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の国有林の、bれかこ

自然保護に望む

浩三俵

俵 浩三

(たわ ら ひろみ)
1930年 東京都 に生 る。

千葉大学園芸学部卒、厚

生省国立公園部、北 海道

生活環境部 をへて、現在、

専修大学北海道短期大学

教授。学術博士。
専門は造園学(公 園緑地

論、自然保護論など)

趣 味は野山 をのんび り歩

くこと。

検

討
委

員

会
報
告

を

読
ん

で

昨
年

一
二
月

、
林

野
庁

で
は

「
林
業

と
自

然
保

護

に
関
す

る
検
討

委

員
会
報

告
」

を

発
表

し
た

。
そ

の
全
文

は
す

で

に

N
C
第

六

六
号

に
掲
載

さ

れ

て

い
る
か
ら
ご

存

じ
と
思

う
が

、

当

時

の
新

聞

ス
ク

ラ

ッ
プ

か

ら
関
係

記
事

の
見
出

し
を

拾

っ

て
み
よ

う

(
い
ず
れ

も
八

八
年

一
二
月
九

日

)。

北
海

道

新
聞

は

一
面

に

「
林

野
庁

・
知
床

伐
採

を
全

面
凍

結

・

〔貴
重

な
原
生

的
自

然
〕
検

討
委

報
告

、
地

域
保
護

打

ち
出
す

」
、
三
面

に
「
〔原

始

〕

の
保
護

、
新

た
な

一
歩

・
国
際

的
な
公

園

に
1

自
然
保

護

派

・
山
造

り
ど

う
調
整

ー
林

業
関

係

者
」

と

大

き
く
あ

つ
か

っ
て

い
る
。

朝

日
新

聞

は
全
.国
版

で

「
知

床
な

ど
伐
採

制
限

・
生

態
系

の
保
護

へ

一
二

ヵ
所

・
林

野
庁
検

討

委

が
提
言

」
と

し
、
道

内

版

で

「
知
床

の
森

、
世

論
が

救

っ
た

・
関

係
者

ら
生

態
系

保

護
地

域

化
を

評
価

・
観

光
開

発
な

お
警
戒

」

と

こ
れ
ま
た

大

き

な
紙

面

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
表

現

に
象

徴

さ
れ

る

よ
う

に
、
世
論

も

マ
ス

コ

ミ
も

、
林

野
庁

の
方
向

転
換

を
評

価

し
、
好

感
を

も

っ
て
受

け
と

め

て

い
る
向

き

が
多

い
と

い
え
よ
う
。

私

も
そ
う

田
や
7/
。

検

討
委

員
会

委

員
お

よ
び

林
野
庁

関
係

者

が
、

こ

の
報

告
を

ま
と

め
る

ま

で
に
ば

、

さ
ぞ

か
し
ご
苫

労

が
多

か

っ
た
だ
ろ

う

と

、
敬
意

を
表

し

た

い
。

し

か
し

こ
れ

で

"知

床

問
題

"
は
解

決

し
た

わ
け

で
は
な

い
。
む

し

ろ
新

し

い
時

代

に
即

し
た
国

有
林

と
自

然
保
護

の

あ

り

か
た

の
第

一
歩
が

、
今

ふ
み
だ

さ
れ
た

の

で
あ

り
、

こ

れ
か

ら
ど

う

い
う
方
向

に
歩

い
て

い
く

の
か
の
方

が
、

よ
り

大

き
な

課

題

で
あ

る
。

そ

の
ひ

と

つ
は
北
海

道
新

聞

の
社
説

へ
=

.月

九

日

)
に

も

、

「
い
ま
は
過

去

に

こ
だ
わ

る
必
要

は
な

い
..

