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「グリーンとしま」再生プロジェクト
植樹場所

30	 これまでの植樹場所

日本一の高密都市である豊島区をみど

り豊かな環境都市として再生することを

目指して、平成 21年度から「グリーンと

しま」再生プロジェクトを開始しました。

その土地の在来の樹種を密植・混植す

ることにより、長持ちする本物の森、い

のちを守る森をつくるという植物生態学

者の宮脇 昭先生の提唱する植樹法をご

指導いただき、区内全区立小中学校や区

内各地に植樹を進めてきました。

このプロジェクトにご尽力いただいた

宮脇 昭先生が、令和3年7月16日にご

逝去されました。

このたび、先生を偲んで、先生と「グリー

ンとしま」再生プロジェクトの軌跡を振り

返りながら紹介する冊子を発行すること

といたしました。

この冊子を通じて、このプロジェクト

の取組を未来の地球環境を担う区内の子

どもたちに伝え、継承していきたいと思

います。

「グリーンとしま」
再生プロジェクトのあゆみ

作成によせて



昭和3年（1928）岡山県生まれ。植物生態学者。広島文理科大学卒業。

ドイツ国立植生図研究所で潜在自然植生理論を学び、横浜国立大学名誉教授、

（公財）地球環境戦略研究機関国際生態学センター長などを歴任。約10年を

かけて日本全国を巡り、潜在的な自然植生を調査してまとめた「日本植生誌（至

文堂）」ほか著書多数。

近年では、（公財）地球環境戦略研究機関国際生態学センター終身名誉セン

ター長となる。

令和3年（2021）7月16日、93歳で永眠。
©mitsuko todoroki
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広島文理科大学より博士号
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横浜国立大学助教授

横浜国立大学　環境科学研究センター教授

通産省エネルギー庁　環境審査会顧問

	国際植生学会副会長

横浜国立大学名誉教授

（財）国際生態学センター研究所長

国際生態学会会長

（財）地球環境戦略研究機関　国際生態学センター長

豊島区「学校の森」植樹祭にて植樹指導

豊島区「いのちの森」植樹祭にて植樹指導

豊島区「いのちの森」植樹・育樹活動指導

（公財）地球環境戦略研究機関　国際生態学センター終身名誉センター長

豊島区「いのちの森」「学校の森」10万本達成記念式典参加

7月16日、93歳で永眠

［ 略歴 ］

宮脇 昭
Akira Miyawaki
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初めて宮脇先生のご指導により豊島区に植樹を行ったのは、平成20年の夏、立正佼成会豊島教会でした。
教会の一角に植えた苗木は13年経った今、大きな森に生長し、地域のシンボルとなっています。

プロジェクト開始の際、宮脇先生がおっしゃられたのは
「我々はどんなに科学技術が発展しても、森の寄生虫の立場でしか、この地球上では持続的に生きてはいけない。
一番大事なことは、命を守ること。自分の命、愛する人の命を守るため、森の回復・創造をしなければならない。」
「木を植えることは、命を植えること。明日を植えること。そして心に木を植えることです。」
この言葉をヒントに、まず、区内小中学校の植樹から始めることにしました。

平成21年度に宮脇先生のご指導のもと、子どもたちがつくる「いのちの森」、「学校の森」植樹祭を実施しました。
区内31小中学校で木を植え、樹木と触れ合う植樹により、防災など地域の拠点である学校に新たなみどりを植える、
「学校の森」が生まれました。

学校は、子どもたちの思い出の場所でもあり、防災など様々な面から地域のシンボルでもあります。その場所で、
未来を担う子どもたちが、未来の環境のために1本1本丁寧に植えました。多くの人の協力を頂きながら、地域の方々
と一緒になって、オール豊島で実施することができました。その後、植樹の範囲は、区内公共施設や公園などに広
がりました。

宮脇先生の指導により「10年で10万本」を目標に区民参加で植樹を進めてきた結果、区内に約100か所の「い
のちの森」「学校の森」が生まれました。平成30年には目標の10万本を達成し、記念式典も実施いたしました。

その後も植樹を続けた結果、現在では、豊島区内の植樹本数は131,476本（令和4年1月31日時点）にまで増
えています。宮脇先生と共に植樹した樹木は、今や立派な森として育っています。

