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「自然首都・只見」学術調査研究成果発表会

　「自然首都・只見」学術調査研究成果発表会が１月20日、朝日地区セン

ターで開かれ、町内外から約60人が来場、学術調査研究助成補助金の交

付を受け、只見町の自然について調査研究された研究者４名の研究成果を

聴講しました。

　今回、発表された研究者４名の皆さんの研究成果について要旨をご紹介

します。このような研究によって只見町の貴重な自然の価値が明らかにな

っていくことが期待されます。

　

山
地
の
谷
間
を
流
れ
る
渓
流
沿
い

で
は
、
山
腹
斜
面
と
は
異
な
る
独
特

の
森
林
が
成
立
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
森
林
は
「
渓
畔
林
」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
全
国
各

地
で
渓
畔
林
に
関
す
る
調
査
が
行
わ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
只
見
の
よ
う
な

豪
雪
地
帯
で
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行

わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
私
は
、

只
見
の
渓
流
沿
い
の
森
林
に
は
ど
の

よ
う
な
樹
木
が
生
育
し
て
お
り
、
他

の
地
域
と
比
べ
て
何
か
違
い
が
あ
る

の
か
を
調
べ
ま
し
た
。

　

調
査
は
只
見
町
内
の
５
カ
所
の
渓

流
（
餅
井
戸
川
、
西
の
沢
、
東
の
沢
、

倉
谷
川
、
塩
の
岐
川
）
で
行
い
ま
し

た
。
調
査
方
法
は
河
川
沿
い
に
調
査

枠
を
設
置
し
、
そ
の
中
に
出
現
す
る

樹
木
を
記
録
し
て
い
く
方
法
を
と
り

ま
し
た
。

　

調
査
で
得
ら
れ
た
結
果
を
簡
単
に

ご
紹
介
し
ま
す
。
ま
ず
只
見
で
は
全

体
的
に
み
る
と
渓
流
沿
い
に
ま
で
ブ

ナ
が
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
結
果
が

得
ら
れ
ま
し
た
。
他
の
地
域
の
渓
流

沿
い
の
場
合
、
サ
ワ
グ
ル
ミ
、
ト
チ

ノ
キ
と
い
っ
た
渓
流
沿
い
特
有
の
樹

木
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
が
、
只
見
の

場
合
は
渓
流
沿
い
で
も
山
腹
斜
面
の

代
表
種
で
あ
る
ブ
ナ
が
多
い
と
い
う

こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら

れ
ま
す
（
図
１
．）。
ま
た
、
只
見
の

中
で
も
場
所
に
よ
り
渓
流
沿
い
に
見

ら
れ
る
樹
木
は
異
な
っ
て
い
ま
し

た
。
只
見
の
中
で
も
東
寄
り
の
倉
谷

川
（
写
真
１
．）
や
塩
の
岐
川
で
は

他
の
地
域
の
渓
流
沿
い
で
一
般
的
な

種
で
あ
る
サ
ワ
グ
ル
ミ
や
ト
チ
ノ
キ

な
ど
も
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
西
寄

り
の
餅
井
戸
川
で
は
ブ
ナ
が
多
く
、

他
の
樹
木
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
只
見
の
渓
流
沿
い
の

森
林
に
生
育
す
る
樹
木
が
他
の
地
域

と
は
異
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
只
見

の
中
で
も
場
所
に
よ
り
違
い
が
見
ら

れ
る
原
因
と
し
て
、
雪
の
量
の
違
い

や
地
質
の
違
い
が
原
因
と
し
て
考
え

ら
れ
ま
す
。ま
ず
雪
の
影
響
で
す
が
、

只
見
の
よ
う
な
豪
雪
地
帯
で
は
、
豪

雪
に
耐
え
ら
れ
る
樹
木
し
か
生
き
残

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
他
の
地
域

の
渓
流
沿
い
に
見
ら
れ
る
樹
木
が
豪

雪
に
耐
え
ら
れ
ず
に
出
現
し
て
お
ら

ず
、
そ
の
代
わ
り
に
雪
に
強
い
と
さ

れ
る
ブ
ナ
が
多
く
出
現
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
只
見
の
中
で
も
よ