"勇
気

あ

る
撤
退

"
を

決

め
た
だ

け

で
十

分

で
あ
る
。

生

き
た
林

野
行

政

と

は
そ

う

い
う
も

の
だ

、
と

思
う

。
知
床

問
題

は
、

し

か

し

こ
れ
で

す

べ
て
終

わ

っ
た
わ

け

で
は
な

い
。
全

く
人

の
手
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を

入
れ

な

い
中

核

ゾ

ー

ン
と
そ

の
周

辺

で
、
研
究

、
観
察

な

ど
を

行

な
う

緩
衝

ゾ

ー

ン
の
区
分

け

な
ど

、
具
体

的
な

詰

め

は

こ
れ

か
ら
だ

。
L

と
あ

る

こ
と

で
あ

る
。

私

は
そ

れ

と
は
別

に
、

い
く

つ
か

の
問
題

点
を
指

摘

し

た

い
。

そ
れ

は
、

①

林

野
庁

は

知

床

な

ど

、

一
二

箇

所

の
国
有

林

の

コ
ア

(
中

核

)
は

「原

則

と
し

て
人

手
を

加

え
ず

に
自
然

の
推

移

に
委

ね
る
」

こ
と
と

し
た
。

こ
れ
は

こ
れ
で
大

い
に
評

価

す

べ
き

こ
と

で
あ

る
。

し
か

し

こ
れ

を
裏

返

す
と

、

一
二
地

域

以

外

は
切
り

ま
す

よ
、

と
も

解
釈

で
き

る
こ
と

で
あ

る
。
今

回

の
答

申
が

自
然
保

護
を

求

め

る
世
論

の
防

波
堤

の
役

割

だ

け

に
終

わ

っ
て
は

な
ら

な

い
。

②

一
二
箇
所

以
外

に
も
、
例

え

ば
国

立
公

園

の
大

部

分

の

地
域

な

ど
、
自

然
保

護
を

林
業

よ

り
重

視
す

べ
き

場
所

が
数

多

く
あ

る

の
に
、

そ
れ

ら

に
対
す

る
展

望

が
、
今

回

の
答
申

か

ら
は
何

も
読

み

と
る

こ
と

が

で
き
な

い
。
当

然

の

こ
と

と

し

て
A
7
後

は
国

立
公

園
な

ど

の
森

林
を

、
ど
う

あ

つ
か

う

の

か

、
と

い
う
問

題
を

解
決

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

③

自
然

保
護

を
重

視
す

べ
き
森

林

か
ら
は

、
木
材

の
伐

採

に

よ
る
林
業

収

入

は
ほ
と

ん

ど
期
待

で
き
な

い
。

し
た

が

っ

て
今

回

の
答

申

で
も

「
適

切
な

費

用

の
負

担

の
あ

り
方

に

つ

い
て
検

討
を

進

め

る
こ
と

が
必

要
」

と

い

っ
て

い
る
。

し
か

し
現

状

の
国

有
林

の
財

政
状

態

と
特

別
会

計
制

度

の
も

と

で

は
、
残

念

な
が

ら
自
然

保
護

の
将

来

に
大

き
な

期
待

が

か
け

ら
れ

な

い
の
が
実

状

で
あ

る
。

こ
れ

か
ら

は
国
有

林

の
会

計

制

度

二

般

財
源

か

ら
の
く

り

入
れ
を

含

む
)

に

つ

い
て
、

も

っ
と
幅
広

い
国
民

的
論
議

が

必
要

で
あ

る
。

④

日
本

の
森

林
を

、
木

材

生
産

を
主

に
す

る
部

分
と

、
自

然

保
護

や
国

土
保

全
を
主

に
す

る
部

分

に
区

分

け
す

る

こ
と

は
重

要

で
あ

る
。

し
か

し
国

内

の
森
林

は

切
ら
な

い
で
、

と

い
う
世
論

は

よ

い
と
し

て
、
木

材

を
外

国

か
ら
輸

入
す

れ
ば

済

む
と

い
う

も

の
で
は

な

い
。
木

材

の
資
源

問
題

に

つ
い
て
、

地
球

的
な
森

林

、
環

境
問

題

に

つ
い
て
、
さ

ら
に
国

民

的
な

自
覚

と
新

し

い
ラ
イ

フ

・
ス
タ
イ

ル

の
確

立
が

必
要

で
あ

る
。

ち
な

み
に
読

売
新

聞
等

の
国
際

的
世

論
調
査

に
よ
れ

ば

(
八

九
年

五

月

一
八

日
)
、
日
本

人

の
環

境

問
題
意

識

は
欧
米

先

進

国

に
く

ら

べ
て
格
段

に
低

い
と

い
う

。

国
有

林

の

「
改
善

計
画

」

と
自
然

保
護

現

在

の
国
有

林

は
膨
大

な

赤
字

を

か
か
え

て
お

り
、

〃第

二

の
国
鉄

"

