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一
、
森
林
の
面
積
と
蓄
積

北
海
道
自
然
保
護
協
会
が
発
足
し
た
昭
和
三
十
九
年
は
、

昭
和
三
十
七
年
に
池
田
内
閣
が
打
ち
出
し
た
全
国
総
合
開

発
政
策

に
よ

っ
て
、
日
本
の
産
業

の
主
軸
が

一
次
産
業
か

ら
工
業

へ
と
大
き
く
組
み
替
え
ら
れ

つ
つ
あ
る
時
期
だ

っ

た
。
そ
の
中

で
、
高
度
経
済
成
長
の
旗
印
の
も
と
に
そ
れ

ま
で
の
農
林
業
に
よ
る
も
の
と
は
ま

っ
た
く
別
の
、
大
規

模
な
北
海
道

の
自
然

へ
の
働
き
か
け
が
始
ま
り

つ
つ
あ

っ

た
。
自
然
保
護
協
会
の
結
成
は
、

こ
う
し
た
事
態

へ
の
道

民
の
身
構
え
の

一
つ
だ

っ
た
と
い

っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
北
海
道
の
自
然
保
護
活
動
は
学
者
、
文
化
人
ら

い
わ
ゆ
る
有
識
者

の
主
張
か
ら
地
域
住
民
の
生
活
環
境
を

守
る
運
動

へ
と
ひ
ろ
が

っ
て
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
間
に
、
経
済
原
則
優
先

の
社
会
情
勢

の

中
で
北
海
道

の
自
然
に
は
大
き
な
消
失
と
荒
廃
が
続

い
て

き
た
の
も
事
実

で
あ
る
。

で
は
、
当
時
か
ら
今
日
に
至
る

三
十
年
間
に
、
北
海
道
の
森
林

に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

起
こ
っ
て
き
た
か
。
こ
の
間
に
お
け
る
北
海
道
の
森
林

の

推
移
と
現
状
を
知
る
の
に
、
北
海
道
が
毎
年
出
し
て
い
る

「北
海
道
森
林
統
計
」
か
ら
数
字
を
ひ
ろ

っ
て
み
よ
う
。

こ
う
し
た
統
計
数
字
が
森
林
の
実
態
を
果
た
し
て
ど
れ
だ

け
反
映
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
論
議
は
こ
の
際
お
く
と
し

て
、

こ
こ
で
は
関
係
機
関
に
よ
る
資
料
か
ら
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
読
み
と
れ
る
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
森
林

