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今
度
、
日
高
中
央
横
断
道
路
建
設
の

計
画
が
発
表
さ
れ
て
、
自
然
を
愛
す
る

人
た
ち
が
結
束
し
て
立
ち
上
ろ
う
と
し

て
い
る
時
に
、
す
で
に
退
い
て
第
一
線

か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
私
に
、
再
び
立

ち
上
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
と
き
、
私

は
前
述
し
た
如
き
過
去
の
こ
と
を
い
ろ

い
ろ
と
振
り
返
っ
て
み
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
古
稀
を
迎
え
た

私
に
、
い
ま
、
そ
う
し
た
呼
び
声
の
か

か
っ
て
来
た
こ
と
を
、
私
は
一
つ
の
運

命
と
し
て
感
ず
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
問
題
は
日
高
に
限
ら
な
い
。

風
蓮
湖
の
道
路
計
画
、
横
津
岳
の
ス

キ
ー
場
計
画
な
ど
、
ど
れ
一
つ
を
と
っ
て

そ
か
に
自
分
の
怖
れ
て
い
た
こ
と
が
現
も
地
元
に
と
っ
て
じ
っ
に
大
き
な
、
か
る
・
し
か
し
「
自
然
に
帰
れ
」
と
い
う
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ

実
と
な
っ
て
、
し
か
も
連
合
の
組
織
が
け
が
え
の
な
い
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
ル
ソ
ー
の
「
自
然
」
は
じ
っ
に
さ
ま
ざ
ま
は
ル
ソ
ー
の
理
想
的
な
抽
象
的
自
然
の

そ
れ
を
防
ぐ
に
役
立
っ
た
こ
と
を
あ
り
そ
の
解
決
の
た
め
に
は
、
じ
っ
に
非
常
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
抽
象
的
に
ル
中
に
そ
の
精
神
の
故
郷
を
持
っ
て
い
た

が
た
い
と
は
思
い
な
が
ら
も
、
あ
る
不
な
困
難
と
糒
力
と
努
力
と
を
必
要
と
す
ソ
ー
の
い
う
自
然
と
は
、
実
に
理
想
的
の
で
あ
る
。
「
自
然
に
帰
れ
」
と
い
う
言

安
な
感
慨
を
も
っ
て
思
い
返
さ
ず
に
は
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
重
荷
に
老
年
の
な
、
罪
も
汚
れ
も
な
い
、
い
わ
ば
無
垢
葉
は
従
っ
て
、
環
境
問
題
で
あ
る
と
共

い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
が
ど
れ
だ
け
耐
え
得
る
か
、
私
は
知
の
自
然
で
あ
る
。
そ
の
理
想
の
自
然
の
に
、
理
想
を
求
め
る
精
神
的
回
心
を
そ

今
度
、
日
高
中
央
横
断
道
路
建
設
の
ら
な
い
。
し
か
し
問
題
を
解
決
す
る
の
中
か
ら
「
社
会
契
約
論
」
が
生
ま
れ
、
の
核
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ

計
画
が
発
表
さ
れ
て
、
自
然
を
愛
す
る
は
私
の
力
で
は
な
い
。
自
然
保
護
の
た
「
エ
ー
ミ
ー
ル
」
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
て
は
な
ら
な
い
。

め
に
圧
迫
と
困
難
と
多
忙
と
に
耐
え
な
し
か
し
実
際
に
彼
が
そ
こ
に
生
活
し
且

が
ら
、
精
進
し
て
い
ら
れ
る
多
数
の
心
つ
、
こ
の
上
な
く
愛
し
た
自
然
と
い
う

を
同
じ
く
す
る
方
々
の
力
に
支
え
ら
れ
の
は
、
中
部
フ
ラ
ン
ス
の
じ
っ
に
美
し

た
、
私
は
一
つ
の
か
か
し
に
す
ぎ
な
い
。
く
調
和
の
と
れ
た
田
園
風
景
で
あ
っ
た

こ
の
困
難
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
一
年
中
嵐
も
来
な

一
つ
の
表
道
具
に
す
ぎ
な
い
。
じ
っ
さ
い
よ
い
な
穏
和
な
土
地
で
あ
っ
た
。
や

い
の
力
は
私
を
先
頭
に
押
し
進
め
よ
う
が
て
イ
ギ
リ
ス
に
起
っ
た
産
業
革
命
が

と
す
る
、
多
数
の
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
本
土
に
も
押
し
よ
せ
て
来

で
あ
る
。
私
が
こ
の
任
務
を
引
き
受
け
て
、
こ
の
美
し
い
田
園
風
景
が
工
場
と

る
こ
と
を
一
つ
の
運
命
と
感
ず
る
の
は
都
会
文
明
と
に
荒
ら
さ
れ
た
と
き
、
「
自

ま
さ
に
そ
の
故
で
あ
る
。
然
に
帰
れ
」
と
い
う
ル
ソ
ー
の
言
葉
が

自
然
保
謹
と
い
う
と
き
、
ま
ず
浮
か
人
々
の
心
を
打
っ
た
の
は
、
従
っ
て
す

ぷ
の
は
ル
ソ
ー
の
有
名
な
合
言
葉
で
あ
で
に
環
境
問
題
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
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所代表に井手賞夫さん

四十万谷吉郎さんご苦労さまでした！

半
年
に
わ
た
る
白
一
色
の
北
の
大
地
に
も
、
鮮
黄
の
ふ
き
の
と

う
・
ふ
く
じ
ゅ
そ
う
が
色
合
い
を
そ
え
て
い
ま
す
。

北
海
道
自
然
保
護
団
体
連
合
の
代
表
が
井
手
灘
寿
氏
（
北
海
道

大
学
名
誉
教
授
・
北
星
学
園
大
学
教
授
）
に
決
ま
り
ま
し
た
。
今

日
ま
で
二
年
間
、
山
本
正
氏
の
後
任
と
し
て
代
表
を
務
め
ら
れ
た
、

四
十
万
谷
吉
郎
氏
は
研
究
活
動
が
多
忙
な
こ
と
か
ら
辞
意
を
表
明

さ
れ
、
代
表
を
退
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
日
高
中
央
横
断

道
路
計
画
な
ど
、
多
く
の
問
題
を
か
か
え
ら
れ
、
ご
苦
労
の
絶
え

る
間
も
な
か
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。

新
代
表
と
な
ら
れ
ま
し
た
井
手
賞
夫
氏
は
、
道
内
で
も
早
く
か

ら
自
然
保
謹
運
動
を
実
践
な
さ
っ
た
方
で
、
恵
庭
岳
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
コ
ー
ス
復
元
問
題
・
大
雪
山
縦
貫
道
路
計
画
等
、
北
海
道
に
お

け
る
自
然
保
謹
の
本
格
的
な
運
動
を
つ
く
ら
れ
た
お
一
人
で
も
あ

り
ま
す
。

北
海
道
は
面
穣
が
膨
大
で
、
本
州
と
比
べ
自
然
も
豊
か
と
い
え

ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
安
心
感
も
現
実
の
中
で
急
激
に

危
機
感
へ
と
移
り
変
っ
て
い
ま
す
。
広
い
土
地
で
あ
る
が
ゆ
え
に

自
然
保
謹
上
多
く
の
難
問
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
一
層
の
努
力
で
、
北
海
道
の
自
然
と
私
た
ち
の
生

活
を
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
広
い
知
識
と
豊
か
な

経
験
を
お
持
ち
の
井
手
賞
夫
代
表
を
中
心
に
、
日
高
山
脈
の
・
大

雪
山
の
。
風
蓮
湖
の
。
そ
し
て
釧
路
湿
原
な
ど
の
自
然
を
守
り
、

豊
か
な
人
間
生
活
を
築
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

（
編
集
部
）

昭
和
三
十
九
年
に
現
在
の
北
海
道
自
然
保
護
団
体
連
合
組
織
の
発
会
を
準
備

然
保
護
協
会
が
発
足
し
て
ま
も
な
く
、
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
勿
論
そ

赤
岳
か
ら
裾
合
平
に
至
る
自
動
車
道
路
れ
に
は
当
然
ま
た
、
北
海
道
内
の
自
然

計
画
が
発
表
さ
れ
た
が
、
幸
い
に
当
時
保
護
団
体
の
連
合
が
必
要
で
、
そ
の
呼

の
町
村
知
事
が
自
然
保
護
に
深
い
関
心
び
か
け
を
も
同
時
に
私
は
行
な
っ
て
い

と
理
解
を
示
さ
れ
て
、
我
々
の
要
望
を
た
。
そ
し
て
昭
和
四
十
六
年
に
日
本
自

受
け
た
知
事
自
身
が
、
関
係
町
村
に
そ
然
保
謹
協
会
が
主
催
し
た
八
王
子
ゼ
ミ

の
計
画
の
中
止
を
説
得
さ
れ
て
事
無
き
ナ
ー
ル
が
奇
し
く
も
、
す
で
に
日
本
自

を
得
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
こ
う
然
保
謹
協
会
の
当
時
の
在
り
方
に
不
満

し
た
計
画
が
今
後
お
き
た
場
合
に
、
為
を
持
っ
て
い
た
私
達
多
く
の
同
志
を
結

政
者
に
よ
っ
て
は
、
到
底
地
方
の
一
団
束
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
、
神
奈
川
県

体
の
力
で
は
阻
止
し
得
な
い
危
険
の
あ
丹
沢
山
札
掛
の
中
村
さ
ん
の
所
に
集
ま
つ

る
こ
と
を
感
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。
て
、
連
合
体
発
足
の
打
合
せ
を
す
る
こ

私
は
当
時
次
々
と
発
足
し
て
来
た
全
と
に
な
っ
た
。
こ
の
全
国
連
合
は
果
し

国
各
地
の
自
然
保
謹
団
体
に
呼
び
か
け
て
、
大
雪
山
縦
貫
道
路
の
阻
止
に
あ

て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
札
幌
で
全
国
自
た
っ
て
大
き
な
力
と
な
っ
た
。
私
は
ひ

「
自
然

》
凄
＊

●

井
手
責
夫

－2－

二



「
我
国
と
海
外
に
み
る

瓊
境
問
題
」

大
雪
縦
貫
道
路
問
題
の
と
き
か
ら
北

海
道
の
自
然
保
護
運
動
に
、
並
々
な
ら

ぬ
関
心
と
助
言
を
寄
せ
ら
れ
て
き
た
環

境
問
題
研
究
家
の
木
原
啓
吉
氏
が
来
道

さ
れ
た
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

折
し
も
国
政
レ
ベ
ル
で
は
ア
セ
ス
メ
ン

ト
法
案
、
ま
た
北
海
道
で
も
自
治
体
ア

セ
ス
メ
ン
ト
と
し
て
最
大
の
関
心
を
集

め
て
い
る
日
高
中
央
横
断
道
路
計
画
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
環
境
影
響

