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本
文
の
ね
ら
い

・
要
点

石
狩
平
野
の
防
風
林

に
は
、
明
治
に
始
ま

っ
た
耕

地
開
拓
以
前
の
原
植
生
の
名
残
り
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
部
分
は
、
自
然
の
現
況
を
考
え
る
場
合
の

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
先
人
の

苦
労
を
知
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
現
在
の
防
風
林

は
耕
地
や
宅
地
の
中
に
散
在
す
る
た
め
、
開
拓
以
前

と
は
異
な

っ
た
環
境
条
件
下
に
あ
る
と
思
わ
れ
、
今

後
の
推
移
な
ど
を
展
望
す
る
。

防
風
林
の
種
類
と
分
布

石
狩
平
野

の
景
観
は
広
々
と
し
た
農
村
景
観
に
特
徴
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
新
千
歳
空
港
に
着
陸
す
る
際

に
北
側
か

ら
空
港
に
進
入
す
る
と
、
特
に
そ
の
広
さ
を
実
感
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、

こ
う
し
た
広
々
と
し
た
景
観

に
ア
ク
セ

ン
ト
を
与
え
て
い
る
要
素

の

一
つ
が
、
防
風
林

で
あ
る
。

石
狩
平
野
の
防
風
林

に
は
、
樹
種
、
幅

の
大
小
、
長
さ

の
長
短
な
ど
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち

幅
が
五
〇

m
程
度
の
防
風
林
は
お
も
に
国
有
地
で
、
幹
線

防
風
林
と
呼
ば
れ
て
い
る

(図

一
)。

一
方
、
耕
地
の
畔

に
そ

っ
て
列
状
に
並
ん
で
い
る
防
風
林
は
、
耕
地
所
有
者

が
自
分

の
耕
地
の
収
量
を
増
加
さ
せ
る
た
め
に
造
成
し
た

も
の
で
、
耕
地
防
風
林
と
通
称
さ
れ
て
い
る

(図

二
)
。

耕
地
防
風
林
の
総
延
長
を
合
計
す
る
と
長
大
な
も
の
に
な

る
で
あ
ろ
う
が
、
樹
木
の
配
列
が

一
列
程
度
な
の
で
、
生

物
学
的
に
は
あ
ま
り
多
様
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
価
値
を

否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
幹
線
防
風
林
に

限
定
し
て
紹
介
す
る
。

石
狩
平
野
の
う
ち
、
北
部
の
滝
川
、
砂
川
両
市
、
お
よ

び
そ
の
周
辺
の
町
村
に
は
、
幹
線
防
風
林
は
あ
ま
り
分
布

し
な
い
。
そ
こ
で
美
唄
市
と
月
形
町
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
よ
り

幹線防風林(長 沼町八区)図1耕地防風林(北 村豊正)図2
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南
を
対
象

に
し
て
著
者
が
試
算
し
た
と
こ
ろ
、
湿
性
の
落

葉
広
葉
樹

(お
も
に
ヤ
チ
ダ
モ
、

ハ
ン
ノ
キ
)
か
ら
な
る

防
風
林
が
最
も
長
く
、

一
五
三

・
一
㎞
で
あ

っ
た
ー
。

こ

の
中
に
は
造
成
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
が
、
後

に
触
れ
る
よ

う
に
天
然
生
の
部
分
も
あ

る
。

こ
れ
に
続
い

て
針
葉
樹

(ド
イ

ツ
ト
ウ
ヒ
や
カ
ラ
マ
ッ
)
と
落
葉
広
葉
樹
が
混
じ

っ

た
も
の
が
六
三
㎞
、
針
葉
樹

の
防
風
林
が
四
六

・
七
㎞
な

ど
が
主
要
な
内
容
で
あ

っ
た
。

こ
の
二

つ
の
種
類
の
防
風

林
は
、
ド
イ
ッ
ト
ウ
ヒ
や
カ
ラ
マ
ツ
が
も
と
も
と
北
海
道

に
は
分
布
し
な
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
す

べ
て

造
成
さ
れ
た
防
風
林
で
あ
る
。

こ
う
し
た
防
風
林
の
総
延

長
は
二
八
五

・
四
㎞
、
耕
地

一
平
方
㎞
あ
た
り
に
換
算
す

る
と
○

・
三
五
㎞
の
幹
線
防
風
林
が
分
布
す

る
こ
と
に
な

り
、
な
か
な
か
た
い
し
た
長
さ
だ
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
こ

