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屋
久
島
で
は
、
戦
後
植
林
さ
れ

た
人
工
林
が
木
材
と
し
て
の
利
用

期
を
迎
え
て
い
ま
す
。
屋
久
島
材

の
利
用
に
つ
い
て
は
、
一
部
は
島

外
へ
出
荷
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
島

内
で
は
年
間
住
宅
着
工
数
に
対
し

て
１
割
に
も
満
た
な
い
利
用
率
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、

屋
久
島
地
杉
の
利
用
拡
大
を
図
る

や

く

し

ま

じ

す
ぎ

た
め
、
屋
久
島
町
を
主
体
と
し
た

官
民
に
よ
る
協
議
会
を
立
ち
上
げ

る
な
ど
、
様
々
な
地
域
材
普
及
の

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
今
回
、
こ
の
取
り
組
み
の

一
環
と
し
て
、
九
月
二
一
日
、
福

岡
市
天
神
の
「
ア
ク
ロ
ス
福
岡
」

に
お
い
て
、
屋
久
島
地
杉
の
魅
力

を
全
国
に
広
げ
る
活
動
を
展
開
し

て
い
る
屋
久
島
大
屋
根
の
会
主
催

に
よ
る
、
屋
久
島
の
自
然
と
地
杉

の
魅
力
を
テ
ー
マ
と
し
た
セ
ミ
ナ

ー
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
、
定
員
七

〇
名
の
中
約
五
〇
名
の
参
加
を
頂

き
ま
し
た
。
本
セ
ミ
ナ
ー
は
鹿
児

島
市
で
の
開
催
に
続
い
て
今
年
二

回
目
と
な
り
ま
し
た
。

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
ま
ず
、
屋
久

島
森
林
管
理
署
の
山
部
国
広
流
域

管
理
調
整
官
よ
り
、
「
屋
久
島
の

森
林
資
源
を
活
か
す
た
め
に
」
と

題
し
、
屋
久
島
の
森
林
資
源
や
林

業
の
現
状
及
び
国
有
林
の
取
組
な

ど
に
つ
い
て
講
演
が
行
わ
れ
ま
し

た
。続

い
て
、
屋
久
島
大
屋
根
の
会

事
務
局
長
の
浦
田
功
氏
よ
り
、「
地

杉
の
魅
力
と
自
然
と
の
つ
な
が

り
」
と
題
し
、
屋
久
島
の
森
林
文

化
や
地
杉
の
魅
力
な
ど
に
つ
い
て

講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
講
演
後

は
、
松
下
生
活
研
究
所
（
熊
本
市
）

の
松
下
修
所
長
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
に
、
米
田
雅
人
屋
久
島
森
林

管
理
署
長
や
浦
田
功
事
務
局
長
ら

を
パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
、
「
屋
久
島

の
環
境
資
源
と
し
て
の
地
杉
利
用

の
課
題
」
に
つ
い
て
意
見
交
換
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、
屋
久
島
に
地