評
価
（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）
を
中
心
と
し

て
木
原
氏
に
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
。

ｌ
小
樽
運
河
そ
の
後
ｌ

昨
年
と
打
っ
て
変
っ
て
、
小
樽
運
河

は
今
、
道
政
レ
ベ
ル
の
山
場
に
直
面
し

て
い
る
。
小
樽
市
議
会
が
強
行
に
市
の

臨
港
線
計
画
を
決
議
し
、
道
に
審
議
が

移
っ
た
か
ら
だ
。
今
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

は
そ
の
行
き
さ
つ
を
峰
山
会
長
か
ら
説

明
し
て
い
た
だ
き
、
合
せ
て
小
樽
運
河
を

守
る
運
動
に
つ
い
て
意
見
を
交
し
た
。

な
お
小
樽
運
河
に
つ
い
て
は
、
昨
年

か
ら
の
交
渉
を
踏
ま
へ
、
当
連
合
も
反

対
す
る
こ
と
で
ア
ピ
ー
ル
が
採
択
さ
れ
、

今
後
と
も
、
広
く
自
然
保
謹
団
体
に
呼

び
掛
け
て
支
援
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
十
一
回
記
念
講
演

余
り
に
政
治
的
な

ア
セ
ス
メ
ン
ト
法
案
化

過
去
四
回
に
渡
っ
て
国
会
提
出
が
試

み
ら
れ
て
き
た
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
法

案
が
、
今
五
回
目
を
期
し
て
政
治
の
大

き
な
渦
中
に
在
る
。
今
迄
は
、
経
団
連
．

財
界
、
通
産
省
等
の
一
方
的
な
締
め
出

し
に
帰
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
の
法

制
化
が
、
以
下
の
二
点
に
お
い
て
政
府

自
民
党
を
新
た
め
て
揺
り
動
か
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

一
つ
は
今
年
七
月
の
参
議
院
選
挙
で

あ
る
。
昨
今
で
は
世
界
的
に
み
て
も
、

開
発
行
為
に
対
し
て
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

義
務
化
は
常
識
的
で
あ
る
。
日
本
の
立

ち
遅
れ
は
否
め
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の

環
境
問
題
の
一
番
の
焦
点
で
あ
る
ア
セ

ス
メ
ン
ト
に
対
し
、
政
府
自
民
党
が
後

向
き
に
な
れ
な
い
と
す
る
背
景
で
あ
る
。

二
つ
め
は
東
京
都
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

複
雑
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
政
治
状
況

を
追
う
一
方
で
、
行
政
・
国
民
に
対
し

ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
原
点
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
と
強
く
主
張
す
る
木
原
氏
の
話

は
、
多
く
の
示
唆
を
含
む
も
の
で
あ
っ

た
。
国
や
道
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
も
、
根

本
に
同
じ
問
題
性
を
は
ら
む
と
い
う
指

摘
は
、
今
後
の
北
海
道
の
自
然
保
護
運

動
に
と
っ
て
も
重
要
な
指
針
と
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

条
例
化
問
題
で
あ
る
。
現
在
鈴
木
都
政

は
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
検
討
委
員
会
を

作
り
、
今
年
九
月
都
議
会
に
都
条
例
と

し
て
発
足
を
目
指
し
て
お
り
、
昨
年
の

規
制
の
厳
し
い
美
濃
部
案
に
代
わ
る
も

の
の
実
現
化
を
進
め
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
都
政
の
後
退
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
た
め
自
民
都

議
会
議
員
ら
は
、
国
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

を
先
に
成
立
さ
せ
る
よ
う
自
民
党
を
揺

さ
ぶ
り
、
国
の
傘
の
下
へ
都
条
例
が
逃

げ
込
む
こ
と
を
意
図
し
た
。

以
上
の
様
な
極
め
て
政
治
的
な
カ

ラ
ー
を
持
っ
て
先
行
し
た
ア
セ
ス
メ
ン

ト
法
制
化
の
動
き
は
更
に
、
不
十
分
な

論
議
と
そ
の
政
治
的
密
室
性
の
た
め
、

本
来
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
姿
か
ら
か
な

り
か
け
離
れ
た
性
格
を
持
つ
に
至
っ
て

い
る
。

当
初
説
明
会
の
他
、
公
聴
会
も
開
く

こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
説
明
会
だ
け
に

な
り
、
そ
の
説
明
会
も
状
況
に
応
じ
て

開
催
が
取
り
止
め
に
な
っ
て
い
る
点
。

ま
た
開
発
の
主
務
大
臣
の
権
限
が
強

く
な
っ
て
お
り
、
環
境
庁
庁
官
の
力
が

弱
く
な
っ
て
お
り
、
ま
す
ま
す
環
境
行

政
の
後
退
が
危
倶
さ
れ
る
こ
と
や
、
ま

た
審
査
機
関
の
不
明
確
さ
な
ど
様
々
な

面
で
不
十
分
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
沢
山
の
問
題
点
の
中
で
取
り
分

け
目
立
つ
も
の
が
あ
る
。
自
治
体
が
こ

れ
ま
で
に
制
定
済
の
条
例
、
こ
れ
か
ら

作
ろ
う
と
す
る
条
例
を
規
制
す
る
「
上

乗
せ
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
が
定
め
る

極
め
て
限
定
さ
れ
た
対
象
の
み
ア
セ
ス

メ
ン
ト
項
目
と
し
、
そ
れ
を
条
例
に
お

い
て
も
義
務
付
け
て
そ
れ
以
上
の
も
の

と
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
戦

後
日
本
の
住
民
運
動
が
、
ま
ず
地
方
自

治
体
で
勝
っ
て
条
例
を
制
定
し
、
さ
ら

●
●
●
●

に
国
の
法
制
化
へ
と
向
っ
た
下
か
ら
の

●
●

も
の
で
あ
る
事
実
に
、
む
し
ろ
逆
行
す

る
内
容
を
示
し
て
い
る
。
地
道
な
環
境

保
護
運
動
を
展
開
し
て
き
た
者
達
に

と
っ
て
圧
力
と
も
い
え
る
傾
向
で
あ
る
。

一
方
、
今
や
住
民
の
環
境
観
は
、
歴
史

的
、
文
化
的
環
境
な
ど
の
ア
メ
ニ
テ
ィ

（
快
適
な
生
活
環
境
）
ま
で
も
追
求
し
、

小
樽
運
河
等
の
様
に
運
動
を
進
め
て
い

る
高
度
な
も
の
で
あ
る
。
鋭
く
な
っ
た

住
民
の
目
に
、
現
在
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

法
制
化
は
他
な
ら
ぬ
「
開
発
の
免
罪
符
」

に
し
か
映
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
開
発
に

こ
そ
環
境
に
対
す
る
根
元
的
な
思
想
で

あ
り
、
厳
し
い
思
想
で
も
あ
る
ア
メ
’
一

テ
ィ
を
優
先
す
る
姿
勢
が
大
切
で
あ
り

そ
の
上
で
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
で
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
環
境
を
総
合
的
な
統
一
体

と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
、
ア
セ
ス
メ

ン
ト
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。

（
文
責
・
小
野
克
己
）

尚
、
ア
メ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
次
号

で
、
別
途
掲
載
し
ま
す
。
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アピール

○日高山脈を破壊する日高中央横断道路計画反対。

○大規模林業圏開発構想反対。

○全日空横津岳スキー増建設に反対。

○知床横断道路を通過利用道路とし，知床峠周辺を将来にわたり無施設地区とせ

よ。

○風蓮湖及びその周辺の開発計画を全て廃棄し，その貴重な自然環境を将来とも

に保謹せよ。

○道民の歴史的文化遺産である小樽運河と倉庫群を守る。

第
刈
回
北
海
道
自
然
保
護

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告

去
る
三
月
八
・
九
日
の
両
日
、
第
十

回
目
に
当
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
札
幌
で

催
さ
れ
た
。
八
日
は
東
京
か
ら
木
原
啓

吉
氏
、
九
日
は
「
小
樽
運
河
を
守
る
会
」

か
ら
峰
山
富
美
会
長
に
参
加
し
て
い
た

だ
き
幅
広
い
環
境
問
題
の
討
議
が
お
こ

な
わ
れ
た
。

ま
た
昨
年
か
ら
当
連
合
と
し
て
強
力

に
運
動
を
進
め
て
来
た
日
高
中
央
横
断

道
路
問
題
は
、
道
ア
セ
ス
メ
ン
ト
条
例

に
準
し
た
か
た
ち
で
行
政
側
が
急
に
動

き
始
め
た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
新
た
な

疑
問
点
、
ま
た
運
動
提
起
を
生
ず
る
こ

と
と
な
っ
た
。
今
年
も
大
き
な
運
動
テ
ー

マ
と
し
て
取
り
組
み
を
よ
り
充
実
さ
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
同
様
に
知
床
で
も
、

半
島
を
縦
断
す
る
国
道
三
三
四
号
線
で

峠
付
近
の
利
用
計
画
が
浮
上
し
た
こ
と
、

ま
た
知
床
鳥
獣
保
謹
区
が
新
た
に
見
直

し
の
時
期
に
入
っ
た
こ
と
等
の
問
題
が

生
じ
て
い
る
。
ま
た
次
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
開
催
が
決
定
し
た
根
室
で
も
、
風
蓮

湖
を
横
切
る
形
で
道
路
計
画
が
進
ん
で

お
り
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
例
年

ｌ
知
床
横
断
道
路
に
つ
い
て
ｌ

知
床
国
立
公
園
内
の
第
一
種
か
ら
三

種
ま
で
の
特
別
区
域
を
通
過
し
て
い
る

国
道
三
三
四
号
線
で
、
昨
年
十
一
月
に
、

当
初
な
か
っ
た
観
光
施
設
設
置
計
画
が

持
ち
上
っ
た
。
こ
の
た
め
関
係
諸
機
関

Ｃ

ｌ
日
高
中
央
横
断
道
路
問
題
Ｉ

道
開
発
局
は
依
然
調
査
結
果
の
資
料

公
開
は
し
な
い
が
、
い
よ
い
よ
一
月
二
十

一
日
を
持
っ
て
開
発
局
と
道
は
環
境
影

響
評
価
書
の
公
告
へ
と
踏
み
切
っ
た
。

こ
の
た
め
日
高
山
脈
を
守
る
連
絡
協
議

会
は
、
こ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
内
容
の

問
題
点
や
こ
の
評
価
書
の
運
用
の
存
り

方
を
巡
っ
て
道
と
交
渉
を
進
め
て
い
る
。

ま
た
道
路
開
発
の
目
的
の
不
明
確
な
点

も
同
時
に
追
求
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い

る
。
な
お
同
協
議
会
は
昨
年
末
の
帯
広

「
写
真
点
・
日
高
山
脈
」
を
、
さ
ら
に

東
京
・
札
幌
・
釧
路
等
で
実
施
す
る
予

定
で
い
る
。

い
よ
い
よ
道
々
認
定
へ
の
行
政
段
階

の
手
続
を
間
近
に
む
か
え
こ
の
道
路
問

題
も
前
段
の
山
場
を
む
か
え
た
と
い
え

る
。
今
私
達
は
よ
り
強
い
結
集
で
反
対

運
動
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
は
な
く
道
路
問
題
が
各
地
の
運
動
に

目
立
つ
結
果
と
な
っ
た
。

ｌ
東
梅
１
本
別
海
海
岸
道
路

及
び
根
室
飛
行
場
整
備
Ｉ

風
蓮
湖
が
野
鳥
の
宝
庫
で
あ
る
こ
と

は
、
一
昨
年
か
ら
の
道
庁
に
よ
る
「
風

蓮
湖
野
鳥
生
息
環
境
実
態
調
査
」
に

よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

根
室
市
政
は
「
根
釧
地
域
特
別
振
興
措

置
」
と
い
う
構
想
に
よ
り
、
右
記
二
つ

の
開
発
を
押
し
瀧
ゞ
め
様
と
し
て
い
る
。

当
地
域
は
タ
ン
チ
ョ
ウ
そ
の
他
の
鳥
の

貴
重
な
生
息
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
環

境
庁
の
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
の
働
き
掛
け

や
、
文
化
庁
の
天
然
記
念
物
指
定
の
働

き
掛
け
が
根
室
市
に
あ
っ
た
の
だ
が
返

上
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
今
風
蓮
湖

の
自
然
は
非
常
な
危
機
に
頻
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
野
鳥
の
楽
園
風
蓮
湖
は

是
非
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
残
し
て
い
き

た
い
。

に
意
見
書
を
提
出
し
協
議
し
た
結
果
、

道
開
発
局
か
ら
商
業
行
為
を
認
め
な
い

確
約
を
と
り
つ
け
た
。
今
後
も
観
光
計

画
が
再
度
浮
上
す
る
き
ら
い
が
あ
る
の

で
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
知
床
横
断

道
路
は
五
○
○
ｍ
以
上
の
亜
高
山
帯
の

原
始
自
然
環
境
の
中
を
通
っ
て
い
る
だ

け
に
、
利
用
計
画
の
み
な
ら
ず
道
路
工

法
に
も
周
到
な
注
意
を
払
っ
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
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知
床
半
島
の
中
央
部
を
横
断
し
、
ウ

