
「木曽式伐木運材図会」
の解説

広報誌「中部の森林」連載

林野庁 中部森林管理局

ば つ ぼ く う ん ざ いき そ し き ず え

「管狩之図」



発
刊
に
あ
た
って 

 
中
部
森
林
管
理
局
が
所
蔵
し
て
い

る
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
は
、
江

戸
時
代
後
期
頃
の
木
曽
地
方
や
飛
騨

地
方
で
行
わ
れ
て
い
た
伐
木
・
運
材
の

技
術
に
つ
い
て
の
絵
巻
物
二
巻
か
ら
な

って
い
ま
す
。 

 

奥
山
で
大
木
を
伐
採
す
る
と
こ
ろ

か
ら
、
造
材
、
搬
出
・
集
材
、
木
曽
川

で
の
い
か
だ
に
よ
る
流
送
、
熱
田
白
鳥

貯
木
場
（
愛
知
県
名
古
屋
市
）
で
の
集

積
、
大
型
船
に
よ
る
海
上
輸
送
ま
で

の
様
子
が
、
作
業
工
程
順
に
絵
図
と

詞
書

こ
と
ば
が
き

で
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

本
「
図
会
」
の
作
者
、
製
作
時
期
、

製
作
目
的
、
中
部
森
林
管
理
局
に
保

管
さ
れ
て
い
る
経
緯
等
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
文
献
等
が

見
つ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
明
確
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
岐
阜
県
高

山
市
で
江
戸
時
代
後
期
に
製
作
さ
れ

た
絵
図
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
、
林
業
・

木
材
産
業
に
関
す
る
博
覧
会
へ
の
出

展
や
皇
族
・
政
府
高
官
な
ど
へ
の
説
明

用
と
し
て
、
明
治
時
代
に
製
作
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
類
似
の
絵
図
や
版
画
が
複
数
存

在
し
ま
す
が
、
本
「
図
会
」
は
、
こ
れ

ら
の
中
で
最
も
丁
寧
に
描
き
込
ま
れ
、

豪
華
に
つ
く
ら
れ
た
最
上
級
の
美
品

と
な
って
い
ま
す
。 

本
「
図
会
」
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ

く
た
め
、
広
報
誌
「
中
部
の
森
林
」
に

お
い
て
、
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
の

解
説
」
を
令
和
二
年
五
月
か
ら
三
年

四
月
ま
で
の
一
年
間
で
十
二
回
の
連

載
を
行
い
ま
し
た
。 

掲
載
に
あ
た
っ
て
、
で
き
る
だ
け
平

易
な
言
葉
で
、
図
会
と
関
連
写
真
を

組
み
合
わ
せ
、
ど
な
た
で
も
見
て
わ
か

る
よ
う
な
解
説
と
し
ま
し
た
。 

今
回
、
林
業
の
歴
史
を
紐
解
く
も

の
と
し
て
、
連
載
ペ
ー
ジ
と
さ
ら
に
付

録
と
し
て
、
大
正
時
代
前
後
の
伐
木

運
材
風
景
写
真
を
追
加
し
小
冊
子

に
ま
と
め
ま
し
た
。 

 

最
後
に
、
執
筆
さ
れ
た
井
上
日
呂

登
氏
は
じ
め
、
編
集
に
関
わ
っ
た
皆
さ

ま
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

令
和
三
年
十
月 

中
部
森
林
管
理
局
長 

 

上 

練
三 
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「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
の
概
要

　

中
部
森
林
管
理
局
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
は

江
戸
時
代
後
期
頃
の
木き

そ曽
地
方
や

飛ひ

だ騨
地
方
で
行
わ
れ
て
い
た
、
古
い
、

機
械
化
さ
れ
る
以
前
の
伐
木
運
材
の

様
子
を
描
い
た
二
本
の
絵
巻
物
で
す
。

「
図ず

え会
」
と
い
う
の
は
絵
を
集
め
た
も

の
、
合
わ
さ
っ
た
も
の
、
と
い
う
意

味
に
な
り
ま
す
。
昔
の
資
料
で
は

「
図ず

え絵
」
と
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ

り
ま
す
が
、
意
味
は
お
お
よ
そ
同
じ

で
す
。

　
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
で
は
、

山
奥
の
木
を
調
査
し
、
切
り
出
す
と

こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、
山
か
ら
谷
に

下
ろ
し
て
、
川
に
流
し
て
、
市
場
で

あ
る
名な

ご

や
古
屋
ま
で
、
木
材
を
運
ぶ
様

子
を
描
い
て
い
ま
す
。
絵
に
す
る
と

上
巻
二
十
点
と
下
巻
二
十
一
点
に
な

り
ま
す
（
繋
が
っ
て
い
る
絵
も
あ
り

ま
す
の
で
、
数
え
方
に
よ
っ
て
総
数

は
多
少
前
後
し
ま
す
）。
絵
の
サ
イ
ズ

と
し
て
は
上
巻
で
長
さ
十
㍍
、
下
巻

で
長
さ
十
三
㍍
、
幅
は
そ
れ
ぞ
れ

四
十
㌢
㍍
に
な
り
ま
す
。

「
木
曽
式
伐
木
運
材
法
」
に
つ
い
て

　

自
動
車
も
鉄
道
も
無
か
っ
た
時
代
、

木き
そ
が
わ

曽
川
上
流
の
木
曽
や
飛
騨
の
深
い

山
奥
か
ら
伐
採
し
た
木
材
を
、
下
流

の
名
古
屋
や
江え

ど戸
の
市
場
に
運
び
出

す
の
は
大
変
な
労
力
が
必
要
で
し
た
。

人
あ
る
い
は
牛
馬
で
陸
路
を
運
ぶ
の

に
は
大
変
な
コ
ス
ト
が
か
か
り
ま
し

た
。
そ
う
し
た
中
で
、
様
々
な
し
か

け
や
工
夫
を
ほ
ど
こ
し
て
、
山
奥
か

ら
谷
へ
木
材
を
下
ろ
し
、
沢
の
水
や

川
の
流
れ
を
利
用
し
て
な
る
べ
く
少

な
い
労
力
で
運
ぶ
方
法
が
徐
々
に
確

立
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
方

法
が
固
ま
っ
た
の
が
江
戸
時
代
前
期

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
機
械
化
さ
れ
る
以
前
の

伐
木
運
材
技
術
を
明め

い
じ治
時
代
頃
か
ら

総
称
し
て
「
木
曽
式
」「
木き

そ
り
ゅ
う

曽
流
の

運う
ん
ざ
い
ほ
う

材
法
」「
木き
そ
し
き
曽
式
伐ば
つ
ぼ
く木
運う
ん
ざ
い
ほ
う

材
法
」
な

ど
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
が
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
と

い
う
題
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
ま
す
。

と
は
言
え
、
こ
れ
ら
の
技
術
が
木
曽

や
飛
騨
の
ま
っ
た
く
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
以
来
、

木
曽
で
の
伐
木
運
材
に
は
当
時
の
林

業
先
進
地
で
あ
っ
た
近き

ん
き畿
や
四し
こ
く国
、

あ
る
い
は
富と
や
ま山
か
ら
林
業
技
術
者
や

出
稼
ぎ
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
ま

し
た
。
木
曽
の
山
林
で
働
い
て
い
た

人
で
、
生
ま
れ
も
育
ち
も
生
粋
の
木

曽
の
人
は
半
分
に
も
満
た
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
研
究
も
あ

り
ま
す
。
後
世
で
言
わ
れ
る
と
こ
ろ

の
「
木
曽
式
伐
木
運
材
法
」
は
日
本

各
地
か
ら
の
人
員
・
技
術
を
集
め
た
、

総
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る

べ
き
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
一
回
拡
大
版
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
一
回
拡
大
版
）

新連載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず
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「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
の
由
来

