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は
し
が
き

我
が
国
は
、
国
土
の
約
三
分
の
二
が
森
林
で
占
め
ら
れ
て
い
る
森
林
国
で
あ
る
。
こ
れ
ら
森
林
は
、
木
材
を
は
じ
め
と
す
る
林

産
物
を
供
給
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
水
資
源
を
蓄
え
た
り
土
砂
災
害
を
防
止
し
た
り
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近

年
は
森
林
を
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
利
用
し
た
り
、
森
林
の
恵
み
を
再
認
識
す
る
機
会
を
設
け
た
り
す
る
な
ど
、
我
が

国
固
有
の
「
木
」
の
文
化
を
継
承
し
な
が
ら
、
森
林
の
新
た
な
活
用
方
法
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
も
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
森
林
の
役
割
や
文
化
の
継
承
を
考
え
る
と
き
、
森
林
と
人
び
と
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
や
、
そ
の
な
か
で
人
び
と
が

営
ん
で
き
た
暮
ら
し
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
議
論
の
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

当
研
究
所
で
は
、
こ
れ
ら
森
林
と
人
び
と
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
全
国
各
地
の
行
政

機
関
や
史
料
保
存
機
関
、
さ
ら
に
は
山
間
地
域
の
旧
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
の
整
理
・
保
存
活
動
や
、
写
真
撮
影
に
よ
る
史

料
の
収
集
を
実
施
し
て
き
た
。
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
そ
の
成
果
と
し
て
、
平
成
三
〇
年（
二
〇
一
八
）度
よ
り
実
施
し
て
い
る
岐
阜
県

中
津
川
市
加
子
母
の
内
木
哲
朗
氏
所
蔵
文
書
の
調
査
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
江
戸
時
代
の
森
林
管
理
の
あ
り
方
や
、
地
域
に
暮
ら

す
人
び
と
の
生
活
の
様
相
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

内
木
家
は
江
戸
時
代
に
尾
張
藩
の
「
御
山
守
」
を
代
々
務
め
て
き
た
家
で
、日
記
を
は
じ
め
と
す
る
三
万
点
に
お
よ
ぶ
史
料
が
、

今
な
お
同
家
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
シ
リ
ー
ズ
八
冊
目
と
な
る
本
冊
で
は
、『
明
治
維
新
と
加
子
母
の
森
林
』
と
題
し
て
、
明
治

維
新
後
の
森
林
を
め
ぐ
る
濃
州
三
ヶ
村
の
動
向
と
御
山
守
内
木
家
の
変
化
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
江
戸
幕
府
の
支
配
体
制
が
崩
壊



し
、
明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
に
入
る
と
、
村
々
は
新
た
な
体
制
へ
の
変
化
に
迫
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
、
加
子
母
村
を
は

じ
め
と
す
る
村
々
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
近
代
の
森
林
管
理
秩
序
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
そ
し
て
か
つ
て
御
山
守
だ
っ

た
内
木
家
は
そ
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
く
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
内
木
家
所
蔵
の
古
文
書
の
み
な
ら

ず
、
加
子
母
総
合
事
務
所
所
蔵
の
公
文
書
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

な
お
本
シ
リ
ー
ズ
の
執
筆
は
、
当
研
究
所
の
若
手
研
究
者
や
特
任
研
究
員
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
史
料
調
査
や
教
育
普
及
活
動

に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
研
究
者
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
末
筆
な
が
ら
執
筆
者
各
位
と
と
も
に
、
調
査
等
で
い
つ
も
格
別
な
ご
配

慮
を
賜
っ
て
い
る
史
料
所
蔵
者
の
内
木
哲
朗
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

令
和
六
年
三
月

徳
川
林
政
史
研
究
所　
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プ
ロ
ロ
ー
グ
│
廃
藩
置
県
と
森
林
の
所
属

藩
か
ら
県
へ

明
治
維
新
に
と
も
な
っ
て
、
旧
来
の
幕ば

く

藩は
ん

体た
い

制せ
い

下
で
の
御ご

料り
ょ
う（

幕
領
）・
私し

領り
ょ
う（

大
名
領
・
旗
本
領
）・

寺
社
領
を
中
心
と
し
た
所し

ょ

領り
ょ
う

支
配
の
仕
組
み
は
、
大
き
く
改
変
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

新
政
府
は
、
戊ぼ

辰し
ん

戦
争
の
過
程
で
次
々
と
幕
府
直ち

ょ
っ

轄か
つ

地ち

の
接
収
を
進
め
、
平
定
し
た
旧
幕
領

を
治お

さ

め
る
た
め
に
、
大
坂
・
兵
庫
・
京
都
・
大
津
・
長
崎
・
横
浜
・
佐
渡
・
笠
松
・
三
河
な
ど
全

国
に
一
二
の
市し

政せ
い

裁さ
い

判ば
ん

所し
ょ

を
設
け
、
従
来
の
遠お

ん

国ご
く

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

所し
ょ

や
代
官
所
の
機
能
を
引
き
継
い
で
、

当と
う

座ざ

の
行
政
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
慶
応
四
年（
一
八
六
八
・
明
治
元
年
）閏
う
る
う

四
月
二
一
日
に
発
布
さ
れ
た
政せ

い

体た
い

書し
ょ

に
基
づ
い

て
府ふ

藩は
ん

県け
ん

三さ
ん

治ち

制せ
い

が
施
行
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
市
政
裁
判
所
は
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
設
置
さ
れ

た
府
や
県（
い
わ
ゆ
る
直
ち
ょ
っ

轄か
つ

県け
ん

）に
行
政
機
能
が
移
さ
れ
ま
す
。
旧
旗
本
領
や
寺
社
領
な
ど
は
、
こ
う

し
た
府
・
県
に
順
次
編
入
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
大
名
領
に
関
し
て
は
旧
来
の
藩
組
織
が
温お

ん

存ぞ
ん

さ
れ
、
藩
主（
大
名
）は
政
府
か
ら
統
治
を
命
ぜ
ら
れ
た
知ち

藩は
ん

事じ
（
藩
知
事
と
も
い
い
ま
す
）と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
、
主し

ゅ

従じ
ゅ
う

制せ
い

に
基
づ
く
藩
士
た
ち
へ
の
影
響
力
や
領
地
・
領
民
へ
の
支
配

力
な
ど
は
依い

然ぜ
ん

と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
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そ
こ
で
、
翌
明
治
二
年（
一
八
六
九
）正
月
、
薩
摩
・
長
州
な
ど
四
藩
が
、
領
地（
版は
ん

図と

）と
領
民（
戸

籍
）を
天
皇
へ
返
上
す
る
版は

ん

籍せ
き

奉ほ
う

還か
ん

を
建
白
し
ま
し
た
。
そ
の
後
は
他
藩
も
こ
れ
に
な
ら
い
、
藩
は

天
皇
を
頂
点
と
す
る
新
政
府
の
行
政
機
関
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

政
府
の
藩
統
制
は
そ
の
後
も
続
き
、
同
四
年
七
月
に
は
廃は

い

藩は
ん

置ち

県け
ん

を
断
行
し
て
、
旧
大
名
で

あ
っ
た
知
藩
事
を
失
職
さ
せ
て
東
京
移
住
を
命
じ
、
新
た
に
置
か
れ
た
県
に
は
旧
藩
と
は
無
関
係

の
中
央
政
府
の
役
人
で
あ
る
県
令
を
派
遣
し
て
統
治
さ
せ
る
仕
組
み
を
整
え
ま
し
た
。

廃
藩
置
県
の
当
初
は
、
藩
を
そ
の
ま
ま
県
に
置
き
換か

え
た
た
め
、
そ
の
数
は
三
府
三
〇
二
県
に

及
び
、
ま
た
飛と

び

地ち

も
非
常
に
多
く
存
在
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
政
府
は
、
各
府
県
を
一
円
的
な
領
域

に
改
め
る
た
め
、
同
年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
三
府
七
二
県
に
ま
で
県
の
統
廃
合
を
進

め
、
さ
ら
に
そ
の
後
も
数
度
に
わ
た
っ
て
統
合
を
続
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
九
年
に
は
、
四

月
と
八
月
に
大
規
模
な
県
の
合
併
を
お
こ
な
い
、
そ
の
数
は
三
府
三
五
県
と
な
り
ま
し
た
が
、
今

度
は
逆
に
県
域
が
大
き
く
な
り
過
ぎ
た
な
ど
の
理
由
で
県
の
分
割
が
実
施
さ
れ
、
明
治
二
二
年
に

三
府
四
三
県（
北
海
道
を
除
く
）と
な
っ
て
一
応
の
収

し
ゅ
う

束そ
く

を
み
ま
す
。

こ
の
間
に
、
諸
藩
の
直

ち
ょ
っ

轄か
つ

林り
ん

に
も
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治
二
年
の
版
籍
奉
還
に
と

も
な
っ
て
、
同
年
七
月
、
政
府
は
各
藩
の
直
轄
林
を
「
官か

ん

林り
ん

」
へ
編
入
す
る
旨
を
通
達
し
、
こ
れ

ら
を
政
府
の
も
と
に
帰き

属ぞ
く

す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ま
し
た
。
ま
た
、
寺
社
領
の
一
部
に
組
み
込
ま

れ
て
い
た
森
林
も
、
明
治
四
年
に
政
府
へ
の
上

じ
ょ
う

地ち

を
命
じ
ら
れ
、
官
林
と
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
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こ
の
と
き
に
は
官
林
を
直
接
管
理
す
る
役
所
な
ど
は
置
か
れ
ず
、
府
県
に
管
理
を
委ゆ

だ

ね
る
形
式
を

と
り
ま
し
た
。

県
域
の
変
更
と
三
浦
山
の
帰
属

図1　旧尾張藩が支配していた木曽地域〔本木曽と裏木曽〕
　　　　（徳川林政史研究所収集絵図36を加工引用）

こ
の
よ
う
に
、
行
政
区
画
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
り
、
森
林
の
位

置
づ
け
も
変
化
し
て
い
く
な
か
で
、
尾
張
藩
領
「
濃
州
三
ヶ
村
」
の

直
轄
林
を
管
理
し
て
い
た
御
山
守
の
内
木
家
の
立
場
や
、
管
轄
し
て

い
た
森
林
の
帰き

属ぞ
く

に
も
、
二
つ
の
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
第
一
は
、
県
域
の
変
更
に
と
も
な
う
三み

浦う
れ

山や
ま

の
管
理
権
限
の

問
題
で
す
。
信
濃
国
に
属
す
る
「
本も

と

木き

曽そ

」
と
美
濃
国
の
「
裏う

ら

木き

曽そ

」（
濃の
う

州し
ゅ
う

三
ヶ
村
）は
、
元げ

ん

和な

元
年（
一
六
一
五
）に
徳
川
家
康
が
九
男

の
徳
川
義よ

し

直な
お

に
譲
り
渡
し
て
以
来
、
一
貫
し
て
尾
張
藩
領
で
し
た
。

〔
図
1
〕
に
示
し
た
太
線（
国
境
）を
ま
た
い
だ
両
側
が
所
領
だ
っ
た

の
で
す
。
三
浦
山
は
信
濃
国
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
が
、
峻

し
ゅ
ん

険け
ん

な
地

形
で
道
筋
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
信
州
側
か
ら
は
入

に
ゅ
う

山ざ
ん

で
き
ず
、
濃
州
側
に
あ
る
加か

子し

母も

村
の
小お

郷ご

か
ら
の
道
筋
を
利
用
し

て
入
山
し
て
い
ま
し
た
。
加
子
母
村
の
内
木
家
が
「
三
浦
・
三
ヶ
村
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御
山
守
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
も
、
尾
張
藩
が
こ
の
よ
う
な
入
山
の
利
便
性
と
い
う
点
を
考
慮
し
た

た
め
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
加
子
母
村
も
尾
張
藩
領
だ
っ
た
の
で
、
三
浦
山
と

加
子
母
村
の
所
属
す
る
国
が
違
っ
て
も
、
何
の
支
障
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
廃
藩
置

県
に
よ
っ
て
名
古
屋
藩（
版
籍
奉
還
以
降
の
尾
張
藩
の
名
称
）が
解
体
さ
れ
、
新
し
い
県
が
生
ま
れ
る

と
、
三
浦
山
と
加
子
母
村
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
県
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
点
を
〔
図

2
〕
を
参
考
に
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

三
浦
山
は
、
明
治
四
年
一
一
月
に
新
し
く
で
き
た
「
筑ち

く

摩ま

県け
ん

」
に
編
入
さ
れ
ま
し
た
。
筑
摩
県

は
、
信
濃
国
内
の
旧
幕
領
・
旧
旗
本
領
な
ど
か
ら
な
る
伊い

那な

県
、
旧
大
名
領
で
あ
っ
た
松
本
・
飯

田
・
高た

か

遠と
お

・
高
島
の
各
県
、
そ
れ
に
名
古
屋
県
の
う
ち
の
木き

曽そ

地
方
、
さ
ら
に
は
旧
飛ひ

驒だ

幕
領
の

図2　県域の変更と三浦山
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高
山
県
を
も
含
め
て
構
成
さ
れ
た
県
で
す
。

一
方
、
加
子
母
村
を
は
じ
め
と
す
る
濃
州
三
ヶ
村
は
、
旧
美
濃
国
内
の
直
轄
県
で
あ
っ
た
笠
松

県
と
廃
藩
置
県
で
で
き
た
今
尾
・
岩
村
・
大
垣
・
加
納
・
郡ぐ

上じ
ょ
う・

高
富
・
苗
木
・
野
村
の
各
県
が

合
併
し
た
「
岐
阜
県
」
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

南
信
地
方
と
飛
驒
国
を
組
み
合
わ
せ
た
筑
摩
県
、
ほ
ぼ
美
濃
一
国
か
ら
な
る
岐
阜
県
と
い
う
県け

ん

域い
き

編へ
ん

成せ
い

は
、
全
国
そ
れ
ぞ
れ
の
県
の
石こ

く

高だ
か

を
で
き
る
だ
け
均
等
に
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
と
ら
れ

た
措
置
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。『
岐
阜
県
史
』
通
史
編（
近
代 

上
）の
記
述
に
よ
れ
ば
、
明

治
四
年
一
一
月
の
府
県
統
廃
合
に
際
し
て
は
、
な
る
べ
く
同
等
の
行
政
区
画
を
生
み
出
す
配
慮
が

み
ら
れ
た
と
い
い
、
い
く
つ
か
の
例
外
は
あ
り
ま
す
が
、
平
均
し
て
一
県
あ
た
り
四
四
万
石
程
度

の
規
模
で
県
域
を
構
成
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
と
き
の
岐
阜
県（
美
濃
国
）の
石
高
は
七
三
万
石
で
、
平
均
の
四
四
万
石
を
大
き
く
上
回
っ

て
い
ま
し
た
。
一
方
の
信
濃
国
で
は
、
北
信
地
方
の
長
野
県
が
四
五
万
石
で
し
た
。
筑
摩
県
は
南

信
地
方
と
飛
驒
国
を
合
わ
せ
て
三
八
万
石
だ
っ
た
の
で
、
生
活
や
生
産
の
実
態
を
無
視
す
れ
ば
、

こ
の
二
つ
を
空
間
的
に
一
つ
に
ま
と
め
て
し
ま
う
こ
と
は
、
石
高
の
均
等
化
の
う
え
で
好
都
合

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
そ
の
後
、
政
府
は
さ
ら
に
府
県
を
統
合
し
て
、
よ
り
大
き
な
範
囲
の
県
を
設
定
し
、
明

治
九
年
八
月
に
筑
摩
県
の
う
ち
南
信
地
方
を
長
野
県
に
、
飛
驒
国
を
岐
阜
県
に
編
入
し
ま
し
た
。
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こ
れ
に
よ
り
筑
摩
県
は
、
五
年
に
も
満
た
な
い
期
間
で
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
県
域
の
変
更
に
よ
っ
て
、
従
来
は
旧
尾
張
藩
領
と
し
て
一
体
で
運
用
さ
れ
て
い

た
三
浦
山
と
濃
州
三
ヶ
村
の
森
林
管
理
は
分
断
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
県
に
よ
っ
て
当
面
の
管
理
が

お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

御
山
守
の
解
任

こ
の
時
期
の
森
林
を
め
ぐ
る
大
き
な
変
化
の
第
二
は
、
三
浦
山
と
濃
州
三
ヶ
村
の
森
林
管
理
の

実
務
を
担
っ
て
き
た
「
三
浦
・
三
ヶ
村
御
山
守
」
内な

い

木き

善ぜ
ん

衛え
い

が
解
任
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

内
木
家
文
書
に
は
、
申さ

る

年ど
し（

明
治
五
年
）一
一
月
付
で
内
木
善
衛
が
岐
阜
県
御
役
所
あ
て
に
送
っ

た
願
書
の
写
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
面
を
要
約
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

私
の
先
祖
の
彦
七
は
、
草
木
を
切
り
広
げ
て
加
子
母
村
と
名
付
け
、
享
保
年
間
ま
で
庄
屋
を

務
め
て
き
ま
し
た
。
そ
の
頃
に
は
尽つ

き

山や
ま

に
な
っ
て
い
た
の
で
、
板い

た

子ご

年
貢
を
米
納
に
切
り
替

え
、
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
五ご

木ぼ
く

の
伐
採
を
禁
止
す
る
こ
と
な
ど
を
出
願
し
、
認
め
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
私
の
六
代
前
の
彦
七
は
御
山
守
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
五
人
扶
持
を
得
て
、
私
の
代
ま
で

樹
木
の
生
長
を
見
守
り
、
取
り
締
ま
り
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

こ
の
三
月
ま
で
は
扶ふ

持ち

を
頂
戴
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
な
ん
ら
の
下げ

知ち

も
な
く
、
時

節
柄
、
御
山
守
の
職
が
廃
止
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
閑か

ん

居き
ょ

し
て
い
ま
す
。
御
山
守
の

（
1
）

（
1
）

内
木
家
文
書 

Ｂ
八
三
―
五
―

一
〇
。
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職
が
廃
止
に
な
れ
ば
、
生
活
が
で
き
ず
難
渋
し
ま
す
の
で
、
家
名
を
相
続
す
る
た
め
に
手
当

を
い
た
だ
く
か
、
御お

留と
め

木ぎ

の
一
部
を
払
い
下
げ
て
も
ら
っ
て
白し

ら

木き

稼か
せ

ぎ
が
で
き
れ
ば
と
考
え

て
い
ま
す
。
右
の
ど
ち
ら
か
の
措
置
を
と
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
ひ
た
す
ら
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

こ
れ
を
み
る
と
、
岐
阜
県
か
ら
内
木
善
衛
へ
の
扶
持
方
の
支
給
は
明
治
五
年
三
月
ま
で
で
打
ち

切
ら
れ
、
そ
の
後
は
表

お
も
て

立だ

っ
て
の
解
任
通
知
も
な
く
、
な
し
く
ず
し
的
に
解
職
さ
れ
た
こ
と
が
読

み
取
れ
ま
す
。
こ
の
明
治
五
年
三
月
は
、
成
立
し
た
ば
か
り
の
岐
阜
県
が
旧
名
古
屋
県
と
官
林
の

管
理
方
法
に
つ
い
て
引
き
継
ぎ
を
始
め
た
時
期
に
あ
た
り
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
御
山
守
と
い
う
職

も
消
滅
し
た
の
で
し
ょ
う
。

新
た
な
森
林
管
理
方
式
の
模
索

こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
り
、
三
浦
山
の
森
林
管
理
は
筑
摩
県
が
、
加
子
母
村
を
は
じ
め
と
す
る
濃

州
三
ヶ
村
の
森
林
管
理
は
岐
阜
県
の
管
轄
へ
と
移
行
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
県
の
主
導
に
よ
っ
て
新
た

な
方
式
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
従
来
の
独
特
と
も
い
え
る
尾
張
藩
の
森
林
管

理
の
あ
り
方
を
改
変
し
て
い
く
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
し
ば
ら
く
の
間
は
ト
ラ
イ
＆
エ

ラ
ー
が
繰
り
返
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
村
方
で
は
大
き
な
混
乱
が
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
。

本
書
で
は
、
明
治
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
こ
う
し
た
地
域
の
混
乱
の
様
子
を
解
き
明
か
す
と

図3　御山守廃止ニ付願書（内木哲朗家所蔵）
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と
も
に
、
近
代
の
森
林
管
理
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
描
い
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

（
太
田
尚
宏
）
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１　

三
浦
山
を
め
ぐ
る
明
治
維
新

（
1
）　
三
浦
山
官
林
の
管
理

官
林
と
な
っ
た
三
浦
山

プ
ロ
ロ
ー
グ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
初
期
に
は
行
政
区
画
に
変
更
が
あ
り
、
森
林
の
位
置
づ

け
も
変
化
し
ま
し
た
。
実
は
そ
の
裏
で
は
、
官か

ん

林り
ん

と
な
っ
た
三み

浦う
れ

山や
ま

の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
筑ち

く

摩ま

県

と
岐
阜
県
が
対
立
し
、
地
元
の
村
々
を
巻
き
込
む
か
た
ち
で
、
論ろ

ん

戦せ
ん

を
繰
り
広
げ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
明
治
六
年
に
は
じ
ま
り
同
一
一
年
ま
で
続
い
た
三
浦
山
の
帰き

属ぞ
く

問
題
を
、
政
府
、
県
、

地
元
の
村
々
の
動
向
に
光
を
当
て
て
、
詳
し
く
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

明
治
六
年（
一
八
七
三
）五
月
六
日
、
大お

お

蔵く
ら

省し
ょ
う
は
大お

お

蔵く
ら

大た
い

輔ふ

井
上
馨か

お
るの
名
で
、
岐
阜
県
に
対
し
、

「
其そ

の

県け
ん

管か
ん

下か

美み
の
の濃

国く
に

村む
ら

々む
ら

官か
ん

林り
ん

、
別べ

っ

紙し

之の

箇か

所し
ょ

、
土ど

木ぼ
く

寮り
ょ
う

御ご

用よ
う

材ざ
い

ニ
備

そ
な
え

置お
き

候
そ
う
ろ
う

条じ
ょ
う、

此こ
の

旨む
ね

相あ
い

達
た
っ
し

候そ
う
ろ
う

事こ
と

」
と
い
う
通つ

う

達た
つ

を
出
し
ま
し
た
。
こ
の
通
達
自
体
は
、
岐
阜
県
下
の
美み

の
の濃

国く
に

村
々
に
あ
る

官
林
を
土
木
寮
の
用
途
に
あ
て
て
備そ

な

え
置
く
の
で
承
知
せ
よ
、
と
い
う
簡
潔
な
も
の
で
し
た
が
、

帰
属
問
題
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
な
っ
た
の
が
、
こ
れ
に
附
属
し
た
「
別
紙
」
で
す
。「
別
紙
」

に
は
、
該
当
す
る
官
林
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
三
浦
山
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
本
来
、

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
2
）

県
域
の
変
更
と
三
浦
山
の
帰
属

問
題
に
つ
い
て
は
、
太
田
尚
宏

「
森
林
を
め
ぐ
る
明
治
維
新
─

御
林
か
ら
官
林
へ
」（
徳
川
林
政

史
研
究
所
編
『
江
戸
時
代
の
古

文
書
を
読
む　

徳
川
の
明
治
維

新
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
一

年
）を
参
考
に
し
た
。

（
3
）

財
政
事
務
を
担
当
し
た
中
央
官

庁
。
当
時
の
職
制
で
は
、
長
官

を
大
蔵
卿
、
次
官
を
大
蔵
大
輔

と
い
っ
た
。
明
治
四
年
七
月
か

ら
は
、
民
部
省
に
代
わ
り
、
大

蔵
省
が
官
林
を
所
管
。

（
4
）

元
禄
一
三
年
～
明
治
一
〇
年

「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」（
明

一
〇
／
Ｃ
／
一
九
、
長
野
県
立

歴
史
館
所
蔵
）。
こ
れ
は
三
浦

山
の
帰
属
問
題
に
関
す
る
史
料

の
写
し
な
ど
を
綴
じ
合
わ
せ
た

も
の
。
お
も
に
筑
摩
県
・
長
野

県
の
罫
紙
を
使
用
。

（
5
）

当
時
、
大
蔵
省
が
所
管
し
て
い

た
官
庁
の
ひ
と
つ
。
諸
官
庁
や

橋
梁
の
建
造
と
い
っ
た
土
木
行

政
を
担
当
。
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信し
な
の
の濃

国く
に

王お
う

滝た
き

村
の
枝え

だ

郷ご
う

滝た
き
の
こ
し越

村
に
所
属
す
る
は

ず
の
三
浦
山
が
、
美
濃
国
の
加か

子し

母も

村
・
付つ

け

知ち

村
・

川か
わ

上う
え

村
に
所
属
す
る
も
の
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
た

の
で
す
。

こ
れ
を
受
け
た
岐
阜
県
は
、
同
年
一
〇
月
一
一
日

ま
で
に
、「
加か

子し

母も

村む
ら

外ほ
か

二に

ヶ
村そ

ん

へ
取と

り

締し
ま
り

方か
た

一い
っ

層そ
う

厳げ
ん

重じ
ゅ
う

申も
う
し

渡わ
た
し

候そ
う
ろ
う」
と
あ
る
よ
う
に
、
加
子
母
村
・
付

知
村
・
川
上
村
へ
、
三
浦
山
の
取
り
締し

ま
り
を
一
層

厳
重
に
す
る
よ
う
命
じ
ま
し
た
。
当
時
、
官
林
の
管

（
6
）

（
7
）

図4　三浦山周辺概念図
（太田尚宏「森林をめぐる明治維新─御林から
官林へ」〈徳川林政史研究所編『江戸時代の
古文書を読む　徳川の明治維新』東京堂出版、
2011年〉、143頁より転載）
破線は髭摺峠から滝越村へと通じる山道を示す。

理
は
府
県
に
委ゆ

だ

ね
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
の
取
り
締
ま
り
は
、
所
属
す
る
村
々
に
任ま

か

さ
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

加
子
母
村
に
よ
る
入
山
差
し
止
め

岐
阜
県
の
命
令
を
根
拠
に
し
て
、
明
治
六
年（
一
八
七
三
）一
〇
月
一
一
日
、
美
濃
国
加
子
母
村

の
戸こ

長ち
ょ
う

は
、
飛ひ

驒だ
の

国く
に

益ま
し

田た

郡
の
御み

厩ま
や

野の

村
か
ら
小お

坂さ
か

村
ま
で
の
村
々
の
戸
長
・
副
戸
長
に
宛あ

て

て
、
一
通
の
廻か

い

章し
ょ
うを

書
き
送
り
ま
し
た
。
廻
章
と
は
、
受
け
取
っ
た
人
が
次
の
人
へ
と
順
番
に
回

し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
複
数
の
宛
先
へ
同
じ
用
件
を
伝
え
る
よ
う
に
し
た
書
状
の
こ
と
で
す
。

（
8
）

（
9
）

（
6
）

新
田
開
発
な
ど
に
よ
っ
て
、
元

の
村
か
ら
新
し
い
村
が
分
か
れ

た
場
合
に
、
元
の
村
を
本
郷

（
元
郷
）、
新
し
い
村
を
枝
郷
と

呼
ん
だ
。

（
7
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。
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現
代
の
回
覧
板
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
、
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
加
子
母
村
戸
長
の
廻
章
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

「
信し

ん

州し
ゅ
う

三み

浦う
れ

山や
ま

」
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
「
不ふ

入に
ゅ
う

之の

御お

山や
ま

内な
い

」
で
し
た
が
、
こ
の
た
び

の
改
正
に
よ
り
官
林
に
組
み
込
ま
れ
ま
し
た
の
で
、
厳
重
に
取
り
締
ま
る
よ
う
岐
阜
県
か
ら

命
令
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
当
村
は
、
①
加
子
母
村
の
戸
長
・
副
戸
長
が
山
内
を

丁
寧
に
見
回
り
、
ほ
か
の
者
が
三
浦
山
へ
入
り
込
ま
な
い
よ
う
監
督
す
る
こ
と
、
②
も
し
違

反
者
が
い
れ
ば
、
容よ

う

赦し
ゃ

な
く
役
所
へ
報
告
す
る
こ
と
、
の
二
点
を
約
束
し
た
請う

け

書し
ょ

を
県
へ
提

出
し
ま
し
た
。
つ
き
ま
し
て
は
、
右
の
点
を
そ
れ
ぞ
れ
の
村
民
へ
伝
え
て
、
違
反
の
な
い
よ

図5　加子母村戸長の廻章
（「三浦山記録」、徳川林政史研究所所蔵）

う
周
知
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
書
面
を
も
っ
て
依
頼
い
た
し
ま
す
。

そ
も
そ
も
三
浦
山
は
、
信
濃
国
・
飛
驒
国
・
美
濃
国
の
境
界
付
近
に
あ
っ
て
、

古
く
か
ら
国く

に

境ざ
か
いの

争
い
の
現
場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
前
期
に
は
、
幕

府
に
よ
っ
て
信
濃
国
に
帰
属
す
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
飛

驒
国
の
御
厩
野
村
や
小
坂
村
の
人
び
と
が
無
断
で
入
り
込
み
、
立
木
を
盗
み
伐
り

す
る
事
件
が
相あ

い

次つ

ぎ
ま
し
た
。
享
保
一
五
年（
一
七
三
〇
）五
月
、
尾お

張わ
り

藩
が
加
子

母
村
に
住
む
内な

い

木き

彦ひ
こ

七し
ち

を
御お

山や
ま

守も
り

に
任
命
し
た
最
大
の
理
由
は
、
そ
の
取
り
締
ま

り
に
当
た
ら
せ
る
た
め
で
し
た
。
な
お
同
月
に
は
、「
無む

用よ
う

之の

輩と
も
が
ら」

が
山
内
に
立

ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
制せ

い

札さ
つ

が
、
国
境
で
あ
る
髭ひ

げ

摺す
り

峠
の
三
浦
山
入
口
に
建
て

（
10
）

（
8
）

戸
長
・
副
戸
長
は
、
当
初
、
明

治
四
年
の
戸
籍
法
に
よ
り
、
戸

籍
事
務
を
担
当
す
る
役
職
と
し

て
設
置
さ
れ
た
が
、
翌
五
年
か

ら
は
、
従
来
の
庄
屋
・
名
主
な

ど
を
戸
長
・
副
戸
長
と
改
称
し

た
。
庄
屋
・
名
主
は
村
役
人
の

名
称
で
、
村
落
運
営
の
中
心
に

あ
っ
た
有
力
な
村
人
。
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ら
れ
ま
し
た
。
加
子
母
村
戸
長
が
、
廻
章
に
お

い
て
三
浦
山
を
「
不
入
之
御
山
内
」
と
表
現
し

た
の
は
、
右
の
よ
う
な
経
緯
に
基も

と

づ
き
ま
す
。

つ
ま
り
加
子
母
村
の
戸
長
・
副
戸
長
は
、
前

年（
明
治
五
年
）の
御
山
守
解
任
を
受
け
て
、
三

浦
山
の
森
林
管
理
と
い
う
役
割
を
引
き
継
ぎ
、

旧
尾
張
藩
時
代
と
同
じ
よ
う
に
飛
驒
国
の
者
に

（
11
）

図6　三浦山入口の制札の模写図
（「三浦山記録」、徳川林政史研究
所所蔵）

よ
る
盗
み
伐
り
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
し
て
、
御
厩
野
村
か
ら
小
坂
村
ま
で
の
村
々
に
対
し
、
入
山

禁
止
を
通
知
し
た
の
で
す
。

御
厩
野
村
の
反
発

明
治
七
年（
一
八
七
四
）二
月
一
二
日
、
筑
摩
県
に
属
す
る
飛
驒
国
御
厩
野
村
の
副
戸
長
日
下
部

利
兵
衛
は
、
筑
摩
県
権ご

ん

令れ
い

の
永
山
盛
輝
に
宛
て
て
願
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
こ
の
願
書
の
内
容
を

