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要
旨

野
幌

森

林

公

園

で

は
四

年
前

か

ら
、

遊

歩
道

付

近

の
腐

朽

木

と
枯

損

木

を

「
危
険

木

」

と
し

て
伐
採

す

る
計

画

が

進
行

し

て

い

る
。

石
狩

森

林

管

理

署

は
、

「
管

理
責

任

」
を
根

拠

と
し

て
、

二
〇

〇

三
年

度

に

は

一
九
七

本

と

い
う
大

量

の
樹

木

を
伐

採

し

よ

う

と

し

た

が
、

わ
れ

わ

れ

の
保

存

運

動

に
よ

っ
て

こ

の
う

ち

三

七
本

が

伐

採

を
免

れ

る

こ
と

が

で

き

た
。

と

こ

ろ

が

、

わ

れ
わ

れ

が
伐

採

さ
れ

た

こ

れ

ら
樹

木

の
腐

朽

率

を

ひ

と

つ
ひ

と

つ
調

査

し

た
結

果
、

「危

険

木

」
の

判
定

基

準

と

さ

れ

る
推

定

腐

朽
率

五
〇

%

を

超

え

て

い
る

伐

倒

木

は

き

わ

め

て

少

な

い

こ

と

が

わ

か

っ

た

。

ま

た
同

署

は

、

二
〇

〇

四
年

度

に

は
七

四

本

の

伐

採
計

画

を

わ

れ

わ

れ

に
通

告

し

て

き

た
が

、

伐
採

以
前

に
台

風

十

八

号

が
北

海

道

を

襲

っ
た
。

し

か

し

わ

れ

わ

れ

の
調

査

で
は
、

二
〇

〇

三
年

度

に
伐

採

を

免

れ

た
樹

木

、

二
〇

〇

四
年

度

に
伐

採

を
計

画

さ

れ

た

樹

木

の
多

く

が

、
あ

る
意

味

で

は
健

全

木

以

上

に
、

瞬

間

風
速

五
〇

メ

ー
ト

ル
を
超

え

る
暴

風

に
耐

え

抜

き
、

風
倒

木

被

害

に
あ

っ
た

も

の

は
、

予
想

を

は

る

か

に
超

え

て
少

な

か

っ
た
。

こ

れ
ら

の
調
査

結

果

自

体

、

同

署

の

「
危

険

木

」
伐

採

が

明

ら

か

に

「
過

剰

管

理

」
で
あ

り

、

「
過

剰

伐

採

」
で
あ

る

こ
と
を

立

証

し

て

い
る
。
同

署

は

、
こ

の

こ
と

を
認

め

た
う

え

で
、

こ
れ

か

ら

は

「
危

険

木

」

即
伐

採

と

い
う
拙

劣

な

や

り

方

を
根

本

的

に
転

換

し

て
、

「危

険

木

」
の
判

定

基

準

を

さ

ら

に
科

学

的

・
合

理
的

な

も

の

に
深
化

さ
せ

る

と
と

も

に
、

「過

剰

管

理

」
と

「
過

剰
伐

採

」
を

で

き

る
限

り

回
避

す

る
た

め

の
新

た
な

方

法

を
追

求

す

べ
き

で
あ

る
。

野
幌

森

林

公
園

で

は
、

市

民
参

加

に

も

と
づ

き

な

が

ら
、

森

林

生
態

系

に
最

大

限

の
配

慮

を
行

う

森

林
保

護

の
新

し

い
仕
方

が
模

索

さ

れ

て

い

る

と

い
え

よ

う
。

は

じ
め
に

私
は
、
先
の
論
文

「野
幌
森
林
公
園
の

『危
険
木
』
伐

採
問
題
」
(注

一
)
の
な
か
で
、
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
以
来

北
海
道
森
林
管
理
局
石
狩
森
林
管
理
署
と
私
が
所
属
す
る

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
野
幌
の
森
」を
中
心
と
す
る
森
林
保
護
団
体

と
の
間
で
生
じ
て
い
る
、
野
幌
森
林
公
園
内
の
い
わ
ゆ
る

「危
険
木
」
伐
採
問
題
の
経
過
と
問
題
点
に
つ
い
て
論
じ

た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「野
幌
森
林
公
園
に
お
け
る
森
林
保

護
の
た
め
の
市
民
活
動
」
(注
二
)
の
な
か
で
、
こ
の
「危

険
木
」
伐
採
問
題
に
加
え
て
、
そ
れ
以
前
に
生
じ
た
同
森

林
公
園
内
の

「遊
歩
道
整
備
計
画
」
問
題
を
も
取
り
上
げ
、

併
せ
て
そ
の
事
実
経
過
と
問
題
点
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
教

訓
、
市
民
参
加
の
森
林
保
護
の
今
後
の
方
向
性
な
ど
に
つ

い
て
展
開
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
論
文
が
書
か
れ
た

後
に
も
い
く
つ
か
の
新
し
い
事
態
が
進
行
し
て
い
る
。
そ

こ
で
本
論
文
で
は
、
「危
険
木
」伐
採
問
題
に
か
ん
し
て
そ

の
後
に
生
じ
た
事
実
と
そ
の
経
過
を
報
告
し
、
二
〇
〇
三

年
度

「危
険
木
」
伐
採
問
題
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
併

せ
て
石
狩
森
林
管
理
署
が
二
〇
〇
四
年
度
に
提
起
し
た
新

た
な

「危
険
木
」
伐
採
計
画
が
い
か
な
る
経
過
を
た
ど

っ

た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
間
ふ
た

つ

の
調
査
を
行

っ
て
き
た
が
、
そ
の
ひ
と
つ
は
二
〇
〇
三
年

度
伐
採
を
免
れ
た
樹
木
の
腐
朽
率
に
か
ん
す
る
調
査
で
あ

り
、
そ
し
て
も
う
ひ
と

つ
は
二
〇
〇
四
年
九
月
八
日
に
野

幌
原
始
林
を
も
襲

っ
た
あ
の
台
風
十
八
号
に
よ
る
大
規
模

な
風
倒
木
に
か
ん
す
る
調
査
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
結

果
に
も
と
つ
い
て
、
同
署
が
四
年
前
か
ら
行

っ
て
い
る
大

規
模
な

「危
険
木
」
伐
採
が
果
た
し
て

「過
剰
伐
採
」
で

は
な
い
の
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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目

ハ
ル

ニ
レ
の
巨
木

は
残

っ
た

初
め
に
、
二
〇
〇
三
年
度

の

「危
険
木
」
伐
採
問
題
の

内
容
と
そ
の
経
過
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。

先
立

つ
ふ
た
つ
の
論
文
で
紹
介
し
た
よ
う

に
、
石
狩
森

林
管
理
署
が
二
〇
〇
三
年
十
月
に
わ
れ
わ
れ

「
フ
ォ
ー
ラ

ム
野
幌
の
森
」
に
通
告
し
て
き
た
同
年
度
の
野
幌
森
林
公

園
の

「危
険
木
」
伐
採
計
画
は
、
同
公
園
内

の
エ
ゾ

ユ
ズ

リ
ハ
、
四
季
美
、
志
文
別
の
三
コ
ー
ス
を
対
象

と
し
て
、

遊
歩
道
付
近
の
腐
朽
木
と
枯
損
木
の
合
計
二

二
八
本
を

「危
険
木
」
と
し
て
処
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
内
容
は
枯
れ
枝
処
理
木
三

一
本
、
伐
倒
処
理
木

一
九
七

本
で
あ

っ
た
。
こ
の
計
画
は
二
〇
〇
〇
年
度

か
ら
開
始
さ

れ
た

「危
険
木
」
伐
採
計
画
の
う
ち
で
最
も
大
規
模
な
も

の
で
あ
り
、
同
署
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、
こ
れ
ら
の
樹
木

に
よ
る

「万
が

一
の
人
身
事
故
の
危
険
」
と
こ
れ
に
た
い

す
る
同
署
の

「管
理
責
任
」
を
根
拠
と
し
て
、
都
市
内
公

園
の
街
路
樹
な
ど
の

「危
険
木
」
の
判
定
基
準

で
あ
る
と

い
わ
れ
る
推
定
腐
朽
率
五
〇
%
を
野
幌
森
林
公
園
に
そ
の

ま
ま
適
用
し
、
し
か
も
当
初
は
計
画
に
か
ん
し

て
は

一
切

見
直
す
考
え
は
な
い
と
す
る
き
わ
め
て
強
硬

な
も
の
で

あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
独
自
の
現
地
調
査
を

行

っ
て
デ
ー
タ
を
集
め
た
だ
け
で
な
く
、
同
署
と
合
同
で

開
催
し
た
数
度

の
現
地
観
察
会

お
よ
び
説
明
会

の
な
か

で
、
同
署
の

「危
険
木
」
に
か
ん
す
る
基
本
的
な
考
え
方

と

「危
険
木
」
の
判
定
基
準
な
ど
に
か
ん
す
る
疑
問
と
反

論
を
提
起
し
な
が
ら
、
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
樹
木
を
「危

険
木
」
の
リ
ス
ト
か
ら
は
ず
し
て
保
存
に
努
め
る
よ
う
に

要
求
し
た
。
そ
の
結
果
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
過
を

へ
て
、
同

署
は
二
〇
〇
四
年

一
月
二
五
口
に
現
地
説
明
会

と
意
見
交

換
会
を
開
催
し
、
当
初
の
姿
勢
を
や
や
軟
化
さ
せ
て
、
わ

れ
わ
れ
の
要
求
を
あ
る
程
度
受
け
入
れ
、
当
初
伐
倒
処
理

木
に
指
定
し
て
い
た

「危
険
木
」

一
九
七
本
の
う
ち
、
三

〇
本
を
保
残
木
と
し
て
残
し
、
残
る
四
本
に
つ
い
て
は
枯

れ
枝

の
み
処
理
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
き
た
。
し
た
が

っ

て
、
同
署
が

「危
険
木
」
と
し
て
伐
採
対
象
と
し
た
樹
木

は
こ
の
時
点
で
合
計

一
六
三
本
と
な

っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
再
提
案
に
対
し
て
、
同
月
二
七
日
に

緊
急
の
情
報
交
換
会
議
を
開
催
し
て
意
志
統

一
し
、
同
署

に
対
し
て
再
度
、
「危
険
木
」第

一
二
二
番
の
ハ
ル
ニ
レ
の

巨
木
を
含
む
、
合
計
八
本
の
樹
木
を
残
す
こ
と
を
骨
子
と

す
る
要
望
書
を
提
出
し
た
。
こ
の
ハ
ル
ニ
レ
と
は
、
大
沢

園
地
に
生
育
し
、
桂

コ
ー
ス
と
大
沢
コ
ー
ス
の
合
流
点
か

ら
四
季
美

コ
ー
ス
に
や
や
入

っ
た
遊
歩
道
の
す
ぐ
右
脇
に

あ
る
、
直
径
九
八
セ
ン
チ
、
樹
高
お
よ
そ
二
五
メ
ー
ト
ル
、

推
定
樹
齢
三
〇
〇
年
の
巨
木
で
あ
る
。
こ
の
巨
木
は
、
大

沢
園
地
ば
か
り
か
野
幌
原
始
林
を
象
徴
す
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
な
い
樹
木
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
木
の
幹
自
体

