
行政改革は北海道の自然保護に追い風となるか

一
一
一浩俵

たわら ・ひろみ
1930年東京都生まれ

千葉大学園芸学部卒業。
現在、専修大学北海道短期
大学教授、学術博士
著書に 「北海道の自然保護一
その歴史と思想』 「緑 の文
化史一自然と人間とのかか
わりを考える』など。

本
文
の
ね
ら
い

・
要
点

こ
の

一
年
の
北
海
道
の
自
然
保
護
の
動
き
を
振
り

返

っ
て
み
る
と
、
夕
張
岳

の
天
然
記
念
物
指
定
、
江

別
市
大
麻
の
鉄
道
林
保
存
な
ど
、
自
然
保
護
運
動
が

一
定
の
成
果
を
収
め
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の

一
方
、

士
幌
高
原
道
路
、
千
歳
川
放
水
路
な
ど
に
は
、
旧
来

か
ら
の

「行
政
の
厚
い
壁
」
が
立
ち
は
だ
か

っ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
公
共
事
業
に
も
、
新
し
い
時

代
の

「追
い
風
」
が
吹
き
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。

行
政
不
信
が
高
ま

っ
た

一
九
九
六
年

一
九
九
七
年
は
北
海
道
の
自
然
保
護
に
と

っ
て
、
歴
史

的
な
曲
が
り
角
の
年
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
昨
年

の
会
誌
に
載
せ
た

「
士
幌
高
原
道
路
は
ム
ダ
な
公
共
事
業
」

の
結
び
の
言
葉
で
、
コ

九
九
五
年
は
、
…
官
官
接
待
、

道
庁
の
公
金
不
正
事
件
な
ど
で

『
役
所
は
間
違

っ
た
こ
と

を
し
な
い
神
話
』
も
同
時

に
崩
れ
去

っ
た
年
で
あ

っ
た
」

と
書
い
た
。
と
こ
ろ
が

一
九
九
六
年
は
、
厚
生
省
の
薬
害

エ
イ
ズ
事
件
と
高
齢
者
福
祉
汚
職
事
件
の
二
つ
が
十
大
ニ
ュ
ー

ス
の
上
位
を
占
め
、
通
産
省

の
石
油
卸
商
疑
惑
、
大
蔵
省

の
住
専

へ
の
甘
い
対
応
、
福
岡
県
の
公
金
不
正
五
四
億
円
、

秋
田
県
知
事
の
公
金
不
正
に
か
ら
む
辞
任
表
明
な
ど
が
あ

い
つ
ぎ
、
「役
所
は
間
違

っ
た
こ
と
を
し
な
い
神
話
」

の

崩
壊
ど
こ
ろ
か
、
役
所
は
間
違

っ
た
こ
と
を
す
る
所
と
い

う
行
政
不
信
が
、
国
民
の
間

に
根
づ
い
て
し
ま

っ
た
。
そ

の
こ
と
も
あ

っ
て
、

一
九
九
六
年
秋
に
行
わ
れ
た
衆
議
院

選
挙
で
は
、
与
党
か
ら
も
野
党
か
ら
も

「行

・
財
政
改
革
」

の
大
合
唱
が
ま
き
起
こ
っ
た
。
「役
所

は
変
わ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
「税
金
の
使
い
方
は
適
正

で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、

い
ま
の
日
本
に
と

っ
て
焦
眉
の

課
題
と
な

っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
で
北
海
道

の
自
然
保
護
を
め
ぐ

っ
て
も
、

こ
の

一
年
、

い
ろ
い
ろ
な
動
き
が
あ

っ
た
。

ひ
と
こ
ろ

「
カ
ラ
ス
の
鳴
か
ぬ
日
は
あ

っ
て
も
…
」
と
い
わ
れ
た
リ

ゾ
ー
ト

・
ゴ
ル
フ
場
問
題
は
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊

の
後
遺

症
に
よ

っ
て
、
か
な
り
静
か
に
な

っ
た
。
む
し
ろ
役
所

の

関
係
す
る
公
共
事
業
が
、
社
会
、
経
済
情
勢
や
住
民

ニ
ー

ズ
の
変
化
に
対
応
せ
ず
、
硬
直
し
た

「行
政
の
継
続
性
」

を
貫
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
投
資
効
果
の
少
な

い

「税
金
の
ム
ダ
遣
い
」
と
い
わ
れ
る
事
業
な
ど
が
、
問
題

点
を
露
呈
し
た
。
そ
の
主
要
な
も
の
と
し
て
、
士
幌
高
原

道
路
、
千
歳
川
放
水
路
、
大
規
模
林
道
、
国
有
林

の
赤
字

対
策

に
つ
い
て
、
こ
の

一
年
の
動
き
を
ふ
り
か
え

っ
て
み

た
い
。

こ
れ
ら
は

「行

・
財
政
改
革
」
も
か
ら
ん
で
、
今

後

の
推
移
次
第
で
は
、
い
ま
ま
で
の
行
政
か
ら
見
た

「常

識
と
非
常
識
」
が
、
逆
転
す
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を

秘
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

一
九
九

七
年
は
北
海
道

の
自
然
保
護

に
と

っ
て
、
歴
史
的
な
曲
が

り
角
の
年
と
な
る
だ
ろ
う
。

士
幌
高
原
道
路
の
疑
問
に
行
政
は
答
え
ず

士
幌
高
原
道
路
問
題
は
、
ま
ず
現
場
で
は
、
帯
広
土
木

現
業
所
の
工
事
再
開
に
向
け
た
強
引
な
姿
勢
が
目
立

っ
た
。

す
な
わ
ち
、
①
二
～
三
月
に
は
自
然
保
護
団
体
か
ら
の
抗

議
を
無
視
し
て
、
ト
ン
ネ
ル
予
定
地
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
、

②
夏

に
は
、
土
木
現
業
所
の
環
境
調
査
に
と
も
な
う
踏
跡

形
成

に
よ
る
自
然

へ
の
悪
影
響
を
、

一
般
人
の
踏
み
込
み

よ
る
も
の
と
責
任
転
嫁
、
③
十
～
十

一
月
に
は
、
然
別
湖

側
ト
ン
ネ
ル
出
入
口
付
近
の
旧
道
の
法
面
崩
落
を
理
由
に
、

ナ
キ
ウ
サ
ギ
生
息
地
帯
を
撹
乱
す
る
無
用
の
法
面
補
修
工

事

の
先
行
実
施

(自
然
保
護
団
体
か
ら
指
摘
さ
れ
た
問
題

点
を
ク
リ
ア
で
き
ず
、
翌
春
に
持
越
し
)
、
な
ど
が
相

つ

い
だ
。

し
か
し
現
場
の
動
き
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
士
幌
高
原
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道
路
問
題

で
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
貴
重
な
自
然
地
域

に
道
路
を

つ
く
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
計
画

(全
線
ト
ン
ネ
ル
)

に
ゴ
ー
サ
イ

ン
を
出
し
た
行
政

の
意

志
決
定
の
過
程
に
問
題
は
な
か

っ
た
の
か
、
と

い
う
基
本

問
題
の
検
証

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
会
誌
や

会
報
で
何
回
も
紹
介
し
て
き
た
が
、
そ
の

一
つ
に

一
九
九

五
年
三
月
、
当
協
会
、
十
勝
自
然
保
護
協
会
、

北
海
道
自

然
保
護
連
合

の
三
者
が
連
名
で
、
環
境
庁
長
官

あ
て
に
提

出
し
た

「質
問
書
」
が
あ
る

(質
問
の
内
容
な
ど
は
会
誌

三
四
号
の

「士
幌
高
原
道
路
は
ム
ダ
な
公
共
事
業
」
参
照
)。

と
こ
ろ
が
環
境
庁
は
、
私
た
ち
が
提
起
し
た
疑

問
に
対
し

て
、
ま
と
も
な
答
え
が
で
き
な
い
よ
う
で
、
回
答
を
渋

っ

て
い
る
。
ま
た
自
然
環
境
保
全
審
議
会
で
は
同
年
五
月
に

全
線
ト
ン
ネ

ル
を
認
め
る
答
申
を
し
た
が
、
審
議
会
で
は
、

私
た
ち
の
疑
問
を
ど
の
よ
う
に
論
議
し
た
の
か
論
議
し
な

か

っ
た
の
か
、
不
透
明
な
の
で
審
議
経
過
の
公
開
を
求
め

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も

「非
公
開
」
で
あ

る
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
環
境
庁
長
官
に
士
幌
高
原
道
路
の

抜
本
的
再
検
討
や
情
報
の
公
開
を
直
接
お
願
い
し
よ
う
と

考
え
た
。
幸
い
に
も

(九
六
年
五
月
当
時
の
)
岩
垂
寿
喜

男
環
境
庁
長
官
は
、
超
党
派
の
自
然
保
護
議
員
連
名
の
幹

事
長
と
し
て
、
永
年
に
わ
た

っ
て
自
然
保
護
問
題
に
活
躍

さ
れ
て
き
た
方
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
大
石
武

一

先
生

(元
環
境
庁
長
官
)
の
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
、
五
月

二

一
日
、
八
木
健
三

(名
誉
会
員
)
、
及
川
裕

(十
勝
自

然
保
護
協
会
長
)、
俵
の
三
人
が
環
境
庁
長
官

に
お
会

い

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
岩
垂
先
生
な
ら
ご
理
解
い

た
だ
け
る
と
の
期
待
に
反
し
、
「北
海
道
知
事

か
ら
の
強

い
要
望
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
」
「
審
議
会
の
専
門
家
が

慎
重
審
議
す
る
な
ど
、
役
所
と
し
て
必
要
な
手
順
を
踏
ん

だ
結
果
な
の
で
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
」
と
繰

り
返
す
だ

け
で
、
私
た
ち
が
提
起
し
た
疑
問
に
は
答
え
ず
、
特
別
な

進
展
は
見
ら
れ
な
か

っ
た

(
N
C
晦
95
参
照
)
。

と
こ
ろ
が
そ
の
直
後
に
、
日
本
自
然
保
護
協
会
が
岩
垂

長
官

ヘ
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
し
た
。
そ
の
と
き
の
対
応
で
は
、