要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

「
信
濃
国
」
の
三
浦
山
に
は
、
当
村
か
ら
髭
摺
峠
を
越
え
て
滝
越
村
へ
と
通
じ
る
道
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
道
は
、
木き

曽そ

福ふ
く

島し
ま

で
産
物
を
仕
入
れ
、
自
村
へ
と
運
搬
す
る
際
な
ど
に
通
行
し

て
き
ま
し
た
。
ま
た
三
浦
山
の
山
内
で
は
、
漁ぎ

ょ

撈ろ
う

や
狩し

ゅ

猟り
ょ
うも

お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。
と
こ

（
12
）

（
13
）

（
9
）

正
保
三
年
～
明
治
一
一
年
「
三

浦
山
記
録
」（
徳
川
林
政
史
研
究

所
収
集
史
料
二
四
、
徳
川
林
政

史
研
究
所
所
蔵
）。
こ
れ
は
王

滝
村
戸
長
の
松
原
彦
右
衛
門

が
、
三
浦
山
に
関
す
る
重
要
文

書
・
絵
図
を
書
き
写
し
、
一
冊

に
ま
と
め
た
も
の
。

（
10
）

芳
賀
和
樹
『
御
山
守
の
仕
事
と

森
林
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』（
徳
川
林

政
史
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）、

一
二
～
二
三
頁
を
参
照
。

（
11
）

前
掲
「
三
浦
山
記
録
」。



1　三浦山をめぐる明治維新

─ 13 ─

ろ
が
今
回
、
加
子
母
村
戸
長
か
ら
「
入

に
ゅ
う

山ざ
ん

差さ
し

留と

メ
」
を
伝
え
る
廻
章
が
届
き
、
困
惑
し
て
い

ま
す
。
筑
摩
県
管
下
に
あ
る
三
浦
山
の
取
り
締
ま
り
を
、
本
当
に
他
県
で
あ
る
岐
阜
県
管
下

の
加
子
母
村
に
任
せ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
山
内
の
立た

ち

木き

や
竹
な
ど
は
決
し
て
伐
り
取

り
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う
か
「
従

じ
ゅ
う

前ぜ
ん

通ど
お
り

入に
ゅ
う

山ざ
ん

」
を
許
可
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
お
取
り
計は

か

ら

い
を
お
願
い
し
ま
す
。

こ
れ
を
み
る
と
、
従
来
、
三
浦
山
は
入
山
禁
止
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
御
厩
野
村
の
者

が
通
行
や
漁
撈
・
狩
猟
に
利
用
し
て
き
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
同
村
に
と
っ
て

「
入
山
差
留
メ
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
暮
ら
し
の
基
盤
を
失
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
で

図7　御厩野村の願書
（「三浦山記録」、徳川林政史研究所所蔵）

し
た
。
こ
の
た
め
同
村
は
、
信
濃
国
の
三
浦
山
と
飛
驒
国
の
御
厩
野
村
が
、
国
は

異
な
っ
て
も
同
じ
筑
摩
県
に
属
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
他
県
に
属
す
る
加
子
母
村

の
者
が
、
旧
尾
張
藩
時
代
と
同
じ
よ
う
に
三
浦
山
を
管
理
し
、
さ
ら
に
は
実
態
に

そ
ぐ
わ
な
い
「
入
山
差
留
メ
」
を
徹
底
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
不
当
な
も
の
と
し

て
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

（
2
）　
筑
摩
県
と
岐
阜
県
の
県
境
争
い

筑
摩
県
に
よ
る
調
査

御
厩
野
村
副
戸
長
の
願
書
は
、
ま
ず
筑
摩
県
の
出
先
機
関
で
飛
驒
国
高
山
に
置

（
12
）

明
治
初
期
の
地
方
官
制
に
お
け

る
官
名
の
ひ
と
つ
。
県
に
置
か

れ
た
地
方
長
官
。
地
方
長
官
に

次
い
だ
の
が
参
事
・
権
参
事
。

（
13
）

前
掲
「
三
浦
山
記
録
」。
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か
れ
た
高
山
出
張
所
へ
提
出
さ
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
願
書
を
受
け
取
っ
た
高
山
出
張
所
は
、
事

実
関
係
を
確
認
し
た
う
え
で
、
明
治
七
年（
一
八
七
四
）二
月
一
三
日
、
信
濃
国
松
本
に
あ
る
筑
摩
県

の
本
庁
に
宛
て
て
書
状
を
書
き
送
り
ま
し
た
。
こ
の
書
状
に
は
、
願
書
の
内
容
と
と
も
に
、
次
の

よ
う
な
高
山
出
張
所
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

①
加
子
母
村
戸
長
の
廻
章
に
も
「
信
州
三
浦
山
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
浦
山
は

本
県
の
信
濃
国
王
滝
村
に
属
す
る
こ
と

②
御
厩
野
村
か
ら
髭
摺
峠
を
越
え
て
滝
越
村
へ
と
通
じ
る
道
は
、
飛
驒
国
益
田
地
方
の
産

物
、
信
濃
国
木
曽
地
方
の
産
物
が
行
き
交
う
通
行
路
で
あ
る
た
め
、
む
し
ろ
必
要
な
箇
所

は
切
り
拓ひ

ら

き
、
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と

③
し
た
が
っ
て
、
益
田
郡
の
村
々
へ
入
山
禁
止
を
求
め
る
加
子
母
村
戸
長
の
廻
章
は
、
本
県

に
と
っ
て
極
め
て
不
都
合
で
あ
る
こ
と

報
告
を
受
け
た
本
庁
は
、
三
浦
山
が
筑
摩
県
に
属
す
る
の
で
あ
れ
ば
岐
阜
県
が
そ
れ
を
取
り
締

ま
る
い
わ
れ
は
な
い
は
ず
と
の
見
解
を
示
し
、
同
二
五
日
、
筑
摩
県
の
出
先
機
関
で
信
濃
国
木
曽

福
島
に
置
か
れ
た
福
島
取
締
所
へ
、
さ
ら
に
詳く

わ

し
い
調
査
を
命
じ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
本
庁
の
指
示
を
受
け
た
福
島
取
締
所
は
、
王
滝
村
へ
三
浦
山
の
所
属
を
問
い
合
わ
せ

る
と
と
も
に
、
そ
の
証
拠
書
類
を
提
出
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
四
月
一
九
日
、

同
村
戸
長
の
松
原
彦
右
衛
門
は
、
元
禄
一
三
年（
一
七
〇
〇
）の
国
境
改あ

ら
ため

に
際
し
て
作
成
さ
れ
た

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
14
）

史
料
に
は
「
十
一
月
」
と
あ
る

が
、
前
後
の
事
実
関
係
を
考
慮

に
入
れ
る
と
、
書
き
写
さ
れ
た

際
の
誤
記
と
考
え
ら
れ
る
。

（
15
）

前
掲
「
三
浦
山
記
録
」。

（
16
）

前
掲
「
三
浦
山
記
録
」。
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証し
ょ
う

文も
ん

・
絵
図
の
控
え
を
書
き
写
し
て
提
出
し
、
三
浦
山
が
当
村
に
属
す
る
の
は
明
白
で
あ
る
と

回
答
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
提
出
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
証
文
の
ひ
と
つ
に
は
、「
髭ひ

げ

摺す
り

峠と
う
げト

申
も
う
す

所と
こ
ろ、

往お
う

古こ

ゟよ
り

国く
に

境ざ
か
い

ニ
紛ま

ぎ
れ

無ご
ざ
な
く

御
座
候そ

う
ろ
う」

と
の
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
が
国
境
に
接
す
る
三
浦
山
の

帰
属
の
根
拠
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

筑
摩
県
と
岐
阜
県
の
論
戦

右
の
よ
う
な
調
査
に
よ
り
、
筑
摩
県
は
、
三
浦
山
が
信
濃
国
の
う
ち
に
あ
り
、
自
県
に
所
属
す

る
と
の
認
識
を
深
め
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
明
治
七
年（
一
八
七
四
）六
月
一
七
日
、
永
山
権
令
は

岐
阜
県
へ
書
状
を
送
り
、
加
子
母
村
戸
長
の
廻
章
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、「
当と

う

管か
ん

轄か
つ

山さ
ん

林り
ん

取と
り

締
し
ま
り

筋す
じ

」
を
岐
阜
県
下
の
者
が
担
当
す
る
こ
と
の
妥だ

当と
う

性せ
い

を
尋た

ず

ね
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
た
岐
阜
県
は
、
ま
ず
加
子
母
村
へ
、
廻
章
に
お
い
て
「
信
州
三
浦
山
」
と
記
載
し

た
理
由
を
問
い
た
だ
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
加
子
母
村
戸
長
の
新
田
八
郎
は
、
同
三
〇
日
、

岐
阜
県
参さ

ん

事じ

の
小
﨑
利
準
に
書
状
を
差
し
出
し
、「
濃の

う

州し
ゅ
う

三み

浦う
れ

山や
ま

ト
可

し
た
た
む
べ
き認

処と
こ
ろ、

登と
う（

謄
）写し
ゃ

之の

節せ
つ

、

誤あ
や
ま
っ

而て
信し

ん

州し
ゅ
う

三み

浦う
れ

山や
ま

ト
相あ

い

認
し
た
た
め

及か
い
た
つ
に
お
よ
ぶ

廻
達
」
と
弁
解
し
、
そ
の
過
失
を
わ
び
て
い
ま
す
。
新
田
は

単
に
誤
記
と
し
て
詳
し
い
説
明
を
避さ

け
て
い
ま
す
が
、
県
の
意
に
反
し
て
「
信
州
三
浦
山
」
と
記

載
し
て
し
ま
っ
た
点
に
は
、
同
村
の
率そ

っ

直ち
ょ
くな
認
識
が
表あ

ら
われ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
17
）

前
掲
「
三
浦
山
記
録
」。

（
18
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。

（
19
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。
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新
田
の
回
答
を
踏
ま
え
た
岐
阜
県
権ご

ん
の

参さ
ん

事じ

の
斯
波
省
造
は
、
七
月
二
日
、
小
﨑
参
事
の
代
理

と
し
て
筑
摩
県
の
永
山
権
令
へ
書
状
を
送
り
、
次
の
よ
う
に
主
張
を
展
開
し
ま
し
た
。

①
「
三み

浦う
れ

山や
ま

之の

儀ぎ

ハ
、
従

じ
ゅ
う

前ぜ
ん

、
旧

き
ゅ
う

名な

古ご

屋や

県け
ん

当と
う

国こ
く

太お
お

田た

出し
ゅ
っ

張ち
ょ
う

所じ
ょ

ニ
於お

い
而て
所し

ょ

管か
ん

致い
た
し

来き
た

リ
候

そ
う
ろ
う

場ば

所し
ょ

ニ
而て
、
已す

で
ニ
先せ

ん

般ぱ
ん

右み
ぎ

県け
ん

ゟよ
り

土と

地ち

交こ
う

付ふ

之の

砌み
ぎ
り、

官か
ん

林り
ん

帳ち
ょ
う

簿ぼ

等な
ど

引ひ
き

継つ
ぎ

相あ
い

成な
り

候そ
う
ろ
う」

と
あ
る

よ
う
に
、
三
浦
山
は
旧
名
古
屋
県
時
代
か
ら
美
濃
国
太
田
出
張
所
が
所
管
し
て
お
り
、
同

県
か
ら
関
連
す
る
官
林
の
帳
簿
も
引
き
継
い
で
い
る

②
明
治
六
年
五
月
に
は
、
大
蔵
省
か
ら
も
、
三
浦
山
を
岐
阜
県
下
の
官
林
と
し
て
「
土ど

木ぼ
く

寮り
ょ
う

御ご

用よ
う

材ざ
い

ニ
被そ

な
え
お
か
れ

備
置
候

そ
う
ろ
う

旨む
ね

之の

御お

達た
っ
し」

が
あ
っ
た

③
加
子
母
村
戸
長
の
廻
章
に
「
信
州
三
浦
山
」
と
あ
る
の
は
、「
全ま

っ
たク
誤ご

写し
ゃ

」
で
あ
っ
た

④
し
た
が
っ
て
三
浦
山
は
美
濃
国
の
う
ち
で
あ
り
、
岐
阜
県
の
所
管
で
あ
る
か
ら
、
筑
摩
県

の
指
摘
は
不
当
で
あ
る

こ
の
回
答
に
納
得
で
き
な
か
っ
た
筑
摩
県
は
、
明
治
七
年
七
月
一
四
日
、
福
島
取
締
所
を
通
じ

て
、
王
滝
村
へ
三
浦
山
に
関
す
る
一
切
の
文
書
・
絵
図
な
ど
を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
ま
し
た
。
そ

の
う
え
で
九
月
三
〇
日
に
は
、
再
び
岐
阜
県
へ
書
状
を
送
り
、
そ
も
そ
も
美
濃
国
加
子
母
村
の
者

を
三
浦
山
の
御
山
守
に
任
命
し
た
の
は
通
行
の
利
便
性
を
考
慮
し
た
「
一い

ち

時じ

権け
ん

宜ぎ

之の

取と
り

計は
か
ら
い」

で

あ
っ
て
、「
旧

き
ゅ
う

名な

古ご

屋や

県け
ん

福ふ
く

嶌し
ま（

島
）出
し
ゅ
っ

張ち
ょ
う

所じ
ょ

ゟよ
り

引ひ
き

送お
く

り
之の

帳ち
ょ
う

簿ぼ

、
其そ

の

他ほ
か

旧き
ゅ
う

記き

・
古こ

図ず

」
か
ら
は
、

三
浦
山
が
信
濃
国
筑
摩
郡
に
所
属
す
る
こ
と
は
「
灼

し
ゃ
く

然ぜ
ん

著ち
ょ

明め
い

」
で
あ
り
、
反
対
に
「
濃の

う

州し
ゅ
うニ

属
ぞ
く
し

（
20
）

（
21
）

（
20
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。

（
21
）

前
掲
「
三
浦
山
記
録
」。

（
22
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。
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候そ
う
ろ
う

古こ

記き

ノ
確か

く

証し
ょ
う」

は
な
い
と
猛も

う

然ぜ
ん

と
反
論
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
岐
阜
県
の
小
﨑
参
事
は
、
一
一
月
一
七
日
、
筑
摩
県
の
永
山
権
令
に
書
状
を
送

り
、
そ
ち
ら
に
「
何な

に

様よ
う

之の

確か
く

証し
ょ
う」

が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
と
前
置
き
し
た
う
え
で
、
旧
名

古
屋
県
か
ら
引
き
継
い
だ
「
濃
陽
徇
行
記
」
を
根
拠
と
し
て
引
用
し
ま
し
た
。
同
書
に
は
、
三
浦

山
が
加
子
母
村
・
付
知
村
・
川
上
村
に
属
す
る
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
旧

き
ゅ
う

来ら
い

濃の
う

州
し
ゅ
う

地ち

方ほ
う

之の

山や
ま

タ
ル
ハ
相そ

う

違い

モ
無こ

れ
な
く之
」
と
返
答
し
、
三
浦
山
が
美
濃
国
に
所
属
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
と
主
張
し
ま
し
た
。

（
3
）　
内
務
省
に
よ
る
調
査
と
県
境
の
確
定

内
務
省
へ
の
報
告

筑
摩
県
と
岐
阜
県
の
主
張
は
真
っ
向
か
ら
対
立
し
、
も
は
や
両
県
の
間
で
は
、
問
題
を
解
決
で

き
る
状
況
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
筑
摩
県
の
永
山
権
令
は
、
明
治
八
年（
一
八
七
五
）一
月
一
四
日
、
内
務
省
へ
「
信し

な
の
の濃

国く
に

筑ち
く

摩ま

郡ぐ
ん

木き

曽そ

谷だ
に

三み

浦う
れ

山や
ま

官か
ん

林り
ん

所し
ょ

属ぞ
く

之の

儀ぎ

ニ
付つ

き

伺う
か
が
い」

と
題
す
る
伺

う
か
が
い

書し
ょ

を
提
出
し
、
加
子
母
村
戸
長

の
廻
章
や
岐
阜
県
か
ら
受
け
取
っ
た
書
状
な
ど
を
添
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
報
告
し
ま
し

た
。
そ
の
う
え
で
「
政せ

い

府ふ

之の

山さ
ん

林り
ん

、何い
ず

レ
ノ
所し

ょ

属ぞ
く
ニ
相あ

い

成な
り

候
そ
う
ろ
う

共と
も

可し
か
る
べ
き然
義ぎ

ニ
候

そ
う
ろ
う」
と
述
べ
つ
つ
も
、

「
三み

浦う
れ

山や
ま

ノの

義ぎ

ハ
信し

ん

尾び

濃の
う

三さ
ん

国ご
く

ニ
連れ

ん

接せ
つ

ス
ル
境

き
ょ
う

界か
い

之の

山さ
ん

脉み
ゃ
く（

脈
）」
で
あ
る
と
し
て
、
収
集
し
た
「
旧

き
ゅ
う

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
22
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。

（
23
）

尾
張
藩
士
の
樋
口
好
古
が
執
筆

し
た
地
誌
。
樋
口
は
尾
張
藩
領

を
巡
回
し
、
寛
政
四
年
か
ら
文

政
五
年
に
か
け
て
「
郡
村
徇
行

記
」
全
三
十
九
巻
を
ま
と
め

た
。
こ
の
な
か
の
美
濃
国
の
部

分
を
「
濃
州
徇
行
記
」
と
い
い
、

こ
れ
を
改
訂
し
た
も
の
が
「
濃

陽
徇
行
記
」。
平
塚
正
雄
「
緒

言
」（『
濃
州
徇
行
記
』
大
衆
書

房
、
一
九
七
〇
年
復
刻
〈
初
版

は
一
九
三
七
年
〉）、一
頁
を
参
照
。

（
24
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。

（
25
）

内
政
を
担
当
し
た
中
央
官
庁
。

当
時
の
職
制
で
は
長
官
を
内
務

卿
と
い
っ
た
。
明
治
七
年
一
月

か
ら
は
、
大
蔵
省
に
代
わ
り
、

内
務
省
が
官
林
を
所
管
。
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記き

・
古ふ

る

絵え

図ず

面め
ん

等な
ど

」
を
併
せ
て
提
出
し
、
三
浦
山
の
帰
属
に
つ
い
て
審し

ん

議ぎ

を
願
い
ま
し
た
。

筑
摩
県
の
主
張
は
、
官
林
は
政
府
の
財
産
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
所
属
に
な
っ
て
も
異
論
は
な
い

が
、
三
浦
山
は
信
濃
国
・
飛
驒
国
・
美
濃
国
の
境
界
に
位
置
す
る
重
要
な
場
所
な
の
で
帰
属
を
明

白
に
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
筑
摩
県
は
、
三
浦
山
の
帰
属
問
題
を
自
県
の
問
題

と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
国
境
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
を
訴
え
よ
う
と
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
内
務
省
は
、
同
年
一
二
月
一
五
日
、
内な

い

務む

卿き
ょ
う

大
久
保
利と

し

通み
ち

の
名
で
「
書し

ょ

面め
ん

三み

浦う
れ

山や
ま

官か
ん

林り
ん

所し
ょ

属ぞ
く

之の

儀ぎ

ハ
、
追お

っ

テ
当と

う

省し
ょ
う

官か
ん

員い
ん

出し
ゅ
っ

張ち
ょ
う

実じ
っ

地ち

検け
ん

査さ

之の

上う
え

、
確か

く

定て
い

可い
た
す
べ
く致

候
そ
う
ろ
う

条じ
ょ
う、

其そ
の

旨む
ね

可あ
い
こ
こ
ろ
え
る
べ
し

相
心
得
」
と
通
達
し
、
三
浦
山
の
所
属
は
追
っ
て
官
員
の
出
張
調
査
に
よ
り
確
定
す
る
と
回
答

し
ま
し
た
。
併
せ
て
「
看か

ん

護ご

之の

儀ぎ

ハ
、
先ま

ず

以も
っ
て

従じ
ゅ
う

前ぜ
ん

之の

通と
お
り、
岐ぎ

阜ふ

県け
ん
ニ
於お

い

テ
可

と
り
あ
つ
か
う
べ
き

取
扱
旨む

ね

、
同ど

う

県け
ん

へ
相あ

い

達た
っ
し

置お
き

候
そ
う
ろ
う

間あ
い
だ、
尚な

お

其そ
の

県け
ん
ニ
於お

い

テ
モ
注ち

ゅ
う意い

、
不ふ

都つ

合ご
う

之の

儀ぎ

無こ
れ
な
き之
様よ

う

可と
り
は
か
ら
う
べ
き

取
計
事こ

と

」
と
述
べ
、

山
内
の
取
り
締
ま
り
は
引
き
続
き
岐
阜
県
に
委
ね
る
が
、
筑
摩
県
に
お
い
て
も
不ふ

届と
ど

き
な
こ
と
が

な
い
よ
う
注
意
し
て
対
応
せ
よ
、
と
命
じ
ま
し
た
。
な
お
こ
の
間
、
内
務
省
で
火
災
が
あ
り
、

「
別べ

っ

冊さ
つ

旧き
ゅ
う

記き

書し
ょ

類る
い

ハ
先せ

ん

般ぱ
ん

当と
う

省し
ょ
う

出し
ゅ
っ

火か

之の

節せ
つ

焼し
ょ
う

失し
つ

候そ
う
ろ
う」

と
あ
る
よ
う
に
、
筑
摩
県
が
証
拠
と
し

て
提
出
し
た
旧
記
な
ど
は
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
26
）

具
体
的
に
は
次
の
三
点
。「
三

浦
山
争
論
済
口
証
文
、
但
絵
図

面
添
」
一
巻
、「
惣
山
年
々
木

種
差
引
留
」
一
冊
、「
信
濃
・

美
濃
両
国
国
境
取
調
書
、
但
絵

図
面
添
」
一
綴
。

（
28
）

史
料
に
は
「
信
尾
濃
」
と
あ
る

が
、
正
し
く
は
「
信
飛
濃
」
と

考
え
ら
れ
る
。
三
浦
山
は
信
濃

国
・
飛
驒
国
・
美
濃
国
に
隣
接
。

（
27
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。

（
29
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。
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地
理
寮
に
よ
る
出
張
調
査

明
治
九
年（
一
八
七
六
）三
月
一
五
日
、
内
務
省
は
内
務
卿
大
久
保
利
通
の
名
で
、
筑
摩
県
に
対

し
、「
信し

な
の濃

・
美み

の濃
両り

ょ
う

国こ
っ

界か
い

調ち
ょ
う

査さ

」
の
た
め
、
地ち

理り

寮り
ょ
う

の
官
員
を
派
遣
す
る
旨
を
通
告
し
ま
し

た
。通

告
を
受
け
た
筑
摩
県
は
、
四
月
七
日
、
地
理
寮
官
員
に
よ
る
三
浦
山
の
実
地
調
査
に
備
え
て
、

王
滝
村
へ
、
宿
泊
で
き
そ
う
な
最も

寄よ

り
の
人
家
と
、
そ
こ
ま
で
の
距
離
を
取
り
調
べ
、
報
告
す
る

よ
う
求
め
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
王
滝
村
副
戸
長
の
杉
本
忠
左
衛
門
は
、
同
一
二
日
、
そ
も
そ

も
当
村
か
ら
三
浦
山
へ
入
っ
て
い
く
の
は
難
し
い
と
回
答
し
ま
し
た
。「
猟

り
ょ
う

業ぎ
ょ
う

之の

者も
の

」
が
入
口
に

辿
り
着
く
だ
け
で
も
、
右
へ
左
へ
と
歩
き
続
け
、
王
滝
川
を
「
数す

う

ヶ
所し

ょ

」
渡
る
必
要
が
あ
り
、

「
涸こ

水す
い

」（
渇
水
）の
と
き
で
な
け
れ
ば
通
行
は
困
難
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
宿

泊
場
所
に
つ
い
て
は
、
御
山
守
が
利
用
し
て
い
た
柾
小
屋
を
候
補
と
し
て
あ
げ
ま
し
た
。
こ
う
し

た
情
報
収
集
に
基
づ
き
、
筑
摩
県
と
岐
阜
県
の
間
で
は
、
実
地
調
査
の
段
取
り
な
ど
に
つ
い
て
、

す
り
合
わ
せ
が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

翌
五
月
に
は
、
加
子
母
村
に
お
い
て
、
地
理
寮
、
筑
摩
県
、
岐
阜
県
の
各
官
員
が
対
面
し
ま
し

た
。
同
村
滞
在
中
の
宿
泊
場
所
に
選
ば
れ
た
の
は
、
小お

郷ご

の
纐
結（
纈
）源
左
衛
門
宅
で
し
た
。
調

査
に
あ
た
っ
て
は
、地
元
村
へ
の
聞
き
取
り
や
、証
拠
書
類
の
確
認
も
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

同
一
四
日
、
筑
摩
県
官
員
の
高
貫
惟
允
は
、
王
滝
村
の
戸
長
・
副
戸
長
に
宛
て
て
、「
国く

に

境ざ
か
い

之の

義ぎ

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
31
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。

（
32
）

前
掲
「
三
浦
山
記
録
」。

（
30
）

当
時
、
内
務
省
が
所
管
し
て
い

た
官
庁
の
ひ
と
つ
。
地
籍
や
山

林
行
政
な
ど
を
管
轄
。

（
33
）

前
掲
「
三
浦
山
記
録
」。
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ニ
付つ

き

、
夫そ

れ

々ぞ
れ

相あ
い

尋た
ず
ね

度た
き

義ぎ

有こ
れ
あ
り之

候そ
う
ろ
う」

と
し
て
、「
右み

ぎ

心こ
こ
ろ

得え

居お
り

候
そ
う
ろ
う

者も
の

」
に
証
拠
と
な
る
「
図ず

面め
ん

・

書し
ょ

類る
い

等な
ど

」
を
至
急
持
参
さ
せ
る
よ
う
命
じ
て
い
ま
す
。

山
内
で
の
実
地
調
査
で
は
、
先
導
役
と
し
て
、
旧
藩
時
代
に
雪せ

っ

中ち
ゅ
う

見み

廻ま
わ

り
を
担
当
し
て
い
た

者
四
人
が
雇
用
さ
れ
ま
し
た
。
彼
ら
に
つ
い
て
は
、「
四よ

ん

名め
い

ノ
外ほ

か

、
山さ

ん

脉み
ゃ
く（

脈
）水す
い

源げ
ん

ノ
明め

い

詳し
ょ
うヲ

知し

ル
モ
ノ
尠す

く
なシ

」
と
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
雪
中
見
廻
り
と
は
、
冬
季
、
御
山
守
の
代
理

が
雪
の
中
を
登
山
し
、
国
境
な
ど
に
異
変
が
な
い
か
を
確
認
す
る
作
業
で
す
。
こ
の
雪
中
見
廻
り

で
御
山
守
の
代
理
を
勤
め
た
の
は
、
小
郷
の
村
人
た
ち
で
し
た
。

派
遣
さ
れ
た
地
理
寮
の
官
員
は
三
人
で
、
う
ち
二
人
は
測そ

く

量り
ょ
う

技
術
者
で
し
た
。
こ
の
実
地
調

査
で
は
、
同
五
月
か
ら
翌
一
〇
年
二
月
に
か
け
て
測
量
が
進
め
ら
れ
、
三
浦
山
の
図
面
が
作
成
さ

れ
ま
し
た
。
測
量
に
は
、「
洋よ

う

製せ
い

ノ
器き

械か
い

」
が
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
記
録
は
、「
木
曽
三

浦
山
測
量
誌
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

県
境
の
確
定
と
官
林
の
直
轄
化

明
治
九
年（
一
八
七
六
）八
月
一
七
日
に
は
、
測
量
調
査
の
完
了
を
待
た
ず
し
て
、
信
濃
国
と
美

濃
国
の
国
境
が
確
定
し
ま
し
た
。
地
理
寮
、
筑
摩
県
、
岐
阜
県
の
官
員
に
加
え
て
、
信
濃
国
王
滝

村
副
戸
長
の
杉
本
忠
左
衛
門
、
美
濃
国
加
子
母
村
副
戸
長
の
伊
藤
与
惣
右
衛
門
が
同
道
し
、
髭
摺

峠
に
次
の
よ
う
な
記
載
の
あ
る
二
本
の
杭く

い

が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

（
34
）

（
35
）

（
36
）

（
37
）

（
38
）

（
37
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。

（
38
）

前
掲
「
三
浦
山
記
録
」。

（
34
）

前
掲
「
三
浦
山
記
録
」。

（
35
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。

（
36
）

田
原
昇
・
芳
賀
和
樹
『
尾
張
藩

林
政
の
な
か
の
御
山
守
』（
徳
川

林
政
史
研
究
所
、
二
〇
二
一

年
）、
四
九
～
五
一
頁
を
参
照
。
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髭
摺
峠　

美
濃

信
濃
国
境　
　
　

筑
摩
県

髭
摺
峠　

或
ハ
三
国
峠

ト
モ
云　
　
　
　

筑
摩
県

こ
の
よ
う
に
信
濃
国
と
美
濃
国
の
国
境
、
筑
摩
県
と
岐
阜
県
の
県
境
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
王
滝

村
の
主
張
や
そ
の
証
拠
書
類
に
基
づ
く
筑
摩
県
の
見
解
が
認
め
ら
れ
る
か
た
ち
で
決
着
し
、
三
浦

山
は
信
濃
国
に
帰
属
す
る
こ
と
が
確
定
し
ま
し
た
。

両
県
の
間
に
生
じ
た
国
境
・
県
境
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
そ
も
そ
も
筑
摩
県
が
御
厩
野
村
の
願
書

を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
願
書
は
、
信
濃
国
の
三
浦
山
と
飛
驒
国
の
御
厩
野
村

が
、
国
は
異
な
っ
て
も
同
じ
筑
摩
県
に
属
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
他
県
に
属
す
る
加
子
母
村
の
者

が
、
旧
尾
張
藩
時
代
と
同
じ
よ
う
に
三
浦
山
を
取
り
締
ま
る
こ
と
を
不
当
と
す
る
も
の
で
し
た
。

今
回
、
三
浦
山
の
筑
摩
県
所
属
が
確
定
し
た
こ
と
で
、
御
厩
野
村
は
、
二
年
半
振
り
に
、
よ
う
や

く
話
を
本
題
へ
と
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
わ
ず
か
三
日
後
の
八
月
二
一
日
に
は
筑
摩
県
が
廃
止
さ
れ
、
南
信
地
方
は
長
野
県

へ
、
飛
驒
地
方
は
岐
阜
県
へ
と
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
皮
肉
に
も
、
同
日
よ
り
、
加

子
母
村
と
同
じ
岐
阜
県
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
御
厩
野
村
は
、
先
の
主
張
の
根
拠

（
39
）

（
39
）

前
掲
太
田
論
文
、
一
四
九
頁
。
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を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

地
理
寮
官
員
に
よ
る
測
量
は
、
そ
の
後
、
翌
一
〇
年
二
月
ま
で
続
き
ま
し
た
。
完
了
後
は
、
同

年
一
二
月
ま
で
に
、「
国こ

っ

界か
い

基き

點て
ん（

点
）ノ
標

ひ
ょ
う

柱ち
ゅ
う」

の
建
設
工
事
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
う

し
て
一
連
の
調
査
、
測
量
、
標
柱
工
事
な
ど
が
終
了
す
る
と
、
翌
一
一
年
三
月
二
日
、
内
務
省
は

内
務
省
布ふ

達た
つ

甲
第
三
号
に
よ
り
、
内
務
卿
大
久
保
利
通
の
名
で
、
三
浦
山
が
信
濃
国
に
所
属
す
る

こ
と
を
宣
言
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
長
野
県
と
岐
阜
県
の
県
境
が
正
式
に
確
定
し
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
時
期
に
は
、
官
林
と
し
て
の
三
浦
山
の
管
理
体
制
に
も
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
官
林
の
管
理
は
府
県
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
三
浦
山
に
つ
い
て
も
同
様
で
し
た
。
明
治
八
年