に
腐
れ
は
な
い
が
、
上
部

に
こ
の
木
の
枯
木
が
ひ
っ
か

か
っ
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
ほ
か
、
上
部
の
か
な
り
太
い

枝
の

一
部
に
腐
れ
が
見
ら
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
幹
に
大
き

な
腐
朽
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
ハ
ル
ニ
レ
は
上
部
の
枯

れ
枝
処
理
を
行
う
だ
け
で
保
存
す
る
か
、
ま
た
は
遊
歩
道

に
迂
回
路
を
設
け
る
な
ど
し
て
何
ら
か
の
方
法
で
保
存
す

る
よ
う
に
と
要
望
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
同
署

か
ら
は
、
ま
ず

「危
険
木
」
第
六
七
番
を
残
し
て
も
よ
い

と
の
回
答
が
あ

っ
た
後
、
さ
ら
に
第
四
三
番
の
セ
ン
ノ
キ

は
上
部
を
枯
れ
枝
処
理
す
る
と
の
通
知
が
あ
り
、
こ
う
し

て
二
本
の
樹
木
が
救
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
ハ
ル
ニ
レ
の
巨
木
は
、
依
然
と
し
て

「危
険
木
」
に

指
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
と
同
署
と
の
間
で

行
わ
れ
た
こ
れ
ら
の

一
連
の
交
渉
の
な
か
で
最
後
ま
で
問

題
と
し
て
残

っ
た
。
同
署
も
ま
た
こ
の
巨
木
の
処
理
に
か

ん
し
て
は
苦
慮
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
を
う
け
て
わ
れ
わ
れ
は
、
同
年
二
月
二

日
に
、
こ
の
ハ
ル
ニ
レ
の
伐
採
中
止
を
求
め
る
申
し
入
れ

書
を
上
部
機
関
で
あ
る
林
野
庁
な
ど
に
提
出
し
た
。
そ
の

二
日
後
に
石
狩
森
林
管
理
署
は
、
こ
の
ハ
ル
ニ
レ
の
伐
採

を
延
期
し
、
こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
意
見
交
換
を
継
続
す

る
と
の
回
答
を
わ
れ
わ
れ
に
寄
せ
た
。
こ
う
し
て
三
月
二

三
口
、
同
森
林
公
園
大
沢
口
の
「自
然
ふ
れ
あ
い
交
流
館
」

で
わ
れ
わ
れ
と
同
署
と
の
問
で
再
び
意
見
交
換
会
が
開
催

さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
両
者
の
議
論
は
平
行
線
を
た
ど

っ

た
。
わ
れ
わ
れ
は
高
所
作
業
車
を
用
い
て
上
部
の
枯
れ
枝

処
理
を
し
た
り
、
ま
た
は
遊
歩
道
に
迂
回
路
を
作

っ
て
倒

木
に
伴
う
人
身
事
故
の
危
険
を
回
避
し
た
り
な
ど
の
方
法

を
用
い
て
こ
の
木
を
保
存
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
に
対

し
て
、
同
署
は
、
例
え
ば
ニ
ト
ン
の
高
所
作
業
車
を
使
っ

て
枝
切
り
作
業
を
す
る
こ
と
は
作
業
員
の
危
険
を
伴
う
の

で
不
可
能
で
あ
り
、
伐
採
し
か
方
法
が
な
い
と
主
張
し
て
、

あ
く
ま
で
も
伐
採
を
主
張
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
緊
迫

し
た
や
り
取
り
の
な
か
で
、
同
署
は
敬馬
い
た
こ
と
に
、
そ

ん
な
に
言
う
な
ら
わ
れ
わ
れ
の
側
で
わ
れ
わ
れ
の
主
張
す

る
条
件
で
作
業
で
き
る
業
者
を
さ
が
し
た
ら
ど
う
か
、
期

限
は
四
月
末
で
あ
る
、
と
提
案
し
て
き
た
。
枯
れ
枝
処
理

の
作
業
を
行
う
責
任
主
体
は
ほ
か
な
ら
ぬ
石
狩
森
林
管
理

署
で
あ
る
の
に
、
業
者
を
自
然
保
護
団
体
が
自
分
で
さ
が

せ
と
言
う
の
は
、
そ
れ
こ
そ
自
ら
の

「管
理
責
任
」
を
放

棄
し
か
ね
な
い
無
責
任
な
態
度
で
あ
る
し
、
私
の
知
る
限

り
、
お
よ
そ
前
代
未
聞
の
提
案
で
あ
る
。

し
か
し
、
「フ
ォ
ー
ラ
ム
野
幌
の
森
」
の
メ
ン
バ
ー
は
、

こ
の
ハ
ル
ニ
レ
の
巨
木
を
何
と
か
残
し
た
い

一
心
で
、
つ

て
を
頼
り
に
い
ろ
い
ろ
と
苦
労
を
重
ね
な
が
ら
、
や
っ
と

の
思
い
で
、
四
ト
ン
の
高
所
作
業
車
で
枯
れ
枝
処
理
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
業
者
を
探
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
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間
の
四
月
に
石
狩
森
林
管
理
署
に
人
事
異
動
が
あ
り
、
署

長
は
現
在
の
坪
田
清
美
署
長
に
交
代
す
る
こ
と
に
な

っ

た
。
と
こ
ろ
が
五
月
七
日
に
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
同
署

と
が
こ
の
高
所
作
業
車
を
見
た
り
、
現
地
で

の
処
理
作
業

の
仕
方
に
つ
い
て
細
部
の
打
ち
合
わ
せ
を
行

っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
ま
た
し
て
も
驚
く
べ
き
事
態
が
起
き

た
。
同
署
は
、
ま
っ
た
く
突
然
に
方
針
を
変

更
し
、
四
ト

ン
車

で
は
整
地
作
業
な
ど
に
大
き
な
問
題
が
生
ず
る
の

で
、
ニ
ト
ン
車
で
作
業
が
で
き
る
業
者
を
同
署
自
身
が
探

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
前
言
を
平
気
で
翻

し
、
わ
れ
わ
れ
の
苦
労
を
水
の
泡
に
し
な
が
ら
、
石
狩
森

林
管
理
署
は
同
月
三

一
日
に
ニ
ト
ン
車
を
用

い
て
枝
切
り

作
業
を
開
始
し
、
作
業
員
が
地
上
十
三
メ
ー
ト
ル
の
高
所

か
ら

ロ
ー
プ
で
木
に
登
り
、
枯
れ
枝
の
部
分
を
切
り
落
と

し
て
、
作
業
を
無
事
終
了
し
た
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、

石
狩
森
林
管
理
署
が
枯
れ
枝
処
理
の

「管
理
責
任
」
の
一

部
を
わ
れ
わ
れ
に
押
し
付
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ

そ
の
後
に
態
度
を
変
化
さ
せ
て
わ
れ
わ
れ
の
労
苦
を
無
に

し
た
の
か
、
な
ぜ
最
初
か
ら
ニ
ト
ン
の
高
所
作
業
車
を
自

ら
さ
が
そ
う
と
努
力
す
る

「管
理
責
任
」
を

ま
っ
と
う
し

よ
う
と
し
な
か

っ
た
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
点
が
あ
る
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
事
実
を
織
り
込
ん
で
こ

の
巨
木
を
保
存
す
る
運
動
が
展
開
し
た
こ
と
も
ま
た
、
同

公
園
の
森
林
保
護
活
動
の
歴
史
の
な
か
に
し

っ
か
り
と
刻

ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
も
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
を
経
て
、

