
は
じ
め
に

本
論
文
は
、
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
に
作
成
さ
れ
た
広
島
藩
の
山

帳
（
１
）

（
御
建
山
御
留
山
野
山
腰
林
帳
）
を
主
に
用
い
て
、
当
時
の
林
野
利

用
が
生
活
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
ち
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

地
域
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
史
料
か

ら
、
ま
ず
そ
こ
に
記
録
さ
れ
た
当
時
の
山
の
様
子
の
再
現
を
試
み
、
そ

こ
に
当
時
の
人
々
の
暮
ら
し
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、
そ

れ
を
地
域
の
比
較
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
各
地
の
生
業
や

暮
ら
し
に
つ
い
て
は
、『
芸
藩
通
志
』
や
各
村
の
「
国
郡
志
書
出
帳
」

を
も
と
に
、『
広
島
県
史
』
や
関
係
の
自
治
体
史
を
参
考
に
し
な
が
ら

考
察
を
行
う
。
対
象
と
す
る
地
域
は
、
平
野
部
の
村
と
し
て
賀
茂
郡
原

村
、
寺
家
村
、
沿
岸
部
の
村
と
し
て
賀
茂
郡
三
津
村
、
そ
し
て
山
間
部

の
村
と
し
て
山
県
郡
加
計
村
、
中
筒
賀
村
を
取
り
上
げ
る
。

広
島
藩
の
山
帳
を
用
い
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
道
重
哲
男
氏

の
「
近
世
的
林
野
所
持
利
用
の
形
成
過
程
―
広
島
藩
に
お
け
る
林
野
所

持
形
態
と
村
落
構
造
―

（
２
）

」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
道
重
氏
の
研
究
で

は
、
林
野
所
持
形
態
か
ら
み
た
近
世
の
村
落
社
会
構
造
に
重
点
が
置
か

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
山
帳
か
ら
当
時
の
植
生
を
再
現
し
、
そ
こ
に
反

映
さ
れ
る
人
々
の
暮
ら
し
を
実
態
的
に
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
が
佐
竹

昭
氏
で
あ
る（

３
）

。
氏
は
、
広
島
藩
領
の
主
に
賀
茂
郡
、
豊
田
郡
を
対
象
と

し
、
さ
ら
に
地
域
を
島
嶼
部
、
沿
岸
部
、
内
陸
部
に
分
け
て
、
各
村
の

腰
林
の
様
子
か
ら
、
地
域
ご
と
の
「
植
生
」
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
。

本
論
文
で
は
、
佐
竹
氏
の
研
究
方
法
に
倣
っ
て
分
析
を
行
っ
て
い
く
。

人
々
の
日
常
が
直
接
働
き
か
け
た
野
山
と
腰
林
を
、
主
な
分
析
の
対
象

と
す
る
点
も
同
様
で
、
山
帳
に
記
録
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
林
野
一
筆
一
筆

の
樹
木
の
大
き
さ
を
デ
ー
タ
化
し
て
グ
ラ
フ
に
し
、
そ
れ
を
植
生
と
し

て
分
析
し
た
。
そ
の
上
で
、
あ
え
て
こ
の
論
文
を
位
置
づ
け
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
佐
竹
氏
が
分
析
さ
れ
て
い
な
い
山
間
部
を
対
象
地
の
一
つ

と
し
て
加
え
た
点
で
あ
り
、
自
然
環
境
の
異
な
る
五
ヶ
村
か
ら
、
各
地
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域
の
暮
ら
し
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
の
林
野
の
地
域
性
を
、
よ
り
明

ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
点
に
あ
る
。

以
下
に
取
り
上
げ
る
五
ヶ
村
の
位
置
は
図
１
に
、
総
林
野
面
積（

４
）

、
利

用
形
態
と
田
畝
（
貢
租
地
面
積（

５
）

）
は
、
図
２
に
示
し
た
。
図
１
は
『
芸

藩
通
志
』
が
成
立
し
た
文
政
期
の
広
島
藩
領
の
郡
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。

