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午
後 

尾
之
浦
総
合
セ
ン
タ
ー 

 

今
日
は
、
屋
久
鹿
に
つ
い
て
の
講
演
会
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
そ
れ
を
聞

き
に
や
っ
て
来
た
。
こ
の
手
の
学
術
講
演
会
は
屋
久
島
で
は
よ
く
開
か
れ
て

い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
先
生
方
が
ロ
ハ
で
話
を
し
に
来
て
く
れ
て
い
る

の
だ
そ
う
だ
。
こ
の
前
、
東
北
に
住
ん
で
い
る
知
り
合
い
に
、
こ
の
こ
と
を

話
し
た
ら
、
と
て
も
ビ
ッ
ク
リ
し
て
い
た
。
田
舎
に
い
て
、
学
者
か
ら
話
を

聞
こ
う
と
思
っ
た
ら
、
普
通
は
謝
礼
を
出
し
て
招
待
す
る
も
の
の
よ
う
だ
。

そ
う
い
う
意
味
で
屋
久
島
は
と
て
も
恵
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
、
あ
ま
り
実
感

は
沸
か
な
い
が
。
ま
ぁ
、
で
も
、
こ
ち
ら
の
興
味
の
あ
る
話
を
し
て
く
れ
る

と
も
限
ら
な
い
。 

 

講
演
会
の
内
容
は
と
て
も
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
も
の
だ
っ
た
。
近
年
、
増
え

す
ぎ
た
鹿
が
屋
久
島
の
貴
重
な
植
物
を
ど
ん
ど
ん
食
い
尽
く
し
て
い
る
と
い

う
の
だ
。
三
〇
年
前
に
は
豊
か
な
林
床
植
生
が
見
ら
れ
た
の
が
、
今
は
見
る

影
も
な
い
と
い
う
。
い
く
つ
か
の
種
類
は
鹿
に
よ
っ
て
早
晩
、
絶
滅
す
る
と

の
こ
と
だ
。
世
界
自
然
遺
産
で
あ
る
屋
久
島
の
生
態
系
を
守
る
に
は
、
鹿
を

人
の
管
理
下
に
お
い
て
、
数
を
減
ら
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
学
者
た

ち
の
見
解
の
よ
う
だ
。
鹿
が
自
然
に
対
し
て
破
壊
活
動
を
続
け
て
い
る
と
は
、

ち
ょ
っ
と
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。 

 

十
一
月
二
十
三
日 

午
前 

家
の
裏
山 

 

今
日
は
晴
れ
て
い
い
日
よ
り
だ
。
久
し
ぶ
り
に
家
の
裏
手
に
あ
る
林
を
散

策
す
る
こ
と
に
し
た
。
ザ
ク
ザ
ク
と
砂
利
の
林
道
を
し
ば
ら
く
歩
い
て
い
っ

た
が
、
ど
う
も
つ
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ち
ょ
っ
と
森
の
中
に
入
っ
て
み
よ

う
と
思
っ
た
。
で
も
、
林
道
と
森
の
間
に
は
急
な
法
面
や
崖
が
あ
っ
て
、
す

ん
な
り
と
は
入
れ
そ
う
も
な
い
。
そ
れ
で
も
、
あ
た
り
を
右
往
左
往
し
た
末
、

よ
う
や
く
楽
に
入
れ
そ
う
な
所
を
見
つ
け
た
。 

 

さ
ぁ
森
に
入
ろ
う
と
一
歩
足
を
踏
み
出
し
た
、
そ
の
瞬
間
だ
っ
た
。
そ
こ

に
、
な
ん
だ
か
重
苦
し
い
空
気
の
壁
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。
同
時
に
、

す
ぅ
っ
と
体
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
い
取
ら
れ
る
よ
う
な
軽
い
脱
力
感
が
あ

っ
た
。
ち
ょ
っ
と
妙
な
気
分
に
な
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
ガ
サ
ガ
サ
と
歩
き
始