の
面
積
は
ど
う
か
。
そ
こ
で
昭
和
三
十
九

年
か
ら
現
在
ま
で
の
十
年
ご
と
の
数
字
を
集
あ
た
の
が
表

一
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、
面
積
に
関
す
る
限
り
、
北

海
道
の
森
林
は
三
十
年
前
と
ほ
と
ん
ど
変
わ

っ
て
い
な
い
。

現
在
も
、
北
海
道
は
全
面
積
の
お
よ
そ
七
十
%
が
森
林

で

占
め
ら
れ
て
い
る

"森
林
王
国
"
な
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、

で
は
そ
の
森
林
の
内
実
、
す
な
わ
ち
樹
木

の

蓄
積
量
は
ど
う
か
。
同
じ
く
昭
和
三
十
九
年
以
降
十
年
ご

と
の
数
字
を
拾

っ
た
表
二
を
見

て
み
よ
う
。
少
々
意
外
な

気
も
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

こ
の
統
計
数
字
を
見
る
限

り
、
北
海
道
の
森
林
の
蓄
積
量
は
三
十
年
前
よ
り
も
大
き

く
上
回

っ
て
い
る
。
北
海
道
全
体
の
森
林
の
蓄
積
量
の
数

字
は
、
戦
後
か
ら
昭
和
四
十
年
代
を
通
じ
て
は
減
少
が
続

き
、
五
十
年
に
は
五
億

一
千
六
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
台
に

ま
で
落
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は

一
貫
し
て
増

加
し
続
け
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
所
管
別
に

見
る
と
、
国
有
林

で
は
三
十
年
前
に
比
べ
る
と
お
よ
そ

一

七
%
の
蓄
積
減
に
な

っ
て
い
る
が
、
道
有
林
で
は
三
十
年

前
と
ほ
ぼ
同
じ
レ
ベ
ル
に
な
り
、
市
町
村
有
林
と

一
般
民

有
林

で
は
二
倍
以
上

の
蓄
積
増
に
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
こ
の
二

つ
の
表
を
単
純
に
見
れ
ば
、
北
海

道
の
森
林
は
、
全
体
と
し
て
は
け

っ
し
て
衰
退
な
ど
し
て

い
な
い
こ
と
に
な
る
。
面
積
は
近
年
多
少
は
減

っ
て
い
る

も
の
の
大
き
く
は
変
わ

っ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
蓄
積
は
近

年
増
加

の

一
途
を
た
ど

っ
て
い
て
、
終
戦
直
後
の
昭
和
二

十
二
年

の
五
億
四
千
九
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
も
大
き
く

上
回
る
数
字

に
な

っ
て
い
る
。

そ
う
な
る
と
、
近
年
叫
ば
れ
て
い
る
北
海
道
の
森
林
の

荒
廃
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
北
海
道
の
森
林
は
、
本

当
は
健
在
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
森
林

の
保
全
に
関
し
て
常
に
も

っ
と
も
大
き

な
要
因
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
伐
採
量
の
推
移
を
見
た

の
が
表
三
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、
北
海
道
の
森
林
伐

採
量
は
こ
の
三
十
年
間
に
著
し
く
減
少
し
て
き
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
減
少
は
資
源
が
減
り
続
け
て
き
て
い
る
国

有
林

で
も

っ
と
も
著
し
い
が
、
蓄
積
が
増
加
し
て
い
る
市

町
村
有
林
や
そ
の
他
の
民
有
林
で
も
、
伐
採
量
の
減
少
傾

向
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
こ
で
問
題
は
、
北
海
道
全
体
の
近

年
の
森
林
蓄
積
量
の
増
加
が
、
こ
の
よ
う
な
伐
採
量
の
低

下
に
よ
る
森
林
の
回
復
を
示
す
も
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
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表一1森 林 面 積 の 推 移

単 位:ha

所管

年
合 計 国 有 林 道 有 林 市町村有林

そ の 他
民 有 林

昭和39年(1964) 5,586,158 3,091,328 618,040 268,908 1,468,663

昭和48年(1973) 5,635,511 3,232,960 617,107 255,319 1,530,125

昭和58年(1983) 5,618,305 3,223,228 616,424 268,084 1,510,569

平成5年(1992) 5,565,301 3,189,881 615,543 281,188 1,478,689

表一2森 林 蓄 積 の 推 移

単位:千 ㎡

所管
年 合 計 国 有 林 道 有 林 市町村有林 そ の 他

民 有 林

昭和39年(1964) 548,869 398,275 62,191 12,921 59,838

昭和48年(1973) 522,605 368,588 61,331 13,136 79,550

昭和58年(1983) 535,506 344,622 60,422 20,431 110,031

平成5年(1992) 578,740 331,544 61,971 29,177 143,772

表一3森 林 伐 採 量

単位:千 ㎡

所管

年
合 計 国 有 林 道 有 林 市町村有林 そ の 他

民 有 林

昭和39年(1964) 11,946 7,935 1,413 426 2,172

昭和48年(1973) 10,887 6,413 1,508 331 2,635

昭和58年(1983) 8,244 5,102 1,105 296 1,741

平成5年(1992) 6,643 3,614 646 1,737
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二
、
人
工
林
の
拡
大