い
ま
ま
で
の
環
境
行
政
に
欠
け
て
い
た
の
は

「市
民
の
広

い
参
画
を
確
保
し
た
意
志
決
定
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
り
、
こ

れ
か
ら
は

「参
加

・
公
開
の
場
を
広
げ
る
こ
と
が
不
可
欠
」

と
岩
垂
長
官
は
歯
切
れ
の
よ
い
発
言
を
し
て
い
る
。
お
そ

ら
く
こ
れ
は
岩
垂
長
官
の
本
音

で
あ
ろ
う
が
、
士
幌
高
原

道
路

へ
の
対
応
と
ま

っ
た
く
正
反
対

で
あ
る
。
そ
こ
で
私

は
朝
日
新
聞
の

「論
壇
」

に

「総
論
と
各
論

で
落
差
が
大

き
す
ぎ
る
環
境
行
政
」
と
い
う

一
文
を
投
稿
し
た
。
そ
れ

は
七
月
二
六
日
に

「
ど
こ
に
あ
る
岩
垂
環
境
庁
長
官
の
真

意
」
と
の
見
出
し
で
掲
載
さ
れ
た
。
見
出
し
が
強
烈
だ

っ

た
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
人
に
読
ん
で
い
た
だ
け
た
よ
う

で
反
響
も
大
き
か

っ
た
。
な
か
で
も
環
境
庁
や
北
海
道
の

現
職
職
員
と
O
B
の
方
か
ら
、
「
士
幌
高
原
道
路

に
対
す

る
行
政
の
姿
勢
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
か
ら
、

(自
分
は

表
面
に
出
ら
れ
な
い
が
)
反
対
運
動
を
が
ん
ば

っ
て
ほ
し

い
」
と
激
励
さ
れ
た
の
は
、
と
く
に
心
づ
よ
か

っ
た
。

監
査
請
求
と
裁
判
に
も
ち
こ
ま
れ
た
士
幌
高
原
道
路

士
幌
高
原
道
路
計
画
が
た
と
え
ど
ん
な
に
矛
盾
に
満
ち

て
不
合
理
あ

っ
て
も
、
「
役
所
と
し
て
必
要
な
手
順
」
と

し
て
は
自
然
環
境
保
全
審
議
会
の
答
申
が
あ
り
、
環
境
庁

に
よ
る
国
立
公
園
計
画
の
変
更
も
決
定
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。

こ
の
ま
ま
推
移
す
れ
ば
、
士
幌
高
原
道
路
の
工
事
が
再
開

さ
れ
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。

二
十

一
世
紀
に
向
け
て
、
「世
界

に
誇

る
大
雪
山
の
自

然
」
と

「
行
政
の
継
続
性
」
と
い
う
役
所

の
メ
ン
ツ
と
、

ど
ち
ら
が
大
切
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
答
え
は
い
う
ま
で
も

な
く
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
役
所
の
メ
ン
ツ
で
大
雪

山
が
傷

つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
な
ん
と
し

て
も
阻
止
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
思
い
に
か
ら
れ
る
の
は
私
だ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
思

い
の
人
々
が
結
集
し
て
、

士
幌
高
原
道
路
問
題
を
住
民
監
査
請
求
に
も
ち
こ
み
、
そ

れ
が
だ
め
な
ら

「
な
き
う
さ
ぎ
裁
判
」
を
起
こ
し
た
ら
ど

う
だ
ろ
う
、
と
い
う
話
が
も
ち
あ
が

っ
た
。

当
協
会
会
員

の
多
く
の
方
は

「裁
判
」
と
は
無
縁
な
生

活
を
送

っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら

「裁
判
」
と
聞

く
と
拒
絶
反
応
を
起
こ
し
た
り
、
自
然
保
護
運
動
と
し
て

は
過
激
す
ぎ
な
い
?

と
疑
問
視
す
る
方
も
お
ら
れ
る
と

思
う
。
私
自
身
も
最
初
は
そ
う
思

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

裁
判
は
地
方
自
治
法
に
定
め
ら
れ
た
住
民
の
正
当
な
権
利

の
行
使
で
あ
る
。
地
方
自
治
法

で
は
、
違
法
ま
た
は
不
当

な
行
政
行
為
に
対
し
て
住
民
監
査
請
求

(二
四
二
条
)
お

よ
び
住
民
訴
訟

(二
四
二
条
の
二
)
を
起
こ
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

北
海
道
新
聞
は

「
『士
幌
』

で
泥
沼
の
対
立
は
避
け
よ
」

と
い
う
社
説

(七
月
七
日
)
を
掲
げ
、
次
の
よ
う
に
論
じ

て
い
る
。
「道
が
士
幌
高
原
道
路
を
ト

ン
ネ
ル
方
式

で
建

設
し
よ
う
と
し
て
い
る
問
題
で
、
反
対
派
有
志
が
、
建
設

に
伴
う
財
政
支
出
を
道
知
事
に
や
め
さ
せ
る
よ
う
求
め
て
、

道
監
査
委
員
に
対
し
住
民
監
査
請
求
を
出
し
た
。
…
こ
れ

が
棄
却
さ
れ
た
ら
、
次
の
手
段
と
し
て
住
民
訴
訟
に
踏
み

切
る
、
と
い
う
。
…
な
ぜ
事
態
が
こ
れ
ほ
ど
こ
じ
れ
る
の

か
。
…
こ
の
問
題
で
は
再
三
に
わ
た

っ
て
指
摘
し
て
き
た

よ
う
に
、
反
対
派

の
主
張
に
耳
を
か
さ
な
い
道
の
硬
直
し

た
姿
勢
が
、
反
対
派
を
そ
こ
ま
で
追
い
込
ん
だ
の
で
あ
り
、

国
を
含
め
た
行
政

の
責
任
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
。
…

行
政

の
継
続
性
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
は
、
泥
沼
の
対
立
は

避
け
ら
れ
な
い
。
原
点
に
返

っ
て
論
議
し
た
い
。
そ
の
時

間
は
ま
だ
あ
る
。
」

す
な
わ
ち
、
事
態
が
こ
こ
ま
で
こ
じ
れ
た
の
は

「国
を

含
あ
た
行
政
の
責
任
」
で
あ
る
、
と
明
快
に
指
摘
し
て
い
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る
の
で
あ
る
。

私
た
ち
が
求
め
て
い
る
の
も

「原
点
に
返

っ
て
論
議
」

す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
記
し
た
環
境
庁
長
官

へ
の

「質
問

書
」
も

「原
点
に
返

っ
て
論
議
」
す
る
た
め
だ

っ
た
。

こ

の
社
説
が
出
た
後
、
社
説
の
趣
旨
に
沿
う
話
合

い
の
機
会

を
北
海
道
に
求
あ
た
が
、
「道

の
硬
直
し
た
姿
勢
」

の
前

に
拒
絶
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
知
事
の
私
的
諮
問
機

関
で
あ
る

「道
政
民
間
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
、

「
既
存
事
業

の
見
直
し
」
を
含
む
道
政
改
革
の
提
言
を
行

っ
た
こ
と
を

知

っ
た
の
で
、
「『
道
政
民
間

フ
ォ
ー
ラ
ム
』
の
提
言
を
受

け
て

『士
幌
高
原
道
路
計
画
』
を
抜
本
的
に
見
直
す
こ
と

の
要
望
書
」
を
知
事
に
提
出
し
、
関
係
者
に
よ
る

「
円
卓

会
議
」
の
設
置
を
求
あ
た
が
、
こ
れ
も

「道
の
硬
直
し
た

姿
勢
」
で
拒
絶
さ
れ
た
。

ま
た
住
民
監
査
請
求
も

「却
下
」
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。

そ
の
た
め
後
は

一
ヵ
月
以
内
に
住
民
訴
訟
に
踏

み
切
る
し

か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
八
月
二
六
日
に
札

幌
地
方
裁

判
所
に
訴
状
を
提
出
し
た
。
原
告
は
道
内
の
自
然
保
護
関

係
有
志
二

一
名

(原
告
団
長
は
八
木
健
三
名
誉

会
員
)
、

弁
護
士
は
当
協
会

の
市
川
守
弘
理
事
を
は
じ
め
全
国
の
弁

護
士
五
六
名
が
名
を
連
ね
て
応
援
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な

っ

て
い
る
。
ま
た

「
ナ
キ
ウ
サ
ギ
裁
判
を
支
援

す
る
会
」

(代
表
は
石
城
謙
吉
北
大
教
授
)
が
同
時
に
結
成
さ
れ
た
。

な
お
当
協
会
は
、
「組
織
」
と
し
て
は
裁
判
に
関
係
し

て

い
な
い
が
、
理
事
や
会
員

の
多
く
が
、
個
人
と
し
て
直
接

ま
た
は
間
接

に
か
か
わ

っ
て
い
る
。

ナ
キ
ウ
サ
ギ
裁
判
で
問
わ
れ
る
も
の

こ
の
裁
判

で
提
訴
さ
れ
た
の
は
、
士
幌
高
原
道
路
計
画

は
違
法
、
不
当
な
の
で
、
知
事
は
そ
れ
に
伴
う
公
費
を
支

出
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
違
法
、

不
当
な
の
か
、
そ
れ
は
次

の
よ
う
に
要
約

で
き
る
。
①
道

路
予
定
地
の
自
然
環
境
は
、
標
高
が
高
山
帯
に
達
し
な
い

低
さ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
下
か
ら
冷
気
を
吹
き

出
す
風
穴
地
帯
が
大
規
模
に
発
達
し
て
い
る
た
め
、
垂
直

分
布
の
逆
転
が
生
じ
、
ナ
キ
ウ
サ
ギ
を
は
じ
め
高
山
の
動

植
物
が
多
く
、
日
本
で
も
類
例
を
見
な
い
希
少
で
特
異
な

生
態
系
を
形
成
し
、
生
物
多
様
性
の
見
本
と
な

っ
て
い
る
。

道
路

(
ト
ン
ネ
ル
)
の
建
設
は
、
こ
の
環
境
に
悪
影
響
を

与
え
る
。
②
こ
の
道
路
は
三
〇
余
年
前
に
計
画
、
着
工
さ

れ
た
が
、
そ
の
後
の
社
会
、
経
済
的
背
景
の
変
化
な
ど
に

よ
り
、
現
在
で
は
道
路
延
長
の
目
的
、
必
要
性
、
効
果
が

失
わ
れ

(例
え
ば
、
主
目
的
だ

っ
た
山
火
事
対
策
の
消
滅
、

既
存
道
路
の
改
良
に
よ
る
短
縮
効
果
の
減
少
な
ど
)
、
事

業
効
果
が
な
い
。
し
か
も
自
然
保
護
行
政
の
基
本
で
あ
る

「林
談
話
」
や

「北
海
道
自
然
環
境
保
全
指
針
」

に
反
す

る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
③
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
道
路

