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　今
は
昔
、山
村
に
暮
ら
す
人
々
と
そ
の
生
業
と
し
て
の

林
業
を
当
局
秘
蔵
の
写
真
と
と
も
に
ご
紹
介
し
ま
す
。
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い
の
う
え

ひ

　
　ろ

　
　と

シリーズ
秘
蔵
写
真

秘
蔵
写
真

　
「
日
雇
」は
二
十
人
程
で
一
つ
の
組
と
な
り「
看か
ん
ば
ん板
」

と
呼
ば
れ
る
現
場
監
督
の
指
揮
に
よ
り
、
運
材
装
置

の
設
営
と
解
体
や
、
鳶と
び

口ぐ
ち
や
鳶と
び

竿さ
お（
長
い
鳶
口
）
や
ツ

ル
と
い
っ
た
道
具
で
木
材
を
引
っ
か
け
小
刻
み
に
運

ぶ
運
材
作
業
を
行
い
ま
し
た
。「
看
板
」
の
中
で
も
運

材
の
先
頭
を
指
揮
す
る「
木き

鼻ば
な

役や
く
に
ん人
」と
殿
し
ん
が
りで
後
片
付

け
を
し
て
い
く「
木き

尻じ
り

役や
く
に
ん人
」は「
日
雇
」の
中
で
も
特

に
技
術
優
秀
な
者
が
選
抜
さ
れ
て
な
っ
た
そ
う
で
す
。

「
日
雇
」の
世
界
で
は「
看
板
」に
な
る
こ
と
は
経
験
と

技
術
を
持
っ
て
い
る
証
で
あ
り
名
誉
な
こ
と
と
さ
れ

て
い
た
一
方
、
責
任
の
伴
う
も
の
で
あ
り
、
病
気
で

休
ん
だ
り
寒
く
て
も
焚
火
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、「
裏
木
曽
」
で
あ
る
現
在
の
岐
阜
県
中
津
川

市
付
知
の
出
身
で
あ
る
画
家
の
熊く

ま
が
い谷
守も
り
か
ず一
氏
は
大
正

初
期
頃
に
付
知
川
の
上
流
域
で
あ
る
東
股（
現
在
の
東

濃
森
林
管
理
署
管
内
・
付
知
裏
木
曽
国
有
林
の
辺
り
）

で
三
年
間
程
「
日
雇
」
と
し
て
働
い
た
経
験
が
あ
り
、

著
書「
へ
た
も
絵
の
う
ち
」（
昭
和
四
十
六
年
・
日
本
経

済
新
聞
社
）の
中
で
は
往
時
の「
日
雇
」と
し
て
の
経
験

談
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
格
的
な
小
谷
狩
は
「
大お

お
ど
め留
」
と
呼
ば
れ
る
施
設
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
大
留
は
谷
筋
で
夏
・
秋
の
急
な
出

水
で
木
材
が
下
方
ま
で
バ
ラ
バ
ラ
に
流
出
し
な
い
よ

う
に
受
け
止
め
る
堅
牢
な
施
設
で
あ
り
、
谷
間
で
両

岸
が
岩
場
で
あ
る
場
所
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
他
の
運
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狩
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近
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裏
木
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近
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風
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れ
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と
思
わ
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。
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よ
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大
正
初
期
）

「
裏
木
曽
」そ
の
十

小
谷
狩
②

　

