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日本森林学会による

四国森林管理局

　
「
初
代
保
護
林	

白し
ら
が
や
ま

髪
山
天
然
ヒ
ノ
キ（
遺
伝
資
源
）希
少
個
体

群
保
護
林
」は
、四
国
山
地
の
中
央
、吉
野
川
上
流
に
位
置
す
る

高
知
県
本も
と
や
ま
ち
ょ
う

山
町
内
に
あ
り
ま
す
。江
戸
時
代
ま
で
の
天
然
ヒ

ノ
キ
の
利
用
の
歴
史
を
経
て
な
お
残
る
美
林
と
し
て
、大
正
四

年
十
月
に
、保
護
林
制
度
に
基
づ
く
学
術
参
考
保
護
林
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。

　
国
有
林
野
事
業
で
は
、自
然
公
園
法
の
前
身
で
あ
る
国
立
公

園
法（
昭
和
六
年
）や
文
化
財
保
護
法
の
前
身
で
あ
る
史
跡
名

勝
天
然
記
念
物
法（
大
正
八
年
）の
制
定
に
先
駆
け
、独
自
の
制

度
と
し
て
、大
正
四
年
に
保
護
林
制
度
を
発
足
さ
せ
て
以
来
、

時
代
に
合
わ
せ
て
制
度
の
見
直
し
を
行
い
な
が
ら
保
護
林
の

適
切
な
保
護・管
理
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
白
髪
山
天
然
ヒ
ノ
キ
林
は
、制
度
発
足
初
年
度
に
指
定
さ
れ

た
五
箇
所
の
う
ち
、現
在
も
指
定
区
域
が
唯
一
変
わ
っ
て
い
な

い
保
護
林
で
あ
り
、そ
の
歴
史
、景
観
、希
少
性
等
か
ら
、平
成

二
十
九
年
に
高
知
県
内
三
番
目
の
林
業
遺
産
と
し
て
認
定
さ

れ
ま
し
た（
な
お
、保
護
林
制
度
の
見
直
し
が
平
成
三
〇
年
四

月
に
行
わ
れ
る
ま
で
は
、白
髪
山
天
然
ヒ
ノ
キ
林
木
遺
伝
資
源

保
存
林
の
名
称
と
な
っ
て
い
ま
し
た
）。

　
か
つ
て
、こ
の
一
帯
に
は
莫
大
な
量
の
天
然
ヒ
ノ
キ
が
あ
り
、

安
土
桃
山
時
代
に
は
、長ち
ょ
う
そ
か
べ
し

宗
我
部
氏
が
豊
臣
秀
吉
に
白
髪
山
の

桧
材
や
桧
皮
、帆
柱
を
土
佐
名
物
の
一
つ
と
し
て
献
上
し
た
記

録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
長
宗
我
部
氏
に
替
わ
り
、江
戸
時
代
に
土
佐
藩
を
治
め
る
よ

う
に
な
っ
た
山
内
氏
も
、幾
度
も
江
戸
に
木
材
を
献
上
し
た
記

録
が
残
っ
て
い
ま
す
。一
方
で
、相
次
い
で
幕
府
か
ら
掛
け
ら

れ
る
課
役（
普
請
）は
、藩
内
に
お
け
る
事
業
経
営
と
と
も
に
大

き
な
負
担
と
な
り
、山
内
氏
は
、上
方
商
人
か
ら
の
借
銀
に
よ

っ
て
藩
の
経
営
を
や
り
繰
り
し
て
い
ま
し
た
が
、そ
の
借
財
が

累
積
し
、財
政
は
早
く
も
急
迫
し
ま
し
た
。

　
元
和
八（
一
六
二
二
）年
、執
政
の
野
中
直
継
は
、藩
主
山
内

忠
義
の
命
を
含
み
、上
方
商
人
に
借
銀
返
済
に
三
年
の
猶
予
を
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得
た
上
で
、財
政
を
立
て
直
す
た
め
白
髪
山
の
良
材
伐
採
に
着

手
し
ま
す
。材
木
は
吉
野
川
を
利
用
し
て
阿
波
領（
徳
島
県
）へ
、

さ
ら
に
大
坂
へ
船
で
運
送
、販
売
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
結
果
、借

