
 

 

ま

え

が

き 

  
神

奈

川

県

自

治

総

合

研

究

セ

ン

タ

ー

で

は

、

事

業

の

一

環

と

し

て

毎

年

テ

ー

マ

を

複

数

設

定

し

、

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

い

て

研

究

チ

ー

ム

を

設

置

し

、

研

究

活

動

を

行

っ

て

お

り

ま

す

。 

 

研

究

チ

ー

ム

は

、

県

職

員

及

び

市

町

村

ま

た

は

公

共

機

関

の

職

員

に

よ

り

八

名

程

度

で

構

成

さ

れ

、

研

究

員

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

部

局

で

の

業

務

を

遂

行

し

な

が

ら

、

当

セ

ン

タ

ー

の

兼

務

と

な

り

、

原

則

と

し

て

週

一

日

、

一

年

間

に

わ

た

っ

て

研

究

を

進

め

ま

す

。 

 

昭

和

六

二

～

六

三

年

度

に

お

き

ま

し

て

は

、

Ａ

「

神

奈

川

の

森

林

」
、

Ｂ

「

地

価

高

騰

と

土

地

政

策

」
、

Ｃ

「

高

齢

化

社

会

の

新

し

い

働

き

方

を

考

え

る

」

の

三

テ

ー

マ

に

つ

い

て

研

究

チ

ー

ム

が

編

成

さ

れ

ま

し

た

。 

 

こ

の

報

告

書

は

、

Ａ

「

神

奈

川

の

森

林

」

研

究

チ

ー

ム

に

係

わ

る

も

の

で

す

。 

 

自

然

保

護

な

ど

の

観

点

か

ら

、

森

林

を

守

る

た

め

の

議

論

と

実

践

が

全

国

で

展

開

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

し

か

し

、
「

森

林

を

守

る

」
と

言

っ

た

と

き

で

も

、
ど

の

よ

う

な

森

林

を

対

象

と

す

る

の

か

、
ま

た

ど

の

よ

う

な

方

法

で

守

る

の

か

に

よ

っ

て

議

論

の

方

法

も

大

き

く

異

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

研

究

チ

ー

ム

で

は

、 

「

神

奈

川

の

森

林

」
と

い

う

テ

ー

マ

を

前

に

し

て

、
ど

の

よ

う

な

切

り

口

で

問

題

に

ア

プ

ロ

ー

チ

す

る

の

か

、

ま

た

一

人

ひ

と

り

の

小

さ

な

力

で

何

が

で

き

る

の

か

、

と

い

う

二

点

を

常

に

心

に

お

い

て

一

年

間

研

究

を

進

め

て

き

ま

し

た

。

そ

の

結

果

が

こ

の

報

告

に

あ

る

「

身

近

な

森

か

ら

の

出

発

」

で

す

。

身

近

な

森

と

の

付

き

合

い

方

を

考

え

て

い

く

う

え

で

、

ま

た

行

政

運

営

等

の

参

考

と

し

て

活

用

い

た

だ

け

れ

ば

幸

い

で

す

。 

  

昭

和

六

三

年

九

月

神

奈

川

県

自

治

総

合

研

究

セ

ン

タ

ー

所

長 

 



 

身近  な  森  からの  出発  

 



 

 

は

じ

め

に 

  
地

上

の

あ

ら

ゆ

る

生

き

も

の

は

、

森

に

よ

っ

て

生

活

し

て

い

る

と

い

っ

て

も

過

言

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

そ

の

母

な

る

森

を

、

私

た

ち

は

経

済

活

動

と

い

う

名

の

も

と

で

破

壊

し

続

け

て

お

り

、

破

壊

の

規

模

と

速

度

は

ま

す

ま

す

大

き

く

な

っ

て

い

る

の

で

す

。 

 

昭

和

三

〇

年

代

前

半

ま

で

は

、

私

た

ち

の

身

近

に

自

由

に

入

る

こ

と

が

で

き

る

森

や

林

が

あ

り

、

そ

の

中

で

子

供

た

ち

は

、

木

に

登

り

、

チ

ョ

ウ

や

バ

ッ

タ

を

追

い

か

け

、

時

に

は

大

冒

険

の

あ

げ

く

怪

我

を

し

て

泣

き

な

が

ら

家

に

帰

る

と

い

う

体

験

を

つ

み

ま

し

た

。 

 

し

か

し

現

在

で

は

、

森

や

林

は

住

宅

地

に

変

わ

り

、
ま

た

手

入

れ

が

な

さ

れ

な

く

な

っ

た

も

の

は

荒

廃

が

進

ん

で

い

ま

す

。

か

つ

て

自

由

に

自

然

に

ふ

れ

あ

う

こ

と

が

で

き

た

場

が

次

々

と

奪

わ

れ

て

し

ま

っ

て

い

る

の

で

す

。 

 

こ

の

よ

う

な

状

況

に

あ

る

今

だ

か

ら

こ

そ

、

わ

ず

か

に

残

さ

れ

て

い

る

身

近

な

森

を

守

り

、

小

さ

な

力

を

集

め

て

自

分

た

ち

の

手

に

取

り

戻

し

て

い

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

す

。 

 

私

た

ち

は

、

神

奈

川

の

未

来

を

担

う

子

供

た

ち

に

荒

廃

化

し

た

野

や

山

を

残

す

わ

け

に

は

い

か

な

い

の

で

す

か

ら

。

そ

ん

な

思

い

を

込

め

て

、

私

た

ち

は

こ

の

報

告

書

を

ま

と

め

ま

し

た

。 

 

こ

の

報

告

書

が

、

皆

様

に

と

っ

て

身

近

な

森

を

見

直

し

て

い

た

だ

く

き

っ

か

け

と

な

れ

ば

幸

い

で

す

。 

 

ま

た

、

こ

の

報

告

書

は

、

序

と

本

論

で

あ

る

Ｉ

か

らⅦ
の

各

章

と

資

料

編

か

ら

構

成

さ

れ

、

研

究

の

概

要

と

チ

ー

ム

の

考

え

方

に

つ

い

て

序

に

取

り

ま

と

め

ま

し

た

の

で

ご

一

読

く

だ

さ

い

。 
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１ 

研

究
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ム
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に

対

す
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·

·
·
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８ 

Ⅰ
 

失

わ

れ

て

い

く

身

近

な

緑

～

気

が

つ

い

て

い

ま

す

か 

 
 

 

１ 

こ

れ

だ

け

な

く

な
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ま

し
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は
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３ 

県

民

の
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か

ら 
 ·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
 
 

１９ 

Ⅱ
 

見

え

な

い

と

こ

ろ

で

あ

な

た

を

守

り

、

く

ら

し

を

豊

か

に

し

て

い

る

森 

 
 

 

１ 

森

の

は

た

ら

き ·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·
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·
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·

·
·

·
·

·
 
 

２３ 

 
 

 

２ 

親

と

子

の

目

か

ら

森

を

見

る

～

子

育

て

の

視

点

か

ら

、

居

住

環

境

と

し

て

森

を

見

る

～ ·
·

·
·

 
 

３１ 

Ⅲ
 

知

っ

て

い

ま

す

か

森

を

守

り

育

て

る

し

く

み 

 
 

 

１ 

昔

は 
 
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
 
 

３５ 

 
 

 

２ 

今

は 
 
·

·
·

·
·
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·
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·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·
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·
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·
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·
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·
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３ 

今

森

は 
 
·
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·
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·
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·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

 
 

４３ 

Ⅳ
 

い

っ

た

い

誰

の

も

の

で

し

ょ

う

、

森

は 

 
 

 

１ 

県

民

共

有

の

財

産

て

な

あ

に 
 ·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
 
 

４７ 

 
 

 

２ 

受

益

者

負

担

と

は

ど

う

い

う

こ

と 
 ·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
 
 

５０ 

 
 

 

３ 

数

字

に

は

ご

注

意

く

だ

さ

い 
 ·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
 
 

５５ 
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Ⅴ
 

あ

な

た

は

森

を

愛

し

て

い

ま

す

か

？

愛

さ

れ

て

い

ま

す

か

？ 

 
 

 

１ 

今

、

す

て

き

な

森

と

は 
 ·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

 
 

６０ 

 
 

 
２ 

森

と

私

た

ち

と

の

相

思

相

愛

の

関

係 
 
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

 
 

６２ 

 
 

 
３ 

身

近

な

森

の

名

を

知

っ

て

い

ま

す

か

？ 
 ·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
 
 

６６ 

Ⅵ
 

さ

て

、

身

近

な

森

を

守

る

に

は 

 
 

 

１ 

な

ぜ

、

身

近

な

森

を

守

る

の

で

し

ょ

う 
 ·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
 
 

６９ 

 
 

 

２ 

親

し

み

の

あ

る

森

へ

～

親

林

性

の

創

出

～ 
 ·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

 
 

７４ 

 
 

 

３ 

み

ん

な

の

森

へ

～

「

現

代

版

【

入

会

】 

」

の

創

造

～ 
 ·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
 
 

８０ 

Ⅶ
 

さ

あ

、

み

ん

な

の

森

を

つ

く

ろ

う 

 
 

 

１ 

身

近

な

森

に

し

て

み

よ

う 
 ·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
 
 

９７ 

 
 

 

２ 

身

近

な

森

を
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く

ろ

う 
 ·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

 
 

１１７ 

用

語

集

（

本

文

で

※

を

つ

け

た

用

語

に

つ

い

て

説

明

し

て

い

ま

す

） 
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

 
 

１２９ 
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わ

り
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·
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·
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·

·
·
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·
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·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

 
 

１３３ 

資

料

編 
 
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·
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·
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·
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·
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·
 
 

１３５ 

引

用

資

料
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参

考

文

献 
 
·

·
·

·
·
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·
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·
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·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·
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序 

 
１ 
研

究

チ

ー

ム

の

森

に

対

す

る

基

本

姿

勢 

 

最

近

、

著

名

な

学

識

者

や

評

論

家

が

、

森

の

管

理

や

林

業

経

営

に

つ

い

て

、

提

言

や

意

見

あ

る

い

は

感

想

な

ど

を

、

本

や

雑

誌

、

Ｔ

Ｖ

な

ど

で

数

多

く

紹

介

し

て

い

ま

す

。

こ

の

こ

と

は

、

現

在

行

っ

て

い

る

森

の

管

理

・

経

営

の

方

法

に

何

ら

か

の

問

題

が

あ

り

、

そ

の

解

決

を

社

会

か

ら

求

め

ら

れ

て

い

る

こ

と

の

あ

ら

わ

れ

と

い

っ

て

も

過

言

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。 

 

し

か

し

、

そ

れ

ら

の

出

版

物

を

読

ん

で

も

、

有

名

な

先

生

方

の

お

話

を

聞

い

て

も

、

そ

の

答

が

も

う

一

つ

見

え

て

き

ま

せ

ん

し

、

ま

し

て

そ

れ

ら

の

考

え

を

神

奈

川

に

あ

て

は

め

る

こ

と

は

無

理

な

よ

う

に

思

え

ま

す

。

な

ぜ

な

ら

現

代

社

会

が

多

様

化

す

る

中

、

住

民

の

森

に

対

す

る

ニ

ー

ズ

も

多

種

多

様

と

な

っ

て

い

る

か

ら

で

す

。

さ

ら

に

生

態

系

と

呼

ば

れ

る

複

雑

な

ル

ー

ル

で

生

命

活

動

が

営

ま

れ

て

い

る

森

は

、

多

重

で

し

か

も

多

層

な

構

造

を

持

っ

て

い

ま

す

。

そ

の

構

造

は

、

学

問

的

に

い

ま

だ

に

解

き

明

か

さ

れ

て

い

な

い

の

が

現

状

で

す

。 

 

そ

う

し

た

構

造

と

住

民

ニ

ー

ズ

が

複

雑

に

か

ら

み

あ

っ

て

い

る

の

で

、

画

一

的

な

答

で

は

、

十

分

応

え

る

も

の

と

な

り

え

ま

せ

ん

し

、

さ

ま

ざ

ま

な

職

業

や

出

身

地

を

持

つ

人

た

ち

が

入

り

交

じ

っ

て

い

る

本

県

で

は

、

な

お

の

こ

と

む

ず

か

し

い

状

況

に

あ

り

ま

す

。 

 

そ

こ

で

、

私

た

ち

研

究

チ

ー

ム

で

は

、

既

存

の

考

え

に

と

ら

わ

れ

る

こ

と

な

く

、

知

事

か

ら

与

え

ら

れ

た

『

神

奈

川

の

森

林

』

と

い

う

大

き

な

テ

ー

マ

を

料

理

す

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。 

 

ま

ず

、

研

究

チ

ー

ム

の

森

に

対

す

る

基

本

姿

勢

を

ど

う

置

く

の

か

、

漠

然

と

し

て

い

る

テ

ー

マ

か

ら

何

を

問

題

と

し
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て

認

識

す

る

の

か

、

さ

ら

に

研

究

の

対

象

を

明

ら

か

に

す

る

た

め

、

神

奈

川

に

森

と

い

う

動

植

物

集

団

が

土

地

利

用

の

上

か

ら

必

要

な

の

か

、

ま

た

森

と

い

う

木

材

生

産

の

工

場

が

産

業

の

上

か

ら

あ

る

い

は

生

活

の

上

か

ら

必

要

な

の

か

ど

う

か

を

、

世

界

的

視

野

か

ら

検

討

し

て

み

ま

し

た

。 

 

国

連

食

糧

農

業

機

関

（

Ｆ

Ａ

Ｏ

）

の

推

計

に

よ

り

ま

す

と

現

在

の

世

界

の

森

林

面

積

は

、

陸

地

の

約

五

分

の

一

に

当

た

る

二

九

億

五

千

万

ｈａ
、

疎

林

ま

で

含

め

ま

す

と

陸

地

の

約

三

分

の

一

の

四

三

億

二

千

万

ｈａ

と

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

面

積

は

、

十

四

世

紀

の

世

界

の

森

林

面

積

に

比

較

す

る

と

半

分

を

や

や

下

回

る

と

想

定

さ

れ

、

実

に

、

六

〇

〇

年

間

に

三

〇

億

ｈａ
の

森

林

が

消

滅

し

て

い

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。 

 

ま

た

、

一

九

八

五

年

の

木

材

生

産

量

は

、

三

一

億

六

千

万

ｍ３
（

薪

炭

材

一

六

億

六

千

万

ｍ３

、

用

材

一

五

億

ｍ３

）

で

、

先

進

地

域

で

用

材

を

主

体

に

四

五

％

、

開

発

途

上

地

域

で

薪

炭

材

を

主

体

に

そ

の

五

五

％

が

生

産

さ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

森

の

伐

採

が

毎

年

世

界

で

行

わ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

な

か

に

は

、

再

生

産

が

難

し

い

熱

帯

雨

林

の

伐

採

が

か

な

り

含

ま

れ

て

い

ま

す

。

開

発

途

上

地

域

の

多

く

で

、

急

激

な

人

口

の

増

加

が

生

じ

、

そ

の

対

応

の

た

め

、

焼

畑

移

動

耕

作

や

生

活

燃

料

確

保

、

商

業

用

木

材

の

伐

採

、

牧

畜

、

道

路

・

ダ

ム

の

建

設

等

が

行

わ

れ

、

森

林

が

減

少

し

て

い

ま

す

。

そ

の

面

積

は

毎

年

一

，

一

三

〇

万

ｈａ

に

及

ん

で

い

ま

す

。 

 
 

先

進

地

域

に

お

い

て

は

石

油

や

石

炭

な

ど

の

化

石

エ

ネ

ル

ギ

ー

の

大

量

消

費

の

結

果

、

降

雨

が

酸

性

化

し

、

そ

れ

が

原

因

と

み

ら

れ

る

森

の

被

害

が

発

生

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

ア

メ

リ

カ

政

府

の

報

告

「

西

暦

二

〇

〇

〇

年

の

地

球

」

に

よ

り

ま

す

と

、

二

〇

〇

〇

年

に

は

森

林

面

積

は

、

陸

地

の

約

七

分

の

一

に

減

る

と

想

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

世

界

的

規

模

で

の

森

林

面

積

の

減

少

や

今

後

の

滅

失

に

対

し

、

国

連

の

場

に

お

い

て

、

地

球

環

境

の

バ

ッ

ク

ボ

ー

ン

や

生

物

共

同

体

の

土

台

と

い

わ

れ

る

森

林

資

源

が

枯

渇

化

し

て

い

る

、

こ

の

こ

と

が

人

類

の

将

来

に

暗

い

影

を

落

と

す

の
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で

は

な

い

か

と

憂

慮

さ

れ

、

そ

の

対

策

が

討

議

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 
一

方

、
わ

が

国

の

森

林

資

源

は

、
面

積

で

は

二

，
五

二

六

万

ｈａ
（

国

土

面

積

の

約

七

割

）
、
蓄

積

で

二

八

億

六

千

万

ｍ３

と

な

っ

て

い

ま

す

。

蓄

積

は

毎

年

伐

採

が

行

わ

れ

て

い

る

も

の

の

年

平

均

七

，

六

〇

〇

万

ｍ３
の

ぺ

ー

ス

で

増

加

し

て

い

ま

す

。 

 

し

か

し

、

日

本

は

木

材

（

用

材

）

需

要

量

の

約

七

割

（

約

六

，

三

〇

〇

万

ｍ３
）

を

輸

入

し

、

世

界

の

生

態

学

者

な

ど

か

ら

世

界

の

森

喰

虫

と

し

て

蔑

称

さ

れ

、

批

判

さ

れ

て

い

ま

す

。

日

本

人

の

中

に

も

自

己

批

判

と

し

て

、

割

ば

し

を

木

材

の

浪

費

と

し

て

と

ら

え

、

持

ち

歩

き

の

塗

り

ば

し

を

使

う

運

動

を

進

め

て

い

る

市

民

グ

ル

ー

プ

の

人

た

ち

が

出

て

き

て

い

ま

す

。 

 

こ

の

日

本

に

対

す

る

批

判

を

、

国

内

の

林

業

や

森

林

資

源

の

実

態

を

加

味

し

て

判

断

し

て

み

ま

す

と

、

日

本

全

体

で

こ

の

批

判

を

受

け

て

い

る

と

い

う

よ

り

も

、

都

市

化

の

進

む

人

口

急

増

地

域

、

ま

た

言

い

か

え

れ

ば

森

林

資

源

の

乏

し

い

首

都

圏

が

批

判

さ

れ

て

い

る

と

解

釈

で

き

ま

す

。

こ

の

こ

と

は

、

多

少

う

が

っ

た

見

方

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

、

ま

さ

に

、

神

奈

川

に

対

す

る

批

判

で

あ

り

ま

す

。

私

た

ち

県

民

の

多

く

は

、

こ

の

こ

と

に

自

覚

が

足

り

な

い

よ

う

で

す

。

現

実

に

貨

幣

経

済

の

枠

組

の

中

で

、

紙

や

建

築

用

材

と

し

て

、

多

く

の

木

質

系

資

源

を

消

費

し

、

森

が

か

ん

養

し

て

い

る

水

を

、

湯

水

の

よ

う

に

使

っ

て

い

ま

す

。 

 

例

え

ば

、

日

本

人

は

一

人

一

年

当

た

り

、

お

お

よ

そ

〇

・

八

ｍ３
の

木

材

を

消

費

し

て

い

る

わ

け

で

あ

り

ま

す

が

、

こ

れ

に

神

奈

川

の

人

口

を

単

純

に

か

け

て

み

ま

す

と

、

少

な

く

と

も

一

年

間

に

六

〇

〇

万

ｍ３
の

木

材

が

こ

の

狭

い

県

土

で

利

用

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

こ

れ

だ

け

の

量

の

木

材

を

確

保

す

る

に

は

、

五

〇

年

生

の

ス

ギ

林

を

一

万

五

〇

〇

〇

ｈａ

伐

採

し

な

く

て

は

い

け

な

い

こ

と

に

な

り

ま

す

。

加

え

て

、

本

県

の

森

林

資

源

の

現

況

は

面

積

で

一

〇

万

ｈａ

、
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蓄

積

量

で

一

，

三

〇

〇

万

ｍ３
と

大

変

乏

し

い

も

の

で

あ

り

、

県

内

の

需

要

を

賄

う

に

は

あ

ま

り

に

少

な

い

も

の

で

は

あ

り

ま

す

。

し

か

し

、

こ

の

資

源

を

有

効

に

保

全

活

用

す

れ

ば

、

毎

年

三

〇

万

人

以

上

の

人

々

に

木

材

を

、

四

，

八

○

○

万

人

の

人

た

ち

に

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

の

場

を

提

供

す

る

ば

か

り

で

な

く

、

森

の

持

つ

環

境

保

全

の

効

用

を

私

た

ち

に

平

等

に

贈

り

続

け

て

く

れ

ま

す

。

し

か

も

今

後

と

も

森

の

持

つ

さ

ま

ざ

ま

な

効

用

を

、

お

金

と

い

う

代

価

で

払

っ

た

と

し

て

も

、

確

保

で

き

る

保

証

は

な

い

の

で

す

。

だ

か

ら

こ

そ

、

そ

の

限

ら

れ

た

神

奈

川

の

森

を

ど

う

次

世

代

に

引

継

ぐ

の

か

、

真

剣

に

考

え

る

時

期

に

来

て

い

る

と

思

い

ま

す

。 

 

一

方

、

国

際

化

の

進

展

す

る

な

か

、

国

際

人

と

し

て

神

奈

川

の

人

々

が

敬

愛

の

念

を

持

た

れ

、

生

き

生

き

と

活

躍

す

る

た

め

に

は

、

具

備

す

べ

き

諸

条

件

の

一

つ

と

し

て

、

次

の

こ

と

が

あ

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

そ

れ

は

人

間

の

生

命

活

動

に

と

っ

て

必

要

不

可

欠

で

あ

る

森

の

摂

理

に

つ

い

て

謙

虚

に

学

び

、

理

解

し

、

そ

し

て

そ

の

空

間

を

楽

し

む

こ

と

（

体

得

）

に

よ

り

、

森

と

の

新

し

い

係

わ

り

を

創

造

し

、

精

神

的

な

ゆ

と

り

と

ゆ

た

か

さ

に

満

ち

た

生

活

信

条

を

身

に

つ

け

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

て

い

る

の

で

す

。

そ

の

た

め

に

は

、

長

い

視

点

に

た

っ

た

行

動

プ

ロ

グ

ラ

ム

が

作

成

さ

れ

る

べ

き

で

あ

り

ま

し

ょ

う

し

、

そ

の

中

に

は

、

森

へ

の

哲

学

も

、

合

理

的

な

森

林

経

営

も

ま

た

取

込

ま

れ

て

い

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

考

え

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

も

の

が

、

一

朝

一

夕

に

は

出

来

な

い

と

思

い

ま

す

が

、

現

在

、

県

庁

内

の

関

連

部

局

で

は

、

目

的

や

方

法

が

違

っ

て

も

い

て

も

こ

の

方

向

で

の

施

策

の

展

開

を

試

み

て

い

ま

す

。 
 

 

そ

こ

で

、

研

究

チ

ー

ム

は

、

第

一

に

神

奈

川

の

森

は

必

要

な

も

の

で

あ

り

、

最

大

限

確

保

す

る

こ

と

を

前

提

と

す

る

こ

と

、

ま

た

第

二

に

現

在

直

面

す

る

森

の

諸

問

題

の

多

く

は

、

長

期

に

わ

た

っ

て

解

決

す

べ

き

も

の

で

す

か

ら

、

と

り

あ

え

ず

、

早

急

に

や

ら

な

く

て

は

い

け

な

い

こ

と

で

、

関

連

部

局

が

正

面

か

ら

取

組

ん

で

い

な

い

場

所

で

し

か

も

要

と

考

え

ら

れ

る

森

を

研

究

カ

テ

ゴ

リ

ー

と

す

る

こ

と

、
第

三

に

チ

ー

ム

員

の

感

性

を

尊

重

す

る

こ

と

を

、
研

究

の

基

本

姿

勢

と
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す

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。 

 
２ 
提

言 

 

こ

の

三

つ

の

研

究

の

基

本

姿

勢

に

基

づ

き

、
私

た

ち

研

究

チ

ー

ム

は
「

神

奈

川

の

森

林

」
に

つ

い

て

検

討

し

ま

し

た

。 

 

ま

ず

初

め

に

、

本

県

で

は

森

林

の

減

少

が

続

い

て

い

る

こ

と

、

特

に

都

市

近

郊

の

身

近

な

森

が

急

速

に

失

わ

れ

つ

つ

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

り

ま

し

た

。 

 

森

は

各

種

の

機

能

を

有

し

て

い

ま

す

が

、

残

っ

て

い

る

森

に

お

い

て

も

管

理

不

足

等

に

よ

り

、

森

の

機

能

が

低

下

し

て

い

る

と

こ

ろ

も

あ

り

ま

す

。

ま

た

、

森

の

機

能

が

も

た

ら

す

恵

み

の

範

囲

は

多

岐

に

わ

た

り

、

地

域

も

そ

の

な

か

で

一

定

の

役

割

を

担

う

べ

き

で

あ

る

こ

と

も

考

え

ま

し

た

。 

 

さ

ら

に

、

過

去

か

ら

現

在

ま

で

の

森

を

守

る

仕

組

み

を

検

討

し

、

現

在

の

都

市

の

み

ど

り

を

守

る

各

種

施

策

で

は

、

行

政

施

策

の

狭

間

が

生

じ

て

い

る

等

問

題

が

あ

る

と

考

え

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。 

 

ま

た

、
「

森

林

は

県

民

共

有

の

財

産

」

と

い

う

主

張

や

、

森

林

の

価

値

の

数

量

化

に

つ

い

て

も

検

討

を

加

え

ま

し

た

。 

 

森

と

人

々

と

の

関

係

は

古

来

か

ら

身

近

な

関

係

に

あ

っ

た

の

に

、

現

在

は

そ

の

精

神

的

距

離

が

大

き

く

な

っ

て

い

る

こ

と

も

知

り

ま

し

た

。 

 

以

上

の

検

討

の

結

果

、

以

下

の

三

点

に

つ

い

て

提

言

を

取

り

ま

と

め

ま

し

た

。 

 

ま

ず

第

一

は

、

身

近

な

森

を

守

る

と

い

う

こ

と

で

す

。 

 

今

、

こ

の

神

奈

川

で

な

ぜ

身

近

な

森

を

守

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

し

ょ

う

か

。 

 

①

身

近

な

森

を

守

る

こ

と

が

世

界

の

森

を

守

る

第

一

歩

と

な

る

こ

と 
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②

身

近

な

森

は

、

良

好

な

生

活

環

境

の

重

要

な

要

素

で

あ

る

こ

と 

 
③

都

市

周

辺

の

里

山

（

身

近

な

森

）

は

、

原

生

林

と

は

異

な

っ

て

い

て

も

自

然

豊

か

な

森

で

あ

る

こ

と 

 

④

身

近

な

森

は

、

行

政

施

策

の

狭

間

に

あ

っ

て

、

現

行

の

施

策

で

守

る

こ

と

に

は

限

界

が

あ

る

こ

と 

 

⑤

今

あ

る

森

は

最

優

先

で

残

す

べ

き

で

あ

る

こ

と 

 

以

上

の

理

由

に

よ

り

、

身

近

な

森

を

残

す

べ

き

で

あ

る

と

考

え

ま

し

た

。 

 

で

は

、

身

近

な

森

は

ど

の

よ

う

に

し

て

守

っ

て

い

く

の

で

し

ょ

う

か

。

そ

れ

は

、

森

の

持

つ

摂

理

を

知

り

、

そ

の

複

雑

さ

を

学

び

、

豊

か

さ

や

恵

み

に

感

謝

し

、

偉

大

な

力

を

恐

れ

、

そ

の

よ

う

な

心

を

養

う

た

め

身

近

な

森

に

近

づ

き

、

森

に

親

し

む

こ

と

に

よ

り

、

初

め

て

生

活

に

密

着

し

た

森

と

し

て

守

ら

れ

る

の

で

す

。

こ

れ

を

研

究

チ

ー

ム

は

「

親

林

性

」

と

い

う

言

葉

で

あ

ら

わ

し

ま

し

た

。 

 

今

述

べ

た

「

親

林

性

の

あ

る

森

」

で

あ

る

た

め

に

最

低

限

必

要

と

さ

れ

る

こ

と

と

し

て

次

の

三

点

が

あ

り

、

研

究

チ

ー

ム

は

こ

れ

を

「

親

林

性

の

三

要

素

」

と

名

付

け

ま

し

た

。 

 

①

何

時

で

も

森

を

利

用

で

き

る

こ

と 

 

②

誰

で

も

森

を

利

用

で

き

る

こ

と 

 

③

何

の

た

め

で

も

森

を

利

用

で

き

る

こ

と 

 

ま

た

、

研

究

チ

ー

ム

は

こ

の

よ

う

な

親

林

性

の

あ

る

森

を

つ

く

り

だ

し

て

い

く

条

件

も

考

え

ま

し

た

。

次

に

述

べ

ま

す

が

、

こ

れ

を

「

親

林

性

の

五

条

件

」

と

名

付

け

ま

し

た

。 

 

①

森

の

中

に

入

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と 

 

②

最

低

限

の

安

全

性

が

確

保

さ

れ

て

い

る

こ

と 
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③

森

の

中

で

活

動

す

る

に

あ

た

っ

て

、

あ

る

程

度

の

快

適

性

が

確

保

さ

れ

て

い

る

こ

と 

 
④

多

種

多

様

な

生

物

が

生

息

し

て

い

る

こ

と 

 

⑤

森

の

中

で

い

ろ

い

ろ

な

こ

と

が

で

き

る

可

能

性

が

あ

る

こ

と 

 

こ

の

よ

う

に

、

親

林

性

の

あ

る

森

と

し

て

満

た

す

べ

き

要

素

と

親

林

性

の

あ

る

森

を

つ

く

り

だ

し

て

い

く

条

件

を

考

え

て

み

ま

し

た

が

、

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

身

近

な

森

に

つ

い

て

の

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

を

行

っ

た

大

磯

町

と

相

模

原

市

の

森

を

舞

台

に

し

て

具

体

的

に

考

え

て

み

る

な

ど

親

林

性

に

つ

い

て

検

討

し

、
身

近

な

森

の

重

要

性

を

再

確

認

し

ま

し

た

。 

 

第

二

の

提

言

は

「

現

代

版

【
い

り

あ

い

入

会

】
」

で

す

。 

 

今

ま

で

述

べ

て

き

た

よ

う

な

親

林

性

の

あ

る

森

を

保

続

し

て

い

く

主

体

を

考

え

て

み

ま

す

と

、

従

来

の

よ

う

な

所

有

者

に

よ

る

管

理

で

は

な

く

、

ま

た

最

近

拡

大

し

つ

つ

あ

る

よ

う

な

行

政

主

体

の

管

理

で

も

な

い

、

新

し

い

管

理

の

担

い

手

が

求

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

研

究

チ

ー

ム

は

そ

の

担

い

手

は

地

域

に

あ

る

と

考

え

ま

し

た

。

こ

れ

ら

の

担

い

手

に

よ

る

身

近

な

森

の

管

理

の

理

念

を

「

現

代

版

【

入

会

】
」

と

名

付

け

ま

し

た

。 

 

「

現

代

版
【

入

会

】
」
は

、
経

済

的

な

動

機

に

よ

り

行

わ

れ

た

過

去

の
『

入

会

』
と

は

異

な

り

、
や

す

ら

ぎ

な

ど

の

精

神

の

健

康

を

め

ざ

す

も

の

で

あ

り

、

森

を

生

活

に

お

け

る

精

神

の

拠

り

ど

こ

ろ

と

し

て

い

こ

う

と

す

る

も

の

で

、

直

接

的

利

害

関

係

に

あ

る

地

域

住

民

及

び

所

有

者

に

よ

る

相

互

管

理

の

考

え

方

な

の

で

す

。 

 

こ

の

理

念

に

よ

る

シ

ス

テ

ム

は

、
身

近

な

森

の

新

た

な

価

値

づ

け

、
地

域

住

民
・
所

有

者

の

合

意

形

成

、
森

づ

く

り

、

そ

し

て

そ

の

管

理

及

び

利

用

方

法

の

調

整

な

ど

を

包

含

し

た

も

の

で

す

。 

 

研

究

チ

ー

ム

と

し

て

は

、 

「

現

代

版

【

入

会

】
」

を

進

め

る

シ

ス

テ

ム

の

一

つ

と

し

て

「

身

近

な

森

保

全

銀

行

」

を

考

え

て

み

ま

し

た

。

こ

の

役

割

と

し

て

は

、

住

民

相

互

の

、

あ

る

い

は

住

民

と

所

有

者

の

意

向

を

把

握

し

、

話

し

合

い
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を

す

る

場

、

コ

ー

デ

ィ

ネ

ー

タ

ー

と

し

て

の

役

割

を

果

た

す

組

織

と

し

て

考

え

ま

し

た

。

県

行

政

と

し

て

も

「

銀

行

」

の

設

立

お

よ

び

親

林

性

の

あ

る

森

づ

く

り

を

行

う

た

め

の

支

援

を

す

べ

き

で

あ

る

と

考

え

ま

す

。 

 

提言～身近な森 からの出発  

親 林 性 の 創 出  

＜ 三 要 素 ＞ … 最 低 限 必 要 な 親 林 性 の 要 素  

      ・ 何 時 で も 森 を 利 用 で き る こ と  

      ・ 誰 で も 森 を 利 用 で き る こ と  

      ・ 何 の た め で も 森 を 利 用 で き る こ と  

＜ 五 条 件 ＞ … 親 林 性 の あ る 森 づ く り の 条 件  

      ・ 森 の 中 に 入 る こ と が で き る こ と  

      ・ 最 低 限 の 安 全 性 が 確 保 さ れ て い る こ と  

      ・ 森 の 中 で 活 動 す る に あ た っ て 、 あ る 程 度 の 快 適 性 が 確 保  

       さ れ て い る こ と  

      ・ 多 種 多 様 な 生 物 が 生 息 し て い る こ と  

      ・ 森 の 中 で い ろ い ろ な こ と が で き る 可 能 性 が あ る こ と  

「 現 代 版 【
い り あ い

入 会 】 の 」 創 造 （
い

居
り

林
あ い

愛 ） … 地 域 住 民 に よ る 身 近 な 森 の 管 理  

の 理 念 と そ れ に よ る 小 さ な 実 践  

の 積 み 重 ね  

  身 近 な 森 保 全 銀 行 … 「 現 代 版 【 入 会 】」 を 進 め る た め の シ ス テ ム  

森 林 1 0 0 年 構 想 … 超 長 期 的 視 点 に 立 ち 、 地 域 住 民 の 協 働 に よ り 、 身 近  
        な 森 を 自 分 た ち の 公 共 的 空 間 に つ く り あ げ る こ と  

～
し ん じ ん る い

森 人 類 ～ の 誕 生 ～  森 づ く り に 子 供 が 参 加 す る こ と に よ り 、 森 と 付  
き 合 う 方 法 を 身 に 付 け た 人 材 の 育 成  
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第

三

の

提

言

は

「

森

林

一

〇

〇

年

構

想

」

で

す

。 

 
「

緑

地

行

政

は

『

一

〇

〇

年

の

計

』

と

位

置

づ

け

超

長

期

の

見

通

し

と

地

道

な

努

力

」

の

必

要

性

を

神

戸

市

の

報

告

書

は

述

べ

て

い

ま

す

。

研

究

チ

ー

ム

も

「

森

林

一

〇

〇

年

構

想

」

と

し

て

身

近

な

森

を

つ

く

る

こ

と

を

提

言

し

た

い

と

思

い

ま

す

。 

 

そ

れ

は

、

親

林

性

の

あ

る

森

づ

く

り

と

、
「

現

代

版

【

入

会

】
」

の

理

念

を

受

け

て

、

地

域

の

住

民

の

協

働

に

よ

り

、

身

近

な

森

を

中

心

と

し

た

「

公

共

的

な

空

間

」

を

つ

く

り

あ

げ

る

こ

と

で

す

。

そ

れ

に

よ

り

、

生

活

・

居

住

環

境

の

保

全

を

図

り

、

地

域

管

理

主

体

と

し

て

の

よ

り

良

い

自

治

型

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

の

形

成

を

図

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

す

。 

 

「

森

林

一

〇

〇

年

構

想

」

と

は

、

今

残

っ

て

い

る

森

を

親

林

性

の

あ

る

森

に

変

え

て

い

く

こ

と

と

は

別

に

、

既

に

失

わ

れ

た

森

の

代

わ

り

に

新

た

に

森

を

つ

く

る

こ

と

を

考

え

た

も

の

で

す

。

つ

ま

り

、

森

を

伐

っ

て

開

発

し

た

土

地

で

遊

休

化

し

た

と

こ

ろ

、

例

え

ば

工

場

跡

地

に

木

を

植

え

て

森

と

す

る

こ

と

で

す

。 

 

し

か

し

、

森

を

つ

く

る

こ

と

は

大

変

な

こ

と

で

、

超

長

期

的

な

視

点

が

不

可

欠

で

あ

り

、

ま

た

住

民

に

よ

る

森

づ

く

り

が

基

本

に

あ

る

の

で

、

住

民

と

行

政

と

の

連

携

も

欠

く

こ

と

が

で

き

な

い

の

で

す

。

さ

ら

に

、

森

を

つ

く

る

際

、

森

が

森

と

し

て

あ

る

だ

け

で

は

な

く

、

他

の

用

途

を

持

つ

多

面

的

な

利

用

が

で

き

る

も

の

な

ら

、

な

お

さ

ら

望

ま

し

い

と

考

え

ま

し

た

。 

 

例

え

ば

、

平

地

に

小

山

状

に

土

を

盛

り

、

そ

の

上

に

住

民

の

協

力

に

よ

り

手

づ

く

り

の

森

を

つ

く

る

の

で

す

。

そ

の

森

の

地

下

に

は

防

災

用

の

備

蓄

庫

を

設

け

る

な

ど

非

常

の

際

に

役

立

つ

よ

う

に

し

ま

す

。

こ

う

す

れ

ば

、

身

近

な

森

の

復

活

、

地

域

住

民

に

よ

る

身

近

な

森

の

管

理

等

望

ま

し

い

形

と

な

る

と

思

い

ま

す

。 

 

ま

た

、

植

樹

活

動

や

管

理

活

動

に

子

供

が

参

加

す

る

こ

と

に

よ

り

自

然

を

身

近

に

感

じ

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な
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り

、

成

長

す

る

に

つ

れ

て

森

と

付

き

合

う

方

法

を

身

に

付

け

て

い

く

よ

う

に

な

り

ま

す

。

そ

し

て

彼

ら

が

大

人

に

な

っ

た

と

き

、

森

に

親

し

み

、

共

感

を

持

つ

「
し

ん森

じ

ん人

る

い類

」

の

誕

生

と

な

る

こ

と

で

し

ょ

う

。
「

森

人

類

」

が

育

ち

活

動

し

て

い

く

こ

と

に

よ

り

、

身

近

な

森

を

守

り

育

て

て

い

く

活

動

が

さ

ら

に

充

実

し

て

い

く

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

。 

 

こ

の

よ

う

に

、
「

森

林

一

〇

〇

年

構

想

」
は

夢

の

よ

う

な

プ

ラ

ン

に

思

わ

れ

る

こ

と

で

し

ょ

う

が

、
今

ま

で

森

を

伐

り

開

い

て

開

発

し

て

き

た

こ

と

へ

の

反

省

の

た

め

に

も

、

こ

の

市

街

化

し

た

神

奈

川

の

中

心

部

に

、

昔

の

武

蔵

野

の

雑

木

林

の

よ

う

な

森

を

、

ま

た

住

民

が

木

を

持

ち

寄

り

植

え

て

つ

く

り

あ

げ

た

明

治

神

宮

の

よ

う

な

森

を

つ

く

り

、

子

や

孫

に

引

き

継

い

で

い

き

た

い

と

思

い

ま

す

。 

 

最

後

に

、
身

近

な

森

を

守

る

女

た

ち

の

運

動

か

ら

ス

タ

ー

ト

し

た

、
イ

ン

ド

の

チ

プ

コ

運

動

(

注

１

)

の

歌

を

紹

介

し

ま

す

。 

  

私

は 

永

年

ず

っ

と

こ

こ

に

立

っ

て

い

る 

 

私

は 

気

持

ち

の

良

い

季

節 

 

私

は

春

、

私

は

雨 

 

私

は 

こ

の

世

の

生

命 

 

私

を

殺

さ

な

い

で 

 

森

が

滅

ぼ

さ

れ

た

所

で

は

砂

ぼ

こ

り

が

舞

い 

 

丘

は

裸

で

水

の

源

は

乾

き

き

っ

て

い

る 
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Ⅰ
 

 

失
わ

れ

て

い

く

身

近

な

緑 

～

気

が

つ

い
て

い

ま
す

か

～ 

 
１  
こ

れ

だ

け

な

く

な

り

ま

し

た 

 

日

本

の

産

業

構

造

が

第

一

次

産

業

か

ら

第

二

次

、

第

三

次

へ

と

高

次

元

化

す

る

中

、

全

国

で

工

業

地

帯

の

形

成

を

め

ざ

し

て

大

規

模

な

開

発

が

起

こ

り

ま

し

た

。

特

に

、

本

県

の

東

京

湾

の

臨

海

部

は

、

戦

前

か

ら

の

工

業

を

核

と

し

て

大

規

模

な

再

開

発

が

起

き

、

京

浜

工

業

地

帯

と

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

ま

た

、

そ

の

後

の

内

陸

部

へ

の

工

場

進

出

、

そ

し

て

そ

れ

ら

の

開

発

に

と

も

な

う

道

路

や

住

宅

な

ど

の

社

会

資

本

整

備

に

よ

り

森

や

農

地

が

減

少

し

ま

し

た

。 

 

さ

ら

に

、

昭

和

五

〇

年

代

の

後

半

以

降

東

京

圏

へ

の

人

口

流

入

が

、

そ

れ

ま

で

と

一

転

し

て

増

勢

を

強

め

て

い

る

こ

と

に

よ

り

、

ス

プ

ロ

ー

ル

化

現

象

と

し

て

横

浜

市

、

川

崎

市

、

藤

沢

市

、

海

老

名

市

、

座

間

市

な

ど

を

中

心

に

森

や

農

地

の

宅

地

化

が

急

激

に

起

き

て

い

ま

す

。

そ

れ

を

四

〇

年

以

降

の

本

県

の

森

林

面

積

の

推

移

で

み

ま

す

と

毎

年

一

，

四

〇

〇

ｈａ

の

森

林

が

、

農

地

で

は

毎

年

一

，

〇

〇

〇

ｈａ

も

減

少

し

て

い

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。 

 

こ

の

よ

う

な

開

発

が

起

き

て

い

る

地

域

は

、

平

地

や

平

坦

な

丘

陵

な

ど

の

地

形

で

、

都

市

活

動

に

必

要

不

可

欠

な

道

路

や

鉄

道

な

ど

の

大

量

輸

送

施

設

が

、

比

較

的

安

価

で

短

期

間

に

整

備

が

可

能

な

と

こ

ろ

で

す

。

そ

の

地

域

の

大

部

分

は

、

三

〇

年

代

後

半

ま

で

私

た

ち

の

生

活

と

密

着

し

、

里

山

や

裏

山

と

し

て

親

し

ま

れ

、

利

用

さ

れ

て

い

た

身

近

な

森

で

あ

っ

た

と

こ

ろ

で

す

。

こ

れ

は

、

経

済

原

則

と

し

て

は

当

然

の

帰

結

で

あ

り

、

こ

の

こ

と

に

よ

り

多

く

の

人

々

は

、

高

度

経

済

成

長

の

恩

恵

を

享

受

し

た

の

で

す

。

ま

た

、

国

、

県

、

市

町

村

の

各

行

政

レ

ベ

ル

で

、

産

業

支

援

政

策

を

強

力

に

推

進

し

た

こ

と

も

、

こ

れ

ら

の

開

発

に

拍

車

を

か

け

た

要

因

の

一

つ

で

し

た

。 

 

そ

の

結

果

、

工

業

出

荷

額

や

小

売

業

販

売

額

の

全

国

で

の

地

位

は

、

ト

ッ

プ

レ

ベ

ル

と

な

っ

て

い

ま

す

が

、

住

環

境
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を

み

ま

す

と

、
交

通

や

生

活

関

連

施

設

な

ど

の

利

便

性

に

は

す

ぐ

れ

て

い

ま

す

が

、
火

災

や

交

通

災

害

な

ど

の

安

全

性

、

衛

生

や

公

害

な

ど

の

保

健

性

、

開

放

感

や

み

ど

り

空

間

、

景

観

な

ど

の

快

適

性

に

は

、

多

く

の

問

題

が

あ

る

と

い

え

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

本

県

の

実

情

は

、

長

洲

知

事

の

「

経

済

は

超

一

流

、

生

活

は

二

流

」

と

い

う

言

葉

で

如

実

に

言

い

あ

ら

わ

さ

れ

て

い

ま

す

。
ま

た

、
「

都

市

の

光

」
と

し

て

、
物

質

的

次

元

で

の

個

の

生

活

は

め

ざ

ま

し

く

改

善

さ

れ

た

こ

と

も

事

実

で

す

が

、

反

面

「

都

市

の

影

」

と

し

て

、

精

神

的

な

人

間

関

係

の

砂

漠

化

、

地

域

共

同

体

と

し

て

の

衆

の

結

合

破

壊

が

起

き

て

い

ま

す

。

そ

の

影

を

照

ら

す

も

の

と

し

て

、

都

市

化

に

よ

り

失

わ

れ

た

森

が

も

つ

多

彩

で

多

様

な

効

用

「

自

然

の

光

」

に

期

待

が

も

た

れ

、

自

然

豊

か

な

森

が

見

直

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

し

か

し

、

第

二

次

新

神

奈

川

計

画

に

よ

り

ま

す

と

、

二

一

世

紀

初

頭

の

本

県

の

人

口

は

、

八

六

〇

万

人

と

予

測

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

こ

の

狭

い

県

土

に

あ

と

一

〇

〇

万

人

近

く

の

人

た

ち

が

住

む

こ

と

に

な

り

ま

す

。

さ

ら

に

、

国

際

化

、

高

齢

化

な

ど

の

急

激

な

社

会

環

境

の

変

動

、

経

済

構

造

の

ソ

フ

ト

化

（

サ

ー

ビ

ス

化

、

情

報

化

、

金

融

化

）

な

ど

の

大

き

な

波

に

対

応

す

る

た

め

、

県

内

の

各

地

で

行

政

主

導

型

の

開

発

構

想

が

計

画

さ

れ

た

り

、

具

現

化

さ

れ

た

り

し

て

い

ま

す

が

、

そ

の

多

く

は

経

済

的

豊

か

さ

を

追

求

す

る

こ

と

を

主

眼

と

し

た

産

業

支

援

計

画

で

あ

り

、

そ

の

開

発

場

所

の

多

く

は

、

わ

ず

か

に

残

さ

れ

た

身

近

な

森

で

あ

り

ま

す

。 

 

こ

の

よ

う

な

人

口

の

増

加

や

新

し

い

開

発

は

、

相

互

に

作

用

し

、

大

規

模

な

、

あ

る

い

は

小

規

模

分

散

の

住

宅

需

要

を

喚

起

し

、

そ

の

結

果

、

ま

す

ま

す

森

が

減

少

し

よ

う

と

し

て

い

ま

す

。

県

林

務

課

の

推

計

に

よ

り

ま

す

と

、

二

一

世

紀

に

向

け

て

年

間

二

一

〇

ｈａ

の

森

林

が

減

少

す

る

と

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

も

う

一

度

世

界

に

視

点

を

向

け

る

と

、

今

日

起

き

て

い

る

森

の

破

壊

の

大

半

は

、

過

去

の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

よ

う

に

再

生

で

き

る

も

の

で

な

く

、

メ

ソ

ポ

タ

ミ

ヤ

、

エ

ジ

プ

ト

、

黄

河

な

ど

の

古

代

文

明

が

引

き

起

こ

し

た

再

生

が

不

可

能

な

 15 



 

破

壊

で

あ

る

こ

と

は

、

気

候

的

、

地

質

的

、

経

済

的

な

諸

条

件

か

ら

判

断

し

て

十

分

想

像

で

き

ま

す

。

ま

た

、

そ

う

し

た

将

来

が

危

惧

さ

れ

、

森

林

の

保

護

、

保

全

が

叫

ば

れ

、

間

接

的

な

破

壊

者

の

代

表

と

し

て

日

本

に

批

判

が

起

き

て

い

る

の

で

す

。

他

の

経

済

財

と

は

異

な

り

、

森

が

生

産

す

る

経

済

財

と

洪

水

調

整

機

能

や

水

質

浄

化

機

能

な

ど

の

環

境

財

は

、

一

体

と

な

っ

て

お

り

、

た

ん

に

国

際

分

業

論

で

は

片

付

け

ら

れ

な

い

側

面

が

あ

る

こ

と

に

留

意

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

森

林

の

持

つ

多

様

な

機

能

に

つ

い

て

は

、Ⅱ

「

見

え

な

い

と

こ

ろ

で

あ

な

た

を

守

り

、

暮

ら

し

を

豊

か

に

し

て

い

る

森

」

で

詳

述

し

ま

す

。 

 

今

起

き

て

い

る

森

の

破

壊

は

、

社

会

問

題

や

エ

ネ

ル

ギ

ー

問

題

な

ど

す

べ

て

の

諸

問

題

の

結

果

と

し

て

顕

在

化

し

て

い

る

の

で

す

。

破

壊

の

根

本

は

、

現

代

の

社

会

が

経

済

に

支

配

さ

れ

、

そ

の

枠

組

の

中

で

、

森

が

木

材

価

値

で

の

み

評

価

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

あ

り

ま

す

。

そ

の

た

め

、

森

の

破

壊

を

防

ぐ

に

は

、

森

の

持

っ

て

い

る

効

用

を

理

解

し

、

感

謝

し

、

そ

し

て

森

と

人

間

と

の

新

た

な

か

か

わ

り

を

生

活

の

枠

組

の

中

で

構

築

す

る

こ

と

が

必

要

な

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

経

済

力

が

高

ま

っ

て

い

る

こ

の

時

に

こ

そ

、
緑

豊

か

な

住

み

良

い

環

境

を

手

中

に

す

べ

き

で

す

。
こ

の

時

を

失

え

ば

、

も

う

そ

れ

を

得

る

チ

ャ

ン

ス

は

な

い

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

そ

の

た

め

に

は

、

知

事

が

言

う

「

経

済

の

論

理

は

、

パ

ワ

ー

フ

ル

だ

か

ら

、

そ

の

方

向

性

に

気

を

付

け

な

い

と

、

そ

れ

を

チ

ェ

ッ

ク

す

る

の

が

、

市

民

の

立

場

か

ら

の

視

点

、

つ

ま

り

市

民

理

性

」

に

注

目

し

、

市

民

サ

イ

ド

か

ら

、

地

域

サ

イ

ド

か

ら

の

発

意

に

よ

る

森

の

管

理

方

法

が

問

わ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

ま

た

、

画

一

的

な

施

策

で

は

、

表

情

豊

か

な

街

づ

く

り

や

森

づ

く

り

は

で

き

な

い

し

、

た

と

え

で

き

た

と

し

て

も

愛

着

の

な

い

も

の

は

長

続

き

し

ま

せ

ん

。 
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２ 

森

は

疲

れ

て

い

ま

す 

 
本

県

の

都

市

の

中

や

周

辺

に

あ

る

森

の

大

部

分

は

、

鎮

守

の

森

で

あ

り

、

行

政

に

よ

る

開

発

規

制

林

で

あ

り

、

開

発

を

待

っ

て

い

る

開

発

予

定

林

で

す

。

ま

た

、

そ

の

多

く

は

、

森

の

持

つ

自

然

生

態

系

を

無

視

し

た

、

無

秩

序

な

土

地

利

用

の

結

果

、

生

態

系

が

維

持

で

き

る

規

模

を

有

し

て

い

ま

せ

ん

。

ま

さ

に

森

と

呼

ぶ

よ

り

、

木

々

に

覆

わ

れ

た

遊

休

地

の

体

を

な

し

て

い

ま

す

。 

 

薪

炭

用

、

農

用

ま

た

は

用

材

用

と

し

て

、

そ

こ

に

生

育

す

る

樹

木

に

財

貨

的

な

価

値

が

あ

っ

た

時

代

に

は

、

こ

れ

ら

の

森

の

管

理

は

、

森

林

所

有

者

み

ず

か

ら

行

っ

た

り

、

利

用

者

に

行

わ

せ

た

り

し

て

い

ま

し

た

。

し

か

し

、

安

価

で

利

便

性

に

富

む

代

替

材

が

開

発

さ

れ

た

り

、
流

通

機

能

が

発

達

し

た

こ

と

に

よ

り

、
森

の

持

つ

価

値

が

地

代

だ

け

と

な

り

、

財

貨

価

値

の

な

い

樹

木

の

管

理

を

放

棄

し

た

資

産

保

有

的

な

森

林

所

有

者

が

多

く

な

っ

て

い

ま

す

。

さ

ら

に

、

都

市

内

の

森

林

に

賦

課

さ

れ

る

相

続

税

や

固

定

資

産

税

な

ど

は

、

地

価

の

高

騰

に

よ

り

相

当

な

課

税

額

と

な

っ

て

お

り

、

こ

の

こ

と

も

所

有

者

の

管

理

意

欲

の

減

退

を

引

き

起

こ

し

て

い

ま

す

。 

 

か

つ

て

は

、

利

用

目

的

に

あ

っ

た

管

理

が

な

さ

れ

て

い

た

身

近

な

森

の

多

く

は

、

子

供

た

ち

の

遊

び

場

で

も

あ

り

ま

し

た

。

し

か

し

、

管

理

が

放

棄

さ

れ

た

こ

と

に

よ

り

、

ツ

ル

や

草

が

生

い

茂

り

、

森

に

入

れ

な

く

な

っ

た

結

果

、

防

災

や

防

犯

の

面

で

も

、

支

障

を

き

た

す

事

例

も

起

き

て

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

管

理

意

欲

の

な

い

土

地

所

有

者

に

代

わ

っ

て

、

市

町

村

に

苦

情

が

持

込

ま

れ

、

管

理

の

主

体

が

行

政

に

移

っ

て

き

て

い

ま

す

。 

 

一

方

、

急

峻

で

脆

弱

な

地

形

、

地

質

で

あ

っ

た

こ

と

や

山

岳

宗

教

が

残

っ

た

こ

と

、

古

く

か

ら

の

観

光

地

で

あ

っ

た

こ

と

な

ど

に

よ

り

丹

沢

を

中

心

と

す

る

山

岳

森

林

で

は

、

大

規

模

な

開

発

が

起

き

ま

せ

ん

で

し

た

。

し

か

し

、

戦

後

の

復

興

時

の

木

材

需

要

が

増

大

し

た

こ

と

に

よ

り

、

大

量

伐

採

が

行

わ

れ

た

り

、

用

材

と

し

て

価

値

の

高

い

ス

ギ

、

ヒ

ノ
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キ

な

ど

の

樹

種

を

植

え

る

林

種

転

換

造

林

が

行

わ

れ

た

り

し

ま

し

た

。

ま

た

、

経

済

性

重

視

に

よ

る

一

斉

造

林

や

皆

伐

方

式

、

短

伐

期

な

ど

の

施

業

方

法

が

導

入

さ

れ

ま

し

た

。

三

〇

年

代

後

半

に

入

る

と

外

材

の

輸

入

が

本

格

化

し

木

材

生

産

の

採

算

性

が

急

激

に

悪

化

し

、

一

部

の

大

土

地

経

営

者

を

除

き

、

採

算

割

れ

を

起

こ

す

事

態

と

な

り

ま

し

た

。 

 

ま

た

、

最

近

の

円

高

に

よ

り

、

外

材

の

輸

入

圧

力

が

一

層

高

ま

っ

て

お

り

、

木

材

生

産

だ

け

の

林

業

経

営

で

は

、

外

材

主

導

型

の

市

場

価

格

の

決

定

や

地

場

賃

金

の

上

昇

に

よ

る

コ

ス

ト

プ

ッ

シ

ュ

な

ど

に

よ

り

、

非

常

に

苦

し

い

経

営

と

な

っ

て

い

ま

す

。

さ

ら

に

、

本

県

の

人

工

林

の

※齢

級

配

置

を

み

ま

す

と

、

戦

後

の

再

造

林

や

拡

大

造

林

の

結

果

、

若

い

林

木

が

多

く

、

間

伐

な

ど

保

育

作

業

を

必

要

と

す

る

時

期

に

あ

る

森

が

多

い

こ

と

が

わ

か

り

ま

す

。

こ

の

こ

と

は

、

森

か

ら

の

収

入

が

な

く

、

支

出

の

み

の

時

期

に

入

っ

て

い

る

こ

と

に

な

り

、

こ

の

こ

と

も

林

業

経

営

意

欲

を

減

退

さ

せ

る

こ

と

に

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

う

し

た

情

勢

の

中

、

保

育

管

理

を

放

棄

し

た

人

工

林

も

み

ら

れ

ま

す

。 

 