(
ト
ン
ネ

ル
)
を
建
設
す

る
こ
と
は
、
生
物
多
様
性

条
約
、
環
境
基
本
法
そ
の

他
に
違
反
す
る
。

「
ナ
キ
ウ
サ
ギ
裁
判
」

と
い
う
愛
称
?
が

つ
い
て

い
る
た
め
、
と
も
す
る
と
、

ナ
キ
ウ
サ
ギ
そ
の
も
の
を

守
る
、
い
わ
ゆ
る

「自
然

の
権
利
」
裁
判
と
思
わ
れ

が
ち
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

「自
然
の
権
利
」

に
も
関

係
す
る
が
、
ナ
キ
ウ
サ
ギ

は
環
境
の
象
徴

で
あ
り
、

大
雪
山
の
原
生
的
自
然
を

そ

っ
く
り
保
存
す
る
こ
と

が
目
的
で
あ
る
。

こ
れ
は

日
本

の
自
然
保
護
行
政
の
根
本
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
ま

た
そ
の
こ
と
は
、
人
間
の
命
と
健
康
を
守
る
こ
と
に
も
通

ず
る
の
で
あ
る
。

第

一
回
の
公
判
は
十

一
月
二
八
日
、
札
幌
地
方
裁
判
所

で
行
わ
れ
、
傍
聴
席
は
超
満
員
だ

っ
た
。
八
木
健
三
原
告

団
長
、
大
石
武

一
補
佐
人
、
野
呂
汎
弁
護
士

(名
古
屋
)
、

中
島
喜
尚
弁
護
士

(松
本
)
、
市
川
守
弘
弁
護
士

(札
幌
)

が
、
意
見
陳
述
を
行

っ
た

(
N
C
恥
97
参
照
)。

そ
れ
ぞ

れ
の
方
が
重
要
な
こ
と
を
指
摘
し
て
く
だ
さ

っ
た
が
、
と

く
に
私

に
と

っ
て
印
象
の
深
か

っ
た
点
だ
け
を
簡
単
に
記

す
。環

境
庁

の
創
設
期

に
環
境
庁
長
官
だ

っ
た
大
石
武

一
さ

ん
は
、
行
政

の
基
本
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
た
。
法
律
の
世
界
に

「疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず
」
が

あ
る
よ
う
に
、
環
境
行
政
で
も
水
俣
病
で
は

「疑
わ
し
き

ナキ ウサ ギ 裁 判

(北 海 タイ ム ス1996年11月29日)

図1
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は
救
済
す
る
」
で
対
処
し
た
、
自
然
を
守
る
こ
と
は
人
間

を
守
る
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
通
ず
る

(大
石
さ
ん
は
言
葉

を
省
略
し
た
が
、
自
然
保
護
で
は

「
疑
わ
し
き
は
開
発
せ

ず
」
が
基
本
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
め
て
)
、

然
別
湖

へ
の
観
光
道
路
は

一
本
あ
れ
ば
よ
く
、
士
幌
高
原
道
路
は

税
金
の
ム
ダ
遣

い
で
あ
り
、
貴
重
な
自
然
地
域

に
道
路
を

作
る
の
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
反
す
る
、
と
力
説
し
た
。

ま
た
四
日
市
公
害
裁
判
な
ど
の
弁
護
の
経
験
を
も

つ
野

呂
さ
ん
は
、
公
害
裁
判
の
先
例
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
強
調

し
た
。
四
大
公
害
裁
判
の
判
決
を
通
じ
て
、
例
え
ば
公
害

病
発
生
の

「疫
学
に
よ
る
因
果
関
係

の
立
証
」
、

コ
ン
ビ

ナ
ー
ト
に
よ
る
汚
染
物
質
の
排
出
は

「共
同
不
法
行
為
」

な
ど
、
公
害
防
止
の

「法
理
」
が
確
立
し
た
こ
と
、
そ
の

こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
後
の
環
境
保
全
対
策
が
前
進
す
る
こ

と
が
で
き
た
よ
う
に
、
い
ま
は
そ
の
公
害
裁
判

の
遺
産
を

継
承
し
て
、
自
然
保
護
の
新
し
い
価
値
観
に
よ
る

「法
理
」

の
確
立
が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
使
命

を
視
野

に
入
れ
た
審
理
を
期
待
す
る
、
と
陳
述
し
た
。

私
は
こ
の
方
た
ち
の
陳
述
を
聞
き
な
が
ら
、

「
日
光
太

郎
杉
裁
判
」
を
思
い
だ
し
た
。
そ
れ
は
日
光
東
照
宮
付
近

の
交
通
渋
滞
を
解
消
す
る
た
め
、
道
路
改
良

で
巨
大
な

「太
郎
杉
」
を
含
む
二
十
数
本
の
杉
を
伐
採
す
る
こ
と
の

是
非
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宇
都
宮
地
裁

(
一
九
六

九
、
控
訴
さ
れ
て
東
京
高
裁

一
九
七
三
)
は
、
太
郎
杉
な

ど
の
景
観
的
、
風
致
的
、
宗
教
的
、
歴
史
的
、
学
術
的
な

価
値
に
は
代
替
性
が
な
い
が
、
道
路
計
画
に
は
代
替
性
が

あ
り
、
太
郎
杉
を
伐
採
し
て
道
路
を
拡
幅
す
る
計
画
は
安

易
で
、
失
わ
れ
る
文
化
的
価
値
を
軽
視
す
る
の
は
、

「土

地
の
適
正
か

つ
合
理
的
な
利
用
」
と
は
い
え
な

い
、
と
裁

定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
保
護
の
歴
史

に
残
る
名

判
決
と
し
て
語
り
つ
が
れ
て
い
る
。

ま
さ
に

「
ナ
キ
ウ
サ
ギ
裁
判
」
は
、
代
替
性

の
な
い
貴

重
な
自
然
地
域
に
、
旧
来

の
価
値
観
と
行
政
の
継
続
性
で

道
路
を
通
す
こ
と
が
、
二

一
世
紀
に
向
け
、
は
た
し
て
妥

当
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
北
海
道
は
私

た
ち
の
提
訴
に
対
し
、
「全
面
的

に
争
う
」
姿
勢
を
明
確

に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
日
本
の
政
治
、
行
政
の
最

大
課
題
と
な

っ
て
い
る
の
は

「行

・
財
政
改
革
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら

の

「
行
政
の
継
続
性
」
を
断
ち
切
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

し
た
意
味
で
は

「
ナ
キ
ウ
サ
ギ
裁
判
」
に
も
、
「追
い
風
」

が
吹
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

(追
記

・
こ
の
原
稿
を
書
い
た
後
、

一
九
九
七
年

一
月
三

日
の
北
海
道
新
聞
は
ト
ッ
プ
記
事
と
し
て
、

「
道
、
大
型

公
共
事
業
見
直
し

・
環
境
重
視
鮮
明
に

・
士
幌
高
原
道
も

視
野
」
と
い
う
見
出
し
で
、
堀
知
事
が
道
庁
内
に
副
知
事

を
ト
ッ
プ
と
す
る
検
討
委
員
会
を
設
け
る
決
断
を
し
た
こ

と
を
報
じ
、
「士
幌
高
原
道
路

(道
道
士
幌
然
別
湖
線
)
、

石
狩
管
内
当
別
町
の

『
道
民
の
森
』
ゴ
ル
フ
場
計
画
が
な

ど
が
再
検
討
対
象
に
な
る
も
の
と
み
ら
れ
る
」
と
伝
え
て

い
る
。
こ
れ
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

「身

内
」
の
検
討
委
員
会
で
客
観
的
な
判
断
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
今
後
の
推
移
を
注
視
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
士

幌
高
原
道
路
計
画
の
不
当
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
。)

十
五
年
た

っ
て
も
着
工
で
き
ぬ
千
歳
川
放
水
路

一
九
九
六
年
は
千
歳
川
放
水
路
計
画
に
と
っ
て

「節
目
」

の
年
だ

っ
た
。
北
海
道
開
発
局
が
石
狩
川
水
系
の
治
水
対

策
の

一
環
と
し
て
、
千
歳
川
放
水
路
計
画
を
立
案
し
た
の

が

一
九
八
二
年
だ
か
ら
、
十
五
年
を
経
過
し
た
こ
と
に
な

る
。
十
五
年
た
っ
て
も
着
工
で
き
ぬ
計
画
に
は
、
ど
こ
か

無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
が
社
会
の
常

識

で
あ
る
。

そ
れ
を
代
弁
す
る
よ
う
に
、
朝
日
新
聞

(北
海
道
版
)