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年

の
北
海
道
に
お
け
る

森
林

の
蓄
積
量
の
増
加
は
、
市
町
村
有
林
と
そ
の
他
民
有

林
を
含
む
民
有
林
で
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
民

有
林
が
国
有
林
、
道
有
林
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
民
有

林
で
は
人
工
林
造
成
が
早
く
か
ら
行
わ
れ
、
人
工
林
率
が

国
有
林
、
道
有
林
に
比
べ
て
著
し
く
高
い
こ
と
に
あ
る
。

表
四
は
こ
の
三
十
年
間
の
北
海
道
に
お
け
る
人
工
林
の
面

積
と
蓄
積
の
推
移

で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
北
海
道
全

体
の
人
工
林
は
こ
の
三
十
年
間
に
面
積
、
蓄
積
と
も
飛
躍

的
に
増
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
人
工
林

の
拡
大
は
、

広
葉
樹
二
次
林
や
天
然
林
を
針
葉
樹
の
人
工
林
に
林
種
転

換
さ
せ
る
拡
大
造
林
の
方
針
に
基
づ
い
て

一
斉
皆
伐

・
一

斉
造
林
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

人
工
林

の
拡
大
は
戦
後
ま
ず
民
有
林
か
ら
始
め
ら
れ
た

が
、
昭
和
二
十
九
年
に
北
海
道
を
襲

っ
た
洞
爺
丸
台
風
に

よ
る
被
害
後
の
昭
和
三
十
年
代
の
前
半
か
ら
は
国
有
林
で

大
規
模

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
三
十

年
代
後
半
か
ら
は
民
有
林
、
道
有
林
、
国
有
林
を
合
わ
せ

て
年
間
六
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
、
さ
ら
に
四
十
年
代
前
半

に
は
七
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
前
後
の
人
工
造
林
が
行
わ
れ
て
き

た
。
植
栽
樹
種

は
ト
ド
マ
ッ

(五
三
%
)

と
カ
ラ
マ
ツ

(一一=

%
)
が
圧
倒
的
に
多
く
、

こ
の
二

つ
が
人
工
林
面

積
の
八
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
後
造
林
面
積
は
年
々

減
少
し
、
平
成
二
年
度
以
降
は
年
間

一
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
以

下
に
な

っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
て
こ
れ
ま
で
に
累
積
さ
れ

て
き
た
北
海
道
の
人
工
林
面
積
は
、
全
体

で
百
五
十
万

ヘ

ク
タ
ー
ル
を
超
え
、
森
林
全
体
の
二
七
%
を
占
め
る
ま
で

に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
面
積
の
増
加
以
上
に
著
し
い
の
は
、

人
工
林
に
お
け
る
植
栽
木
の
成
長
に
よ
る
蓄
積
の
増
加
で

あ
る
。
こ
の
三
十
年
間
に
お
け
る
人
工
林
の
面
積
の
増
加

人工林の面積と蓄積表 一4

単 位:ha、 千 ㎡

所管

年

全 体 国 有 林 道 有 林
民 有 林

(市 町 村 有 林、
その他民有林を含む)

面 積 蓄積(㎡/ha) 面 積 蓄積(㎡/ha) 面 積 蓄積(㎡/ha) 面 積 蓄積(㎡/ha)

昭和39年(1964) 597,142 11,327(19.0) 231,039 2,578(11.2) 61,966 1,282(20.7) 304,137 7,467(24.6)

昭和48年(1973) 1,177,083 29,946(25.2) 533,133 6,230(11.7) 99,826 3,537(35.4) 544,124 20,179(37.1)

昭和58年(1983) 1,419,928 78,024(54.9) 642,790 19,134(29.8) 123,636 7,653(61.9) 653,502 51,237(78.4)

平成5年(1992) 1,512,657 137,884(91.2) 704,127 41,232(58.6) 127,184 10,975(86.3) 681,346 85,677(125.7)

は
お
よ
そ
二

・
五
倍
で
あ
る
が
、
蓄
積
の
方
は
十
二
倍
以

上

の
増
加
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
な
か
で
も
と
く
に

蓄
積

の
増
加
が
著
し
い
の
が
民
有
林
の
人
工
造
林
地
に
お

け
る
増
加
で
あ
り
、
北
海
道
全
体
の
人
工
林
に
お
け
る
蓄

積
増
の
六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
三
十
年
間
に

お
け
る
北
海
道
の
森
林
の
蓄
積
量
の
増
加
は
、
人
工
林
、

と
く
に
民
有
林
の
人
工
造
林
地
に
お
け
る
蓄
積
増

に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

で
は
、

一
方
の
天
然
林
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
表
五

を
見
る
と
、
北
海
道
の
天
然
林
は
こ
の
三
十
年
間
に
ま
ず

面
積
で
お
よ
そ
九
十
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
減
少
し
て
い
る
。
そ

