
〈選
外
佳
作
〉
要
旨

北
海
道
の
自
然
と
そ
の
保
護

鍛

治

哲

郎

北
海
道

は
、
そ

の
冷
涼
な
気

候
と
手

つ
か
ず

の
自
然
が
豊
富

に
残
さ
れ
て

い
る
点
に
お
い
て
、
わ
が
国

に
あ

っ
て
は
際
立

っ

た
存
在
で
あ

る
。
自
然
植
生
の
地
域
が
全
道
の
六
十

二
%
を
占

め
、
全
国
平
均

の
二
十
三
%
、
第

二
位

の
富
山
県
の
三
十

一
%

を
も
大

き
く
上
ま
わ

っ
て
お
り

(環
境
庁
「
緑
の
国
勢
調
査
」
)、

さ
ら
に
、
こ
の
数
字
の
差
以
上
の
大
き
な
違

い
が
あ

る
。
平
野

部
な
ど
低
標
高
域

の
自
然
と
、
こ
れ

に
関
連
す
る
自
然
河
川
や

自
然
海
岸
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
従

っ
て
、ま
ず

は
、
こ
れ
ら
の
自
然
を
守
る

べ
き
と
思
う
が
、
国
立
公
園
な
ど

自
然
を
守

る
た
め
の
諸
制
度
や
土
地
所
有
形
態
、
さ
ら
に
は
世

論
か
ら
、
情
勢
は
極
め
て
厳
し

い
と

い
わ
ざ

る
を
得
な

い
。
平
野

部
は
我
々
に
と

っ
て
あ
ま
り

に
も
日
常

的
で
あ
り
、
風
景
も
地

味

で
あ
る
。
経
済
活
動
の
場
と
し
て
の
価
値
も
高
く
、
貴
重
な

自
然
と
は
み
な
さ
れ

に
く

い
。

高
山
の
場
合

、
面
的
な
開
発
は
考
え
に
く
く
、
そ
の
保
護
は

比
較
的
容
易
で
あ
る
が
、
河
川
改
修
や
埋
立

て
は
、
自
然
を
完

全

に
人
工
的
な
も
の
に
作
り
変
え
て
し
ま
う
点

に
お

い
て
致
命

的
で
あ
る
。
か
つ
て
秘
境
や
名
勝
と
呼
ば
れ
た
多
く
の
渓
谷
は

人
造
湖

に
沈
み
、
冠
松
次
郎

の
旅
は
永
遠
に
不
可
能
で
あ
る
。

各

地
に
細

々
と
残
さ
れ
た
小

さ
な
渓
谷
も
、
化
石

エ
ネ
ル
ギ
ー

の
枯
渇

に
伴

い
再
び
注
目

さ
れ

て
お
り
、
風
前

の
灯
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
、
石
狩
平
野
が
穀
倉
と
し
て
あ
る
の
は
、