は

「十
五
年
目
の
千
歳
川
放
水
路
」
と
い
う
特
集
を
組
ん

だ

(八
月
二
十
日
～
三
十
日
七
回
)
。

そ
の
見
出
し
の
い

く

つ
か
を
拾

っ
て
み
る
と
、
①

「開
発
局
不
信
根
強
く

・

反
対
貫
く
漁
協

・
進
ま
ぬ
計
画
に
支
出
年
二
〇
億
円
」
②

「翻
弄
さ
れ
る
農
民

・
描
け
ぬ
将
来

『
生
殺
し
だ
』
」
③

「環
境
の
重
み

・
自
然
な
川
復
活
の
時
代
」
④

「
い
ら
だ

つ
開
発
局

・

『代
案
な
い
』
と
準
備
着
々
」

⑤
⑥
略

⑦

「
見
直
し
の
仕
組
み

・
大
規
模
事
業
止
め
ら
れ
ず
」
と

な

っ
て
い
る
。
七
回
目

(最
終
回
)

の
記
事

に
は
、
「
千

歳
川
放
水
路
の
よ
う
な
大
規
模
開
発
に
つ
い
て
、
見
直
し

が
で
き
る
仕
組
み
が
な
い
こ
と
が
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
連
載
の
全

体
を
貫
く
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
い
え
る
。

北
海
道
新
聞
も

「放
水
路
計
画
十
五
年
を
検
証
し
よ
う
」

と
い
う
社
説
を
掲
げ
た

(九
月
七
日
)
。
こ
こ
で
も
、
「十

五
年
の
歳
月
は
あ
ま
り
に
も
長
い
。
ゴ
ー
ル
な
き

マ
ラ
ソ

ン
レ
ー
ス
の
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
こ
は
、
い
っ
た
ん
冷
静

に
な

っ
て
論
議
を
仕
切
り
直
し
す
る
良
い
機
会
で
は
な
い

か
。
な
ぜ
な
ら
北
海
道
開
発
の
象
徴
的
存
在
で
も
あ
る
千

歳
川
放
水
路
は
、
公
共
事
業
の
あ
り
方
に
重
い
問
い
を
投

げ
か
け
て
い
る
か
ら
だ
」
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に

「公

共
事
業
は
計
画
が
決
ま
る
と
、
い
く
ら
世
の
中
が
変
わ

っ

て
も
、
同
じ
事
業
が
ず

っ
と
継
続
さ
れ
続
け
る
と
い
う
硬

直
ぶ
り
が
依
然
と
し
て
あ
る
。

…
開
発
局
が

『初
め
に

計
画
あ
り
き
』
と
い
う
、
単
眼
"
で
突

っ
走

っ
て
来
た
よ

う
に
見
え
る
。
率
直

に
い
え
ば
、
放
水
路
が
な
ぜ
必
要
か

と
い
う
開
発
局
の
真
意
が
伝
わ

っ
て
こ
な
い
」
と
批
判
し

て
い
る
。
こ
れ
は
朝
日
新
聞
連
載
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
同
じ

意
味
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
文
章
の

「
千
歳
川
放
水
路
」
を

「士
幌
高
原
道
路
」
に
置
き
換
え
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
士
幌

高
原
道
路
の
問
題
点
に
も
共
通
す
る
。

「北
海
道
自
然
保
護
協
会
は
水
害
の
発
生
を
無
視
し
て
、
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千
歳
川
放
水
路
に
反
対
し
て
い
る
。
地
元
の
人

の
気
持
ち

を
理
解
し
て
い
な
い
。
人
命

・
財
産
と
自
然
と
、
ど
ち
ら

が
大
切
か
」
と
い
う
声
が
、
と
も
す
る
と
聞
こ
え
て
く
る
。

し
か
し
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
大
規
模
な
工

事
で
自
然
に
逆
ら
う
千
歳
川
放
水
路
に
反
対
し

て
い
る
の

で
あ
り
、
治
水
対
策
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
代

案
と
し
て
千
歳
川
流
域
だ
け
で
な
く
石
狩
川
を
含
め
た
、

複
合
的
な
治
水
対
策

(例
え
ば
、
複
数
の
遊
水
池
、
合
流

部
の
背
割
堤
、
河
口
部
の
シ
ョ
ー
ト
カ

ッ
ト
な
ど
の
複
合
)

を
提
案
し
て
い
る
が
、
開
発
局
は
、
工
費
が
莫
大
で
環
境

影
響
も
大
き
い
千
歳
川
放
水
路
が
、
唯

一
絶
対

の
治
水
対

策
だ
と
主
張
し
て
譲
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
野
球
に

例
え
れ
ば
、
私
た
ち
は
、

フ
ォ
ア
ボ
ー
ル
に
ヒ

ッ
ト
ニ
本

で

一
点
と
れ
る
と
い
う
の
に
、
開
発
局
は
、
特
大
ホ
ー
ム

ラ
ン
を
打
た
な
け
れ
ば
点
が
入
ら
な
い
と
、
頑
迷
に
主
張

し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「ダ
ム
開
発
は
終
わ

っ
た
」
と
い
う
潮
流
の
中

で

そ
う
し
た
中

で
当
協
会
は
、
日
本
自
然
保
護
協
会
、
日

本
野
鳥
の
会
と
共
催
し
、
九
月
二
十
二
日
に

「
フ
ォ
ー
ラ

ム
ニ
十

一
世
紀

の
川

・
自
然

・
人
…
時
代
に
逆
行
す
る
千

歳
川
放
水
路
」
を
札
幌

で
催
し
た
。
そ
の
内
容

は
本
誌

の

別
項
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
省
略

す
る
。
た
だ
、

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
企
画
さ
れ
た
背
景

に

は
ふ
れ

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
ア
メ
リ
カ
の
リ
チ
ャ
ー
ド

・
フ
ォ
レ

ス
ト
さ
ん

(全
米
野
生
生
物
連
盟
)
を
招
き
、

ア
メ
リ
カ

の
河
川
と
治
水
対
策
の
最
近

の
傾
向
を
話
し
て
い
た
だ
い

た
。

フ
ォ
レ
ス
ト
さ
ん
は
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、
①
人
工
的

な
河
川
工
作
物

に
よ
る
河
川
管
理
に
は
限
界
の
あ
る
こ
と

が
認
識
さ
れ
た
、
②
ダ
ム
開
発

の
時
代
は
終
わ

っ
た
、
③

河
川
工
事

で
失

っ
た
も
の
の
大
き
さ
に
も
気
づ
き
、
生
態

系
を
回
復
さ
せ
る
た
あ
ダ
ム
を
壊
す
試
み
が
な
さ
れ
て
い

る
、
④
新
し
い
局
面
に
即
応
し
て
河
川
と
人
間
が
ど
う
共

存
す
る
が
模
索
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
ス
ラ
イ

ド
を
交
え
な
が
ら
流
暢
な
日
本
語
で
説
明
し
て
く
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
で
は

「ダ
ム
開
発
の
時
代
は
終
わ

っ
た
」
と

い
う
こ
と
は
、

一
九
九
五
年
に
来
日
し
、
日
本
弁
護
士
連

合
会
の
会
合
で
講
演
し
た
ア
メ
リ
カ
内
務
省
開
墾
局
総
裁

の
ダ

ニ
エ
ル

・
ビ
ア
ー
ド
さ
ん
が
披
露
し
て
、
聞
い
て
い

た
日
本
人
に
衝
撃
を
与
え
た

(『
日
本

の
ダ
ム
開
発
を
考

え
る
』
岩
波
ブ

ッ
ク
レ
ッ
ト

一
九
九
五
)
。

そ
の
こ
と
を

知

っ
た

「公
共
事
業
チ
ェ
ッ
ク
…機
構
を
実
現
す
る
議
員
の

会
」
の
国
会
議
員
有
志
は
、
ア
メ
リ
カ
を
視
察
し

『
ア
メ

リ
カ
は
な
ぜ
ダ
ム
開
発
を
や
め
た
の
か
』

(築
地
書
館

一

九
九
六
)
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
ビ

ア
ー
ド
さ
ん
は
、

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
企
画
し
た
小
野
有
五
北

大
教
授

(当
協
会
専
門
委
員
)
に
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ

て
く
れ
た
が
、
そ
こ
に
は

「
…
千
歳
川
放
水
路
計
画
は
ま

さ
に
愚
行

で
す
。

ア
メ
リ
カ
で
は
今
や
ダ
ム
の
建
設
の
時

代
は
終
わ
り
ま
し
た
。
日
本
も
同
じ
道

に
移
行
す

べ
き
で

す
。
皆
様
が
千
歳
川
放
水
路
計
画
を
葬
り
去
る
た
め
の
努

力
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
心
よ
り
お
願

い
し
ま
す
。
…
」

と
書
か
れ
て
い
た
。

こ
の
ア
メ
リ
カ
で
の
傾
向
は
、
日
本

の
河
川
管
理
の
あ

り
方

に
も
影
響
を
及
ぼ
す
に
違

い
な
い
。
そ
う
し
た
中

で

大
規
模

に
自
然
を
改
変
す
る
千
歳
川
放
水
路
計
画
が
、
い

か
に
時
代
に
逆
行
す
る
も

の
で
あ
る
か
を
、
浮
き
彫
り
に

し
た
い
、
と
い
う
の
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
ね
ら
い
だ

っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
成
功
し
た
か
ら
、
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
だ
ろ
う
が
、
十
二
月
十
二
日
の
北
海
道
新
聞
は
、

