
ひ
と
月
に
35
日
雨
が
降
る
。
 

洋
上
の
ア
ル
プ
ス
。
 

世
界
自
然
遺
産
。
 

縄
文
杉
、
弥
生
杉
。
 

１
年
間
に
訪
れ
る
観
光
客
約
30
万
人
。
 

 
屋
久
島

―
こ
の
島
の
名
前
を
聞
い
た
と

き
、
人
々
は
ど
ん
な
風
景
を
想
像
す
る
だ
ろ

う
か
。
宮
崎
駿
監
督
作
品
『
も
の
の
け
姫
』

の
舞
台
と
し
て
描
か
れ
た
原
生
林
が
天
を
突

き
、
大
蛇
の
よ
う
に
絡
み
合
う
根
幹
が
地
を

這
い
、
直
径
10
メ
ー
ト
ル
を
軽
く
超
え
る
よ

う
な
巨
岩
が
河
床
に
あ
ふ
れ
か
え
る
。
そ
ん

な
古
代
か
ら
の
大
自
然
で
島
全
体
が
覆
わ
れ

て
い
る
様
子
を
想
像
す
る
人
も
き
っ
と
少
な

く
な
い
だ
ろ
う
。
 

平
成
20
年
11
月
現
在
、
こ
の
島
で
暮
ら
す

人
は
１
万
３
６
２
６
。
最
高
峰
の
宮
之
浦
岳

は
標
高
１
９
３
６
メ
ー
ト
ル
。
他
に
も
１
０

０
０
メ
ー
ト
ル
級
の
多
く
の
山
を
擁
し
、
周

囲
は
１
３
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
面
積
５
０
２

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
、
日
本
で
５
番
目
の

大
き
さ
を
誇
る
島
で
あ
る
こ
と
は
意
外
と
知

ら
れ
て
い
な
い
。
世
界
自
然
遺
産
と
し
て
登

録
さ
れ
た
１
０
７
・
4
7
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
は
、
島
の
総
面
積
の
21
パ
ー
セ
ン
ト
。
確

か
に
貴
重
な
自
然
が
残
る
屋
久
島
だ
が
、
そ

こ
に
人
々
の
営
み
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
な
い

で
お
き
た
い
。
 

こ
の
屋
久
島
が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
自
然
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
の
は
平
成
５
年
。
こ
の
と

き
、
同
じ
自
然
遺
産
に
白
神
山
地
が
、
そ
し

て
文
化
遺
産
と
し
て
法
隆
寺
と
姫
路
城
が
、

日
本
で
初
め
て
の
世
界
遺
産
と
し
て
選
定
さ

れ
た
。
 

世
界
遺
産
に
な
っ
た
か
ら
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

―
。
も
し
、
そ
う
考
え
る
人
が

い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
少
し
違
う
。
 

 

●
　
　
 

 そ
の
昔
、
屋
久
島
は
「
宝
の
島
」
と
言
わ

れ
た
。
 

 山
に
鋸
が
入
る
よ
う
に
 

な
っ
た
の
は
２
０
０
年
前
、
 

そ
の
前
は
斧
で
伐
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
 

山
に
入
っ
て
伐
り
痕
を
見
れ
ば
、
 

何
で
伐
ら
れ
た
か
は
 

一
目
で
わ
か
り
ま
す
。
 

泊
如
竹
が
奨
励
す
る
以
前
に
 

屋
久
杉
は
伐
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
 

言
わ
れ
ち
ょ
る
け
ど
、
 

も
っ
と
前
に
 

伐
ら
れ
た
痕
だ
っ
て
あ
る
ん
で
す
。
 

泊
　
如
竹（
と
ま
り
 
じ
ょ
ち
く
） 

元
亀
元（
1
5
7
0
）〜
明
暦
元（
1
6
5
5
）年
。屋
久
島
安
房
出
身
の
儒
学
者
で
、彼
の
進
言
に
よ
っ
て
屋
久
杉
の
伐
採
が