銀
を
わ
ず
か
三
年
で
払
い
終
え
、さ
ら
に
余
銀
を
蔵
へ
収
め
、

藩
の
財
政
は
安
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
さ
ら
に
、土
佐
藩
は
幕
府
の
許
し
を
得
て
、大
坂
に
木
材
市

場
を
開
設
。上
方
の
木
材
商
人
は
白
髪
山
の
桧
材
を「
独
特
ノ

香
リ
ア
リ
、材
質
緻
密
光
沢
優
レ
他
ノ
檜
材
ト
ハ
比
ベ
モ
ノ
ニ

ナ
ラ
ズ
」と
絶
賛
し
た
そ
う
で

す
。立
売
堀
川
、西
横
堀
川
に

設
け
ら
れ
た
市
場
は
大
い
に

賑
わ
い
、「
白
髪
橋
」と
い
っ
た

地
名
が
、そ
の
名
残
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、明
暦
三（
一
六
五
七
）年
の
江
戸
大
火
に
際
し
、藩
主

山
内
忠
義
の
公
文
書
に「
杉
や
桧
は
な
く
、御
公
儀
よ
り
注
文

が
来
て
も
お
望
み
の
木
品
を
差
し
上
げ
ら
れ
な
い
」と
あ
る
よ

う
に
、藩
内
外
の
木
材
需
要
の
拡
大
に
よ
り
山
林
資
源
の
減
少

も
憂
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。土
佐
藩
は
、森
林
資
源
を
、

財
源
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、水
源
保
護
や
防
風
、防
砂
、魚
つ
き

の
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
と
と
ら
え
、山
林
資
源
の
保
護
政

策
と
し
て
、輪
伐
、留
山
、留
木
の
制
度
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、

植
林
を
奨
励
し
、森
林
経
営
を
行
い
ま
し
た
。

　
現
在
、白
髪
山
の
北
斜
面
に
は
樹
齢
二
〇
〇
～
二
五
〇
年
の

ヒ
ノ
キ
が
生
長
し
、ツ
ガ
や
ヒ
メ
コ
マ
ツ
と
混
成
し
、シ
ャ
ク

ナ
ゲ
な
ど
の
下
層
植
生
と
と
も
に
優
れ
た
天
然
生
林
の
景
観

を
呈
し
て
い
ま
す
。最
も
特
徴
的
な
ヒ
ノ
キ
林
は
、山
頂
南
側

付
近
の
風
に
よ
り
立
ち
枯
れ
し
た
と
思
わ
れ
る
数
千
本
の
白

骨
林
で
あ
り
、自
然
の
厳
し
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
ま
た
、八は
っ
た
ん
な
ろ

反
奈
路
と
呼
ば
れ
る
場
所
で
は
、ヒ
ノ
キ
の
巨
木

が
存
在
し
、ヒ
ノ
キ
の
根
が「
た
こ
足
状
」に
広
が
っ
た「
根
下

が
り
ヒ
ノ
キ
」を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
四
国
森
林
管
理
局
と
い
た
し
ま
し
て
は
、四
国
の
ほ
ぼ
中
央

に
位
置
し
ア
ク
セ
ス
が
良
く
、白
髮
山（
国
有
林
）を
含
む
山
々

へ
年
間
を
通
し
た
登
山
者
が
あ
る
こ
と
か
ら
、地
域
と
連
携
し

た
Ｐ
Ｒ（
昨
年
は
土
佐
れ
い
ほ
く
博
が
実
施
）や
、登
山
道
の
整

備
等
を
実
施
し
、よ
り
多
く
の
方
に
足
を
運
ん
で
頂
け
る
よ
う

取
り
組
み
を
進
め
な
が
ら
、貴
重
な
財
産
で
あ
る
白
髮
山
の
保

全
管
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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❶上空からみた白髪山。蛇紋岩地帯で針葉樹が多い
❷	幹の途中から気根が出たヒノキ。ヒノキでここまで気根が発達することは珍しい
❸	根で合体しているヒノキ。下には歩道がある
❹根下がりヒノキ

白髪山天然ヒノキ（遺伝資源）
希少個体群保護林
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