
阿
寒
湖
と
周
辺
の
森
林

阿寒湖と雌阿寒岳

◎
前

田

三

郎

*
阿
寒
湖
へ
の
道
す
が
ら

釧
路
空
港
か
ら
国
道
二
四
〇
号
線
、
愛
称

「
ま
り
も

国
道
」
に
出
て
左
折
北
上
す
る
と
阿
寒
川
に
ほ
ぼ
平
行

し
阿
寒
湖
に
向
か
う

一
本
道
と
な
る
。
国
道
の
周
辺
に

は
広
々
と
し
た
牧
草
地
や
畑
地
が
広
が
り
、
あ
ち
こ
ち

に
放
牧
の
牛
や
馬
の
群
が
見
え
悠
揚
せ
ま
ら
ざ
る
広

大
さ
を
実
感
す
る
。
二
〇
分
位

で
阿
寒
町
の
中
心
部
に

達
す
る
が
、
そ
こ
を
数
分
で
通
り
抜
け
る
と
再
び
な
だ

ら
か
な
山
並
み
を
左
右
に
見
な
が
ら
、
所
々
に
牧
舎
や

サ
イ
ロ
の
あ
る
広
々
と
し
た
草
地
の
中
を
走
る
。
本
州

の
都
市
部
か
ら
来
た
初
め
て
の
観
光
客
達
は
、
こ
れ
ぞ

北
海
道
ら
し
い
雄
大
な
風
景
と
嘆
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

少
し
行
く
と
右
側
に
野
生
丹
頂
鶴
の
観
測
セ
ン
タ
ー

が
あ
り
、
冬
期
に
は
釧
路
湿
原
か
ら
餌
を
求
め
て
飛
来

す
る
多
く
の
鶴
を
遠
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
走
行
中

に
国
道
の
上
を
低
く
飛
翔
す
る
優
雅
な
姿
を
見
る
こ
と

も
あ
る
。
丹
頂
鶴
は
阿
寒
湖
の

「ま
り
も
」
と
と
も
に

阿
寒
の
シ
ン
ボ
ル
な
の
で
あ
る
。

北
海
道
の
道
路
は
全
般
的
に
舗
装
が
よ
く
ゆ
き
と
ど

い
て
い
る
。
ま
り
も
国
道
も
片
側

一
車
線
で
あ
る
が
完

全
舗
装

さ

れ

て
お
り

、
冬

期

も
雪

が
降
れ
ば

直
ぐ

除
雪

さ
れ

る
た

め
交

通

に
支

障

は

な

い
。

昭
和

二
〇
年

代

ま

で
は

阿
寒
湖

か

ら
釧

路

に
出

る
ま

で
、
雪

や
泥

ん

こ
の

道

を
荷

駄

や
旧
式

バ

ス

で
何
時

間
も

か
け

て
苦

労

し
た

こ
と
を

思
う

と
今

昔

の
感

が
あ

る

と
地
元

の
人
達

は

い

う
。道

は
な
だ

ら

か

に
登

り

に
な

る
。
両

側

に
見
え

る
山

山

の
樹
木

の
大

部

分

は
広
葉

樹

で
あ

る
が
、
所

々
に
カ

ラ

マ
ツ
林

が
あ

る
。
雄

別
炭

坑
盛

ん
な

り
し
頃

、
坑
木

用

に
と

奨
励

造
林

さ
れ

た
も

の
だ

が
、
炭

坑

が
閉
山

に

な

っ
て
か
ら

は
伐
採

さ
れ
る

こ
と
も
な

く
、
美

し

い
カ

ラ

マ
ツ
林

と

し

て
目

を
楽

し

ま

せ

て
く

れ
る
。

し

か
し

内
実

は
、

山
持

ち
達

は
木

材
価

格

が
下

が

っ
た

た
め

採

算

が
と
れ

ず

、
間
伐

も

で
き

な

い
と
嘆

い
て

い
る
昨

A
7

で
あ

る
。

北

海
道

は
長

い
冬

が
過

ぎ

る

と
、
木

々
の
緑

と

と
も

に
色

と

り
ど

り

の
花

が

一
斉

に
咲

き
出

し
、
誠

に
美

し

い
。

本
州

の
新

緑
が

半
ば

と

な

る
頃

に
道

東

の
遅

い
春

は

や

っ
て
く

る
。

「北

国

の
春

」
で
歌
わ

れ

て

い
る

「
こ

ぶ
し
」

の
白

い
花

、
本
州

の
そ
れ

と
は

や