本
格
的
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。 

屋
久
島
の 
山
守
た
ち
。 

 シ
リ
ー
ズ
「
も
っ
と
森
へ
」
●

第
十
二
話
● 

と
ま
り
じ
ょ
ち
く
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宮之浦岳 
（1936m） 

縄文杉 小杉谷 

安房 

宮之浦 

尾之間 

栗生 

永田 

一湊 

400m 

800m 

1200m 

1600m 

宮之浦川 

安房川 

鯛ノ川 

小楊子川 

永田川 

安房貯木場 

屋久島 
森林管理署 

屋久島 
森林組合 

シリーズ「もっと森へ」第十二話｜屋久島の山守たち。 

高
田
久
夫
さ
ん
（
山
師
） 

昭
和
９
年
、
鹿
児
島
県
屋
久
町
（
現
・
屋
久
島
町
）
生
ま
れ
。
１８
歳
か
ら
営
林
署
に
勤
め
、
屋

久
杉
の
伐
採
、
搬
出
な
ど
に
従
事
。
昭
和
４０
年
こ
ろ
か
ら
土
埋
木
の
伐
り
出
し
を
始
め
、
屋
久

杉
の
伐
採
が
禁
止
さ
れ
て
か
ら
は
、
土
埋
木
を
伐
り
出
せ
る
唯
一
の
存
在
と
し
て
、
島
の
特
産

品
を
支
え
て
き
た
。 

屋久杉のうち、かつて伐り倒されたが搬出されずに林内に放
置されたもの、伐採された後の切り株、あるいは台風や落雷、
枯死によって倒れたものを土埋木と呼ぶ。立ち木の伐採が
禁止された後も、土埋木の伐り出しは許可されてきた。運び
出せる大きさに伐り分けられた土埋木は、かつて立ち木の搬
出に使われたトロッコに乗せられるか、奥山のものはヘリコプ
ターを使って搬出、安房の貯木場（写真上）に集められる。 

職人たちの手によって家具や工
芸品などに加工された土埋木。 

（
写
真
上
）
巨
大
な
土
埋
木
を
搬
出
で
き
る
大
き
さ
に
伐
り
分
け
る
。
1
本
の
木
を
伐
り
終
え
る
の
に
4
〜
5
日
か

か
る
こ
と
も
あ
る
。（
写
真
下
）
閉
山
か
ら
約
40
年
た
っ
た
小
杉
谷
集
落
跡
。
こ
の
場
所
が
か
つ
て
、
屋
久
島
の
経
済

を
支
え
て
い
た
。 

屋久島の自然と小杉谷  

洋上アルプスと呼ばれる屋久島は、海岸線から最高地点（宮之浦岳）
まで約２０００メートルの標高差があり、亜熱帯～冷温帯の気候が凝縮さ
れている。島の象徴ともいえる屋久杉は標高５０
０～１６００メートルに分布。近代における屋久杉
の伐採は、大正１２年、小杉谷に「安房官行斫
伐所（後に小杉谷事業所）」が開設されて本格
化する。戦後は木材需要の急増もあり、谷の中
につくられた小杉谷集落、石塚集落の人口が
昭和３５年に５４０人になるなど最盛期を迎えた。
昭和４５年、屋久杉伐採の終焉とともに小杉谷
も閉山。現在は記念碑が静かに立つ。 

 

土埋木とは 
20
歳
の
こ
ろ
か
ら
島
の
林
業
に
携
わ
っ
て

き
た
高
田
久
夫
さ
ん
（
74
歳
）
が
言
う
。
 

神
と
崇
め
ら
れ
、
伐
れ
ば
た
た
り
が
あ
る

と
恐
れ
ら
れ
て
い
た
屋
久
杉
の
伐
採
が
始
ま

っ
た
の
は
、
一
般
的
に
は
島
出
身
の
儒
学
者
・

如
竹
が
奨
励
し
た
こ
と
に
よ
る
と
伝
え
ら
れ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
太
平
洋
戦
争
が
終

わ
っ
た
日
本
は
国
中
が
木
材
を
求
め
て
お
り
、

昭
和
30
年
代
に
入
っ
て
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
が
普

及
を
始
め
る
と
、
直
径
１
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
よ
う
な
屋
久
杉
が
い
と
も
簡
単
に
伐
り
倒