今後も、「いのちの森」をつくり続けていくことが、私たちの責務であると決意を新たに、本物のみどりあふれ
るまちづくりの実現に向けて、全力で取り組む所存であります。

ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。
宮脇先生、長い間、本当にありがとうございました。

宮脇 昭先生へ感謝のメッセージ

豊島区長

高野 之夫
「グリーンとしま」再生プロジェクト

実行委員会	委員長

石森 宏
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平成 21年 新年特別号 宮脇 昭氏と高野区長が対談

宮脇 昭氏と「グリーンとしま」再生プロジェクトのあゆみ

 平成 20 年 6月	 宮脇	昭氏が高野区長と対談	
	 7月	 立正佼成会豊島教会が「いのちの森」を植樹	
	 12 月	 「グリーンとしま」を再生するキックオフイベント実行委員会発足

 平成 21年 4–5月	 「学校の森」植樹祭　4月28日～ 5月8日　区立小中学校31校で約10,000本の植樹	
	 	 「学校の森」植樹祭記念式典　4月28日（豊成小学校）	
 5月	 緑と環境の区民フォーラム　5月30日・31日（帝京平成大学冲永記念ホール）	
 7月	 「グリーンとしま」を再生するキックオフイベント実施報告書を発行

 平成 22年1月	 「グリーンとしま」再生プロジェクト第1回実行委員会	
	 2 月	 植樹に関する講習会（区職員・施設職員向け）	
 4月	 植樹に関する講習会（4回）	
 5月	 「いのちの森」植樹祭　5月12日～24日　区内施設31か所で約5,500本の植樹	
	 	 「いのちの森」植樹祭記念式典　5月12日（豊島清掃事務所・旧第十中学校）	
 6月	 緑と環境の区民フォーラム　6月27日（立教大学池袋キャンパス）	
 10月	 「グリーンとしま」再生プロジェクト実施報告書発行

 平成 23 年5月	 植樹に関する講習会（2回）	
 5–7月	 「いのちの森」の植樹　5月22日～7月1日　区内公園等33か所で約12,000本の植樹	
	 	 南長崎はらっぱ公園記念セレモニー　5月22日	
 7月	 「学校の森」・「いのちの森」育樹活動　7月6日～8日（千登世橋中学校･さくら小学校･巣鴨小学校）	
 9月	 「いのちの森」の植樹　育樹講演会および育樹活動　9月23日（豊島清掃事務所）	
	 	 「学校の森」・「いのちの森」育樹活動　9月28日～30日	
	 	 （南長崎はらっぱ公園･千早児童館･千早小学校･上池袋第一児童館･豊成小学校）

 平成 24 年1月	 平成23年度「グリーンとしま」再生プロジェクト実施報告書発行	
 5月	 「いのちの森」植樹（池袋本町電車の見える公園･天祖神社･豊島高校･文京高校）

 平成 25 年5月	 「いのちの森」植樹（南長崎スポーツ公園･千早高校･みらい館大明）

 平成 26 年5月	 「いのちの森」植樹（上池袋くすのき公園）

 平成 30 年 6–7月	 「学校の森」植樹（区立小中学校23校）	
	 平成 30 年10月	 「いのちの森」「学校の森」10万本達成記念式典

新春ミニ散歩　いけ福ろうめぐり
年始の休日診療・施設開設状況案内

●

●
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豊
島
区
は
、
人
口
を
は
じ
め
、
都
市
機
能
や
建
築
物
、

そ
し
て
情
報
や
交
流
な
ど
、
様
々
な
意
味
で
高
密
で
あ

る
こ
と
が
活
力
と
魅
力
の
源
に
な
っ
て
い
る
都
市
で
す
。

　
昨
年
11
月
、
豊
島
区
は
つ
い
に
人
口
密
度
日
本
一
の

都
市
と
な
り
ま
し
た
。
大
学
の
誘
致
や
副
都
心
線
の
開

業
な
ど
に
よ
り
、
池
袋
駅
周
辺
の
昼
間
人
口
や
来
街
者

も
増
加
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
高
密
で
あ
る
が
故
の
課
題
へ
の
対
応
も