り
雪
の
量
の
多
い
西
寄
り
の
地
域
で

ブ
ナ
が
多
い
と
い
う
結
果
も
雪
の
量

と
無
関
係
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
ま

た
只
見
の
中
で
は
場
所
に
よ
り
地
質

が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
地
質
が
異
な

れ
ば
河
川
沿
い
の
地
形
や
土
壌
の
性

質
に
違
い
が
生
じ
る
た
め
、
只
見
の

中
で
も
場
所
に
よ
り
異
な
っ
た
樹
木

が
見
ら
れ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
只
見

の
渓
流
沿
い
の
森
林
は
他
の
地
域
で

は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
有
の
も

の
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

私
自
身
、
昨
年
調
査
で
只
見
を
何

度
も
訪
問
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、

只
見
の
自
然
は
驚
き
の
連
続
で
し

た
。
自
分
の
研
究
テ
ー
マ
に
関
し
て

も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
春
の
残
雪
の

中
の
新
緑
の
美
し
さ
や
、
夏
の
爽
や

か
な
渓
流
の
流
れ
な
ど
、
普
段
都
会

で
生
活
し
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
の

で
き
な
い
只
見
の
自
然
の
豊
か
さ
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
貴
重
な
経
験

と
な
り
ま
し
た
。研
究
に
関
し
て
は
、

ま
だ
ま
だ
１
年
間
の
調
査
で
は
明
ら

か
に
で
き
て
い
な
い
部
分
も
多
く
あ

り
ま
す
。
今
後
も
只
見
で
の
研
究
を

継
続
し
、
只
見
の
自
然
が
持
つ
不
思

議
さ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

只見の山地渓流沿いに
見られる森林の構造

横浜国立大学大学院環境情報学府修士課程
斉
さいとう

藤　真
ま さ と

人さん

▲図１. 只見の渓流沿いの模式図▲写真１. 倉谷川の渓畔林

▲大勢の方々が来場された発表会
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只見の自然を調査研究、その成果を発表

水
辺
林
と
は
、
河
川
、
渓
流
、
湿

地
な
ど
の
水
辺
周
辺
に
分
布
す
る
森

林
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
こ
こ
に
分

布
す
る
樹
木
は
洪
水
や
土
砂
崩
れ
な

ど
の
撹
乱
が
頻
繁
に
起
る
場
所
で
生

育
し
て
い
ま
す
。
中
で
も
、
只
見
川

や
伊
南
川
の
よ
う
な
山
間
地
を
流
れ

る
河
川
で
、谷
底
の
広
い
氾
濫
原（
川

原
）
に
成
立
す
る
森
林
を
山
地
河
畔

林
と
言
い
ま
す
。
平
成
23
年
７
月
の

新
潟
・
福
島
豪
雨
は
１
０
０
年
に
一

度
起
き
る
よ
う
な
大
洪
水
を
引
き
起

こ
し
、
山
地
河
畔
林
に
大
規
模
な
攪

乱
を
与
え
ま
し
た
。
今
回
、
こ
の
洪

水
に
よ
っ
て
大
規
模
な
撹
乱
を
受
け

た
只
見
町
長
浜
杉
沢
地
区
の
山
地
河

畔
林
に
１
ｈ
ａ
の
調
査
区
を
設
け
、

撹
乱
が
こ
の
林
の
構
造
や
立
地
環
境

（
光
・
土
壌
・
水
分
・
温
度
）
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
ま
た

ヤ
ナ
ギ
属
の
実
生
の
発
生
に
つ
い
て

調
査
を
行
い
ま
し
た
。

調
査
の
結
果
、
図
１
の
空
中
写
真

（
提
供
：
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾

総
室
河
川
整
備
課
）
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
豪
雨
に
よ
る
伊
南
川
で
の

