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日本森林学会による

屋
久
島
（
鹿
児
島
県
）
は
、
面
積

５
０
４
㎢
の
円
形
の
島
で
、
種
子
島

の
西
側
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
17
世
紀
半
ば

か
ら
継
続
的
な
林
野
利
用
が
始
ま
り
、
大
正

期
か
ら
１
９
７
０
年
頃
に
か
け
て
は
、
国
有

林
内
に
森
林
軌
道
や
林
業
集
落
が
建
設
さ
れ

る
形
で
の
木
材
生
産
が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し

た
。
人
々
と
森
林
と
の
様
々
な
関
わ
り
が
評

価
さ
れ
、
２
０
１
６
年
度
に
林
業
遺
産
と
し

て
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

１
９
９
３
年
に
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
屋
久
島
の
山
域
（
１
０
７
㎢
）
に
は
、
縄
文

杉
に
代
表
さ
れ
る
注
１

樹
齢
７
０
０
～
８
０
０

年
を
超
え
る
杉
の
巨
木
『
屋
久
杉
』
が
生
育
し
、

現
在
も
島
の
「
自
然
」
を
見
よ
う
と
多
く
の
観

光
客
が
訪
れ
ま
す
。
し
か
し
「
自
然
」
の
島
と

し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
こ

数
十
年
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
屋
久
島
は
、

数
百
年
も
前
か
ら
林
業
地
と
し
て
君
臨
し
て
き

ま
し
た
。

　

17
世
紀
中
頃
か
ら
、
薩
摩
藩
は
年
貢
の
代
わ

り
に
杉
材
を
納
め
る
こ
と
を
島
民
に
求
め
ま
し

た
。
藩
に
よ
る
林
産
物
の
専
売
制
度
の
開
始

で
す
。
島
民
は
、
山
中
で
寝
泊
ま
り
し
な
が

ら
、
斧
で
杉
の
巨
木
を
伐
採
し
、
現
場
で
平ひ

ら
ぎ木

と
呼
ば
れ
る
屋
根
ふ
き
材
に
加
工
し
、
里
ま
で

運
び
ま
し
た
。
現
在
で
も
、
江
戸
時
代
に
伐
採

さ
れ
た
ス
ギ
の
伐
根
（
土ど

ま
い埋
木ぼ
く

）
が
林
内
に
残

り
、
観
光
や
工
芸
品
の
資
源
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
当
時
の
伐
採
跡
地
に
生
育
し
た
高
齢

級
杉
（
コ
ス
ギ
）
は
、
現
在
は
美
林
に
成
長
し

て
い
ま
す
。

　

明
治
期
に
な
り
、
入
会
利
用
を
行
っ
て
き
た

森
林
を
含
む
大
半
の
土
地
が
官
有
地
に
編
入
さ
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れ
ま
し
た
。
里
近
く
で
も
薪
炭
材
の
入
手
が
困

難
に
な
り
、
一
部
の
島
民
は
土
地
の
下
げ
戻
し

訴
訟
を
起
こ
し
ま
す
が
、
１
９
２
０
年
に
原
告

敗
訴
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
島
民
が
不
満
を
抱

く
状
況
は
変
わ
ら
ず
、
鹿
児
島
大
林
区
署
は
、

翌
１
９
２
１
年
に
屋
久
島
国
有
林
経
営
の
大

綱
（
通
称
『
屋
久
島
憲
法
』）
を
発
表
し
ま
し
た
。

里
近
く
の
国
有
林
か
ら
自
家
用
の
薪
炭
材
を
無

償
で
採
取
す
る
こ
と
な
ど
を
認
め
た
『
屋
久
島

憲
法
』
に
よ
り
、
島
民
と
国
の
衝
突
は
一
応
の

解
決
と
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
鹿
児
島
大
林
区
署
は
、
１
９
２
１
年