に
帰
属
問
題
が
発
覚
し
た
後
も
、
取
り
締
ま
り
は
引
き
続
き
岐
阜
県
に
任
せ
る
方
針
が
示
さ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
同
一
一
年
以
降
、
全
国
の
官
林
は
、
順
次
、
内
務
省
直
轄
に
な
り
ま
し
た
。
同
年

（
40
）

（
41
）

に
い
ち
早
く
直
轄
化
さ
れ
た
の
は
、
青
森
・
秋
田
・
長
野
・
岐

阜
の
四
県
下
の
官
林
で
し
た
。

時
代
を
遡

さ
か
の
ぼ
る
と
、
信
濃
国
王
滝
村
に
属
す
る
三
浦
山
を
、

美
濃
国
加
子
母
村
の
者
が
国
境
を
越
え
て
管
理
す
る
と
い
う
形

式
は
、
王
滝
村
と
加
子
母
村
が
と
も
に
尾
張
藩
領
で
あ
っ
た
江

戸
時
代
に
は
何
の
支
障
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
明

治
四
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
名
古
屋
藩（
尾
張
藩
）が
解
体
さ

（
42
）

図8　大久保利通の布達
（「三浦山記録」、徳川林政史研
究所所蔵）

（
40
）

前
掲
「
木
曽
三
浦
山
関
係
綴
」。

（
41
）

前
掲
「
三
浦
山
記
録
」。

（
42
）

萩
野
敏
雄
『
官
林
・
官
有
林
野

の
研
究
─
そ
の
国
有
林
前
史
と

三
〇
年
─
』（
日
本
林
業
調
査

会
、
二
〇
〇
八
年
）、
三
四
～

三
五
頁
。
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れ
、
三
浦
山
と
加
子
母
村
が
別
々
の
県
に
組
み
込
ま
れ
た
後
で
は
、
こ
の
形
式
は
混
乱
の
も
と
に

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
同
六
年
に
出
さ
れ
た
大
蔵
省
通
達
の
「
別
紙
」
や
、
こ
れ
を
発
端
と
す
る

帰
属
問
題
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

明
治
一
一
年
に
は
、
三
浦
山
を
め
ぐ
る
行
政
区
画
上
の
所
属（
筑
摩
県
→
長
野
県
）と
、
官
林
管
理

上
の
所
管（
岐
阜
県
）の
不
一
致
も
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

後
日
談 

─
西
股
入
の
旅
人
宿

ち
な
み
に
、
明
治
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
内
務
省
官
員
に
よ
る
「
信し

な
の濃

・
美み

の濃
両り

ょ
う

国こ
っ

界か
い

調ち
ょ
う

査さ

」

は
、
三
浦
山
周
辺
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
信
濃
・
美
濃
の
国
境
の
稜
線
に
沿
っ
て
加
子
母
村
の
西に

し

股ま
た

入い
り

に
ま
で
お
よ
ん
で
い
ま
し
た
。
西
股
入
で
は
、
字あ

ざ

赤
石
と
い
う
場
所
に
山
小
屋
を
建
て
て
測

量
調
査
や
標
柱
工
事
の
拠
点
に
す
る
と
同
時
に
、
資
材
の
運
搬
や
人
員
の
通
行
の
た
め
、
付
知
村

か
ら
王
滝
村
へ
抜
け
る
道
筋
を
新
た
に
つ
く
っ
て
調
査
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

一
連
の
測
量
作
業
が
終
わ
る
と
、
内
務
省
の
官
員
た
ち
は
山
小
屋
を
引
き
払
っ
て
い
き
ま
し
た

が
、
加
子
母
村
の
安
江
松
五
郎
と
い
う
農
民
は
、
そ
れ
を
待
ち
受
け
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
そ
の

跡
地
に
長
さ
七
間（
約
一
二･

六
メ
ー
ト
ル
）・
横
二
間
半（
約
四･

五
メ
ー
ト
ル
）の
山
小
屋
を
新
た
に

つ
く
っ
て
、
密
か
に
商
売
を
始
め
ま
し
た
。

内
木
家
文
書
の
「
官
林
境
立
御
用
留
」
と
い
う
史
料
を
み
る
と
、
明
治
一
一
年
七
月
、
松
五
郎

（
43
）

（
43
）

明
治
一
一
年
「
官
林
境
立
御
用

留
」（
内
木
家
文
書 

Ｂ
八
一
―

三
―
一
二
）。
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が
字
赤
石
で
商
売
を
し
て
い
た
こ
と
が
、
戸
長
の
内
木
善
衛
た
ち
に
発
覚
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
松
五
郎
は
、
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
道
筋
を
通
行
す
る
旅
人
を
対
象
と
し
た
宿
屋
と
煮
売
り
の

居
酒
屋
を
営
ん
で
い
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
正
式
な
鑑か

ん

札さ
つ

を
得
て
お
ら
ず
、
し
か
も
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
官

林
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
戸
長
た
ち
も
捨
て
置
き
難
い
と
し
て
、
松
五

郎
を
呼
び
出
し
、
説
諭
を
加
え
た
う
え
、
山
小
屋
を
撤
去
す
る
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
。
し
か
し
松

五
郎
は
聞
き
入
れ
る
様
子
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
む
な
く
戸
長
ら
は
、
こ
の
旨
を
岐
阜
県
に

届
け
出
て
対
応
を
依
頼
し
ま
し
た
。

も
と
も
と
は
境
界
調
査
で
必
要
な
物
資
・
人
員
の
移
動
の
た
め
、
便
宜
的
に
つ
く
ら
れ
た
新
道

で
し
た
が
、
そ
の
跡
を
利
用
し
て
、
抜
け
目
な
く
自
分
の
商
売
に
活
用
し
よ
う
と
し
た
、
知
略
の

あ
る
農
民
も
加
子
母
村
に
は
い
た
の
で
す
。
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2　

森
林
の
官
民
有
区
分
と
歎
願
運
動
・
村
方
騒
動

（
1
）　
濃
州
三
ヶ
村
の
官
民
有
区
分

尾
張
藩
時
代
の
森
林
利
用

尾
張
藩
で
は
、
他
藩
に
は
な
い
独
特
な
森
林
利
用
の
方
式
が
確
立
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
代

表
的
な
例
が
、
一
般
に
「
木き

曽そ

五ご

木ぼ
く

」
と
呼
ば
れ
る
御ご

停ち
ょ
う

止じ

木ぼ
く

制
度
で
す
。

尾
張
藩
領
の
森
林
は
、
御お

留と
め

山や
ま

・
御お

巣す

山や
ま

・
鞘さ

や

山や
ま

・
明あ

き

山や
ま

・
百

ひ
ゃ
く
し
ょ
う姓
控ひ

か
え

林ば
や
しな
ど
に
区
分
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
御
留
山
は
禁き

ん

伐ば
つ

・
不ふ

入に
ゅ
うの
地
と
い
わ
れ
、
樹
木
の
伐
採
は
お
ろ
か
、
一
般
の
立
ち
入

り
が
禁
じ
ら
れ
た
森
林
で
、
加
子
母
村
周
辺
で
は
三み

浦う
れ

山や
ま

と
西に

し

股ま
た

入い
り

の
一
部（
出
ノ
小
路
・
高
樽
）が

こ
れ
に
該
当
し
ま
し
た
。
御
巣
山
と
そ
の
外
側
に
広
が
る
鞘
山
は
、
鷹
狩
で
用
い
る
幼
鷹
を
入
手

す
る
た
め
、
同
様
に
禁
伐
・
不
入
の
地
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
山
は
藩
の
御
用
材
生

産
と
農
民
に
よ
る
板い

た

子ご

年
貢
生
産（
米
納
化
後
は
御ご

免め
ん

白し
ら

木き

生
産
）、
薪た

き
ぎ・

下し
た

草く
さ

採
取
を
お
こ
な
う
場

所
で
、
藩
と
村
方
の
ど
ち
ら
も
利
用
で
き
る
森
林
で
す
。
百
姓
控
林
は
、
農
民
が
屋
敷
ま
わ
り
な

ど
に
植
林
し
た
小
規
模
な
林
で
、
農
民
自
身
が
進
退
で
き
る
森
林
と
し
て
自じ

給き
ゅ
う

用
の
薪し

ん

炭た
ん

用
材

や
建
築
用
材
を
伐
り
出
し
て
い
ま
し
た
。
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こ
う
し
た
な
か
で
、「
木
曽
五
木
」（
ヒ
ノ
キ
・
サ
ワ
ラ
・
ア
ス
ヒ
・
コ
ウ

ヤ
マ
キ
・
ネ
ズ
コ
の
五
種
類
）は
、
右
の
用よ

う

益え
き

区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
こ

に
生
い
立
っ
て
い
て
も
、
藩
が
御
用
材
用
に
伐き

り
出
す
以
外
は
伐
採
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
あ
る
農

民
の
控
林
の
中
に
ヒ
ノ
キ
が
生
え
て
き
た
場
合
に
は
、
そ
の
農
民
は
そ

の
ヒ
ノ
キ
を
伐
採
し
て
使
う
こ
と
は
で
き
ず
、
保
護
・
育
成
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
尾
張
藩
で
は
空
間
的
な
用
益
区
分
に
加
え
て
樹じ

ゅ

種し
ゅ

に

よ
る
用
益
制
限
が
あ
り
、
樹
種
に
よ
る
制
限
が
空
間
的
な
区
分
よ
り
も

優ゆ
う

越え
つ

す
る
と
い
う
独
特
な
構
造
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
明
山
の

な
か
の
用
益
空
間
の
区
分
が
不
分
明
な
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

が
、
明
治
期
に
入
っ
て
森
林
が
誰
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
把
握
す
る
に

あ
た
り
、
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

岐
阜
県
へ
の
官
林
引
き
渡
し
と
山
絵
図

明
治
五
年（
一
八
七
二
）三
月
、
濃
州
三
ヶ
村
を
含
む
旧
名
古
屋
県
の

官か
ん

林り
ん

は
岐
阜
県
の
管
轄
と
な
り
、
三
ヶ
村
で
は
官
林
内
の
調
査
が
実
施

図9　尾張藩の森林利用概念図
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さ
れ
、
五
木
を
は
じ
め
と
す
る
木き

数す
う

の
確
認
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
そ
れ
ら
は
三
ヶ
村
へ
「
御お

預あ
ず
け」

と
い
う
形
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
岐
阜
県
は
、
壬じ

ん

申し
ん

地ち

券け
ん

の
発
行
事
業
も
同
時
に
進
め
て

お
り
、
三
ヶ
村
の
山
林
に
つ
い
て
も
、
官
有
・
民
有
の
区
別
に
つ
い
て
何
ら
か
の
決
定
に
迫せ

ま

ら
れ

て
い
ま
し
た
。

岐
阜
県
が
官
林
の
引
き
渡
し
を
受
け
た
際
に
、
山
内
の
土
地
の
官
有
・
民
有
を
区
別
す
る
も
の

と
し
て
注
目
し
た
の
が
、
嘉
永
三
年（
一
八
五
〇
）に
御
山
守
の
内な

い

木き

善ぜ
ん

衛え
い

が
尾
張
藩
の
太
田
代
官

所
へ
提
出
し
た
山
絵
図
で
、「
村む

ら

持も
ち

之の

端は
し

山や
ま

」
の
木
々
が
繁
茂
し
て
農
民
た
ち
が
必
要
と
し
て
い

る
雑ぞ

う

木き

・
下
草
の
生
育
に
支
障
が
出
て
い
る
と
し
て
村
々
が
善ぜ

ん

処し
ょ

を
願
い
出
た
際
に
、
太
田
代
官

所
か
ら
立
木
の
員い

ん

数ず
う

を
取
り
調
べ
て
ほ
し
い
と
御
山
守
の
内
木
善
衛
へ
引
き
合
い
が
あ
り
、
善
衛

が
藩
の
用
材
林
と
の
境
界
や
「
村
持
之
端
山
」
の
範
囲
に
つ
い
て
の
「
私し

按あ
ん

」（
個
人
的
な
考
え
）を

記
入
し
た
も
の
で
し
た
。

こ
の
山
絵
図
を
万
延
元
年（
一
八
六
〇
）八
月
に
転
写
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
現
在
も
内
木

家
文
書
の
な
か
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
絵
図
に
は
、
三
浦
山
と
三
ヶ
村
山
が
描
か
れ
、
山
地

が
緑
色
、
凡は

ん

例れ
い

に
「
端は

し

山や
ま

」
と
記
さ
れ
て
い
る
区
域
が
紅
色
に
着
色
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
端

山
」
と
し
た
部
分
の
う
ち
、
集
落
に
近
い
一
部
の
箇か

所し
ょ

に
は
大
ざ
っ
ぱ
に
水
色
の
斑は

ん

点て
ん

が
打
た
れ

「
端は

し

山や
ま

之の

内う
ち

御お

田で
ん

地ち

先さ
き

肥こ
や

シ
場ば

等な
ど

影か
げ

木き

之の

分ぶ
ん

」
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
木
々
が
繁
茂

し
て
薪
や
下
草
の
採
取
に
支
障
が
生
じ
て
い
た
部
分
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
44
）

（
44
）

現
在
は
、
内
木
家
文
書
の
う
ち

で
重
要
と
判
断
し
た
絵
図
類
を

収
納
し
た
フ
ァ
イ
ル
に
入
っ
て

お
り
、
史
料
番
号
は
未
付
与
の

状
態
。
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こ
の
よ
う
に
山
絵
図
は
、
従
来
か
ら
の
慣
行
と
し
て
薪
取
り
や
下
草
刈
り
を
お
こ
な
っ
て
い
る

場
所
に
つ
い
て
、
内
木
善
衛
が
自
分
の
認
識
を
大
ま
か
に
示
し
た
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
岐
阜
県
は
、
引
き
継
ぎ
の
過
程
で
太
田
代
官
所
か
ら
入
手
し
た
こ
の
山
絵
図
を
官
有
・
民
有

の
境
界
を
示
し
た
も
の
と
勝
手
に
誤
解
し
、
こ
の
記
載
事
項
を
も
と
に
両
者
の
区
分
を
進
め
よ
う

図10　万延元年に写されたと思われる山絵図
図10　（部分、内木哲朗家所蔵の絵図を加工引用）

と
し
ま
し
た
。

明
治
六
年
九
月
の
決
定
と
三
ヶ
村
の
嘆
願

明
治
六
年
九
月
、
岐
阜
県
は
三
ヶ
村
山
の
官
民
有
区
分
に
つ
い
て

通
達
を
出
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
尾
張
藩
に
な
ら
っ
て
五
木
の

禁
伐
は
そ
の
ま
ま
据
え
置
き
、
し
か
も
山
内
で
の
雑
木
・
下
草
の
刈

り
取
り
を
も
禁
じ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
三
ヶ
村
は
、
こ
の
通
達

に
よ
っ
て
御
留
山
・
御
巣
山
・
鞘
山
・
明
山
の
す
べ
て
が
「
官
有
」

に
な
っ
た
と
認
識
し
て
、
い
っ
せ
い
に
反
発
し
、
九
月
二
四
日
付
で
、

①
禁
伐
・
不
入
の
区
域
で
あ
る
「
板い

た

榜ぼ
う

場ば

」
以
外
の
山
中
で
の
雑

木
・
下
草
の
採
取
、
②
官
林
外
で
の
五
木
伐
採
を
認
め
て
ほ
し
い
旨

を
嘆
願
し
ま
し
た
。
当
初
、
農
民
た
ち
は
、
廃
藩
置
県
に
よ
り
尾
張

藩
の
森
林
管
理
方
式
が
解
体
す
る
と
、
五
木
の
自
由
な
用
益
が
認
め

（
45
）
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ら
れ
、
全
山
が
民
有
に
な
る
と
い
う
希
望
的
観
測
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
し
た
が
、
そ
れ
と
は
全

く
異
な
り
、
む
し
ろ
規
制
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
今
ま
で
の
生
活
が
脅
か
さ
れ
る
も
の
と
し
て

強
く
抵
抗
し
た
の
で
し
た
。

こ
れ
を
う
け
て
岐
阜
県
で
は
、
改
め
て
旧
藩
時
代
の
記
録
類
を
調
査
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に

前
述
し
た
山
絵
図
も
調
査
対
象
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
三
ヶ
村
は
、
描
か
れ
た
絵
図
の
内

容
が
山
の
利
用
実
態
と
合
っ
て
い
な
い
と
し
て
反
発
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
岐
阜
県
は
、
内
木
善
衛

に
対
し
て
山
絵
図
作
成
の
経
緯
を
照
会
し
ま
し
た
が
、
こ
の
絵
図
が
官
有
・
民
有
の
境
界
を
精
査

し
た
う
え
で
表
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
「
憶お

く

断だ
ん

」
を
示
し
た
だ
け
で
あ
る
と
の
回
答
を

得
る
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。
結
局
、
い
く
ら
調
べ
て
も
官
民
有
の
区
分
を
示
し
た
書
類
が
見
つ
か

ら
ず
、
岐
阜
県
も
困
り
果
て
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
六
年
一
一
月
の
官
民
有
区
分
決
定

確
た
る
証
拠
を
入
手
で
き
な
い
ま
ま
早
期
の
官
民
有
区
分
を
迫
ら
れ
た
岐
阜
県
は
、
御
留
山
・

御
巣
山
・
鞘
山
・
明
山
と
い
う
名
称
を
も
と
に
し
た
区
分
を
お
こ
な
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し

た
。
明
治
六
年
一
一
月
、
県
は
御
留
山
・
御
巣
山
・
鞘
山
を
「
官
林
」
と
し
、
明
山
は
村
民
の
用

益
事
実
を
ふ
ま
え
て
「
公こ

う

有ゆ
う

地ち

」
に
す
る
と
決
定
し
て
、
三
ヶ
村
に
通
知
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、

こ
の
と
き
の
決
定
は
実
地
調
査
な
し
で
お
こ
な
わ
れ
、
官
林
と
公
有
地
の
境
界
は
、
依い

然ぜ
ん

と
し
て

（
45
）

明
治
六
年
九
月
以
降
の
官
民
有

区
分
に
つ
い
て
は
、
丹
羽
邦

男
「
裏
木
曽
に
お
け
る
官
林
設

定
過
程
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所

『
研
究
紀
要
』
昭
和
四
五
年
度
、

一
九
七
一
年
）を
参
照
し
た
。
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曖あ
い

昧ま
い

で
不
明
確
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
と
も
な
っ
て
、
三
ヶ
村
が
明
治
六
年
九
月
二
四
日
に
提
出
し
た
嘆
願
書
に
つ
い
て

も
、
翌
七
年
三
月
二
〇
日
に
裁さ

い

可か

が
下
り
ま
し
た
。
岐
阜
県
参さ

ん

事じ

の
小こ

崎さ
き

利と
し

準な
り

の
名
前
で
「
書し

ょ

面め
ん

之の

通と
お
り

聞き
き

届と
ど
け

候
そ
う
ろ
う

事こ
と

」と
記
さ
れ
た
付つ

け

札ふ
だ

を
し
て
、村
方
へ
嘆
願
書
が
返
却
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

九
月
二
四
日
付
の
嘆
願
書
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
①
禁
伐
・
不
入
区
域
以
外
で
の
雑
木
・
下
草

の
採
取
、
②
官
林
外
で
の
五
木
伐
採
の
許
可
を
願
い
出
た
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
聞
き
届
け
る
と

い
う
の
で
す
か
ら
、「
公
有
地
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
明
山
で
の
五
木
の
伐
採
が
初
め
て
〝
認
め

ら
れ
た
〟
こ
と
に
な
り
ま
す
。
三
ヶ
村
の
農
民
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
大
き
な
嘆
願
の
成
果
で

し
た
。

「
取
極
証
書
」
の
作
成

す
で
に
岐
阜
県
か
ら
の
内
意
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
三
ヶ
村
は
、
正
式
な
通
達
の
五
日
前

に
あ
た
る
同
年
三
月
一
五
日
、「
御ご

官か
ん

林り
ん

外が
い

村む
ら

持も
ち

山さ
ん

林り
ん

ノ
五ご

木ぼ
く

」
が
「
村そ

ん

民み
ん

共ど
も

進し
ん

退た
い

御お

差さ
し

許ゆ
る
し」

と

な
っ
た
と
し
て
、
各
村
の
戸
長
・
副
戸
長
・
小こ

前ま
え

惣そ
う

代だ
い

ら
が
連
名
で
、
前
文
と
六
か
条
か
ら
な
る

「
取と

り

極き
め

証し
ょ
う

書し
ょ

」
と
い
う
規
則
を
定
め
ま
し
た
。
前
文
・
追
記
お
よ
び
各
箇か

条じ
ょ
うの

内
容
は
、
以
下
の

よ
う
に
要
約
で
き
ま
す
。

〈
前
文
〉
こ
の
ほ
ど
三
ヶ
村
は
、
岐
阜
県
の
「
出

し
ゅ
っ

格か
く

之の

御ご

沙さ

汰た

」
に
よ
っ
て
、
官
林
外
の
村む

ら
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持も
ち

山さ
ん

林り
ん

の
「
五
木
」
を
村
民
た
ち
で
進
退
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、「
五
木
」
に
槻け

や
きを

加

え
た
「
六ろ

く

木ぼ
く

」
の
利
用
に
つ
い
て
は
、「
永え

い

世せ
い

村そ
ん

益え
き

ノ
方ほ

う

法ほ
う

」
を
立
て
て
、
租
税
の
補
助
や

凶き
ょ
う

年ね
ん

へ
の
備
え
な
ど
の
ほ
か
、
村
方
一
同
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
し
、
個
々
が
勝
手
な
伐ば

つ

木ぼ
く

を
し
な
い
よ
う
、
以
下
の
箇
条
の
よ
う
に
取
り
決
め
る
。

①　
「
六
木
」
に
関
し
て
は
、
伐
木
は
も
ち
ろ
ん
寝ね

木ぎ

・
古ふ

る

木き

や
末す

え

木き

・
枝え

だ

葉は

に
至
る
ま
で

勝
手
に
手
を
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
家か

作さ
く

木ぼ
く

な
ど
で
購
入
し
た
い
場
合
は
村
役
場
へ
届

け
、
株
代
金
を
差
し
出
し
て
刻こ

く

印い
ん

を
受
け
て
か
ら
伐
木
す
る
こ
と
。
家
作
普ふ

請し
ん

が
落
成
し

た
後
、
村
役
場
の
改
め
を
受
け
、
刻
印
を
も
ら
う
こ
と
。

②　

百
姓
控ひ

か
え

林ば
や
しに
生
い
立
っ
て
い
る
「
六
木
」
に
つ
い
て
は
、
自
由
進
退
と
す
る
の
が
建た

て

前ま
え

だ
が
、
取
り
締
ま
り
の
こ
と
を
考
慮
し
、
自じ

用よ
う

お
よ
び
売
り
払
い
に
あ
た
っ
て
は
、
そ

の
つ
ど
村
役
場
へ
届
け
出
て
根ね

極こ
く

印い
ん

を
受
け
る
こ
と
。

③　

取
り
締
ま
り
に
は
村
役
人
や
役や

く

人に
ん

代だ
い

が
あ
た
り
、
見み

廻ま
わ

り
を
お
こ
な
う
。
村
民
一
同
は

決
ま
り
を
守
り
、
小
苗
木
な
ど
の
育
成
に
も
尽
力
す
る
こ
と
。

④　

規
則
を
破
っ
た
者
は
、
取
り
調
べ
の
う
え
、
株
代
金
の
一
〇
倍
を
過か

怠た
い

料り
ょ
うと

し
て
徴
収

す
る
。

⑤　

規
則
に
背そ

む

い
た
者
を
発
見
し
、
通
告
し
た
者
に
は
、
取
り
立
て
た
過
怠
料
の
半
金
を
支

給
す
る
。
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⑥　

規
則
を
破
っ
た
者
が
不
明
な
場
合
は
、
そ
の
者
が
判
明
す
る
ま
で
、
そ
の
場
所
や
最も

寄よ

り
の
地
を
斧お

の

留ど

め
に
し
て
吟ぎ

ん

味み

を
お
こ
な
う
。

〈
追
記
〉
以
上
の
全
六
か
条
は
、
村
民
一
同
が
申
し
合
わ
せ
を
し
て
「
永え

い

世せ
い

不ふ

朽き
ゅ
う

之の

規き

則そ
く

」

と
し
て
取
り
決
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
る
と
、「
五
木
」
の
利
用
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
村
役
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て

村
民
の
自
由
な
用
益
を
抑よ

く

制せ
い

し
、「
永え

い

世せ
い

村そ
ん

益え
き

ノ
方ほ

う

法ほ
う

」
を
定
め
て
「
村む

ら

方か
た

一い
ち

同ど
う

全ぜ
ん

備び

ノ
利り

益え
き

」

と
な
る
よ
う
に
誘ゆ

う

導ど
う

し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
も
、
①
③
⑥
な
ど
の
箇
条
で
は
、

明
治
五
年
三
月
ま
で
御
山
守
が
お
こ
な
っ
て
き
た
職
務
の
一
部
を
村
役
場
や
村
役
人
た
ち
が
肩
代

わ
っ
て
お
こ
な
う
よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。
三
ヶ
村
が
共
通
す
る
内
容
を
「
村そ

ん

規き

」
と
位
置

づ
け
て
い
る
点
な
ど
も
考
慮
す
る
と
、
こ
の
と
き
の
「
取
極
証
書
」
は
、
い
わ
ば
従
来
御
山
守
が

担に
な

っ
て
き
た
役
割
を
、
三
ヶ
村
の
村
方
の
役
割
へ
置
き
換
え
て
遂
行
す
る
性
格
を
有
し
た
も
の

だ
っ
た
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

加
子
母
村
「
取
極
証
書
」
の
日
付

こ
の
「
取
極
証
書
」
は
、
各
村
の
戸こ

長ち
ょ
うら

が
村
へ
持
ち
帰
り
、
総
百
姓
の
連
印
を
と
っ
て
保
存

さ
れ
ま
し
た
。
加
子
母
総
合
事
務
所
の
所
蔵
史
料
に
も
、
加
子
母
村
の
分
が
「
規き

定じ
ょ
う

書し
ょ

」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
史
料
は
、『
岐
阜
県
林
業
史
』
下
巻（
近
代
編
）に
収
録
さ

（
46
）

（
46
）

加
子
母
総
合
事
務
所
所
蔵
史
料 

近
代 

二
四
三
。
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れ
た
翻ほ

ん

刻こ
く

文ぶ
ん

の
底て

い

本ほ
ん

に
も
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
表
紙
の
日
付
に
誤

記
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
蛇
足
な
が
ら
そ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

加
子
母
村
の
「
規
定
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
日
付
は
「
明
治
六
年
癸

酉（
マ
マ
）

年
九
月
廿
五
日
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
三
ヶ
村
か

ら
の
嘆
願
書
が
岐
阜
県
に
提
出
さ
れ
た
翌
日
に
あ
た
り
ま
す
。
嘆
願
書
が

提
出
の
翌
日
に
認
め
ら
れ
て
、
す
ぐ
に
結
果
が
三
ヶ
村
に
も
た
ら
さ
れ
る

と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
当
然
、
明
治
六
年
九
月
二
五

日
の
時
点
で
は
、
ま
だ
岐
阜
県
に
よ
る
三
ヶ
村
山
の
官
有
・
公
有
地
の
区

分
決
定
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
五
木
伐
採
の
許
可
も
お
り
て
い
な
い
と
考

え
る
の
が
自
然
だ
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
謄と

う

写し
ゃ

版ば
ん

で
流る

布ふ

し
た
三
尾
箕
山（
金
三
）『
三
千
年
物
語 

付
知
の

あ
ゆ
み
』（
私
家
版
、
一
九
五
三
年
）に
は
、
三
ヶ
村
の
戸
長
・
副
戸
長
・
小

図11　加子母村分の「規定書（取極証書）」
図11　（加子母総合事務所所蔵）

前
惣
代
が
作
成
し
た
「
取
極
証
書
」
の
翻
刻
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が（
六
五
～
六
七
頁
）、
こ
れ

に
は
「
明
治
七
年
三
月
十
五
日
」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
ま
す
。
時
系
列
的
に
み
て
、
こ
ち
ら
の

記
述
の
ほ
う
が
事
実
関
係
に
即
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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内
務
省
の
干
渉
と
再
び
持
ち
出
さ
れ
た
山
絵
図

岐
阜
県
の
裁
可
に
よ
っ
て
一
度
は
村
民
た
ち
の
自
由
進
退
が
認
め
ら
れ
た
か
に
み
え
た
三
ヶ
村

山
「
共
有
地
」
の
森
林
利
用
で
す
が
、
内
務
省
が
山
林
の
官
民
有
区
分
に
積
極
的
に
関
与
す
る
よ

う
に
な
る
と
、
岐
阜
県
が
定
め
た
内
容
は
覆

く
つ
が
えさ

れ
、
内
務
省
の
方
針
に
し
た
が
っ
て
官
民
有
区
分

が
や
り
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

明
治
七
年
一
〇
月
頃
、
内
務
省
か
ら
官
民
有
区
分
の
根
拠
に
な
る
図
面
類
を
求
め
ら
れ
た
の

か
、
岐
阜
県
は
再
び
内
木
善
衛
が
太
田
代
官
所
へ
提
出
し
た
山
絵
図
を
持
ち
出
し
て
き
ま
す
。
し

か
し
実
態
と
合
わ
な
い
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
絵
図
を
ど
う
使
お
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

大
正
一
〇
年（
一
九
二
一
）頃
に
川
上
村
の
原は

ら

頼よ
り

幸ゆ
き

が
述
べ
た
回
想
に
は
、
こ
の
時
期
の
様
子
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
ま
す
。