し

か

し

、

ツ

ル

切

り

や

枝

打

、

間

伐

な

ど

の

保

育

作

業

を

適

正

な

時

期

に

行

わ

な

い

と

、

市

場

価

値

の

な

い

木

材

と

な

る

ば

か

り

で

な

く

、

水

資

源

の

か

ん

養

や

土

砂

崩

壊

の

防

止

、

土

砂

流

出

の

防

備

な

ど

森

林

の

持

つ

機

能

を

低

下

さ

せ

、

ひ

い

て

は

森

の

荒

廃

に

つ

な

が

る

恐

れ

が

あ

り

ま

す

。 

 

一

方

、

都

市

住

民

の

森

へ

の

ニ

ー

ズ

が

大

き

く

変

わ

り

、

特

に

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

の

場

と

し

て

の

期

待

が

非

常

に

高

く

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

れ

を

六

〇

年

の

統

計

で

み

ま

す

と

、

神

奈

川

県

下

の

延

観

光

客

数

は

一

億

三

千

万

人

、

観

光

客

消

費

額

は

一

，

四

〇

〇

億

円

と

な

っ

て

い

ま

す

。

そ

の

う

ち

、

箱

根

、

丹

沢

、

大

山

、

相

模

湖

な

ど

の

山

岳

部

周

辺

の

延

観

光

客

数

四

，

七

七

〇

万

人

、

同

消

費

額

は

八

八

四

億

円

と

な

っ

て

お

り

、

年

に

よ

っ

て

多

少

の

増

減

が

あ

り

ま

す

が

、

経

年

的

に

み

る

と

増

加

傾

向

に

あ

り

ま

す

。

そ

の

中

で

も

特

に

、

丹

沢

、

大

山

地

域

が

著

し

く

増

加

し

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

そ

の

よ

う

な

利

用

の

結

果

、

ゴ

ミ

を

捨

て

た

り

、

山

菜

や

山

草

の

乱

獲

な

ど

利

用

者

の

モ

ラ

ル

の

欠

落
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が

、

土

地

利

用

者

に

と

っ

て

大

き

な

問

題

と

な

っ

て

い

ま

す

。 

 
ま

た

、

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

施

設

に

お

け

る

雨

水

な

ど

の

流

末

処

理

の

ま

ず

さ

か

ら

土

壌

の

浸

蝕

が

進

ん

で

、

樹

木

の

根

が

浮

い

て

し

ま

っ

て

い

る

事

例

も

み

ら

れ

ま

す

し

、

管

理

の

し

や

す

さ

を

追

求

す

る

あ

ま

り

、

利

用

者

の

安

全

性

や

快

適

性

の

配

慮

に

欠

け

て

い

る

と

思

わ

れ

る

散

策

路

も

あ

り

ま

す

。

今

後

需

要

の

伸

び

る

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

利

用

に

適

切

に

対

応

す

る

に

は

、

森

の

持

つ

営

み

に

配

慮

し

た

施

設

の

整

備

や

利

用

者

の

モ

ラ

ル

の

向

上

が

必

要

と

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

３ 

県

民

の

声

か

ら 

 

森

の

保

全

利

用

を

考

え

て

い

く

う

え

で

、

県

民

が

森

に

対

し

ど

の

よ

う

な

意

識

を

持

っ

て

い

る

か

を

知

る

こ

と

が

必

要

で

す

。

そ

の

た

め

、

各

種

調

査

結

果

か

ら

森

に

対

す

る

住

民

の

意

識

を

み

て

み

る

こ

と

に

し

ま

す

。 

 

最

初

に

、

総

理

府

が

行

っ

た

調

査

か

ら

み

る

こ

と

に

し

ま

す

。

五

四

年

一

二

月

の

『

居

住

地

の

魅

力

と

ま

ち

づ

く

り

に

関

す

る

世

論

調

査

』
に

よ

り

ま

す

と

、「

あ

な

た

の

住

ん

で

み

た

い

と

思

う

の

は

ど

の

よ

う

な

ま

ち

か

」
と

い

う

問

に

対

し

て

五

七

％

の

人

た

ち

が

、

緑

や

水

に

つ

つ

ま

れ

た

自

然

が

美

し

い

町

と

回

答

し

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

、

第

二

位

の

古

都

や

城

下

町

と

い

わ

れ

る

よ

う

な

落

着

い

た

ま

ち

の

二

〇

％

を

大

き

く

引

き

離

し

て

い

ま

す

。 

 

ま

た

、
五

八

年

九

月

の
『

国

土

の

将

来

像

に

関

す

る

世

論

調

査

』
に

よ

り

ま

す

と

、
「

今

後

二

〇

年

ぐ

ら

い

の

間

の

も

の

の

考

え

方

や

価

値

観

の

変

化

に

つ

い

て

、
「

生

活

の

便

利

さ

」
と
「

自

然

と

の

ふ

れ

あ

い

」
の

う

ち

ど

ち

ら

を

求

め

る

傾

向

が

強

ま

る

と

思

う

か

」
の

問

に

対

し

て

、
五

七

％

が
「

自

然

と

の

ふ

れ

あ

い

」
と

回

答

し

、
「

生

活

の

便

利

さ

」
の

三

五

％

に

比

較

し

て

優

位

で

あ

り

ま

し

た

。 
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ま

た

、

五

九

年

六

月

の

『

環

境

問

題

に

関

す

る

世

論

調

査

』

に

よ

り

ま

す

と

、

快

適

な

環

境

づ

く

り

を

進

め

る

要

素

と

し

て

、

第

一

位

が

豊

か

な

緑

、

第

二

位

が

さ

わ

や

か

な

空

気

、

第

三

位

が

静

け

さ

、

第

四

位

が

の

び

の

び

と

歩

け

る

道

や

広

場

と

な

っ

て

お

り

、

第

五

位

以

下

を

大

き

く

引

き

離

し

て

回

答

が

寄

せ

ら

れ

て

い

ま

す

。 

 

次

に

本

県

の

県

民

部

が

行

っ

た

五

八

年

の

『

み

ど

り

に

対

す

る

県

民

意

識

調

査

』

に

よ

り

ま

す

と

、

森

林

に

期

待

す

る

効

用

と

し

て

、

第

一

位

が

水

資

源

の

確

保

と

大

気

の

浄

化

、

以

下

、

山

崩

れ

や

洪

水

等

の

災

害

防

止

、

自

然

生

態

系

の

維

持

、

森

林

浴

や

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

の

場

と

な

っ

て

お

り

、

第

五

位

の

木

材

資

源

よ

り

高

率

で

回

答

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

ま

た

、

六

三

年

一

月

に

行

っ

た

県

政

モ

ニ

タ

ー

へ

の

課

題

意

見

『

神

奈

川

の

森

林

に

つ

い

て

』

の

回

答

に

よ

り

ま

す

と

、

森

は

多

様

な

利

用

が

考

え

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

で

、

多

く

の

意

見

が

寄

せ

ら

れ

て

い

ま

す

。

そ

れ

ら

の

中

で

、

主

だ

っ

た

も

の

を

簡

単

に

紹

介

し

ま

す

。

①

森

を

、

森

林

浴

や

ハ

イ

キ

ン

グ

、

散

策

な

ど

の

場

と

し

て

利

用

し

て

い

き

た

い

。

②

児

童

や

生

徒

の

教

育

活

動

の

場

と

し

て

、

植

物

や

昆

虫

、

野

鳥

な

ど

の

観

察

、

キ

ャ

ン

プ

や

飯

ご

う

す

い

さ

ん

な

ど

共

同

生

活

、

ス

ポ

ー

ツ

、

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

な

ど

に

利

用

で

き

る

の

で

は

な

い

か

、

そ

の

結

果

、

森

林

に

つ

い

て

の

知

識

の

習

得

、

共

同

生

活

体

験

に

よ

る

精

神

的

な

成

長

、

森

林

を

大

切

に

し

ょ

う

と

す

る

意

識

の

高

揚

等

が

効

果

と

し

て

期

待

で

き

る

。

③

高

齢

者

の

生

き

が

い

の

増

進

の

場

と

し

て

も

利

用

で

き

る

。 

 

最

後

に

、

六

三

年

度

に

県

農

政

部

が

行

っ

た

『

神

奈

川

県

森

林

機

能

調

査─

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査─

』

か

ら

、

身

近

な

森

に

対

す

る

県

民

意

識

を

紹

介

し

ま

す

。

身

近

な

森

林

は

、

景

観

や

自

然

に

親

し

む

場

、

地

域

の

文

化

や

歴

史

を

保

存

す

る

た

め

の

場

等

の

生

活

環

境

の

向

上

に

と

っ

て

役

立

っ

て

い

る

と

約

八

○

％

の

人

た

ち

が

回

答

し

て

い

ま

す

。

身

近

な

森

の

整

備

に

つ

い

て

は

、

道

や

ベ

ン

チ

、

広

場

等

の

施

設

を

整

備

す

る

、

モ

ミ

ジ

な

ど

広

葉

樹

を

増

や

し

四

季

の

変
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化

を

つ

け

る

、

野

鳥

を

増

や

す

な

ど

何

ら

か

の

手

を

加

え

る

と

い

う

意

見

が

多

い

の

で

す

が

、

一

方

で

手

を

加

え

ず

現

状

の

維

持

を

望

む

意

見

も

多

く

あ

り

ま

す

。

森

や

林

を

含

め

た

生

活

環

境

に

つ

い

て

、

約

七

八

％

の

人

が

満

足

あ

る

い

は

や

や

満

足

し

て

い

ま

す

が

、

最

近

五

年

間

で

は

、

住

ま

い

の

周

辺

の

生

活

環

境

が

や

や

悪

く

な

っ

た

、

あ

る

い

は

悪

く

な

っ

た

と

の

回

答

が

約

三

四

％

を

占

め

て

い

ま

す

。 

 

以

上

の

調

査

を

総

括

し

ま

す

と

、

住

民

の

森

に

対

す

る

要

求

や

期

待

が

、

近

年

の

人

口

の

増

加

や

高

齢

化

、

産

業

の

発

展

、

都

市

化

の

進

展

、

生

活

レ

ベ

ル

の

向

上

な

ど

に

よ

り

従

来

の

木

材

生

産

か

ら

多

種

多

様

な

も

の

に

な

っ

て

き

て

い

る

ば

か

り

で

な

く

、

要

求

や

期

待

そ

の

も

の

が

、

大

き

く

な

っ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

り

ま

す

。

つ

ま

り

、

森

の

持

つ

多

種

多

様

な

効

用

の

う

ち

、

県

民

が

望

む

も

の

が

、

経

済

的

な

も

の

か

ら

、

環

境

と

い

う

公

益

的

な

も

の

に

な

っ

て

き

た

こ

と

を

示

し

て

い

ま

す

。 

 

こ

れ

ら

の

調

査

か

ら

み

ま

す

と

、

身

近

な

森

は

、

快

適

な

生

活

を

送

る

う

え

で

、

役

立

っ

て

い

る

と

判

断

さ

れ

る

わ

け

で

す

が

、

実

際

に

身

近

な

森

を

み

ま

す

と

、

そ

う

い

う

思

い

や

り

で

扱

わ

れ

て

い

な

い

の

が

、

実

情

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

私

た

ち

研

究

チ

ー

ム

は

、

神

奈

川

の

森

を

み

て

歩

き

ま

し

た

。

そ

う

し

た

中

で

、

本

当

に

住

民

の

意

識

を

反

映

し

て

い

る

と

い

え

る

森

は

、

行

政

が

莫

大

な

お

金

で

整

備

管

理

し

て

い

る

森

林

施

設

で

あ

り

、

そ

れ

は

そ

の

他

の

森

に

比

較

し

て

面

的

に

限

ら

れ

た

も

の

で

す

。
そ

の

他

の

森

の

大

部

分

は

、
入

る

こ

と

さ

え

で

き

な

い

状

態

に

あ

り

ま

す

。 

 

ま

た

、

整

備

さ

れ

て

い

る

森

林

公

園

、

都

市

公

園

な

ど

の

施

設

は

、

管

理

す

る

立

場

か

ら

の

つ

く

ら

れ

た

も

の

で

あ

り

、

利

用

す

る

に

あ

た

っ

て

も

管

理

す

る

側

の

意

図

に

よ

る

限

定

利

用

で

あ

り

、

利

用

者

側

か

ら

の

自

由

な

参

加

が

で

き

な

い

も

の

が

ほ

と

ん

ど

で

す

。

こ

う

し

た

も

の

が

本

当

の

意

味

で

の

自

然

と

の

ふ

れ

あ

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

次

に

住

民

に

と

っ

て

は

、

身

近

に

あ

る

森

が

調

査

結

果

の

よ

う

に

明

確

に

役

立

っ

て

い

る

と

い

え

る

で

し

ょ

う

か

。
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そ

れ

は

、

傍

観

者

の

意

識

と

し

て

、

役

立

っ

て

い

る

だ

け

で

あ

り

、

そ

こ

の

管

理

を

担

う

人

や

組

織

を

考

え

て

な

い

こ

と

の

結

果

と

し

て

そ

う

し

た

回

答

が

な

さ

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

森

林

が

な

く

て

は

生

き

て

は

い

け

な

い

と

い

う

意

味

で

の

絶

対

的

な

必

要

性

で

は

な

く

、

な

い

よ

り

あ

っ

た

方

が

良

い

と

い

う

程

度

の

も

の

な

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

経

済

活

動

が

高

ま

り

、

躍

動

す

る

中

、

昔

へ

の

哀

愁

や

な

つ

か

し

さ

、

逃

避

な

ど

の

結

果

で

そ

う

な

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

総

論

に

お

い

て

、

人

間

が

生

物

で

あ

る

か

ぎ

り

、

自

然

生

態

系

と

い

う

フ

レ

ー

ム

か

ら

、

抜

け

出

せ

な

い

の

で

す

か

ら

、

自

然

生

態

系

の

基

盤

で

あ

る

森

を

ど

う

い

う

理

由

で

あ

れ

、

必

要

と

す

る

わ

け

で

す

。

一

方

、

各

論

と

し

て

み

る

と

森

に

対

す

る

思

い

入

れ

や

感

じ

方

は

、

そ

の

人

の

原

体

験

や

地

域

の

文

化

な

ど

に

よ

り

ま

ち

ま

ち

で

あ

り

、

画

一

的

な

尺

度

で

推

し

量

れ

な

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

先

に

述

べ

ま

し

た

よ

う

に

、

世

界

的

な

視

点

で

、

ま

た

総

論

と

し

て

森

は

必

要

と

さ

れ

る

わ

け

で

す

。

身

近

な

森

を

み

る

と

、

そ

れ

ら

の

多

く

は

、

小

規

模

で

あ

り

、

利

用

す

る

人

も

な

く

、

ま

た

施

策

と

し

て

の

具

体

的

な

保

全

を

積

極

的

に

行

う

の

で

も

な

く

、

そ

の

結

果

、

所

有

者

か

ら

も

管

理

が

放

棄

さ

れ

て

い

ま

す

。

こ

う

し

た

身

近

な

森

は

、

各

論

と

し

て

処

理

さ

れ

、

こ

の

緑

が

な

く

な

っ

て

も

、

総

論

と

し

て

の

森

に

影

響

は

な

い

と

短

絡

的

に

考

え

ら

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

し

か

し

、

身

近

な

森

を

概

念

的

に

と

ら

え

る

と

、

そ

の

向

こ

う

側

に

総

論

の

森

が

あ

る

わ

け

で

す

。

つ

ま

り

、

身

近

な

森

は

、

世

界

か

ら

、

日

本

か

ら

、

神

奈

川

か

ら

森

が

な

く

な

ら

な

い

か

ぎ

り

存

在

し

続

け

、

最

後

ま

で

残

る

森

な

の

で

す

。

だ

か

ら

こ

そ

、

総

論

と

し

て

森

が

必

要

で

あ

る

な

ら

、

ま

た

、

そ

の

森

の

破

壊

が

心

配

さ

れ

て

い

る

今

だ

か

ら

こ

そ

、
身

近

な

森

を

ど

う

扱

う

の

か

、
検

討

し

て

お

く

必

要

が

あ

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 
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Ⅱ
 

見

え

な

い
と

こ

ろ

で

あ

な

た

を

守

り

、

く

ら

し

を

豊

か

に

し

て

い

る

森 

 
１ 
森

の

は

た

ら

き 

 

森

は

、

長

い

年

月

を

か

け

て

木

を

育

み

、

私

た

ち

人

間

社

会

に

木

材

を

提

供

し

て

き

ま

し

た

が

、

森

は

そ

れ

以

外

に

も

実

に

さ

ま

ざ

ま

な

恩

恵

を

人

間

社

会

に

与

え

て

き

て

い

ま

す

。

ま

た

、

森

は

人

間

が

こ

の

地

上

に

現

れ

る

前

か

ら

生

態

系

の

一

部

と

し

て

、

多

く

の

生

物

の

生

活

の

場

、

生

命

の

基

盤

と

し

て

の

は

た

ら

き

を

果

た

し

て

き

ま

し

た

。 

 

そ

の

は

た

ら

き

は

、

人

間

に

と

っ

て

特

定

の

目

的

を

満

た

す

た

め

に

最

適

な

も

の

と

し

て

設

計

さ

れ

た

も

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

ら

、

個

々

の

機

能

に

限

っ

て

み

れ

ば

、

人

工

物

の

ほ

う

が

優

れ

て

い

る

場

合

が

珍

し

く

あ

り

ま

せ

ん

。

し

か

し

、

い

く

つ

か

の

機

能

が

オ

ー

バ

ー

ラ

ッ

プ

し

て

総

合

力

で

勝

っ

て

い

る

と

い

う

特

徴

が

あ

り

ま

す

。

い

わ

ば

、

人

工

物

が

ス

ペ

シ

ャ

リ

ス

ト

で

あ

る

な

ら

ば

、

森

は

優

秀

な

ジ

ェ

ネ

ラ

リ

ス

ト

と

い

え

る

わ

け

で

、

価

値

観

の

多

様

化

す

る

現

代

に

お

い

て

、

そ

の

効

用

は

高

ま

っ

て

い

く

も

の

と

考

え

ら

れ

ま

す

。 

 

例

え

ば

、

土

砂

の

移

動

を

と

め

る

は

た

ら

き

だ

け

な

ら

、

コ

ン

ク

リ

ー

ト

の

工

作

物

の

ほ

う

が

優

れ

て

い

ま

す

。 

（

写

真─

１

） 

 

し

か

し

、

森

は

枝

や

葉

で

雨

水

の

落

下

ス

ピ

ー

ド

を

抑

え

、

ま

た

そ

の

落

ち

葉

や

大

小

の

根

に

よ

り

流

れ

を

分

散

さ

せ

る

こ

と

な

ど

に

よ

り

、

そ

の

機

能

を

果

た

し

て

い

ま

す

。

さ

ら

に

コ

ン

ク

リ

ー

ト

が

持

ち

合

わ

せ

て

い

な

い

、

景

観

や

水

資

源

の

か

ん

養

な

ど

の

さ

ま

ざ

ま

な

効

用

が

同

時

に

生

み

出

さ

れ

る

と

と

も

に

、

そ

の

は

た

ら

き

に

大

き

な

欠

点

が

な

い

特

徴

を

持

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

た

と

え

木

材

生

産

に

対

す

る

期

待

が

な

く

な

っ

て

も

、

他

の

は

た

ら

き

で

存

在

価

値

を

持

っ

て

い

る

よ

う

に

、
『

つ

ぶ

し

が

き

く

』

と

い

う

す

ば

ら

し

い

性

質

を

持

ち

合

わ

せ

て

い

ま

す

。 
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さ

て

、
さ

ま

ざ

ま

な

は

た

ら

き

を

持

っ

て

い

る

森

で

す

が

、
個

々

の

森

は

そ

れ

ぞ

れ

持

っ

て

い

る

機

能

に

差

が

あ

り

、

ま

た

、

人

間

は

時

代

の

ニ

ー

ズ

に

応

じ

て

さ

ま

ざ

ま

な

森

を

造

っ

て

き

ま

し

た

。

燃

料

と

し

て

炭

の

需

要

が

高

か

っ

た

時

代

に

お

い

て

は

、

広

葉

樹

の

雑

木

林

が

多

く

造

ら

れ

、

建

築

用

木

材

の

需

要

が

高

ま

っ

た

戦

後

か

ら

は

、

ス

ギ

、

ヒ

ノ

キ

林

の

造

林

が

盛

ん

に

な

り

ま

し

た

。 

 

し

か

し

、

諸

々

の

機

能

は

森

林

の

生

態

系

と

し

て

の

活

動

の

結

果

発

揮

さ

れ

る

も

の

で

あ

り

、

特

定

の

利

用

に

偏

っ

た

森

づ

く

り

は

、

結

果

と

し

て

さ

ま

ざ

ま

な

弊

害

を

現

し

た

ば

か

り

で

な

く

、

当

初

の

目

的

も

十

分

達

成

さ

れ

な

い

こ

と

さ

え

あ

り

ま

す

。 

 

例

え

ば

、

木

材

と

し

て

価

値

の

高

い

ヒ

ノ

キ

の

一

斉

造

林

を

不

適

地

で

行

っ

た

場

合

、

十

分

な

生

育

が

出

来

ず

、

木

材

と

な

ら

な

い

ば

か

り

か

、

森

は

暗

く

な

り

、

下

草

が

生

え

ず

、

保

水

能

力

や

土

砂

流

出

防

止

機

能

が

著

し

く

低

下

し

て

し

ま

っ

た

例

は

、

め

ず

ら

し

く

あ

り

ま

せ

ん

。 

（

写

真─

２

） 

 

こ

の

よ

う

に

、

本

来

、

森

の

特

徴

で

あ

る

総

体

と

し

て

の

優

秀

性

が

損

な

わ

れ

て

し

ま

う

の

は

な

ぜ

で

し

ょ

う

か

。

一

つ

に

は

、

森

の

生

態

系

と

し

て

の

活

動

を

無

視

し

た

、

森

か

ら

の

過

度

の

収

奪

が

原

因

と

し

て

あ

げ

ら

れ

る

で

し

ょ

う

。

か

つ

て

人

間

の

経

済

活

動

が

小

さ

か

っ

た

と

き

に

は

、

森

か

ら

の

収

奪

も

小

さ

く

、

他

の

機

能

に

及

ぼ

す

影

響

を

無

視

し

て

も

差

し

支

え

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

が

、

森

へ

の

介

入

が

大

き

く

な

っ

た

現

代

に

お

い

て

は

、

そ

の

消

滅

に

つ

な

が

る

収

奪

さ

え

行

わ

れ

て

い

ま

す

。 

そ

の

た

め

、

森

の

持

っ

て

い

る

さ

ま

ざ

ま

な

機

能

に

対

す

る

影

響

を

把

握

し

た

上

で

の

利

用

が

望

ま

れ

る

わ

け

で

す

。 

 

で

は

、

森

は

ど

の

よ

う

な

は

た

ら

き

を

持

っ

て

い

る

の

で

し

ょ

う

か

。

そ

の

オ

ー

バ

ー

ラ

ッ

プ

し

て

い

る

姿

を

神

奈

川

の

森

を

例

に

あ

げ

な

が

ら

見

て

み

ま

し

ょ

う

。 
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写

真─

３

は

、

大

磯

の

「

こ高

ま麗

や

ま山

」

で

す

。

こ

こ

は

、

か

つ

て

朝

鮮

か

ら

の

渡

来

人

が

建

て

た

た

か

く

高

来

神

社

の

社

寺

林

で

し

た

が

、

今

で

は

「

高

麗

山

県

民

の

森

」

と

し

て

県

が

管

理

し

て

い

ま

す

。

こ

の

山

は

、

ラ

ン

ド

マ

ー

ク

と

し

て

の

価

値

が

高

く

、

現

在

も

※航

行

目

標

保

安

林

と

し

て

保

護

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

ま

た

、

山

の

北

面

は

戦

後

の

伐

採

と

ス

ギ

な

ど

の

植

林

が

行

わ

れ

、

比

較

的

単

調

な

森

と

な

っ

て

い

ま

す

が

、

南

面

は

天

然

記

念

物

の

指

定

を

受

け

て

保

護

さ

れ

、

多

彩

な

植

生

は

、

湘

南

青

少

年

の

家

を

ベ

ー

ス

と

し

た

学

習

の

場

、

身

近

な

散

策

の

場

と

し

て

利

用

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ

し

て

、

な

に

よ

り

も

そ

の

存

在

自

体

が

地

域

の

シ

ン

ボ

ル

と

し

て

愛

さ

れ

て

い

る

の

が

大

き

な

特

徴

と

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

写

真─

４

は

、

大

和

の

「

泉

の

森

」

で

す

。

こ

こ

は

、

引

地

川

の

水

源

と

な

っ

て

い

ま

す

が

、

同

時

に

清

涼

な

地

下

水

を

養

っ

て

お

り

、

大

和

市

の

水

道

水

の

一

部

は

、

こ

こ

の

地

下

水

か

ら

取

水

し

て

い

ま

す

。

大

和

の

水

は

う

ま

い

、

と

言

わ

れ

る

所

以

で

す

。

ま

た

、

水

源

の

森

と

し

て

保

護

さ

れ

て

き

た

こ

の

森

は

、

都

市

化

さ

れ

た

大

和

市

に

あ

っ

て

貴

重

な

緑

と

な

っ

て

お

り

、
水

源

地

と

し

て

支

障

の

な

い

範

囲

で

、
市

民

の

憩

の

場

と

し

て

解

放

さ

れ

つ

つ

あ

り

ま

す

。 

 

写

真─

５

は

、

津

久

井

の

ス

ギ

林

で

す

。

こ

の

一

帯

は

、

相

模

川

水

系

の

※水

源

林

と

し

て

※保

安

林

指

定

さ

れ

て

い

る

ほ

か

、

県

企

業

庁

も

利

水

者

と

し

て

そ

の

一

部

を

管

理

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

神

奈

川

県

の

木

材

生

産

の

基

地

と

し

て

の

役

割

も

担

っ

て

い

ま

す

。 

 

写

真─

６

は

、

真

鶴

半

島

の

ク

ロ

マ

ツ

林

で

す

。

同

半

島

の

ク

ロ

マ

ツ

は

、

江

戸

・

寛

文

年

間

に

防

風

、

防

潮

を

中

心

に

当

時

の

小

田

原

藩

主

が

植

え

た

と

伝

え

ら

れ

、

現

在

で

は

約

四

一

ｈａ

が

原

生

林

化

し

て

、

観

光

名

所

と

し

て

一

役

買

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

ク

ロ

マ

ツ

を

含

め

た

半

島

の

森

林

は

海

岸

近

く

に

影

を

落

と

す

こ

と

か

ら

、

魚

が

集

ま

る

「

魚

付

き

保

安

林

」

と

し

て

も

大

事

な

役

割

を

担

っ

て

い

ま

す

。 
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さ

て

、
こ

の

よ

う

に

森

は

さ

ま

ざ

ま

な

は

た

ら

き

で

私

た

ち

の

く

ら

し

を

豊

か

に

し

て

く

れ

て

い

ま

す

が

、

そ

の

は

た

ら

き

は

、
人

の

自

然

へ

の

介

入

や

経

済

投

資

が

加

わ

る

こ

と

に

よ

り

増

進

す

る

も

の

も

あ

り

、
逆

に

そ

れ

ら

を

あ

ま

り

必

要

と

し

な

い

も

の

や

、
む

し

ろ

な

い

ほ

う

が

都

合

の

良

い

も

の

も

あ

り

ま

す

。
ま

た

、
森

の

は

た

ら

き

か

ら

受

け

る

受

益

の

範

囲

も

さ

ま

ざ

ま

で

す

。 

 

森

の

機

能

は

こ

れ

ま

で

い

ろ

い

ろ

な

分

類

が

な

さ

れ

て

き

ま

し

た

が

、
こ

こ

で

は

い

ま

述

べ

た

観

点

か

ら

、

森

の

は

た

ら

き

を

つ

ぎ

の

よ

う

に

四

分

類

し

て

考

え

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。 

 

こ

の

分

類

で

は

、
ピ

ラ

ミ

ッ

ド

の

上

ほ

ど

受

益

者

の

数

が

少

な

く

、

森

全

体

へ

の

影

響

力

（

自

然

へ

の 

介

入

度

）

が

大

き

く

な

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

上

ほ

ど

経

済

投

資

の

度

合

い

が

大

き

く

、

換

金

性

に

優

れ

る

な

ど

、

高

度

な

受

益

形

態

と

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

こ

の

こ

と

は

、

食

物

連

鎖

の

ピ

ラ

ミ

ッ

ド

と

構

造

的

に

大

変

似

て

お

り

、

上

位

の

収

奪

が

過

剰

に

な

る

と

、

下

位

の

機

能

が

損

な

わ

れ

、

こ

れ

に

よ

り

逆

に

上

位

の

機

能

も

損

な

わ

れ

て

い

く

と

い

う

構

造

に

な

っ

て

い

ま

す

。 

森 の 機 能 の ピ ラ ミ ッ ド  
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で

は

、

次

に

受

益

範

囲

か

ら

分

類

し

た

個

々

の

内

容

に

つ

い

て

見

て

み

ま

し

ょ

う

。 

 
ま

ず

、

森

の

は

た

ら

き

と

し

て

は

最

も

本

来

的

な

機

能

、

す

な

わ

ち

森

み

ず

か

ら

の

維

持

・

成

長

に

係

る

も

の

と

し

て

、

生

態

系

の

輪

の

中

に

太

陽

エ

ネ

ル

ギ

ー

を

取

り

込

む

生

命

基

盤

と

し

て

重

要

な

は

た

ら

き

が

あ

り

ま

す

。

特

に

、

光

合

成

に

よ

り

酸

素

を

供

給

し

、

微

生

物

と

共

に

土

壌

を

形

成

す

る

は

た

ら

き

は

、

他

の

何

者

に

よ

っ

て

も

代

替

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

永

続

性

の

あ

る

も

の

で

あ

り

、

種

々

の

生

物

だ

け

で

な

く

木

み

ず

か

ら

の

存

在

の

基

盤

と

な

っ

て

い

ま

す

。

し

た

が

っ

て

、

こ

れ

を

第

一

次

的

機

能

と

呼

ぶ

こ

と

に

し

ま

す

。

こ

の

機

能

は

、

個

々

の

森

に

つ

い

て

議

論

す

る

際

に

は

、

あ

ま

り

問

題

に

な

り

ま

せ

ん

が

、

日

本

の

森

、

世

界

の

森

、

特

に

熱

帯

雨

林

に

お

い

て

は

重

要

な

争

点

で

あ

り

、

現

状

で

は

極

め

て

危

機

的

な

状

況

下

に

あ

り

ま

す

。 

 

第

一

次

的

機

能

の

受

益

範

囲

が

広

く

生

物

全

体

で

あ

る

の

に

対

し

、
第

二

次

的

機

能

と

第

三

次

的

機

能

の

受

益

者

は

、

人

間

社

会

で

す

。

こ

れ

ら

は

、

い

わ

ゆ

る

公

益

的

機

能

と

呼

ば

れ

る

も

の

で

あ

り

、

洪

水

調

整

や

水

質

浄

化

な

ど

の

水

資

源

の

か

ん

養

機

能

や

土

砂

流

失

防

止

機

能

な

ど

、

受

益

の

範

囲

が

森

の

存

在

す

る

地

域

に

限

定

さ

れ

な

い

機

能

を

第

二

次

的

機

能

、

防

風

、

防

火

、

遮

音

な

ど

受

益

が

森

の

所

在

す

る

地

域

内

に

限

ら

れ

る

機

能

を

第

三

次

的

機

能

と

し

ま

す

。

保

健

休

養

に

関

す

る

は

た

ら

き

や

、

観

光

資

源

、

宗

教

的

財

産

と

し

て

の

は

た

ら

き

は

、

受

益

範

囲

の

特

定

は

難

し

い

の

で

す

が

、

金

銭

が

地

元

に

落

ち

る

こ

と

も

考

え

れ

ば

、

第

三

次

的

機

能

に

分

類

さ

れ

ま

す

。 

 

ま

た

、

宗

教

的

財

産

で

あ

る

鎮

守

の

森

な

ど

は

、

旧

来

、

祭

礼

や

信

仰

を

通

じ

て

住

民

と

の

つ

な

が

り

を

深

め

て

き

ま

し

た

が

、

森

に

対

す

る

信

仰

的

畏

敬

の

念

の

薄

れ

た

現

代

に

お

い

て

も

、

地

域

の

シ

ン

ボ

ル

や

地

域

住

民

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

場

と

な

る

要

素

を

持

っ

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

、

直

接

的

な

森

の

は

た

ら

き

で

は

あ

り

ま

せ

ん

が

、

地

域

に

及

ぼ

す

効

果

を

考

え

、

第

三

次

的

機

能

に

含

め

て

考

え

た

い

と

思

い

ま

す

。 

 29 



 

 

第

四

次

的

機

能

は

、

受

益

が

森

を

所

有

す

る

個

人

ま

た

は

法

人

と

、

最

も

限

定

さ

れ

た

は

た

ら

き

で

、

木

材

そ

の

他

の

林

産

物

生

産

機

能

で

す

。 

 

さ

て

、

こ

の

よ

う

に

分

類

し

た

の

は

、

森

か

ら

受

け

る

恵

み

に

応

じ

た

森

林

の

機

能

保

全

の

責

任

を

明

確

に

し

た

い

か

ら

で

す

。

こ

れ

ま

で

、

森

林

保

全

に

つ

い

て

さ

ま

ざ

ま

な

受

益

者

負

担

論

が

主

張

さ

れ

て

き

ま

し

た

が

、

水

資

源

の

か

ん

養

機

能

に

注

目

し

て

利

水

者

に

負

担

を

求

め

た

水

源

税

や

水

源

基

金

に

お

け

る

負

担

論

な

ど

、

そ

れ

ら

の

多

く

は

森

林

の

単

一

の

機

能

か

ら

負

担

の

押

し

付

け

合

い

の

様

相

を

呈

し

て

い

ま

し

た

が

、

こ

こ

で

は

複

合

し

て

い

る

森

の

諸

機

能

に

注

目

し

て

、

負

担

の

あ

り

方

を

考

え

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。 

 

第

一

次

的

機

能

に

つ

い

て

は

、

森

み

ず

か

ら

の

維

持

・

成

長

の

た

め

の

は

た

ら

き

で

す

か

ら

、

当

然

そ

の

保

全

は

森

み

ず

か

ら

の

は

た

ら

き

の

う

ち

に

な

さ

れ

ま

す

。

し

か

し

、

開

発

と

い

う

名

の

乱

伐

は

、

日

本

の

よ

う

な

温

暖

湿

潤

な

気

候

に

お

い

て

は

熱

帯

雨

林

破

壊

ほ

ど

壊

滅

的

な

状

況

に

至

る

こ

と

は

ま

れ

で

あ

る

と

し

て

も

、

森

に

生

き

る

生

物

に

変

化

を

及

ぼ

し

た

り

、

適

応

を

強

い

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

ま

た

、

※酸

性

雨

な

ど

の

問

題

も

森

の

存

在

自

体

を

脅

か

す

重

大

な

問

題

で

す

。

そ

こ

で

、

第

一

次

的

機

能

は

森

自

身

の

保

全

作

用

に

よ

り

つ

つ

も

、

行

政

が

無

秩

序

な

開

発

か

ら

保

護

し

、

酸

性

雨

な

ど

の

新

た

な

問

題

に

対

処

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。 

 

第

二

次

的

機

能

に

つ

い

て

は

、

社

会

内

に

お

け

る

利

益

調

整

が

必

要

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

公

共

の

負

担

と

責

任

に

お

い

て

保

全

さ

れ

る

べ

き

部

分

で

あ

り

、

事

実

、

各

種

の

保

安

林

指

定

な

ど

の

措

置

に

よ

り

行

政

が

主

体

と

な

っ

て

保

全

を

図

っ

て

い

ま

す

。 

 

一

方

、

第

四

次

的

機

能

に

つ

い

て

は

、

経

済

的

動

機

に

基

づ

く

も

の

で

あ

り

、

所

有

者

個

人

に

よ

り

保

全

が

図

ら

れ

る

べ

き

で

す

が

、

近

年

の

林

業

不

振

に

よ

り

、

そ

の

保

全

意

欲

及

び

技

術

の

維

持

が

問

題

と

な

っ

て

き

て

い

ま

す

。 
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さ

て

、

残

る

第

三

次

的

機

能

に

つ

い

て

で

す

が

、

こ

の

部

分

に

つ

い

て

は

、

そ

の

受

益

範

囲

で

あ

る

地

域

社

会

が

そ

の

保

全

に

つ

い

て

責

任

と

負

担

を

負

う

べ

き

で

あ

る

と

考

え

ま

す

。

し

か

し

、

地

域

に

よ

る

森

の

保

全

は

あ

ま

り

な

さ

れ

て

な

い

の

が

現

状

で

す

。 

 

最

近

の

森

に

対

す

る

期

待

は

、

主

と

し

て

第

三

次

的

機

能

に

分

類

し

た

諸

機

能

に

つ

い

て

高

ま

っ

て

き

て

お

り

、

こ

の

点

か

ら

、

地

域

社

会

に

よ

る

森

の

保

全

方

法

が

検

討

さ

れ

る

べ

き

時

期

に

き

て

い

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

、Ⅵ
「

さ

て

、

身

近

な

森

を

守

る

に

は

」

で

述

べ

る

こ

と

に

し

ま

し

よ

う

。 

 

２  

親

と

子

の

目

か

ら

森

を

見

る

～

子

育

て

の

視

点

か

ら

、

居

住

環

境

と

し

て

森

を

見

る

～ 

本

章─

１

「

森

の

は

た

ら

き

」

で

は

、

森

に

対

し

て

地

域

社

会

が

そ

の

保

全

責

任

を

負

う

べ

き

部

分

が

あ

る

こ

と

を

述

べ

ま

し

た

が

、

地

域

の

森

に

対

し

て

そ

の

よ

う

な

係

わ

り

を

持

っ

て

い

る

ケ

ー

ス

は

、

ほ

と

ん

ど

例

が

あ

り

ま

せ

ん

。 

 
Ⅶ

「

さ

あ

、

み

ん

な

の

森

を

つ

く

ろ

う

」

に

お

い

て

紹

介

す

る

愛

知

県

春

日

井

市

の

高

森

山

の

森

づ

く

り

の

よ

う

に

付

近

の

団

地

住

民

の

手

に

よ

っ

て

行

わ

れ

た

例

は

あ

り

ま

す

が

、

む

し

ろ

例

外

と

い

わ

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

そ

れ

は

、

こ

れ

ま

で

身

近

な

森

が

、

居

住

環

境

と

し

て

は

あ

ま

り

メ

リ

ッ

ト

の

な

い

存

在

で

あ

り

、

む

し

ろ

生

活

基

盤

の

未

整

備

の

象

徴

と

し

て

マ

イ

ナ

ス

イ

メ

ー

ジ

が

あ

っ

た

た

め

、

周

辺

の

人

々

が

あ

ま

り

関

心

を

持

た

な

か

っ

た

こ

と

を

考

え

れ

ば

、

当

然

の

結

果

で

あ

っ

た

わ

け

で

す

。 

 

し

か

し

、

都

市

化

の

進

展

に

よ

っ

て

、

緑

が

希

少

化

す

る

と

と

も

に

、

必

ず

し

も

森

の

存

在

と

生

活

基

盤

の

未

整

備

が

一

致

し

な

い

こ

と

が

わ

か

っ

て

く

る

と

、

ア

メ

ニ

テ

ィ

を

考

え

る

上

で

身

近

な

森

の

価

値

が

高

ま

っ

て

く

る

こ

と

と

な

り

ま

す

。

と

こ

ろ

が

実

際

は

、

ア

ン

ケ

ー

ト

に

も

見

ら

れ

る

よ

う

に

、

緑

一

般

に

対

す

る

欲

求

が

高

ま

っ

て

い

る

に
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も

か

か

わ

ら

ず

、

身

近

な

森

と

住

民

と

の

結

び

つ

き

は

ま

だ

ま

だ

薄

い

の

が

現

状

で

す

。

そ

れ

は

、

住

民

の

求

め

る

緑

と

し

て

は

、

身

近

な

森

が

応

え

て

い

な

い

こ

と

を

示

し

て

い

る

と

言

え

ま

し

ょ

う

。

で

は

、

身

近

な

森

と

は

ど

の

よ

う

な

森

な

の

で

し

ょ

う

か

。 

 

ま

ず

、

森

林

の

大

半

が

個

人

所

有

林

で

す

し

、

し

か

も

、

所

有

規

模

が

小

さ

い

上

に

、

木

材

価

格

が

低

迷

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

生

産

意

欲

は

芳

し

く

あ

り

ま

せ

ん

。

結

果

的

に

は

資

産

と

し

て

土

地

を

所

有

し

て

い

る

と

い

う

だ

け

で

、

森

の

手

入

れ

は

ほ

と

ん

ど

な

さ

れ

て

い

な

い

の

が

実

態

の

よ

う

で

す

。

身

近

な

森

の

多

く

は

人

工

林

ま

た

は

二

次

林

で

あ

り

、
居

住

環

境

の

一

部

と

し

て

み

た

場

合

、
や

は

り

手

入

れ

が

必

要

な

森

で

あ

る

と

い

え

る

で

し

ょ

う

。
現

状

で

は

、

一

般

に

住

民

の

利

用

は

少

な

く

、

ゴ

ミ

捨

て

場

に

な

る

な

ど

、

む

し

ろ

居

住

環

境

と

し

て

は

マ

イ

ナ

ス

視

さ

れ

が

ち

で

す

。

一

方

、

住

民

の

緑

に

対

す

る

欲

求

は

強

く

、

身

近

な

森

の

改

善

が

必

要

と

な

っ

て

き

て

い

る

わ

け

で

す

。 

 

さ

て

、

こ

こ

で

森

を

取

り

巻

く

社

会

の

情

勢

に

目

を

向

け

て

み

ま

し

ょ

う

。

高

度

成

長

か

ら

低

成

長

へ

と

経

済

社

会

が

移

行

す

る

の

に

と

も

な

い

、

賃

金

の

伸

び

は

鈍

化

し

ま

し

た

。

確

か

に

今

日

、

金

余

り

現

象

が

あ

り

、

海

外

旅

行

を

は

じ

め

と

す

る

高

消

費

型

の

レ

ジ

ャ

ー

熱

が

高

ま

っ

て

い

ま

す

が

、

一

方

で

住

宅

取

得

に

要

す

る

費

用

は

高

騰

し

て

お

り

日

常

的

豊

か

さ

は

必

ず

し

も

達

成

さ

れ

て

は

い

な

い

と

い

う

ア

ン

バ

ラ

ン

ス

な

状

況

に

あ

る

わ

け

で

す

。 

 

ま

た

、

労

働

時

間

の

短

縮

に

よ

る

余

暇

時

間

の

増

大

に

対

し

て

は

、

大

型

化

す

る

ゴ

ー

ル

デ

ン

ウ

ィ

ー

ク

で

サ

ラ

リ

ー

マ

ン

が

暇

を

持

て

余

し

、

休

日

に

ま

で

出

社

す

る

と

い

う

新

聞

記

事

に

も

み

ら

れ

る

よ

う

に

、

余

暇

の

使

い

方

が

ま

だ

ま

だ

未

成

熟

で

あ

る

こ

と

も

言

え

ま

す

。

レ

ジ

ャ

ー

や

リ

ゾ

ー

ト

は

自

然

度

の

高

い

も

の

も

含

め

需

給

と

も

に

高

ま

り

つ

つ

あ

り

ま

す

が

、

高

消

費

型

レ

ジ

ャ

ー

と

日

常

生

活

の

ギ

ャ

ッ

プ

を

埋

め

る

も

の

と

し

て

、

非

消

費

型

レ

ジ

ャ

ー

の

普

及

が

今

後

の

課

題

と

も

い

え

ま

し

ょ

う

。

そ

の

中

で

、

生

活

領

域

に

隣

接

し

、

だ

れ

も

が

安

価

で

利

用

で

き

る

う
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る

お

い

の

場

と

し

て

、

身

近

な

森

へ

の

期

待

は

高

ま

る

で

し

ょ

う

。 

 
さ

て

、

労

働

時

間

の

短

縮

は

、

余

暇

ば

か

り

で

な

く

、

他

方

で

生

活

領

域

を

重

視

す

る

動

向

を

生

み

出

し

て

き

て

い

ま

す

。

都

市

住

民

の

郊

外

へ

の

移

転

は

、

主

と

し

て

地

価

の

高

騰

に

よ

り

都

心

に

住

居

を

求

め

ら

れ

な

い

と

い

う

事

情

に

よ

る

と

こ

ろ

が

大

き

い

の

は

事

実

で

し

ょ

う

が

、
通

勤

の

利

便

性

よ

り

も

良

好

な

居

住

環

境

を

求

め

る

全

日

制

市

民

、

す

な

わ

ち

主

婦

の

目

に

よ

る

選

択

が

あ

っ

た

の

も

ま

た

確

か

で

す

。

特

に

身

近

な

森

の

緑

が

居

住

環

境

の

重

要

な

フ

ァ

ク

タ

ー

と

し

て

受

け

と

め

ら

れ

て

い

る

こ

と

は

、

緑

を

求

め

て

都

市

か

ら

移

転

し

て

き

た

住

民

が

、

新

た

な

住

宅

開

発

に

よ

っ

て

身

近

な

緑

が

失

わ

れ

て

い

く

こ

と

に

対

し

て

困

惑

し

て

い

る

姿

か

ら

も

想

像

で

き

ま

す

。 

 

で

は

、
居

住

環

境

と

し

て

の

身

近

な

森

は

、
具

体

的

に

は

ど

の

よ

う

な

場

と

し

て

求

め

ら

れ

て

い

る

の

で

し

ょ

う

か

。

も

う

一

度

振

り

返

っ

て

、

本

章─
１

「

森

の

は

た

ら

き

」

で

述

べ

た

地

域

住

民

が

受

益

す

る

は

た

ら

き

を

見

ま

す

と

、

防

風

、

防

火

、

遮

音

、

保

健

休

養

な

ど

、

ま

た

宗

教

を

介

し

た

地

域

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

場

の

提

供

な

ど

が

あ

り

ま

し

た

。

そ

れ

か

ら

緑

の

存

在

自

体

が

借

景

と

し

て

の

価

値

を

持

っ

て

い

る

の

も

忘

れ

る

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。 

 

し

か

し

、

こ

こ

で

は

子

育

て

の

場

と

し

て

の

身

近

な

緑

の

可

能

性

に

注

目

し

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。

最

近

子

供

に

よ

る

残

虐

な

事

件

が

世

間

を

驚

か

す

こ

と

が

多

く

な

り

ま

し

た

が

、

こ

の

よ

う

な

現

代

の

子

供

に

お

け

る

病

癖

の

原

因

の

ひ

と

つ

と

し

て

、

自

我

の

形

成

期

に

自

然

と

の

ふ

れ

あ

い

の

中

で

生

命

の

尊

さ

、

弱

さ

を

学

ぶ

機

会

を

失

っ

た

こ

と

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

も

考

え

ら

れ

ま

す

。 

 

小

さ

な

音

、
か

す

か

な

に

お

い

、
さ

ら

に

は

気

配

や

沈

黙

に

対

す

る

感

受

性

の

減

退

が

憂

慮

さ

れ

る

今

日

に

お

い

て

、

神

戸

市

の

（

注

２

）

北

須

磨

小

学

校

の

教

育

実

践

は

私

た

ち

に

一

つ

の

方

向

性

を

与

え

て

く

れ

そ

う

で

す

。

北

須

磨

小

で

は

校

内

の

自

然

林

を

そ

の

ま

ま

生

か

し

、

森

づ

く

り

の

勤

労

体

験

や

自

然

観

察

、

森

の

中

で

の

給

食

な

ど

の

自

然

体

験

を

通
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し

て

、

緑

の

大

切

さ

を

体

で

覚

え

、

い

な

が

ら

に

し

て

自

然

を

守

る

心

を

育

て

て

い

ま

す

。 

 
浜

岡

校

長

は

、
「

緑

を

大

切

に

し

よ

う

、
と

言

っ

た

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

。
子

供

た

ち

は

、
体

で

覚

え

て

い

ま

す

か

ら

」

と

話

し

て

い

ま

す

。

北

須

磨

小

学

校

の

よ

う

に

自

然

に

恵

ま

れ

た

学

校

は

、

例

外

の

よ

う

に

思

わ

れ

る

か

も

知

れ

ま

せ

ん

。

し

か

し

、

利

用

さ

れ

ず

に

放

置

さ

れ

て

い

る

身

近

な

森

を

学

校

が

所

有

者

と

契

約

を

す

る

こ

と

に

よ

り

、

北

須

磨

小

学

校

と

同

様

の

教

育

実

践

は

可

能

な

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ま

す

。

こ

の

こ

と

に

よ

り

、

自

然

を

守

る

心

を

育

て

る

だ

け

で

な

く

、

弱

い

も

の

に

対

す

る

思

い

や

り

の

心

を

育

て

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

も

う

ひ

と

つ

、

子

供

の

現

代

的

病

癖

の

原

因

に

、

あ

ま

り

に

危

険

か

ら

守

ら

れ

過

ぎ

た

遊

び

の

中

で

、

危

険

の

限

度

を

学

ぶ

機

会

も

失

わ

れ

て

し

ま

っ

て

い

る

こ

と

も

あ

る

で

し

ょ

う

。

遊

び

の

中

で

ヒ

ヤ

リ

と

し

た

り

、

ハ

ッ

と

し

た

り

す

る

経

験

を

大

人

は

あ

ま

り

に

も

奪

い

過

ぎ

て

し

ま

っ

た

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

ソ

連

の

フ

ィ

ギ

ュ

ア

ス

ケ

ー

ト

の

チ

ャ

ン

ピ

オ

ン

が

こ

う

言

っ

た

そ

う

で

す

、
「

私

た

ち

に

と

っ

て

一

番

危

険

な

こ

と

は

転

ぶ

こ

と

じ

ゃ

な

い

。
転

ぶ

こ

と

を

怖

が

る

こ

と

だ

」

と

。

作

家

の

Ｃ

・

Ｗ

・

ニ

コ

ル

氏

は

、

こ

れ

を

引

き

合

い

に

出

し

て

、
「

転

ぶ

の

は

当

た

り

前

、

だ

か

ら

転

び

方

を

覚

え

る

ん

で

す

。
『

転

ん

だ

ら

怖

い

、
怖

い

』
と

思

う

と

大

ケ

ガ

す

る

、
そ

れ

は

自

然

が

教

え

て

く

れ

る

。

転

ぶ

、

び

し

ょ

び

し

ょ

に

な

る

。

そ

れ

が

必

要

な

ん

で

す

」

と

語

っ

て

い

ま

す

。 

 

都

市

化

の

進

展

す

る

現

代

に

お

い

て

、
子

供

た

ち

が

試

行

錯

誤

の

中

で

危

険

の

限

度

を

学

ぶ

場

が

失

わ

れ

て

い

ま

す

。

都

会

の

危

険

は

子

供

た

ち

の

背

丈

を

越

え

て

し

ま

っ

て

い

ま

す

が

、
身

近

な

森

は

、
子

供

が

の

び

の

び

と

遊

び

ま

わ

り

、

自

然

の

中

で

危

険

と

安

全

の

境

を

学

び

、

感

受

性

を

醸

成

す

る

場

と

し

て

の

可

能

性

を

持

っ

て

い

ま

す

。

た

だ

、

そ

の

た

め

に

は

身

近

な

森

が

住

民

と

断

絶

し

た

状

況

下

に

お

か

れ

た

ま

ま

で

は

な

く

、

住

民

に

開

か

れ

た

も

の

に

し

て

い

く

必

要

が

あ

り

ま

す

。
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Ⅲ
 

知

っ
て

い

ま

す

か

森
を

守

り

育
て

る

し

く

み 

 
１ 
昔

は 

 

森

を

守

り

育

て

る

し

く

み

が

制

度

的

に

確

立

し

た

の

は

、

江

戸

時

代

以

降

の

こ

と

だ

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。

江

戸

時

代

以

前

に

は

、

こ

の

よ

う

な

し

く

み

が

な

か

っ

た

わ

け

で

は

な

い

の

で

す

が

、

そ

れ

ま

で

の

人

々

は

森

か

ら

の

恵

み

を

一

方

的

に

享

受

し

て

い

た

だ

け

で

あ

っ

て

、

特

に

守

り

育

て

る

必

要

が

な

か

っ

た

の

で

す

。 

 

例

え

ば

、

歴

史

を

さ

か

の

ぼ

っ

て

考

え

て

み

ま

す

と

、

古

代

縄

文

・

弥

生

時

代

の

人

々

は

狩

猟

、

採

集

の

場

と

し

て

自

由

に

野

や

山

か

ら

恩

恵

を

受

け

、
木

は

、
弓

や

矢

、
建

物

、
丸

木

船

の

材

料

と

し

て

利

用

さ

れ

て

い

ま

し

た

。
ま

た

、

農

業

に

お

い

て

は

、

矢

板

と

か

鋤

や

鍬

な

ど

の

柄

と

し

て

使

わ

れ

て

い

た

こ

と

が

遺

跡

や

多

く

の

出

土

品

か

ら

知

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。 

 

奈

良

時

代

以

降

は

、

宮

殿

や

寺

院

の

建

築

用

材

の

ほ

か

、

※た

た

ら

製

鉄

な

ど

産

業

用

燃

料

と

し

て

の

薪

や

木

炭

が

大

量

に

消

費

さ

れ

ま

し

た

。

そ

の

た

め

に

付

近

の

森

林

が

荒

廃

し

て

い

っ

た

例

も

少

な

く

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。 

 

鎌

倉

幕

府

が

開

か

れ

る

と

、

鎌

倉

や

京

都

な

ど

の

都

市

で

は

木

材

の

取

引

が

盛

ん

に

な

り

、

材

木

座

と

い

う

木

材

の

取

引

を

行

う

人

々

が

作

っ

た

組

合

が

生

ま

れ

ま

し

た

。

こ

れ

は

、

今

で

も

地

名

と

し

て

鎌

倉

に

残

っ

て

い

ま

す

。

東

大

寺

が

再

建

さ

れ

た

鎌

倉

初

期

に

は

、

そ

の

用

材

を

遠

く

周

防

の

地

ま

で

求

め

た

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。 

 

こ

の

よ

う

に

、

時

代

と

と

も

に

木

材

の

需

要

は

増

え

、

森

に

対

す

る

依

存

度

も

高

ま

り

ま

し

た

が

、

江

戸

時

代

に

入

る

と

こ

れ

ま

で

の

よ

う

に

一

方

的

に

森

か

ら

恵

み

を

受

け

る

こ

と

が

難

し

く

な

っ

て

き

ま

し

た

。 

(

１)

江

戸

時

代

に

お

け

る

森

林

利

用 
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ア 

藩

に

よ

る

支

配 

 
江

戸

の

町

が

発

展

す

る

に

つ

れ

木

材

の

消

費

量

は

飛

躍

的

に

伸

び

て

い

き

ま

し

た

。

そ

れ

に

と

も

な

い

、

木

材

を

主

要

な

財

源

と

し

た

藩

も

多

く

、

藩

主

が

直

轄

支

配

す

※る

お御
ば
や
し

林

や

、

御

林

の

う

ち

藩

士

や

地

元

村

民

に

預

け

※た

あ
ず
け

預

ば
や
し

林

、

村

民

が

利

用

し

管

理

す

る

む
ら
も
ち
や
ま

村
持
山

、
ご
う
や
ま

郷
山

、

個

人

が

所

持

す

る

か
か
え
や
ま

抱
山

、
こ
し
ば
や
し

腰
林

、
き
ゅ
う
に
ん
ば
や

し

給
人
林

な

ど

の

山

林

制

度

が

整

備

さ

れ

ま

し

た

。 

 

ま

た

、

名

古

屋

藩

に

お

け

る

木

曾

の

五

木

（

ヒ

ノ

キ

、

サ

ワ

ラ

、

ネ

ズ

コ

、

ア

ス

ナ

ロ

、

コ

ウ

ヤ

マ

キ

）

な

ど

の

特

定

有

用

樹

種

に

つ

い

て

は

、
き
ん
ぼ
く

禁
木

又

は

※
と
め
ぎ

留
木

と

し

て

農

民

に

対

し

伐

採

の

制

限

を

行

い

、

ま

た

そ

の

違

反

者

に

は

厳

し

い

罰

則

が

科

せ

ら

れ

て

い

ま

し

た

。 

イ 

入

会

利

用

の

発

展 

 

三

代

将

軍

家

光

の

頃

に

な

る

と

幕

藩

体

制

が

確

立

し

、

大

名

は

、

盛

ん

に

農

民

政

策

、

土

地

政

策

を

行

い

藩

の

財

源

を

確

保

し

よ

う

と

し

ま

し

た

。 

 

高

い

年

貢

に

あ

え

ぐ

農

民

は

、

土

地

の

生

産

性

を

上

げ

る

た

め

林

内

か

ら

草

を

刈

り

、

水

田

に

敷

き

入

れ

た

り

し

て

林

野

に

対

す

る

依

存

度

が

高

ま

り

ま

し

た

。

日

常

生

活

に

お

い

て

も

薪

炭

材

の

供

給

源

と

し

て

林

野

の

利

用

が

進

み

ま

し

た

。 

 