や
枝

ぶ
り

を

異

に
し
う

赤
味

が

か

っ
た
花
を

咲

か

せ
る
桜
、

そ
れ

に

い

つ
ま

で
も
続

く
木

々
の
新
緑

は

こ
と

に
印
象

深

い
も

の
が
あ

る
。

ピ

リ

カ
ネ

ッ
プ

と

い
う
所

に
あ

る
取
水
ダ

ム
を
過

ぎ

る
と
、

す
ぐ

「
阿
寒

国
立

公
園

」

の
標

識
が

見
え

る
。

こ
こ

か
ら
ま

り
も
国

道

は
国
立

公
園

に
入

る
。
両
側

の

山

並

み
が

か
な
り

国
道

に

せ
ま

っ
て
く

る
。
国

立
公

園

の
標

識
を

過

ぎ

て
し
ば

ら
く
行

く

と
、
白
抜

き

の
字

で

「前

田

一
歩
園

所
有

林
」
と
彫

ら
れ

た
太

い
お
ん

こ
(
イ

チ
イ

の
木

)
の
木
柱

が
目

に
入
る
。

こ
の
あ

た
り

か
ら

進
行

方
向

に
向

っ
て
左
側

、

阿
寒
湖

周
辺
ま

で

つ
づ

く

森
林

が
前

田

一
歩
園

財
団

の
所

有
林

で
あ

る
。

こ
の
辺

に
な

る

と
低
地

と
異

な

り
、
黒

々
と
し
た
常
緑

の

エ
ゾ

マ
ッ

・
ト
ド

マ
ツ
が
少

し
ず

つ
広
葉
樹

林

に
混

り
は

じ

め
、

い
わ
ゆ

る
北
方

原
生
林

的

様
相
を

呈
し

て

い
る
。

釧

路
空

港

か
ら
小

一
時

間

の
走
行

で
、
雄

阿
寒

岳

の

南
麓

を
東

西

に
走

る
国
道

二
四

一
号
線

と

の
丁
字

路

に

到
達

す

る
。

そ
れ
を

左
折

す

る
と
間

も
な
く

阿
寒

湖

の

東
端

に
達

す

る
。

こ

こ
は
湖

の
水
が
流

れ
落

ち
て
阿
寒

川

と
な

る
所

で

「
滝

口
」

と
呼

ば
れ

る
。
往
時

、
冬

期

間

に
阿
寒

湖
周

辺

の
山

々
か

ら
伐

り
出

し
た
木
材

を

、

春

の
解

氷
を

待

っ
て

こ

の
滝

口
か

ら
落
と

し
、
阿
寒

川
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を

利
用

し

て
流

送

し
た
話

は
次

第

に
忘

れ
ら

れ

つ

つ
あ

る

。
ま

た
、

阿
寒
川

水
系

に

は
四

カ
所

の
発
電
所

が

あ

る

が
、
終

戦
後

地
域

の
経
済

復

興

に
あ

た
り
、
電

力
需

要

に
応

じ
滝

口
か
ら

の
流
水

量
を

増

や

し
た
た

め
湖
水

面
が

低
下

し
、
多

く

の
ま

り
も

が
干

上

り
、
天
然

記
念

物

の
ま

り
も
保
護

と

経
済
復

興

と
何

れ
が
優

先

す

べ
き

か

と

い
う
大

問
題

が

あ

っ
た

こ
と
も

、
A
7
は
昔
話

し

と

な

っ
て

い
る
。

し
か

し
、
現

在

で
も

日
本
各

地

で

「
自

然

保
護

か
開
発

か
」

が
真
剣

に
論

ぜ

ら
れ

て

い
る

こ
と

を

思

う
時

、
古
く

て
新

し

い
難

し

い
問

題
だ

っ
た

の
だ

な

と

、
当
時

の
関

係
者

の
苦

心

が
し

の
ば

れ
る
。

*
観
光
地

阿
寒
湖

阿
寒
湖
、
摩
周
湖
、
屈
斜
路
湖
を
含
む
約
九
万
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
地
域
は
、
火
山
と
湖
と
原
始
林
が
織
り
な
す