必
要
で
す
。

　
区
民
の
方
や
来
街
者
の
安
心
・
安
全
は
も
と
よ
り
、

「
環
境
都
市
づ
く
り
」
の
二
年
目
に
あ
た
り
、
緑
化
を

は
じ
め
環
境
対
策
に
よ
り
一
層
力
を
入
れ
、
高
密
都
市

で
あ
る
こ
と
を
誇
れ
る
よ
う
な
区
の
姿
を
、
皆
さ
ま
と

ご
一
緒
に
創
り
上
げ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
一
年
の
皆
さ
ま
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
心
か
ら

お
祈
り
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
今
後
と
も
、
区
政
へ

の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

人
と
環
境
に
や
さ
し
い

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
創
り
ま
す

　世
界
規
模
で
環
境
へ
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
21
世
紀
。
豊
島
区
は
、
区
民
の
皆
さ
ん
が
心
身

と
も
に
健
康
で
暮
ら
し
や
す
い
、
環
境
と
共
生
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。
新
春
に
あ
た
り
、
植

物
生
態
学
者
の
宮
脇
昭
さ
ん
を
お
招
き
し
、「
環
境
都
市
・
豊
島
」
を
テ
ー
マ
に
区
長
と
対
談
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
宮
脇
さ
ん
は
、「
ふ
る
さ
と
の
木
に
よ
る
ふ
る
さ
と
の
森
」
の
重
要
性
を
説
き
、
企
業
や
地
方

自
治
体
と
連
携
し
た
植
樹
活
動
を
行
う
な
ど
、
こ
れ
ま
で
世
界
中
に
三
千
万
本
の
木
を
植
え
た
方
で
す
。

豊島区長
高野 之夫

豊島区議会議長
吉村 辰明
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宮脇昭さん（左）と高野区長（南池袋小学校で撮影）

宮
脇
◆
皆
さ
ん
の
戸
建
て
住
宅
の
周
り
に
も
ぜ
ひ
植
え
て

ほ
し
い
で
す
ね
。
隣
家
と
の
境
が
ブ
ロ
ッ
ク
塀
で
し
た
ら
、

話
し
合
っ
て
両
方
か
ら
30
セ
ン
チ
ず
つ
出
し
合
え
ば
60
セ

ン
チ
幅
の
高
生
垣
が
で
き
ま
す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
が

倒
れ
て
人
が
怪
我
を
し
た
こ
と
は
過
去
の
地
震
で
も
問
題

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
何
よ
り
、
皆
さ
ん
が
夕
方
疲
れ

て
帰
っ
て
き
た
時
に
、
自
分
の
庭
に
植
え
た
緑
を
見
な
が

ら
英
気
を
養
っ
て
次
の
日
働
く
と
い
う
憩
い
の
場
所
と
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

区
長
◆
今
、
区
で
は
高
層
ビ
ル
が
さ
ら
に
増
え
、
人
口
も

増
加
し
て
い
ま
す
。
昨
年
の
11
月
１
日
時
点
で
、
人
口
密

度
日
本
一
に
な
り
ま
し
た
。
ま
ち
が
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
Ｃ
Ｏ
２
を
出
し
て
、
環
境
へ
の
負
荷
が
大
き
く
な
る
。

こ
の
ま
ま
次
の
世
代
へ
ツ
ケ
を
残
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
か

ら
、
環
境
意
識
を
持
ち
な
が
ら
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
緑
を
ど
う
し
て
い
く
か

と
い
う
の
は
区
と
し
て
最
大
の
テ
ー
マ
で
す
。

宮
脇
◆
環
境
を
守
る
と
は
命
を
守
る
こ
と
。
人
間
し
か
持

っ
て
い
な
い
知
性
、
感
性
を
持
っ
て
文
化
を
創
造
す
る
心
、

遺
伝
子
を
残
す
、
そ
の
環
境
を
守
る
こ
と
な
ん
で
す
。

区
長
◆
４
月
28
日
か
ら
、
す
べ
て
の
区
立
小
中
学
校
で
行

う
「
子
ど
も
た
ち
が
つ
く
る
命
の
森
・
植
樹
祭
」
は
、
教

育
委
員
会
・
清
掃
環
境
部
・
土
木
部
の
３
つ
の
セ
ク
シ
ョ

ン
が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
行
い
ま
す
。
区
を
あ
げ
て
、
私
た

