
　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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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
。

主
に
利
用
し
た
運
材
で
徐
々
に
川
の
本
流
ま
で
送
ら

れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
行
程
を
総
称
し
て
「
小
谷
狩
」

と
呼
び
ま

す
。

　
「
山
落
と

し
」
で
は
主

に
自
重
で
斜

面
を
滑
り
落

と
さ
れ
て
き

た
木
材
で
す

が
、
緩
勾
配

と
な
る
に
つ

れ
自
重
の
み

で
は
動
き
に

く
く
な
り
ま

す
の
で
「
小

谷
狩
」で
は
水
も
用
い
て
そ
の
浮
力
を
利
用
し
て
運
材

を
行
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、同
じ「
小
谷
狩
」と
呼
ば
れ
る
行
程
で
あ
っ

て
も
、
水
量
が
少
な
い
上
流
部
と
水
量
が
増
加
す
る

下
流
部
と
で
は
そ
の
様
相
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

上
流
部
で
の「
小
谷
狩
」の
風
景
は「
山
落
と
し
」と
よ

く
似
て
い
ま
す
。
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「
裏
木
曽
」そ
の
九

小こ
た
に
が
り

谷
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「
山
落
と
し
」（
第
四
十
四
回
参
照
）
で
斜
面
を
利
用

し
て
降
ろ
さ
れ
た
木
材
は
、
そ
の
後
、
谷
筋
を
水
を
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大正時代頃の木曽での小谷狩の様子（上流部）大正時代頃の木曽での小谷狩の様子（上流部）
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