さ
れ
て
い
っ
た
。
 

 何
が
何
で
も
 

伐
ら
な
い
と
い
け
な
い
時
代
だ
っ
た
。
 

そ
う
言
わ
れ
て
振
り
回
さ
れ
た
。
 

 
最
盛
期
の
島
の
人
口
は
２
万
４
０
０
０
を

数
え
た
と
い
う
。
港
町
・
安
房
か
ら
伐
採
拠

点
・
小
杉
谷
ま
で
の
森
林
軌
道
が
整
備
さ
れ
、

屋
久
杉
を
伐
り
出
す
小
杉
谷
事
業
所
は
フ
ル

稼
働
。
小
杉
谷
の
集
落
に
は
、
ピ
ー
ク
時
に

は
５
４
０
人
が
暮
ら
し
、
家
々
が
立
ち
並
び
、

学
校
も
建
設
さ
れ
た
。
 
 

…
…
だ
が
、
そ
れ
も
今
は
昔
。
栄
華
の
跡

形
は
、
こ
の
40
年
間
で
育
っ
た
苔
や
杉
や
諸
々

の
植
物
が
す
っ
か
り
と
覆
い
隠
し
、
陽
だ
ま

り
の
庭
の
よ
う
に
残
っ
た
小
学
校
の
校
庭
跡

地
で
は
、
ハ
イ
カ
ー
た
ち
が
の
ど
か
に
休
息

を
取
る
。
 

日
本
の
戦
後
復
興
に
木
材
資
源
で
貢
献
す

べ
く
活
況
を
呈
し
た
屋
久
島
・
小
杉
谷
の
林

業
は
、
し
か
し
周
囲
の
自
然
の
貴
重
さ
が
認

識
さ
れ
始
め
る
と
次
第
に
保
護
機
運
が
高
ま

り
、
昭
和
45
年
に
は
閉
山
の
道
を
選
択
す
る
。

人
々
が
守
る
こ
と
を
選
ん
だ
そ
の
自
然
が
世

界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
20

年
以
上
も
先
の
こ
と
だ
。
 

屋
久
島
が
選
定
さ
れ
た
理
由
は
、
ユ
ネ
ス

コ
が
定
め
る
世
界
遺
産
条
約
の
次
の
項
目
を

満
た
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
 

●
ひ
と
き
わ
す
ぐ
れ
た
自
然
美
お
よ
び
美
的

な
重
要
性
を
も
つ
最
高
の
自
然
現
象
ま
た

は
地
域
を
含
む
も
の
。
 

●
陸
上
、
淡
水
、
沿
岸
お
よ
び
海
洋
生
態
系

と
動
植
物
群
集
の
進
化
と
発
達
に
お
い
て

進
行
し
つ
つ
あ
る
重
要
な
生
態
学
的
、
生

物
学
的
プ
ロ
セ
ス
を
示
す
顕
著
な
見
本
で

あ
る
も
の
。
 
 

 神
様
か
ら
、
 

産
業
へ
、
 

そ
し
て
今
、
森
は
 

環
境
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
 

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
、
島
の

自
然
の
大
切
さ
は
世
界
中
の
知
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た
が
、
そ
の
価
値
は
島
に
携
わ
る
多
く

の
人
々
が
以
前
か
ら
強
く
感
じ
て
い
た
。
島

の
人
々
の
暮
ら
し
が
自
然
と
の
共
生
を
意
識

し
、
そ
の
た
め
の
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
世
界
遺
産
指
定
の
要
因
に
な
っ
た
と