と
か

"
国
有

林

の
民

営
化

"
と

い
う
声

も

時

と

し

て
聞

こ
え

て
く

る
。
そ

う

し
た
中

で
国

有
林

は
自

ら

の
努

力

に
よ

る

こ
と
を
原

則

と
し

て
、

経
営
を

建

て
な

お
す

よ
う

改
善

計
画

を
進

め

て

い
る
。

し

か
し
、

こ

の

「
国
有

林

野
事

業

の
改
善

に
関

す

る
計
画

」

は
、
昭

和
五

三
年

に
最
初

の
案

が
立

て
ら

れ
た

が
時
代

の
流

れ

に
即

応

で
き
ず

、
現

在

ま
で

に
二
回

の
改

訂
を

余
儀

な

く

せ
ら

れ
、
現

在
は

"
三

度
目

の

正

直

"
と
な

っ
て

い
る
。

そ

れ

は
昭
和

六

二
年

に
変
更

さ
れ
た

も

の
で
、
内

容

は
多

岐

に
わ
た

る
が

、
要

点

は
昭
和

七

二
年

(
平
成

九
年

)
度

ま

で

に
収
支

の
均
衡

が

は

か
ら

れ

る
よ
う

、

①

「
原
則

と
し

て
独

立
採

算

制
と

し
、
収

入

の
範
囲

内

で

支

出
を

行
な

う

こ
と
を

旨

と
し

て
徹
底

し

た
軽

量
経

営
を

行

な
う

こ
と
」
を

基
本

に
す
え

て
、

②

「
適

切
な
森

林

施
業

の
下

で
最
大

限

の
収

入
を

確

保
す

る

一
方

、
支
出

を
抑

制

す

る

こ
と

に
よ
り
、

赤
字

体

質

の

是
正

を
図

る
」

と

同
時

に
、

③

「
国
有

林
を

、
木

材
生

産

を
優

先
的

に
考

え
る

べ
き
森

林

、
国
土
保

全

や
自

然

そ

の
も

の
の
維
持

を
考

え

る

べ
き

森
林

等
」

に
区
分

し

、
「
そ

れ
ぞ

れ

の
機
能

を
適

切

に
発

揮

さ

せ
る
森

林
施

業
を

行

な
う

よ
う

に
努

め
」
、

そ
れ

を

、

④

人

員
を

現
行

の
四

万
三

千

人
か

ら
、
昭
和

六

八
年

(平

成
五
年

)
ま

で
の
間

に

二
万
人

に
減

ら
し

な
が

ら

、
実
施

し
ょ
う

と
す

る

も

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
ま

こ
と

に
厳

し

い
案

と

い
う

べ
き

で
あ

る
。

も

ち

う
ん

国
有

林

の
当
面

す

る
問

題

の
中

に
は

、

「
改

善
」

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事

項

が
多

く
あ

る
の

で
あ

ろ
う

が
、
本

当
」

に
こ

の
改
善

計
画

を

実
施

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
日
本

の
国

土

の
自

然

と
し

て
の
森

林
自

体
は

改
善

さ
れ

る

の
で
あ

ろ
う

か
。
少

な

く
と
も

自
然

保

護

と
こ
の
改
善

計
画

は
両
立

し
な

い
で
あ

ろ
う

と
、

私

は
思

わ
ざ

る
を
得

な

い
。

そ
も

そ
も

「自

然

そ

の
も

の
の
維
持
を

考

え

る

べ
き
森

林
」

と

「
最
大

限

の
収

入
を

確
保

す

る

一
方
、

支
出

を
抑

制
す

る
」

こ
と
は

、
基
本

的

に
あ

い
入
れ
な

い
も

の
な

の
で
あ

る
。

そ

れ
を

一
緒

に
し

て
実

現

し

よ
う
