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「
圧

倒

的

な

ス
ケ

ー

ル
を

誇

る
十

勝

川
。

日

高

、
十

勝

、

大

雪

か
ら

集

ま

る
清

水

は

、

シ
ー
ズ

ン
を

通

し

て
安

定

し

た
水

量

を

確

保

し

ま
す

。

流

域

面
積

、

道

内

二
位

は
ダ

テ

じ

ゃ

な

い
!
」

「
十

勝

の
大

自

然

を

満

喫

…

…
」

「
北

海

道

の
大

自

然

の
贈

り
物

…
…

」

と

い

っ
た
観

光

キ

ャ

ッ
チ

フ

レ
ー

ズ

は
多

く

の
観

光

客

の
北

海

道

へ
の
憧

れ
や

ノ

ス

タ

ル
ジ

ー

を

か

き
た

て

る
大

き

な

要

素

に
な

っ
て

い
る

こ

と

は
間

違

い
な

い
だ

ろ
う

。

道

外

か
ら

の
観

光

客

だ

け

で

は

な

い
。

こ
う

い

っ
た

キ

ャ

ッ
チ

コ
ピ

ー

に

よ

っ
て
道

民
自

身

も

幻
想

を
抱

い
て

い
る

の

で
は

な

い
だ

ろ
う

か
?

そ

し

て

、
勘

違

い
し

て

し

ま

っ
て

い
る

の
で

は

な

い
だ

ろ
う

か

?確

か

に
、

手

付

か
ず

に
残

さ

れ
た

北

海
道

の
大

自

然

は

雄

大

で
素
晴

ら

し

い
。
し

か

し

で
あ

る
。
近
年

、
イ

ン
タ

ー

ネ

ッ
ト

で
ラ

ン
ド

サ

ッ
ト
画

像

が

比

較

的

自
由

に
見

ら

れ

る

よ

う

に
な

っ
て

い
る

の

で
、

機

会

が

あ

っ
た

ら
夜

の
地

球

の
画

像

を
ぜ

ひ
見

て

ほ

し

い
。

日
本

列

島

が

あ

た

か
も

イ

カ

釣

り

漁
船

団

の
よ

う

に
光

り
輝

い
て

い
る

。
黒

く

闇

に
沈

ん

だ

部

分

は
人

の
手

が

は

い

っ
て

い
な

い
場
所

で
あ

る
。
北
海
道
内
で
光

っ
て
い
な
い
の
は
、
大
雪
山
系
の
ほ

ん
の

一
部
だ
け
。
東
北
地
方
の
奥
羽
山
脈
の
南
北
に
長
く

続
く
漆
黒
の
帯
と
比
べ
る
と
い
か
に
少
な
い
こ
と
か
。

そ
し
て
、
北
海
道
の
雄
大
な
川
は
本
当
に

「雄
大
」
な

の
だ
ろ
う
か
?

客
観
的
に
見
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
二
万
五
千
分
の

一
の
地
形
図
で
本
州
と
北
海
道
の
い

く

つ
か
の
河
川
の
姿
比
較
し
て
み
よ
う
(図
1
)。
上
流
付

近
は
日
本
の
ど
の
川
も
山
塊
の
中
を
流
れ
て
お
り
、
ダ
ム

や
砂
防
ダ
ム
以
外
は
基
本
的
に
は
構
造
的
に
大
き
な
差
は

な
い
。
大
き
な
違
い
が
観
察
さ
れ
る
の
は
、
扇
状
地
と
そ

の
上
流
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
中
流
か
ら
下
流
に
か
け
て
の

範
囲
で
あ
る
。

図
の
左
側
に
本
州
の
三
河
川
の
地
形
図
、
右
側
に
北
海

道
の
三
河
川
の
地
形
図
を
並
べ
て
あ
る
。
新
潟
県
の
阿
賀

野
川

(図
1
A
)
で
も
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
が
行
わ
れ
て
き

て
お
り
(地
図
中
の
矢
印
)、
か
つ
て
の
河
道
よ
り
直
線
的

に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
蛇
行
は
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
お
り
、
草
原
、
湿
地
、
河
畔
林
と
い
っ