ち
が
本
気
に
な
っ
て
行
う
取
り
組
み
が
成
果
を
上
げ
る
こ

と
で
、
区
民
の
皆
さ
ん
に
思
い
が
伝
わ
っ
て
、
み
ん
な
で

よ
り
よ
い
ま
ち
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
形
に
な
れ
ば
本
当

に
素
晴
ら
し
い
し
、
楽
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

宮
脇
◆
人
生
と
い
う
の
は
楽
し
い
ん
で
す
よ
。
今
生
き
て

い
る
よ
り
幸
福
な
こ
と
は
な
い
ん
で
す
か
ら
。
そ
の
楽
し

さ
を
子
ど
も
た
ち
に
じ
か
に
教
え
る
の
は
、
同
じ
命
を
持

っ
て
生
き
て
い
る
小
さ
な
苗
が
雨
に
も
風
に
も
日
照
り
に

も
耐
え
て
懸
命
に
生
き
て
い
る
姿
。
そ
の
命
の
尊
さ
を
、

ぜ
ひ
先
生
方
が
共
に
木
を
植
え
な
が
ら
教
え
て
ほ
し
い
で

す
ね
。
そ
し
て
、
た
い
が
い
の
イ
ベ
ン
ト
は
一
度
や
れ
ば

そ
れ
で
終
わ
り
で
す
け
れ
ど
も
、
木
を
植
え
る
植
樹
祭
と

い
う
の
は
、
そ
の
日
か
ら
永
遠
に
幕
の
閉
ま
ら
な
い
命
の

ド
ラ
マ
の
幕
開
け
な
ん
で
す
。

区
長
◆
そ
う
で
す
ね
。
区
民
が
主
役
で
本
物
の
木
を
植
え

て
、
未
来
へ
。
本
物
の
環
境
を
作
る
豊
島
区
に
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
２
年
目
を
迎
え
た
環

境
都
市
づ
く
り
と
し
て
、
ま
さ
に
総
力
を
あ
げ
て
や
ら
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

宮
脇
◆
そ
れ
は
ぜ
ひ
と
も
。
そ
し
て
、
命
を
守
る
森
づ
く

り
を
全
世
界
に
広
げ
る
た
め
の
世
界
の
モ
デ
ル
都
市
に
な

っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
国
際
植
樹
祭
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
こ
の
豊
島
区
で
や
り
ま
せ
ん
か
。

区
長
◆
そ
う
で
す
ね
。
４
月
の
大
植
樹
祭
を
展
開
し
た
ら
、

５
月
の
30
日
、
31
日
に
は
環
境
問
題
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

行
い
ま
す
。
そ
し
て
将
来
的
に
は
そ
う
し
た
国
際
会
議
が

で
き
る
よ
う
に
。
「
豊
島
区
な
ら
で
は
の
環
境
対
策
」
を
、

未
来
の
子
ど
も
た
ち
が
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
よ
う
、
本
物
の

取
り
組
み
と
し
て
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

先
生
、
こ
れ
か
ら
も
ぜ
ひ
ご
教
授
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

区
長
◆
宮
脇
先
生
、あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

宮
脇
◆
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

区
長
◆
区
で
は
、
昨
年
を
『
環
境
都
市
づ
く
り
・
元
年
』

と
位
置
づ
け
、
本
格
的
な
環
境
対
策
に
取
り
組
み
始
め
ま

し
た
。
２
年
目
を
迎
え
る
今
年
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
前
進

さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
世
界
中

で
森
の
再
生
に
力
を
注
い
で
こ
ら
れ
た
宮
脇
先
生
の
力
を

お
借
り
し
た
い
と
、
昨
年
か
ら
何
度
か
先
生
の
お
話
を
聞

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
ね
。

宮
脇
◆
区
長
室
に
飾
ら
れ
て
い
る
豊
島
区
の
航
空
写
真
を

見
て
み
る
と
、
緑
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
鉄

と
セ
メ
ン
ト
砂
漠
で
す
。

区
長
◆
え
え
。
一
人
あ
た
り
の
公
園
面
積
が
23
区
で
最
下

位
で
す
し
、
緑
被
率
も
下
か
ら
数
え
た
方
が
早
い
と
い
う

の
が
現
状
で
す
。

宮
脇
◆
豊
島
区
は
世
界
の
中
で
も
、
良
い
意
味
に
お
い
て

は
最
も
発
展
し
た
と
こ
ろ
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
に
は
最
も
危