と
す

る
と

こ
ろ

に
、

こ
の
改

善
計

画

の
大

き
な
無

理

が
あ

る
と

い
え
よ
う

。

国

有
林

の
経
営

状
態

が
現
在

ほ
ど

深
刻

に
な

る
以
前

の
、

昭
和

四
〇
年

に
中

央

森
林

審
議
会

か

ら
答
申

さ

れ
た

『
国
有

林

野
事

業

の
役
割

と
経
営

の
あ

り
方

に
関
す

る
答

申

』
を
読

む
と

、

「行

政

的
要
請

に
よ

っ
て
行
な

わ
れ

る
非

収
益

的
事

業

の
経

営

は
原
則

と

し

て
国

の

一
般
会
計

負

担

と
す

る

こ
と
」

と
あ

る
。
国

立
公

園

の
自

然
保
護

な
ど

は
、

ま

さ
に
非
収

益

的

事
業

そ

の
も

の
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
当

時

は
国
立

公
園

な

ど

の
森

林

の
経

営

は
、

一
般
会

計

で
行

な
う

こ
と
を
審

議

会

で
は
求

め

て

い
た

の

で
あ

る

。

ま
た
昭

和

四
七
年

の
林
政

審
議
会

の

『
国
有

林

野
事
業

の

改
善

に

つ
い
て
』

の
答

申

の
中

に
も

、

「
治
山

、
森

林
保

全

管
理

等
公

益
的

機
能

を
直

接
発

揮
す

る
た

め

の
分
野

に

つ
い

て
は

、
そ

の
性

格
上

企
業

経

営

の
枠
外

と

し
」
、

こ
れ

ら
は

「
原
則

と

し

て

一
般

財
源

に
よ
る

こ
と
」

と
、

明
記

さ
れ

て

い
る

。

し

か
し
当

時

よ
り
格

段

に
経

営
状
態

が
悪
化

し
た
中

で

の
、

現

在

の
国
有

林

の
改
善

計

画

で
は
、
公
益

的
機

能

を
発
揮

す

る
森

林

の
経

営

は

一
般

会

計

で
、
と

い
う

主
張

が

消
え

て
し

ま

っ
た

の
は
不
思

議
な

こ
と

で
あ

る
。
昭

和

五
九
年

の
林

政

審
議

会

の

『
国
有

林

野
事
業

の
改
革

推
進

に

つ
い
て
』

の
答

申

で
は

、
国
有

林

は

「
公
益

的
機
能

は
高

い
が

収

入
確
保

に
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は

結
び

つ
き
難

い
、

い
わ

ゆ
る
非

採
算

林

分
を

多
く
保

有
し

て

い
る

の
で
、

…
管

理
経
営

に
要

す

る
費

用

に

つ

い
て

の
経

費

分
担

の
在

り
方

等

に

つ
い
て
早
急

に
調

査
検

討
を
進

め

る

必

要

が
あ

る
L

と
ト

ー

ン

・
ダ

ウ

ン
さ

せ
、

ま
た
公

益
的
機

能

を
発

揮

す

る
森
林

の
経

営
を
特

別
会

計

の
枠

内

で
行
な

う

こ
と

が
可

能
だ

と

い
う
客

観
的

な
根

拠

や
見
通

し

も
示

し
て

い
な

い
。

そ

れ

に
も

か
か

わ
ら
ず

現
行

の
改

善
計

画

は
、

「
原
則

と

し

て
独
立

採
算

制

と
し
」
、
「
徹
底

し
た
減

量
経

営
」

の
中

で

「
最

大

限

の
収

入

を
確
保

」
す

る

一
方

、

「
国
土

保
全

や
自

然
そ

の
も

の
の
維

持
を
第

一
に
考

え

る

べ
き
森
林

」

の

「
機

能

を

適

切

に
発

揮

さ

せ
る
」

こ
と

を
