保
全
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
一
番
近

い
と
こ
ろ
に
い
る
彼
ら
に
裨
益
す
る
支
援
、
つ

ま
り
、
彼
ら
の
生
計
向
上
を
図
っ
て
い
く
こ
と

が
重
要
な
の
で
す
」
と
宮
薗
専
門
員
は
話
す
。

国
際
社
会
に
お
い
て
も
、
92
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
の

リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
開
催
さ
れ
た
「
国
連
環

境
開
発
会
議
（
地
球
サ
ミ
ッ
ト
）」
を
契
機
に
、

〝
持
続
可
能
な
森
林
管
理
〞
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に

な
っ
て
い
る
。

　
実
は
日
本
に
は
、
江
戸
時
代
か
ら
、
山
間
部

の
集
落
の
人
が
共
同
で
森
林
を
管
理
す
る
〝
入

会
林
野
〞
と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
つ

ま
り
〝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー
〞

の
考
え
方
が
、
古
く
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
て
き

た
の
だ
。
宮
薗
専
門
員
は
「
日
本
で
は
、
小
規

模
な
森
林
を
い
か
に
持
続
的
に
活
用
し
て
生
計

を
立
て
て
い
く
か
が
大
切
で
し
た
。
そ
れ
は
多

く
の
途
上
国
に
つ
い
て
も
同
じ
。
日
本
の
経
験

が
生
か
せ
る
分
野
で
す
」
と
強
調
す
る
。Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
は
日
本
の
知
見
を
生
か
し
、
住
民
参
加
型

の
森
林
保
全
の
取
り
組
み
を
強
化
す
る
と
と
も

に
、
日
本
国
内
で
も
里
山
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
伝
え

る
研
修
を
実
施
す
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
協
力
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
最
近
で
は
、
途
上
国
で
の

森
林
保
全
、
植
林
、
森
林
の
再
生
を
進
め
る
こ

と
で
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
を
推
進
す
る

「
Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｄ
―
ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
」※
に
も
積
極
的
に
取
り

組
む
。

　
今
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
、
人
間
は
森
の

恵
み
を
受
け
て
生
き
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
中

で
、
森
林
と
〝
共
に
〞
生
き
て
い
く
た
め
に
私

た
ち
自
身
が
す
べ
き
こ
と
を
、
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日中のトキ保護活動を記念した切手が発行
　今年2011年は、中国で絶滅したと思われていたトキが陝
西省で再発見されてから30年の節目の年。また、1985年か
ら続く日中のトキ保護協力を引き継ぎ、昨年からJICAの「人
とトキが共生できる地域環境づくりプロジェクト」が開始され
たことも記念して、陝西省より切手が発行された。
　切手の絵柄は中国の国花である牡丹。その脇に、JICAの
プロジェクトによる野生トキのモニタリング活動などの写真が
添えられている。
　再発見された当時わずか7羽だったトキは、日中が協力し
て繁殖や保護活動に取り組んだ結果、20年で約1,600羽
にまで増加した。さらに個体数が増え、分布地域が拡大した
現在は、トキと人の共生が新たな課題。田畑などでエサを探
すトキは人里近くの森に
生息するため、農民たちは
農薬の使用や産業開発
が制限され、これが収入
減少を招いているのだ。そ
こでこのプロジェクトでは、
農薬を使わない有機農法
を農民たちに指導したり、
新たな放鳥計画を受けて
地域の子どもたちにトキの
重要性を教える環境教育
を実施し、トキ生息地の保
全と人々の生活向上の両
立を目指している。

い
り

あ
い
り
ん
や

※Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation（森林減少・劣化の抑制による
温室効果ガス排出量の削減）の略称。plusには、森林減少・劣化の抑制に加え、森林保全、森林の持続的
経営、二酸化炭素蓄積量の維持・増大などを含む。 減る森、増える森。

ここ5年間で世界の森林は減り続けている。
特に、森林大国ブラジルやインドネシアなどが顕著だ。
他方、中国での大規模な植林により、アジアはプラスに転じている。
だが依然、東南アジアや南アジアでの消失率は高い。

純消失面積・純増加面積

（ha/年）

森林の役割

生活物資として
の資源

二酸化炭素の貯
蔵庫

（地球温暖化の
防止）

水資源のかん養

生活場所、レクリ
エー

ションの場の提
供

年々増加する木材消費。アマゾ
ンの森近くにもたくさんの製材
所がある森 （撮影：永武ひかる）

BRAZIL ブラジル

焼き畑で燃える森。し過ぎないこと－。
これが森と生きる条件

LAOS ラオス

砂漠化が深刻なアフリカ。
生活に不可欠な薪の伐採
量も増えている
（撮影：渋谷敦志）

植林で森は増加傾向に。そ
の土地に適した樹種の育
成技術などをJICAも支援
（撮影：今岡昌子）

ETHIOPIA エチオピア

CHINA 中国

出典：林野庁「木材需給表（用材部門）」
■日本の木材自給率
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