一い
っ

方ぽ
う

旧き
ゅ
う

藩は
ん

引ひ
き

続つ
づ
きノ
旧き

ゅ
う
き記
ヲ
調し

ら

へ
、
一い

っ

方ぽ
う

民み
ん

間か
ん

ノ
旧

き
ゅ
う

記き

ヲ
対た

い

照し
ょ
うシ
、
調

ち
ょ
う

査さ

ヲ
進す

す

ム
ル
モ
、
何な

ン
ト
モ
就つ

カ
ザ
ル
ヲ
以も

っ

テ
、
付つ

け

知ち

・
加か

子し

母も

・
川か

わ

上う
え

村む
ら

戸こ

長ち
ょ
う

始は
じ

メ
村む

ら

役や
く

人に
ん

ヲ
呼よ

び

出だ

シ
、
旧

き
ゅ
う

図ず

ヲ
指さ

シ
示し

め

シ
、
旧

き
ゅ
う

藩は
ん

取と
り

扱あ
つ
か
いガ

不ふ

規き

律り
つ

デ
ア
ル
故ゆ

え

ニ
官か

ん

民み
ん

有ゆ
う

ノ
区く

別べ
つ

ス
ル
事こ

と

能あ
た

ハ
ズ
、
故ゆ

え

ニ
オ
マ
ヱ
方
ノ
ヨ
サ
ソ
ー
ナ
処と

こ
ろへ

線せ
ん

ヲ
引ひ

キ
、
夫そ

れ

ヲ
境

き
ょ
う

界か
い

ト
ス
ル
外ほ

か

致い
た
し

方か
た

ナ
イ
、
線せ

ん

ヲ
引

ナ
サ
イ
ト
云い

ハ
レ
タ
ル
ヲ
以も

っ

テ
、
一い

ち

同ど
う

一ひ
と

先ま

ツ
郷ご

う

宿や
ど

ニ
引ひ

き

下さ
が

リ
相そ

う

談だ
ん

シ
タ
ル
結け

っ

果か

、
戸こ

長
ち
ょ
う

幷な
ら
びニ
村む

ら

役や
く

人に
ん

共ど
も

慾よ
く

ヲ
出だ

シ
、
五ご

木ぼ
く

伐ば
っ

採さ
い

ノ
禁き

ん

ヲ
と
解
カ
レ
タ
ル
以い

上じ
ょ
う、
従

じ
ゅ
う

来ら
い

無む

制せ
い

限げ
ん

ニ
雑ぞ

う

木き

ヲ
伐ば

っ

採さ
い

シ
タ
ル
関か

ん

係け
い

上じ
ょ
う、

無む

論ろ
ん

全ぜ
ん

山ざ
ん

民み
ん

有ゆ
う

デ
ア
ル
ト
云い

フ
事こ

と

ニ
一い

っ

決け
つ

シ
、
其そ

の

旨む
ね

答と
う

申し
ん

シ
タ

（
47
）

（
47
）

『
岐
阜
県
史
』
通
史
編（
近
代

中
）（
岐
阜
県
、
一
九
八
五
年
）、

三
七
四
頁
。
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ル
ヲ
以も

っ

テ
、
此こ

の

事こ
と

一い
ち

時じ

止や
み

ト
ナ
リ
…
…

こ
れ
に
よ
る
と
、
岐
阜
県
は
旧
尾
張
藩
や
民
間
に
あ
る
「
旧

き
ゅ
う

記き

」
を
調
べ
た
も
の
の
、
官
民
有

区
分
の
確
証
を
得
ら
れ
ず
、
つ
い
に
は
三
ヶ
村
の
戸
長
ら
の
前
で
「
旧

き
ゅ
う

図ず

」（
内
木
善
衛
作
成
の
山
絵

図
）を
広
げ
、「
旧
藩
の
取
り
扱
い
が
不
規
律
な
の
で
、
官
有
・
民
有
の
区
分
が
で
き
な
い
。
つ
い

て
は
、
お
前
た
ち
が（
山
絵
図
の
）よ
さ
そ
う
な
所
に
線
を
引
き
、
そ
れ
を
境
界
に
す
る
以
外
に
方

法
は
な
い
。
線
を
引
き
な
さ
い
」
と
命
じ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
戸
長
た
ち
は
こ
の
話
を
聞

い
て
、
い
っ
た
ん
宿
へ
戻
っ
て
協
議
し
ま
し
た
が
、
欲
を
出
し
た
農
民
た
ち
が
「（
明
山
で
は
）今

ま
で
無
制
限
に
雑
木
を
伐
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
全
山
が
民
有
で
あ
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と
主
張

し
、
そ
の
旨
を
県
に
回
答
し
た
と
こ
ろ
、
岐
阜
県
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
主
張
を
容い

れ
る
こ
と
は

で
き
ず
、
話
は
沙さ

汰た

止や

み
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

一
方
、
山
絵
図
を
作
っ
た
内
木
善
衛
も
、
岐
阜
県
の
「
旧

き
ゅ
う

藩は
ん

取と
り

扱あ
つ
か
いガ
不ふ

規き

律り
つ

デ
ア
ル
」
と
の

主
張
に
よ
り
、
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
形
で
「
待た

い

罪ざ
い

書し
ょ

」（
始
末
書
）を
書
い
て
岐
阜
県
へ
提
出
し
ま
し

た
。
も
と
も
と
作
成
目
的
が
違
う
絵
図
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
も
っ
て
取
り
扱
い
が
「
不ふ

規き

律り
つ

」
と

い
わ
れ
て
も
無
理
難
題
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
わ
け
で
す
が
、
旧
藩
側
が
一
歩
引
く
態
度
を
見

せ
る
こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず
体て

い

裁さ
い

を
取と

り
繕

つ
く
ろ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

結
局
、
三
ヶ
村
山
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
の
官
吏
が
実じ

っ

踏と
う

見け
ん

分ぶ
ん

を
し
て
官
民
有
区
分
を
お
こ
な

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

（
48
）

（
48
）

加
子
母
総
合
事
務
所
所
蔵
史
料 

近
代 

四
〇
三
。
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（
2
）　
嘆
願
運
動
と
「
山
林
保
護
規
則
」・
同
「
増
補
」
の
成
立

内
務
省
に
よ
る
官
林
調
査
と
嘆
願
運
動

明
治
七
年
一
二
月
、
内
務
省
地
理
寮
に
よ
る
全
国
官
林
調
査
の
一
環
で
、
改
め
て
三
ヶ
村
山
の

「
公
有
地
」
の
官
民
有
区
分
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
三
ヶ
村
山
の
巡
回
を
担
当
し
た
の
は
、
地
理

寮
の
原
純
・
源
井
寛
と
い
う
官
吏
で
し
た
。
原
た
ち
が
山
内
を
見
分
し
て
い
る
と
、「
公
有
地
」

の
部
分
で
村
民
が
五
木
を
伐
採
し
て
い
る
様
子
が
目
に
入
り
ま
し
た
。
農
民
た
ち
は
、
岐
阜
県
に

よ
っ
て
許
可
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
公
有
地
」
で
五
木
を
伐
採
し
て
も
問
題
は
な
い
と
認
識
し
て

い
た
の
で
す
。
し
か
し
内
務
省
の
官
吏
は
、
い
ま
だ
官
民
有
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な

い
場
所
で
五
木
を
伐
り
出
し
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
き
、
岐
阜
県
令
に
照
会
し
た
う
え
、
ひ
と

ま
ず
「
公
有
地
」
で
の
以
後
の
五
木
伐
採
を
禁
止
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
岐
阜

県
か
ら
三
ヶ
村
へ
の
指
示
は
「
御お

取と
り

調し
ら
べ

中ち
ゅ
う

公こ
う

有ゆ
う

地ち

伐ば
つ

木ぼ
く

暫ざ
ん

時じ

御お

差さ
し

留と
め

」
と
い
う
も
の
で
、
内
務

省
官
吏
の
調
査
中
は
し
ば
ら
く
伐
木
を
停
止
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
が
、
こ
の
指
示
は
そ
の
後

も
解
除
さ
れ
ず
、
な
し
く
ず
し
的
に
五
木
伐
採
の
禁
止
状
態
が
続
い
て
い
き
ま
し
た
。

い
つ
ま
で
も
禁
止
が
解
除
さ
れ
な
い
状
態
に
業ご

う

を
煮に

や
し
た
三
ヶ
村
は
、
明
治
七
年
一
二
月
一

〇
日
付
で
五
木
伐
採
を
許
可
し
て
ほ
し
い
と
い
う
嘆
願
書
を
岐
阜
県
へ
提
出
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
嘆
願
書
は
、
何
の
理
由
の
説
明
も
な
く
却
下
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
続
い
て
、
翌
八
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年
三
月
三
日
に
も
再
び
嘆
願
を
お
こ
な
い
ま
し
た
が
、
結
果
は
同
じ
で
し
た
。

代
言
人
へ
の
依
頼

そ
こ
で
三
ヶ
村
で
は
、
裁
判
所
へ
の
出

し
ゅ
っ

訴そ

も
視
野
に
入
れ
、
嘆
願
に
つ
い
て
代だ

い

言げ
ん

人に
ん（

法
律
専
門

家
）へ
依
頼
を
し
て
は
ど
う
か
と
協
議
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

代
理
に
よ
る
訴
訟
の
運
用
は
、
明
治
五
年
八
月
に
公
布
さ
れ
た
司し

法ほ
う

職し
ょ
く

務む

定て
い

制せ
い

で
認
め
ら
れ
、

こ
れ
以
降
、
各
地
に
代
言
人
と
称
す
る
者
が
数
多
く
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
時

期
の
代
言
人
に
は
特
別
な
資
格
は
必
要
な
か
っ
た
た
め
、
な
か
に
は
い
か
が
わ
し
い
者
も
お
り
、

無
用
な
訴
訟
を
そ
そ
の
か
し
た
り
、
高
額
な
費
用
を
要
求
し
て
依
頼
人
の
財
産
を
食
い
潰つ

ぶ

し
た
り

す
る
弊へ

い

害が
い

も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
三
ヶ
村
で
は
、
当
初
か
ら
複
数

の
代
言
人
や
そ
の
結
社
な
ど
の
情
報
を
集
め
て
い
た
と
み
ら
れ
、
内
木
家
文
書
の
な
か
に
も
、
代

言
人
結
社
北ほ

く

洲し
ゅ
う

舎し
ゃ

の
名
古
屋
出
張
所
が
明
治
七
年
一
二
月
に
つ
く
っ
た
広
告
が
保
存
さ
れ
て
い

ま
す
。

三
ヶ
村
が
最
初
に
依
頼
し
た
代
言
人
は
、
岐
阜
在
住
の
三
重
県
士
族
で
西
村
忠
平
と
い
う
人
物

だ
っ
た
よ
う
で
、
明
治
八
年
五
月
二
九
日
付
の
嘆
願
書
の
草
案
に
初
め
て
名
前
が
あ
ら
わ
れ
ま

す
。
そ
こ
で
は
「
私
共
三
ヶ
村
公
有
地
一
件
」
の
「
部ぶ

理り

代だ
い

理り

人に
ん

」
と
し
て
西
村
の
名
前
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
内
木
家
文
書
の
明
治
八
年
五
月
「
山さ

ん

地ち

歎た
ん

願が
ん

事じ

件け
ん

費ひ

用よ
う

記き

」
と
い
う
帳
簿
を

（
49
）

（
50
）

（
51
）

（
49
）

こ
の
広
告
に
は
「
カ
シ
モ 

戸

長
所 

扣
」
と
い
う
墨
書
が
あ

り
、
内
木
善
衛
が
明
治
一
〇
年

に
新
田
八
郎
に
代
わ
っ
て
戸
長

に
就
任
し
た
際
、
引
き
継
が
れ

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
50
）

『
付
知
町
史
』（
付
知
町
、

一
九
七
四
年
）、
五
七
六
頁
。

（
51
）

内
木
家
文
書 

Ｂ
八
四
─
一
─

二
〇
。
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み
る
と
、
六
月
一
二
日
に
支
払
っ
た
金
額
と
し
て
「
西
村

君
へ
日
当
旅
費
」
の
五
円
五
〇
銭
が
計
上
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
と
き
に
お
こ
な
っ
た
嘆
願
も
却
下
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
三
ヶ
村
は
、
よ
り
実
力
の
あ
る
代
言
人
を

探
し
た
よ
う
で
、
右
の
「
山
地
歎
願
事
件
費
用
記
」
に

は
、
六
月
一
一
日
の
支
出
と
し
て
代
言
人
結
社
の
北
洲
舎

へ
金
一
〇
円
を
渡
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

北
洲
舎
は
、
明
治
七
年
に
大
阪
で
設
立
さ
れ
た
日
本
初

の
独
立
し
た
代
言
事
務
所
で
、
そ
の
後
、
高
知
県
出
身
で

板い
た

垣が
き

退た
い

助す
け

ら
と
立り

っ

志し

社し
ゃ

の
創
立
に
関
わ
っ
た
島し

ま

本も
と

仲な
か

道み
ち

が

大
阪
に
立
ち
寄
っ
た
際
に
懇こ

ん

請せ
い

し
て
「
舎し

ゃ

長ち
ょ
う」
と
位
置
づ

け
、
土と

佐さ

勤き
ん

皇の
う

党と
う

出
身
の
志し

士し

と
し
て
の
島
本
の
ネ
ー
ム

バ
リ
ュ
ー
を
利
用
し
て
、
め
き
め
き
と
頭
角
を
現
し
て
き

た
結
社
で
し
た
。
島
本
は
東
京
へ
向
か
う
と
日
本
橋
に
東

京
北
洲
舎
を
創
設
し
、
ま
た
名
古
屋
に
も
出
張
所
を
設
け

る
な
ど
、
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
最さ

中な
か

に
あ
り
ま
し
た
。

図12　北洲社出張所の広告（内木哲朗家所蔵）
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高
名
な
北
洲
舎
に
嘆
願
を
依
頼
す
る
に
あ
た
っ
て
、
三
ヶ
村
の
意
見
は
分
か
れ
ま
し
た
。「
北ほ

く

州し
ゅ
う

社し
ゃ

代だ
い

言げ
ん

ヘ
莫ば

く

大だ
い

之の

金き
ん

員い
ん

ヲ
費つ

い
やス

事こ
と

ヲ
厭い

と

ハ
ズ
委い

任に
ん

ス
ベ
キ
」
と
主
張
す
る
付
知
村
・
加
子
母

村
に
対
し
て
、
川
上
村
は
「
情

じ
ょ
う

実じ
つ

ヲ
陳ち

ん

上じ
ょ
うス

ル
ニ
代だ

い

言げ
ん

ヲ
以も

っ

テ
ス
ル
事こ

と

能あ
た

ハ
ス
」「
各お

の

々お
の

一い
ち

員い
ん

上
じ
ょ
う

ヨ
リ
懇こ

ん

々こ
ん

ノ
情

じ
ょ
う

願が
ん

ヲ
尽つ

く

ス
ノ
外ほ

か

是こ
れ

ナ
ク
」
と
述
べ
て
、
北
洲
舎
へ
委
任
す
る
こ
と
に
難
色
を
示
し

た
の
で
す
。
結
局
、
川
上
村
は
付
知
村
・
加
子
母
村
と
は
別
に
、
単
独
で
嘆
願
を
お
こ
な
う
こ
と

に
し
、
残
る
二
か
村
が
北
洲
舎
を
通
じ
た
嘆
願
を
続
け
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。

明
治
八
年
一
一
月
一
〇
日
、
付
知
村
・
加
子
母
村
の
戸
長
・
総
代
の
「
部
理
代
理
人
」
と
し
て

北
洲
舎
名
古
屋
出
張
所
の
者
と
思
わ
れ
る
鈴
木
重
固
が
起
草
し
た
嘆
願
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

提
出
先
は
今
ま
で
の
岐
阜
県
と
は
異
な
り
、
官
林
管
理
の
上
級
官
庁
に
あ
た
る
内
務
省
で
、
付
知

村
の
熊
谷
孫
六
郎
が
代
言
人
の
鈴
木
と
と
も
に
上
京
し
て
直
接
請
願
す
る
方
式
を
と
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
岐
阜
県
を
相
手
に
し
て
い
て
は
い
つ
ま
で
も
問
題
解
決
が
図
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
判

断
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、「
山
地
歎
願
事
件
費
用
記
」
を
み
る
と
、
熊
谷
が
東
京

へ
出
発
し
た
と
思
わ
れ
る
九
月
二
二
日
に
は
「
東と

う

京き
ょ
う

北ほ
く

洲し
ゅ
う

舎し
ゃ

江へ

差さ
し

入い
れ

金き
ん

、
熊く

ま

谷が
や

君く
ん

へ
渡わ

た

ス
」
と

し
て
金
五
〇
円
が
、「
鈴す

ず

木き

君く
ん

日に
っ

当と
う

旅り
ょ

費ひ

」
と
し
て
金
七
円
五
〇
銭
が
支
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
一
村
総
持
山
」
の
決
定

明
治
九
年
七
月
、
岐
阜
県
令
の
小こ

崎さ
き

利と
し

凖な
り

は
、
内
務
省
に
対
し
て
付
知
・
加
子
母
両
村
の
山
林

（
52
）

（
52
）

前
掲
丹
羽
論
文
、
四
四
頁
の
引

用
資
料
。
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の
扱
い
に
つ
い
て
伺

う
か
が
い

書し
ょ

を
提
出
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
た
び
重
な
る
嘆
願
運
動
に
よ
っ
て

示
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
板い

た

子ご

年ね
ん

貢ぐ

負
担
が
過
去
の
用
益
の
事
実
を
示
す
も
の
と
認
め
る
一
方
、
享

保
期
に
全
山
に
対
し
て
五
木
の
伐
り
出
し
を
禁
じ
た
の
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
官
有
地
に

該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
判
断
が
示
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を

う
け
て
内
務
省
は
、
同
年
九
月
、
地
理
寮
の
官
員
を
派
遣
し
て
実
地
調
査
を
お
こ
な
っ
た
う
え
、

御
留
山
や
明
山
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ま
し
た
。

旧き
ゅ
う

藩は
ん

受じ
ゅ

領り
ょ
う

以い

后ご

ニ
就つ

い

テ
相あ

い

考
か
ん
が
え

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、
慶け

い

安あ
ん

度ど

更さ
ら

ニ
検け

ん

田で
ん

貢こ
う

租そ

ヲ
確か

く

定て
い

シ
、
材ざ

い

木も
く

上
じ
ょ
う

納の
う

ノ
割わ

り

合あ
い

ヲ
定さ

だ

メ
、
元げ

ん

禄ろ
く

已い

降こ
う

漸ぜ
ん

次じ

官か
ん

林り
ん

取と
り

締し
ま
り

相あ
い

立た
て

、
留と

め

山や
ま

・
明あ

き

山や
ま

ト
称

し
ょ
う
し、

蓋け
だ

シ
此こ

の

時と
き

ヨ

リ
相あ

い

始は
じ
まリ
候

そ
う
ろ
う

義ぎ

ト
存

ぞ
ん
じ

候そ
う
ろ
う、
宝ほ

う

永え
い

年ね
ん

間か
ん

始は
じ

メ
テ
一い

っ

般ぱ
ん

五ご

木ぼ
く

ノ
制せ

い

禁き
ん

ヲ
設も

う

ケ
、
享

き
ょ
う

保ほ
う

度ど

ニ
至い

た

リ

愈い
よ

々い
よ

取と
り

締し
ま
り

厳げ
ん

重
じ
ゅ
う
に

相あ
い

成な
り

、
官か

ん

林り
ん

保ほ

護ご

ノ
制せ

い

度ど
に

至い
た
る、
此か

く

漸ぜ
ん

次じ

全ぜ
ん

備び

致い
た

シ
候

そ
う
ろ
う

義ぎ

ニ
有こ

れ
あ
る
よ
し
の

之
由
之

観か
ん

、
是こ

れ

往お
う
こ古
無む

せ
い制
ノ
山さ

ん

林り
ん

漸よ
う
やク
法は

っ

度と

相あ
い

立た
ち

、
遂つ

い

ニ
確か

っ
こ乎
純じ

ゅ
ん
す
い
粋
ノ
官か

ん

林り
ん

ト
相あ

い

成な
り

候
そ
う
ろ
う

義ぎ

ニ

可こ
れ
あ
る
べ
し

有
之

す
な
わ
ち
、
慶
安
期
以
来
の
板
子
年
貢
負
担
か
ら
御
留
山
・
明
山
の
区
別
、
宝
永
～
享
保
期
の

五
木
制
度
に
至
る
過
程
を
「
官
林
保
護
」
の
制
度
と
し
て
と
ら
え
、
一
連
の
流
れ
に
よ
っ
て
純
粋

な
「
官
林
」
が
成
立
し
て
い
っ
た
と
意
味
づ
け
た
の
で
す
。
そ
の
う
え
で
雑
木
や
下
草
を
刈
っ
て

い
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
実
地
調
査
の
結
果
、
そ
れ
ほ
ど
良
材
も
な
い
の
で
、
信
州
側
の
木
曽
地

方
と
同
様
、
無む

代だ
い

下
げ
渡
し
が
相
当
な
場
所
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
ま
す
。

（
53
）

（
53
）

前
掲
丹
羽
論
文
、
三
六
～
三
七

頁
の
引
用
資
料
。
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こ
れ
に
基
づ
い
て
内
務
省
は
、
同
年
一
一
月
一
一
日
、
付
知
・
加
子
母
両
村
の
明
山
の
端
山
部

分
に
つ
い
て
、
民
有
地
と
は
見
な
し
難が

た

い
も
の
の
、
過
去
に
立
ち
入
っ
て
い
た
事
実
を
考
慮
し

て
、
村
方
が
五
木
の
代
金
を
支
払
っ
た
う
え（
一
〇
か
年
賦
）、
そ
の
他
の
立
木
や
地
所
に
つ
い
て

は
無
代
で
下
げ
渡
す
と
い
う
決
定
を
通
知
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
明
山
の
端
山
部
分
は
、「
一い

っ

村そ
ん

総そ
う

持も
ち

山や
ま

」（
全
村
共
有
地
）と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
決
定
に
と
も

な
い
、
翌
一
〇
年
一
月
九
日
に
は
、
今
ま
で
伐
採
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
場
所
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

取
り
消
す
旨
が
通
達
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
山
林
保
護
規
則
」・
同
「
増
補
」

内
務
省
に
よ
る
決
定
を
う
け
て
、
加
子
母
村
で
は
明
治
一
〇
年
三
月
一
五
日
、
総
持
山
を
乱
伐

か
ら
守
り
、
適
切
に
活
用
し
て
い
く
た
め
、「
山
林
保
護
規
則
」
お
よ
び
「
山
林
保
護
規
則
増
補
」

を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
の
規
則
は
、「
増
補
」
の
最
初
の
箇
条
に
あ
た
る
第
七
条
に
「
明め

い

治じ

六ろ
く

年ね
ん

癸み
ず
の
と

酉と
り

九く

月が
つ

廿
に
じ
ゅ
う

五ご

日に
ち

、
本ほ

ん

村そ
ん

全ぜ
ん

戸こ

ノ
衆

し
ゅ
う

議ぎ

ニ
依よ

っ

テ
決け

っ

定て
い

シ
タ
ル
取と

り

極き
め

証し
ょ
う

書し
ょ

ニ
、
全ぜ

ん

村そ
ん

人じ
ん

民み
ん

調
ち
ょ
う

印い
ん

ノ
上う

え

、
官か

ん

ノ
聴

ち
ょ
う

許き
ょ

ヲ
経へ

タ
ル
六ろ

く

ヶか

条じ
ょ
うヲ

、
今こ

ん

後ご

山さ
ん

林り
ん

保ほ

護ご

規き

則そ
く

ト
称し

ょ
うシ

、
今こ

ん

回か
い

決け
つ

議ぎ

シ
タ
ル
左さ

ノ
数す

う

条じ
ょ
うヲ

増ぞ
う

補ほ

シ
タ
ル
ニ
ヨ
リ
、
村そ

ん

民み
ん

一い
ち

同ど
う

総す
べ

テ
之こ

レ
ヲ
永え

い

遠え
ん

ニ
固こ

守し
ゅ

ス
ヘ
シ
」
と
あ
り
、
濃
州

三
ヶ
村
の
「
村そ

ん

規き

」
と
さ
れ
た
「
取
極
証
書
」
の
名
称
を
「
山
林
保
護
規
則
」
と
改
め
た
う
え
で
、

さ
ら
に
「
増
補
」
部
分
を
追
加
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
が
、
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「
取
極
証
書
」
を
「
山
林
保
護
規
則
」
と
改
名
し
た
部
分
、
第
七
条
か
ら
第
二
六
条
ま
で
が
、
明

治
一
〇
年
の
決
議
に
よ
っ
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
「
山
林
保
護
規
則
増
補
」
に
な
り
ま
す
。

新
た
に
決
議
さ
れ
た
内
容
は
、
明
治
六
年
の
「
取
極
証
書
」
を
「
山
林
保
護
規
則
」
と
改
称
す

る
こ
と（
第
七
条
）、
山
林
の
う
ち
全
村
共
有
地
を
「
第
一
類
」、
各
人
共
有
地
を
「
第
二
類
」、
私

有
地
を
「
第
三
類
」
と
称
す
る
こ
と（
第
八
条
）、
ヒ
ノ
キ
・
ネ
ズ
コ
・
マ
キ
・
サ
ワ
ラ
・
ア
ス
ヒ
・

ケ
ヤ
キ
を
「
六ろ

く

木ぼ
く

」
と
唱
え
、
そ
の
他
の
樹
種
を
「
雑ぞ

う

木き

」
と
称
す
る
こ
と（
第
九
条
）と
い
っ
た

定
義
か
ら
始
ま
り
、「
第
一
類
」
山
林
か
ら
の
年
間
伐
木
量（
見
積
り
木
数
の
百
分
の
一
、
第
一
〇
条
）や

非
常
事
態
の
際
の
追
加
伐
木
の
最
大
量（
第
一
一
条
）、
追
加
伐
木
を
行
っ
た
場
合
の
休
伐
期
間
や
植

林（
第
一
二
条
・
第
一
三
条
）と
い
っ
た
森
林
資
源
を
活
用
し
つ
つ
維
持
し
て
い
く
た
め
の
方
針
、「
第

一
類
」
山
林
の
五
木
買
い
上
げ
代
金
や
地
租
・
民
費
の
負
担
・
割
り
掛
け
方
法（
第
一
四
条
・
第
一
五

条
）、
逆
に
「
第
一
類
」
山
林
の
樹
木
を
売
り
払
っ
た
代
金
の
分
配
方
法（
第
一
六
条
）、
収
益
が
増

え
た
と
き
の
積
立
金
の
創
設（
第
一
七
条
）、
水す

い

源げ
ん

涵か
ん

養よ
う

林り
ん

・
土ど

砂し
ゃ

扞か
ん

止し

林り
ん

の
保
護（
第
一
八
条
）、
良

木
が
繁
茂
す
る
林
地
の
温
存（
第
一
九
条
）、
山
林
保
護
を
怠
る
者
へ
の
相
互
監か

ん

責せ
き（

第
二
〇
条
）、
材

木
・
白し

ら

木き

類
の
売
却
・
移
送
の
届
け
出（
第
二
一
条
・
第
二
二
条
）、
家か

作さ
く

木ぼ
く

の
転
売
禁
止（
第
二
三
条
）、

根ね

刻こ
く

印い
ん

後
で
あ
っ
て
も
役
場
よ
り
止
め
ら
れ
た
樹
木
の
伐
木
禁
止（
第
二
四
条
）、
違
反
者
か
ら
の

過か

怠た
い

料り
ょ
うの
徴
収（
第
二
五
条
）、
衆

し
ゅ
う

議ぎ

に
よ
る
規
則
更
正
・
増
補（
第
二
六
条
）と
な
っ
て
い
ま
す
。
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（
3
）　
村
方
騒
動
の
勃
発

村
方
騒
動
の
発
端

こ
れ
ら
の
規
則
は
、
明
治
一
〇
年
四
月
二
六
日
、
加
子
母
村
の
地じ

持も
ち

惣そ
う

代だ
い

三
名
・
組
長
一
二

名
・
副
戸
長
一
名
・
戸
長
一
名
の
連
名
で
岐
阜
県
令
へ
あ
て
て
裁さ

い

可か

を
出
願
し
、
四
月
二
八
日
に

「
書し

ょ

面め
ん

民み
ん

間か
ん

山さ
ん

林り
ん

保ほ

護ご

規き

則そ
く

之の

趣お
も
む
き、

聞き
き

置お
き

候
そ
う
ろ
う

事こ
と

」
と
い
う
朱し

ゅ

書が
き

・
朱し

ゅ

印い
ん

を
得
て
許
可
さ
れ
ま
し

た
が
、
こ
れ
を
再
び
村
へ
持
ち
帰
っ
て
村
民
全
戸
の
請う

け

印い
ん

を
と
る
過
程
で
、
突
然
紛ふ

ん

議ぎ

が
持
ち
上

が
り
ま
し
た
。

内
木
家
文
書
の
明
治
一
一
年
四
月
「
民
有
山
林
ノ
儀
ニ
付
詐さ

欺ぎ

・
盗

ぬ
す
み

売う
り

・
掠

り
ゃ
く

奪だ
つ

ノ
件け

ん

々け
ん

御ご

吟ぎ
ん

味み

願
書
」
と
い
う
史
料
に
よ
れ
ば
、「
山
林
保
護
規
則
」
や
同
「
増
補
」
は
、
内
務
省
や
岐
阜
県
に
作

成
を
促
さ
れ
、
村
民
一
同
が
協
議
の
う
え
、
戸
長
の
新
田
八
郎
が
岐
阜
へ
赴
い
て
草
案
を
書
き
、

こ
れ
を
村
方
へ
送
っ
て
副
戸
長
や
地
持
総
代
・
組
長
に
調
印
さ
せ
た
う
え
で
、
岐
阜
県
庁
の
地ち

理り

掛が
か
りへ
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
戸
長
が
記
載
し
た
草
案
を
村
方
へ
送
っ
た

と
こ
ろ
、
一
二
名
の
組
長
の
う
ち
桂
川
彦
右
衛
門
・
今
井
儀
秀
・
熊
沢
丈
右
衛
門
・
片
田
粂
右
衛

門
・
岩
木
紋
右
衛
門
の
五
名
が
調
印
し
な
か
っ
た
た
め
、
代
表
と
し
て
桂
川
彦
右
衛
門
を
岐
阜
へ

呼
び
出
し
、
岐
阜
県
の
担
当
官
に
説せ

つ

諭ゆ

し
て
も
ら
っ
て
、
よ
う
や
く
調
印
に
こ
ぎ
つ
け
た
と
い
い

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
岐
阜
県
の
裁
可
を
得
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
念
の
た
め
と
い
う
こ
と
で
、
戸

（
54
）

（
55
）

（
56
）

（
54
）

加
子
母
総
合
事
務
所
所
蔵
史
料 

近
代 

四
〇
九
。

（
55
）

内
木
家
文
書 

Ｂ
八
一
─
七
─

一
七
。

（
56
）

「
彦
左
衛
門
」
と
記
さ
れ
て
い

る
史
料
も
あ
る
。
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長
が
村
へ
帰
っ
た
後
、
こ
れ
ら
の
規
則
に
関
し
て
全ぜ

ん

戸こ

が
調
印
し
た
「
連れ

ん

印い
ん

簿ぼ

」
を
作
成
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

寄
合
が
開
か
れ
、
最
初
に
戸
長
が
条
文
を
読
み
聞
か
せ
た
後
、
村
民
た
ち
が
次
々
と
調
印
し
て

い
き
ま
し
た
が
、
彦
右
衛
門
を
は
じ
め
と
す
る
九
〇
名
の
者
た
ち
が
、
突
然
捺な

つ

印い
ん

を
拒
否
す
る
と

言
い
出
し
ま
し
た
。
彦
右
衛
門
ら
の
主
張
に
よ
る
と
、
村
方
で
協
議
し
た
内
容
を
岐
阜
の
地
で
戸

長
が
成
文
化
す
る
際
に
、
収
益
の
分
配
に
つ
い
て
自
分
た
ち
が
有
利
に
な
る
よ
う
に
書
き
換
え
を

お
こ
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

前
年
の
村
費
割
り
掛
け
騒
動

こ
う
し
た
農
民
た
ち
に
よ
る
戸
長
ら
へ
向
け
た
疑ぎ

惑わ
く

の
目
に
は
、
実
は
伏ふ

く

線せ
ん

と
も
い
え
る
背
景

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
前
年
に
あ
た
る
明
治
九
年
一
二
月
、
村そ

ん

費ぴ

の
割わ

り
掛か

け
を
め
ぐ
る
騒
動
が

持
ち
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

御ご

一い
っ

新し
ん

以
来
の
戸
籍
調
べ
や
反た

ん

別べ
つ

調
べ
な
ど
、
村
方
で
は
共
同
経
費
で
あ
る
村
費
が
嵩か

さ

ん
で
い

ま
し
た
。
村
費
は
一
年
間
に
使
っ
た
分
を
年
末
に
農
民
た
ち
へ
割
り
掛
け
て
徴
収
し
ま
す
が
、
そ

の
額
が
膨ふ

く

ら
ん
で
い
っ
た
こ
と
に
一
部
の
農
民
か
ら
不
満
が
出
て
、
帳
面
を
調
査
さ
せ
る
よ
う
に

と
の
要
求
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
戸
長
が
や
む
な
く
明
治
七
年
と
八
年
の
帳
簿
を

見
せ
た
と
こ
ろ
、
会
計
担
当
者
に
よ
る
「
申

も
う
し

訳わ
け

不あ
い
た
た
ざ
る

相
立
廉か

ど

」（
抗こ
う

弁べ
ん

で
き
な
い
事
態
）が
発
生
し
て
い

（
57
）

（
58
）

（
58
）

内
木
家
文
書 

Ｂ
八
一
─
五
─

三
～
五
。

（
57
）

「
山
林
保
護
規
則
連
印
簿
」
は
、

加
子
母
総
合
事
務
所
所
蔵
史
料 

近
代 

四
一
〇
と
し
て
残
存
。
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た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
使
途
不
明
金
の
発
覚
で
す
。