　
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
の
作

者
、
作
成
時
期
、
作
成
目
的
等
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る

添
え
書
き
、
文
献
等
が
見
つ
か
っ
て

お
ら
ず
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

昭し
ょ
う
わ和
初
期
の
時
点
で
、
中
部
森
林
管

理
局
の
前
身
で
あ
る
帝て

い
し
つ室
林り
ん
や
き
ょ
く

野
局
木

曽
支
局
庁
舎
（
現
在
の
木
曽
町
の

「
御ご

り
ょ
う
か
ん

料
館
」
）
の
金
庫
に
保
管
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
も
の
の
、

そ
れ
以
前
の
経
緯
は
伝
わ
っ
て
い
ま

せ
ん
。

　

従
来
の
説
で
は
、
江
戸
時
代
末
期

の
飛ひ

だ騨
国こ
く

高た
か
や
ま山
郡ぐ
ん

代だ
い

役
所
の
地じ

役や
く
に
ん人

で
国
学
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た

富と
み
た田
礼い
や
ひ
こ彦
と
い
う
人
が
ま
と
め
た
も

の
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
近
年
で
は
、
一
八
五
四
年
（
弘
化

二
年
）
に
同
じ
飛
騨
国
高
山
郡
代
役

所
の
地
役
人
で
あ
っ
た
土つ

ち
や屋
秀ひ
で

世よ

と

い
う
人
が
絵
師
の
松ま
つ
む
ら村
寛ひ
ろ

一か
ず

に
描
か

せ
て
解
説
を
付
し
た
「
官か

ん
ざ
い
が

材
画
譜ふ

」

と
い
う
作
品
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
す
る
、

派
生
作
品
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
の
初
期
に
は
日
本
国
内

の
勧
業
博
覧
会
や
明
治
天
皇
巡じ
ゅ
ん
こ
う
幸
な

ど
に
あ
わ
せ
て
、
様
々
な
類
似
の
図

会
や
版
画
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
木

曽
の
官か

ん

林り
ん

に
つ
い
て
の
説
明
資
料
や

海
外
へ
の
寄
贈
品
と
し
て
も
使
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
。「
木
曽
式
伐
木
運
材

図
会
」
は
そ
う
し
た
一
連
の
系
譜
に

連
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
明
治
十

年
代
前
後
に
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
は
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」

と
い
う
名
前
は
後
付
け
の
も
の
で
、

現
在
の
絵
巻
そ
れ
自
体
に
は
何
も
名

前
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
昭
和

四
十
年
代
頃
に
は
上
巻
は
「
伐ば

つ
ぼ
く
じ

木
事

業ぎ
ょ
う
い
ち
ら
ん
ず

一
覧
圖
」、
下
巻
は
「
材
ざ
い
も
く
り
ゅ
う
そ
う

木
流
送

圖ず

」
と
い
う
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
が
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
名
前
な
の
か
ど
う
か
も
分

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

と
は
い
え
、
現
在
の
「
木
曽
式
伐

木
運
材
図
会
」
が
関
連
す
る
作
品
の

中
で
も
、
も
っ
と
も
丁
寧
に
描
き
込

ま
れ
、
よ
い
画
材
を
用
い
て
豪
華
に

つ
く
ら
れ
た
、
最
上
級
の
美
品
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
お

そ
ら
く
は
、
木
曽
の
森
林
の
大
部
分

が
宮く
な
い
し
ょ
う

内
省
帝
室
林
野
局
の
御ご
り
ょ
う料
林り
ん

で

あ
っ
た
時
代
に
、「
天て

ん
ら
ん覧
」
等
の
な
ん

ら
か
の
特
別
な
機
会
に
、
天
皇
や
皇

族
に
森
林
・
林
業
に
関
す
る
事
業
を

説
明
す
る
た
め
に
視
覚
資
料
と
し
て

制
作
が
企
画
準
備
さ
れ
た
も
の
な
の

で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

※�

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の

「
図
会
」
を
保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

場
面
を
切
り
取
っ
た
も
の
を
画
像

と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し

て
い
ま
す
。
サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
は
、

一
般
公
開
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

昭和2年建築のアール ・ デコ様式の
帝室林野局木曽支局庁舎の当時の写真

国立国会図書館所蔵「官材画譜」より
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そ
れ
で
は
今
回
か
ら
「
木
曽
式
伐

木
運
材
図
会
」
の
各
場
面
を
解
説
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
山や

ま

か

き

の

ず

趐
之
圖
」
に
つ
い
て

　

図ず

え会
の
上
巻
の
冒
頭
は
一
面
の
山

の
場
面
に
な
り
ま
す
。
実
際
の
風
景

を
描
写
し
た
と
い
う
よ
り
、
険
し
い

現
場
の
イ
メ
ー
ジ
を
山さ

ん

す

い

が

水
画
で
表
現

し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
山や

ま
か
き趐
」
と
い
う
の
は
山
に
木
を
伐

り
に
入
る
前
に
、
ど
の
く
ら
い
の
木

材
が
採
れ
る
か
、
ど
の
く
ら
い
の
人

夫
が
必
要
な
の
か
、
事
前
に
現
地
調

査
を
す
る
こ
と
で
す
。
現
在
の
国
有

林
に
お
け
る
「
収
穫
調
査
」
に
相
当

す
る
も
の
と
言
え
ま
す
。
小
さ
な
写

真
で
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ

の
絵
の
中
に
は
大
変
小
さ
く
、
山
の

中
で
調
査
を
し
て
い
る
人
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。

「
杣そ

ま

ご

や

の

ず

小
屋
之
圖
」
に
つ
い
て

　

伐
木
作
業
を
す
る
労
働
者
を
昔
は

杣そ
ま

・
杣そ

ま

ふ夫
な
ど
と
呼
び
ま
し
た
。
一

組
十
五
人
か
ら
二
十
人
程
の
チ
ー
ム

で
構
成
さ
れ
ま
し
た
。
山
の
中
で
何

週
間
も
何
ヶ
月
も
働
く
の
で
、
現
地

に
「
杣そ

ま

小ご

や屋
」
を
建
て
て
寝
泊
ま
り

を
し
ま
し
た
。
簡
素
な
作
り
の
小
屋

で
、
仕
事
が
済
め
ば
す
ぐ
に
取
り
壊

せ
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
小
屋

を
建
て
る
場
所
の
選
定
に
は
、
飲
用

や
炊
事
に
使
う
水
が
確
保
し
や
す
い

こ
と
が
重
要
視
さ
れ
ま
し
た
。

　

小
屋
の
内
部
で
は
中
央
に
囲い

ろ

り

炉
裏

が
あ
り
火
を
燃
や
す
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
そ
の
左
右
両
側
に
人
が
並
ん

で
寝
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
各
自

の
莚む

し
ろ

（
後
の
時
代
に
は
布
団
）
一
枚

分
が
パ
ー
ソ
ナ
ル
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　

い
か
が
で
し
た
か
、
当
時
の
山
で

の
暮
ら
し
を
垣
間
見
れ
た
で
し
ょ
う

か
。

　

次
回
は
、「
祭や

ま
の
か
み
を
ま
つ
る
ず

山
神
図
」「
元も

と
ぎ
り伐
之の

図ず

」
に
つ
い
て
解
説
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

「
山
趐
之
圖
」

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
二
回
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
二
回
）

連 載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず

「杣小屋之圖」より杣小屋の外観

「杣小屋之圖　其二」より杣小屋の内部の様子

大正時代頃の杣小屋の写真

　

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の
「
図
会
」
を

保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
を
画
像
（ 

文
中
の
画
像
番
号
）
と
し
て
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材

図
会
は
、
一
般
公
開
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。
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今
回
は
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」

の
上
巻
よ
り
、
山
で
仕
事
に
取
り
か
か

り
、
木
を
伐
採
す
る
ま
で
の
場
面
を
紹

介
し
ま
す
。

「
祭
や
ま
の
か
み
を
ま
つ
る
ず

山
神
圖
」
に
つ
い
て

　