ト
ロ
と
羅
臼
を
結
ぶ
国
道
三
三
四
号
線

（
通
称
知
床
横
断
道
路
）
は
、
昭
和
三
十

八
年
の
着
工
以
来
十
七
年
の
長
期
に
わ

た
る
工
事
の
末
、
今
年
九
月
に
完
成
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
道
路
は
当
初
よ
り
「
産
業
道
路
」

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
経
済
効

果
調
書
（
昭
三
八
）
に
よ
る
と
①
森
林

資
源
、
②
地
下
資
源
、
③
水
産
資
源
の

開
発
が
主
目
的
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
国
立
公
園
内
で
も
あ
り
、
沿
線
は
保

安
林
の
更
新
困
難
地
が
多
弍
伐
採
の
計

画
も
無
く
、
地
下
資
源
に
し
て
も
褐
鉄

鉱
の
採
掘
や
硫
化
鉄
、
硫
黄
の
採
掘
な

ど
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
水
産

物
の
輸
送
も
、
こ
の
道
路
の
利
用
可
能

期
間
（
後
述
）
、
安
全
性
を
考
え
る
な
ら
、

多
少
の
時
間
短
縮
（
十
数
分
か
？
）
を

考
え
に
入
れ
て
も
、
国
道
二
四
四
（
根

北
峠
）
経
由
に
比
し
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
我
々
が
以
前
か
ら
指
摘
し

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
地
元
に
お

い
て
も
「
産
業
道
路
」
と
し
て
の
期
待

は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

●
●

道
路
が
完
成
す
る
ま
で
は
建
前
と
し
て

の
「
産
業
道
路
」
が
長
年
唱
え
ら
れ
て

き
た
が
、
開
通
を
目
前
に
し
て
一
気
に

三
、
観
光
路
線
・

知
床
横
断
道
路

シ
レ
ト
ク
の
岬
に
ン
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
だ
に
老
若
男
女

の
心
を
つ
か
み
、
歌
い
続
け
ら
れ
る
故

ハ
マ
ナ
ス
の
咲
く
こ
ろ
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
し
よ
う
。
知
床
は

想
い
出
し
て
お
く
れ
こ
の
歌
に
よ
り
ブ
ー
ム
と
な
り
、
一
大

観
光
地
と
な
り
ま
し
た
。

俺
た
ち
の
こ
と
を
し
か
し
、
そ
の
に
ぎ
わ
い
の
反
面
〃
開

発
道
路
“
に
名
を
か
り
た
”
観
光
道
路
〃

「
知
床
旅
情
」
に
は
北
の
哀
愁
と
ロ
マ
を
造
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
「
知
床
横

を
か
り
た
”
観
光
道
路
〃

な
り
ま
し
た
。
「
知
床
横

昨
年
十
月
、
ウ
ト
ロ
側
工
区
と
羅
臼

側
工
区
が
ド
ッ
キ
ン
グ
し
、
着
工
当
初

の
完
成
予
定
（
昭
和
四
十
五
年
）
か
ら

何
度
と
な
く
延
期
さ
れ
て
き
た
こ
の
道

路
の
完
成
が
い
よ
い
よ
具
体
的
な
も
の

と
地
元
で
は
と
ら
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
し
て
翌
十
一
月
に
公
表
さ
れ
た
の
が

大
規
模
な
駐
車
場
と
観
光
施
設
を
、
横

断
道
路
が
ハ
イ
マ
ツ
帯
の
稜
線
を
横
切

る
地
点
Ⅱ
知
床
峠
に
設
置
す
る
と
い
う

計
画
で
あ
る
。

当
初
出
さ
れ
た
計
画
は
、
幅
三
四
ｍ

長
さ
一
三
一
ｍ
の
区
域
に
乗
用
車
八
四

台
、
バ
ス
一
○
台
の
駐
車
場
と
休
憩
場
、

ト
イ
レ
を
作
り
、
さ
ら
に
近
く
の
ハ
イ

マ
ツ
の
丘
に
展
望
台
（
三
○
㎡
）
を
作
っ

て
三
○
ｍ
の
階
段
で
結
ぶ
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
知
床
の
自
然
環
境
を
全
く
無

視
し
た
こ
の
計
画
は
と
う
て
い
認
め
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
本
会

で
は
意
見
書
（
別
記
）
を
各
関
係
機
関

（
網
走
開
発
建
設
部
、
知
床
国
立
公
園

管
理
事
務
所
、
斜
里
町
、
斜
里
営
林
署
、

網
走
支
庁
）
へ
送
付
す
る
と
と
も
に
、

会
長
と
理
事
が
前
記
機
関
へ
出
向
い
て

表
面
へ
吹
き
出
て
き
た
本
音
が
「
観
光

道
路
」
と
し
て
の
知
床
縦
断
道
路
の
位

瞳
づ
け
で
あ
る
。

四
、
観
光
施
設

設
置
計
画
と
経
過

断
道
路
」
に
つ
い

て
、
地
元
の
斜
里

町
青
い
海
と
緑
を

守
る
会
に
、
今
後

の
問
題
も
含
め
書

↑
即
極
小
咋
曄
肇
嘩

謎
原
稿
を
掲
載
し
ま

を
す
。

垂
北
海
道
内
に
お

爪
け
る
観
光
・
山
岳

や
道
路
を
こ
の
「
知

幸
床
横
断
道
路
」
で

卜
最
後
に
す
る
た
め

し↑
列
に
も
、
私
た
ち
は

》
鵬
唯
唾
皿
運
側
惟

函
な
検
討
を
し
、
今

知
後
の
他
地
域
の
運

動
に
役
立
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
ま
す
。

（
編
集
部
）

1

意
見
の
交
換
を
行
な
っ
た
。
そ
の
後
斜

里
町
か
ら
当
初
の
計
画
（
施
設
の
合
計

面
積
四
、
五
四
一
㎡
）
を
四
○
％
に
縮

少
（
一
、
七
五
九
㎡
）
し
、
ト
イ
レ
、
避

難
小
屋
（
看
視
人
小
屋
と
し
て
）
、
展
望

台
（
看
視
人
の
高
見
台
を
兼
ね
る
）
を

設
置
す
る
案
が
出
さ
れ
、
羅
臼
町
に
お

い
て
も
ほ
ぼ
こ
の
案
に
縮
少
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
本
会
で
は
、
横
断
道

路
建
設
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
知
床
の

知
床
半
島
は
そ
の
地
理
的
特
性
に
よ

り
、
近
年
ま
で
人
の
手
に
よ
る
自
然
の

改
変
か
ら
守
ら
れ
て
き
た
地
域
で
あ
る
。

そ
の
原
生
林
に
は
オ
ジ
ロ
ワ
シ
や
シ
マ

フ
ク
ロ
ウ
が
繁
殖
し
、
海
岸
の
断
崖
に

は
多
数
の
コ
ロ
’
－
－
が
あ
っ
て
海
鳥
が

乱
舞
し
て
い
る
。
陸
上
に
は
エ
ゾ
シ
カ

の
群
れ
が
見
ら
れ
、
ヒ
グ
マ
は
豊
富
な

餌
と
恵
ま
れ
た
生
息
環
境
の
中
で
長
い

年
月
を
悠
然
と
暮
し
て
来
た
。

知
床
半
島
は
、
食
物
連
鎖
の
頂
上
に

あ
る
猛
禽
、
ヒ
グ
マ
、
海
獣
を
含
め
、

陸
海
の
生
態
系
が
原
生
に
近
い
形
で
残

さ
れ
て
い
る
我
国
唯
一
の
地
域
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
近
年
知
床

の
自
然
環
境
は
急
速
に
悪
化
し
つ
つ
あ

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
原

生
自
然
の
守
ら
れ
て
き
た
大
き
な
理
由

で
あ
っ
た
半
島
と
い
う
地
域
的
特
性
や

海
か
ら
直
接
山
岳
地
帯
へ
と
連
な
る
急

峻
な
地
形
、
き
び
し
い
気
象
条
件
と
い
っ

た
要
素
が
、
人
間
に
よ
る
種
々
の
開
発

行
為
Ⅱ
森
林
の
伐
採
、
そ
れ
に
伴
う
河

川
の
荒
廃
、
道
路
建
設
に
よ
る
自
然
環

境
の
分
断
が
行
な
わ
れ
た
時
、
さ
ら
に

自
然
環
境
の
悪
化
を
促
進
さ
せ
る
要
素

と
し
て
働
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で

原
始
性
が
永
く
保
た
れ
て
き
た
が
ゆ
え

に
知
床
は
、
わ
ず
か
な
力
に
よ
っ
て
短

期
間
の
う
ち
に
そ
の
原
始
性
を
失
っ
て

国道334号線についての本会の意見及び理由 一
、
知
床
の
自
然

意見

1． 知床の価値はその「原始性につきる」といえる。人工的な柵築物は知床の価値を半減させ，目

先のわずかな利益が，長い目で見て大きな掴失を生む。

2．知床は，大規模な原生自然環境の多くを失った我が国にあって，国民共有の財産と考えられ，

地元住民，自治体，国はこれを保護する装務がある。

3．道路建設じたいが原生自然植生の大規模な自然破域であり，今後，これ以上の破壊を防ぐとと

もに，その回復を図る必要がある。加えて，道路としての機能がはたされている以上，他の施設

は全く不必要であり，これを趣めるわけにはいかない。

4．関係当局は， ウトロ・ラウス線の併用開始にあたり，その利用・管理計画，環境保全・保護監

視対策を具体的にあきらかにするべきである。

理由

1．知床峠周辺は，これまで人為的影審を強くうけていない原生自然曝境地域である。僚商600メー

トル以上は純粋なハイマツ帯であり，林床にはコケモモ，ゴゼンタチバナなどの商山植物があり，

学術上及び自然景観上重要な地域である。

2．天然記念物のクマゲラをはじめ，ギンザンマシコやホシガラスなどの数少ない高山性の鳥類が

生息し，天然妃念物のカラフトルリシジミも確認されており，その生息地を破壊する。又，小哺
乳類の移動，分倣が阻害されることにより， これをエサとするエゾクロテン， イタチ類，猛キン

類等の生息条件が悪化する。

3． 山岳部の大規模な面工砺は，崩落防止，水処理等の附随しておこる工事も大規模であり，自然

環境や景観の破域は著しい。

4．峠付近は強風，凍結など気象条件の厳しい所であり，植生の破壊は回復が困難のみならず，新

たな枯死など二次的被害の広がる危険がある。又，帰化植物の侵入により自然植生が後退する。

5．峠付近に駐車し，多くの人が降り立つことになると，ゴミ，残飯による汚染の地大，高山植物

の盗採やふみつけによる被害を生じる。又，残されたゴミや残飯にヒグマが餌づけされることが

充分考えられ危険である。

自
然
を
、
こ
れ
以
上
の
破
壊
か
ら
守
る

と
と
も
に
、
で
き
る
限
り
の
自
然
の
復

元
を
図
っ
て
ゆ
く
と
い
う
基
本
的
考
え

の
も
と
に
、
①
知
床
横
断
道
路
は
通
過

利
用
道
路
と
す
る
こ
と
、
②
し
た
が
っ

て
知
床
峠
は
無
施
設
地
区
と
す
る
こ
と

と
い
う
二
点
の
基
本
線
を
つ
ら
ぬ
く
こ

と
と
し
た
。

そ
の
後
、
網
走
開
発
建
設
部
と
協
議

を
持
っ
た
中
で
、
①
知
床
峠
に
設
置
を

し
ま
う
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。

最
後
の
原
始
境
と
呼
ば
れ
た
知
床
半

島
は
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
は
ほ
と
ん

ど
世
に
知
ら
れ
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
。
昭

和
三
十
九
年
に
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
、

そ
の
名
が
全
国
に
知
ら
れ
る
に
至
っ
た

が
、
そ
れ
は
知
床
の
原
始
的
景
観
が
学

術
的
に
高
く
評
価
さ
れ
、
こ
れ
を
保
護

し
よ
う
と
い
う
明
確
な
意
図
の
も
と
に

国
定
公
園
を
飛
び
越
し
て
国
立
公
園
に

指
定
さ
れ
た
と
い
う
、
国
立
公
園
行
政

史
上
で
も
特
異
な
誕
生
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
後
昭
和
四
十
六
年
の
「
し