林

野

の

需

要

が

高

ま

る

に

つ

れ

農

民

の

中

に

は

、
わ

れ

先

に

収

奪

す

る

者

も

現

れ

、
林

野

の

荒

廃

化

が

進

み

ま

し

た

。 

 

そ

し

て

、

林

野

の

荒

廃

は

、

林

産

物

と

し

て

の

肥

料

の

確

保

の

低

下

を

招

き

、

結

局

農

民

自

身

の

首

を

絞

め

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。 

 

相

対

的

な

林

野

の

不

足

と

略

奪

的

な

林

野

か

ら

の

採

取

、

利

用

と

い

う

背

景

の

中

で

、

農

民

は

、

林

野

利

用

に

つ

い
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て

共

同

体

的

支

配

を

作

り

上

げ

慣

習

的

な

秩

序

の

も

と

に

形

成

さ

れ

る

「
い
り
あ
い

入
会

慣

行

」

を

生

み

出

し

ま

し

た

。 

 
入

会

利

用

は

、

現

在

に

も

続

く

森

林

利

用

形

態

の

一

つ

で

す

が

、

そ

の

性

質

は

す

べ

て

の

人

が

共

同

で

利

用

し

、

平

等

に

利

益

を

得

る

こ

と

に

あ

り

ま

す

。

ま

た

、

永

く

利

用

を

続

け

る

た

め

に

利

用

者

全

員

が

森

林

の

荒

廃

を

防

ぎ

な

が

ら

生

産

を

続

け

る

よ

う

に

、

生

産

力

を

共

同

で

管

理

す

る

組

織

を

作

る

こ

と

に

あ

り

ま

す

。

こ

の

た

め

に

、

一

人

当

た

り

の

草

の

採

る

量

を

定

め

た

り

、

採

取

す

る

期

間

を

定

め

た

「

山

仕

法

」

と

い

う

規

定

が

あ

り

ま

し

た

。 

ウ 

人

工

植

林

の

時

代

へ 

 

元

禄

時

代

ま

で

は

、

自

然

林

か

ら

有

用

な

木

を

伐

り

出

し

て

そ

れ

を

利

用

し

て

い

ま

し

た

が

、

全

国

的

に

森

林

資

源

の

枯

渇

が

進

ん

で

く

る

と

、

藩

で

は

、

伐

採

制

限

や

植

林

を

行

っ

て

資

源

を

確

保

し

よ

う

と

し

ま

し

た

。 

 

植

林

は

藩

が

直

営

に

よ

っ

て

行

っ

た

ほ

か

、

藩

の

土

地

へ

農

民

な

ど

が

植

林

し

、

伐

採

ま

で

は

植

林

者

が

育

て

、

伐

採

時

に

藩

と

植

林

者

が

収

益

を

分

け

る

分

益

制

林

業

の

方

法

な

ど

が

あ

り

ま

し

た

。 

 

ま

た

、

森

林

を

荒

ら

さ

な

い

で

永

続

的

に

薪

炭

用

材

を

確

保

す

る

た

め

の

技

術

と

し

て

、

土

佐

藩

で

は

「
ば
ん
ぐ
り
や
ま

番
繰
山

」

と

い

う

制

度

が

あ

り

ま

し

た

。

こ

れ

は

、

伐

採

す

る

木

の

樹

齢

に

あ

わ

せ

て

毎

年

計

画

的

に

順

番

に

伐

り

、

一

巡

し

た

後

に

は

、

最

初

に

伐

採

し

た

所

の

木

が

成

長

し

て

い

る

た

め

に

再

び

伐

採

が

で

き

る

と

い

う

し

く

み

で

す

。 

エ 

保

全

林

業

の

始

ま

り 

 

森

林

の

持

つ

は

た

ら

き

に

対

す

る

認

識

も

高

ま

り

を

見

せ

、

十

七

世

紀

の

初

め

に

は

、
「

山

を

治

め

る

は

国

の

本

な

り

」

と

い

う

言

葉

を

残

し

た

岡

山

藩

の

熊

沢

了

介

（

蕃

山

）

の

よ

う

な

政

治

家

な

ど

が

で

て

き

ま

し

た

。 

 

寛

文

六

年

（

一

六

六

六

年

）

に

幕

府

か

ら

出

さ

れ

た

「

山

川

の

掟

」

は

、

河

川

の

上

流

域

の

森

林

の

乱

伐

を

戒

め

、

開

発

を

防

ぎ

、

植

林

を

勧

め

て

い

ま

し

た

。

こ

れ

は

我

が

国

の

保

全

林

業

の

始

ま

り

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。 
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オ 

神

奈

川

で

は 

 
江

戸

時

代

、
相

模

国

を

は

じ

め

と

す

る

江

戸

近

国

か

ら

は

、
江

戸

城

へ

さ

ま

ざ

ま

な

も

の

が

上

納

さ

れ

て

い

ま

し

た

。

林

産

物

と

し

て

炭

は

主

に

山

間

部

の

村

か

ら

納

め

ら

れ

、

江

戸

初

期

に

は

、

愛

甲

郡

煤

ケ

谷

村

、

同

郡

三

増

、

角

田

、

田

代

、
中

荻

野

、
下

荻

野

な

ど

が

役

炭

上

納

村

と

し

て

知

ら

れ

て

い

ま

す

。
こ

れ

ら

の

生

産

は

、
「

散

在

山

」
と

称

さ

れ

る

入

会

地

で

行

わ

れ

て

い

ま

し

た

。 

 

そ

の

ほ

か

、

信

仰

心

と

結

び

つ

い

た

形

で

森

林

が

守

ら

れ

て

き

た

例

と

し

て

、

大

山

講

の

苗

木

代

寄

付

な

ど

に

よ

る

植

林

で

大

山

が

、

杉

の

苗

木

の

寄

進

で

大

雄

山

最

乗

寺

が

あ

げ

ら

れ

ま

す

。

現

在

こ

の

大

雄

山

の

杉

の

林

は

、

日

本

で

代

表

的

な

人

工

林

と

し

て

引

き

継

が

れ

て

い

ま

す

。 

(

２)

明

治

以

降 

 

明

治

時

代

に

民

有

地

に

地

租

を

課

す

目

的

で

、

今

ま

で

所

有

者

の

決

ま

っ

て

い

な

か

っ

た

林

野

を

官

有

、

民

有

に

わ

け

る

「

山

林

原

野

官

民

有

区

分

事

業

」

が

行

わ

れ

ま

し

た

。 

 

現

在

の

国

有

林

は

幕

府

、

藩

の

直

轄

林

で

あ

る

御

林

と

、

官

民

有

区

分

に

よ

っ

て

官

林

に

編

入

さ

れ

た

森

林

を

含

め

て

作

ら

れ

た

も

の

で

、

明

治

三

二

年

の

国

有

林

野

法

に

よ

り

管

理

体

制

が

定

め

ら

れ

ま

し

た

。 

 

公

有

林

は

、

か

つ

て

の

村

持

山

を

主

と

す

る

も

の

で

、

市

町

村

の

基

本

財

産

林

と

し

て

造

成

、

整

備

が

進

め

ら

れ

ま

し

た

。 

 

ま

た

、

国

有

林

、

公

有

林

と

も

未

立

木

地

解

消

を

目

的

と

し

て

人

工

植

林

が

進

め

ら

れ

、

こ

の

た

め

所

有

者

を

明

確

に

す

る

必

要

が

生

じ

入

会

関

係

の

整

理

が

林

政

の

重

要

施

策

と

な

り

ま

し

た

。 

 

神

奈

川

県

に

お

い

て

、

こ

の

事

業

に

よ

っ

て

官

林

に

編

入

さ

れ

た

の

は

旧

小

田

原

藩

の

御

林

、

御

留

山

が

中

心

で

し

 38 



 

た

が

、

こ

れ

ら

の

官

林

は

、

明

治

二

二

年

、

皇

室

の

財

産

の

確

立

を

は

か

る

た

め

、

す

べ

て

御

料

林

と

し

て

編

入

さ

れ

た

こ

と

に

よ

り

、

第

二

次

世

界

大

戦

が

終

わ

る

ま

で

県

内

に

官

林

（

国

有

林

）

は

存

在

し

て

い

ま

せ

ん

で

し

た

。 

 

２ 

今

は 

(

１)

山

の

み

ど

り 

 

戦

中

、

戦

後

の

木

材

の

乱

伐

に

よ

り

、

日

本

の

山

の

荒

廃

は

奥

山

に

ま

で

進

み

ま

し

た

。 

 

昭

和

二

五

年

の

第

一

回

「

国

土

緑

化

大

会

」

を

契

機

に

全

国

の

造

林

熱

は

高

ま

り

、

次

々

と

植

栽

が

進

め

ら

れ

て

い

き

ま

し

た

。 

 

三

〇

年

代

後

半

、

高

度

経

済

成

長

と

と

も

に

木

材

の

需

要

は

増

加

し

、

奥

山

の

森

林

の

伐

採

と

木

材

資

源

確

保

の

た

め

、

拡

大

造

林

が

進

め

ら

れ

ま

し

た

。

そ

れ

で

も

木

材

の

供

給

が

追

い

つ

か

ず

木

材

価

格

の

高

騰

を

招

き

ま

し

た

。 

 

し

か

し

、

三

八

年

の

木

材

の

貿

易

自

由

化

以

降

、

安

い

外

国

材

の

輸

入

に

よ

り

国

産

材

の

価

格

が

低

迷

し

、

ま

た

賃

金

の

上

昇

も

あ

っ

て

林

業

経

営

が

悪

化

し

ま

し

た

。

こ

の

た

め

人

工

林

に

手

が

入

ら

な

く

な

り

、

管

理

の

放

棄

が

問

題

に

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

さ

ら

に

、

か

つ

て

薪

炭

用

材

の

供

給

源

と

し

て

利

用

さ

れ

て

き

た

里

山

林

が

「

エ

ネ

ル

ギ

ー

革

命

」

に

よ

り

管

理

が

行

き

届

か

な

く

な

り

そ

の

荒

廃

化

が

心

配

さ

れ

て

い

ま

す

。 

(

２)

都

市

の

み

ど

り 

 

一

方

、

三

〇

年

代

後

半

に

始

ま

っ

た

高

度

経

済

成

長

に

と

も

な

い

、

人

口

や

産

業

が

都

市

に

集

中

し

、

大

都

市

圏

で

は

、

土

地

の

投

機

的

取

引

の

増

大

と

そ

れ

に

よ

る

地

価

の

高

騰

、

乱

開

発

に

よ

る

自

然

破

壊

が

進

み

、

都

市

の

み

ど

り
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の

減

少

が

顕

著

に

な

り

ま

し

た

。

こ

の

よ

う

な

背

景

の

な

か

で

、

法

制

度

の

う

え

か

ら

も

無

秩

序

な

開

発

を

規

制

し

、

良

好

な

環

境

を

保

全

す

る

こ

と

の

重

要

性

が

認

識

さ

れ

る

よ

う

に

な

り

、

次

々

と

森

林

保

全

に

関

す

る

法

律

が

制

定

さ

れ

て

き

ま

し

た

。 

 

こ

の

な

か

で

主

な

も

の

に

つ

い

て

年

を

追

っ

て

目

を

通

し

て

み

ま

し

ょ

う

。 

(

３)

緑

地

保

全

に

関

す

る

法

制

度 

 

ま

ず

、
森

林

の

保

続

培

養

と

森

林

生

産

力

の

増

進

を

図

る

こ

と

を

目

的

と

し

た
「

森

林

法

」
（

昭

和

二

六

年

）
が

あ

り

、

保

安

林

を

指

定

す

る

こ

と

に

よ

り

、

都

市

及

び

周

辺

の

森

林

を

保

全

す

る

こ

と

が

可

能

で

す

。

保

安

林

は

、

森

林

の

も

つ

機

能

に

よ

り

一

七

種

類

に

分

類

で

き

ま

す

が

、

都

市

に

お

い

て

は

環

境

を

良

く

し

、

人

間

の

健

康

を

守

る

目

的

の

保

健

保

安

林

の

重

要

性

が

高

ま

っ

て

い

ま

す

。 

 

次

に

、
都

市

に

公

園

を

整

備

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

た
「

都

市

公

園

法

」
（

三

一

年

）
と

、
郷

土

の

名

木

や

樹

林

地

を

保

存

す

る

た

め

の
「

都

市

の

美

観

風

致

を

維

持

す

る

た

め

の

樹

木

の

保

存

に

関

す

る

法

律

」
（

三

七

年

）
が

制

定

さ

れ

ま

し

た

。

四

〇

年

代

に

な

る

と

都

市

化

の

波

は

都

心

か

ら

郊

外

へ

、

さ

ら

に

周

辺

都

市

に

広

が

っ

て

い

き

ま

し

た

。

こ

の

よ

う

な

急

激

な

都

市

化

に

よ

る

乱

開

発

に

対

し

、

自

治

体

は

「

宅

地

開

発

指

導

要

綱

」

を

制

定

し

、

計

画

的

な

開

発

に

誘

導

し

よ

う

と

し

ま

し

た

。 

 

「

首

都

圏

近

郊

緑

地

保

全

法

」
（

四

一

年

）
は

、
近

郊

整

備

地

帯

の

無

秩

序

な

市

街

化

を

防

止

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

た

も

の

で

、

こ

れ

は

我

が

国

に

お

い

て

初

め

て

※「

地

域

制

緑

地

」

を

法

制

度

と

し

て

採

用

し

た

も

の

で

す

。 

 

「

都

市

計

画

法

」
（

四

三

年

）

は

、

都

市

の

健

全

な

発

展

と

秩

序

あ

る

整

備

を

図

る

こ

と

を

目

的

と

し

た

法

律

で

す

。

緑

地

を

保

全

す

る

う

え

で

市

街

化

区

域

と

市

街

化

調

整

区

域

と

に

線

引

き

を

行

い

、

市

街

化

を

抑

制

す

る

区

域

を

設

け
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る

こ

と

に

よ

っ

て

樹

林

地

の

保

存

を

図

る

こ

と

を

可

能

と

し

た

も

の

で

す

。 

 
「

自

然

環

境

保

全

法

」
（

四

八

年

）
は

、
原

生

状

態

の

維

持

を

目

的

と

し

、
自

然

性

の

高

い

地

域

、
学

術

的

価

値

を

有

す

る

自

然

物

、

脆

弱

か

つ

再

生

困

難

な

自

然

物

の

保

存

の

た

め

、

具

体

的

な

地

域

指

定

、

施

業

規

制

な

ど

を

定

め

て

い

ま

す

。 

 

「

都

市

緑

地

保

全

法

」
（

四

八

年

）
は

、
現

況

の

良

好

な

自

然

的

環

境

を

保

全

す

る

た

め

に

緑

地

の

保

全

に

影

響

を

及

ぼ

す

恐

れ

の

あ

る

一

定

の

行

為

を

許

可

制

に

し

、

原

則

と

し

て

現

状

変

更

を

禁

止

す

る

も

の

で

す

。 

 

そ

し

て

、

国

土

の

利

用

に

つ

い

て

公

共

の

福

祉

を

優

先

さ

せ

、

自

然

環

境

の

保

全

を

図

り

つ

つ

、

健

康

で

文

化

的

な

生

活

環

境

の

確

保

と

国

土

の

バ

ラ

ン

ス

の

と

れ

た

発

展

を

図

る

こ

と

を

基

本

理

念

と

し

た
「

国

土

利

用

計

画

法

」
（

四

九

年

）

が

制

定

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

こ

の

よ

う

な

法

制

度

と

共

に

、
都

市

計

画

中

央

審

議

会

は

、
「

都

市

に

お

い

て

緑

と

オ

ー

プ

ン

ス

ペ

ー

ス

を

確

保

す

る

方

策

と

し

て

の

緑

の

マ

ス

タ

ー

プ

ラ

ン

の

あ

り

方

に

つ

い

て

の

答

申

」
（

五

一

年

）

を

出

し

ま

し

た

。

こ

れ

に

よ

る

と

、

確

保

す

べ

き

緑

地

の

目

標

水

準

を

原

則

と

し

て

市

街

化

区

域

面

積

に

対

し

て

お

お

む

ね

三

〇

％

以

上

と

し

、

こ

れ

に

よ

り

都

市

に

お

い

て

確

保

す

べ

き

緑

地

の

目

標

水

準

が

明

ら

か

に

さ

れ

ま

し

た

。 

(

４)

神

奈

川

県

で

は 

 

神

奈

川

県

に

お

け

る

み

ど

り

は

、

丹

沢

、

箱

根

を

中

心

と

す

る

「

山

の

み

ど

り

」

と

、

県

東

部

か

ら

中

部

に

及

ぶ

平

地

丘

陵

地

帯

に

お

け

る

「

都

市

の

み

ど

り

」

に

分

類

さ

れ

ま

す

。 

ア 

山

の

み

ど

り 

 

古

く

か

ら

林

業

活

動

が

行

わ

れ

て

き

た

「

山

の

み

ど

り

」

を

保

全

す

る

た

め

、

県

で

は

「

あ

す

な

ろ

計

画

」

を

五

六
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年

度

か

ら

実

施

し

て

き

ま

し

た

。
「

あ

す

な

ろ

計

画

」
は

、
森

林

所

有

者

を

中

心

と

し

た

人

た

ち

と

、
県

、
市

町

村

、
森

林

組

合

な

ど

が

一

体

と

な

っ

て

地

域

林

業

を

振

興

し

、

活

力

あ

る

優

良

な

森

林

の

造

成

と

公

益

的

機

能

の

増

大

を

図

ろ

う

と

す

る

も

の

で

す

。 

 

し

か

し

、

近

年

に

お

け

る

都

市

住

民

の

「

み

ど

り

ブ

ー

ム

」

に

よ

り

森

と

都

市

住

民

と

の

新

し

い

関

係

が

益

々

重

要

に

な

っ

て

い

る

こ

と

、

ま

た

、

木

材

需

要

の

低

迷

、

若

年

労

働

者

の

林

業

離

れ

な

ど

に

よ

り

神

奈

川

に

お

け

る

「

山

の

み

ど

り

」

は

適

正

な

管

理

が

な

さ

れ

な

い

荒

廃

し

た

み

ど

り

に

な

る

恐

れ

が

あ

る

こ

と

、

な

ど

の

理

由

に

よ

り

新

た

に

「

改

定

あ

す

な

ろ

計

画

」
（

第

二

次

）
が

六

二

年

度

か

ら

ス

タ

ー

ト

す

る

と

と

も

に

、
将

来

の

森

林

の

あ

り

方

を

構

築

す

る

「

未

来

の

森

づ

く

り

事

業

」

も

あ

わ

せ

て

ス

タ

ー

ト

し

ま

し

た

。 

 

こ

れ

は

、

神

奈

川

の

「

山

の

み

ど

り

」

を

木

材

資

源

の

み

な

ら

ず

、

水

資

源

や

環

境

資

源

と

と

も

に

、

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

活

動

に

も

対

応

し

う

る

「

二

一

世

紀

に

お

け

る

望

ま

し

い

森

林

」

を

つ

く

る

こ

と

を

目

指

し

た

も

の

で

す

。 

イ 

都

市

の

み

ど

り 

 

一

方

、

多

摩

丘

陵

、

相

模

原

台

地

、

三

浦

半

島

、

相

模

平

野

な

ど

に

広

が

る

「

都

市

の

み

ど

り

」

を

保

全

す

る

総

合

計

画

と

し

て
「

か

な

が

わ

都

市

緑

化

計

画
（

仮

称

）
」
が

五

八

年

一

月

に

策

定

さ

れ

ま

し

た
（

五

九

年

三

月

、
み

ど

り

の

ま

ち

・
か

な

が

わ

計

画

に

改

称

）
。
こ

の

計

画

も
「

第

二

次

新

神

奈

川

計

画

」
の

策

定

に

合

わ

せ

改

定

を

行

い

、
施

策

の

推

進

に

あ

た

っ

て

は

、

都

市

の

三

つ

の

み

ど

り

（

保

全

緑

地

・

都

市

公

園

・

公

共

用

地

の

樹

木

）

の

倍

増

と

、

地

域

の

特

性

を

生

か

し

た

身

近

な

み

ど

り

づ

く

り

、

か

な

が

わ

の

ナ

シ

ョ

ナ

ル

・

ト

ラ

ス

ト

運

動

な

ど

県

民

と

共

同

し

た

多

様

な

緑

化

の

展

開

を

最

重

点

に

位

置

付

け

て

お

り

、
「

み

ど

り

と

共

生

す

る

人

間

都

市

か

な

が

わ

」
を

目

指

し

た

も

の

で

す

。 

 

こ

の

中

で

、

み

ど

り

を

守

り

育

て

る

シ

ス

テ

ム

づ

く

り

と

し

て

は

、

緑

地

関

係

制

度

に

よ

る

地

域

指

定

を

進

め

る

こ
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と

、

か

な

が

わ

ト

ラ

ス

ト

み

ど

り

基

金

、

市

町

村

制

度

（

市

民

の

森

・

み

ど

り

基

金

）

の

活

用

に

よ

る

保

全

を

行

う

こ

と

な

ど

が

あ

げ

ら

れ

ま

す

。 

 

こ

の

よ

う

な

行

政

が

行

う

森

林

保

全

施

策

の

ほ

か

、

県

企

業

庁

や

横

浜

市

水

道

局

で

は

、

上

質

な

水

を

確

保

す

る

た

め

に

独

自

に

水

源

涵

養

林

の

維

持

管

理

を

行

っ

て

い

ま

す

。 

 

３ 

今

森

は 

 

私

た

ち

研

究

チ

ー

ム

で

は

、

ヘ

リ

コ

プ

タ

ー

を

利

用

し

、

森

林

の

現

況

を

調

査

し

ま

し

た

。

上

空

か

ら

眺

め

た

県

土

は

、

都

市

部

に

お

け

る

緑

の

少

な

さ

が

目

立

ち

、

ま

と

ま

っ

た

緑

は

平

地

に

は

ほ

と

ん

ど

見

ら

れ

ず

、

宅

地

開

発

か

ら

免

れ

た

傾

斜

地

に

僅

か

に

残

さ

れ

て

い

た

程

度

で

し

た

。 

(

１)

山

の

み

ど

り 

 

外

材

輸

入

の

自

由

化

に

よ

る

国

産

材

の

価

格

の

低

迷

、
「

エ

ネ

ル

ギ

ー

革

命

」
に

よ

る

薪

炭

用

材

な

ど

の

需

要

の

激

減

、

若

年

労

働

者

の

減

少

に

よ

る

林

業

労

働

者

の

高

齢

化

な

ど

に

よ

っ

て

管

理

が

放

棄

さ

れ

た

「

山

の

み

ど

り

」

は

荒

廃

化

の

恐

れ

が

あ

り

ま

す

。 

 

さ

ら

に

、

※「

入

会

林

野

等

に

係

る

権

利

関

係

の

近

代

化

の

助

長

に

関

す

る

法

律

」
（

昭

和

四

一

年

）

に

よ

る

※入

会

権

の

消

滅

と

相

続

な

ど

に

よ

る

山

林

保

有

の

小

規

模

分

散

化

に

よ

り

、

私

有

林

の

経

営

規

模

は

縮

小

し

、

産

業

と

し

て

は

自

立

し

に

く

い

状

況

に

あ

り

ま

す

。 

 (

２)

都

市

の

み

ど

り 
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本

章─

２

「

今

は

」

で

あ

げ

た

よ

う

に

、

都

市

に

お

け

る

自

然

環

境

を

保

全

す

る

法

律

は

数

多

く

制

定

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

し

か

し

、

こ

れ

ら

の

法

律

で

身

近

に

あ

る

森

を

保

全

し

て

い

く

こ

と

は

大

変

難

し

い

こ

と

で

す

。

と

い

う

の

も

、

身

近

な

森

と

い

う

の

は

、

都

市

の

中

に

あ

っ

て

環

境

財

と

し

て

は

貴

重

な

も

の

で

す

が

、

法

律

に

よ

っ

て

守

ら

れ

る

み

ど

り

は

、

景

観

上

、

学

術

上

極

め

て

価

値

の

高

い

も

の

、

も

し

く

は

、

あ

る

程

度

規

模

の

大

き

い

も

の

に

限

ら

れ

て

い

る

か

ら

な

の

で

す

。 

 

ま

た

、

法

律

の

対

象

と

な

っ

て

い

る

森

も

制

度

上

絶

対

的

に

保

全

さ

れ

る

保

証

は

な

い

の

で

す

し

、

な

お

さ

ら

、

法

律

の

対

象

か

ら

除

外

さ

れ

て

い

る

森

は

、

そ

れ

を

必

要

と

す

る

住

民

の

意

識

に

か

か

わ

ら

ず

開

発

さ

れ

る

可

能

性

が

高

い

の

で

す

。 

 

国

土

利

用

計

画

法

で

は

、

身

近

な

森

の

あ

り

か

た

に

対

し

個

別

特

殊

な

土

地

利

用

の

方

法

ま

で

は

構

想

が

及

ん

で

お

ら

ず

、

そ

れ

ぞ

れ

個

別

の

事

情

に

委

ね

ら

れ

て

い

る

の

が

実

情

で

す

。

ま

た

、

法

が

重

複

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

そ

の

効

果

が

は

っ

き

り

し

な

い

も

の

も

あ

り

ま

す

。 

 

例

え

ば

、

都

市

計

画

法

第

八

条

に

よ

っ

て

都

道

府

県

の

条

例

で

都

市

の

風

致

を

維

持

す

る

た

め

に

必

要

な

規

制

事

項

が

定

め

ら

れ

、

風

致

地

区

に

含

ま

れ

る

森

林

を

伐

採

す

る

場

合

に

は

こ

れ

ら

に

よ

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

現

実

に

は

こ

れ

ら

の

法

律

規

定

は

都

市

計

画

法

に

よ

る

市

街

化

区

域

、

市

街

化

調

整

区

域

の

線

引

き

が

優

先

し

、

市

街

化

調

整

区

域

内

で

は

制

限

が

有

効

に

働

い

て

き

ま

す

が

、

市

街

化

区

域

内

に

お

け

る

制

限

は

十

分

に

働

い

て

い

な

い

の

が

現

状

で

す

。 

(

３)

「
ぎ
ょ
う
さ
い

E

行
際

E
A

」

と

は 
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研

究

チ

ー

ム

で

は

、

こ

の

よ

う

に

緑

地

保

全

の

法

の

網

が

か

か

っ

て

い

て

も

、

そ

れ

ぞ

れ

の

目

的

に

よ

っ

て

バ

ラ

バ

ラ

に

規

制

さ

れ

総

合

的

な

緑

地

保

全

の

実

効

性

が

乏

し

い

部

分

、

も

し

く

は

、

こ

れ

ら

の

法

規

制

の

対

象

に

な

ら

な

い

空

白

部

分

を

※行

際

と

呼

び

、

こ

の

行

際

部

分

に

お

け

る

緑

の

保

全

が

一

番

重

要

な

こ

と

だ

と

考

え

ま

し

た

。 

 

こ

れ

ら

行

際

に

お

け

る

「

身

近

な

森

」

は

、

林

業

経

営

を

行

う

ほ

ど

の

面

積

も

な

く

、

環

境

財

と

し

て

の

機

能

も

特

に

優

れ

た

も

の

で

は

な

い

の

で

す

が

、

都

市

の

中

に

あ

っ

て

は

そ

の

存

在

そ

の

も

の

が

都

市

住

民

に

う

る

お

い

や

や

す

ら

ぎ

を

感

じ

さ

せ

て

く

れ

ま

す

。 

 

こ

の

よ

う

な

「

身

近

な

森

」

の

経

済

的

価

値

は

、

地

代

だ

け

で

あ

り

、

多

く

の

資

産

保

有

的

な

所

有

者

は

開

発

の

機

会

を

待

っ

て

い

る

の

が

実

情

で

す

。 

 

今

私

た

ち

が

保

全

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

の

は

ま

さ

に

こ

の

よ

う

な

森

だ

と

考

え

ま

す

。 

 

ま

た

、

近

年

に

お

け

る

土

木

技

術

の

発

達

に

よ

り

、

こ

れ

ま

で

開

発

が

見

合

わ

さ

れ

て

い

た

傾

斜

地

に

斜

向

マ

ン

シ

ョ

ン

が

建

築

さ

れ

る

な

ど

、

ま

す

ま

す

「

身

近

な

森

」

は

危

険

な

状

態

に

あ

り

ま

す

。

さ

ら

に

、

大

都

市

近

郊

の

「

身

近

な

森

」

は

、

地

価

の

高

騰

に

よ

り

土

地

の

評

価

が

上

昇

し

、

相

続

税

の

支

払

い

の

た

め

に

や

む

を

得

ず

手

放

す

状

況

が

あ

り

ま

す

。

ま

た

、

相

続

税

対

策

と

し

て

森

林

を

農

地

に

転

換

す

る

現

象

も

見

受

け

ら

れ

ま

す

。 

 

こ

れ

ら

身

近

な

森

を

と

り

ま

く

現

状

は

、

大

変

厳

し

い

も

の

が

あ

り

ま

す

が

、

近

年

に

お

け

る

「

み

ど

り

ブ

ー

ム

」

に

よ

り

森

に

対

す

る

期

待

は

高

ま

り

を

見

せ

、

住

民

み

ず

か

ら

も

積

極

的

に

参

加

し

、

み

ど

り

を

守

り

育

て

て

行

こ

う

と

す

る

動

き

も

広

が

っ

て

い

ま

す

。 

 

例

え

ば

、
日

本

の

ナ

シ

ョ

ナ

ル
・
ト

ラ

ス

ト

運

動

の

第

一

号

は

、
鎌

倉

の

鶴

岡

八

幡

宮

の

裏

山
「

お

や

つ

御

谷

」
を

宅

地

開

発

か

ら

守

る

た

め

に

立

ち

あ

が

っ

た

市

民

の

運

動

で

す

。

昭

和

三

九

年

に

は

じ

ま

っ

た

こ

の

運

動

は

、

市

民

の

間

に

大
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き

な

反

響

を

呼

び

、

御

谷

の

み

ど

り

を

守

る

と

と

も

に

、
「

古

都

に

お

け

る

歴

史

的

風

土

の

保

存

に

関

す

る

特

別

措

置

法

」
（

四

一

年

）

が

制

定

さ

れ

る

引

き

金

に

な

り

ま

し

た

。 

 

ま

た

、
川

崎

市

に

お

い

て

は
「

自

然

環

境

の

保

全

及

び

回

復

育

成

に

関

す

る

条

例

」
（

四

八

年

）
が

市

民

の

直

接

請

求

の

結

果

制

定

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

こ

の

こ

と

は

、

住

民

が

自

発

的

に

身

近

な

森

を

保

全

し

よ

う

と

す

る

動

き

の

現

れ

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

研

究

チ

ー

ム

が

行

っ

た

ア

ン

ケ

ー

ト
（

ア

ン

ケ

ー

ト

結

果

の

概

要

は

、Ⅶ

「

さ

あ

、
み

ん

な

の

森

を

つ

く

ろ

う

」
で

述

べ

ま

す

。

ま

た

、

詳

細

は

資

料

編

に

掲

載

し

て

あ

り

ま

す

）

の

設

問

の

Ｑ

８

「

こ

の

森

を

地

域

の

住

民

で

植

樹

や

木

の

手

入

れ

を

行

お

う

と

い

う

提

案

が

あ

つ

た

ら

、

あ

な

た

は

ど

う

し

ま

す

か

」

と

い

う

質

問

に

対

し

「

積

極

的

に

参

加

す

る

」

と

い

う

回

答

が

一

番

多

い

こ

と

で

も

明

ら

か

だ

と

思

い

ま

す

。 

        Ⅳ
 

い

っ

た

い

誰

の

も

の
で

し

ょ

う

、

森

は 
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１ 

県

民

共

有

の

財

産

て

な

あ

に 

(

１)
所

有

者

を

超

え

る

森

～

な

ぜ

森

が

守

ら

れ

る

の

で

し

ょ

う

か

～ 

 

ど

ん

な

山

奥

の

森

や

都

市

近

郊

の

雑

木

林

、

あ

る

い

は

都

市

の

斜

面

林

で

あ

っ

て

も

、

そ

れ

ぞ

れ

法

的

に

は

所

有

者

が

い

ま

す

。

木

材

を

生

産

す

る

た

め

、

ま

た

地

価

の

上

昇

を

目

的

と

す

る

投

機

的

思

惑

で

、

あ

る

い

は

、

先

祖

か

ら

受

け

継

い

だ

と

い

う

土

地

所

有

へ

の

こ

だ

わ

り

な

ど

か

ら

森

を

所

有

し

て

い

ま

す

。

そ

の

た

め

、Ⅱ
─

１

「

森

の

は

た

ら

き

」

で

も

触

れ

ま

し

た

よ

う

に

森

は

各

種

の

機

能

を

有

し

て

い

ま

す

が

、

そ

こ

か

ら

生

み

出

さ

れ

る

財

は

、

原

則

的

に

は

所

有

者

の

も

の

で

あ

り

、

森

に

対

し

て

何

ら

か

の

施

策

を

行

う

に

当

た

っ

て

も

、

所

有

者

の

意

向

は

無

視

し

え

な

い

も

の

な

の

で

す

。 

 

し

か

し

な

が

ら

、

森

は

生

物

に

と

っ

て

生

命

基

盤

で

あ

り

、

森

の

存

在

そ

の

も

の

が

水

資

源

の

か

ん

養

、

山

地

災

害

防

止

等

の

公

益

的

機

能

を

持

っ

て

い

ま

す

。

そ

の

結

果

と

し

て

国

民

が

各

種

の

恩

恵

を

受

け

て

い

る

の

は

事

実

で

す

の

で

、

た

ん

に

森

林

所

有

者

の

意

向

に

森

の

存

続

、

伐

採

等

を

任

す

わ

け

に

は

い

き

ま

せ

ん

。

そ

の

た

め

、

従

来

か

ら

大

規

模

開

発

の

場

合

の

許

可

制

度

や

、
保

安

林

に

お

け

る

伐

採

制

限

と

い

う

よ

う

な

私

権

の

制

限

が

行

わ

れ

て

き

ま

し

た

。

こ

の

よ

う

な

、

各

種

の

施

策

、

制

度

も

あ

っ

て

森

は

守

ら

れ

て

き

た

と

い

え

ま

す

。 

 

さ

ら

に

、

最

近

の

余

暇

時

間

の

増

大

や

都

市

的

環

境

か

ら

の

息

抜

き

を

求

め

る

動

き

の

た

め

、

今

後

、

都

市

住

民

か

ら

森

の

保

健

休

養

等

の

公

益

的

機

能

に

対

す

る

期

待

が

ま

す

ま

す

大

き

く

な

っ

て

い

く

こ

と

が

予

想

さ

れ

ま

す

。

そ

の

た

め

、

な

お

の

こ

と

森

の

所

有

者

の

み

に

森

の

管

理

を

任

せ

る

こ

と

は

で

き

な

く

な

っ

て

き

て

い

ま

す

。 

 

そ

し

て

、

そ

の

裏

返

し

と

し

て

、

住

民

に

も

森

の

管

理

に

つ

い

て

一

定

の

社

会

的

責

任

が

あ

る

と

言

わ

れ

る

よ

う

に
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な

っ

て

き

ま

し

た

。 

 
平

坦

で

開

発

さ

れ

や

す

い

都

市

近

郊

の

身

近

な

森

の

減

少

、

希

少

化

に

対

し

、

貴

重

な

自

然

を

守

る

「

自

然

保

護

」

的

動

機

と

は

異

な

り

、

居

住

環

境

を

守

る

と

い

う

動

機

か

ら

、

新

た

な

保

全

運

動

が

お

き

て

い

ま

す

。 

 

特

に

、

神

奈

川

県

の

場

合

に

は

、

一

般

的

に

は

木

材

生

産

の

場

と

し

て

、

あ

る

い

は

地

価

の

上

昇

を

期

待

し

て

の

所

有

と

い

う

よ

う

な

私

的

経

済

行

為

の

対

象

と

し

て

の

森

よ

り

も

、

水

資

源

の

か

ん

養

、

山

地

災

害

防

止

、

保

健

休

養

等

の

※外

部

経

済

効

果

を

発

揮

す

る

森

の

重

要

性

が

大

き

く

認

識

さ

れ

つ

つ

あ

り

ま

す

。

そ

の

た

め

、

所

有

者

の

あ

る

森

だ

か

ら

、

所

有

者

に

処

分

、

管

理

を

任

せ

る

と

い

う

の

で

は

な

く

、

県

民

全

体

の

財

産

、

言

い

か

え

る

な

ら

「

県

民

共

有

の

財

産

」

と

い

う

意

識

の

も

と

、

県

民

全

体

で

森

を

保

全

し

て

い

く

こ

と

が

求

め

ら

れ

て

い

る

の

で

す

。 

 

し

か

し

な

が

ら

、

所

有

者

は

立

木

や

土

地

に

対

し

て

財

産

所

有

の

意

識

し

か

な

い

こ

と

が

多

く

、

一

方

で

、

県

民

は

森

に

あ

ま

り

関

心

を

持

た

ず

、

森

の

持

つ

公

益

的

機

能

を

意

識

す

る

こ

と

が

ほ

と

ん

ど

あ

り

ま

せ

ん

。

こ

の

よ

う

に

両

者

の

意

識

に

は

超

え

ら

れ

な

い

ギ

ャ

ッ

プ

が

あ

り

、

森

は

「

県

民

共

有

の

財

産

」

と

は

な

っ

て

い

ま

せ

ん

。 

(

２)

県

民

共

有

の

財

産

と

は

為

政

者

の

言

葉

？ 

 

そ

れ

で

は

、

県

民

共

有

の

財

産

と

は

一

体

ど

う

い

う

こ

と

な

の

で

し

ょ

う

か

。

県

民

共

有

の

財

産

と

は

、

森

の

適

正

な

管

理

と

い

う

行

政

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

県

が

施

策

を

展

開

し

て

い

く

う

え

で

の

キ

ャ

ッ

チ

フ

レ

ー

ズ

な

の

で

す

（

第

二

次

新

神

奈

川

計

画

―
―
基

本

構

想

・

基

本

計

画

三

四

ペ

ー

ジ

な

ど

）
。

こ

れ

は

長

期

的

視

点

に

立

っ

た

為

政

者

の

言

葉

で

あ

り

、

行

政

側

も

森

の

管

理

の

必

要

性

を

認

識

し

て

い

る

こ

と

か

ら

用

い

ら

れ

て

い

る

の

で

す

。 

 

し

か

し

、

明

確

な

効

用

の

有

無

、

そ

れ

に

対

す

る

負

担

の

有

無

と

い

う

現

実

的

で

短

期

的

視

点

に

立

ち

が

ち

な

県

民

の

大

多

数

に

対

し

て

、

全

て

の

森

を

、

公

益

的

機

能

と

い

う

観

点

か

ら

県

民

共

有

の

財

産

と

し

て

、

認

識

し

て

も

ら

う
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こ

と

は

不

可

能

で

あ

り

ま

す

し

、

ま

た

県

民

も

そ

の

よ

う

な

意

識

は

持

っ

て

い

ま

せ

ん

。

ま

し

て

、

森

の

管

理

の

負

担

を

共

有

す

る

こ

と

を

期

待

す

る

の

は

な

お

の

こ

と

無

理

な

こ

と

な

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

つ

ま

り

、

広

く

県

民

が

有

形

・

無

形

の

効

用

に

よ

り

恩

恵

を

受

け

て

い

る

と

い

う

、

受

身

的

・

消

極

的

な

意

味

合

い

だ

け

で

は

、

県

民

共

有

の

財

産

と

い

う

意

識

は

生

ま

れ

て

き

ま

せ

ん

し

、

ま

た

不

十

分

で

あ

る

と

い

え

ま

す

。 

(

３)

ど

う

す

れ

ば

共

有

財

産

と

な

る

の

で

し

ょ

う

か 

 

で

は

、

ど

う

す

れ

ば

県

民

共

有

の

財

産

と

な

る

の

で

し

ょ

う

か

。

そ

れ

は

、

水

資

源

の

か

ん

養

、

山

地

災

害

防

止

等

の

漠

然

と

し

た

公

益

的

機

能

と

い

う

マ

ク

ロ

的

な

面

で

森

を

と

ら

え

る

こ

と

か

ら

は

、

県

民

共

有

の

財

産

と

い

う

考

え

は

生

ま

れ

て

き

ま

せ

ん

。

む

し

ろ

、

県

民

に

と

っ

て

身

近

な

個

々

の

森

が

、

県

民

に

直

接

に

利

用

さ

れ

る

こ

と

か

ら

生

ま

れ

て

く

る

の

で

す

。

散

歩

や

ジ

ョ

ギ

ン

グ

の

場

と

し

て

の

利

用

な

ど

森

へ

の

立

ち

入

り

が

自

由

に

行

わ

れ

る

こ

と

に

よ

る

、

個

人

的

で

メ

ン

タ

ル

な

面

が

あ

っ

て

は

じ

め

て

県

民

共

有

の

財

産

と

い

う

意

識

が

生

ま

れ

て

く

る

の

で

す

。 

 

そ

の

た

め

に

は

、

森

の

所

有

者

ば

か

り

で

は

な

く

、

多

く

の

人

が

森

を

ど

の

よ

う

に

管

理

し

て

い

く

か

を

決

め

る

権

利

、

決

定

過

程

に

参

加

す

る

権

利

を

持

た

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。 

 

つ

ま

り

森

の

所

有

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

は

、

固

定

資

産

の

所

有

と

い

う

狭

い

意

味

で

の

所

有

で

は

な

く

、

森

の

管

理

権

と

い

う

広

い

意

味

で

の

所

有

と

い

う

意

識

で

と

ら

え

る

こ

と

が

必

要

に

な

っ

て

く

る

の

で

す

。

ま

た

、

そ

れ

な

ら

ば

、

県

民

共

有

の

財

産

と

す

る

た

め

県

が

固

定

資

産

を

取

得

し

、

土

地

を

公

有

化

す

べ

き

で

あ

る

と

い

う

考

え

も

あ

り

ま

す

。

し

か

し

、

森

の

所

有

者

に

土

地

所

有

へ

の

こ

だ

わ

り

が

あ

る

こ

と

や

、

県

に

財

政

的

制

約

が

あ

る

こ

と

か

ら

、

そ

の

考

え

は

非

現

実

的

と

い

え

ま

す

。 

 

本

当

の

意

味

で

県

民

共

有

の

財

産

と

し

て

認

知

さ

れ

る

た

め

に

は

、

県

民

一

人

ひ

と

り

が

持

つ

森

へ

の

多

彩

で

多

様
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な

意

向

を

高

揚

さ

せ

る

試

み

が

必

要

と

な

っ

て

く

る

の

で

す

。

そ

の

た

め

、

森

と

の

ふ

れ

あ

い

を

と

お

し

て

森

に

対

す

る

意

識

を

醸

成

す

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

ま

す

。 

 

そ

れ

は

森

に

自

由

に

入

り

、

ふ

れ

あ

う

こ

と

に

よ

っ

て

で

き

る

こ

と

な

の

で

す

。

そ

の

た

め

に

は

、

県

民

が

求

め

て

い

る

身

近

な

親

し

み

や

す

い

森

を

つ

く

る

こ

と

、

ま

た

森

に

実

際

に

ふ

れ

あ

い

、

森

の

良

さ

を

体

感

し

て

も

ら

う

こ

と

が

必

要

と

な

っ

て

く

る

の

で

す

。

県

民

に

共

有

の

財

産

と

い

う

意

識

を

定

着

さ

せ

、

認

識

し

て

も

ら

う

に

は

、

ま

ず

身

近

な

森

と

ふ

れ

あ

っ

て

も

ら

う

こ

と

、

身

近

な

森

を

育

成

し

て

も

ら

う

こ

と

か

ら

始

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

す

。 

 

２ 

受

益

者

負

担

と

は

ど

う

い

う

こ

と 

(

１)

受

益

者

負

担

論

の

お

こ

り 

 

最

近

、

森

の

効

用

を

数

量

化

で

き

る

と

い

う

前

提

に

立

っ

て

、

森

の

各

種

の

公

益

的

機

能

を

貨

幣

に

換

算

し

て

、

受

益

＝

負

担

と

い

う

考

え

の

も

と

都

市

住

民

等

の

受

益

者

に

森

の

管

理

費

用

の

一

部

を

負

担

し

て

も

ら

う

べ

き

だ

と

す

る

、

受

益

者

負

担

論

の

考

え

が

お

こ

っ

て

き

ま

し

た

。 

 

伐

採

し

た

木

材

を

売

却

す

る

こ

と

に

よ

り

森

の

管

理

費

用

が

賄

え

、

し

か

も

利

益

が

得

ら

れ

た

昭

和

三

〇

年

代

ま

で

は

、

こ

の

よ

う

な

受

益

者

負

担

の

考

え

は

表

面

化

し

ま

せ

ん

で

し

た

。

ま

た

、

森

林

所

有

者

や

林

業

を

主

要

産

業

と

す

る

山

村

地

域

の

側

に

も

森

の

公

益

的

な

機

能

を

貨

幣

換

算

す

る

と

い

う

意

識

は

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。 

 

で

は

、

ど

の

よ

う

に

し

て

受

益

者

負

担

論

が

お

こ

っ

て

き

た

の

で

し

ょ

う

か

。

そ

れ

は

近

年

の

外

国

材

の

輸

入

の

増

大

や

木

材

需

要

の

低

迷

に

よ

り

、

林

業

経

営

が

悪

化

し

て

き

た

こ

と

を

原

因

と

し

て

い

る

の

で

す

。

し

か

も

高

度

経

済

成

長

期

に

他

産

業

と

の

賃

金

格

差

を

是

正

し

た

た

め

、

森

林

管

理

費

の

大

半

を

占

め

る

人

件

費

が

上

昇

し

た

こ

と

、

そ
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の

こ

と

に

よ

り

三

〇

年

代

に

大

量

に

行

わ

れ

た

人

工

造

林

地

の

管

理

費

が

増

大

し

、

林

業

の

経

営

環

境

が

極

度

に

悪

化

し

た

こ

と

か

ら

、
受

益

者

に

森

の

管

理

費

用

の

一

部

の

負

担

を

求

め

る

受

益

者

負

担

論

が

顕

在

化

し

て

き

た

の

で

し

た

。 

(

２)
受

益

者

負

担

論

の

台

頭 

 

水

資

源

の

か

ん

養

、

洪

水

防

止

等

の

効

用

を

得

て

い

る

下

流

域

の

住

民

が

、

森

の

管

理

費

用

の

一

部

を

負

担

す

る

の

は

当

然

で

あ

る

と

す

る

受

益

者

負

担

論

の

底

流

に

は

、

国

の

手

厚

い

保

護

育

成

策

が

あ

る

農

業

に

比

べ

、

林

業

は

冷

遇

さ

れ

て

い

る

と

い

う

考

え

が

あ

る

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。

確

か

に

農

業

と

林

業

の

施

策

を

見

る

と

バ

ラ

ン

ス

を

欠

い

て

い

る

面

は

認

め

ら

れ

ま

す

。

そ

の

た

め

、

受

益

者

で

あ

る

住

民

が

負

担

す

る

の

で

は

な

く

、

行

政

施

策

で

対

応

す

べ

き

で

あ

る

と

も

主

張

さ

れ

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

か

り

に

そ

の

効

用

が

主

張

の

と

お

り

全

て

認

め

ら

れ

る

に

し

て

も

、

行

政

が

そ

れ

に

見

合

う

費

用

の

全

額

を

負

担

す

る

こ

と

は

、

財

政

上

か

ら

も

当

然

不

可

能

な

こ

と

で

す

。 

 

と

こ

ろ

が

最

近

、

多

く

は

水

不

足

を

契

機

と

し

て

、

上

流

は

水

源

確

保

、

水

質

保

全

の

た

め

森

の

管

理

に

努

力

し

て

い

る

の

だ

か

ら

、

下

流

も

そ

の

費

用

の

一

部

を

負

担

す

る

と

い

う

事

例

が

出

て

き

て

い

ま

す

。

県

内

の

全

市

町

村

、

企

業

等

が

出

捐

金

、

補

助

金

を

水

源

管

理

の

財

団

に

出

し

、

財

団

が

上

流

の

森

の

管

理

費

用

の

助

成

を

す

る

「
（

財)

福

岡

県

水

源

の

森

基

金

」

や

、

流

域

の

市

町

村

や

県

が

一

体

と

な

っ

て

出

捐

し

、

水

源

林

の

造

成

事

業

や

、

地

域

振

興

対

策

に

助

成

を

行

う

愛

知

県

の

「
（

財)

豊

川

水

源

基

金

」

な

ど

で

す

。 

 

こ

の

よ

う

な

受

益

者

負

担

論

が

国

レ

ベ

ル

で

出

て

き

た

の

が

、

※森

林

・

河

川

緊

急

整

備

税

で

し

た

。

ま

ず

、

昭

和

六

一

年

度

予

算

概

算

要

求

に

当

た

り

、

河

川

環

境

対

策

の

推

進

の

た

め

、

建

設

省

か

ら

※流

水

占

用

料

の

制

度

改

正

構

想

が

提

案

さ

れ

ま

し

た

。

ま

た

林

野

庁

か

ら

は

、

水

源

林

整

備

の

た

め

水

源

税

の

新

設

が

打

ち

出

さ

れ

ま

し

た

。

こ

の

二

つ

は

、

利

水

者

、

つ

ま

り

最

終

的

に

は

住

民

か

ら

お

金

を

徴

収

し

、

そ

れ

で

河

川

や

水

源

林

を

整

備

し

よ

う

と

す

る
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も

の

で

し

た

。
し

か

し

、
こ

の

両

構

想

は

利

水

者

側

の

反

対

に

あ

っ

た

こ

と

と

類

似

の

構

想

で

あ

っ

た

こ

と

の

た

め

に

、

共

倒

れ

と

な

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。 

 

そ

こ

で

六

二

年

度

予

算

の

概

算

要

求

で

は

、

両

構

想

を

一

本

化

し

た

森

林

・

河

川

緊

急

整

備

税

の

創

設

が

両

省

庁

か

ら

提

案

さ

れ

ま

し

た

。

し

か

し

前

年

度

と

同

様

に

利

水

者

側

は

、

水

源

林

等

の

整

備

は

一

般

財

源

で

行

う

べ

き

で

、

特

定

の

利

水

者

の

み

に

そ

の

費

用

を

負

担

さ

せ

る

べ

き

で

は

な

い

と

し

て

反

対

し

、

結

局

予

算

配

分

の

際

に

治

山

・

治

水

事

業

に

配

慮

す

る

こ

と

で

新

税

の

創

設

は

見

送

ら

れ

ま

し

た

。 

 

こ

の

制

度

創

設

を

め

ぐ

る

動

き

が

、

森

や

水

に

対

す

る

人

々

の

認

識

を

深

め

さ

せ

た

の

は

事

実

で

し

た

。

し

か

し

、

事

業

量

の

確

保

の

手

段

と

し

て

税

を

創

設

し

よ

う

と

し

た

こ

と

、

ま

た

、

そ

れ

を

実

現

す

る

た

め

に

受

益

者

負

担

論

を

持

ち

出

し

て

特

定

の

利

水

者

の

み

に

負

担

を

課

そ

う

と

し

た

こ

と

が

、
こ

の

新

税

創

設

の

障

害

と

な

っ

た

と

い

え

ま

す

。

森

や

河

川

は

国

民

に

あ

ま

ね

く

効

用

を

も

た

ら

す

も

の

で

あ

り

、

森

林

や

河

川

を

整

備

す

る

た

め

に

は

特

定

の

利

水

者

の

み

に

負

担

を

課

す

の

で

は

な

く

、

従

来

ど

お

り

一

般

財

源

で

対

応

す

る

こ

と

で

決

着

が

み

ら

れ

ま

し

た

。 

(

３)

受

益

者

負

担

論

の

問

題

点 

 

受

益

者

負

担

と

は

、

こ

れ

ま

で

述

べ

ま

し

た

よ

う

に

、

効

用

を

受

け

る

側

が

効

用

を

明

確

に

意

識

し

、

そ

れ

の

対

価

を

負

担

す

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

し

か

し

、

い

ま

だ

森

か

ら

の

効

用

を

人

々

は

明

確

に

は

意

識

し

て

い

ま

せ

ん

。

そ

の

た

め

、

受

益

者

負

担

と

い

う

こ

と

で

、

森

の

管

理

費

用

を

徴

収

し

て

い

く

こ

と

は

時

期

尚

早

で

あ

る

と

い

え

ま

す

。

森

の

持

つ

効

用

を

、

人

間

す

べ

て

、

ひ

い

て

は

生

物

す

べ

て

が

享

受

し

て

い

る

の

は

確

か

で

す

が

、

そ

の

こ

と

を

根

拠

と

し

て

、
現

在

の

林

業

を

取

り

巻

く

厳

し

い

状

況

に

対

処

す

る

た

め

や

国

土

保

全

の

た

め

に

、
「

受

益

者

負

担

」
と

い

う

形

で

費

用

の

負

担

を

打

ち

出

す

と

す

る

な

ら

、

一

般

の

国

民

の

理

解

は

得

ら

れ

な

い

で

し

ょ

う

。

今

で

も

納

め

た

税

金

の
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一

部

が

森

の

整

備

に

投

入

さ

れ

て

い

る

の

で

す

。

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

明

確

に

受

益

を

意

識

し

て

い

な

い

の

に

受

益

者

負

担

と

い

う

こ

と

で

森

林

管

理

の

費

用

を

負

担

さ

せ

ら

れ

る

と

し

た

ら

、

税

金

の

二

重

取

り

と

映

っ

て

し

ま

い

ま

す

。

新

税

騒

動

の

時

の

よ

う

に

大

反

対

さ

れ

、

む

し

ろ

公

益

的

機

能

論

に

対

し

て

マ

イ

ナ

ス

の

評

価

が

さ

れ

て

し

ま

う

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

あ

ま

ね

く

各

種

の

効

用

を

生

み

出

し

て

い

る

森

に

つ

い

て

、

こ

の

よ

う

な

狭

い

意

味

で

の

負

担

論

が

打

ち

出

さ

れ

て

き

た

と

い

う

の

は

、

森

の

各

種

の

機

能

が

数

量

化

さ

れ

う

る

こ

と

を

前

提

と

し

て

い

る

の

で

す

。

こ

の

考

え

を

突

き

詰

め

て

い

き

ま

す

と

、

今

日

の

科

学

技

術

の

進

展

か

ら

考

え

れ

ば

、

森

の

効

用

の

大

部

分

が

何

ら

か

の

方

法

に

よ

り

代

替

可

能

で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

っ

て

し

ま

い

ま

す

。

生

命

基

盤

で

あ

る

森

の

計

り

知

れ

な

い

価

値

が

代

替

さ

れ

る

と

考

え

る

こ

と

は

、

本

来

あ

り

え

な

い

こ

と

な

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

ま

た

、

受

益

者

負

担

論

の

よ

う

な

考

え

方

で

す

と

、

森

を

そ

れ

ぞ

れ

単

一

の

目

的

・

効

用

か

ら

見

る

こ

と

に

な

り

、

総

体

と

し

て

の

森

を

理

解

す

る

こ

と

が

で

き

な

く

な

っ

て

し

ま

う

こ

と

に

な

り

ま

す

。

森

の

存

在

を

代

替

可

能

で

あ

る

と

考

え

、

単

一

の

目

的

に

合

わ

な

い

場

合

に

は

、

そ

の

結

果

と

し

て

森

を

不

必

要

な

も

の

と

見

る

こ

と

に

も

つ

な

が

っ

て

し

ま

う

こ

と

に

な

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

こ

の

よ

う

な

狭

い

受

益

者

負

担

論

に

と

ら

わ

れ

て

い

た

の

で

は

、

私

た

ち

研

究

チ

ー

ム

の

考

え

る

真

の

「

県

民

共

有

の

財

産

」

と

い

う

意

識

は

生

ま

れ

て

き

ま

せ

ん

。 

(

４)

受

益

者

負

担

論

の

見

直

し 

 

以

上

述

べ

て

き

ま

し

た

が

、

受

益

者

負

担

論

を

展

開

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

望

ま

し

い

森

林

像

の

慎

重

な

調

整

が

必

要

で

す

。

受

益

を

得

て

い

る

か

ら

負

担

す

べ

き

で

あ

る

と

さ

れ

て

い

る

一

般

の

人

々

の

森

林

像

は

、

景

勝

地

の

見

る

だ

 53 



 

け

の

、

ま

た

自

然

度

の

高

い

森

や

、

居

住

地

付

近

の

雑

木

林

の

よ

う

な

身

近

に

あ

る

ご

く

普

通

の

森

で

す

。

こ

の

こ

と

は

研

究

チ

ー

ム

の

実

施

し

た

ア

ン

ケ

ー

ト

結

果

か

ら

も

明

ら

か

で

す

。

一

方

、

所

有

者

側

が

望

む

森

林

像

と

は

、

手

入

れ

さ

れ

財

価

が

高

い

森

か

宅

地

化

な

ど

用

途

変

更

の

可

能

な

森

で

す

。

行

政

側

が

望

む

森

林

像

と

は

、

経

営

面

で

問

題

な

く

災

害

の

心

配

も

な

い

森

で

す

。

こ

の

よ

う

に

受

益

者

負

担

論

を

考

え

る

際

に

は

、

各

人

各

様

の

望

ま

し

い

森

林

像

が

あ

る

こ

と

に

注

意

を

払

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

思

い

ま

す

。

そ

う

で

な

け

れ

ば

、

発

言

す

る

人

の

立

場

で

森

の

内

容

が

異

な

り

、

受

益

者

負

担

論

の

内

容

も

異

な

っ

て

く

る

こ

と

に

な

る

か

ら

で

す

。 

 