昔
の
山
で
働
く
人
達
は
信
心
深
く
、

小
屋
を
建
て
、
山
仕
事
に
取
り
か
か
る

前
に
山
の
神
を
祭
り
、
作
業
の
安
全
を

祈
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
毎
月
日
を
定
め
て
「
山
の
神
」

の
日
と
し
て
、
仕
事
を
休
み
、
酒
が
一

合
支
給
さ
れ
、
山
の
神
を
祭
り
ま
し
た
。

山
で
怪
我
を
す
る
こ
と
は
山
の
神
を
汚け
が

し
た
せ
い
だ
と
さ
れ
、
事
故
や
災
害
を

恐
れ
た
山
で
働
く
人
達
に
と
っ
て
、
形

式
的
な
だ
け
の
行
事
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。

「
元も
と
ぎ
り
の
ず

伐
之
圖
」
に
つ
い
て

　

こ
れ
は
、「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」

を
代
表
す
る
木
を
伐
採
す
る
場
面
の
絵

で
す
。
昔
の
木
曽
で
は
盗
伐
を
防
ぐ
為

に
音
が
小
さ
い
鋸の
こ

で
の
作
業
を
禁
じ
、

斧
（
昔
は
「
ヨ
キ
」
と
呼
び
ま
し
た
）

で
の
み
伐
採
さ
せ
て
い
た
と
言
わ
れ
ま

す
。

　

右
側
の
絵
の
伐
り
方
は
「
三み
つ
ひ
も
ツ
紐
伐ぎ

り
」（
三み

つ

ぎ
ツ
伐
り
、
三み

つ

お

ぎ

ツ
緒
伐
り
、
台だ
い
ぎ伐

り
、
鼎か
な
え
ぎ伐
り
、
な
ど
と
も
）
と
呼
ば
れ

る
太
い
木
・
貴
重
な
木
を
伐
る
伝
統
的

な
技
法
で
す
。
木
の
幹
に
三
方
向
か
ら

斧
を
入
れ
、
三
本
の
ツ・

ル・

を
残
し
て
穴

を
空
け
、
最
後
に
倒
す
方
向
の
反
対
側

か
ら
斧
を
入
れ
て
伐
倒
し
ま
す
。
手
間

は
か
か
り
ま
す
が
、
木
を
傷
め
な
い
安

全
な
手
法
と
さ
れ
ま
す
。
現
在
で
も

伊い
せ
じ
ん
ぐ
う

勢
神
宮
の
式し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う

年
遷
宮
の
御ご
し
ん
ぼ
く

神
木
を
伐

採
す
る
行
事
「
御み
そ
ま
は
じ
め
さ
い

杣
始
祭
」
な
ど
で
は
、

斧
を
用
い
た
こ
の
伐
り
方
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

現
代
の
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
の
伐
採
は
、

左
の
絵
の
方
法
に
近
く
、
伐
倒
方
向
に

「
受
け
口
」
と
呼
ば
れ
る
切
れ
込
み
を

作
っ
て
か
ら
、
反
対
方
向
か
ら
「
追
い

口
」
と
呼
ば
れ
る
切
れ
目
を
入
れ
て
伐

倒
し
て
い
ま
す
。

　

次
回
は
、「
株か
ぶ
や
き
の
ず

焼
之
圖
」「
墨す
み
う
ち
の
ず

打
之
圖
」

に
つ
い
て
解
説
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
三
回
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
三
回
）

連 載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず

「元伐之圖」より斧での伐採
　

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の
「
図
会
」
を

保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
を
画
像
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材

図
会
は
、
一
般
公
開
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。

「祭山神圖」より山の神を祭り安全を祈る杣夫

三ツ紐伐りでヒノキに空けられた空洞
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今
回
は
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」

の
上
巻
よ
り
、
堅
い
木
を
伐
る
際
に

行
わ
れ
て
い
た
工
夫
と
、
伐
倒
し
た

木
へ
の
墨す

み
う打
ち
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。

「
株か

ぶ
や
き
の
ず

焼
之
圖
」
に
つ
い
て

　

大
木
の
根
元
で
火
が
焚た

か
れ
て
い

る
、
何
だ
か
大
変
な
状
況
の
絵
で
す
。

昔
、
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
堅
い
広
葉
樹
の

大
木
を
伐
る
際
に
は
、
根
元
に
穴
を

空
け
、
そ
の
中
で
火
を
焚
く
と
木
が

割
れ
に
く
く
な
る
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
が
、
ど
の
程
度
効
果
が

あ
っ
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
昭

和
四
十
七
年
二
月
の
長
野
営
林
局
広

報
誌
「
な
が
の
広
報
」
に
は
、
三み

殿ど
の

営
林
署
（
現
在
の
木
曽
森
林
管
理
署

南な

ぎ

そ
木
曽
支
署
）
で
の
ケ
ヤ
キ
大た
い
け
い径
木ぼ
く

の
生
産
の
際
、
古
事
に
な
ら
い
根
元

に
穴
を
空
け
、
よ
く
焼
い
て
か
ら
伐

倒
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
群
馬
県
高
崎
市
に
伝
わ
る

江
戸
時
代
後
期
の
絵
図
に
も
同
様
の

場
面
が
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
絵
は
「
木
を
焼
き
切
っ
て
い

　

伐
倒
し
た
木
の
枝
を
斧ヨ
キ

で
払
っ
て

か
ら
墨
を
打
ち
ま
す
。
絵
で
は
平
ら

な
場
所
で
す
が
、
実
際
は
斜
面
で
の

作
業
も
多
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

墨す
み

壺つ
ぼ

か
ら
引
き
出
し
た
墨
糸
を
ピ
ン

と
張
り
、
打
ち
た
い
と
こ
ろ
に
対
し

て
水
平
に
矯た

め
、
指
を
放
す
と
墨
の

痕あ
と

が
つ
き
ま
す
。

　

墨
を
打
つ
こ
と
自
体
は
大
き
な
負

担
と
な
る
作
業
に
は
思
え
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
木
材
の
価
値
を
左

右
す
る
大
変
重
要
な
工
程
で
あ
り
、

無
駄
な
く
、
値
打
の
高
い
木
材
が
取

れ
る
よ
う
な
墨
打
ち
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
ま
で
に
は
、
熟
練
の
技
が
必

要
で
あ
り
、
杣
の
腕
の
見
せ
所
で
し

た
。

※�

伐
木
作
業
を
す
る
労
働
者
を
昔
は
杣そ
ま

・�

杣そ
ま
ふ夫
な
ど
と
呼
び
ま
し
た
。

　

次
回
は
、「
文ぶ
ん
ろ
く
り
ん
の
ず

六
厘
之
圖
」「
御お
や
ま
り
ん

山
厘

之の

ず圖
」
に
つ
い
て
解
説
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。

る
場
面
」
だ
と
解
説
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
図
会

の
「
詞
こ
と
ば
が
き書
」（
各
場
面
の
説
明
文
）
に

は
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
書
か
れ
て
い

ま
せ
ん
。

「
墨す

み
う
ち
の
ず

打
之
圖
」
に
つ
い
て

　

現
代
で
も
一
部
の
大
工
さ
ん
な
ど

が
行
っ
て
い
ま
す
が
、「
墨
打
ち
」
は

原
木
や
木
材
に
、
ど
の
よ
う
に
切
り

分
け
る
か
、
墨す

み

糸い
と

で
線
を
引
く
こ
と

で
す
。
す
べ
て
の
木
で
墨
を
打
っ
た

訳
で
は
な
く
、
時
代
や
地
域
、
木
の

種
類
や
大
き
さ
に
よ
っ
て
異
な
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
四
回
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
四
回
）

連 載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず

　

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の
「
図
会
」
を

保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
を
画
像
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材