れ
と
こ
旅
情
」
の
大
ヒ
ッ
ト
に
よ
り
訪

れ
た
知
床
ブ
ー
ム
は
観
光
客
の
入
込
み

を
倍
増
さ
せ
、
ホ
テ
ル
を
は
じ
め
と
す

る
観
光
施
設
が
地
元
に
多
数
建
設
さ
れ

た
。

現
在
、
知
床
を
訪
れ
る
観
光
客
が
徐

徐
に
減
少
す
る
傾
向
を
見
せ
て
お
り
、

地
元
の
一
部
に
は
知
床
横
断
道
路
の
開

通
を
機
会
に
第
二
の
知
床
ブ
ー
ム
を
期

待
す
る
む
き
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
あ

ら
わ
れ
が
今
回
の
知
床
峠
の
観
光
開
発

計
画
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。

二
、
知
床
と
観
光

－7－
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一
、
評
価
書
に
つ
い
て
は
、
注
意
し
て
読
ん

で
も
、
全
体
的
な
内
容
が
非
常
に
理
解
し

に
く
く
作
成
さ
れ
て
い
る
。
住
民
に
対
す

る
縦
覧
で
あ
る
以
上
、
専
門
家
で
な
け
れ

ば
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
内
容
構
成
は
問
題

が
あ
る
。

二
、
路
線
設
定
に
つ
い
て
は
、
概
設
道
路
か

ら
の
延
長
と
し
て
結
ん
で
い
る
が
、
従
来

一
の
林
業
行
政
に
お
け
る
林
道
作
業
道
や

題
開
発
行
政
で
の
工
事
用
道
路
が
環
境
影

師
響
に
極
め
て
無
神
経
に
「
安
上
り
」
の
み

計
を
み
つ
め
て
つ
け
ら
れ
て
き
て
い
る
よ
う

路
に
み
え
、
こ
う
し
た
結
果
と
し
て
年
々
自

道
然
環
境
、
森
林
内
容
が
荒
れ
て
き
て
い
る

識
実
態
に
あ
る
。

央
以
上
の
点
か
ら
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象

許
区
間
を
二
八
・
八
ｍ
に
限
定
し
て
い
る
こ

日
と
は
問
題
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
七
五

ｍ
全
体
を
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。

三
、
Ｈ
、
例
え
ば
、
残
雪
状
況
の
年
度
の
と

り
あ
げ
方
な
ど
、
な
ぜ
そ
の
年
度
を
採
用

開
発
道
々
静
内
ｌ
中
札
内
線
（
仮
称
）

環
境
影
響
評
価
報
告
書
に
係
る
意
見
書

日
高
山
脈
を
守
る
連
絡
協
議
会
ニ
ュ
ー
ス
か
ら

計
画
し
て
い
る
の
は
、
除
雪
等
の
道
路

管
理
上
最
低
限
必
要
な
「
駐
車
帯
」
（
幅

一
七
ｍ
長
さ
九
一
ｍ
、
一
、
五
四
七
㎡
）

で
あ
る
。
②
駐
車
帯
を
含
め
、
開
発
局

の
管
理
す
る
敷
地
内
に
建
物
等
の
設
置

は
認
め
な
い
。
あ
わ
せ
て
同
敷
地
内
で

の
商
行
為
は
認
め
な
い
と
の
確
約
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
。
又
、
本
会
の
質
問

に
答
え
る
形
で
、
開
発
局
で
管
理
す
る

敷
地
外
に
建
物
、
展
望
台
等
の
施
設
が

作
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
道
路
管
理

上
望
ま
し
く
な
い
と
の
見
解
を
明
ら
か

に
し
た
。
又
、
こ
の
協
議
の
中
で
、
開

通
後
の
道
路
利
用
計
画
、
継
続
さ
れ
る

工
事
の
内
容
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ

れ
た
。
当
面
冬
期
間
は
閉
鎖
し
、
除
雪

の
終
る
五
月
下
旬
か
ら
積
雪
の
多
く
な

る
十
月
下
旬
ま
で
の
五
ヶ
月
間
の
み
使

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
夏
場
の
ピ
ー

ク
日
で
の
一
日
推
定
交
通
通
は
二
千
台

で
あ
る
。
開
通
後
も
国
道
規
格
に
満
た

な
い
部
分
（
斜
里
側
の
大
部
分
）
の
拡

幅
工
事
、
及
び
舗
装
工
事
が
継
続
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

今
回
の
施
設
設
置
計
画
案
は
、
本
会

の
運
動
に
合
わ
せ
、
北
海
道
自
然
保
謹

団
体
連
合
、
北
海
道
自
然
保
謹
協
会
か

ら
要
望
書
が
関
係
機
関
に
出
さ
れ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
当
初
の
計
画
か
ら
か
な

五
、
最
後
の
高
山
道
路
列

意
見
書

去
る
三
月
六
日
、
環
境
影
響
評
価
報
告
書
に
係
る
意
見
書
提
出
が
締
め
切
ら
れ
ま

し
た
。
意
見
書
の
内
容
は
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
約
一
○
通
ほ
ど
提
出
さ
れ
、

大
半
が
報
告
書
の
不
十
分
さ
、
計
画
反
対
の
意
見
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

知
り
得
る
九
通
の
う
ち
、
何
通
か
を
掲
戦
し
ま
す
。

し
た
の
か
の
客
観
的
根
拠
が
わ
か
ら
な
い

な
ど
、
気
象
条
件
か
ら
み
て
一
○
○
％
安

全
だ
と
判
断
し
う
る
客
観
的
因
子
を
示
す

べ
き
で
あ
る
。

口
、
地
形
・
地
質
上
の
現
地
調
査
が
ど
こ

ま
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い

こ
と
。

日
、
工
事
に
と
も
な
う
週
辺
の
立
木
伐
開

植
生
刹
離
等
に
よ
る
水
量
変
化
、
生
物

生
態
変
化
と
、
そ
の
こ
と
の
下
流
域
全

体
に
及
ぼ
す
影
響
の
予
測
を
示
す
根
拠

が
明
確
で
な
い
こ
と
。

四
、
植
生
、
動
物
、
野
鳥
、
魚
類
他
水
性

動
物
等
生
態
調
査
に
も
と
ず
く
環
境
影

響
の
判
断
は
、
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
調
査

は
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
期
間
と
区
域

の
も
の
で
あ
り
、
生
態
系
の
全
貌
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

四
、
㈲
、
こ
の
道
路
開
発
に
と
も
な
う
、
札

内
川
水
系
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
現
在

進
行
中
の
砂
防
ダ
ム
に
よ
る
影
響
と
複
合

し
た
形
で
あ
ら
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ

の
範
囲
を
中
札
内
の
管
轄
区
域
の
み
に
限

定
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
り
、
下
流
域
全

体
の
住
民
の
問
題
に
茜
透
る
と
思
わ
れ
る
。

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
今
後
も

具
体
的
計
画
の
立

案
を
監
視
し
つ
づ

け
、
知
床
の
自
然

の
現
状
を
無
視
し

た
計
画
に
対
し
て

は
、
は
っ
き
り
と

し
た
態
度
で
の
ぞ

む
決
意
で
あ
る
。

知
床
横
断
道
路

の
開
通
が
目
前
に

せ
ま
っ
て
い
る
現

在
、
道
路
の
一
般

利
用
が
も
た
ら
す

自
然
破
壊
を
防
ぐ

こ
と
、
そ
の
た
め

の
適
正
な
道
路
管

理
が
な
さ
れ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

ハ
イ
マ
ツ
帯
を
通

過
す
る
こ
の
高
山

道
路
が
、
さ
ら
に

新
た
な
自
然
破
壊

り
縮
少
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
既
成
事
実
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、

な
し
く
ず
し
的
に
様
々
な
施
設
が
作
ら

れ
、
自
然
環
境
が
破
壊
さ
れ
て
い
っ
た

例
は
各
地
に
多
い
。
現
在
提
示
さ
れ
て

い
る
監
視
小
屋
が
い
つ
の
ま
に
か
立
派

な
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
と
な
り
、
売
店
が
で

き
る
ｌ
と
い
っ
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら

口
、
道
路
開
発
路
線
は
、
行
政
区
と
し
て

は
中
札
内
村
に
含
ま
れ
る
に
し
て
も
、

国
有
林
で
あ
り
国
民
の
財
産
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
そ
の
保
全
な
り
利
用
の
権

利
は
、
国
民
全
体
が
等
し
く
か
か
わ
っ

て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

中
札
内
住
民
だ
け
の
意
見
を
と
る
こ
と

で
、
正
し
く
愈
見
反
映
が
さ
れ
る
と
は

思
わ
れ
な
い
。

日
、
中
札
内
住
民
と
し
て
考
え
た
場
合
、

こ
の
道
路
に
よ
っ
て
た
し
か
に
日
高
支

庁
へ
の
距
離
は
短
縮
に
な
る
が
、
十
勝

全
体
と
し
て
み
た
場
合
、
大
樹
、
浦
河

線
や
日
勝
道
路
と
比
較
し
て
、
そ
れ
ほ

ど
便
利
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま

た
、
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
前
述
の

よ
う
に
重
大
な
疑
問
が
あ
り
、
そ
う
し

た
不
安
な
内
容
と
引
き
か
え
に
し
て
、

住
民
と
し
て
の
多
少
の
便
利
さ
を
採
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

五
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
は
今
の
よ
う
な

や
り
方
で
の
計
画
は
と
り
や
め
る
べ
き
だ

と
考
え
る
。
以
上

札
幌
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北
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第
一
章
地
域
の
概
要
及
び
事
業
の
目
的

に
関
し
て

１
第
二
節
に
お
い
て
事
業
の
目
的
及
び
意

義
伽
～
③
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
道
路

の
必
要
性
（
目
的
）
と
し
て
説
明
不
十
分

で
あ
る
。
具
体
的
資
料
に
欠
け
て
い
る
。

２
対
象
区
間
は
、
計
画
総
延
長
七
五
ｍ
全

線
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
当
地
域
は

国
定
公
園
予
定
地
で
あ
り
、
公
園
外
（
い

ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
り
も
含
め
自
然

を
ま
ね
か
ぬ
よ
う
に
願
う
と
と
も
に
、

高
山
植
生
を
破
壊
し
て
作
ら
れ
る
道
路

は
、
こ
れ
が
最
後
と
な
る
こ
と
を
強
く

願
っ
て
こ
の
報
告
を
終
え
た
い
と
思
う
。

（
斜
里
町
青
い
海
と
緑
を

守
る
会
事
務
局
）知床峠付近のハイマツ調査

環
境
上
貴
重
な
地
域
で
あ
る
た
め
。

３
計
画
交
通
量
の
算
出
方
法
が
不
明
で
あ

り
、
一
、
二
一
九
台
／
日
と
い
う
数
字
の

正
当
性
、
根
拠
に
つ
い
て
欠
け
る
。

第
二
章
環
境
影
響
要
因
と
予
測
。
評
価

の
対
象
項
目
に
関
し
て

１
大
気
・
騒
音
が
対
象
項
目
か
ら
欠
け
て

い
る
。

２
自
然
景
観
の
細
目
中
、
道
路
路
線
上
か

ら
の
景
観
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。

第
四
章
環
境
へ
の
影
響
予
測
対
象

Ｌ
第
一
節
に
お
い
て
Ｐ
的
表
４
１
３
、
及
び

Ｐ
卯
図
４
１
８
で
立
地
安
定
度
Ａ
（
崩
壊

発
生
率
八
五
％
以
上
）
、
植
生
保
全
度
Ａ
・

立
地
利
用
可
能
度
Ａ
（
ほ
と
ん
ど
利
用
困

難
）
の
総
合
的
分
級
基
準
Ａ
（
道
路
建
設

の
影
響
が
著
し
く
大
き
い
）
が
、
道
路
予

定
地
に
極
め
て
広
く
存
在
す
る
が
予
測
。

対
策
（
第
三
節
）
で
は
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
単
位

に
異
常
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
現
地
調
査

は
一
○
○
メ
ッ
シ
ュ
で
行
な
わ
れ
な
が
ら

対
策
で
数
キ
ロ
単
位
と
い
う
の
は
矛
盾
で

あ
る
。

２
雪
崩
対
策
が
欠
け
て
い
る
。

Ｐ
弱
に
お
い
て
、
大
部
分
城
弱
以
上
の

急
傾
斜
地
で
あ
り
「
急
傾
斜
の
た
め
、
い

た
る
と
こ
ろ
で
雪
崩
と
な
っ
て
ｌ
略
ｌ
」

と
あ
る
が
、
対
策
の
項
で
は
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
。

ａ
第
三
節
の
影
響
予
測
。
対
策
（
Ｐ
師
）
は

極
め
て
具
体
性
に
欠
け
る
表
現
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
道
路
の
構
造
。
規
模
。
保
全