ま

た

、
森

に

つ

い

て

考

え

る

に

は

、
従

来

の

よ

う

な

林

業

を

対

象

と

し

た

産

業

振

興

策

の

み

を

考

え

る

の

で

は

な

く

、

よ

り

一

層

都

市

と

の

交

流

を

進

め

て

い

く

た

め

の

具

体

策

を

考

え

る

べ

き

で

す

。

な

ぜ

な

ら

ば

、

森

に

対

す

る

都

市

住

民

の

自

然

と

の

ふ

れ

あ

い

の

場

、

憩

い

の

場

と

し

て

の

欲

求

は

増

加

し

て

お

り

、

森

に

親

し

む

こ

と

に

よ

り

、

森

に

対

す

る

理

解

が

深

ま

り

、

ひ

い

て

は

受

益

を

理

解

す

る

契

機

と

も

な

る

か

ら

で

す

。 

 

そ

れ

で

は

、

森

の

管

理

に

関

す

る

受

益

者

負

担

論

は

ど

う

あ

る

べ

き

な

の

で

し

ょ

う

か

。

受

益

関

係

の

不

明

確

な

対

象

へ

の

負

担

は

人

々

に

納

得

さ

れ

ま

せ

ん

の

で

、

む

し

ろ

受

益

の

明

ら

か

な

利

用

を

作

り

出

し

、

森

全

体

へ

の

理

解

を

深

め

る

こ

と

に

よ

り

、

公

益

的

機

能

へ

の

理

解

を

拡

げ

る

べ

き

な

の

で

す

。

言

い

か

え

る

な

ら

、

負

担

す

る

こ

と

が

当

然

だ

、

ふ

さ

わ

し

い

と

感

じ

ら

れ

る

よ

う

な

森

の

新

し

い

利

用

形

態

を

考

え

る

必

要

が

出

て

き

て

い

る

の

で

す

。 

 

そ

こ

で

研

究

チ

ー

ム

は

、

こ

の

よ

う

な

森

の

利

用

を

実

現

で

き

る

の

は

、

一

般

県

民

と

密

接

な

か

か

わ

り

の

あ

る

、

Ⅲ
─

３

「

今

、

森

は

」

で

述

べ

た

よ

う

な

都

市

近

郊

の

身

近

な

森

で

あ

る

と

考

え

ま

し

た

。

身

近

な

森

を

舞

台

と

し

た

小

さ

な

実

践

の

積

み

重

ね

が

、

森

の

管

理

に

対

す

る

理

解

を

ひ

ろ

め

て

い

く

こ

と

に

と

っ

て

大

き

な

契

機

と

な

る

と

思

わ

れ

る

の

で

す

。 
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な

お

、

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

はⅥ

「

さ

て

、

身

近

な

森

を

守

る

に

は

」

で

詳

し

く

述

べ

る

こ

と

に

し

ま

す

。 

 
３ 
数

字

に

は

ご

注

意

く

だ

さ

い 

(

１)

数

量

化

の

試

み 

 

今

ま

で

述

べ

て

き

た

受

益

者

負

担

論

の

背

景

に

は

、

昭

和

四

〇

年

代

の

後

半

か

ら

林

野

庁

が

中

心

と

な

っ

て

進

め

て

き

た

森

の

価

値

の

数

量

化

の

試

み

が

あ

っ

た

の

で

す

。

し

か

し

、

当

時

は

こ

の

よ

う

な

考

え

方

に

は

学

問

的

な

承

認

は

得

ら

れ

な

か

っ

た

の

で

し

た

。 

 

と

こ

ろ

が

、

最

近

ま

た

森

の

価

値

の

数

量

化

が

試

み

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

き

ま

し

た

。

特

に

、

立

正

大

学

の

福

岡

克

也

教

授

は

、

森

の

大

切

さ

を

数

量

化

に

よ

っ

て

強

く

主

張

さ

れ

て

い

ま

す

。

以

下

に

福

岡

教

授

が

主

張

さ

れ

る

の

日

本

の

森

の

価

値

の

数

量

化

に

つ

い

て

少

し

引

用

し

て

（

注

３

）

み

ま

す

。 

 

森

の

た

く

さ

ん

あ

る

機

能

の

う

ち

、

水

を

育

て

養

う

機

能

に

つ

い

て

は

、

西

暦

二

〇

〇

〇

年

に

不

足

す

る

水

の

量

四

〇

〇

億

ト

ン

（

国

土

庁

推

計

）

は

小

河

内

ダ

ム

二

二

五

個

分

に

当

た

り

ま

す

が

、

そ

の

不

足

分

は

森

の

貯

溜

力

で

賄

う

こ

と

が

で

き

る

と

し

て

い

ま

す

。

か

り

に

ダ

ム

を

造

る

こ

と

に

よ

り

対

応

す

る

に

し

て

も

適

地

が

少

な

く

、

ま

た

土

砂

堆

積

も

進

む

こ

と

か

ら

、

ダ

ム

は

森

の

能

力

の

サ

ポ

ー

ト

役

に

と

ど

ま

る

と

し

て

い

ま

す

。 

 

土

砂

を

止

め

る

効

果

に

つ

い

て

は

、

現

在

の

森

で

五

八

億

ｍ３
あ

り

、

節

約

さ

れ

る

土

砂

排

除

の

コ

ス

ト

は

、

一

一

兆

四

，

〇

〇

〇

億

円

も

あ

る

と

し

て

い

ま

す

。 

 

水

の

流

出

調

整

に

よ

る

洪

水

防

止

の

効

果

に

つ

い

て

は

、

森

が

全

く

な

い

と

仮

定

し

た

場

合

の

河

川

の

流

水

量

四

，

一

〇

〇

億

ト

ン

に

比

べ

現

実

に

は

一

，

九

三

三

億

ト

ン

に

抑

え

て

い

る

こ

と

か

ら

、

非

常

に

大

き

な

効

果

を

有

し

て

い
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る

と

主

張

さ

れ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

一

九

八

〇

年

か

ら

二

〇

〇

〇

年

ま

で

の

洪

水

被

害

額

を

予

想

す

る

と

、

森

が

全

く

な

い

場

合

の

六

三

兆

円

に

対

し

、

森

を

現

状

ど

お

り

維

持

し

て

い

く

と

一

五

兆

円

に

と

ど

ま

り

、

四

八

兆

円

の

効

果

が

あ

る

と

し

て

い

ま

す

。 

 

酸

素

の

供

給

に

つ

い

て

は

、

毎

年

六

，

〇

〇

〇

万

ト

ン

を

供

給

し

て

お

り

、

工

業

的

な

価

値

に

直

す

と

八

兆

二

，

〇

〇

〇

億

円

に

も

な

る

と

し

て

い

ま

す

。

さ

ら

に

世

界

全

体

で

は

一

，

三

七

〇

兆

円

に

も

及

ん

で

い

る

と

計

算

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

一

人

年

間

一

ト

ン

酸

素

を

消

費

す

る

と

し

た

ら

日

本

全

体

で

は

一

億

二

，

〇

〇

〇

万

ト

ン

消

費

す

る

こ

と

に

な

り

、

日

本

の

酸

素

収

支

は

完

全

に

赤

字

で

あ

り

、

過

去

の

蓄

積

を

消

費

し

て

い

る

と

主

張

し

て

い

ま

す

。

ま

た

世

界

の

酸

素

供

給

の

半

分

以

上

を

占

め

る

熱

帯

雨

林

が

急

激

に

失

わ

れ

て

い

る

状

況

か

ら

、

森

林

の

地

球

的

規

模

の

危

機

を

も

指

摘

し

て

い

ま

す

。 

 

森

の

こ

の

よ

う

な

機

能

の

一

年

間

の

価

値

は

、

日

本

全

体

で

水

資

源

の

か

ん

養

―

五

兆

一

，

〇

〇

〇

億

円

、

山

地

災

害

防

止

―

一

一

兆

四

，
〇

〇

〇

億

円

、
洪

水

防

止

―

三

兆

円

、
大

気

浄

化

―

八

兆

二

，
〇

〇

〇

億

円

に

も

及

ん

で

お

り

、

そ

の

他

に

森

の

保

健

休

養

機

能

と

し

て

九

兆

円

、

野

生

生

物

の

生

息

で

二

兆

円

の

価

値

が

あ

り

、

こ

れ

ら

を

加

え

て

四

〇

兆

円

近

く

あ

る

と

計

算

さ

れ

て

い

ま

す

。

素

材

収

入

一

兆

円

と

比

較

し

て

も

大

変

多

い

と

い

え

る

で

し

ょ

う

。 

 

ま

た

、

福

岡

教

授

は

一

〇

万

ｈａ

あ

る

本

県

の

森

の

価

値

に

つ

い

て

も

以

下

の

よ

う

に

述

べ

て

（

注

４

）

い

ま

す

。

水

資

源

の

か

ん

養

―

七

三

〇

億

円

、

山

地

災

害

防

止

―

一

，

〇

四

〇

億

円

、

洪

水

防

止

―

八

〇

〇

億

円

、

大

気

浄

化

―

一

，

五

五

〇

億

円

、

保

健

休

養

―

八

五

〇

億

円

、

野

生

生

物

―

三

〇

億

円

、

計

五

，

〇

〇

〇

億

円

の

価

値

が

あ

る

と

計

算

し

て

い

ま

す

。

本

県

の

林

業

粗

生

産

額

一

八

億

円

に

比

べ

、

そ

の

価

値

の

大

き

い

こ

と

、

ま

た

日

本

全

国

と

比

べ

て

も

本

県

の

森

の

価

値

が

大

き

い

こ

と

を

述

べ

て

い

ま

す

。 
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(

２)

数

量

化

の

展

開

と

限

界 

 
こ

れ

ま

で

、

森

の

価

値

の

数

量

化

に

つ

い

て

福

岡

教

授

の

考

え

を

引

用

し

て

き

ま

し

た

。

森

の

価

値

の

大

き

い

こ

と

に

つ

い

て

理

解

さ

れ

た

こ

と

と

思

い

ま

す

。

し

か

し

、

こ

れ

は

あ

く

ま

で

一

般

的

な

森

か

ら

大

雑

把

に

導

き

出

さ

れ

た

も

の

で

あ

り

、

森

の

生

理

・

生

態

、

野

生

生

物

と

の

か

か

わ

り

、

土

壌

構

造

、

地

下

水

の

流

れ

な

ど

、

実

際

は

森

の

場

所

、

樹

種

、

季

節

等

に

よ

っ

て

価

値

は

異

な

っ

て

お

り

、

学

問

的

に

確

立

さ

れ

て

い

る

わ

け

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。 

 

そ

の

た

め

、

今

後

は

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

に

よ

る

既

存

の

デ

ー

タ

の

相

関

処

理

等

に

よ

り

、

デ

ー

タ

精

度

が

向

上

し

、

森

の

価

値

に

つ

い

て

も

よ

り

精

度

の

高

い

数

量

化

が

進

む

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

。

ま

た

、

最

近

本

県

で

は

、

森

に

対

す

る

住

民

意

識

の

調

査

を

行

っ

て

い

ま

す

。

そ

こ

で

は

自

然

科

学

的

デ

ー

タ

と

あ

わ

せ

て

社

会

科

学

的

デ

ー

タ

の

数

量

化

を

全

国

に

先

駆

け

て

進

め

て

お

り

、

森

の

価

値

を

知

る

た

め

そ

の

結

果

は

大

い

に

参

考

に

な

る

と

思

わ

れ

ま

す

。 

(

３)

数

量

化

の

落

と

し

穴 

 

森

の

価

値

の

数

量

化

は

以

上

述

べ

て

き

ま

し

た

よ

う

に

、
森

に

対

す

る

理

解

の

助

け

と

な

っ

て

き

ま

し

た

が

、
反

面

、

問

題

も

あ

る

の

で

す

。

私

た

ち

人

間

は

、

数

量

化

す

る

こ

と

は

科

学

で

あ

り

、

数

量

化

で

き

な

い

も

の

は

な

い

と

思

っ

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

そ

の

よ

う

に

考

え

る

こ

と

を

反

省

す

べ

き

時

期

に

き

て

い

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

な

ぜ

か

と

い

い

ま

す

と

、

森

の

価

値

を

数

量

化

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

森

の

価

値

を

万

人

に

納

得

さ

せ

る

こ

と

は

で

き

ま

す

が

、

反

面

数

量

で

し

か

理

解

し

な

い

こ

と

に

な

り

、

森

は

数

量

化

さ

れ

た

価

値

の

総

体

で

あ

る

と

い

う

、

数

量

化

で

し

か

物

を

見

な

い

偏

っ

た

考

え

を

持

っ

て

し

ま

い

が

ち

に

な

る

か

ら

で

す

。

万

人

が

望

む

森

が

わ

か

ら

な

く

な

っ

て

し

ま

う

お

そ

れ

が

あ

る

の

で

す

。 

 

ま

た

、

数

値

は

見

る

人

に

よ

っ

て

解

釈

が

正

反

対

に

な

る

こ

と

も

あ

り

ま

す

。

例

え

ば

水

資

源

の

か

ん

養

の

機

能

に
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つ

い

て

、

（

注

５

）

福

岡

教

授

は

本

県

の

一

ｈａ

当

た

り

の

森

林

の

効

用

は

年

間

七

三

万

円

で

あ

る

と

し

て

い

ま

す

。

七

三

万

円

に

も

な

る

の

だ

か

ら

森

は

大

事

だ

、

残

す

べ

き

だ

と

考

え

る

人

も

い

れ

ば

、

七

三

万

円

に

し

か

な

ら

な

い

な

ら

水

資

源

の

か

ん

養

の

機

能

は

小

さ

い

と

い

え

る

の

だ

か

ら

、
森

は

な

く

な

っ

て

も

よ

い

の

で

は

と

考

え

る

人

も

出

て

く

る

の

で

す

。 

 

そ

の

ほ

か

に

、
森

の

効

用

を

数

値

だ

け

で

と

ら

え

て

い

て

は

、
森

が

そ

こ

に

あ

る

こ

と

に

よ

り

得

ら

れ

る

心

の

安

定

、

景

観

、

森

と

ふ

れ

あ

う

こ

と

か

ら

生

ま

れ

る

森

林

文

化

の

形

成

等

の

非

計

量

的

な

価

値

評

価

を

十

分

に

行

う

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。

そ

の

よ

う

な

こ

と

も

あ

り

、

身

近

な

森

は

大

し

て

価

値

が

な

い

と

い

う

こ

と

で

、

伐

り

開

か

れ

緑

を

減

少

さ

せ

て

き

た

の

で

す

。
ま

た

、
経

済

財

的

価

値

で

見

れ

ば

、
本

県

の

林

業

粗

生

産

額

は

年

額

一

八

億

円

に

す

ぎ

ま

せ

ん

。

そ

の

程

度

し

か

な

い

の

な

ら

、

他

の

県

に

森

林

林

業

は

任

せ

て

、

本

県

の

森

は

他

の

用

途

に

転

用

す

べ

き

だ

と

い

う

考

え

も

出

て

き

ま

す

し

、

森

に

対

す

る

県

民

負

担

は

一

八

億

円

に

見

合

う

額

ぐ

ら

い

で

よ

い

と

い

う

こ

と

に

も

な

っ

て

し

ま

う

の

で

す

。 

 

今

ま

で

述

べ

た

こ

と

と

は

別

に

、

数

量

化

が

ひ

と

り

歩

き

す

る

問

題

も

あ

り

ま

す

。

例

え

ば

、

西

暦

二

〇

〇

〇

年

の

日

本

の

水

需

要

は

一

，

三

〇

〇

億

ト

ン

で

、

現

在

よ

り

四

〇

〇

億

ト

ン

多

く

な

る

と

予

測

さ

れ

て

い

ま

す

。

し

か

し

今

後

の

水

需

要

の

動

向

に

よ

っ

て

は

そ

れ

ほ

ど

増

え

な

い

こ

と

も

あ

り

え

ま

す

し

、

ま

た

、

本

章

の

五

五

ペ

ー

ジ

で

述

べ

た

よ

う

に

森

の

管

理

に

よ

り

そ

の

程

度

は

賄

え

る

と

福

岡

教

授

は

示

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

小

河

内

ダ

ム

級

の

ダ

ム

二

二

五

個

分

を

造

る

論

拠

と

さ

れ

か

ね

な

い

の

で

す

。 

(

４)

数

量

化

へ

の

批

判 

 

こ

れ

ま

で

森

の

価

値

を

数

量

化

す

る

こ

と

の

利

点

と

問

題

点

に

つ

い

て

述

べ

て

き

ま

し

た

。

森

の

持

っ

て

い

る

価

値

の

多

様

さ

と

、

簡

単

に

は

判

断

で

き

な

い

複

雑

さ

が

ご

理

解

い

た

だ

け

た

と

思

い

ま

す

。

こ

の

計

り

知

れ

な

い

効

用

を
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持

っ

て

い

る

森

の

多

重

で

多

層

な

機

能

は

い

ま

だ

に

十

分

に

は

解

明

さ

れ

て

い

ま

せ

ん

。

解

明

に

向

け

て

努

力

が

払

わ

れ

て

い

ま

す

が

、
「

生

物

の

母

」
で

あ

る

森

の

効

用

を

、
数

量

解

析

に

よ

り

解

明

す

る

こ

と

が

果

た

し

て

よ

い

こ

と

な

の

で

し

ょ

う

か

。

ま

た

、

果

た

し

て

可

能

な

の

で

し

ょ

う

か

。

自

然

は

そ

の

都

度

変

化

し

て

い

ま

す

。

時

々

刻

々

変

化

す

る

森

を

数

量

化

す

る

こ

と

は

で

き

る

こ

と

な

の

で

し

ょ

う

か

。 

 

以

上

述

べ

て

き

ま

し

た

よ

う

に

、
研

究

チ

ー

ム

と

し

て

は

、
森

の

価

値

の

数

量

化

に

つ

い

て

は

、
森

の

重

要

性

を

人

々

に

認

識

さ

せ

る

と

い

う

意

義

は

認

め

つ

つ

も

、

疑

問

を

呈

さ

ざ

る

を

え

ま

せ

ん

。 

(

５)

数

量

化

の

ま

え

に 

 

そ

れ

で

は

森

の

価

値

の

数

量

化

を

行

う

ま

え

に

何

が

求

め

ら

れ

て

い

る

の

で

し

ょ

う

か

。

そ

れ

は

人

々

の

森

に

対

す

る

意

識

を

把

握

す

る

こ

と

だ

と

思

い

ま

す

。

森

に

対

す

る

個

人

の

意

識

は

、

主

と

し

て

そ

の

人

の

森

に

対

す

る

体

験

に

よ

り

方

向

づ

け

ら

れ

て

い

ま

す

。

つ

ま

り

、

森

に

対

す

る

接

触

の

度

合

い

に

よ

っ

て

森

に

対

す

る

考

え

方

が

違

っ

て

く

る

と

い

う

こ

と

な

の

で

す

。 

 

こ

の

よ

う

に

、

森

に

対

す

る

接

触

の

度

合

い

に

基

づ

く

、

個

人

の

森

に

対

す

る

意

識

の

把

握

が

、

森

の

価

値

の

数

量

化

以

上

に

森

の

あ

り

方

を

考

え

て

い

く

う

え

で

重

要

な

地

位

を

占

め

て

い

る

と

い

え

る

の

で

す

。 

    Ⅴ
 

あ

な

た

は

森

を

愛

し
て

い

ま

す

か

？

愛

さ
れ

て

い

ま
す

か

？ 
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１ 

今

、

す

て

き

な

森

と

は 
（

１

）

美

し

い

け

れ

ど

身

近

で

は

な

い

森 

 

ど

こ

の

森

で

も

、

さ

ま

ざ

ま

な

公

益

的

役

割

を

担

っ

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

そ

れ

ら

の

森

の

中

で

、

私

た

ち

が

心

か

ら

す

て

き

だ

と

感

じ

ら

れ

る

森

に

は

ど

ん

な

も

の

が

あ

る

の

で

し

ょ

う

か

。 

 

例

え

ば

、

上

高

地

や

尾

瀬

な

ど

の

風

光

明

媚

な

観

光

地

に

あ

る

森

は

ど

う

で

し

ょ

う

か

。

確

か

に

そ

の

す

ば

ら

し

い

景

観

は

、

私

た

ち

の

心

を

ひ

き

つ

け

て

く

れ

ま

す

。

し

か

し

、

私

た

ち

が

そ

こ

へ

出

掛

け

て

い

く

に

は

、

相

当

の

お

金

や

時

間

を

費

や

す

う

え

、

観

光

料

金

と

い

う

割

高

な

も

の

が

と

も

な

い

ま

す

。

ま

た

、

そ

う

し

た

所

の

森

の

多

く

は

、

生

態

的

に

貴

重

な

自

然

と

し

て

、

人

と

直

接

的

な

か

か

わ

り

を

制

限

し

て

い

ま

す

。 

 

で

は

、

横

浜

市

磯

子

区

の

根

岸

森

林

公

園

や

中

区

の

横

浜

公

園

な

ど

の

都

市

公

園

の

森

は

ど

う

で

し

ょ

う

か

。

休

日

に

は

親

子

連

れ

で

遊

び

に

来

た

り

、

お

年

寄

り

が

散

歩

し

た

り

す

る

姿

が

見

か

け

ら

れ

ま

す

。

し

か

し

、

あ

の

整

然

と

整

備

さ

れ

た

状

態

を

保

っ

て

い

く

に

は

、

多

額

の

費

用

が

必

要

で

す

。

そ

の

上

、

そ

こ

で

の

市

民

の

利

用

範

囲

は

、

林

内

へ

の

立

ち

入

り

や

木

登

り

禁

止

な

ど

、

作

り

手

側

の

意

図

の

中

で

の

利

用

に

限

ら

れ

が

ち

で

す

。 

 

次

に

、
南

足

柄

の

大

雄

山

最

乗

寺

や

伊

勢

原

の

日

向

薬

師

な

ど

の

社

寺

林

は

ど

う

で

し

ょ

う

か

。
人

工

林

の

中

に

も

、

こ

れ

ら

の

よ

う

に

良

く

手

入

れ

の

さ

れ

た

森

や

樹

齢

の

高

い

巨

木

は

、

景

観

的

に

も

、

文

化

的

に

も

優

れ

た

価

値

を

持

っ

て

い

ま

す

。
し

か

し

、
そ

れ

も

土

地

所

有

者

の

意

思

い

か

ん

で

、
森

は

整

備

さ

れ

、
伐

ら

れ

て

し

ま

い

ま

す

。
ま

た

、

本

来

市

民

が

遊

ん

だ

り

、

く

つ

ろ

い

だ

り

す

る

た

め

に

つ

く

ら

れ

た

森

で

は

な

い

の

で

、

市

民

に

と

っ

て

は

見

る

対

象

と

し

て

だ

け

存

在

し

て

い

る

の

で

す

。 
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以

上

の

よ

う

に

私

た

ち

が

す

て

き

と

感

じ

る

森

の

多

く

は

見

た

目

に

は

美

し

く

と

も

、

何

か

と

規

制

が

多

く

、

市

民

が

直

接

に

ふ

れ

あ

う

と

い

う

点

で

は

、

期

待

に

十

分

こ

た

え

て

い

る

と

は

い

え

ま

せ

ん

。 
（

２

）

開

か

れ

た

森

へ

の

期

待 

 

と

こ

ろ

で

私

た

ち

の

身

近

な

と

こ

ろ

に

も

森

は

あ

り

ま

す

。

そ

の

多

く

は

景

観

的

に

優

れ

て

い

る

わ

け

で

は

あ

り

ま

せ

ん

し

、

経

済

的

な

利

用

も

限

ら

れ

て

い

ま

す

。

現

状

で

は

、

地

域

の

借

景

、

あ

る

い

は

た

ん

な

る

色

と

し

て

の

価

値

が

あ

る

に

す

ぎ

ま

せ

ん

。

し

か

も

、

そ

の

価

値

は

絶

対

的

な

も

の

で

は

な

く

、

ゴ

ミ

捨

て

場

と

し

て

、

開

発

の

残

地

と

し

て

、

人

々

に

見

捨

て

ら

れ

て

い

る

状

態

に

あ

り

ま

す

。 

 

で

は

、

身

近

な

森

は

本

当

に

不

要

な

も

の

な

の

で

し

ょ

う

か

。

実

は

こ

れ

ら

の

森

は

、

前

述

の

よ

う

な

す

て

き

な

森

に

勝

る

と

も

劣

ら

ぬ

可

能

性

を

秘

め

て

い

る

と

は

考

え

ら

れ

な

い

で

し

ょ

う

か

。

な

ぜ

な

ら

、

身

近

な

森

は

何

よ

り

も

生

活

に

近

接

し

て

い

る

こ

と

、

そ

し

て

住

民

に

ほ

と

ん

ど

利

用

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

の

裏

返

し

と

し

て

、

住

民

と

土

地

所

有

者

と

の

合

意

次

第

で

は

、

地

域

ご

と

の

多

種

多

様

な

手

作

り

の

森

に

生

ま

れ

変

わ

る

可

能

性

が

あ

る

か

ら

で

す

。

つ

い

最

近

ま

で

、

こ

れ

ら

の

森

は

生

活

用

の

燃

料

確

保

や

子

供

た

ち

の

遊

び

の

場

と

し

て

、

生

活

す

る

う

え

で

利

用

さ

れ

て

き

た

も

の

で

す

。

し

か

し

、

経

済

構

造

や

生

活

様

式

が

大

き

く

変

わ

っ

た

今

日

、

か

つ

て

の

物

質

的

な

糧

を

得

る

た

め

で

は

な

く

、

都

市

化

社

会

で

は

失

わ

れ

が

ち

な

精

神

的

な

糧

の

た

め

の

利

用

が

期

待

さ

れ

ま

す

。 

 

例

え

ばⅡ

―

２

「

親

と

子

の

目

か

ら

森

を

見

る

」

で

も

述

べ

ま

し

た

と

お

り

、

親

と

子

に

と

っ

て

は

「

子

育

て

の

た

め

」

と

い

う

古

く

て

新

し

い

価

値

を

見

い

出

す

こ

と

が

で

き

ま

す

。

手

頃

な

距

離

に

あ

る

自

然

の

中

で

、

の

び

の

び

と

遊

び

回

っ

た

り

、

生

命

の

営

み

を

肌

で

感

じ

取

っ

た

り

す

る

原

体

験

を

、

地

域

の

中

で

こ

そ

き

ち

ん

と

保

証

し

て

い

く

こ

と

―

そ

れ

は

、

今

の

多

く

の

大

人

た

ち

も

子

供

の

頃

、

あ

ず

か

っ

て

き

た

代

々

の

恩

恵

で

あ

り

、

生

活

の

知

恵

で

あ
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り

ま

す

。

大

人

も

子

供

も

わ

い

わ

い

、

が

や

が

や

楽

し

く

森

の

手

入

れ

に

参

加

し

、

人

も

森

も

共

に

育

み

合

っ

て

い

く

過

程

の

す

ば

ら

し

さ

を

発

見

で

き

た

ら

す

て

き

で

す

。 

 

も

う

一

つ

、

身

近

な

森

に

は

市

民

と

土

地

所

有

者

と

の

協

働

に

よ

る

手

づ

く

り

の

喜

び

が

あ

り

ま

す

。

何

で

も

、

お

金

さ

え

出

せ

ば

手

に

入

れ

ら

れ

る

昨

今

、

既

製

の

も

の

よ

り

、

人

々

の

愛

情

が

こ

め

ら

れ

て

い

る

も

の

に

心

惹

か

れ

ま

す

。

で

す

か

ら

、

で

き

る

範

囲

で

森

づ

く

り

に

参

加

す

る

こ

と

に

よ

り

、

手

づ

く

り

の

素

晴

ら

し

さ

を

体

感

し

、

そ

こ

で

得

ら

れ

た

知

識

や

技

術

が

よ

り

人

間

的

な

活

動

の

源

と

し

て

蓄

積

さ

れ

て

い

く

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

緑

の

大

切

さ

が

問

わ

れ

、

都

市

と

自

然

と

の

共

存

が

盛

ん

に

求

め

ら

れ

て

い

る

現

在

、

ま

ち

な

か

で

は

観

葉

植

物

や

ミ

ニ

菜

園

が

人

気

を

呼

び

、

自

然

環

境

に

関

す

る

出

版

物

や

講

演

会

な

ど

が

見

受

け

ら

れ

ま

す

。

こ

れ

ら

が

、

た

ん

な

る

「

み

ど

り

ブ

ー

ム

」

や

「

都

会

的

フ

ァ

ッ

シ

ョ

ン

」

に

終

わ

る

こ

と

な

く

、

生

活

の

中

に

根

づ

い

た

も

の

と

し

て

、

身

近

な

森

へ

の

関

心

を

深

め

て

い

く

に

は

、

も

う

一

段

階

何

か

が

必

要

で

す

。

な

ぜ

な

ら

こ

れ

ら

の

静

的

な

知

識

と

し

て

の

自

然

把

握

で

は

、
お

の

ず

と

限

界

が

あ

る

か

ら

で

す

。
「

体

験

に

勝

る

教

育

は

な

し

」
と

よ

く

い

わ

れ

ま

す

。
身

近

な

森

は

、
四

季

折

々

の

自

然

を

日

々

の

暮

ら

し

の

中

で

体

感

す

る

実

体

験

の

場

と

し

て

、
住

民

に

開

か

れ

さ

え

す

れ

ば

、

観

光

地

な

ど

の

森

に

勝

る

と

も

劣

ら

な

い

森

に

な

る

の

で

す

。

自

然

は

動

的

で

し

か

も

体

感

的

な

知

識

と

し

て

各

人

の

生

活

に

取

り

込

ま

れ

た

と

き

、

私

た

ち

は

初

め

て

森

か

ら

の

恩

恵

を

必

要

な

も

の

と

し

て

認

識

で

き

る

の

で

す

。 

 

２ 

森

と

私

た

ち

と

の

相

思

相

愛

の

関

係 

（

１

）

問

い

直

さ

れ

る

森

と

の

付

き

合

い 

 

人

は

生

態

系

の

一

員

と

し

て

生

き

、

森

と

の

共

存

共

栄

の

結

果

と

し

て

森

は

さ

ま

ざ

ま

な

機

能

で

私

た

ち

を

守

り

、
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育

ん

で

き

て

く

れ

ま

し

た

。

人

々

は

四

季

の

恵

み

や

災

害

を

も

た

ら

す

森

に

対

し

、

畏

敬

や

恐

怖

の

念

を

抱

き

、

そ

の

感

性

を

信

仰

や

物

語

、

詩

歌

で

表

し

て

き

ま

し

た

。 

 

例

え

ば

、

足

柄

地

方

は

、

古

代

か

ら

万

葉

集

に

詠

ま

れ

、

金

太

郎

の

伝

説

で

語

り

継

が

れ

て

き

ま

し

た

。

し

か

し

、

昨

今

の

開

発

に

よ

り

、

物

語

に

登

場

し

た

詩

情

豊

か

な

森

は

面

影

を

な

く

し

、

子

供

た

ち

に

森

へ

の

恐

れ

や

あ

こ

が

れ

を

実

感

を

も

っ

て

伝

え

て

い

く

こ

と

が

困

難

に

な

り

ま

し

た

。 

 

ま

た

、

科

学

技

術

は

、

大

自

然

の

猛

威

か

ら

人

々

を

守

り

、

自

然

か

ら

自

立

し

た

社

会

へ

の

先

導

的

な

役

割

を

担

っ

て

い

ま

す

。

反

面

、

人

の

自

然

に

対

す

る

畏

敬

の

念

を

薄

れ

さ

せ

て

き

ま

し

た

。 

 

し

か

し

人

は

、
他

の

生

物

と

同

じ

よ

う

に

、
森

か

ら

の

恩

恵

に

よ

り

生

存

し

続

け

て

き

た

の

で

す

。
言

い

か

え

れ

ば

、

森

と

人

間

は

親

と

子

の

関

係

に

あ

る

わ

け

で

、

親

で

あ

る

森

の

存

在

が

人

間

の

生

存

の

根

拠

と

な

っ

て

き

た

の

で

す

。

そ

の

森

に

対

し

子

で

あ

る

人

は

、

森

の

生

産

能

力

以

上

に

収

奪

し

た

り

、

文

明

社

会

の

発

展

に

邪

魔

な

も

の

と

し

て

森

の

破

壊

を

繰

り

返

し

て

き

ま

し

た

。 

 

森

は

、

今

後

と

も

生

あ

る

も

の

の

基

盤

で

あ

り

、

他

に

代

替

す

る

こ

と

の

で

き

な

い

、

人

間

に

と

り

必

要

不

可

欠

な

も

の

で

す

。

今

の

よ

う

な

人

間

側

の

謙

虚

さ

を

欠

く

行

為

が

続

け

ば

、

親

の

厳

し

い

お

し

お

き

を

受

け

る

こ

と

は

、

古

来

か

ら

の

歴

史

が

示

し

て

い

る

と

お

り

で

す

。 

 

私

た

ち

は

古

来

か

ら

木

の

文

化

を

つ

く

り

だ

し

、

森

と

の

親

密

な

関

係

を

保

っ

て

き

ま

し

た

。

こ

こ

で

開

発

の

波

と

の

攻

め

ぎ

合

い

の

中

で

、

疎

遠

と

な

ら

な

い

よ

う

に

し

た

い

も

の

で

す

。

も

は

や

一

方

的

な

脛

か

じ

り

は

や

め

、

改

め

て

森

か

ら

受

け

継

い

で

き

た

恩

恵

を

次

代

へ

伝

え

て

い

け

る

よ

う

な

一

人

前

の

付

き

合

い

方

を

問

い

直

し

て

み

る

必

要

が

あ

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 
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(

２)

い

き

い

き

と

し

た

そ

の

ま

ま

の

森

を

愛

し

て

く

だ

さ

い 

 
と

こ

ろ

で

付

き

合

い

と

い

う

も

の

を

楽

し

く

長

続

き

さ

せ

る

に

は

、

相

手

の

い

や

な

面

も

お

互

い

に

受

け

入

れ

て

い

く

こ

と

が

必

要

で

す

。

そ

れ

は

森

と

の

付

き

合

い

に

お

い

て

も

同

じ

で

す

。

私

た

ち

は

便

利

な

物

質

文

明

を

享

受

す

る

あ

ま

り

、

森

に

対

し

て

も

そ

の

快

適

な

面

の

み

手

軽

に

求

め

よ

う

と

し

が

ち

で

す

。

そ

し

て

落

ち

葉

や

虫

な

ど

森

の

本

質

的

な

一

面

が

、

自

分

た

ち

に

迷

惑

な

点

、

不

便

な

点

と

し

て

少

し

で

も

直

接

に

降

り

か

か

ろ

う

も

の

な

ら

、

森

そ

の

も

の

ま

で

も

、

邪

魔

物

扱

い

し

て

き

ま

し

た

。

い

っ

て

み

れ

ば

、

虫

け

ら

に

生

命

の

尊

さ

を

知

り

、

舞

い

散

る

落

ち

葉

に

哀

愁

を

感

じ

る

よ

う

な

森

を

身

近

に

残

し

て

お

く

こ

と

・

・

・

・

。 

 

そ

ん

な

こ

と

に

こ

だ

わ

っ

て

い

て

は

、

目

ま

ぐ

る

し

く

変

わ

る

競

争

社

会

で

は

そ

れ

こ

そ

食

べ

て

は

い

け

な

い

と

い

う

こ

と

な

の

で

し

ょ

う

か

。

そ

の

揚

句

、

今

ま

で

人

は

母

な

る

大

地

を

次

々

と

コ

ン

ク

リ

ー

ト

ジ

ャ

ン

グ

ル

に

作

り

変

え

、

あ

く

な

き

利

益

を

追

い

求

め

て

き

ま

し

た

。

し

か

し

、

人

工

物

は

所

詮

万

能

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

何

よ

り

も

、

人

間

性

の

疎

外

を

も

た

ら

す

象

徴

と

も

言

え

る

都

会

の

コ

ン

ク

リ

ー

ト

砂

漠

の

中

で

、

他

人

へ

の

思

い

や

り

や

共

同

生

活

に

よ

り

培

わ

れ

る

協

調

性

が

失

わ

れ

つ

つ

あ

り

ま

す

。 

 

愛

と

は

相

思

相

愛

が

原

則

で

す

。

人

が

か

つ

て

の

よ

う

に

生

き

生

き

と

し

た

そ

の

ま

ま

の

森

を

愛

し

、

天

与

の

五

感

を

も

っ

て

物

質

文

明

の

利

便

性

・

簡

便

性

第

一

主

義

を

克

服

し

て

い

か

な

け

れ

ば

、

森

へ

の

愛

は

人

間

側

の

浮

か

ば

れ

な

い

片

思

い

に

終

わ

っ

て

し

ま

う

で

し

ょ

う

。 

 

私

た

ち

は

森

の

恩

恵

を

浪

費

的

に

で

は

な

く

、

再

生

可

能

な

範

囲

で

享

受

す

る

に

と

ど

め

る

た

め

、

誰

も

が

日

常

生

活

の

一

つ

ひ

と

つ

の

あ

り

方

か

ら

点

検

し

て

い

く

態

度

が

大

切

で

あ

り

、

そ

れ

ら

を

習

慣

付

け

る

生

き

方

を

選

び

た

い

も

の

で

す

。

そ

れ

は

同

時

に

蝕

ま

れ

た

人

間

性

の

回

復

を

も

た

ら

し

、

も

う

一

つ

の

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

―

森

と

の

共

存
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へ

と

導

い

て

い

く

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。 

(
３)

森

と

の

愛

は

距

離

の

短

い

関

係 

 

お

金

と

手

間

暇

掛

け

な

け

れ

ば

見

に

行

け

な

い

深

山

の

森

。

一

方

必

ず

し

も

風

光

明

媚

と

は

い

え

な

い

け

れ

ど

も

、

地

域

に

い

な

が

ら

に

し

て

四

季

折

々

の

自

然

の

移

ろ

い

を

律

儀

に

知

ら

せ

て

く

れ

る

身

近

な

森

。

ど

ち

ら

も

す

て

き

な

森

で

す

。 

 

し

か

し

日

常

、

地

域

で

よ

り

多

く

の

人

に

、

よ

り

公

平

に

う

る

お

い

や

や

す

ら

ぎ

を

も

た

ら

し

て

く

れ

、

ま

た

は

そ

の

可

能

性

を

持

っ

て

い

る

の

は

身

近

な

森

の

方

で

す

。 

 

本

来

身

近

な

森

と

い

う

も

の

は

、

恵

み

多

き

博

愛

主

義

者

な

の

で

す

。 

 

そ

れ

な

ら

私

た

ち

は

も

う

少

し

気

軽

に

身

近

な

森

と

積

極

的

に

付

き

合

っ

て

み

た

ら

ど

う

で

し

ょ

う

か

。

な

に

し

ろ

現

代

の

都

市

化

社

会

で

は

、

木

材

や

薪

炭

を

通

し

て

の

身

近

な

森

と

の

物

質

的

な

係

わ

り

は

薄

れ

た

と

は

い

え

、

休

息

や

教

育

な

ど

の

場

と

し

て

の

精

神

的

な

係

わ

り

は

ま

す

ま

す

重

要

視

さ

れ

て

き

て

い

る

の

で

す

。

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

都

市

住

民

の

森

と

の

精

神

的

距

離

は

遠

い

状

態

に

あ

り

ま

す

。 

 

付

き

合

い

と

い

う

も

の

は

、

深

ま

れ

ば

深

ま

る

ほ

ど

、

お

互

い

の

秘

め

ら

れ

た

す

て

き

な

面

を

泉

の

よ

う

に

引

き

出

し

て

い

く

こ

と

が

で

き

ま

す

。
そ

の

た

め

に

は

、
私

た

ち

の

生

活

の

一

部

と

な

る

よ

う

な

身

近

な

森

と

の

付

き

合

い

が

、

今

必

要

な

の

で

す

。

間

違

っ

て

も

ゴ

ミ

捨

て

や

乱

伐

行

為

な

ど

の

失

礼

な

態

度

で

接

し

た

り

、

失

わ

れ

つ

つ

あ

る

姿

に

無

関

心

で

い

た

り

と

い

う

こ

と

は

改

め

た

い

と

思

い

ま

す

。 

 

３ 

身

近

な

森

の

名

を

知

っ

て

い

ま

す

か

？ 
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(

１)

生

活

に

結

び

付

い

た

名

前 

 
本

章

―

２

「

森

と

私

た

ち

と

の

相

思

相

愛

の

関

係

」

で

身

近

な

森

の

可

能

性

と

地

域

の

人

々

と

の

新

た

な

関

係

作

り

の

大

切

さ

に

つ

い

て

述

べ

て

き

ま

し

た

。

で

は

実

際

に

手

始

め

と

し

て

各

人

が

地

域

の

身

近

な

森

に

対

し

て

愛

着

を

持

つ

た

め

に

で

き

る

こ

と

は

何

で

し

ょ

う

か

。 

 

そ

れ

は

ま

ず

相

手

の

名

前

、

す

な

わ

ち

私

た

ち

の

周

り

の

森

の

名

を

知

る

こ

と

か

ら

で

す

。

地

域

に

は

昔

の

人

た

ち

の

利

用

や

生

活

に

結

び

つ

い

た

山

や

森

の

名

前

が

あ

り

、

今

は

姿

形

が

消

え

失

せ

て

い

て

も

、

地

名

に

よ

り

往

時

が

偲

ば

れ

る

こ

と

が

数

多

く

あ

り

ま

す

。 

(

２)

森

の

名

前

の

復

活 

 

見

知

ら

ぬ

土

地

で

、

知

ら

な

い

人

に

自

分

の

ふ

る

さ

と

の

話

を

す

る

時

、

あ

る

い

は

地

図

で

ふ

る

さ

と

を

説

明

す

る

時

、

何

か

ら

話

し

、

書

く

の

で

し

ょ

う

か

。 

 

ふ

る

さ

と

を

長

く

離

れ

て

、

久

し

ぶ

り

に

帰

っ

て

く

る

と

、

最

初

に

目

に

入

っ

て

く

る

の

は

山

や

川

で

あ

り

そ

れ

ら

を

見

る 

こ

と

で

ま

ず

ふ

る

さ

と

を

感

じ

る

人

が

多

い

こ

と

で

し

ょ

う

。 

 

大

和

市

の

上

草

柳

は

、

引

地

川

の

水

源

で

あ

る

最

北

部

の

亀

甲

山

よ

り

、

こ

の

川

に

沿

っ

て

草

深

く

柳

が

あ

っ

た

こ

と

か

ら

由

来

し

ま

す

。 

 

ま

た

、

川

崎

市

麻

生

区

の

柿

生

は

柿

の

名

産

地

で

あ

り

ま

し

た

。 

 

相

模

原

市

の

大

沼

一

帯

は

昔

は

水

が

乏

し

い

不

毛

の

地

で

し

た

。

江

戸

時

代

以

降

、

地

表

付

近

の

粘

土

層

の

上

に

溜

ま

る

雨

水

が

用

水

と

し

て

利

用

さ

れ

、

相

模

原

台

地

の

新

田

開

発

に

大

き

く

貢

献

し

て

き

ま

し

た

。

人

々

は

、

水

の

神

で

あ

る

弁

天

様

を

大

沼

神

社

の

森

に

祭

り

ま

し

た

。

今

は

宅

地

化

で

沼

は

ほ

と

ん

ど

埋

め

ら

れ

ま

し

た

。 

 

そ

し

て

、

三

浦

半

島

の

最

高

峰

大

楠

山

は

、

山

頂

に

楠

の

老

樹

が

あ

っ

た

こ

と

か

ら

名

付

け

ら

れ

ま

し

た

。 
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も

し

そ

の

時

、

ふ

る

さ

と

の

景

観

が

開

発

に

よ

り

全

く

変

わ

っ

て

し

ま

っ

て

い

た

り

、

覚

え

て

い

た

建

物

な

ど

が

取

り

壊

さ

れ

て

い

た

り

し

た

な

ら

、

そ

の

人

に

と

っ

て

ふ

る

さ

と

の

な

つ

か

し

さ

は

、

随

分

減

っ

て

し

ま

う

か

も

知

れ

ま

せ

ん

。

私

た

ち

の

限

ら

れ

た

人

生

の

中

で

、

不

変

で

心

の

中

に

ぬ

く

も

り

を

持

ち

続

け

る

の

が

ふ

る

さ

と

で

あ

り

、

そ

の

良

き

シ

ン

ボ

ル

と

し

て

山

や

川

な

ど

の

自

然

の

創

造

物

が

必

要

な

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

昨

今

、

自

治

体

の

安

易

な

地

名

変

更

が

、

地

域

住

民

の

反

対

に

あ

っ

た

り

、

地

域

の

個

性

を

な

く

し

て

し

ま

う

よ

う

な

地

番

的

な

地

名

に

対

し

、

慣

れ

親

し

ん

で

き

た

由

緒

あ

る

旧

地

名

に

復

活

す

る

運

動

が

起

き

て

い

ま

す

。

子

供

た

ち

に

と

っ

て

も

、

地

名

を

手

掛

か

り

に

し

た

よ

り

い

き

い

き

と

し

た

郷

土

学

習

の

教

材

に

も

な

り

ま

す

。 

 

ま

た

、

宗

教

と

結

び

付

い

て

守

ら

れ

て

き

た

鎮

守

の

森

や

名

木

と

い

わ

れ

る

も

の

は

、

は

た

か

ら

見

る

と

大

し

た

も

の

で

は

な

さ

そ

う

で

も

、

そ

の

地

域

に

暮

ら

す

人

々

に

は

、

地

域

社

会

の

大

切

な

シ

ン

ボ

ル

と

し

て

守

り

育

て

ら

れ

、

深

い

愛

着

を

持

た

れ

て

い

ま

す

。 

 

人

々

が

山

名

や

地

名

に

い

つ

ま

で

も

愛

着

を

持

つ

こ

と

は

、

ふ

る

さ

と

意

識

の

高

揚

や

世

代

の

良

好

な

つ

な

が

り

を

育

ん

で

い

く

で

し

ょ

う

。

そ

の

こ

と

が

、

地

域

で

心

豊

か

な

生

活

を

築

い

て

い

く

一

助

に

も

な

る

と

思

い

ま

す

。 

(

３)

名

前

あ

る

も

の

同

士

の

付

き

合

い 

 

都

市

の

魅

力

と

し

て

、

近

所

付

き

合

い

や

周

り

の

目

を

気

に

せ

ず

、

自

由

に

気

ま

ま

で

い

ら

れ

る

こ

と

、

匿

名

で

い

ら

れ

る

こ

と

の

気

軽

さ

が

よ

く

挙

げ

ら

れ

ま

す

。

し

か

し

、

地

域

社

会

の

中

が

お

互

い

つ

な

が

り

の

薄

い

バ

ラ

バ

ラ

の

状

態

と

い

う

の

は

、

寂

し

い

も

の

で

す

。

現

在

、

地

域

お

こ

し

の

大

切

さ

が

盛

ん

に

言

わ

れ

、

そ

の

根

っ

こ

と

し

て

人

と

人

、

人

と

自

然

と

の

付

き

合

い

の

あ

り

か

た

が

見

直

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

き

ま

し

た

。 

 

そ

こ

で

、

今

の

よ

う

な

お

互

い

名

前

も

知

ら

な

い

程

度

の

付

き

合

い

で

は

限

界

が

あ

る

こ

と

か

ら

、

ま

ず

名

前

を

知
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る

こ

と

か

ら

始

め

た

い

と

思

い

ま

す

。

身

近

な

森

に

も

前

項

で

述

べ

た

よ

う

な

す

て

き

な

名

前

が

き

っ

と

あ

る

で

し

ょ

う

。

も

し

ま

だ

名

前

の

な

い

森

な

ら

、

郷

土

史

な

ど

を

参

考

に

し

て

そ

の

地

域

の

個

性

を

表

す

よ

う

な

名

前

を

つ

け

て

み

る

の

も

良

い

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。 

 

私

た

ち

が

身

近

な

森

に

親

し

む

第

一

歩

と

し

て

、

森

を

名

前

で

呼

び

、

地

域

の

大

切

な

一

員

と

し

て

森

と

付

き

合

っ

て

い

く

こ

と

を

大

事

に

し

た

い

も

の

で

す

。 

            Ⅵ
 

さ
て
、
身
近
な
森
を
守
る

に

は 
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１ 

な

ぜ

、

身

近

な

森

を

守

る

の

で

し

ょ

う 

 

「

身

近

な

森

を

守

る

」

…

…

こ

の

こ

と

は

私

た

ち

研

究

チ

ー

ム

が

「

神

奈

川

の

森

林

」

と

い

う

テ

ー

マ

の

研

究

を

ス

タ

ー

ト

さ

せ

る

に

あ

た

っ

て

、

神

奈

川

の

森

林

の

「

な

に

」

を

研

究

す

る

の

か

と

い

う

議

論

を

し

た

結

果

で

す

。 

 

神

奈

川

の

森

林

と

い

っ

て

も

、

林

業

の

対

象

と

な

る

森

も

あ

り

ま

す

し

、

西

丹

沢

に

残

る

原

生

林

も

あ

れ

ば

、

住

宅

地

に

点

在

す

る

里

山

や

都

市

林

も

あ

り

ま

す

。 

 

こ

の

よ

う

に

多

様

な

顔

を

持

つ

神

奈

川

の

森

林

の

ど

の

部

分

を

研

究

対

象

に

す

る

の

か

、

あ

る

い

は

、

研

究

対

象

に

で

き

る

の

か

、

こ

れ

が

最

初

に

直

面

し

た

課

題

で

し

た

。 

 

南

雲

秀

次

郎

東

京

大

学

教

授

は

、
「

森

を

見

る

目

」

に

は

四

つ

の

立

場

が

あ

る

と

い

う

こ

と

を

述

べ

て

（

注

６

）

い

ま

す

。 

 

第

一

に

、
「

木

材

業

者

の

目

」
。

…

…

こ

れ

は

、

森

そ

の

も

の

よ

り

は

木

に

価

値

を

見

い

だ

し

て

い

ま

す

。 

 

第

二

に

、
「

土

地

開

発

業

者

の

目

」
。

…

…

土

地

そ

の

も

の

の

開

発

利

益

を

求

め

て

い

ま

す

。 

 

第

三

に

、
「

農

林

家

の

目

」
。

…

…

木

と

土

地

が

一

体

と

な

っ

て

存

続

し

続

け

る

こ

と

に

価

値

を

認

め

て

い

ま

す

。 

 

第

四

に

、
「

市

民

の

目

」
。 

 

私

た

ち

は

、

い

っ

て

み

れ

ば

、

こ

の

「

市

民

の

目

」

に

た

っ

て

神

奈

川

の

森

を

見

る

こ

と

に

し

た

わ

け

で

す

。

人

口

急

増

地

帯

で

あ

り

、
都

市

開

発

圧

力

の

波

に

洗

わ

れ

て

い

る

神

奈

川

に

お

い

て

、
「

身

近

な

森

を

守

る

」
こ

と

が

研

究

の

ス

タ

ー

ト

で

あ

り

同

時

に

ゴ

ー

ル

で

も

あ

る

と

考

え

て

い

ま

す

。 

 

で

は

、
こ

こ

で

、
「

な

ぜ

、
身

近

な

森

を

守

る

の

か

」
と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

の

私

た

ち

の

考

え

方

を

整

理

し

て

み

ま

す

。 
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開

発

途

上

国

に

お

い

て

は

、

食

料

確

保

や

輸

出

用

一

次

産

品

の

生

産

の

た

め

森

の

直

接

的

破

壊

が

進

み

、

地

球

的

規

模

で

の

環

境

破

壊

へ

と

つ

な

が

っ

て

い

ま

す

。

一

方

先

進

工

業

国

で

は

、

経

済

活

動

の

結

果

、

環

境

破

壊

が

お

こ

り

森

林

破

壊

を

引

き

お

こ

し

て

い

ま

す

。 

 

資

源

の

大

量

輸

入

・

消

費

国

で

あ

る

日

本

は

、

同

時

に

さ

ま

ざ

ま

な

汚

染

物

質

を

排

出

し

て

い

る

国

と

し

て

、

こ

れ

ら

の

二

つ

の

こ

と

が

ら

に

大

き

な

責

任

が

あ

り

ま

す

。

京

浜

工

業

地

帯

を

か

か

え

、

同

時

に

七

八

○

万

人

の

人

口

を

擁

し

、

将

来

も

増

え

つ

づ

け

て

い

く

こ

と

が

予

想

さ

れ

て

い

る

神

奈

川

は

、

こ

の

よ

う

な

日

本

の

縮

図

で

あ

り

ま

す

。

神

奈

川

に

お

い

て

、

身

近

な

森

を

守

る

と

い

う

こ

と

か

ら

出

発

す

る

こ

と

が

、

ひ

い

て

は

世

界

に

対

し

て

負

っ

て

い

る

責

任

を

果

た

す

第

一

歩

に

つ

な

が

る

と

考

え

ま

し

た

。 

 

こ

の

よ

う

な

考

え

方

は

、

昭

和

六

三

年

版

環

境

白

書

の

な

か

に

お

い

て

も

展

開

さ

れ

て

お

り

、

国

民

の

一

人

ひ

と

り

が

「

（

注

７

）

地

球

人

と

し

て

の

ラ

イ

フ

ス

タ

イ

ル

」

を

身

に

つ

け

る

こ

と

の

大

切

さ

を

強

調

し

て

い

ま

す

。 

  

第

一

に

、
身

近

な

森

を

守

る

こ

と

が

、
即

ち

世

界

の

森

林

を

守

る

た

め

の

第

一

歩

に

な

る

と

考

え

る

か

ら

で

す

。 

 

第

二

に

、

身

近

な

森

の

存

在

は

、

良

好

な

生

活

環

境

の

重

要

な

要

素

で

あ

る

か

ら

で

す

。 
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Ⅱ

―

２

「

親

と

子

の

目

か

ら

森

を

見

る

」

の

と

こ

ろ

で

も

述

べ

ま

し

た

よ

う

に

、

社

会

構

造

が

変

化

し

て

い

く

な

か

で

、

生

活

の

質

の

向

上

が

求

め

ら

れ

、

森

の

持

つ

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

、

健

康

、

情

操

教

育

な

ど

、

今

ま

で

は

森

に

対

し

て

あ

ま

り

顧

み

ら

れ

る

こ

と

が

な

か

っ

た

さ

ま

ざ

ま

な

は

た

ら

き

に

期

待

が

か

け

ら

れ

て

お

り

、

地

域

に

生

活

す

る

人

々

が

こ

の

こ

と

に

気

づ

き

始

め

て

き

て

い

ま

す

。 
 

 

ま

た

、

今

後

急

速

に

進

む

社

会

構

造

の

高

齢

化

に

地

域

社

会

が

対

応

す

る

た

め

、

高

齢

者

の

健

康

づ

く

り

の

場

と

し

て

、

地

域

社

会

に

高

齢

者

が

生

き

て

い

く

た

め

の

ゆ

と

り

を

も

た

ら

し

て

く

れ

る

オ

ア

シ

ス

と

し

て

、

身

近

な

森

は

ま

す

ま

す

重

要

に

な

っ

て

い

く

で

し

ょ

う

。

同

時

に

、

豊

富

な

知

識

と

経

験

を

生

か

し

、

身

近

な

森

を

守

り

育

て

て

い

く

活

動

に

参

加

し

て

い

く

こ

と

に

よ

り

、

高

齢

者

の

生

き

が

い

づ

く

り

の

場

と

な

っ

て

い

く

も

の

と

考

え

ま

す

。 

    