い
う
声
も
聞
く
。
人
々
は
屋
久
杉
を
伐
っ
た
。

だ
が
、
人
々
は
屋
久
杉
と
自
然
を
守
る
選
択

を
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
島
は
世
界
の

遺
産
に
な
っ
た
。
屋
久
島
を
訪
れ
る
な
ら
、

ま
ず
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
い
た
い
。
 

 
当
時
は
み
ん
な
に
笑
わ
れ
て
な
。
 

 ず
っ
と
島
を
見
つ
め
、
島
の
将
来
を
案
じ

て
き
た
高
田
さ
ん
は
、
閉
山
の
機
運
が
高
ま

っ
た
昭
和
40
年
代
、
立
ち
木
で
は
な
く
、
以

前
に
伐
り
倒
さ
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る

木
を
運
び
出
す
林
業
を
提
唱
し
た
。
そ
れ
が
、

島
の
産
業
を
守
り
、
島
の
人
々
の
暮
ら
し
を

守
る
道
だ
と
考
え
た
か
ら
だ
。
 

 そ
れ
で
も
ま
だ
 

立
ち
木
を
伐
採
し
て
い
た
時
代
。
 

誰
か
が
伐
り
捨
て
た
よ
う
な
 

残
り
物
な
ど
…
…
。
 

最
初
は
悔
し
い
思
い
も
し
ま
し
た
が
、
 

今
で
は
唯
一
の
 

屋
久
杉
の
源
材
と
し
て
 

大
切
な
島
の
資
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

「
土
埋
木
」
と
い
う
名
前
も
、
 

な
に
か
価
値
を
与
え
た
く
て
 

付
け
ま
し
た
。
 

 
 

土
埋
木
と
は
、
伐
り
倒
し
た
は
い
い
が
、

そ
の
巨
大
さ
、
硬
さ
故
に
、
結
局
運
び
出
せ

ず
に
放
置
さ
れ
た
屋
久
杉
。
40
年
、
50
年
は

当
た
り
前
。
な
か
に
は
1
0
0
年
以
上
も
前

に
倒
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
と
い
う
。
 

 屋
久
杉
は
 

と
て
も
硬
く
て
重
い
木
で
す
。
 

特
に
斧
で
 

伐
り
出
し
て
い
た
よ
う
な
頃
は
、
 

山
の
中
で
そ
れ
を
割
っ
た
り
、
 

時
代
に
よ
っ
て
は
鋸
で
挽
い
た
り
し
て
 

人
の
力
で
運
び
出
す
し
か
 

方
法
が
な
か
っ
た
。
 

大
変
な
労
力
と
 

危
険
が
伴
っ
た
と
思
い
ま
す
。
 

だ
か
ら
、
そ
れ
が
で
き
な
い
よ
う
な
 

状
況
の
木
は
 

結
局
放
置
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
 

 で
も
、
木
と
い
う
の
は
本
当
に
す
ご
い
。
 

何
十
年
も
横
た
わ
っ
て
い
る
の
に
、
 

中
は
ま
だ
生
き
て
い
て
 

材
と
し
て
十
分
に
使
え
る
ん
で
す
。
 

生
え
て
一
時
代
、
残
っ
て
ま
た
一
時
代
。
 

も
う
新
し
く
生
ま
れ
て
い
る
も
の
 

じ
ゃ
な
い
か
ら
、
 

い
つ
か
は
な
く
な
っ
て
 

し
ま
う
も
ん
だ
か
ら
、
 

大
切
に
使
っ
て
い
か
ん
と
ね
。
 

 

ど
　
ま
い
　
ぼ
く
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シリーズ「もっと森へ」第十二話｜屋久島の山守たち。 

橋口 猛さん（林業家）写真右 
昭和４２年、鹿児島県屋久町（現・屋久島町）で林業を
営む家庭に生まれ、中学時代に父親の仕事を手伝うなど、
幼いころから森に親しむ。鹿児島の高校を経て、神奈川
県で数年を過ごすが、やがて帰島。３０歳の時に父親の森
を継いで林業を始め、屋久島の人工林を整備してきた。 

浦田 功さん（建築士）写真左 
昭和２９年、岩手県に生まれる。建設会社に勤めていた
昭和５２年、発電所工事のために屋久島を訪れ、その際
に出会った島の女性と後に結婚。昭和５８年、島に移住
する。島産材を使った家づくりをはじめ、屋久島の自然の
恩恵を島民が享受できる仕組みを目指して奮闘している。 
 