対
策
等
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
で
は
評
価
書
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と

考
え
る
。
同
時
に
Ｐ
肥
表
４
１
９
も
同
様

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
五
章
も
同
様
で
あ

る
。

以
上

印
連
絡
先
等
は
、
連
合
事
務
局
ま
で

斗
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

■

●
日
高
中
央
横
断
道
路
計
画

を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（
東
京
）

月
日
Ⅱ
６
月
３
日
（
火
）
娼
時
～
幻
時

会
場
Ⅱ
全
国
町
村
議
員
会
館

（
東
京
都
千
代
田
区
一
番
町
あ
の
４
）

日
高
山
脈
の
ス
ラ
イ
ド
上
映

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

尚
北
海
道
か
ら
の
誰
演
者
は
、

八
木
健
三
氏

坂
本
直
行
氏

他
東
京
か
ら
。

司
会
は
、
水
野
憲
一
氏
。

●
日
高
中
央
横
断
道
路
問
題

講
演
集
会

月
日
’
６
月
７
日
（
土
）
喝
時
～
焔
時

会
場
Ｉ
北
海
道
自
治
会
館
大
ホ
ー
ル

（
道
庁
北
向
い
）

講
演
者
Ⅱ
本
多
勝
一
氏

坂
本
直
行
氏
他

入
場
料
Ⅱ
カ
ン
パ
と
し
て
三
百
円
の

協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
。

環
境
週
間
記
念
行
事

回
り
二
二
一
ｎ
回

－9－ －8－
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日高中央横断道路計画問題一一一
日高中央横断道路計画問題

公聴会中，学術経験者4名の公述記録を掲載します。

1．公述人の氏名及び住所

氏名 八木健三

住所 札幌市南区藻岩下1977
2．公述の要旨

(1) 日高山脈とはどういうものかということを，

私の専門である地質学の立場からお話します。
ア日高地域は，スイスのアルプスに匹敵する

ところのアルプス造山運動の典型的な地域と

して知られており，中心のところが非常に高

い温度で熱せられ，それらが非常に強い圧力

で押されたために，衝上断層又は圧砕帯，破

砕帯が発達， こういうところが非常に崩壊を

しやすいところになっている。

いずれにしても， この日高山脈は，摺曲作

用による造山活動によってできた非常に典型

的な摺曲山脈であって，世界における一つの

標準地になっている。

イ氷河地形の残っているのは，この日本では

日高山脈のほかに日本アルプスに少量あるだ

けで， この日高山脈が日本における最も典型

的なカールの氷河地形の残っているところであ

る。また，氷河時代のナキウサギが生息して

おり，植物ではケショウヤナギ，エンレイソ

ウなどもその一種である。

このほかにもいろいろな動植物についても，

いろいろな特徴において日高山脈は，他所に

見ることのできない非常に貴重な自然を残し

ている日本における最後の原始的な自然をと

どめた宝庫であることを頭においてほしい。

ウ この地域に道路を作ることは，地質学的，

地形学的な特徴あるいは雪が非常に多いと

いうような気象学的な特徴から困難である。
つまり

（ｱ）地質的には,非常に片状になった岩石が，
これが摺曲，衝上断層，それから破砕帯と

いった構造的な運動によりかなり切断され

大変崩れやすくなっている。

（ｲ） 日高山脈全体を見ると非常に鋭い尾根が
あり，谷力;非常に.シャープ。なV字型になっ
ており， 「壮年」「満壮年」という地形で安
定度が悪く， また大変雪崩も多い。

ェこれらについて，評価書をみると，地形・
地質の現状の評価においては，かなり良心的
な報告をしており，また，動植物については，
専門ではないが限られた期間における現状の
報告としては，概ねよろしいのではないかと
いう気がする。

(2)工事を加えた場合の影響をどのように評価し

ているかという点についてであるが，いろいろ

な工法を用いて非常に危険な状態をいかにして

、最少限にして自然を保持するかという点に目標
を置いているが， この説明が非常に具体性，説
得性を欠いている。

崩壊地あるいは破砕地帯のようなところは，
覆道工や橋梁を架設するということで，安全を
保持し得ると述べているが，その根拠とすると
ころがはっきり理解できない。

つまり，現林道の現場において谷へ土砂投棄
が行われ，また，のり面の崩壊がおこるなど現
状として多くの破壊が起っているが，今度の場
合，それと異なる工法をとるにしても現状と根
本的に違った方法がとられることについて非常
に疑問である。

(3)道路完成後についてであるが，現状がやや保
たれたとしても，そこに非常に沢山の車や多く
の人が入ってくる。そこで，排気ガスを出すあ
るいは高山植物の盗掘が行われるというような
事柄が行われた結果，植生に対してどのような
影響がなされるか，このようなことは，既に富
士山のスバルライン，長野県の霧ケ峰のビーナ
スラインというようなところではっきりしてい
るが， こういった道路による深い影響というも
のについては，全然この報告書で書かれていな
い。

(4) このような点からみて， この報告書は，現状
の評価については，かなりの仕事をしたという
ふうに評価するが，少なくとも影響評価の段階
においては，極めて不十分であり， これをもっ
てこの道路を作ることの安全性を確保したとは
どうしても考えられない。

(5)以上のことに鑑み北海道での唯一，最後に残
された日高の自然を守って天然の博物館として
後々まで残していくことが，少なくとも我々に
課せられた大きな責務でないかと思う。
(6)社会的な問題経済効果について一言いいた
いのは， 日勝道路，そして今作っている浦河大
樹線，それから国鉄の石勝線， こういったもの
を十分考えていって，その上さらに考えるとい
う段階であれば，また，話は違うが， こういっ
たものを考えずにやることについて疑問を持た
ざるを得ない。

注：日高山脈の現状と林道による自然破壊の
状況についてスライドによる説明があった。

－

日
古
向
開－

－ ■■

自
然
の
保
持
で
き
ぬ

臼
獅
ｌ
卜
瞬
転
締
ぷ
新
し
い
幹
線
通
路
と
し
て
舐
函
さ
れ
て
い
る
迩
迦
蹄

門
ｌ
中
札
内
縦
許
口
恋
中
央
椣
断
開
発
迩
蹄
）
計
画
の
ぜ
ひ
垂
め
ぐ
る
公
聴

塞
謹
・
卜
八
同
日
締
支
庁
那
内
町
で
剛
か
れ
た
。
適
路
が
開
通
予
定
地
の

剛
織
山
脈
の
自
然
や
辿
沁
社
会
経
済
に
与
え
る
影
密
を
通
、
剛
発
序
が
ま
と

１
１
１

蟇
派
経
済
促
進
効
果
を
強
調

静内

酌
た
環
境
膨
審
評
価
雷
に
つ
い
て
、
通
知
邸
が
一
般
の
意
見
幸
一
求
め
尋
た
め

開
い
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
わ
が
園
に
鍵
さ
れ
た
敏
少
な
い
秘
暁
・
臼
認
の

山
な
み
を
艮
大
ト
ン
ネ
ル
な
ど
で
貢
通
す
る
紙
面
だ
輸
に
、
種
見
公
述
人
は

令
幽
が
自
然
保
護
団
体
関
係
捲
と
な
り
、
唯
し
い
い
調
で
型
、
開
発
庁
の
計

画
壱
批
判
、
善
誼
中
止
を
求
め
る
発
奮
が
桐
次
い
だ
。
・
下
九
日
に
は
、
Ｉ

腰
支
庁
中
札
内
村
で
も
公
聴
会
が
開
か
れ
、
公
述
人
の
念
兒
は
、
・
股
か
ら

の
郵
送
な
ど
に
よ
る
趣
兇
壷
と
と
も
に
迦
魔
堀
彫
審
解
価
審
振
会
の
検
鐡
会

で
審
庇
さ
れ
る
。

同
日
午
加
十
時
か
ら
岬
内
町
文
化
セ

ン
タ
ー
で
側
か
れ
た
公
囎
会
で
は
、
数

人
の
地
元
の
若
い
人
た
ち
が
迩
蹄
促
進

の
綱
断
郁
を
掲
げ
、
防
聴
席
は
約
百
四

十
人
の
町
民
や
自
然
保
護
団
体
関
係
新

ら
で
潤
席
と
な
り
、
公
述
人
の
意
見
に

耳
を
傾
け
た
。

し
か
し
、
通
が
委
嘱
し
た
辿
元
の
通

読
新
般
期
成
同
盟
の
吉
田
忍
町
曇
鍵
委

興
会
艮
の
恵
児
公
述
が
す
む
と
二
十
数

人
の
町
民
が
一
斉
に
引
き
渦
藏
る
な
ど

鋤
飼
騏
ら
し
い
人
も
多
く
、
ま

た
、
通
路
促
迩
騎
転
櫨
甑
的
に
醤
念

一
般
公
述
人
が
一
人
も
い
な
か
っ
た
こ

と
ど
合
わ
せ
、
地
元
で
の
促
巡
四
割
が

年
ひ
と
つ
広
が
り
と
厩
り
と
が
い
を
欠

い
て
瓢
る
幡
好
。１

１

日
高
中
央
織
断
道
路
計
画
に
反
対
鰭

が
相
次
い
だ
公
唾
会
Ⅱ
調
日
午
伽
叩

時
晦
分
、
日
獅
支
序
岬
内
町
文
化
セ

ン
タ
Ｉ
で

・
恵
児
公
述
人
は
週
蚕
嘱
の
学
諏
継
験

番
二
人
と
一
般
公
募
の
五
人
の
雛
七

人
。
通
委
嘱
公
述
人
の
う
ぢ
、
桐
頭
に

立
っ
た
八
木
鰹
正
大
名
誉
敏
授
（
地

質
学
）
は
、
臼
砺
山
脈
を
ス
イ
ス
の
ア

ル
プ
ス
に
匹
敵
す
る
癖
（
し
ゅ
う
）
曲

山
脈
で
あ
り
、
氷
河
期
の
こ
ん
跡
を
理

す
自
然
の
宝
啄
で
あ
る
と
強
鯛
。
そ
の

価
繊
が
原
始
以
来
手
つ
か
ず
に
き
た
こ

と
に
あ
る
以
上
、
「
通
な
き
趣
を
歩
い

て
行
三
二
三
白
磁
の
良
さ
が
珊
解
で

き
る
」
と
し
、
自
然
が
保
掛
で
き
る
と

す
る
迦
、
開
発
庁
の
影
轡
郷
価
醗
に
強

い
疑
念
を
銀
明
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
人
の
窪
蛎
公

述
人
の
雷
田
氏
は
「
埋
丞
悠
埋
も
故
郷

の
自
然
を
殴
」
全
把
吻
山
岳
適
確
や

ク
マ
の
耶
紋
の
だ
び
に
翼
つ
先
に
通
な

き
通
を
救
助
活
動
に
頚
た
三
も
き
た
」

と
反
鏑
。
通
路
の
織
済
効
蝶
、
と
く
に

休
啄
加
工
な
ど
鋸
一
次
淑
鍵
の
促
巡
効

果
を
強
潤
し
、
一
壁
く
太
平
洋
と
臼
弼

山
脈
に
囲
ま
れ
て
き
た
臼
藏
の
人
た
ち

地
の
地
侭
、
壁
大
ト
ン
ネ
ル
の
蛎
故
、

大
慰
汚
染
へ
の
不
涯
な
ど
い
ろ
ん
な
認

甑
か
ら
強
く
迩
蹄
計
画
と
腱
審
評
価
薮

を
批
判
し
た
噸

こ
の
う
滝
田
中
会
塁
は
「
鯛
鉄
ロ
ー

カ
ル
線
鹿
止
乏
叫
ぶ
一
方
、
わ
ず
か
．
↑

八
・
八
率
向
メ
ー
ト
ル
の
遊
路
に
三
百
十

(朝日新聞， 1980年3月29日から）
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一日高中央横断道路計画問題