大
規
模
攪
乱
は
、
大
き
な
地
形
変
化

と
林
分
構
造
の
変
化
を
も
た
ら
し
ま

し
た
。撹
乱
後
の
林
分
構
造
と
し
て
、

調
査
区
に
は
17
種
２
３
６
個
体
の
生

残
木
と
１
１
５
個
体
の
被
害
木
が
分

布
し
て
い
ま
し
た
。
胸
高
断
面
積
合

計
か
ら
、
こ
の
森
林
に
は
シ
ロ
ヤ
ナ

ギ
、
ユ
ビ
ソ
ヤ
ナ
ギ
、
サ
ワ
グ
ル
ミ

が
優
占
し
て
い
ま
し
た
。
流
路
に
挟

ま
れ
た
調
査
区
中
央
部
に
は
、
胸
高

直
径
が
大
き
い
ユ
ビ
ソ
ヤ
ナ
ギ
や
シ

ロ
ヤ
ナ
ギ
な
ど
の
林
冠
を
構
成
す
る

種
が
多
く
生
育
し
、
反
対
に
、
流
路

側
付
近
で
は
多
く
の
被
害
木
が
位
置

し
て
い
ま
し
た（
図
２
）。被
害
木
は
、

樹
皮
が
大
面
積
に
わ
た
っ
て
剥
が
れ

て
い
る
ほ
ど
、
樹
木
か
ら
芽
が
出
て

い
る
割
合
（
萌
芽
率
）
が
高
く
な
る

傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。
調
査
区
中
央

部
は
、
流
路
側
の
環
境
と
比
較
す
る

と
、
水
面
か
ら
の
高
さ
（
比
高
）
は

高
く
、
光
環
境
は
暗
い
（
開
空
率
が

低
い
）結
果
と
な
り
ま
し
た（
図
２
）。

比
高
が
高
い
場
所
に
は
、
草
本
植
物

や
豪
雨
に
よ
る
堆
積
物
（
デ
ブ
リ
）

が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
豪

雨
に
よ
る
土
壌
攪
乱
が
比
較
的
小
さ

い
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
反
対
に
、
流
路
側
付
近
は
、
調

査
区
中
央
部
と
比
べ
て
水
面
か
ら
の

高
さ
が
低
く
、
大
小
の
礫
が
多
く
存

在
し
て
い
ま
し
た
（
図
２
）。
ま
た
、

光
環
境
は
明
る
い
結
果
と
な
り
ま
し

た
。ヤ

ナ
ギ
属
樹
種
の
実
生
は
、
発
芽

後
、
急
速
に
枯
死
し
、
そ
の
後
は
緩

や
か
に
減
少
す
る
結
果
と
な
り
ま
し

た
。実
生
が
確
認
さ
れ
た
調
査
区
は
、

６
月
17
日
で
は
全
35
区
の
う
ち
24

区
、
９
月
25
日
で
は
10
区
の
み
で
し

た
。
実
生
の
発
芽
初
期（
７
月
初
旬
）

に
は
、
50
℃
を
超
え
る
地
表
面
温
度

の
急
上
昇
が
み
ら
れ
、
こ
の
地
表
面

温
度
の
急
上
昇
が
実
生
の
生
死
に
大

き
く
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
し

た
。
発
芽
初
期
の
実
生
の
生
存
率
が

高
い
調
査
区
の
環
境
と
し
て
は
、
土

壌
が
砂
質
、
も
し
く
は
砂
質
と
礫
が

混
合
し
て
い
る
場
所
、
開
空
率
が
20

～
40
％
と
比
較
的
明
る
い
場
所
、
土

壌
が
湿
り
や
す
く
、
適
度
に
水
分
を

保
持
す
る
土
壌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
豪
雨
に
よ
る
大

規
模
攪
乱
は
、
伊
南
川
に
お
け
る
山

地
河
畔
林
に
大
き
な
地
形
変
化
と
林

分
構
造
の
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
モ
ザ
イ
ク
状

の
多
様
な
環
境
が
形
成
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
攪
乱
に

よ
っ
て
、
ヤ
ナ
ギ
属
樹
種
の
実
生
の

発
芽
が
促
進
さ
れ
、
今
後
新
た
な
河

畔
林
の
更
新
の
引
き
金
に
な
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

【
感　

想
】

こ
の
度
、
平
成
24
年
度
「
自
然
首

都
・
只
見
」
学
術
調
査
研
究
助
成
金

に
採
択
さ
れ
ま
し
た
こ
と
、
深
く
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
の
支
援
を

い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
は
、
本
研
究

活
動
の
大
き
な
サ
ポ
ー
ト
と
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、
学
術
調
査
研
究
成
果

発
表
会
に
お
い
て
は
、
大
勢
の
方
に

ご
参
加
い
た
だ
き
、
町
内
の
方
の
自

然
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
と
意
欲
が

感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
私
と
し
ま
し
て

も
、
今
回
の
発
表
会
で
改
め
て
只
見

町
の
自
然
の
豊
か
さ
を
実
感
し
、
他

発
表
者
や
地
域
住
民
の
方
と
の
交
流

を
通
し
て
多
く
の
刺
激
を
受
け
、
ま

た
皆
様
か
ら
温
か
い
お
言
葉
を
い
た

だ
き
、大
き
な
励
み
と
な
り
ま
し
た
。

今
後
は
、
本
研
究
助
成
の
趣
旨
に
も

あ
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
う
し
た
貴
重

な
自
然
を
守
り
、
保
全
し
て
い
け
る

よ
う
、
今
後
も
研
究
に
邁
進
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

伊南川で発生した大規模な河川撹乱
（平成23年７月新潟・福島豪雨）が

山地河畔林に与えた影響
新潟大学大学院 環境科学専攻 流域環境学コース

新
にっくに

国　可
か な こ

奈子さん

▲図１. 空中写真による調査地の比較 ▲図 2. 基質と開空率の関係
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調　査　区　名 明るさ
（mol m-2 day-1）