こ
の
ハ
ル
ニ
レ
の
巨
木
は
残

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

上
部
の
枝
の

一
部
を
切
断
さ
れ
た
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ

の
労
苦
に
感
謝
す
る
か
の
よ
う
に
そ
び
え
立

ち
、
今
も
そ

の
雄
姿
を
示
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
を
見
守

っ
て
い
る
。
こ

う
し
て
、
二
〇
〇
三
年
度
に

「危
険
木
」
と
し
て
伐
採
を

宿
命
づ
け
ら
れ
た
樹
木
の
う
ち
、

一
六
〇
本

が
伐
採
さ
れ

た
が

、

わ

れ

わ

れ

の
保

存

運
動

に
よ

っ
て

、

が
伐

採

を
免

れ

た

の

で
あ

る
。

合
計
三
七
本

⇔

野
幌
森
林
公
園
の
「危
険
木
」
伐
採
は
明

ら
か
に

「過
剰
伐
採
」
で
あ
る

わ
れ
わ
れ
は
、
「危
険
木
」
が
伐
採
さ
れ
た
後
に
何
度
も

野
幌
森
林
公
園
に
立
ち
入

っ
て
伐
採
さ
れ
た
樹
木
と
そ
の

幹
の
腐
朽
を
観
察
す
る
う
ち
に
、
石
狩
森
林
管
理
署
の
今

回
の

「危
険
木
伐
採
」
と
こ
れ
を
支
え
た
考
え
方
そ
の
も

の
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
を
改
め
て
疑

問
と
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
わ

れ
わ
れ
が
伐
採
さ
れ
た
木

の
幹
の
腐
朽
を
観
察
す
る
限

り
、
石
狩
森
林
管
理
署
の
「危
険
木
」指
定
の
基
準
と
な
っ

た
推
定
腐
朽
率
五
〇
%
を
超
え
て
い
る
木
は
き
わ
め
て
少

な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、

こ
の
基
準
自
体
、
都
市
内
公
園
の
樹
木
な
ど
で
「危
険
木
」

の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
推
定
腐
朽
率
五
〇
%
を
、
都
市
外

の
、
し
か
も
樹
木
が
競
合
す
る
と
と
も
に
共
生
し
合

っ
て

も
お
り
、
か
な
り
減
少
し
た
と
は
い
え
い
ま
だ
に
六
割
の

天
然
林
を
含
ん
で
い
る
野
幌
森
林
公
園
に
そ
の
ま
ま
当
て

は
め
る
と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
(注
三
)。
そ
も
そ

も
幹
の
内
部
を
透
視
し
え
ず
、
し
た
が

っ
て
樹
木
の
腐
朽

を
木
槌
や
生
長
錐
な
ど
の
間
接
的
手
段

に
よ

っ
て
し
か
推

定
で
き
な
い
以
上
、
科
学
的
に
は
決
し
て
合
理
的
に
は
計

測
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
推
測
に
と
ど
ま
る
し
か
な
い
は

ず
の
腐
朽
率
な
る
も
の
と
そ
の
数
値
を
あ
た
か
も
万
能
の

基
準
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
り
回
し
、
し
か
も
石
狩
森
林

管
理
署
が
選
任
す
る
た
っ
た

一
人
の

「樹
木
医
」
に
全
面

的
に
そ
の
判
定
責
任
を
委
ね
て
、
自
ら
は
こ
の
判
定
責
任

を
回
避
し
よ
う
と
す
る
同
署
の
考
え
方
は
、
き
わ
め
て
問

題
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い

(注
四
)
。

こ
の
よ
う
な
考
え
に
も
と
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
二
〇

〇
四
年
五
月
八
日
に
、
前
年
度

「危
険
木
」
と
し
て
伐
採

対
象
と
な
り
実
際
に
伐
採
さ
れ
た
樹
木
が
本
当
に

「危
険

木
」
で
あ

っ
た
の
か
を
検
証
す
る
現
地
調
査
会
を
行

っ
た
。

わ
れ
わ
れ
が
今
回
調
査
範
囲
と
し
た
の
は

「危
険
木
」
に

指
定
さ
れ
た
第

一
番
か
ら
第

一
二
五
番
ま
で
の
樹
木
で

あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
の

「危
険
木
」
の
な
か
に
は
、
わ
れ

わ
れ
の
運
動
に
よ

っ
て

「危
険
木
」
指
定
を
解
除
さ
れ
た

も
の
、
す
な
わ
ち
伐
採
を
免
れ
て
経
過
観
察
の
対
象
と

な
っ
た
も
の
お
よ
び
同
じ
く
伐
採
を
免
れ
て
枯
れ
枝
処
理

の
み
施
さ
れ
た
も
の
が
か
な
り
あ
り
、
実
際
に
伐
採
さ
れ

て
今
回
の
調
査
対
象
と
な

っ
た
も
の
は
、
腐
朽
木
と
枯
損

木
を
併
せ
て
合
計
七
五
本
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
今

回
調
査
し
た
樹
木
は
伐
採
さ
れ
た
樹
木
全
体
の
四
六

・
八

八
%
に
あ
た
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
伐
採
さ
れ
た
樹
木

の
幹
の
横
断
面
の
大
き
さ
と
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
腐

朽

・
変
色
の
大
き
さ
を
巻
き
尺
で
測
定
し
、
両
者
の
割
合

か
ら
見
た
腐
朽
率
を
次
の
四
つ
に
分
類
し
た
。
そ
れ
は
、

①
腐
朽

・
変
色
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
か
、
表
皮
ま
た

は
幹
の
外
部
の
み
腐
朽
し
て
い
る
が
、
幹
自
体
に
は
腐

朽

・
変
色
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
も
の
、
②
腐
朽

・
変

色
が
や
や
進
ん
で
い
る
が
、
腐
朽
率
が
二
〇
%
程
度
以
下

の
も
の
、③
腐
朽
率
が
二
〇
%
を
超
え
て
い
る
が
、
五
〇
%

に
は
満
た
な
い
も
の
、
④
腐
朽
率
が
明
ら
か
に
五
〇
%
を

超
え
る
も
の
、
以
上
の
四
種
類
で
あ
る
。
こ
の
横
断
面
だ

け
か
ら
単
純

に
見
た
場
合
の
腐
朽
率
と
そ
の
本
数
、
そ
れ

ぞ
れ
の
種
類
が
調
査
対
象
木
の
全
体
数
に
占
め
る
割
合
を

示
し
た
調
査
結
果
は
次
の
資
料
1
の
と
お
り
で
あ
る

(注

五
)
。
な
お
、
こ
の
資
料
は
私
が
調
査
デ
ー
タ
に
も
と
つ
い

て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
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それ ぞ れ の割 合

38.67%

22.67%

18.67%

20.00%

本 数

29本

17本

14本

15本

75本100%(端 数切 捨 て)

腐朽の度合 い

①幹内部 に腐朽がほ とんど見 られないもの

②腐朽率が20%未 満の もの

③腐朽率が20%か ら50%未 満の もの

④腐朽率 が50%以 上の もの

合計

資料12003年 度に伐採 された樹木の伐採断面の腐朽率 にかんする調査

険
木
」
と
し
て
す
で
に
伐
採
さ
れ
た
第
一三

七
、
五
五
、
九
七
、

一
〇
二
、

一
〇
四
番
な
ど
は
、

さ
れ
た
横
断
面
も
健
全
木
そ
の
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
ほ
か
の
部
位
に
伐
採
す
べ
き
理

由
の
あ
る
特
別
な
腐
朽
が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
ず
、
な
ぜ

伐
採
さ
れ
た
の
か
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
樹
木
が
含
ま
れ

て
い
た
こ
と
は
き
わ
め
て
遺
憾
で
あ
る
。
例
え
ば
、
写
真

1
か
ら
4
ま
で
を
参
照
さ
れ
た
い
。

も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
が
調
査
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で

伐
採
さ
れ
た
部
位
の
横
断
面
に
示
さ
れ
た
腐
朽
率
で
あ
っ

て
、
こ
の
調
査
結
果
に
は
横
断
面
の
上
部
ま
た
は
下
部
に

し
た
が

っ
て
、
わ
れ

わ
れ
の
調
査
結
果
に
よ

れ
ば
、
伐
採
さ
れ
た
樹

木
の
横
断
面
か
ら
見
る

か
ぎ
り
、
石
狩
森
林
管

理
署
が
言
う
と
こ
ろ
の

「危
険
木
」
の
基
準
で
あ

る
腐
朽
率
五
〇
%
を
満

た
し
て
い
る
の
は
、
資

料
1
に
掲
げ

た
④
の
十

五
本
、
す
な
わ
ち
今
回

調
査
対
象
と
な
っ
た
伐

採
さ
れ
た
樹
木
全
体
の

二
〇
%
に
す
ぎ
ず
、
む

し
ろ
腐
朽
が
ほ
と
ん
ど

な
い
か
ま
た
は
わ
ず
か

し
か
な
い
も
の
が
お
よ

そ
三
八
%
と
、
ラ
ン
ク

別
に
見
れ
ば
最
も
多
い

こ
と
が
判
明
し
た
の
で

あ
る
。
と
り
わ
け
、
「危

、
一二
六
、
一二

伐
採

腐
朽
が
あ
る
か
な
い
か
は
度

外
視
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、

多
く
の
制
約
を
も
つ
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
調
査
さ

れ
た
横
断
面
は
全
体
と
し
て

の
樹
木
の
ご
く

一
部
分
に
す

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
調
査
結
果
は
、
こ

こ
数
年
間
に
わ
た
る
石
狩
森

林
管
理
署
と
わ
れ
わ
れ
と
の

や
り
取
り
の
な
か
で
は
、
そ

れ
で
も
な
お
か
つ
一
定
の
意

味
を
も
ち
う
る
。
二
〇
〇
二

年
度
ま
で
の
伐
採
木
が
根
元

か
ら
三
〇
セ
ン
チ
程
度
の
部

位
で
伐
採
さ
れ
た
の
に
対
し

て
、
今
回
伐
採
さ
れ
た
樹
木

は
根
元
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
な

い
し

一
・
ニ
メ
ー
ト
ル
く
ら

い
の
部
位
で
伐
採
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
伐
採
部
位

の
高
さ

は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で

石
狩
森
林
管

理
署

に
対

し

て
、
伐
採
さ
れ
た
樹
木
で
さ

え
も
鳥
獣
や
昆
虫
な
ど

に

よ

っ
て
採
餌
や
繁
殖
に
利
用

さ
れ
る
と
い
う
生
態
学
的
事

実
に
配
慮
し
、
で
き
る
だ
け

高
い
と
こ
ろ
で
切
る
よ
う
に

と
要
望
し
て
き
た
こ
と
を
あ

る
程
度
受
け
止
め
る
も
の
で

あ
っ
て
、

一
定
程
度
評
価
さ

写真1「 危険木」第9番 。腐朽 は表面 と中央部 にあるだ け。写 真2「 危 険 木」 第37番 。 ほ とん ど腐 朽 な し。

写真3「 危険木」第47番 。表層部 に部分的に腐朽があるだけ。写 真4「 危 険 木 」第69番 。 ほ とん ど腐朽 な し。
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れ
よ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
し
て
も
樹
木
医
に
し
て

も
、
木
槌
や
生
長
錐
で
腐
朽
を
調
べ
る
こ
と
の
で
き
る
範

囲
は
手
が
届
く
せ
い
ぜ
い
地
上
ニ
メ
ー
ト
ル
程
度
ま
で
で

あ
る
か
ら
、
今
回
の
伐
採
部
位
は
か
な
り
近
似
的
な
数
値

を
与
え
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
手
が

届
く
範
囲
以
上
の
高
さ
の
腐
朽
に
つ
い
て
は
、
伐
採
し
て

調
べ
る
と
い
う
手
段
を
取
ら
な
い
限
り
、
あ
く
ま
で
も
推

測
の
域
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
で

は
わ
れ
わ
れ
も
樹
木
医
も
石
狩
森
林
管
理
署
も
同

一
な
の

で
あ
る
。

た
し
か
に
先
の
わ
れ
わ
れ
の
調
査
で
は
、
切
断
面
に
腐

朽
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
第

一
ラ
ン
ク
、
数
%
か
ら
二

〇
%
未
満
の
第
ニ
ラ
ン
ク
、
二
〇
%
か
ら
五
〇
%
未
満
の

第
三
ラ
ン
ク
の
樹
木
に
も
、
大
な
り
小
な
り

の
程
度
に
、

切
断
面
の
下
部
や
根
元
、
切
断
面
の
上
部
の
幹

に
溝
や
割

れ
目
、
そ
れ
に
腐
れ
を
も
つ
も
の
が
あ

っ
た
し
、
ま
た
ク

マ
ゲ
ラ
の
食
痕
跡
を
残
す
も
の
も
あ

っ
た
。
も
し
仮
に
、

こ
れ
ら
の
条
件
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
真
の

「危
険
木
」
評

価
に
は
値
し
な
い
、
と
わ
れ
わ
れ
に
反
論
す
る
人
が
い
る

と
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
反
論
に
答
え
て
、
こ
れ

ら
の
樹
木
が
腐
朽
率
五
〇
%
を
超
え
た
第
四
ラ

ン
ク
と
同

程
度
の

「危
険
木
」
だ
と
仮
定
し
て
、
割
れ
目
や
腐
れ
の

大
小

・
深
さ
な
ど
は
ま

っ
た
く
問
わ
な
い
こ
と
に
し
て
、

こ
れ
ら
す
べ
て
を

一
括
し
て
こ
の
第
四
ラ
ン
ク
に
算
入
し

て
み
よ
う
。
た
と
え
そ
う
し
て
も
、
こ
れ
ら

の
樹
木
は

一

六
本
だ
か
ら
、
第
四
ラ
ン
ク
の
樹
木
は
合
計
三
三
本
と
な

り
、
全
体
の
母
数
か
ら
見
る
と
そ
れ
で
も
な
お
全
体
の
四

四
%
、
す
な
わ
ち
お
よ
そ
半
分
以
下
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
強
調
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
は
、

後
に
事
実
が
証
明
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
こ
れ
ら
の
樹
木

を
す
べ
て

「危
険
木
」
だ
と
評
価
す
る
と
し

て
も
、
た
と

え
仮
に
腐
朽
率
九
〇
%
の
樹
木
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、

そ
し
て
こ
れ
ら
に
風
速
五
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
す
台
風
が
襲

い
か
か

っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
倒
れ
る
と
い

う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
に
述
べ
た
す
べ
て
の
論
拠
か
ら
生
ず
る
結

論
は
、
石
狩
森
林
管
理
署
に
よ
る
二
〇
〇
三
年
度
の

「危

険
木
」
伐
採
は
、
同
署
が
自
ら
設
定
し
た

「基
準
」
を
決

し
て
十
分
に
満
た
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
同
署
の
伐
採
が
い
か
な
る
論
拠
か

ら
見
て
も
、
圧
倒
的
に
多
数
の

「危
険
」
で
は
な
い
樹
木

を
伐
採
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
い
っ

た
い
こ
れ
が

「過
剰
伐
採
」
お
よ
び

「過
剰
管
理
」
で
な

く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
が

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う

断
言
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
森
林
を
保
護
す
べ
き
立
場
に
い

る
は
ず
の
同
署
は
、
決
し
て

「危
険
木
」
と
は
い
え
な
い

樹
木
を
大
量
に
伐
採
し
て
遊
歩
道
付
近
の
森
林
生
態
系
を

「破
壊
」
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
税
金
の
無

駄
遣

い
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
だ
、
と
。

国

台
風
十
八
号
が

「危
険
木
」
伐
採
の
非
科

学
性
を
証
明
し
た

石
狩
森
林
管
理
署
は
、
二
〇
〇
四
年
五
月
十
八
日
付
け

で

「平
成
十
六
年
度
野
幌
自
然
休
養
林
内
の
危
険
木
処
理

計
画
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
文
書
を

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
野
幌

の
森
」
に
送
付
し
、
当
該
年
度
の

「危
険
木
」
伐
採
計
画

を
わ
れ
わ
れ
に
通
告
し
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
二
〇

〇
四
年
度
に
伐
採
対
象
と
な
る
コ
ー
ス
は
中
央
線
、
瑞
穂

連
絡
線
、
瑞
穂
線
、
下
野
幌
線
で
、
伐
採
処
理
木
七
四
本
、

枝
払

い
処
理
木
九
本
の
合
計
八
三
本
を

「危
険
木
」
と
し

て
処
理
し
た
い
と
の
意
向
で
あ

っ
た
。
こ
の
年
度
は
、
署

長
が
交
代
し
た
こ
と
も
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
年
来
の
要
求