橋口さんが伐出を行う国有林。温暖化対策に向けた国の施策などもあり、
ようやく活気が生まれ始めている。 

数百年前の切り株から新たな木々が育っている。この森と今後どう共存すべきか、
さまざまな道が模索されている。 

互いに寄り添い、 
助け合いながら 
生きています。 

家
具
、
調
度
品
、
民
芸
品
…
…
、
屋
久
杉

は
現
在
も
島
の
重
要
な
特
産
品
で
あ
り
、
こ

れ
に
携
わ
る
人
は
１
０
０
０
を
超
え
る
と
も
。

原
材
料
と
な
っ
て
い
る
の
は
す
べ
て
、
高
田

さ
ん
が
山
か
ら
出
し
た
土
埋
木
だ
。
 

 
私
ら
は
、
木
を
出
し
た
後
は
 

必
ず
植
樹
し
て
る
ん
で
す
。
 

土
埋
木
を
伐
り
出
せ
ば
、
 

森
の
中
に
ぽ
っ
か
り
と
空
間
が
で
き
る
。
 

だ
か
ら
、
周
り
に
あ
る
 

新
芽
を
移
し
て
や
る
ん
で
す
。
 

自
然
の
ま
ま
に
 

放
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
 

と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
 

屋
久
杉
の
発
芽
率
と
い
う
の
は
 

１
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
程
度
で
、
 

本
当
に
い
い
環
境
で
、
 

そ
の
と
き
に
い
い
状
況
で
な
い
と
 

発
芽
し
な
い
。
 

し
か
も
屋
久
杉
は
 

実
を
つ
け
る
の
が
数
年
に
一
度
で
、
 

そ
も
そ
も
の
確
率
が
 

か
な
り
絞
ら
れ
ま
す
。
 

 屋
久
島
は
、
 

花
崗
岩
の
上
に
 

薄
い
表
土
が
の
っ
た
だ
け
の
 

や
せ
た
土
地
で
す
か
ら
、
 

成
長
も
大
変
だ
し
台
風
も
多
い
。
 

だ
か
ら
、
こ
の
森
で
は
 

常
緑
樹
と
屋
久
杉
が
互
い
に
寄
り
添
い
、
 

助
け
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。
 

で
も
ね
、
あ
ま
り
木
が
 

混
み
す
ぎ
て
し
ま
う
の
は
よ
く
な
い
。
 

こ
こ
ら
の
杉
た
ち
も
な
、
 

こ
れ
で
も
う
40
〜
50
年
は
経
っ
て
る
が
、
 

こ
の
ま
ん
ま
で
は
、
 

も
う
そ
ん
な
に
成
長
で
き
ま
せ
ん
。
 

放
っ
て
お
い
た
ら
そ
の
ま
ま
だ
。
 

少
し
手
を
加
え
て
や
る
と
 

育
ち
も
い
い
ん
だ
け
ど
な
。
 

た
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
を
す
べ
き
か
、
 

そ
れ
と
も
自
然
の
ま
ま
に
 

残
す
べ
き
な
の
か
は
 

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
 

だ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
人
の
話
を
 

聞
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
。
 

 数
千
年
を
超
え
る
樹
齢
の
長
さ
で
知
ら
れ

る
屋
久
杉
は
、
極
端
に
成
長
が
遅
い
。
そ
の

特
徴
は
年
輪
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
だ
。
１
セ

ン
チ
も
あ
れ
ば
何
本
も
の
年
輪
が
圧
縮
さ
れ

た
よ
う
に
詰
ま
っ
て
い
る
。
 

 

土
に
栄
養
が
な
い
か
ら
ね
、
 

微
生
物
も
少
な
く
 

病
気
に
な
り
づ
ら
い
。
 

だ
か
ら
長
生
き
は
で
き
る
が
 

一
方
で
成
長
が
遅
い
で
す
よ
。
 

 自
然
の
木
を
伐
る
屋
久
島
の
林
業
は
終
わ

っ
た
。
今
は
、
残
さ
れ
た
資
源
を
大
切
に
大

切
に
使
っ
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
人
々
は
、

土
埋
木
さ
え
も
一
切
手
を
つ
け
な
い
と
い
う

エ
リ
ア
を
設
定
し
、
屋
久
島
の
自
然
と
、
林

業
の
記
憶
を
守
っ
て
い
る
。
 

 

私
ら
と
は
違
う
が
、
 

橋
口
君
た
ち
の
よ
う
な
人
た
ち
に
も
 

頑
張
っ
て
も
ら
わ
ん
と
。
 

 高
田
さ
ん
が
そ
う
言
う
「
橋
口
君
」
と
は
、

屋
久
島
の
森
の
約
２
割
を
占
め
る
と
い
う
人

工
林
を
守
る
林
業
家
・
橋
口
猛
さ
ん（
41
歳
）。

屋
久
島
に
人
工
林
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

き
っ
と
観
光
に
訪
れ
た
人
で
は
気
づ
か
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
必
ず
目
に
し
て
い