の
大
部
分
は
人
工
林

に
変
わ

っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
ま

た
蓄
積
量
で
は
約

一
億
立
方
メ
ー
ト
ル
減
少
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
う
ち
の
九
千
二
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上

は
国
有
林
の
天
然
林
に
お
け
る
蓄
積
減
で
あ
る
。
ヘ
ク
タ
ー

ル
当
た
り
の
平
均
蓄
積
も
低
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国

有
林

で
は
人
工
林

へ
の
林
種
転
換
に
よ
る
面
積
縮
小
に
よ

る
だ
け
で
は
な
く
、
残
さ
れ
た
天
然
林
も
全
体
と
し
て
蓄

積
が
減
少
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
さ
き
の
表

一
と
二
に
示
さ
れ
る
北
海
道

全
体
の
面
積
と
蓄
積

に
関
す
る
数
字
だ
け
を
見
れ
ば
意
外

に
健
在
と
思
わ
れ
そ
う
な
北
海
道
の
森
林

で
あ
る
が
、
そ

の
内
実
は
大
き
く
変
わ

っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

面
積
、
蓄
積
の
両
面
で
人
工
林
の
比
率
が
増
大
し
、
そ
の

一
方
で
天
然
林
は
明
ら
か
に
量
質
と
も
大
き
く
衰
退
し
て

き
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
森
林
を
と
り
ま
く
問
題

こ
う
し
た
森
林

の
変
質

の
中
で
現
在
起
こ

っ
て
い
る
大

き
な
問
題
の

一
つ
は
、
林
業
の
低
迷
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

長
く
北
海
道
の
木
材
生
産
の
中
心
と
な

っ
て
き
た
天
然
林

58



資
源
の
量

・
質
両
面
の
著
し
い
低
下
に
よ

っ
て
も
は
や
伐

れ
る
天
然
木
が
極
端
に
少
な
く
な

っ
て
い
る

こ
と
と
、
そ

の

一
方
で
、
人
工
林
は
そ
れ
な
り
に
蓄
積
が
増
加
し
て
い

る
の
は
認
め
る
と
し
て
も
、
間
伐
材
が
安
価
な
外
材
に
市

場
で
圧
迫
さ
れ
て
採
算
が
と
れ
な
い
た
め
に
間
伐
が
進
ま

な
い
こ
と
に
よ

っ
て
い
る
。
統
計
上
の
蓄
積
量
は
増
加
し

て
い
る
と
は
言
え
、
実
質
的
に
は
伐
採

で
き
る
資
源
が
底

を

つ
い
て
き
て
い
る
の
が
現
状
と
言
え
る
。

間
伐
の
行
わ
れ
な
い
人
工
林
は
、
森
林
と
し
て
は
も

っ

と
も
虚
弱
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
人
工
林
で

の
蓄
積
の
増
加
は
、
良
質
な
資
源
の
育
成
に
は
け

っ
し
て

つ
な
が
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
人
工
林
で
の
資
源

育
成
に
不
可
欠
の
間
伐
が
停
滞
し
て
い
る
中

で
、
苦
し
い

林
業
の
伐
採
の
手
は
、
勢
い
残
り
少
な
い
天
然
林
の
優
良

木
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
大
き
な
社
会
的
論
議
を

呼
ん
だ
知
床
国
立
公
園
内
の
伐
採
な
ど
は
ま
さ
に
こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
行
わ
れ
た
も
の
だ

っ
た
。
か

っ
て
林
業

の
好
景
気
に
よ

っ
て
乱
伐
さ
れ
た
北
海
道
の
天
然
林
が
、

現
在
は
不
況
の
中

で
、
変
わ
ら
ぬ
過
酷
な
負
担
を
強
い
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
数
字
上
の
蓄
積
の