う
し
た
幹
線
防
風
林
が
現
在
に
至

っ
た
経
緯
を
見
て
み
よ

う
。

石
狩
平
野
の
原
植
生

幹
線
防
風
林
の
起
源
を
知
る
に
は
、
ま
ず
防
風
林
形
成

以
前
、
す
な
わ
ち
開
拓
以
前
の
状
態
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

古
典
的
な
植
物
群
落
の
遷
移
理
論
に
よ
る
と
、
十
分

に
時

間
が
経
過
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
気
候
条
件

に
対

応
し
た
安
定
し
た
植
物
群
落
が
発
達
す
る
。

こ
れ
を
気
候

的
極
相
群
落
と
い
う
。
北
海
道
南
部
の
場
合
は
落
葉
広
葉

樹
と
常
緑
針
葉
樹
が
混
生
し
た
森
林

(針
広
混
交
林
)
が

そ
う
し
た
植
物
群
落
に
相
当
す
る
。
日
本
の
植
物
群
落
を

体
系
的
に
整
理
し
た
植
物
社
会
学
派
の
研
究
成
果

で
は
、

石
狩
平
野
に
お
い
て
は
ヤ
チ
ダ
モ
と

ハ
ン
ノ
キ
か
ら
構
成

さ
れ
る
湿
地
林
が
潜
在
的
な
植
物
群
落
と
さ
れ
て
い
る
2
。

し
か
し
現
実
の
石
狩
平
野
で
は
土
地
的
な
要
因

の
た
め
、

開
拓
以
前
の
手

つ
か
ず
の
状
態
で
も

一
面
が
湿
地
林
で
あ

っ

た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。

石
狩
平
野
は
海
抜
標
高
の
き
わ
め
て
低
い
平
野
で
、
北

端
の
沼
田
町
で
も
六
〇

m
程
度

で
あ
る
。
こ
の
た
め
今
か

ら
六
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
最
も
温
暖
だ

っ
た
時
期
に
は
海

水
面
が
上
昇
し
た

(縄
文
海
進
)
結
果
、
石
狩
平
野
南
部

は
現
在
の
石
狩
湾
と
連
続
し
た
浅
海
で
あ

っ
た
。

こ
れ
を

古
石
狩
湾
と
呼
ぶ
が
、
当
別
、
新
篠
津
、
上
幌
向
と
南
幌

を
結
ぶ
ラ
イ
ン
が
当
時

の
海
岸
線
で
あ

っ
た
3
。
そ
の
後
、

や
や
寒
冷
化
し
た
た
あ
、
海
岸
線
は
後
退
し
て
現
在

の
状

態

に
な

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
平
野
南
部
は
陸
化
し
て
か

ら
さ
し
て
時
間
が
経

っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

気
候
条
件
に
対
応
し
た
安
定
し
た
植
物
群
落
が
成
立
す
る

に
は
、
時
間
は
十
分
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た

め
開
拓
以
前
の
石
狩
平
野
に
は
、
ミ
ズ
ゴ
ケ
や
ヨ
シ
の
湿

地
が
広
大
に
広
が

っ
て
お
り
、
森
林
と
し
て
は
平
野
の
辺

縁
部
や
河
川
の
自
然
堤
防
な
ど
湿
地
に
比
べ
て
比
高
が
や

や
高
く
河
川
堆
積
物
か
ら
な
る
立
地
上
に
、
ヤ
チ
ダ
モ
を

主
体
と
し
て
、

ハ
ン
ノ
キ
や

ハ
ル
ニ
レ
を
混
生
し
た
森
林

が
部
分
的
に
成
立
し
て
い
た
ら
し
い
。
こ
う
し
た
状
態
に

中
に
、
明
治
以
降
、
急
速
に
耕
地
が
造
成
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
で
は
、
こ
う
し
た
耕
地
の
造
成
と
、
そ
れ
に
と
も
な

