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秘
蔵
写
真

　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
。

第 246号 令和６年９月

「
裏
木
曽
」そ
の
五

造
材
と
検
尺

　

伐
採
さ
れ
た
木
を
丸
太
に
加
工
す
る
の
が
「
造
材
」

で
す
が
、
斧
で
伐
採
し
て
い
た
頃
の
木
曽
・
裏
木
曽

で
は
木
の
皮
を
剥
き
丸
太
の
両
端
を
斧
で
削
り
丸
め

る
こ
と
が
し
ば
し
行
わ
れ
ま
し
た
。こ
の「
す
り
こ
ぎ
」

状
に
丸
め
ら
れ
た
部
分
を「
頭と

巾き
ん
」と
呼
び
ま
す
。
こ

れ
は
斜
面
を
お
ろ
す
・
川
に
流
す
な
ど
の
運
材
の
際

の
木
材
の
割
れ
を
軽
減
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
木
材
と
し
て
使
え
る
部

分
が
減
る
訳
で
す
か
ら
、
後
の
時
代
に
は
行
わ
れ
な

く
な
り
ま
し
た
。
皮
も
時
代
や
樹
種
に
よ
っ
て
剥
か

な
い
場
合
が
あ
り
ま
し
た
。

　

造
材
さ
れ
た
丸
太
は
そ
の
本
数
、
樹
種
、
寸
法
等

を
確
認
・
記
録
す
る
た
め
検け

ん

尺じ
ゃ
く（

検
知
）を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
検
尺
は
代
人
（
旦
那
）
と
呼
ば
れ
る

ま
と
め
役
・
指
導
員
を
中
心
に
行
い
ま
す
。
伐
木
造

材
し
た
出
来
高
で
賃
金
が
左
右
さ
れ
た
時
代
で
し
た

の
で
検
尺
は
厳
格
さ
を
要
求
さ
れ
る
も
の
で
し
た
。

　

検
尺
の
際
に
は
代
人
と「
鶯
う
ぐ
い
す

採と

り
」と
も
呼
ば
れ
る

記
帳
役
、
実
際
に
そ
の
山
で
作
業
し
た
杣そ
ま

（
伐
採
夫
）

数
人
が
立
会
い
ま
す
。
代
人
が
丸
太
を
一
本
ご
と
に

調
べ
る
た
び
に
大
き
な
声
で
呼
び
上
げ
、
こ
れ
を
記

帳
役
が
復
唱
し
「
う
ぐ
い
す
」
と
も
呼
ば
れ
た
検
知
紙

に
記
帳
し
ま
す
。
こ
の
大
き
な
声
で
呼
び
上
げ
、
復

唱
す
る
声
が
山
々
に
こ
だ
ま
す
る
検
尺
の
風
景
か
ら

「
う
ぐ
い
す
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

昭和20年代頃、昭和20年代頃、
現在の東濃森林管理署付知裏木曽国有林での造材の様子現在の東濃森林管理署付知裏木曽国有林での造材の様子

切判を掘るノミの時代による変遷切判を掘るノミの時代による変遷
（「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）

検知を記録する紙は検知を記録する紙は
うぐいす・ ウグイス帳などとも呼ばれたうぐいす・ ウグイス帳などとも呼ばれた

（大正5年帝室林野管理局発行（大正5年帝室林野管理局発行
「木曾御料林之造材運材」より）「木曾御料林之造材運材」より）
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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
。

令和６年９月 第 246号
　

ま
た
検
尺
の
際
に
は
「
切き
り
は
ん判
」
と
呼
ば
れ
る
記
号
が

ノ
ミ
で
刻
ま
れ
、
墨
を
入
れ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
バ

ラ
バ
ラ
に
川
に
流
さ
れ
る
な
ど
し
た
後
で
も
、
い
つ
、

ど
こ
か
ら
出
材
さ
れ
た
丸
太
で
あ
る
の
か
判
別
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
切
判
で
刻
ま
れ

る
の
は
伐
採
し
た
事
業
所
、
伐
採
年
度
、
樹
種
、
杣

看
板
（
ど
の
杣
の
組
が
伐
採
し
た
の
か
の
印
）
と
い
っ

た
情
報
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば「
ク
ナ
」は
宮
内
省
帝

室
林
野
管
理
局
の
付
知
（
中
津
川
）
出
張
所
の
木
材
で

あ
る
こ
と
、「
ヒ
」
は
ヒ
ノ
キ
、「
二
」
は
大
正
二
年
の

伐
採
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
切
判
は
江
戸

時
代
か
ら
あ
る
慣
習
で
し
た
が
、
時
代
が
経
つ
に
連

れ
て
イ
ン
ク
を
付
け
た
ハ
ン
マ
ー
で
刻
印
を
打
つ
な

ど
の
作
業
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　

現
代
で
も
神
宮
（
伊
勢
）
の
式
年
遷
宮
関
連
行
事
な

ど
に
お
い
て
、
切
判
の
流
れ
を
く
む
印
が
御
神
木
に

刻
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

昭和20年代頃、現在の東濃森林管理署付知裏木曽国有林にて昭和20年代頃、現在の東濃森林管理署付知裏木曽国有林にて
切判を刻む風景切判を刻む風景

大
正
時
代
初
期
頃
の
裏
木
曽
で
の
検
尺
の
イ
メ
ー
ジ

大
正
時
代
初
期
頃
の
裏
木
曽
で
の
検
尺
の
イ
メ
ー
ジ

（「
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
）
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