増
加
と
は
裏
腹
に
、
北
海
道
の
森
林
は
今
、
過
伐
に
よ
る

荒
廃
し
た
天
然
林
と
手
入
れ
不
足
に
よ
る
過
密
な
人
工
林

の
両
者
の
増
大
と
い
う
、
き
わ
め
て
憂
慮
す

べ
き
状
況
に

な

っ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
。

ま
た
、
こ
う
し
た
間
伐
の
遅
れ
た
過
密
な
人
工
林
と
荒

廃
し
た
天
然
林

の
拡
大
は
、
森
林
土
壌
の
劣
化
や
流
亡
を

引
き
起
こ
す

こ
と
か
ら
、
北
海
道
の
森
林
全
体
の
環
境
保

全
機
能
を
お
お
き
く
低
下
さ
せ
て
き
て
い
る
と
み
て
よ
い

だ
ろ
う
。
近
年

に
お
け
る
各
地
の
河
川
の
基
底
流
量
の
低

下
や
そ
の

一
方

で
の
洪
水
、
山
崩
れ
の
頻
発
な
ど
は
、
い

ず
れ
も
森
林

の
機
能
低
下
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た

だ
、
森
林

の
劣
化
と
環
境
災
害
の
因
果
関
係
を
具
体
的
に

立
証
す
る
科
学
的
デ
ー
タ
は
ま
だ
け

っ
し
て
充
分
で
は
な

く
、
今
後
の
重
要
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
見
て
、
北
海
道
の
森
林
は
、
こ

の
三
十
年
間
に
大
き
く
変
容
し
、
ま
た
衰
退
し
て
き
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
取
り

上
げ
た
の
は
あ
く
ま
で
も
統
計
に
表
わ
れ
た
数
字
に
過
ぎ

ず
、
統
計
に
盛
ら
れ
た
蓄
積
量
な
ど
に
つ
い
て
は
、
現
段

階
で
は
ま
だ
高
い
精
度
で
把
握
さ
れ
た
も
の
と
は
思
わ
れ

な
い
。
む
し
ろ
、
目
に
触
れ
る
範
囲
に
森
ら
し
い
森
が
ほ

と
ん
ど
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
道
民

一
般
の
実

感
の
方
が
、
統
計
数
字
以
上
に
実
態
を
と
ら
え
て
い
る
と

み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
森
林
の
状
況
は
、
現
時
点

で
み
れ
ば
人
件

費
を
始
め
と
す
る
経
費
の
上
昇
や
安
い
外
材
の
流
入
と
い
っ

た
社
会
情
勢
の
も
た
ら
す
苦
し
い
林
業

の
事
情
が
森
林
を

圧
迫
し
て
い
る
た
め
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ

の
よ
う
な
事
態
を
招
い
た
根
本
に
、
戦
後

の
森
林
施
業
計

画
の
破
綻
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
第

一
は
、

な
ん
と
言

っ
て
も
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
林
種
転
換
の

方
針

に
よ
る
人
工
林
の
大
規
模
な
拡
大
に
あ

っ
た
。
林
種

転
換
は
、
天
然
林
を
単
純

一
斉
林
に
置
き
か
え
る
こ
と
に

よ

っ
て
施
業
効
率
と
生
産
力
の
向
上
を
企
図
し
て
始
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
面
積
の
皆
伐

・
一
斉
造
林

に
対
す
る
森
林
保
護
や
育
林
上
の
保
証
が
な
い
ま
ま
で
、

人
工
林

の
成
長
見
込
量
を
先
取
り
し
て
木
材
需
要
に
応
え

る
と
い
う
、
い
わ
ば
二
重

の
見
切
り
発
車
で
あ

っ
た
。

そ
の
結
果
は
、
人
工
林
で
の
蓄
積
は
増
え
て
き
て
い
る

と
は
言
う
も
の
の
、

一
方
で
は
予
想
を
越
え
る
多
く
の
生

物
害
や
気
象
害
に
よ
る
造
林
の
失
敗
や
成
育
不
艮
を
招
き
、

こ
れ
に
間
伐
材
の
売
れ
行
き
不
振
が
加
わ

っ
て
人
工
林
造

成
に
か
け
た
莫
大
な
資
本

の
回
収
を
困
難
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
が
国
有
林
や
道
有
林
の
天