こ
の
と
き
は
「
苦く

情じ
ょ
う

沸ふ
っ

騰と
う

」
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
戸
長
・
副
戸
長
・
組
総
代
・
百
姓
代
ら

が
協
議
の
う
え
、
会
計
担
当
者
か
ら
計
算
違
い
の
分
を
出
金
さ
せ
、
村
内
の
者
一
〇
名
が
「
中な

か

済す
ま
し

人に
ん

」
に
立
っ
て
、
出
金
さ
せ
た
金
円
を
預
か
る
と
い
う
形
で
、
内
々
に
処
理
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
不
正
と
も
い
え
る
事
態
の
露ろ

見け
ん

は
、
戸
長
ら
に
対
す
る
信
頼
を
著
し
く
損
な

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

ま
た
、
こ
の
こ
ろ
に
は
、
内
務
省
の
官
吏
に
よ
る
官
林
境
界
調
査
が
進
み
、
従
来
慣
行
で
使
用

し
て
い
た
部
分
の
奥
深
く
ま
で
踏
み
込
ん
で
境
界
を
設
定
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
み
ら
れ
ま
し

た
。
そ
う
な
る
と
「
全
村
共
有
地
」
の
面
積
が
減
り
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
村
の
収
益
が
減
少
し

ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
に
対
す
る
焦あ

せ

り
も
、
農
民
た
ち
が
「
山
林
保
護
規
則
増
補
」
に
あ
る
収
益

分
配
の
規
定
に
敏
感
に
反
応
し
た
遠え

ん

因い
ん

の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
山
林
取
扱
方
議
定
書
」
の
作
成

彦
右
衛
門
た
ち
の
不
満
は
、
土
地
を
所
有
す
る
「
地じ

持も
ち

」
層
が
「
全
村
共
有
地
」
の
樹
木
を
伐

採
し
た
こ
と
で
得
ら
れ
る
利
益
を
有
利
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。「
山
林
保
護
規
則

増
補
」
で
は
、「
共
有
地
」
の
中
の
五
木
を
伐
り
出
し
て
売
却
し
た
収
益
の
分
配
や
、
逆
に
負
担

額
が
生
じ
た
と
き
の
出
金
の
割
り
掛
け
の
基
準
と
し
て
「
地ち

価か

金き
ん

高だ
か

」
割わ

り

が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
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た
。
地
価
金
高
と
は
、
地
券
に
記
さ
れ
た
反た

ん

別べ
つ（

面
積
）に
地ち

租そ

率り
つ

を
掛
け
合
わ
せ
て
算
出
し
た
金

額（
地
価
）を
指
し
、
た
と
え
ば
、
あ
る
農
民
が
複
数
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

ぞ
れ
の
土
地
の
地
価
の
合
計
が
、
そ
の
人
物
の
「
地
価
金
高
」
と
認
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
基
準
で

は
、
村
内
で
「
地
価
金
高
」
を
有
す
る
農
民
は
収
益
の
分
配
に
あ
ず
か
れ
る
わ
け
で
す
が
、
一
方

で
村
内
に
は
、
江
戸
時
代
よ
り
「
水み

ず

呑の
み

」「
無む

高だ
か

」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
、
土
地
を
持
た
な
い

農
民
た
ち
も
相そ

う

当と
う

数す
う

存
在
し
ま
し
た
。「
山
林
保
護
規
則
増
補
」
の
収
益
分
配
・
負
担
割
り
掛
け

の
規
定
は
、
こ
う
し
た
土
地
を
持
た
な
い
階
層
の
農
民
へ
の
配
慮
が
抜
け
落
ち
て
い
ま
し
た
。

お
そ
ら
く
彦
右
衛
門
た
ち
に
こ
う
し
た
不
平
等
を
指
摘
さ
れ
て
、
戸
長
ら
も
改
善
案
を
考
え
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
同
年
五
月
一
二
日
、
加
子
母
村
で
は
全
四
款か

ん

か
ら
な
る
「
山さ

ん

林り
ん

取と
り

扱
あ
つ
か
い

方か
た

議ぎ

定じ
ょ
う

書し
ょ

」
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
新
た
に
家
を
取
り
立
て
た
際
に

「
第
一
類
」
山
林（
全
村
共
有
地
）の
一
部
を
分
け
与
え
る
こ
と
や
、
耕
地
・
宅
地
と
薪
炭
・
肥
料
採

取
の
山
林
を
一
体
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
、
今
回
に
限
り
薪
炭
・
肥
料
が
不
足
す
る
者
へ

「
第
一
類
」
山
林
の
一
部
を
分
与
す
る
こ
と
な
ど
、
よ
り
「
水
呑
」「
無
高
」
層
へ
も
配
慮
し
た
事

項
が
補
足
さ
れ
て
い
ま
す
。

追
及
の
激
化

明
治
一
〇
年
九
月
、
加
子
母
村
で
は
、
今
井
茂
七
ら
九
二
名
が
、「
山
林
保
護
規
則
」・
同
「
増
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補
」
が
戸
長
お
よ
び
地
持
人
の
「
専せ

ん

断だ
ん

」（
村
民
一
同
の
合
意
を
得
て
い
な
い
独
断
）に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
主
張
し
、
特
に
第
一
四
条
・
第
一
五
条
・
第
一
六
条
お
よ
び
第
一
九
条
・
第
二
四
条
を
全
村

の
協
議
に
よ
り
改
訂
す
る
こ
と
、
同
様
に
専
断
を
も
っ
て
つ
く
ら
れ
た
「
山
林
取
扱
方
議
定
書
」

を
取
り
消
す
こ
と
を
求
め
て
、
岐
阜
県
に
嘆
願
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
当
時
の
加
子
母
村
の
家
数

（
当
主
数
）は
五
三
九
名
で
し
た
の
で
、九
二
名
と
い
う
人
数
は
全
体
の
約
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た

り
、
無
視
で
き
る
数
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、「
水
呑
」「
無
高
」
層

に
加
え
て
、
地
価
金
高
の
少
な
い
農
民
た
ち
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
し
ば
し
ば
史
料
中

に
は
「
中
等
以
下
ノ
者
」
と
い
う
表
記
で
登
場
し
ま
す
。

嘆
願
を
う
け
た
岐
阜
県
で
は
、
そ
の
趣
旨
を
正
副
戸
長
へ
伝
達
す
る
と
し
て
、
村
内
で
の
内な

い

済さ
い

を
期
待
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
追
及
は
激
し
さ
を
増
し
て
い
っ
た
よ
う
で
、
容
易
に
解
決
を
図
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

同
年
一
〇
月
に
は
、
村
内
混
乱
の
責
任
を
と
っ
て
戸
長
の
新
田
八
郎
が
辞
任
し
、
後
任
の
戸
長

に
元
御
山
守
の
内
木
善
衛
が
就
任
し
ま
し
た
。
御
山
守
は
尾
張
藩
の
「
役
人
」
と
い
う
立
場
に

あ
っ
た
の
で
、
江
戸
時
代
か
ら
当
主
は
加
子
母
村
の
村
政
運
営
に
参
加
せ
ず
、
一
定
の
距
離
を
置

い
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
内
木
家
の
御
山
守
に
由
来
す
る
立
ち
位
置
が
、
村
内
混
乱
の
中
に

あ
っ
て
い
ち
ば
ん
中
立
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
と
村
民
た
ち
に
認
識
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
内
木
善
衛
は
、
こ
の
村
方
騒
動
が
終
結
す
る
明
治
一
三
年
ま
で
戸
長
を
務
め
る
こ
と

（
59
）

（
60
）

（
61
）

（
62
）

（
59
）

「
熟
談
書
」（
加
子
母
総
合
事
務

所
所
蔵
史
料 

近
代 

四
一
三
）。

以
後
の
争
論
の
過
程
に
つ
い
て

は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り

こ
の
史
料
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
60
）

内
木
家
文
書 

Ｂ
八
一
─
七
─

一
七
。

（
62
）

内
木
家
文
書 

Ｂ
八
三
─
五
─

八
。

（
61
）

た
だ
し
加
子
母
村
の
よ
う
な
山

村
で
は
、
農
地
を
持
た
な
く
て

も
山
稼
ぎ
で
収
入
を
得
ら
れ
る

た
め
、「
地
価
金
高
」
が
少
な

い
者
が
必
ず
し
も
貧
し
い
者
と

は
限
ら
な
い
点
に
注
意
が
必
要

で
あ
る
。
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に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
戸
長
の
交
替
と
い
う
人
事
の
刷
新
で
「
中
等
以
下
ノ
者
」
た
ち
の
追
及
を
か
わ
そ
う
と

し
た
村
役
人
側
で
し
た
が
、
規
則
の
改
訂
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
動
き
を
み
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
し
て
九
月
の
嘆
願
が
事
実
上
放
置
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
今
井
茂
七
ら
九
三
名
は
一
一
月
五

日
、
再
び
岐
阜
県
に
嘆
願
書
を
提
出
し
、「
山
林
保
護
規
則
」・
同
「
増
補
」・「
山
林
取
扱
方
議
定

書
」
の
取
り
消
し
と
同
年
五
月
に
許
可
さ
れ
て
い
た
山
木
伐
採
の
差
し
止
め
を
求
め
ま
し
た
。
岐

阜
県
は
嘆
願
を
受
理
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
則
・
議
定
書
を
い
っ
た
ん
無
効
と
し
、
村
内
が
一
致
し

て
履
行
で
き
る
規
則
を
改
め
て
定
め
る
よ
う
に
指
示
し
ま
し
た
。
戸
長
に
な
っ
た
内
木
善
衛
は
、

こ
れ
を
う
け
て
一
同
協
議
の
う
え
、
第
十
大だ

い

区く

副
区
長
の
伊
藤
小
弥
太
と
第
十
三
大
区
区
長
の
大

前
久
郎
に
仲
介
人
を
依
頼
し
、
両
者
の
調
整
を
試
み
ま
し
た
が
、
今
井
ら
は
主
張
を
曲
げ
ず
、
膠こ

う

着ち
ゃ
く

状じ
ょ
う

態た
い

に
陥お

ち
いっ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

一
方
、
両
者
の
対
立
が
激
化
し
て
暴ぼ

う

動ど
う

な
ど
の
不ふ

穏お
ん

な
動
き
に
つ
な
が
る
こ
と
を
警
戒
し
た
御お

ん

嵩た
け

警
察
署
は
、
加
子
母
村
へ
人
員
を
派
遣
し
て
双
方
へ
説せ

つ

諭ゆ

を
加
え
る
と
と
も
に
、
九
三
名
の
者

た
ち
へ
は
、
以
後
の
嘆
願
に
つ
い
て
、
桂
川
彦
右
衛
門
・
内
藤
近
蔵
・
今
井
茂
七
の
三
名
を
総
代

に
委い

任に
ん

し
て
、
決
し
て
徒と

党と
う

が
ま
し
い
行
動
を
と
ら
な
い
よ
う
に
と
注
意
を
促
し
ま
し
た
。

警
察
署
が
介
入
し
て
き
た
こ
と
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
事
態
を
打
破
し
よ
う
と
考
え
た
今
井
た
ち

は
、
続
い
て
刑け

い

事じ

告こ
く

訴そ

に
よ
り
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
試
み
ま
し
た
。
明
治
一
一
年
四
月
一
五

（
63
）

（
64
）

（
63
）

加
子
母
総
合
事
務
所
所
蔵
史
料 

近
代 

三
一
。

（
64
）

「
山
林
保
護
規
則
」・
同
「
増

補
」
な
ど
を
無
効
と
す
る
措
置

は
、
村
方
騒
動
を
解
決
す
る
た

め
に
い
っ
た
ん
白
紙
の
状
態
に

戻
す
目
的
で
お
こ
な
わ
れ
た
。

岐
阜
県
は
、
明
治
一
一
年
九
月

に
も
同
様
の
措
置
を
と
っ
て
い

る（
内
木
家
文
書 

Ｂ
八
一
─
二

─
一
六
）。
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日
、
今
井
茂
七
ほ
か
二
名
が
御
嵩
警
察
署
に
対
し
、「
事
務
役
・
地
持
之
者
」
で
あ
る
内
木
彦
七

郎（
善
衛
の
長
男
）・
伊
藤
与
右
衛
門
・
新
田
八
郎
・
田
口
半
七
が
民
有
山
林
の
詐さ

取し
ゅ

、
伐
木
の
盗

み
売
り
、
民
有
山
林
上じ

ょ
う

木ぼ
く

伐
木
代
金
の
不
正
掠り

ゃ
く

奪だ
つ

を
お
こ
な
っ
た
と
し
て
吟
味
を
願
い
出
た
の

で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
訴
え
ら
れ
た
四
名
は
、
警
察
へ
反
論
書
を
提
出
し
て
、
告
訴
人
の
主
張
は

事
実
と
は
異
な
る
と
主
張
し
ま
し
た
。

警
察
署
へ
の
告
訴
も
嫌け

ん

疑ぎ

不
十
分
で
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
の
後
の
こ

の
告
訴
に
関
係
す
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
以
後
の
経
過
に
つ
い
て
は
判は

ん

然ぜ
ん

と
し

ま
せ
ん
が
、
両
者
の
対
立
は
民
事
の
み
な
ら
ず
、
刑
事
事
件
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

法
廷
で
の
決
着

結
局
、
こ
の
争
論
の
決
着
は
、
法ほ

う

廷て
い

の
場
へ
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
ず
明
治
一
一
年
一
一
月
、
今
井
ら
は
名
古
屋
裁
判
所
岐
阜
支
庁
御お

ん

嵩た
け

区く

裁さ
い

に
紛ふ

ん

議ぎ

の
勧か

ん

解か
い

（
第
三
者
に
よ
る
仲
裁
・
和
解
）を
依
頼
し
ま
し
た
が
、
互
い
に
主
張
を
譲
ら
ず
、
こ
の
と
き
は
不
調

に
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

次
い
で
今
井
た
ち
は
、
正
式
な
裁
判
を
起
こ
し
て
事
態
の
打
開
を
め
ざ
し
、
明
治
一
二
年
三
月

一
五
日
に
今
井
た
ち
を
原
告
、
当
時
の
戸
長
新
田
八
郎
ら
を
被
告
と
す
る
「
山さ

ん

益え
き

賦ふ

課か

差さ
し

拒こ
ば
みノ

（
65
）

（
65
）

内
木
家
文
書 

Ｂ
八
一
─
七
─

一
七
。
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訴そ

」
を
名
古
屋
裁
判
所
岐
阜
支
庁
へ
提
出
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
お
も
な
争
点
は
以
下
の
二
点

に
な
り
ま
す
。

①
「
山
林
保
護
規
則
」・
同
「
増
補
」
お
よ
び
「
山
林
取
扱
方
議
定
書
」
は
、
戸
長
ら
数
名

の
専
断
に
よ
る
不
公
平
な
も
の
な
の
で
、
取
り
消
し
を
求
め
る
。

② 

明
治
九
年
一
一
月
の
官
民
有
区
分
の
趣
旨
に
し
た
が
い
、
山
林
の
地
所
は
一
村
人
民
の

共
有
な
の
で
、
共
有
山
か
ら
の
利
益
や
負
担
は
、
全
村
戸
数
で
平
等
に
割わ

っ

賦ぷ

・
出

し
ゅ
っ

金き
ん

す
べ

き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
戸
長
ら
の
意
見
は
、
①
往お

う

時じ

よ
り
木き

年ね
ん

貢ぐ
（
の
ち
安や
す

石こ
く

代だ
い

）を
納
め
て
き
た
経
緯

が
あ
り
、
ま
た
五
木
以
外
の
樹
木
や
地
所
は
村む

ら

高だ
か

に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、
論ろ

ん

所じ
ょ

の
土
地
は
高た

か

持も
ち

百び
ゃ
く

姓し
ょ
うの
所
有
で
あ
る
、
②
無む

高だ
か

者も
の

の
こ
と
を
考
慮
し
、
旧

き
ゅ
う

慣か
ん

に
即
し
て
明
治
一
〇
年
三
月
に

「
山
林
保
護
規
則
」
を
増
補
し
、
一
村
協
議
の
う
え
で
無
高
者
に
も
薪
炭
用
の
雑
木
伐
採
を
認
め

て
い
る
の
で
、
専
断
に
は
あ
た
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

ま
た
、
岐
阜
支
庁
へ
召

し
ょ
う

喚か
ん

さ
れ
た
引ひ

き

合あ
い

人に
ん

は
、
①
「
山
林
保
護
規
則
」・
同
「
増
補
」・「
山
林

取
扱
方
議
定
書
」
は
協
議
の
う
え
で
決
定
し
た
も
の
で
専
断
で
は
な
い
、
②
従
来
の
村
費
の
割
合

方
法
は
、
村む

ら

高だ
か

割わ
り

七
分
、
戸こ

数す
う

割わ
り

三
分
な
の
で
、
山さ

ん

益え
き

も
こ
れ
に
準じ

ゅ
んじ

て
は
ど
う
か
、
と
い
う
調

ち
ょ
う

停て
い

意い

見け
ん

を
述
べ
ま
し
た
。

岐
阜
支
庁
の
判
決
は
、
①
村
高
は
本
新
田
の
物も

の

成な
り（

年
貢
）を
も
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
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論
所
の
山
林
は
高た

か

外が
い

地ち
（
石
高
に
は
含
ま
れ
な
い
土
地
）で
あ
る
、

②
論
所
の
山
林
は
、
岐
阜
県
が
無む

代だ
い

下さ

げ
渡わ

た

し
を
し
た
時
点
で

初
め
て
共

き
ょ
う

有ゆ
う

権け
ん

が
発
生
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
の
収
益
は

戸
数
へ
平
等
に
配
当
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
も
の

で
、
原
告
側
の
主
張
が
お
お
む
ね
認
め
ら
れ
る
内
容
で
し
た
。

岐
阜
支
庁
の
判
決
を
不
服
と
し
た
戸
長
ら
は
、
明
治
一
二
年

九
月
四
日
、
東
京
上
等
裁
判
所
へ
控こ

う

訴そ

し
ま
し
た
。
控
訴
状
を

受
け
取
っ
た
今
井
た
ち
は
、
反
論
の
意
思
を
示
し
た
も
の
の
、

図13　訴訟に関する「熟談書」
図13　（加子母総合事務所所蔵）

訴
訟
費
用
が
嵩か

さ

む
一
方
で
利
が
少
な
い
と
し
て
、
和
解
を
希
望
し
始
め
ま
し
た
。
戸
長
ら
も
同
様

の
理
由
か
ら
こ
れ
に
同
意
し
、
和
解
案
の
作
成
が
始
ま
り
ま
し
た
。

明
治
一
三
年
四
月
一
日
、両
者
の
和
解
が
成
立
し
ま
す
。
内
容
は
、
①「
山
林
保
護
規
則
増
補
」

の
第
一
四
条
・
第
一
五
条
・
第
一
六
条
を
訂
正
し
、
追
則（
第
二
七
条
～
第
三
〇
条
）を
設
け
る
、
②

上
記
の
訂
正
・
追
則
に
よ
り
「
山
林
保
護
規
則
」・
同
「
増
補
」・「
山
林
取
扱
方
議
定
書
」
の
三

つ
は
有
効
で
あ
る
と
決
す
る
、
③
加
子
母
村
に
在
籍
す
る
者
と
同
村
に
地
所
を
持
つ
者
は
、「
山

林
保
護
規
則
」・
同
「
増
補
」・「
山
林
取
扱
方
議
定
書
」
を
永
遠
に
履
行
す
る
も
の
と
し
、
紛
議

が
生
じ
た
場
合
に
は
三
書
の
趣
旨
に
則

の
っ
と

っ
て
解
決
す
る
、
④
こ
の
訴
訟
に
よ
っ
て
生
じ
た
費
用
は

「
第
一
類
」
山
林
か
ら
の
収
益
金
を
も
っ
て
充

じ
ゅ
う

当と
う

す
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
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こ
れ
に
よ
り
「
山
林
保
護
規
則
増
補
」
の
第
一
四
条
か
ら
第
一
六
条
は
、
次
の
よ
う
に
改
訂
さ

れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　

第
十
四
条

第だ
い

一い
ち

類る
い

山さ
ん

地ち

ノ
五ご

木ぼ
く

払は
ら
い

下さ

ケ
代だ

い

金き
ん

ノ
負ふ

債さ
い

ハ
、
該が

い

地ち

ノ
収

し
ゅ
う

利り

ヲ
以も

っ

テ
之こ

れ

ヲ
償つ

ぐ
なヒ

、
若も

シ
不ふ

足そ
く

ス
ル
ト
キ
ハ
全ぜ

ん

村そ
ん

ノ
地ち

価か

金き
ん

高だ
か

へ
五ご

分ぶ

、
戸こ

数す
う

へ
五ご

分ぶ

課か

出し
ゅ
つス

ベ
シ

　
　
　
　
　
　
　

第
十
五
条

第だ
い

一い
ち

類る
い

山さ
ん

林り
ん

ノ
地ち

租そ

及お
よ
び

民み
ん

費ぴ

ハ
該が

い

山さ
ん

林り
ん

の
収

し
ゅ
う

利り

ヲ
以も

っ

テ
之こ

れ

ニ
充あ

ツ
、
若も

シ
不ふ

足そ
く

ス
ル
ト
キ

ハ
地ち

価か

金き
ん

高だ
か

へ
三さ

ん

分ぶ

二に

厘り
ん

五ご

毛も
う

、
反た

ん

別べ
つ

へ
三さ

ん

分ぶ

二に

厘り
ん

五ご

毛も
う

、
戸こ

数す
う

へ
三さ

ん

分ぶ

五ご

厘り
ん

ノ
課か

出し
ゅ
つス

ベ

シ
　
　
　
　
　
　
　

第
十
六
条

第だ
い

一い
ち

類る
い

山さ
ん

林り
ん

ヨ
リ
伐ば

っ

出し
ゅ
つシ
タ
ル
六ろ

く

木ぼ
く

代だ
い

金き
ん

ヲ
以も

っ

テ
第だ

い

十じ
ゅ
う

四よ
ん

条じ
ょ
う・
第だ

い

十じ
ゅ
う

五ご

条じ
ょ
うニ
定さ

だ

メ
タ
ル
地ち

租そ

及お
よ
び

民み
ん

費ぴ

幷
な
ら
び
に

五ご

木ぼ
く

払は
ら
い

下さ

ケ
代だ

い

金き
ん

ヲ
償つ

ぐ
なヒ
、
残の

こ

リ
金き

ん

分ぶ
ん

賦ぷ

ハ
地ち

価か

金き
ん

高だ
か

へ
五ご

分ぶ

、
戸こ

数す
う

へ

五ご

分ぶ

配は
い

当と
う

ス
ベ
シ

い
ず
れ
の
箇
条
も
「
地
価
金
高
」
だ
け
で
な
く
、
今
井
た
ち
が
主
張
し
て
い
た
「
戸
数
」
に
よ

る
出
金
・
配
当
が
加
わ
る
形
に
な
り
、
両
者
の
主
張
を
ほ
ぼ
折せ

っ

半ぱ
ん

し
た
内
容
に
落
ち
着
い
た
わ
け

で
す
。
ま
た
「
追
則
」
に
も
、
よ
り
詳
細
な
負
担
・
配
分
の
規
定
が
付
け
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

な
お
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
右
に
み
て
き
た
よ
う
な
大
規
模
な
村
方
騒
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動
を
経
た
と
は
い
え
、
争
点
に
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
規
則
が
「
専
断
」
で
あ
っ
た
か
否
か
と

い
う
点
と
、
収
益
の
配
分
や
負
担
割
合
に
関
わ
る
部
分
だ
け
で
、「
山
林
保
護
規
則
」・
同
「
増

補
」
の
基
本
的
な
眼が

ん

目も
く

で
あ
る
蓄
積
と
利
用
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
資
源
の
有
効
活
用
と
い
う

点
に
は
、
全
く
異い

議ぎ

が
唱と

な

え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
す
。
藩
の
直
轄
林
か
ら
村
の
「
全
村
共

有
地
」
へ
と
管
理
主
体
は
替か

わ
り
ま
し
た
が
、
森
林
を
保
続
・
育
成
し
な
が
ら
上

じ
ょ
う

手ず

に
活
用
し
て

い
こ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
暗あ

ん

黙も
く

の
前
提
と
し
て
江
戸
時
代
か
ら
明
治
へ
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た

と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
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規則名 箇条 内　　容 訂正内容
取極証書
↓
山林保護
規則

1 桧・椹・明桧・槇・𣜌・槻の「六木」に関しては、
伐木はもちろん寝木・古木や末木・枝葉に至るまで
勝手に手を出してはならない。家作木などで購入し
たい場合は村役場へ届け、株代金を差し出して刻印
を受けてから伐木すること。家作普請が落成した後、
村役場の改めを受け、刻印をもらうこと。

2 百姓控林に生い立っている「六木」については、自
由進退とするのが建前だが、取締りのことを考慮し、
自用および売払いにあたっては、そのつど村役場へ
届け出て根極印を受けること。

3 取締りには村役人や役人代があたり、見廻りをおこ
なう。村民一同は決まりを守り、小苗木などの育成
にも尽力すること。

4 規則を破った者は、取調べのうえ、株代金の10倍を
過怠料として徴収する。

5 規則に背いた者を発見し、通告した者には、取り立
てた過怠料の半金を支給する。

6 規則を破った者が不明な場合は、その者が判明する
までその場所や最寄りの地を斧留めにして吟味をお
こなう。

山林保護
規則増補

7 明治6年に定めた「取極証書」に署名捺印して官許を
得たものを「森林保護規則」と名付け、今回議決し
た内容を「増補」として、村民一同はこれを固守す
ること。

8 山林のうち全村共有地を「第一類」、各人共有地を「第
二類」、私有地を「第三類」と称する。

9 桧・𣜌・槇・椹・明桧・槻を「六木」と唱え、その
他の樹種を「雑木」と称する。

10 「第一類」山林の年間伐木量は、見積木数の100分の1
を超えないものとする。

11 村全体に関わる非常事態により伐木数が超過する場
合でも一時伐木は3か年分の額を限度とする。その場
合には衆議の上、官庁へ届け出て伐木する。

12 前条の際、限度を超えて伐木した時は、翌年より超
過した年数分だけ伐木を止めて欠を補う。ただし、
各自が家作などに必要な分についてはこの限りでは
ない。

13 上記の各条において伐木する時は、必ず土地に適応
した苗木を選んで、伐木数の3倍以上の補植を行う。
ただし、自然に萌芽が見込まれる土地の場合はこの
限りではない。

別表　山林保護規則・同増補・同増補追則・山林取扱議定書の内容



2　森林の官民有区分と歎願運動・村方騒動

─ 55 ─

14 今回の「第一類」山地の五木払下げ代金の負債は、
その土地からの収益をもって充てる。ただし、不足
するときは、全村の地券金額より拠出する。

明治13年4月1日、不足する
ときの拠出割合を、全村の
地価金高から5分、戸数から
5分に訂正。

15 「第一類」山地の地租および民費は、その土地からの
収益をもって充てる。ただし、不足するときは、全
村の地券金額より拠出する。

明治13年4月1日、不足する
ときの拠出割合を、地価金
高から3.25分、反別から3.25
分、戸数から3.5分に訂正。

16 「第一類」山林より伐り出した木の代価でまず地租・
民費・五木払下げ代金の償却を行い、残りを折半して、
一つは一村地券高に配当し、もう一つは全村にかか
る民費の補助に充てる。

明治13年4月1日、残りの金
高を、地価金高へ5分、戸数
へ5分の配当に訂正。

17 将来、樹木培養の整備が進み収益が増えた場合には、
衆議をもって積立金の制度を設け、凶荒に備えるこ
ととする。

18 水源涵養・土砂扞止の場所は一切伐木を禁止し、所
有者であろうとも私的な伐木を許可しない。村民各
自が森林を保護し、互いに督責すること。

19 山林の区分を問わず良木の繁殖が期待できる場所は、
衆議をもって区域を定め、用材立林と決まった際に
は所有者といえども私的な伐木を禁止する。

20 山林保護を怠り樹木繁茂に注意しない者については、
村民が互いに監責すること。

21 材木・白木を売却する者は、この規則を遵守する旨
の証書を役場へ提出したうえで木品を取り扱う。

22 山林の区分や六木・雑木の別を問わず、伐出した樹
木を他村へ輸出するときは、戸長役場の改刻印を受
ける。木品が小さく刻印を打てないときは、所定の
項目を記入した荷札に改刻印を受けること。

23 家作などの目的で買受けまたは伐採した六木は、村
内・他村を問わず転売してはならない。

24 根極印を受けた後であっても、支障があって役場よ
り伐木を差し止められた場合には伐木することはで
きない。

25 この規則に違反した者からは、過怠料を徴収する。
26 この規則の施行後にも、衆議をもって更正・増補す

る場合がある。
山林取扱
議定書

1 一戸を興した際には「第一類」山林から応分の反別
を付与し、「第三類」山林とする。このほか「第一類」
山林について、村民は同列の権利を有する。ただし、
一戸応分の反別については、衆議をもって制限を設
ける。

2 耕地・宅地と山林を分離する場合は薪秣の源を失う。
耕地・宅地を売買・質入・書入するときは、必ず山
林を付帯して取引すること。
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3 「第三類」山林には甲乙があるので、今回に限り調査
のうえ、薪炭・肥料が不足する者へは、衆議をもっ
て「第一類」山林から応分の反別を供与する。

4 官民有区分のため伐木が差し止められる以前に結ん
だ伐木契約については無効とし、改めて刻印を受け
ること。

山林保護
規則増補
追則

27 山林保護規則増補のうち第14条・第15条・第16条を
訂正する。

28 現在共有地山林に生い立っている六木の代金の分賦
方法は、全村の地価金高へ5分、戸数へ5分の配当と
する。

29 第28条の山地にかかる分賦方法は、全村の地価金高
へ2.5分、反別へ2分、戸数へ2分とし、残る3分は全
村の入会に供する。生い立っている六木からの収益
金は、以後も全村の地価金高へ5分、戸数へ5分の配
当とする。

30 第29条の入会部分（3分）における六木からの収益金
は、地価金高へ5分、戸数へ5分の配当とする。地租
および民費は、これにしたがい地価金高で5分、戸数
で5分の負担とする。ただし、地所については今後も
入会とする。

加子母総合事務所所蔵史料 近代412・413より作成。
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3　

近
代
の
森
林
管
理
秩
序
の
形
成

（
1
）　
御
山
守
の
功
績
の
評
価

内
務
省
山
林
局
「
植
樹
御
用
掛
」
へ
の
就
任

明
治
一
一
年（
一
八
七
八
）九
月
二
五
日
、
元
御お

山や
ま

守も
り

の
内
木
善
衛
は
、
内
務
省
地
理
局
岐
阜
出

張
所
へ
願
書
を
差
し
出
し
ま
し
た
。
こ
の
願
書
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。