か
ら
森
林
軌
道
の
建
設
工
事
を
開
始
し
、
翌
年

に
は
安
房
か
ら
小
杉
谷
ま
で
の
約
16
㎞
の
森
林

軌
道
が
完
成
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
昭
和

初
期
に
宮
之
浦
川
上
流
域
な
ど
の
軌
道
も
建
設

さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
伐
採
木
を
ト
ロ
ッ
コ

に
積
み
、
軌
道
を
使
っ
て
河
口
の
貯
木
場
に
運

ぶ
シ
ス
テ
ム
が
島
全
体
で
確
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

屋
久
島
の
林
業
と
い
え
ば
『
杉
』
を
思
い
浮

か
べ
る
人
は
多
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
広
葉
樹

材
の
伐
採
も
盛
ん
に
行
わ
れ
、
昭
和
初
期
か
ら

戦
時
期
に
か
け
て
は
木
炭
や
ト
リ
モ
チ
な
ど
が

生
産
さ
れ
ま
し
た
。
戦
前
期
に
製
炭
事
業
に
従

事
し
た
知ち

く久 

安や
す
ひ
こ彦

さ
ん
（
故
人
）
は
、「
戦
時

期
は
木
炭
の
増
産
を
求
め
ら
れ
た
。
木
炭
は
軍

事
工
場
に
運
ば
れ
る
と
聞
い
た
」
と
語
っ
て
下

さ
い
ま
し
た
。
た
だ
し
終
戦
間
際
に
は
、
米
軍

の
空
爆
を
恐
れ
、
国
有
林
野
事
業
は
縮
小
・
休

止
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

終
戦
を
迎
え
、
国
有
林
経
営
も
少
し
ず
つ
再

興
し
、
１
９
５
６
年
に
は
九
州
管
内
で
は
じ
め

て
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
が
導
入
さ
れ
、
生
産
性
が
あ

が
り
ま
し
た
。
軌
道
も
延
伸
さ
れ
、
小
杉
谷
か

ら
約
４
㎞
上
流
に
石
塚
集
落
も
建
設
さ
れ
ま

す
。
最
盛
期
の
１
９
６
０
年
頃
に
は
、
小
杉
谷

と
石
塚
集
落
の
人
口
は
合
わ
せ
て
５
４
０
人
に

達
し
、
小
・
中
学
校
、
商
店
・
購
買
部
、
公
衆

浴
場
な
ど
が
立
ち
並
び
ま
し
た
。
島
内
で
一
番

早
く
電
化
が
進
ん
だ
の
も
小
杉
谷
で
、
近
代
的

な
「
林
業
都
市
」
が
山
中
に
存
在
し
て
い
ま
し

た
。
ま
た
材
を
積
ん
だ
ト
ロ
ッ
コ
を
、
ブ
レ
ー

キ
を
巧
み
に
操
作
し
な
が
ら
、
材
を
運
ん
だ

運
材
夫
（
ト
ロ
ノ
リ
）
な
ど
は
、
島
民
の
憧
れ

の
職
業
で
し
た
。
し
か
し
次
第
に
軌
道
沿
い
の

資
源
が
枯
渇
し
始
め
、
軌
道
を
使
っ
た
輸
送
の

優
位
性
が
失
わ
れ
ま
す
。
里
地
の
広
葉
樹
の
大

面
積
皆
伐
と
あ
わ
せ
て
、
奥
地
の
森
林
開
発
も

世
論
の
批
判
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に

１
９
７
０
～
８
０
年
代
に
か
け
て
、『
屋
久
島

を
守
る
会
』
な
ど
の
一
部
島
民
な
ど
に
よ
る
伐

採
反
対
運
動
が
行
わ
れ
、
こ
の
運
動
も
一
因
と

な
り
、
１
９
８
０
年
代
以
降
、
島
の
森
林
政
策

は
「
護ま

も

る
」
方
向
へ
転
換
し
ま
し
た
。

　

つ
い
に
最
後
ま
で
残
っ
た
小
杉
谷
製
品
事
業

所
も
１
９
７
０
年
に
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ

し
現
在
も
、
ご
く
一
部
の
区
間
で
は
、
水
力
発

電
所
の
維
持
管
理
や
登
山
者
の
し
尿
搬
出
な
ど

で
、
軌
道
が
現
役
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

林
業
集
落
の
閉
村
か
ら
約
50
年
。
現
在
も
、

石
橋
や
住
居
跡
な
ど
当
時
の
暮
ら
し
を
物
語
る

遺
構
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
屋
久
島
森
林
生

態
系
保
全
セ
ン
タ
ー
で
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た

よ
う
な
、
林
業
関
連
の
古
写
真
が
保
管
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

最
後
に
印
象
に
残
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し

江戸時代に伐採されたスギの伐根　土
ど ま い

埋木
ぼく

（2012年）
国立歴史民俗博物館撮影

現在も林内に残る炭窯跡（2011 年）筆者撮影

小杉谷小・中学校（1965 年頃）屋久島森林生態系保全センター蔵

トロノリによる運材風景（1957 年）　屋久島森林生態系保全センター蔵

屋久島森林生態系保全センターに所蔵されている林業古写真

ま
す
。
か
つ
て
宮
之
浦
上
流
域
で
機
関
士
と
し

て
活
躍
さ
れ
た
笠か

さ
い井 

林は
や
し

さ
ん
と
一
緒
に
林
内

を
歩
き
な
が
ら
、
軌
道
の
石
橋
を
み
つ
け
た
時

の
こ
と
で
し
た
。
ふ
と
笠
井
さ
ん
が
「
こ
の
石

橋
は
、
壊
さ
れ
な
け
れ
ば
千
年
も
万
年
も
残

る
。
屋
久
杉
よ
り
も
長
く
生
き
る
」
と
つ
ぶ
や

か
れ
ま
し
た
。

　

林
業
遺
産
が
、
適
切
に
保
存
さ
れ
、
島
民
を

含
む
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
な
が
ら
受
け
継
が

れ
る
こ
と
が
強
く
望
ま
れ
ま
す
。

【
認
定
対
象
】
①
林
業
跡
地
： 

小
杉
谷
集
落
な

ど
の
林
業
集
落
跡
②
搬
出
関
連
： 

森
林
鉄
道
・

軌
道
及
び
関
連
施
設
跡
③
建
造
物
： 

森
林
鉄
道
・

軌
道
、隧
道
、橋
梁
、集
落
跡
ほ
か
④
林
業
景
観
： 

屋
久
杉
自
然
林
、
屋
久
杉
伐
採
後
の
高
齢
級
杉

（
コ
ス
ギ
）
林
等
⑤
資
料
群
： 

林
業
古
写
真
集

注
１
： 

屋
久
杉
の
定
義
は
、
近
年
は
１
０
０
０
年
以
上
と

い
う
表
現
が
一
般
的
で
す
が
、
か
つ
て
は
７
０
０

～
８
０
０
年
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
も
屋
久
杉

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

注
２
： 

建
設
さ
れ
た
大
半
の
路
線
は
、「
森
林
鉄
道
」
に
分

類
さ
れ
ま
す
が
、
島
民
は
「
軌
道
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
ま
す
。
本
稿
で
は
「
軌
道
」
と
い
う
表
現

に
統
一
し
ま
し
た
。
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