同

時

に
求

め

て

い
る

の

で
あ

る

。

こ

の

こ
と
は

日
本

の
森

林

の
将
来

、
国

土

の
将

来

は

い
か

に
あ

る

べ
き
か
、

と

い
う
論
議

や
検

討

を
行

な

う
よ

り
、
は

る

か

に
大

き
な
前

提
条

件
と

し

て

「
臨

時
行

政

改
革
推
進

」

の
大

枠

が
は

め

ら
れ
、

「
は

じ
め

に
赤

字

べ
ら

し
あ

り
き
」

が
発

想

の
根

源

に
あ

っ
た
と
考

え

ざ

る
を
得

な

い
。

い
ま

リ
ゾ

ー
ト

開
発
関

係
者

や

過
疎

の
町
村

か
ら

熱

い
ま

な
ざ

し
を

向

け
ら

れ

て

い
る
国

有

林

の

「
ヒ

ュ
ー

マ
ン

・
グ

リ

ー

ン

・
プ

ラ

ン
」
も

、
改
善

計

画

の
中

で
は

、

「国

有
林

野
事

業

に
係

る
収

入

の
確

保

に
関

す

る
事

項
」

の
中

に
位
置

づ

け
ら

れ

て

い
る
の

で
あ

る
。
も

ち

ろ
ん
森

林

レ
ク
リ

エ
ー

シ

ヨ
ン
政

策

と
し

て
好

ま
し

い
面

の
あ

る

こ
と
は
否

定

し
な

い
が
、

"
敵

は
本

能
寺

に
あ

り

"
で

、

「
非
採

算
林

分

の
管

理
経

営

に
要

す

る
費
用

に

つ
い
て

の
経
費

分
担

」

の
具
体

的

な

現

わ
れ

の

ひ
と

つ
と
し

て
、

「
民

間
活

力
を

積
極

的

に
活

用

し

て
、

…
収

入

の
増

大

に
資
す

る

」

た
め

の
プ

ラ

ン
と
し

て
の
色

彩

が
強

い
。

民

間
活

力

は

「
非

採
算

」
な

こ
と
は
決

し

て
行

わ
な

い
。

「
採
算

」

を
重

視
す

れ
ば

す

る
ほ

ど

「
自
然

」

が
痛
め

つ
け

ら

れ

る

こ
と

は
、
目

に
見

え

て

い
る
。

自
然

保
護

は
文

化
財

保

護

や
博
物
館

、

図
書
館

な

ど

と
同

じ

よ
う

に
、
も
と

も

と

採

算

と
な

じ
む
も

の

で
は
な

い
。

「
民
間

活
力
」

と
は

次
元

が
異

な
り

、
行
政

の
重

要
な

施
策

と

し

て
位

置
づ

け

ら
れ

る

べ
き
も

の
で
あ

る
。

「
最
大

限

の
収

入
確

保
」

を
優

先

さ

せ
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
状

況

の
中

で
行

な

わ
れ

る

「林

業

と
自

然
保
護

」

の
関
係

は

ど
う
な

る
か

、
と

い
う

こ
と
を

示

唆
す

る

ひ
と

つ
の
問

題

が

、

い
ま
小
樽

で
起

こ

っ
て

い
る
。

小

樽
苗
畑

問
題

の
示

す
も

の

林

業

と
自

然

保
護

に

関

す

る
検

討
委

員
会

報

告

で

は

、

「
郷
土

の
森

(仮
称

)
」
と
し

て
、

「
そ

の
他
域

に
お

い
て
は
象

徴

的
な
意

味
を

持

つ
な

ど

の
た

め

に
、
現
状

の
ま
ま
保

護
す

る
よ
う

に
地
域

の
総
意

と

し

て
の
強

い
要
請

が
あ

り
、

ま

た

そ

の

こ
と
が

地
域

の
振

興

に
寄
与

す

る

と
認
め

ら
れ

る
森
林

」

は
、
自

然
保
護

を

主

と
し

た

「適

切

な
保

護

・
管

理
を

図

る

べ
き

で
あ