北
海
道
議
会
社
民
党

(今
後
、
民
主
党
に
参
加
予
定
)
が
、

「千
歳
川
放
水
路

『見
直
す
』
・
『容
認
』
か
ら
転
換
」
と

方
針
転
換
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
た
だ
し
翌
日
の
新

聞
に
よ
れ
ば

「堀
道
政

へ
の
影
響
考
慮
」
で
、
「『見
直
す
』

一
転

『検
討
す
る
』
」
に
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
た
と

い
う
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
転
機
迎
え
た
千
歳
川
放

水
路
計
画
」
「開
発
庁
内
に
悲
観
論
」
(北
海
道
新
聞
十
二

月
十
三
日
)
と
い
う
状
況
に
な

っ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

日
本
で
は

「
巨
大
な
愚
行
」
と
い
わ
れ
た
長
良
川
河
口

堰
工
事
を
め
ぐ
る
論
議
を
契
機
と
し
て
、

「公
共
事
業
の

あ
り
方
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
そ
の

一
環
と
し

て
北
海
道
で
は
沙
流
川
の
二
風
谷
ダ
ム
が

「見
直
し
」
の

対
象
と
さ
れ
た
が
、
審
議
委
員
会
は
三
月
に
ゴ
ー
サ
イ
ン

を
出
し
、
「
開
発
寄
り
人
選
の
限
界
」
(北
海
道
新
聞
三
月

十
四
日
)
と
批
判
さ
れ
た
。
開
発
局
だ
け
で
は
な
く
北
海

道
が
事
業
主
体
と
な
る
も
の
も
含
め
て
、
新
規
着
工
の
忠

別
ダ

ム
、
平
取
ダ
ム
、
函
館

・
松
倉
ダ
ム
計
画
、
下
川
の

サ
ン
ル
ダ
ム
計
画
な
ど
は
、
「ダ
ム
開
発
の
時
代
は
終
わ

っ

た
」
と
い
う
潮
流
の
洗
礼
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ

て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
開
発
局

(開
発
庁
)
に
は
逆
風

が
吹

い
て
い
る
。
今
度

の

「行
政
改
革
」
で
は
東
京

に
二

一
あ
る
中
央
省
庁
を
半
減
す
る
の
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
ま
で
行
政
改
革
の
案
が
出
る
た
び
に
、
北
海
道
開
発

庁
は
整
理
統
合
の
対
象
と
し
て
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
な
が
ら
、

生
き
延
び
て
き
た
。
し
か
し
、
今
度
は
そ
れ
を
免
れ
る
こ

と
が
で
き
そ
う
も
な
い
。
北
海
道
選
出
の
国
会
議
員
も
、

大
局
的
、
総
合
的
な
行
政
改
革
の

一
環
と
し
て
北
海
道
開

発
庁
が
整
理
統
合
さ
れ
る
な
ら
反
対
し
な
い
、
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
「千
歳
川
放
水
路
は
北
海
道
開
発
庁

の
生
き

残
り
作
戦
」
と
陰

で
さ
さ
や
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
開

発
庁
の
整
理
統
合
が
鮮
明
に
な
れ
ば
、
千
歳
川
放
水
路
計

画
は

「抜
本
的
見
直
し
」
が
避
け
ら
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
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(追
記
、
こ
の
原
稿
を
書
き
終
わ

っ
た
後
の
、

一
月
十
八

日
の
北
海
道
新
聞
は
ト
ッ
プ

ニ
ュ
ー

ス
と
し
て
、
「
北
条

開
発
局
長

・
放
水
路
見
直
し
に
言
及

・
別
の
治
水
対
策
検

討
も

・
タ
イ
ム
リ
ミ

ッ
ト
あ
る
」
と
報
じ
た
。

こ
れ
も
大

き
な
曲
が
り
角

で
あ
る
。

こ
れ
は
危
機
感
を
も

っ
た
開
発

局
が
、
危
機
を

ア
ピ
ー
ル
し
て
賛
成
派
を
結
束
さ
せ
る
ね

ら
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
が
、
私
た
ち
は
逆
に
、

こ
れ
を
機
会
に
い

っ
そ
う

「
見
直
し
」
を
せ
ま

っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
)
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大
規
模
林
道
が
山
奥
の
自
然
を
人
知
れ
ず
に
破
壊

七
月
に
旭
川
で

「大
規
模
林
道
問
題
全
国
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
の
集
い
」
が
開
催
さ
れ
、
私
た
ち
は
大
規
模
林
道
の
疑

問
点
を
世
間
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
こ
れ
は
石
狩
と
大
雪
の

自
然
を
守
る
会
が
主
体
と
な

っ
て
準
備
、
運
営

に
当
た

っ

た
が
、
当
協
会
も
側
面
か
ら
協
力
し
た
。
「
大
規
模
林
道
」

と
い
う
と
、
北
海
道
で
は

一
般
的
な
知
名
度
が
高
く
な
い
。

し
か
し
人
目
の
つ
き
に
く
い
山
奥

の
人
家
の
な
い
地
帯
で
、

国
道
並
み
の
幅
員
七
耕
、
全
線
舗
装
と
い
う
、
林
道
と
し

て
は
立
派
す
ぎ
る
長
大
路
線
が
、
森
林
開
発
公
団
に
よ

っ

て
三
本
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
①
滝
雄

・
厚
和

線

(六
六
㌔
)、
②
平
取

・
え
り
も
線

(九
三
キ
。)、
③
置

戸

・
阿
寒
線

(七

一
㌔
)

で
あ
る
。

こ
れ
ら
は

「
林
道
」
だ
か
ら
平
野
部
と
は
無
縁

で
、
地

形
が
急
峻
な
山
腹
や
沢
沿
い
を
走
り
、
し
か
も

一
般

の
林

道
と
違

っ
て
七
競
も
の
幅
員
を
と
る
か
ら
、
土
木
工
事

に

と
も
な
う
法
面

(
の
り
め
ん
)
は
大
き
く
山
肌
を
削
り
、

そ
の
土
砂
は
深
い
谷
側
に
向
か

っ
て
埋
あ
ら
れ
る
。
そ

印

の
う
え
路
線
が
通
る
と
こ
ろ
は
地
滑
り
や
土
砂
崩
落
を
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起

こ
し
や
す
い

「
日
高
層
」
な
ど
の
地
質
だ
か
ら
、
工

月1

事
中
は
も
ち
ろ
ん
、
完
成
後
も
法
面
崩
壊
が
あ
い

つ
ぐ

ロ
降

悪
条
件

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
然

の
豊
か
な
路
傍
の

鵯

森
林
や
植
生
の
破
壌

野
生
鳥
獣
の
生
息
幾

破
漿

河
川

へ
の
土
砂
流
出
、
魚
や
水
生
生
物

の
生
息
環
境
破

聞

壊
な
ど
、
自
然
環
境
に
与
え
る
影
響
は
き
わ
め
て
大
き

く
な
る
。

こ
ん
な

「超
立
派
」
な
林
道
が
、
自
然
を
壊

し
な
が
ら
、
は
た
し
て
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
大
規
模
林
道
が
発
想
さ
れ
た
の
は

一
九
六
〇
年

即

代
で
あ
る
。
そ
れ
は
高
度
経
済
成
長
時
代
の
国
土
総
合

開
発
計
画
で
あ
る

「新
全
総
」
の

一
環
と
し
て
構
想
さ

れ
た
、
「
大
規
模
林
業
圏
開
発
計
画
」

の
中
核
的
な
役

割
を
担
う
べ
き
林
道
だ

っ
た
。
「新
全
総
」

に
は
苫
小
牧

東
部
大
規
模
工
業
基
地
開
発
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
苫
小

牧
東
部
の
今
日
の
姿
が

「新
全
総
」
の
末
路
を
象
徴
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち

「大
規
模
」
づ
く
し
の

「新
全
総
」
は
、

立
案
直
後
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
経

済
情
勢
の
激
変
で
、
あ
え
な
く
空
中
分
解
し
て
し
ま

っ
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
大
規
模
林
業
圏
開
発
構
想
で
は
、

日
本
の
林
業
の
将
来
は
造
林
も
伐
採
も

「右
上
り
」
カ
ー

ブ
で
順
調
に
成
長
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
が
、
現
実
の

林
業
は
残
念
な
が
ら

「右
下
り
」
の
長
期
低
落
傾
向
を
阻

止

で
き
な
い
で
苦
闘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
大
規
模
林
道
を

つ
く
れ
ば
起
死
回
生

に
な
る
、
な
ど
と
い
う
も
の
と
は
次

元
の
違
う
、
構
造
的
な
も
の
で
あ
る
。
日
本
林
業
の
今
日

の
姿
は
国
有
林

の
赤
字
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

ま

っ
た
く
必
要
性
が
な
い
大
規
模
林
道

北
海
道
で
の
大
規
模
林
道
は
、

こ
の
構
想
が
具
体
化
さ

れ
か
か

っ
た

一
九
七
〇
年
代
は
じ
め
、
大
規
模
ゆ
え
に
自

然
保
護
世
論

の
批
判
を
受
け
、
計
画
路
線
の
縮
小
そ
の
他

の
軌
道
修
正
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
大
規
模
林
業
圏
構

想
そ
の
も
の
が

「死
に
体
」
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
、

大
規
模
林
道

へ
の
注
目
度
も
低
下
し
て
し
ま

っ
た
。
と
こ

ろ
が
母
体

の
計
画
が
破
綻
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
規
模

林
道
は

「
ど

っ
こ
い
生
き
て
い
る
」

の
で
あ
る
。
「
林
業

が
だ
め
な
ら
観
光
で
」
と
、
森
林

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
開

発
の
先
行
道
路
と
し
て
の
役
割
を
も
く
ろ
ん
で
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
も
リ
ゾ
ー
ト

・
ゴ
ル
フ
場
ブ
ー
ム
と
共
通
の

運
命
で
、
「
地
域
振
興
」
に
は
何

の
寄
与
も
し
な
い
。

リ

ゾ
ー
ト

・
ゴ
ル
フ
場
は
民
間
主
体
だ
か
ら
景
気
の
動
向
に

敏
感
だ
が
、
大
規
模
林
道
は
税
金
を
使
い
親
方
日
の
丸
意

識
だ
か
ら
、
周
囲
の
状
況
変
化
と
は
無
縁
に
、
高
度
経
済

成
長
時
代
の
遺
産
事
業
が
い
ま
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
完
成
後
の
維
持
管
理
は
地
方
自
治
体
へ
ま
か
せ
ら
れ
、