守

山 

弘

氏

（

農

林

水

産

省

農

業

環

境

技

術

研

究

所

植

生

動

態

研

究

室

長

）

は

、

著

書

「

自

然

を

守

る

と

は

ど

う

い

う

こ

と

か

」

の

な

か

で

、

豊

富

な

フ

ィ

ー

ル

ド

ワ

ー

ク

に

よ

る

研

究

に

基

づ

い

て

、

次

の

よ

う

に

（

注

８

）

述

べ

て

い

ま

す

。

「

焼

畑

農

耕

の

場

、

あ

る

い

は

薪

炭

や

刈

敷

採

集

の

場

と

し

て

、

人

の

働

き

か

け

と

わ

か

ち

が

た

く

結

び

つ

い

て

き

た

雑

木

林

は

、

里

山

林

と

し

て

『

原

風

景

』

と

も

い

う

べ

き

わ

が

国

独

自

の

農

耕

風

景

を

形

成

し

て

き

た

。

同

時

に

そ

れ

は

現

在

の

照

葉

樹

林

帯

が

ま

だ

落

葉

広

葉

樹

林

に

覆

わ

れ

て

い

た

時

代

の

生

き

残

り

（

遺

存

種

）

で

あ

る

カ

タ

ク

リ

、

カ

ン

ア

オ

イ

、

ミ

ド

リ

シ

ジ

ミ

類

、

ギ

フ

チ

ョ

ウ

な

ど

の

植

物

、

動

物

の

生

活

の

場

で

も

あ

っ

た

。

こ

れ

ら

の

遺

存

種

第

三

に

、
都

市

周

辺

部

に

身

近

な

森

と

し

て

存

在

し

て

い

る

里

山

、
つ

ま

り

雑

木

林

は

、
原

生

林

と

は

異

な

っ

て

は

い

て

も

自

然

豊

か

な

森

で

あ

る

こ

と

に

は

違

い

は

な

い

か

ら

で

す

。 
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は

照

葉

樹

林

で

は

生

き

残

る

こ

と

は

で

き

ず

、

照

葉

樹

林

の

破

壊

後

に

そ

こ

に

入

り

込

ん

で

き

た

も

の

で

も

な

い

。

そ

の

意

味

で

、

雑

木

林

は

た

ん

な

る

照

葉

樹

林

の

代

償

植

生

で

は

な

く

、

古

い

時

代

の

生

物

を

温

存

す

る

貴

重

な

場

で

あ

っ

た

」
と

述

べ

、
「

雑

木

林

は

照

葉

樹

林

と

同

等

の

価

値

が

あ

り

、
照

葉

樹

林

を

保

護

す

る

の

と

同

等

の

力

を

い

れ

て

保

護

す

る

必

要

が

あ

る

」

と

主

張

し

て

い

ま

す

。 

     

「

行

際

部

分

」

と

身

近

な

森

を

守

ろ

う

と

す

る

市

民

の

動

き

の

芽

生

え

に

つ

い

て

は

、Ⅲ
─

３

「

今

森

は

」

の

と

こ

ろ

で

述

べ

ま

し

た

と

お

り

で

す

。

つ

ま

り

、

身

近

な

森

を

残

す

と

い

う

こ

と

に

対

し

て

、

地

域

に

生

活

す

る

人

々

が

主

体

的

に

取

り

組

む

必

要

が

出

て

き

て

い

る

の

で

す

。 

    

こ

れ

が

一

番

根

底

に

あ

る

こ

と

で

す

。

都

市

化

が

高

度

に

進

ん

だ

地

域

で

は

、

都

市

公

園

な

ど

と

い

う

か

た

ち

で

新

た

に

緑

を

つ

く

る

こ

と

が

必

要

で

し

ょ

う

が

、

都

市

周

辺

部

に

お

い

て

は

里

山

と

し

て

豊

富

な

緑

が

残

っ

て

い

る

の

で

す

か

ら

、

こ

の

身

近

な

森

を

ま

ず

残

し

て

い

く

こ

と

が

大

切

で

す

。

植

樹

で

は

け

っ

し

て

自

然

と

は

代

替

で

き

な

い

の

で

す

か

ら

。 

第

四

に

、
現

在

身

近

な

森

の

あ

る

と

こ

ろ

は

、
多

く

が
「

行

際

部

分

」
に

あ

り

行

政

施

策

に

だ

け

ま

か

せ

て

い

て

は

森

を

残

す

こ

と

に

限

界

が

あ

る

か

ら

で

す

。 

 

第

五

に

、

今

あ

る

森

は

最

優

先

に

残

そ

う

と

い

う

こ

と

で

す

。 
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以

上

、

身

近

な

森

を

守

る

理

由

に

つ

い

て

述

べ

て

き

ま

し

た

が

、

次

に

身

近

な

森

を

守

る

こ

と

に

よ

り

得

ら

れ

る

も

の

に

つ

い

て

考

え

て

み

ま

す

。 

 

ま

ず

、

身

近

な

森

を

守

る

と

い

う

活

動

を

と

お

し

て

得

ら

れ

る

も

の

に

つ

い

て

で

す

。

こ

れ

は

身

近

な

森

を

守

る

と

い

う

活

動

に

限

ら

れ

る

も

の

で

は

な

い

の

で

す

が

、

地

域

に

生

活

す

る

人

々

に

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

意

識

が

育

ま

れ

る

こ

と

で

す

。

今

ま

で

地

域

に

対

し

て

ベ

ッ

ド

タ

ウ

ン

意

識

し

か

な

か

っ

た

特

に

新

住

民

と

い

わ

れ

る

人

々

に

、

そ

こ

に

生

活

す

る

者

と

し

て

の

ラ

イ

フ

タ

ウ

ン

意

識

が

芽

生

え

る

き

っ

か

け

に

な

り

ま

す

。

自

分

た

ち

が

暮

ら

す

地

域

の

生

活

環

境

に

つ

い

て

関

心

を

持

ち

、

よ

り

よ

い

も

の

に

し

て

い

く

た

め

に

主

体

的

に

取

り

組

も

う

と

し

て

い

く

き

っ

か

け

に

な

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

こ

の

こ

と

は

、

同

時

に

身

近

な

森

を

守

る

と

い

う

活

動

、

例

え

ば

草

刈

り

、

掃

除

や

パ

ト

ロ

ー

ル

な

ど

を

実

効

あ

る

も

の

に

す

る

た

め

の

担

保

と

な

る

も

の

で

す

。 

 

次

に

、

守

ら

れ

た

森

を

利

用

す

る

こ

と

に

よ

り

得

ら

れ

る

も

の

に

つ

い

て

で

す

。

森

が

持

っ

て

い

る

さ

ま

ざ

ま

な

は

た

ら

き

に

つ

い

て

は

、Ⅱ

―

１

「

森

の

は

た

ら

き

」

に

お

い

て

述

べ

ま

し

た

が

、

こ

こ

で

は

身

近

な

森

と

人

と

の

関

係

で

考

え

て

み

ま

し

ょ

う

。
私

た

ち

研

究

チ

ー

ム

が

実

施

し

ま

し

た

ア

ン

ケ

ー

ト

に

よ

り

ま

す

と

、
「
（

身

近

な

）
森

が

あ

っ

て

よ

い

と

思

う

点

」
と

い

う

質

問

に

対

し

て

は

、
「

身

近

に

自

然

が

感

じ

ら

れ

る

」
、
「

生

活

に

や

す

ら

ぎ

や

う

る

お

い

を

感

じ

る

」
、
「

憩

い

の

場

で

あ

る

」
、
「

子

供

の

教

育

に

役

立

つ

」

と

い

う

回

答

が

高

率

を

示

し

て

い

ま

す

。 

 

ま

た

、
「

今

後

の

森

の

利

用

方

面

」
に

つ

い

て

の

キ

ー

ワ

ー

ド

を

尋

ね

る

質

問

に

対

し

て

は

、
「

自

然

」
及

び
「

健

康

」

が

高

い

比

率

を

占

め

て

い

ま

す

（

詳

し

く

は

、

資

料

編

の

ア

ン

ケ

ー

ト

結

果

を

ご

覧

く

だ

さ

い

）
。 

 

こ

れ

ら

の

こ

と

か

ら

推

測

さ

れ

ま

す

よ

う

に

、
例

え

ば

木

材

、
薪

炭

、
キ

ノ

コ

、
薬

草

な

ど

物

質

的

な

も

の

よ

り

も

、

非

物

質

的

・

精

神

的

な

も

の

に

対

す

る

期

待

が

高

ま

っ

て

い

る

よ

う

で

す

。 
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そ

れ

は

、

心

の

健

康

で

あ

り

、

体

の

健

康

で

あ

る

の

で

す

。

例

え

ば

子

供

に

と

っ

て

み

れ

ば

、

身

近

な

自

然

と

の

原

体

験

を

つ

ち

か

う

こ

と

な

の

で

す

。

そ

れ

は

、

ヒ

ヤ

リ

ハ

ッ

ト

体

験

を

す

る

こ

と

で

あ

り

、

手

を

手

と

し

て

、

足

を

足

と

し

て

本

来

の

す

が

た

に

か

え

っ

て

動

か

し

、

の

び

の

び

遊

ぶ

こ

と

で

も

あ

り

ま

す

。 

 

で

は

、

こ

れ

ま

で

述

べ

ま

し

た

よ

う

に

人

が

森

に

も

っ

と

近

づ

い

て

い

く

、

つ

ま

り

、

身

近

に

森

を

利

用

し

て

い

く

と

い

う

こ

と

を

と

お

し

て

、

身

近

な

森

に

親

し

ん

で

い

く

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

た

め

に

は

ど

う

し

た

ら

よ

い

の

で

し

ょ

う

か

。

こ

と

に

つ

い

て

は

、

次

の

２

の

と

こ

ろ

で

少

し

詳

し

く

考

え

て

み

ま

し

ょ

う

。 

 

２ 

親

し

み

の

あ

る

森

へ 
～

親

林

性

の

創

出

～ 

 

本

章

―

１
「

な

ぜ

、
身

近

な

森

を

守

る

の

で

し

ょ

う

」
で

述

べ

ま

し

た

よ

う

に

、
身

近

な

森

を

守

る

と

い

う

こ

と

は

、

利

用

し

な

が

ら

守

る

、

言

い

か

え

れ

ば

利

用

す

る

こ

と

と

保

存

し

て

い

く

こ

と

の

接

点

を

求

め

て

い

く

こ

と

と

い

え

ま

す

。

こ

の

こ

と

は

、

そ

の

成

立

の

過

程

か

ら

い

っ

て

、

雑

木

林

に

と

っ

て

は

大

変

重

要

な

こ

と

で

す

。

そ

し

て

、

結

論

か

ら

い

い

ま

す

と

、

こ

の

「

利

用

し

な

が

ら

守

る

」

た

め

の

キ

ー

コ

ン

セ

プ

ト

と

し

て

、

私

た

ち

は

「

親

林

性

」

を

提

案

い

た

し

ま

す

。 

 

で

は

、
「

親

林

性

」

と

は

い

っ

た

ど

の

よ

う

な

も

の

な

の

で

し

ょ

う

。
「

親

林

性

」

と

は

文

字

ど

お

り

「

林

（

森

）

に

親

し

む

」

こ

と

で

す

。

で

は

、
「

親

し

む

」

と

は

？ 

 

親

し

む

と

は

、

た

ん

に

馴

れ

親

し

む

こ

と

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

森

（

自

然

と

言

い

か

え

る

こ

と

も

で

き

ま

す

）

の

も

つ

摂

理

を

知

り

、

そ

の

複

雑

さ

を

学

び

、

豊

か

さ

や

恵

み

に

感

謝

し

、

偉

大

な

力

を

恐

れ

る

、

そ

の

よ

う

な

心

を

養

う

こ

と

で

す

。

そ

の

た

め

に

、

ま

ず

身

近

な

森

に

近

づ

い

て

い

き

ま

し

ょ

う

、

と

い

う

の

が

私

た

ち

の

考

え

方

で

す

。 
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こ

こ

で

、

今

で

は

一

般

的

に

認

め

ら

れ

て

い

る

「

親

水

性

」

と

い

う

考

え

方

と

比

べ

る

こ

と

に

よ

り

「

親

林

性

」

の

考

え

方

を

説

明

し

て

み

ま

し

ょ

う

。 

 

以

前

、
川

は

生

活

の

場

で

あ

り

同

時

に

遊

び

の

場

で

も

あ

る

と

い

う

具

合

に

、
日

常

生

活

と

密

接

し

た

存

在

で

し

た

。

こ

こ

で

は

、

水

の

事

故

も

あ

り

ま

し

た

し

洪

水

な

ど

の

水

害

も

あ

り

ま

し

た

が

、

人

と

川

は

緊

張

関

係

を

保

ち

な

が

ら

共

存

し

て

い

ま

し

た

。

そ

の

後

、

急

激

な

都

市

化

に

よ

り

川

ぞ

い

に

も

住

宅

が

密

集

す

る

よ

う

に

な

り

、

生

活

雑

排

水

な

ど

に

よ

り

水

は

汚

れ

て

、

川

は

そ

の

地

域

に

生

活

す

る

人

々

に

と

っ

て

価

値

の

あ

る

も

の

で

な

く

な

っ

た

ば

か

り

で

な

く

、

浸

水

な

ど

を

引

き

起

こ

す

脅

威

の

存

在

だ

け

に

な

り

ま

し

た

。 

 

こ

こ

で

、
人

は

技

術

に

よ

り

川

と

人

を

隔

絶

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

一

面

的

な

安

全

性

と

快

適

性

を

確

保

し

ま

し

た

が

、

川

と

の

付

き

合

い

方

を

忘

れ

て

し

ま

う

結

果

と

な

り

ま

し

た

。

そ

し

て

今

、

再

び

生

活

環

境

の

重

要

な

要

素

と

し

て

川

（

水

、

水

辺

）

の

存

在

が

見

直

さ

れ

、

新

し

い

川

と

の

付

き

合

い

方

が

求

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

、

そ

の

キ

ー

コ

ン

セ

プ

ト

と

し

て

「

親

水

性

」

が

提

唱

さ

れ

た

の

で

し

た

。 

 

こ

の

よ

う

な

考

え

方

は

、

私

た

ち

が

今

問

題

に

し

て

い

る

身

近

な

森

に

つ

い

て

も

大

変

参

考

に

な

る

も

の

で

す

。

今

ま

で

、

身

近

な

森

は

住

む

人

に

と

っ

て

あ

ま

り

価

値

の

な

い

も

の

で

あ

り

、

反

対

に

そ

こ

を

開

発

す

る

こ

と

に

よ

り

、

都

市

的

な

居

住

環

境

の

快

適

性

を

得

て

き

ま

し

た

。

か

り

に

残

っ

て

い

た

と

し

て

も

、

開

発

予

定

地

と

し

て

存

在

す

る

だ

け

で

あ

い

か

わ

ら

ず

何

の

価

値

も

認

め

ら

れ

ま

せ

ん

で

し

た

。

そ

こ

で

、

私

た

ち

は

豊

か

な

生

活

環

境

の

大

切

な

装

置

と

し

て

、

身

近

な

森

の

存

在

を

見

直

す

と

と

も

に

、

新

た

な

付

き

合

い

方

を

探

し

て

い

く

た

め

に

「

親

林

性

」

を

提

案

す

る

の

で

す

。
つ

ま

り

、
「

親

林

性

」
と

は

身

近

に

存

在

す

る

森

を

、
地

域

で

生

活

す

る

人

々

に

と

っ

て

よ

り

価

値

あ

る

も

の

に

し

て

い

く

た

め

の

キ

ー

コ

ン

セ

プ

ト

な

の

で

す

。 
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た

だ

し

、

こ

こ

で

気

を

つ

け

て

お

く

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

そ

れ

は

、

人

に

と

っ

て

よ

り

価

値

の

あ

る

も

の

に

し

て

い

く

と

い

っ

て

も

、
そ

の

価

値

と

は

一

面

的
・
一

時

代

的

な

も

の

を

指

す

の

で

は

な

い

、
と

い

う

こ

と

で

す

。
現

在

ま

で

、

森

は

時

代

時

代

の

社

会

的

・

経

済

的

要

請

に

応

え

る

形

で

、

ま

た

、

そ

の

時

代

の

大

き

い

声

の

方

向

に

引

っ

張

ら

れ

る

と

い

う

形

で

、

造

ら

れ

壊

さ

れ

て

き

ま

し

た

。

こ

れ

か

ら

は

、

こ

れ

ら

の

反

省

に

た

っ

て

、

ま

ず

今

残

っ

て

い

る

森

は

最

優

先

に

残

す

、

と

い

う

こ

と

が

大

切

で

あ

り

、

そ

の

た

め

の

「

親

林

性

」

で

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

言

い

か

え

れ

ば

、
「

親

林

性

」

は

、

時

代

を

超

越

し

た

コ

ン

セ

プ

ト

な

の

で

す

。 

 

先

に

、
森

に

親

し

む

と

は

、
た

ん

に

馴

れ

親

し

む

こ

と

で

は

な

く

、
森

の

も

つ

摂

理

を

知

り

、
そ

の

複

雑

さ

を

学

び

、

豊

か

さ

や

恵

み

に

感

謝

し

、

偉

大

な

力

を

恐

れ

る

、

そ

の

よ

う

な

心

を

養

う

こ

と

で

あ

る

と

述

べ

、

そ

の

た

め

の

キ

ー

コ

ン

セ

プ

ト

と

し

て

「

親

林

性

」

と

い

う

も

の

を

提

案

し

ま

し

た

。

こ

こ

で

、

例

え

ば

子

供

の

立

場

に

た

っ

て

「

親

林

性

」

と

い

う

の

を

考

え

て

み

ま

し

ょ

う

。

今

ま

で

、

大

人

は

子

供

に

対

し

て

「

森

に

入

る

と

危

な

い

」

と

い

う

漠

然

と

し

た

考

え

（

心

配

）

か

ら

、

子

供

を

森

か

ら

遠

ざ

け

て

き

ま

し

た

。

ま

た

、

そ

の

こ

と

に

よ

っ

て

子

供

も

木

登

り

を

し

た

り

木

の

実

を

食

べ

た

り

し

て

遊

ぶ

こ

と

を

知

ら

な

い

で

育

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

要

す

る

に

、

雑

木

林

が

身

近

に

あ

り

な

が

ら

、

そ

こ

に

は

入

れ

な

い

と

思

い

込

ん

で

し

ま

っ

て

い

た

の

で

す

。

こ

の

よ

う

な

子

供

に

と

っ

て

、

森

の

も

つ

さ

ま

ざ

ま

な

顔

、

豊

か

さ

、

楽

し

さ

、

怖

さ

を

体

感

す

る

た

め

に

は

、

ま

ず

森

の

な

か

で

遊

ぶ

こ

と

か

ら

始

め

る

の

が

よ

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

森

の

な

か

で

怖

さ

と

緊

張

関

係

を

保

ち

な

が

ら

、

既

成

の

遊

び

道

具

の

な

い

と

こ

ろ

で

無

か

ら

有

を

作

り

出

す

よ

う

に

自

由

に

遊

ぶ

。
そ

こ

で

、
い

ろ

い

ろ

な

生

物

の

活

動

を

学

び

、
生

命

の

尊

さ

を

知

り

、

た

ま

に

ヒ

ヤ

リ

ハ

ッ

ト

体

験

も

す

る

。

こ

の

よ

う

な

雑

木

林

は

、

子

供

に

と

っ

て

代

え

が

た

い

大

変

な

価

値

を

持

つ

も

の

で

あ

り

、

か

け

が

え

の

な

い

存

在

な

の

で

す

。

こ

の

こ

と

が

、

子

供

に

と

っ

て

の

「

親

林

性

」

な

の

で

は

な

い

で

し
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ょ

う

か

。 

 
「

親

林

性

」
の

内

容

に

つ

い

て

は

、
こ

れ

と

い

っ

た

固

定

的

な

も

の

は

あ

り

ま

せ

ん

。
今

ま

で

述

べ

ま

し

た

よ

う

に

、

生

物

の

活

動

を

学

び

、

生

命

の

尊

さ

を

知

り

、

た

ま

に

ヒ

ヤ

リ

ハ

ッ

ト

体

験

を

す

る

と

い

う

こ

と

は

子

供

に

と

っ

て

の

「

親

林

性

」

で

あ

り

ま

す

し

、

ま

た

本

章

―

１

「

な

ぜ

、

身

近

な

森

を

守

る

の

で

し

ょ

う

」

の

と

こ

ろ

で

紹

介

し

ま

し

た

私

た

ち

研

究

チ

ー

ム

の

実

施

し

た

ア

ン

ケ

ー

ト

結

果

に

現

れ

ま

し

た

よ

う

に

、

身

近

な

森

に

対

し

て

期

待

さ

れ

る

心

や

体

の

健

康

、
や

す

ら

ぎ

な

ど

非

物

質

的
・
精

神

的

な

効

用

も
「

親

林

性

」
の

具

体

的

な

内

容

の

ひ

と

つ

の

例

で

す

が

、

そ

の

す

べ

て

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。 

 

「

親

林

性

」

と

は

、

身

近

な

所

に

あ

る

森

と

そ

の

地

域

の

人

々

と

の

か

か

わ

り

方

か

ら

個

々

に

導

き

出

さ

れ

て

い

く

も

の

な

の

で

す

が

、
「

親

林

性

」
を

考

え

て

い

く

に

あ

た

っ

て

最

低

限

、
次

の

こ

と

が

確

保

さ

れ

て

い

る

必

要

が

あ

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

    

例

え

ば

、

一

部

の

公

園

や

遊

園

地

な

ど

の

よ

う

に

、

利

用

時

間

が

管

理

側

の

都

合

に

よ

り

制

限

さ

れ

て

い

る

よ

う

な

も

の

で

は

な

い

こ

と

で

す

。 

   

第

一

に

、

何

時

で

も

森

を

利

用

で

き

る

こ

と

。 

 

第

二

に

、

誰

で

も

森

を

利

用

で

き

る

こ

と

。 
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例

え

ば

、

会

員

制

ス

ポ

ー

ツ

ク

ラ

ブ

な

ど

の

よ

う

に

、

利

用

で

き

る

人

と

利

用

で

き

な

い

人

が

完

全

に

区

別

さ

れ

て

い

る

よ

う

な

も

の

で

は

な

い

こ

と

で

す

。 

    

例

え

ば

、
観

光

農

園

の

よ

う

に

、
利

用

す

る

目

的

や

方

法

な

ど

を

極

端

に

制

限

す

る

よ

う

な

も

の

で

な

い

こ

と

で

す

。 

 

以

上

の

三

つ

を

私

た

ち

は

【

親

林

性

の

三

要

素

】

と

呼

び

た

い

と

思

い

ま

す

。 

も

ち

ろ

ん

、
「

何

時

で

も

、
誰

で

も

、
何

の

た

め

で

も

」
と

い

っ

て

も

、
森

を

傷

つ

け

た

り

他

の

利

用

者

に

迷

惑

を

か

け

た

り

す

る

こ

と

の

な

い

よ

う

に

と

い

う

最

低

限

の

マ

ナ

ー

は

あ

り

ま

す

が

。 

 

さ

て

、

次

に

「

親

林

性

」

の

あ

る

森

を

つ

く

り

だ

し

て

い

く

た

め

の

方

策

に

つ

い

て

私

た

ち

の

考

え

を

簡

単

に

述

べ

て

み

ま

す

。

こ

れ

は

、
「

親

林

性

」

の

あ

る

森

を

つ

く

り

だ

し

て

い

く

た

め

の

条

件

と

い

え

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。 

    

こ

れ

は

、
物

理

的

に

人

が

入

れ

る

状

態

を

さ

し

ま

す

。
例

え

ば

、
有

刺

鉄

線

な

ど

で

閉

鎖

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

で

す

。 

   

第

三

に

、

何

の

た

め

で

も

森

を

利

用

で

き

る

こ

と

。 

第

一

に

、

森

の

中

に

入

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。 

第

二

に

、

最

低

限

の

安

全

性

が

確

保

さ

れ

て

い

る

こ

と

。 
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親

し

む

た

め

に

は

最

低

限

の

安

全

性

が

必

要

で

す

。

例

え

ば

、

倒

木

の

危

険

が

あ

っ

た

り

し

て

は

い

け

な

い

と

い

う

こ

と

で

す

。 

    

こ

れ

は

、

ト

イ

レ

の

整

備

な

ど

の

衛

生

面

で

の

配

慮

、

表

示

板

の

整

備

な

ど

の

利

用

面

で

の

利

便

性

、

森

の

な

か

を

明

る

く

し

視

野

を

確

保

す

る

こ

と

な

ど

で

す

。 

    

森

の

先

住

の

生

物

が

豊

か

で

生

態

系

が

尊

重

さ

れ

る

状

態

で

あ

る

こ

と

で

す

。

例

え

ば

、

都

市

公

園

に

み

ら

れ

る

よ

う

に

過

去

か

ら

の

自

然

生

態

系

を

断

ち

切

っ

た

も

の

で

は

い

け

な

い

と

い

う

こ

と

で

す

。 

    

森

に

対

す

る

法

規

制

や

所

有

者

の

意

思

な

ど

に

よ

り

、
森

の

中

で

の

活

動

が

極

端

に

制

約

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

で

す

。 

 

以

上

の

五

つ

を

「

親

林

性

の

三

要

素

」

に

対

し

て

【

親

林

性

の

五

条

件

】

と

呼

ん

で

み

た

い

と

思

い

ま

す

。 

 

な

お

、
「

親

林

性

」

の

あ

る

森

の

具

体

的

な

イ

メ

ー

ジ

、

つ

ま

り

「

親

林

性

の

三

要

素

」

及

び

「

親

林

性

の

五

条

件

」

第

三

に

、

森

の

中

で

活

動

す

る

に

あ

た

っ

て

、

あ

る

程

度

の

快

適

性

が

確

保

さ

れ

て

い

る

こ

と

。 

第

四

に

、

多

種

多

様

な

生

物

が

生

息

し

て

い

る

こ

と

。 

第

五

に

、

森

の

中

で

い

ろ

い

ろ

な

こ

と

が

で

き

る

可

能

性

が

あ

る

こ

と

。 
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の

よ

り

具

体

的

な

イ

メ

ー

ジ

に

つ

い

て

は

、

研

究

チ

ー

ム

が

実

施

し

た

ア

ン

ケ

ー

ト

の

調

査

地

を

舞

台

と

し

てⅦ

「

さ

あ

、

み

ん

な

の

森

を

つ

く

ろ

う

」

で

述

べ

る

こ

と

に

し

ま

す

。 

 

最

後

に

、

身

近

な

森

を

誰

が

ど

の

よ

う

な

方

法

で

守

っ

て

い

く

の

か

と

い

う

問

題

、

そ

し

て

森

に

親

し

む

と

い

う

こ 

と

に

よ

り

生

じ

る

さ

ま

ざ

ま

な

問

題

に

つ

い

て

、

３

で

私

た

ち

の

考

え

方

を

述

べ

て

み

ま

す

。 

 

３ 

み

ん

な

の

森

へ

～

「

現

代

版

【
い

り

あ

い

入

会

】
」

の

創

造

～ 

(

１)

個

人

か

ら

行

政

へ

、

そ

し

て

地

域

へ

の

回

帰 

 

森

を

管

理

し

て

い

く

主

体

は

、

こ

れ

ま

で

、

個

人

か

ら

行

政

へ

と

移

り

変

わ

っ

て

き

ま

し

た

。 

 

そ

の

背

景

と

し

て

は

、

一

つ

に

は

、

森

林

所

有

者

が

、

森

へ

の

手

入

れ

を

行

わ

な

く

な

っ

て

き

た

こ

と

が

あ

げ

ら

れ

ま

す

。

そ

れ

は

森

を

、

経

済

活

動

と

い

う

枠

組

で

と

ら

え

て

み

れ

ば

、

そ

の

評

価

が

低

下

し

た

こ

と

に

よ

り

ま

す

。

特

に

都

市

の

身

近

な

森

に

お

い

て

は

、

木

材

生

産

と

し

て

の

機

能

を

失

っ

た

時

、

森

は

森

林

所

有

者

に

と

っ

て

は

も

は

や

自

己

の

財

産

の

一

つ

の

形

態

に

し

か

す

ぎ

な

く

な

っ

た

の

で

し

た

。

土

地

と

立

木

か

ら

な

る

森

も

、

換

金

可

能

な

財

と

し

て

の

土

地

の

み

が

意

識

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

す

。 

 

二

つ

に

は

、

経

済

活

動

を

超

え

た

人

間

の

生

活

環

境

と

い

う

視

点

か

ら

、

森

の

環

境

保

全

機

能

の

評

価

が

高

ま

り

つ

つ

あ

る

こ

と

で

す

。

そ

し

て

、

こ

の

環

境

保

全

機

能

を

維

持

す

る

た

め

に

行

政

に

よ

る

管

理

の

比

率

が

ふ

え

て

き

て

い

る

わ

け

で

す

。 

 

し

か

し

な

が

ら

、

身

近

な

森

に

つ

い

て

み

れ

ば

、

環

境

保

全

機

能

を

守

る

た

め

の

行

政

の

施

策

は

、

重

複

し

、

競

合

し

、

ま

た

あ

る

所

で

は

ほ

ぼ

空

白

と

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

、

す

で

にⅢ
─

３

「

今

、

森

は

」

に

お

い

て

行

際

と

い

 80 



 

う

考

え

方

と

し

て

説

明

し

て

き

ま

し

た

が

、

こ

の

行

政

機

能

の

狭

間

、

つ

ま

り

行

政

が

施

策

の

た

め

の

価

値

を

見

出

し

得

な

い

地

帯

＝

総

合

的

施

策

の

空

白

地

帯

に

お

け

る

新

し

い

管

理

の

担

い

手

を

ど

こ

に

求

め

る

か

、

ま

た

、

そ

の

管

理

手

法

を

ど

の

よ

う

に

構

築

し

て

い

く

の

か

が

、

今

後

、

身

近

な

森

を

保

続

し

て

い

く

た

め

に

重

要

な

こ

と

で

あ

る

と

思

い

ま

す

。

研

究

チ

ー

ム

は

、

そ

の

担

い

手

は

行

政

で

は

な

く

、

地

域

に

あ

る

と

考

え

ま

し

た

。 

(

２)

「

現

代

版

【

入

会

】
」

を

つ

く

ろ

う 

 

身

近

な

森

は

、

昔

は

、

そ

れ

を

必

要

と

し

、

利

用

し

て

い

た

人

々

に

よ

っ

て

守

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

例

え

ば

、

農

用

林

野

に

代

表

さ

れ

る

よ

う

に

、

生

活

に

必

要

で

あ

っ

た

森

は

、

村

落

共

同

体

に

よ

り

『

掟

』

を

定

め

、

共

同

利

用

・

共

同

管

理

が

行

わ

れ

て

き

ま

し

た

。

こ

れ

を

一

般

に

は

、Ⅲ

―

１

「

昔

は

」

で

説

明

し

ま

し

た

よ

う

に

入

会

（

制

度

）

と

呼

ん

で

い

ま

し

た

。 

 

こ

の

よ

う

に

入

会

と

は

、
生

活

に

必

要

不

可

欠

で

あ

る

森

林

資

源

を

永

続

的

に

利

用

す

る

方

法

で

あ

り

、
い

わ

ば

人

々

は

森

を

生

活

基

盤

と

し

て

認

識

し

、

そ

の

価

値

を

永

く

発

揮

で

き

る

よ

う

森

と

の

付

き

合

い

方

や

利

用

方

法

を

住

民

合

意

に

基

づ

き

つ

く

り

あ

げ

た

も

の

で

す

。
こ

の

入

会

制

度

を

一

橋

大

学

助

教

授

の

室

田

武

氏

は

、
「

（

注

９

）

共

同

体

内

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

と

時

間

の

更

新

性

を

保

障

す

る

」

優

れ

た

メ

カ

ニ

ズ

ム

と

捉

え

な

お

し

て

い

ま

す

。 

 

そ

こ

で

、

本

章

―

２

「

親

し

み

の

あ

る

森

へ

～

親

林

性

の

創

出

～

」

で

述

べ

た

よ

う

な

親

林

性

と

い

う

新

た

な

価

値

を

そ

な

え

た

森

に

つ

い

て

も

、

地

域

住

民

が

こ

れ

を

守

っ

て

い

く

た

め

に

今

日

的

な

『

掟

』

を

決

め

て

い

か

な

け

れ

ば

い

け

な

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

そ

し

て

、

こ

の

『

掟

』

は

長

期

的

に

存

続

す

べ

き

も

の

で

あ

り

、

各

々

の

負

担

が

最

小

限

に

保

た

れ

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。
研

究

チ

ー

ム

は

こ

れ

を
『

現

代

版
【

入

会

】
』
と

呼

び

こ

の

理

念

に

よ

る

シ

ス

テ

ム

づ

く

り

を

提

言

し

て

い

き

た

い

と

思

い

ま

す

。 
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し

か

し

、

今

日

の

身

近

な

森

に

は

、

土

地

所

有

者

、

住

民

、

行

政

等

の

多

層

で

、

多

重

な

集

団

の

思

惑

が

あ

り

、

過

去

の

「

入

会

」

を

そ

の

ま

ま

現

代

に

復

活

さ

せ

る

の

は

不

可

能

で

あ

る

こ

と

は

い

う

ま

で

も

あ

り

ま

せ

ん

。 

 

「

現

代

版
【

入

会

】
」
の

基

本

理

念

と

は

、
森

林

総

体

を

活

用

し

心

身

の

健

康

を

め

ざ

す

も

の

で

あ

り

、
森

を

生

活

に

お

け

る

精

神

の

拠

り

ど

こ

ろ

と

し

て

い

こ

う

と

す

る

も

の

で

す

。

そ

の

キ

ー

コ

ン

セ

プ

ト

と

し

て

は

既

に

述

べ

て

き

た

よ

う

に

う

る

お

い

、

健

康

、

や

す

ら

ぎ

な

ど

を

考

え

て

ま

す

。 

 

つ

ま

り

、
研

究

チ

ー

ム

が

提

言

す

る
「

現

代

版
【

入

会

】
」
と

は

一

言

で

い

え

ば

、
直

接

的

利

害

関

係

に

あ

る

住

民

と

所

有

者

に

よ

る

相

互

管

理

の

こ

と

で

あ

り

、

そ

れ

を

地

域

住

民

で

つ

く

り

あ

げ

る

合

意

形

成

の

キ

ー

は

、

う

る

お

い

、

健

康

、

や

す

ら

ぎ

な

ど

森

か

ら

の

メ

ン

タ

ル

な

受

益

を

定

着

さ

せ

る

こ

と

だ

と

考

え

て

い

ま

す

。 

 

そ

し

て

管

理

手

法

と

し

て

は

、

共

同

管

理

、

共

同

利

用

を

原

則

と

し

た

「

入

会

」

を

現

代

風

に

ア

レ

ン

ジ

し

た

も

の

で

す

。

こ

れ

に

は

、

身

近

な

森

に

好

意

を

よ

せ

て

い

る

人

だ

け

で

な

く

、

そ

う

で

な

い

人

も

含

め

て

考

え

な

く

て

は

な

り

ま

せ

ん

。 

 

こ

の

シ

ス

テ

ム

は

身

近

な

森

の

新

た

な

価

値

づ

け

に

は

じ

ま

っ

て

地

域

住

民

・

所

有

者

の

合

意

形

成

、

森

づ

く

り

、

管

理

お

よ

び

利

用

方

法

な

ど

の

調

整

を

包

含

し

た

も

の

な

の

で

す

。 

 

名

称

と

し

て

は

、

も

し

入

会

と

い

う

言

葉

に

昔

の

つ

ら

い

森

林

で

の

作

業

、

あ

る

い

は

『

掟

』

に

ま

つ

わ

る

暗

い

イ

メ

ー

ジ

が

あ

る

の

な

ら

、
私

た

ち

の

身

近

に

あ

る

森

、
つ

ま

り

住

居

に

近

接

す

る

森

を

愛

す

る

と

い

う

意

味

で
【

い

り

居

林

あ

い愛

】

と

名

付

け

て

も

よ

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

こ

の
「

現

代

版
【

入

会

】
」
が

都

市

化

の

進

む

神

奈

川

に

必

要

と

さ

れ

る

理

由

は

、
良

好

な

居

住

環

境

と

し

て

、
身

近

な

森

を

保

全

す

る

た

め

の

手

段

と

し

て

だ

け

で

は

な

く

、

親

林

性

を

つ

く

り

だ

し

て

い

く

た

め

で

も

あ

る

の

で

す

。 
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(

３)

整

い

つ

つ

あ

る

諸

条

件 

 
森

に

関

す

る

行

政

に

対

す

る

市

民

か

ら

の

要

望

を

、

居

住

環

境

と

い

う

視

点

で

見

れ

ば

、

横

浜

市

の

市

民

要

望

を

と

り

ま

と

め

た

「

昭

和

六

一

年

度

市

民

情

報

カ

ー

ド

集

計

誌

『

声

』
」

に

よ

る

と

、
「

緑

地

保

全

」

に

関

す

る

市

民

の

声

は

六

五

〇

件

で

す

。

こ

れ

は

総

件

数

八

，

六

〇

九

件

の

八

％

に

当

た

り

、

こ

こ

数

年

増

加

傾

向

に

あ

り

ま

す

。

こ

れ

は

川

崎

市

の

「

川

崎

市

民

意

識

実

態

調

査

（

昭

和

六

三

年

九

月

）
」

に

お

い

て

も

同

じ

よ

う

な

結

果

が

み

ら

れ

ま

す

。 

 

こ

れ

ら

の

背

景

と

し

て

、

横

浜

市

の

場

合

に

は

、

市

緑

政

局

の

「

第

四

次

緑

地

環

境

診

断

調

査

」

に

よ

る

と

、

緑

地

は

六

二

年

で

は

五

〇

年

に

く

ら

べ

約

二

割

に

あ

た

る

、

三

，

四

七

九

ｈａ

も

減

少

し

て

い

る

こ

と

が

あ

げ

ら

れ

ま

す

。

そ

し

て

、

そ

の

な

か

で

も

樹

林

地

の

減

少

は

二

，

三

六

六

ｈａ

を

占

め

、

緑

地

の

減

っ

た

要

因

が

主

に

樹

林

地

を

対

象

と

し

た

宅

地

開

発

に

あ

っ

た

こ

と

を

う

か

が

わ

せ

て

い

て

、

こ

れ

ら

が

市

民

の

緑

に

関

す

る

要

望

と

な

っ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

ま

す

。 

 

そ

れ

ら

の

背

景

の

一

つ

と

し

て

、

神

奈

川

県

全

体

の

都

市

公

園

の

面

積

が

、

六

一

年

で

県

民

一

人

当

た

り

二

・

七

六

㎡

で

あ

り

、

全

国

平

均

の

四

・

九

㎡

に

比

べ

て

低

い

水

準

に

あ

る

と

い

う

こ

と

が

考

え

ら

れ

ま

す

。 

 

次

に

、

生

活

の

か

な

り

の

部

分

を

占

め

る

余

暇

の

利

用

と

い

う

こ

と

か

ら

森

林

の

利

用

を

見

て

み

ま

し

ょ

う

。

余

暇

開

発

セ

ン

タ

ー

の

六

一

年

の

調

査

で

は

、

森

林

浴

や

自

然

観

察

と

い

う

森

林

に

関

す

る

施

設

整

備

の

需

要

は

、

大

き

い

も

の

が

あ

る

と

い

う

結

果

が

で

て

い

ま

す

。 

 

こ

れ

は

、
五

九

年

の

横

浜

市

中

区

の
「

ハ

ロ

ー

横

浜

」
区

民

祭

り

の

際

に
「

横

浜

い

い

じ

ゃ

ん

会

」
が

行

っ

（

注

1
0

）

た

「

し

て

み

た

い

遊

び

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

」
で

も
「

自

然

と

遊

ぶ

」
の

分

類

が

三

五

％

を

占

め

第

一

位

と

な

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

わ

か

り

ま

す

。

ま

た

、
「

し

て

み

た

い

遊

び

」

の

種

類

で

は

、

木

登

り

が

第

二

位

と

な

っ

て

い

る

の

で

す

。 
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こ

の

よ

う

に

、

緑

に

対

す

る

要

望

と

森

林

の

余

暇

利

用

の

可

能

性

は

大

き

く

、

こ

れ

が

身

近

な

森

に

対

し

て

す

ぐ

に

あ

て

は

ま

る

わ

け

で

は

な

い

に

し

て

も

、

そ

の

可

能

性

も

ま

た

大

き

い

の

で

す

。 

 

加

え

て

基

本

的

な

時

代

の

流

れ

と

し

て

は

、

人

々

の

関

心

は

「

読

ん

で

知

る

も

の

」

か

ら

「

見

て

知

る

も

の

」

に

、

さ

ら

に

は

実

際

に

「

や

っ

て

知

る

も

の

」

へ

と

変

化

し

つ

つ

あ

り

ま

す

。

カ

ル

チ

ャ

ー

化

と

い

わ

れ

る

現

象

を

考

え

て

み

て

も

わ

か

り

ま

す

よ

う

に

、

人

々

は

も

は

や

映

像

な

ど

の

技

術

だ

け

で

は

体

感

で

き

な

い

実

感

を

求

め

る

時

代

に

な

っ

て

き

た

こ

と

が

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。 

 

さ

て

、

研

究

チ

ー

ム

が

行

っ

た

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

を

は

じ

め

各

種

の

調

査

結

果

に

お

い

て

も

、

地

域

住

民

の

間

に

自

主

管

理

へ

の

合

意

形

成

の

動

き

が

芽

生

え

つ

つ

あ

る

こ

と

が

わ

か

り

ま

す

。

地

域

の

住

民

の

意

識

も

、

た

ん

に

行

政

に

要

求

し

依

存

す

る

要

求

型

か

ら

、

自

主

的

に

、

自

前

主

義

で

地

域

の

管

理

主

体

と

し

て

み

ず

か

ら

行

動

し

、

体

感

し

て

い

こ

う

と

す

る

も

の

に

変

化

し

つ

つ

あ

り

ま

す

。 

 

こ

れ

は
「

現

代

版
【

入

会

】
」
の

芽

生

え

と

い

っ

て

良

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。Ⅶ

「

さ

あ

、
み

ん

な

の

森

を

つ

く

ろ

う

」

で

述

べ

ま

す

が

、

全

国

の

事

例

で

も

そ

の

動

き

が

見

ら

れ

ま

す

。 

(

４)

横

浜

市

民

の

森

か

ら

考

え

る 

 

さ

て

、
身

近

な

森

の

今

後

を

考

え

る

う

え

で

、
重

要

な

要

素

で

あ

る

森

林

所

有

者

の

意

向

は

ど

う

な

の

で

し

ょ

う

か

。

「

横

浜

市

民

の

森

」

が

身

近

な

森

を

守

っ

て

い

く

た

め

の

有

効

な

施

策

と

し

て

機

能

し

、

全

国

に

波

及

し

て

い

る

こ

と

は

よ

く

知

ら

れ

て

い

ま

す

。

現

在

一

七

カ

所

、

小

さ

い

も

の

は

二

・

三

ｈａ

か

ら

大

き

い

も

の

は

八

二

・

五

ｈａ

ま

で

指

定

総

面

積

三

〇

一

・

九

ｈａ
に

及

ん

で

お

り

、

ま

た

利

用

者

の

九

割

余

が

市

内

居

住

者

と

、

横

浜

市

民

の

生

活

に

す

っ

か

り

溶

け

込

ん

で

い

る

と

い

え

ま

す

。 
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こ

の
『

市

民

の

森

』
制

度

の

考

え

方

か

ら

、
森

林

所

有

者

を

め

ぐ

る
「

現

代

版
【

入

会

】
」
の

方

向

を

探

っ

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。 

 

市

民

の

森

の

概

要

は

次

の

と

お

り

で

す

。

市

民

の

森

制

度

は

、

森

林

所

有

者

と

市

の

双

方

に

メ

リ

ッ

ト

が

あ

っ

て

実

現

し

た

も

の

で

す

。

森

林

所

有

者

が

林

地

を

市

民

の

森

と

し

て

提

供

し

、

市

が

こ

れ

を

整

備

し

、

森

林

所

有

者

に

は

、

固

定

資

産

税

及

び

都

市

計

画

税

の

課

税

相

当

額

、

並

び

に

利

用

に

よ

る

樹

木

及

び

隣

接

し

た

農

地

の

農

作

物

な

ど

の

被

害

額

を

勘

案

し

た

額

を

、
「

市

民

の

森

奨

励

金

」

と

し

て

交

付

し

ま

す

。 

 

市

民

の

森

の

管

理

に

つ

い

て

は

、

森

林

所

有

者

を

中

心

と

し

た

「

市

民

の

森

愛

護

会

」

が

当

た

り

ま

す

。

愛

護

会

の

構

成

は

さ

ま

ざ

ま

で

す

が

、

市

民

の

森

が

評

価

さ

れ

る

の

は

、

ま

さ

に

、

市

民

参

加

に

よ

り

地

域

住

民

が

、

森

の

管

理

の

一

部

を

担

っ

て

い

る

こ

と

に

あ

り

ま

す

。 

 

し

か

し

、

税

金

相

当

分

は

市

か

ら

補

填

さ

れ

る

と

は

い

え

、

森

林

所

有

者

に

と

っ

て

は

、

土

地

を

売

却

す

れ

ば

得

ら

れ

る

『

み

な

し

利

益

』

が

考

慮

さ

れ

て

い

な

い

不

満

が

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

利

用

者

の

マ

ナ

ー

の

低

い

こ

と

も

不

満

の

一

つ

で

す

。
こ

の

マ

ナ

ー

の

問

題

を

引

き

金

と

し

て

、
「

三

保

市

民

の

森

」
が

一

時

期

閉

鎖

に

追

い

込

ま

れ

た

こ

と

も

あ

り

ま

し

た

。 

 

こ

の

よ

う

な

状

況

の

も

と

、

当

初

に

比

べ

契

約

期

間

も

短

縮

さ

れ

、

奨

励

金

も

増

額

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

ま

た

、

現

在

の

地

価

高

騰

に

よ

る

根

強

い

宅

地

化

の

要

請

が

将

来

の

課

題

と

し

て

あ

り

ま

す

。

そ

し

て

、

市

街

化

区

域

内

農

地

の

宅

地

並

み

課

税

の

動

き

は

、

営

農

家

も

多

い

市

民

の

森

の

森

林

所

有

者

に

少

な

か

ら

ぬ

影

響

を

与

え

、

売

却

の

動

き

に

つ

な

が

る

と

思

わ

れ

ま

す

。

こ

の

よ

う

に

、

今

後

の

市

民

の

森

を

め

ぐ

る

情

勢

は

厳

し

い

も

の

が

あ

る

と

い

え

ま

す

。 
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次

に

、
主

要

な

問

題

点

で

あ

る

、
税

金

と

マ

ナ

ー

の

問

題

か

ら
「

現

代

版
【

入

会

】
」
の

方

向

を

少

し

考

え

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。 
ア 
税

金

に

つ

い

て 

 

市

民

の

森

の

森

林

所

有

者

の

意

識

に

は

、

親

か

ら

引

き

継

い

だ

森

を

で

き

る

こ

と

な

ら

残

し

た

い

と

い

う

こ

と

、

ま

た

所

有

権

は

手

放

し

た

く

は

な

い

が

情

勢

が

変

化

す

れ

ば

処

分

す

る

自

由

は

も

っ

て

い

た

い

と

い

う

こ

と

が

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

所

有

者

の

意

識

と

、

身

近

な

緑

を

求

め

る

市

民

・

行

政

の

考

え

方

が

一

致

し

た

と

こ

ろ

で

市

民

の

森

制

度

が

存

続

し

て

い

る

と

い

え

ま

す

。

こ

こ

で

支

払

わ

れ

る

固

定

資

産

税

な

ど

税

額

相

当

の

奨

励

金

と

い

う

の

は

、

森

林

所

有

者

に

と

っ

て

は

相

当

の

魅

力

を

も

つ

も

の

で

あ

り

、

研

究

チ

ー

ム

が

訪

ね

た

「

飯

島

市

民

の

森

」

で

は

、

森

林

所

有

者

の

方

の

中

で

こ

の

点

を

最

大

の

メ

リ

ッ

ト

と

し

て

あ

げ

ら

れ

て

い

た

方

が

い

ま

し

た

。 

 

も

う

一

つ

、

相

続

税

と

い

う

問

題

が

あ

り

ま

す

。

相

続

に

際

し

て

相

続

税

の

一

部

を

相

続

財

産

で

あ

る

市

民

の

森

の

一

部

を

市

に

売

却

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

支

払

っ

た

と

い

う

例

も

あ

っ

た

と

の

こ

と

で

す

が

、

こ

の

場

合

も

、

森

林

所

有

者

の

意

識

が

市

民

の

森

の

方

を

向

い

て

い

る

か

ど

う

か

に

か

か

っ

て

い

ま

す

。 

 

相

続

税

に

つ

い

て

は

市

民

の

森

に

限

ら

ず

、

身

近

な

森

が

消

滅

し

て

い

く

大

き

な

理

由

と

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

情

勢

を

踏

ま

え

、

六

三

年

度

の

自

民

党

の

税

制

大

綱

の

中

で

も

、

森

林

の

適

正

な

評

価

に

努

め

る

よ

う

特

に

注

文

が

つ

け

ら

れ

て

、

国

で

は

そ

の

た

め

の

実

態

調

査

を

し

、

改

善

に

努

め

て

い

ま

す

。 

イ 

人

材

づ

く

り 

 

マ

ナ

ー

の

低

さ

は

、

利

用

者

で

あ

る

地

域

住

民

自

体

が

管

理

で

き

る

か

と

い

う

問

題

に

つ

な

が

り

ま

す

。

愛

護

会

に

は

地

元

の

ボ

ー

イ

ス

カ

ウ

ト

が

管

理

に

加

わ

る

な

ど

さ

ま

ざ

ま

な

事

例

が

見

ら

れ

ま

す

が

、

中

心

メ

ン

バ

ー

は

森

林

所
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有

者

と

な

っ

て

い

ま

す

。

自

分

の

森

は

自

分

の

手

で

守

り

た

い

と

い

う

こ

と

と

、

地

域

の

住

民

に

は

森

林

管

理

の

技

術

が

な

い

こ

と

な

ど

が

理

由

の

よ

う

で

す

が

、

森

林

所

有

者

に

何

も

か

も

ま

か

せ

な

い

で

、

地

域

住

民

の

管

理

責

任

を

明

確

に

し

、

森

の

担

い

手

を

地

域

か

ら

育

て

て

い

く

方

向

が

望

ま

し

い

姿

と

い

え

ま

し

ょ

う

。 

 

「

飯

島

市

民

の

森

愛

護

会

」

で

は

年

に

一

度

、

会

員

を

主

体

と

し

て

各

地

の

参

考

と

な

る

事

例

の

見

学

を

実

施

し

て

い

る

そ

う

で

す

。
こ

れ

に

よ

り

地

域

住

民

が

、
「

飯

島

市

民

の

森

」
の

あ

る

べ

き

姿

を

そ

れ

ぞ

れ

考

え

る

き

っ

か

け

に

な

れ

ば

と

い

う

狙

い

で

す

。
ま

た

、
「

獅

子

ヶ

谷

市

民

の

森

愛

護

会

」
で

も

森

は

守

る

だ

け

で

は

な

く

育

て

る

も

の

だ

と

い

う

考

え

か

ら

年

に

一

度

、

植

物

園

な

ど

参

考

に

な

る

と

こ

ろ

を

見

学

し

て

い

ま

す

。 

 

さ

て

、
「

市

民

の

森

」
で

は

地

域

住

民

の

意

識

を

高

め

て

い

く

た

め

に

こ

の

よ

う

な

さ

ま

ざ

ま

な

試

み

を

行

っ

て

い

ま

す

が

、
「

横

浜

市

民

の

森

」
だ

け

で

は

な

く

、
県

内

の

身

近

な

森

に

対

し

て

地

域

住

民

の

管

理

責

任

を

求

め

、
担

い

手

を

育

て

て

い

く

と

し

た

ら

、

何

ら

か

の

心

の

つ

な

が

り

と

も

い

え

る

権

利

・

義

務

関

係

が

必

要

に

な

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

そ

の

こ

と

が

研

究

チ

ー

ム

が

提

言

す

る

「

現

代

版

【

入

会

】
」

な

の

で

す

。 

(

５)

「

現

代

版

【

入

会

】
」

の

シ

ス

テ

ム

と

は 

 

身

近

な

森

は

多

彩

で

、

そ

の

利

用

方

法

も

そ

れ

に

と

も

な

い

多

様

で

あ

る

の

で

、

こ

れ

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

シ

ス

テ

ム

は

あ

り

ま

せ

ん

。

地

域

ご

と

森

ご

と

の

「

現

代

版

【

入

会

】
」

が

あ

る

こ

と

が

望

ま

し

い

の

で

す

。 

 

こ

の

シ

ス

テ

ム

に

一

番

大

切

な

こ

と

は

、

地

域

の

声

の

吸

い

上

げ

に

あ

り

ま

す

。

地

域

の

声

と

い

う

の

は

森

に

対

す

る

さ

ま

ざ

ま

な

利

用

の

希

望

だ

け

で

は

な

く

、

森

に

対

す

る

い

ろ

い

ろ

な

苦

情

も

あ

り

ま

す

。 

 

ま

ず

、

森

に

価

値

を

認

め

る

人

が

、

目

的

に

応

じ

た

さ

ま

ざ

ま

な

グ

ル

ー

プ

を

つ

く

り

、

そ

れ

ら

の

活

動

の

積

み

重

ね

に

よ

り

「

現

代

版

【

入

会

】
」

を

形

作

っ

て

い

き

ま

す

。 
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そ

の

イ

メ

ー

ジ

を

（

図─

１

）

に

示

し

て

み

ま

し

た

。

炭

焼

き

の

会

も

そ

の

ひ

と

つ

で

す

。

現

に

、

各

地

で

お

こ

っ

て

い

る

手

製

の

炭

焼

き

運

動

も

あ

り

ま

す

。

こ

の

炭

を

活

性

炭

と

し

て

身

近

な

森

に

あ

る

水

辺

の

水

質

浄

化

に

用

い

る

こ

と

も

で

き

ま

す

。

ま

た

キ

ノ

コ

の

会

な

ど

も

考

え

ら

れ

ま

す

。

地

域

の

子

供

に

は

身

近

な

森

の

維

持

管

理

に

協

力

し

て

も

ら

う

代

わ

り

に

虫

の

里

親

券

、

木

登

り

券

な

ど

を

発

行

し

て

も

よ

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

身

近

な

森

の

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

的

利

用

と

し

て

は

学

習

林

、

体

験

林

な

ど

が

あ

る

と

思

い

ま

す

。 

 

「

現

代

版
【

入

会

】
」
の

タ

イ

プ

に

よ

っ

て

は

、
構

成

員

の

二

ー

ズ

に

応

え

、
あ

る

程

度

の

運

営

資

金

を

確

保

す

る

た

め

に

も

、

身

近

な

森

を

あ

る

程

度

区

分

し

て

グ

ル

ー

プ

ご

と

の

専

用

の

領

域

を

つ

く

る

も

の

も

で

て

く

る

で

し

ょ

う

。

た

だ

し

、

こ

の

場

合

も

「

親

林

性

の

三

要

素

」

の

確

保

の

た

め

に

希

望

者

に

は

必

ず

グ

ル

ー

プ

に

参

加

す

る

道

が

開

け

て

い

る

こ

と

が

大

切

で

す

。 

 

管

理

主

体

と

し

て

、

い

ろ

い

ろ

な

利

用

者

団

体

に

お

願

い

す

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

ま

た

、

地

域

の

森

を

見

守

り

育

ん

で

も

ら

う

た

め

、

地

域

の

学

校

や

自

治

会

な

ど

の

公

的

グ

ル

ー

プ

に

お

願

い

す

る

方

法

も

あ

る

で

し

ょ

う

。

そ

れ

は

地

域

に

と

っ

て

さ

ま

ざ

ま

な

形

態

を

と

っ

て

良

い

と

思

い

ま

す

。

グ

リ

ー

ン

パ

ト

ロ

ー

ル

を

設

け

て

地

域

住

民

に

よ

る

指

導

を

行

う

こ

と

も

考

え

ら

れ

ま

す

。 

 

「

身

近

な

森

現

代

版
【

入

会

】
」
が

幾

つ

か

で

き

た

ら

、
そ

れ

ら

が

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

を

組

ん

で

、
西

ド

イ

ツ

に

み

ら

れ

る

『

森

林

官

』

の

神

奈

川

版

を

設

置

す

る

の

も

よ

い

で

し

ょ

う

。 

 

さ

て

、
「

現

代

版

【

入

会

】
」

の

メ

リ

ッ

ト

、

デ

メ

リ

ッ

ト

を

森

林

所

有

者

、

自

治

体

、

地

域

住

民

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場

か

ら

み

て

見

ま

し

ょ

う

。 
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*奨 励 金 ― 市 民 の 森  
  制 度 に 相 当  
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森

林

所

有

者

に

と

っ

て

は

森

林

は

保

全

さ

れ

、

税

相

当

額

の

補

填

が

あ

り

ま

す

。

ま

た

、
「

現

代

版

【

入

会

】
」

の

構

成

員

に

対

し

、

自

分

の

も

っ

て

い

る

技

術

を

指

導

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

も

地

域

に

貢

献

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

そ

し

て

、
森

の

提

供

や

技

術

指

導

に

よ

り

あ

る

程

度

の

収

益

を

あ

げ

る

道

も

森

に

よ

っ

て

は

と

る

こ

と

も

で

き

る

で

し

ょ

う

。

し

か

し

、

地

域

住

民

が

多

く

参

加

す

る

こ

と

に

よ

り

、

森

が

地

域

の

拠

り

ど

こ

ろ

と

し

て

生

活

に

根

づ

け

ば

、

容

易

に

売

却

す

る

こ

と

が

で

き

な

く

な

る

こ

と

が

考

え

ら

れ

ま

す

。

ま

た

地

域

住

民

と

の

軋

轢

も

生

じ

る

こ

と

が

あ

る

か

も

知

れ

ま

せ

ん

。

行

政

と

し

て

は

こ

の

よ

う

な

と

き

の

た

め

に

、

適

正

な

価

格

で

買

い

上

げ

で

き

る

対

応

を

考

え

て

お

く

こ

と

が

必

要

か

も

知

れ

ま

せ

ん

。 

 