る
」

と
提
言

し

て

い
る
。

ま

こ
と

に
結
構

な

こ
と

で
あ

る
。
北

海
道

に
も
、

こ

の
条
件

に
該

当
す

る
身

近
な

国

有

林

が
数
多

く
あ

り

、
そ

れ

は
地
域

住

民
と
国

有
林

を
結

び

つ
け

る
絶
好

の
場
所

と
な

る

で
あ

ろ
う

。

小
樽

市
幸

町

に
あ

る

"
長

橋
な

え
ぼ

・
桜

の
森

"
も

ま

さ

に
そ

の
よ
う
な

場
所

の

ひ
と

つ
で
あ

る
。
北

海
道

営
林

局

が

作
成

し
、

一
般

市
民

に
配

布

し

て

い
る
案
内

パ

ン

フ
レ

ッ
ト

の
文

面

に
よ

り
、

こ

の
場

所
を

紹
介

し
て

み
よ
う

。

「
こ

こ

は
北
海

道

最
初

の
林

業
専

用
苗

畑

と

し
て

明
治
時
代

に

つ
く

ら

れ
た
小

樽
苗

畑

の
敷
地

で

す
。

桜

の
林
齢

も
古

く
、

明
治

三

五
年

の

〔
明
治

の
桜

〕
と

、
大

正

五
年

の

〔大
正

の
桜
〕

が
中

心

と
な

っ
て

い
ま
す

。
」

コ
一ニ

ヘ
ク
タ
ー

ル
の
敷

地

の

う

ち

二
四

ヘ
ク

タ
ー

ル
が
各

種

の
樹
林

で
す
。

…
全
部

で
約

五

千
本

の
桜

が
植

わ

っ
て

い
ま
す

。
L

「
全
国

の
桜

の
名

所
中

、

国

有
林

に
あ

る

の
は
、

こ
こ
だ

け
と

い
わ
れ

て

い
ま

す
。

営

林

局

で
は
昭

和

四
九
年

以
来

、

こ

こ
を
自

然
観
察

教
育

林

に

指

定

し
、
静

か

な
散
策

や

野
外

学
習

の
場

と

し
て

一
般

に
開

放

し

て

い
ま
す
。

こ
の
貴
重

な
自

然
を

、
皆

で
大
切

に
守

り

ま
し

ょ
う
。
L

こ
の

"
長
橋
な
え
ぼ

・
桜

の
森

"
は
朝
日
新
聞

の

「
北
海
道

自
然

一
〇

〇
選
」

に
も

も

ち

ろ
ん
選

ば
れ

て

い
る
。
当

然
、

「
郷

土

の
森

」

の
第

一
候
補

に
考

え
ら
れ

て
よ

い
所

で
あ

る
。

し

か
し
現
実

は

ど
う

か
。

「郷

土

の
森
」

と
し

て
指
定

す

る

ど

こ
ろ

か
、
営

林
局

は

こ
の
土

地
を

売
却

し
、
国

有
林

と

し

て
の
責
務

を
放

棄

し
よ
う

と

し

て

い
る
の
で
あ

る
。

北

海
道

新
聞

小
樽

版

(
八

九
年

一
月

一
二

日
)
は

、

「
長

橋

な
え

ば

に

つ

い
て
は

、
昭

和

六
〇
年

三
月

に
苗
木

生
産

の

緑
化

事
業

が
廃

止

に
な

っ
て
以
来

、
北
海

道
営
林

局

が
小

樽

市

に
払

下

の
意

向

を
示

し
、

市

が
土

地

の
活
用
法

を
練

っ
て

き
た
」

と

し
て
都

市
公

園
化

の
構
想

が
あ

る
こ
と
を

報

じ

て

い
る
。

都
市

公
園

を

つ
く

る
場
合

、

そ

の
土
地

に
対
し

て
所

有
権

な
ど

の

「権

原
」

を
有

す

る
必

要

は
あ

る
が
、
借

地

で
も
公

52
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園

化

は
可

能

で
あ

る
。

現

に
函

館

山
が

国

有

地

の
ま

ま
函

館

市

の
公
園

緑
地

に
位

置

づ