た
河
川
空
間
の
多
様
性
の
存
在
が
地
図
記
号
か
ら
判
断
す

る
限
り
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

市
内
を
多
く
の
川
が
流
れ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
仙
台
周

辺
で
は
広
瀬
川
と
名
取
川
が
合
流
す
る
(図
1
B
)。
注
目

し
た
い
の
は
河
川
空
間
の
広
さ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
川

の
築
堤
間
の
幅
は
ゆ
う
に
五
百

m
あ
り
、
合
流
点
で
は

一

番
広
い
と
こ
ろ
で

一
㎞
以
上
も
あ
る
。
水
脈
筋
の
複
雑
さ

も
注
目
し
て
ほ
し
い
。

そ
し
て
、
利
根
川
の
支
流
の

一
つ
で
あ
る
鬼
怒
川

(図

1
C
)。
築
堤
間
の
幅
は
十
勝
川
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、

広
瀬

・
名
取
川
同
様
、
水
脈
筋

(み
お
す
じ
)
は
非
常

に

複
雑
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
築
堤
自
体
の
形
状
も
定
規
で
描

い
た
よ
う
に
単
調
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
蛇
行
の
た
め
に

増
水
す
れ
ば
水
が
の
り
や
す
い
箇
所
の
河
川
空
間
は
広
く

と
っ
て
あ
る
こ
と
も
地
形
図
か
ら
読
み
取
れ
る
。

図
の
右
側
に
目
を
転
じ
よ
う
。

一
番
上
は
、
石
狩
川
が

当
別
、
石
狩
、
札
幌
市
の
周
辺
を
流
れ
る
あ
た
り
の
地
形

図

(図
1
D
)
で
あ
る
。
阿
賀
野
川
で
は
、
川
の
一
部
と

し
て
温
存
さ
れ
た
規
模
の
蛇
行
は
す

っ
ぱ
り
切
り
離
さ
れ

て
い
る
。築
堤
は
定
規
で
引

い
た
よ
う
に
ま

っ
す
ぐ
で
(実
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A

B

ヒ

C

冒

本州の河川 と北海道 の河川の比較1

際
、
定
規
で
引
い
た
の
だ
ろ
う
が
)、
本
流

の
水
脈
筋
は
悲

し
い
ま
で
に
単
調
で
あ
る
。
ご
存
知
の
方
も
多

い
が
、
石

狩
川
の
総
延
長
は
か
つ
て
三
百
六
十
㎞
も
あ

っ
た
の
だ

が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
も
狭
く
シ
ョ
ー
ト
カ

ッ
ト
で
約
百

㎞
も
短
く
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

図
1
E
に
示
さ
れ
る
旭
川
市
内
を
流
れ
る
美
瑛
川
と
忠

別
川
の
築
堤
問
の
幅
は
広
く
て
も
三
百

m
ほ

ど
し
か
な

く
、水
脈
筋
も
築
堤
も
仙
台
の
川
と
比
べ
る
と
人
工
的
だ
。

「川
の
街
」
旭
川
に
し
て
は
お
粗
末
な
の
で
は
な
い
か
?

図
に
は
示
し
て
い
な
い
が
、
札
幌
の
母
な
る
川
、
豊
平
川

の
現
状
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
十
勝
川
(図
1
F
)
。
石
狩
川
と
同
様
、
悲
し

い
ほ
ど
に
単
調
な
水
脈
筋
が
、
こ
れ
ま
た
単
調
な
築
堤
幅

の
中
を
流
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
、北
海
道
の
二
大
河
川
の
今
の
姿
な
の
で
あ
る
。