自

治

体

に

と

っ

て

は

、

身

近

な

森

の

保

全

が

図

れ

、

環

境

保

全

が

で

き

、

緑

に

対

す

る

行

政

需

要

に

応

え

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

し

か

し

、

地

域

ご

と

森

ご

と

の

多

様

な

き

め

の

細

か

い

対

応

が

必

要

と

な

り

ま

す

。 

 

地

域

住

民

に

と

っ

て

は

、

地

元

の

身

近

な

森

が

利

用

で

き

、

精

神

的

あ

る

い

は

物

質

的

な

対

価

が

得

ら

れ

ま

す

。

し

か

し

、

そ

の

合

意

形

成

ま

で

さ

ま

ざ

ま

な

問

題

が

お

き

る

と

思

わ

れ

ま

す

。 

 

ま

た

、

利

用

に

対

し

て

は

、

労

力

あ

る

い

は

若

干

の

金

銭

の

対

価

が

必

要

と

な

り

ま

す

。

地

域

に

よ

っ

て

は

、

昔

の

入

会

と

同

じ

く

地

域

ぐ

る

み

の

労

力

提

供

を

行

う

よ

う

に

発

展

す

る

と

こ

ろ

が

あ

る

か

も

知

れ

ま

せ

ん

。

し

か

し

、

こ

れ

は

作

業

を

つ

う

じ

て

「

森

」

を

体

感

し

、

身

近

な

森

が

も

っ

て

い

る

貴

重

な

価

値

が

徐

々

に

理

解

で

き

る

と

い

う

こ

と

に

も

つ

な

が

り

ま

す

。

そ

し

て

身

近

な

森

の

管

理

主

体

に

各

々

が

な

る

こ

と

に

よ

り

、

よ

り

良

い

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

の

形

成

に

つ

な

が

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

(

６)

「

現

代

版

【

入

会

】
」

づ

く

り 

 

こ

の

シ

ス

テ

ム

を

実

現

し

て

い

く

た

め

に

は

、

ま

ず

身

近

な

森

の

地

域

に

お

け

る

価

値

づ

け

が

第

一

で

あ

る

と

思

わ
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れ

ま

す

。
身

近

な

森

に

対

す

る

潜

在

的

な

要

望

は

大

き

く

、
諸

条

件

は

か

な

り

整

っ

て

き

て

い

る

こ

と

は

本

章

―

３(

３)

「

整

い

つ

つ

あ

る

諸

条

件

」

で

み

た

と

お

り

で

す

。

森

林

所

有

者

に

対

す

る

制

度

も

「

市

民

の

森

」

制

度

を

も

う

一

工

夫

で

き

れ

ば

さ

ら

に

良

く

な

る

よ

う

に

思

い

ま

す

。 

 

問

題

は

、

放

置

さ

れ

て

い

る

森

が

地

域

住

民

や

森

林

所

有

者

に

価

値

づ

け

ら

れ

る

機

会

も

な

く

消

え

て

い

く

可

能

性

が

大

き

い

こ

と

な

の

で

す

。

そ

こ

で

住

民

相

互

の

、

あ

る

い

は

住

民

と

所

有

者

の

意

向

を

把

握

し

、

話

し

合

い

を

す

る

場

、

そ

し

て

コ

ー

デ

ィ

ネ

ー

タ

ー

と

し

て

の

役

割

も

果

た

す

組

織

が

求

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

そ

れ

を

研

究

チ

ー

ム

は

、

「

身

近

な

森

保

全

銀

行

」

と

し

て

提

案

し

た

い

と

思

い

ま

す

。 

ア 

身

近

な

森

保

全

銀

行

の

役

割 

(

ア)
 

目

的 

 

地

域

の

人

々

の

心

身

の

健

康

に

役

立

つ

生

活

環

境

と

し

て

身

近

な

森

を

保

全

、

創

造

し

、

そ

の

利

用

に

よ

り

地

域

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

の

形

成

を

図

り

ま

す

。 

(

イ)
 

事

業 

ａ 

ス

ト

ッ

ク

事

業 

・

身

近

な

森

自

体

の

出

資

を

、

森

林

所

有

者

、

自

治

体

か

ら

受

付

け

ま

す

。 

・

県

民

の

身

近

な

森

の

利

用

希

望

を

把

握

し

ま

す

。 

・

身

近

な

森

の

管

理

を

進

め

る

に

あ

た

り

、

必

要

な

人

材

を

登

録

し

ま

す

。 

・

企

業

の

参

加

の

可

能

性

と

、

参

加

を

希

望

す

る

企

業

を

把

握

し

ま

す

。 

ｂ 

コ

ー

デ

ィ

ネ

ー

ト

事

業 
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・

地

域

住

民

に

よ

る

身

近

な

森

の

共

同

管

理

を

実

現

し

て

い

く

う

え

で

の

、

住

民

相

互

の

合

意

づ

く

り

や

、

所

有

者

と

の

調

整

な

ど

を

行

い

ま

す

。 
・ 
「

現

代

版

【

入

会

】
」

の

ふ

さ

わ

し

い

モ

デ

ル

を

、

現

地

調

査

と

「

保

全

銀

行

」

の

ス

ト

ッ

ク

す

る

人

材

デ

ー

タ

、

企

業

情

報

の

検

討

に

ょ

り

提

示

し

ま

す

。 

ｃ 

サ

ポ

ー

ト

事

業 

・

県

、

県

内

市

町

村

の

補

助

金

や

、

出

資

金

の

運

用

に

よ

り

、
「

現

代

版

【

入

会

】
」

の

森

林

所

有

者

に

奨

励

金

を

出

し

ま

す

。 

・

県

協

力

事

業

申

請

の

窓

口

と

な

り

、
「

身

近

な

森

現

代

版

【

入

会

】
」

の

相

談

を

受

付

け

、

県

と

調

整

の

う

え

、

県

の

協

力

事

業

の

実

施

に

協

力

し

ま

す

。 

 

県

内

の

市

町

村

に

も

協

力

事

業

を

行

う

自

治

体

が

で

て

く

れ

ば

そ

の

申

請

窓

口

と

も

な

り

ま

す

。 

(

ウ)

組

織 

 

県

、

県

内

市

町

村

、

民

間

企

業

、

一

般

県

民

の

出

資

に

よ

る

第

三

セ

ク

タ

ー

方

式

を

考

え

て

い

ま

す

。 

イ 

行

政

の

役

割 

 

行

政

は

「

保

全

銀

行

」

に

補

助

金

を

支

出

し

、

ま

た

出

資

す

る

ほ

か

に

、
「

現

代

版

【

入

会

】
」

で

管

理

さ

れ

る

こ

と

が

望

ま

し

い

身

近

な

森

を

出

資

し

、
「

保

全

銀

行

」
を

と

お

し

て

管

理

を

地

域

に

ま

か

せ

ま

す

。
ま

た

、
行

政

の

現

場

性

を

い

か

し

て

、

身

近

な

森

に

関

す

る

各

種

情

報

を

収

集

し

、

個

人

の

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

な

ど

に

抵

触

し

な

い

範

囲

で

「

保

全

銀

行

」

に

提

供

し

ま

す

。 

 

も

ち

ろ

ん

、

行

政

が

身

近

な

森

を

買

い

上

げ

る

こ

と

が

で

き

れ

ば

、

身

近

な

森

の

保

全

の

基

礎

と

し

て

こ

れ

以

上

確
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実

な

も

の

は

あ

り

ま

せ

ん

し

、

で

き

う

る

限

り

進

め

る

べ

き

で

す

。

そ

し

て

、

こ

れ

が

地

域

の

人

々

に

広

く

利

用

さ

れ

る

こ

と

が

理

想

で

あ

り

、

地

域

の

要

望

が

あ

る

の

な

ら

ば

、

こ

れ

を

「

保

全

銀

行

」

に

預

け

て

、

そ

の

管

理

に

は

地

域

の

人

々

に

よ

る

「

現

代

版

【

入

会

】
」

が

あ

た

る

方

法

も

検

討

し

て

よ

い

の

で

は

な

い

か

と

思

い

ま

す

。 

 

そ

れ

で

は

県

行

政

の

対

応

と

し

て

は

ど

の

よ

う

な

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

で

し

ょ

う

か

。 

(

ア

）

身

近

な

森

保

全

銀

行

の

設

立

の

推

進 

 

「

保

全

銀

行

」

の

設

立

を

県

民

に

呼

び

掛

け

る

と

と

も

に

、

県

内

市

町

村

、

民

間

企

業

、

一

般

県

民

か

ら

の

出

資

を

募

り

ま

す

。
「

保

全

銀

行

」

は

実

際

の

「

現

代

版

【

入

会

】
」

が

で

き

る

ま

で

の

コ

ー

デ

ィ

ネ

ー

ト

を

行

う

と

と

も

に

、

で

き

た

の

ち

は

、

そ

の

身

近

な

森

が

親

林

性

を

そ

な

え

、

こ

の

シ

ス

テ

ム

が

展

開

し

て

い

く

う

え

で

の

県

協

力

事

業

の

窓

口

と

な

り

ま

す

。 

(

イ

）

県

協

力

事

業

の

展

開 

 

身

近

な

森

の

も

つ

多

様

な

可

能

性

を

い

か

す

た

め

に

、
関

係

の

各

部

局

は
「

現

代

版
【

入

会

】
協

力

事

業

」
を

行

い

、

「

保

全

銀

行

」

を

と

お

し

て

技

術

者

、

指

導

者

の

紹

介

、

指

導

な

ど

を

行

い

ま

す

。

協

力

事

業

は

、

多

彩

な

メ

ニ

ュ

ー

と

き

め

細

か

い

対

応

が

必

要

と

さ

れ

る

こ

と

は

い

う

ま

で

も

あ

り

ま

せ

ん

。 

(

ウ

）

親

林

性

創

造

事

業 

 

既

存

の

森

林

が

親

林

性

を

も

て

る

よ

う

に

、

整

備

を

進

め

ま

す

。 

ウ 

「

現

代

版

【

入

会

】
」

が

で

き

る

ま

で

（

図

―

２

参

照

） 

①

市

町

村

あ

る

い

は

県

林

務

課

な

ど

関

係

各

部

局

か

ら

の

連

絡

、

あ

る

い

は

森

林

所

有

者

や

地

域

住

民

か

ら

要

望

が

あ

っ

た

場

合

に

は

、
「

保

全

銀

行

」
は

、
調

査

を

行

い

、
話

し

合

い

の

場

を

つ

く

り

、
銀

行

が

ス

ト

ッ

ク

し

て

い

る

身

近
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な

森

の

利

用

希

望

者

、

出

資

企

業

の

参

加

の

可

能

性

な

ど

を

検

討

し

て

そ

の

森

に

ふ

さ

わ

し

い

モ

デ

ル

を

提

示

し

ま

す

。 

図 ― ２  現 代 版 【 入 会 】 が で き る ま で （ 例 ）  
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②

森

林

所

有

者

お

よ

び

、
住

民

代

表

は

、
「

○

○

身

近

な

森

協

議

会

」
を

つ

く

り

保

全

の

方

向

に

つ

い

て

話

し

合

い

ま

す

。 

③

利

用

希

望

者

お

よ

び

、

一

般

住

民

、

あ

る

い

は

民

間

企

業

を

含

め

た

「

拡

大

○

○

身

近

な

森

協

議

会

」

を

つ

く

り

、

モ

デ

ル

案

の

検

討

、

行

政

の

協

力

な

ど

を

検

討

し

ま

す

。 

④

「

○

○

身

近

な

森

現

代

版

【

入

会

】
」

を

設

立

し

ま

す

。 

⑤

こ

の

シ

ス

テ

ム

の

事

業

展

開

に

つ

い

て

は

さ

ま

ざ

ま

な

も

の

が

で

き

る

と

考

え

ら

れ

ま

す

が

、

図

―

１

を

イ

メ

ー

ジ

と

し

て

示

し

て

お

き

ま

す

の

で

参

照

し

て

く

だ

さ

い

。

ほ

か

に

若

干

の

例

を

資

料

編

に

あ

げ

て

お

き

ま

す

。 

 
 

県

民

部

…

青

少

年

の

森

林

活

動

助

成 

 
 

環

境

部

…

自

然

観

察

指

導

者

の

育

成

協

力 

 
 

 
 

 
 

鳥

獣

保

護

飼

育

の

指

導 

 
 

労

働

部

…

森

林

施

業

技

術

者

バ

ン

ク 

 
 

農

政

部

…

森

林

管

理

の

相

談 

 
 

 
 

 
 

森

林

施

業

作

業

委

託

の

斡

旋 

 
 

 
 

 
 

森

林

生

産

物

技

術

指

導

の

斡

旋 

 
 

 
 

 
 

森

林

施

業

技

術

者

の

募

集 

 
 

教

育

庁

…

学

校

林

利

用

の

推

進 

 
 

 
 

 
 

生

涯

学

習

利

用

の

推

進 
県協力事業の例  

連   携  
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(

７)

身

近

な

森

か

ら

始

め

る

「

公

共

的

な

空

間

」

の

創

造 

 
い

ま

ま

で

、

研

究

チ

ー

ム

は

都

市

近

郊

林

を

め

ぐ

る

い

く

つ

か

の

問

題

を

み

て

き

ま

し

た

。

一

つ

に

は

、

都

市

に

残

さ

れ

た

身

近

な

森

に

は

十

分

な

保

全

策

が

取

ら

れ

て

い

る

と

は

い

え

ず

、

そ

れ

は

行

政

施

策

の

総

合

化

が

な

さ

れ

て

い

な

い

と

い

う

こ

と

に

問

題

が

あ

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

二

つ

に

は

神

奈

川

の

よ

う

な

都

市

型

社

会

に

お

い

て

は

、

人

間

の

生

存

と

生

活

に

と

っ

て

、

都

市

近

郊

林

の

よ

う

な

二

次

的

な

自

然

が

果

た

す

役

割

は

極

め

て

大

き

い

と

い

う

こ

と

で

す

。

こ

の

こ

と

は

森

に

足

を

踏

み

入

れ

て

、

体

感

し

て

み

て

初

め

て

分

か

る

も

の

な

の

で

す

。 

 

こ

れ

ら

の

問

題

を

解

決

す

る

た

め

に

は

、

ま

ず

、

身

近

な

森

の

価

値

づ

け

に

よ

り

、

地

域

住

民

に

と

っ

て

そ

の

保

全

が

意

義

深

い

も

の

と

理

解

し

て

も

ら

う

こ

と

が

必

要

で

す

。

そ

の

た

め

に

研

究

チ

ー

ム

は

「

親

林

性

」

の

創

造

と

「

現

代

版
【

入

会

】
」
の

創

造

を

提

言

し

ま

し

た

。
地

域

住

民

の

協

働

に

よ

り

、
身

近

な

森

を

中

心

と

し

た

公

共

的

な

空

間

を

つ

く

り

あ

げ

る

の

で

す

。

こ

れ

に

よ

り

生

活

・

居

住

環

境

の

保

全

を

図

り

、

地

域

管

理

主

体

と

し

て

の

自

治

型

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

の

形

成

を

図

り

ま

す

。 

 

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

に

し

て

育

ま

れ

た

身

近

な

森

を

自

分

た

ち

の

公

共

的

空

間

と

認

識

す

る

意

識

が

、

さ

ら

に

奥

山

の

森

林

へ

対

す

る

理

解

、

ひ

い

て

は

世

界

の

森

林

に

対

す

る

理

解

へ

と

広

が

っ

て

い

く

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

次

に

、

こ

の

章

で

ま

と

め

て

み

た

考

え

方

に

つ

い

て

検

討

し

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。 
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Ⅶ
 

さ
あ
、
み
ん
な
の
森
を
つ

く

ろ
う 

 
１ 
身

近

な

森

に

し

て

み

よ

う 

(

１)

疲

れ

て

い

る

現

代

人 

 

リ

フ

レ

ッ

シ

ュ

・

マ

イ

ン

ド

、

こ

の

言

葉

の

持

つ

意

味

を

皆

さ

ん

は

ど

う

感

じ

ら

れ

る

で

し

ょ

う

か

。 

 

Ｏ

Ａ

化

等

が

進

ん

だ

現

代

社

会

に

お

い

て

、

移

り

変

り

の

激

し

い

社

会

構

造

や

、

対

人

関

係

に

現

代

人

が

受

け

る

ス

ト

レ

ス

は

非

常

に

高

く

な

っ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

状

況

を

脱

出

す

べ

く

、

週

末

に

は

都

会

を

離

れ

て

リ

ゾ

ー

ト

地

へ

行

っ

た

り

、

高

い

お

金

を

払

っ

て

会

員

制

の

フ

ィ

ッ

ト

ネ

ス

ク

ラ

ブ

な

ど

へ

行

く

人

が

多

く

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

こ

れ

は

、

仕

事

等

か

ら

く

る

ス

ト

レ

ス

を

開

放

し

て

く

れ

る

場

所

が

、

必

要

と

な

っ

て

き

て

い

る

現

れ

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

近

く

に

散

策

が

で

き

る

よ

う

な

雑

木

林

や

緑

の

道

が

あ

れ

ば

、

わ

ざ

わ

ざ

時

間

と

お

金

を

か

け

て

森

林

浴

な

ど

に

行

く

必

要

が

少

な

く

な

る

と

考

え

ま

す

。 

 

最

近

の

子

供

た

ち

に

と

っ

て

も

同

じ

こ

と

で

す

。

子

供

が

泥

だ

ら

け

で

帰

っ

て

き

た

り

、

虫

を

捕

え

て

き

た

り

す

る

と

、

頭

か

ら

「

危

な

い

か

ら

行

っ

て

は

だ

め

だ

」

と

か

「

汚

い

か

ら

捨

て

な

さ

い

」

と

か

言

っ

て

怒

る

親

が

多

く

な

っ

て

い

す

。

確

か

に

怪

我

を

し

た

り

す

る

こ

と

も

あ

り

ま

す

か

ら

、

危

な

い

こ

と

は

間

違

い

な

い

の

で

す

が

、

こ

の

ま

ま

で

す

と

子

供

た

ち

は

、

自

然

と

の

付

き

合

い

方

を

知

ら

な

い

ま

ま

成

長

し

て

し

ま

い

ま

す

。 

 

昭

和

六

三

年

六

月

、

横

浜

市

磯

子

区

の

小

学

生

が

「

ま

む

し

」

を

ビ

ニ

ー

ル

の

袋

に

入

れ

て

学

校

に

持

っ

て

き

た

た

め

、

級

友

が

指

を

咬

ま

れ

る

事

故

が

あ

り

ま

し

た

。

幸

い

教

師

の

気

転

で

毒

を

吸

い

出

し

た

た

め

大

事

に

は

至

り

ま

せ
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ん

で

し

た

が

、

こ

の

よ

う

な

例

を

見

て

も

、

大

人

も

子

供

も

自

然

を

知

ら

な

い

ま

ま

育

っ

て

い

る

よ

う

で

す

し

、

そ

の

よ

う

な

環

境

を

み

ず

か

ら

つ

く

っ

て

い

る

と

言

え

る

と

思

い

ま

す

。 

 

こ

の

よ

う

な

こ

と

か

ら

最

近

で

は

、

自

然

を

守

ろ

う

、

大

切

な

緑

を

守

ろ

う

、

野

山

を

自

然

の

ま

ま

保

護

し

よ

う

と

の

運

動

が

活

発

に

な

っ

て

い

ま

す

。

中

に

は

、

森

に

は

人

手

を

入

れ

る

べ

き

で

は

な

い

、

と

話

を

さ

れ

る

方

も

い

ら

っ

し

ゃ

い

ま

す

。 

 

自

然

林

だ

け

が

守

る

べ

き

森

な

の

で

し

ょ

う

か

。

森

（

自

然

）

と

い

う

の

は

身

近

な

所

に

あ

っ

て

、

都

市

近

郊

林

や

里

山

に

あ

る

ご

く

普

通

の

森

の

よ

う

に

、

子

供

に

と

っ

て

は

自

然

と

付

き

合

え

る

場

所

と

し

て

、

ま

た

大

人

に

と

っ

て

も

散

策

な

ど

が

で

き

る

場

所

と

し

て

、

大

切

な

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

確

か

に

奥

山

の

原

生

林

を

、

大

切

に

保

全

し

て

い

く

必

要

も

あ

り

ま

す

が

、

身

近

な

森

を

大

切

に

し

そ

の

価

値

を

見

い

だ

す

こ

と

に

よ

り

、

自

然

の

恵

み

を

知

る

こ

と

に

な

る

と

考

え

ま

す

。 

(

２)

住

民

意

識

を

さ

ぐ

る 

ア 

ア

ン

ケ

ー

ト

地

域

の

選

定 

 

私

た

ち

は

、

次

の

観

点

に

立

ち

県

内

か

ら

適

当

な

地

域

を

選

び

、Ⅵ

「

さ

て

、

身

近

な

森

を

守

る

に

は

」

で

述

べ

た

こ

と

を

よ

り

具

体

的

に

考

え

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。 

 

ま

ず

、

現

在

ま

で

森

へ

の

開

発

圧

力

に

対

し

、

各

種

の

制

度

に

よ

り

あ

る

程

度

保

護

の

網

が

か

ぶ

せ

ら

れ

て

お

り

、

ま

た

、

利

用

に

つ

い

て

あ

る

程

度

の

合

意

形

成

が

さ

れ

て

い

る

地

域

を

考

え

ま

し

た

。

な

ぜ

こ

の

よ

う

な

地

域

を

選

定

し

た

の

か

と

い

い

ま

す

と

、

一

つ

は

、

昔

か

ら

あ

る

程

度

保

全

さ

れ

て

き

た

地

域

は

、

そ

れ

な

り

に

住

民

が

森

の

存

在

を

容

認

し

、

利

用

し

て

き

た

と

考

え

ら

れ

る

か

ら

で

す

。

二

つ

と

し

て

、

容

認

さ

れ

る

ま

で

の

過

程

が

、

あ

ら

た

に

森
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の

保

全

を

考

え

る

地

域

に

と

っ

て

、

何

か

参

考

と

な

る

こ

と

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

、

と

い

う

こ

と

で

す

。 

 
先

に

述

べ

た

地

域

と

は

反

対

に

、

著

し

く

森

を

減

少

さ

せ

た

無

秩

序

な

開

発

を

ス

ト

ッ

プ

す

る

た

め

、

急

拠

法

の

網

を

か

ぶ

せ

保

全

に

努

め

て

い

る

地

域

、

言

い

か

え

れ

ば

、

開

発

圧

力

が

非

常

に

高

く

、

す

き

あ

れ

ば

直

ち

に

森

が

破

壊

さ

れ

て

し

ま

い

住

宅

地

等

に

変

貌

し

て

し

ま

う

よ

う

な

地

域

を

考

え

ま

し

た

。 

 

こ

の

よ

う

な

考

え

に

基

づ

き

調

査

対

象

地

区

と

し

て

次

の

二

地

域

を

選

定

し

ま

し

た

。 

 

第

一

の

地

域

と

し

て

大

磯

こ高

ま麗

や

ま山

の

森

を

選

び

ま

し

た

。

こ

の

山

は

古

く

か

ら

人

々

に

親

し

ま

れ

県

民

の

多

く

方

が

知

っ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

ま

す

。 

 

第

二

の

地

域

と

し

て

相

模

原

市

大

野

台
・
大

沼

緑

地
（

以

後

、
大

野

台
・
大

沼

緑

地

と

表

現

し

ま

す

）
と

し

ま

し

た

。

こ

の

緑

地

は

三

〇

年

代

か

ら

の

宅

地

開

発

の

波

に

洗

わ

れ

辛

じ

て

残

っ

た

緑

地

で

、

最

近

に

な

り

や

っ

と

整

備

さ

れ

始

め

た

地

域

で

、

ま

だ

周

辺

住

民

の

利

用

も

少

な

く

知

名

度

も

低

い

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

ま

す

。 

 

そ

れ

で

は

、

こ

の

二

つ

の

地

域

の

概

略

を

紹

介

し

ま

し

ょ

う

。 

(

ア

）

大

磯

高

麗

山 

 

高

麗

山

は

、

神

奈

川

県

の

中

央

よ

り

や

や

西

よ

り

の

相

模

湾

に

面

し

た

大

磯

丘

陵

の

東

端

に

位

置

し

、

花

水

川

の

沖

積

低

地

に

接

し

て

い

ま

す

。 

 

こ

の

山

は

東

西

に

走

る

主

稜

に

よ

り

南

北

斜

面

に

二

分

さ

れ

て

お

り

、
東

か

ら

東

天

照
（

一

三

五

ｍ

）
、
大

堂
（

一

六

七

ｍ

）
八

俵

山
（

一

六

〇

ｍ

）
、
と

連

な

り

湘

南

平

、
鷹

取

山

へ

と

続

い

て

い

ま

す

。
そ

の

南

面

は

直

接

相

模

湾

に

接

し

て

い

る

と

い

っ

て

も

過

言

で

は

な

く

、

海

抜

〇

メ

ー

ト

ル

か

ら

約

三

〇

度

以

上

の

急

斜

面

で

立

ち

上

が

っ

て

お

り

、

臨

海

性

の

温

暖

な

気

候

に

恵

ま

れ

、

シ

イ

や

タ

ブ

な

ど

を

主

体

と

し

た

深

緑

の

照

葉

樹

林

で

お

お

わ

れ

た

自

然

林

と

な

っ
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て

い

ま

す

。
（

写

真

―

１

） 

 
一

方

、

北

面

は

古

く

か

ら

開

発

が

進

み

薪

炭

林

や

農

用

林

と

し

て

利

用

が

さ

れ

、

そ

の

後

、

ス

ギ

な

ど

の

植

栽

が

行

わ

れ

て

き

ま

し

た

が

、
三

〇

年

頃

か

ら

市

街

化

の

波

が

お

し

よ

せ

、
そ

の

進

行

速

度

は

未

だ

衰

え

て

い

ま

せ

ん

。 

（

写

真

―

２

） 

 

こ

の

山

は

、

そ

の

特

徴

的

な

景

観

か

ら

も

人

々

に

親

し

ま

れ

、

古

く

は

高

来

神

社

の

社

寺

林

と

し

て

禁

伐

の

政

策

が

と

ら

れ

、

明

治

に

入

る

と

高

麗

御

料

地

に

編

入

さ

れ

、

そ

の

後

、

風

致

林

兼

航

行

目

標

林

と

し

て

保

安

林

施

策

の

対

象

と

な

る

と

と

も

に

、

考

証

林

と

し

て

の

天

然

林

に

指

定

さ

れ

ま

し

た

。 

 

昭

和

一

三

年

九

月

、

本

県

に

管

理

が

移

り

県

有

林

と

し

て

管

理

さ

れ

て

き

ま

し

た

が

、

二

一

年

、

戦

後

の

復

興

材

と

し

て

北

斜

面

の

東

側

の

一

部

約

二

〇

ｈａ
が

伐

採

さ

れ

、
南

斜

面

の

約

二

〇

ｈａ

が

昔

の

面

影

を

残

す

の

み

と

な

っ

て

い

ま

す

。

現

在

で

は

、

こ

の

森

を

学

術

的

に

貴

重

な

森

と

し

て

県

の

天

然

記

念

物

と

し

て

指

定

す

る

と

と

も

に

、

県

民

に

広

く

紹

介

す

る

た

め

、
「

高

麗

山

県

民

の

森

」

と

し

て

整

備

し

ま

し

た

。 

 

林

内

に

は

散

策

道

が

作

ら

れ

、
近

隣

住

民

や

県

民

の

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

の

場

と

し

て

、
ま

た

、
「

県

立

湘

南

青

少

年

の

家

」

を

利

用

す

る

研

修

団

体

の

自

然

観

察

の

フ

ィ

ー

ル

ド

や

、

同

青

少

年

の

家

が

実

施

す

る

ウ

ォ

ー

ク

ラ

リ

ー

の

コ

ー

ス

と

し

て

広

く

利

用

さ

れ

て

い

ま

す

。 

(

イ

）

大

野

台

・

大

沼

緑

地 

 

こ

の

緑

地

の

あ

る

相

模

原

市

は

都

心

か

ら

四

〇

キ

ロ

圏

に

位

置

し

、

北

西

か

ら

南

東

方

向

に

か

け

て

東

京

都

町

田

市

に

、

西

側

を

相

模

川

に

接

し

た

ほ

ぼ

平

坦

な

台

地

に

あ

り

、

以

前

に

は

国

木

田

独

歩

の｢

武

蔵

野｣

を

彷

彿

と

さ

せ

る

雑

木

林

や

畑

が

広

が

っ

て

い

た

地

域

で

す

。

今

で

も

こ

の

緑

地

で

は

、

や

や

針

葉

樹

の

多

い

大

沼

地

域

に

比

べ

、

大

野

台 
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地

域

に

こ

の

面

影

が

よ

り

強

く

残

っ

て

い

ま

す

。 

 
こ

の

相

模

原

市

を

含

め

た

周

辺

地

域

は

、

三

〇

年

代

中

頃

か

ら

内

陸

工

業

団

地

へ

の

工

場

の

進

出

が

目

立

ち

始

め

、

交

通

手

段

の

整

備

が

追

い

付

か

な

い

程

の

人

口

流

入

が

進

み

、

雑

木

林

や

畑

が

急

速

に

宅

地

化

さ

れ

て

い

き

ま

し

た

。

ち

な

み

に

相

模

原

市

の

六

〇

年

度

の

林

野

面

積

は

、

三

五

年

度

に

比

べ

六

二

％

の

減

少

と

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

こ

の

緑

地

は

、

相

模

原

市

の

中

心

部

に

あ

る

Ｊ

Ｒ

横

浜

線

相

模

原

駅

か

ら

南

東

方

向

約

五

㎞

、

小

田

急

線

相

模

大

野

駅

か

ら

北

西

方

向

約

三

㎞

の

位

置

に

あ

り

ま

す

。

緑

地

の

周

辺

環

境

は

北

辺

を

国

道

一

六

号

線

、

西

側

は

ゴ

ル

フ

場

、

そ

し

て

南

東

部

は

住

宅

地

と

接

し

て

い

ま

す

。

現

状

を

見

る

と

道

路

や

住

宅

が

複

雑

に

入

り

込

ん

で

お

り

、

開

発

圧

力

が

非

常

に

高

い

こ

と

が

感

じ

ら

れ

ま

す

。
（

写

真

―

３

） 

 

行

政

の

動

き

と

し

て

は

、

こ

の

緑

地

は

、

四

〇

年

九

月

に

都

市

緑

地

保

全

法

に

よ

る

緑

地

保

全

地

区

に

指

定

さ

れ

、

四

六

年

四

月

に

は

ほ

ぼ

重

複

し

て

首

都

圏

近

郊

緑

地

保

全

法

に

よ

る

近

郊

緑

地

保

全

地

域

と

し

て

指

定

さ

れ

ま

し

た

。

こ

れ

と

は

別

に

、

四

五

年

六

月

に

市

街

化

調

整

区

域

の

区

域

と

さ

れ

る

等

、

保

全

に

向

け

て

法

的

整

備

が

進

み

始

め

ま

し

た

。 

 

ま

た

、
市

と

し

て

は

、
六

三

年

三

月

に
「

み

ど

り

の

ま

ち

づ

く

り
・
さ

が

み

は

ら

プ

ラ

ン

」
を

作

成

し

、
「

青

空

と

緑

に

か

こ

ま

れ

た

住

み

よ

い

相

模

原

市

」

を

め

ざ

し

て

、

残

さ

れ

た

自

然

環

境

を

大

切

に

守

り

、

み

ど

り

豊

か

な

う

る

お

い

の

あ

る

生

活

環

境

づ

く

り

を

ス

タ

ー

ト

さ

せ

た

と

こ

ろ

で

す

。 

 

そ

し

て

、
こ

の

計

画

を

実

施

し

て

い

く

貴

重

な

財

源

と

し

て

、
緑

化

推

進

の

た

め

の
「

み

ど

り

の

ま

ち

づ

く

り

基

金

」

と

、

緑

地

取

得

の

た

め

の

「

緑

地

保

全

基

金

」

が

設

立

さ

れ

ま

し

た

。 

イ 

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

の

実

施 
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私

た

ち

が

選

定

し

た

モ

デ

ル

地

区

の

周

辺

に

住

ん

で

い

る

人

た

ち

に

、

日

頃

か

ら

森

林

に

対

し

て

ど

の

よ

う

な

考

え

を

持

っ

て

い

る

の

か

把

握

す

る

た

め

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

を

実

施

し

ま

し

た

。 

 

サ

ン

プ

リ

ン

グ

数

は

二

地

域

と

も

一

，

○

○

○

人

と

し

、

サ

ン

プ

ル

の

抽

出

方

法

は

各

地

域

と

も

五

〇

〇

ｍ

メ

ッ

シ

ュ

の

軸

線

を

東

西

南

北

に

設

定

し

、

軸

線

に

対

し

原

則

と

し

て

片

側

二

五

ｍ

の

五

〇

ｍ

幅

の

区

域

と

し

、

こ

の

範

囲

内

に

有

る

住

宅

や

商

店

と

し

ま

し

た

（

サ

ン

プ

ル

選

定

の

位

置 

…

…

…

資

料

編

参

照

）
。 

 

各

地

域

の

回

答

数

は

、
大

磯

高

麗

山

で

は

三

五

八

人
（

男

一

九

九

人

、
女

一

五

二

人

、
不

明

七

人

）
、
大

野

台

・
大

沼

緑

地

で

は

三

一

〇

人

（

男

一

五

五

人

、

女

一

四

五

人

、

不

明

一

〇

人

）

と

な

っ

て

い

ま

す

（

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

の

詳

細

は

、

資

料

編

を

ご

覧

く

だ

さ

い

）
。 

ウ 

調

査

結

果

の

比

較

検

討 

 

次

に

調

査

結

果

か

ら

注

目

さ

れ

る

点

を

、

五

八

年

に

神

奈

川

県

県

民

部

が

実

施

し

た

、
「

み

ど

り

に

対

す

る

県

民

意

識

」

の

調

査

結

果

と

比

較

し

な

が

ら

考

え

て

み

ま

す

。 

(

ア

）

神

奈

川

県

の

森

林

に

期

待

す

る

も

の 

 

「

山

崩

れ

や

洪

水

な

ど

の

災

害

の

防

止

」

は

、

大

磯

地

域

で

七

割

の

人

が

期

待

し

て

い

る

の

に

対

し

、

相

模

原

地

域

で

は

、
四

割

弱

と

な

っ

て

い

ま

す

。
「

森

林

浴

や

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

」
で

は

、
大

磯

地

域

で

半

数

の

人

が

期

待

し

て

い

る

の

に

対

し

、

相

模

原

地

域

で

は

三

分

の

二

の

人

が

期

待

し

て

い

ま

す

。 

 

「

県

民

意

識

」

の

調

査

結

果

で

は

、

大

磯

地

域

と

同

じ

よ

う

な

傾

向

が

で

て

い

ま

す

。 

 

両

地

域

で

こ

の

よ

う

な

差

が

で

て

い

る

の

は

、

こ

こ

で

「

神

奈

川

の

森

林

」

に

つ

い

て

尋

ね

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

多

少

な

り

と

も

周

辺

の

森

の

形

状

に

影

響

さ

れ

て

い

る

か

ら

だ

と

思

わ

れ

ま

す

。 
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(

イ

）

森

の

名

称 

 
森

の

名

前

を

知

ら

な

い

人

の

割

合

は

、

両

地

域

で

二

倍

以

上

の

開

き

が

あ

り

ま

す

。

こ

れ

は

居

住

年

数

の

違

い

や

地

域

の

シ

ン

ボ

ル

的

存

在

と

し

て

の

山

容

の

有

無

と

関

係

が

あ

る

と

い

え

、

大

磯

地

域

で

は

、

森

が

あ

っ

て

良

い

と

思

う

点

と

し

て

地

域

の

シ

ン

ボ

ル

と

い

う

こ

と

を

掲

げ

て

い

る

人

が

多

く

い

ま

す

。 

(

ウ

）

森

に

行

く

頻

度 

 

相

模

原

地

域

で

は

、
各

選

択

肢

に

対

す

る

回

答

率

が

同

じ

ぐ

ら

い

で

、
行

っ

た

こ

と

が

な

い

人

も

一

割

近

く

い

ま

す

。

一

方

、

大

磯

地

域

で

は

月

一

・

二

回

、

年

一

・

二

回

行

く

人

を

合

せ

る

と

七

割

に

も

達

し

、

行

っ

た

こ

と

の

な

い

人

は

僅

か

二

％

と

な

っ

て

い

ま

す

。 

(

エ

）

目

的 

 

散

歩

に

行

く

人

が

両

地

域

と

も

過

半

数

を

占

め

て

い

ま

す

。

相

模

原

地

域

で

は

「

ハ

イ

キ

ン

グ

」

が

極

端

に

少

数

と

な

っ

て

い

ま

す

が

、
こ

れ

は

森

の

奥

行

の

な

さ

が

影

響

し

て

い

る

も

の

と

推

測

さ

れ

ま

す

。
「

健

康

保

持

」
に

つ

い

て

年

代

別

に

み

る

と

、

高

齢

者

ほ

ど

比

率

が

高

く

、

七

〇

歳

代

で

は

両

地

域

と

も

約

半

数

を

占

め

て

い

ま

す

。 

 

ま

た

、
「

子

供

と

遊

ぶ

」

目

的

の

人

は

、

三

〇

歳

代

で

両

地

域

と

も

四

割

以

上

と

な

っ

て

い

ま

す

。 

(

オ

）

誰

と

行

き

ま

し

た

か 

 

子

供

の

い

る

三

〇

～

四

〇

歳

代

で

は

家

族

で

森

へ

行

く

世

帯

が

両

地

域

と

も

大

半

を

占

め

ま

す

。

一

方

、

高

齢

者

ほ

ど

一

人

で

行

く

傾

向

が

み

ら

れ

ま

す

。 

(

カ

）

森

が

あ

っ

て

良

い

と

思

う

点 

 

両

地

域

と

も

「

自

然

が

身

近

に

感

じ

ら

れ

る

」

が

約

八

○

％

と

非

常

に

高

く

、

続

い

て

「

空

気

が

き

れ

い

に

な

る

」
、
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「

生

活

に

や

す

ら

ぎ

や

う

る

お

い

を

あ

た

え

る

」

と

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

な

か

で

特

に

注

目

さ

れ

る

こ

と

は

、

末

の

子

供

が

一

二

歳

未

満

の

親

は

、

森

に

対

し

て

子

供

の

教

育

の

場

や

遊

び

の

場

と

し

て

の

価

値

を

高

く

評

価

し

て

い

る

こ

と

で

す

。 
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(

キ

）

森

が

あ

っ

て

悪

い

と

思

う

点 

 
「

防

犯

上

問

題

が

あ

る

」
、
「

ゴ

ミ

捨

場

に

さ

れ

る｣

が

両

地

域

と

も

高

く

、
続

い

て

大

磯

地

域

で

は

、
そ

の

形

状

か

ら

か
「

山

崩

れ

等

災

害

の

危

険

が

多

い

」
と

な

っ

て

お

り

、
相

模

原

地

域

で

は

、
「

親

の

目

が

行

き

届

か

な

い

」
と

続

き

ま

す

。

特

に

相

模

原

地

域

に

お

い

て

「

ゴ

ミ

捨

場

に

さ

れ

る

」

の

回

答

が

七

〇

％

と

最

も

多

い

こ

と

は

、

早

急

な

対

策

が

必

要

で

あ

る

こ

と

が

う

か

が

え

ま

す

。 

(

ク

）

広

場

な

ど

の

空

間 

 

満

足

に

思

う

割

合

は

、

相

模

原

地

域

は

大

磯

地

域

の

約

半

分

の

三

割

強

で

、

空

間

の

あ

り

方

に

つ

い

て

検

討

が

必

要

で

す

。 

(

ケ

）

緑

の

量

・

木

の

種

類 

 

緑

の

量

に

つ

い

て

は

、
大

磯

地

域

で

四

分

の

三

、
相

模

原

地

域

で

三

分

の

二

の

人

が

満

足

と

し

て

い

ま

す

。
し

か

し

、

そ

の

質

に

つ

い

て

相

模

原

地

域

を

み

ま

す

と

、
「

実

の

な

る

木

」
、
「

紅

葉

す

る

木

」
に

関

す

る

不

満

の

割

合

が

、
満

足

と

す

る

割

合

に

接

近

し

て

い

ま

す

。
「

花

の

咲

く

木

」
に

関

す

る

不

満

の

割

合

は

四

割

以

上

も

あ

り

、
満

足

の

割

合

と

大

き

な

開

き

が

あ

り

ま

す

。

ま

た

、

こ

れ

ら

緑

の

質

に

つ

い

て

大

磯

地

域

と

比

較

す

る

と

、

満

足

の

割

合

が

低

く

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

れ

ら

の

こ

と

か

ら

高

麗

山

に

比

べ

大

野

台

・

大

沼

緑

地

の

緑

の

質

に

つ

い

て

は

、

木

の

種

類

が

単

純

で

変

化

に

乏

し

い

こ

と

が

う

か

が

え

ま

す

。 

(

コ

）

樹

木

の

手

入

れ 

 

両

地

域

と

も

満

足

と

す

る

人

の

割

合

は

低

く

、

相

模

原

地

域

の

手

入

れ

に

関

し

て

は

、

半

数

の

人

が

不

満

と

感

じ

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

、

防

犯

上

問

題

が

あ

る

と

す

る

意

識

と

結

び

つ

い

て

い

る

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。 

 107 



 

(

サ

）

施

設

の

整

備 

 
両

地

域

と

も
「

わ

か

ら

な

い

」
、
「

無

回

答

」
を

合

わ

せ

る

と

過

半

数

を

占

め

て

い

ま

す

。
「

高

齢

者

の

一

人

だ

け

で

の

散

歩｣
や｢

子

供

と

遊

ぶ｣

が

森

に

入

る

目

的

と

し

て

多

い

こ

と

か

ら

、
今

後

の

整

備

を

考

え

る

上

で

の

目

安

と

な

る

で

し

ょ

う

。 

 108 



 

 

 109 



 

(

シ

）

居

住

地

域

へ

の

愛

着 

 
「

非

常

に

愛

着

を

感

じ

る

」
人

の

割

合

は

、
大

磯

地

域

の

方

が

二

倍

多

く

、
「

あ

る

程

度

愛

着

を

感

じ

る

」
人

の

割

合

を

加

え

て

も

、

大

磯

地

域

が

高

い

割

合

を

示

し

て

い

ま

す

。

そ

し

て

居

住

年

数

の

長

い

人

ほ

ど

、

愛

着

の

度

合

が

高

ま

る

傾

向

が

出

て

い

ま

す

。 

(

ス

）

開

発

に

対

す

る

考

え

方 

 

「

緑

を

な

く

す

開

発

に

反

対

」
は

両

地

域

と

も

県

民

意

識

調

査

の

二

倍

以

上

の

高

率

を

示

し

、
「

緑

を

残

し

た

調

和

の

と

れ

た

開

発

を

行

う

べ

き

」

ま

で

を

含

め

る

と

両

地

域

と

も

九

割

以

上

と

な

り

、

緑

の

必

要

性

を

強

く

認

識

し

て

い

ま

す

。 

(

セ

）

自

主

管

理

へ

の

対

応 

 

「

反

対

で

あ

る

」
と
「

任

せ

て

お

く

」
を

合

わ

せ

る

と

両

地

域

と

も

二

割

近

く

あ

る

も

の

の

、
「

積

極

的

に

参

加

す

る

」

人

の

割

合

が

両

地

域

と

も

四

割

強

と

県

民

意

識

調

査

よ

り

一

割

程

度

高

く

、
「

参

加

者

が

多

け

れ

ば

自

分

も

参

加

す

る

」

と

し

た

人

も

含

め

れ

ば

、

両

地

域

と

も

六

割

以

上

の

人

が

肯

定

し

て

い

ま

す

。 

(

ソ

）

今

後

の

森

の

利

用

方

向 

 

両

地

域

と

も
「

自

然

」
の

イ

メ

ー

ジ

を

支

持

す

る

人

が

過

半

数

を

占

め

て

お

り

、
（

ス

）
で
「

緑

を

な

く

す

開

発

に

反

対

」

が

多

い

こ

と

が

う

な

ず

け

ま

す

。 

(

タ

）

身

近

な

森

に

対

す

る

意

識 

 

こ

の

調

査

結

果

を

取

り

ま

と

め

ま

す

と

、

住

民

の

意

識

は

身

近

に

あ

る

こ

れ

ら

の

森

に

対

し

、

木

材

資

源

と

し

て

は

ほ

と

ん

ど

期

待

し

て

お

ら

ず

、

憩

い

、

や

す

ら

ぎ

、

う

る

お

い

な

ど

の

森

と

の

ふ

れ

あ

い

で

も

た

ら

さ

れ

る

も

の

、

き
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れ

い

な

空

気

や

水

な

ど

の

森

が

存

在

す

る

こ

と

に

よ

り

恒

常

的

に

も

た

ら

さ

れ

る

も

の

へ

の

期

待

が

強

い

と

言

え

ま

す

。

森

の

利

用

目

的

と

し

て

は

、
散

策

や

子

供

の

教

育

の

場

と

し

て

と

ら

え

て

い

ま

す

。
そ

し

て

、
き

っ

か

け

さ

え

あ

れ

ば

、

み

ず

か

ら

も

保

全

管

理

に

参

加

し

た

い

と

考

え

て

い

る

こ

と

が

う

か

が

え

ま

す

。 
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(

３)

森

林

所

有

者

の

意

識

を

さ

ぐ

る 

 
で

は

も

う

一

方

の

、

都

市

化

し

た

中

で

森

林

を

所

有

し

て

い

る

人

た

ち

の

意

識

に

つ

い

て

紹

介

し

ま

す

。

一

つ

は

、

横

浜

市

港

北

区

大

倉

山

の

斜

面

緑

地

の

所

有

者

八

八

人

を

対

象

に

、
「

港

北

区

の

緑

と

水

辺

を

考

え

る

会

」
が

昭

和

五

八

年

八

月

に

調

査

を

実

施

し

た

（

注

1
1

）

も

の

で

す

。 

 

全

体

の

約

六

割

は

先

祖

代

々

の

土

地

だ

か

ら

今

ま

で

保

有

し

て

き

た

と

し

て

い

ま

す

が

、

今

後

は

「

で

き

る

だ

け

持

っ

て

い

た

い

」
と

、
「

ず

っ

と

持

っ

て

い

た

い

」
を

合

わ

せ

て

も

全

体

の

三

分

の

一

し

か

い

ま

せ

ん

。
逆

に
「

事

情

が

変

れ

ば

処

分

す

る

」

と

チ

ャ

ン

ス

待

ち

が

三

割

、
「

す

ぐ

に

も

処

分

し

た

い

」

が

二

割

も

あ

り

ま

す

。 

 

土

地

を

所

有

し

て

い

る

こ

と

で

問

題

に

な

る

こ

と

は

、

三

分

の

一

強

の

人

が

固

定

資

産

税

・

都

市

計

画

税

が

大

変

だ

と

し

、

相

続

税

に

頭

を

痛

め

て

い

る

の

が

三

割

弱

に

及

び

ま

す

。

そ

の

他

、

率

は

高

く

な

い

の

で

す

が

、

フ

ジ

・

ク

ズ

の

除

去

な

ど

の

維

持

管

理

、

害

虫

・

落

葉

な

ど

に

対

す

る

周

辺

住

民

か

ら

の

苦

情

や

、

人

が

入

り

込

む

こ

と

な

ど

に

悩

ん

で

い

ま

す

。 

 

緑

地

の

保

全

対

策

に

つ

い

て

は

、

行

政

側

の

買

収

を

希

望

す

る

者

、

所

有

者

同

士

で

保

存

協

定

を

結

ぶ

と

か

、

自

分

で

管

理

し

て

行

政

か

ら

の

優

遇

措

置

を

期

待

す

る

者

が

、

そ

れ

ぞ

れ

二

割

程

度

あ

り

ま

す

。

そ

し

て

、

行

政

が

借

り

る

こ

と

に

よ

る

優

遇

処

置

を

期

待

す

る

者

は

三

割

に

達

し

て

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

に

公

的

機

関

に

よ

る

買

収

よ

り

も

、

所

有

権

は

手

放

さ

な

い

で

行

政

か

ら

の

見

返

り

を

期

待

す

る

傾

向

が

強

い

と

い

え

ま

す

。 

 

建

築

技

術

の

進

歩

に

よ

り

、

従

来

で

は

建

築

が

困

難

と

さ

れ

て

い

た

地

形

や

地

質

の

所

に

も

マ

ン

シ

ョ

ン

な

ど

の

建

築

が

可

能

と

な

り

、

ま

た

地

価

が

こ

こ

一

～

二

年

の

間

ま

す

ま

す

高

騰

し

て

い

る

こ

と

な

ど

を

考

え

る

と

、

森

林

所

有

者

が

土

地

を

所

有

し

続

け

る

気

持

を

持

っ

て

い

て

も

、

そ

れ

を

揺

が

す

要

因

が

こ

の

調

査

時

点

に

比

べ

、

よ

り

一

層

大

1 1  
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き

く

な

っ

た

と

い

え

ま

す

。 

 
次

に

相

模

原

市

に

お

け

る

状

況

で

す

。

現

在

、

市

内

に

は

六

九

一

ｈａ

の

森

林

が

あ

り

そ

の

内

、

市

で

は

八

三

箇

所

一

四
・
五

ｈａ
を

保

存

樹

林

地

に

指

定

し

、
固

定

資

産

税

や

都

市

計

画

税

相

当

額

の

奨

励

金

を

所

有

者

に

交

付

し

て

い

ま

す

。 

 

し

か

し

、

所

有

者

の

中

に

は

、

森

林

を

管

理

す

る

わ

け

で

も

な

く

、

森

林

を

市

に

買

い

取

っ

て

も

ら

い

た

く

て

も

、

価

格

の

面

で

折

合

い

が

つ

か

ず

、

や

む

な

く

放

置

状

態

で

所

有

し

て

い

る

人

も

い

る

の

が

現

実

だ

と

い

い

ま

す

。 

 

こ

の

よ

う

に

な

状

況

で

身

近

な

森

を

守

り

、

住

民

に

開

放

さ

れ

た

森

づ

く

り

を

進

め

て

い

く

た

め

に

は

、

森

林

所

有

者

対

策

を

早

急

に

立

て

る

必

要

が

あ

る

と

考

え

ま

す

。 

(

４)

三

要

素

五

条

件

を

あ

て

は

め

る 

 

さ

て

、Ⅵ

―

２

「

親

し

み

の

あ

る

森

へ

」

で

私

た

ち

が

提

示

し

た

「

親

林

性

の

三

要

素

」

と

「

親

林

性

の

五

条

件

」

を

よ

り

具

体

的

な

イ

メ

ー

ジ

に

す

る

た

め

、

住

民

意

識

調

査

を

実

施

し

た

二

つ

の

地

域

に

あ

て

は

め

て

み

ま

し

ょ

う

。 

親

林

性

の

三

要

素 

 

＊

何

時

で

も

森

を

利

用

で

き

る

こ

と 

 

＊

誰

で

も

森

を

利

用

で

き

る

こ

と 

 

＊

何

の

た

め

で

も

森

を

利

用

で

き

る

こ

と 

親

林

性

の

五

条

件 

 

◆

森

の

中

に

入

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と 

 

◆

最

低

限

の

安

全

性

が

確

保

さ

れ

て

い

る

こ

と 

 

◆

森

の

中

で

活

動

す

る

に

あ

た

っ

て

、

あ

る

程

度

の

快

適

性

が

確

保

さ

れ

て

い

る

こ

と 
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◆

多

種

多

様

な

生

物

が

生

息

し

て

い

る

こ

と 

 

◆

森

の

中

で

い

ろ

い

ろ

な

こ

と

が

で

き

る

可

能

性

が

あ

る

こ

と 

 

ア 

大

磯

高

麗

山 

 

ま

ず

、

三

要

素

で

す

が

、

こ

れ

は

ど

の

要

素

も

満

た

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

ま

す

。 

 

次

に

五

条

件

で

す

が

、

こ

れ

は

少

々

違

っ

て

き

ま

す

。

第

一

番

目

の

「

森

の

中

に

入

る

」

で

す

が

、

こ

れ

は

植

生

保

護

の

た

め

一

部

に

有

刺

鉄

線

が

張

っ

て

あ

り

ま

す

し

、

そ

れ

以

外

の

場

所

で

も

サ

サ

ヤ

ブ

な

ど

の

た

め

に

入

る

こ

と

が

で

き

な

い

所

が

あ

り

ま

す

。

し

か

し

林

内

に

散

策

の

コ

ー

ス

が

多

数

あ

る

こ

と

に

よ

り

お

お

む

ね

良

好

と

言

え

ま

す

。 

 

第

二

番

目

で

す

が

、

こ

れ

に

つ

い

て

は

南

面

が

急

峻

で

あ

る

こ

と

、

ま

た

立

ち

枯

れ

状

態

の

大

木

が

あ

る

こ

と

な

ど

か

ら

早

急

に

対

策

を

立

て

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。 

 

次

に

第

三

番

目

で

す

が

、

林

内

の

所

々

に

広

場

が

あ

り

各

コ

ー

ス

と

連

絡

し

て

い

る

た

め

、

ピ

ク

ニ

ッ

ク

や

散

策

な

ど

で

休

息

を

取

る

に

は

十

分

で

す

が

、

場

所

に

よ

っ

て

は

光

が

入

ら

ず

暗

い

と

感

じ

ら

れ

る

所

が

あ

り

、

可

能

な

所

で

は

枝

打

ち

や

少

し

オ

ー

プ

ン

ス

ペ

ー

ス

を

広

げ

る

な

ど

、

周

辺

植

生

に

影

響

を

与

え

な

い

程

度

の

改

善

が

必

要

と

考

え

ま

す

。 

 

第

四

番

目

の

条

件

に

入

り

ま

す

と

こ

れ

は

も

う

説

明

の

必

要

が

な

い

く

ら

い

で

す

。

こ

こ

は

県

立

湘

南

青

少

年

の

家

で

行

う

自

然

観

察

会

や

、

ウ

ォ

ー

ク

ラ

リ

ー

の

コ

ー

ス

と

し

て

も

有

名

で

す

。

ち

な

み

に

数

字

を

あ

げ

ま

す

と

、

植

物

に

つ

い

て

は

同

青

少

年

の

家

編

集

の

「

高

麗

山

の

植

物

目

録

」

一

九

八

七

年

版

に

は

、

一

一

四

科

五

五

七

種

（

変

種

等

を

含

む

）

と

な

っ

て

お

り

、

ま

た

、

鳥

類

で

は

神

奈

川

県

教

育

委

員

会

が

実

施

し

た

「

神

奈

川

県

天

然

記

念

物

地

域

・
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動

物

調

査

報

告

書

」
（

一

九

八

七

年

）
に

よ

る

と

、
確

認

記

録

で

一

九

科

三

九

種

と

さ

れ

、
渡

り

の

時

期

を

考

慮

す

れ

ば

七

〇

～

八

〇

種

が

生

息

す

る

と

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

最

後

に

第

五

番

目

の

条

件

で

す

。

こ

の

地

域

は

ほ

ぼ

全

体

が

大

磯

高

麗

山

自

然

環

境

保

全

地

域

に

指

定

さ

れ

、

保

安

林

と

し

て

も

指

定

さ

れ

て

い

ま

す

。
特

に

南

面

の

自

然

林

は

県

天

然

記

念

物

と

し

て

保

護

さ

れ

て

い

ま

す

。
こ

の

た

め

、

誰

で

も

勝

手

に

手

を

入

れ

る

こ

と

が

で

き

な

い

の

で

、

利

用

者

み

ず

か

ら

コ

ー

ス

の

補

修

や

枝

払

い

な

ど

を

す

る

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

簡

単

な

作

業

は

、

地

元

の

自

治

会

や

利

用

率

の

高

い

団

体

に

任

せ

て

は

い

か

が

で

し

ょ

う

か

。

こ

う

す

る

こ

と

に

よ

り

地

域

の

人

々

の

望

む

森

づ

く

り

に

近

づ

き

、
「

現

代

版

【

入

会

】
」

の

原

型

が

で

き

あ

が

り

ま

す

。

こ

れ

に

バ

ー

ド

ウ

ォ

ッ

チ

ン

グ

や

自

然

観

察

会

な

ど

の

グ

ル

ー

プ

が

加

わ

れ

ば

充

実

し

た

も

の

に

な

り

、

地

域

の

良

好

な

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

づ

く

り

に

つ

な

が

る

と

考

え

ま

す

。 

イ 

大

野

台

・

大

沼

緑

地 

 

こ

れ

ま

で

の

と

こ

ろ

、

朝

晩

の

ジ

ョ

ギ

ン

グ

や

散

歩

、

通

勤

通

学

経

路

の

一

部

、

そ

れ

に

子

供

の

遊

び

場

と

い

っ

た

程

度

に

し

か

利

用

さ

れ

て

い

ま

せ

ん

が

、

三

要

素

は

ほ

ぼ

満

た

さ

れ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

ま

す

。 

 