第
一
章
　
平
野
部
・
沿
岸
部
の
林
野
利
用

一
、
賀
茂
郡
の
概
略

賀
茂
郡
は
、
南
は
海
に
面
し
、
北
は
比
較
的
山
深
い
地
域
ま
で
広
が

る
、
変
化
に
富
ん
だ
地
域
で
あ
る
。『
芸
藩
通
志
』
の
彊
域
形
勢
の
一

節
に
は
「
当
郡
の
気
候
、
南
北
少
し
異
な
れ
ど
も
、
大
抵
、
四
時
和
順

に
し
て
、
雨
雪
少
く
、
五
穀
善
く
熟
す
、
民
の
産
業
、
大
凡
皆
本
を
務

め
て
、
末
に
趨
ら
ず
、
海
辺
の
諸
村
は
、
耕
漁
工

商
群
衆
し
て
余
地
な
し
、
川
沙
流
れ
出
る
に
依
り

て
、
新
田
を
開
く
こ
と
亦
甚
広
し
、
ま
た
大
に
塩

田
を
築
て
、
海
水
を
煮
る
故
に
、
戸
口
益
稠
く
、

民
力
薄
か
ら
ず
」
と
あ
る
。
賀
茂
郡
は
沿
岸
部
と

内
陸
部
を
隔
て
る
よ
う
に
山
が
連
な
っ
て
お
り
、

そ
の
た
め
距
離
的
に
遠
く
な
く
て
も
、
産
業
に
は

大
き
な
違
い
が
あ
る
。
原
村
、
寺
家
村
の
位
置
す

る
内
陸
平
野
部
で
は
稲
作
が
盛
ん
で
、
二
村
は
と

も
に
耕
地
面
積
の
約
九
割
が
水
田
と
さ
れ
、
麦
作

な
ど
と
の
二
毛
作
が
推
測
さ
れ
る
。
一
方
三
津
村

は
、
賀
茂
郡
の
沿
岸
部
に
位
置
す
る
村
で
あ
る
。

沿
岸
部
は
当
時
、
塩
田
の
盛
行
に
伴
い
諸
業
が
発

達
し
、
都
市
化
の
過
程
に
あ
っ
た
。
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図２　５ヶ村の林野利用形態と田畝

図１　対象の５ヶ村（『芸藩通志』絵図に記入）
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二
、
賀
茂
郡
原
村
・
寺
家
村

ま
ず
、
内
陸
平
野
部
の
植
生
を
史
料
か
ら
み
て
み
る
。
樹
種
は
藩
有

林
な
ど
の
一
部
を
除
い
て
ほ
ぼ
全
て
松
と
小
松
で
あ
る
。
野
山
は
、
両

村
と
も
に
ほ
ぼ
全
て
が
草
山
化
し
て
い
る
。
腰
林
の
植
生
に
つ
い
て

は
、
原
村
を
図
３
、
図
４
、
寺
家
村
を
図
５
に
示
し
た
。
図
は
、
山
帳

に
一
筆
ご
と
に
記
載
さ
れ
て
い
る
最
大
の
長
さ
と
最
大
の
幹
廻
り
（
幹

囲
）
を
そ
の
一
筆
の
植
生
と
し
、
そ
の
面
積
比
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

凡
例
の
「
一
〜
二
間
」
は
、
最
大
の
長
さ
が
一
間
以
上
二
間
未
満
の
腰

林
面
積
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
「
長
サ
弐
間
以

下
　
廻
り
壱
尺
四
五
寸
以
下
」
の
腰
林
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
図
３
で
は

「
二
〜
三
間
」
に
含
ま
れ
、
図
４
で

は
「
一
、
五
〜
二
尺
」
に
含
ま
れ

る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
図
は
全
て

こ
の
方
式
に
よ
る
。
ま
た
、
長
さ
と

幹
囲
は
あ
る
程
度
対
応
し
て
お
り
、

ど
ち
ら
の
数
値
で
グ
ラ
フ
化
し
て

も
、
概
ね
似
通
っ
た
図
に
な
る
こ
と

が
多
い
。
し
か
し
、
図
３
と
図
４
を

比
較
し
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
幹
囲

の
ほ
う
が
よ
り
細
か
く
木
の
大
き
さ

を
把
握
で
き
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
村

で
も
共
通
す
る
点
で
あ
る
の
で
、
寺
家
村
以
下
の
分
析
は
幹
囲
の
数
値

に
偏
重
し
て
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

こ
の
二
村
で
は
、
野
山
の
草
山
化
に
加
え
て
、
腰
林
で
も
小
松
や
苗

の
占
め
る
割
合
が
大
き
い
。
特
に
寺
家
村
は
、
幹
囲
一
尺
以
下
の
小
さ

な
木
が
多
く
、
そ
の
植
生
は
貧
弱
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
刈
敷
を
中
心

と
し
た
肥
料
の
採
取
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
農
業
の

主
要
部
分
を
占
め
る
水
田
農
業
は
、
休
耕
を
せ
ず
連
作
を
続
け
る
集
約

的
な
農
法
で
あ
り
、
地
力
維
持
の
た
め
に
、
膨
大
な
緑
肥
が
必
要
で
あ

っ
た
。
そ
の
施
用
量
に
つ
い
て
は
、
所
三
男
氏
の
試
算
が
あ
る（

６
）

。
ま

た
、
水
本
邦
彦
氏
も
、
十
分
な
肥
料
を
確
保
す
る
た
め
に
は
田
畑
面
積

の
十
倍
以
上
の
山
野
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（

７
）

。
こ
の
よ
う
な
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図４　原村 腰林植生（幹囲）別面積比

図３　原村 腰林植生（長さ）別面積比

図５　寺家村 腰林植生（幹囲）別面積比



肥
料
需
要
を
支
え
る
た
め
、
特
に
水
田
耕
作
が
盛
ん
な
地
域
で
は
そ
の

主
な
給
源
で
あ
る
野
山
が
草
山
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

水
本
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
も
う
一
度
先
に
示
し
た
図
２
の
グ
ラ