北
海
道
に
は
も
は
や
雄
大
な
大
河
は
存
在
し
な
い
。
雄
大

な
川
を
見
る
な
ら
ば
本
州

へ
行

っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
阿
賀

野
川
、
信
濃
川
、
鬼
怒
川
、
広
瀬
川
、
四
万
十
川
、
渡
良

瀬
川

。
こ
れ
ら
の
河
川
も
、ダ
ム
や
堰
の
造
成
と
い
っ

た
固
有
の
開
発
問
題
を
抱
え
て
は
い
る
も
の
の
、
北
海
道

の
川
ほ
ど
徹
底
的
に
個
性
を
否
定
さ
れ
て
ね
じ
伏
せ
ら
れ

た
姿
を
晒
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
州
以
南
の
地
域
と
北
海
道
の
川
の
姿
の
違

い
を
生
み

出
し
た
大
き
な
要
因
は
、
川
と
の
付
き
合
い
の
歴
史
の
長

さ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
州
以
南
で
は
歴
史
が
書
か
れ
る
ず

っ
と
以
前
か
ら
、

人
々
は
地
域
の
川
の
特
性
を
熟
知
し
、
折
り
合

い
を

つ
け

な
が
ら
生
活
し
て
き
た
。
川
が
暴
れ
て
も
十
分
に
安
全
な

距
離
を
保
ち
、
同
時
に
川
の
氾
濫
が
も
た
ら
す
栄
養
塩
な

ど
の
恩
恵
を
認
識
し
な
が
ら
、
集
落
や
農
耕
地
を
配
置
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
古
代
の
貝
塚
や
集
落
跡
の
遺
跡
の
分

布
が
示
す
よ
う
に
、
川
の
性
質
を
踏
ま
え
た
こ
の
よ
う
な

生
活
圏
の
基
本
的
な
配
置
に
は
千
年
単
位
の
経
験
が
ベ
ー

ス
に
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
北
海
道
で
は
明
治
以
降
の
急
速
な
開
拓
に
よ

っ

て
、
川
と
の
つ
き
あ
い
の
歴
史
と
経
験
が
な
い
ま
ま
、
し

た
が

っ
て
、
何
の
し
が
ら
み
も
な
い
ま
ま
、
「近
代
的
」
な

治
水
に
よ

っ
て
川
の
姿
が
大
き
く
変
え
ら
れ
て
き
た
。
本

格
的
な
治
水
が
全
道
的
に
始
ま
っ
た
の
は
明
治
時
代
後
半

で
あ
る
か
ら
、
わ
ず
か
八
○
～
九
〇
年
と
い
う
短
期
間
で

北
海
道
の
大
河
が
現
在
の
姿
へ
と
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。

下
流
域
に
お
け
る
大
規
模
河
川
改
修
が
も
た

ら
し
た
も
の

大
規
模
河
川
改
修
は
捷
水
路

(し
ょ
う
す
い
ろ
)
に
よ

る
蛇
行
の
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
や
篠
津
運
河
の
よ
う
な
排
水

運
河
造
成
が
進
み
、
低
地
の
冠
水
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
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る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
農
耕
地
の
拡
大

に
つ
な
が
っ

た
。
農
業
が
北
海
道
の
基
幹
産
業
と
な
っ
た
背
景
に
は
、

こ
の
よ
う
な
大
河
川
の
下
流
域
に
お
け
る
大
規
模
河
川
改

修
と
排
水
事
業
が
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。

石
狩
川
や
十
勝
川
、
空
知
川
と
い
っ
た
大
河
川
の
下
流

域

は
広
大
な
泥
炭
湿
地
や
草
原
が
広
が
る
地
域
で
あ

っ

た
。
石
狩
川
下
流
域
の
古
地
図
を
み
る
と
、
釧
路
湿
原
の

面
積
の
ゆ
う
に
十
数
倍
は
あ

っ
た
で
あ
ろ
う

湿
原
が
広

が

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
(図
2
)
。
広
大

な
農
耕
地
の

確
保
と
引
き
換
え
に
急
激
に
消
失
し
た
の
は
、
湿
原
性
お

よ
び
草
原
性
生
物
の
ハ
ビ
タ
ッ
ト
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

札
幌

の
よ
う
な
都
市
部
で
は
農
耕
地
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
市
街
地
の
進
展
に
伴

