
　 　1617　 　

吉
野
林
業
と
は　

　

５
０
０
年
前
、
室
町
時
代
に
川
上
村
で

植
林
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
が
吉
野
林
業
の

始
ま
り
で
も
あ
る
。
川
上
村
の
人
工
林
に

は
樹
齢
４
０
０
年
の
木
が
今
も
残
っ
て
い

る
。
現
在
で
も
村
の
面
積
の
95
％
が
山
林

で
、
そ
の
80
％
が
人
工
林
で
あ
る
。

　

明
治
期
に
入
っ
て
、
吉
野
林
業
の
中
興

の
祖
と
呼
ば
れ
る
土
倉
庄
三
郎
が
山
仕
事

の
基
礎
を
築
い
た
。
彼
が
監
修
し
た
『
吉

野
林
業
全
書
』
は
、
今
で
も
造
林
の
バ
イ

ブ
ル
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

吉
野
林
業
の
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
「
山や
ま

守も
り

制
度
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。

江
戸
末
期
に
始
ま
っ
た「
借
地
林
業
制
度
」

が
、
こ
の
制
度
の
前
身
で
あ
る
。
交
通
の

便
利
な
地
方
に
比
べ
木
材
生
産
の
利
益
が

低
く
、
ま
た
長
伐
期
施
業
が
特
徴
の
吉
野

で
は
、
山
林
所
有
者
が
衣
・
食
の
生
活
維

持
も
困
難
と
な
り
、
自
ら
の
生
活
を
守
る

た
め
山
林
を
村
外
の
資
本
家
に
貸
す
よ
う

に
な
っ
た
。
山
の
所
有
権
と
使
用
収
益
権

（
地
上
権
）
を
分
離
し
、
地
上
権
を
資
本

家
に
譲
渡
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
地
上
権

の
設
定
方
法
と
し
て
は
、
主
に
「
立
木
一

代
限
り
」
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
制
度
が
発
達
し
て
次
第
に
村
外
資

本
家
が
山
林
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
り
、

村
内
住
民
が
山
守
と
し
て
山
林
の
保
護
管

理
を
受
託
し
た
。
こ
れ
が
山
守
制
度
だ
。

山
守
の
職
務
は
山
林
の
保
護
管
理
か
ら
植

裁
、
手
入
れ
、
間
伐
等
の
労
務
及
び
資
材

の
調
達
、労
務
者
の
指
揮
管
理
ま
で
及
ぶ
。

辻
谷
さ
ん
は
、
親
戚
の
山
守
の
家
で
山
行

（
山
林
労
働
者
）
と
し
て
働
い
て
い
た
。

従
来
方
式
を
学
ぶ
中
で
辻
谷
さ
ん
が
編
み

出
し
た
作
業
内
容
は
、
以
下
で
あ
る
。

林
業
の
基
本
は
育
林

　

ま
ず
伐
採
し
た
山
地
に
農
業
同
様
に
土

地
を
拵
こ
し
ら
え
る
。
伐
採
時
に
切
り
落
と
し
た

枝
葉
や
雑
木
を
３
メ
ー
ト
ル
程
の
間
隔
で

等
高
線
に
沿
っ
て
積
み
上
げ
て
い
く
。
皆

伐
さ
れ
た
山
の
斜
面
に
縞
模
様
を
描
い
た

よ
う
に
見
え
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
秋
か

ら
冬
に
か
け
て
の
仕
事
で
あ
る
。

　

山
に
植
え
る
苗
は
、畑
に
種（
木
に
登
っ

て
取
る
）
を
播
き
、２
〜
３
年
育
て
る
（
吉

野
で
は
こ
の
実
生
苗
を
使
う
。
全
国
的
に

は
さ
し
木
苗
が
一
般
的
）。
大
量
の
苗
を

植
え
る
の
で
、
除
草
剤
の
な
い
時
代
は
草

引
き
が
大
変
だ
っ
た
。

　

春
分
の
頃
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
植
え
る

場
所
を
選
定
（
適
地
適
木
）
し
植
え
付
け

を
す
る
。
吉
野
で
は
「
ひ
と
ク
ワ
植
え
」

と
い
っ
て
、
ク
ワ
を
地
面
に
グ
サ
ッ
と
さ

し
て
起
こ
し
た
際
の
隙
間
に
、
背
負
っ
て

い
る
ザ
ッ
ク
か
ら
抜
い
た
苗
を
差
し
込
む

方
法
で
行
っ
て
い
る
。
そ
の
苗
を
１
ヘ
ク

タ
ー
ル
当
た
り
１
万
本
前
後
植
え
る
。
最

近
は
８
千
本
ほ
ど
に
減
っ
て
き
て
い
る

が
、
全
国
的
に
は
３
千
本
ほ
ど
だ
か
ら
そ

れ
で
も
２
倍
以
上
の
本
数
で
あ
る
。
こ
う

す
る
と
、
年
輪
の
詰
ま
っ
た
木
が
育
つ
ほ

か
、
根
元
か
ら
梢
ま
で
あ
ま
り
太
さ
が
変

わ
ら
な
く
て
真
っ
直
ぐ
な
幹
に
な
る
な

ど
、い
ろ
い
ろ
な
効
用
が
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
代
わ
り
、
間
伐
な
ど
世
話
も
密
に
行