フ
で
各
村
の
林
野
面
積
と
田
畝
の
関
係
を
確
認
し
て
み
る
。
林
野
面
積

の
目
盛
は
田
畝
の
十
倍
を
示
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
田
畝
を
示
す
直

線
と
総
林
野
面
積
が
交
わ
れ
ば
、
十
分
な
肥
料
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
原
村
は
ま
ず
相
応
の
林
野
面
積
が
あ
る
の
に
対
し
、
寺

家
村
は
貢
租
地
面
積
に
対
し
て
林
野
が
極
端
に
少
な
い
。
図
３
、
４
と

図
５
を
比
較
し
て
も
、
寺
家
村
の
方
が
よ
り
収
奪
の
痕
跡
が
大
き
く
な

っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
文
政
二
年
の
「
国

郡
志
書
出
帳
」
を
み
て
も
、
寺
家
村
は
「
村
内
土
地
、
位
ハ
中
ノ
下
ニ

し
て
こ
へ
く
さ
少
な
く
耕
耨
怠
ら
さ
れ
ど
も
五
穀
の
生
立
よ
か
ら
す
」

と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
肥
草
に
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
明
記
し
て
あ

る
。
一
方
原
村
は
、「
西
奥
に
山
所
か
た
よ
り
し
故
至
っ
て
東
方
本
郷

之
辺
に
而
者
肥
草
不
自
由
に
し
て
田
畠
難
肥
耕
作
等
十
分
せ
ず
惣
し
て

庶
民
之
働
不
便
利
の
地
な
り
」
と
あ
り
、
肥
草
不
足
と
い
う
よ
り
は

「
不
便
利
」
と
い
う
指
摘
に
留
ま
っ
て
い
る（

８
）

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、

相
応
の
採
草
地
が
あ
る
原
村
に
対
し
、
寺
家
村
は
採
草
地
が
不
足
し
て

お
り
、
そ
れ
が
腰
林
の
植
生
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。

次
に
、
こ
の
植
生
を
腰
林
の
所
有
面
積
に
よ
っ
て
分
類
し
た
階
層
別

に
見
る
と
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
原
村
を
図
６
に
、
寺
家
村
を
図

７
に
示
し
た
。

階
層
が
上
が
る
に
つ
れ
て
植
生
も
豊
か
に
な
る
が
、
あ
る
一
定
以
上

の
面
積
を
所
有
す
る
階
層
で
は
大
き
な
立
木
が
見
ら
れ
な
く
な
る
と
い

う
点
は
共
通
す
る
。
こ
れ
は
佐
竹
氏
も
指
摘
し
て
い
る
点
で
、
植
生
が

段
階
的
に
豊
か
に
な
る
の
は
「
零
細
な
保
有
者
層
は
、
松
や
雑
木
の
成

長
を
待
つ
こ
と
が
で
き
ず
常
に
刈
り
取
り
を
繰
り
返
し
、
一
方
余
裕
の

あ
る
階
層
は
常
に
一
定
の
松
林
を
立
て
て
お
け
る（

９
）

」
と
い
う
階
層
差
の

表
れ
で
あ
り
、
ま
た
大
き
な
腰
林
を
所
有
す
る
者
の
植
生
が
貧
し
く
な
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図７　寺家村　腰林所有階層別植生（幹囲）

図６　原村　腰林所有階層別植生（幹囲）



る
の
は
、「
薪
炭
林
と
し
て
の
経
営
を
想
定
す
る
べ
き（

10
）

」
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
薪
炭
の
需
要
の
大
き
い
沿
岸
部
と
距
離
的
・
地
形
的
に
隔
た

り
の
あ
る
こ
の
二
村
で
、
薪
炭
供
給
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う

か
は
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
き
な
腰
林
を
所
有
す
る
ご
く

一
部
の
者
は
、
自
家
用
薪
炭
林
、
肥
料
源
と
し
て
の
利
用
に
加
え
、
何

ら
か
の
形
で
腰
林
に
価
値
を
持
た
せ
、
利
益
を
得
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
大
部
分
の
者
に
と
っ
て
は
、
腰
林
は
自
家
用
薪

炭
源
、
肥
料
源
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

三
、
賀
茂
郡
三
津
村

次
に
、
賀
茂
郡
三
津
村
を
事
例
と
し
て
、
沿
岸
部
の
林
野
利
用
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

野
山
に
つ
い
て
は
一
筆
の
み
立
木
が
確
認
で
き
る
山
が
あ
る
が
、
そ

れ
以
外
の
一
四
ヶ
所
は
全
て
が
小
松
・
綾
木
・
し
だ
・
茅
な
ど
し
か
生

え
て
い
な
い
薪
草
山
と
な
っ
て
い
る
。
腰
林
は
、
全
体
の
一
三
％
を
占

め
て
お
り
、
他
村
と
比
べ
て
大
き
い
。
そ
の
内
訳
は
二
一
三
筆
を
一
三

七
人
で
所
有
し
て
お
り
、
一
筆
の
平
均
面
積
が
約
三
反
と
、
か
な
り
細

分
化
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
腰
林
の
こ
う
し
た
特
徴
は
、
佐