然
林

へ
の
負
担
を
強
め
て
劣
化
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
と

み
て
よ
い
。

つ
ま
り
近
年
の
伐
採
量
の
減
少
は
、
資
源
保

続

の
た
め
の
伐
採
の
抑
制
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
さ
き

に
も
述
べ
た
よ
う
に
資
源
の
枯
渇
と
林
業
の
低
迷
か
ら
伐

れ
る
木
が
な
く
な

っ
て
き
た
た
め
で
あ
り
、
さ
き
に
あ
げ

た
表
五
の
天
然
林

の
蓄
積
減
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
国

有
林

で
は
生
長
量
を
超
え
た
、
い
わ
ば
元
金
を
食
い
潰
し

て
の
天
然
木

の
伐
採
が
今
も
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
国
有
林
の
問
題

北
海
道

の
森
林
に
関
す
る
問
題
の
縮
図
は
、
国
有
林
で

あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
国
有
林
の
経
営
悪
化
は
止
ま

る
と
こ
ろ
が
な
い
。
平
成
五
年
度
の
決
算
で
は
累
積
赤
字

額
が
二
兆
九
千
九
百
二
十
四
億
円
を
超
え
る
ま
で
に
な
っ

て
し
ま

っ
た
。
林
野
庁
所
管
の
森
林
面
積
が
全
森
林
面
積

の
五
五
%
を
超
え
る
北
海
道
で
は
、
こ
う
し
た
国
有
林
の

深
刻
な
財
政
悪
化
と
そ
の
も
と
で
の
森
林
の
荒
廃
は
そ
の

ま
ま
北
海
道

の
森
林
問
題
な
の
で
あ
る
。
道
内
の
森
林
保

護
を
め
ぐ
る
論
議
の
ほ
と
ん
ど
が
国
有
林
な
の
は
そ
の
た

め
と
言

っ
て
よ
い
。

そ
う
し
た
中
で
、
平
成
四
年
に
国
有
林
は
森
林
を
類
型

区
分
し
て
取
り
扱
う
考
え
に
基
づ
く
新
た
な
施
業
管
理
計

画
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
国
有
林
が
出
し
た
森
林
の
類

型
区
分
表
六
と
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
自
然
維
持
林
-
生
態
系
や
貴
重
動
植
物
等
の
保
護
を

第

一
と
す
る
場
所

②
国
土
保
全
林
ー
山
地
災
害
や
水
資
源
保
全
等
を
第

一

と
す
る
場
所

③
木
材
生
産
林
ー
木
材
の
生
産
を
第

一
と
す
る
場
所

④
森
林
空
間
利
用
林
-
森
林
リ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
、
自
然

教
育
等
を
第

一
と
す
る
場
所

こ
の
四
つ
の
面
積
比
は
各
営
林
署
に
よ

っ
て
異
な

っ
て
い
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天然林の面積と蓄積表 一5

単位ha、 千 ㎡

所管

年

全 体 国 有 林 道 有 林
民 有 林

(市 町 村 有 林、
その他民有林を含む)

面 積 蓄積(㎡/ha) 面 積 蓄積(㎡/ha) 面 積 蓄積(㎡/ha) 面 積 蓄積(㎡/ha)

昭和39年(1964) 4,450,612 535,862(120.4) 2,544,202 394,757(155.2) 489,571 60,685(124.0) 1,301,176 65,292(50.2)

昭和48年(1973) 3,918,229 487,097(124.3) 2,433,732 361,615(148.6) 394,402 52,975(134.3) 1,090,095 72,507(66.5)

昭和58年(1983) 3,661,508 452,128(123.5) 2,270,860 324,787(143.0) 377,101 48,213(127.9) 1,013,547 79,128(78.1)

平成5年(1992) 3,566,929 435,953(122.2) 2,235,074 302,378(135.3) 372,816 46,389(124.4) 959,039 87,186(90.9)

国有林の類型区分表 一6

単位ha

営 林 支 局
区 分

北 海 道 旭 川 北 見 帯 広 函 館

国 土 保 全 林 96,397 191,556 86,195 69,027 73,531 516,706

自 然 林 109,226 120,166 40,768 137,717 78,986 486,863

森林空間利用林 97,358 58,192 22149, 57,135 26,781 261,615

木 材 生 産 林 372,959 493,254 279,937 444,120 210,154 1,800,424

区 分 林 72 0 1 0 295 368

合 計 676,012 863,168 429,050 707999 389,747 3,065,976

る
が
、
北
海
道
の
国
有
林
全
体
で
は
現
在
表
六

の
よ
う
に

な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
類
型
区
分
に
は
発
想
自
体
に
大
き
な
問