け

ら
れ

て

い
る

の
を

は

じ
め
、

道

内

各
地

に
は
河

川
敷

(国
有

地
)
を
借

地

し
た
公
園

が
た
く
さ

ん
存

在
し

て

い
る

。

つ
ま
り
都

市
公

園
化

に
際

し

て
は
、

地

方

公
共

団
体

が

国
有

地
を

買
収

し
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
必
然

性

は

ま

っ
た

く

な

い
の
で
あ

る
。

そ

こ
で
北

海
道

自

然
保
護

協
会

で
は
北

海

道
営

林
局

に
対

し

、
国

有
林

の
役

割

は
百
年

の
大

計

に

た

っ
て
判

断
す

べ
き

で

あ
り

、

一
時
的

な

赤
字

対
策

か
ら

、
都

市

近
郊

の
貴
重

な

国
有

林
を

安

易

に
売
却

す

る

こ
と

の
な

い
よ

う
、

要
望

書
を

提
出

し

た
。

現

況

が

コ
ニ

一
ヘ
ク
タ

ー

ル
の
敷

地

の
う

ち

二
四

ヘ
ク

タ

ー

ル
が
各

種

の
樹

林
L

と
な

っ
て
お

り
、

明
治

時
代

か

ら
市

民

に
親

し
ま

れ

て
き

た
都
市

近
郊
林

で
あ

っ
て
も

、
国
有

林

と

し

て
の
名

目
が

「苗

畑
」

で
あ

る
と

の
理
由

で

、

「高

地

価
地

域

に
所
在

す

る
庁
舎

、
宿
舎

、
苗

畑

、
…

に

つ
い
て
も

積
極

的

、
計
画

的

に
廃

止
、

…
収

入

の
確

保

・
増

大

に
努

め

る
」

役
割

を

背
負

わ

さ
れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

営

林
局

だ

っ
て
何
も
好

き
好

ん

で
、

こ

の
輝

か
し

い
伝
統

の
あ

る

、
長
橋

な

え
ぼ

・
桜

の
森
を
売

却

し

た

い
の
が
本

心

で
あ

る

わ
け

で
は

な

い
に
違

い
な

い
。

し
か

し
現

在

の
国
有

林

の
経
営

状
態

は

、

「
郷
土

の
森

」

の
最
適

な
候
補

地

さ
え

売

り
払

わ

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
ほ
ど

、

せ

っ
ば

つ
ま

っ
て

い

る

の
で
あ

る
。

こ
れ

で
は
、

せ

っ
か

く
の
林
業

と
自

然

保
護

に
関

す

る
検

討

委
員

会
報

告

で
提

案

さ
れ
た
自

然
保

護

の
前

向

き

の
姿
勢

も
、
絵

に
描

い
た

モ

チ
に
終
わ

っ
て
し
ま

う

こ
と

が
懸
念

さ

れ
る

。国

際
的

に

通

用
す

る
国
立

公
園
を

国
立

公
園

は

「
林

業
と
自

然
保

護
」

が

も

っ
と

も
大

き
な

問

題
と

な

る
可

能
性

が
高

い
地
域

で
あ

る

。

日
本

の
国
立

公

園

の

現
在

の

制

度

は
残

念

な

が

ら
国

際

的

に

は

I

U

C

N

(
国
際

自

然
保

護
連

合

)

の
示

し

た

「
国
立

公
園

」

の
理
念

に
遠
く

、
本

当

の
国

立
公
園

と

し

て
は
認

め

ら
れ

て

い
な

い
。

し
か

し
、

こ

の
制
度

も

こ
れ
か

ら

の
努
力

に
よ

っ
て
、

と
く

に
国

有

林

の
今
後

の
会

計
制

度

(
一
般

財

源

か
ら

の
く

り
入

れ
を

含

む

)