険
な
状
態
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
環
境
へ
の
取

り
組
み
は
、
過
密
都
市
の
豊
島
区
だ
か
ら
こ
そ
や
り
が
い

が
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
。
豊
島
区
で
や
る
こ
と
は
世
界
の

大
都
市
す
べ
て
に
通
じ
ま
す
か
ら
。

　
で
は
、
な
ぜ
森
の
再
生
が
重
要
か
と
い
う
こ
と
を
、
ま

ず
お
話
し
ま
し
ょ
う
。
現
代
は
物
質
的
に
恵
ま
れ
た
生
活

を
し
な
が
ら
、
子
ど
も
も
お
と
な
も
、
未
来
に
確
た
る
希

望
を
持
て
な
い
で
不
安
を
抱
え
て
い
ま
す
。
我
々
は
ど
ん

な
に
科
学
技
術
を
発
展
さ
せ
て
も
、
森
の
寄
生
虫
の
立
場

で
し
か
、
こ
の
地
球
の
上
で
は
持
続
的
に
生
き
て
い
け
ま

せ
ん
。
実
は
寄
主
と
寄
生
虫
の
間
に
は
、
相
手
が
弱
っ
た

ら
自
分
も
少
し
我
慢
し
て
生
き
る
と
い
う
微
妙
な
共
生
関

係
が
成
り
立
っ
て
い
る
ん
で
す
。
生
物
は
お
互
い
に
競
い

合
い
な
が
ら
、
少
し
我
慢
し
て
共
に
生
き
て
い
く
。
40
億

年
続
い
て
き
た
命
の
歴
史
が
そ
れ
を
教
え
て
い
ま
す
。

　
今
、
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
命
を
守
る
こ
と
。
自
分
の

命
、
愛
す
る
人
の
命
を
守
る
た
め
、
寄
主
に
あ
た
る
森
の

回
復
・
創
造
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
カ
ル
に

は
防
災
環
境
保
全
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
は
生
物
多
様
性
と

温
暖
化
を
抑
制
す
る
ト
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
が
ひ
と
つ
の
プ

ロ
セ
ス
で
で
き
る
の
は
、
本
物
の
多
層
の
森
を
つ
く
る
こ

と
で
す
。
そ
れ
を
ぜ
ひ
、
豊
島
区
で
や
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

区
長
◆
以
前
、
先
生
に
お
会
い
し
た
と
き
に
、
「
本
物
と

ニ
セ
モ
ノ
の
見
分
け
が
つ
か
な
い
状
況
の
中
で
『
環
境
、

環
境
』
と
い
っ
た
っ
て
無
意
味
だ
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
し
た
ね
。
私
は
そ
の
お
話
に
非
常
に
感
銘
を
受
け
た

の
で
す
が
。

宮
脇
◆
木
な
ら
な
ん
で
も
植
え
れ
ば
い
い
わ
け
じ
ゃ
な
い

ん
で
す
。
今
、
さ
か
ん
に
「
緑
化
」
な
ど
と
言
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
見
か
け
上
の
緑
で
、
本
物
の
緑
が
あ
ま
り
に
も
失

わ
れ
て
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
な
け
な
し
の
空
間
に
お
金
や