御
山
守
を
拝
命
し
た
私
の
祖
父
は
、
村
人
が
加か

子し

母も

村
・
付つ

け

知ち

村
・
川か

わ

上う
え

村
の
御お

巣す

山や
ま

な
ど

に
あ
る
「
根ね

木ぎ

・
古ふ

る

木き

・
雑ぞ

う

木き

」
を
「
無む

代だ
い

価か

」
で
利
用
す
る
代
わ
り
に
、
藩
の
指
示
を
受

け
、「
天て

ん

明め
い

八は
ち

年ね
ん

ヨ
リ
文ぶ

ん

政せ
い

元が
ん

年ね
ん

迄ま
で

」
の
間
、
そ
の
跡
地
へ
「
檜ひ

の
き・
杉す

ぎ

・
栗く

り

・
松ま

つ

之の

四よ
ん

品し
な

苗な
え

木ぎ

総そ
う

計け
い

拾じ
ゅ
う

九き
ゅ
う

万ま
ん

〇
（
マ
マ
）八は
っ

百ぴ
ゃ
く

拾じ
ゅ
う

七な
な

本ほ
ん

」
を
植
栽
し
ま
し
た
。
こ
の
林
は
、「
官か

ん

林り
ん

」
の
う
ち

へ
「
御お

囲か
こ
い

込こ
み

」
が
お
こ
な
わ
れ
、
現
在
で
は
「
祖そ

先せ
ん

之の

旧き
ゅ
う

功こ
う

」
に
よ
り
「
御ご

山さ
ん

益え
き

莫ば
く

太だ
い

」

と
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
私
の
方
は
御
山
守
を
解
任
さ
れ
、
こ
の
ま
ま
で
は
生
計
を
立

て
て
い
く
の
が
難
し
い
状
況
で
す
。
そ
こ
で
「
植う

え

木き

総そ
う

計け
い

之の

内う
ち

十じ
ゅ
う

分ぶ
ん

之の

一い
ち

」
を
下
げ
渡
し

て
い
た
だ
き
た
く
、
ひ
た
す
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
66
）

（
67
）

（
66
）

明
治
一
〇
年
に
地
理
寮
か
ら
改

称
。

（
67
）

明
治
一
一
年
～
一
三
年
「
御
植

木
ノ
義
ニ
付
願
書
留
」（
内
木
家

文
書 

Ｂ
八
一
─
八
─
五
）。
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こ
れ
を
み
る
と
、
天
明
八
年（
一
七
八
八
）か
ら
文
政
元
年（
一
八
一
八
）ま
で
の
約
三
〇
年
間
に
、

祖
先
の
指
揮
の
も
と
で
、
御
巣
山
な
ど
に
植
栽
さ
れ
た
ヒ
ノ
キ
・
ス
ギ
な
ど
が
約
一
九
万
本
あ
る

の
で
、
御
山
守
を
解
任
さ
れ
生
活
の
途み

ち

を
失
っ
た
当
家
に
、
そ
の
一
割
を
下
付
さ
れ
た
い
と
願
い

出
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
善
衛
は
明
治
五
年
一
一
月
に

も
、
手
当
の
支
給
や
御お

留と
め

木ぎ

の
払
い
下
げ
を
岐
阜
県
へ
訴う

っ
たえ

て
い
ま
す
。
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、

今
回
の
願
書
は
「
官
林
」
に
対
す
る
祖
先
の
貢
献
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
か
ら
救
済
措そ

置ち

を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
善
衛
は
、
明
治
一
〇
年
か
ら
同
一
三
年
ま
で
加
子
母
村
の
戸こ

長ち
ょ
うを

務つ
と

め
て
お
り
、
こ

の
期
間
に
は
、
戸
長
の
通
常
業
務
に
加
え
、「
山
林
保
護
規
則
」
な
ど
を
め
ぐ
る
村
方
騒
動
へ
の

対
応
で
、
多
忙
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
な
か
で
出
願
を
再
開
し
た
背
景
に
は
、
同

一
一
年
に
お
け
る
岐
阜
県
下
の
官
林
の
内
務
省
直
轄
化
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
善
衛

は
、
交
渉
す
べ
き
相
手
が
県
か
ら
内
務
省
へ
と
替
わ
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
逃
さ
ず
、
先
の
願
書

を
提
出
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
翌
一
二
年
三
月
二
五
日
に
は
、
立
木
の
下
付
は
不
許
可
と
な
り
、
そ
の
後
も
同
様
の
出

願
が
繰
り
返
さ
れ
ま
し
た
が
、
結
果
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

ち
な
み
に
、
善
衛
が
右
の
出
願
の
際
に
作
成
し
た
書
き
上
げ
か
ら
、
植
林
し
た
年
月
、
村
名
、

場
所（
御
巣
山
な
ど
）、
樹
種
と
本
数
を
ま
と
め
る
と
、
表
1
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
先
に
引
用
し
た

（
68
）

（
68
）

前
掲
「
御
植
木
ノ
義
ニ
付
願
書

留
」。
三
回
目
の
出
願
の
結
果

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
管
見
の

限
り
、
そ
の
後
、
本
件
に
関
す

る
史
料
は
み
ら
れ
な
い
た
め
、

不
許
可
に
な
っ
た
も
の
と
推
察

さ
れ
る
。

（
69
）

願
書
と
は
数
値
が
一
致
し
な

い
。

（
70
）

明
治
一
二
年
、
地
理
局
か
ら
山

林
行
政
が
分
離
独
立
し
て
設

置
。
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願
書
に
は
祖
父
と
だ
け
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時

期
に
御
山
守
の
職
に
あ
っ
た
の
は
、
実
際
に
は

武
信（
在
職
期
間
は
安
永
四
年
〈
一
七
七
五
〉
八
月
～

寛
政
一
一
年
〈
一
七
九
九
〉
四
月
）と
、
武
昭（
在
職

期
間
は
寛
政
一
一
年
六
月
～
文
政
二
年
正
月
）で
し

た
。
善
衛
に
と
っ
て
は
、
武
信
が
曾そ

う

祖そ

父ふ

、
武

昭
が
祖
父
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
表
か
ら
、
樹

種
と
本
数
が
明
ら
か
な
も
の
だ
け
を
合
計
す
る

と
、
ヒ
ノ
キ
が
約
八
万
三
〇
〇
〇
本（
四
四
パ
ー

セ
ン
ト
）と
も
っ
と
も
多
く
、
続
け
て
ク
リ
が
約

六
万
六
〇
〇
〇
本（
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
）、
ス
ギ
が

約
二
万
七
〇
〇
〇
本（
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
）で
し
た
。

こ
う
し
た
善
衛
に
よ
る
粘
り
強
い
出
願
が
功

を
奏そ

う

し
、
先
祖
に
よ
る
植
林
の
実
績
が
評
価
さ

れ
た
の
か
、
明
治
一
三
年
一
月
二
八
日
、
善
衛

は
内
務
省
山
林
局
の
「
植

し
ょ
く

樹じ
ゅ

御ご

用よ
う

掛が
か
り」
に
任
命

さ
れ
、
給
金
と
し
て
一
年
間
に
三
〇
円
が
与
え

（
69
）

（
70
）

和暦 西暦 月 村 場所 苗木の樹種と本数（本）
天明８ 1788 9 川上 大根・長坂御巣山 ヒノキ3200、スギ160

川上 巣乗・長坂・笇根御巣山 ヒノキ3200、スギ160
寛政元 1789 2 加子母 尾山御巣山 ヒノキ1000、クリ5000

3 付知 樅ノ木沢御巣山 ヒノキ4000、スギ4000、クリ4000
付知 馬小屋御巣山 スギ10000、クリ7141
付知 小屋ヶ尾御巣山 ヒノキ2399、クリ1000、スギ1000
付知 吉本御巣山 ヒノキ2135、スギ1500、クリ500

寛政２ 1790 不明 付知 文田御植木林 スギ280、クリ4250
2 加子母 尾山御巣山 クリ2200、ヒノキ600

付知 吉本御巣山 ヒノキ2371、クリ2396、スギ348
8 王滝 三浦山政（柾）小屋 ヒノキ20600

滝越 濁川 ヒノキ17000
9 付知 樅ノ木沢御巣山 ヒノキ2901、スギ2366、クリ5792

寛政４ 1792 2 加子母 尾山御巣山 クリ2550
3 加子母 杉ヶ平御巣山 ヒノキ17113、クリ10000、不明800

寛政７ 1795 2 加子母 杉ヶ平御巣山 クリ5490
付知 鳥居ヶ沢・白谷 スギ30

寛政11 1799 3 付知 滝ヶ沢御巣山 ヒノキ3984、スギ2937、クリ4280
付知 米沢御巣山 ヒノキ1706、スギ1088、クリ2983

寛政12 1800 3 付知 滝ヶ沢御巣山 ヒノキ・スギ・クリ4800
4 付知 御巣山ノ内下払跡苗木留植分 ヒノキ460、スギ1485、クリ2855

文化８ 1811 2 付知 樅ノ木沢御巣山 スギ983、クリ279
文化11 1814 3 付知 小屋ヶ尾御巣山 クリ1853、スギ334
文政元 1818 2 加子母 細野御巣山 スギ・クリ1701

加子母 福崎御巣山 クリ・スギ1581
加子母 尾山御巣山 クリ・スギ4160
加子母 杉ヶ平御巣山 クリ3825、スギ279、カラマツ19

合計 189074

明治11年～ 13年「御植木ノ義ニ付願書留」（内木家文書 B81-8-5）より芳賀作成。

表1　内木武信・武昭による植林
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ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
役
職
の
具
体
的
な
仕
事
内
容
は
明
ら
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
て
善
衛
は
、
か
つ
て
自
分
が
管
理
し
て
い
た
御お

留と
め

山や
ま

・
御
巣
山
に
由
来
す
る
官
林
の
管
理
に
も
関
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。

山
林
共
進
会
で
の
受
賞

明
治
一
五
年（
一
八
八
二
）二
月
に
は
、
東
京
上
野
公
園
で
「
山さ

ん

林り
ん

共き
ょ
う

進し
ん

会か
い

」

と
い
う
品ひ

ん

評ぴ
ょ
う

会か
い

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
品
評
会
は
、
農の

う

商し
ょ
う

務む

省
山
林
局

が
、
全
国
的
な
山
林
の
枯こ

渇か
つ

を
重
く
見
て
計
画
し
た
も
の
で
す
。
山
林
の
育
成

に
尽
力
し
た
者
を
褒ほ

う

賞し
ょ
うす
る
こ
と
に
よ
り
、
山
林
の
重
要
性
を
国
民
に
周
知

（
71
）

（
72
）

し
、
樹
木
を
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
呼
び
起
こ
す
、
と
い
う
の
が
山
林
局
の
意
図
で
し

た
。
具
体
的
に
は
、
実
績
の
あ
る
者
に
そ
の
内
容
を
ま
と
め
た
調

ち
ょ
う

書し
ょ

な
ど
を
提
出
さ
せ
、
こ
れ
を

評
価
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
故こ

人じ
ん

で
あ
っ
て
も
、
顕
著
な
功
労
・
成
績
が
あ
っ
て
評
判
の
高
い
者
に

つ
い
て
は
、
子
孫
や
親
族
ら
が
調
書
を
作
成
し
、
応
募
す
る
こ
と
を
許
可
し
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、

二
四
三
〇
点
以
上
の
調
書
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
五
五
八
件
が
、
特
別
一
等
賞
と
一
等
～
七

等
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。こ
の
内
訳
は
、特
別
一
等
賞
が
一
人
、一
等
賞
が
一
人
、二
等
賞
が
九
人
、

三
等
賞
が
一
〇
人
、
四
等
賞
が
二
六
人
、
五
等
賞
が
六
三
人
、
六
等
賞
が
九
八
人
、
七
等
賞
が
三

（
73
）

図14　植樹御用掛の任命状
（「（植樹御用掛任命御指令）」、内木哲朗家
所蔵）

（
71
）

明
治
一
三
年
「（
植
樹
御
用
掛

任
命
御
指
令
）」（
内
木
家
文
書 

Ｂ
八
三
─
六
─
七
）。
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五
〇
人
で
し
た
。

こ
の
「
山
林
共
進
会
」
に
お
い
て
、
初
代
御
山
守
の
内
木
彦
七（
武
益
）は
、
内
木
善
衛
の
応
募

に
よ
っ
て
五
等
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
岐
阜
県
内
で
は
九
人
が
入
賞
し
、
そ
の
内
訳
は

五
等
賞
が
一
人
、
六
等
賞
が
三
人
、
七
等
賞
が
五
人
で
し
た
。

な
お
五
等
賞
以
上
の
受
賞
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
が
具
体
的
に
わ
か
り
ま
す
。
武
益
の
場

合
は
、
飛ひ

だ
の騨
国く

に

の
者
が
入
り
込
ま
な
い
よ
う
国く

に

境ざ
か
いを
管
理
し
、
尾
張
藩
か
ら
「
監か

ん

守し
ゅ

」（
御
山
守
）を

命
じ
ら
れ
た
結
果
、「
益

ま
す
ま
す

保ほ

護ご

に
心こ

こ
ろを
用も

ち

ひい

、
且か

つ

数す
う

代だ
い

尽じ
ん

力り
ょ
く、
今こ

ん

日に
ち

の
林り

ん

相そ
う

を
見み

る
も
畢ひ

っ

竟き
ょ
う

彦ひ
こ

七し
ち

の
素そ

志し

に
起お

こ

り
た
る
」
た
め
と
い
う
も
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
武
益
と
そ
の
志
を
受
け
継
い
だ
歴
代
の
尽
力
に
よ
り
豊
か
な
山
林
が
保
護
さ
れ
て

き
た
と
し
て
、
御
山
守
内
木
家
の
功
績
が
農
商
務
省
山
林
局
の
名
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。（

2
）　「
六
木
」
取
り
締
ま
り
の
強
化

内
木
又
六
の
略
歴

明
治
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
加
子
母
村
で
は
、「
山
林
保
護
規
則
」・
同
「
増
補
」・「
山
林

取
扱
方
議
定
書
」
を
基
本
的
な
枠
組
み
と
し
つ
つ
、「
全ぜ

ん

村そ
ん

共き
ょ
う

有ゆ
う

地ち

」
で
あ
る
村
有
林
の
保
護
・

育
成
と
活
用
が
推お

し
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

（
74
）

（
75
）

（
72
）

農
林
業
・
商
工
業
に
関
す
る
行

政
を
担
当
し
た
中
央
官
庁
。
明

治
一
四
年
の
同
省
新
設
に
と
も

な
い
、
山
林
局
も
内
務
省
か
ら

移
管
。

（
73
）

芳
賀
和
樹
「
総
説　
〝
暮
ら
し

を
守
る
森
林
〟
―
江
戸
時
代
か

ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
―
」（
徳
川
林

政
史
研
究
所
編
『
徳
川
の
歴
史

再
発
見　

森
林
の
江
戸
学
』Ⅱ
、

東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、

四
〇
～
四
二
頁
。

（
74
）

農
商
務
省
山
林
局
『
山
林
共
進

会
報
告 

履
歴
ノ
部
』（
製
紙
分

社
、
一
八
八
三
年
）の
冒
頭
に

あ
る
「
山
林
共
進
会
授
賞
人
員

府
県
分
一
覧
」。

（
75
）

前
掲
『
山
林
共
進
会
報
告 

履

歴
ノ
部
』、
一
二
三
頁
。
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こ
の
時
期
に
長
ら
く
戸
長（
の
ち
に
村
長
）を
務
め
た
の
が
、《
桑
名
屋
》（
桑
名
谷
）の
三
代
当
主
、

内
木
又
六
で
す
。
こ
の
《
桑
名
屋
》
は
、《
桑
原
》
の
分
家
に
当
た
り
ま
す
。
初
代
当
主
で
あ
る

善
作
は
、
本
家
の
第
一
三
代
当
主
に
し
て
四
代
目
御
山
守
で
あ
っ
た
内
木
武
昭
の
三
男
で
、
文
政

七
年（
一
八
二
四
）に
は
尾
張
藩
の
山や

ま

手て

代だ
い

に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。「
山
林
保
護
規
則
」
な
ど
を
め
ぐ

る
村
方
騒
動
の
最
中
に
戸
長
に
就
任
し
た
善
衛
か
ら
み
る
と
、
又
六
は
従い

兄と

弟こ
（
順
六
郎
）の
息
子
、

す
な
わ
ち
従

い
と
こ

甥お
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

又
六
の
略
歴
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

嘉
永　

四
年
一
〇
月　
《
桑
名
屋
》
二
代
当
主
で
あ
る
内
木
順
六
郎
の
長
男
と
し
て
誕
生

明
治　

五
年　
　
　
　

加
子
母
村
に
て
小
学
校
開
設
、
教
育
行
政
の
責
任
者
と
し
て
従
事

同　
　

七
年　

八
月　

大お
お

垣が
き

の
岐
阜
県
師し

範は
ん

学
校
へ
入
学

同　
　

八
年　

二
月　

同
校
を
卒
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
子
母
村
の
小
学
校
に
て
教
育
に
従
事（
～
一
四
年
四
月
）

同　

一
五
年　

二
月　

恵え

那な

郡
第
九
学
区（
付
知
・
加
子
母
）学
務
委
員（
～
七
月
）

同　

一
七
年　

三
月　

加
子
母
村
の
戸
長（
民
選
）に
就
任

　
　
　
　
　

一
〇
月　

同
村
の
戸
長（
官
選
）に
就
任

同　

二
二
年　

八
月　

町
村
制
施
行
、
村そ

ん

会か
い

に
て
選
出
さ
れ
同
村
の
村
長
に
就
任

大
正　

四
年　

二
月　

任
期
満
了
に
よ
り
村
長
を
退
任 （

76
）

（
77
）

（
76
）

田
原
昇
・
芳
賀
和
樹
『
尾
張
藩

林
政
の
な
か
の
御
山
守
』（
徳
川

林
政
史
研
究
所
、
二
〇
二
一

年
）、
五
六
～
六
一
、
六
五
～

六
七
頁
を
参
照
。

（
77
）

加
子
母
村
誌
編
纂
委
員
会
編

『
加
子
母
村
誌
』（
岐
阜
県
恵
那

郡
加
子
母
村
、
一
九
七
二
年
）、

二
二
〇
～
二
二
五
頁
。
以
下
、

内
木
又
六
と
そ
の
事
跡
に
つ
い

て
は
、
と
く
に
こ
と
わ
ら
な
い

限
り
同
書
に
依
拠
。
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同　

一
三
年　

二
月　

恵
那
郡
農の

う

会か
い

特
別
議
員（
～
昭
和
二
年
三
月
）

昭
和　

五
年　

六
月　

死
去

図15　御山守内木家と《桑名屋》の系図
（杉村啓治編『加子母の歴史と伝承・続編』〈加子母村教育委員会、
1997年〉、152頁を参考に作成。系図の範囲は便宜的に本巻の内容
に関連する範囲に限定）

こ
れ
を
み
る
と
、
又
六
は
、
教
育
行
政
や

小
学
校
で
の
教
育
に
注
力
し
、
明
治
一
七
年

（
一
八
八
四
）の
戸
長
就
任
後
は
、
三
〇
年
以

上
に
も
わ
た
っ
て
、
加
子
母
村
の
行
政
の
中

心
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

戸
長（
村
長
）在
任
中
に
は
、
倹
約
の
奨
励
、

不
作
に
備そ

な

え
た
米
の
貯
蔵
、
村
有
林
の
保ほ

続ぞ
く

・
育
成
に
よ
る
村
有
財
産
の
確
立
、
教
育

施
設
の
充
実
、
米
麦
作
・
養
蚕
・
畜
産
に
関

す
る
農の

う

事じ

改
良
な
ど
が
進
め
ら
れ
、
明
治
四

〇
年
に
は
村
政
の
長
期
計
画
で
あ
る
「
村そ

ん

是ぜ

」
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
実
績

が
評
価
さ
れ
た
の
か
、
加
子
母
村
は
、
大
正

二
年（
一
九
一
四
）三
月
、
内
務
省
か
ら
「
模も

範は
ん

村そ
ん

」
と
し
て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。
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ち
な
み
に
こ
の
間
、
明
治
二
七
年
一
〇
月
に
は
、
加
子
母
村
役
場
が
竣

し
ゅ
ん

工こ
う

し
ま
し
た
。
村
役
場

は
、
木
造
、
瓦

か
わ
ら

葺ぶ

き
、
二
階
建
て
の
洋
風
建
築
で
、
延の

べ

坪
数
は
七
一
・
五
坪（
約
二
三
六
平
方
メ
ー

ト
ル
）、
総
工
費
は
一
六
二
三
円
に
及お

よ

び
ま
し
た
。

又
六
の
死
後
、
昭
和
九
年（
一
九
三
四
）二
月
に
は
、
そ
の
功
績
を
讃た

た

え
る
頌

し
ょ
う

徳と
く

碑ひ

が
村
役
場
の

構
内
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
碑
文
に
は
、「
村そ

ん

治ち

ノ
基き

礎そ

ヲ
固か

た

メ
、
進す

す

ン
デ
勤き

ん

倹け
ん

ヲ
励れ

い

行こ
う

シ
、
貯ち

ょ

蓄ち
く

倉そ
う

庫こ
（
米
の
備
蓄
用
と
考
え
ら
れ
る
─
筆
者
注
）ヲ
創そ

う

設せ
つ

シ
、
山さ

ん

林り
ん

ヲ
整せ

い

理り

シ
テ
、
以も

っ

テ
村そ

ん

有ゆ
う

財ざ
い

産さ
ん

ヲ

確か
く

立り
つ

ス
」と
あ
り
、こ
の
点
か
ら
も
、山
林
が
当
時
の
加
子
母
村
に
と
っ
て
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ

（
78
）

図16　旧加子母村役場（2023年9月芳賀撮影）

図17　内木又六の頌徳碑
（2023年9月芳賀撮影、現在は加子母総合
事務所構内に移転）

（
78
）

前
掲
『
加
子
母
村
誌
』、
二
一

七
～
二
一
八
頁
。
そ
の
後
、
数

回
に
わ
た
っ
て
増
改
築
が
お
こ

な
わ
れ
た
。
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た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

「
六
木
」
取
り
締
ま
り
の
強
化

加
子
母
村
の
村
会
は
、
明
治
二
三
年（
一
八
九
〇
）四
月
に
「
六ろ

く

木ぼ
く

伐ば
っ

採さ
い

規き

制せ
い

書し
ょ

」

を
議
決
し
、
さ
ら
に
翌
二
四
年
九
月
に
は
「
本ほ

ん

村そ
ん

有ゆ
う

財ざ
い

産さ
ん

中ち
ゅ
う

六ろ
く

木ぼ
く（

立た
ち

木き

及お
よ

び
末す
え

木き

共と
も

）取と
り

締し
ま
り

方か
た

改か
い

正せ
い

議ぎ

決け
つ

書し
ょ

」（
以
下
、
改
正
議
決
書
）を
議
決
し
ま
し
た
。『
加
子
母

村
誌
』
は
、
当
時
の
様
子
を
、「
山
林
取
締
規
則
そ
の
他
の
山
林
保
護
の
規
定
は

一
向
に
守
ら
れ
ず
、
村
有
林
は
荒
廃
の
一
途
を
た
ど
り
、
村
の
財
政
も
極
め
て
苦

し
か
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
改
正
議
決
書
」
の
条
文
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

（
79
）

（
80
）

（
81
）

図18　「六木」取り締まりに関する改正議決書
（「六木取締方法」、加子母総合事務所所蔵）

第
一
条　
「
六ろ

く

木ぼ
く

」
は
一
切
の
伐
採
を
禁
止
す
る

第
二
条　

こ
れ
ま
で
に
伐
採
期
限
を
無
期
限
と
し
て
売
り
渡
し
た
「
六
木
」
に
つ
い
て
は
、

明
治
二
六
年
一
二
月
を
伐
採
期
限
と
定
め
、
こ
の
期
限
を
超
過
し
た
場
合
に
は
、

立た
ち

木き

・
末す

え

木き

と
も
に
村
有
に
復
帰
す
る

第
三
条　

こ
れ
ま
で
に
伐
採
し
た
「
六
木
」
の
末
木
に
つ
い
て
、
白し

ら

木き

な
ど
の
た
め
に
買
い

入
れ
た
い
者
が
い
る
場
合
に
は
、
所
定
の
代
金
に
て
売
り
渡
す

第
四
条　
「
六
木
」
の
伐
採
前
に
は
極こ

く

印い
ん

を
受
け
る
こ
と

（
79
）

明
治
一
二
年
四
月
の
「
岐
阜
県

町
村
会
規
則
」
に
基
づ
き
、
加

子
母
村
で
も
村
会
が
設
置
。
前

掲
『
加
子
母
村
誌
』、
二
三
四

頁
。
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第
五
条　

白
木
を
他
所
へ
販
売
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
荷
造
り
の
う
え
、
極
印
を
受
け
て
か

ら
出
荷
す
る
こ
と

第
六
条　

極
印
を
受
け
ず
に
、
立
木
の
伐
採
、
白
木
の
他
所
販
売
を
お
こ
な
っ
た
場
合
に
は
、

「
相そ

う

当と
う

代だ
い

価か

」
を
見
積
も
り
、
そ
の
五
倍
の
金
額
を
「
過か

怠た
い

金き
ん

」
と
し
て
徴
収
す

る

第
七
条　

代
金
は
極
印
を
受
け
る
ま
え
に
納
入
す
る
こ
と

こ
れ
を
み
る
と
、
従
来
「
山
林
保
護
規
則
」
第
一
条
に
基
づ
い
て
村
役
場
へ
の
届
出
を
条
件
に

許
可
さ
れ
て
い
た
「
六
木
」
の
伐
採
が
、
今
後
は
一
切
禁
止
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の

時
期
に
は
、「
六
木
」
の
伐
採
が
当
初
の
想
定
を
超
え
て
進
み
、
村
有
財
産
の
減
少
が
い
よ
い
よ

危あ
や

ぶ
ま
れ
る
事
態
に
陥

お
ち
い

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
山
林
保
護
規
則
増
補
」
に
は
、
全
村
共

有
地
か
ら
の
年
間
伐
木
量（
第
一
〇
条
）や
非
常
事
態
の
際
の
追
加
伐
木
の
最
大
量（
第
一
一
条
）、
追

加
伐
木
を
お
こ
な
っ
た
場
合
の
休
伐
期
間
や
植
林（
第
一
二
条
・
第
一
三
条
）と
い
っ
た
森
林
資
源
を

活
用
し
つ
つ
維
持
し
て
い
く
た
め
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
当
時
は
こ
れ
ら
が
充
分
に

機
能
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
状
況
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
改
正
か
ら
は
、
村

が
「
六
木
」
の
保
護
に
徹て

っ

す
る
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

一
方
で
、
す
で
に
許
可
さ
れ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
伐
採
が
可
能
で
し
た
。
し

か
し
伐
採
期
限
を
無
期
限
と
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
期
限
を
設
定
し
、
こ
れ
を
過

（
80
）

前
掲
『
加
子
母
村
誌
』、
二
九

七
頁
。

（
81
）

明
治
二
四
年
「
六
木
取
締
方

法
」（
加
子
母
総
合
事
務
所
所
蔵

史
料 

近
代 

七
二
六
）。
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ぎ
た
場
合
に
は
す
べ
て
村
有
財
産
に
戻
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
理
由
は
、
購
入
手
続

き
が
済
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
ま
で
も
伐
採
さ
れ
ず
に
林
内
に
残
さ
れ
て
い
る
と
、

売
り
渡
し
た
も
の
な
の
か
否
か
の
管
理
が
煩
雑
に
な
り
、
さ
ら
に
跡あ

と

地ち

へ
の
植
林
に
取
り
か
か
る

こ
と
も
で
き
な
い
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
す
で
に
伐
採
さ
れ
た
「
六
木
」
の
末
木
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
購
入
・
利
用
が
可
能

で
し
た
。
い
く
ら
「
六
木
」
を
保
護
す
る
と
い
っ
て
も
、
末
木
を
林
内
に
放
置
し
て
は
、
活
用
で

き
る
は
ず
の
資
源
を
い
た
ず
ら
に
腐ふ

朽き
ゅ
うさ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

な
お
第
四
条
以
降
は
、
い
ず
れ
も
極
印
の
押
印
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
お
お
む
ね
「
山
林
保

護
規
則
」・
同
「
増
補
」
を
踏と

う

襲し
ゅ
うし
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
四
か
条
に
わ
た
っ
て
極

印
に
関
す
る
手
続
き
の
徹
底
が
強
調
さ
れ
た
点
か
ら
は
、
か
え
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
手
続
き
に
不

備
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
明
治
二
〇
年
代
に
は
、
村
の
財
産
で
あ
る
「
六
木
」
に
関
す
る
取
り
締
ま
り
が
強

化
さ
れ
、
村
有
林
の
経
営
は
、
活
用
よ
り
も
保
護
・
育
成
に
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。
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（
3
）　
御
料
林
の
下
げ
戻
し
運
動

御
料
林
の
境
界
訂
正
願
い

明
治
九
年（
一
八
七
六
）一
一
月
、
加
子
母
村
に
あ
る
旧
明あ

き

山や
ま

の
端は

し

山や
ま

部
分
は
、「
五ご

木ぼ
く

」
の
代
金

を
支
払
う
こ
と
を
条
件
に
「
一い

っ

村そ
ん

総そ
う

持も
ち

山や
ま

」
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
村
が
主
体
と

な
っ
て
村
有
林
を
管
理
し
て
き
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
す
。

一
方
で
、
旧
御
留
山
や
旧
御
巣
山
を
中
心
と
す
る
官
林
の
管
理
主
体
は
、
複
雑
な
変
遷
を
辿た

ど

り

ま
し
た
。
当
初
は
岐
阜
県
に
委ゆ

だ

ね
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
同
一
一
年
か
ら
は
内
務
省
の
直
轄
と
な

り
、
同
一
四
年
に
は
農
商
務
省
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
同
二
二
年
に
な
る
と
、
岐
阜
県
・

長
野
県
に
ま
た
が
る
木
曽
地
域
の
官
林
は
、
ま
と
め
て
御ご

料り
ょ
う

林り
ん

に
編
入
さ
れ
、
宮
内
省
御
料
局

が
皇
室
財
産
と
し
て
所
管
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
三
〇
年
代
前
半
の
加
子
母
村
は
、
こ
の
御
料
林
の
設
定
に
疑
念
を
抱
き
、
村
方
へ
の
下
げ

戻
し
運
動
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
い
う
な
れ
ば
、
御
料
林
を
村
の
財
産
で
あ
る
と
訴

え
、
そ
の
返
却
を
求
め
る
運
動
で
し
た
。

こ
と
の
発ほ

っ

端た
ん

と
な
っ
た
の
は
、
明
治
二
九
年
七
月
八
日
、
御
料
局
名
古
屋
支
庁
中
津
川
出
張
所

か
ら
の
照
会
で
す
。
同
出
張
所
は
、「
木き

曽そ

御ご

料り
ょ
う

地ち

測そ
く

量り
ょ
う」

に
当
た
り
、
御
料
林
と
加
子
母
村
の

共
有
地
・
民
有
地
と
の
境
界
を
確
認
す
る
た
め
、
村
へ
「
御お

立た
ち

会あ
い

」
を
依
頼
し
ま
し
た
。
こ
れ
に

（
82
）

（
83
）

（
84
）

（
82
）

以
下
、
御
料
林
の
下
げ
戻
し
運

動
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
文
献

を
参
考
に
し
た
。
前
掲
『
加
子

母
村
誌
』、
二
二
一
～
二
二
二

頁
。
丹
羽
邦
男
「
裏
木
曽
に
お

け
る
官
林
設
定
過
程
」（
徳
川
林

政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭

和
四
五
年
度
、
一
九
七
一
年
）、

二
三
～
六
四
頁
。

（
83
）

明
治
二
二
年
四
月
に
は
、
木
曽

地
域
の
御
料
林
を
管
理
す
る
た

め
、
岐
阜
町
に
御
料
局
の
木
曽

支
庁
が
置
か
れ
た
。
同
二
四
年

一
〇
月
の
濃
尾
大
地
震
で
半
壊

す
る
と
、
翌
二
五
年
二
月
、
木

曽
支
庁
は
名
古
屋
市
に
移
さ

れ
、
名
古
屋
支
庁
と
改
称
さ
れ

た
。
岐
阜
県
編
『
岐
阜
県
林
業

史
』
下
巻（
近
代
編
）（
岐
阜
県

山
林
協
会
、
一
九
八
七
年
）、

二
四
五
頁
。
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対
し
て
村
は
、
八
月
一
七
日
の
村
会
で
、「
請せ