題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
森
林
の
多

目
的
利
用
と
は
こ
う
し
て
森
林
を
い
く

つ
も
の
単
目
的
の

も
の
に
分
割
す
る
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
だ
。
そ
れ

は
森
林
を
偏

っ
た
内
容
の
も
の
の
集
合
体
に
し
て
し
ま
い

か
ね
な
い
。
と
く
に
、
お
よ
そ
六
割
を
占
め
る
木
材
生
産

林
な
ど
は
、
残
す
所
は
残
し
た
の
だ
か
ら
伐
る
所

で
は
伐

る
と
い
っ
た
、
利
用
と
保
全
の
統

一
と
い
う
森
林
施
業
の

基
本
課
題
か
ら
ま
す
ま
す
逸
脱
し
た
取
り
扱
い
に
な
り
は

ヘ

ラ

　

し
な
し
カ

さ
ら
に
、
も
う

一
つ
の
大
き
な
疑
問
は
森
林
空
間
利
用

林
に
あ
る
。
新
し
い
施
業
管
理
計
画
の
キ
ャ
ッ
チ

.
フ
レ
ー

ズ
は

「国
民
の
多
様
な
要
請
に
応
え
た
わ
か
り
や
す
い
山

作
り
」
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
目
玉
と
も
言
え
る
の
が

類
型
区
分
の
中

に
設
け
ら
れ
た
森
林
空
間
利
用
林
で
あ
る
。

し
か
し
各
営
林
署
で
森
林
空
間
利
用
林
と
し
て
線
引
き
し

た
場
所
を
見
る
と
、
自
然
保
護
の
観
点
か
ら
多
く
の
異
論

が
出
さ
れ
て
き
た
リ
ゾ
ー
ト
計
画
、
た
と
え
ば
恵
庭
営
林

署
と
苫
小
牧
営
林
署
に
か
か
わ
る

「厚
生
年
金
休
暇
セ
ン

タ
ー
」
、
室
蘭
営
林
署
の

「室
蘭
岳
ス
キ
ー
場
」
、
「
大
滝

高
原
リ
ゾ

ー
ト
」
な
ど
の
計
画
用
地
が
丸
ご
と
含
ま
れ
て

い
る
。

つ
ま
り
、
森
林
空
間
利
用
林
と
は
、
国
有
林
を
対

象
と
す
る
リ
ゾ
ー
ト
開
発
計
画
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
.

グ
リ
ー
ン

・
プ
ラ
ン
な
ど
の
対
象
地
、
候
補
地
を
確
保
す

る
た
め
の
も
の
と
み
て
よ
い
。

ヒ

ュ
ー
マ
ン
・
グ
リ
ー
ン
・
プ
ラ
ン
は
、
昭
和
六
十
二

年
に
リ
ゾ
ー
ト
法
の
制
定
と
前
後
し
て
林
野
庁
が
通
達
と

し
て
出
し
た
、
国
有
林
内
で
も
第
三
セ
ク
タ
ー
方
式
に
よ

る
リ
ゾ
ー
ト
開
発
が
で
き
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
リ
ゾ
ー
ト
開
発
戦
略
が
当
初
か
ら
国
有
林
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を
重
要
な
タ
ー
ゲ

ッ
ト
に
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
北
海
道
に
は
三
十
四
箇
所
の
候
補
地
が
選

定
さ
れ
、
そ
の
う
ち

「赤
井
川
」
、
「
ニ
セ
コ
グ
リ
ー
ン
ト

ピ
ア
」、
「津
別
」
で
は
す
で
に
計
画
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

林
野
庁
が
こ
う
し
て
リ
ゾ
ー
ト
開
発
戦
略

に
積
極
的
に

対
応
し
た
の
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
膨
大
な
累
積
赤

字

に
悩
む
財
政
建
て
直
し
の
ね
ら
い
か
ら
で
あ
る
。
林
野

庁
は
平
成
二
年
に
発
表
し
た

「国
有
林
野
事
業
経
営
改
善

大
綱
」
の
中
で
累
積
赤
字
の
処
理
に
つ
い
て
は
資
産
の
見

直
し
を
行
う
こ
と
と
し
、

こ
れ
を
受
け
た

「国
有
林
野
事

業
改
善
特
別
措
置
法
」

の
第
三
次
改
訂
に
よ

っ
て
従
来
は

経
常
事
業
部
門
の
収
入
に
な

っ
て
い
た
土
地
な
ど
の
売
却

収
入
が
累
積
債
務
の
処
理
に
充

て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
今
後
二
十
年
間
を
目
途

に
し
て
庁
舎

・
宿
舎
敷

地
等

一
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
、
林
野
十
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
売
却