っ
て
自
然
環
境
が
縮
小
し
て
き

た
の
だ
が
、
失
わ
れ
た
ハ
ビ
タ
ッ
ト
は
、
平
坦
地
に
あ
る

湿
原
や
草
原
で
あ
る
こ
と
は
道
内
の
ほ
か
の
地
域
と
な
ん

ら
変
わ
り
は
な
い
。

都
市
の
例
と
し
て
札
幌
市
の
現
在
の
土
地
利
用
の
状
況

を
、耕
地
帯
の
例
と
し
て
根
室
市
の
状
況
を
図
3
に
示
す
。

札
幌
市
で
は
自
然
草
原

(湿
原
を
含
む
)
が
市
の
面
積
に

占
め
る
割
合
は
約
二
%
で
あ
る
。

一
方
、
森
林
は
市
の
面

積
の
六
〇
%
に
お
よ
ぶ
。
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
の
問
で

は
、
根
室
と
い
え
ば
春
国
岱
と
い
う
地
名
が
す
ぐ
に
頭
に

湿 原 ・草 原,17,

4覧

市 街 地,55,13%

湖 沼 ・河 川,67,

16%

耕作地,97,24%

森 林,176,43ヨ 啄

明治期の石狩川周辺

札幌市の土地利用

森林,672,
βo%

根室市の土地利用

図2

湿原・草原,

22.4,2%

その他(工 業

団地・ゴルフ

場 など),80,
7%

審雛簿隷馨,
3範 鱗舞

札幌市(左)と 根室市(右)の 土地利 用状況

(パーセ ン トの前の数値 は面積(km2))

図3

浮
か
ぶ
く
ら
い
、
草
原
性
、
湿
原
性
の
鳥
が
生
息
す
る
草

原
が
延
々
と
広
が

っ
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
は
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ

る
。自
然
草
原
や
湿
原
は
、
根
室
市
の
面
積
の
わ
ず
か
四
%

前
後
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、

根
室
市
に
お
い
て
も
森
林
は
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
面
積
で

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
森
林
は
傾
斜
地
や
山
地
に
分
布

す
る
こ
と
が
多
く
、
利
用
し
に
く
さ
も
要
因
と
し
て
考
え

ら
れ
る
が
、
草
原

・
湿
原
の
重
要
性
の
相
対
的
認
知
度
の

低
さ
も
関
連
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
都
市
部
と
農
耕
地
帯
の
違