う
原
植
生
の
減
少
は
ど
の
よ
う
に
進
行
し
、
幹
線
防
風
林

が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

幹
線
防
風
林
の
由
来

図
三
は
、
著
者
の
職
場

の
あ
る
美
唄
市
光
珠
内
周
辺
の

石
狩
平
野
の
明
治
以
降

に
お
け
る
、
原
植
生
と
土
地
利
用

状
況
の
変
遷
を
、
国
土
地
理
院
発
行
の
五
万
分
の

一
地
形

図
を
も
と
に
再
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
美
唄
市
に
は

一
八

九
三
年
以
降
に
屯
田
兵
が
入
植
し
た
の
で
、

一
八
九
七
年

当
時
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
が
原
植
生

の
ま
ま
で
、
利
用
さ
れ

て
い
る
部
分
は
ご
く
わ
ず
か
だ

っ
た
。
そ
の
後
開
拓
は
進

ん
だ
が
、
大
型
機
械
の
少
な
か
っ
た

一
九

一
五
年
、

一
九

五
七
年
段
階
で
は
、
ま
だ
湿
地
が
か
な
り
広
範
囲
に
残

っ

て
い
た
。
し
か
し
、

一
九
七
二
年
に
な
る
と
最
後
ま
で
残
っ

て
い
た
湿
地
も
急
速
に
耕
地
化
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
幹

線
防
風
林
が
目
だ

っ
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た

幹
線
防
風
林
の
う
ち
、
図
中
に
矢
印
で
示
し
た
部
分
は
、

明
治
以
降
ず

っ
と
森
林
で
あ

っ
た
、
す
な
わ
ち
原
植
生
の

面
影
を
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
美
唄
市
南
部
に
は
か
な
り
の
密
度
で
幹
線

防
風
林
が
分
布
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は

一
九
五
七
年
段

階

で
存
在
し
て
い
た
湿
地
を

一
度
排
水
し
た
後
、
改
め
て

造
成
さ
れ
た
防
風
林

で
あ
る
。

な
お
、
開
拓
初
期
の
区
画
測
設
の
際
に
は
、
防
風
林
は

一
八
○
○
間

(約
三
二
四
〇

m
)
ご
と
に
存
置
す
る
よ
う

に
定
め
ら
れ
、
そ
の
幅
は
お
お
む
ね

一
〇
〇
間

(
一
八
O

m
)
を
基
本
と
し
た
4
。
現
在
の
幹
線
防
風
林

の
幅

(約

五
〇

m
)
は
、
こ
れ
に
比

べ
る
と
ず

っ
と
狭
く
な

っ
て
い

る
。
こ
れ
は
開
拓
初
期
以
降
、
農
家
が
繰
り
返
し
て
耕
地

面
積
拡
大
を
要
望
し
、
徐
々
に
耕
地
が
広
げ
ら
れ
る
に
つ

れ
て
防
風
林
の
幅
が
狭
め
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

幹
線
防
風
林
ウ
オ

ッ
チ
ン
グ
の
ポ
イ
ン
ト

以
上

に
述

べ
た
よ
う
に
、
幹
線
防
風
林
に
は
原
植
生
の

面
影
を
と
ど
め
た
部
分
が
い
く

つ
か
残

っ
て
い
る
。
図
四

は
、

一
九
七
二
年
時
点

で
の
石
狩
平
野
中
部
か
ら
南
部
に

お
け
る
、
幹
線
防
風
林
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
樹
林
地
の
分

布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
始
め
に
現
在
の
幹
線

防
風
林
の
総
延
長
が
二
八
五

・
四
㎞
と
記
し
た
が
、
こ
の

値
は
明
治
以
降
、
減
少

に
減
少
を
重
ね
た
結
果
の
数
値
な

の
で
あ
る
。
こ
の
中

で
A
か
ら
D
の
部
分
が
前
節
に
そ
の

一
部
を
示
し
た
よ
う
な
地
図
の
比
較
に
よ

っ
て
、
原
植
生

の
断
片
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
防
風
林
の
多

い
地
区
で
あ
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麟難菱

岩見沢ノ

ノ
鴨30m

篠延

1897

尾珠内

ダ

鉄道

1957

湿地と樹林地 湿 地

1915

1972

樹林地

図3 美唄周辺の湿地、樹木地の変遷。5万 分の1地 形図岩見沢の図幅か ら標高30
m未 満の部分を抜 き出した。1897年 時点では湿地 と樹木地の区別が十分でない
ので、一括 して扱 った。1972年 の図での矢印は原植生の残存林分を示す。
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美唄