ど
お
り
、
か
な
り
早
い
時
期
に
わ
れ
わ
れ
に
計
画
を
通
告

し
て
き
た
こ
と
は
評
価
し
た
い
と
思
う
。
こ
れ
を
う
け
て

わ
れ
わ
れ
は
、自
ら
作
成
し
た
伐
採
木
判
定
表
を
用
い
て
、

六
月
五
日
に
上
記
の
中
央
線
、
瑞
穂
連
絡
線
、
瑞
穂
線
の

三
コ
ー
ス
を
調
査
し
た
ほ
か
、
同
月
十
二
日
に
下
野
幌
線

で
現
地
調
査
を
行
い
、
ま
た
十
七
日
に
も
中
央
線
、
瑞
穂

連
絡
線
、
瑞
穂
線
で
再
度
現
地
調
査
を
行

っ
て
、
わ
れ
わ

れ
の
立
場
か
ら
伐
採
が
果
た
し
て
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か

の
所
見
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
八
月
二
四
日
に
は
野
幌
森

林
公
園
事
務
所
所
員
と
と
も
に
瑞
穂
連
絡
線
の
「危
険
木
」

を
現
地
視
察
し
た
が
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
同
森
林

公
園
事
務
所
に
対
し
て
、
伐
採
対
象
と
さ
れ
た
瑞
保
連
絡

線
の
二
七
本
の
う
ち
、
現
地
の
状
況
か
ら
見
て
八
本
に
つ

い
て
の
み
伐
採
止
む
な
し
と
す
る

(注
六
)
が
、
残
り
に

つ
い
て
は
伐
採
せ
ず
に
枝
払
い
処
理
木

一
〇
本
、
継
続
観

察
八
本
、
保
残
木
を

一
本
と
す
る
よ
う
に
提
案
し
、
同
事

務
所
も
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
に
同
意
し
た
。
わ
れ
わ

れ
は
、瑞
穂
連
絡
線
以
外
の
上
記
の
コ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、

わ
れ
わ
れ
自
身
の
調
査
結
果
に
も
と
つ
く
所
見
を
も

っ
て

石
狩
森
林
管
理
署
と
の
折
衝
に
臨
む
予
定
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
九
月
八
口
に
な

っ
て
誰

も
が
予
想
も
で
き
な
か
っ
た
深
刻
な
事
態
が
生
じ
た
の
で

あ
る
。
き
わ
め
て
大
型
で
強
力
な
台
風
十
八
号
が
我
が
国

に
上
陸
し
、
い
っ
た
ん
日
本
海
に
抜
け
た
後
、
北
海
道
を

襲

っ
て
こ
れ
を
縦
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。
札
幌
市
で
は
風

速
五
〇

・
ニ
メ
ー
ト
ル
と

い
う
猛
烈
な
突
風
が
吹
き
荒

れ
、

一
九
五
四
年
の
洞
爺
丸
台
風
以
来
の
倒
木
被
害
を
全

道
各
地
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な

っ
た
。
札
幌
市
緑
化
推
進

部
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
札
幌
市
が
管
理
す
る
街
路
樹
や
公

園
樹
で
は
倒
木
が

一
万
三
千
本
を
超
え
、
十
月
十
九
日
の

新
聞
報
道

(資
料
2
を
参
照
)
に
よ
れ
ば
、
野
幌
森
林
公

園
で
は
風
倒
木
被
害
を
受
け
た
総
面
積
は
、
国
有
林
と
道

有
林
を
合
わ
せ
て
同
公
園
全
体
の
四
%
に
相
当
す
る
八
七

75
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倒
木
は
87
診
8
万
本

穆

凹体
一
部

残

し

て

「記

録

」
に

【江
別
】
九
月
の
台
風
B
号
に
よ
る
道
立
野
幌
森
林
公
園
の
風
倒
木
被
害
の
、
概
要
が
ま
と
ま
っ
た
。
倒
木
総

面
積
は
国
有
林
、
道
有
林
合
わ
せ
て
、
公
園
全
体
の
四
%
に
当
た
る
約
八
十
七
診
で
、
倒
木
は
八
万
本
以
上
に
達

し
た
。
今
後
、
倒
木
搬
出
や
森
林
の
復
旧
作
業
が
行
わ
れ
る
が
、
環
境
保
護
団
休
や
研
究
者
か
ら
は
観
察
会
、
意

見
交
換
会
を
通
じ
て
、
さ
ま
ざ
承
な
意
見
が
嵜
せ
ら
れ
て
い
る
。

(藤
杢
畢
郎
)

石
狩
森
林
管
理
署
な
ど
に

よ
る
と
、
倒
木
被
審
の
約
九

制
が
ト
ド
マ
ツ
、
カ
ラ
マ
ツ

な
ど
の
　
　

の
　
エ
　
　

塒

針
,
広
藩

混
交
の
天
穀

流

の
被
害
は
二
、
三
紛
と
少
な

合

い
。針
葉
樹
は
樹
高
が
高
く
、

の蜘
難

難

賦麟

中
と隻

る。

とた基線

囲
園

講、幌
繍、公

北
広
島
3
市
に
ま
た
が
る
平

ヵ

た
ん
な
森
。
1
9
6
8
犀
に

き

篇
難
縢
灘

憲

2
0
5
1
診
。
こ
の
う
ち
国

有
林
は
約
1
6
0
0
翰
で
約

も

8
割
を
占
め
る
。
カ
ツ
ラ
や

内

ト
ド
マ
ツ
、
ヤ
チ
ダ
モ
な
ど

が
生
い
茂
り
、
ク
マ
ゲ
フ
、

ヤ
マ
ゲ
ラ
、エ
ゾ
リ
ス
な
ど
、

多
く
の
野
生
動
物
が
塵
恵
し

て
い
る
。
公
園
内
に
は
合
計

約
鉤
試
の
歩
道
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。

ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
及
び
、
倒
木
数
は
合
わ
せ

て
八
万
本
を

超
え
る
と
い
う
。
こ
れ
は
洞
爺
丸
台
風
以
来

の
森
林
被
害

で
あ
る

(注
七
)。
と
り
わ
け
被
害
が
大
き
か

っ
た
の
は
、

登
満
別
か
ら
森
林
公
園
内
に
入
る
い
わ
ゆ
る
基
線
と
中
央

線
と
の
合
流
点
付
近
で
、
お
よ
そ
四

ヘ
ク
タ
ー
ル
の
倒
木

被
害
を
出
し
た
ほ
か
、
大
沢

コ
ー
ス
で
も
ト
ド

マ
ツ
の
人

工
林
が
ひ
ど
い
惨
状
を
呈
し
て
い
る
。
今
回
の
倒
木
被
害

の
注
目
す
べ
き
特
徴
は
、
そ
の
お
よ
そ
九
割
が
ト
ド
マ
ツ

や
カ
ラ
マ
ツ
な
ど
の
人
工
針
葉
樹
に
集
中
し
て
お
り
、
い

わ
ゆ
る
針
広
混
交
林
の
天
然
林
で
は
倒
木
被
害

は
そ
の
お

よ
そ

一
割
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の

現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
た

中
で
被
密
が
大
き
い
の
は
、

公
園
内
道
路
「
基
線
」
と
「中

央
線
」
の
合
流
点
付
近
で
、

ト
ド
マ
ツ
を
申
心
に
約
四
翻

が
軒
並
み
倒
木
。
遊
歩
道
沿

い
の
倒
木
処
理
は
ほ
ぼ
完
了

し
て
い
る
が
、
「モ
ミ
》
コ

ー
ス
」
「エ
ゾ
マ
ツ
コ
ー
ス
」

の
計
約
七
'
が
通
行
不
能
と

な
っ
て
い
る
。

倒
木
搬
出
作
業
は
今
月
下

旬
か
ら
行
わ
れ
る
予
定
だ

が
、
環
境
保
護
団
体
か
ら
は

「
(針
葉
樹
の
倒
木
が
集
申

し
た
)
　画
は
台
風
被
轡
を

伝
え
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
に

し
て
も
良
い
の
で
は
な
い

か
」と
い
う
声
も
出
て
い
る
。

道
森
林
管
理
局
企
画
課
は

コ国
有
杯
の
復
旧
に
つ
い
て

は
、
有
識
者
の
意
見
を
聞
き

な
が
ら
検
討
中
」
(松
井
正

課
長
)
と
し
て
い
る
。
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て
そ
の
ひ
ど
さ
に
息
を
呑
み
な
が
ら
、

伐
採
対
象
に
指
定
さ
れ
た
樹
木

の
被
害
状
況
の
調
査

に

入

っ
た
。調
査
対
象
は
大
き
く
ふ
た
つ
に
分
け
ら
れ
た
が
、

そ
の
ひ
と
つ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
四
年
度
に

新
た
に

「危
険
木
」
伐
採
計
画
の
リ
ス
ト
に
あ
げ
ら
れ
て

い
た
七
四
本
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
二
〇
〇
三
年
度

に

「危
険
木
」
と
し
て

一
度
は
死
を
宣
告
さ
れ
な
が
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
運
動
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
伐
採
を
免
れ
た

三
七
本
で
あ
る
。
そ
の
調
査
結
果
は
驚
く
べ
き
も
の
で

あ

っ
た
。
「危
険
木
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
予
想
を
は
る
か
に

超
え
て
、
人
智
を
超
え
た
敬馬
異
的
な
生
命
力
を
発
揮
し
て

事
実
は
、
こ
れ
か
ら
の
同
森

林
公
園
の
森
林
保
護
と
森
林

再
生
を
考
え
る
う
え
で
、
き

わ
め
て
重
要
な
示
唆
を
わ
れ

わ
れ
に
与
え
て
く
れ
る
で
あ

ろ
う
。

さ
て
、
野
幌
森
林
公
園
の

「危
険
木
」
に
指
定
さ
れ
た
樹

木
は
、
風
速
五
〇
メ
ー
ト
ル

を
超

え
る
暴
風
を
受
け
て

い
っ
た
い
ど
ん
な
被
害
を
受

け
た
で
あ
ろ
う
か
。
同
公
園

の
森
林
と
そ
の
保
護
に
関
心

を
も

つ
誰
も
が
き
わ
め
て
深

刻
な
事
態
を
予
想
し
た
に
違

い
な
い
し
、
私
も
ま
た
紛
れ

も
な
く
そ

の

一
人
で
あ
っ

た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
台
風
十

八
号
通
過
直
後
の
九
月
十

一

日
に
、
同
森
林
公
園
内
の
倒

木
被
害
を
目
の
当
た
り
に
し

「危
険
木
」
と
し
て

い
た

の

で
あ

る
。

①

二
〇
〇

四
年
度

の
伐
採
計

画

に
あ
げ

ら
れ
た

「
危
険
木
」

の
被
害

状
況

わ
れ
わ
れ
の
調
査
で
判
明
し
た
の
は
、
二
〇
〇
四
年
度

の
伐
採
計
画
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
腐
朽
木
と
枯
損
木
と
を

合
わ
せ
て
七
四
本
の
う
ち
、
今
回
の
台
風
に
よ
る
被
害
で

倒
れ
た
の
は
合
計
十
五
本
に
す
ぎ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
ら
十
五
本
の
う
ち
、
腐
朽
木
は
十
本
で
あ

り
、
枯
損
木
は
五
本
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
十
五
本
の
状
況