る
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
た
ぶ
ん
見
え
て

こ
な
い
。
世
界
遺
産
と
は
ま
た
違
っ
た
価
値

を
持
つ
森
。
人
々
が
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に

育
て
て
い
る
森
が
、
こ
の
屋
久
島
に
も
あ
る
。
 

 
人
工
林
の
多
く
は
国
有
林
で
す
。
 

最
近
は
、
環
境
と
い
う
観
点
か
ら
 

国
も
動
き
出
し
て
い
て
、
 

Ｃ
Ｏ
２

の
吸
収
源
と
し
て
の
 

森
の
大
切
さ
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

単
に
木
を
植
え
る
よ
り
も
 

間
伐
を
し
っ
か
り
や
っ
て
 

木
々
の
成
長
を
促
し
て
や
っ
た
ほ
う
が
 

そ
の
効
果
が
高
い
こ
と
も
 

わ
か
っ
て
き
て
い
る
。
 

お
か
げ
で
私
た
ち
も
仕
事
を
 

得
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。
 

若
い
人
た
ち
も
興
味
が
あ
る
よ
う
で
 

う
ち
で
は
2
人
が
 

一
緒
に
働
い
て
い
ま
す
。
 

木
を
育
て
る
こ
と
も
そ
う
で
す
が
、
 

僕
は
、
若
い
人
た
ち
に
育
っ
て
ほ
し
い
。
 

で
も
、
山
の
仕
事
は
き
つ
い
し
、
 

雇
用
条
件
も
い
い
と
は
言
え
な
い
。
 

僕
は
、
普
通
の
会
社
の
よ
う
に
 

し
て
あ
げ
た
い
ん
で
す
。
 

山
の
仕
事
を
し
な
が
ら
で
も
、
 

安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
環
境
を
 

整
え
て
あ
げ
た
い

―
。
 

 今
の
時
代
、
何
か
が
環
境
を
守
り
、
誰
か

が
そ
れ
を
守
っ
て
い
る
。
そ
の
「
誰
か
」
は
、

や
は
り
何
か
に
守
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
生

き
て
い
く
た
め
に
、
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
。
 

 
目
に
は
見
え
ん
け
ど
、
 

大
切
な
空
気
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
 

誇
り
ち
ゅ
う
か
、
自
負
ち
ゅ
う
か
。
 

絶
対
に
い
い
こ
と
を
し
て
る
ん
だ
っ
て
。
 

環
境
林
業
で
す
よ
ね
。
 

今
は
そ
う
い
う
意
味
で
の
 

や
り
が
い
を
強
く
感
じ
ま
す
。
 

だ
か
ら
、
 

木
を
伐
っ
た
か
ら
山
が
崩
れ
た
と
か
、
 

そ
う
い
う
こ
と
は
絶
対
に
 

さ
せ
ら
れ
ま
せ
ん
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シリーズ「もっと森へ」第十二話｜屋久島の山守たち。 

●1 屋久杉の苗を育てて人工林に供給している 
　池田春光さん 
●2 人工林の伐採・製材を手掛ける有水速人さん 
●3 林業家・橋口さんの下で腕を磨く若者たち 
●4ゆるやかな時間を求めて大阪から屋久島に 
　移り住み、島産材で家を建てた松本勝さんご夫妻 
●5 土埋木で家具や工芸品をつくる日高利弘さん 