醐 彪

岩見沢

/・ ノ

江別、

る
。
特
に
興
味
深
い
ポ
イ
ン
ト
を
以
下
に
簡
単

に
紹
介
す

る
。現

在
の
石
狩
市
生
振
周
辺
で
は
、
図
四
A

の
部
分
の
防

風
林
が
樹
高
も
高
く
立
派
な
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ハ

ン
ノ
キ
、
ヤ
チ
ダ
モ
、

ハ
ル
ニ
レ
が
主
体
と
な
る
が
、
縄

文
海
進
の
時
期
に
作
ら
れ
た
砂
堤
列
上
に
は
イ

タ
ヤ
カ

エ
札幌

恵 庭 一

千歳

図41972年 における石狩平野中部、南部の防風林および他の樹林
地の分布。低地部分のみを対象としているので、野幌森林公園
などは含まない。

デ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
が
分
布
し
、
地
形
や
十
壌
と
対
応
し
た
樹

種
の
分
布
状
況
が
観
察
で
き
る
5
。
な
お
、
石
狩
川
に
接

し
た
部
分
に
大
き
な
樹
林
地
が
残

っ
て
い
る
の
が
、
生
振

の
ハ
ン
ノ
キ

・
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
群
落
で
あ
る
。
現
在
で
は

堰
堤
の
改
修
工
事
の
た
め
に
面
積
は
減
少
し
て
い
る
。

美
唄
周
辺
の
幹
線
防
風
林

(図
四
、
B
)
で
は
ヤ
チ
ダ

モ
優
占
の
林
分
が
多
く

(図
五
)
、
樹
種
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー

は
少
な
い
が
、
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
や
オ
オ
バ
ナ
ノ
エ
ン
レ
イ

ソ
ウ
を
始
め
と
し
た
湿
性
の
草
本
植
物
が
豊
富
に
そ
ろ
っ

て
お
り
、
開
拓
以
前
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

北
長
沼

(図
四
、
C
)

で
は
石
狩
市
生
振
と
同
様
に
、

馬
追
丘
陵

の
末
端
部
分

に
接
す
る
北
東
部
分
か
ら
石
狩
平

野
に
侵
入
す
る
南
西
部
分
に
か
け
て
、
乾
性
立
地
の
樹
木

か
ら
湿
性
立
地

の
樹
木

へ
の
移
り
変
わ
り
を
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
北
東
の
末
端
部
分
で
は

コ
ナ
ラ

が
優
占
し
、
キ
タ
コ
ブ

シ
や
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
が
混
生
す
る

が
、
南
西
に
行
く
に

つ
れ
て
ヤ
チ
ダ
モ
の
優
占
性
が
古同
く

な
る

(図
六
)
。

図
四
D
の
千
歳
市
北
部
、
恵
庭
市
東
部
に
お
い
て
は
、

千
歳
市
長
都
と
恵
庭
市
春
日
に
か
け
て
幹
線
防
風
林
が
多

い
。
現
在
の

一
四
号
幹
線
排
水
路
の
両
側
に
は
、
昭
和
二

〇
年
代
ま
で
長
都
沼
が
存
在
し
て
お
り
、
広
大
な
湿
地
帯

で
あ

っ
た
た
め
、
現
存
の
幹
線
防
風
林
で
も

ハ
ン
ノ
キ
と

ヤ
チ
ダ
モ
が
そ
の
中
心
で
あ
る
。
し
か
し
す
こ
し
で
も
比

高
の
高
い
部
分
に
は
、
乾
性
立
地
の
樹
種
か
ら
で
き
て
い

る
防
風
林
も
残

っ
て
い
る

(図
七
)
。
と
く

に
こ
れ
ら
の

部
分
で
は
、
石
狩
平
野
の
こ
の
ほ
か
の
地
点
で
は
あ
ま
り

見
か
け
な
い
ク
ロ
ビ
イ
タ
ヤ
や
ミ
ツ
バ
ウ
ツ
ギ
な
ど
を
混

生
す
る
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
ク
ロ
ビ
イ
タ
ヤ
は
、
昨
年

夏
に
環
境
庁
が
新
た
に
ま
と
め
た
植
物
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ

