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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
。

「
裏
木
曽
」そ
の
八

サ
デ
・
シ
ュ
ラ
・
臼う
す

　

林
業
が
機
械
化
さ
れ
る
以
前
、
木
曽
や
飛
騨
の
山

中
か
ら
沢
や
川
ま
で
木
材
を
運
ん
で
く
る
行
程
は
総

称
し
て「
山
落
と
し
」と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
行

程
で
丸
太
を
一
本
ず
つ
全
て
人
力
で
引
っ
張
る
と
な

れ
ば
大
変
な
労
力
と
な
り
ま
す
の
で
、
随
所
で
山
の

斜
面
を
利
用
し
て
滑
り
降
ろ
す
工
夫
が
な
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
中
で
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
運
材
施
設

に
サ
デ
や
シ
ュ
ラ
、
臼
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。

　

サ
デ
は
山
の
斜
面
で
木
材
を
滑
り
台
の
よ
う
な
仕

組
み
で
降
ろ
す
通
路
で
す
。
板
を
敷
き
、
木
材
が
脇

へ
落
ち
な
い
た
め
に
丸
太
を
両
側
に
縛
り
付
け
た「
野の

良ら

サ
デ
」が
特
に
使
わ
れ
、
こ
の
他
に
木
の
枝
を
積
ん

だ
道
に
土
を
被
せ
た
「
も
っ
こ
サ
デ
」、
ヒ
ノ
キ
の
枝

や
竹
で
滑
走
面
を
編
ん
だ
「
丹た

ん
ば波
サ
デ
」
な
ど
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
傾
斜
や
材
料
が
入
手
可
能
か
に

よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

シ
ュ
ラ
（
ス
ラ
と
も
）
も
同
じ
目
的
の
木
材
を
滑
り

降
ろ
す
運
材
施
設
で
す
が
、
丸
太
や
角
材
を
並
べ
て

中
央
に
凹
面
の
通
路
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
長

大
正
時
代
頃
の
飛
騨
で
の
運
材
施
設
。
出
発
点
と
終
着
点
で
木
材

大
正
時
代
頃
の
飛
騨
で
の
運
材
施
設
。
出
発
点
と
終
着
点
で
木
材

が
集
積
さ
れ
て
い
る
の
が
「
ま
や
」（
第
四
十
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回
参
照
）、
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上
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丸
太
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る
通
路
が
「
シ
ュ
ラ
」、
直
線
状

の
滑
り
台
状
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通
路
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方
向
転
換
部
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「
臼
」

の
滑
り
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状
の
通
路
が
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デ
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方
向
転
換
部
分
が
「
臼
」

大正時代初め頃の「サデ」（野良サデ）のイメージ大正時代初め頃の「サデ」（野良サデ）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）

「サデ」の構造図「サデ」の構造図
（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）（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）
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小
渋
川
治
山
事
業
所
で

は
、
長
野
県
下し
も
い
な
ぐ
ん

伊
那
郡

大お
お
し
か
む
ら

鹿
村
を
事
業
地
と
し
て
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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
。

め
の
直
線
を
形
成
す
る
こ
と
が
多
い
サ
デ
よ
り
も
融

通
が
利
く
の
で
短
距
離
部
分
、
緩
勾
配
部
分
、
関
節

部
分
な
ど
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

現
実
の
山
の
地
形
は
複
雑
で
険
し
い
も
の
で
あ
り
、

直
線
的
な
通
路
だ
け
で
木
材
を
降
ろ
し
切
る
こ
と
は

出
来
ま
せ
ん
。
緩
や
か
な
曲
線
路
を
形
成
し
て
方
向

を
調
整
し
ま
す
が
、
や
む
を
得
ず
急
角
度
の
方
向
転

換
が
必
要
な
箇
所
に
は
「
臼
」
呼
ば
れ
る
施
設
が
造
ら

れ
ま
す
。「
臼
」
は
滑
り
落
ち
て
き
た
木
材
の
衝
撃
を

木
の
皮
や
木
屑
、
枝
、
土
な
ど
を
積
み
上
げ
た
箇
所

で
受
け
止
め
、
減
速
し
て
方
向
転
換
を
さ
せ
る
も
の

で
す
。
し
か
し
こ
れ
は
か
な
り
乱
暴
な
方
法
で
あ
り
、

木
材
の
損
傷
も
心
配
さ
れ
た
た
め
、
な
る
べ
く
な
ら

造
ら
な
い
ほ
う
が
良
い
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
「
臼
」
の
こ
の
弱
点
を
改
良
し
た
も
の
と
し
て
、
大

正
時
代
初
期
に「
逆
勾
配
転
換
路
」と
い
う
施
設
も
開

発
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
施
設
は
一
見
、
あ
く
ま
で
人
力
で
造
ら

れ
る
原
始
的
な
も
の
に
も
見
え
ま
す
が
、
必
要
な
材

料
の
吟
味
、
組
み
立
て
な
ど
、
代
々
引
き
継
が
れ
て

き
た
経
験
・
熟
練
の
技
と
相
当
の
労
働
力
が
つ
ぎ
込

ま
れ
て
い
る
も
の
で
し
た
。
当
時
、
こ
れ
ら
の
運
材

施
設
は
設
計
図
な
ど
無
し
で
経
験
と
勘
で
造
ら
れ
て

い
た
そ
う
で
す
が
、
実
際
に
木
を
伐
採
す
る
以
前
か

ら
建
設
に
必
要
な
木
材
や
材
料
の
入
手
方
法
も
視
野

に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
な
お
、
運
材
施
設

に
用
い
ら
れ
た
木
材
も
そ
の
ま
ま
山
中
に
放
置
さ
れ

る
訳
で
は
な
く
、
そ
の
地
区
で
の
伐
木
運
材
が
終
了

す
れ
ば
上
の
ほ
う
か
ら
順
に
崩
さ
れ
、
下
に
送
ら
れ

て
い
き
ま
し
た
。

　

裏
木
曽
で
の
こ
れ
ら
「
山
落
と
し
」
の
運
材
作
業
は

時
代
に
よ
る
変
化
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
お
い
て
は
春
か
ら
夏
に

か
け
て
の
伐
採
作
業
が
終
わ
っ
た
後
、
秋
か
ら
冬
に

か
け
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
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（
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大
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岐
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撮
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大正時代初め頃の裏木曽での「臼」のイメージ大正時代初め頃の裏木曽での「臼」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）

大正時代初め頃に現在の岐阜県下呂市小坂町で大正時代初め頃に現在の岐阜県下呂市小坂町で
撮影された「逆勾配転換路」撮影された「逆勾配転換路」

逆勾配を利用して降りてきた木材を減速させるのが狙い逆勾配を利用して降りてきた木材を減速させるのが狙い

（
下
図
）
大
正
時
代
初
め
頃
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木
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で
の
「
シ
ュ
ラ
」
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よ
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伐
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