杉
が
あ
る
こ
と
や
そ
の
魅
力
、
屋

久
島
の
自
然
や
文
化
の
話
が
聞
け

た
と
し
て
、
屋
久
島
に
是
非
行
っ

て
み
た
い
と
の
声
を
頂
き
ま
し

た
。

屋
久
島
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

森
保
護
管
理
協
議
会
で
は
、
九
月

一
八
日
、
自
然
休
養
林
（
白
谷
雲

水
峡
）
で
歩
道
上
の
倒
木
除
去
を

実
施
し
ま
し
た
。

倒
木
は
八
月
二
七
日
通
過
し

た
、
台
風
一
五
号
の
強
風
に
よ
る

も
の
で
、
苔
む
す
森
か
ら
辻
峠
に

向
か
う
中
間
付
近
に
あ
っ
た
ヤ
マ

グ
ル
マ
の
大
径
木
（
胸
高
径
約
１

０
０
㎝
：
樹
高
約
２
０
ｍ
）
が
、

高
さ
２
ｍ
の
と
こ
ろ
か
ら
幹
折
れ

し
て
ス
ギ
に
寄
り
か
か
る
状
態
で

倒
れ
て
い
ま
し
た
。

折
れ
た
部
分
は
か
な
り
腐
朽
が

進
行
し
て
い
た
た
め
、
強
風
に
耐

え
き
れ
ず
折
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

歩
道
上
で
い
つ
落
下
す
る
か
わ

か
ら
な
い
大
変
危
険
な
状
況
だ
っ

た
た
め
早
急
に
除
去
す
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。

当
日
は
、
作
業
を
Ｙ
林
業
に
委

託
し
利
用
者
の
少
な
い
早
朝
か
ら

取
り
か
か
り
、
手
際
よ
く
チ
ェ
ン

ソ
ー
で
切
断
し
、
チ
ル
ホ
ー
ル
（
手

動
ウ
イ
ン
チ
）
で
徐
々
に
引
き
な

が
ら
地
上
に
落
と
し
て
、
短
く
切

断
さ
れ
危
険
な
状
態
は
な
く
な
り

ま
し
た
。

今
回
の
倒
木
は
、
危
険
木
点
検

等
で
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で

す
が
、
今
後
も
利
用
者
の
安
全
確

保
の
た
め
に
点
検
等
を
こ
ま
め
に

行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

屋久島西部の植生垂直分布調査
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白
谷
雲
水
峡
で
倒
木
除
去

屋
久
島
固
有
の
植
物
。
従
来

は
ヤ
ク
シ
マ
ヤ
マ
ラ
ッ
キ
ョ
ウ

と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
イ
ト
ラ

ッ
キ
ョ
ウ
に
属
す
る
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
た
。
高
山
の
頂
上
近

く
の
岩
場
に
生
育
し
て
い
る
。

花
期
十
月
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屋
久
島
に
は
、
屋
久
島
と
種
子
島
だ

け
に
し
か
な
い
ゴ
ヨ
ウ
マ
ツ
の
仲
間
で
環

境
省
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
絶
滅
危
惧

Ⅰ
Ｂ
類
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
、
ヤ
ク
タ
ネ
ゴ

ヨ
ウ
が
自
生
し
て
い
ま
す
。
ヤ
ク
タ
ネ
ゴ

ヨ
ウ
の
仲
間
は
、
日
本
本
土
に
目
を
移

せ
ば
、
九
州
、
四
国
、
本
州
に
成
育
し
て

い
る
ゴ
ヨ
ウ
マ
ツ
（
東
北
で
は
ヒ
メ
コ
マ
ツ

と
言
い
、
別
名
キ
タ
ゴ
ヨ
ウ
と
し
、
同
種

か
ど
ち
ら
か
を
変
種
と
し
て
区
別
す
る

こ
と
も
あ
る
）
、
チ
ョ
ウ
セ
ン
ゴ
ヨ
ウ
、
本

州
の
高
山
帯
に
成
育
す
る
ハ
イ
マ
ツ(

北

海
道
に
エ
ゾ
ハ
イ
マ
ツ)

、
ハ
イ
マ
ツ
と
キ
タ

ゴ
ヨ
ウ
の
雑
種
ハ
ッ
コ
ウ
ダ
ゴ
ヨ
ウ
な
ど
い

く
つ
か
の
近
縁
種
が
あ
り
ま
す
。
東
北

地
方
の
ヒ
メ
コ
マ
ツ
の
写
真
を
載
せ
て
お

き
ま
す
。
こ
ん
な
に
種
類
が
あ
る
の
は
、

日
本
の
生
物
種
の
多
様
性
が
高
い
こ
と

を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
区
別

は
専
門
家
に
お
願
い
す
る
と
し
て
、
ヤ
ク

タ
ネ
ゴ
ヨ
ウ
に
少
し
触
れ
て
お
き
ま
す
。

ヤ
ク
タ
ネ
ゴ
ヨ
ウ
は
、
分
類
学
的
に
は
台

湾
に
分
布
す
る
基
本
種
タ
カ
ネ
ゴ
ヨ
ウ

(

中
国
南
部
の
も
の
を
カ
ザ
ン
マ
ツ
と
い

う)

