
　

か
つ
て
は
、
筏
師
が
丸
太
で
筏
を
組
み
、

巧
み
に
操
舵
し
て
下
流
の
貯
木
場
に
運
ん
で

い
ま
し
た
が
、
ダ
ム
、
森
林
鉄
道
、
林
道
の

建
設
が
進
む
中
で
、
日
本
各
地
の
筏
流
し
の

文
化
は
１
９
５
０
〜
６
０
年
代
に
消
失
す
る

運
命
を
辿
り
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
、
筏
流

し
の
技
術
を
観
光
筏
下
り
事
業
と
し
て
復
活

さ
せ
、
継
承
し
て
き
た
稀
有
な
事
例
が
、
今

回
紹
介
す
る
北
山
川
流
域
で
の
取
組
で
す
。

　

熊
野
川
支
流
の
北
山
川
で
は
、
15
世
紀
半

ば
か
ら
16
世
紀
末
に
は
筏
流
し
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
現
在
の
行
政
区
分
で
い
え
ば
、

奈
良
県
下
北
山
村
や
和
歌
山
県
北
山
村
の
筏

師
が
、「
組
」
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
を
形
成

し
、
任
さ
れ
た
区
間
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。

上
流
か
ら
、
景
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
る
瀞
峡
を

通
過
し
な
が
ら
、河
口
の
新
宮
の
貯
木
場
ま
で
、

一
週
間
程
度
か
け
て
材
を
運
び
ま
し
た
。

　

北
山
川
に
は
瀬
や
滝
が
多
く
存
在
し
、
高

度
な
操
舵
技
術
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
水
量

の
少
な
い
支
流
で
は
、運
び
出
す
丸
太
を
使
っ

て
人
工
的
に
堰
を
作
っ
て
水
を
貯
め
、
そ
の

堰
を
壊
し
て
材
を
運
ぶ
鉄
砲
流
し
も
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
高
い
操
舵
技
術
が
評
価
さ
れ
、

明
治
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
は
、
現
在
の
中

国
と
北
朝
鮮
の
国
境
付
近
に
あ
る
鴨
緑
江
に

筏
流
し
の
出
稼
ぎ
に
招
か
れ
た
記
録
も
残
っ

て
い
ま
す
。

　

１
９
５
０
年
代
に
入
る
と
、
熊
野
川
流
域

で
の
大
規
模
な
ダ
ム
建
設
計
画
が
進
め
ら
れ
、

流
筏
組
合
に
よ
る
反
対
運
動
の
声
も
届
か
ず
、

日本の林業遺産を知ろう！
日本森林学会による

東京大学　柴崎茂光

北山川の筏流し技術

ど
ろ
き
ょ
う

急流区間を巧みに操舵する筏師たち

お
う
り
ょ
っ
こ
う

122024.1 No.202林野



写
真
提
供
：
新
宮
木
材
協
同
組
合
、
千
葉
県
立

　
　
　
　
　

中
央
博
物
館

参
考
文
献
：
島
田
錦
蔵
（
１
９
７
４
）『
流
筏
林
業

　
　
　
　
　

盛
衰
史-

吉
野
北
山
林
業
の
技
術
と

　
　
　
　
　

経
済
』
土
井
林
学
振
興
会

　
　
　
　
　

北
山
村
史
編
纂
委
員
会
（
１
９
８
７
）

　
　
　
　
　
『
北
山
村
史
下
巻
』
北
山
村
役
場
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昭和初期の絵葉で紹介された筏流し

七色ダム

観光筏下り

特産品「じゃばら」の搾汁作業

七
色
ダ
ム
、
小
森
ダ
ム
な
ど
が
相
次
い
で
建

設
さ
れ
、
１
９
６
３
年
を
最
後
に
筏
流
し
も

途
絶
え
ま
し
た
。
１
９
７
０
年
代
半
ば
、
筏

流
し
を
懐
か
し
む
村
民
の
声
を
受
け
て
、
高

須
治
視
村
長
（
当
時
）
は
、
観
光
筏
下
り
事

業
を
通
じ
て
、
筏
流
し
の
文
化
を
復
活
さ
せ

る
方
針
を
表
明
し
ま
す
。
近
畿
運
輸
局（
当
時
）

と
の
数
年
間
に
わ
た
る
協
議
を
経
て
、
安
全

に
配
慮
す
る
こ
と
条
件
に
、
一
部
区
間
に
つ

い
て
、
観
光
筏
下
り
事
業
が
特
別
に
承
認
さ

れ
ま
し
た
。
１
９
７
９
年
か
ら
観
光
筏
下
り

事
業
は
開
始
さ
れ
、
筏
師
の
巧
み
な
舵
や
櫂

さ
ば
き
は
た
ち
ま
ち
評
判
と
な
り
、
コ
ロ
ナ

禍
前
ま
で
、
毎
年
５
，０
０
０
人
以
上
の
安

定
し
た
集
客
が
あ
り
ま
し
た
。
毎
年
５
月
３

日
か
ら
９
月
30
日
の
期
間
に
「
オ
ト
ノ
リ
ー

小
松
」
の
区
間
を
70
〜
80
分
ほ
ど
か
け
て
、

１
日
２
便
の
観
光
筏
が
運
行
し
て
い
ま
す
。

半
世
紀
近
く
続
く
観
光
筏
下
り
の
事
業
で

す
が
、
こ
の
間
、
官
民
が
連
携
し
て
難
題
を

乗
り
越
え
て
き
ま
し
た
。
当
初
、
筏
流
し
の

経
験
者
が
筏
師
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
が
、

高
齢
化
が
進
み
ま
し
た
。
そ
こ
で
北
山
村
は
、

１
９
９
８
年
か
ら
筏
師
後
継
者
育
成
事
業
を

開
始
し
、
Ｉ
・
Ｕ
タ
ー
ン
者
を
筏
師
と
し
て
育

成
し
て
き
ま
し
た
。
２
０
２
３
年
現
在
、
16

人
の
筏
師
が
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
育
成
事

業
を
通
じ
て
定
着
し
た
方
達
で
す
。

　

ま
た
観
光
筏
下
り
事
業
を
運
営
し
て
い
る

の
は
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
北
山
振
興
株
式
会

社
（
以
下
、
北
山
振
興
）
で
す
。
安
全
運
航

の
た
め
に
、
毎
朝
夕
の
筏
の
取
り
付
け
・
外

し
の
作
業
に
抜
か
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
通
常

運
航
と
は
別
に
、
練
習
筏
と
い
っ
た
研
修
も

頻
繁
に
行
い
、
安
全
性
を
高
め
る
地
道
な

努
力
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
観
光

筏
下
り
事
業
だ
け
で
な
く
、
村
の
特
産
品

で
あ
る
「
じ
ゃ
ば
ら
」
の
栽
培
・
加
工
事
業
、
冬

季
の
間
伐
事
業
と
い
っ
た
一
次
産
業
や
、
ご
み

収
集
事
業
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
販
売
、
ス
ク
ー

ル
バ
ス
送
迎
事
業
も
北
山
振
興
の
職
員
が

担
っ
て
い
ま
す
。
北
山
振
興
は
、
筏
流
し
の

文
化
を
継
承
す
る
だ
け
で
な
く
、
北
山
村
の

産
業
・
生
活
機
能
も
支
え
る
中
核
的
な
存
在

と
い
え
ま
す
。

　

筏
流
し
の
文
化
が
末
長
く
継
承
さ
れ
る
た

め
に
も
、
ぜ
ひ
北
山
村
を
訪
れ
て
、
観
光
筏

下
り
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

か
じ

か
い
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