図
会
は
、
一
般
公
開
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。

「株焼之圖」より

昭和47年２月の長野営林局広報誌より

「墨打之圖」より墨打ちをする杣
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今
回
解
説
す
る
二
つ
の
絵
は
山
で
伐
採

し
た
木
か
ら
、
と
も
に
斧
に
よ
り
、
角か
く
ざ
い材

を
造
っ
て
い
る
風
景
で
す
。
造
材
は
鋸
の
こ
ぎ
り

で
行
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
戦
前
ま
で
の
全
国
各
地
の
林
業
で

は
、
斧お
の

で
の
造
材
が
行
わ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
し
た
。
現
代
以
上
に
、
大
き
な
木
の

運
搬
に
は
多
大
な
労
力
が
必
要
で
あ
っ
た

た
め
、
運
搬
に
不
便
な
山
元
で
角
材
と
し

て
加
工
し
、
搬
出
コ
ス
ト
の
軽
減
を
計
る

こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。

「
文ぶ
ん

六ろ
く

厘り
ん

之の

圖ず

」
に
つ
い
て

　

ず
い
ぶ
ん
と
危
険
な
場
所
で
、
軽
や
か

に
作
業
を
し
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
伐
採

し
た
木
を
近
く
に
あ
る
他
の
木
に
立
て

か
け
て
、
そ
の
ま
ま
造
材
作
業
を
す
る

様
子
を
描
い
た
も
の
で
す
。
こ
こ
で
言
う

「
厘り
ん

」
と
は
、
造
材
に
用
い
る
台
木
の
こ

と
で
す
。「
文
六
」
と
は
、
こ
の
作
業
方

法
の
考
案
者
の
名
前
の
こ
と
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
極
端
な
岩
場
で
斧
を
振
る
う

必
要
が
本
当
に
あ
っ
た
の
か
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
明
治
時
代
に
作
ら
れ
た
石せ
き
は
ん
が

版
画

に
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

中
部
森
林
管
理
局
に
残
さ
れ
て
い
る
明

治
時
代
後
期
以
降
の
写
真
・
映
像
は
、
ほ

と
ん
ど
が
丸
太
か
樹
皮
を
剥
い
た
丸
太

で
す
。
ま
た
、
斧
に
よ
る
造
材
の
写
真

は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
木
曽
へ
の
出

稼
ぎ
労
働
者
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
高
知

県
の
国
有
林
で
、
昭
和
十
年
頃
に
同
様
の

作
業
の
写
真
が
撮
影
さ
れ
て
い
ま
す
。
江

戸
時
代
の
作
業
風
景
も
こ
れ
に
似
た
も
の

で
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

次
回
は
、「
株か
ぶ
ま
つ
り
の
ず

祭
之
圖
」「
釣つ
り
き
の
ず

木
之
圖
」

に
つ
い
て
解
説
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

（
リ
ト
グ
ラ
フ
）
で
は
同
じ
作
業
が
森
林

内
で
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
御お

山や
ま

厘り
ん

之の

圖ず

」
に
つ
い
て

こ
ち
ら
は
傾
斜
地
で
角
材
を
造
る
時
、

他
の
細
い
木
な
ど
を
用
い
て
作
業
す
る

「
厘
」
を
組
み
立
て
て
、
平
坦
な
場
所
を

作
り
作
業
を
し
て
い
る
様
子
で
す
。
斧
に

よ
る
作
業
で
す
の
で
、「
切
る
」
と
い
う

よ
り
「
削は
つ

る
」
と
い
う
言
葉
が
適
切
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

山
元
で
角
材
を
造
る
作
業
は
、

尾お
わ
り
は
ん
り
ょ
う

張
藩
領
で
あ
る
木
曽
で
は
あ
ま
り
行
わ

れ
ず
、「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
の
原

画
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
官か
ん
ざ
い
が
ふ

材
画
譜
」
が

描
か
れ
た
江
戸
時
代
後
期
頃
に
は
、
幕
府

直
轄
地
（
天
領
）
で
あ
っ
た
飛
騨
で
盛
ん

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
五
回
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
五
回
）

連 載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず

　

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の
「
図
会
」
を

保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
を
画
像
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材

図
会
は
、
一
般
公
開
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。

「文六厘之圖」より

「御山厘之圖」より

昭和10年頃の高知県内での写真

明治20年代作製のリトグラフより
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「
株か
ぶ
ま
つ
り
の
ず

祭
之
圖
」
に
つ
い
て

　
「
株か
ぶ

祭ま
つ
り」
は
伐
採
し
た
木
の
梢
こ
ず
え
（
先
端
）

を
切
り
株
に
挿
し
て
山
神
（
樹
霊
）
に
感
謝

す
る
儀
式
で
、「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」

の
中
で
も
有
名
な
場
面
の
一
つ
で
す
。
木
の

中
間
の
部
分
を
い
た
だ
く
こ
と
に
つ
い
て
の

感
謝
、
と
い
う
意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　
「
図
会
」
の
「
詞
こ
と
ば
が
き書」（
説
明
文
）
に
よ
れ

ば
、
こ
の
行
為
は
古
く
は
「
鳥と
ぶ

総さ

た立
て
」
と

も
呼
ば
れ
、
万
葉
集
三
ノ
巻
と
十
七
ノ
巻

（
八
世
紀
編
）
に
も
こ
の
言
葉
が
出
て
く
る
こ

と
が
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
説
明
は

「
官か
ん
ざ
い
が

材
画
譜ふ

」（「
図
会
」
の
原
作
と
考
え
ら
れ

て
い
る
未
出
版
の
書
籍
）
の
作
者
で
あ
る
飛

騨
の
土
屋
秀
世
が
国
学
を
学
ん
だ
人
物
で

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
 
第

六
回
�

）

　

こ
の
場
面
は
「
接
ぎ
木
」
や
「
植
林
」
を

し
て
い
る
と
い
う
解
説
が
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
の
で
す
が
、
実
用
性
よ
り
あ
く
ま
で
儀
式

だ
と
と
ら
え
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
「
株
祭
」
に
相
当
す
る
儀
式
は
現
在
で
も

大
き
な
木
の
伐
採
や
、
諏
訪
地
方
の

「
御
お
ん
ば
し
ら柱」
の
伐
採
、
神
宮
（
伊
勢
）
の
御
神

木
を
伐
り
出
す
行
事
で
あ
る
「
御み
そ
ま杣
始
は
じ
め

祭さ
い

」

で
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
釣つ
り
き
の
ず

木
之
圖
」
に
つ
い
て

　

急
傾
斜
の
山
地
か
ら
貴
重
な
大
き
な
木
材

を
搬
出
す
る
場
合
、
損
傷
を
少
な
く
す
る
た

め
に
「
釣つ
り

木き

」（
釣つ
り
だ出
し
）
と
い
う
方
法
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

木
に
「
目め

戸ど
あ
な孔
」
と
呼
ば
れ
る
穴
を
開

け
、
麻あ
さ

綱づ
な

を
通
し
、
他
の
木
の
根
株
に
絡
め

な
が
ら
、
何
人
も
の
力
を
合
わ
せ
て
徐
々
に

が
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
青
芝

（
生
の
芝
）
で
打
ち
消
す
と
も
書
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
危
険
が
あ
る
た
め
、
釣

木
に
は
熟
練
し
た
作
業
・
コ
ン
ビ
ネ
ー

シ
ョ
ン
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
回
は
、「
サ
デ
之
圖
」「
臼う
す
の
ず

之
圖
」

「
算そ
ろ
ば
ん
の
ず

盤
之
圖
」
に
つ
い
て
解
説
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。

動
か
す
の
で
す
。

　

麻
綱
を
絡
め
た
木
の
根
株
は
、
釣
木
の
重

さ
で
摩
擦
熱
を
生
じ
、
火
を
発
す
る
危
険
が

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
こ

の
場
面
で
は
麻
綱
と
根
株
に
水
を
か
け
る
人

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
六
回
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
六
回
）