め
た
。
で
も
、
十
歩
も
歩
か
な
い
う
ち
に
、
い
き
な
り
ズ
ル
ッ
と
足
を
滑
ら

せ
て
し
ま
っ
た
。
体
が
ち
ょ
っ
と
宙
に
浮
い
て
、
そ
れ
か
ら
腰
を
し
こ
た
ま

地
面
に
打
ち
つ
け
た
。
別
に
急
な
斜
面
で
も
、
浮
石
に
乗
っ
た
わ
け
で
も
な

い
。
な
ん
で
も
な
い
場
所
で
転
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。
腹
に
響
い
た
衝
撃
を

手
で
押
さ
え
な
が
ら
、
ウ
ン
ウ
ン
と
、
し

ば
ら
く
動
け
ず
に
い
た
。 

 

こ
れ
は
日
頃
の
不
摂
生
が
た
た
っ
て
、

足
が
お
ぼ
つ
か
な
く
な
っ
た
せ
い
か
？
い

や
い
や
、
今
日
は
な
ん
だ
か
妙
な
感
じ
だ
。

何
と
な
く
森
に
嫌
が
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

気
が
す
る
。
昔
は
山
に
入
っ
て
は
い
け
な

い
日
が
毎
月
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
今
日
は

そ
の
日
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
以
上
、

山
の
神
様
の
逆
鱗
に
触
れ
な
い
う
ち
に
、

と
っ
と
と
引
き
上
げ
た
方
が
身
の
た
め
の

よ
う
だ
。
腰
を
さ
す
り
な
が
ら
、
す
ご
す

ご
と
家
に
引
き
返
し
た
。 



同
日 

午
後 

自
宅
・
居
間 

 
天
気
が
い
い
け
ど
今
日
は
ふ
て
寝
を
す
る
し
か
な
い
。
こ
う
い
う
時
、
趣

味
の
な
い
人
間
は
時
間
を
持
て
余
し
て
し
ま
う
。
絨
毯
の
上
で
、
い
い
加
減

ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
間
の
講
演
会
で
の
話
が
気
に
な
り
始
め

た
。 

 

鹿
が
い
く
つ
か
の
種
類
の
植
物
を
滅
ぼ
し
て
い
く
さ
ま
は
「
も
の
の
け
姫
」

の
映
画
に
出
て
き
た
シ
シ
神
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
生
命
の
与
奪
を
司
る

シ
シ
神
は
自
然
の
摂
理
に
従
っ
て
何
の
感
情
も
な
く
、
死
ぬ
べ
き
命
と
生
き

る
べ
き
命
を
峻
別
し
て
い
く
。「
お
前
は
死
に
な
さ
い
、
お
前
は
ま
だ
生
き
な

さ
い
」
と
。
そ
う
し
た
選
択
の
結
果
、
森
に
秩
序
と
調
和
が
も
た
ら
さ
れ
て

き
た
わ
け
だ
。 

 

と
こ
ろ
が
三
〇
年
前
と
比
べ
る
と
、
今
は
随
分
と
そ
の
選
択
の
仕
方
が
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
一
体
、
屋
久
島
の
鹿
や
植
物
に

何
が
起
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
っ
取
り
早
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て

み
る
こ
と
に
し
た
。 

 

屋
久
島
野
外
博
物
館
・
別
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う
の
に
も
だ
い
ぶ
慣
れ
て
き
た
。
手
早
く
「
お
気

に
入
り
」
に
入
れ
て
あ
る
屋
久
島
野
外
博
物
館
・
別
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

開
き
、
そ
こ
の
「
図
書
室
」
で
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
を
物
色
し
始
め
た
。 

 

い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
る
と
、
屋
久
島
の
森
は
こ
の
半
世
紀
の
間
で
か
な
り

様
変
わ
り
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年

代
に
か
け
て
自
然
林
を
伐
採
し
、
有
用
木
で
あ
る
杉
を
植
え
る
事
業
が
国
家

レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
は
屋
久
島
に
限
ら
ず
日
本
全
国
ど
こ