別
に
見
た
内
訳
は
、
根
返
り
に
よ
る
倒
木
被
害
が
五
本
、

幹
折
れ
に
よ
る
被
害
が
十
本
で
あ
っ
た
。
実
に
こ
れ
は
二

〇
〇
四
年
度
に
伐
採
計
画
さ
れ
た

「危
険
木
」
全
体
の
わ

ず
か
二
〇

・
二
三
%
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
か
ん
す
る
詳
細
は
、
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
野
幌
の
森
」
代
表
の

五
十
嵐
敏
文
氏
が
作
成
さ
れ
た
資
料
3
の
表
1
に
示
さ
れ

た
数
値
を
参
照
さ
れ
た
い
。

わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
こ
の
事
実
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

実
に
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「危
険
木
」と
し
て
伐
採
を

運
命
づ
け
ら
れ
た
樹
木
の
八
割
は
、
札
幌
圏
を
吹
き
荒
れ

た
風
速
五
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
、
観
測
史
上
最
大
と
い

わ
れ
た
暴
風
に
対
し
て
、
「危
険
木
」
で
は
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
倒
木
被
害
を
受
け
た

「健
全
木
」
よ
り
も
は
る
か

に
強
く
、
身
を
も
っ
て
耐
え
抜
き
、
自
ら
が
決
し
て

「危

険
木
」
で
は
な
い
こ
と
を
見
事
に
立
証
し
て
見
せ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
石
狩
森
林
管
理
署

に
よ
る

「危
険
木
」
判
断
と
そ
の
基
準
が
、
い
か
に
科
学

的
な
合
理
性
を
欠
落
し
た
、
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
か

を
身
を
も
っ
て
証
明
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
同
署
は
、
自

ら
の

「管
理
責
任
」
に
言
及
す
る
さ
い
に
た
え
ず

「万

一

の
場
合
」
の
危
険
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
、

今
回
の
よ
う
な
観
測
史
上
最
大
規
模
と
い
う
よ
う
な
予
想
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も
し
な
い
暴
風

・
突
風
は
決
し
て
念
頭
に
置
か
れ
て
は
い

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
今
回
の
「危

険
木
」
の
倒
木
被
害
が
わ
れ
わ
れ
の
予
想
を
は
る
か
に
超

え
て
軽
微
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
は
、
同
署
に
と
っ
て
限

り
な
く
重
い
は
ず
で
あ
り
、
「危
険
木
」伐
採
に
か
ん
す
る

同
署
の
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
と
や
り
方
に
重
大
な
変
更
を

迫
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

表1平 成16年 度石狩森林管理署野帳 リス ト (74本)に 係 る調 査 。

(調 査 日、平 成16年9月11日)

区 分 中央線 瑞穂線 瑞穂連絡線 下野幌線 合計

腐 朽 木 8 10 3 7 28候
補
木

枯 損 木 13 3 24 6 46

合 計 21 13 27 13 74

根 返 し 2(腐 朽) 1(枯 損) 2(腐 朽) 5
被
害 幹 折 れ 4(腐 朽) 5(腐4、 枯1) 1(腐 朽) 10

合 計 2 4 6 3 15

腐 朽 木 2 4 1 3 10被
害
別

枯 損 木 5 5

合 計 2 4 6 3 15

率 (%) 9.52 30.77 22.22 23.07 20.27

(上記の表に枯枝処理木 は含 まない。)

表2伐 採凍結木 リス トに係 る追跡調査。(平成16年1月 、石狩森林管理署提示 リス ト)

(調査 日、平成16年9月2!日)

②

二
〇
〇

三
年
度
に

「
危
険
木
」
指
定
を
解
除
さ

れ
た
樹
木

の
被
害
状
況

次
に
、
二
〇
〇
三
年
度
に
い
っ
た
ん
は

「危
険
木
」
と

し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
保
存
運

動
が
実

っ
た
結
果
、
こ
の
伐
採
対
象
リ
ス
ト
か
ら
は
ず
さ

れ
、
経
過
観
察
に
回
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
合
計
三
七
本

の
樹
木
は
い
っ
た
い
ど
う
な

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も

ま
た
わ
れ
わ
れ
の
予
想
を
は
る
か
に
超
え
る
数
値
で
あ

っ

区 分 ユズ リハ 志文別線 四 季美 コー ス 大沢園地 合計

腐 朽 木 1 5 19 5 30凍結

木
枯 損 木 3 4 7

合 計 1 8 23 5 37

根 返 し

被
害

幹 折 れ 1(腐 朽) 1(腐 朽) 2

未 確 認 一1 一1 一2

合 計 0 1 1(22) 0 2(35)

腐 朽 木 1 1 2被
害
別

枯 損 木

合 計 0 1 1 0 2

率 (%) 0 12.5 4.55 0 5.84

た
。

九

月

二

一
日

に

わ

れ
わ

れ

が
行

っ
た

調
査

で
は
、

こ

の

三
七

本

の
う

ち
、

根

返

り

に
よ

る
倒
木

被

害

は
皆
無

で

あ

り
、

幹

折

れ

に
よ

る
被

害

が

わ
ず

か

に

二
本

あ

っ
た
だ

け
だ

っ
た

の
で

あ

る
。

こ
れ

は
全

体

の
わ
ず

か
五

・
八
%

に
す

ぎ

な

い
。

こ

れ

に

つ
い
て

も
資

料

3

の
表

2
を
参

照

し

て

い
た

だ

き

た

い
。

倒

れ

た

こ

の
二
本

と
も

腐
朽

木

で

あ

り

、

枯

損
木

は
そ

こ

に
は
含

ま
れ

て

は

い
な

い
。

こ

の

こ
と

は

い

っ
た

い
何

を

意

味

す

る

で
あ

ろ
う

か
。

こ

の
調
査

結

果

も

ま

た
、

石
狩

森

林

(37本 の内訳 は、石狩森林 管理署提示が主で あ り、詳細 データでは数本の違いが ある。「未確認 」

とは、標識 テープが確認 で きず、状態が確認 で きなか った樹木で ある。)

上記のふ たつの表 か ら、

①伐採候補木 と伐採凍 結木の合計 は、111本(腐 朽木58本 、枯損木53本)で ある。 ただ し、未確

認木が2本 あるので実質109本 と考 える。

②台風18号 に よる倒木 などの被害合 計は、17本 で あ り、根返 し5本 、幹折れ12本 であ る。

③上記、被害別 の区分 は、腐朽木12本 、枯損木5本 である。

④以上の こ とか ら、ア 全体の被害率 は17本 ÷109本=15.6%

イ 腐朽木の被害率 は12本 ÷109本=11.0!%

ウ 枯損木の被害率 は5本 ÷109本=4.59%で あ る。

(平成!2年 度 は、3!本 の うち23本 が残 され た。 この23本 の うち、倒木等 したの は2本 である。

つ まり、2本 ÷23本=8.7%で ある。)

資料3野 幌 自然休養林の 「危険木」に係 る調査(調 査者 「フォーラム野幌の森」)

管
理
署
の

「危
険
木
」
指
定
が
き
わ
め

て
根
拠
薄
弱
で
、
明
ら
か
に

「過
剰
管

理
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
た
し
て
も
あ

ま
す
と
こ
ろ
な
く
証
明
し
て
い
る
ば
か

り
か
、
い
っ
た
ん
は
死
を
宣
告
さ
れ
て

伐
採
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
れ
ら
の
樹
木

を
保
存
し
よ
う
と
努
力
し
た
わ
れ
わ
れ

の
活
動
が
、結
果
と
し
て
正
当
で
あ
り
、

道
理
の
あ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
、

保
存
さ
れ
た
樹
木
自
ら
が
立
証
し
て
い

る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

台
風
十

八
号
以
後

の
わ

れ
わ
れ
の
活
動
と
石
狩
森

林
管
理
署
の
対
応

九
月
十
九
日
、
台
風
に
よ
る
倒
木
被

害
を
う
け
て
野
幌
森
林
公
園
管
理
運
営

協
議
会
が
開
催
さ
れ
、
野
幌
森
林
公
園

事

務

所

の
要

請

に
も

と

つ

い

て

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
野
幌
の
森
」
か
ら
も
五
十

嵐
敏
文
代
表
を
含
む
四
名
が
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
と
し
て
出
席
し
た
。
こ
の
管
理
運
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営
協
議
会
と
は
、
同
事
務
所
が
主
宰
す
る
団
体

で
、
同
事

務
所
の
O
B
が
中
心
に
な

っ
て
組
織
さ
れ
、
札
幌
、
江
別
、

北
広
島
な
ど
の
地
域
に
ま
た
が
り
、
空
知
森

作
り
セ
ン

タ
ー
な
ど
の
団
体
を
も
含
む
組
織
で
あ
る
。
こ
の
管
理
運

営
協
議
会
が
終
了
し
た
後
、
同
署
の
坪
田
署
長
か
ら
同

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
出
席
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
話
が
あ
り
、
そ

れ
に
よ
る
と
、
こ
の
度
の
台
風
で

「危
険
木
」
は
淘
汰
さ

れ
た
、
そ
の
た
め
の
貴
団
体
と
の
間

の
対
立
点
は
な
く

な

っ
た
、し
た
が

っ
て
今
後
は
伐
採
事
業
は
進
展
し
な
い
、

と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
同
署
は
台
風
十
八
号
に

よ

っ
て
今
年
度

の
伐
採
計
画
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
く

な

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
問
題
が
す
べ
て
解

決
し
た
と
い
う
わ
け
に
は
決
し
て
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

大
切
な
こ
と
は
、台
風
十
八
号
に
よ
る
倒
木
被
害
か
ら
「危

険
木
」
問
題
に
か
か
わ
る
重
要
な
教
訓
を
引
き
出
し
、
従

来
の
考
え
方
と
や
り
方
を
よ
り
合
理
的
な
も
の
に
修
正
し

て
、
こ
の
問
題
の
今
後
に
生
か
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の

後
の
経
過
が
示
す
よ
う
に
、
同
署
に
は
そ
う
い
う
節
が
見

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

十
月
十
六
日
、
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
野
幌
の
森
」
主
催
で
、
風

倒
木
被
害
を
現
地
で
観
察
し
た
後
、
今
後
の
復
旧
と
森
林

保
護

の
あ
り
方
に
か
ん
す
る
意
見
交
換
会
が
開
催
さ
れ

た
。
こ
の
会
に
は
、
石
城
謙
吉
北
大
名
誉
教
授

と
村
野
紀

雄
酪
農
学
園
大
学
教
授
も
参
加
さ
れ
た
。
資
料

4
を
参
照

さ
れ
た
い
。
意
見
交
換
会
で
は
主
と
し
て
、
①

天
然
林
倒

木
は
処
理
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
に
放
置
す
る
、
②

人
工
林
部

分
で
大
量
の
風
倒
木
被
害
の
あ
る
所
で
は
虫
害
な
ど
の
発

生
が
懸
念
さ
れ
る
の
で
、
早
急
に
倒
木
を
林
外

に
搬
出
す

る
、
③
遊
歩
道
付
近
で
人
工
林
の
被
害
が
発
生
し
た
所
の

一
部
を
そ
の
ま
ま
保
存
し
、
学
習
の
素
材
と
し
て
後
世
に

残
す
、
④
復
旧
工
事
を
行
う
さ
い
に
は
、
野
鳥

の
繁
殖
を

研
究

者
ら
が

意
見
交

換
会

【江
別
】
道
立
野
幌
森
林

公
園
の
倒
木
の
現
状
を
知
る

た
め
、自
然
愛
好
老
団
体
「フ

ォ
ー
ラ
ム
野
幌
の
森
」

(五

十
嵐
敏
文
代
表
)が
十
六
日
、

同
公
園
で
観
察
会
や
意
見
交

換
会
を
開
い
た
。

今
後
の
森
林
の
あ
り
方
を

考
え
よ
う
と
企
画
。
同
団
体

関
係
者
、
研
究
者
約
二
十
八

が
、
公
園
内
の
遊
歩
道

「大

沢
コ
ー
ス
」
な
ど
を
歩
き
な

が
ら
、
幹
が
折
れ
て
い
る
木

や
、
根
の
部
分
か
ら
倒
れ
て

い
る
木
な
ど
を
観
察
し
た
。

現
地
観
察
を
踏
ま
え
た
意

見
交
換
会
で
は
、

「倒
木
の

搬
出
作
業
は
重
機
や
ト
ラ
ッ

ク
な
ど
を
使
う
の
で
、
慎
重

に
す
べ
き
だ
」

「倒
木
の
処

理
は
早
く
す
る
必
要
が
あ
る

が
、
森
の
再
生
を
ど
う
図
っ 「重

機
使
用
、慎
重
に
」公園内の倒木の状況を観察する参加者森

考
え
た
方
が
良
い
」
な
ど
の

を
管
理
す
る
石
狩
森
林
管
理

意
見
が
出
た
。今
回
の
観
察
、
署
へ
、
要
望
書
と
し
て
提
出

意
見
交
換
会
の
意
見
は
今

さ
れ
る
。

(藤
本
卓
郎
)

