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おく

　敬
ひろかず

一

　
「
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
や
、
作
業
に
携
わ
る

人
々
の
姿
、
道
具
な
ど
を
、
上
巻
二
十
点
と
下

巻
二
十
一
点
で
鮮
や
か
に
描
い
た
絵
巻
物
で
す
。

で
は
早
速
、
順
を
お
っ
て
そ
の
い
く
つ
か
の
場

面
を
紹
介
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

上
巻
の
最
初
の
場
面
は
、「
山や

ま
か
き趐

」か
ら
始
ま
り

ま
す（
写
真
１
）。画
面
の
中
央
、斜
面
に
へ
ば
り
つ

く
よ
う
に
小
さ
く
描
か
れ
た
人
が
、
山
の

検
分
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
険
し

い
奥
山
の
姿
が
黒
々
と
葉
を
茂
ら
せ
た
樹

木
と
と
も
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
杣
小
屋
」
の
場
面
で
は
杣
人
た
ち
が

囲
炉
裏
の
火
を
囲
ん
で
い
ま
す
（
写
真

２
）。
く
つ
ろ
ぎ
方
に
も
そ
れ
ぞ
れ
個
性

が
あ
り
ま
す
ね
。
炎
の
鮮
や
か
さ
が
小

屋
の
暗
さ
と
対
比
的
で
す
。

　

山
仕
事
に
は
信
心
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

「
山
神
を
祭
る
」
場
面
で
は
神
さ
び
た
老

木
の
前
で
杣
人
が
手
を
合
わ
せ
て
作
業

の
安
全
を
願
っ
て
い
ま
す
（
写
真
３
）。

　
「
元
伐
」
は
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
描
写
で

す
（
写
真
４
）。
斧
を
ふ
る
う
杣
人
の
ま

わ
り
に
は
木
屑
が
飛
び
散
り
ま
す
。
左

の
詞

こ
と
ば
が
き書
に
は
、
伐
採
前
に
木
を
斧
で
た

た
い
て
鳥
や
リ
ス
が
飛
び
出
て
き
た
ら
、

そ
の
日
は
そ
の
木
を
伐
採
し
な
い
と

い
っ
た
こ
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

伐
採
し
た
木
は
山
で
造
材
し
ま
す
。

「
御
山
厘
」
の
厘
と
は
造
材
に
用
い
る
台

木
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
が
造
材
作
業
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自
体
を
表
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
写
真
５
）。

材
に
乗
っ
て
軽
や
か
に
造
材
す
る
技
が
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
ね
。

　

こ
こ
か
ら
は
運
材
の
様
子
へ
と
移
り
ま
す
。

「
纚さ

で

」
の
図
で
は
、
谷
川
ま
で
材
を
滑
り
下
ろ
す

た
め
急
斜
面
に
設
え
ら
れ
た
搬
出
路
の
全
体
像

が
描
か
れ
て
い
ま
す
（
写
真
６
）。
こ
の
図
の
後

に
は
、
地
形
に
あ
わ
せ
て
搬
出
を
ス
ム
ー
ズ
に

す
る
た
め
の
様
々
な
仕
掛
け
が
五
図
に
わ
た
っ

て
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
地
域
独
特

の
運
材
技
術
に
よ
っ
て
、
材
は
大
川
（
飛
騨
川
）

に
下
ろ
さ
れ
ま
す
。

　

下
巻
で
は
、
飛
騨
川
か
ら
木
曽

川
本
流
を
下
り
熱
田
の
白
鳥
湊
ま

で
材
木
が
運
ば
れ
る
様
子
が
描
か

れ
ま
す
。「
管
狩
」
は
管
流
し
と

も
言
わ
れ
、
材
を
一
本
ず
つ
バ
ラ

バ
ラ
に
流
す
流
送
方
法
で
す
（
写

真
７
）。
途
中
の
岩
場
に
ひ
っ
か

か
る
材
は
、
ト
ビ
一
本
で
流
れ
に

戻
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

川
幅
が
十
分
広
い
と
こ
ろ
ま
で
出
た
ら
、
三

人
の
筏
夫
が
乗
れ
る
く
ら
い
の
「
桴

い
か
だ
」
を
組
ん

で
最
下
流
ま
で
流
し
ま
す
（
写
真
８
）。
こ
こ
ま

で
来
れ
ば
あ
と
少
し
。

　