で
も
そ
う
ら
し
い
。
大
川
千
尋
と
い
う
人
が
ま
と
め
た
「
屋
久
島
に
お
け
る

森
林
開
発
と
そ
の
課
題
」
と
い
う
報
告
書
に
は
、
屋
久
島
で
の
伐
採
地
域
の

 
図１  Ａ：少なくとも 1984年までに森林が伐採された地域。なお、小規模な帯状の残存林は伐採地に
含めた。伐採はその後も継続したので、実際の伐採地はもっと広いはずである。揚妻（1996）をもとに
改変。 Ｂ：伐採の影響を直接受けたと推定されるメスシカの生息範囲。これまでに知られているヤクシ
カの成熟メスの行動域の最大幅は約 2 キロメートルである。従って、伐採地から約 2 キロメートル以内
に生息していたメスについては伐採の影響を受けたと考えた。なお、行動域内の森林が伐採されなか
ったメス（地図中の緑色の部分に生息）であっても、様々な形で間接的な影響を受けたと思われる。一
方、オスの行動域の最大幅は 8キロメートル以上なので、屋久島全島のオスシカが直接的に伐採の影
響を受けた可能性がある。 



地
図
が
示
さ
れ
て
い
た
（
図
１
Ａ
）。
ど
う
も
屋
久
島
の
森
の
大
半
が
既
に
人

為
に
よ
っ
て
一
度
は
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
伐
採
で
希
少
な
植

物
た
ち
も
か
な
り
減
っ
て
し
ま
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
伐
採

は
動
物
た
ち
の
生
活
も
大
き
く
変
え
た
よ
う
だ
。
伐
採
の
影
響
を
被
っ
た
鹿

が
生
息
し
て
い
た
範
囲
は
、
屋
久
島
全
域
に
及
ん
で
い
る
（
図
１
Ｂ
）。 

 

こ
う
し
た
森
林
開
発
は
鹿
の
生
活
を
ど
ん
な
風
に
変
え
た
の
だ
ろ
う
。
報

告
書
に
は
様
々
な
影
響
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
つ
は
餌
に

つ
い
て
だ
っ
た
。
報
告
書
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
っ
た
。「
一
般
に
自
然

林
の
伐
採
跡
地
で
は
植
食
（
草
食
）
動
物
の
餌
と
な
り
え
る
林
床
植
物
の
現

存
量
が
し
ば
ら
く
の
間
は
非
常
に
高
ま
る
（
図
２
）。
し
か
し
、
そ
う
し
た
状

態
は
長
く
は
続
か
ず
、
林
床
植
物
は
急
激
に
減
少
す
る
。
そ
し
て
、
も
と
の

状
態
に
回
復
す
る
ま
で
に
数
十
年
、
あ
る
い
は
も
っ
と
長
い
期
間
を
要
す
る
。

さ
ら
に
ス
ギ
な
ど
を
植
林
し
た
場
合
に
は
、
回
復
に
、
さ
ら
に
長
い
時
間
が

か
か
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
草
地
化
し
た
地
域
で
の
ヤ
ク
シ
カ
の
食
性

に
関
す
る
情
報
は
不
足
し
て
い
る
が
、
森
林
環
境
下
に
生
息
す
る
ヤ
ク
シ
カ

に
つ
い
て
は
、
広
葉
樹
の
落
ち
葉
や
落
下
し
た
果
実
な
ど
へ
の
依
存
度
が
高

い
。
従
っ
て
、
伐
採
後
に
一
時
的
に
急
増
す
る
林
床
植
物
は
、
ヤ
ク
シ
カ
の

餌
と
し
て
大
き
く
は
貢
献
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
・

長
期
的
に
見
れ
ば
、
伐
採
は
植
食
動
物
に
と
っ
て
の
食
物
資
源
を
減
少
さ
せ

て
し
ま
う
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
伴
い
植
食
動
物
の
生
息
数
も
減
っ

て
く
る
と
予
測
さ
れ
る
。」。 

 

 