資料42004年10月19日 の北海道新聞

妨
げ
た
り
、
植
生
を
破
壊
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
配
慮

す
る
、
⑤
今
後
は
、
森
林
復
旧
だ
け
で
な
く
、
国
有
林
全

体
の
再
生
と
保
護
を
検
討
す
る
専
門
委
員
会
を
立
ち
上

げ
、
有
識
者
の
意
見
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
時
間
を
か
け
て

検
討
す
べ
き
だ
、
と
い
う
五
点
が
提
起
さ
れ
、
こ
れ
ら
を

要
望
書
に
取
り
ま
と
め
て
石
狩
森
林
管
理
署
に
提
出
す
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
れ
を
う
け
て
同
月
一
二

日
、
同

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の

五
十
嵐
代
表
、
田
村
稔
事
務
局
長
、
村
野
道
子
、
小
竹
直

樹
の
四
氏
が
上
記
に
か
ん
す
る
要
望
書
を
持
参
し
て
石
狩

森
林
管
理
署
を
訪
れ
、
同
署
か
ら
今
後
の
倒
木
処
理
計
画

の
方
向
性
や
日
程
に
か
ん
す
る
説
明
を
受
け
た
後
、
意
見

交
換
を
行

っ
た
。
同
署
は
、
上
記
の
五
点
の
う
ち
、
①
②

③

の
三
点
に
つ
い
て
は
了
承
す
る
と
し
た
う
え
で
、
同
月

二
五
日
か
ら
倒
木
処
理
を
開
始
し
、
二
〇
〇
五
年
七
月
頃

ま
で
に
は
処
理
を
終
了
し
た
い
、
人
工
林
の
復
旧
に
か
ん

し
て
は
北
海
道
森
林
管
理
局
が
事
務
局
と
な

っ
て
近
く

「
野
幌
森
林
再
生
検
討
会
」
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
こ
う
し
た
委
員
会
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら
時

間
を
か
け
て
検
討
し
た
い
、
と
の
意
向
が
示
さ
れ
た
。
し

か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
敬馬
い
た
こ
と
に
、
坪
田
署
長
は
わ
れ

わ
れ
の
要
望
書
の
受
け
取
り
を
拒
否
し
、
こ
れ
を
口
頭
で

読
み
上
げ
る
こ
と
だ
け
を
認
め
て
、
上
記
管
理
運
営
協
議

会
に
参
加
し
て
い
る

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
野
幌
の
森
」
の
位
置

付
け
を
明
確
に
し
た
い
の
で
、
こ
の
団
体
の
性
格
や
活
動

の
概
略
を
文
書
で
出
す
よ
う
に
と
要
求
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
同
署
が
わ
れ
わ
れ
が
提
出
す
る

要
望
書
の
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま

で
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
拒
否
の

背
景
に
あ
る
も
の
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
森
林
復
旧
に

つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
話
し
合
い
の
ル
ー
ル
を
整
備
し
た
い

の
で
、
こ
の
ル
ー
ル
が
で
き
る
前
に
要
望
書
を
受
け
取
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
理
由
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
た
と
え
要
望
書
が
い
か
な
る
団
体
ま
た
は
個
人
か
ら

出
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
納
税
者
で
あ
る
限
り
、
同
署

は
要
望
書
を
受
け
取
り
、
こ
の
要
望
に
耳
を
傾
け
る
義
務

を
負
う
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
い
か
な
る
理
由
が
あ
る
に

せ
よ
、
署
長
の
こ
う
し
た
態
度
は
わ
れ
わ
れ
が
同
署
と
の

間
で
こ
れ
ま
で
築
き
あ
げ
て
き
た
不
文
律
と
信
頼
関
係
と

を
大
き
く
揺
る
が
せ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ

れ
に
強
く
抗
議
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
十

一
月
三

一
日
、
台
風
十
八
号

に
よ
る
風
倒
木
被
害
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
て
、
そ
の
資

料

(本
論
文
の
先
の
資
料
3
と
同

一
の
も
の
)
を
添
付
し

た
う
え
で
、
「
野
幌
自
然
休
養
林
の

『危
険
木
』
伐
採
に
係

る
申
し
入
れ
書
」
を
石
狩
森
林
管
理
署
に
提
出
し
た
。
そ

こ
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
四
年
度
伐
採
候
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補
と
な
っ
た
七
四
本
、
そ
し
て
二
〇
〇
三
年
度

に
伐
採
候

補
に
あ
げ
ら
れ
な
が
ら
伐
採
を
免
れ
た
三
七
本

の
台
風
十

八
号
に
よ
る
被
害
率
が
合
わ
せ
て

一
五

・
六
%

に
す
ぎ
な

か

っ
た
こ
と
か
ら
、
同
署
の

「危
険
木
」
伐
採
が
根
拠
に

乏
し
く
、
「
『森
林
空
間
利
用
』
の
森
に
お
け
る
風
致
景
観

の
維
持
」
に
合
致
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
同
署

が
行

っ
て
き
た

「危
険
木
」
伐
採
は
過
剰
伐
採
お
よ
び
過

剰
管
理
で
あ
る
こ
と
を
断
定
し
た
う
え
で
、
次
の
ふ
た
つ

の
申
し
入
れ
事
項
が
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
「今

後
、
当
自
然
休
養
林
に
お
い
て
腐
朽
木

・
枯
損
木
を

『危

険
木
』
と
認
定
し
伐
採
す
る
こ
と
は
、
原
則
的
に
行
わ
な

い
」
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は

「枯
枝
処
理
は
、
事
前
協
議

の
後
に
行
う
」
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
申
し
入
れ
に
対
し
て
、
石
狩
森
林
管
理
署
か
ら
は

十
二
月
二
四
日
付
け
で
回
答
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
内
容
は

わ
れ
わ
れ
を
き
わ
め
て
失
望
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
や

や
長
い
が
、
参
考
の
た
め
に
そ
の
全
文
を
引
用
し
よ
う
。

「災
害
の
未
然
防
止
の
観
点
か
ら
、遊
歩
道
沿

い
の
危
険

木
の
伐
倒
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
可
能

性
の
あ
る
枯
損
木
等
を
処
理
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

管
理
上
止
む
を
得
ず
必
要
最
小
限
の
伐
倒
を
行
う
も
の
で

あ
る
こ
と
を
ご
理
解
願
い
ま
す
。

併
せ
て
、
こ
れ
ら
枯
損
木
等
を
残
置
す
る
こ
と
は
、
利

用
者

に
被
害
を
及
ぼ
す
危
険
性
が
常
在
す
る
こ
と
と
な

り
、
管
理
側
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
危
険
性
を
事
前
に
避

け
る
責
務
が
あ
る
こ
と
を
ご
理
解

い
た
だ
き
た

い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

な
お
、
近
年
行

っ
て
き
た
コ
ー
ス
ご
と
の
計
画
伐
採
に

つ
い
て
は
、
当
面
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
が
、
倒
木
、

か
か
り
木
、
倒
壊
の
恐
れ
の
あ
る
枯
損
木
等
の
処
理
及
び

枯
枝
処
理
に
つ
い
て
は
、
上
記
理
由
か
ら
経
常

の
管
理
用

務
の
中
で
対
処
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の

で
、
重
ね
て
ご
理
解
願
い
ま
す
。
」

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
回
答
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
含

ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

ま
ず
第

一
に
、
同
署
は
こ
の
回
答
の
な
か
で

「枯
損
木

等
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
て
い
る
が
、
利
用
者
に
危
険

を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
従
来
か
ら
伐
採
し
て
き

た
樹
木
に
は

「腐
朽
木
」
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
は
自
明

で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で

「枯
損
木
等
」
と
い
う
言
い
方
を

す
る
こ
と
は
、
人
を
惑
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
同
署
が
あ

た
か
も
問
題
を
す
り
替
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与

え
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
同
署
が
行

っ
て
き
た
の
は

「止
む
を
得
ず
最

小
限
の
伐
倒
」
で
は
決
し
て
な
く
て
、
そ
の
反
対
に
明
ら

か
に

「過
剰
伐
採
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

「過
剰
管
理
」

で
も
あ
る
こ
と
は
、
本
論
文
で
述
べ
た
わ
れ
わ
れ
の
調
査

結
果
に
よ
っ
て
疑
う
余
地
な
く
論
証
さ
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
同
署
は
そ
の
こ
と
を
ま

っ
た
く
認
め
よ
う
と
は
し

て
い
な
い
。

第
三
に
、
同
署
は

「近
年
行

っ
て
き
た
コ
ー
ス
ご
と
の

計
画
伐
採
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
行
わ
な
い
」
と
述

べ
な

が
ら
、
「当
面
」
が
い
つ
の
時
点
ま
で
な
の
か
に
か
ん
し
て

明
言
を
避
け
て
い
る
こ
と
は
無
責
任
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
に
、
「倒
壊
の
恐
れ
の
あ
る
枯
損
木
等
の
処
理
及
び

枯
枝
処
理
に
つ
い
て
は
」、
「経
常

の
管
理
用
務
の
中
で
対

処
し
て
い
き
た
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ

と
同
署
が
築
き
上
げ
て
き
た
慣
例
と
信
頼
関
係
を
裏
切
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
同
署
は

「枯
損
木
等
の
処
理
及

び
枯
枝
処
理
」
に
か
ん
し
て
も
わ
れ
わ
れ
と
の
間
の
事
前

協
議
の
対
象
と
し
て
き
た
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
問
題
を
「経

常
の
管
理
業
務
の
中
で
対
処
す
る
」
と
い
う
の
は
、
明
ら

か
に
制
度
の
変
更
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
意
見
を
度
外
視

し
て
こ
れ
ら
の
処
理
を
強
行
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
の
現
れ

だ
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
同
署
は
、
自
ら
基
準
と
し
て
設
定
し
た
腐
朽

率
五
〇
%
に
満
た
な
い
多
く
の
樹
木
を
伐
採
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
台
風
十
八
号
に
よ
る

「危
険
木
」
の
倒
木
被

害
が
か
な
り
軽
微
で
あ

っ
た
こ
と
を
ま

っ
た
く
考
慮
に
入

れ
る
こ
と
な
し
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
と
ま

っ

た
く
同

一
の
こ
と
を
た
だ
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
森
林
だ
け
に
限
ら
ず
、
管
理