要害山

頂上ギャップサイト 8.43

頂上林床サイト 3.40

東斜面 1.14

西斜面林床１尾根 1.97

西斜面林床２ 0.81

西斜面林床３ 1.14

雪崩斜面 1.60

「自然首都・只見」学術調査研究成果発表会

ブナが育つのはどのような場所か
「今年度発芽したブナ実生の運命とは」

東京大学大学院理学系研究科付属日光植物園

宮
みやした

下　彩
あ や な

奈さん

只
見
町
の
山
林
に
は
ブ
ナ
が
多
く

み
ら
れ
、
ブ
ナ
は
し
ば
し
ば
他
の
樹

種
よ
り
も
優
占
的
に
生
育
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
な
ぜ
ブ
ナ
が
他
の
木

よ
り
も
多
い
の
か
、
そ
も
そ
も
ブ
ナ

が
育
つ
の
に
は
ど
の
よ
う
な
環
境
が

適
し
て
い
る
の
か
、
未
だ
明
確
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
の
調
査
で
は
、

ブ
ナ
の
成
長
や
優
占
に
関
わ
る
環
境

要
因
と
し
て
光
と
積
雪
を
と
り
あ

げ
、
こ
れ
ら
の
環
境
要
因
が
ブ
ナ
の

何
に
ど
れ
だ
け
影
響
を
与
え
る
の
か

定
量
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
今
年
度
は
ブ
ナ
生
育
の

舞
台
で
あ
る
日
本
海
側
山
地
に
お
い

て
、
ど
れ
く
ら
い
の
光
が
得
ら
れ
る

の
か
を
実
測
し
、
ど
の
よ
う
な
場
所

な
ら
ブ
ナ
が
成
長
を
続
け
う
る
か
決

定
し
ま
し
た
。

只
見
町
の
要
害
山
に
、
地
形
や
明

る
さ
の
異
な
る
７
つ
の
調
査
区
を
設

け
、
各
調
査
区
の
中
心
で
１
分
毎
の

光
強
度
を
測
定
・
記
録
し
ま
し
た（
図

１
）。
同
時
に
調
査
区
内
の
ブ
ナ
当

年
実
生
（
そ
の
年
の
春
に
芽
生
え
た

実
生
）
の
生
存
率
の
計
測
を
、
お
よ

そ
１
ヵ
月
毎
に
行
い
ま
し
た
。
得
ら

れ
た
光
強
度
デ
ー
タ
か
ら
、
サ
イ
ト

の
明
る
さ
の
指
標
と
し
て
、
７
月
か

ら
10
月
に
か
け
て
の
平
均
的
な
１
日

あ
た
り
の
総
光
量
子
束
密
度
を
計
算

し
ま
し
た
。
著
者
ら
の
過
去
の
研
究

か
ら
、
ど
の
程
度
の
明
る
さ
が
あ
れ

ば
ブ
ナ
が
成
長
を
続
け
ら
れ
る
の
か

分
か
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
も
と

に
要
害
山
の
各
サ
イ
ト
に
お
け
る
ブ

ナ
の
成
長
可
能
性
を
決
定
し
ま
し
た

（
表
１
）。
要
害
山
で
は
、
頂
上
付
近

や
尾
根
の
、
大
～
小
の
ギ
ャ
ッ
プ
が

あ
る
よ
う
な
場
所
で
は
、
ブ
ナ
実
生

が
成
長
を
続
け
て
い
け
る
だ
け
の
明

る
さ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
夏
の
間
の
ブ
ナ
当
年
生
実
生
の

生
存
率
は
ど
の
調
査
区
で
も
概
ね
８

割
以
上
と
良
好
で
し
た
が
、
生
存
率

の
大
小
に
は
調
査
区
の
明
る
さ
と
の

関
連
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
明
る
さ
の

効
果
が
顕
著
に
な
る
の
は
、
種
子
の

蓄
え
が
無
く
な
り
今
年
度
の
稼
ぎ
の

大
小
が
効
い
て
く
る
来
春
以
降
に
な

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
年
度
は
、
ま
ず
は
日
本
海
側
の

山
地
に
深
く
関
わ
れ
た
こ
と
が
一
番

の
楽
し
み
で
し
た
。
我
々
が
普
段
す

ご
し
て
い
る
日
光
植
物
園
付
近
の
山

地
は
、実
は
太
平
洋
側
に
属
し
ま
す
。

そ
の
た
め
只
見
近
辺
の
山
地
に
は

色
々
新
鮮
な
驚
き
が
あ
り
ま
し
た
。

来
年
度
以
降
は
、
こ
れ
ぞ
日
本
海
側

の
特
徴
と
い
う
べ
き
積
雪
環
境
に
つ

い
て
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
地
形
の
違
い
と
そ
れ
に
伴
う
雪

の
効
果
の
違
い
で
ブ
ナ
の
生
存
・
成

長
可
能
性
を
評
価
す
べ
く
調
査
を
行

う
予
定
で
す
。
ど
の
よ
う
な
成
果
が

得
ら
れ
る
か
楽
し
み
で
す
。

▲図１. 調査区と上層環境の例。頂上ギャップサイト の上層（左上）
と同サイト（左下）、西斜面林床サイト３ の上層（右上）、頂上林床
サイト（右下）。

▲表１. 各調査区の明るさ（７－ 10 月間の、１日の総光
量子束密度の平均値）。着色部（濃）はブナ実生が成長を
続けられると見込まれる明るさ、着色部（薄）はギリギ
リ成長を続けられるかどうかという明るさ。無色の部分
程度の明るさでは継続した成長は見込めない。
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只見の自然を調査研究、その成果を発表