連 載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず

　

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の
「
図
会
」
を

保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
を
画
像
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材

図
会
は
、
一
般
公
開
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。

「株祭之圖」より

明治後期から大正時代頃の
木曽での釣木の写真

「釣木之圖」より

平成17年の岐阜県中津川市付知町
での御杣始祭の際に行われた株祭
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「
図
会
」
は
「
伐
木
」
か
ら
「
運
材
」
の

場
面
へ
と
移
っ
て
い
き
ま
す
。
木
を
伐
っ
て

い
た
労
働
者
は
「
杣そ
ま

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
が
、
運
材
を
担
当
す
る
労
働
者
は
「
日ひ

用よ
う

」（
日
雇
）
と
呼
ば
れ
、
杣
と
は
別
の
職

種
で
し
た
（
両
方
の
仕
事
を
す
る
人
も
い
ま

し
た
）。

「
纚サ
デ
の
ず
之
圖
」
に
つ
い
て

　

山
の
斜
面
に
直
線
状
の
構
造
物
が
造
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
サ
デ
」（
纚
、
桟
手
）

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
滑
り
台
の
よ
う
な
形

状
を
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
木
材
を
滑
り
落

と
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
る
べ
く
少
な
い
労

力
で
木
材
を
山
か
ら
沢
へ
下
ろ
し
て
い
く
の

で
す
。
サ
デ
に
は
使
う
材
料
や
形
状
に
よ
り

幾
つ
か
の
種
類
が
あ
り
ま
し
た
が
、
典
型
的

な
の
は
底
に
板
を
敷
い
た
「
ノ
ラ
サ
デ
」
で

す
。

「
臼う
す
の
ず
之
圖
」
に
つ
い
て

　

と
は
言
え
、「
図
会
」
に
お
け
る
こ
の
場

面
は
右
上
に
わ
ず
か
な
構
造
物
が
見
ら
れ
る

だ
け
で
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
で
す
。

　

こ
こ
で
「
図
会
」
の
原
画
と
考
え
ら
れ
て

い
る
「
官か
ん
ざ
い
が
ふ

材
画
譜
」
を
見
て
み
ま
す
と
、
本

来
は
ハ
シ
ゴ
状
の
サ
デ
が
「
算
盤
サ
デ
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
の
が
分
か
り
ま
す
。

　

次
回
は
、「
梁や
な
の
ず
之
圖
」「
修し
ゅ
ら
の
ず

羅
之
圖
」「
樋と
い
の之

圖ず

」
に
つ
い
て
解
説
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
「
臼う
す

」
は
サ
デ
の
途
中
で
方
向
を
転
換
す

る
装
置
で
す
。
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
な
る
木
の

屑
、
木
の
枝
、
モ
ミ
殻
な
ど
を
こ
こ
に
置
い

て
、
サ
デ
を
滑
り
落
ち
て
き
た
木
材
の
衝
撃

を
吸
収
し
て
、
方
向
転
換
を
さ
せ
る
も
の
で

す
。

　

昭
和
初
期
の
映
像
に
は
当
時
の
人
の
経
験

と
勘
で
作
ら
れ
た
臼
に
よ
っ
て
木
材
が
見
事

に
方
向
転
換
さ
れ
る
様
子
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。

「
算そ
ろ
ば
ん
の
ず

盤
之
圖
」
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
言
う
「
算
盤
」
と
は
、
サ
デ
の
一

種
「
算
盤
サ
デ
」
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
七
回
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
七
回
）

連 載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず

　

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の
「
図
会
」
を

保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
を
画
像
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材

図
会
は
、
一
般
公
開
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。

「纚之圖」より

「官材画譜」における「算盤之圖」

明治時代後期頃の木曽のノラサデ

大正時代頃の飛騨の
サデと臼

「算盤之圖」より

「臼之圖」より
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「
図
会
」
は
山
か
ら
沢
へ
、
沢
か
ら
川
へ

木
材
を
下
す
「
運
材
」
の
場
面
が
続
き
ま

す
。
沢
の
水
を
利
用
し
た
運
材
は
「
小こ
た
に谷

狩が
り

」
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

「
簗や
な
の
ず
之
圖
」
に
つ
い
て

　

簗や
な

と
言
い
ま
す
と
、
川
で
の
漁
法
の
一
つ

と
し
て
現
在
で
も
残
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
こ

で
は
そ
の
簗
の
よ
う
に
木
材
を
組
み
立
て

て
、
貯
め
た
沢
の
水
を
利
用
し
て
、
材
木
を

滑
り
落
と
す
仕
掛
け
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

「
修し
ゅ
ら
の
ず

羅
之
圖
」
に
つ
い
て

　
「
簗
之
圖
」
に
続
い
て
、
や
は
り
沢
の
水

を
利
用
し
た
運
材
の
仕
掛
け
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
既
出
の
サ
デ
や
簗
と
似
て
い
ま
す
。

　

明
治
期
以
降
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
木
曽
の

「
修
羅
」（
シ
ュ
ラ
ま
た
は
ス
ラ
）
と
言
え

ば
、
同
じ
木
材
を
滑
り
落
と
す
運
材
の
仕
掛

け
で
も
、
丸
太
を
並
べ
た
形
の
も
の
を
指
す

の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
水
で
木
材

を
滑
り
や
す
く
す
る
、
勢
い
の
つ
い
た
材
を

水
中
に
飛
び
込
ま
せ
て
損
傷
を
防
ぐ
と
い
う

点
で
は
よ
く
似
て
い
る
も
の
で
す
。

　
「
樋
之
圖
」
で
は
堰
の
水
を
利
用
し
て
、

低
い
場
所
か
ら
高
い
場
所
へ
木
材
を
運
び
上

げ
る
様
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

次
回
か
ら
は
下
巻
に
移
り
、「
管く
だ
が
り
の

狩
之
圖ず

」

「
鴨か
も
い
か
だ
の
ず

桴
之
圖
」「
登の
ぼ
り
か
せ
の
ず

械
之
圖
」
に
つ
い
て
解
説

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

「
樋と
い
の
ず
之
圖
」
に
つ
い
て

　

山
か
ら
木
材
を
下
し
て
い
く
運
材
の
場
面

で
は
随
所
に
「
堰せ
ぎ

」
と
呼
ば
れ
る
水
を
貯
め

る
ポ
イ
ン
ト
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

小
さ
な
沢
の
水
で
も
、
隙
間
に
苔
、
芝
、

落
葉
な
ど
を
詰
め
込
み
、
一
滴
も
漏
ら
さ
ぬ

よ
う
に
工
夫
し
、
時
間
を
か
け
れ
ば
立
派
な

堰
が
作
れ
ま
し
た
。

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
八
回
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
八
回
）

連 載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず

　

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の
「
図
会
」
を

保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
を
画
像
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材

図
会
は
、
一
般
公
開
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。

「簗之圖」より

「樋之圖」より

「修羅之圖」より

明治後期頃の木曽の修羅明治後期頃の木曽の堰
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今
回
か
ら
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
の

下
巻
に
入
り
ま
す
。
下
巻
で
は
川
を
利
用
し

た
「
運
材
」
の
場
面
が
描
写
さ
れ
て
い
ま

す
。
自
動
車
も
鉄
道
も
無
か
っ
た
時
代
、
川

は
物
流
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し

た
。

「
管く

だ
が
り
の
ず

狩
之
圖
」
に
つ
い
て

　

川
の
支
流
ま
た
は
本
流
に
到
達
し
た
木
材

は
一
本
一
本
、
バ
ラ
バ
ラ
に
川
を
流
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
を
管く