い

願が
ん

ノ
都つ

合ご
う

ア
ル
ニ
付つ

き

、

立た
ち

会あ
い

謝し
ゃ

絶ぜ
つ

ノ
事こ

と

」
と
議
決
し
、
測
量
調
査
へ
の
立
ち
会
い
を
拒
否
し

ま
し
た
。
そ
の
う
え
で
一
一
月
一
三
日
の
村
会
で
は
、「
現げ

ん

今こ
ん

御ご

料
り
ょ
う

地ち

民み
ん

有ゆ
う

ニ
還か

ん

付ぷ

及お
よ

ヒび

旧き
ゅ
う

境き
ょ
う

界か
い

ニ
引ひ

き

戻も
ど

シ
請せ

い

願が
ん

ヲ
為な

ス
コ
ト
」
と
あ

る
よ
う
に
、
御
料
地
の
村
方
へ
の
返
還
と
境
界
の
修
正
を
願
い
出
る

こ
と
を
決
定
し
、
そ
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
「
村そ

ん

長ち
ょ
うニ
一い

ち

任に
ん

ス
ル

コ
ト
」
で
合
意
し
ま
し
た
。

翌
三
〇
年
一
月
二
六
日
、
又
六
は
岐
阜
県
知
事
の
樺
山
資
雄
へ
「
御ご

料り
ょ
う

林り
ん

民み
ん

有ゆ
う

御ご

訂て
い

正せ
い

願ね
が
い」

を
差
し
出
し
ま
し
た
。
こ
の
願
書
は
、
御
料
林
と
さ
れ
た
字あ

ざ

渡ど

合あ
い

な
ど
の
一
一
か
所
に
つ
い
て
、

「
曽か

つ

テ
地ち

籍せ
き

御ご

調ち
ょ
う

査さ

ノ
際さ

い

、
民み

ん

有ゆ
う

地ち

ニ
御ご

編へ
ん

入に
ゅ
う

相あ
い

成な
り

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、
其そ

の

後ご

何な
ん

之の

御ご

沙さ

汰た

モ
無こ

れ
な
く之
、
官か

ん

林り
ん

へ
御ご

編へ
ん

入に
ゅ
う、

続つ
づ
けテ

御ご

料り
ょ
う

林り
ん

ト
相あ

い

成な
り

候そ
う
ろ
う」

と
し
、
こ
れ
は
「
明め

い

治じ

九く

年ね
ん

於に
お
いテ

御ご

制せ
い

裁さ
い

有こ
れ
あ
り之

候
そ
う
ろ
う

官か
ん

民み
ん

有ゆ
う

所し
ょ

属ぞ
く

確か
く

定て
い

之の

御ご

主し
ゅ

意い

ニ
モ
相あ

い

副そ

ハ
サザ

ル
義ぎ

」
で
あ
る
た
め
、「
現げ

ん

今こ
ん

ノ
官か

ん

民み
ん

有ゆ
う

境き
ょ
う

界か
い

ハ
実じ

つ

ニ
誤ご

謬び
ゅ
うナ
ル
コ
ト
明め

い

瞭り
ょ
うニ
付つ

き

、
這し

ゃ

般は
ん

更さ
ら
ニ
御ご

審し
ん

議ぎ

之の

上う
え

、
御ご

訂て
い

正せ
い

ヲ
仰あ

お

クぐ

」と
い
う
も
の
で
し
た
。

つ
ま
り
字
渡
合
な
ど
の
一
一
か
所
は
、
明
治
九
年
の
決
定
で
民
有
地
と
な
っ
た
は
ず
な
の
に
、
そ

の
後
、
何
の
通
達
も
な
く
官
林
・
御
料
林
に
編
入
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
、
官
有
地
・
民
有
地

の
境
界
の
誤あ

や
まり

を
訂
正
す
る
よ
う
願
い
出
た
の
で
す
。
こ
れ
と
併あ

わ

せ
て
、
又
六
は
「
御ご

料り
ょ
う

林り
ん

立た
ち

木き

御お

払は
ら
い

下さ

ケげ

御ご

停ち
ょ
う

止じ

願ね
が
い」

を
差
し
出
し
、
右
の
請せ

い

願が
ん

中
は
、
該
当
す
る
御
料
林
か
ら
立
木
を
払

（
84
）

明
治
二
九
年
～
三
四
年
「
御
料

林
下
戻
請
願
ニ
関
ス
ル
書
類

留
」（
加
子
母
総
合
事
務
所
所
蔵

史
料 

近
代 

四
六
五
）。
以
下
、

御
料
林
を
め
ぐ
る
運
動
に
つ
い

て
は
、
と
く
に
こ
と
わ
ら
な
い

限
り
同
史
料
に
依
拠
。

図19　「御料林下戻請願ニ関スル
書類留」

（加子母総合事務所所蔵）
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い
下
げ
な
い
で
ほ
し
い
と
も
訴
え
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
岐
阜
県
は
、
同
年
三
月
二
八
日
に
官
員
を
派
遣
し
て
実
地
見
分
を
お
こ
な
い
、
そ

の
う
え
で
農
商
務
省
へ
願
書
の
内
容
を
取
り
次
ぎ
ま
し
た
。
同
省
の
意
を
受
け
た
県
は
、
七
月
、

又
六
に
証
拠
と
な
る
図
面
を
持
参
さ
せ
、
そ
れ
を
確
認
す
る
と
、
八
月
に
は
農
商
務
省
へ
出
頭
す

る
よ
う
命
じ
ま
し
た
。
又
六
は
即
座
に
東
京
へ
と
出
発
し
、
同
一
一
日
に
農
商
務
省
へ
図
面
を
提

図20　加子母村の字
（太田尚宏『山村の人・家・つきあい─江戸時代の
“かしも生活”①─』〈徳川林政史研究所、2020年〉、
5頁より転載）

出
す
る
と
と
も
に
請
願
の
要
旨
を
陳ち

ん

述じ
ゅ
つし

ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
翌
三
一
年
四
月
八
日
に
は
、
恵え

那な

郡
役
所
を
通
じ
て
村

役
場
へ
通
達
が
あ
り
、「
本ほ

ん

年ね
ん

農の
う

商し
ょ
う

務む

省し
ょ
う

令れ
い

第だ
い

二に

号ご
う

及お
よ
び

告こ
く

示じ

第だ
い

六ろ
く

号ご
う

」
に
よ
り
「
御ご

料り
ょ
う

地ち

ニ
関か

ん

ス
ル
民み

ん

有ゆ
う

引ひ
き

戻も
ど
し

之の

義ぎ

ハ
農の

う

商し
ょ
う

務む

省
し
ょ
う

於に
お
いテ

処し
ょ

理り

不あ
い
な
ら
ず

相
成
」、「
尚な

お

訂て
い

正せ
い

ヲ
必ひ

つ

要よ
う

ト
ス
ル
ト
キ
ハ
宮く

内
な
い

省
し
ょ
う

へ
出

し
ゅ
つ

願が
ん

致い
た
し

可し
か
る
べ
く

然
ト
存ぞ

ん
じ

候そ
う
ろ
う旨む
ね」

が
伝
え
ら
れ
、
請
願
書
類
も
返
却
さ
れ

ま
し
た
。
つ
ま
り
御
料
林
の
境
界
を
訂
正
し
、
民
有
地
に
引
き
戻
す

旨
の
請
願
は
農
商
務
省
で
は
処
理
で
き
な
い
の
で
、
宮
内
省
へ
直
接

出
願
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
で
す
。

こ
れ
を
受
け
た
村
は
、
形
勢
不
利
と
判
断
し
た
の
か
、「
民み

ん

有ゆ
う

訂て
い

正せ
い

願が
ん

書し
ょ

返へ
ん

戻れ
い

セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
付つ

き

、
本ほ

ん

願が
ん

ヲ
中

ち
ゅ
う

止し

セ
リ
」
と
し
、
本
件

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
の
出
願
を
断だ

ん

念ね
ん

し
ま
し
た
。
し
か
し
又
六

（
85
）（

86
）

（
85
）

明
治
二
九
年
～
三
四
年
「
御
料

林
下
戻
請
願
記
録
」（
加
子
母

総
合
事
務
所
所
蔵
史
料 

近
代 

四
六
六
）。



3　近代の森林管理秩序の形成

─ 71 ─

ら
は
こ
れ
で
諦あ

き
らめ

ず
、
方
針
を
御
料
林
の
境
界
訂
正
か
ら
立
木
引
き
渡
し
に
変
更
し
、
御
料
林
の

下
げ
戻
し
運
動
を
継
続
し
て
い
き
ま
し
た
。

御
料
林
の
立
木
引
き
渡
し
「
哀
願
」

明
治
三
一
年（
一
八
九
八
）五
月
三
日
、
又
六
は
御
料
局
名
古
屋
支
庁
長
理
事
種
田
邁
へ
「
払

は
ら
い

下さ
げ

立た
ち

木き

御お

引ひ
き

渡わ
た
し

之の

義ぎ

ニ
付つ

き

哀あ
い

願が
ん

」（
以
下
、
哀
願
）を
差
し
出
し
ま
し
た
。
こ
の
願
書
は
、
字
西に

し

股ま
た

入い
り

に

あ
る
御
料
林
の
一
区
画
に
つ
い
て
、
明
治
九
年
の
時
点
で
立
木
の
「
御お

払は
ら
い

下さ
げ

ヲ
受う

ケ
候

そ
う
ろ
う

事じ

実じ
つ
ニ

相そ
う

違い

無こ
れ
な
く之

」、「
代だ

い

金き
ん

モ
上

じ
ょ
う

納の
う

済ず

ミ
」
で
あ
る
と
説
明
し
、「
種し

ゅ

々じ
ゅ

ノ
事じ

情じ
ょ
うモ

有こ
れ
あ
り之

、
其そ

の

侭ま
ま

伐ば
っ

採さ
い

延え
ん

引い
ん

候そ
う
ろ
う」
と
、
こ
れ
ま
で
伐
採
に
着
手
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
弁
解
し
た
う
え
で
、
す
べ
て
の

立
木
の
「
御お

引ひ
き

渡わ
た
し」
を
訴
え
た
も
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
名
古
屋
支
庁
は
、
同
三
二
年
四
月
以
降
、
又
六
へ
事
実
関
係
な
ど
の
聴
取
を
繰
り

返
し
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
控
え
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
御
料
局
と
同
名
古
屋
支

庁
は
、「
岐ぎ

阜ふ

県け
ん

ノ
中ち

ゅ
う（

仲
）裁さ
い

」
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
意
向
を
「
内な

い

聞ぶ
ん

」
し
た
又

六
は
、
恵
那
郡
長
の
若
林
卓
爾
の
計は

か

ら
い
も
あ
り
、
翌
三
三
年
五
月
二
六
日
に
は
岐
阜
県
知
事
の

田
中
貴
道
へ
、
七
月
三
〇
日
に
は
若
林
郡
長
へ
、「
事じ

情じ
ょ
う

御ご

憫び
ん

察さ
つ

」
の
う
え
御
料
局
へ
「
御ご

交こ
う

渉し
ょ
う」
さ
れ
た
い
旨
の
願
書
を
差
し
出
し
ま
し
た
。
願
書
を
受
け
取
っ
た
若
林
郡
長
は
、
一
二
月
一

日
に
又
六
を
呼
び
出
し
、「
兼か

ね

テ
御ご

料り
ょ
う

林り
ん

木ぼ
く

下さ
げ

渡わ
た
し

出し
ゅ
つ

願が
ん

ニ
付つ

き

、
或あ

る

筋す
じ

へ
内な

い

密み
つ

可か

否ひ

問と
い

合あ
わ

セ
シ
ニ
、

（
86
）

前
掲
「
御
料
林
下
戻
請
願
記

録
」。
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関か
ん

係け
い

書し
ょ

類る
い

送そ
う

付ふ

可い
た
す
べ
き致

旨む
ね

」
の
通
達
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
、「
哀
願
」
を
は
じ
め
と
す
る
書
類
の

写
し
一
式
を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
ま
し
た
。
こ
の
「
内な

い

命め
い

」
を
受
け
た
又
六
は
、
同
三
四
年
二
月

七
日
、
若
林
郡
長
へ
書
類
を
送
付
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
若
林
郡
長
や
岐
阜
県
知
事
に
よ
り
、
御
料
局
と
の
交
渉
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
具
体

的
な
交
渉
の
過
程
は
不
明
で
す
が
、
同
三
四
年
三
月
一
九
日
に
は
、
郡
長
の
も
と
へ
出
頭
し
た
又

六
に
対
し
、「
願が

ん

意い

ハ
採さ

い

用よ
う

不あ
い
な
ら
ず

相
成
、
サ
レ
ド
本ほ

ん

件け
ん

払は
ら
い

下さ
げ

代だ
い

金き
ん
ニ
利り

子し

ヲ
附ふ

シ
下さ

げ

渡わ
た
しノ
趣

お
も
む
き、
御ご

料り
ょ
う

局き
ょ
くヨ
リ
本ほ

ん

県け
ん

知ち

事じ

へ
内な

い

意い

有こ
れ
あ
り之
」
と
の
結
果
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
立
木
の
「
御お

引ひ
き

渡わ
た
し」

に
つ
い
て
は
許
可
し
な
い
も
の
の
、
立
木
の
代
金
に
利
子
を
加
え
た
金
額
を
下
げ
渡
す
、
と

い
う
の
が
御
料
局
の
示
し
た
妥
協
案
で
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
又
六
は
、
長
ら
く
の
請
願

に
よ
り
経
費
が
か
さ
ん
で
い
る
た
め
、「
少す

く
なク
モ
六ろ

く

・
七し

ち

万ま
ん

円え
ん

下さ
げ

渡わ
た
し

相あ
い

成な

ラ
ザ
ル
ニ
於お

い

テ
ハ
承

し
ょ
う

諾だ
く

ナ
リ
ガ
タ
シ
」
と
返
答
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
実
は
こ
の
返
答
は
、
事
前
に
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
で
し
た
。
と
い
う
の
も
又
六

は
、
そ
の
前
日
、
郡
役
所
へ
の
出
張
か
ら
戻
っ
た
梅
田
耕
二
郎
か
ら
、
出
頭
命
令
に
加
え
、
用
向

き
の
「
概
略
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
又
六
は
「
概
略
」
を
聞
く
や
、
即
座
に
村
会
議
員

の
細
川
清
助
・
林
末
五
郎
・
伊
藤
脇
信
と
助
役
の
内
木
彦
七
郎
を
村
役
場
へ
召
集
し
、
梅
田
と

「
村む

ら

役や
く

場ば

員い
ん

一い
ち

同ど
う

」
を
交ま

じ

え
て
「
郡ぐ

ん

長ち
ょ
うへ
答と

う

申し
ん

方か
た

協き
ょ
う

議ぎ

」
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
先
の
返
答
は
、

村
長
・
村
会
・
村
役
場
職
員
の
総
意
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
87
）

（
88
）

（
89
）

（
87
）

前
掲
「
御
料
林
下
戻
請
願
記

録
」、「
御
料
林
下
戻
請
願
ニ
関

ス
ル
書
類
留
」。

（
88
）

前
掲
「
御
料
林
下
戻
請
願
記

録
」。

（
89
）

前
掲
「
御
料
林
下
戻
請
願
記

録
」。
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と
は
い
え
、
こ
の
希
望
金
額
は
、
郡
長
や
知
事
の
想
定
よ
り
も
非
常
に
高
額
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
同
二
五
日
、
又
六
は
、
本
件
の
報
告
の
た
め
に
県
庁
へ
出
張
し
て
い
た
郡
長
か
ら
「
岐
阜
ヘ

コ
イ
」
と
の
電
報
を
受
け
取
り
、
即
日
出
立
し
て
郡
長
と
面
会
し
ま
し
た
。
又
六
ら
は
、
若
林
郡

長
か
ら
、
知
事
の
言
葉
と
し
て
「
可か

成な
り

多た

額が
く

ノ
要よ

う

求き
ゅ
うヲ

ナ
ス
ベ
ク
モ
、
此こ

の

期き

ヲ
失う

し
なヒ

テ
ハ
願

ね
が
い

人に
ん

ノ

不ふ

利り

ニ
失し

っ

ス
ル
慮

お
も
ん
ぱ
か
りア

ル
ヲ
以も

っ

テ
、
願が

ん

望ぼ
う

ニ
充み

ツ
ル
コ
ト
ナ
ク
モ
、
事こ

と

成じ
ょ
う

就じ
ゅ

セ
バ
其そ

の

筋す
じ

ノ
意い

ニ
任ま

か

ス
ル
ヲ
可か

ト
ス
」
と
の
説
得
を
受
け
ま
し
た
。
村
と
し
て
は
多
額
の
要
求
を
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
が
、
こ
の
時
機
を
失
っ
て
は
か
え
っ
て
不
利
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
希
望
に
満
た
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
願
い
の
成

じ
ょ
う

就じ
ゅ

を
望
む
の
な
ら
ば
、「
其
筋
」
の
意
向
に
従し

た
がう

の
が
良
い
、
と
い
う

の
が
知
事
の
見
解
で
あ
っ
た
の
で
す
。
又
六
ら
は
こ
の
助
言
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
た
よ
う

で
、
若
林
郡
長
は
前
日
に
当
た
る
三
月
二
四
日
付
で
、
村
の
意
向
も
あ
る
程
度
汲く

み
つ
つ
、
本
件

に
関
す
る
正
式
な
報
告
書
を
作
成
し
、
知
事
へ
提
出
し
ま
し
た
。

若
林
郡
長
の
報
告
書
に
基
づ
き
、
知
事
と
御
料
局
と
の
間
で
は
、
最
終
的
な
落
と
し
所
が
探さ

ぐ

ら

れ
た
よ
う
で
す
。
同
三
四
年
六
月
二
一
日
、
又
六
は
出
張
中
の
若
林
郡
長
か
ら
の
呼
び
出
し
に
応

じ
、
岐
阜
に
出
張
し
ま
し
た
。
又
六
は
郡
長
か
ら
、
①
字
西
股
入
に
あ
る
御
料
林
の
立
木
は
「
全

ま
っ
た

ク
下さ

げ

渡わ
た

サ
ル
ベ
キ
筋す

じ

ノ
モ
ノ
ニ
無こ

れ
な
き之

趣お
も
む
き」、

②
「
然し

か

レ
ド
モ
加か

子し

母も

村そ
ん

民み
ん

一い
ち

同ど
う

是こ
れ

迄ま
で

御ご

料り
ょ
う

林り
ん

ニ

対た
い

シ
敬け

い

意い

ヲ
表ひ

ょ
うシ
来き

た

リ
、
且か

つ

従じ
ゅ
う

来ら
い

ノ
事じ

情じ
ょ
うヲ
憫び

ん

諒り
ょ
うシ
、
今こ

ん

般ぱ
ん

特と
く

別べ
つ

ノ
詮せ

ん

議ぎ

ヲ
以も

っ

テ
、
宮く

内な
い

省し
ょ
うヨ

リ
金き

ん

壱い
ち

万ま
ん

円え
ん

下か

賜し

可あ
い
な
る
べ
き

相
成
内な

い

意い

」
の
二
点
が
知
事
を
通
じ
て
通
達
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
に
つ
い

（
90
）

（
90
）

前
掲
「
御
料
林
下
戻
請
願
記

録
」。
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て
「
請う

け

書し
ょ

」
を
提
出
す
べ
き
こ
と
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
一
報
に
接
し
た
又
六
は
、
下
賜
金

額
が
希
望
を
大
き
く
下
回
っ
た
た
め
か
、
す
ぐ
に
は
返
答
で
き
な
い
と
の
姿
勢
を
み
せ
ま
し
た

が
、
郡
長
か
ら
「
懇こ

ん

諭ゆ

」
を
受
け
、
さ
ら
に
は
翌
二
二
日
に
面
会
し
た
知
事
か
ら
も
同
様
の
「
内な

い

諭ゆ

」
を
受
け
た
こ
と
で
最
終
的
に
は
承
諾
し
、
同
日
付
で
執と

り
成な

し
を
求
め
る
「
上

じ
ょ
う

申し
ん

書し
ょ

」
を
若

林
郡
長
と
川
路
利
恭
知
事
へ
提
出
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
一
か
月
後
の
明
治
三
四
年
七
月
二
五
日
、
県
庁
へ
の
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
又
六
は
、

郡
長
と
と
も
に
知
事
と
面
会
し
、
そ
の
場
で
、
宮
内
大
臣
子
爵
田
中
光
顕
の
名
で
出
さ
れ
た
「
哀

願
」
却
下
の
「
御ご

沙さ

汰た

書し
ょ

」
と
、
宮
内
省
か
ら
の
「
金き

ん

壱い
ち

万ま
ん

円え
ん

ノ
目も

く

録ろ
く

」（
両
方
と
も
七
月
五
日
付
）

を
下
付
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
明
治
二
九
年
か
ら
五
年
間
続
い
た
御
料
林
下
げ
戻
し
運
動
は

決
着
を
迎む

か

え
た
の
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
加
子
母
村
に
よ
る
御
料
林
の
下
げ
戻
し
運
動
は
、
当
初
、
境
界
訂
正
願
い
に
始

ま
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
と
、
今
度
は
立
木
引
き
渡
し
の
「
哀

願
」
へ
と
か
た
ち
を
変
え
ま
し
た
。
最
終
的
に
「
哀
願
」
は
却
下
さ
れ
ま
し
た
が
、
又
六
ら
に
よ

る
粘
り
強
い
交
渉
に
よ
り
、
下
賜
金
一
万
円
と
い
う
結
果
を
村
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。ち

な
み
に
、
こ
の
一
万
円
の
う
ち
の
半
分
ほ
ど
は
、
同
村
の
第
二
小
学
校
校
舎
の
建
築
費
用
と

し
て
活
用
さ
れ
、
残
り
は
将
来
に
備
え
、
小
学
校
基
本
財
産
と
し
て
積つ

み
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

（
91
）

（
92
）

（
93
）

（
91
）

前
掲
「
御
料
林
下
戻
請
願
記

録
」。
明
治
二
九
年
～
三
四

年
「
御
料
林
下
戻
請
願
処
分

ニ
関
ス
ル
書
類
留
」（
加
子
母

総
合
事
務
所
所
蔵
史
料 

近
代 

四
六
四
）。

（
92
）

前
掲
「
御
料
林
下
戻
請
願
記

録
」、「
御
料
林
下
戻
請
願
処
分

ニ
関
ス
ル
書
類
留
」。

（
93
）

前
掲
『
加
子
母
村
誌
』、
二
二

二
頁
。
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（
4
）　
村
有
林
の
活
用
と
保
続
・
育
成
の
推
進

加
子
母
村
に
よ
る
「
御
救
山
」

明
治
三
八
年（
一
九
〇
五
）一
二
月
一
二
日
、
村
会
は
議
案
第
四
号
と
し
て
「
凶

き
ょ
う

作さ
く
ニ
付つ

き

、
貧ひ

ん

民み
ん

救き
ゅ
う

助じ
ょ

方ほ
う

法ほ
う

ノ
件け

ん

」
を
、「
満ま

ん

場じ
ょ
う

一い
っ

致ち

」
で
原
案
の
と
お
り
議
決
し
ま
し
た
。

こ
の
議
案
は
、
同
年
、
加
子
母
村
の
う
ち
小お

郷ご

区
・
小お

和わ

知ち

区
で
「
格か

く

別べ
つ

米こ
め

不ふ

作さ
く

」
の
事
態
に

な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
同
区
民
の
う
ち
、
と
く
に
「
県け

ん

税ぜ
い

戸こ

数す
う

割わ
り

」
の
「
平へ

い

均き
ん

額が
く

以い

下か

納の
う

付ふ

者し
ゃ

」

で
「
口こ

う

糊こ
（
マ
マ
）凌
し
の
ぎ

兼か
ね

候
そ
う
ろ
う

者も
の

」
を
支
援
す
る
目
的
で
立
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。
具
体
的
な
措そ

置ち

と
し
て
は
、
最
寄
り
の
村
有
林
に
お
け
る
「
先せ

ん

年ね
ん

出し
ゅ
つ

材ざ
い

跡あ
と

ノ
檜ひ

の
き・

椹
さ
わ
ら

伐き
り

株か
ぶ

并
な
ら
び
に

末す
え

木き

」
の
「
無む

料り
ょ
う

拾ひ
ろ

ヒい

取と
り

」
が
許
可
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
困
窮
し
た
者
が
、
村
有
林
の
伐
採
跡
地
に
残
さ
れ

（
94
）

（
95
）て

い
る
ヒ
ノ
キ
・
サ
ワ
ラ
の
切
株
や
末
木
を
無
料
で
採
取
し
、

そ
の
販
売
で
暮
ら
し
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
の

が
、「
救
助
方
法
」
の
趣
旨
で
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
、
同
二
五
日
に
は
、
小
郷
区
・
小
和
知
区

の
希
望
者
か
ら
「
請
書
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
村
有
林
か
ら
の
搬
出
は
、
翌
三
九
年
五
月
末
日
ま
で
に
完

了
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
搬
出
し
た
木
材
は
、
毎
月

（
96
）

（
94
）

明
治
三
八
年
「
村
会
議
事
録
」

（
加
子
母
総
合
事
務
所
所
蔵
史

料 

近
代 

三
二
八
）。

（
95
）

明
治
三
八
年
～
大
正
三
年
「
山

林
六
木
処
分
書
類
」（
加
子
母
総

合
事
務
所
所
蔵
史
料 

近
代 

三

六
）。

図21　加子母村小郷の「請書」
（「山林六木処分書類」、加
子母総合事務所所蔵）
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末
日
に
ま
と
め
て
極
印
を
受
け
、
極
印
な
し
で
他
所
へ
販
売
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
点
は
、「
山
林
保
護
規
則
増
補
」
第
二
二
条
、「
改
正
議
決
書
」
第
五
条
に
準

じ
ゅ
ん

拠き
ょ

し
た
取
り
決
め

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
ほ
か
「
本ほ

ん

村そ
ん

有ゆ
う

山さ
ん

林り
ん

取と
り

締し
ま
り」

を
確
実
に
守
り
、
万
一
、「
御ご

料り
ょ
う

林り
ん

并なら
びニ

村そ
ん

有ゆ
う

山さ
ん

林り
ん

」
に
お
い
て
「
不ふ

都つ

合ご
う

」
な
こ
と
が
あ
れ
ば
責
任
を
も
っ
て
吟ぎ

ん

味み

し
、
ど
の
よ
う

な
処
置
が
下
さ
れ
て
も
異
議
は
唱と

な

え
な
い
こ
と
が
約
束
さ
れ
ま
し
た
。
末
尾
に
は
、
右
を
保
証
す

る
意
味
を
込
め
て
、
小
郷
区
惣そ

う

代だ
い

の
中
島
金
之
助
が
添そ

え
書
き
を
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
木

材
の
下
げ
渡
し
を
受
け
る
か
ら
に
は
、「
一い

っ

般ぱ
ん

区く

民み
ん

於に
お
いテ
モ
精せ

い

々ぜ
い

山さ
ん

林り
ん

取と
り

締し
ま

リ
上

じ
ょ
う

注ち
ゅ
う

意い

」
し
、
決

し
て
不
届
き
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
旨
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
江
戸
時
代
に
は
、
東
北
地
方
の
諸
藩
な
ど
で
、「
御お

救す
く
い

山や
ま

」
と
い
う
制
度
が
み
ら
れ

ま
し
た
。
こ
れ
は
お
も
に
凶
作
の
際
、
領
主
が
領
民
の
暮
ら
し
を
支
え
る
た
め
、
特
例
と
し
て
藩

の
直

ち
ょ
っ

轄か
つ

林り
ん

か
ら
木
材
を
採
取
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
し
た
。
加
子
母
村
が
議
決
し
た
「
凶
作

ニ
付
、
貧
民
救
助
方
法
ノ
件
」
は
、
村
有
林
を
活
用
し
、
凶
作
に
苦
し
む
村
民
を
救
助
し
よ
う
と

い
う
点
で
、
こ
の
「
御
救
山
」
制
度
を
想お

も

い
起
こ
さ
せ
ま
す
。

村
有
林
造
林
計
画
の
立
案

明
治
四
〇
年（
一
九
〇
七
）三
月
一
三
日
、
岐
阜
県
第
六
課
の
鈴
木
憲
三
技
師
と
恵
那
郡
役
所
の

官
員
が
加
子
母
村
を
訪
れ
、「
村そ

ん

有ゆ
う

林り
ん

造ぞ
う

林り
ん

法ほ
う

方ほ
う（

マ
マ
）」
に
関
す
る
「
御ご

演え
ん

説ぜ
つ

」
が
お
こ
な
わ

（
96
）

前
掲
「
山
林
六
木
処
分
書
類
」。

翌
三
九
年
四
月
一
日
に
も
、
追

加
希
望
者
か
ら
「
請
書
」
が
提

出
さ
れ
た
。
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れ
ま
し
た
。
出
席
者
は
、
村
会
議
員
、
区
長
、
農
会
役
員
と
そ
の
ほ
か
の
村
民
で
、
人
数
は
五
二

人
に
及
び
ま
し
た
。

同
年
一
一
月
二
九
日
に
は
、
鈴
木
技
師
か
ら
又
六
に
宛
て
て
、「
造ぞ

う

林り
ん

費ひ

用よ
う

計け
い

算さ
ん

方か
た

」
を
記
し

た
書
状
が
送
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
町
歩
あ
た
り
の
造
林
費
用
を
、「
整せ

い

地ち

費ひ

」「
苗な

え

代だ
い

」「
植う

え

付つ
け

費ひ

」「
下し

た

刈が
り

費ひ

」
な
ど
の
項
目
に
分
け
て
見
積
も
り
、
た
と
え
ば
五
〇
年
間
で
必
要
と
な
る
費

用
を
一
〇
年
間
の
分
割
払
い
で
納
め
さ
せ
る
場
合
の
金
額
な
ど
を
説
明
し
た
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
鈴
木
技
師
ら
の
勧か

ん

告こ
く

を
受
け
て
、
明
治
四
〇
年
代
以
降
、
村
は
村
有
林
の
計
画
的
な

造
林
を
推
し
進
め
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
翌
四
一
年
七
月
二
日
の
村
会
で
は
、「
加か

子し

母も

村そ
ん

有ゆ
う

山さ
ん

林り
ん

処し
ょ

分ぶ
ん

法ほ
う

」、「
造ぞ

う

林り
ん

費ひ

一い
っ

町ち
ょ
う

歩ぶ

当あ
た

り
予よ

算さ
ん

」、「
加か

子し

母も

村そ
ん

有ゆ
う

山さ
ん

林り
ん

処し
ょ

分ぶ
ん
ニ
関か

ん

ス
ル
経け

い

費ひ

収し
ゅ
う

支し

方ほ
う

法ほ
う

」
が
ま
と
め
て
議
決
さ
れ
、
そ

（
97
）

図22　「山林整理ニ関スル書類」
（加子母総合事務所所蔵）

の
基
本
方
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
「
加
子
母
村
有
山
林

処
分
法
」
に
は
、「
村そ

ん

有ゆ
う

基き

本ほ
ん

財ざ
い

産さ
ん

造ぞ
う

成せ
い

」
の
た
め
「
適て

き

当と
う

ノ
場ば

所し
ょ

」
を
選
ん
で
造
林
す
る
こ
と（
第
一
条
）、
造
林
樹
種
は
ヒ
ノ
キ

や
ス
ギ
な
ど
と
し（
第
二
条
）、「
造ぞ

う

林り
ん

経け
い

営え
い
ニ
要よ

う

ス
ル
費ひ

用よ
う

」
に
つ

い
て
は
「
村む

ら

基き

本ほ
ん

財ざ
い

産さ
ん

外が
い

ノ
山さ

ん

林り
ん

ヲ
売ば

い

却き
ゃ
く」
し
、
そ
の
代
金
を

「
年ね

ん

賦ぷ

」
で
納
め
さ
せ
る
こ
と（
第
三
条
）、
な
ど
が
定
め
ら
れ
ま
し

た
。

（
97
）

明
治
四
〇
年
～
四
五
年
「
山
林

整
理
ニ
関
ス
ル
書
類
」（
加
子
母

総
合
事
務
所
所
蔵
史
料 

近
代 

三
八
）。
以
下
、
村
有
林
の
経

営
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
断
ら

な
い
限
り
同
史
料
に
依
拠
。
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次
に
同
四
一
年
一
一
月
二
日
に
は
、
村
長
の
内
木
又
六
が
岐
阜
県
知
事
の
薄
定
吉
と
若
林
郡
長