ヒメサユリはなぜ只見に
生育するのか？

首都大学東京理工学研究科

河
か わ ら ざ き

原崎　里
さ と こ

子さん

梅
雨
か
ら
初
夏
に
か
け
ピ
ン
ク
色

の
可
憐
な
花
を
咲
か
せ
る
ヒ
メ
サ
ユ

リ
を
只
見
町
で
は
し
ば
し
ば
目
に
し

ま
す
が
、
本
種
は
環
境
省
絶
滅
種
リ

ス
ト
に
準
絶
滅
危
惧
種
と
し
て
名
を

連
ね
て
い
ま
す
。
ヒ
メ
サ
ユ
リ
は
福

島
県
の
会
津
地
方
、
隣
接
す
る
新
潟

県
・
山
形
県
、
宮
城
県
南
西
端
部
の

比
較
的
狭
い
範
囲
の
多
雪
地
域
に
分

布
し
ま
す
。
私
た
ち
は
、
ヒ
メ
サ
ユ

リ
が
生
育
地
の
環
境
と
ど
の
よ
う
に

結
び
つ
い
て
い
る
か
を
解
明
し
、
保

全
に
役
立
て
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

野
外
で
ど
ん
な
サ
イ
ズ
の
個
体
が

生
育
し
、
ど
れ
く
ら
い
花
や
種
子
を

つ
け
る
か
と
い
う
基
本
的
な
情
報
を

得
る
調
査
を
、
ス
キ
ー
場
、
百
合
平
、

柴
倉
山
尾
根
上
の
刈
払
い
地
、
浅
草

岳
山
頂
の
草
地
で
行
い
ま
し
た
。
場

所
ご
と
に
個
体
の
密
度
は
異
な
っ
て

い
ま
し
た
。
特
に
実
生
（
芽
生
え
た

ば
か
り
の
幼
個
体
）
の
密
度
は
ス
キ

ー
場
で
35
・
４
個
体
／
㎡
、
柴
倉
山

で
２
個
体
／
㎡
と
大
き
く
異
な
り
ま

し
た
。
非
開
花
個
体
は
開
花
個
体
と

同
数
、
な
い
し
４
倍
程
度
存
在
し
て

い
ま
し
た
。
実
生
や
非
開
花
個
体
の

存
在
は
、
こ
れ
ら
調
査
地
で
の
ヒ
メ

サ
ユ
リ
の
将
来
的
な
存
続
を
示
す
で

し
ょ
う
。

茎
長
が
50
㎝
を
超
え
る
と
ほ
ぼ
確

実
に
開
花
し
、
茎
長
が
長
い
ほ
ど
花

の
数
は
増
え
る
と
い
う
直
線
的
な
関

係
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
茎
長
と

葉
数
、
葉
数
と
花
の
数
に
も
直
線
的

な
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。
葉
数
と
花

の
数
の
直
線
の
式
を
解
く
と
、
葉
数

が
12
・
５
枚
の
時
に
開
花
を
開
始
し
、

葉
が
７
・
２
枚
増
え
る
ご
と
に
花
が

１
つ
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
葉

は
光
合
成
を
行
う
物
質
生
産
器
官
で

す
。
物
質
生
産
能
力
が
高
い
ほ
ど
花

を
た
く
さ
ん
つ
け
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

集
団
を
維
持
し
た
り
、
繁
殖
に
関

係
し
た
り
す
る
数
値
を
タ
カ
サ
ゴ
ユ

リ
と
比
較
し
ま
し
た
。
タ
カ
サ
ゴ
ユ

リ
は
約
１
０
０
年
前
に
園
芸
用
に
台

湾
か
ら
導
入
さ
れ
て
以
来
増
殖
し
、

い
ま
や
西
日