も
う
一
つ
の
影
響
と
し
て
は
、
伐
採
そ
れ
自
体
が
シ
カ
の
安
定
的
な
棲
み

か
で
あ
る
森
林
を
消
失
さ
せ
て
、
シ
カ
の
生
活
環
境
を
悪
化
さ
せ
た
か
も
し

れ
な
い
の
だ
そ
う
だ
。「
屋
久
島
の
森
林
伐
採
量
（
材
積
）
と
ヤ
ク
シ
カ
の
捕

獲
数
の
変
化
を
図
３
に
示
し
た
。
屋
久
島
に
お
け
る
森
林
の
伐
採
量
は
、
全

体
と
し
て
は
照
葉
樹
林
帯
の
伐
採
が
活
発
化
し
た
一
九
六
三
年
か
ら
急
増
し
、

六
六
年
に
ピ
ー
ク
に
達
し
、
七
二
年
ま
で
高
い
水
準
で
推
移
し
た
。
そ
の
後
、

伐
採
量
が
低
下
し
て
い
き
、
現
在
に
至
る
。
一
方
、
ヤ
ク
シ
カ
の
捕
獲
数
は

文
献
に
よ
る
と
一
九
五
〇
年
頃
は
年
間
千
頭
を
下
ら
な
か
っ
た
と
い
う
が
、

 

図２ 森林伐採の後、植食動物の食物となる林床植物の現存量がどのように変化す

るかを模式的に示した。高槻（1992）、Sone et al.（1998）、落合（1996）、山梨県森

林総合研究所（2001）、Hanya et al. （2005）、小泉（1988）などの結果を参考に描

く。伐採後に食物現存量が一時的に増加し、その後、急激に低下する現象は一般的

にみられるものである。なお、伐採後に現存量が最高何倍まで増加するのか、そして

それが急激に落ち込む時期はいつになるかは場所ごとに異なっている。 



一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
は
三
百
頭
位
ま
で
減
少
し
た
。
こ
の
捕
獲
数
の
減
少

は
、
社
会
経
済
や
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
伴
っ
て
、
狩
猟
が
あ
ま
り
行
わ

れ
な
く
な
っ
た
影
響
も
多
少
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年

代
半
ば
か
ら
一
九
七
〇
年
ま
で
の
急
激
な
減
少
は
、
シ
カ
生
息
数
の
減
少
を

反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
一
九
七
〇
年
よ
り
は

る
か
に
社
会
経
済
状
況
が
変
容
し
て
い
る
二
○
○
○
年
頃
で
さ
え
、
年
間
に

三
百
頭
程
度
は
捕
獲
出
来
て
い
る
か
ら
だ
。
結
局
、
一
九
七
一
年
か
ら
の
七

年
間
は
シ
カ
個
体
数
の
回
復
を
は
か
る
た
め
に
捕
獲
が
中
止
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
シ
カ
捕
獲
数
が
急
激
に
減
少
し
た
時
期
と
、
伐
採
量
が
特
に

多
か
っ
た
時
期
と
は
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
森
林
の
開
発
と
ヤ
ク

シ
カ
の
減
少
に
は
何
ら
か
の
因
果
関
係
が
あ
る
と
み
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

現
在
は
、
集
中
的
な
伐
採
か
ら
三
～
四
〇
年
経
過
し
、
森
林
の
生
産
性
が
徐
々

に
回
復
し
て
き
た
た
め
に
、
ヤ
ク
シ
カ
の
個
体
数
も
回
復
し
て
き
て
い
る
と

推
測
で
き
る
。」。 

  

こ
れ
を
読
ん
で
ハ
ッ
と
思
っ
た
。
今
か
ら
三
〇
年
前
、
屋
久
島
の
林
床
植

生
が
豊
か
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
時
期
と
い
う
の
は
、
実
は
鹿
が
少
な
か

っ
た
時
期
と
だ
い
た
い
同
じ
で
は
な
い
か
！
そ
の
こ
ろ
は
森
林
開
発
の
影
響

で
鹿
が
少
な
か
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
で
植
物
た
ち
の
世
界
も
何
か
お
か

し
な
こ
と
に
な
っ
て
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
う
ー
ん
、
屋
久
島
本
来
の
自