次

に

五

条

件

で

す

が

、

第

一

番

目

に

つ

い

て

は

、

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

結

果

で

手

入

れ

状

況

を

不

満

と

す

る

割

合

が

高

い

よ

う

に

、

灌

木

や

ツ

ル

類

が

繁

茂

し

て

入

り

に

く

い

場

所

が

目

立

ち

ま

す

。

散

策

路

を

設

け

る

な

ど

し

て

、

森

の

中

に

た

め

ら

い

な

く

入

れ

る

よ

う

配

慮

が

必

要

で

す

。 

 

第

二

番

目

に

つ

い

て

は

、

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

結

果

で

五

割

以

上

の

人

が

防

犯

上

問

題

が

あ

る

と

指

摘

し

て

い

る

こ

と

や

、

高

齢

者

ほ

ど

一

人

で

森

に

出

か

け

る

傾

向

が

あ

る

こ

と

か

ら

、

安

全

性

の

確

保

に

つ

い

て

配

慮

が

必

要

で

す

。 

 

第

三

番

目

に

つ

い

て

で

す

が

、

林

縁

の

所

々

に

ゴ

ミ

や

車

が

棄

て

ら

れ

て

い

た

り

、

駐

車

場

と

化

し

て

い

る

状

況

も
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あ

り

ま

す

。

ま

た

、

森

へ

の

手

入

れ

不

足

に

よ

り

、

日

中

で

も

薄

暗

い

所

が

あ

り

、

全

体

と

し

て

快

適

性

は

低

い

と

い

え

ま

す

。

一

方

、

旧

畑

地

灌

漑

用

地

を

利

用

し

た

相

模

緑

道

緑

地

と

し

て

の

整

備

が

進

み

、

快

適

性

の

高

い

場

所

も

見

受

け

ら

れ

ま

す

。 

 

第

四

番

目

に

つ

い

て

は

、

住

宅

が

林

縁

に

接

近

し

て

い

る

と

は

い

え

、

森

が

面

的

に

あ

る

程

度

確

保

さ

れ

、

し

か

も

人

の

出

入

り

が

し

に

く

い

森

が

多

い

と

い

う

こ

と

か

ら

、

生

物

は

多

種

多

様

に

生

息

し

て

い

る

と

推

測

さ

れ

ま

す

。

し

か

し

、

緑

の

質

に

つ

い

て

は

樹

種

が

貧

弱

だ

と

す

る

不

満

の

声

が

多

い

の

で

、

こ

の

点

で

生

物

相

が

制

約

さ

れ

て

い

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。 

 

最

後

の

第

五

番

目

に

つ

い

て

は

、

ほ

ん

の

一

部

分

で

の

限

ら

れ

た

利

用

が

あ

る

に

す

ぎ

ま

せ

ん

。

今

後

、

地

域

住

民

と

森

林

所

有

者

が

森

の

利

用

や

管

理

に

つ

い

て

合

意

で

き

れ

ば

、

森

の

中

で

い

ろ

い

ろ

な

こ

と

が

で

き

る

可

能

性

は

高

い

と

い

え

ま

す

。 

 

実

際

、

こ

の

よ

う

な

方

向

で

整

備

さ

れ

始

め

た

の

が

大

野

台

緑

地

で

す

。

個

人

・

自

治

会

・

企

業

か

ら

な

る

「

市

民

み

ど

り

の

ま

ち

づ

く

り

を

推

進

す

る

会

」

が

五

九

年

一

〇

月

に

発

足

し

、

こ

れ

が

推

進

母

体

と

な

っ

て

森

の

下

草

刈

り

や

清

掃

を

、

恒

例

行

事

と

し

て

い

ま

す

。 

 

２ 

身

近

な

森

を

つ

く

ろ

う 

(

１)

森

林

1

〇

〇

年

構

想 

 

六

〇

年

六

月

、

神

奈

川

県

に

お

い

て

「

財

団

法

人

み

ど

り

の

ま

ち

・

か

な

が

わ

県

民

会

議

」

が

設

立

さ

れ

、

身

近

な

緑

地

等

を

守

り

、
っ

く

る

、
か

な

が

わ

の

ナ

シ

ョ

ナ

ル
・
ト

ラ

ス

ト

運

動

が

始

ま

り

ま

し

た

。
そ

し

て

翌

年

四

月

に

は

、
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県

条

例

に

よ

る

「

か

な

が

わ

ト

ラ

ス

ト

み

ど

り

基

金

」

が

設

置

さ

れ

、

県

と

県

民

会

議

が

推

進

す

る

、

か

な

が

わ

の

ナ

シ

ョ

ナ

ル

・

ト

ラ

ス

ト

運

動

の

推

進

体

制

が

整

い

ま

し

た

。

こ

の

運

動

は

、

神

奈

川

の

自

然

環

境

と

歴

史

的

環

境

を

守

り

引

き

継

い

で

い

く

た

め

、

緑

地

等

の

買

入

れ

や

保

存

の

た

め

の

契

約

、

緑

化

の

推

進

等

を

行

い

、

み

ど

り

豊

か

な

か

な

が

わ

の

創

造

に

寄

与

し

よ

う

と

す

る

も

の

で

す

。 

 

ま

た

、
「

か

な

が

わ

・
く

に

づ

く

り

構

想

」
に

基

づ

き

、
第

二

次

新

神

奈

川

計

画

で

は

、
相

模

湖

、
奥

相

模

湖

、
津

久

井

湖

、
丹

沢

湖

、
宮

ケ

瀬

貯

水

池
（

整

備

中

）
を
「

や

ま

な

み

五

湖

」
と

位

置

づ

け

、
六

三

年

七

月

、
「

や

ま

な

み

五

湖

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

構

想

」

と

し

て

発

表

し

、

自

然

環

境

を

守

り

な

が

ら

県

民

の

レ

ク

リ

ェ

ー

シ

ョ

ン

の

場

と

し

て

、

整

備

充

実

す

る

こ

と

と

な

り

ま

し

た

。

こ

こ

に

は

、

人

間

性

の

回

復

や

、

都

市

と

自

然

と

の

交

流･

共

鳴･

共

生

な

ど

が

基

本

と

し

て

流

れ

て

お

り

、

県

民

の

森

林

浴

場

と

し

て

位

置

付

け

て

い

ま

す

。 

 

し

か

し

、

行

政

主

導

の

活

動

で

は

、

地

域

が

限

定

さ

れ

た

り

、

小

回

り

が

き

か

な

い

な

ど

、

そ

の

活

動

に

は

お

の

ず

か

ら

限

界

が

あ

る

と

考

え

ら

れ

ま

す

。 

 

身

近

な

緑

を

守

り

育

て

、

地

域

に

親

し

ま

れ

、

開

か

れ

た

も

の

に

す

る

に

は

、

た

だ

利

用

す

る

だ

け

で

は

な

く

、

住

民

が

み

ず

か

ら

の

手

で

計

画

し

管

理

し

て

い

く

こ

と

が

重

要

で

あ

り

、
「

現

代

版

【

入

会

】
」

の

柱

で

あ

る

と

考

え

ま

す

。 

 

森

を

つ

く

る

と

い

う

こ

と

は

、

一

〇

〇

年

、

二

〇

〇

年

の

長

い

年

月

が

必

要

で

あ

る

こ

と

を

、

皆

さ

ん

は

良

く

ご

承

知

だ

と

思

い

ま

す

。
こ

の

超

長

期

の

構

想

を

世

代

を

超

え

て

引

き

継

い

で

い

く

に

は

、
「

現

代

版
【

入

会

】
」
の

浸

透

と

、

人

材

の

育

成

が

不

可

欠

と

い

え

ま

す

。 

(

２)

森

づ

く

り

の

先

進

例 
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次

に

、

他

の

県

で

は

ど

の

よ

う

に

施

策

の

形

成

や

活

動

を

実

施

し

て

い

る

の

か

、

今

後

の

参

考

と

考

え

ら

れ

る

例

を

紹

介

し

ま

す 
ア 
兵

庫

県

神

戸

市 

 

ま

ず

最

初

は

、

神

戸

市

の

「

グ

リ

ー

ン

こ

う

べ

作

戦

」

で

す

。

神

戸

市

は

、

人

口

一

四

三

万

人

（

昭

和

六

三

年

三

月

末

）

で

横

浜

市

と

並

ぶ

日

本

有

数

の

貿

易

港

を

持

つ

港

湾

都

市

で

、

背

後

に

は

七

〇

〇

ｍ

台

の

六

甲

山

系

を

控

え

、

ま

さ

に

海

と

山

に

挟

ま

れ

た

都

市

と

言

え

ま

す

。

例

外

に

漏

れ

ず

、

神

戸

市

に

お

い

て

も

都

市

化

の

波

が

押

し

よ

せ

緑

が

ど

ん

ど

ん

減

っ

て

い

き

ま

し

た

。

そ

れ

ま

で

神

戸

市

で

は

明

治

三

〇

年

代

後

半

か

ら

市

の

裏

山

で

あ

る

六

甲

の

ハ

ゲ

山

を

緑

豊

か

な

山

に

す

る

た

め

、

全

市

を

あ

げ

て

植

栽

に

と

り

か

か

り

、

困

難

の

末

や

っ

と

現

在

の

緑

あ

る

山

と

し

、

保

全

に

努

め

て

き

ま

し

た

。 

 

市

当

局

は

、
市

民

か

ら

の
「

緑

が

必

要

で

あ

る

」
と

の

声

を

バ

ッ

ク

に

、
「

グ

リ

ー

ン

こ

う

べ

作

戦

」
と

名

付

け

た

緑

化

運

動

を

展

開

す

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。

こ

の

作

戦

の

目

的

は

、

市

域

の

七

〇

％

を

緑

と

し

て

保

全

す

る

と

と

も

に

、

市

街

地

の

三

〇

％

を

緑

化

す

る

こ

と

に

あ

り

、

次

の

五

本

の

柱

で

構

成

さ

れ

て

い

ま

す

。 

 

一

．

公

園

・

街

路

の

緑

化

を

す

す

め

る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「

市

街

地

の

緑

化

」 

 

二

．

美

し

い

緑

の

山

を

守

り

育

て

る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「

背

山

の

緑

化

」 

 

三

．

団

地

や

公

共

施

設

を

緑

化

す

る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「

団

地

等

の

緑

化

」 
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四

．

埋

立

地

や

港

湾

施

設

を

緑

化

す

る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「

臨

海

地

域

の

緑

化

」 

 

五

．

市

民

の

み

な

さ

ん

の

協

力

に

よ

る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「

市

民

参

加

の

緑

化

」 

 

こ

の

中

で

特

に

ユ

ニ

ー

ク

な

の

が

五

番

目

の

柱

「

市

民

参

加

の

緑

化

」

で

、

こ

の

作

戦

を

支

え

て

い

る

大

き

な

力

と

い

え

ま

す

。 

 

市

民

参

加

の

実

態

と

し

て

は

、

市

民

団

体

の

管

理

組

織

が

あ

り

、

現

在

公

園

管

理

会

が

三

〇

八

団

体

、

街

路

樹

管

理

会

が

二

〇

団

体

、

そ

し

て

ハ

イ

キ

ン

グ

コ

ー

ス

管

理

会

が

一

五

団

体

あ

り

、

こ

れ

ら

の

団

体

に

よ

り

神

戸

の

緑

が

守

ら

れ

て

い

る

の

で

す

。 

 

快

適

な

都

市

生

活

を

送

る

た

め

に

は

、

公

園

や

身

近

な

緑

を

育

て

守

る

こ

と

が

、

欠

か

す

こ

と

の

で

き

な

い

大

切

な

こ

と

で

あ

る

こ

と

を

、
市

民

一

人

ひ

と

り

が

十

分

認

識

し

て

い

る

か

ら

こ

そ

、
こ

の

よ

う

な

多

数

の

団

体

が

つ

く

ら

れ

、

進

ん

で

緑

を

守

っ

て

い

る

と

考

え

ま

す

。 

 

市

当

局

と

し

て

は

こ

の

作

戦

に

合

わ

せ

、

毎

年

一

〇

〇

万

本

の

植

栽

を

目

標

に

緑

化

を

推

進

し

、

昭

和

六

一

年

三

月

末

ま

で

に

植

え

た

樹

木

は

一

，

三

〇

三

万

本

に

も

達

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

市

公

園

条

例

を

制

定

し

、

緑

を

増

や

し

育

て

る

た

め

に

各

種

の

補

助

制

度

を

設

け

た

り

、

家

庭

で

不

用

と

な

っ

た

樹

木

を

必

要

な

市

民

に

斡

旋

し

た

り

、

市

が

直

接

買

い

取

る

か

市

の

公

園

に

植

え

る

よ

う

指

導

し

、

少

し

で

も

緑

が

減

ら

な

い

よ

う

対

策

を

構

じ

て

い

ま

す

。 

 

神

戸

市

で

は

五

八

年

、
「

都

市

林

『

こ

う

べ

の

森

』
」

と

題

し

て

二

一

世

紀

の

都

市

林

を

考

え

る

基

本

計

画

報

告

書

を

作

成

し

、

次

の

よ

う

な

考

え

方

を

明

示

し

ま

し

た

。 

 120 



 

     

イ 

岐

阜

県

土

岐

市 

 

次

に

、

神

戸

市

と

同

様

に

行

政

主

体

で

ス

タ

ー

ト

を

切

っ

た

岐

阜

県

土

岐

市

の

例

を

紹

介

し

ま

す

。

土

岐

市

も

古

く

は

ハ

ゲ

山

か

ら

の

植

林

か

ら

ス

タ

ー

ト

し

て

お

り

、

神

戸

市

と

似

た

と

こ

ろ

が

あ

り

ま

す

。 

【

土

岐

市

の

今

の

姿

は

緑

に

恵

ま

れ

、

市

民

も

そ

の

快

適

な

環

境

を

享

受

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

し

か

し

、

永

い

歴

史

を

有

す

る

陶

業

に

よ

り

、

著

し

く

そ

の

自

然

環

境

が

破

壊

さ

れ

た

経

緯

は

い

ろ

い

ろ

な

記

録

に

よ

り

明

ら

か

で

あ

り

、

ま

た

そ

の

た

め

に

、

国

、

県

、

市

が

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場

で

永

年

に

わ

た

り

多

大

の

経

費

と

労

力

を

投

入

し

、

挙

げ

て

復

旧

に

努

力

し

た

結

果

、

よ

う

や

く

復

元

さ

れ

た

環

境

で

あ

る

こ

と

を

、

忘

れ

る

こ

と

は

で

き

な

い

。
】 

 

こ

の

文

章

は

「

土

岐

市

森

林

緑

地

整

備

計

画

策

定

業

務

報

告

書

」

の

冒

頭

文

の

一

部

分

で

す

。

い

か

に

市

当

局

が

今

ま

で

苦

労

し

な

が

ら

、

緑

を

増

や

し

て

い

っ

た

か

わ

か

る

と

思

い

ま

す

。 

 

土

岐

市

は

、

岐

阜

県

の

南

東

部

に

あ

り

愛

知

県

に

そ

の

一

部

を

接

し

て

い

る

人

口

六

万

五

千

人

、

面

積

一

一

六

ｋｍ２
の

中

小

都

市

で

、

隣

接

す

る

多

治

見

市

と

並

び

美

濃

焼

の

主

産

地

と

し

て

有

名

で

す

。

そ

の

た

め

、

古

く

か

ら

陶

土

を

と

る

た

め

に

山

を

削

り

、

陶

釜

の

燃

料

と

し

て

樹

木

を

伐

採

し

、

い

た

る

所

に

ハ

ゲ

山

を

作

っ

て

き

ま

し

た

が

、

冒

頭

文

に

も

あ

る

よ

う

に

行

政

の

努

力

に

よ

り

、

市

の

面

積

の

七

二

％

を

緑

豊

か

な

森

林

に

回

復

さ

せ

た

の

で

す

。 

 

緑

地

行

政

は

「

一

○

○

年

の

計

」

と

位

置

付

け

超

長

期

の

見

通

し

と

地

道

な

努

力

が

あ

っ

て

、

初

め

て

目

に

見

え

る

形

で

現

れ

て

く

る

。

過

去

の

実

績

の

上

に

立

っ

て

今

後

も

こ

の

努

力

を

積

み

重

ね

、

此

の

貴

重

な

緑

を

後

世

に

受

け

継

い

で

い

く

義

務

と

考

え

ま

す

。 
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現

在

土

岐

市

に

お

い

て

は

、

交

通

機

関

の

整

備

に

よ

り

名

古

屋

へ

の

通

勤

圏

に

な

る

と

と

も

に

、

隣

接

の

多

治

見

市

な

ど

で

は

大

規

模

な

宅

地

開

発

が

進

行

す

る

な

ど

、

土

岐

市

に

対

す

る

開

発

圧

力

は

高

ま

る

一

方

と

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

現

状

を

踏

ま

え

市

で

「

緑

政

計

画

」

を

立

案

す

る

に

あ

た

り

、

市

民

へ

の

ア

ン

ケ

ー

ト

を

実

施

し

た

と

こ

ろ

、

開

発

し

な

が

ら

も

緑

を

残

す

べ

き

と

の

結

果

が

出

ま

し

た

。 

 

そ

こ

で

、

六

二

年

「

森

林

緑

地

整

備

計

画

策

定

委

員

会

」

を

設

置

し

、

積

極

的

に

緑

を

保

全

し

な

が

ら

、

一

〇

〇

年

か

ら

二

〇

〇

年

先

を

見

た

土

地

利

用

に

つ

い

て

検

討

し

て

い

く

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。 

 

い

ま

だ

計

画

は

立

案

中

で

あ

り

ま

す

が

、

森

林

面

積

の

七

〇

％

を

所

有

し

て

お

り

、

み

ず

か

ら

の

手

で

緑

を

回

復

さ

せ

た

市

は

、

環

境

財

と

し

て

の

緑

の

必

要

性

を

強

く

感

じ

、

こ

れ

を

守

っ

て

い

こ

う

と

す

る

姿

勢

を

持

っ

て

お

り

、

そ

れ

に

応

え

た

答

申

が

出

る

も

の

と

期

待

さ

れ

、

今

後

の

推

移

が

注

目

さ

れ

ま

す

。 

ウ 

高

森

山

の

森

づ

く

り 

 

次

は

前

の

二

つ

と

は

異

な

り

、

地

域

住

民

が

み

ず

か

ら

の

手

で

緑

を

復

活

さ

せ

た

好

例

と

し

て

、

愛

知

県

春

日

井

市

高

蔵

寺

ニ

ュ

ー

タ

ウ

ン

の

皆

さ

ん

の

活

動

を

紹

介

し

ま

す

。 

 

愛

知

県

春

日

井

市

は

、

名

古

屋

か

ら

中

央

西

線

の

快

速

電

車

で

三

〇

分

程

度

の

と

こ

ろ

に

あ

る

人

口

一

七

万

五

千

人

程

の

中

都

市

で

、

名

古

屋

圏

の

ベ

ッ

ド

タ

ウ

ン

と

し

て

昭

和

三

〇

年

代

中

頃

よ

り

開

発

が

進

み

、

現

在

に

お

い

て

も

そ

の

進

行

速

度

は

衰

え

て

い

ま

せ

ん

。 

 

市

の

中

心

よ

り

少

し

東

へ

行

っ

た

所

に

住

宅

・

都

市

整

備

公

団

が

昭

和

三

〇

年

代

後

半

よ

り

、

総

面

積

八

五

〇

ｈａ

、

入

居

予

定

八

万

人

と

い

う

大

規

模

な

高

蔵

寺

ニ

ュ

ー

タ

ウ

ン

を

造

成

し

ま

し

た

。

こ

の

団

地

の

北

東

部

に

ポ

ツ

ン

と

取

り

残

さ

れ

た

よ

う

に

あ

る

の

が

、

こ

こ

で

紹

介

す

る

面

積

一

六

・

七

ｈａ

の

高

森

山

で

す

。 
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こ

の

山

は

四

〇

年

頃

に

山

火

事

が

あ

り

、

樹

木

が

焼

失

し

た

だ

け

で

は

な

く

、

そ

の

後

表

層

土

も

流

失

し

て

し

ま

い

ま

し

た

。

ま

た

、

周

辺

の

山

と

の

距

離

が

あ

る

た

め

に

鳥

類

が

木

の

実

を

運

ん

で

く

る

こ

と

が

な

く

、

ハ

ゲ

山

同

然

と

な

っ

て

い

ま

し

た

。

公

団

と

し

て

は

、

見

晴

ら

し

の

良

い

山

頂

に

展

望

台

を

作

り

、

周

辺

道

路

を

整

備

し

グ

ラ

ン

ド

や

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

を

配

し

、

山

全

体

を

団

地

内

の

都

市

公

園

と

し

て

整

備

す

る

予

定

で

し

た

。 

 

し

か

し

、
野

山

が

削

り

取

ら

れ

、
宅

地

化

さ

れ

て

い

く

の

を

目

の

あ

た

り

に

し

た

団

地

住

民

た

ち

は

、
「

豊

か

な

緑

を

復

元

し

て

里

山

に

育

て

よ

う

」
、
「

環

境

教

育

が

で

き

る

自

然

公

園

に

し

よ

う

」

と

公

団

の

計

画

を

大

き

く

方

向

転

換

さ

せ

る

緑

化

運

動

を

す

す

め

た

の

で

す

。 

 

こ

の

運

動

の

リ

ー

ダ

ー

た

ち

は

、

こ

う

し

て

で

て

き

た

団

地

住

民

の

声

を

集

約

す

る

た

め

、

素

案

検

討

グ

ル

ー

プ

を

つ

く

り

、

具

体

化

へ

の

第

一

歩

と

し

て

「

高

森

山

自

然

教

育

公

園

」

の

構

想

図

を

作

成

し

、

公

団

や

市

当

局

へ

提

示

し

ま

し

た

。 

 

計

画

案

を

提

示

さ

れ

た

公

団

や

市

は

、

従

来

か

ら

の

都

市

公

園

づ

く

り

に

、

内

部

か

ら

も

再

検

討

す

べ

き

と

の

声

が

あ

が

っ

た

た

め

、

こ

の

計

画

に

賛

同

し

、

推

進

す

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

ま

た

、

林

業

の

専

門

家

と

し

て

名

古

屋

営

林

局

の

協

力

も

得

ら

れ

た

こ

と

に

よ

り

、

こ

の

計

画

の

歯

車

が

回

転

す

る

こ

と

と

な

り

ま

し

た

。 

 

こ

の

計

画

と

営

林

局

の

ア

ド

バ

イ

ス

に

よ

り

、

四

七

年

の

秋

か

ら

子

供

た

ち

の

遠

足

や

野

外

学

習

、

家

族

の

ピ

ク

ニ

ッ

ク

、

お

年

寄

の

散

歩

等

に

よ

り

一

五

〇

㎏

の

ド

ン

グ

リ

を

集

め

、

最

終

的

に

使

用

可

能

と

な

っ

た

八

○

㎏

を

頂

上

か

ら

一

ｍ

間

隔

で

肥

料

や

土

と

と

も

に

植

え

て

い

き

ま

し

た

。 

 

今

日

で

は

、

や

や

過

密

と

は

言

え

ま

す

が

樹

高

が

三

～

五

ｍ

程

度

に

成

長

し

、

周

辺

か

ら

は

地

表

が

見

え

な

い

ほ

ど

繁

茂

す

る

程

に

な

り

ま

し

た

。 
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こ

う

し

て

緑

が

回

復

し

た

高

森

山

で

は

、

高

森

台

小

学

校

「

緑

の

少

年

団

」

が

緑

に

対

す

る

か

か

わ

り

方

の

学

習

の

手

段

の

一

つ

と

し

て

、

毎

月

一

回

山

の

清

掃

を

実

施

す

る

と

と

も

に

、

Ｐ

Ｔ

Ａ

、

老

人

会

を

中

心

と

し

た

「

緑

を

育

て

る

会

」

が

毎

秋

一

回

清

掃

を

実

施

し

自

分

た

ち

の

森

と

し

て

管

理

を

続

け

て

い

ま

す

。 

(

３)

み

ん

な

の

森

を

つ

く

ろ

う 

 

私

た

ち

の

周

囲

に

は

、

高

度

成

長

時

代

か

ら

の

破

壊

か

ら

辛

う

じ

て

残

っ

た

都

市

近

郊

林

や

里

山

が

多

少

な

り

と

も

あ

り

、

各

種

の

法

制

度

や

所

有

者

の

意

思

に

よ

り

な

ん

と

か

開

発

か

ら

逃

れ

ら

れ

て

き

ま

し

た

。 

 

し

か

し

、

そ

の

大

部

分

は

私

有

地

で

あ

り

、

管

理

が

十

分

に

な

さ

れ

て

い

る

と

は

言

い

難

く

、

周

辺

住

民

が

林

内

に

入

る

こ

と

が

困

難

と

な

っ

て

い

ま

す

。 
Ⅵ

「

さ

て

、
身

近

な

森

を

守

る

に

は

」
で

述

べ

た

よ

う

に

こ

の

よ

う

な

森

を

、

行

政

が

コ

ー

デ

ィ

ネ

ー

タ

ー

と

な

り

、
所

有

者

と

住

民

に

よ

る
「

現

代

版
【

入

会

】
」
を

組

織

し

、
親

林

性

の

有

る

森

に

再

生

し

て

い

く

必

要

が

あ

り

ま

す

。 

 

ま

た

一

方

で

は

、

産

業

構

造

の

変

化

に

よ

り

閉

鎖

や

移

転

し

た

工

場

跡

地

な

ど

の

遊

休

地

に

着

目

し

、

失

わ

れ

た

森

を

再

生

し

生

活

環

境

を

回

復

さ

せ

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

き

て

い

る

と

考

え

ま

す

。 

 

こ

れ

ま

で

私

た

ち

は

、

種

々

な

角

度

か

ら

森

林

に

つ

い

て

論

議

し

検

討

を

重

ね

、Ⅵ
─

３

「

み

ん

な

の

森

へ

」

に

お

い

て

、
身

近

な

森

を

守

り

育

て

る

た

め

に

は

、
住

民

に

よ

る
「

現

代

版
【

入

会

】
」
が

必

要

で

あ

る

こ

と

を

提

言

し

、
同

時

に

三

要

素

五

条

件

か

ら

成

る

親

林

性

を

考

え

、

森

づ

く

り

の

指

針

を

示

し

ま

し

た

。 

 

し

か

し

、

森

を

つ

く

る

こ

と

は

、

そ

の

規

模

や

期

間

か

ら

言

っ

て

も

、

地

域

の

住

民

だ

け

で

は

不

可

能

な

こ

と

と

い

え

ま

す

。

住

民

と

住

民

の

生

活

環

境

を

守

る

行

政

の

連

係

が

あ

っ

て

、

初

め

て

成

し

得

る

こ

と

と

い

え

ま

す

。 

 

最

後

に

、

私

た

ち

が

今

ま

で

述

べ

て

き

た

イ

メ

ー

ジ

の

森

を

具

体

的

に

展

開

し

て

み

ま

し

ょ

う

。 
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こ

れ

は

空

想

の

プ

ラ

ン

で

す

。

た

だ

し

、

実

際

に

作

る

こ

と

は

可

能

で

す

。

例

え

ば

、

行

政

が

災

害

時

の

広

域

避

難

場

所

と

し

て

検

討

す

る

価

値

は

あ

る

と

思

い

ま

す

。 

 

ま

ず

場

所

で

す

。

県

内

い

ろ

い

ろ

な

所

が

考

え

ら

れ

ま

す

が

、

や

は

り

子

供

が

遊

べ

る

緑

の

少

な

い

所

か

ら

と

な

る

と

、

横

浜

市

や

川

崎

市

の

、

京

浜

工

業

地

帯

の

工

場

跡

地

な

ど

が

思

い

浮

び

ま

す

。

面

積

は

で

き

る

だ

け

大

き

な

所

が

ベ

タ

ー

と

い

え

、

大

き

い

程

い

ろ

い

ろ

な

こ

と

が

で

き

ま

す

。 

 

そ

し

て

最

後

に

人

で

す

。

ど

ん

な

方

法

で

人

を

集

め

る

か

は

そ

の

時

々

で

異

な

り

ま

す

が

、

今

回

は

こ

の

森

づ

く

り

に

賛

同

し

て

く

れ

る

人

な

ら

、

ど

ん

な

形

の

参

加

で

も

良

い

こ

と

に

し

ま

す

。 

 

行

政

も

マ

ス

タ

ー

プ

ラ

ン

づ

く

り

に

参

加

し

て

も

ら

い

ま

す

し

、

住

民

の

緑

を

回

復

す

る

た

め

に

財

政

的

負

担

を

お

願

い

す

る

こ

と

と

な

り

ま

す

。 

 

最

初

に

な

に

を

つ

く

る

か

と

言

う

と

、

高

さ

二

〇

ｍ

程

の

山

を

二

つ

造

り

ま

す

。

そ

し

て

一

つ

は

明

治

神

宮

の

森

方

式

で

森

を

造

り

ま

す

。

こ

の

明

治

神

宮

の

森

は

、

国

民

が

そ

れ

ぞ

れ

木

を

持

ち

寄

り

植

え

た

も

の

で

あ

り

、

あ

の

素

晴

ら

し

い

森

と

な

っ

た

こ

と

は

皆

さ

ん

も

良

く

ご

存

じ

の

こ

と

と

思

い

ま

す

。 

 

も

う

一

つ

の

山

は

、

本

章

―

２(

２)

「

森

づ

く

り

の

先

進

例

」

で

紹

介

し

た

、

愛

知

県

春

日

井

市

の

、

高

森

山

方

式

の

「

ド

ン

グ

リ

か

ら

の

森

づ

く

り

」

で

す

。 

 

山

の

周

辺

に

は

多

少

の

空

間

を

取

り

、

開

放

性

の

あ

る

広

場

を

設

け

、

所

々

に

木

蔭

が

で

き

る

よ

う

な

樹

木

を

植

え

ま

す

。

そ

し

て

広

場

の

周

辺

に

は

、

四

季

さ

ま

ざ

ま

な

変

化

を

見

せ

て

く

れ

る

広

葉

樹

を

中

心

に

、

小

鳥

な

ど

の

小

動

物

の

エ

サ

と

し

て

実

が

な

る

樹

木

を

植

え

ま

す

。 

 

一

番

外

側

に

は

、

火

に

強

い

と

言

わ

れ

る

サ

ン

ゴ

ジ

ュ

な

ど

の

防

火

用

樹

木

を

植

え

、

災

害

時

に

は

防

火

林

と

な

る
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よ

う

配

置

し

ま

す

。

ま

た

、

将

来

、

渡

り

鳥

が

観

察

で

き

る

よ

う

直

径

一

〇

〇

ｍ

程

の

浅

い

池

を

設

け

、

水

辺

に

ア

シ

な

ど

を

植

え

て

お

き

ま

す

。 

 

林

内

に

は

、

人

が

ゆ

っ

た

り

と

歩

け

る

よ

う

に

三

～

四

ｍ

巾

の

道

を

つ

く

り

ま

す

。

た

だ

し

、

明

確

に

道

と

林

内

を

区

別

す

る

必

要

は

あ

り

ま

せ

ん

。 

 

こ

う

し

て

森

の

準

備

が

で

き

た

ら

、

最

小

限

の

管

理

を

す

る

た

め

と

、

子

供

た

ち

が

、

自

分

の

手

で

植

え

た

木

や

、

ド

ン

グ

リ

か

ら

芽

生

え

た

苗

木

の

成

長

を

見

守

る

た

め

の

道

を

除

き

、

自

然

が

少

し

で

も

早

く

回

復

す

る

よ

う

最

低

五

年

間

は

人

を

入

れ

な

い

よ

う

に

し

ま

す

。 

 

そ

し

て

忘

れ

て

な

ら

な

い

の

が

災

害

対

策

で

す

。

こ

の

二

つ

の

山

の

下

に

は

そ

れ

ぞ

れ

大

型

の

貯

水

槽

と

食

糧

な

ど

を

入

れ

た

備

蓄

倉

庫

を

設

け

、

こ

の

広

場

に

人

々

が

避

難

し

て

き

て

も

、

十

分

対

処

で

き

る

よ

う

に

考

え

て

お

き

ま

す

（

図

―

１

参

照

）
。 

(

４)

森

人

類

の

誕

生 

 

こ

う

し

て

自

分

た

ち

の

手

で

、

木

を

植

え

ド

ン

グ

リ

を

植

え

た

こ

と

に

よ

り

、

参

加

し

た

人

た

ち

は

よ

り

自

然

が

身

近

に

感

じ

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

る

と

考

え

ま

す

。

特

に

、

子

供

は

成

長

す

る

に

つ

れ

、

森

林

と

付

き

合

う

方

法

を

自

然

と

身

に

付

け

て

い

く

こ

と

で

し

ょ

う

。

こ

れ

こ

そ

、

朝

日

新

聞

社

編

「

シ

ン

ポ

ジ

ウ

ム

・

緑

と

生

活

」

に

お

け

る

基

調

報

告

で

、

山

階

鳥

類

研

究

所

資

料

室

長

の

柴

田

敏

隆

氏

が

述

べ

て

い

る

『

欲

し

い

発

達

段

階

に

応

じ

た

森

林

体

験

』

に

あ

て

は

ま

る

と

思

い

ま

す

。 

 

こ

の

よ

う

に

育

っ

た

子

供

た

ち

が

将

来

大

人

に

な

っ

た

時

、
初

め

て

私

た

ち

が

提

案

し

た
「

現

代

版
【

入

会

】
」
が

完

成

し

、

真

の

意

味

で

の

「

森

人

類

」

が

誕

生

す

る

と

考

え

ま

す

。 
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(

５)

サ

イ

レ

ン

ト

パ

ー

ク

と

し

な

い

た

め

に 

 
現

代

社

会

に

お

い

て

多

く

の

子

供

は

、

動

物

に

全

く

触

れ

る

こ

と

な

く

育

っ

て

い

る

と

言

え

ま

す

。

私

た

ち

が

考

え

た

こ

の

「

身

近

な

森

」

を

自

由

に

観

察

で

き

る

こ

と

が

、

何

よ

り

も

大

切

な

こ

と

な

の

で

す

。 

 

な

ぜ

か

行

政

が

、

こ

の

よ

う

な

自

称

「

自

然

公

園

」

や

「

ふ

れ

あ

い

公

園

」

を

つ

く

る

と

、

道

と

か

、

池

と

か

を

ガ

ッ

チ

リ

と

整

備

し

て

し

ま

い

、

そ

の

う

え

林

内

な

ど

は

下

草

や

ヤ

ブ

等

を

全

部

刈

り

取

っ

て

し

ま

う

こ

と

が

多

い

の

で

す

。

こ

れ

で

は

下

草

や

ヤ

ブ

等

を

必

要

と

す

る

昆

虫

、

鳥

類

、

そ

し

て

ウ

サ

ギ

等

の

小

動

物

は

隠

れ

る

こ

と

さ

え

出

来

ま

せ

ん

。

動

物

の

生

態

を

無

視

し

て

人

間

が

い

く

ら

放

し

て

も

、

巣

を

つ

く

る

こ

と

が

出

来

ま

せ

ん

か

ら

、

棲

む

こ

と

は

不

可

能

な

の

で

す

。

こ

れ

で

は

、

せ

っ

か

く

つ

く

っ

た

森

や

公

園

は

、

小

鳥

の

さ

え

ず

り

や

小

動

物

の

鳴

き

声

が

聞

か

れ

な

い

、

サ

イ

レ

ン

ト

パ

ー

ク

と

な

っ

て

し

ま

い

ま

す

。 

 

そ

う

な

ら

な

い

た

め

に

は

、

行

政

も

都

市

公

園

や

近

郊

林

を

つ

く

る

役

割

を

担

っ

て

い

く

う

え

で

、

従

来

の

造

園

に

詳

し

い

人

だ

け

で

は

な

く

、

森

や

動

植

物

な

ど

の

自

然

の

営

み

に

詳

し

い

人

も

配

置

し

、

未

来

の

「

森

人

類

」

が

生

ま

れ

る

た

め

の

環

境

づ

く

り

を

、

ま

ず

進

め

て

い

く

必

要

が

あ

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。
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用

語

集 

Ⅰ
 

１８

Ｐ 

齢

級

配

置─
─
 

林

齢

を

五

年

ご

と

に

総

括

し

た

も

の

を

齢

級

と

い

い

、

そ

の

量

的

、

位

置

的

配

分

状

態

を

齢

級

配

置

と

い

う 

Ⅱ
 

２６

Ｐ 
保

安

林 
 

  

森

林

の

有

す

る

水

資

源

の

か

ん

養

、

災

害

の

防

備

、

生

活

環

境

の

保

全

・

形

成

、

保

健

休

養

の

場

の

提

供

等

の

機

能

を

高

度

に

発

揮

さ

せ

る

た

め

、

森

林

法

に

基

づ

い

て

指

定

さ

れ

特

定

の

制

限

を

課

せ

ら

れ

た

森

林

で

、

全

部

で

十

七

種

類

あ

る 

 

２６

Ｐ 

航

行

目

標

保

安

林

―
― 

主

と

し

て

漁

船

の

航

行

目

標

と

し

て

航

行

の

安

全

を

確

保

す

る

た

め

森

林

法

に

基

づ

い

て

指

定

さ

れ

た

森

林 

 

２６

Ｐ 

水

源

林 
 
 
 
  

森

林

の

持

つ

保

水

機

能

に

よ

り

、

河

川

へ

の

流

量

を

調

節

す

る

こ

と

で

、

洪

水

、

渇

水

を

緩

和

し

、

ま

た

は

各

種

用

水

を

確

保

す

る

機

能

を

高

度

に

発

揮

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

森

林 

 

３０

Ｐ 

酸

性

雨 
 
 
 
  

大

気

汚

染

物

質

の

硫

黄

酸

化

物

や

窒

素

酸

化

物

が

溶

け

た

強

酸

性

の

雨

。

汚

染

さ

れ

た

大

気

は

風

で

運

ば

れ

、

発

生

源

か

ら

遠

く

離

れ

た

所

に

も

被

害

を

も

た

ら

す 

Ⅲ
 

３５

Ｐ 

た

た

ら

製

鉄

―

耐

火

粘

土

で

築

造

し

た

炉

に

、
良

質

の

木

炭

と

砂

鉄

を

交

互

に

装

入

し

、
ふ

い

ご

で

送

風

し

強

熱

し

て

溶

練

す

る

極

め

て

古

く

か

ら

行

わ

れ

た

製

鉄

法

。
江

戸

時

代

に

全

盛

期

を

迎

え

た

が

、

幕

末

に

洋

式

製

鉄

法

が

移

植

さ

れ

る

と

と

も

に

衰

微

し

た 

 

３６

Ｐ 

お

は

や

し

E

御

林

E
A 
 
 
 
 
 
 

藩

主

の

直

轄

支

配

林

で

、
御

林

帳

と

い

う

も

の

が

あ

り

、
御

林

の

所

在

地

、
縦

横

の

長

さ

、

面

積

、

樹

種

別

、

周

囲

長

別

に

本

数

な

ど

が

記

載

さ

れ

て

い

る 

御

林

の

管

理

、

監

督

の

任

に

あ

た

る

山

守

、

林

守

、

山

廻

り

と

呼

ば

れ

る

役

が

設

け

ら

れ 
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て

い

た

。
村

民

の

中

か

ら

選

ば

れ

る

こ

と

も

多

く

、
役

料

と

し

て

、
下

柴

、
下

草

な

ど

の

採

取

を

認

め

た

り

、

帯

刀

を

認

め

た

り

し

て

い

た 

 
３６

Ｐ 
A

あ
ず
け
ば
や
し

E

預
林

E
A 
 
 
 
 
 
 

御

林

の

う

ち

、

藩

士

や

地

元

村

民

に

預

け

た

森

林

で

、

預

け

た

区

域

の

保

護

、

監

視

を

委

任

し

た

り

、

造

林

を

行

わ

せ

た

り

し

た

。

保

護

の

代

償

と

し

て

広

葉

樹

や

下

草

の

利

用

を

認

め

た

場

合

が

あ

っ

た

。

藩

主

が

薪

炭

材

を

と

る

場

所

を

預

林

と

し

た

例

も

あ

る 

 

３６

Ｐ 
A

と

め

ぎ

E

留

木
E

A

（

＝

A

き
ん
ぼ
く

E

禁
木

E
A

）

―
― 

 

特

定

の

樹

種

（

ス

ギ

・

ヒ

ノ

キ

・

マ

ツ

・

ケ

ヤ

キ

・

ツ

ガ

・

サ

ワ

ラ

・

モ

ミ

・

ウ

ル

シ

ノ

キ

・

キ

リ

・

ク

ス

な

ど

）

を

指

定

し

、

そ

の

伐

採

を

制

限

ま

た

は

禁

止

し

た

も

の

で

、

樹

種

の

数

は

地

域

や

時

代

に

よ

っ

て

異

な

る 

 

４０

Ｐ 

地

域

制

緑

地

―

当

該

土

地

の

所

有

形

態

に

か

か

わ

ら

ず

、
一

定

の

現

状

変

更

行

為

に

つ

い

て

規

制

を

加

え

る

こ

と

に

よ

り

、
緑

地

と

し

て

の

態

様

を

維

持

し

よ

う

と

す

る

も

の

。
都

市

計

画

に

お

い

て

は

、

風

致

地

区

、
緑

地

保

全

地

区

、
生

産

緑

地

地

区

、
歴

史

的

風

土

特

別

保

存

地

区

な

ど

が

あ

り

、

そ

の

他

に

も

自

然

公

園

、

自

然

環

境

保

全

地

域

、

保

安

林

な

ど

の

諸

制

度

が

あ

る 

 

４３

Ｐ 

入

会

権 
 
 
 
 
 

集

落

と

か

組

と

か

よ

ば

れ

る

一

定

の

地

域

に

住

む

人

々

が

昔

か

ら

そ

の

地

域

の

決

ま

り

や

掟

な

ど

の

習

慣

に

従

っ

て

、

集

団

的

に

共

同

で

林

野

を

利

用

・

管

理

す

る

権

利 

 

４３

Ｐ 

入

会

林

野

に

係

る

権

利

関

係

の

近

代

化

の

助

長

に

関

す

る

法

律

―

入

会

権

を

抹

消

さ

せ

、
明

確

で

安

定

し

た

所

有

権

等

に

改

め

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

昭

和

四

一

年

に

制

定

さ

れ

た

法

律 

Ⅳ
 

４８

Ｐ 

外

部

経

済 
 
 
 

あ

る

個

人

、
企

業

の

行

動

が

市

場

を

経

る

こ

と

な

く

他

の

個

人

、
企

業

に

与

え

る

有

利

な

効

果

を

外

部

経

済

、

不

利

な

効

果

を

外

部

不

経

済

と

い

う 
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５１

Ｐ 

森

林

・

河

川

緊

急

整

備

税─
─

昭

和

六

一

年

度

予

算

で

認

め

ら

れ

な

か

っ

た

、

建

設

省

の

流

水

占

用

料

の

制

度

改

正

構

想

と

、
林

野

庁

の

水

源

税

創

設

構

想

を

一

本

化

し

、
六

二

年

度

予

算

で

両

省

庁

が

創

設

を

要

求

し

た

が

、
河

川

や

水

源

林

の

整

備

の

財

源

を

、
税

金

と

い

う

形

で

利

水

者

に

求

め

た

も

の

。
利

水

者

側

の

反

対

に

よ

り

創

設

は

認

め

ら

れ

ず

、
代

わ

り

に

治

山
・
治

水

事

業

の

拡

大

や

、
河

川

と

森

林

の

た

め

の

基

金

の

創

設

が

認

め

ら

れ

た

。 

な

お

、
六

三

年

三

月

三

一

日

に

河

川

整

備

基

金

、

緑

と

水

の

森

林

基

金

と

し

て

設

け

ら

れ

た 

 

５１

Ｐ 

流

水

占

用

料─

河

川

管

理

者

の

許

可

を

う

け

河

川

の

流

水

を

占

用

し

よ

う

と

す

る

者

よ

り

、
都

道

府

県

知

事

が

徴

収

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
そ

の

性

格

に

つ

い

て

は

、
河

川

の

使

用

に

よ

っ

て

得

ら

れ

る

対

価

と

す

る

説

と

、
河

川

の

独

占

的

使

用

に

ょ

り

増

加

す

る

管

理

費

用

を

一

部

徴

収

し

負

担

の

公

平

を

図

る

と

い

う

説

が

あ

る

。
額

に

つ

い

て

は

、
公

正

妥

当

な

も

の

で

あ

る

こ

と

、
占

用

に

係

る

公

益

的

な

事

業

の

適

正

か

つ

合

理

的

な

運

営

に

支

障

を

及

ぼ

さ

な

い

こ

と

等

の

基

準

が

定

め

ら

れ

て

い

る 
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Ⅲ
 

４５

Ｐ 

行

際

―

概

念

図

― 

                 

   ＜機能的にみたイメージ＞  
行際部分とは、「行政」が手をつけていない分野だけでなく、行政が重複する  
ことによって結果として行政の対応がなされない部分も含む  
 
 
 
 

環境財としての森林の機能  
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お
わ
り
に 

  

日

本

に

は

木

質

文

化

は

あ

る

け

れ

ど

も

森

林

文

化

は

な

い

、

と

よ

く

言

わ

れ

ま

す

。 

 

明

治

以

降

、

中

央

集

権

体

制

の

も

と

で

近

代

化

を

押

し

進

め

て

き

た

な

か

で

、

都

市

こ

そ

文

化

の

中

心

で

あ

り

、

地

方

は

『

い

な

か

』

と

い

う

や

や

蔑

ん

だ

ニ

ュ

ア

ン

ス

で

表

現

さ

れ

る

存

在

で

あ

り

、

森

林

は

こ

の

『

い

な

か

』

性

を

象

徴

す

る

存

在

で

あ

り

ま

し

た

。

確

か

に

経

済

的

に

都

市

は

地

方

に

勝

っ

て

お

り

、

今

な

お

都

市

的

生

活

こ

そ

『

お

し

ゃ

れ

』

な

の

で

す

。 

 

だ

か

ら

こ

そ

、
『

い

な

か

』

で

森

が

伐

り

開

か

れ

て

も

、

そ

れ

は

地

元

の

人

々

に

と

っ

て

『

文

化

』

化

で

こ

そ

あ

れ

、

『

破

壊

』

と

い

う

切

実

感

は

あ

ま

り

な

い

の

で

す

。

自

然

保

護

団

体

が

、

あ

る

い

は

行

政

が

自

然

保

護

を

訴

え

た

と

こ

ろ

で

、

地

元

の

人

々

に

と

っ

て

は

そ

れ

は

都

市

住

民

の

エ

ゴ

と

し

か

映

ら

な

い

の

で

す

。 

 

こ

の

状

況

は

日

本

国

内

に

お

け

る

『

都

市

』

対

『

地

方

』

だ

け

で

な

く

、

世

界

に

お

け

る

『

先

進

工

業

国

』

対

『

発

展

途

上

国

』

に

つ

い

て

も

同

じ

こ

と

が

言

え

る

わ

け

で

、

世

界

の

生

命

基

盤

と

も

言

え

る

ア

マ

ゾ

ン

な

ど

の

熱

帯

雨

林

破

壊

も

、

そ

の

国

に

し

て

み

れ

ば

ア

メ

リ

カ

西

部

開

拓

時

代

の

よ

う

に

開

拓

に

よ

っ

て

経

済

発

展

す

る

権

利

が

あ

る

と

言

い

た

い

わ

け

で

す

。

こ

の

よ

う

に

森

林

が

必

要

な

も

の

で

あ

る

と

分

か

っ

て

い

な

が

ら

守

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

い

う

状

況

は

、

経

済

原

則

以

外

に

森

林

と

の

付

き

合

い

方

を

知

ら

な

い

こ

と

の

限

界

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

私

た

ち

は

、

こ

の

研

究

に

あ

た

っ

て

対

症

療

法

的

な

行

政

施

策

を

提

言

す

る

手

法

を

あ

え

て

避

け

、

人

と

森

と

の

付

き

合

い

方

と

い

う

原

点

に

立

ち

返

り

、

そ

こ

か

ら

あ

る

べ

き

森

の

姿

、

森

の

守

り

方

を

探

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。 

 

こ

れ

は

行

政

研

究

で

は

な

い

と

か

、

甘

い

夢

物

語

だ

と

か

い

う

批

判

も

あ

ろ

う

か

と

は

思

い

ま

す

。

し

か

し

、

経

済
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原

則

の

枠

の

中

に

と

ど

ま

っ

た

ま

ま

の

行

政

施

策

で

は

地

球

的

規

模

で

進

行

す

る

森

林

破

壊

は

止

め

ら

れ

な

い

で

し

ょ

う

し

、
「

森

は

県

民

共

有

の

財

産

」

と

い

う

言

葉

も

た

ん

な

る

キ

ャ

ッ

チ

フ

レ

ー

ズ

に

と

ど

ま

る

こ

と

で

し

ょ

う

。 

 

人

と

森

と

の

付

き

合

い

方

を

「

身

近

な

森

」

で

身

に

付

け

る

こ

と

に

よ

り

、

は

じ

め

て

森

林

文

化

が

芽

生

え

、

経

済

原

理

か

ら

森

を

守

る

市

民

理

性

が

育

ち

得

る

の

で

あ

り

、

こ

の

こ

と

を

き

っ

か

け

と

し

て

、

た

ん

に

森

を

守

る

こ

と

に

と

ど

ま

ら

な

い

市

民

理

性

、
『

草

の

根

民

主

主

義

』
な

ら

ぬ
『

木

の

根

っ

こ

民

主

主

義

』
が

育

つ

か

も

知

れ

ま

せ

ん

。
そ

の

時

は

じ

め

て

、
「

身

近

な

森

」

を

中

心

と

し

た

地

域

社

会

が

育

っ

て

い

く

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

最

後

に

な

り

ま

し

た

が

、

こ

の

研

究

を

進

め

て

い

く

に

あ

た

り

、

助

言

を

い

た

だ

き

ま

し

た

次

の

四

名

の

方

々

に

心

か

ら

お

礼

を

申

し

あ

げ

ま

す

。 

 
 

飯

島

市

民

の

森

愛

護

会

会

長 
 

 
 

 

川

井

啓

介

氏 

 
 

森

林

ク

ラ

ブ

代

表

理

事 
 

 
 

 
 

 

田

中 

宏

氏 

 
 

東

京

大

学

名

誉

教

授 
 

 
 

 
 

 
 

筒

井

迪

夫

氏 

 
 

農

林

水

産

省

農

業

環

境

技

術

研

究

所 

 
 

植

生

動

態

研

究

室

長 
 

 
 

 
 

 
 

守

山 
弘

氏 

 

ま

た

、

私

た

ち

研

究

チ

ー

ム

の

「

身

近

な

森

に

関

す

る

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

」

に

快

く

ご

回

答

い

た

だ

き

ま

し

た

大

磯

高

麗

山

、

相

模

原

市

大

野

台

・

大

沼

緑

地

地

域

に

お

住

ま

い

の

方

々

、

い

ろ

い

ろ

な

資

料

の

提

供

な

ら

び

に

有

益

な

ご

教

示

を

い

た

だ

い

た

相

模

原

市

み

ど

り

対

策

課

や

神

奈

川

県

立

湘

南

青

少

年

の

家

な

ど

各

団

体

の

皆

様

に

心

か

ら

感

謝

い

た

し

ま

す

。 
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研究方法  

 

 

 

○神 奈 川 の森 を 歩 き 、 空 か ら見 ま し た。  

 ・ 根 岸 森林 公 園 … 作 り 手 の意 図 の 中で の 利 用  ・ 湘 南海 岸 砂 防林 … 森 林の 効 用 の大 き さ  

 ・ 高 尾 山 、 東 海 自 然 歩 道 … 信 仰 に よ り 守 ら れ る 山 、 都 民 生 活 に 定 着 し た 山 、 神 奈 川 の 林

業地 帯 と レク リ ェ ーシ ョ ン 利用  ・ 江の 島 の 県有 林 … 長 期 的 視 点が 必 要 な森 林 育 成  

 ・ 大 山 、三 ノ 塔 …信 仰 に より 守 ら れる 山 、 神奈 川 の 林業 地 帯  

 ・ 根 岸 八 幡 神 社 の 社 寺 林 … 行 際 、 行 政 施 策 の 重 複 部 分  ・ 矢 倉 岳 … 人 工 造 林 の 失 敗 例 、

ハン グ グ ライ ダ ー によ る 山 の利 用  ・ 21 世 紀の 森 … 森と 都 市 住 民 と の ふれ あ い  

 ・ 大 雄 山 最 乗 寺 の 杉 林 … 日 本 一 の 材 積 量 と 森 の 持 つ 神 秘 性  ・ 日 向 薬 師 … 南 斜 面 の 広 葉

樹と 境 内 の杉 並 木  ・ 横 浜 自然 観 察 の森 … こ ども の 教 育に 森 を 生か す  

 ・ 飯 島 市民 の 森 …森 林 所 有者 と 市 民参 加 に よる 森 の 保全  

 

○森 林 を 守る 実 践 活動 家 ・ 学識 者 と の意 見 交 換を し ま した 。  

 ・ 森 林 クラ ブ  田中 宏 氏  ・ 農 林 水産 省 林 業試 験 場  大 貫 仁 人氏 、 藤 森 達 郎 氏  

 ・ 飯 島 市民 の 森 愛 護 会  川井 啓 介 氏  ・ 東 京大 学 名 誉教 授  筒井 迪 夫 氏  

 ・ 農 林 水産 省 農 業環 境 技 術研 究 所  守 山 弘 氏  ・ 日 本林 業 者 経営 協 会  大 橋 和 子氏  

 

○都 市 に 森を つ く る先 進 地 に学 び ま した 。  

 ・ 神 戸 市… 行 政 主導 に よ る森 づ く りが 市 民 に根 づ き 、市 民 参 加を 育 て る  

 ・ 春 日 井市 高 森 山… ド ン グリ か ら つく る 団 地住 民 の 森づ く り  

 ・ 土 岐 市… 長 期 的視 点 に たつ 市 民 の森 づ く り  ・ 奈 良市 … 森 と共 生 す るま ち  

 ・ 高 槻 市森 林 組 合… 森 林 所有 者 に よる 都 市 近郊 林 の 利活 用  

 ・ 長 野 県み ど り の基 金 … 県民 と 森 林と の か かわ り 方 の方 向  

 

○身 近 な 森に 関 す る住 民 意 識に つ い て、 手 と 足で ア ン ケー ト 調 査を し ま した 。  

 ・ 目 的  周 辺 住 民と の か かわ り 、 保全 の 方 向を 考 え る基 礎 資 料の 収 集  

 ・ 日 時  昭 和 6 3 年 3 月 9 日 （ 水 ）配 布  

 ・ 調 査 対 象 地 域  大 磯 高 麗 山 … 地 域 の シ ン ボ ル と し て 根 づ き 、 保 全 に 向 け て あ る 程 度 の

合意 形 成 がな さ れ てい る 地 域、 丘 陵 地の 森  

         相 模 原 市大 野 台・大 沼 緑 地 ― 都 市 化の 進 む 中で 、法 的 規 制に よ り 残り 、

地域 住 民 によ る 保 全・ 管 理 の芽 生 え が見 ら れ る地 域 、 平地 の 森  

 ・ 対 象 数  各 地域 1000 人 （ 計 2000 人 ）  

チー ム 員 の感 性 を みが く た めに 、 研 究室 の 外 に出 て 体 で考 え る こと を 基 本と し ま した 。  
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間接 的 環 境破 壊  

直接 的 森 林破 壊  

 

「西 暦 2000 年 の地 球 」 '80 

○人 類 出 現   1／ 2.2 

○ 14 世 紀     1／ 2.5 

○ 1950 年代  1／ 4 

○ 1980 年代  1／ 5（ 25 億ヘ ク タ ―ル の 40％ が熱 帯 雨 林） 

○ 2000 年代  1／ 6 

○ 2020 年代  1／ 7 

 

長い 視 点 での 行 動 プロ グ ラ ム  

○森 林 へ の哲 学 の 模索  

○親 林 性 の創 出  

○合 理 的 な森 林 経 営＝ 『 山 業』 

 

森林 に 対 する 大 き な  

知恵 と 小 さな 実 践  

日本 （ 人 ）へ の 批 判 ←→        日 本人 の 自 己批 判  

人口 急 増 地域  

○首 都 圏 等（ 社 会 活動 の 自 立的 維 持 不能 → お 金）  

○物 質 的 次元 の 進 歩＝ 人 間 的次 元 の 砂漠 化 ・ 結合 破 壊  

人類の将来に暗い影！ 

・森は地球環境のバックボーンでは？ ＝生命基盤・生物共同体の土台 

・非枯渇資源であった森林が枯渇化しているのでは？ 

21 世 紀 ・森 林 立 県神 奈 川  

（森 林 と 産業 の 融 合社 会 ）  新国 際 環 境秩 序  

神奈 川 へ の批 判  

○自 覚 が ない → 木 を使 わ な い・ 森 林 の効 用 を 金で 買 う  
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森 林 を め ぐ る 世 界 的 視 点 で の 問 題 意 識  

 137 



  

神 奈 川 県 全　　国 出　　　典

240,211　ha 37,781,502　ha 国土地理院資料61.10.1

 98,632　ha 25,255,000　ha

    41%     67%

        133㎡          2,076㎡

12,117　ha 7,887,000　ha

86,515　ha 17,386,000　ha

公　有　林 19,103　ha 2,684,000　ha

私　有　林 67,412　ha 14,684,000　ha

28,277戸
（31,632人）

1,418,690戸

6,797
（8,219）

980,420

651
（700）

121,293

69
（153）

10,858

35,794
(40,704)

