
写真1　現在と過去の山の景観の違い（長野県塩尻市奈良井）
明治期には集落（奈良井宿）の山側に草地が広がっていた。
現在はその草地は全て森林（主にカラマツ）となっている。
a) 明治43（1910 ）年刊『木曽の錦－写真百景－』坂野悦治郎撮影より。
b) 平成24（2012 ）年4月28日撮影。
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特集 木を使って守る生物多様性
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写真2　正保の信濃国絵図（上田市立博物館蔵）の松本城付近（現在の長野県松本市）
正保四（1647）年に幕府に提出された国絵図の写しと考えられている。写真の
下部の四角は松本城を示している。薄墨で着色された山は草山、柴山と考えら
れる。森林を示す記号は社寺の周辺に描かれる。国絵図と同時に作成された郷
帳には、松本城周辺の山持ち村の多くが草山、柴山と記載されている。
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「
日
本
は
世
界
有
数
の
森
の
国
で
あ
る
」と
聞
く
と
、そ
の

通
り
だ
と
う
な
ず
く
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し
ょ
う
。現
在
、森
林

は
日
本
の
国
土
面
積
の
7
割
ほ
ど
を
占
め
て
い
ま
す
。実
際

に
山
に
目
を
向
け
て
み
て
も
、そ
の
山
肌
は
多
く
の
木
々
に

覆
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
た
め
、日
本
が
森
の
国
で
あ
る
の
は

当
然
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。そ
れ
で
は
、江
戸
時
代
に
は

集
落
周
辺
の
山
の
5
割
以
上
が
草
地
だ
っ
た
、と
聞
く
と
、

ど
う
で
し
ょ
う
か
。現
在
の
状
況
か
ら
考
え
る
と
、に
わ
か
に

は
信
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、江
戸
時
代
以

降
の
林
野
利
用
の
変
遷
を
紐
解
い
て
み
る
と
、過
去
に
草
地

が
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、ほ
ん
の
半
世

紀
前
ま
で
そ
う
し
た
景
観
が
続
い
て
い
た
の
で
す
。で
は
、写

真
1
の
よ
う
な
現
在
と
過
去
の
景
観
の
違
い
は
何
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
答
え
は
、私
た
ち
の
暮
ら
し
が
過
去
と
は
変
わ
っ
た

こ
と
に
あ
り
ま
す
。現
在
の
暮
ら
し
は
化
石
資
源
に
強
く
依

存
し
、多
く
の
も
の
を
海
外
か
ら
輸
入
し
て
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。一
方
、か
つ
て
の
暮
ら
し
は
、衣
食
住
の
ほ
と
ん
ど
を
植

物
資
源
に
依
存
し
て
い
ま
し
た
。鎖
国
政
策
の
中
、人
口
が
急

増
し
た
江
戸
時
代
に
は
、植
物
資
源
は
限
界
に
近
い
と
こ
ろ

ま
で
利
用
さ
れ
ま
し
た
。城
や
城
下
町
の
建
設
の
た
め
に
森

林
は
伐
採
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、増
え
た
人
口
を
支
え
る
食
糧

を
増
産
す
る
た
め
、農
地
は
拡
大
さ
れ
、農
地
の
肥
料
と
な

る
草
や
灌
木
を
得
る
た
め
の
草
地
も
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。江

戸
時
代
初
期
の
時
点
で
集
落
周
辺
の
山
の
3
～
7
割
が
草

山
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す（
写
真
2
）。明
治
時
代
に
な
る

と
、化
学
肥
料
の
使
用
増
加
、野
焼
き
の
抑
制
な
ど
に
よ
り
、

草
山
へ
の
植
林
が
進
み
ま
し
た
。一
方
、近
代
化
を
目
指
す
殖

産
興
業
政
策
に
よ
り
、土
木・
建
築・
燃
料
用
材
と
し
て
森
林

は
次
々
と
伐
採
さ
れ
ま
し
た
。つ
ま
り
、地
目
が
山
林
に
区
分

さ
れ
た
地
域
に
無
立
木
地
や
新
植
地
と
い
っ
た
草
原
的
な
景

観
が
広
が
っ
た
の
で
す
。そ
の
後
の
度
重
な
る
戦
争
、第
二
次

世
界
大
戦
後
の
復
興
期
ま
で
、林
野
は
過
剰
に
利
用
さ
れ
続

け
ま
し
た
。過
剰
な
利
用
は
、森
林
や
草
地
の
裸
地
化
を
引

き
起
こ
し
ま
し
た
。裸
地
は
土
砂
災
害
の
発
生
要
因
と
な
っ

た
た
め
、江
戸
時
代
に
は
幕
府
や
藩
が
、明
治
時
代
以
降
は

政
府
が
主
体
と
な
っ
て
、資
源
の
利
用
抑
制
や
植
林
な
ど
の

対
策
を
取
り
ま
し
た
。こ
う
し
て
、山
に
は
人
の
利
用
の
仕
方

に
従
っ
て
、森
林
、草
地
、裸
地
と
い
う
多
様
な
環
境
が
作
り

出
さ
れ
た
の
で
す
。

　
一
方
、画
一
的
と
も
見
え
る
木
々
に
覆
わ
れ
た
現
在
の
山

の
景
観
は
、過
去
と
は
逆
に
人
が
植
物
資
源
を
使
わ
な
い
こ

と
で
作
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。生
物
多
様
性
に
富
み
、災
害

の
起
き
に
く
い
山
を
作
っ
て
い
く
た
め
に
、先
人
た
ち
の
経

験
を
踏
ま
え
た
上
で
、適
度
に
草
地
や
裸
地
が
混
ざ
っ
た
多

様
な
環
境
か
ら
構
成
さ
れ
る
森
林
へ
と
誘
導
す
る
方
法
を

考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
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