へ
申
請
書
を
差
し
出
し
、
村
内
に
は
「
測そ

く

量り
ょ
うノ

心こ
こ
ろ得え

ア
ル
モ
ノ
」
が
い
な
い
た
め
、「
実じ

っ

地ち

測そ
く

量り
ょ
う」

の
た
め
に
官
員
を
派
遣
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
ま
し
た
。
最
終
的
に
、
官
員
の
派
遣
は
実
現
し
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
村
は
鈴
木
技
師
か
ら
岐
阜
の
森
重
吉
と
い
う
人
物
を
紹
介
さ
れ
、
同
四
二
年
四

月
一
九
日
付
で
「
山さ

ん

林り
ん

全ぜ
ん

部ぶ

ノ
実じ

っ

測そ
く

ノ
契け

い

約や
く

」
を
結
び
ま
し
た
。
測
量
は
同
月
二
一
日
に
始
ま
り
、

翌
四
三
年
一
二
月
二
〇
日
に
終
了
し
ま
し
た
。

こ
の
間
、
同
四
一
年
一
二
月
一
〇
日
に
は
、
村
会
で
「
山さ

ん

林り
ん

整せ
い

理り

委い

員い
ん

設せ
っ

置ち

規き

程て
い

」
が
決
議
さ

れ
ま
し
た
。
即
日
、
選
挙
が
お
こ
な
わ
れ
、
日
下
部
惣
十
郎
・
田
口
金
之
助
・
田
口
幸
六
・
伊
藤

脇
信
の
四
人
が
当
選
し
、
山
林
整
理
委
員
と
し
て
、
村
有
林
の
売
却
や
造
林
に
関
す
る
業
務
を
担

当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
樹
立
さ
れ
た
村
有
林（
合
計
約
五
四
〇
〇
町
歩
）の
造
林
計
画
を
、『
加
子
母
村
誌
』
の
整

理
に
基
づ
い
て
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
約
二
七
〇
〇
町
歩　

合
計
三
万
円
で
村
民
に
払
い
下
げ
る
。
代
金
は
明
治
四
四
年
か
ら
一

〇
年
間
の
分
割
払
い
と
す
る（
一
か
年
に
三
〇
〇
〇
円
ず
つ
、
年
利
五
パ
ー

セ
ン
ト
）。

②
約
二
七
〇
〇
町
歩　

次
の
よ
う
に
区
分
し
て
経
営
す
る
。

（
ア
）約
一
二
〇
〇
町
歩　

①
の
払
い
下
げ
代
金
を
資
金
に
し
て
、
明
治
四
四
年
よ
り
、
村

（
98
）

（
98
）

前
掲
『
加
子
母
村
誌
』、
二
九

七
～
三
〇
三
頁
。
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が
直
営
で
造
林
を
進
め
る
。
第
一
期
二
五
年
、
第
二
期
二
五
年

の
二
期
五
〇
年
の
計
画
と
す
る
。

（
イ
）約　

三
〇
〇
町
歩　

天
然
更
新
に
委
ね
る
。

（
ウ
）約　

九
〇
〇
町
歩　

大
正
三
年（
一
九
一
四
）か
ら
借

し
ゃ
く

地ち

料り
ょ
うを

徴
収
し
、
一
定
期
間
、
村

民
に
貸た

い

与よ

す
る
。
薪し

ん

炭た
ん

林り
ん

・
採さ

い

草そ
う

地ち

と
し
て
利
用
し
、
借
地
料

は
一
町
歩
に
つ
き
一
円
二
〇
銭
、
貸た

い

借し
ゃ
く

契
約
期
間
は
四
年
と

す
る
。

（
エ
）約　

三
〇
〇
町
歩　

明
治
四
四
年
一
月
の
契
約
に
よ
り
、
県
が
向
こ
う
一
〇
〇
年
間

に
わ
た
っ
て
地ち

上じ
ょ
う

権け
ん

を
設
定
し
、
県
有
林
と
し
て
造
林
を
進

め
る
。

こ
れ
を
み
る
と
、
村
有
林
の
半
分
を
村
民
に
払
い
下
げ
る
こ
と
で
、
当
座
の
造
林
費
用
を
捻ひ

ね

り

出
し
、（
ア
）の
約
一
二
〇
〇
町
歩
に
お
い
て
造
林
を
進
め
、
村
の
基
本
財
産
を
確
立
す
る
と
い
う

の
が
、
こ
の
計
画
の
趣し

ゅ

旨し

で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
な
お
造
林
費
用
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ

う
な
補
助
金
の
利
用
も
想
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
で
、（
イ
）（
ウ
）の
合
計
約
一
二
〇
〇
町
歩

に
つ
い
て
は
積
極
的
に
造
林
せ
ず
、
と
く
に
そ
の
う
ち
の
約
九
〇
〇
町
歩
は
村
民
の
利
用
に
供き

ょ
うし

ま
し
た
。
村
民
は
こ
れ
を
「
借か

り

山や
ま

」
と
呼
び
、
お
も
に
薪
炭
林
・
採
草
地
と
し
て
利
用
し
、
植
林

す
る
人
は
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 （

99
）

（
99
）

前
掲
「
山
林
整
理
ニ
関
ス
ル
書

類
」。
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ま
た（
エ
）の
約
三
〇
〇
町
歩
に
つ
い
て
は
、
岐
阜
県
が
土
地
を
使
用
す
る
権
利
を
設
定
し
、
造

林
後
の
収
益
は
、
一
定
の
割
合
で
県
と
村
が
分
け
合
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に

県
は
、
基
本
財
産
を
創つ

く

り
出
す
と
と
も
に
林
業
経
営
の
範は

ん

を
県
下
に
示
す
た
め
、
明
治
三
九
年
五

月
に
最
初
の
県
有
林
を
設も

う

け
ま
し
た
。
こ
れ
は
県
が
お
も
に
揖い

斐び

郡
久く

瀬ぜ

村
に
あ
る
御
料
林
の
払

い
下
げ
を
受
け
た
も
の
で
し
た
。
翌
四
〇
年
、
県
は
県
有
林
面
積
の
拡
大
を
狙ね

ら

い
、
加
子
母
村
の

ほ
か
、
郡ぐ

上じ
ょ
う

郡
奥お

く

明み
ょ
う

方が
た

村
、
大お

お

野の

郡
山や

ま

之の

口く
ち

村
で
も
地
上
権
を
設
定
し
ま
し
た
。
こ
の
三
か
村

の
県
有
林
は
、
ま
と
め
て
増
設
県
有
林
と
呼
ば
れ
、
久
瀬
の
県
有
林
と
は
区
別
さ
れ
ま
し
た
。

村
有
林
造
林
計
画
の
意
味

岐
阜
県
第
六
課
鈴
木
技
師
の
勧
告
に
基
づ
い
た
、
加
子
母
村
に
お
け
る
村
有
林
造
林
計
画
の
立

案
は
、
地ち

方ほ
う

改か
い

良り
ょ
う

運
動
、
公こ

う

有ゆ
う

林り
ん

野や

の
造
林
奨
励
、
部ぶ

落ら
く

有ゆ
う

林り
ん

野や

統
一
政
策
と
い
っ
た
当
時
の

国
の
政
策
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

地
方
改
良
運
動
は
、
日
露
戦
争
後
の
不
況
な
ど
を
背
景
に
、
内
務
省
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ

た
も
の
で
す
。
明
治
四
一
年（
一
九
〇
八
）以
降
に
活
発
化
し
、
町
村
の
財
政
改
良
な
ど
を
目
的
と

し
ま
し
た
。
こ
の
一
環
と
し
て
、
全
国
の
部
落
有
林
野
を
町

ち
ょ
う

村そ
ん

有ゆ
う

林り
ん

野や

と
し
て
統
一
し
、
町
村
の

基
本
財
産
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

時
代
は
遡

さ
か
の
ぼり

ま
す
が
、
同
二
二
年
、
地
方
自
治
の
基
本
を
定
め
た
「
町

ち
ょ
う

村そ
ん

制せ
い

」
と
い
う
法
律

（
100
）

（
101
）

（
100
）

前
掲
『
岐
阜
県
林
業
史
』
下
巻

（
近
代
編
）、
八
八
～
九
二
頁
。

（
101
）

こ
の
時
期
の
公
有
林
野
政
策
の

概
要
に
つ
い
て
は
、
芳
賀
和

樹
「
国
有
林
・
公
有
林
・
私
有

林
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
編

『
徳
川
の
歴
史
再
発
見　

森
林

の
江
戸
学
』
東
京
堂
出
版
、
二

〇
一
二
年
）、
一
一
四
～
一
一

九
頁
を
参
照
。
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が
公
布
さ
れ
る
と
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
全
国
で
合
併
が
進
み
、
多
く
の
新
し
い
町
村
が
生
ま
れ

ま
し
た
。
新
し
い
町
村
で
は
、
合
併
前
の
旧
村
は
部
落
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
旧
村
が
も
っ
て

い
た
村む

ら

持も
ち

山や
ま

な
ど
の
林
野
も
、
部
落
有
林
野
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
内
務
省
は
、
こ

の
部
落
有
林
野
を
新
し
い
町
村
の
基
本
財
産
に
組
み
込
も
う
と
し
ま
し
た
が
、
旧
村
は
従
来
の
権

利
を
主
張
し
て
、
し
ば
し
ば
猛
反
対
し
た
た
め
、
部
落
有
林
野
の
ま
ま
残
っ
た
と
こ
ろ
が
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
内
務
省
は
長
年
の
課
題
を
解
決
す
べ
く
、
地
方
改

良
運
動
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
再ふ

た
たび
、
全
国
の
部
落
有
林
野
を
町
村
有
林
野
と
し
て
統
一
す
る

こ
と
を
目
指
し
た
の
で
す
。

一
方
で
こ
の
時
期
に
は
、
乱ら

ん

伐ば
つ

な
ど
に
よ
り
、
部
落
有
林
野
の
荒
廃
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
治ち

山さ
ん

治ち

水す
い

と
い
う
側
面
か
ら
み
て
も
無
視
で
き
ず
、
林
野
行
政
を
担
当
す
る
農
商
務

省
に
と
っ
て
部
落
有
林
野
の
造
林
は
差さ

し
迫せ

ま

っ
た
課
題
で
し
た
。

こ
う
し
て
、
全
国
の
部
落
有
林
野
を
町
村
有
林
野
と
し
て
統
一
し
よ
う
と
す
る
内
務
省
と
、
部

落
有
林
野
を
は
じ
め
と
す
る
公
有
林
野
で
造
林
を
進
め
よ
う
と
す
る
農
商
務
省
の
思
惑
は
、
一
点

で
交
差
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
以
後
、
両
省
の
連
携
に
よ
り
、
全
国
の
部
落
有
林
野
を
町
村

有
林
野
と
し
て
統
一
し
、
そ
の
う
え
で
造
林
を
推
し
進
め
る
、
と
い
う
部
落
有
林
野
統
一
政
策
が

実
施
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

ま
ず
明
治
四
三
年
三
月
、
政
府
は
「
公こ

う

有ゆ
う

林り
ん

野や

造ぞ
う

林り
ん

奨し
ょ
う

励れ
い

規き

則そ
く

」
を
公
布
し
ま
し
た
。
こ
れ

（
102
）

（
102
）

山
下
詠
子
『
入
会
林
野
の
変
容

と
現
代
的
意
義
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
一
年
）、
三
二

～
三
五
頁
。
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は
市
町
村
な
ど
に
よ
る
公
有
林
野
へ
の
造
林
に
補
助
金
を
出
す
と
い
う
も
の
で
し
た
が
、
条
件
に

よ
っ
て
金
額
に
差
を
付
け
て
お
り
、
な
か
で
も
部
落
有
林
野
を
町
村
有
林
野
に
組
み
込
ん
だ
場
合

に
、
補
助
が
最
大
と
な
り
ま
し
た
。
造
林
補
助
金
の
支
給
に
よ
っ
て
、
部
落
有
林
野
を
町
村
有
林

野
に
編
入
す
る
よ
う
促う

な
がす

、
一い

っ

挙き
ょ

両り
ょ
う

得と
く

を
狙
っ
た
施
策
で
す
。
な
お
同
規
則
は
、
府
県
が
市
町

村
か
ら
の
申
請
を
受
け
て
、
年
間
の
「
造ぞ

う

林り
ん

補ほ

助じ
ょ

額が
く

予よ

定て
い

書し
ょ

」
を
「
補ほ

助じ
ょ

金き
ん

交こ
う

付ふ

規き

程て
い

」
と
と
も

に
提
出
す
る
よ
う
定
め
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
政
府
が
府
県
へ
補
助
金
を
交
付
す
る
し
く
み

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
各
府
県
は
、
右
の
規
定
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
公
有
林
野
行

政
を
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
専
門
部
局
の
充
実
を
図は

か

り
ま
し
た
。
岐
阜
県
の
場
合
に
は
、
七
月

六
日
に
「
造ぞ

う

林り
ん

補ほ

助じ
ょ

規き

程て
い

」
を
制
定
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
岐
阜
県
は
、
同
三
〇
年
四
月
の
時
点

で
、
全
国
に
先さ

き

駆が

け
て
、
林
野
行
政
に
関
す
る
独
立
し
た
一
課
と
し
て
「
第
六
課
」
を
創
設
し
て

お
り
、
翌
三
一
年
か
ら
は
独
自
の
造
林
補
助
制
度
を
運
用
し
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
政
府
は
、
同
四
三
年
一
〇
月
一
三
日
、
農
商
務
次
官
・
内
務
次
官
の
連
名
で
、
各
知
事

へ
「
公こ

う

有ゆ
う

林り
ん

野や

整せ
い

理り

開か
い

発は
つ

ニ
関か

ん

ス
ル
件け

ん

」
と
い
う
通つ

う

牒ち
ょ
うを

発
し
、
部
落
有
林
野
統
一
政
策
を
本
格

的
に
開
始
し
ま
し
た
。
岐
阜
県
の
場
合
に
は
、
こ
の
通
牒
の
内
容
を
、
同
月
三
一
日
付
で
各
郡
長

へ
通
達
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
部
落
有
林
野
統
一
政
策
は
、
再
び
旧
村
に
よ
る
激
し
い
抵
抗
に
遭あ

い
、

政
府
の
思
う
よ
う
に
は
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
政
府
は
さ
ま
ざ
ま
な
妥だ

協き
ょ
う

案あ
ん

を

（
103
）

（
103
）

林
業
発
達
史
調
査
会
編
『
日
本

林
業
発
達
史
』
上
巻（
林
野
庁
、

一
九
六
〇
年
）、
七
〇
八
～
七

一
九
頁
。
前
掲
『
岐
阜
県
林
業

史
』
下
巻（
近
代
編
）、
五
七
～

五
九
、
六
八
～
七
二
、
九
六
～

一
〇
六
頁
。
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示
し
ま
し
た
が
、
大
局
と
し
て
、
部
落
有
林
野
統
一
政
策
の
勢
い
は
次
第
に
衰お

と
ろえ

て
い
く
結
果
と

な
り
ま
し
た
。

右
の
よ
う
な
全
国
的
な
動
向
を
踏
ま
え
、
先
に
述
べ
た
加
子
母
村
の
村
有
林
造
林
計
画
に
つ
い

て
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

同
村
の
場
合
、
明
治
九
年
に
「
一い

っ

村そ
ん

惣そ
う

持も
ち

山や
ま

」
と
し
て
村
有
林
が
成
立
し
、
そ
の
前
後
に
定
め

ら
れ
た
「
山
林
保
護
規
則
」・
同
「
増
補
」・「
山
林
取
扱
方
議
定
書
」
に
よ
っ
て
、
早
く
も
森
林

資
源
を
活
用
し
つ
つ
維
持
し
て
い
く
た
め
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
め

ぐ
っ
て
村
方
騒
動
が
起
こ
っ
た
も
の
の
、
争
点
に
な
っ
た
の
は
収
益
の
配
分
や
負
担
割
合
に
関
わ

る
部
分
で
し
た
。
む
し
ろ
紛
争
と
そ
の
解
決
を
経
験
し
た
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
村
有
林
の
活
用

と
保
続
・
育
成
に
つ
い
て
、
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
で
、
村
民
の
合
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
と

も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
同
村
は
、
明
治
期
に
入
っ
て
も
合
併
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
部
落
有

林
野
の
統
一
を
め
ぐ
る
問
題
も
生
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。

岐
阜
県
の
態た

い

勢せ
い

を
み
て
も
、
す
で
に
明
治
三
〇
年
の
時
点
で
、
林
野
行
政
専
門
の
第
六
課
を
創

設
し
て
お
り
、
同
三
一
年
か
ら
は
、
独
自
の
造
林
補
助
制
度
を
一
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
運
用
し

て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
条
件
が
相あ

い

俟ま

っ
て
、
加
子
母
村
は
、
県
・
政
府
に
よ
る
造
林
奨
励
政
策
を
ス
ム
ー
ズ

に
受
け
入
れ
、
村
民
の
合
意
の
も
と
、
速
や
か
に
村
有
林
の
造
林
計
画
を
立
案
す
る
こ
と
が
で
き

（
104
）

（
104
）

前
掲
山
下
『
入
会
林
野
の
変

容
と
現
代
的
意
義
』、
三
二
～

三
五
頁
。
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た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
明
治
四
〇
年
代
前
半
に
立
案
さ
れ
た
加
子
母
村
の
村
有
林
造
林
計
画
は
、
村
の

基
本
財
産
の
確
立
を
目
的
と
し
、
村
有
林
の
本
格
的
な
経
営
を
目
指
し
た
も
の
で
し
た
。
県
や
国

の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
意
味
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
明
治

維
新
に
よ
り
、
森
林
の
位
置
付
け
は
変
化
し
、
森
林
管
理
の
主
体
も
尾
張
藩
か
ら
村
方
へ
と
代
わ

り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
新
た
な
森
林
管
理
方
式
を
め
ぐ

る
模
索
が
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
村
有
林
造
林
計
画
の
立
案
は
、
村
方
を
主
体
と
す
る
近

代
の
森
林
管
理
秩
序
の
形
成
と
い
う
点
で
、
加
子
母
村
の
森
林
の
歴
史
に
お
い
て
画
期
的
な
出
来

事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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エ
ピ
ロ
ー
グ
│
混
乱
か
ら
新
た
な
秩
序
へ

本
書
で
は
、
加か

子し

母も

村
を
中
心
に
、
明
治
維
新
に
よ
る
地
域
の
混
乱
の
様
子
を
解と

き
明
か
す
と

と
も
に
、
近
代
の
森
林
管
理
の
秩ち

つ

序じ
ょ

が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
描
い
て
き
ま
し
た
。

明
治
二
年（
一
八
六
九
）に
は
、
各
藩
の
直
轄
林
が
「
官か

ん

林り
ん

」
と
な
り
、
政
府
の
財
産
に
組
み
込

ま
れ
ま
し
た
。
同
四
年
の
廃は

い

藩は
ん

置ち

県け
ん

で
名
古
屋
藩（
旧
尾
張
藩
）が
解
体
さ
れ
る
と
、
同
藩
が
支
配

し
て
い
た
信し

な

濃の
の

国く
に

の
本も

と

木き

曽そ

と
美み

濃の
の

国く
に

の
裏う

ら

木き

曽そ

は
、
筑ち

く

摩ま

県
と
岐
阜
県
に
編
入
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
三み

浦う
れ

山や
ま

官
林
の
帰き

属ぞ
く

で
し
た
。
両
国
の
境
界
と
い
う
条
件
に
加
え
、

信
濃
国
王お

う

滝た
き

村
に
属
し
な
が
ら
美
濃
国
加
子
母
村
居
住
の
御お

山や
ま

守も
り

内な
い

木き

家
が
管
理
し
た
と
い
う
旧

藩
時
代
の
経
緯
の
複
雑
さ
が
、
こ
の
背
景
に
あ
り
ま
し
た
。
三
浦
山
の
帰
属
問
題
は
、
同
六
年
に

は
じ
ま
り
、
政
府
、
県
、
地
元
の
村
々
を
巻
き
込
み
つ
つ
、
同
一
一
年
に
信
濃
国（
筑
摩
県
）所
属

と
い
う
こ
と
で
決
着
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
同
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
岐
阜
県
に
委ゆ

だ

ね
ら
れ
て
い
た
三

浦
山
官
林
の
管
理
も
内
務
省
に
直
轄
化
さ
れ
、
行
政
区
画
上
の
所
属
と
、
官
林
管
理
上
の
所
管
の

不
一
致
も
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

旧
藩
時
代
に
お
け
る
森
林
管
理
の
複
雑
さ
が
引
き
起
こ
し
た
問
題
は
、
三
浦
山
の
帰
属
争
い
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
尾
張
藩
の
森
林
管
理
に
は
、
空
間
的
な
用よ

う

益え
き

区
分
だ
け
で
な
く
、
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樹じ
ゅ

種し
ゅ（

ヒ
ノ
キ
・
サ
ワ
ラ
・
ア
ス
ヒ
・
コ
ウ
ヤ
マ
キ
・
ネ
ズ
コ
の
五ご

木ぼ
く

）に
よ
る
用
益
制
限
が
あ
り
、
後
者

が
前
者
に
優ゆ

う

越え
つ

す
る
と
い
う
独
特
な
構
造
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
五
木
を
除の

ぞ

い
て
村
人
の
利
用
が
許ゆ

る

さ
れ
て
い
た
明あ

き

山や
ま

で
さ
え
、
用
益
区
分
が
不
分
明
で
し
た
。
こ
の
複
雑
さ
が
、
明
治
期
に
入
り
、

森
林
の
所
有
を
確
定
す
る
際
に
障
害
と
な
り
ま
し
た
。
森
林
の
所
有
を
め
ぐ
る
加
子
母
村
の
官
民

有
区
分
は
、
岐
阜
県
・
内
務
省
の
決
定
と
村
方
に
よ
る
修
正
の
嘆た

ん

願が
ん

を
繰
り
返
し
、
明
治
九
年
に

確
定
し
ま
し
た
。
こ
の
際
に
は
、
明
山
の
端は

し

山や
ま

と
い
う
空
間
が
、「
一い

っ

村そ
ん

総そ
う

持も
ち

山や
ま

」（
全
村
共
有
地
）

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
前
後
、
村
は
五
木
に
槻け

や
きを
加
え
た
六ろ

く

木ぼ
く

を
と
く
に
重
要
な
財
産
と
考
え
、

森
林
の
活
用
と
保
続
・
育
成
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
、「
取と

り

極き
め

証し
ょ
う

書し
ょ

」（
の
ち
に
「
山
林
保
護
規
則
」
と

改
称
）、「
山
林
保
護
規
則
増
補
」
な
ど
に
ま
と
め
ま
し
た
。
収
益
の
配
分
や
負
担
割
合
に
関
す
る

条
文
を
め
ぐ
り
、
村む

ら

方か
た

騒
動
が
起
こ
っ
た
も
の
の
、
同
一
三
年
に
は
和
解
を
み
ま
し
た
。

こ
の
間
、
明
治
五
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
三
浦
山
と
濃の

う

州し
ゅ
う

三さ
ん

ヶ
村そ

ん

の
森
林
管
理
を
担に

な

っ
て
き
た

内
木
善
衛
が
、
御
山
守
の
職
を
解
任
さ
れ
ま
し
た
。
生
活
の
途み

ち

を
絶た

た
れ
た
善
衛
は
、
手
当
な
ど

を
求
め
て
県
や
内
務
省
へ
嘆
願
を
繰
り
返
し
た
結
果
、
同
一
三
年
に
は
山
林
局
の
「
植

し
ょ
く

樹じ
ゅ

御ご

用よ
う

掛が
か
り」

に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
善
衛
は
、
自
分
と
先
祖
が
管
理
し
て
き
た
御お

留と
め

山や
ま

・
御お

巣す

山や
ま

な
ど
に
由
来
す
る
官
林
の
管
理
に
も
関
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
御
山

守
内
木
家
の
功
績
は
、
同
一
五
年
二
月
に
農の

う

商し
ょ
う

務む

省
山
林
局
の
主
催
で
開
催
さ
れ
た
「
山さ

ん

林り
ん

共
き
ょ
う

進し
ん

会か
い

」
で
評
価
さ
れ
、
入
賞
を
果
た
し
ま
し
た
。
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こ
の
御
山
守
内
木
家
の
分
家
で
あ
る
《
桑
名
屋
》
の
当
主
内
木
又
六
は
、
明
治
一
七
年
か
ら
大

正
四
年
に
か
け
て
戸こ

長ち
ょ
う（

村
長
）を
務
め
、
村
の
基
本
財
産
を
確
立
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
又
六
が
戸

長（
村
長
）を
務
め
て
い
た
時
代
に
は
、「
山
林
保
護
規
則
」・
同
「
増
補
」
な
ど
を
基
本
的
な
枠
組

み
と
し
つ
つ
、「
一
村
総
持
山
」
で
あ
る
村
有
林
の
保
護
・
育
成
と
活
用
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
明
治
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
の
同
村
で
は
、
六
木
の
伐
採
が
想

定
を
超
え
て
進
ん
だ
よ
う
で
、
同
二
三
年
に
は
「
六ろ

く

木ぼ
く

伐ば
っ

採さ
い

規き

制せ
い

書し
ょ

」
が
、
翌
二
四
年
に
は
「
本ほ

ん

村そ
ん

有ゆ
う

財ざ
い

産さ
ん

中ち
ゅ
う

六ろ
く

木ぼ
く（

立た
ち

木き

及お
よ

び
末す
え

木き

共と
も

）取と
り

締し
ま
り

方か
た

改か
い

正せ
い

議ぎ

決け
つ

書し
ょ

」
が
村
会
で
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
時
期
に
は
六
木
の
取
り
締し

ま
り
が
強
化
さ
れ
、
村
有
林
の
経
営
は
、
活
用
よ
り
も
保
護
・
育
成

に
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

一
方
で
、
明
治
三
〇
年
代
前
半
の
村
は
、
御ご

料り
ょ
う

林り
ん（

皇
室
財
産
と
な
っ
た
官
林
）の
下
げ
戻
し
運
動

を
展
開
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
御
料
林
を
村
の
財
産
で
あ
る
と
訴う

っ
たえ
、
そ
の
返
却
を
求
め
る
運
動
で

し
た
。
当
初
は
境
界
訂
正
願
い
に
始
ま
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る

と
、
立
木
引
き
渡
し
の
「
哀あ

い

願が
ん

」
へ
と
か
た
ち
を
変
え
ま
し
た
。
最
終
的
に
「
哀
願
」
は
却
下
さ

れ
ま
し
た
が
、
同
三
四
年
、
下か

賜し

金き
ん

一
万
円
と
い
う
結
果
を
村
に
も
た
ら
し
ま
し
た
。

同
三
八
年
に
は
、
村
会
で
「
凶

き
ょ
う

作さ
く

ニ
付つ

き

、
貧ひ

ん

民み
ん

救き
ゅ
う

助じ
ょ

方ほ
う

法ほ
う

ノ
件け

ん

」
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
村
の
財
産
で
あ
る
六
木
を
活
用
し
、
困
窮
し
た
者
が
、
そ
の
販
売
で
暮
ら
し
を
維
持
で
き

る
よ
う
に
と
考
え
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
村
有
林
を
村
の
財
産
と
捉と

ら

え
、
活
用
し
て
い
こ
う
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と
す
る
方
針
は
、
明
治
四
〇
年
代
前
半
に
立
案
さ
れ
た
造
林
計
画
に
、
よ
り
は
っ
き
り
と
表あ

ら
われ

て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
村
有
林（
合
計
約
五
四
〇
〇
町
歩
）の
半
分
を
村
民
に
払
い
下
げ
て
造
林
費
用
を

捻ひ
ね

り
出
し
、
約
一
二
〇
〇
町
歩
で
造
林
を
進
め
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
ま
た
約
九
〇
〇
町
歩

は
、
薪し

ん

炭た
ん

林り
ん

・
採さ

い

草そ
う

地ち

と
し
て
村
民
の
利
用
に
供き

ょ
うし

ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
、
県
や
国
の
意
向
を

反
映
し
て
い
る
と
は
い
え
、
村
方
を
主
体
と
す
る
近
代
の
森
林
管
理
秩
序
の
形
成
と
い
う
点
で
、

加
子
母
村
の
森
林
の
歴
史
に
お
い
て
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
今
回
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
内
木
家
で
保
存
さ
れ
て
き
た
古こ

文も
ん

書じ
ょ

の
ほ
か
、
中
津
川
市
加
子
母
総
合
事
務
所
に
保
存
さ
れ
て
い
た
旧
加
子
母
村
の
古
い
公こ

う

文ぶ
ん

書し
ょ

を
数

多
く
利
用
し
ま
し
た
。
こ
の
点
か
ら
も
、
森
林
の
管
理
主
体
が
、「
尾
張
藩
―
御
山
守
」
か
ら
「
加

子
母
村
」
へ
と
移う

つ

り
変
わ
っ
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

地
域
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
古
文
書
だ
け
で
な
く
、
公
文
書
も
た
い
へ
ん
重
要

で
す
。
旧
村
役
場
の
建
物
は
明
治
二
七
年
に
竣

し
ゅ
ん

工こ
う

し
、
そ
れ
か
ら
七
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
昭
和

四
〇
年
代
に
は
、
現
在
の
庁
舎
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
一
七
年（
二
〇
〇
五
）、
加
子
母
村
が

中
津
川
市
と
合
併
す
る
と
、
村
役
場
は
総
合
事
務
所
と
な
り
ま
し
た
。
庁
舎
の
新
築
・
移
転
と
合

併
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
加
子
母
で
は
古
い
公
文
書
が
保
存
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
現
在
で
は
、

こ
れ
ら
が
一
点
一
点
整
理
さ
れ
、
作
成
年
代
や
表
題
な
ど
が
目
録
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
公
文
書
を
残
そ
う
と
し
て
き
た
村
役
場
・
総
合
事
務
所
の
ご
努
力
に
よ
り
、
貴
重
な
公
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文
書
か
ら
、
明
治
維
新
と
加
子
母
村
の
森
林
の
歴
史
を
描
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

総
合
事
務
所
は
、
耐
震
の
都
合
に
よ
り
、
建
物
が
取
り
壊
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
話
を

耳
に
し
ま
し
た
。
こ
の
場
合
、
現
在
の
建
物
に
保
存
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
古
い
公
文
書
の
行
き
先

が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
地
域
の
先
人
た
ち
の
歩
み
を
記
録
し
て
い
る
公
文
書
が
、
今
後
も
末

永
く
確
実
に
保
存
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
切
望
し
て
い
ま
す
。

末
筆
と
な
り
ま
し
た
が
、
日
頃
か
ら
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
史
料
所
蔵
者
の
内
木

哲
朗
氏
と
ご
家
族
の
皆
様
、
中
津
川
市
加
子
母
総
合
事
務
所
の
皆
様
、
講
演
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
な
ど
で
多
数
の
貴
重
な
ご
意
見
・
ご
助
言
を
い
た
だ
い
て
い
る
加
子
母
地
区
の
皆
様
に
、
心
よ

り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
芳
賀
和
樹
）
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