▲（ｳ）哺乳類では，足跡調査法を用いているが

冬の積雪期にやっていないため，そこの種

類相を確実に押さえることはできない。

イ第2点目の調査結果の信頼性については

（ｱ）鳥類の調査結果中， コガラとハシブトガ
ラを混同しているようである。

（ｨ）現地調査で，同一標高でコガラとハシブ
トガラを記録しているがその後で， これら

の垂直分布は完全に分かれていると述べて

おり，鳥類の現地調査と文献による資料と

の間に矛盾があるにもかかわらず， この矛

盾に気づいていない。

（ｳ）烏のリストの中で，北海道で夏鳥である

キジバトを留鳥としており，同じような間
違いが12の烏についてある。こういうこと
からすると，調査者が鳥類について正確な

知識を持っているかどうか，非常に疑わし
い。

（ｪ）哺乳類の現地調査に当たって，足跡調査
で生息確認を行っているが， この方法は特
別の場合を除き，積雪期にしか使えない。

（ｵ）哺乳類の現地調査で尿跡を用いているが，
この方法は， まだ確立されたものでない。

(3)評価書には，道が実施した「日高山脈自然生
態系調査報告書」を引用しているが， これは日
高山脈全体の概要を示すものであって，計画道
路ｶﾇ通る予定地域の詳しい調査結果ではなく，
したがって，条例の指針でいう適当な文献とは

認められないし，又，引用に当たり一部分間違

いがあるなど慎重さを欠いている。

(4)道路ができた場合，どのような影響を与える
かという予測が十分に検討されていない。

ァ （例示として）札内川流域の大径木を含む

広葉樹の原生林は「特に保謹すべきもの」と

述べているが， これは，計画路線に接してい

るのに，予測では林縁部を通るので影響なし

としている。道路の開削，道路の利用が与え

る二次的な予測は，全く行われていない。

イ動物については，ナキウサギの生息地は避

けているが， シマフクロウ， クマゲラの生息

地については考慮していない。
特に， シマフクロウの行動圏は非常に広く

巣を中心に2ないし7.5km,直径15kmの範囲を
動くものであり,評価書ではこれらを回避する
となっているので，当然予定路線を変更する
必要がある。

(5)道路をつけること自体が原生性を損うことで
あるし道路開削による二次的な影響を考慮（評
価）していない。

ァ苫小牧の演習林に接して高速道路ができた

日高中央横断道路計画問題－

ている。私は，今日まで20回に及ぶ現地調査に
参加しているが，本路線は標高680mでトンネ
ルに入り， さらにトンネルまでの距離は631mで

あり， これに比較して日勝道路は,標高1023m

、で富川町から100kmに及ぶことなどから，標高
性，奥地性にすぐれているということができる
る。

さらに高山植物については, 1,000mをこえる
ダケカンバ林，高山植物がみられるが， これも
トンネルの入口の標高が680mであるので，概
ね保全されるのである。
そのほか，環境影響評価書に報告されている

施工方法がとられるならば， カール地形，急傾
斜地，崩壊地，エゾナキウサギなどの主要な動
物の生息環境，アメマスなど水生動物， 自然景
観などについて， 自然保全と開発事業の調和が
図られるものと信ずる。

(6) 自然は人間の生存と諸活動の基盤であるとの
認識にたって，良好な環境を維持することは私
たちの責務であるが，技術革新，産業の発達，
生活の多様の時代にあって，社会はめまぐるし
く進展しており， 日高・十勝の人々のみ力ざ物資
面での豊かさなどの恩恵の享受を，制限を受け
ることのないように希望する。

ため道路沿いから針葉樹が枯れている等の例

があるとおり二次的な影響を無視することは

できない。 （その他の例富士山岳道路，八ケ

岳のビーナスライン）

イ道路が十分でないために人の立ち入りが少

なくて， そのためにその地域動物が保護さ

・ れていたが，道路の整備により人の立ち入り

が増えると影響を受ける。特に,狩猟等によっ

て影響を受けるので，鳥獣保謹区の拡大乃至

は新設による動物の保護対策が必要である。
以上述べたとおり，評価書の現状調査，影響予

測，評価の内容は不十分である。評価書が「計画
地域における保全目標はおおむね達成される」と
するのは早計りであり，又， これでよいとしたら
これは，今後の前例となり問題である。
(6)道路をつける目的として，道路密度を高くす
ることを挙げているが．道路利用と深いかかわ
りのある人口密度との関係，経済効果について
述べていない。

また，大樹，浦河線や話題がある道幹線道路
が完成したときのこの地方における交通事情の
変化の予測がない事業目的は，非常にあいまい

である。

(7)計画路線は各所で崩壊が起きている場所に予

定されており，道路の新設に伴い崩壊が一層ひ

どくなると考えられるが， これについての予測

がない。

(8)天然記念物等が生息する地域は，学術上貴重

であることは勿論であるが，それほど珍しくな

い動植物ばかりであっても，あるまとまりのあ
る生物群集としてみたときに， それが原生的な
自然状態を示している場合，その地域は学術上
極めて重要な存在といえる。

1978年の夏に実施した日高の動物調査の結果
によると，鳥類群集の面からみると,標高1,000
m以上の針広混交林では本来の原生的な特徴が
よく維持されていると思われるが,1,000m以下
では，道路の開削，樹木の伐採などの影響でそ
れに対応した鳥類の群集がみられ原生的な自然
が失われつつある。 （その他の例大雪山の層雲
峡）

今後， この原生的自然を保存しようとするな
らば現在の状態を維持し，できれば人工造林地
を本来の針広混交林に回復するといったような
ことが必要であり，そのため， これ以上の樹木
の伐採，道路の開削を行わないことが必要であ
る。

(9) カールの環境条件は,非常に貴重である。カー
ルは予定路線から離れているが，現在以上に道
路が伸びたり，拡幅等の改良がされたら，森林

1． 公述人の氏名及び住所

氏名 吉田 忍

住所 静内町緑町3丁目78

2． 公述の要旨

(1) 父子二代にわたり，静内町で生活している者

の一人として，静内中札内線道路の着工を懇願

している。

静内川の水資源は，農業用水，水道用水ウエ

業用水はもとより電力用水として多目的Iと利用
されているが，静内川は，荒れ川で大洪水によ

り町に大きな被害をもたらした時期もあった。

しかし．今日に至るまでの数十年の長い間，

河川改修事業並びにダムの完成によって，町民

に潤いを与える川と変り， 自然と人間とが一体

となった姿がここにある。

十勝とは過去一世紀以上にわたり，産業，文

化あらゆる面で交流が阻害されていたが， 日勝

道路の開通で交流の一歩を踏み出した。

苫小牧を中心とする太平洋岸に，産業流通の

大プロジェクトが着々と形成されつつある今日，

道央圏南部と道東の帯広，釧路，北見を結ぶ幹

線道路の形成が必要である。

(2) 日高は農林水産業主体でこれらが商工業の発

展を促し，全国の70％を占める軽種馬生産，さ

らには，広大な森林地帯を背景とした木材加工
業が基本産業である。特に，合板業では道内屈

指の工場があるが， そのベニヤ生産素材の60%

が十勝方向から移送されている。

十勝は豆，牛乳，肉などを中心とする日本の
食粗の重要拠点で，本州等への農作物の輸送は
この日高を経由し海上輸送がなされている。本
路線は， これら拠点間の相互3割に距離短縮効
果をもたらし， そのほかに，農畜産物，林業な

どの資源開発効果， 自動車走行便益を考えると
産業開発効果はまことに多大である。

(3) 現在， 日勝道路の一日交通量は2,900台と推
計され，昭和62年代には5,800台，浦河・大樹
線は407台，本計画路線は1,200台と想定され
ており， それぞれの道路の機能分担，補完作用
が期待される。

(4) 日高は幹線道路の密度が他地域に比べて低い
ばかりでなく，高速道路，空港のサービスエリ

ヤからこの日高沿岸ははずれており，高規格な
道路が必要である。

(5) 私は，以前にウトロ・羅臼の開発道路の工事

現場を視察したが，工事施工時における植生，

自然保護関係の取り組みには， 目をみはるもの

があった。したがって，本道路も日高の地形に

なじんだ，そして，動植物， 自然環境との調和

に配慮しつつ施工することは可能であると信じ

山岳遭難，熊の被害など，山の事故は後をた
たないが，地元の住民は真っ先に道なき道を救
助活動にあたっているのである。建設過程では，
それぞれの保全，保護が関係機関との協議にお
いて，めん密に進められると承知し，静内町の
99％の住民が本路線の早期実現を願っているこ
とを申し上げる。

一

1．公述人の氏名及び住所

氏名 藤巻裕蔵

住所 帯広市稲田町西2線13
2． 公述の要旨

(1) 日高山脈は，地形．地質の面からみて学術的
に貴重な存在であり，動植物の面からみても原
生的な自然状態を残している重要な国民の財産
である。このような地域の開発行為を行う場合
事前の調査が非常に重要である。
(2)動物に関する限り現状調査が極めて不完全で
ある。第1点目として現地調査が不完全，第2
点目として調査結果が信頼性に乏しい。
ア第1点目の現地調査の不完全については
（ｱ）調査期間が7日間と非常に短いため，信
頼性のある結果が得られるはずがない。

､ （ｲ）鳥類の調査時期（8月23～25日， ･27日～
30日）は，繁殖期が終っており，調査等の
時期としては非常に不適当である。

▼

－13－ －12－

_坐÷ 寺凸 . 巳
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高の山々をながめては，山の向う側を求めてい

た地域の住民の願いは何よりも大切にすべきで

あり，それは民主主義の根源であり，評価書の

中にもられている生活権の公益化， という表現
である。

このような住民感情を強調すべきでなかった

かと考えられる。

(4)地域開発との係りについて，一歩つっこんだ

提言が必要であり， この道路がどういう役割を
果すかという問題についての提起と分析が若干
弱いように見える。
札内川をいかに治めるかが最大の課題であり

住民のみが知っている直線的な願いである。
また， これは中札内のみではなく下流の帯広

の上水道用水，農業用水の確保のためにも必要
であり， このための広域水利用計画が進められ
ている。

この計画を実現するためには，どうしても人

為的に札内川上流の山腹一帯の自然破壊の防止
土砂の流出をくいとめる闘いが必要であり，そ
の抜本的な対策を取り入れられたのが砂防ダム
である。

この道路は， これらの事業を遂行し， 日高山
脈の自然破壊を人間のささやかな力で食い止め
ようとする闘いの拠点ルートとして位置づけら
れるものである。

(5)札内川沿いには，いくつかの雪崩にまつわる
悲劇があり， この道路をめぐっては，冬期間の
雪害や山岳道路としての諸問題があるが，道路
技術上から支障になるほどとは考えられない。
(6)工事の施工にあたって，次の二つの問題を提
起する。