▲ スキー場 か ら見た財団の 山林

大
自

然

の
美

し
さ

が
認

め
ら

れ
、
昭

和

九
年

に
阿
寒

国

立

公
園

に
指
定

さ
れ
た
。

こ
の
国
立

公
園

の
中

で
も

阿

寒
湖

は

観
光

地
と

し

て
の
評

価

が
高

い
。
そ

れ
は
、

湖

の
周

囲

が
約

二
六

㎞
、
面
積

約

一
二
㎞

と
狭

か
ら
ず

広

過
ぎ

ず

、
東

に
標

高

一
、
三
七

一
m
の
ず

ん
ぐ

り
と

し
た

、

い
か

に
も
男

ら
し

い
雄
阿
寒

岳

、
西

に
標

高

一
、
五
〇

三

m
の
優
美

な
山

並

み
に
A
7
で
も
噴

煙

を
見

せ
て

い
る
雌

阿
寒

岳
を

配

し
、
周

囲

の
森

林

は
針
葉

樹

と
広
葉

樹

が

適

当

に
混

交

し
、
夏

は
緑

、
秋

は
紅
葉

、

冬

は
白

銀

と

山
水

の
調

和
が
絶

妙

で
あ

る

こ
と
、

観
光

汽
船

が
湖

上

を

通

い
遠

景

・
近
景
を

楽

し
め

る

こ
と
、

天
然

記
念
物

ま

り
も

、
泥
火

山

ボ

ッ
ケ
、
先

年

、
重
要

無
形

民
俗
文

化
財

に
指

定

さ
れ
た

ア
イ

ヌ
古

式
舞

踊

、
湯
量

豊
富

な

温
泉

、
冬

期

は

ス
キ

ー

・
ス
ケ
ー

ト

・
氷

上
遊
園

・
ス

ノ
ー

モ
ビ

ル

・
釣

等

々
、

通
年

観
光

型

に
な

り

つ

つ
あ

る

こ
と
、

さ
ら

に
は

阿
寒
湖

へ
の
道

と

し

て
釧

路
方
面

か
ら

の
ま

り
も
国

道

の

ほ
か

に
、
横

断
道

路

の
東
西

二

方

向

か
ら

の

ル
ー
ト

も
あ

り
、
便

利

で
あ

る

こ
と
も
そ

の

一
因

で
あ

ろ
う

。

し

か

し
、
何

と

い

っ
て
も

阿
寒
湖

の
魅

力

は
、
人

々

が
、

都
会

地

で
は
す

で

に
失

わ
れ

て
し

ま

っ
た
豊

か
な

自
然

に
、

じ

か
に
触

れ
、

そ

の
懐

に
抱

か
れ
、

そ
し

て

ひ
と

と

き

自

然

か

ら
何

か
を
学

ぶ

一
時
を

味

わ

い
楽

し
む

こ
と
が

で

き
る

と

い
う

こ
と

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

*
前
田

一
歩
園
と
阿
寒
湖
畔

菱
形

を

し
た

阿
寒

湖

の
北
、

西
、

南
岸

を
囲

む
山
林

、

土

地

約
三

、
八

○
○

ヘ
ク
タ

ー

ル
の
大
部

分

は

「
前
田

一
歩
園

」
(
現
在

は
財

団
法

人
前

田

一
歩
園

財
団

)