わ
な
い
と
育
た
な
い
し
、長
伐
期
に
な
る
。

こ
れ
が
高
級
な
吉
野
材
の
元
だ
。

　

次
が
下
刈
り
（
下
草
刈
り
）。
苗
木
を

植
え
た
山
の
草
を
刈
る
仕
事
で
あ
る
。
苗

木
の
高
さ
は
30
〜
50
セ
ン
チ
ま
で
で
、
草

は
１
年
で
そ
れ
よ
り
高
く
伸
び
る
の
で
、

草
に
囲
ま
れ
て
む
せ
枯
れ
し
て
し
ま
い
日

光
も
当
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
６
月
か

ら
９
月
に
か
け
て
二
度
の
草
刈
り
を
３
年

ほ
ど
続
け
る
。
４
年
目
か
ら
７
年
目
に
か

け
て
年
１
回
、
８
年
目
か
ら
は
つ
る
切
り

（
ク
ズ
等
の
木
に
巻
き
つ
く
つ
る
植
物
は

幹
に
食
い
込
ん
で
木
の
生
長
を
止
め
て
し

ま
う
た
め
）
を
行
う
。
刈
っ
た
草
は
木
の

肥
料
に
な
る
。

　

そ
の
次
が
枝
打
ち
。
10
年
目
頃
か
ら
地

上
１
〜
１
・
５
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
細
い
枝

を
落
と
し
て
風
通
し
を
よ
く
す
る
（「
ひ

も
打
ち
」
と
い
う
）
と
同
時
に
生
長
の
悪

い
木
や
曲
が
っ
た
木
を
除
伐
す
る
。
そ
の

後
は
ヒ
ノ
キ
を
主
と
し
て
、
本
当
に
い
い

木
を
育
て
よ
う
と
す
れ
ば
、
植
え
付
け
後

数
年
か
ら
始
め
て
20
〜
35
年
間
、
必
要
に

応
じ
て
枝
打
ち
を
す
る
。
枝
打
ち
は
木
の

生
長
を
制
御
し
て
年
輪
を
詰
め
た
り
、
周

り
の
木
を
圧
迫
し
な
い
効
果
が
あ
り
、
材

に
し
た
と
き
に
節
が
出
な
い
の
で
材
の
値

段
が
上
が
る
。

　

打
ち
方
も
熟
練
が
い
る
。
う
ま
く
断
面

を
え
ぐ
る
よ
う
に
枝
を
落
と
さ
な
い
と
、

傷
口
が
な
か
な
か
ふ
さ
が
ら
な
い
。
切
り

口
が
５
円
玉
の
よ
う
に
見
え
る
の
が
よ
い

打
ち
方
で
あ
る
。
ま
た
、
ど
の
枝
ま
で
を

落
と
す
の
か
見
極
め
る
の
も
経
験
が
い

る
。
た
だ
し
、
枝
打
ち
は
本
来
ヒ
ノ
キ
だ

け
で
ス
ギ
は
行
わ
な
い
。
ス
ギ
は
下
の
枝

が
自
然
に
枯
れ
て
落
ち
る
（「
自
然
落
枝
」

と
い
う
）。

収
穫
と
出
材
の
工
夫

　

植
え
付
け
後
14
〜
15
年
で
間
伐
が
始
ま

る
。
こ
れ
に
は
、
保
育
間
伐
と
収
入
間
伐

が
あ
り
、
前
者
は
切
り
捨
て
で
、
残
っ
た

木
の
生
長
を
促
す
た
め
に
行
い
除
伐
と
も

い
う
。
後
者
の
収
入
間
伐
は
、
保
育
の
効

果
も
あ
る
が
切
っ
た
木
も
お
金
に
な
っ

た
。
た
だ
し
最
近
で
は
、
よ
ほ
ど
の
樹
齢

で
な
い
と
収
入
に
は
な
ら
な
い
。
昔
で
あ

れ
ば
、
10
年
前
後
の
木
は
建
築
現
場
の
足

場
丸
太
や
稲
を
干
す
竿
な
ど
の
利
用
価
値

が
あ
っ
た
。

　

最
後
に
主
伐
。
こ
れ
は
そ
の
林
地
の
木

を
全
部
収
穫
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
吉
野

な
ら
１
０
０
年
か
ら
１
２
０
年
後
の
仕

事
、
な
か
に
は
２
０
０
年
、
３
０
０
年
を

超
え
る
人
工
林
も
あ
る
。
他
の
林
地
で
あ

れ
ば
、
せ
い
ぜ
い
50
〜
60
年
、
な
か
に
は

30
年
を
伐
期
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う

だ
。
以
前
宮
崎
県
の
樹
齢
40
年
の
材
と
比

較
し
た
時
、
吉
野
の
樹
齢
80
年
と
同
じ
太

さ
で
あ
っ
た
。

　