水
を
利
用
し
な
が
ら
川
の
本
流
へ
木
材
を
運
ぶ「
小

谷
狩
」の
主
役
は
運
材
担
当
の
労
働
者
で
あ
る「
日ひ

雇よ
う
」

で
す
。
日
雇
は
伐
採
を
担
当
す
る
「
杣そ
ま

」
と
は
別
の
職

種
で
す
が
、
時
代
や
地
域
に
よ
り
両
方
を
兼
ね
る
と

い
う
人
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。「
杣
」
は
単
独
で
行
う

作
業
が
多
く
最
低
限
の
技
術
を
習
得
す
る
の
に
も
数

年
の
修
業
期
間
が
必
要
だ
と
さ
れ
ま
す
が
、「
日
雇
」

は
集
団
に
よ
る
作
業
で
あ
り
経
験
が
浅
く
と
も
一
緒

に
働
き
ま
し
た
。

大正時代初め頃、裏木曽の「日雇」のイメージ大正時代初め頃、裏木曽の「日雇」のイメージ
（「付知川に於ける材木伐出の沿革と絵解」より）（「付知川に於ける材木伐出の沿革と絵解」より）
ここで描かれているのは「看板」と呼ばれる役付きのここで描かれているのは「看板」と呼ばれる役付きの
現場監督達であり法被に役職名が見られる現場監督達であり法被に役職名が見られる
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こ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
写
真
は
、
当
局
サ
イ
ト

「
モ
ノ
ク
ロ
森
林
紀
行
」
で
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
カ
ラ
ー
写
真
の
な
い
時
代
へ
時
を
超
え

て
！
む
か
～
し
の
写
真
を
紹
介
す

る
サ
イ
ト
で
す
。

　

当
サ
イ
ト
へ
は
、
コ
ー
ド
を
読

み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

材
施
設
が
一
定
の
区
切
り
で
解
体
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
大
留
は
何
年
も
使
わ
れ
る
も
の
で
し
た
。「
山
落

と
し
」で
も
集
め
た
木
を
集
積
・
整
理
す
る
場
所
で
あ

る「
留ど

め

」が
設
置
さ
れ
ま
し
た
が（
第
四
十
三
回
参
照
）、

大
留
は
そ
れ
以
上
に
頑
丈
に
造
ら
れ
、
急
な
洪
水
な

ど
で
木
材
が
一
気
に
流
出
す
る
こ
と
を
防
ぐ
防
衛
ラ

イ
ン
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
は

「
根ね

だ太
」と
呼
ば
れ
る
長
さ
一
〇
㍍
程
の
太
い
丸
太（
ヒ

ノ
キ
か
ミ
ズ
メ
）が
渡
さ
れ
、
川
の
両
岸
の
岩
に
空
け

ら
れ
た
穴
に
は
め
込
ま
れ
ま
す
。「
根
太
」
は
上
中
下

の
三
段
に
傾
斜
を
つ
け
て
置
か
れ
、
こ
れ
に
垂
直
縦

方
向
の
「
矢や

」
と
呼
ば
れ
る
丸
太
が
藤ふ
じ

蔓つ
る
で
頑
強
に
結

び
付
け
ら
れ
て
補
強
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
大
留
か
ら
一
本
ず
つ
材
木
が
引
き
出
さ
れ
て

下
流
へ
流
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
概
ね
十
月
末
か
ら
十
一
月
初
旬
以
降
の
大
雨
・
洪

水
の
少
な
い
季
節
に
入
っ
て
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

木
曽
地
域
に
残
る
「
大
留
」
の
遺
構
。
直
径
一
尺
四
寸
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ら
二
尺
ほ
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ど
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丸
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差
し
込
む
た
め
の
岩
に
空
け
ら
れ
た
穴
が
残
っ
て

い
る
。／「
木
曽
悠
久
の
森
」ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
よ

い
る
。／「
木
曽
悠
久
の
森
」ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
よ

り
優
秀
賞
「
大
留
め
の
遺
構
も
秘
め
し
悠
久
の
森
」

り
優
秀
賞
「
大
留
め
の
遺
構
も
秘
め
し
悠
久
の
森
」

裏木曽の「大留」のイメージ裏木曽の「大留」のイメージ
（「付知川に於ける材木伐出の沿革と絵解」より）（「付知川に於ける材木伐出の沿革と絵解」より）

昭和初期の絵葉書より、当時まだ木曽に残っていたとされる「大留」の跡昭和初期の絵葉書より、当時まだ木曽に残っていたとされる「大留」の跡
（現在の木曽森林管理署王滝国有林氷ヶ瀬）（現在の木曽森林管理署王滝国有林氷ヶ瀬）
「根太」と思われる太い丸太が見られる「根太」と思われる太い丸太が見られる

「大留」の構造図「大留」の構造図
（「付知川に於ける材木伐出の沿革と絵解」より）（「付知川に於ける材木伐出の沿革と絵解」より）
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