の
所

有

と

な

っ
て

お
り
、

観
光

案
内
書

の
地
図

に
も

「
前
田

一
歩
園

」

の
名
称

が

記

さ
れ

て

い
る
。

こ

こ
で

「
前
田

一
歩
園

」

の
由
来

等

に

つ
い
て

一
寸

触

れ

て
み
た

い
と

思

う

。

明
治

の
は

じ
め

に
前

田
正
名

と

い
う
人

が

い
た
。

鹿

児

島

の
出

身

で
、
若

く

し

て
洋

学

に
志

し

、
欧
州

に
留

学

。

そ

の
文
物

、
産

業

が
著

し
く
発
達

し

て

い
る

の
を

見
た

彼

は
、

日
本

も
早
く

産
業

を
興

し
国
力

を
培

わ
ね

ば
列

強

に
立
遅

れ

て
し

ま
う

と
憂
国

の
念

に
か
ら

れ
た
。

正

名

は
主

と

し

て
農

商
務

省

に
あ

っ
て
産
業

興
隆
施
策

に
傾

注

し
、
A
7
で

い
う
経

済
白
書

に
相
当

す
る
膨
大

な

「
興

業
意

見
」
(
現
在

国
立

国
会

図
書

館

に
保

存

さ
れ
て

い
る
)
を

草

し
た

の
は
有

名

で
あ

る
。
し

か
し
彼

の
経

済

政

策

は
時

の
政
府

の
政

策

と
相
容

れ
ず

、
た
め

に
明

治

二
三
年

農
商

務
次

官
を

辞

し

て
野

に
下

っ
た
。
四

〇

歳

の
彼

は
、
私

財
を

投

じ

て
明
治

二
五
年

か
ら
全
国

遊

説

に
出

る
。
各

地

で
自
説

の
殖
産
興
業

論
を

熱
弁

し
、

生
糸

・
茶

業
を

主

に
、
陶

器

・
漆
器

・
織
物

・
紙
類

等

の
業

種

の
協
業

団
体

化
を

推

奨
す

る

一
方

、
自
ら

も
各

地

で
農
場

・
果

樹
園

等
を

経

営
し

た
り
、

開
田
事
業

を

行

っ
た
。

そ

の

一
つ
と
し

て
前

田
正
名

は

明
治
三

二
年

に
釧

路

に
製
紙
会

社

(代
替

り

し

て
現

在

は
十
條
製

紙

釧

路

工
場

)
を

つ
く

り
、

明
治

三
九
年

に
は
阿
寒
湖

周

辺

の
国

有

未
開

地
五
千

町
歩

の
払

い
下

げ
を

受
け
、
造

材

並

び

に
開
発

を
行

っ
た

。
正
名

は

「
何
事

も
第

一
歩

が

大

切
」

と

い
う
信
条

か

ら
、
自

分
が

つ
く

っ
た
各
地

の
農

場
等

を

「
前
田

一
歩
園

」

と
称

し
た
が

、
阿
寒
湖

畔

の
山
林

経
営

に
も

そ

の
名

称
を

付

け
た

の
で
あ

る
。

正

名

は
そ

の
後

も
産
業

・
貿

易

の
興
隆

に
情

熱
を
傾

け

全

国

を
飛

び
歩

い
た

が
、
大

正

一
〇
年

八
月

、
北
九
州

を

遊
説

中

、
病

を
得

て
福

岡
病

院

に
て
客
死

。
時

に
七

一
歳

。
功

労

に
よ

り
男
爵
正

三

位
勲

二
等
を

賜
わ

っ
た

の

で
あ

る
。

正

名
が