リ
ス
ト

(絶
滅
危
惧
植
物
リ
ス
ト
)
に
お
い
て
、
絶
滅
危

惧
I
B
類
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
種
で
あ
る
。

幹
線
防
風
林
の
今
後

石
狩
平
野
の
幹
線
防
風
林
に
は
、

ハ
ン
ノ
キ
や
ヤ
チ
ダ

モ
を
主
体
と
し
た
開
拓
以
前
の
石
狩
平
野
の
姿
を
偲
ば
せ

る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
、
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
こ
と
と

思
う
。
し
か
し
、
天
然
生
の
林
分
と
い
え
ど
も
そ
の
実
態
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美唄市一心町のヤチダモ防風林図5図6長 沼町四区の防風林.遠 景はコナラ優
占林分、近景はヤチダモ優占林分

千歳市根志越の防風林図7

は
も
ち
ろ
ん
開
拓
以
前

の
ま
ま
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

特

に
周
辺
の
耕
地
造
成

に
と
も
な
う
排
水
は
、
幹
線
防
風

林

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
林
床
に

サ
サ
が
大
量
に
侵
入
し
て
い
る
林
分
が
多
い
こ
と
か
ら
、

本
来
の
組
成
や
構
造
が
変
化
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

著
者
は
指
導
し
て
い
る
学
生
と
と
も
に
、
美
唄
周
辺
の
幹

線
防
風
林
に
お
い
て
、
石
狩
平
野
の
防
風
林
を
代
表
す
る

樹
種
で
あ
る
ヤ
チ
ダ

モ
の
個
体
の
大
き
さ
の
デ
ー
タ
を
集

積
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
場
所
で
も
林
冠
の
ヤ
チ
ダ
モ

個
体
の
F
に
は
稚
樹
が
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
キ
タ
コ
ブ
シ

や
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
の
稚
樹
が
多
い
。
し
た
が

っ
て
林
冠
木

が
倒
れ
れ
ば
、
や
が
て
は
別
の
種
が
優
占
す
る
林
分

に
移

り
変
わ

っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ヤ
チ
ダ
モ
林
は
本

来

の
湿
地
に
成
立
す
る
典
型
的
な
林
分
に
お
い
て
も
、
林

冠
木

の
層
だ
け
か
ら
な
る
林
分
が
多
く
6
、
何
か

の
チ
ャ

ン
ス
に

一
斉
に
定
着
し
た
後
は
定
着

に
適
し
た
条
件
が
失

わ
れ
て
し
ま

っ
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る

(
こ
う
し
た
林

分
を

一
斉
林
と
い
う
)。
ヤ
チ
ダ
モ

一
斉
林

の
世
代
交
代

に
関
す
る
調
査
例
は
あ
ま
り
な
い
の
で
そ
の
実
態
は
不
明

だ
が
、
お
そ
ら
く
は
河
川
の
氾
濫
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た

堆
積
物
上
に
、
実
生
が
定
着
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
開
拓
以
前
に
は
、
た
と
え
部
分
的
に
林
冠
木
が
枯
死
し

て
も
、
断
続
的
に
お
こ
る
氾
濫
を
ま

っ
て
、
周
辺
か
ら
種

子
が
供
給
さ
れ
て
や
が
て
は
再
び
ヤ
チ
ダ
モ
が
定
着
す
る

こ
と
も
可
能
だ

っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
今
日
の
よ
う
に
幹

線
防
風
林
と
し
て
幅
の
狭
い
断
片
化
し
た
林
分
に
な
る
と
、

周
辺
か
ら
の
種
子
の
供
給
は
期
待
薄
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
乾
燥
化
と
と
も
に
、
断
片
化
は
幹
線
防
風
林
の
将
来
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
断
片
化
し
た
森
林
は