竹
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
島
嶼
部
に
お
け
る
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る

（
11
）

。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
盛
行
す
る
塩
田
へ
の
薪
炭
供
給
、
そ
の
給
源
で

あ
る
林
野
に
対
す
る
人
々
の
関
心
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

三
津
村
の
腰
林
の
植
生
は
図
８
に
示
し
た
が
、
小
松
・
綾
木
・
し

だ
・
茅
な
ど
立
木
以
外
が
半
数
以
上
で
あ
り
、
人
の
収
奪
の
圧
力
の
強

さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
大
規
模
塩
田
へ
の
主
な
薪
炭
供
給
地
で
あ
る
仁
方

村
や
内
海
村
と
比
べ
る
と
ま
だ
立
木
が
残
っ
て
い
る
と
は
い
え

（
12
）

、
内
陸
部

と
比
較
す
る
と
そ
の
植
生
の
貧
し
さ
は
明
瞭
で
、
や
は
り
腰
林
か
ら
近

隣
の
塩
田
へ
の
燃
料
供
給
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
天
保
十
一
（
一
八
四
〇
）
年
に
三
津
村
か
ら
腰
林
元
伐
り

な
ど
を
願
い
出
た
際
の
史
料
に
「
私
共
為
渡
世
、
私
共
持
分
右
腰
林
ニ

而
前
段
之
通
元
伐
り
奉
願
上
候
、
釜
屋
木
ニ
売
払
申
度
奉
存
候
間
、
此
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図８　三津村　腰林植生（幹囲）別面積比

図９　三津村　腰林所有階層別植生（幹囲）



段
宜
被
仰
上
可
被
下
候（

13
）

」
と
あ
る
が
、「
釜
屋
」
と
は
塩
田
を
指
し
て

お
り
、
こ
こ
か
ら
も
塩
田
の
燃
料
に
腰
林
の
松
を
売
却
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

次
に
、
平
野
部
と
同
様
に
、
そ
の
階
層
別
の
植
生
を
幹
囲
に
よ
っ
て

示
し
た
も
の
を
図
９
に
示
す
。
階
層
が
上
が
る
ご
と
に
植
生
が
豊
か
に

な
る
の
は
平
野
部
と
同
様
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
平
野
部
よ
り
顕

著
に
表
れ
た
最
大
面
積
所
有
者
の
腰
林
の
伐
採
跡
の
割
合
で
あ
る
。
こ

れ
は
広
い
面
積
を
利
用
し
て
の
薪
炭
林
経
営
の
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
沿
岸
部
の
三
津
村
で
は
、
近
隣
塩
田
へ
の
燃
料
供

給
、
ま
た
都
市
化
と
と
も
に
増
大
す
る
人
口
を
支
え
る
た
め
、
薪
供
給

が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
林
野
に
商
業
的
価
値
を
も
た
ら
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
　
山
間
部
の
林
野
利
用

一
、
山
県
郡
山
間
部
の
概
略

最
後
に
、
山
県
郡
の
加
計
村
と
中
筒
賀
村
を
事
例
に
、
山
間
部
に
お

け
る
林
野
利
用
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

加
計
村
と
中
筒
賀
村
が
位
置
す
る
の
は
山
県
郡
南
西
部
の
山
深
い
地

域
で
あ
る
が
、
広
島
城
下
へ
と
下
る
太
田
川
の
上
流
と
い
う
地
理
的
優

位
性
に
恵
ま
れ
、
そ
の
水
運
の
利
便
性
か
ら
林
業
が
発
達
し
、
江
戸
時

代
を
通
し
て
、
太
田
筋
の
加
計
組
九
村
（
加
計
・
津
浪
・
坪
野
・
両
殿

河
内
・
三
筒
賀
・
戸
河
内
村
）
と
佐
伯
郡
吉
和
村
の
合
わ
せ
て
十
村
が
、

藩
の
御
山
方
御
紙
方
御
場
所
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
。
地
味
は
良
い

と
さ
れ
て
い
る
が
、
山
が
ち
な
地
形
の
た
め
耕
地
の
確
保
が
難
し
く
、

「
山
稼
ぎ
」
と
さ
れ
る
紙
漉
き
や
材
木
・
薪
炭
の
供
出
な
ど
山
と
の
関

わ
り
の
深
い
副
業
を
営
む
こ
と
で
生
活
を
維
持
し
て
い
た
。
特
に
中
筒

賀
村
は
そ
の
傾
向
が
強
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
加
計
村
は
山
深
い
源
流