し
て
当
時

の
累
積
赤
字
額

に
相
当
す
る
二
兆
円
以
上

の
収

入
を
あ
げ
て
債
務
返
済

に
充

て
る
こ
と
に
し
た
。

た
だ
、
借
入
金
の
利
子
の
上
積
み
が
あ
る
た
め
、

こ
れ

だ
け
で
は
ま
だ

一
兆
円
以
上

の
債
務
が
残
る
勘
定
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
そ
れ
に
充

て
る
た
め
の
増
収
策
と
し
て
あ
て
こ

ま
れ
た
の
が
、

ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
グ
リ
ー
ン
・
プ
ラ
ン
を
は

じ
め
と
す
る
リ
ゾ
ー
ト
開
発
が
生
む
貸
付
料
だ
っ
た
の
だ
。

国
有
林
の
施
業
管
理
計
画
の
林
地
類
型
区
分

の
中
に

「森

林
空
間
利
用
林
」
な
る
も
の
が
登
場
し
た
の
に
は
、
こ
の

よ
う
な
背
景
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

各
方
面
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
良
好
な
自
然
を

国
民
に
提
供
す
る
と
い
う
唄
い
文
句
に
よ
る
リ
ゾ
ー
ト
開

発
は
、
実
際
は
自
然
を
有
料
化
し
て
地
域
住
民
を
そ
こ
か

ら
締
め
出
す
も
の
で
し
か
な
か

っ
た
。
リ
ゾ

ー
ト
開
発

へ

の
国
有
林
の
傾
斜
は
、
林
業
か
ら
の
撤
退
路
線
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
国
有
林
と
住
民
の
間
を
ま
す
ま
す
遠
ざ
け
る

も
の
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に
よ
り
、
リ
ゾ
ー
ト
開
発
は
今
の

と
こ
ろ
停
滞
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
国
有
林
の
立
場

か
ら
み
れ
ば
、
リ
ゾ
ー
ト
開
発
ブ
ー
ム
に
乗

っ
た
赤
字
解

消
策
が

つ
ま
ず
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。
事
実
、

「経
営
改

善
大
綱
」
を
出
し
た
平
成
二
年
か
ら
五
年
度
末
ま
で
の
三

年
間
に
、
国
有
林
の
累
積
赤
字
は
逆
に

一
・
五
倍
に
も
ふ

く
れ
上
が

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
窮
余
の
策
と
は
言
え
、

赤
字
の
解
消
を
林
地
の
切
り
売
り
と
リ
ゾ
ー
ト
産
業

へ
の

森
林
の
提
供
で
行
お
う
と
す
る
、
森
林
の
保
全
と
い
う
国

有
林
本
来
の
義
務
か
ら
離
れ
た
姿
勢
が
続
く
限
り
、
国
有

林
の
迷
走
は
今
後
も
続
い
て
さ
ら
に
新
た
な
問
題
を
引
き

起
こ
し
そ
う
で
あ
る
。

国
有
林
再
建
の
た
め
に
は
、
現
在
の
独
立
採
算
制
度
の

殻
を
打
ち
破
る
ほ
か
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
国
民

全
体

で
国
有
林

の
赤
字
を
負
担
す
る
道
で
あ
る
。
し
か
し
、

国
有
林
が
国
土
保
全
の
原
点

に
立

っ
て
存
続
す
る
た
め
に

は
そ
れ
し
か
道
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

国
有
林
自
身
が
そ
の
こ
と
を
明
確
に
表
明
し
な
い
の
は
何

故
な
の
か
。
北
海
道
の
森
林
保
全
の
鍵
を
握
る
存
在
で
あ

る
国
有
林
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
広
汎
な
道
民
の

声
を
結
集
し
て
ゆ
く
こ
と
を
訴
え
た
い
。
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