一
般
に
お
い
て
き
わ
め

て
重
要
な
こ
と
は
、
次
々
と
現
実
に
進
行
し
て
い
く
事
態

を
真
摯
に
受
け
止
め
、
こ
れ
か
ら
謙
虚
に
学
習
し
、
そ
の

結
果
を
自
ら
こ
れ
ま
で
実
践
し
て
き
た
考
え
方
に
投
げ
返

し
て
こ
れ
を
さ
ら
に
よ
り
良
い
も
の
に
修
正

・
改
良
し
て

い
く
と
い
う
努
力
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
同
署
に
こ
う
し

た
こ
と
を
行
お
う
と
す
る
姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
。

な
お
、
同
年
十
二
月
二

一
日
に
、
北
海
道
森
林
管
理
局

が
事
務
局
と
な

っ
て
第

一
回

「野
幌
森
林
再
生
検
討
会
」

が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
検
討
会
は
、
台
風
十
八
号
に
よ
る

倒
木
被
害
を
踏
ま
え
て
、
森
林
の
多
面
的
機
能
の
維
持
、

病
害
虫
や
火
災
防
止
、
森
林
公
園
利
用
者
の
利
便
を
図
る

た
め
に
、
今
後
ど
の
よ
う
に
野
幌
の
森
林
を
再
生
し
て
い

く
か
を
検
討
し
よ
う
と
い
う
目
的
で
発
足
し
た
も
の
で
あ

り
、
こ
の
会
を
構
成
す
る
十
名
の
委
員
の
な
か
の

一
人
と

し
て
、
わ
れ
わ
れ
の

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
野
幌
の
森
」
か
ら
も

五
十
嵐
敏
文
代
表
が
参
加
し
て
い
る
。
同
検
討
会
に
お
け

る
、
市
民
参
加
に
も
と
つ
く
野
幌
の
森
林
再
生
に
か
ん
す

る
今
後
の
議
論
の
進
展
を
見
守
り
た
い
と
思
う
。

国

森
林
保
護
の
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て

「危
険
木
」
伐
採
問
題
に
か
ん
す
る
同
署
の
考
え
方
と
や

り
方
の
問
題
点
に
か
ん
し
て
は
、
私
の
先
立

つ
ふ
た
つ
の
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論
文

の
な
か
で
す
で
に
展
開
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り

返
さ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
率
直
な
要
望
は
こ
う
で
あ
る
。

石
狩
森
林
管
理
署
は
自
ら
行

っ
た
伐
採
が
自

ら
設
定
し
た

腐
朽
率
五
〇
%
と
い
う
基
準
を
満
た
し
て
は
お
ら
ず
、
そ

し
て

「危
険
木
」
が
風
速
五
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
暴
風

に
も
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し

た
が
ゆ
え

に
、
決
し
て

「危
険
」
と
は
言
え
な
い
多
く

の
樹
木
を
伐

採
し
て
い
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
、
今
後
の
森
林
管
理
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た

「過
剰

伐
採
」
と

「過
剰
管
理
」
を
い
か
に
回
避
す
る
か
と
い
う

重
要
な
課
題
と
真
剣
に
向
き
合
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
伐
採
以
前
に
、
当
の
樹
木
が
伐
採
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
十
分
に
証
明
す
る
デ
ー
タ
を
し

っ

か
り
と
収
集
し
、
た
と
え
や
む
な
く
伐
採
し
た
後
で
も
、

そ
の
樹
木
を
伐
採
し
た
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ

っ
た

の
か
ど
う
か
を
十
分
に
検
証
し
、
伐
採
以
後
も
当
の
樹
木

ご
と
に
腐
朽
率
を
含
む
全
体
的
な
デ
ー
タ
を

き
ち
ん
と
蓄

積
し
て
、
今
後
の
森
林
保
護
に
生
か
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
間
に
生
じ
た
台
風
被
害
を
含
む
多
く
の
教
訓

に
謙
虚
に
学
ん
で
、
「危
険
木
」
に
か
ん
す
る
考
え
方
と
そ

の
基
準
と
な
る
も
の
を
た
え
ず
見
直
し
て
、
さ
ら
に
科
学

的
で
合
理
的
な
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
森
林
保
護

に
関
心
を
も
つ
者
の
批
判
に
十
分
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
へ

と
修
正
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
あ
の
台
風
十
八
号
が
吹
き
荒

れ
て
い
る
さ
な
か
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
野
幌
森
林
公
園
に

入
林
し
て
い
た
人
々
が

一
定
数
い
た
と
い
う

と
の
こ
と
で

あ
る
。
も
し
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
状

況
の
も
と
で
は
人
身
事
故
が
起
き
る
可
能
性

は
ま

っ
た
く

な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。し
か
し
、だ

か
ら
と
い
っ

て
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
入
林
者
の
身
の
安
全
を
確
保
し
、

人
身
事
故
を
回
避
す
る
た
め
に
、
遊
歩
道
付
近

の

「危
険

木
」
を
で
き
る
限
り
多
く
伐
採
す
べ
き
だ
と
い
う
結
論
が

決
し
て
導
出
さ
れ
は
し
な
い
。
こ
れ
は

「危
険
木
」
に
か

ん
す
る
最
も
単
純
で
安
易
な
結
論
で
あ
る
。
台
風
十
八
号

に
よ
る
倒
木
被
害
は
む
し
ろ
健
全
木
に
多
か
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
論
理
か
ら
は
、
健
全
木
を
含
め
て
遊
歩
道

付
近
の
樹
木
を
こ
と
ご
と
く
伐
採
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
帰
結
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

森
林
生
態
系
の
保
護
を
最
優
先
に
考
え
る
生
態
学
的
な

立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
人
身
事
故
が
生
じ
う
る
可
能
性
と

そ
の
責
任
を
自
然
の
側
に
押
し
付
け
て
、
「万
が

一
の
可
能

性
」
と
い
う
た
ん
な
る
抽
象
的
な
可
能
性
に
も
と
つ
い
て
、

「危
険
木
」
を
大
量
に
伐
採
す
る
と
い
う
安
易
で
拙
劣
な
や

り
方
を
と
る
の
で
は
な
く
て
、
さ
ら
に
も

っ
と
高
次
の
段

階
に
進
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
側
が
事
故
回
避
の
責
任

を
引
き
受
け
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
と
手
段
を
工
夫

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
仮
に
台
風
十
八
号
の

よ
う
な
暴
風
下
で
入
林
し
て
人
身
事
故
に
あ

っ
た
人
が
い

る
と
仮
定
し
て
、現
段
階
で
は
市
民
が
ま
だ
、「管
理
責
任
」

を
問
わ
ず
に
入
林
者
当
人
の
自
己
責
任
を
問
題
と
す
る
よ

う
な
社
会
的
通
念
を
獲
得
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
人
間
の
側
が
少
な
く
と
も
そ
こ
に
至
る
以
前
の
過
渡

的
な
措
置
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

か
ら
は
、
暴
風
な
ど
の
劣
悪
な
気
象
条
件
の
場
合
に
は
、

例
え
ば
同
森
林
公
園
の
ゲ
ー
ト
を
閉
鎖
し
た
り
、
そ
れ
が

不
可
能
な
場
合
に
は

「強
風
に
つ
き
立
ち
入
り
禁
止
」
の

札
を
下
げ
る
な
ど
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
を
規
制
し
自

然
の
側
に
責
任
を
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ

れ
人
間
の
側
が
自
己
を
規
制
し
て
自
ら
責
任
を
引
き
受
け

事
故
を
回
避
す
る
た
め
の
、
た
ん
に
個
々
の
市
民
の
モ
ラ

ル
に
任
せ
る
以
外
の
、
何
ら
か
の
工
夫
を
行
う
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「危
険
木
」
を
科
学
的
な
根

拠
も
な
し
に
大
量
に
伐
採
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
行
政

が
今
述
べ
た
よ
う
な
か
た
ち
で
市
民
を
誘
導
す
る
こ
と
こ

そ
が
行
政
の

「管
理
責
任
」
に
な
る
よ
う
な
姿
勢
で
あ
ろ

う
。
官
と
民
が
森
林
と
そ
の
生
態
系
の
保
護
と
い
う
共
通

の
土
俵
に
立
ち
な
が
ら
、
今
後
ど
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
人

間
の
側
に
き
め
細
か
な
措
置
と
対
策
を
工
夫
し
て
い
く
か

が
、
今
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〈補
論
〉
「中
央
道
路
問
題
」
の
新
た
な
進
展
に

つ
い
て

さ
っ
ぱ
り
進
展
を
見
せ
な
い

「危
険
木
」
伐
採
問
題
に

比
べ
て
、
い
わ
ゆ
る

「中
央
道
路
問
題
」
に
か
ん
し
て
は

こ
の
間
大
き
な
前
進
が
あ
っ
た
の
で
、
最
後
に
付
記
し
て

お
き
た
い
。

一
九
六
八
年
に
北
海
道
開
拓
百
年
を
記
念
し
て
北
海
道

立
自
然
公
園
に
指
定
さ
れ
た
野
幌
森
林
公
園
に
は
、
そ
の

複
雑
な
歴
史
的
経
緯
を
背
景
に
し
て
、
こ
れ
を
貫
通
す
る

ふ
た
つ
の
江
別
市
道
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
南
幌
町

方
面
か
ら
ト
ド
山
口
と
立
命
館
慶
祥
高
校
を
へ
て
も
み
じ

台
方
面

へ
と
抜
け
る
農
道
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
西

野
幌
の
登
満
別
か
ら
同
公
園
の
中
央
部
を
通

っ
て
も
み
じ

台
団
地

へ
と
抜
け
る

「
野
幌
基
線
」
、
通
称

「中
央
道
路
」

で
あ
る
。
前
者
の
農
道
は
、
南
幌
方
面
で
収
穫
さ
れ
る
野

菜
と
花
卉
類
を
速
く
札
幌

へ
と
輸
送
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
拡
幅

・
整
備
し
よ
う
と
す
る
計
画
が
持
ち
上
が

っ
た

こ
と
が
あ
る
が
、
現
在
は
凍
結
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
「中

央
道
路
」
に
も
ま
た
、
今
も
わ
ず
か
に
残
る
農
家
住
民
か

ら
拡
幅
舗
装
の
要
望
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
反
面
、
同

公
園
が
道
立
自
然
公
園
に
指
定
さ
れ
た
時
に
当
時
の
営
林

署
と
北
海
道
が
こ
の
道
路
を
廃
道
と
す
る
よ
う
に
と
江
別

市
に
申
し
入
れ
た
と
い
う
経
過
が
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か

80



わ
ら
ず
そ
の
後
江
別
市
に
R
T
N

(リ
サ
ー
チ
ト
ラ
イ
ア

ン
グ

ル
ノ
ー
ス
)
計
画
な
ど
が
生
じ
た
た
め
に
、
そ
の
ま

ま
に
放
置
さ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
(注
八
)
。
い

ま
だ
に
原
始
の
面
影
を
大
き
く
と
ど
め
、

一
部

に
天
然
記

念
物
を
残
し
、
道
立
自
然
公
園
に
指
定
さ
れ
た
野
幌
森
林

公
園
の
中
央
を
、
た
と
え
舗
装
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え

市
道
が
横
断
し
て
、
ま
た
夏
季
の
間
だ
け
と
は
い
え

一
般

車
両
が
何
の
規
制
も
な
し
に
自
由
に
通
行
し
う

る
と
い
う

の
は
、
た
だ
で
さ
え
周
辺
の
開
発
に
よ
っ
て
陸

の
孤
島
と

化
し

つ
あ
る
こ
の
森
林
生
態
系
を
保
護
す
る
と
い
う
観
点

か
ら
見
れ
ば
、
き
わ
め
て
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。

こ
の

「中
央
道
路
」
が
改
め
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な

い
問
題
に
な
り
始
め
た
の
は
、
こ
の
市
道
に
車
両
規
制
が

な
い
こ
と
を
利
用
し
て
、
こ
こ
に
車
を
乗
り
入
れ
て
道
立

自
然
公
園
内
に
ゴ
ミ
を
大
量
に
不
法
投
棄
す
る
と
い
う
問

題
が
深
刻
化
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

「
フ
ォ
ー
ラ
ム

野
幌
の
森
」
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
こ
の

「中
央
道
路
問

題
」
に
取
り
組
み
始
め
、
ま
ず
は
こ
の
道
路
の
利
用
状
況

を
車
輌
運
転
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
し
て
利
用
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
と
い
う
活
動
を
行