域
か
ら
流
れ
出
る
二
つ
の
川
の
合
流
地
点
で
あ
り
、
畑
が
多
い
も
の
の

こ
の
地
方
に
し
て
は
耕
地
も
広
く
、
農
業
と
林
業
が
並
存
す
る
。
ま
た
、

城
下
へ
の
筏
出
し
や
川
舟
運
送
の

出
発
地
と
し
て
そ
れ
ら
の
諸
職
業

も
発
達
し
た
村
で
あ
る
。

当
時
林
産
物
は
藩
の
専
売
制
度

下
に
管
理
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の

中
で
も
山
方
御
場
所
で
あ
る
加
計

村
、
中
筒
賀
村
を
含
む
地
域
は
、

非
常
に
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い

た
。
こ
の
加
計
組
の
産
出
量
の
具

体
的
な
数
値
と
し
て
は
、
享
保
十

二
年
の
「
山
県
郡
村
々
諸
色
覚

書
」
か
ら
明
ら
か
に
な
る
が
、
こ

れ
を
ま
と
め
た
も
の
を
表
１
に
示

す（
14
）

。
藩
用
材
木
に
つ
い
て
は
、
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表１　太田筋諸村の林産物（享保12年）

村　名 御用材木(本) 御用炭(俵) 薪(艘)

穴 村 50
坪 野 村 10
津 浪 村 200～ 250目 10
加 計 村 4000～ 5000 4000～ 5000 14～ 15
下筒賀村 2000
上殿河内村 1200 700
中筒賀村 4000～ 5000 1000 7000束
上筒賀村 6000 4000

戸河内村 3950 3950



本
数
で
表
し
て
い
な
い
津
浪
村
を
除
い
て
加
計
組
六
村
で
藩
全
体
の
約

五
一
％
、
ま
た
藩
用
炭
は
、
加
計
組
五
村
で
全
体
の
二
四
％
を
占
め
る

量
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
具
体
的
な
林
野
利
用
に
つ
い
て
以
下
に
詳
し
く
み
て
み

る
こ
と
と
す
る
。

二
、
山
県
郡
加
計
村

ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
前
掲
の
表
１
を
村
別
で
見
た
と
き

に
、
材
木
・
木
炭
と
も
に
加
計
村
が
そ
の
主
力
を
な
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
さ
ら
に
加
計
村
は
筏
下
し
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
加
計
村
は

享
保
当
時
こ
の
地
域
の
林
産
物
の
生
産
・
輸
送
と
も
に
そ
の
中
心
と
な

っ
た
村
で
あ
っ
た
。

享
保
の
山
帳
に
よ
る
と
、
植
生
は
、
御
建
山
や
御
留
山
は
松
・
栗
・

槻
・
栃
・
杉
な
ど
樹
種
が
豊
富
で
樹
勢
も
大
き
い
。
し
か
し
、
他
村
と

異
な
る
の
は
両
者
あ
わ
せ
て
四
ヶ
所
の
う
ち
、
三
ヶ
所
の
山
の
雑
木
が

御
用
炭
と
し
て
伐
り
出
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
二
ヶ
所
に

つ
い
て
は
、「
拾
六
七
年
以
前
ヨ
リ
于
今
御
用
炭
伐
出
し
申
候
」「
享
保

四
年
ヨ
リ
去
辰
ノ
春
迄
御
用
炭
伐
仕
舞
申
候
」
と
但
し
書
き
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
御
用
炭
は
数
年
間
決
ま
っ
た
場
所
か
ら
産
出
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
野
山
や
腰
林
な
ど
に
炭
材
を
伐
り
出
し
た
記
述
は

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
御
用
炭
は
専
ら
こ
う
し
た
藩
有
林
の
雑
木
を
伐

っ
て
焼
成
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

野
山
に
つ
い
て
は
、
全
く
の
草
山
と
な
っ
て
い
る
の
は
全
体
の
三
割

弱
に
と
ど
ま
り
、
大
部
分
は
少
な
く
と
も
松
苗
や
雑
木
苗
が
生
え
て
い

る
薪
肥
草
山
で
あ
る
。
加
計
村
は
、
田
畝
に
対
す
る
林
野
面
積
が
十
倍

以
上
あ
り
、「
国
郡
志
書
出
帳
」
で
も
「
肥
草
等
者
沢
山
ニ
御
座
候（
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」

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
採
草
地
に
つ
い
て
は
か
な
り
余
裕
が
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
、
採
草
地
不
足
の
隣
村
津
浪
村
に
、
山
手

銀
を
納
め
さ
せ
て
加
計
村
内
の
山
を
入
会
山
と
し
て
提
供
も
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
単
純
に
林
野
面
積
が
大
き
い
た
め
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

大
量
の
緑
肥
を
必
要
と
す
る
水
田
が
全
耕
地
の
う
ち
四
割
程
度
に
と
ど

ま
る
こ
と
、
ま
た
畑
で
は
麻
の
栽
培
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
が
、
肥
沃
な

土
壌
を
好
む
麻
を
育
て
る
た
め
に
、
こ
の
地
方
で
は
比
較
的
早
い
段
階

か
ら
干
鰯
や
油
粕
な
ど
の
購
入
肥
料
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
、

野
山
で
の
採
草
の
必
要
性
を
小
さ
く
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
加
計
村
で
は
「
肥
草
山
」
よ
り
「
薪
肥
草
山
」
が
野
山
の
主
力
を