労
力
を
使
う
の
で
す
か
ら
、
本
物
の
、
命
を
守
り
文
化
を

守
る
森
を
作
ら
な
く
て
は
。

　
で
は
、
本
物
と
は
何
か
。
そ
れ
は
長
持
ち
す
る
も
の
で

す
。
持
続
的
な
管
理
が
い
ら
ず
、
500
年
、
千
年
、
あ
る
い

は
そ
れ
以
上
、
次
の
氷
河
期
ま
で
９
千
年
も
つ
森
で
す
。

で
す
か
ら
、
植
え
る
樹
種
は
、
そ
の
土
地
本
来
の
ト
ッ
プ

に
な
る
木
と
、
そ
れ
を
支
え
る
木
。
で
き
る
だ
け
多
く
の

種
類
を
、
自
然
の
森
の
掟
（
お
き
て
）
で
混
植
・
密
植
す

る
こ
と
で
す
。

区
長
◆
今
年
は
、
次
の
世
代
の
環
境
教
育
も
重
要
な
課
題

と
し
て
取
り
組
も
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
31
校

あ
る
区
立
小
中
学
校
の
周
り
に
木
を
植
え
て
い
こ
う
と
、

先
生
の
教
え
を
受
け
な
が
ら
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
　

宮
脇
◆
そ
う
で
す
ね
。
教
育
で
一
番
大
事
な
の
は
命
の
尊

さ
、
素
晴
ら
し
さ
を
教
え
る
こ
と
で
す
。
現
代
は
、
命
の

尊
さ
、
は
か
な
さ
、
厳
し
さ
が
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
今

生
き
て
い
る
こ
と
は
宇
宙
の
奇
跡
で
、
40
億
年
続
い
て
き

た
遺
伝
子
が
よ
く
も
切
れ
ず
に
続
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

今
の
私
た
ち
の
命
が
あ
る
わ
け
で
す
。
小
さ
な
苗
も
本
物

は
時
間
と
と
も
に
育
つ
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
生
（
な

ま
）
の
命
に
触
れ
な
が
ら
、
理
屈
で
な
し
に
、
全
身
に
刷

り
込
ま
せ
な
き
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。

　
私
は
こ
れ
ま
で
全
国
の
様
々
な
小
中
学
校
の
植
樹
に
関

わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
小
学
１
年
生
の
子
が
中
学
生
に
な

っ
た
時
に
、
「
あ
、
私
が
植
え
た
木
が
こ
ん
な
に
な
っ

た
」
と
、
先
生
と
一
緒
に
手
を
あ
げ
て
本
当
に
喜
び
ま
す
。

そ
れ
が
命
の
教
育
で
あ
り
、
ふ
る
さ
と
愛
な
ん
で
す
ね
。

区
長
◆
子
ど
も
た
ち
が
地
域
を
愛
す
る
気
持
ち
を
持
つ
の

は
大
切
な
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
植
え
た

木
を
、
家
族
や
地
域
の
人
が
見
守
り
応
援
し
て
い
く
、
そ

れ
が
地
域
力
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　
木
を
植
え
る
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
面
で

素
晴
ら
し
い
効
果
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ

の
人
の
一
生
の
記
念
に
な
り
、
木
が
育
っ
て
い
く
姿
を
見

な
が
ら
自
分
も
育
ち
、
そ
こ
に
愛
情
も
わ
い
て
く
る
。
区

の
子
ど
も
た
ち
は
、
区
に
育
っ
て
、
区
を
ふ
る
さ
と
と
し

て
世
界
に
は
ば
た
く
わ
け
で
す
か
ら
。
お
と
な
に
な
っ
て

母
校
を
訪
れ
た
時
に
、
自
分
の
植
え
た
苗
が
大
き
な
木
に

育
っ
た
姿
を
見
て
ど
う
思
っ
て
く
れ
る
か
、
と
て
も
楽
し

み
で
す
。

宮
脇
◆
は
い
。
木
を
植
え
る
と
い
う
の
は
、
小
手
先
の
技

術
で
は
な
く
て
、
命
を
植
え
る
こ
と
。
明
日
を
植
え
る
こ

と
。
そ
し
て
心
に
木
を
植
え
る
こ
と
で
す
。

区
長
◆
小
中
学
校
に
木
を
植
え
る
こ
と
は
、
災
害
時
に
避

難
す
る
場
所
の
防
災
機
能
を
高
め
る
点
で
も
意
味
が
あ
る

ん
で
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
、
土
地
本
来
の
主
木
で

あ
る
カ
シ
類
は
一
本
も
倒
れ
ず
に
延
焼
を
防
ぎ
、
山
形
県

酒
田
市
で
約
千
700
戸
が
全
焼
し
た
大
火
で
も
旧
家
の
２
本

の
タ
ブ
ノ
キ
で
火
が
止
ま
っ
た
と
い
う
実
例
が
あ
る
ん
で

す
よ
ね
。

宮
脇
◆
関
東
大
震
災
で
も
そ
う
し
た
記
録
は
残
っ
て
い
ま

す
。
も
し
今
晩
、
直
下
型
地
震
が
来
た
ら
何
処
へ
逃
げ
込

む
か
。
歩
い
て
行
け
る
の
は
各
地
域
に
あ
る
学
校
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
道
沿
い
に
も
、
町
の
中
の