一
九
八
○
年
代
以
降
、
円
形
に
近

い
場
A
口
に
は
孤
立
林

(暁○
居①のげ
一〇Q一餌づ
α
)
、
細
長

い
場
合

に
は
回
廊

(oO
冥
己
o
同)
と
呼
ば
れ
、
広
い
面
積
を
持

っ

た
森
林
と
比

べ
た
場
A
口
に
、
特
有
の
組
成
や
構
造
を
持

っ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
都
市
周
辺
に

お
い
て
は
、
こ
う
し
た
孤
立
林
や
回
廊
が
動
植
物
の
生
育

地
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
き
た
。
日
本

で
は
ま
だ
研
究
例
は
少
な
い
が
、
石

狩
平
野
の
幹
線
防
風
林

の
調
査
は
興
味
深
い
。

最
後
に
、
湿
地
の
こ
と
も
ひ
と
こ
と
宣
伝
し
て
お
き
た

い
。
本
稿
で
は
話
題
を
石
狩
平
野
の
幹
線
防
風
林
、
す
な

わ
ち
森
林
に
限
定
し
た
が
、
始
め
に
触
れ
た
よ
う
に
原
植

生

で
主
体

で
あ

っ
た
の
は
、
森
林
で
は
な
く
む
し
ろ
湿
地

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
湿
地
は
現
在
は
ど
う

な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
湿
地
は
ほ
ぼ
完
全
に
消
失
し

て
し
ま

っ
た
が
、
実
は
ー
か
所
だ
け
、
か

つ
て
の
面
影
を

と
ど
め
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
美
唄
市
開
発
町
南
に
位
置

す
る
水
田
土
壌
管
理
研
究
室

(
か
つ
て
の
泥
炭
地
研
究
室
)

の
敷
地

(図
ご
。、

一
九
七
二
年
に
残

っ
た
唯

一
の
湿
地
)
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図8水 田土壌管理研究室の保護湿地(美 唄
市開発町南)。 近景は本来 の ミズゴケ湿
地。周辺の森林から侵入 しつつあるクマ
イザサ(遠 景)に 注意。

で
あ
る
。

こ
う
し
た
湿
地
に
お
い
て
も
、
幹
線
防
風
林
と

同
様
に
排
水

に
よ
る
乾
燥
化
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
付
随
し

た
サ
サ
属
植
物
の
侵
入
が
著
し
い

(図
八
)
。

私
が
小
学
生
の
時
に
使
用
し
た
国
語
の
教
科
書
に
は
、

夕
張
川
流
域

の
あ
る
農
夫
の
稲
作
記
録
が
取

り
上
げ
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
か
の
農
夫

(名
前

も
明
記
さ
れ
て
い
た
と
記
憶
す
る
が
、
失
念
し

た
)
は
た

び
重
な
る
冷
害
と
夕
張
川
の
氾
濫
に
苦
闘
し
な
が
ら
稲
作

を
や
り
遂
げ
た
の
だ
が
、
今
ど
き
南
幌
や
長
沼

の
周
辺
を

ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
し
て
も
、
当
時
の
農
家
だ
れ
も
が
経
験
し

た
で
あ
ろ
う
血
の
に
じ
む
よ
う
な
苦
労
の
跡

は
感
じ
取
れ

な
い
。
幹
線
防
風
林
の
樹
木
た
ち
は
、
明
治
以
来
の
石
狩

平
野
開
拓

の
歴
史
を
静
か
に
見
守

っ
て
く
れ
た
証
人
な
の

だ
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
と
く
に
原
植
生

に
近
い
部
分

が
こ
れ
以
上
減
少
し
な
い
こ
と
を
切
望
す
る
と
同
時
に
、

林
冠
木
が
枯
死
し
て
森
林
の
構
造
が
維
持
で
き
な
い
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
自
然

の
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
と
し
て
の
価
値
を
積
極
的

に
評
価
し
て
、
そ
の
修
復
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
読
者
の
皆
さ
ん
が
防
風

林
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
を
通
し
て
、
石
狩
平
野
の
自
然
の
成
り

立
ち
を
理
解
す
る
と
同
時
に
開
拓
の
歴
史
に
思
い
を
馳
せ

る
と
き
、
本
稿
が
役
に
立
て
ば
幸
い
で
あ
る
。
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