っ
た
ほ
か
、
二
〇
〇
四
年

三
月

に
は
、
当
時
北
海
道
自
然
保
護
協
会

の
副
会
長
で

あ

っ
た
佐
藤
謙
氏

の
講
演
会
を
主
催
し
た
の
を
皮
切
り

に
、
江
別
市
に
た
い
し
て
こ
の

「中
央
道
路
」

へ
の
一
般

車
両
の
通
行
を
阻
止
す
る
た
め
の
措
置
を
取
る
よ
う
に
求

め
る
署
名
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。

き
わ
め
て
腰
の
重
か
っ
た
江
別
市
に
同
年
に
な

っ
て
よ

う
や
く
い
く
つ
か
の
動
き
が
見
ら
れ
始
め
た
が
、
そ
の
ひ

と
つ
は
同
市
が
八
月
十
二
日
に
不
法
投
棄
を
監
視
す
る
監

視
カ
メ
ラ
を
森
林
公
園
内
の
ニ
カ
所
に
設
置
し
た
こ
と
で

あ
る
(資
料
5
を
参
照
)。
こ
う
し
た
新
た
な
動
き
は
、
同

年
十
月
か
ら
始
ま
っ
た
江
別
市
の
ゴ
ミ
有
料
化

の
実
施
に

伴

っ
て
、
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
が
い
っ
そ
う
強
ま
る
こ
と
を

懸
念
し
て
の
措
置
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
同
年
十

一
月

に
入
っ
て
か

ら
、
江
別
市
企
画
政
策
部
か
ら
わ

れ
わ
れ
に
次

の
よ
う
な
連
絡
が

あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
「中
央
道
路
問

題
」
に
か
ん
し
て
は
、
現
在
行
政

間
で
調
整
を
行

っ
て
お
り
、
地
域

住
民
の
了
解
を
得
て

一
般
車
両
の

通
行
禁
止
を
求
め
る
看
板
を
六
つ

立
て
て
、
そ
の
効
果
を
見
守
り
た

い
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
そ

の
後
実
際
に
、
「
こ
こ
か
ら
先
の
区

間
は
歩
道
で
す
。

一
般
車
輌
は
通

行
で
き
ま
せ
ん
」
と
い
う
看
板
が

「中
央
道
路
」
の
三
カ
所
、
す
な
わ

ち
瑞
穂
駐
車
場
、
登
満
別
、
札
幌

テ
ク
ノ
パ
ー
ク
駐
車
場
の
そ
れ
ぞ

れ
か
ら
野
幌
森
林
公
園
に
入
る
三

つ
の
入
り
口
に
立
て
ら
れ
た
。
こ

れ
は

「中
央
道
路
」
に
史
上
初
め

て

一
般
車
両
の
通
行
に
対
す
る
規

制
が
か
け
ら
れ
た
歴
史
的
瞬
間
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
立
て
看
板

だ
け
で
ど
れ
ほ
ど
の
実
効
性
が
あ

る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
と
も

か
く
も
こ
の
こ
と
を
野
幌
森
林
公

園
保
護
の
歴
史
に
残
る
、
そ
し
て

今
後
の
完
全
歩
道
化
に
つ
な
が
る

大
き
な
第

一
歩
と
し
て
大
い
に
歓

迎
し
た
い
と
思
う
。

こ
の

「中
央
道
路
」
と
農
道
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
歴
史
的

野幌森林公園

市
が
監
視
カ
メ
ラ
を
設
置

【江
別
】
廃
家
電
製
品
や
不
用
家
具
、
車
の
部
品
な
ど
、
大
型
こ
み
の
不
法
投
棄
が

野
幌
森
林
公
園
の
江
別
市
側
や
、
高
速
道
脇
を
中
心
に
深
刻
化
し
て
い
る
。
札
幌
か
ら

持
ち
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、
江
別
市
は
防
止
対
策
と
し
て
、
こ
の
ほ
ど
同
公
園
内

な
ど
三
カ
所
に

「監
視
カ
メ
ラ
」
や
注
意
の
看
板
を
設
置
し
た
ほ
か
、
野
幌
森
林
公
園

事
務
所
や
道
、
道
警
な
ど
と
の
連
携
を
強
化
し
て
い
く
。

(黒
川
伸

一
)

道
央
道
周
辺
に
も
集
中

同
市
生
活
環
境
部
環
境
室

に
よ
る
と
、
通
報
や
パ
ト
ロ

ー
ル
で
、
市
が
回
収
す
る
大

型
6
み
は
年
間
九
百
ー
千
四

江別市 の ごみ 不法投棄 回収 状況
(収集個数、市生活環境部環境室把握分)

タイヤ 冷蔵聞 洗濯機 テレビ 自転車 その他 合計
1997年 548 67 79 60 69 8つ 905

1998年 830 46 43 ll8 61 12つ 1,220

1999年 929 51 33 77 74 113 1,277

2000年 684 14 21 50 20 113 902

2001年 887 18 31 116 16 321 1,389

2002年 411 26 35 105 21 358 956

2003年 689 !18 38 147 21 404 1,460

2004年(7月 末 まで) 509 24 13 58 37 700 1,341

百
個
に
及
ぷ
。

今
年
は
七
月
末
段
階
で
既

に
千
三
百
四
十

一
個
を
数

え
、
調
査
開
始

(
一
九
九
七

ど

年
)
以
叢

高

な

だ

っ
た
昨
年

ロ

(千
四
百
六
十

ンコ

個
)
を
上
回
る

卵デ"りゆ地掴※

勢
い
。
特
に
、
タ
イ
ヤ
や
バ

ッ
テ
リ
ー
な
ど
自
動
車
関
連

部
品
や
、
引
っ
越
し
時
に
出

た
不
用
品
を
大
量
に
投
棄
す

る
ケ
ー
ス
が
目
立

っ
て
い

る
。投

棄
場
所
は
野
幌
森
林
公

園
、
江
別
市
内
を
横
断
す
る

道
央
自
動
車
道

(上
下
線
)

の
側
道
が
圧
倒
的
に
多
く
、

回
収
大
型
O
み
全
体
の
七
割

看「るけカぴ呼
同

を

=

意

」

注
板

ほ
ど
を
占
め
る
と
い
う
。
と

も
に
、
道
路
で
つ
な
が
る
札

幌
側
か
ら
の
投
棄
も
多
い
と

み
ら
れ
る
。

不
法
投
棄
を
防
ぐ
た
め
、

同
環
境
室
は
十
二
日
に
、
野

幌
森
林
公
園
内
に
ニ
カ
所
、

道
央
自
動
車
道
江
別
西
イ
ン

タ
ー
近
く
に
一
カ
所
、

「監

視
カ
メ
ラ
」
と
注
意
を
呼
び

か
け
る
看
板
を
設
置
。
関
係

機
関
と
の
連
絡
を
密
に
し

て
、
投
棄
の
未
然
防
止
に
努

め
て
い
る
。

ご
み
の
不
法
投
棄
に
つ
い

て
は
、
三
年
前
の
法
改
正
で

罰
則
が
強
化
さ
れ
、
個
人
の

場
合
は
五
年
以
下
の
懲
役
か

最
高

一千
万
円
の
罰
金
、
法

人
は
最
高

一億
円
の
罰
金
が

科
せ
ら
れ
る
。江
別
市
は
「不

法
投
棄
は
犯
罪
に
当
た
り
、

状
況
次
第
で
は
道
警
に
通
報

す
る
」

(環
境
室
)
と
し
て

い
る
。

視
内

監
園公

た
林

れ
森

さ
幌

置
野

設

=
」
勿

新
メ

資料52004年8月18日 の北海道新聞
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経
緯
と
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
の
経
過
を
含
め

て
、
い
ず
れ
論
文
に
ま
と
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

(二
〇
〇
五
年

一
月
十

一
日
記
)

注(
一
)
奥
谷
浩

一
「野
幌
森
林
公
園
の

『危
険
木
』
伐
採
問

題
」
、
『北
海
道
の
自
然
』
(北
海
道
自
然
保
護
協
会
)、

第
四
二
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
を
参
照
の
こ
と
。

(二
)
奥
谷
浩

一
「野
幌
森
林
公
園
に
お
け
る
森
林
保
護
の

た
め
の
市
民
活
動
」、
『札
幌
学
院
大
学
人
文
学
会
紀

要
』、
第
七
五
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
を
参

照
の
こ
と
。

(三
)
私
の
上
記
注

(
一
)
論
文
の
六
九
頁
以
下
、
注

(二
)

論
文
の
四
九
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(四
)
同
じ
く
注

(
一
)
論
文
の
七
〇
頁
以
下
、
注

(二
)

論
文
の
五
〇
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(五
)
こ
の
調
査
結
果
は
、わ
れ
わ
れ
が
昨
年
五
月
八
日
に

調
査
し
た
結
果
を
私
な
り
に
分
析

・
集
計
し
て
六
月
十

八
口
に

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
野
幌
の
森
」
に
提
出

し
た
も
の

を
、
今
回
論
文
を
執
筆
す
る
に
あ
た

っ
て
も
う

一
度
検

討
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

(六
)
わ
れ
わ
れ
が
伐
採
止
む
な
し
と
し
た
八
本
に
つ
い

て
は
、
そ
の
後
、
台
風
十
八
号
に
よ
る
風
倒
木
搬
出
の

さ
い
に
、同
事
務
所
に
よ

っ
て
伐
採
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。

(七
)
台
風
十
八
号
に
よ
る
風
倒
木
被
害
に
つ
い
て
は
、十

一
月
三
〇
日
の
第

一
回
野
幌
森
林
再
生
検
討
会
で
報
告

し
た
北
海
道
森
林
管
理
局
に
よ
れ
ば
、
被
害
区
域
は
七

三

ヘ
ク
タ
ー
ル
で
総
面
積
の
四

・
六
%
と

の
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
新
聞
報
道

の
数
字
と
は
や
や
異
な

っ
て
い
る
。

(八
)
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
私
の
上
記
注

(二
)
論
文
の
二

九
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ラ
ム
野
幌
の
森
」
が
発
行
し
て
い
る
会
報

「野
幌
の
森
」

第

二
二
～
二
五
号

を
参
考

に
さ
せ
て

い
た
だ

い
た
。

「
フ
ォ
ー
ラ
ム
野
幌

の
森
」
代
表
の
五
十
嵐
敏
文
氏
か
ら
は

本
論
文
に
掲
載
し
た
資
料
の
提
供
を
い
た
だ
き
、
同
事
務

局
長
の
田
村
稔
氏
か
ら
も
私
が
疑
問
と
す
る
点
お
よ
び
不

明
な
点
に
快
く
お
答
え
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
村
野
道
子

氏
、
橘
宏
氏
、
小
竹
直
樹
氏
、
韮
沢
ち
よ
氏
を
初
め
と
す

る
諸
氏
に
は
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
だ
け
で
な
く
、

森
林
保
護
の
問
題
に
か
ん
し
て
い
ろ
い
ろ
と
有
益
な
ご
意

見
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
氏
に
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
た
い
。)
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(注

記

本

論

文

を
執

筆

す

る

に
あ

た

っ
て
は

、

「
フ

ォ
ー