本
の
全
域
に
分
布
、
東

日
本
の
太
平
洋
側
を
北
上
し
て
宮
城

県
に
至
り
、
高
速
道
路
法
面
や
草
地

な
ど
で
旺
盛
に
成
長
し
て
い
ま
す
。

群
生
地
で
の
個
体
の
密
度
は
開
花
個

体
、
非
開
花
個
体
、
実
生
の
い
ず
れ

も
ヒ
メ
サ
ユ
リ
よ
り
、
タ
カ
サ
ゴ
ユ

リ
の
方
が
高
く
、
特
に
実
生
密
度
が

圧
倒
的
に
高
く
な
り
ま
し
た
（
表
）。

開
花
個
体
が
つ
け
る
平
均
の
花
の
数

は
、
ヒ
メ
サ
ユ
リ
の
方
が
２
・
５
倍

多
い
で
す
が
、
ヒ
メ
サ
ユ
リ
の
果
実

あ
た
り
の
種
子
数
は
５
分
の
１
ほ
ど

で
、
開
花
個
体
が
生
産
す
る
ヒ
メ
サ

ユ
リ
の
種
子
数
（
６
０
３
個
）
は
タ

カ
サ
ゴ
ユ
リ
の
半
分
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
、
タ
カ
サ
ゴ
ユ
リ
の
種

子
重
は
ヒ
メ
サ
ユ
リ
の
１
／
３
で
、

た
く
さ
ん
の
軽
い
種
子
を
広
く
散
布

で
き
る
こ
と
が
窺
え
ま
す
。し
か
も
、

ヒ
メ
サ
ユ
リ
は
花
が
果
実
に
成
熟
す

る
割
合
が
極
端
に
低
い
も
の
で
し
た
。

両
種
の
個
体
密
度
の
違
い
は
種
子
を

生
産
し
た
り
、
散
布
し
た
り
す
る
一

連
の
過
程
に
お
け
る
能
力
の
差
に
よ

る
の
で
し
ょ
う
。

タ
カ
サ
ゴ
ユ
リ
は
大
量
の
種
子
を

遠
く
ま
で
散
布
し
て
分
布
域
を
拡
大

す
る
競
争
的
な
種
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
一
方
、
ヒ
メ
サ
ユ
リ
は
分
布
域

を
維
持
す
る
戦
わ
な
い
種
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
多
雪
地
域
と
い
う
特
殊
な

環
境
に
生
育
す
る
の
は
、
そ
の
た
め

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
多
雪
環
境
（
低

温
や
短
い
生
育
期
間
）
は
植
物
の
成

長
に
と
っ
て
有
利
で
は
な
い
た
め
、

多
く
の
植
物
は
そ
れ
を
回
避
し
ま

す
。
ヒ
メ
サ
ユ
リ
は
競
争
を
避
け
、

多
雪
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
（
乾
燥
を
避

け
る
、
極
端
な
低
温
に
な
ら
な
い
、
無

駄
な
呼
吸
を
避
け
る
）
を
享
受
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ヒ
メ
サ

ユ
リ
の
保
全
に
は
戦
わ
な
い
環
境
を

守
る
こ
と
が
大
事
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。（
タ
カ
サ
ゴ
ユ
リ
の
デ
ー
タ

は
苫
米
地
（
２
０
０
６
）
に
よ
る
）▲表　ヒメサユリとタカサゴユリの比較

▲今年度の調査で最も多くの花
　（つぼみを含め８個）をつけ
　ていた個体

（／㎡）

（／㎡）

（／㎡）


