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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
。

　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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「
裏
木
曽
」そ
の
四

斧
に
よ
る
伐
採

　

長
野
県
側
の「
木
曽
」と
同
様
に
、「
裏
木
曽
」に
お

い
て
も
木
の
伐
採
に
は
主
に
斧
（
ヨ
キ
）
の
み
が
用
い

ら
れ
て
い
ま
し
た（
大
正
時
代
初
め
頃
ま
で
）。

　

斧
を
用
い
た
伐
採
は
大
き
な
音
が
出
ま
す
の
で
、

江
戸
時
代
に
木
曽
・
裏
木
曽
地
域
を
領
し
て
い
た
尾

張
藩
が
わ
ざ
と
斧
を
使
わ
せ
て
い
た
と
い
う
説
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
江
戸
時
代
頃
の
鋸の

こ

の
性
能
も
決
し

て
良
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
斧
で

の
伐
採
が
鋸
よ
り
も
効
率
の
悪
い
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

特
に
太
い
木
を
伐
る
場
合
に
は
三
方
向
か
ら
斧
で

空
洞
を
空
け
て
か
ら
伐
採
す
る「
三み

ツつ

緒お

伐ぎ

り
」（
木
曽

で
は「
三み

ツつ

紐ひ
も

伐ぎ

り
」）と
呼
ば
れ
る
方
法
が
取
ら
れ
ま

し
た
。こ
の
技
法
は「
三み

ツつ

伐ぎ

り
」「
台だ
い

伐ぎ

り
」「
鼎
か
な
え

伐ぎ

り
」

と
い
っ
た
様
々
な
呼
称
も
あ
り
、「
三
ツ
緒
伐
り
」
の

名
も
定
着
し
た
の
は
比
較
的
近
年
の
こ
と
で
は
な
い

か
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

大
正
時
代
頃
か
ら
は
鋸
も
組
み
合
わ
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
昭
和
三
十
年
代
に
は
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
が
伐

採
の
主
役
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

「付知川に於ける材木伐出の沿革と繪解」より「付知川に於ける材木伐出の沿革と繪解」より
“伐採”（明治末頃の伐採のイメージ）“伐採”（明治末頃の伐採のイメージ）
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曽
国
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大
正
時
代
の
「
三
ツ
緒
伐
り
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の
様
子
を
見
る
こ
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国
有
林
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大
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様
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こ

と
が
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き
る
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