な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
野
山
で
刈
っ
た
薪
は
自
家
用
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
広
島
城
下
へ
売
り
に
出
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
、
加
計
村

の
野
山
は
田
畑
の
肥
料
源
と
し
て
の
付
属
的
な
性
格
以
上
に
、
商
品
で

あ
る
薪
を
供
給
す
る
林
業
地
と
し
て
の
利
用
価
値
が
大
き
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

次
に
、
腰
林
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
樹
種
は
松
・
栗
・
雑
木
が
主
で
、

そ
れ
ら
が
混
在
す
る
様
相
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
大
き
な
木
の
割
合
が

多
い
一
方
、
苗
し
か
な
い
腰
林
や
伐
採
跡
の
割
合
も
目
を
引
く
（
図

－ 17－



10
）。
平
野
部
の
よ
う
な
刈
敷
採
取
は
少
な
く
て
す
む
が
、
山
間
部
で

は
木
材
供
給
と
い
う
こ
の
地
域
に
特
化
し
た
産
業
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で

も
人
が
林
野
に
盛
ん
に
働
き
か
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
伐
採
木
材
の

用
途
か
ら
考
察
し
て
み
る
。

図
11
は
、
山
帳
の
「
御
用
材
木
伐
跡
、
松
苗
立
申
候
」「
立
木
雑
木

割
木
伐
跡
、
雑
木
苗
御
座
候
」
と
い
っ
た
記
録
か
ら
、
腰
林
の
伐
採
樹

木
の
用
途
別
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
挽
板
を
含
め
て
御
用
材
木

の
た
め
の
伐
採
が
、
全
体
の
七
割
を
占
め
る
。
一
般
的
に
は
、
藩
用
材

木
は
藩
有
林
で
不
足
す
る
場
合
に
一
般
の
腰
林
か
ら
供
出
さ
せ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
が
、
加
計
村
で
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

図
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
享
保
十
年
時
点
で
の
伐
り
跡
は
御
用
材

木
の
伐
採
跡
が
突
出
し
て
多
い
。
ま
た
、
享
保
十
二
年
の
場
合
も
「
御

用
材
木
凡
四
五
千
本
程
百
姓
腰
林
ニ
而
伐
出

（
16
）

」
と
あ
る
よ
う
に
御
用
材

木
四
〇
〇
〇
〜
五
〇
〇
〇
本
は
す
べ
て
腰
林
か
ら
供
出
さ
せ
て
お
り
、

腰
林
か
ら
の
御
用
材
木
の
伐
り
出
し
は
常
態
化
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
は
、
加
計
地
方
は
耕
地
が
確
保
で
き
ず
年
貢
納
入
さ
え
ま

ま
な
ら
な
い
た
め
、
藩
の
山
方
御
場
所
と
し
て
村
全
体
か
ら
木
材
を
調

達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貢
租
収
取
の
代
替
と
し
て
い
た
た
め
で
あ

る
。
藩
と
し
て
も
そ
の
関
係
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
地
域
の

林
産
物
を
確
保
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
残
り
の
三
割
を
占
め
る
割
木
は
薪
用
で
あ
る
が
、
こ
の
多
く

は
町
売
り
に
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
薪
は
、
藩
の
許
可
を
得
れ
ば
他
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図10 加計村 腰林植生（幹囲）別面積比

図12 加計村　腰林所有階層別植生（幹囲）

図11 加計村 腰林伐採木材の用途



村
や
広
島
の
城
下
で
売
る
こ
と
が
で
き
た
。
表
１
で
加
計
村
か
ら
出
さ

れ
て
い
る
舟
十
五
艘
分
の
薪
は
「
百
姓
腰
林
ニ
而
伐
り
出
し
広
嶋
町

売
（
17
）

」
で
あ
り
、
藩
の
利
潤
吸
い
上
げ
に
よ
っ
て
農
民
の
側
に
は
利
益
の

残
ら
な
い
御
用
材
木
の
伐
り
出
し
に
対
し
、
薪
の
町
売
り
は
貴
重
な
収

入
源
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
御
用
材
木
の
供
出
も
薪
の
伐
り
出
し

も
、
村
民
が
生
活
を
維
持
し
て
い
く
上
で
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
木
材
の
用
途
に
階
層
差
は
見
ら
れ
ず
、
大
規
模
な
面
積
で
割

木
用
の
伐
採
も
見
ら
れ
、
ま
た
逆
に
狭
小
な
腰
林
で
の
御
用
材
木
の
伐

採
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
規
模
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
、
腰
林

所
持
者
は
一
貫
し
て
木
材
と
薪
を
伐
り
出
す
林
業
を
行
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

次
に
、
腰
林
の
所
有
階
層
別
に
植
生
を
み
て
み
る
。
こ
の
図
12
を
見

る
と
、
腰
林
四
町
以
下
の
所
持
者
と
そ
れ
以
上
の
所
持
者
と
の
間
で
植

生
に
明
ら
か
な
違
い
が
見
ら
れ
、
利
用
の
仕
方
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。