だ
が
り狩
、
管く
だ
な
が流
し
、
バ
ラ
狩
な
ど

と
呼
び
ま
し
た
。
特
に
川
の
本
流
に
流
す
こ

と
を
大お

お
か
わ
が
り

川
狩
と
も
呼
び
ま
し
た
。

　
「
管
狩
之
圖
」
で
は
、
川
の
途
中
の
岩
場

に
引
っ
掛
か
っ
た
木
材
を
、
鳶と

び
さ
お竿
（
長
い
鳶

口
）
で
外
す
風
景
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

「
鴨か

も
い
か
だ
の
ず

桴
之
圖
」
に
つ
い
て

　
「
い
か
だ
」
の
絵
で
す
が
、
こ
れ
は
本
格

的
に
木
材
を
川
で
運
ぶ
た
め
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
「
鴨

か
も
い
か
だ桴」
は
五
、六
本
の

木
材
で
作
ら
れ
て
お
り
、
川
の
途
中
で

引
っ
掛
か
っ
た
木
を
動
か
し
た
り
、
日
用

（
運
材
を
行
う
労
働
者
）
が
川
を
渡
る
際
に

用
い
ら
れ
ま
し
た
。

「
登の

ぼ
り
か
せ
の
ず

械
之
圖
」
に
つ
い
て

　

川
に
木
材
を
流
す
途
中
で
は
、
大
き
な
岩

な
ど
の
引
っ
掛
か
り
や
す
い
ポ
イ
ン
ト
が
出

て
き
ま
す
。
こ
れ
を
放
置
す
る
と
、
後
続
の

木
材
が
更
に
引
っ
掛
か
っ
た
り
、
流
れ
を
せ

き
止
め
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
の
た

め
、
木
材
を
組
ん
で
械か

せ

と
呼
ば
れ
る
構
造
を

作
り
、
引
っ
掛
か
り
を
少
な
く
す
る
と
共

に
、
人
員
を
配
置
し
て
流
れ
の
停
滞
を
防
止

し
ま
し
た
。

　

急
な
大
雨
や
台
風
が
あ
る
と
、
せ
っ
か
く

運
ん
で
き
た
木
材
が
流
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
る
た
め
、
川
で
の
運
材
作
業
は
降
水
量

の
少
な
い
冬
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
作
業
は
危
険
な
だ
け
で
は

な
く
、
冬
の
冷
た
い
水
に
浸
か
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
辛
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

次
回
は
、「
留と

め
づ
な
は
り
の
ず

綱
張
之
圖
」「
留と
め
づ
な
の
ず

綱
之
圖
」

「
角か

く
の
り
の
ず

乗
之
圖
」
に
つ
い
て
解
説
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
九
回
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
九
回
）

連 載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず

　

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の
「
図
会
」
を

保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
を
画
像
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材

図
会
は
、
一
般
公
開
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。

木曽での管狩の様子

「登械之圖」より

「管狩之圖」より

管狩の様子（年代・場所不明）

小さないかだで移動する日用

「鴨桴之圖」より
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川
の
流
れ
を
利
用
し
て
バ
ラ
バ
ラ
に

運
ば
れ
て
き
た
木
材
は
、
川
の
中
流
部

に
設
け
ら
れ
た
、「
綱つ

な
ば場
」
と
呼
ば
れ
る

場
所
で
一
旦
集
め
ら
れ
ま
す
。

「
留と

め
づ
な
は
り
わ
た
し
の
ず

綱
張
渡
之
圖
」
に
つ
い
て

　

魚
の
群
れ
を
網
で
集
め
て
い
る
か
の

よ
う
な
印
象
を
受
け
る
絵
で
す
が
、
こ

れ
は
飛ひ

だ騨
川が

わ

に
あ
っ
た
下し

も
は
ら
な
か
つ
な
ば

原
中
綱
場

（
現
在
の
岐
阜
県
下げ

ろ

し

呂
市
）
の
光
景
で

す
。
上
流
か
ら
流
れ
て
き
た
木
材
が

「
留と

め
づ
な綱
」
と
呼
ば
れ
る
太
い
綱
か
ら
な
る

し
か
け
で
、
下
流
に
流
さ
れ
な
い
よ
う

に
阻
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
留と

め
づ
な
の
ず

綱
之
圖
」
に
つ
い
て　

こ
ち
ら
は

「
留
綱
」
の
構

造
を
描
い
た

絵
で
す
。
白し

ら

口く
ち
ふ
じ藤
（
サ
ル

ナ
シ
）
の
蔓つ

る

を
何
本
も
編

ん
だ
太
く
強

靭
な
綱
が
用

い
ら
れ
ま
し

た
。
万
が
一
、

こ
の
留
綱
が

切
れ
ま
す
と
、

木
材
が
下
流

に
バ
ラ
バ
ラ

に
流
れ
て
し
ま
い
、
大
変
な
被
害
が
出

て
し
ま
い
ま
し
た
。「
綱
場
」
で
木
材
を

一
旦
集
め
る
の
は
、
木
材
を
チ
ェ
ッ
ク

し
、
イ
カ
ダ
を
組
ん
で
、
川
の
水
量
が

増
え
て
き
た
中
流
以
降
を
流
す
為
で
す
。

　

木
曽
川
で
は
岐
阜
県
八や

お
つ
ち
ょ
う

百
津
町
の

錦に
し
こ
お
り織
綱つ

な

ば場
、
飛ひ

だ

が

わ

騨
川
で
は
岐
阜
県

川か
わ
べ
ち
ょ
う

辺
町
の
下し

も
あ
そ麻
生う

つ

な

ば

綱
場
が
明
治
時
代
の

間
も
、
木
材
の
中
継
基
地
と
し
て
活
躍

し
ま
し
た
。

「
角か

く
の
り
の
ず

乗
之
圖
」
に
つ
い
て

　

川
で
の
運
材
で
は
、
経
験
や
才
能
は
、

も
と
よ
り
、
水
に
浮
い
た
木
材
や
丸
太

の
上
を
自
在
に
動
き
回
れ
る
バ
ラ
ン
ス

感
覚
や
身
体
能
力
に
よ
っ
て
仕
事
の
効

率
が
左
右
さ
れ
ま
し
た
。

　

水
上
で
行
う
「
角か

く
の
り乗
」
は
仕
事
と
は

直
接
関
係
の
無
い
、
休
憩
時
の
余
興
、

曲
芸
で
は
あ

り
ま
す
が
、

年
季
を
入
れ

た
日
用
（
運

材
を
担
当
す

る
労
働
者
）

が
自
ら
の
技

量
を
示
す
も

の
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

次
回
は
、「
桴い

か
だ
し
の
ず

士
之
圖
」「
桴い

か
だ
の
り
さ
げ

乗
下
ヶ

之の

圖ず

」「
桴い

か
だ
く
み
た
て
の
ず

組
立
之
圖
」
に
つ
い
て
解
説

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
十
回
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
十
回
）

連 載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず

　

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の
「
図
会
」
を

保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
を
画
像
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材

図
会
は
、
一
般
公
開
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。

明治時代後期頃の錦織綱場

「留綱張渡之圖」より

明治時代の留綱の写真 「留綱之圖」より

「角乗之圖」より
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木き
そ
が
わ
曽
川
・
飛ひ
だ
が
わ
騨
川
を
流
さ
れ
て
き
た

木
材
は
、「
綱つ
な
ば場
」
で
イ
カ
ダ
に
組
み
立

て
ら
れ
、
現
在
の
岐
阜
県
可か

に

し
児
市
川か
わ
い合

付
近
で
合
流
し
、
木
曽
川
下
流
を
下
り

ま
す
。
イ
カ
ダ
は
一
般
に
「
筏
い
か
だ」
の
字

が
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
木
曽
や
飛
騨
、

尾お
わ
り
は
ん

張
藩
で
は
「
桴
い
か
だ」
の
字
の
ほ
う
が
多

く
使
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

「
桴い

か
だ
し
の
ず

士
之
圖
」
に
つ
い
て

　