に
近
い
仲
間
と
さ
れ
、
日
本
国
内
の

他
の
ゴ
ヨ
ウ
マ
ツ
と
は
、
分
布
域
で
一
線

を
画
し
て
い
る
こ
と
、
自
生
地
の
標
高
は

概
ね
二
百
㍍
か
ら
八
百
㍍
の
範
囲
内
に

あ
り
、
他
の
ゴ
ヨ
ウ
マ
ツ
が
冷
温
帯
や
亜

寒
帯
等
に
多
く
分
布
し
て
い
る
の
と
違

い
、
暖
温
帯
の
照
葉
樹
林
域
と
ほ
ぼ
重

な
る
分
布
域
に
あ
り
ま
す
。

ゴ
ヨ
ウ
マ
ツ
類
は
、
一
般
に
乾
燥
し
た

場
所
で
風
が
良
く
当
た
る
土
壌
の
薄
い

や
せ
尾
根
に
分
布
し
て
い
る
点
で
そ
の

成
育
特
性
が
似
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日

本
本
土
の
ゴ
ヨ
ウ
マ
ツ
類
は
概
し
て
個
体

数
が
多
く
、
比
較
的
分
布
域
が
広
い
こ

と
等
か
ら
種
の
存
続
の
危
険
性
は
少
な

い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
一
方
、
ヤ
ク
タ

ネ
ゴ
ヨ
ウ
は
、
種
の
存
続
に
次
の
よ
う
な

い
く
つ
か
の
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

屋
久
島
の
限
ら
れ
た
自
生
地
の
中
に
約

二
千
本
、
種
子
島
に
は
分
散
し
て
約
三

百
本
程
度
と
個
体
数
が
極
め
て
少
な
い

こ
と
か
ら
、
他
家
受
粉
の
機
会
が
少
な

く
、
結
果
と
し
て
種
子
が
う
ま
く
発
芽

成
長
し
な
い
の
で
す
。
こ
の
た
め
、
後
継

樹
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
加
え
て
、

過
去
に
マ
ツ
材
線
虫
病
の
被
害
を
受
け

て
さ
ら
に
個
体
数
が
減
少
し
ま
し
た
。

最
近
で
は
シ
カ
の
食
害
や
酸
性
雨
の
影

響
も
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
林
野
庁
で

は
、
平
成
十
五
年
度
に
屋
久
島
森
林
管

理
署
管
内
の
鍋
山
国
有
林
内
に
遺
伝

子
保
存
を
図
る
た
め
に
ヤ
ク
タ
ネ
ゴ
ヨ

ウ
の
見
本
林
・
採
種
林
を
設
置
し
ま
し

た
。
ま
た
、
屋
久
島
に
は
ヤ
ク
タ
ネ
ゴ
ヨ

ウ
調
査
隊
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
団
体
）
が
あ
り
、
こ

れ
ま
で
得
ら
れ
た
基
礎
的
情
報
の
多
く

は
森
林
総
研
等
の
方
々
と
と
も
に
、
地

道
な
分
布
状
況
等
の
調
査
活
動
が
永

年
行
わ
れ
て
き
た
成
果
で
す
。

採
種
林
は
、
ま
だ
幼
令
木
の
た
め
、

雑
草
の
勢
い
に
負
け
た
り
、
乾
燥
害
や

マ
ツ
ノ
ミ
ド
リ
ハ
バ
チ
な
ど
害
虫
の
被
害

(

写
真)

を
受
け
た
り
し
ま
す
。
平
成
二

十
年
か
ら
取
り
組
ま
れ
て
い
る
「
九
州

森
林
の
日
」
に
は
、
毎
年
こ
の
採
種
林
に

お
い
て
、
行
政
関
係
者
は
も
と
よ
り
、
一

般
市
民
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
企
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