然
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
今
か
ら
三
〇
年
前
で
は
な
く
て
、
せ
め
て
も
う

あ
と
一
〇
年
前
、
つ
ま
り
鹿
が
普
通
に
い
た
一
九
五
〇
か
ら
六
〇
年
頃
の
森

の
状
態
が
解
ら
な
い
と
何
と
も
言
え
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
。 

 

こ
の
報
告
書
に
は
、
一
般
的
に
動
物
の
採
食
圧
が
変
わ
る
と
、
そ
こ
に
生

育
す
る
植
物
の
種
数
が
ど
う
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
研
究
例
が
参
考
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
動
物
の
採
食
が
あ
っ
た
方
が
、
む
し

 

図３ 屋久島における森林伐採量とシカの狩猟（駆除）数の変遷。屋久島では 1960 年代半ばに森林の

伐採が集中した。一方、シカの捕獲数も同時期に急激に減少した。なお、1971 年～77 年は禁猟したた

め捕獲数が 0 となっている。また、1980 年～90 年についてはその前後の期間同様に捕獲（駆除）が行

われていたと考えられるが、数値が明らかでない。Agetsuma（2007）をもとに改変。 



ろ
多
く
の
種
が
生
存
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
（
図
４
）。
こ
れ
は
と
て
も
意
外

だ
。
動
物
が
植
物
を
食
べ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
分
、
植
物
相
は
貧
弱
に
な
る

と
誰
で
も
思
っ
て
し
ま
う
。
で
も
、
実
際
は
動
物
が
食
べ
る
こ
と
で
特
定
の

植
物
だ
け
が
増
え
す
ぎ
る
の
を
押
さ
え
る
の
で
、
結
果
と
し
て
多
く
の
植
物

が
そ
こ
に
共
存
で
き
る
の
だ
そ
う
だ
。
逆
に
動
物
を
排
除
し
て
し
ま
う
と
植

物
同
士
の
共
存
関
係
が
壊
れ
、
種
数
が
減
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
自
然

界
と
い
う
の
は
実
に
よ
く
で
き
て
い
る
。
屋
久
島
に
は
植
物
の
種
類
が
特
別

多
い
と
聞
い
た
。
そ
ん
な
風
に
た
く
さ
ん
の
植
物
が
豊
か
に
暮
ら
し
て
き
た

の
は
、
鹿
が
植
物
を
食
べ
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
気
が
す

る
。 

  

自
然
生
態
系
を
破
壊
す
る
鹿
は
駆
除
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
。

そ
れ
は
農
業
被
害
の
対
策
に
も
な
る
と
い
う
の
が
学
者
た
ち

の
主
張
の
よ
う
だ
。
で
も
、
屋
久
島
で
は
こ
の
二
～
三
〇
年
、

農
業
被
害
の
対
策
の
た
め
鹿
や
猿
を
駆
除
し
て
き
た
が
、
果

た
し
て
満
足
で
き
る
成
果
が
上
が
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？

最
近
の
屋
久
鹿
に
よ
る
農
業
被
害
額
と
駆
除
数
の
関
係
の
図

が
出
て
い
た
（
図
５
）。
鹿
の
駆
除
は
一
九
九
八
年
ま
で
は
屋

久
島
の
広
い
範
囲
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
降
は
農
地

付
近
で
集
中
的
に
行
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
で
は
、
そ
の
集
中

的
な
駆
除
で
被
害
は
減
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は

な
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
以
降
も
農
業
被
害
額
が
多
い
ま
ま
だ
。

こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？
そ
れ
に
し
て
も
、
も

っ
と
有
効
な
対
策
は
他
に
な
い
の
だ
ろ
う
か
？ 

 
図４ 温暖で雨量が多いなど植物の生産性の高い生態系（水域から陸域まで含
む）で見られた、植食動物の採食圧と植物種の豊富さの関係。同じグラフの中で
同じマークで表されている場合は、同じ研究の中で異なる年に得られた結果を示
している。縦軸は植物種数、横軸は植食動物の採食圧の強さである。生産性の
高い生態系では、一般に植物を食べる動物（植食者）がいることで植物の種数が
豊富になることが示されている。なお、太実線は哺乳類による採食圧がかかった
場合である。Plroulx & Mazumder（1998）をもとに改変。 