桴
の
乗
り
手
は
桴い
か
だ
し士
、
桴
乗
り
人
夫

な
ど
と
呼
ば
れ
、
一
気
に
木
曽
川
下
流

を
全
部
下
る
の
で
は
な
く
、
幾
つ
か
の

ポ
イ
ン
ト
で
桴
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。

桴
の
か・

・じ
は
毎
回
使
い
捨
て
る
訳
に
は

い
き
ま
せ
ん
の

で
、
出
発
地
点

ま
で
、
自
分
で

担
い
で
歩
い
て

帰
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
桴
士
に
は
川
沿

い
の
一
部
の
地
域
の
人
し
か
な
れ
ず
、

仕
事
が
危
険
な
こ
と
も
あ
っ
て
報
酬

（
銭
と
米
）
は
か
な
り
良
か
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

「
桴い

か
だ
の
り
さ
げ
の
ず

乗
下
ヶ
之
圖
」
に
つ
い
て

　

木
曽
川
下
流
を
流
さ
れ
る
桴
の
絵
で

す
。
桴
流
し
は
距
離
的
に
運
材
の
大
き

な
部
分
を
占
め
る
の
で
す
が
、
図ず

え会
で

は
殆
ど
描
写
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

作
者
が
飛
騨
の
役
人
で
あ
っ
た
こ
と
や

（
木
曽
川
は
尾
張
藩
の
管
轄
で
し
た
）、

自
身
が
動
く
桴
に
乗
っ
て
取
材
出
来
な

か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
な
お
明
治
以
降
の
木
曽

川
の
桴
流
し
の
写
真
も
、
あ
ま
り
数
は

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
桴
は
流
れ
が
緩
や

か
に
な
る
に
つ
れ
、
連
結
さ
れ
枚
数
が

増
え
て
い
き
ま
す
。

「
桴い

か
だ
く
み
た
て
の
ず

組
立
之
圖
」
に
つ
い
て

　

桴
の
構
造
の
絵
で
す
が
、
当
時
の

飛
騨
か
ら
流
さ
れ
る
木
材
は
角
材
が

多
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
で
組
ま
れ
る

桴
も
角
ば
っ
た
印
象
を
受
け
ま
す
。

こ
れ
は
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」

で
描
か
れ
る
風
景
全
般
に
言
え
る
傾

向
で
も
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、
木
曽

か
ら
の
木
材
や
明
治
時
代
以
降
に
撮

影
さ
れ
た
写
真
で
は
丸
太
や
皮
剥
き

丸
太
が
多
く
流
さ
れ
て
い
る
の
で
、

桴
も
風
景
も
や
や
異
な
っ
た
印
象
を

受
け
ま
す
。

　

次
号
最
終
回
で
は
、
木
曽
川
・
飛

騨
川
運
材
の
最
終
目
的
地
で
あ
る
名

古
屋
白
鳥
に
つ
い
て
の
絵
で
あ
る

「
尾び

し
ゅ
う
し
ろ
と
り
み
な
と
の
ず

州
白
鳥
湊
之
圖
」「
卸お
ろ
し
ぎ
の
ず

木
之
圖
」

「
大お

お
ぶ
ね
の
ず

舩
之
圖
」
に
つ
い
て
解
説
い
た
し

ま
す
。

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
十
一
回
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
十
一
回
）

連 載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず

　

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の
「
図
会
」
を

保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
を
画
像
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材
図

会
は
、
一
般
公
開
は
行
っ
て

い
ま
せ
ん
。

明治時代の桴流しの写真（木曽川）

木曽川の桴流し行程の位置図

「桴組立之圖」より

「桴乗下ヶ之圖」より

「桴士之圖」より
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木
曽
や
飛
騨
の
山
中
で
伐
採
さ
れ

た
木
が
川
に
流
さ
れ
、
桴

い
か
だに
組
ま
れ
、

い
よ
い
よ
最
終
目
的
地
で
あ
る
尾
張

名
古
屋
の
白し

ろ
と
り鳥
湊み
な
と（
後
の
白
鳥
貯
木

場
）
に
到
着
し
ま
す
。

「
尾び
し
ゅ
う州
白し
ろ
と
り
み
な
と

鳥
湊
之の

ず圖
」
に
つ
い
て

　

桴
は
木
曽
川

の
河
口
か
ら
海

岸
線
に
沿
っ

て
、
熱
田
白
鳥

湊
に
回
漕
さ
れ

ま
す
。「
尾び

し
ゅ
う州
」

は
尾
張
藩
と
い

う
意
味
で
す
。

木
曽
ヒ
ノ
キ
は

尾
張
藩
に
よ
っ

て
生
産
・
処
分

さ
れ
た
た
め
、「
尾�

州
材
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　

現
在
の
熱
田

白
鳥
は
名
古
屋

港
か
ら
堀
川
を
少
し
上
っ
た
場
所
に

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
絵
が
描
か
れ
た

当
時
は
伊
勢
湾
の
埋
め
立
て
が
進
ん

で
お
ら
ず
、
海
の
す
ぐ
そ
ば
で
し
た
。

絵
の
左
側
の
中
洲
の
よ
う
な
部
分
が

後
の
白
鳥
貯
木
場
の
場
所
に
相
当
し

ま
す
。

「
白

し
ろ
と
り
み
な
と
ち
ゃ
く
い
か
だ
の
ず

鳥
湊
着
桴
之
圖
」
に
つ
い
て

　

白
鳥
に
到
着
し
た
桴
が
解
体
さ
れ
、

陸
揚
げ
さ
れ
、
積
み
上
げ
ら
れ
て
い

き
ま
す
。

　

中
部
森
林
管
理
局
に
残
さ
れ
て
い

る
明
治
期
の
白
鳥
貯
木
場
の
写
真
も

図
会
の
風
景
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
で

す
が
、
木
材
が
角
材
に
加
工
さ
れ
て

い
る
状
態
か
、
丸
太
の
状
態
か
と
い

う
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。

「
卸お

ろ
し
ぎ木
之の

ず圖
」
に
つ
い
て

　

白
鳥
に
積
み
込
ま
れ
た
木
材
は
名

古
屋
の
市
場
で
も
消
費
さ
れ
る
の
で

す
が
、
江
戸
や
大
阪
の
市
場
に
も
多

く
送
ら
れ
ま
し
た
。
江
戸
・
大
阪
方

面
へ
の
輸
送
に
は
船
を
用
い
ま
し
た

の
で
、
貯
木
場
に
積
ん
だ
木
を
引
き

下
ろ
し
、
簡
単
な
桴
を
組
ん
で
船
の

場
所
ま
で
曳え

い
こ
う航
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

「
大お
お
ぶ
ね舩
之の

ず圖
」
に
つ
い
て

　
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
の
最
後

を
飾
る
の
は
、
江
戸
や
大
阪
方
面
に

木
材
を
輸
送
す
る
大
型
船
の
絵
で
す
。

木
材
の
輸
送
に
は
二
五
〇
～
五
〇
〇

石
船
が
多
く
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、

良
材
・
大
材
の
遠
距
離
輸
送
に
は
一
、

〇
〇
〇
～
一
、五
〇
〇
石
の
大
型
船
が

用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。
図
会
で

描
か
れ
て
い
る
の
は
一
、四
〇
〇
石
相

当
の
船
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
絵
に
は
随
所
に
漢
数
字
が
書

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
十
二
回
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
十
二
回
）

連 載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず

明治時代後期頃の白鳥貯木場

「白鳥湊着桴之圖」より

「卸木之圖」より

「尾州白鳥湊之圖」より
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か
れ
て
い
ま
す
が
、
図
会
で
は
こ
の

後
、
大
舩
の
各
構
造
や
部
品
に
つ
い

て
の
説
明
が
続
き
ま
す
。

そ
の
後
の
運
材
と
白
鳥
貯
木
場

　