■■■■■■■■■■■■■■■■

日
高
山
脈
は
今
、
破
壊
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
「
日
高
一
画
開
発
計
画
」
の
名
に
よ
る

電
源
開
発
事
業
は
十
ヶ
所
を
超
え
、
無
秩
序
な
林
道
は
ミ
ミ
ズ
の
よ
う
に
は
い
廻
っ
て
い
る
。

日
高
山
脈
の
北
に
は
「
日
勝
道
路
（
国
道
二
七
四
号
線
）
」
が
開
通
し
、
南
日
高
に
は
「
浦
河
ｌ

大
樹
線
」
の
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
日
高
山
脈
は
そ
の
原
始
性
を
保
つ
範
囲
を
日
毎
に
せ

ば
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
今
、
北
海
道
開
発
局
は
、
残
さ
れ
た
日
高
山
脈
の
中
央
部
を
ぶ
ち
抜
く
自
然
破
壊
の

道
路
建
設
計
画
を
押
し
進
め
て
い
る
。
開
発
道
路
は
「
日
高
中
央
横
断
道
路
（
静
内
～
中
札
内

線
）
」
と
呼
ば
れ
、
全
長
一
四
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
日
高
山
脈
の
中
央
部
、
中
部
日
高
山
脈

の
盟
主
「
カ
ム
ィ
ェ
ク
ウ
チ
カ
ウ
シ
山
」
の
南
を
ぶ
ち
抜
き
、
日
高
側
か
ら
十
勝
側
に
通
じ
る

も
の
で
あ
る
。

日
高
山
脈
は
北
海
道
で
も
古
い
歴
史
を
も
つ
摺
曲
山
脈
で
、
低
標
高
に
数
多
く
の
カ
ー
ル
地

形
を
も
ち
、
学
術
的
に
極
め
て
高
い
価
値
を
有
し
て
い
る
。
地
形
・
地
質
・
植
物
・
動
物
相
の

原
始
性
は
損
な
わ
れ
ず
に
残
さ
れ
、
峻
険
な
山
岳
峡
谷
の
も
つ
秀
れ
た
景
観
を
加
え
た
総
合
価

値
は
大
雪
山
に
勝
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
、
昭
和
四
十
六
年
、
環
境
庁
自
然
公
園
審
議
会
は
、
日
高
山
脈
を
国
定
公
園
の
候
補

地
に
指
定
し
た
。
し
か
し
、
北
海
道
知
事
は
、
そ
の
手
続
き
を
八
年
間
も
放
置
し
、
こ
の
貿
重

な
自
然
を
開
発
の
魔
手
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
。

日
高
山
脈
は
ま
た
、
登
山
者
に
秀
れ
た
対
象
を
提
供
し
て
お
り
、
北
海
道
の
登
山
愛
好
者
に

と
っ
て
、
憧
が
れ
で
あ
り
、
誇
り
で
も
あ
る
。
日
高
山
脈
を
め
ぐ
る
開
拓
の
歴
史
は
、
北
海
道

の
登
山
発
展
の
縮
図
で
さ
え
あ
る
。

す
で
に
多
く
の
人
達
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
日
高
山
脈
の
保
全
・
保
謹
は
、
原

始
性
を
損
な
わ
な
い
対
策
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。

道
開
発
局
並
び
に
、
北
海
道
は
、
日
本
に
残
さ
れ
た
最
後
の
自
然
に
ふ
さ
わ
し
い
保
護
の
た

め
、
た
だ
ち
に
、
日
高
中
央
横
断
道
の
開
発
計
画
を
撤
回
し
、
国
定
公
園
指
定
を
急
ぐ
べ
き
で

あ
る
。

我
々
は
貴
重
な
日
高
山
脈
の
自
然
を
守
り
、
登
山
文
化
を
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に

日
高
中
央
横
断
道
路
の
建
設
に
強
く
反
対
す
る
。

一
九
八
○
年
三
月
九
日

日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
第
十
四
回
定
期
総
会

提
案
団
体

北
海
道
道
央
地
区
勤
労
者
山
岳
連
盟

北
海
道
道
東
地
区
勤
労
者
山
岳
連
盟

北
海
道
道
北
地
区
勤
労
者
山
岳
連
盟

の生物群集に直接影響を与えるだけでなく，高

山帯に人の立ち入りを一層多くし， カール内の

自然に悪影響を強めることは避けられない。

わが国に残された唯一の原生的自然環境を持つ

日高山脈を守るために， これ以上の道路をつける

必要はないものと考える。

日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
も
反
対
決
議
／
・

日
高
中
央
横
断
道
路
建
設
に
反
対
す
る
決
議
文

1． 公述人の氏名及び住所

氏名吉田勇治

住所河西郡中札内村中札内西1線235番地

2． 公述の要旨

(1) 開発局並びに道が行った環境影鍔評価は，そ

のすべての点で満足すべきものでないが，

アこの道路の計画地域が北海道環境影響評価
条例の対象地域でないが，条例に準じた手続
がとられているということを評価することが

必要である。

イ本道路建設促進の運動が関係町村によって
進められてから，すでに15年を経過しており

この道路に対する非常な期待を理解してほし
い。

また， 54年度北海道開発予算において500
万円計上され，計画路線から一歩進み，道路
工事の具体化が早急に求められていること，
道は， この道路について一定の見解を示して
いることも参考にすべきである。

ウ この道路問題を契機にして， 日高地域一帯
の開発行為についての方針を樹立する必要が
ある。

(2) 開発行為と環境保全に関する問題は，窓口の
議論や理論で解決するものではなく，一度その
問題が許容された開発行為であってもその工
事過程において，常に関係者との間に対話を深
めて，相互信頼と責任をもってことにあたると
いう姿勢が必要であって，着工後も引き続いて
環境影響評価や自然破壊防止の手続を講ずるこ
とを前提としながら，知事は速やかに当該道路
を一般道道として認定に必要な所要の措置をと
るべきである。

(3)道路の必要性を論ずるときに，直ちに経済効
果だけを議論することは疑問である。これは将
来展望を抜きにした現実論議にのみとらわれや
すくそれは私企業的な発想であり，投資効果が
あがらないところには財政投資をし,まいという
発想である。

国家の場合，その投資に対する経済効果より
も，どんな地域に住んでいても，国民一人一人
ができる限り均衡のとれた思恵を受けることの
できるような政治を行う必要がある。

この地に入殖して以来，数十年にわたって日

全
国
の
声
を
日
高
に
〃
．

▼
次
は
札
幌
写
真
展

五
月
二
十
二
日
（
木
）
～
二
十
七
日

（
火
）
ま
で
、
札
幌
写
真
展
を
開
催
。
会

場
は
「
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
さ
い
と
う
」

（
⑭
デ
パ
ー
ト
本
館
西
隣
り
）
で
す
。
毎

日
朝
十
時
～
六
時
ま
で
行
な
っ
て
お
り
、

作
品
総
数
八
○
点
。

山
岳
景
観
・
動
物
・
植
物
の
他
自
然

破
壊
の
告
発
写
真
、
現
地
調
査
記
録
等

種
々
で
す
。
写
真
集
・
ポ
ス
タ
ー
等
の

販
売
も
行
な
い
ま
す
の
で
多
数
の
ご
来

場
を
期
待
し
ま
す
。

尚
、
入
場
チ
ケ
ッ
ト
は
三
百
円
。

日
高
中
央
横
断
道
路
問
題

そ
の
他
の
動
き

▼
東
京
写
真
展
終
わ
る

四
月
一
日
か
ら
十
日
ま
で
、
東
京
銀

座
子
ど
も
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
「
日
高
山
脈

写
真
展
」
を
開
催
。
多
数
の
都
民
に
日

高
山
脈
の
素
晴
し
さ
と
保
護
の
必
要
性

を
視
覚
を
通
し
訴
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

さ
ら
に
日
高
山
脈
を
守
る
た
め
に
有

志
が
集
ま
り
、
東
京
組
織
も
活
気
づ
い

て
い
ま
す
。

’

ア上の沢において道路の工事と並行してトン
ネルの上流部一ケ所，右岸渓流一ケ所，下流
においては，右岸一，左岸二の各渓流に崩壊
土留め工事を行うこととあわせて，上の沢本
流床留め工事の施行を考慮すること。
イ札内川本流右岸道路についても架橋地点で
は渓流の上流部に崩壊土止め工事を必ず施行
すること。

ウ以上二点を評価書に記述されている施行方
法と合わせ検討するならば，環境破壊を心配
されいろいろ疑念を持っている方々の考えも
解消されあわせて日高の自然が守られるとと
もに， 日高及び札内川を私たちのものとでき,
明治以来，多年，念願してきた住民の意見を
具体化することができると思う。

（北海道生活環境部環境影響
審査課から）
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Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

１

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

０

Ⅱ

１

１

１

１

１

１

１

１

道

路

建

設

反

対

の

署

名

を

五

月

一

日

か
ら
、
全
国
一
斉
に
開
始
し
ま
す
。

環
境
庁
長
官
・
北
海
道
開
発
庁
長
官
Ｃ

北
海
道
知
事
に
提
出
す
る
た
め
に
行
な

い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
の
ほ
ど
お
願
い

し
ま
す
。

▼
全
国
十
万
人
署
名
開
始

▼
釧
路
写
真
展
準
備
中

札
幌
の
次
は
釧
路
で
、
と
い
う
こ
と

か
ら
、
釧
路
勤
労
者
山
岳
会
が
中
心
と

な
り
、
実
行
委
員
会
を
つ
く
り
準
備
中

で
す
。 日

高
山
脈
を
守
る
た
め
に
十
勝
管
内

の
種
々
の
団
体
が
集
ま
り
、
連
絡
会
を

四
月
十
七
日
に
結
成
し
ま
し
た
。
地
元

十
勝
な
ら
で
は
の
運
動
を
展
開
す
る
と

の
こ
と
で
す
。

連
絡
先

皿
帯
広
市
西
一
条
南
十
丁
目
十
七

（
珈
琲
と
音
楽
「
川
」
気
付
）

▼
日
高
山
脈
を
守
る
連
絡
協
議

会
十
勝
連
絡
会
結
成
さ
れ
る
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１

主
催
全
国
自
然
保
護
連
合

主
管
高
知
県
自
然
保
謹
連
合

大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
自
然
の
復
活
は
人
間
の
復
活
で
あ
る