終
着
は
「
白
鳥
湊
」。
材
木
は
木
曽
川
の
河
口

か
ら
海
岸
沿
い
に
運
ば
れ
木
場
に
集
め
ら
れ
ま

す
。
港
町
の
に
ぎ
わ
い
が
、
沖
で
待
つ
大
船
、

小
舟
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
ま
す
（
写
真
９
）。

　

以
上
の
よ
う
な
現
場
で
の
作
業
風
景
以
外
に

も
、
杣
道
具
の
図
や
角
材
の
造
材
方
法
、
造
材

担
当
者
を
判
別
す
る
杣
判
な

ど
を
描
い
た
図
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

実
は
こ
の
図
会
の
作
者
や

作
成
時
期
、
作
成
目
的
等
に

つ
い
て
は
、
直
接
の
史
料
が

な
く
詳
細
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
近
年

の
調
査
か
ら
は
、
１
８
４
５

年
に
飛
騨
国
高
山
郡
代
役
所

の
地
役
人
土
屋
秀
世
が
絵
師

の
松
村
寛
一
に
描
か
せ
て
解

説
を
付
し
た
「
官
材
画
譜
」

と
い
う
作
品
が
オ
リ
ジ
ナ
ル

と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ

れ
を
も
と
に
作
成
し
た
派
生

作
品
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て

い
ま
す
。
明
治
初
期
に
は
勧

業
博
覧
会
へ
の
出
展
や
天
皇

巡
幸
な
ど
に
あ
わ
せ
て
、
類

似
の
図
会
や
版
画
な
ど
が
多

数
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
図
会
も
木
曽
の

官
林
に
つ
い
て
の
説
明
資
料
と
し
て
、
ま
た
関

係
者
や
海
外
へ
の
贈
答
品
と
し
て
作
ら
れ
た
作

品
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
美
術
史
研
究
者
の
所
見
に
よ
れ
ば
、
そ

の
描
法
か
ら
西
洋
画
の
技
法
を
習
得
し
た
明
治

期
の
日
本
画
家
が
関
わ
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
ま

す
。
後
半
で
画
風
が
少
し
変
わ
る
と
こ
ろ
か
ら

み
る
と
、
何
ら
か
の
事
情
で
短
期
間
で
完
成
さ

せ
る
た
め
、
複
数
の
人
物
が
作
業
を
分
担
し
て

制
作
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
関
連
す
る
作
品
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
。

　

図
会
を
所
蔵
す
る
中
部
森
林
管
理
局
経
理
課

課
長
補
佐
の
森
孝
之
さ
ん
は
、「
江
戸
時
代
後
期

の
木
曽
・
飛
騨
地
方
で
行
わ
れ
て
い
た
林
業
を

描
い
た
も
の
は
希
少
で
、
日
本
林
業
史
の
研
究

や
教
育
に
と
っ
て
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
適
切

に
保
管
を
し
後
世
に
引
き
継
い
で
い
き
た
い
。

ま
た
、
日
本
近
代
絵
画
史
の
面
か
ら
も
希
少
な

価
値
が
あ
り
ま
す
の
で
、
多
く
の
皆
さ
ん
に
も

知
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
広
報
に
も
努
め
て
い

き
た
い
。」
と
重
要
性
と
所
蔵
の
意
義
を
語
っ
て

い
ま
す
。

　

な
お
、
本
図
会
の
一
般
公
開
は
し
て
い
ま
せ

ん
が
、
年
一
回
の
虫
干
し
の
際
に
報
道
関
係
者

へ
公
開
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
中
部
森
林
管
理

局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
全
図
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。
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