地
形
が
急
峻
な
地
帯
だ
か
ら
維
持
費
が
か
さ
み
地
方
自
治

体
に
は

「お
荷
物
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
か
に

大
き
い

「お
荷
物
」
か
は
、
①
山
形
県
で
進
行
中
の
大
規

模
林
道
、
真
室
川
小
国
線

の
部
分
完
成
直
後
の
路
面
亀
裂

や
法
面
崩
落

(自
治
体
移
管
前
な
の
で
公
団
が
復
旧
費
を

負
担
)、
②
石
川
県
の
白
山

ス
ー
パ
ー
林
道
、
③
山
梨
県
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の
南

ア
ル
プ
ス
ス
ー
パ
ー
林
道
、
な
ど
の
先
行
地
域

で
、

自
治
体
が
負
担
す
る
維
持
費

の
出
費

(年
間
三
千
万
円
前

後
)
で
実
証
ず
み
で
あ
る
。

旦
局
・
え
り
も
路
線

で
み
る
と
、
旦
局
の
海
岸
寄
り
か

ら
国
道
一
ゴ
ニ
五
号
、
苫
小
牧
～
浦
河
の
高
規
格
道
路
、
道

道
、
そ
し
て
山
側
に
大
規
模
林
道
と
、
狭
い
地
域
に
三
～

四
本
の
道
路
が
平
行
し
て
走
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、

こ
ん

な
に
多
く
の
道
路
が
狭
い
地
域

に
必
要
だ
ろ
う
か
。

こ
れ

は
開
発
局
、
北
海
道
、
森
林
開
発
公
団
と
、
そ
れ
ぞ
れ
事

業
主
体
が
異
な
る
た
め
の
、
縦
割
り
行
政
に
よ
る
弊
害
の

見
本
で
あ
る
。

当
協
会

の
問
題
提
起
に
刺
激

さ
れ
た
様

似
町
の
有
志
が
、
十
月
、
様
似
町
で

「大
規
模
林
道

っ
て

何
だ

べ
?
」
の
学
習
会
を
企
画
し
、
寺
島

一
男
理
事

(旭

川
)
と
俵
が
大
規
模
林
道

の
問
題
点
を
話
し
た
。
町
会
議

員
数
名
や
建
設
会
社
社
長
を
含
む
約
七
〇
名
が
参
加
し

て

く
れ
た
。
そ
の
学
習
会

の
成
果
が
た
だ
ち
に
現
わ
れ
た
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
が
、
十
二
月
二
四
日
の
北
海
道
新
聞

.
大
規
模
林
道
な
ぜ
造
る

覆

【旭
川
】
森
林
開
発
公
団
が
全
国
各
地
で
造
成
中
の
大
鋭
僕
林
道
に
つ
い
て
ク
んる
「第
四
回
大
規
綴
林
道
闘嗣
企
国
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
築
い
北
海
道
築
会
」
が
六
日
、
旭
川
巾
内
で
開
か
れ
た
。
豊
門
禦
か
ら
は
「必
要
の
な
い
軽

零

の

震
熊
駄
遣
い
」
「林
導
」
名
を
僑
b
た
箋

巴
な
ど
、
造
成
に
対
す
る
批
判
的
な
磁
見
が
帽
次
い
だ
。

、撫
驚
羅
蓼

纏
齢

林
函

に
脚
薙

つ
的
　.
未
舗
装
.
申
綜
の
林
道
の
き
に

必
費
煽
小
隈
の
學

「
分
.

白
瓦
卜人
が
5
加
し
些

ナ
キ
ウ
サ
ギ
の
生
忌
す
る
岩
場

ん
　

き

の
ぬ
が
あ
る
　
こ
の
ハ
　
を
ユ
ね
し

論
撒輪
詳
齢
漣
脚齢
…繍
"

会

攣

齢

耀

轄

轍
蠕

集

ー

・籔

(網
(嚢
)は
「磐
裟

国

よ
　
　
も
　
ぬ
　　

ま

　
り　
は
ぬ
の
こ
ろ
ご

(曇

内
)
、
鰍
"
象

ろ
セ

い
重
象

を
さ

全

脚
ぬ

　ゑ

　
　
ね
バ
　
の
ゴ
ロ
ん
あ
り
ヘ
ナ
キ
ウ
サ
ギ
が
ま

略
鑑

隅中義

姦

箪

い蒙

ガスに
弱

で

㎜磯
鷺

礪督
㎎
r費
馨

きい轟

川

国難

林幾
難

旭

い
「4
き
た
化
石
」
づ
キ
ウ
サ

湖
査
で
「道
路
鴇⊥定
地
山
側
κ

ギ
の
4
息
地
を
樋
切
り
、
影
響

卜
屑で
な
息
が
偉
躍
で
き
な
か

批判意見相次ぐ
人
田種

朴謬

い
ら
な
い
」
と
…

日
火
を
切
り
、
石
蟻
謙
占
・北
一

人
驚
簾

銘
覇
埜
あ
㎜

林
道
造
り
塗
例に
挙
げ
「林
道
一

は
藤
と
人
と
の
蓑

ぶ
媒

仏
.
一般
遵
路と
同
じ
燈
昌で

は
造
れ
な
い
」
と
指
摘
し
窺

ま
痙

島
根
県
の
宍
道
研
・

中
醸
の
談
水
化
霊

を
求
め
て

き
た
保
母
虞
彦
・莇
繊
人
啓
恨

は
、
公
共
萎

保
痢

に
転
快
す
る
ジ
ス
テ
ム
つ
ぐ
り

を
提
寮
.
山
形
撮
で
へ
規
快
林

通
に
反
対
し
て
い
る
h集
川
の

目
燃
を
守
ゑ
ビ
の
原
敬
.会

長
は
緑
の
ダ
ム
轍
備
促
轟

の

鱒
簑

え
鵡

大規模林道問題全国ネットワークの集い
(北海道新聞1996年7月7日)

図3

は
、
「
ア
ポ
イ
岳
周
辺

・
大
規
模
林
道
の
建
設
休
止

へ
」

と
報
じ
た
。

こ
れ
は

「
行
政
改
革
」
の
案
が
出
る
た
び
に

廃
止
が
と
り
ざ
た
さ
れ
る
森
林
開
発
公
団
が
、
自
己
保
身

の
た
あ

「
と
か
げ
の
尻
尾
切
り
」
を
先
行
さ
せ
た
と
の
印

象
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

林
業
は
振
興
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
林
道
も
必

要
な
と
こ
ろ
に
は
整
備
す
べ
き
だ
と
思
う
。
し
か
し
森
林

施
業
の
た
め
に
は
、
幅
員
七

、
完
全
舗
装
の
立
派
す
ぎ

る
大
規
模
林
道
は
い
ら
な
い
。
「と
か
げ
の
尻
尾
切
り
」

で
済
ま
せ
ら
れ
る
問
題

で
は
な
い
。

(追
記

・
こ
の
原
稿
を
書

い
た
後
、

一
九
九
七
年

一
月

一

日
の
読
売
新
聞
と
北
海
道
新
聞
は
、
政
府

・
自
民
党

の

「特
殊
法
人
改
革
案
」
を
ト
ッ
プ
記
事

で
紹
介
し
て
い
る

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
森
林
開
発
公
団
は

「廃
止

・
縮
小
」

の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
も

「案
」
で
終
わ
ら
ず
、

今
後
の
行
政
改
革
が
本
物
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
)

国
有
林
の
赤
字
経
営
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か

国
有
林
の
森
林
施
業
が
お
か
し
い
?

と
多
く
の
人
が

気
づ
い
た
の
は
、

一
九
八
六
～
八
七
年
の

「
知
床
森
林
伐

採
問
題
」
を
通
じ
て
で
あ
る
。
こ
の
と
き
北
海
道
営
林
局

は
、
知
床
の
森
林
か
ら
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
老
齢
過
熟
木
を

伐
採
す
れ
ば
、
ト
ド
マ
ッ
の
若
木
の
成
長
が
促
進
さ
れ
、

森
林
が
若
返
り
活
性
化
す
る
か
ら
伐
採
が
必
要
だ
、
と
強

く
主
張
し
た
。
多
く
の
林
学
者
も
営
林
局
の
施
業
方
針
を

支
持
し
た
。
し
か
し
国
民
的
な
世
論
は
、
知
床

の
よ
う
な

原
始
地
域
で
は

「
林
業
」
よ
り

「
森
林
」
を
重
視
す
べ
き

で
、
シ
マ
フ
ク

ロ
ウ
や
ヒ
グ

マ
な
ど
野
生
鳥
獣

の
生
息
地

を
含
め
て

「
環
境
」
を
そ
っ
く
り
守
っ
て
ほ
し
い
、
と
願

っ

た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
営
林
局
が
知
床
森
林
伐
採

の
先
行
的

モ
デ
ル
と
し
て
説
明
し
た

「斜
里
営
林
署
」
に
よ
る
森
林

伐
採
が
、
昭
和
六
〇
年
度
の

『林
業
白
書
』
の
記
述

に
よ

る
と
、
「高
品
質
木
材
の
生
産
に
よ
る
収
入

の
確
保
」

の

た
め
に

「奥
地
に
あ
る
優
良
木
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
集
材
に

よ
る
搬
出
」
を
行

っ
た

「
創
意
工
夫
を
懲
ら
し
た
経
営
改

善

へ
の
取
組
」

の
優
良
事
例

で
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
、

営
林
局
の
い
う

「森
林

の
活
性
化
」
と
い
う
説
明
が
虚
説

で
あ
り
、
「老
齢
過
熟
木
」
が
実
は

「高
品
質
木
材
」
だ
っ

た
こ
と
が
露
呈
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
前
後
か
ら
、
国
有
林