最
近
は
伐
期
が
伸
び
る
傾
向
に
あ
り
、

複
層
林
施
業
（
樹
齢
の
違
う
木
を
混
ぜ
て

育
て
る
森
づ
く
り
の
こ
と
）
が
注
目
さ
れ

出
し
て
い
る
。

　

半
世
紀
前
ま
で
は
、
伐
採
後
す
ぐ
に
出

材
し
な
か
っ
た
た
め
、
皮
剥
き
や
葉
枯
ら

し
の
工
程
が
あ
っ
た
。
ス
ギ
は
皮
を
剥
い

て
４
〜
５
か
月
山
に
置
く
。
す
る
と
芯
材

が
赤
く
鮮
や
か
に
な
る
（
こ
れ
を
「
渋
抜

き
」
と
い
う
）。
山
で
乾
燥
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
材
を
軽
く
し
出
材
を
楽
に
す
る
、

製
材
後
の
寸
法
の
狂
い
を
少
な
く
す
る
な

ど
の
効
果
も
あ
る
。
ヒ
ノ
キ
な
ど
を
伐
っ

た
ま
ま
放
置
す
る
こ
と
を
葉
枯
ら
し
と
い

う
。
ヒ
ノ
キ
は
白
い
材
が
値
打
ち
な
の
で

皮
を
剥
か
な
い
。
水
分
が
少
な
い
の
で
１

か
月
く
ら
い
置
く
（
ヒ
ノ
キ
も
修
羅
（
注
）

な
ど
で
出
材
す
る
時
は
、
滑
ら
な
い
の
で

皮
を
剥
い
た
）。
剥
い
た
皮
も
昔
は
商
品

に
な
っ
た
。
い
ま
で
も
ヒ
ノ
キ
の
皮
は
檜ひ

皮わ
だ

と
言
っ
て
神
社
仏
閣
の
屋
根
に
使
う

が
、
ス
ギ
の
皮
も
屋
根
材
に
な
っ
た
。
そ

の
皮
を
剥
ぐ
の
も
技
術
が
い
っ
た
。
１
・

８
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
に
き
れ
い
に
切
り
込

み
を
入
れ
て
、
ア
オ
キ
の
木
で
作
っ
た
道

具
で
う
ま
く
剥
い
で
い
く
。
大
木
に
な
る

と
皮
も
１
〜
２
セ
ン
チ
の
厚
み
が
あ
り
、

幹
に
傷
を
つ
け
ず
に
皮
を
剥
ぐ
の
に
切
込

み
を
入
れ
て
切
る
が
、
名
人
は
何
も
印
を

入
れ
ず
に
ぴ
た
っ
と
切
り
込
み
が
幹
を
一

周
し
た
。

　

か
っ
て
集
材
と
出
材
は
木
馬
や
修
羅
、

筏
流
し
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
は
架
線
と
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
集
材
、
車
に
よ
る
出
材
が
主

流
に
な
っ
て
い
る
。
次
回
は
昔
の
集
材
と

出
材
方
法
、
山
の
自
然
の
中
の
生
活
の
知

恵
に
つ
い
て
、
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
に

す
る
。　　
　
　
（
取
材
・
文　

大
浦
悦
子
）

参
考
：
辻
谷
達
雄
著
『
山
が
学
校
だ
っ
た
』

〜 

そ
の
１  
吉
野
林
業
の
実
際 

〜 

森
の
達
人
、
辻
谷
達
雄
さ
ん
に
聞
く

川
上
村
在
住
の
林
業
家
、
辻
谷
達
雄
さ
ん
は
81
歳
の
高
齢
で
あ
る
。
山
の
自
然
の
素
晴
ら
し
さ
や
山
仕
事

に
つ
い
て
伝
え
た
い
こ
と
が
山
ほ
ど
あ
り
、そ
の
思
い
は
年
を
経
る
ご
と
に
強
く
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。

2
0
0
2
年
か
ら
２
０
１
１
年
ま
で
川
上
村
に
お
い
て
「
森
と
水
の
源
流
館
」
の
館
長
と
し
て
活
動
を

続
け
ら
れ
て
き
た
。
特
に
都
市
部
の
人
た
ち
に
毎
月
１
度
、
野
外
活
動
を
通
じ
て
山
の
素
晴
ら
し
さ
を
体

験
し
て
も
ら
う
「
達
ち
ゃ
ん
ク
ラ
ブ
」
で
は
、
多
く
の
参
加
者
が
山
の
暮
ら
し
を
学
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
活

動
に
対
し
て
、
２
０
０
９
年
に
は
国
土
緑
化
推
進
機
構
が
認
定
し
て
い
る
「
森
の
名
手
・
名
人
」
に
選
ば

れ
た
。
ま
た
、
辻
谷
さ
ん
の
活
動
は
広
く
紹
介
さ
れ
、
最
近
で
は
、
毎
日
新
聞
奈
良
版
に
「
木
の
文
明
と

水
源
」
を
テ
ー
マ
に
掲
載
さ
れ
た
そ
う
だ
。

辻谷達雄さん

山に苗を植える

下草苅り

枝打ち

間伐

主伐

【注】修羅とは、材木を並べてその上を滑らせ　　
　て伐材を一か所に集める手法。