先
人
の
開
発
の
お
か
げ

で
あ

る
。

こ
れ
を
も

っ
て
、
釧
路
湿
原

の
開
発
を
正
統
化
す
る
理
論
が
あ
る
。
か
た
や
、
反
対
論
者
は

言
う
。
釧
路
湿
原

は
、
日
本

に
残

る
最
後

の
も
の
で
あ
り
、
人

類
の
宝

で
あ
る
と
。
そ
し
て
、

一
度
破
壊
さ
れ
た
自
然
は
け

っ

し
て
元
に
も
ど
ら
な

い
、
と
。
傍
目

に
は
、
自
然
保
護
派

の
分

が
悪

い
。
言

い
ま
わ
し
が
優
等
生
的

で
、
も
は
や
陳
腐
で
あ
る
。

さ
ら
に
悪

い
こ
と
に
、
開
発
反
対
派

の
多
く
が
地
元
民
で
な

い

こ
と
を
も

っ
て

「原
告
不
適
格
」
を
印
象
づ
け
、
世
論
を
あ
お

る
。
は
た
し
て
、
「
よ
そ
者
」
に
は
口
を
出
す
権
利
が
な

い
の
だ

ろ
う
か
。

八
郎
潟
の
農
民
を
窮
地

に
追

込
み
な
が
ら
、
他
方
で
は
な
お

も
干
拓
が
続
け
ら
れ
て
い
た
り
、
貫
通
し
た
時

に
は
無
用
の
長

物
と
な

っ
て

い
た
青
函
ト

ン
ネ

ル
の
例
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、

予
算

の
配
分
や
執
行
に
関
す
る
極
め
て
厳
密
な
チ

ェ
ッ
ク
シ
ス

テ
ム
が
、
十
分

に
機
能
し

て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
な

い
。
富

の
再
配
分
を
目
的
と
す

る
は
ず

の
財
政

に
よ
り
新
た
な
偏
在
が

生

じ
、
副
作
用
と
し
て
自
然
破
壊
が
起

こ
さ
れ
た

の
で
は
や
り

き
れ
な

い
。
我
々
は
、
税
金
支
払
者
と
し
て
大

い
に
関
心
を
持

ち
、
権
利
を
主
張
す

べ
き
で
あ
る
。

開
発
に
よ
る
「豊
な
暮
し
」
と
、腹

の
足
し
に
な
ら
ぬ
「
自
然
」を

、

無

理
矢
理
天
秤
に
か
け
る
ナ
ン
セ
ン
ス
は
少
く
な
り
、
「豊
な
暮
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し
L

の
条
件
と
し
て
の
自
然
が
認
識
さ
れ
は
じ
め
た
。
ま
た

、

最
近
は
、
物
理
学
と
経
済
学
の
双
方

に
ま
た
が
る
分
野
に
お
い

て
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
な
る
概
念
に
よ
り

我
々
の
進
む
べ
き
道
を

探
求

す
る
試
み
が
あ

る
と
き
く
。
そ
の
理
論

の
深
淵
は
理
解

の

及

ぶ
と
こ
ろ
で
は
な

い
が
、
要
は
、
無
限

の
欲
望

に
対
し

て
、

有
限
の
資
源
を

い
か
に
配
分
し
、
全
体
と
し
て
最
大

の
満
足
を

得
る
か
、

で
あ
ろ
う
。

こ
の
た
め
に
は
、
公
平

で
無
駄
の
な

い

配
分
が
前
提
と
な

る
が
、
「
公
平
」
の
概
念
が
曲

者
で
あ
る
。無
意

味
な
自
然
破
壊
は
、
「
公
平
」
と
「
画

一
」
の
混
同

に
よ
る
と

こ
ろ

が
大
き

い
と
思
わ
れ
る
。
多
少
の
不
便
を
し
の
い
で
も

エ
コ
ロ

ジ
カ
ル
に
暮
し
た

い
人
び
と
に
と

っ
て
、
多
数
決
の
原

理
に
よ

る
開
発

の
押
付
け
は
人
権
問
題
で
あ
る
。

A
7
後
は
、
満
足
度
に
お
け
る
公
平
さ
を
実
現
す
る
た
め
、
多

様
な
価
値
観

の
尊
重
に
よ
る
複
合
社
会

の
形
成
と
、
各
人

の
意

志

に
よ
る
住

み
わ
け
が
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
を
可
能

な

ら
し
め
る
た
め
、
最
低

限
の
経
済
的
な
基
盤
は
確
保
す

べ
き

で
あ
り
、
こ
れ
が
ま
さ
し
く
政
治
や
行
政

の
役
割

で
は
な

い
か
。

観
光
開
発
と
称

し
、
都
会
人

の
遊
び

の
た
め
に
、

い
と
も
お

お
ら
か
に
自
然
と
労
働
を
提
供
す
る
風
潮
は
、
そ
の
昔
、
真
価

を
知
ら
ぬ
ま
ま
、
欧
米
人

に
浮
世
絵
を
渡
し
て
し
ま

っ
た
行
為

に
ど
こ
か
似
て
い
る
。
も

っ
た

い
な

い
こ
と
だ
。

「
よ
そ
者
」

の
私
が
言
う
の
は
借
越
で
は
あ
る
が
、北
海
道
は
、

自
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
分
、
何

か
足
り
な
い
も
の
が
あ

る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
が
有
限
な
資
源
の
配
分
に
お
け
る
公
平

さ
で
は
な

い
か
。
そ
れ
で
も

い
い
と

い
う

人
に
と

っ
て
北
海
道
は

ユ
ー
ト

ピ

ア
で
あ
る
。
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