い
と
い
え

ば
、
前
者
で
は
草
原
や
湿
原
が
市
街
地
に
変
わ
り
、
後
者

で
は
農
地
に
な

っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
都
市

や
農
耕
地
帯
に
か
か
わ
り
な
く
、
草
原
と
湿
原
が
危
機
的

な
レ
ベ
ル
ま
で
減
少
し
て
い
る
の
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か

だ
ろ
う
。

札
幌
周
辺
に
生
息
す
る
森
林
性
鳥
類
の
う
ち
、
国
お
よ

び
道
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の

は
、
約
八
%
で
あ
る
。
草
原
性
鳥
類
で
は
約
二
四
%
に
の

ぼ
る
(猛
禽
類
を
除
い
た
比
率
)。
そ
も
そ
も
、
草
原
性
鳥

類
は
森
林
の
鳥
に
比

べ
る
と
種
数
自
体
が
少
な
い
の
で
あ

る
が
、
四
種
に

一
種
が
R
D
B
記
載
種
で
あ
る
と
い
う
事

態
の
深
刻
さ
を
認
識
し
て
ほ
し
い
。

十
勝
川
や
石
狩
川
の
下
流
域
で
み
ら
れ
る
よ
う
な

「や

り
す
ぎ
」
と
も
い
う
べ
き
河
川
改
修
の
も
う

一
つ
の
問
題

点
は
、
河
道
が
固
定
さ
れ
た
た
め
に

(し
た
が

っ
て
、
水

の
流
れ
が
固
定
さ
れ
て
た
め
に
)
、
河
川
空
間
内

の
ハ
ビ

タ
ッ
ト
が
単
調
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

図
4
の
上
の
イ
ラ
ス
ト
で
示
す
よ
う
に
、
川
の
流
れ
と

陸
が
な
だ
ら
か
に
接
し
、
頻
繁
に

(少
な
く
と
も
二
、
三

年
か
ら
数
年
に
一
度
は
)
溢
水
し
河
畔
が
水
浸
し
に
な
る

こ
と
で
湿
原
や
草
原
は
維
持
さ
れ
て
き
た
。

一
方
、
同
図
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本来の河川空間

の
下
の
イ
ラ
ス
ト
の
い
わ
ゆ
る

「近
代
的
な
」
河
川
改
修

を
施
し
た
河
川
空
間
で
は
河
道
は
低
水
路
を
流
れ
、
高
水

敷

に
水
が
乗
る
こ
と
が
滅
多
に
お
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
河

川
で
ダ
ム
や
放
水
路
で
水
量
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
高
水
敷
は
乾
燥
化
が
進
む
。
乾
燥
化
が

進
め
ば
、
湿
地
や
草
原
環
境
は
森
林

へ
と
姿
を
変
え
て
い

く
。
さ
ら
に
、
豊
平
川
が
典
型
的
な
例
な
の
だ
が
、
流
量

の
大
半
を
上
水
用
に
取
水

(約
七
十
%
)
し
て
い
る
川
で

河川改修 による河川空間の変化図4

治
水
上
も
問
題

と
な

っ
て
い
る
。

浸

っ
て
い
て
じ
め
じ
め
し
て
い
れ
ば
生
え
て
こ
な
い
は
ず

の
ヤ
ナ
ギ
類
な
ど
の
木
本
が
繁
茂
し
す
ぎ
て
、
河
道
断
面

を
狭
め
て
し
ま
い
洪
水
の
危
険
を
増
大
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。