で
進
行
す
る
森
林
の
伐
採
や
、

リ
ゾ
ー
ト
開
発

・
ス
キ
ー
場

へ
の
土
地
提
供
は
、
森
林
を

守
り
育
て
る
こ
と
よ
り
も
、
赤
字
対
策

の
収
入
確
保
を
主

眼
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
の
目
が
国
民

か
ら
向
け
ら
れ
、
ま
た
批
判
の
声
が
高
ま
っ
て
き
た
。
ヒ
ュ
ー

マ
ン
グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ン
と
い
う

一
連
の
構
想
は
、
そ
の
典

型
的
な
も
の
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
有
林
は
独
立
採
算
の

特
別
会
計
で
営
ま
れ
て
い
る
が

一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら

赤
字
に
転
じ
、

一
九
九
五
年
で
累
積
赤
字
は
三
兆
三
千
億

円
に
達
し
て
い
る
。
林
野
庁
で
も
経
営
改
善
に
務
め
、
最

盛
期
は
八
万
人
以
上
い
た
林
野
庁
の
職
員
も

一
九
九
五
年

に
は

一
万
七
千
人
に
ま
で
削
減
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
森
林

の
現
場
管
理
は
手
薄
に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
累
積
赤
字
は
年
々
悪
化
し
、
長
期
低
落
の
傾
向
を

脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。

そ
の
た
め
国
有
林

の
経
営
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
だ
ろ

う
か
、
と
懸
念
す
る
声
が
識
者
の
間
か
ら
高
ま

っ
て
き
た
。

そ
う
し
た
声

に
応
え
、
八
月
に
は
橋
本
竜
太
郎
総
理
大
臣

か
ら
の
直
接

の
お
声
が
か
り
で
、
今
後
の
国
有
林
の
あ
り

方
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
橋
本
総
理
は
、

大
幅
な
赤
字
が

つ
づ
く
国
有
林
に
つ
い
て
、
①
環
境
保
全

で
重
要
な
部
分
は
環
境
庁
に
移
管
す
る
な
ど

一
般
会
計
に

移
し
、
②
木
材
生
産
を
主
と
す
る
部
分
は
民
営
化
し
た
ら

ど
う
だ
、
と
い
う
意
向
を
も
ち
、
「林
政
審
議
会
」

に
国
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1996」F(平 虐8年)9月8日(8●8)

林
政
審

見
直
し
論
議

へ

ll
羅

1

蓄

婁
蒙

奪
浮

債
務
3
兆
円
超
す

営彗

統
廃
合

合
理
化
及
ば
ず

謡

鰻
難

難
蓬
鎚ー
濫

の■:胃鉢一膨年L2月、士別市上士別の

愈 国鍵
計 一 つ

團mr綜野
,て いる

は
七
葦

醒
に
単
隼
肇
冊宰
に

資
か
象
り借
金
が
始
巌
った
.

林
野
庁
は
●罧
響
の
統
廃
色

や
、
ピ
ー
ク
の
六
四
犀
麗
に
八

万
孕

人
い
た
願
員
ゆ
五
分
の

一以
下
に
酬
礪
す
る
など
の
凸

国肩鉢野事簾の累積債覇と饗員の推移

!血1抽靴一
繊馨牽難ξ藝峯奪箋難鑓離

理
化
を
縄
け
て
8
たが
、
G
金

は
璽
にる
嚢
式
に
増
加
.
召

犀
に
璽
疋レ
た四
嚢

警

改
豊
軒
■
(九
一隼
展
⊥
6

Q
霧
度
)で
賎

埜
琴
言

増
や
し
薫

し
か
レ
てれ

で
も
聞
に
合
わ
ナ
、
勇

に
僅

愈
2
重
ね
る
墨
■
楓に
鴎
っ
て

お
り
、
九
f章
度
泰
り累
馴
債

務
は
過
云
最
高
の
=天
=ギ
=

百
八
爆
円
に
膨
れ
病

っち

ζ
の
紹
果
一蒙

度

5ぞ
に
娩
常
収
支
を
均
衡
さ
せ

る
改
曹
計
画
の
巡
成
は
絶
望

あ
る
林
野
庁
幹
部
は
「も
と

も
と
計
■
自
体
が
パ
プ
ル
の
絶

頂
期
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
矯

今
で
は
非
貫
冥
的
」
ζ

事
異

上
確
た
ん
し
た
ζ
と
を
認
め

る
.埜

駅蟹
融会
の
国
有
林
部
会

で
は
、
亭蹴
の
一馨

化
や

公
蕊
団
門
の
環
胤
庁
へ
の
移
■

な
叢

鰯
広
く
論
議
さ

れ
ス冤
通
し
.

積
唇
寒
冷
地
の
北
湿
遵
は
轟

林
の
生
長
壇
展
が
遅
く
、
峯
州

以
爾
に
比
ぺ
投
資
効
濯
が
愚
い

糞

民
営
化
の
い
か
んに
か

か
わ
ら
ナ
「事
簾
規
慎
の
紹
小

は
不
司
遵
」と
の
見
方
も
あ
り
、

林
撲
へ
の
影
響
が
懸
芯
さ
れ
て

鴨

いる
.

「国
土
保
全
庁
」の
創
設
を

課

韓

.嘘

ン
セ
ン
ス
規

民
間
埜
委

舘
が

墜
1る
ぺ寒

た
に
嵐
旅
と
園
土
の
保
全
に
霞

を

∴

雛
し
い現
状で
、
国
脊
林
賢
憂
懸
を

林
野
事
嬢
で
の
歌府
の役
劇
は
、

置
い
た
現
業
庁
で
あ
る
「国
土
保
全

.…

民
聞
に
移
して
収
支
が
屡
り
立
つ
と

そ
れ
ぞ
れ
の
+晒
の
条件
にあ
った

庁
」を
創
設
す
る
よ
う
撮
獲
し
た
い
.
.

は
盟
5凸に
く
い
か
ら
だ
コ

「艮
い
疎
郭
」
を
導
り、
山
員な
ど

一般
会
蹴
で
(獲
…在
-の
林
野
庁
職
員

ロ
き

ヨ

は
しま

モ

あ

の
ホ
の
ロ
き
にく
い
き

っ
よ
リ
チ
い
リ
ニも
ニ　カ
　
ヨ

の
な

レ

.纏

.難

燃雛

惣
雛

輔
嚢

鍾
襲

れな蓉

…一

を
の
　
ほ
ム
お
カま
で
は
ち
エほ
　

う
の

が
か
か
る
　
　
ね
　
ヨ
サ
ま
が
な
え

な

畏
野ー

趨
鋸

棚蟹

熱

疑
ユ縮
灘
饗

一…
て 笑小か い州徽 さ曹 や会 め 異'絶

国有林野事業の見直 し論議(北海道新聞
1996年9月8日)

図4

地
域
は

「民
営
化
」

す
べ
き
と
の
意
見

が
聞
か
れ
る
が
、

現
状
の
林
業
経
営

は
民
営
化
す
れ
ば

成
功
す
る
と
の
見

通
し
が
な
く
、
経

営
不
振
と
な
れ
ば

林
業
地
を
リ
ゾ
ー

ト
用
地
な
ど
と
し

て
売
却
さ
れ
る
懸

念
が
あ
る
の
で
、

原
則
と
し
て
民
営

化
し
な
い
こ
と
、

を
要
望
し
た
。

有
林
野
事
業
あ
り
方
の
抜
本
的
検
討
を
諮
問
す
る
こ
と
に

な

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る

(北
海
道
新
聞

一
九
九
六
年
九

月
八
日
)
。

い
く
ら
国
有
林
が
赤
字
と
い

っ
て
も
、
木
材
生
産
は
必

要
で
あ
り
、
林
業
は
振
興
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の

一
方
で
、
国
有
林
面
積
の
半
分
以
上
は
保
安
林
な
ど
、

公
益
的
機
能
の
役
割
を
担

っ
た
森
林

で
あ
る
。

と
く
に
自

然
公
園
や
鳥
獣
保
護
区
な
ど
で
は
、
「林
業
」

よ
り

「
環

境
」
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
当
協
会

は
衆
議
院

選
挙

の
終
わ
る
の
を
ま

っ
て
、
十

一
月

一
日
、
総
理
大
臣

あ
て
に
要
望
書
を
送
り
、
③
国
立
、
国
定
公
園
、
天
然
保

護
区
域
、
鳥
獣
保
護
区
、
保
安
林
を
始
め
と
す
る
自
然
保

護
地
域
に
所
在
す
る
国
有
林
の
経
営
は
、
自
然
環
境
保
全

施
策
を
優
先
さ
せ
、
そ
の
維
持
管
理
に
要
す
る
経
費
は

一

般
会
計
負
担
と
す
る
こ
と
、
④
木
材
生
産
を
主
体
と
す
る

国
立
公
園
な
ど
の
国
有
林
経
営
は
環
境
庁
で
?