屋久島の暮らしと森を守るサイクルが少しずつ形
になり始めている。 

●1

●2

●3●4

●5

涙が出ました。 
ああ、こんなに 
育ったんだな、って。 

や
た
ら
機
械
を
入
れ
て
 

地
を
傷
め
と
う
な
い
し
、
 

丁
寧
に
伐
っ
て
、
丁
寧
に
運
び
出
す
。
 

伐
っ
た
木
は
枝
葉
ま
で
 

無
駄
に
し
な
い
。
 

 僕
は
、
30
歳
の
時
、
 

亡
く
な
っ
た
親
父
の
後
を
継
ぐ
形
で
 

山
の
仕
事
を
始
め
ま
し
た
。
 

山
の
仕
事
は
、
 

大
変
な
こ
と
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
け
ど
 

誇
れ
る
仕
事
で
す
。
 

僕
が
ま
だ
子
供
の
こ
ろ
、
 

親
父
が
植
林
し
た
山
が
あ
り
ま
し
て
、
 

何
十
年
か
ぶ
り
に
森
に
な
っ
た
 

そ
の
山
に
入
っ
た
と
き
に
は
 

涙
が
出
ま
し
た
。
 

あ
あ
、
こ
ん
な
に
育
っ
た
ん
だ
な
、
 

っ
て
。
 

 私
た
ち
が
守
る
べ
き
も
の
と
は
何
だ
ろ
う

か
。
残
す
べ
き
も
の
、
伝
え
る
べ
き
も
の
と

は
何
だ
ろ
う
か
。
 

5
年
ほ
ど
前
、
屋
久
島
に
一
つ
の
団
体
が

立
ち
上
が
っ
た
。
橋
口
さ
ん
ら
林
業
家
、
そ

れ
に
建
築
家
や
製
材
業
、
ま
た
観
光
ガ
イ
ド

な
ど
、
木
と
森
に
携
わ
る
人
た
ち
が
、
屋
久

島
の
森
と
、
暮
ら
し
と
、
文
化
を
守
ろ
う
と

集
ま
っ
た
。
 

そ
の
「
屋
久
島
大
屋
根
の
会
」
に
参
加
す

る
建
築
士
・
浦
田
功
（
54
歳
）
さ
ん
は
言
う
。
 

 
確
か
に
国
有
林
は
、
 

環
境
の
た
め
と
い
う
 

大
義
名
分
が
で
き
て
 

手
が
入
れ
ら
れ
る
に
 

よ
う
な
っ
て
き
ま
し
た
。
 

で
も
、
民
有
林
は
 

ま
だ
ま
だ
そ
ん
な
状
況
じ
ゃ
な
い
し
、
 

そ
も
そ
も
間
伐
さ
れ
た
木
が
 

主
に
合
板
用
と
し
て
 

使
わ
れ
て
い
る
現
状
で
は
、
 

森
の
価
値
が
高
ま
ら
な
い
。
 

今
、
島
で
新
築
さ
れ
る
住
宅
の
 

１
割
で
し
か
、
 

島
の
材
が
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
 

こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
杉
が
 

地
元
で
育
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
で
す
。
 

屋
久
島
の
材
を
 

た
っ
ぷ
り
と
使
っ
た
家
を
、
 

屋
久
島
に
建
て
る
。
 

屋
久
島
の
大
工
が
建
て
る
。
 

そ
れ
を
屋
久
島
の
林
業
が
支
え
る
。
 

そ
れ
は
、
屋
久
島
の
森
を
、
環
境
を
 

守
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
 

 環
境
の
大
切
さ
だ
け
が
 

独
り
歩
き
す
る
の
で
は
な
く
、
 

暮
ら
し
に
近
い
場
所
で
 

森
を
意
識
で
き
る
こ
と
で
、
 

人
々
の
意
識
が
自
然
と
環
境
に
 

向
か
う
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
 

こ
の
島
に
 

人
に
も
環
境
に
も
い
い
、
 

自
然
の
循
環
を
つ
く
り
た
い
。
 

そ
れ
が
、
 

こ
の
島
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
 

 森
と
い
う
言
葉
は
、「
盛
り
」
で
あ
り
、「
杜
」

で
あ
り
、「
守
り
」
や
「
護
り
」
で
あ
っ
た
と

い
う
。
 

そ
こ
に
は
、
人
々
と
の
深
い
関
係
が
あ
る
。
 

高
田
さ
ん
が
言
う
。
 

 や
が
て
時
代
は
ま
た
変
わ
る
時
が
来
る
。
 

世
界
遺
産
の
こ
の
島
が
 

こ
の
先
ど
う
な
る
の
か
…
…
。
 

 屋
久
島
を
守
る
人
た
ち
の
想
い
に
、
地
球

と
い
う
星
の
明
日
が
重
な
る
。
１
０
０
年
、

い
や
屋
久
杉
の
よ
う
に
１
０
０
０
年
、
２
０

０
０
年
先
の
た
め
に
。
私
た
ち
は
、
そ
の
想

い
を
精
い
っ
ぱ
い
森
に
託
し
た
い
。
 

平
成
20
年
11
月
取
材
（
文
・
櫻
井
純
男
） 

は
か
な
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