2,531,261

31,699　ha 7,753,000　ha

50,211　ha 8,930,000　ha

    39%   46 %

    25%   42 %

　 55 %   47 %

　 20 %   11 %

　　  100 %      100 %

 47,254ha   8,027千ha 林務課資料62.3.31

   48%   32%

区　　    　分

土　　地　　面　　積

森　　林　　面　　積

林　　　　野　　　　率

人　　口　　林　　率

保　　　　安　　　　林

保　　安　　林　　率

計

1～20年

21～40年

41年以上

民
有
林
人
口
林
林

齢
構
成
面
積
割
合

天　　然　　林

林務課資料62.4.1

林野庁資料61.3.31

林務課資料62.4.1

林野庁資料61.3.31

林務課資料62.4.1

林野庁資料61.3.31

10～50ha未満

50　ha　以　上

計

国　　有　　林

民　　有　　林

1人当たりの森林面積

1980年世界農林業センサス
（　）書は、62.4.1
現在森林所有者数
〔林務課資料〕

所
有
形
態

別
 

面
 

積

人　　工　　林

0.1～1ha未満

1～10ha未満

民
有
林

林
　
相

私
有
林
所
有

規
模
別
林
家
数

神 奈 川 の 森 林 の 指 標  

（ 神奈川県林業動向年報 昭和 63 年 6 月より）  
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計
画
区

市町村別 40年 50年 60年
40～50
減少率%

50～60
減少率%

62年
(参考)

横 浜 市 10,624 7,658 5,522 28 28 4,910
川 崎 市 1,847 1,576 1,204 15 24 1,096
横須賀市 4,158 3,594 3,482 14  3 3,287
鎌 倉 市 1,863 1,543 1,385 17 10 1,306
逗 子 市 1,355 1,108 990 18 11 949
三 浦 市 878 774 722 12  7 682
葉 山 町 1,186 1,022 931 14  9 887
小 計 21,911 17,275 14,236 21 18 13,119
平 塚 市 684 580 567 15  2 569
藤 沢 市 1,156 1,007 736 13 27 790
茅ケ崎市 439 351 338 20  4 342
相模原市 763 672 522 20 15 540
厚 木 市 3,444 3,005 2,683 13 11 2,703
大 和 市 299 269 226 10 16 231
伊勢原市 2,223 2,092 2,010 6  4 2,018
海老名市 208 170 127 18 25 135
座 間 市 191 158 113 17 28 115
綾 瀬 市 356 275 264 23  4 266
寒 川 町 38 35 32 8  9 34
大 磯 町 673 582 573 14  2 573
二 宮 町 305 238 203 22 15 209
愛 川 町 1,820 1,679 1,617 8  4 1,625
清 川 村 6,845 6,832 6,799 0.2  0.5 6,807
城 山 町 1,297 1,050 882 21 18 892
津久井町 10,386 10,280 10,268 1  0.1 10,274
相模湖町 2,463 2,363 2,337 4  1 2,343
藤 野 町 5,381 5,314 5,196 1  2 5,204
小 計 38,971 36,892 35,493 5  4 35,670
小田原市 4,578 4,453 4,266 3  4 4,266
秦 野 市 5,960 5,733 5,529 4  4 5,529
南足柄市 5,454 5,398 5,313 1  2 5,313
中 井 町 966 774 760 20  2 760
大 井 町 535 427 367 20 14 367
松 田 町 3,129 2,977 2,868 5  4 2,868
山 北 町 20,638 20,529 20,270 1  1 20,270
開 成 町 － － － － － －
箱 根 町 7,174 7,117 7,016 1  1 7,016
真 鶴 町 424 405 379 4  6 379
湯河原町 3,200 3,180 3,075 1  3 3,075
小 計 52,057 50,993 49,843 2  2 49,843

129,369 105,160 99,572 19  5 98,632

東
部
森
林
計
画
区

中
　
部
　
森
　
林
　
計
　
画
　
区

西
武
森
林
計
画
区

合　　　計

神 奈 川 県 市 町 村 別 森 林 面 積 の 推 移  

（単位 ha） 
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神 奈 川 県 の み ど り の 推 移  

（みどりのまち・かながわ計画 (改定版 )より）  
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神 奈 川 県 土 地 利 用 の 動 向  

神 奈 川 県 地 目 別 土 地 利 用 の 推 移  

（県政ダイジェスト 昭和 63 年版より） 

 

（みどりのまち・かながわ計画 （改定版）より） 
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2 1 世 紀 を 展 望 し た 都 市 機 能 の あ り 方 に 関 す る 調 査  

― 神 奈 川 県 に お け る 産 業 構 造 を 中 心 と し て ― 報 告 書  

 （ 株 ） 野 村 総 合 研 究 所 よ り  

1.港北ニュータウン 

2.マイコンシティ 

3.白山ハイテクパー

ク 

4.海上都市構想 

5.安浦埋立計画 

6.湘南国際村構想 

7.見附島下落合地区 

 工業団地整備 

8.平塚ばらの丘 

 ハイテクパーク 

 整備構想 

9.柿の木原構想 

10.グリーン・テクなかい整備 

11.県西地域北部拠点 

 整備(南足柄・開成・松田) 

12.核づくり公園構想 

13.みなとみらい 21 

14.かながわサイエンス 

  パーク構想 

15.ソフト・エネルギー・モデ

ル 

  都市構想 

16.厚木インター周辺流通拠点 

  の整備 

A 新都市・拠点地区整備プロジェクト 

B 市街地再開発プロジェクト 

1.新横浜第二都心整備 

2.新本牧地区整備 

3.川崎駅周辺地区整備 

4.新百合が丘新都市 

 整備 

5.横須賀市中心市街地 

 整備 

6.大船駅周辺地区整備 

7.長後地区整備 

8.茅ケ崎駅周辺地区・ 

 整備 

9.綾瀬市タウンセンター 

 計画 

10.大和駅周辺地区整備 

11.海老名駅周辺地区 

  整備 

12.座間市街づくり計画 

13.相模大野駅周辺地区整備 

14.相模原駅周辺地区整備 

15.橋本駅周辺地区整備 

16.本厚木駅周辺地区整備 

17.伊勢原駅周辺地区整備 

18.平塚中心市街地整備 

19.アメニティタウン構想 

20.大秦野駅周辺地区整備 

21.拠点都市小田原整 備  

  (小田原駅前・ 

    城址整備) 

2 2 .相模湖周辺地区整備 

 

1.慶応義塾大学計画 

2.法政大学計画 

3.湘南なぎさブラン 

4.相模川総合整備構想 

5.東丹沢山麓ゾーン 

 整備計画 

6.宮ケ瀬ダム貯水池周 

 辺整備 

7.芦ノ湖リゾートゾーン 

 整備構想 

8.小田原西部丘陵文化 

 ゾーン整備計画 

9.足柄山麓レクリエーション 

 ゾーン 

10.丹沢湖・中川温泉 

  レクリエーションゾーン 

11.緑とふれあいセンター 

  構想 

C そ の 他 
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神奈川県内の主要な地域開発プロジェクト 
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神 奈 川 の 生 活 指 標  
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神 側 川 県 の 齢 級 別 森 林 面 積  

－昭和61年4月現在－ 

神 奈 川 県 人 工 林 齢 級 配 置 図  

注：Ｉ齢級とは林齢 1～5 年生までの森林 

  II 齢級とは林齢 6～10 年生までの森林をいう（III 齢級以下同じ）。 

 

 

（神奈川県林業動向年報 昭和63年６月より） 

（京浜文化 1987 Vol.29 No.1 より） 
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森林生態系の活動と環境保全的効果の位置づけ（只木 1982） 
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森 林 の 機 能 評 価  

森 林 

 

経済財 環境財 

林 業 県土保全 環境保全 

木材等 
 

生産等 

水  源 
 

かん養 

 

山地災 
 

害防止 

生活環 
 

境保全 

 

自然環 
 

境保全 

保健レクリ 
 

エーション 

大 分 類 

〈視点 財と し て 〉  

中 分 類 

〈視点 役割として〉 

小 分 類  

〈視点 機能として〉 

1  2  3  

森 林 の 役 割 と 機 能 区 分  

（1）林 業 

 （1）-1 木材等生産機能  

       木材等生産機能 自然環境から 

みた評価 

 

社会環境から 

みた評価 

人工林の資源量評価 

天然林の資源量評価 

地位指数による林地生産力評価 

 

林業経営環境条件の評価 

林業振興からみた評価 

森林所有者の数と規模からみた評価 

※人工林:スギ、ヒノキ、マツ等の針葉樹林 

天然林：モミ林と広葉樹林  

(2）県土保全 

 (2)－1 水源かん養機能 

       水源かん養機能 
自然環境から 

みた評価 

 

 

社会環境から 

みた評価 

 

貯水能の評価 

洪水緩和機能評価 

水質浄化機能評価 

 

水の利用状況からみた森林の重要度

評価 

法的規制からみた評価 

1- 1  2- 1  2- 2  3- 1  3- 2  3- 3  
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（県政ダイジェスト 昭和 63 年版より） 

経営形態別森林面積（昭和 62 年 4 月１日）  

（2)ー2 山地災害防止機能 

       山地災害防止機能  自然環境から 

みた評価 
 

社会環境から 

みた評価 

崩壊危険度による評価 

 

法的規制からみた評価 

（3）環境保全 

 (3)－1 生活環境保全機能  

      生活環境保全機能  
環 境 安 定 機 能  

(物 理 的 効 果 )  

 

 

 

 

快 適 環 境 機 能  

(心 理 的 効 果 ）  

気象緩和機能 

大気保全機能 

 

災害防止機能 

 

防音機能 

景観保全機能 

親自然機能 

史跡文化財保護機能 

 

気象緩和 

02 供給 C02 吸収 

大気汚染の緩和 

防風、防潮、防火、避難

地の提供 

騒音緩和 

緑のある景観の創出 

自然に親しむ場の提供 

（3）ー3 保健レクリエーション機能  

       保健レクリ工一ション機能  景観鑑賞機能 

保健休養 

スポーツ場提供 

教育機能 

自然探勝 

森林浴・散策・紅葉狩り 

登山、オリエンテーリング 

自然観察・野鳥観察 

(神奈川県森林機能別調査報告書概要版より) 

（3）－2 自然環境保全機能  

       自然環境保全機能  植物種保存度 

動物種保存度 

法的規制 

植生自然度・天然記念物種数 

動物種多様性・天然記念物種数 
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年 法律番号 法　　  　律  　　　名 備　　　　　考
 明治30年 法 46 森林法 (全部改正明治40年法43)

   40 43 森林法 (廃止昭和26年法249)
 大正 7 32 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律

   8 36 都市計画法 (廃止昭和43年法100)
    〃 44 史跡名勝天然記念物保存法 (廃止昭和25年法214)
   12 53 特別都市計画法 (廃止昭和16年法35)

 昭和 6 36 国立公園法 (廃止昭和32年法161)
     12 47 防空法 (廃止昭和21年法2)

21 19 特別都市計画法 (廃止昭和29年法120)
25   214 文化財保護法
26   249 森林法
31 79 都市公園法
32   161 自然公園法
37   142 都市の美観風致を維持するための

樹木の保存に関する法律
41  1 古都における歴史的風土の保存に

関する特別措置法
〃   101 首都圏近郊緑地保全法
42   103 近畿圏の保全区域の整備に関する

法律
〃   132 公害対策基本法
43   100 都市計画法
47 67 都市公園等整備緊急措置法
〃 85 自然環境保全法
48 72 都市緑地保全法

 (〃 73 自然公園法及び自然環境保全法一
部改正)

 (〃   108 工場立地法改正) (制定昭和34年法24)
 (49 39 森林法改正)
 (〃 67 都市計画法及び建築基準法改正) (制定昭和25年法201)
  〃 68 生産緑地法
  〃 92 国土利用計画法
 (50 39 農業振興地域の整備に関する法律 (制定昭和44年法58)

改正)
55 60 明日香村における歴史的風土の保

存及び生活環境の整備に関する特
別措置法

森 林 の 保 全 に 関 す る 主 な 法 律 の 制 定 等 の 推 移  

（筒井迪夫編著「森林保全詳説」より）  
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か な が わ の ナ シ ョ ナ ル ・ ト ラ ス ト の し く み  

 

 か な が わ の ナ シ ョ ナ ル ト ラ ス ト は 、 主 に 次 の よ う な 要 件 を 満 た し た 緑 地

等 の 中 か ら 、 自 然 資 源 保 全 、 歴 史 的 環 境 保 全 、 景 観 、 レ ク リ ェ ー シ ョ ン な

ど の 機 能 面 で 優 れ た み ど り を 保 全 し よ う と す る も の で す 。  

〈 保 全 対 象 〉  

①  市街化区域及び市街化区域から概ね１km 以内にあり､１団地の面積が 概 ね １

ha 以 上 の も の  

②  法 律 に よ る 買 い 上 げ 制 度 の 適 用 に な ら な い も の  

③  市 町 村 及 び 県 民 の 要 望 と 協 力 が 得 ら れ る も の  

〈 保 全 手 法 〉  

①  緑 地 保 存 契 約 （ 賃 貸 借 契 約 ）  

②  緑 地 等 の 買 い 入 れ  

③  市町村又は自然環境保全法人が行う緑地保存契約・緑地等の買い入れの助成 

 

 

 

 

 

 

(

財

)

み

ど

り

の

ま

ち

・

か

な

が

わ

県

民

会

議

と

 

条

例

基

金

に

関

す

る

貸

金

の

流

れ

 

（「かながわのナ ショナル・ トラスト運 動に 参加しましょう 」より）  

(財)みどりのまち・かながわ県民会議 かながわトラストみどり基金

基金への買入れ申し入れ(寄贈・遺贈を含む) 買入れ

緑地保存契約 寄贈・遺贈の受入れ

市町村又は自然環境保全法人のナショナル・
トラストヘの買入れ助成

保有物件の維持管理

緑地等管理受託

地域団体への援助と指導

普及啓発、調査研究及び緑化推進事業

(財)みどりのまち・かながわ県民会議と条例基金の事業
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市　町 基    金    名 目的・事業内容 設立年月日 目 標 額

横　浜
よこはま緑の街づくり
基金

緑化推進 59.10.1 2,000,000

川　崎 川崎市緑化基金 緑化推進 60. 4.1 300,000

横須賀 横須賀市緑地整備基金 緑化推進 48. 4.1 未設定

鎌倉市緑地保全基金 緑地保全 61. 4.1 3,000,000

鎌倉市風致保存基金 緑地保全 58. 4.1 500,000

藤　沢 藤沢市みどり基金 緑地保全・緑化推進 60. 4.1 2,000,000

小田原
小田原市ふるさとみど
り基金

緑地保全・緑化推進 61. 4.1 1,000,000

茅ケ崎
茅ケ崎市緑のまちづく
り基金

緑地保全・緑化推進 63. 4.1 300,000

相模原市緑地保全基金 緑地保全 59. 4.1 2,000,000

相模原市みどりのまち
づくり基金

緑化推進 59. 4.1 500,000

厚　木 厚木市みどりの基金 禄地保全・緑化推進 61.3.28 100,000

大　和 大和市みどり基金 緑地保全・緑化推進 61. 4.1 2,000,000

海老名 海老名市みどり基金 緑地保全・緑化推進 61. 4.1 500,000

座　間 座間市緑地保全基金 緑地保全・緑化推進 60. 4.1 500,000

南足柄
南足柄市足柄グリーン
文化基金

緑地保全・緑化推進 61. 4.1 1,000,000

湯河原
湯河原町豊かな環境づ
くり基金

緑化推進 60. 4.1 300,000

葉　山
ふるさと葉山みどり基
金

緑地保全・緑化推進 63. 4.1 未設定

大　磯 大磯町みどり基金 緑地保全・緑化推進 62. 4.1 300,000

津久井
コミュニティと緑の環
境づくり基金

緑地保全・緑化推進 59. 4.1 1,000,000

相模原

鎌　倉

神奈川県市町のみどり基金設置状況（昭和 63 年 7 月現在 ）  

単 位 ： 千 円  
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神奈川県の森林保全施策の体系 

法令による 

保   全 

森 林 法 

自然公園法、県立自然公園条例 

 

 

自然環境保全条例 

鳥獣保護及狩猟二関スル法律 

都市計画法、風致地区条例 

都市緑地保全法 

首都圏近郊緑地保全法 

 

古都における歴史的風土の保存 

に関する特別措置法 

 

急傾斜地の崩壊による災害の防 

止に関する法律 

 

 

砂 防 法 

文化財保護法、同条例 

    法    令        区 域 等            関 係 課 

保 安 林 

国立公園、国定公園 

県立自然公園の特別保護地区及び 

特別地域 

自然環境保全地域 

特別保護地区 

風致地区 

緑地保全地区 

近郊緑地特別保全地区及び 

保全区域 

歴史的風土特別保存地区 

 

 

急傾斜地崩壊危険区域 

 

 

 

砂防指定地 

史跡、名勝天然記念物 

林 務 課 

自然保護課 

 

 

〃 

〃 

都市計画課 

〃 

〃 

 

〃 

 

 

砂 防 課 

 

 

 

〃 

文化財保護課 

(平地林施業推進調査報告書( S59 )林野庁より) 
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市政の要望 ―上位８項目の推移― 

 

（川崎市市民意識実態調査 昭和 6 3年 3月より） 

好 き な 緑 

（横浜市「第四次緑地環境診断調査報告書」より） 
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横 浜市民の 森等配 置図  

 

（横浜市「緑の保全と活用」より） 
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身近な森 現代版【入会】の事業展開例―教育的利用― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身
近
な
森
保
全
銀
行 

自 

然 

観 

察 

林 

業 

体 

験 

野 

外 

教 

育 

情 

操 

教 

育 

自治体協力事業  

一般市民  

農業従事者 

学識者  

事業主  

○○学校身近な森 現代版【入会】 

使用料

 

奨励金 

申請 

森 

林 

所 

有 

者 

〇〇学校 PTA 

〇〇学校林  

技術指導 

共同利用 

材料提供 

事業実施 
連絡 

技術指導 
地域 
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身近な森 現代版【入会】の事業展開例―福祉的利用― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術指導 

ボランティア 

的共同利用 

特用林産物 

販売・購入 

地域 

 

身
近
な
森
保
全
銀
行 

自 

然 

体 

験 

森 
 

林 
 

浴 

農
漁
業
の
実
践 

特
用
林
産
物
生
産 

自治体協力事業 

一般 市民  

農業従事者 

学識 者  

事業 主  

○○団体身近な森 現代版【入会】 

使用料

 

奨励金 

申請 

森 

林 

所 

有 

者 

福 祉 団 体 

事業実施 
連絡 

技術指導 

申請 

保
健

休
養
的
利

用 

就
業
機
会
の
創
出 
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身近な森 現代版【入会】の事業展開例―自治体等委託型― 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

自
治

体
・
森
林

所
有
者 

身
近

な
森
保
全

銀
行 

 ＜銀行のストック＞ 

   利用希望者 

   参加企業 

   学校 

○ ○身近な森利用希望会 

       維持費用 

 

○ ○身近な森 現代版 

       【入会】 

 

 

○○身近な森協議会 

地域 

利用希望者 

管理奉仕 

利用 

地
域
外
利
用
者 

委託 

配当 
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「身近な森に関するアンケート調査」全文・設問別回答数 

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
身近な森

に関するアンケート調査 

身近な森に関するアンケート調査 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 日ましに春めいてくる今日このごろですが、皆様方には益々御健勝のこととお喜び申し上

げます。 

 さて、当神奈川県自治総合研究センターは、県政の推進をはかるために各種の調査・研究

等を行う機関です。行政課題の実態を十分に把握し、より良い研究報告をまとめるため、調

査に際しては、県民の皆様の御協力をお願いして御意見を伺わせていただくことがございま

す。 

 このアンケートは、その一環といたしまして、県民の皆様と身近な森とのかかわり方を考

えるために、あなたの身近にある森（調査票の地図に示してあります）をモデルとしてあな

たの御意見をお聞きするための調査でございます。この森の周囲 500 メートルにお住まい

の 1000 世帯を無作為抽出して選ばせていただきました。御回答いただく方は世帯主の方で

なくとも結構ですが、20 歳以上の方にお願いいたします。 

 なお、御回答いただきました内容は、統計的に処理されますので、個々の御回答をとりあ

げて問題にすることは、絶対ありません。思ったとおり御自由に御回答お願いします。 

 また、あなたの身近な森をモデルにした調査ですが、あくまでも研究のための調査であり、

実際にこの地域についての具体的な行政の取り組みの予定があってのアンケート調査では

ございませんので、念のため申し添えます。 

 お忙しいところ恐縮ですが、ぜひ御協力いただきますようお願い申し上げます。 

昭和 63年３月 

神奈川県自治総合研究センター所長 

記入にあたってのお願い 

・回答は、すべて該当する項目の番号を○で囲んでください。 

・その他の場合は（   ）内に具体的な内容をご記入ください。 

・調査票の隅に記載されている○内の数字は、調査結果をコンピュータ処理する際に 

必要なものです。回答には関係ありませんので無視してください。 

・ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒にて３月 2 3日（水）までにご 

投函下さい。 

・ ご記入にあたってご不明の点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。 

 

＊ ＊＊＊＊＊ 調査表 ＊＊＊＊＊＊ 

まず、あなたご自身のことについておたずねします。F１～６のそれぞれにつ 

いてあてはまる番号を○で囲んでください。 

（＊以下 回答欄の単位は人、％は別記）     配布数 各 1000人 

F1 性別 

 

 

 

F2 年齢 

 

1　男 2　女 3　無回答 有効回答数 回収率

高麗山 199(55.5%) 152(42.4%) 7( 1.9%) 358 35.8%

大野台 155(50.0%) 145(46.7%) 10( 3.2%) 310 31.0%

1　20代 2　30代 3　40代

高麗山 21( 5.9%) 72(20.1%) 94(26.3%)

大野台 18( 5.8%) 66(21.3%) 103(33.2%)
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F3 職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4 居住 

  年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

F5 家族の構成（お子さんのいる世帯のみご記入願います） 

 

 

4　50代 5　60代 6　70代 7　無回答

高麗山 72(20.1%) 52(14.5%) 42(11.7%) 5(1.4%)

大野台 67(21.6%) 38(12.3%) 17( 5.5%) 1(0.3%)

1　会社員 2　自営業 3　公務員

高麗山 110(30.7%) 37(10.3%) 18( 5.0%)

大野台 104(33.5%) 33(10.6%) 13( 4.2%)

4　主婦(専業) 5　主婦(パートなど 6　学生

高麗山 88(24.6%) 24( 6.7%) 3( 0.8%)

大野台 69(22.3%) 34(11.0%) 4( 1.3%)

7　無職 8　その他( ) 9　無回答

高麗山 50(14.0%) 22( 6.1%) 6( 1.7%)

大野台 35(11.3%) 15( 4.8%) 3( 1.0%)

1　1年未満 2　1～4年 3　5～9年

高麗山 9(2.5%) 38(10.6%) 60(16.8%)

大野台 12(3.9%) 40(12.9%) 45(14.5%)

4　10～19年 5　20～29年 6　30年以上 7　無回答

高麗山 94(26.3%) 57(15.9%) 99(27.7%) 1(0.3%)

大野台 158(51.0%) 38(12.3%) 17(5.5%) 0(0.0%)

1　末の子供が 2　末の子供が 3　末の子供が 4　その他 5　無回答
6歳未満 6～12歳 13～18歳

高麗山 44(12.3%) 54(15.1%) 64(17.9%) 84(23.5%)  112(31.3%)
大野台 43(13.9%) 52(16.8%) 76(24.5%) 58(18.7%) 81(26.1%)
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次に、あなたの“みどり”や森林に関するお考えについておたずねします。 

 

G１ これから守り、ふやしていきたいと思われる“みどり”を、次の中から３つ 

   まで○をつけてください。    (上段…高麗山 下段…大野山) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2 “みどり”を守り、ふやしていくためにどんな活動を行っていますか。次の 

  中からあなたが行っていることをすべてあげてください。 

 

 

 

 

144(40.2%)

94(30.3%)

77(21.5%) 86(24.0%)

81(26.1%) 57(18.4%)

136(38.0%) 155(43.3%)

175(56.5%) 145(46.8%)

134(37.4%) 102(28.5%)

96(31.0%) 67(21.6%)

159(44.4%) --(--.-%)

118(38.1%)   6( 1.9%)

  4( 1.1%)

  4( 1.3%)

8　森林

9　無回答

3　神社や寺院の樹木

5　街路樹

7　田畑や野原、水辺の草花

9　わからない

1　盆栽、庭木、生垣などの個人の家の“みどり”

2　学校、病院、工場の樹木

4　公園や植物園の樹木

6　雑木林や斜面の樹木

1　ブロック塀を生垣に変えたり、庭に植樹を行い、 高麗山 185(51.7%)

　 地域の“みどり”を増やしている 大野台 132(42.6%)

2　緑化のための基金や募金などに寄付をしている 高麗山 65(18.2%)

大野台 39(12.6%)

3　森や身近な“みどり”を守り、育てるための 高麗山   14( 3.9%)

　 ボランティア活動を行っている 大野台   19( 6.1%)

4　“みどり”を守るための住民運動に参加している 高麗山   26( 7.3%)

大野台   28( 9.0%)
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G3 森林にはいろいろな効用がありますが、あなたは神奈川の森林に対して何を 

  期待しますか。次の中から期待するものを３つまで○をつけてください。 

 

5　植樹祭などの緑化運動に参加している 高麗山 37(10.3%)

大野台 10(3.2%)

6　その他(　　　            　　　　　　　) 高麗山 19(5.3%)

大野台 11(3.5%)

7　活動していない 高麗山 103(28.8%)

大野台 117(37.7%)

8　無回答 高麗山 15(4.2%)

大野台 9(2.9%)

1　山崩れや洪水などの災害の防止 高麗山 247(69.0%)

大野台 117(37.7%)

2　水資源の確保や大気の浄化 高麗山 282(78.8%)

大野台 263(84.8%)

3　植物・動物・微生物相互間の自然生態系の維持 高麗山 242(67.6%)

大野台 210(67.7%)

4　森林浴やレクリェーションの場 高麗山 174(48.6%)

大野台 203(65.5%)

5　木材資源 高麗山 15( 4.2%)

大野台 14( 4.5%)

6　無回答 高麗山 6( 1.7%)

大野台 4( 1.3%)

さて、これから地図でお示ししてある身近な森についておたずねいたします。
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早速ですが、あなたのお住まいの大体の位置を下の地図の上に○印でお示し下さい。 

(大磯高麗山) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(相模原市大野台・大沼緑地) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（近い……森から 250メートル未満 遠い……森から 250メートル以上 500メートル以内） 

 

 

 

 

 

無回答 9(2.5) 

 

 

 

 

 

 

高麗山 方位(1) 方位(2) 方位(3) 方位(4) 方位(5) 方位(6) 方位(7) 方位(8)

近い　269 16(4.4) 27( 7.5) 36(10.1) 56(15.6) 46(12.8) 44(12.2) 37(10.3) 7( 1.9)

遠い 　80 3( 0.8) 9( 2.5) 8( 2.2) 6( 1.6) 10( 2.7) 19( 5.3) 14( 3.9) 11( 3.0)

計　349 19(5.3) 36(10.1) 44(12.3) 62(17.3) 56(15,6) 63(17.6) 51(14.2) 18( 5.0)

大野台 方位(1) 方位(2) 方位(3) 方位(4) 方位(5) 方位(6) 方位(7)

近い　211 36(11.6) 18( 5.8) 16( 5.1) 32(10.3) 29( 9.3) 44(14.9) 36(11.6)

遠い 　96 11( 3.5) 13( 4.1) 25( 8.0) 28( 9.0) 12( 3.8) 3( 1.0) 5( 1.6)

計　307 47(15.2) 31(10.0) 41(13.2) 60(19.4) 40(12.9) 47(15.2) 41(13.2) 無回答 3(1.0) 
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Q1 この森の名を知っていますか、該当するものに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

Q2 この森は誰の所有だと思いますか、次の中から該当するものに１つ○をつけ 

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3 この森に行ったことはありますか、該当するものに○をつけてください。 

（上段－高麗山 下段－大野台） 

 

1　はい 2　いいえ 3　無回答

高麗山 209(58.4%) 104(29.1%) 45(12.6%)

大野台  56(18.1%) 236(72.9%) 28( 9.0%)

1　私有地である2　公有地である

高麗山 26( 7.2%) 94(26.2%)

大野台 61(19.6%) 59(19.0%)

5　無回答

高麗山 28( 7.8%)

大野台 31(10.0%)

4　私有地を行政が借りている

10( 2.7%)

60(19.3%)

3　私有地と公有地である

200(55.8%)

 99(31.9%)

 
行
っ

た
こ
と
は
な
い

 
近
年
行
っ

て
い
な
い

 
年
に
1
・
2
回

 
月
に
1
・
2
回

 
週
に
1
・
2
回

 
殆
ど
毎
日

 
無
回
答

 
子
供
と
遊
ぶ
た
め

 
散
歩

 
ハ
イ
キ
ン
グ

 
健
康
保
持
の
た
め

 
森
林
浴

 
自
然
観
察

 
木
の
実
な
ど
を
採
集
に

 
遊
ぶ
た
め

 
そ
の
他
（

　
　
　
）

 
無
回
答

 
家
族
と

 
友
人
と

 
近
所
の
人
と

 
学
校
で

 
ひ
と
り
で

 
無
回
答

8 48 166 90 17 6 23 77 163 109 87 58 87 29 28 18 8 232 85 31 13 76 14

2 13 47 25 5 2 6 24 50 33 27 18 27 9 9 6 2 71 26 10 4 23 4
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

29 46 43 82 40 44 26 49 159 8 48 31 54 33 17 48 5 139 28 27 6 111 16

9 15 14 27 13 14 8 19 62 3 19 12 21 13 7 19 2 55 11 11 2 44 6
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

誰と行きましたか

(○はいくつでも)

何のために行きましたか

(○はいくつでも)

高
麗
山

大
野
台

どの位行っていますか

(○は一つ)
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Q4 この森があって良いと思う点、悪いと思う点（迷惑に思う点）は何ですか？ 

  該当するものに○をつけてください。 

 

・良いと思う点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・悪いと思う点 

 

 

項　　　　目 高麗山 大野台

空気がきれいになる 242(67.6%) 207(66.8%)

自然が身近に感じる 305(85.2%) 237(76.5%)

生物が多くいる 138(38.5%) 89(28.7%)

遊び場になる 98(27.4%) 80(25.8%)

憩いの場である 174(48.6%) 117(37.7%)

昔からあり地域のシンボルとなっている(祭礼など) 145(40.5%) 21( 6.8%)

生活にやすらぎやうるおいを与える 209(58.4%) 167(53.9%)

子供の教育に役立つ(情操教育、自然観察など) 171(47.8%) 140(45.2%)

その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 9( 2.5%) 4( 1.3%)

無回答 15( 4.2%) 21( 6.8%)

良
い
と
思
う
点
（

○
は
い
く
つ
で
も
）

項　　　　目 高麗山 大野台

陽当たりが悪くなる 33( 9.2%) 23( 7.4%)

枝が伸びて困る 28( 7.8%) 35(11.3%)

落葉の掃除が大変 45(12.6%) 38(12.3%)

防犯上問題がある 77(21.5%) 167(53.9%)

災害の危険が多い (火事、山崩れなど) 77(21.5%) 25( 8.1%)

ゴミ捨て場にされる 79(22.1%) 214(69.0%)

虫やヘビがでる 40(11.2%) 53(17.1%)

親の目が行き届かない (ケガ、非行が心配など) 36(10.1%) 67(21.6%)

その他( 29( 8.1%) 13( 4.2%)

無回答 128(35.8%) 42(13.5%)

悪
い
と
思
う
点
（

○
は
い
く
つ
で
も
）
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Q5 この森についてどう思いますか、該当するものに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6 あなたのお住まいに地域についてどのように感じていますか。次の中から該当する 

  ものに１つ○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7 この森が、工場や住宅などの用地として、あるいは観光目的のために開発されると 

  したら、あなたはどうお考えになりますか。次の中から１つ○をつけてください。 

 

 

 

満足 不満 わからない 無回答 満足 不満 わからない 無回答

222(62%) 34( 9%) 41(11%) 61(17%) 104(33%) 78(25%) 78(25%) 50(16%)

269(75%) 25( 7%) 19( 5%) 45(12%) 195(62%) 31(10%) 35(11%) 49(15%)

花が 170(47%) 79(22%) 46(12%) 63(17%) 49(15%) 132(42%) 63(20%) 66(21%)

咲く木

実のなる木 125(34%) 65(18%) 80(22%) 88(24%) 79(25%) 72(23%) 80(25%) 79(25%)

紅葉する木 193(53%) 66(18%) 39(10%) 60(16%) 101(32%) 76(24%) 67(21%) 66(21%)

常緑の木 236(65%) 27( 7%) 37(10%) 58(16%) 145(51%) 44(14%) 54(12%) 67(21%)

88(24%) 92(25%) 96(26%) 82(22%) 32(10%) 153(49%) 64(20%) 61(19%)

97(27%) 94(26%) 47(13%) 120(32%) 27( 8%) 110(35%) 70(22%) 103(33%)

高麗山 大野台

樹木の手入れ

施設の整備

木
の
種
類

緑の量

項　　目

広場などの

　　　空間

1　非常に愛着を 2　ある程度愛着 3　あまり愛着を 4　全く愛着を 5　無回答

　 感じている 　 を感じている 　 感じていない 　 感じていない

高麗山 185(51.7%) 140(39.1%) 18( 5.0%) 0( 0.0%) 15( 4.2%)

大野台  78(25.2%) 179(57.7%) 34(11.O%) 7( 2.3%) 12( 3.9%)

1　これ以上“みどり”をなくす開発には反対である 高麗山 193(53.9%)

大野台 142(45.8%)

2　地域の発展や生活の利便性の上からやむを得ない 高麗山 14( 3.9%)

大野台 21( 6.8%)

3　“みどり”を十分残した調和のとれた開発を行う 高麗山 137(38.3%)

　　べきである 大野台 135(43.5%)
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Q8 もし、あなたがお住まいの地域の方々から、この森を守り育てるために、住民 

  自ら植樹や木の手入れを行っていこうという提案があったとしたら、あなたは 

  どうしますか。次の中から１つ○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q9 これから、あなたがこの森を利用していくとしたら、どのような方面を考えて 

  いますか。次の中から該当するものに１つ○をつけてください。 

 

 

 

 

4　わからない 高麗山  1( 0.3%)

大野台  1( 0.3%)

5　無回答 高麗山 13( 3.6%)

大野台 11( 3.5%)

1　大変良いことなので積極的に参加する 高麗山 155(43.3%)

大野台 142(45.8%)

2　参加者が多ければ、自分も参加する 高麗山 68(19.0%)

大野台 59(19.0%)

3　やりたい人にまかせておく 高麗山 20( 5.6%)

大野台 17( 5.5%)

4　行政がやるべきだと思うから、住民がやることに 高麗山 51(14.2%)

 　は反対する 大野台 34(11.0%)

5　わからない 高麗山 39(10.9%)

大野台 42(13.5%)

6　無回答 高麗山 25( 7.0%)

大野台 16( 5.2%)

1　健康(イメージするものは何ですか…… ) 高麗山 94(26.3%)

大野台 84(27.1%)

2　教育(イメージするものは何ですか…… ) 高麗山 15( 4.2%)

大野台 16( 5.2%)
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G4 最後にあなたが美しいと思われる森林（山）がありましたら、その名前を具体 

  的にお書きください。（                        ） 

 

 

 

 

 

御協力ありがとうございました。 

 

 

みどりに対する県民意識       研究チームアンケート      昭和 58年 10月 

－みどりのアンケート調査－     と同じ設問のみ抜粋       神奈川県県民部県民課 

 

守り、ふやしたいみどり 

 

問 これから守り、ふやしていきたいと思われる“みどり”を、次の中から３つま 

  であげてください。（Ｍ，Ａ）（研究チームアンケートＱ１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3　自然 (イメージするものは何ですか…           ) 高麗山 221(61.7%)

大野台 171(55.2%)

4　その他 (イメージするものは何ですか…         ) 高麗山   4( 1.1%)

大野台   7( 2.3%)

5　無回答 高麗山  24( 6.7%)

大野台  32(10.3%)

1位 2位 3位 4位 5位

高麗山 高麗山　 95 湘南平　36 丹沢山系　13 大山　　12 箱根　　12

大野台 丹沢山系 17 大山　　17 上高地　　10 高尾山　10 大野台　 9
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みどりの保全か開発か 

問 工場や住宅等の用地として、あるいは観光目的のために、“みどり”の地域が 

  開発されることについて、あなたはどうお考えになりますか。 

  （研究チームアンケートＱ７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林への期待 

問 森林にはいろいろな効用がありますが、あなたは本県の森林に対して何を期待 

  しますか。次の中から期待するものを３つまであげてください。 

  （研究チームアンケートＱ３）                （Ｍ，Ａ） 
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（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の緑化活動への参加意識 

問 もし、あなたがお住まいの地域の住民の中から、地域の“みどり”をふやしてい 

  くために、住民で植樹や樹木の管理を行っていこうという提案があったとした 

  ら、あなたはどうしますか。（研究チームアンケートＱ８） 

 

 

 

横浜・川崎 10.0 5.5

三浦 半島 12.2 3.5

県　　央 15.2 2.6

湘　　南 14.2 2.8

県　　西 20.9 4.6

津 久 井 20.4 3.9

20～39歳 9.3 3.2

40～59歳 11.4 5.2

60歳以上 21.2 4.9

の

場

木

材

資

源

無

回

答

リ

エ
ー

シ
ョ

ン

自

然

生

態

系

の

維

持

森

林

浴

や

レ

ク

水

資

源

の

確

保

の

災

害

の

防

止

大

気

の

浄

化

山

崩

れ

洪

水

等

地
　
　
域

年
齢

76.3

77.6

85.1

84.9

76.6

80.8

75.8

80.6

82.4

83.7

76.4

79.2

85.2

83.2

69.9

81.2

82.3

74.2 59.1

64.7

62.8

34.4

56.2

39,3

61.O

60.O

56.O

65.3

37.7

森林の効用

地域区分等

60.7

49.9

50.2

36.7

43.O

42.5

36.6
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参考文献 ①著書 

 

 

注No 引用ベージ 出　　　　　　　　　　典

1 序　13P 地球の環境と開発を考える会、「岩波ブックレット『破壊される熱帯雨林

』」、岩波書店、S63

2 II　33 第6回朝日森林文化賞、朝日新聞、昭和63年6月27日

3 IV　55 福岡克也、「森と水の経済学」、東洋経済新報社、S62、114～125P

4   　56 福岡克也、神奈川県自治総合研究センター課題研修、「神奈川の山を考え

る」における講演「神奈川の山」(昭和62年7月30日)

5   　58 福岡克也、前掲講演

6 VI　69 南雲秀次郎、「里山守れ」、朝日新聞、昭和61年10月24日

7   　70 環境庁、「昭和63年度版環境白書」、大蔵省印刷局、S63、181P

8   　71 守山弘、「自然を守るとはどういうことか」、農山漁村文化協会、S63、

2P、252P

9   　81 室田武、「エネルギーとエントロピーの経済学」、東洋経済新報社、S49

173P、193P

10   　83 さかもとゆきお、『私たちのコミュニティ・バーク作り』、「調査季報95

」、横浜市企画財政局都市科学研究室、S62、P51

11 VII 113 「特集斜面緑地」、神奈川新聞(昭和58年11月19日)

著　編　者　名 書　　　　　　　　名 出　版　社 発行年

朝日新聞社編 緑と文明 朝日新聞社   S57

　　〃 緑と生活 　　〃 59

　　〃 緑と水と街 　　〃 61

石　弘之 蝕まれる森林 　　〃 60

石川　欣一 可愛い山 白水社 62

市川健夫・斎藤功著 再考日本の森林文化 日本放送出版協会 60

井出　久登 緑地保全の生態学 東京大学出版会 55

稲村　正 オーク・ヴィレッジだより 講談社 59

岩崎　輝雄 森林浴 合同出版 58

　　〃 森林の健康学 日本林業技術協会 61

岩水　豊 山村が大好きです 清文社 62

植木　知司 かながわの山 神奈川合同出版 54

内田　盛也 21世紀の国づくり にっかん書房 63

宇都宮　深志 緑の環境創造 清文社 61

江崎・岩上・井上編著 緑と土と緑の話 技報堂出版 60

NHK取材班 森が危ない 日本放送出版協会 61

岡谷　公二 神の森　森の神 東京書籍 62

小高　民雄 森林の100不思議 　　〃 63
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 著　編　者　名 書　　　　　　　　名 出　版　社 発行年

小原　二郎 日本人と木の文化 朝日新聞社   S59

Ｋ．Ｗ．カップ 環境破壊と社会的費用 岩波書店 50

神奈川新聞社編 緑の復権 神奈川新聞社 49

神山　恵三 森の不思議 岩波書店 58

川崎　寿彦 森と人間 日本林業技術協会 62

熊崎　実 森林の利用と環境保全 　　　〃 52

黒澤　一情 産業と環境 放送大学教育振興会 60

グリーンカルチャーセンター編緑の地球へ 現代書館 61

B．コモナー なにが環境の危機を招いたか 講談社 47

斎藤　奏 林業経営の税務知識 清文社 59

斎藤　正彦 森と文化 東京大学出版会 62

佐々木　好之 自然保護の原点 共立出版 48

佐藤　敬二他著 造林学 朝倉書店 40

P．シアース エコロジー入門 講談社 47

四手井　綱英 森の生態学 　〃 51

　　〃 日本の森林 中央公論社 59

四手井綱英・林知巳夫 森林をみる心 共立出版 59

編著

清水　正元 砂漠化する地球 共立出版 54

ハンス・シュトルテ 丹沢夜話 有隣堂 58

進士　五十八 緑のまちづくり学 学芸出版社 62

森林計画研究会編 新たな森林・林業の長期ビジョン 地球社 62

森林フォーラム実行 森林から都市を結ぶ 日本経済評論祉 62

委員会

森林・林業行政研究会 森林・林業と行政 清文社 57

菅原聰・熊代克己・ 続・自然との共存 共立出版 62

森本尚武・細野明義著

全国森林組合連合会編 改訂森林組合法の解説 地球社 62

高木　仁三郎 いま自然をどうみるか 白水社 60

高橋　延清 樹海に生きて 朝日新聞社 59

只木　良也編著 みどり 共立出版 56

只木良也・吉良竜夫編 ヒトと森林 　〃 57

辰己　修三 地球環境機能論 地球社 50

多辺田　政弘他著 地域自給と農の論理 学陽書房 62

筒井　迪夫 現代森林考 日本林業技術協会 55

　　〃 山と木と日本人 朝日新聞社 57

　　〃　　　　　編著 明日の木と森 地球社 59

　　〃 木と森の文化史 朝日新聞社 60

　　〃 森林保全詳説 農林出版 57

 173 



 著　編　者　名 書　　　　　　　　名 出　版　社 発行年

筒井　迪夫 緑と文明の構図 東京大学出版会   S60

　　〃 童話と樹木の世界 朝日新聞社 61

　　〃 日本林政の系譜 地球社 62

手束　平三郎 森のきた道 日本林業技術協会 62

徳義　三男 国有林を考える にっかん書房 62

富沢　美春 大和地名考 神奈川新聞社 57

富山　和子 水と緑と土 中央公論社 49

　　〃 水の文化史 文藝春秋 55

　　〃 森は生きている 講談社 56

並木　昭夫編著 都市整備 ぎょうせい 57

華山　謙 環境政策を考える 岩波書店 53

半田　真理子 都市に森をつくる 朝日新聞社 60

福岡　克也 森と水の思想 世界書院 58

藤田　佳久 現代日本の森林木材資源問題 汐文社 59

藤本　猛 林業経営の法律実務 清文社 57

船越　昭治編著 地方財政と林業財政 農林統計協会 62

レスターR.ブラウン編著 西暦2000年への選択 実業之日本社 60

　　 〃　　　〃 ワールドウォッチ地球白書 ダイヤモンド社 63

本多　勝一 貧困する精神 すずさわ書店 52

牧野　和春 森林を蘇らせた日本人 日本放送出版協会 63

松本　文雄 ふる里の山名復活 関西シービー 60

宮川　中民 エコロジー運動は何をめざすか 現代の理論社 53

宮脇　昭 森はいのち 有斐閣 62

向坊　隆他 山 東京大学出版会 56

村尾　行一 人間・森林系の経済学 都市文化社 58

　　〃　　編著 東濃桧物語 　　〃 58

室田　武 雑木林の経済学 樹心社 60

目原　純夫 デザインされた木 筑摩書房 60

森　巌夫 「山」の政治と経済 清文社 55

矢口　高雄 ボクの学校は山と川 白水社 62

　　〃 ボクの先生は山と川 　　〃 63

山口　文一 山峡の譜 神奈川新聞社 61

山田　一郎編 日本自然地名辞典 東京堂出版 58

吉村　元男 都市は野生でよみがえる 学芸出版社 61

読売新聞社環境問題取 緑と人間 築地書館 50

材班

読売新聞社横浜支局編 神奈川の伝説 有隣堂 48
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   ②白書・年報等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③報告書・計画書 

 

 

 

 

編　集 書　　　　　　　　　　　名 発　　　行 発行年

神奈川県環境部 かながわ環境白書 (昭和61年度) 神奈川県環境部   S61

　　　〃 かながわ環境白書 (昭和62年度) 　　　〃 62

神奈川県農政部 神奈川県農林漁業動向年報 (昭和61年度) 神奈川県農政部 62

神奈川県農政部 神奈川県林業動向年報 (昭和61年度) 神奈川県農政部 62

　　　　林務課 　　　　林務課

　　　〃 神奈川県林業動向年報 (昭和62年度) 　　　〃 63

　　　〃 森林組合要覧 (昭和61年度版) 　　　〃 62

環境庁 環境白書 (昭和62年版) 大蔵省印刷局 62

日本林業協会 図説林業白書 (昭和62年度) 農林統計協会 63

林野庁 林業白書 (昭和61年度) 日本林業協会 62

　〃 林業白書 (昭和62年度) 　〃 63

編　集 書　　　　　　　　　　　名 発　　　行 発行年

神奈川県 第二次新神奈川計画　基本構想・基本計画 神奈川県   S62

　〃  〃　　　　  地域計画 　〃 62

　〃 みどりに対する県民意識 　〃 58

　〃 神奈川県国土利用計画 (第2次) 　〃 61

神奈川県環境部自 みどりのまち・かながわ計画 (改定版) 神奈川県環境部自 62

然保護課・同都市 然保護課・同都市

部都市計画課 部都市計画課

神奈川県教育委員 神奈川県天然記念物地域・動物調査報告書 神奈川県教育委員 62

会 会

神奈川県自治総合 昭和55年度研究チーム報告書　広緑都市構造 神奈川県自治総合 56

研究センター へのスタート 研究センター

神奈川県立湘南青 高麗山の植物目録 神奈川県立湘南青 62

少年の家 少年の家

神奈川農業の将来 都市化社会における農業・農村 神奈川農業の将来 60

像策定委員会 像策定委員会

川崎市市民局広報 川崎市市民意識実態調査報告書 川崎市 63

部企画課

神戸市 都市林こうべの森基本計画報告書 神戸市 58

相模原市 みどりのまちづくり・さがみはらプラン 相模原市 63

総合研究開発機構 熊本グリーンサミット会議報告書 総合研究開発機構 62

　　　〃 森林と人間 　　　〃 61

　　　〃 21世紀と森林 　　　〃 62
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④雑誌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ⑤その他 

 

 

 

編　　集 書　　　　　　　　　　名 発　　行 発行年

地域問題研究所 上流域山村の研究 総合研究開発機構 52

土岐市 土岐市森林緑地整備計画策定業務報告書 土岐市 63

栃木県自治研修所 昭和62年度　政策研究セミナー研究報告書 栃木県自治研修所 63

宮脇昭・鈴木邦雄 神奈川県のみどりの実態調査 神奈川県 56

森とむらの会 林業自立のための税制のあり方に関する研究 総合研究開発機構 61

横浜市市民局広報 昭和61年度市民情報カード集計誌「声」 横浜市市民局広報 62

相談部広聴課 相談部広聴課

横浜市緑政局緑政 第四次緑地環境診断調査報告書 横浜市緑政局緑政 63

部緑政課 部緑政課

林野庁 平地林施業推進調査報告書(総括編) 林野庁 59

書　　　　　　　　　　名 発　　　行

晨　  昭和59年6月号 ぎょうせい

経済と貿易　144号　(S62) 横浜市立大学経済研究所

ジュリスト増刊　総合特集　開発と保全　(S51) 有斐閣

世界　1986年9月号 岩波書店

地方自治　1986年10月号 日本社会党

町村週報　昭和63年5月23日号 全国町村会

都市問題研究　昭和63年5月号 都市問題研究会

都道府県展望　昭和61年4月号 全国知事会

　　〃　　　　昭和62年4月号 　　〃

月刊ＮＩＲＡ　1986年3月号 総合研究開発機構

著　　編　　者 資　　　　　料　　　　　名 発行年

神奈川県企画部企画調整室 神奈川県市街化動向図   S61

神奈川県 神奈川県自然公園・自然環境保全地域等区域図 61

神奈川県企画部企画調整室 神奈川県土地規制図 60

神奈川県教育委員会 かながわの名木100選 62

神奈川県農政部林務課 神奈川の林政史 59

　　　　　〃 やまのしごと 63

林野庁 森林とみんなの暮らし 60

長谷川　洋作 「未来技術と経済社会」日本経済新聞朝刊(昭和63年1月13日)

 176 



「
研
究
チ
ー
ム
Ａ
『
神
奈
川
の
森
林
』｣ 

ス
タ
ッ
フ 

 
★
リ
ー
ダ
ー 

井
上 

宏
一 

 

福
祉
部
老
人
福
祉
課(

前
足
柄
上
地
区
行
政
セ
ン
タ
ー) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
じ
め
に
・Ⅵ

を
担
当
、
努
力
型
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
合
格
点 

☆
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー 

杉
野 

信
一
郎 

企
業
庁
管
理
局
総
務
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
わ
り
に
・Ⅱ

を
担
当
、
理
論
家
、
ガ
ン
コ
一
徹 

 
 

〃 
相
沢 

邦
彰 

 

東
部
治
山
事
務
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用
語
集
、Ⅶ

を
担
当
、
治
山
の
専
門
家
、
チ
ョ
ッ
ト
頑
固 

▽
メ
ン
バ
ー 

城
戸
崎 
雅
美 

京
浜
高
等
職
業
技
術
校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
料
編
・Ⅴ

を
担
当
、
紅
一
点
、
自
然
保
護
の
実
践
家 

 
 

〃 

落
合 

憲
一 

 

企
業
庁
電
気
局
業
務
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
料
編
・Ⅲ
を
担
当
、
も
の
静
か
、
不
言
実
行
の
典
型 

 
 

〃 

柴
田 

晃
彦 

 

環
境
部
自
然
保
護
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

序
・
引
用
資
料
・
参
考
文
献
・Ⅳ

を
担
当
、
物
事
追
求
型
、
緻
密
さ
に
お
い
て
チ
ー
ム
一 

 
 

〃 

高
科 

憲
司 

 

農
政
部
林
務
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

序
・Ⅰ

を
担
当
、
山
業
の
専
門
家
、
苦
し
い
時
の
高
科
だ
の
み 

 
 

〃 

松
見 

雅
夫 

 

衛
生
部
薬
務
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

装
丁
、Ⅶ

を
担
当
、
最
年
長
、
遊
び
大
好
き
人
間 

◇
コ
ー
デ
ィ 

高
橋 

干
佳
夫 

自
治
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー 

 
 

ネ
ー
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 

怒
り
を
忘
れ
て
世
話
役
に
徹
す 

 

◆
表
紙
・
イ
ラ
ス
ト 

小
林
文
子 

 177 



 

 

 

 

大 野 台 緑 地 の 林 内  

 


	身近な森からの出発(昭和63年9月)  1
	まえがき
	はじめに
	序
	１　研究チームの森に対する基本姿勢
	２　提言
	私は　永年ずっとここに立っている
	Ⅰ　 失われていく身近な緑　～気がついていますか～
	１  これだけなくなりました
	２　森は疲れています
	３　県民の声から
	Ⅱ　見えないところであなたを守り、くらしを豊かにしている森
	１　森のはたらき
	２  親と子の目から森を見る～子育ての視点から、居住環境として森を見る～
	Ⅲ　知っていますか森を守り育てるしくみ
	(１)江戸時代における森林利用
	ア　藩による支配
	ウ　人工植林の時代へ
	エ　保全林業の始まり
	オ　神奈川では
	(２)明治以降
	(１)山のみどり
	(２)都市のみどり
	(３)緑地保全に関する法制度
	(４)神奈川県では
	ア　山のみどり
	(１)山のみどり
	(３)「AA」とは
	Ⅳ　いったい誰のものでしょう、森は
	１　県民共有の財産てなあに
	(１)所有者を超える森～なぜ森が守られるのでしょうか～
	(２)県民共有の財産とは為政者の言葉？
	(３)どうすれば共有財産となるのでしょうか
	２　受益者負担とはどういうこと
	(１)受益者負担論のおこり
	(２)受益者負担論の台頭
	(３)受益者負担論の問題点
	(４)受益者負担論の見直し
	３　数字にはご注意ください
	(１)数量化の試み
	(２)数量化の展開と限界
	(３)数量化の落とし穴
	(４)数量化への批判
	(５)数量化のまえに
	Ⅴ　あなたは森を愛していますか？愛されていますか？
	１　今、すてきな森とは
	（１）美しいけれど身近ではない森
	（２）開かれた森への期待
	２　森と私たちとの相思相愛の関係
	（１）問い直される森との付き合い
	(２)いきいきとしたそのままの森を愛してください
	(３)森との愛は距離の短い関係
	３　身近な森の名を知っていますか？
	(１)生活に結び付いた名前
	(２)森の名前の復活
	(３)名前あるもの同士の付き合い
	Ⅵ　さて、身近な森を守るには
	１　なぜ、身近な森を守るのでしょう
	２　親しみのある森へ　～親林性の創出～
	これは、物理的に人が入れる状態をさします。例えば、有刺鉄線などで閉鎖されていないことです。
	３　みんなの森へ～「現代版【AA】」の創造～
	(１)個人から行政へ、そして地域への回帰
	(２)「現代版【入会】」をつくろう
	(３)整いつつある諸条件
	(４)横浜市民の森から考える
	ア　税金について
	(５)「現代版【入会】」のシステムとは
	(６)「現代版【入会】」づくり
	ア　身近な森保全銀行の役割
	(ア) 目的
	(ウ)組織
	(ア）身近な森保全銀行の設立の推進
	(イ）県協力事業の展開
	(ウ）親林性創造事業
	ウ　「現代版【入会】」ができるまで（図―２参照）
	(７)身近な森から始める「公共的な空間」の創造
	Ⅶ　さあ、みんなの森をつくろう
	１　身近な森にしてみよう
	(１)疲れている現代人
	(２)住民意識をさぐる
	ア　アンケート地域の選定
	(ア）大磯高麗山
	(イ）大野台・大沼緑地
	ウ　調査結果の比較検討
	(ア）神奈川県の森林に期待するもの
	(イ）森の名称
	(ウ）森に行く頻度
	(エ）目的
	(オ）誰と行きましたか
	(カ）森があって良いと思う点
	(キ）森があって悪いと思う点
	(ク）広場などの空間
	(ケ）緑の量・木の種類
	(コ）樹木の手入れ
	(サ）施設の整備
	(シ）居住地域への愛着
	(ス）開発に対する考え方
	(セ）自主管理への対応
	(ソ）今後の森の利用方向
	(タ）身近な森に対する意識
	(３)森林所有者の意識をさぐる
	(４)三要素五条件をあてはめる
	ア　大磯高麗山
	２　身近な森をつくろう
	(１)森林1〇〇年構想
	(２)森づくりの先進例
	ア　兵庫県神戸市
	一．公園・街路の緑化をすすめる
	二．美しい緑の山を守り育てる
	三．団地や公共施設を緑化する
	四．埋立地や港湾施設を緑化する
	五．市民のみなさんの協力による
	ウ　高森山の森づくり
	(３)みんなの森をつくろう
	(４)森人類の誕生
	(５)サイレントパークとしないために
	用語集
	おわりに

	身近な森からの出発(昭和63年9月)  2
	資料編
	資料編目次
	研究方法
	かながわのナショナル・トラストのしくみ
	〈保全対象〉

	身近な森からの出発(昭和63年9月)  3
	次に、あなたの“みどり”や森林に関するお考えについておたずねします。
	期待しますか。次の中から期待するものを３つまで○をつけてください。
	（上段－高麗山　下段－大野台）
	－みどりのアンケート調査－　　　　　と同じ設問のみ抜粋　　　　　　　神奈川県県民部県民課
	守り、ふやしたいみどり
	みどりの保全か開発か
	問　工場や住宅等の用地として、あるいは観光目的のために、U“みどり”の地域が