阿
寒

湖
畔

で
造
材

を
始

め

た

こ
ろ
は
、
湖
畔

に
は

ア
イ

ヌ
部

落

の
数
戸

が
あ

っ
た

の
み

と

い
わ

れ
て
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い
る
。

以
来

、

湖
畔

の
集
落

も
次

第

に
大

き
く
な

り
今

日

に
至

っ
て

い
る

の
だ
が
、

そ

の
間
、

前
田

一
歩

園

は

山
林

経
営

者

と

し

て
、
あ

る

い
は
大

地
主

と

し

て
良

き

に

つ
け
悪

し

き

に

つ
け
地
域
住

民

と
深

い
係

わ
り
合

い

を
も

ち

つ
っ
、
苦

楽
を
共

に
し
て

き
た

の
で
あ

る

。
今

日

の
阿
寒

湖
畔

が

道
東

随

一
の
観
光

地

と
し

て
の
地

位

を

築

い
て
き

た
そ

の
裏

に
は
、

昭
和

三
〇
年

代
後

半

か

ら

の
高

度
経

済

成

長
と

い
う
時
代

背
景

が

あ

っ
た

と
は

い
え
、

前

田
正

名

の
後
継

者
、
次

男
正

次

が
昭
和

三

二

年

に
亡

く

な

っ
た
後

、
三
代

目

の
園
主

と

な

っ
た
妻

、

前

田
光

子

の
人
格

・
識
見

と
、
彼

女
が
正

名

以
来

の
「
前

田
家

は

公
共

の
た

め

に
尽

さ
ね
ば

な

ら
な

い
」

と

い
う

遺
訓

を
守

り

、

女
性

な
が

ら
も
中
央

・
地
方

の
政
財

界

に
働

き

か
け

、
地

域
住

民

の
発
展
を

願

っ
て
の
施

策
よ

ろ

し
き
を

得

た

こ
と

に
よ

る
と
言

っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ

う
。

*
前
田

一
歩
園
財
団
と
そ
の
森
林

文
献

に
よ

る
と
、

阿
寒

川
右
岸

か

ら
湖
畔

の
西

方

シ

リ

コ

マ
ベ

ツ
に
至

る
前

田

一
歩
園

の
山

林

は
針
葉

樹

・

広

葉
樹

の
原

生
林

で
あ

っ
た
が
そ

の
多

く

は
、

明
治

末

期

か

ら
大
正

年
代

に
か
け

て

一
歩
園

の
造

材

や
牧

場
造

営

の
た

め
皆

伐

に
近

い
状
態

で
伐
採

さ

れ
た

と
あ

る

。

一
説

に
よ

る
と
、

正
名

が
造
材

を
行

っ
て

い
た
あ

る
時

、

▲前田一歩園財団門柱と山荘

阿
寒
湖

の
景

観

の
素
晴

ら

し
さ

に
心

を
打

た
れ

、
そ

の

美

し

さ
を
永

遠

に
後

世

に
伝

え
る
た

め
伐
採

を
止

め

た

と
言

わ

れ

て

い
る
。

し
か

し
、
昭
和

に
な

っ
て
か
ら

阿

寒
湖

と

そ

の
周
辺

の
山

林

の
織

り
な
す

四
季

の
美

観
を

保
全

し

よ
う

と

の
気

運

が
出

は
じ
め
た

と
し

て
も

、
不

思
議

で

は
な

い
。
正

名

没
後
、

二
代
目
園

主
正

次

が

]