ビ
ル
に
も
一
列
で
も
い
い
か
ら
火
防
木
に
な
る
木
を
植
え

て
ほ
し
い
。
高
木
を
中
心
と
し
た
立
体
的
な
森
は
、
幅
１

メ
ー
ト
ル
あ
れ
ば
十
分
で
き
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
私

は
「
植
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
な
ん
て
言
わ
せ
ま
せ
ん
よ
。

日
本
語
は
う
ま
く
で
き
て
い
ま
す
。
３
本
植
え
れ
ば
森
で

は
な
い
で
す
か
（
笑
）
。

区
長
◆
５
本
あ
れ
ば
森
林
に
な
り
ま
す
ね
（
笑
）
。
面
積

の
狭
い
と
こ
ろ
で
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
豊
島
区
で

も
で
き
ま
す
よ
ね
。
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
か
な
け

れ
ば
。

ワンガリ・マータイさん（写真左。ケニア出身の環境保護活動家。
2004年にノーベル平和賞受賞）と

本物の緑あふれるまちをめざして
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植
物
生
態
学
者

宮
脇 

昭
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新春対談 命
を
守
る
た
め
森
の
回
復
を

木
を
植
え
る
こ
と
は

心
に
木
を
植
え
る
こ
と

防
災
に
力
を
発
揮
す
る

ふ
る
さ
と
の
森

本
物
と
ニ
セ
モ
ノ
を
見
分
け
る

子
ど
も
た
ち
が
つ
く
る
命
の
森
・

植
樹
祭

■宮脇昭（みやわき  あきら）さん
　プロフィール
　1928年岡山県生まれ。植物生態学
者。広島文理科大学卒業。ドイツ国立
植生図研究所で潜在自然植生理論を
学び、現在は横浜国立大学名誉教授、
㈶地球環境戦略研究機関国際生態学
センター長。約10年かけて日本全国
を巡り、潜在的な自然植生を調査して
まとめた『日本植生誌（至文堂）』ほか
著書多数。

トレードマークの麦わら帽子姿で
木を植える宮脇さん

みんなで木を植えるのは楽しいね（青森県八戸市にて）

南池袋小学校　１年生の教室にて南池袋小学校　１年生の教室にて

1 2

3

1

2

3

横浜国立大学の周り
に木を植えた直後の
様子
5年後には高さ4ｍに
まで成長
15年後には立派な森
に！

ひ
ふ
せ
ぎ
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3



「学校の森」
植樹祭編

01

平成 21年、「グリーンとしま」を再生するキックオフ
イベントとして、「学校の森」植樹祭と「緑と環境の区
民フォーラム」を実施しました。
植樹を通じて子どもたちと地域が一体となって、こ
れからの環境を考えていく動きが、まさにこの「キッ
クオフイベント」から始まったのです。
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 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 R2年度

 10,174 5,483 12,043 8,202 11,948 9,203 9,184 8,803 18,230 10,005 6,701 16,768

 10,174 15,657 27,700 35,902 47,850 57,053 66,237 75,040 93,270 103,275 109,976 126,744

R3年度

4,732

131,476

植樹本数

植樹累計

植樹本数 植樹累計

平成 24 年度開始	 「いのちの森」苗木配布事業	
	 （年2回）

平成 25 年度開始	 みらい館大明「いのちの森」	
	 環境学習講座（年2回）

平成 26 年度開始	 南長崎はらっぱ公園「いのちの森」	
	 観察会（育樹活動）（年1回）

平成 27年度開始	 誕生記念樹配付事業（通年）	
	 としまグリーンウェイブ事業（3月〜 6月）

平成 28 年度開始	 池袋本町電車の見える公園「いのちの森」	
	 育樹活動（年1回）

「いのちの森」から広がる新たな地域活動

10万本までの推移

みらい館大明「いのちの森」
環境学習講座の様子

※R3年度はR4年.1.31	現在
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