北
海
道
の
森
林

で
は
国
有
林
の
占
め
る
割
合
い
が
と
く

に
高
い
。
国
有
林
の
赤
字
経
営
が
顕
在
化
す
る
ま
で
は
全

国
に
十
四
の
営
林
局
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
五
営
林
局
が
北

海
道
に
所
在
し
て
い
た

(現
在
は

一
営
林
局
に
四
営
林
支

局
)。
全
国
の
国
有
林
面
積
の
四

一
%
が
北
海
道
に
あ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
北
海
道
の
国
立
公
園
、
国
定
公
園

で
も
国
有
林
の
占
め
る
割
合
が
高
く
な

っ
て
い
る
。
国
立

公
園
に
例
を
と
る
と
、
道
内
の
国
立
公
園
の
国
有
林
率
は

九
〇
%
で
あ
る
が
、
北
海
道
を
除
く
全
国
の
国
有
林
率
は

五
四
%
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
豊
か
な
自
然
を
誇
る
北
海

道
の
国
立
公
園
は
、
国
有
林
と

「運
命
共
同
体
」
な
の
で

あ
る
。
国
有
林
が
衰
退
す
れ
ば
国
立
公
園
も
衰
退
す
る
。

も
し
も
国
立
公
園
内

の
国
有
林
を

一
般
会
計
で
負
担
し
、

特
別
会
計
の
枠
外

で
経
営
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、

北
海
道
の
国
立
公
園
の
九
〇
%
は
、
国
立
公
園
の
目
的
を

主
体
と
し
た
管
理
経
営
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な

る
。
本
州
で
も
、
東
北
地
方
や
中
部
山
岳
地
方
に
は
、
国

有
林
率
の
高
い
国
立
公
園
が
あ
り
、
北
海
道
と
似
た
よ
う

な
条
件
に
あ
る
。

日
本
の
国
立
公
園
な
ど
自
然
公
園
は
、
土
地
所
有
に
か

か
わ
ら
ず

「
指
定
」
さ
れ
る

「地
域
制
」

で
あ
り
、
土
地

所
有
を
前
提
と
し
て

「設
置
」
さ
れ
る
都
市
公
園
の

「営

造
物
」
と
は
、
対
照
的
な
制
度
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

自
然
公
園
内
の
国
有
林
経
営
を

一
般
会
計
で
負
担

で
き
れ

ば
、
「地
域
制
」

で
あ
り
な
が
ら
、
実
質
的
に
は

「
営
造

物
」
に
近
づ
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
を
始
め

と
す
る
外
国

の
国
立
公
園

で
は
、
「
地
域
制
」

で
な
く

「営
造
物
」
制
度
を
採
用
し
い
る
と

こ
ろ
が
多
く
、
国
立

公
園
内
で
農
林
業
や
鉱
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
き
び
し

く
規
制
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
国
際
自
然
保
護
連
合

(
I
U
C
N
)
が
発
行
す
る
世
界

の
国
立
公
園
リ
ス
ト
で

も
、
自
然
保
護
地
域
を
い
く

つ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
区
分

し
、
国
立
公
園

(開
発
や
居
住
を
き
び
し
く
制
限
)
を
H

型
、
自
然
景
観
保
護
地
区

(半
自
然
や
観
光
レ
ク
重
点
)

を
V
型
と
し
、

一
九
八
五
年
当
時
の
リ
ス
ト
で
は
日
本
の

国
立
公
園
の
大
部
分
は
H
型
で
は
な
く
、
V
型
に
分
類
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
北
海
道
を
始
め
と
す
る
国
有
林
率
の

高
い
国
立
公
園
は
、

V
型
で
は
な
く
H
型
に
誘
導
で
き
る

可
能
性
を
も

っ
て
い
る
。

私
は
知
床
森
林
伐
採
問
題
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
痛
感
し
た
の
で
、

一
九
八
八
年
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
」

(当

協
会
会
誌

・
二
七
号
)、

一
九
八
九
年
に

「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
九
〇
年
に

「北
海
道
か
ら
見
た
日
本
の
国
立

公
園
の
将
来
像
」
(
「国
立
公
園
」
四
八
二
号
)
を
発
表
し
、
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少
し
で
も
そ
の
よ
う
な
世
論
を
喚
起
し
た
い
と
思

っ
た
。

し
か
し
、
国
立
公
園
を
所
管
す
る
環
境
庁

と
し
て
は
、

林
野
庁
に
対
す
る
遠
慮
が
あ

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を

さ
れ
る
と
仕
事
が
や
り
に
く
く
な
る
、
と
い
う
思
惑
が
あ
っ

て
か
、
私
の
主
張
に
強
く
反
発
し
た
。
例
え
ば
当
時
の
環

境
庁

の
担
当
課
長
は
、
私
の
論
説
が
の
っ
た
翌
号
の
雑
誌

で
、
「
(日
本
の
国
立
公
園
は
独
特

の
良
い
制
度
を
も

っ
て

い
る
の
だ
か
ら
)
本
当
の
国
立
公
園
を
作
ら
な
け
れ
ば
世

界
に
遅
れ
を
と
る
、
と
い
っ
た
論
議
は
、
わ
が
国
の
国
立

公
園
行
政
を
推
進
し
て
い
く
上

で
余
り
意
味

が
な
い
。
」

「
せ
め
て
北
海
道
に
お
い
て
は
、
H
型

に
当

て
は
ま
る
よ

う
な
真

の
意
味
の
国
立
公
園
を
作
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い

わ
れ
る
が
、
理
想
は
理
想
と
し
て
実
現
は
な
か
な
か
難
し

い
。
…
あ
る
い
は
林
野
特
別
会
計
制
度

の
見
直

し
、
さ
ら

に
は
公
園
の
管
理
と
土
地

の
管
理
と
の

一
元
化
を
図
る
、

と
い

っ
た
行
政
組
織

の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
再
編
が
行
な

わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
が
、
軽
々
と
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
」

(「国
立
公
園
」
四
八
三
号
、

一
九
九
〇
)
と
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
現
状
を
良
し
と
し
、
理
想
に
向
か

っ
て
改
善
し

よ
う
と
す
る
意
欲
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
直
接

に
は
責
任
の

な
い
部
外
者

の
理
想
論
と
、
現
実
を
か
か
え
る
当
事
者
の
、

も
の
の
見
方
の
違
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
年
末
、
大
晦
日
の
北
海
道
新
聞
を
見
て
私
は

驚
い
た
。
「
国
有
林
所
有
を
検
討

・
環
境
庁

・
林
野
庁

の

再
編
視
野
に
」
と
報
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
環
境
庁
が
自

然
保
護
の
た
め
に
国
有
林
を
所
有
し
よ
う
と
す

る
、
そ
の

記
事
の
解
説
に
は
、
「
自
然
保
護
な
ど

の
視
点

か
ら
国
土

の
あ
り
方
を
再
検
討
す
る
好
機
。
各
省
庁
が

〈不
可
侵
条

約
〉
を
結
ん
で
権
限
を
守
り
合
う
縦
割
り
行
政
を
や
め
、

林
野
庁
改
革
論
議
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
」
と
あ
る
。
わ
ず
か
数
年
前

の
自
然
保
護
行
政

に
と

っ
て

「
そ
ん
な
理
想
論
は
迷
惑
だ
」
と
反
発
さ
れ
た

こ
と
が
、
い
ま
は
手
が
届
く
か
も
し
れ
な
い
距
離
に
き
た

の
で
あ
る
。
時
代
は
確
実
に
変
わ
り
は
じ
め
て
い
る
。

お
わ
り
に

こ
の
原
稿
は

一
九
九
六
年
十
二
月
に
書
い
た
。
と
こ
ろ

が

一
九
九
七
年
に
か
け
て
の
年
末
年
始
は
、
行

・
財
政
改

革
の
大
き
な
う
ね
り
の
な
か
で
、
北
海
道
の
自
然
保
護
に

と

っ
て
重
要
な
新
聞
報
道
が
連
日
の
よ
う
に
続
い
た
。

こ

の
原
稿
に
関
係
す
る
北
海
道
新
聞

の
記
事
だ
け
だ
け
で
も
、

一
九
九
六
年
十
二
月
二
四
日

「
ア
ポ
イ
岳
周
辺

・
大
規
模
林
道
の
建
設
休
止

へ
」

十
二
月
三

一
日

「国
有
林
所
有
を
検
討

・
環
境
庁

・
林
野
庁
の
再
編
視
野

に
」

一
九
九
七
年

一
月

一
日

「北
東
公
庫
な
ど

一
〇
特
殊
法
人

・
統
廃
合
を
年
内
に
決

定
」
(森
林
開
発
公
団
を
含
む
)

一
月
三
日

「道
、
大
型
公
共
事
業
見
直
し

・
月
内
に
も
検
討
委

・
環

境
重
視
鮮
明
に

・
士
幌
高
原
道
も
視
野
」

一
月
六
日

「堀
知
事

・
大
規
模
事
業
見
直
し
表
明

・
『時
の
ア
セ
ス
』

要
綱
策
定
」

一
月
十
五
日

「時

の
ア
セ
ス
・
道
、
見
直
し
対
象
洗

い
出
し

・
士
幌
高

原
道
が
焦
点
」

一
月
十
八
日

「北
条
開
発
局
長

・
放
水
路
見
直
し
に
言
及

・
別
の
治
水

対
策
検
討
も

・
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
あ
る
」

な
ど
な
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

コ

つ
の
方
向
が
示
さ

れ
た
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
結
果
が
出
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
で
も
そ
の
方
向
は
、
い
ま
ま
で
の
行
政
が
目
指
し
て

い
た
も
の
か
ら
軌
道
修
正
し
、
私
た
ち
が
求
め
て
い
た
も

の
へ
の
方
向
転
換
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
確
実
に
実
の
な

る

「結
果
」
を
期
待
し
た
い
。

一
九
九
六
年
十
二
月
二
六
日
の
朝
日
新
聞
に
よ
れ
ば
、

一
九
九
七
年
度
政
府
予
算
案

の

「
公
共
事
業
費
の
各
省
別

配
分
」

で
は
、
行

・
財
政
改
革

の
掛
け
声
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ほ
と
ん
ど
前
年
と
変
わ
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
は

「
三

十
年
以
上

シ
ェ
ア
不
変
」
で
、
「
『国
益
よ
り
も
省
益
』
の

力
学
」
に
支
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
行

・
財
政
改
革

の
道
程
は
ま
だ
遠
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

…繍●8

」

一ぽ

図5士 幌高原道路 も見直 し?
(北海道新聞1997年1月3日 、同2月19日)

23