歩
園

の
山
林

経

営
を

続

け

る
の
だ

が
、
前

田
正

次

は

こ

の
雄

大
な

阿
寒

湖

の
景
観

は
私
す

べ
き

で
は

な

い
と

の

気

持

ち
を

次
第

に
強

め

、
当
時

の
政

財
界

の
有

力
者

等

と
種

々
相
談

し

た
が

結
局

、

一
歩
園

を
財

団
法

人
化

し

て
、

こ
の
美
し

い
自

然
を

残
そ
う

と

い
う

考

え

に
傾

い

て

い
っ
た

よ
う

で
あ

る
。

昭
和
三

二
年
、

正
次

没
後

、
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妻

の
前

田
光

子
は
亡

夫

の
遺

志
を
継

ぎ

「
財
団

法

人
化

」

と

い
う
至

難

の
問
題

に
精
魂

を
傾

け
、

い
く

た
び

か
挫

折

の
苦

悩

に
あ
え
ぎ

な

が

ら
も
各
方

面

の
理
解

と
協

力

を

得
、

遂

に
昭
和

五
八
年

四

月

一
日

に
財

団
法

人

前

田

一
歩

園
財

団

の
設
立

が
許

可
さ

れ
、
従
来

の
前

田

一
歩

園

の
所
有

に
係

わ

る
山
林

・
土
地
等

を
財

団

に

一
括
寄

付

し
、

こ
こ
に

ユ

ニ
ー

ク
な

形

の
自
然
保

護
財

団

が
発

足

し
た

の

で
あ
る

。

*
財
団
の
仕
事

こ
の
財

団

の
目

的

は
、

一
言

で

い
え
ば

北
海

道

の
自

然
保

護

に
貢
献

し

、
道

民

の
福
祉
向

上

に
寄

与

す

る

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
そ

の
た
め

の
事
業

と
し

て
自
然

保

護

に
関

す
る
各

種

調
査

研
究

を
行

う

ほ
か
、
自

然
保

護

思
想

の
普

及
啓

蒙

、
人

材
育

成
等

に
関
す

る
団

体

や
活

動

に
資
金

助
成

す

る

こ
と

が
挙
げ

ら
れ

る
が
、

何

と
言

っ
て
も

一
番

お
金

が

か
か

る
大

き
な
仕
事

は
湖

周

辺

の

財
団

所
有

林
を

風
致

景

観
向

上

の
観

点

か
ら
維

持
管

理

し

て
ゆ
く

こ
と
で
あ

る
。

阿
寒

湖
畔

の
美

し

い
自
然

景
観
を

構
成

す

る
も

の
は
、

雄
阿
寒

岳

・
雌

阿
寒

岳
を

は
じ
め

と
す

る
山

々
で
あ

り
、

湖

で
あ
り

、
そ

し

て
そ

れ

ら
を
取

り
ま
く
森

林

で
あ

る

こ
と
を

思

え
ば

、
前

田

]
歩

園
財
団

は
阿
寒

湖
畔

の
景

観

向
上

の
た
め

の
森

林
管

理

と

い
う

一
大
責

務
を

負

う

こ
と

に
な

っ
た

と
言

え

る
。

「
美
し

い
自

然
も
大

切
だ
ろ

う
が

、
そ

れ
は
遠

く

の
田
舎

へ
行

け
ば
見

れ
る

サ
。

そ

れ
よ

り
も

っ
と
豊

か
で
便

利

な
生
活

が
欲

し

い
」

と

い

う

「花

よ

り
だ

ん
ご

」
的

考

え
方

か
ら
す

れ
ば

、
地
道

で
何
十

年

も
か

か

る
山
林

の
風
致
管

理
等

は
大

し
た
関

心
事

で
は

な

い
か
も

知

れ
な

い
。

「
自

然

保

護

か
開
発

か
」

の
論
議

は

さ

て
お

き
、

そ
れ

で
は
森
林

の
風

致
景

観

か

ら

の
施

業

は

一
体

ど
う

す
る

の
か

に

つ
い
て

ご
言

紹

介
す

る

と
、
財

団

は
、

設
立
後

間

も
な
く

北
海

道
知

事

か

ら
認
定

さ

れ
た

「
森

林
施

業
計
画
書

」

に
基

づ
く

施

業
を

行
う

た

め
、
昭

和

五
九
年

度

の
調
査

研
究

事
業

と
し

て

こ
の
問
題

の
研

究

を
財

団
法

人
北
海
道

森

林
保

全
協

会

に
お
願

い
し

た
。

と

い
う

の
は
、

こ
れ

は
森

林

森林現況表

単位 面積hα、材 積m3(1)国 立公園 現況表

面 積 蓄 積
備 考区 分

天 然林 人 工 林 計 針葉樹 広葉樹 計

阿 寒
国立公園

(S9」2.4指定)

特別保護
地 区

第1種
特別地域

第2種
特別地域

4.60

540.52

2,171.44

0

22.72

854.92

4.60

563.24

3,026.36

490

69,597

245,170

687

70,321

335,910

1,177

139,918

581,080

計 2,716.56 877.64 3,594.20 315,257 406,918 722,175

単位:hα(2}保 安 林 現 況 表

を
単

に
林

業

の
対
象

と

し

て
扱
う

の
で
は
不

適
当

で
、

森

の
中

に
生
息

す

る
色

々
な
動
植

物
と

の
関

係
、

地
形

・
地

質

・
風
土

気

候

と

の
関

係
、

さ
ら

に
は
森

林

美
学

的
見

地
を

も
加

味

し
た
検

討

が

必
要
だ

か
ら
で
あ

る
。

幸

い
に
各

分

野

の
権

威

・
専

門
家

の
ご
協
力

が
得

ら
れ

、

区 分 水源かん養保安林
水源かん養保安林
風 致 保 安 林

風致 保 安 林 計

面 積 1,286.28 2,045.56 262.36 3,594.20

単位 面積hα、 材積m3(3)施 業区分 現況表

蓄 積
区 分 面 積

針 葉 樹 広 葉 樹 計
備 考

禁 伐 4.60 490 687 1,177

単木択伐林 535.68 68,720 66,834 135,554

天然 林
択伐用材林 2,165.56 239,329 274,965 514,294

小 計 2,705.84 308,539 342,486 651,025

人 工 林 877.64 6,718 64,432 71,150

更 新 困 難 地 10.72 一 一 一

合 計 3,594.20 315,257 406,918 722,175
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昨
年