逆
に
、
融
雪
増
水
の
規
模
や
時
期
の
ず
れ
に
よ

っ
て
は

直
線
化
さ
れ
た
河
道
を

一
気
に
大
量
の
水
が
流
れ
出
し
、

鳥
の
営
巣
に
大
き
な
影
響
が
で
る
こ
と
も
あ
る
。
豊
平
川

は
中
流
域
の
水
量
が
極

端
に
少
な
い
こ
と
や
、

土
砂
供
給
の
減
少
や
流

失
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
河
床

の
低
下

も
手

伝

っ
て
、
低
水
路
内
で

さ
え
水
に
洗
わ
れ
な
い

場
所
が
増
え
て
き
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
礫
の

河
原
や
草
原
、
湿
地
と

い
っ
た
ハ
ビ
タ
ッ
ト
が

河
川
空
間
内
で
も
縮
小

し
つ
つ
あ
る
。

放

っ
て
お
け
ば
、
河

川
空
間
は
森
林
と
水
が

流
れ
る
場
所
だ
け
と
い

う
単
調
な
環
境
に
な

っ

て
し
ま
う
。
こ
こ
で
も
、

最
も
影
響
を
受
け
る
の

は
草
原
や
湿
地
の
生
物

で
あ
る
の
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
こ
の
状
況
は
、

生
物
の
生
息
環
境

へ
の

悪
影
響
だ
け
で
は
な
く

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
水
に

で
も
イ
ソ
シ
ギ
や
ア
オ
ジ
が
営
巣
を
開
始
し
て
か
ら
、
ダ

ム
の
放
水
や
集
中
豪
雨
で

一
瞬
に
し
て
営
巣
に
失
敗
す
る

こ
と
が
あ
る
。
鳥
だ
け
で
は
な
く
、
川
の
中
の
生
物
に
も

影
響
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
河
道
が
複
雑
で
あ
れ

ば
、
被
害
を
ま
ぬ
か
れ
る
部
分
が
必
ず
存
在
す
る
は
ず
な

の
だ
が
。

高
水
敷

の
土
地
利
用

草
原
や
湿
原
は
水
の
作
用
と
密
接
に
結
び
つ
い
た

ハ
ビ

タ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ハ
ビ
タ
ッ
ト
は
現
在
の
北
海

道
で
は
河
川
が
少
な
い
な
が
ら
も
そ
れ
ら
を
か
ろ
う
じ
て

提
供
で
き
る
唯

一
の
空
間
と
な

っ
て
い
る
。

草
原
性
鳥
類
が
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
、
数
年
来
、

一
般
の
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
も
感
覚
的
に
感
じ
て
い
る

し
、
近
年
、
減
少
を
裏
付
け
る
報
告
も
少
し
ず

つ
増
え
て

い
る
。
中
国
東
南
部
や
東
南
ア
ジ
ア
の
越
冬
地
の
環
境
悪

化
も
減
少
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
北
海
道

側
の
繁
殖
地
に
お
け
る
繁
殖
適
地
の
減
少
や
土
手
や
河
川

敷
の
草
刈
や
牧
草
刈
り
に
よ
る
卵
や
ヒ
ナ
の
喪
失
も
無
視

で
き
な
い
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。

草
原
環
境
の
保
全
や
復
元
は
今
や

一
刻
の
猶
予
も
な
い

状
態
に
あ
る
。
土
手
等
の
草
刈
の
あ
り
方
を
工
夫
す
る
の

も
草
原
性
鳥
類
の
繁
殖
地
確
保
に
と

っ
て
有
効
だ
ろ
う
。

ま
た
、
図
5
に
例
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
運
動
公
園
、
放
牧

地
、
採
草
地
な
ど
の
高
度
利
用
を
容
易
に
す
べ
く
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
て
き
た
高
水
敷
の
形
状
を
見
直
し

(も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
水
量
な
ど
の
見
直
し
も
必
要
で
は
あ
る

が
)、
コ
ス
ト
を
か
け
な
く
て
も
川
自
身
の
力
で
草
原
や
湿

原
が
維
持
で
き
る
よ
う
に
河
川
空
間
を
デ
ザ
イ
ン
し
な
お

す
こ
と
も
早
急
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
狭
め
す

ぎ
て
し
ま
っ
た
河
川
空
間
を
広
げ
た
り
、
切
り
離
し
た
蛇
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行
を
再
び
川
に

一
部
に
取
り
込
み
な
お
す
と
い
っ
た
、
抜

本
的
な
対
策
も
望
ま
れ
る
。

温
暖
化
が
不
可
避
で
あ
る
地
球
の
将
来
を
考
え
れ
ば
、

費
用
対
効
果
が
小
さ
い
焼
け
石
に
水
的
な

(完
全
に
否
定

す
る
わ
け
で
は
な
い
が
)
二
酸
化
炭
素
削
減
対
策
だ
け
で

な
く
、
気
候
変
動
に
伴
う
災
害
防
止
策
と
し

て
も
河
川
空

間
を
広
げ
て
お
く
こ
と
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
は
、
同
時
に
人
口
減
少
に
伴
い
、
コ
ン
パ
ク
ト
で
安
全

な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
維
持
す
る
た
め
の
都
市
計
画
の
練
り

直
し
策
と
し
て
も
有
効
な
は
ず
で
あ
る
。

さ
し
あ
た

っ
て
は
、
草
原
性
鳥
類
全
て
を
絶
滅
危
惧
種

に
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
、
こ
れ
以
上
、高
水
敷
に
パ
ー

ク
ゴ

ル
フ
場
や
サ
ッ
カ
ー
場
を
造
成
す
る
余
裕
は
な
い ら図 豊平川の河川空間

水域と陸域の接点の多様性の確保

「北海道環境配慮指針 ・公共事業編」(北海道、1997)か ら

水域 と陸域との接点は環境の異なるデリケートな部分であり、同時に環境が徐々に変化し

ていく場所で、水生生物をはじめとした多様な生物の生息場所 として重要である。

水辺の多様性の確保

∴撫
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ヨシ帯 、一漏ル

水辺の樹林 ・樹木
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の
で
あ
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