ｌ
も
う
一
つ
の
す
ば
ら
し
い
生
き
方
を
求
め
て
１

期
日
一
九
八
○
年
五
月
二
十
三
～
二
十
六
日

場
所
高
知
市
桂
浜
公
園
内
桂
浜
セ
ン
タ
ー

（
露
〔
○
八
八
八
〕
四
一
’
三
一
○
一
）

同
本
町
四
’
三
県
民
文
化
ホ
ー
ル

（
麓
〔
○
八
八
八
〕
二
四
’
五
三
二
一
）

｜
、
大
会
の
内
容

五
月
二
十
三
日
（
金
）

二
貢
○
○
全
国
連
合
の
理
事
会
於
中
央
公
民
館

（
雷
〔
○
八
八
八
〕
二
四
’
六
二
○
）

・
一
八
二
二
○
前
夜
祭
於
県
民
文
化
ホ
ー
ル

五
月
二
十
四
日
（
土
）
会
場
ｌ
桂
浜
セ
ン
タ
ー

九
恥
○
○
受
付
開
始

九
》
三
○
～
一
三
○
○
全
国
自
然
保
護
連
合
総
会

一
三
○
○
～
宣
言
○
○
記
念
講
演

生存のための環境権＝自然権・法制化の宣言
二
言
○
○
～
一
七
昔
一
○
分

一
八
三
一
○
～
二
言
○
○
交

第
一
○
回
全
国
自
然
保
護
大
会
開
催

全
国
だ
よ
り

とである。私たちに今必要なのは立法運動であ

り，私たちが必要とする法律を私たちみずから

の意志で立法する時が来ているのである。

1＜生存のための環境権＝自然権理念の砿立＞

自然は，破壊をもたらすあらゆる原因に対抗

しておのれを守る基本的権利をもつ。この基本

権を自然に付与することによりはじめて自然の

子である人間の生存・幸福・文化・健康・生活

が保証される。自然とは自然循環系，なかでも

自然生態系，生物種， 自然美， 自然空間， 自然

資源，そしてそれらの全一体的な関係を指す。
2＜真の事前影響評価の義務づけ＞

環境破壊の多くは回復不能である。したがっ

て自然権（生存のための環境権）は破壊を予防
することによって守らなければならない。すべ

ての事業活動は事前に環境影響評価を受け，そ

の可否を人々の公正な判断に付さなければなら
ない。

3＜団体出訴権の猿得＞

自然権（生存のための環境権）が侵されると
き，山川草木鳥獣虫魚あるいは後世の子孫たち
に代わって，環境保護団体・住民団体・日本人
誰もが訴訟を起こす権利をもつ。

地球は宇宙の中心ではないし，人間は地球の

中心ではない。40数億年の大自然の歴史のなか

に，あまたの生命の1つとして人ははぐくまれ

た。地球という有限のわくの中で無生物と生物

との巧妙な循環系と精綴な生態系のバランスに

支えられて，はじめて私たちは生存でき，幸福・

文化・生活・健康を享受する人権を保証されて

いるのである。

人のいのちのふるさと・心のふるさとは大自

然以外にはない。人間のいかなる活動も自然の

尊厳を侵してはならないし，それを侵せば徐々

に，時には急激に自然は変容し，人の生存のた
めの環境は破壊され，人権は犯されてゆくので

ある。

しかし， このようにして損なわれる人権をわ

が国の法律は守ろうとしない。国民にはなぎさ

で憩う権利はないと言い，美しい海や空を享受

する権利はないのだと言い， ましてや鳥やけも
のたち，魚や虫たちが環境の悪化による危機か
ら命を守ろうとする権利を，まるで認めようと
しない。

わが国における「自然」の法的地位は他の近

代国家よりも低く，それはほとんど無にひとし
い有様である。

このために，開発は年ごとに巨大化し速度を

早め，新たな工業技術により生みだされる合法

的な自然破壊と公害は，一層複雑深刻となり，

日本列島の土と大気，河川湖沼と海，鳥獣虫魚

森林原野等，私たちのいのちの母なる自然がむ

かえている危機は恐ろしいばかりである。この

一方的な開発破壊に，有効な歯止めをかける方

法はないのだろうか。人が再び豊かな自然の中

に生き，子孫に災いを及ぼさぬ安らかな未来を

保証する道はないのだろうか。

ただひとつ，それはある。

これまで開発破壊を合法としてきた法に対抗

しうる同じ力の法的な権利を，わが国の「自然」

がそなえもつこと，すなわち，わが国の「自然」

の法的地位を開発と対抗しうるまでに高めるこ

講
師

講
演

流科 精
華
大
学
の
槌
田
勤
先
生

つ
つ
ま
し
く
生
き
よ
う

ｌ
石
油
文
明
の
崩
壊
Ｉ

ｌ
ｌ
Ｉ

Ｉ
会会

五
月
二
十
五
日

一
十
五
日

一
九
韮
○
○
～
二
三
三
○
映
画
「
海
。
み
ん
な
で
守
ろ
う
」
外
ス
ラ
イ
ド
等

五
月
二
十
六
日
（
月
）

九
一
○
○
中
央
公
園
集
合
ｌ
デ
モ
行
進
ｌ
高
知
県
庁

（
大
会
決
議
を
知
事
に
手
交
）

（
二
時
ま
で
に
は
終
わ
り
ま
す
。
多
数
の
御
参
加
を
１
Ｊ

分
科
会

Ⅲ
農
薬
に
よ
る
汚
染
を
追
求
す
る
②
土
と
生
命
を
守
る
農
業
め
ざ
し
て

③
野
生
動
物
と
の
共
存
を
考
え
る
剛
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
を
問
い
つ
め
る

⑤
合
成
洗
剤
を
追
撃
す
る
⑥
く
ら
し
の
中
の
公
害
を
洗
い
な
お
す
、
公

害
企
業
と
た
た
か
う
⑧
河
川
湖
沼
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
た
め
に
⑨
海
を
守
る

た
た
か
い
⑩
山
を
守
る
た
た
か
い
伽
身
近
な
自
然
を
見
つ
め
て
⑫
住

民
運
動
の
な
か
で
法
律
の
持
つ
意
義
側
自
然
に
な
じ
ん
だ
技
術
を
ひ
ら
く

二
、
参
加
料
な
ど

参
加
費
（
資
料
代
）
二
、
○
○
○
円

宿
泊
費
（
一
泊
二
食
）
四
、
○
○
○
円
（
桂
浜
セ
ン
タ
ー
）

無
料
宿
泊
の
お
世
話
も
し
て
い
ま
す
。
（
但
し
、
食
事
な
し
風
呂
な
し
、
会
場
へ

の
交
通
費
に
片
道
三
三
○
円
の
バ
ス
賃
が
い
り
ま
す
。
尚
、
い
く
ら
か
の
ふ
と
ん

代
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
）

三
、
大
会
事
務
局

〒
和
高
知
市
本
町
五
’
二
’
一
三
西
本
ビ
ル
３
Ｆ

第
一
○
回
全
国
自
然
保
護
大
会
実
行
委
員
会

（
麓
〔
○
八
八
八
〕
二
二
’
二
六
七
七
）

※
又
は
道
連
合
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

（
日
）
会
場
ｌ
桂
浜
セ
ン
タ
ー

八
》
○
○
受
付
開
始

八
二
二
○
～
一
○
三
一
○
現
地
報
告
・
分
科
会
報
告

一
○
二
二
○
～
二
言
○
○
八
○
年
代
を
切
り
拓
く
（
六
名
に
よ
る
問
題
提
起
）

三
貢
○
○
～
一
五
》
○
○
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

一
五
》
○
○
～
一
六
薑
一
○
総
会
（
方
針
・
諸
決
議
）

わが国よりも早く経済成長期を迎えた諸国は，
各国独特の自然権（環境権）立法をすでに民衆
運動の力によって果たし，その法を足がかりに
して開発破壊や公害と闘っている。わが国を顧
みれば，公害列島でありながらいまだに基本的
な環境法がない。にせのアセスメント法すら流

産をくりかえすのも，環境権裁判に我々が辛酸
をなめるのも，最も基本的な権利が確立されて

いないからである。よって私たちは生存のため

の環境＝自然権の確立をめざす立法のためのた

たかいを， ここに宣言する。

1980年3月2日京都宣言

河川湖沼と海を開発破壊から守る

全国連絡会議第2回大会
I
l
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活動日 誌
と今後の運動方針等協議する。 （東京

にて，田中）

4月17日十勝自然保謹協会と日高問題について

協議。 （帯広市にて，田中）

4月18日釧路自然保謹協会の事務局から，釧路

湿原等についての活動状況を聞く。

釧路勤労者山岳会の例会に出席。日高

問題を説明。さらに写真展開催を要請

する。 （釧路市にて）

4月19日中標津町の畑正葱氏に講演をお願いし

たが， スケジュール上無理。

4月26日 「日高中央横断道路計画反対署名」用

紙1万枚印刷。記者会見。

2月23日付質問番に対する回答出さ

れる。

日高中央横断道路計画の環境影響評価

報告書に対する意見書提出しめ切り日。

(連合加盟団体の個人数名が意見書提

出）

代表者会議

第10回北海道自然保護シンポジウム開

催。（札幌クリスチャンセンターにて）

日高問題公聴会（静内町）に参加。

同 上 （中札内付）に参加。

(十勝自然保護協会．帯広畜産大学自

然保謹協会）

環境庁自然保謹局長と面淡(東京にて）
｢日高山脈写真展．東京」に協力。

同時に関係機関・諸団体・有志に日高
問題を説明・協力要請。

｢日高山脈を守る連絡協議会・東京」

2月29日

3月6日

日
日

Ｒ
）
～
ｑ
》

月３

日
日

８
８

２
２

月
月

３
３

3月29日

4月1日

10日

この他，毎週火曜日・金曜日7時より事務局会

議を開いています。

編集

後記

○
山
菜
の
女
王
、
タ
ラ
ン
ボ
の
季
節

に
な
り
ま
し
た
。
フ
キ
ノ
ト
ウ
、
エ
ゾ

リ
ュ
ウ
キ
ン
力
、
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ

ク
、
ウ
ド
、
ワ
ラ
ビ
、
ゼ
ン
マ
イ
、
コ

ゴ
ミ
、
ハ
マ
ボ
ウ
フ
ウ
、
ア
サ
ヅ
キ
、

フ
キ
と
思
う
に
ま
か
せ
書
い
て
み
ま
し

た
が
、
そ
の
種
類
の
多
い
こ
と
、
そ
れ

だ
け
楽
し
み
が
増
す
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
れ
で
も
、
カ
タ
ク
リ
だ
け
は
食
べ
る

気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。
薄
紫
の
下
向
き

の
花
弁
。
頭
を
う
な
だ
れ
た
清
廉
な
姿

は
、
す
そ
野
に
新
た
な
季
節
の
訪
れ
を

つ
げ
る
使
者
の
感
が
あ
り
ま
す
。

山
菜
取
り
に
行
か
れ
る
方
、
特
に
タ

ヶ
ノ
コ
取
り
に
は
”
熊
“
に
ご
注
意
の

こ
と
。

○
今
号
は
ペ
ー
ジ
数
が
い
つ
に
な
く

多
く
な
り
ま
し
た
。
各
地
の
活
動
紹
介

の
他
、
日
高
中
央
横
断
道
路
計
画
反
対

運
動
の
比
重
が
大
き
く
、
そ
の
資
料
掲

戦
に
努
め
ま
し
た
。

次
号
は
、
第
十
一
回
北
海
道
自
然
保

謹
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
地
・
根
室
を
特

集
し
ま
す
。

ま
た
、
今
号
も
”
原
野
の
昔
ぱ
な
し
“

を
休
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
次

号
か
ら
再
び
掲
栽
し
ま
す
。

会
報
に
つ
い
て
の
意
見
等
、
投
稿
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

自
然
保
謹
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
募
集

”
自
然
保
護
バ
ッ
チ
“
を
つ
く
る
べ
く
、

現
在
そ
の
図
案
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

拡
大
図
を
八
月
末
日
ま
で
に
事
務
局
に

お
送
り
下
さ
い
。

○
”
日
高
中
央
横
断
道
路
計
画
反
対

署
名
“
開
始
。
八
月
ま
で
に
全
国
十
万

人
を
目
標
に
署
名
集
め
を
し
て
い
ま
辛
乳

ご
協
力
下
さ
い
。

○
坂
本
直
行
・
花
の
絵
ハ
ガ
キ
血
４

が
で
き
ま
丈
六
枚
一
組
で
三
○
○
円
。

ご
希
望
の
方
は
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
下

さ
い
。
こ
の
他
、
日
高
道
路
現
地
調
査

報
告
書
（
五
○
○
円
）
。
日
高
山
脈
ポ

ス
タ
ー
（
四
○
○
円
）
も
販
売
し
て
い

ま
す
。

（
明
子
）

一
九
八
○
年
四
月
三
○
日
発
行

編
集
発
行
北
海
道
自
然
保
護
団
体
連
合

代
表
井
手
資
夫

事
務
所
札
幌
市
北
区
北
十
一
条
西
一

丁
目
北
海
道
自
然
保
護
セ

ン
タ
ー
内

振
替
口
座
小
樽
四
○
七
一

連
絡
先
（
○
二
）
七
二
二
’
五
七
二
四

事
務
局
長
田
中
明
子

印
刷
㈱
北
海
道
共
同
印
刷
所