二
月

に
森

林

保
全

協
会

か
ら

「
前

田

一
歩
園

財
団

山
林

の
風
致
施

業

を
確

立

す

る
た
め

の
基

礎

的
調
査

研

究
報

告

書
」

が
提

出

さ
れ

た
。

そ

の
詳

細
を

紹
介

す

る

い
と
ま

は
な

い
が

、

こ
れ
を
極

く

か

い
つ
ま

ん

で

い
う

と

、
ω
財

団
所

有
林

の
現
況

と
し

て
は

、
次

に
掲
げ

た

森

林

現
況

表

に
示

す

と
お
り

で
あ

る
。

全
域

が
阿
寒

国

立
公

園
内

に
あ
り

、
特

別
保
護

地

区
ま

た
は
第

一
種

特

別
地

域

、
第

二
種
特

別

地
域

と
な

っ
て
お
り

、
か

つ
全

山
林

が
水

源

か
ん
養

保
安

林

ま
た

は
風
致

保
安

林

に
指

定

さ
れ

て

い
る
た

め
森
林

施
業

ヒ

、
大

へ
ん
厳

し

い
制

限
下

に
あ

る
。

ま

た
明
治

末
期

か

ら
大
正
年

代

に

か
け

て
皆

伐

さ
れ

た
阿
寒

川
右

岸

と
阿
寒

湖
北

岸

の

一
部

地

域

に
は

、
昭
和

四
三

年

以
来

、
毎
年

ア
カ

エ
ゾ

マ
ツ
が

植

林

さ

れ
、
そ

の
面

積

は
約

八
八
○

ヘ
ク
タ

ー

ル
の
人

工
林

と

な

っ
て

い
る
。

の
財
団

の
山

林
を

ど

の
よ
う

な

姿

に
も

っ
て
ゆ
く

か

(〔

標
林

型

)