木
曽
川
・
飛
騨
川
運
材
の
終
着
点

で
あ
っ
た
白
鳥
貯
木
場
は
、
三
重
県

桑
名
の
貯
木
場
と
役
割
を
分
担
し
な

が
ら
、
そ
の
後
も
木
材
の
集
積
地
と

し
て
使
わ
れ
続
け
ま
す
。
川
を
利
用

し
た
運
材
で
は
、
木
曽
や
飛
騨
で
伐

採
さ
れ
て
か
ら
白
鳥
貯
木
場
に
納
め

ら
れ
る
ま
で
の
全
行
程
で
約
三
百
日

を
要
し
ま
し
た
が
、
明
治
四
十
四
年

に
中
央
本
線
が
開
通
し
、
木
材
は
鉄

道
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
時
代
へ
と

移
っ
て
い
き
ま
す
。

お
わ
り
に

　
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
と
そ
の

関
連
資
料
は
、
木
曽
や
飛
騨
の
古
い

林
業
技
術
を
伝
え
る
資
料
で
す
。
江

戸
時
代
中
ご
ろ
ま
で
、
産
業
の
様
子

を
描
い
た
絵
画
と
い
う
も
の
は
少
な

く
、
特
に
林
業
と
い
う
分
野
で
は
珍

し
く
、
そ
の
意
味
で
も
当
時
の
様
子

を
伝
え
る
貴
重
な
も
の
で
す
。

　

絵
だ
け
で
す
と
、
ど
こ
か
別
の
世

界
の
出
来
事
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う

部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
残
さ
れ
て
い

る
他
の
資
料
、
写
真
、
映
像
な
ど
か

ら
も
、
確
か
に
昔
か
つ
て
存
在
し
た
、

現
在
と
地
続
き
の
世
界
な
の
だ
と
い

う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
を
単
独
で

見
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
資
料
と
併

せ
て
、
総
合
的
に
見
る
こ
と
も
大
切

な
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
で
描
か

れ
て
い
る
の
は
約
百
八
十
年
前
の
世

界
で
す
。
大
昔
の
話
と
も
言
え
ま
す

が
、
樹
木
や
森
林
が
形
成
さ
れ
る
の

に
か
か
る
何
十
年
、
何
百
年
と
い
う

年
月
の
長
さ
と
比
較
す
れ
ば
、
無
視

し
て
良
い
程
遠
い
過
去
と
は
思
え
ま

せ
ん
。

　

こ
の
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」

を
通
じ
て
、
昔
の
林
業
や
物
流
の
流

れ
、
山
と
川
と
の
関
係
、
木
曽
や
飛

騨
の
森
林
に
つ
い
て
な
ど
、
ご
興
味

を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

一
年
間
に
亘
っ
て
、
連
載
し
た

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
解
説
は
、

今
回
で
最
終
回
と
な
り
ま
す
。
ご
愛

読
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

大正時代後期頃の白鳥貯木場の風景

「大舩之圖」より　

　

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の
「
図
会
」
を

保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
を
画
像
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材

図
会
は
、
一
般
公
開
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。
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【付録】大正時代前後の伐木運材風景写真

中
部
森
林
管
理
局
所
蔵
の
ガ
ラ
ス
乾
板
よ
り

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
で
描
か
れ
た
の
は
江
戸
時
代
後
期

頃
の
伐
木
運
材
の
風
景
で
す
が
、
こ
う
し
た
林
業
の
姿
は
明

治
・
大
正
時
代
に
お
い
て
も
、
多
少
の
変
化
は
、
あ
っ
た
も
の

の
、
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

中
部
森
林
管
理
局
に
は
大
正
時
代
前
後
の
も
の
と
思
わ
れ
る

ガ
ラ
ス
乾
板
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
も
機

械
化
さ
れ
る
前
の
林
業
の
風
景
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

斧（ヨキ）による木曽ヒノキの伐採

伐採に活躍した斧（ヨキ）

山で働く人達が寝泊まりした小屋
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【付録】大正時代前後の伐木運材風景写真

運材に用いられた装置の一つサデ（丹波サデ）

運材に用いられた装置の一つシュラ。少年達が働いている。
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【付録】大正時代前後の伐木運材風景写真

伐木運材の現場を監督した杣頭達

運材風景。斜面や水を利用して、労力を減らした。
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【付録】大正時代前後の伐木運材風景写真

沢の水を貯めたセギ

神宮（伊勢）の式年遷宮などでは、大きな木が伐り出された
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【付録】大正時代前後の伐木運材風景写真

川を利用した運材。上流から流されてきた木材。

川の中流で木材を集積する綱場。ここからイカダが組まれ、下流に送られる。
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「木曽式伐木運材図会」林業遺産に認定！

※「林業遺産」とは、日本各地の林業発展の歴史を、将来
にわたって記憶・記録していくための試みとして、一般社
団法人日本森林学会が2013年度から選定しているものです。
林業発展の歴史を示す景観、施設、跡地等、土地に結びつ
いたものを中心に、体系的な技術、特徴的な道具類、古文
書等の資料群が選ばれています。

「木曽式伐木運材図会」は、平成27年（2017）5月
に林業遺産（No.22）として認定されました。

実物の絵巻物2巻 絵巻物を広げた様子
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あ
と
が
き 

 
森
林
管
理
局
と
い
う
の
は
様
々
な
行

政
組
織
の
中
で
も
個
性
的
な
、
特
徴
の
あ

る
も
の
の
一
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

中
で
も
「
絵
巻
物
」
を
所
蔵
し
て
い
る
森

林
管
理
局
と
い
う
の
は
全
国
で
も
珍
し

い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

中
部
森
林
管
理
局
の
「
木
曽
式
伐
木
運

材
図
会
」
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
九
年
、

昭
和
五
十
年
に
そ
れ
ぞ
れ
解
説
本
が
出

版
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
が
出

て
か
ら
年
月
も
経
ち
、
解
説
本
の
入
手
が

困
難
に
な
る
一
方
で
、
資
料
の
研
究
に
お

い
て
も
出
版
当
時
と
は
、
異
な
る
見
解
も

出
て
き
ま
し
た
。 

 

私
は
古
い
文
献
・
資
料
研
究
の
専
門
家

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
自
分
達
が
関
わ

っ
て
い
る
国
有
林
の
歴
史
と
も
関
係
の

あ
る
こ
の
資
料
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
も

含
め
て
次
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
責

務
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お

り
ま
す
。 

 

そ
う
し
た
中
「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」

に
つ
い
て
、
広
報
「
中
部
の
森
林
」
に
一

年
間
に
わ
た
っ
て
、
関
連
す
る
写
真
や
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
含
め
て
解
説
す
る
機
会
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
出
来
栄
え
の
評
価
に

つ
き
ま
し
て
は
読
者
の
皆
さ
ま
に
お
任

せ
い
た
し
ま
す
が
、
ひ
と
ま
ず
一
年
間
の

連
載
を
完
走
で
き
ま
し
た
こ
と
に
ホ
ッ

と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
似
た
よ
う
な
こ
と
を
連
載
の
中

で
も
述
べ
ま
し
た
が
、
「
木
曽
式
伐
木
運

材
図
会
」
は
そ
れ
単
体
で
は
な
く
、
残
さ

れ
て
い
る
他
の
文
献
・
写
真
・
絵
・
映
像
、

さ
ら
に
は
、
森
林
の
変
化
や
歴
史
の
流
れ

も
踏
ま
え
て
総
合
的
に
見
て
い
く
べ
き

資
料
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

今
後
も
研
究
を
進
め
て
い
く
べ
き
部

分
、
修
正
す
べ
き
部
分
が
あ
る
と
は
思
い

ま
す
が
、
本
企
画
を
応
援
し
て
下
さ
っ
た

中
部
森
林
管
理
局
内
外
の
皆
さ
ま
に
感

謝
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
ひ
と
区
切
り
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

 

中
部
森
林
管
理
局 

技
術
普
及
課 

井
上 

日
呂
登
（
筆
者
） 
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