な
ど
幅
広
い
国
民
参
加
を
募
り
、
ヤ
ク

タ
ネ
ゴ
ヨ
ウ
の
保
全
の
た
め
、
下
刈
り
作

業
、
シ
カ
保
護
柵
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
年
度
も
同
様

の
作
業
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
が
、

植
栽
後
十
年
近
く
を
経
過
し
て
、
枯

損
、
消
失
し
た
も
の
が
増
え
て
き
ま
し

た
。
作
業
の
一
部
は
欠
株
の
箇
所
に
補

植
を
す
る
た
め
、
植
樹
作
業
を
盛
り
込

む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
今
回
提
供
い
た

だ
く
苗
木
は
か
つ
て
屋
久
島
か
ら
穂
木

を
採
集
し
、
森
林
総
合
研
究
所
林
木
育

種
セ
ン
タ
ー
九
州
育
種
場
で
育
て
ら
れ

て
き
た
苗
木
で
す
。
生
育
地
以
外
で
種

の
存
続
の
た
め
に
増
殖
育
成
す
る
こ
と

を
生
息
域
外
保
全
と
言
い
ま
す
が
、
現

在
の
採
種
林
も
生
息
地
の
外
で
育
て
ら

れ
た
苗
木
が
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で

す
。
今
回
、
里
帰
り
苗
に
よ
る
補
植
を

行
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
大
変
意
義
の

あ
る
こ
と
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
生
物
多
様
性
の
保
全

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
お
話
を
し

て
み
ま
す
。
何
故
、
こ
の
よ
う
に
絶
滅
の

お
そ
れ
が
あ
る
一
つ
の
種
に
つ
い
て
、
色

い
ろ
対
策
を
取
っ
て
保
全
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
生
物
多
様
性

は
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
が
色
々
の
形
で
恩

恵
を
受
け
て
お
り
、
生
存
の
基
盤
と
な

っ
て
い
る
の
で
す
。
絶
滅
危
惧
種
の
保
全

は
、
生
物
多
様
性
の
保
全
で
あ
り
、
人

類
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
生
物
が
共
生
し
て

い
け
る
自
然
環
境
を
守
る
と
い
う
こ
と

に
繋
が
る
こ
と
だ
か
ら
な
の
で
す
。

身
近
に
あ
る
希
少
種
ヤ
ク
タ
ネ
ゴ
ヨ

ウ
を
守
る
た
め
、
自
分
も
生
物
多
様
性

の
保
全
に
貢
献
し
て
み
た
い
と
お
考
え

の
方
が
あ
れ
ば
、
是
非
こ
の
機
会
に
現

地
作
業
へ
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
作
業
の
準
備
を
現
在
、
鋭
意

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
皆
様
の
参
加

の
ご
案
内
は
、
改
め
て
行
う
こ
と
と
し
て

い
ま
す
の
で
、
も
う
し
ば
ら
く
お
待
ち

下
さ
い
。

『洋上アルプス№２１１号裏面』屋久島森林環境保全センター

《

迷

蝶

っ

て

何
？

》

海
に
近
い
、
森
に
囲
ま
れ
た
風
の
穏

や
か
な
道
脇
で
、
見
慣
れ
ぬ
南
国
風
の

蝶
を
見
か
け
た
ら
・
・
・
、
そ
れ
は
迷
蝶

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
迷
蝶
」
と
は
、
強
い
季
節
風
や
熱
帯

低
気
圧
に
よ
っ
て
、
本
来
の
生
息
地
と

は
異
な
る
地
域
に
運
ば
れ
、
一
時
的
に

住
み
着
く
蝶
達
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

屋
久
島
を
含
む
南
西
諸
島
は
、
台
風
が

通
過
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
こ
う
し

た
迷
蝶
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
迷
蝶
と
い
え
ど

も
条
件
が
揃
え
ば
そ
の
場
所
で
繁
殖

し
、
次
の
世
代
が
発
生
し
ま
す
。
長
距

離
を
移
動
し
た
個
体
は
、
ハ
ネ
が
破
け

て
い
た
り
鱗
粉
が
落
ち
て
い
る
こ
と
が

多
い
の
で
、
傷
の
な
い
新
鮮
な
個
体
を

見
つ
け
た
ら
、
そ
こ
で
羽
化
し
た
可
能

性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
蝶
と
同
様
に
鳥
に
つ
い
て
も
、

台
風
の
後
は
、
思
わ
ぬ
珍
種
が
発
見
さ

れ
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

屋
久
島
の
野
蝶

※一部の蝶は、完全に定着したとする見解もある。

ヤ

ク

タ

ネ

ゴ

ヨ

ウ

と

生
物
多
様
性
の
保
全
に
つ
い
て
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