に

つ
い
て
は
、

エ

ゾ

マ
ツ

・
ト
ド

マ
ツ
が
優

美
な
姿

に
な

る
た
め

に
は

八

○
年

、

ナ

ラ

・
カ

ツ
ラ
等

の
広

葉
樹

の
そ

れ
が

一
〇

〇

年

と

い
わ
れ

る
た

め
、
今

か

ら
約
百
年

先
を

目
標

と

す

る
。

そ

の
時

の
蓄
積

量

は
㎞
当

り
三

〇
〇

～
四
〇

〇

、m

と
推

計

さ
れ

る
。
そ

し

て
針

葉

樹

と
広

葉
樹

の
混

交
比

率

は
、
人
為

の
加

わ
ら
な

か

っ
た
頃

の
林
型

が
針

広
比

率

七

〇
対

三
〇

と
推

定

さ
れ

る
の

で
こ

の
比

率
を

保

つ

よ
う
施

業

す
る

。
樹
施

業

に
際

し

て
は
、
風

致
景

観
を

重

視

し
、
皆

伐

は
行

わ
な

い
。
針

葉
樹

は
ト

ド

マ
ッ

・

エ
ゾ

マ
ッ

・
ア
カ

エ
ゾ

マ
ッ
、
広

葉
樹

は
ナ

ラ

・
シ
ナ

・
カ

バ
等

、
有

用
樹
種

を
主

要
構

成
要
素

と

し
、

ゆ

る

や

か
な
施
業

速
度

を

も

っ
て
目
標
林

型

に
誘
導

す

る
。

大

径
木

・
景

観
木

・
鳥

獣

の
営
巣
木

・
貴

重
木

は

つ
と

め

て
保

残
す

る
。

マ
リ

モ
生

育
地

・
鳥
獣

生
息

地

の
保

護

の
た
め

必
要

と
す

る
区
域

及
び

生
活

用
水

や
湖
水

を

汚

濁

す
る

お
そ

れ

の
あ

る
河

川
流
域

で
必
要

な
区
域

は

禁

伐

と
す

る
。

財
団

の
山

林
全
域

を
鳥

獣
保

護
区

に
指

定

す

る

必
要

が

あ

る

(
こ
れ

は
昨

年
指

定

さ
れ

た

)
等

に
留
意

す

べ
き

こ
と

が
う

た
わ

れ

て

い
る
。

す
な

わ

ち
、

百

年
後

の
阿
寒
湖

周
辺

の
森

林

が
、
樹
齢

百
年

以

L

の

針

葉
樹

や
広

葉
樹

で
美

し

く
覆

わ
れ
た

往
時

の
原

生

の

姿

に
な
る

よ
う

に
も

っ
て
ゆ

こ
う

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

*
む

す

び

一
度

失
わ

れ
た
自

然
を

取

り
戻

す

に
は
途
方

も

な

い

時

間

と
労
力

と
金

が
か

か

る
。

そ

う
ま

で
し

て
回
復

せ

ね

ば
な

ら
な

い
大

切
な
自

然

な
ら

、
は

じ
め

か
ら
破
壊

し

せ
ず

に
守

る

に
若
く

は
な

い
。

人
間

は
自

然

の
真

の
恵

沢
を

忘

れ
、
無

差
別

に
機

械
文

明

や
物

質

生
活

の
向

上

を
追

求

し
過
ぎ

た

よ
う
な

気
が

す

る
。
確

か

に
科
学

技

術

の
進
歩

か

ら
多

く

の
恩

恵
を
享

受

し
、
平

均
寿

命

も

延
び

た

。
し

か
し
過

ぎ

た
る

は
何

と
や
ら

で
、

物
質

文

明

の
利
便

は
徐

々

に
公
害

そ

の
他
種

々
の
社
会

問
題

を

伴

な

い
始

め

て

い
る
。
阿

寒
湖

と

て
同

様

で
あ

る
。
観

、し
」

光

の
脚

光
を

浴
び

る

よ
う

に
な

っ
て
か
ら
次

第

に
ホ

テ

ル
も

人

日
も
増
え

、
地

域

の
人

々
は
潤

っ
た
。

し
か

し
、

生

活

用
排
水

の
増

大

で
湖
底

に
は

ヘ
ド

ロ
が

堆
積

し
、

湖

水

の
透
明

度
が

か
な

り
低
下

し

て

い
る

。
阿
寒

町

で

は
ト
年

前

か
ら
国

の
補

助
を

受
け

、
莫

大

な
費

用
を

か

け
、
湖

水
を

こ
れ

以
L

汚

さ
な

い
た
め

の
下

水
道

工
事

を

行

っ
て
お
り
、
今

年

か

ら

一
部
供

用
と
な

る

が
、
下

水

道
使

用
料

が
高

い
と

い
う

こ
と

で
か
な

り
も

め
た
。

阿
寒

湖
畔

は
今

(
こ
の
稿
執
筆

中

)
、
白
銀

の
世

界

で

あ

る
。

湖
も

山
も
森

も
雪

に
覆

わ
れ

、
と

て
も
美

し

い
。

凍

結

し
た
湖
ヒ

に
は
氷
上

遊
園

が

で
き
、

ス
ケ

ー
ト

・

ス
ノ

ー

モ
ビ

ル

・
ワ
カ

サ
ギ
釣

等

で
賑

っ
て

い
る
。
例

年

よ

り
少
し
雪

が
多

い
よ
う
だ

が
、

い
つ
も

の
冬

と
変

ら

な

い
平
和

な
た

た
ず

ま

い
を

見

せ
て

い
る
。

亡

く

な

っ
た
前

田

一
歩

園
財

団

の
初
代

理

事
長

、
前

田

光
子

は

よ
く
言

っ
て

い
た

、
「
私
達

は
自
然

か
ら
保

護

さ
れ

て

い
る
の
で

す
よ
」

と
。

味
わ

う

べ
き
言

葉

だ
と

思

う
。

へ
卿
前
田

.
歩
園
財
団
理
事
長

)
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