の
あ
り

か
た
次

第

に
よ

っ
て
は
、

日
本

の
国

立

公
園

の

一
部

は

、
国
際

的

に
通
用

す

る

「国

立

公
園

」

に
な

り
得

る

可
能

性
を

も

っ
て

い
る
。

こ
の

こ
と

に

つ
い
て
は

す

で

に

『世

界

と

日
本

の
国

立
公

園

・
北

海
道

に
こ
そ
本

当

の

国
立

公
園

を

』

(北

海
道

の
自

然

・
二
七
号

・
一
九

八
八

)
、

『
国
立

公

園
内

の
国

有
林

経
営

は

一
般
会

計

で
』

(
自

然
保

護

・
三

二
〇

号

・
一
九
八

九

)
で
書

い
た

の
で
、

こ
こ
で
は

繰
り
返

さ
な

い
が

、

「林
業

と
自

然

保
護

」

の
今
後

の
重

要

な
課

題

で
あ

る

こ
と
を
忘

れ

て
は
な

ら
な

い
。

お
わ

り

に

こ
こ
ま

で
文

章
を

書

い
て
き

て
、

し
ば

ら
く

時
間

を

お
き
、

ど

の
よ
う

に
結

ぼ
う

か
と
考

え

て

い
た
時

、
私

と
し

て
は

思

い
も

か
け

な

か

っ
た

↓
文
を

読

ん
だ

。
そ

れ

は
最
新

刊

の
、

『
わ

た
し

た
ち

の
森

・
国
有

林
を

考

え

る
』

(
日
本
林

政

ジ

ャ
ー

ナ
リ

ス
ト

の
会

編

・
清
文
社

・

一
九

八
九

)
の
中

に
、

元
林

野

庁
長

官

・
田
中

重
五

氏
が

『国

有

林
野
事

業

と

〔特

別
会

計

〕
』

と
題

し

て
寄

せ
た
も

の

で
あ

る
。

田
中

氏

は

、
①

国
有

林
は
特

別
会

計

の
枠

の
中

で
膨

大
な

赤
字

の
返

済

に
努

め

て

い
る
。
②

臨

調

最
終

答
申

は
赤
字

解

消

だ

け
を

目
標

に
国
有
林

の

「
改
善

」

を
督

励
し

て

い
る
。

③

そ

の
中

で
自

然
保

護

な
ど
公
益

的

な

非
収
益

事
業

へ
の
協

力

を

い

っ
そ
う

求
め

ら

れ
て

い
る
。

と

い
う
状

況
を

説

明
し

た
上

で
、

「
そ

し

て
国
有
林

が

こ
う

い
う
状
態

に
置

か

れ

て

い
る
限

り

、
知

床

で
の
伐
採

は

、
他

の

、
天
与

の
、

破
壊

さ

れ

れ
ば

容

易

に
は

回
復

で
き
な

い
美

林

に
及
ん

で
、
金

で
は

買

え
な

い
自

然

の
宝
を

、
あ

え

て
金

に
換

え

る
た
め

に
伐
採

す

る

こ
と

が
続

く
だ

ろ
う

こ
と
を

予
想

せ
ざ

る
を

得

な

い
。

何
故

な

ら

、
①

と
②

の

ワ
ク
の
な

か

で
③
を

も

背
負

っ
て
ゆ

く

と
す

れ
ば

、
国
有

林

と
し

て
は

〔伐

る
〕

し
か
道

は
な

い

か
ら

で
す

。
L
と
結
論

づ

け

て

い
る
。

つ
ま
り
第

二
、
第

三

の

"知

床

森
林

伐
採

問
題

"
が
発

生
す

る

こ
と
を

、

い
み
じ
く

も
予

言

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
の
大

胆

な
意

見

も

「元

・
林

野
庁

長
官

」
だ

か
ら

い
え

る

の
か
も

し

れ
な

い
。
林
業

と
自

然
保

護

に
関
す

る
検
討

委

員
会

答

申

の
中

に
は

「国

民
参

加

及
び
適

切
な

費
用

負
担
方

法

の
検

討
」

の
項

目
も

あ

る
が
、
何

と

も
歯

切
れ
が
悪

い
。

「
現

・
林

野
庁
長

官
」

が
、

も

っ
と
本
音

と
問

題
点

を
国
民

の
前

に
さ

ら
け
だ

し

て
、
国

民

に
協

力
を

求

め
な
け

れ
ば
、

「林

業

と
自

然
保

護
」

の
根
本

問
題

は
解

決

し
な

い
で
あ

ろ

う

、

と
私

は
見

て

い
る
。

日
本

国
内

の
森
林

保
護

と
海

外

か
ら

の
木

材
輸

入

の
関
係

に

つ
い
て
は

、
紙
数

の
都
合

で
別

の
機
会

に

ゆ
ず

り

た

い
。
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