ま
ず
、
四
町
以
下
の
者
の
植
生
を
見
て
み
る
。
所
有
面
積
が
広
く
な

る
と
と
も
に
植
生
も
豊
か
に
な
る
階
段
型
の
現
象
は
、
加
計
村
で
も
み

ら
れ
る
。
こ
れ
は
ど
の
村
に
も
共
通
す
る
も
の
で
、
農
民
の
一
般
的
な

自
給
自
足
の
生
活
を
反
映
し
た
植
生
な
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
四
町
以
上
の
腰
林
を
持
つ
者
は
、
植
生
に
偏
り
が
見
ら
れ
る
。

四
町
以
上
所
持
者
に
つ
い
て
、
そ
の
持
主
別
の
植
生
を
図
13
に
示
し

－ 19－

図13 加計村　４町以上所持者持主別植生（幹囲）



た
（
18
）

。
詳
し
く
分
析
し
て
み
る
。

こ
の
大
規
模
所
有
者
Ａ
〜
Ｑ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
植
生
か
ら
、
大
規

模
な
林
業
経
営
が
予
想
で
き
る
。
伐
り
跡
や
苗
、
一
尺
以
下
程
度
の
木

が
大
半
を
占
め
る
者
（
Ａ
、
Ｃ
、
Ｇ
、
Ｏ
）
や
、
あ
る
一
定
程
度
の
大
き

さ
の
立
木
が
全
体
の
大
部
分
を
占
め
る
者
（
Ｂ
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｌ
、
Ｍ
、

Ｐ
、
Ｑ
）
が
多
い
が
、
前
者
は
比
較
的
近
い
過
去
に
大
規
模
な
伐
採
を

行
っ
て
お
り
、
後
者
は
大
規
模
な
伐
採
か
ら
時
が
経
ち
、
再
び
木
が
生

長
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
大
き
さ
が
集
中
す
る
の
が
幹
廻
り
二
・
五
尺
以
下
で
あ
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
芸
藩
志
拾
遺（

19
）

」
の
中
に
木
材
の
価
格
規
定
が

あ
り
、
丸
太
は
長
さ
二
間
、
廻
り
二
尺
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

山
帳
の
記
録
の
う
ち
伐
採
跡
に
立
木
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、

そ
の
立
木
の
大
き
さ
も
一
・
五
尺
前
後
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
木
材
を
丸
太
や
角
材
と
し
て
出
す
と
き
は
、
廻
り
二
尺
以
上
と

い
う
の
が
目
安
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ

て
、
Ｂ
、
Ｌ
、
Ｑ
は
ま
だ
生
育
途
中
で
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｍ
、
Ｐ
は
伐
採

が
近
い
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
加
計
村
の
腰
林
は
御
用
材
木
と
薪
の
産
出
を
担
う

と
い
う
点
で
平
野
部
と
は
異
な
る
価
値
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
利

用
方
法
か
ら
お
お
よ
そ
腰
林
四
町
以
下
の
所
持
者
と
そ
れ
以
上
の
所
持

者
の
あ
た
り
で
線
引
き
が
可
能
で
、
四
町
以
下
の
者
は
他
村
と
同
様
に

階
層
に
沿
っ
て
階
段
状
の
植
生
を
示
す
こ
と
か
ら
、
平
野
部
と
似
た
一

般
的
な
農
業
経
営
を
行
っ
て
お
り
、

四
町
以
上
の
所
持
者
は
そ
の
広
大
な

林
野
を
利
用
し
た
大
規
模
な
林
業
経

営
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
山
県
郡
中
筒
賀
村

中
筒
賀
村
は
五
村
の
中
で
最
も
山

深
い
村
で
あ
る
が
、
特
に
特
徴
的
な

の
は
野
山
で
あ
る
。
全
体
の
六
四
％

を
占
め
、
そ
の
植
生
は
図
14
の
通
り

で
非
常
に
豊
か
で
あ
る
。
採
草
に
つ

い
て
は
、「
国
郡
志
書
出
帳
」
に
は

「
薪
草
等
者
先
相
応
ニ
御
座
候
」
と

だ
け
書
か
れ
て
い
る

（
20
）

。
水
田
の
少
な
い
中
筒
賀
村
で
は
、
農
業
用
刈
敷

を
得
る
必
要
性
は
小
さ
く
、
加
計
村
と
同
様
、
野
山
は
林
業
地
と
し
て

の
役
割
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
的
圧
力
を
感

じ
さ
せ
る
部
分
は
極
め
て
小
さ
い
。
村
有
林
と
い
う
村
共
有
の
財
産
と

し
て
わ
ざ
と
伐
採
し
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
享
保
当

時
、
林
業
を
支
え
た
の
は
よ
り
集
落
に
近
い
林
野
、
つ
ま
り
腰
林
と
、

中
筒
賀
村
独
特
の
地
目
で
あ
る
「
銘
々
抱
野
山
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
銘
々
抱
野
山
は
他
の
村
に
は
見
ら
れ
な
い
地
目
で