 
 
 

同
日 

深
夜 

自
宅
・
縁
側 

 

今
日
は
月
が
き
れ
い
だ
。
な
ん
か
薄
ら
寒
い
が
、
そ
こ
は
三
岳
の
お

湯
割
で
体
を
暖
め
な
が
ら
薄
雲
に
時
々
隠
れ
る
白
い
月
を
見
て
い
る
。 

 

森
林
の
開
発
と
と
も
に
屋
久
島
の
シ
シ
神
は
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
今
は
自
然
が
お
か
し
な
方
向
に
暴
走
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
今
や
人
間
が
「
お
前
は
多
す
ぎ
る
か
ら
減
り
な
さ
い
、

お
前
は
少
な
す
ぎ
る
か
ら
増
え
な
さ
い
。」
と
、
シ
シ
神
に
な
り
代
わ

っ
て
自
然
を
管
理
す
る
時
代
が
到
来
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
で
も
、

そ
れ
は
「
自
然
＝
自
ず
か
ら
然
る
」
と
は
違
っ
た
、
人
間
が
自
分
た
ち

の
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
て
設
計
す
る
公
園
の
よ
う
だ
。
も
は
や
原
生
的

な
屋
久
島
の
自
然
で
さ
え
も
、
人
間
の
管
理
下
に
お
か
な
い
と
ダ
メ
だ

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。「
危
機
管
理
」「
情
報
管
理
」「
安
全
管

理
」「
管
理
教
育
」
…
、
最
近
、
や
た
ら
と
「
管
理
」
と
い
う
言
葉
を

耳
に
す
る
。
管
理
さ
れ
る
の
も
、
管
理
す
る
の
も
大
嫌
い
な
私
は
、
そ

の
言
葉
を
聞
か
さ
れ
る
だ
け
で
気
が
滅
入
る
。 

 

白
鹿
は
神
の
使
い
な
の
だ
そ
う
だ
。
私
の
知
人
は
昔
、
山
の
奥
深
く
、

屋
久
杉
の
大
木
の
根
元
で
夜
を
明
か
し
た
時
、
そ
の
白
鹿
に
出
会
っ
た

と
い
う
。
今
で
も
そ
の
白
鹿
が
滅
び
ず
、
生
き
残
っ
て
い
て
く
れ
る
と

信
じ
た
い
と
思
っ
た
。 

 

＊
た
だ
し
書
き
＊ 

 

こ
の
お
話
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
た
だ
し
、
図
中
に
使
用
さ
れ
て

い
る
デ
ー
タ
は
学
術
論
文
や
書
籍
な
ど
で
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
で

す
。
本
文
章
は
二
〇
〇
六
年
に
公
開
さ
れ
た
も
の
で
、
二
〇
一
五
年
現

在
、
ヤ
ク
シ
カ
の
駆
除
方
法
や
駆
除
数
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 
図５ ヤクシカによる農業被害額とシカの駆除数。1999 年度からは農地周辺で駆除が集中的に行な
われるようになった。実際に被害を与えているシカへの駆除圧を高めても、農業被害額を減少させら
れていない。なお、1998 年と 99 年の値が低いのは、1998 年に起きた銃による死亡事故の社会的な
影響による可能性がある。Agetsuma（2007）をもとに改変。 

 ところで、『世界遺産をシカが喰う』（湯本・松田編、文一総合出版 2006）では、農地周辺で駆除を行
うようになったことで、1998 年以降、農業被害額が減少したとしている。これは農業被害に林業被害を
加えた額を使ったためである。林業被害額は 1997 年以降、減少傾向にある。これは被害を受けやす
い若い植林地面積が年々減ってきたためと考えられ、農地周辺での駆除圧の増大と関係があるとは
考えにくい。 