あ
る
が
、「
野
山
」
と
は
言
っ
て
も
性
格
は
む
し
ろ
腰
林
に
近
い
も
の

－ 20－

図14 中筒賀村　野山植生（幹囲）別面積比



で
あ
り
、
腰
林
と
同
様
比
較
的
集
落
に
近
い
場
所
に
設
定
さ
れ
た
。
た

だ
し
、
お
そ
ら
く
腰
林
の
ほ
う
が
よ
り
屋
敷
に
近
く
、
利
用
し
や
す
い

場
所
に
位
置
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

両
者
の
植
生
は
、
腰
林
は
松
の
ほ
か
栗
や
浅
木
と
い
っ
た
樹
種
も
目

立
つ
が
、
銘
々
抱
え
野
山
は
ほ
と
ん
ど
が
松
ま
た
は
松
苗
で
あ
る
。
木

の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
以
下
の
図
の
通
り
で
あ
る
。

腰
林
の
長
さ
別
で
示
し
た
図
15
左
は
、
二
〜
三
間
の
割
合
が
極
端
に

大
き
く
、
そ
の
他
の
大
き
さ
の
木
が
非
常
に
少
な
い
。
ま
た
、
腰
林
の

幹
囲
は
二
尺
廻
り
が
最
大
で
、
そ
れ
以
上
の
木
が
な
い
。
長
さ
に
つ
い

て
は
数
値
の
精
密
さ
に
欠
け
る
印
象
も
あ
る
が
、
二
〜
三
間
の
割
合
が

大
き
い
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
腰
林
の
植
生
は
明
ら
か
に
人
の

圧
力
を
感
じ
る
。
特
に
、
長
さ
二
〜
三
間
、
幹
囲
二
尺
以
下
と
い
う
数

値
は
、
前
述
の
よ
う
に
材
木
と
し
て
流
通
す
る
の
に
必
要
な
お
そ
ら
く

最
低
限
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
時
代
は
下
る
が
、

嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
の
史
料
か
ら
算
出
す
る
と
、
中
筒
賀
村
か
ら

供
出
さ
れ
た
御
用
材
の
う
ち
長
さ
二
間
の
材
木
が
約
半
数
を
占
め
、
三

間
の
材
木
が
二
割
弱
ほ
ど
で
あ
っ
た

（
21
）

。
二
〜
三
間
の
大
き
さ
に
集
中
し

た
腰
林
の
木
の
大
き
さ
は
、
そ
の
需
要
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る

（
22
）

。
一
方
銘
々
抱
え
野
山
は
、
腰
林
よ
り
木
が
大
き
く
、
植
生
が
豊
か
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
伐
採
跡
は
腰
林
よ
り
大
き
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
銘
々
抱
え
野
山
は
「
伐
採
跡
で
立
木
が
な
い
山
が
十
五
ヶ
所
も

－ 21－

図15 中筒賀村　腰林の植生

図16 中筒賀村　銘々抱野山の植生



あ
り
、
採
草
地
（
草
山
）
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
（
23
）

」
と
み
る
意
見
も
あ
る
が
、
面
積
で
い
う
と
立
木
の
な
い
面
積
は
決

し
て
大
き
く
な
く
、
ま
た
「
伐
り
跡
」
は
「
材
木
伐
り
跡
」
と
書
か
れ

て
い
る
よ
う
に
木
材
の
伐
採
跡
で
、
採
草
の
結
果
立
木
が
な
く
な
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
採
草
地
と
し
て
利
用
し
て
い
た
と
は
結

論
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
野
山
は
奥
山
に
設
定
さ
れ
る
た

め
、
よ
り
近
い
山
で
野
山
の
代
替
が
可
能
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
求
め
る
の

は
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
銘
々
抱
え
野
山
は
そ
の
よ
う
な
過
程
で
で
き

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

次
に
、
階
層
別
の
植
生
を
分

析
し
た
い
。
図
17
は
腰
林
と

銘
々
抱
野
山
を
ま
と
め
て
個
人

所
有
林
野
と
し
、
そ
の
階
層
別

の
植
生
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
反
未
満
所
有
者
の
植
生

は
、
山
間
部
と
は
思
え
な
い
貧

し
さ
で
あ
る
。
農
業
に
適
さ
な

い
土
地
柄
で
あ
り
、
林
業
に
依

存
す
る
部
分
が
大
き
い
た
め
、

零
細
な
所
有
者
の
植
生
は
特
に

貧
弱
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
対
し
て
、
大
規
模
所
有
者
層
に
幹
囲
二
尺
以
上
の
木
が
集
中
し
、

伐
採
面
積
も
小
さ
い
。
非
常
に
豊
か
な
植
生
で
あ
る
。
林
業
、
特
に
材

木
を
産
出
す
る
林
野
で
は
、
あ
る
程
度
の
大
き
さ
ま
で
木
を
育
て
る
必

要
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
植
生
を
豊
か
に
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
中
筒
賀
村
の
場
合
、
伐
採
跡
や
苗
の
み
の
面
積
す
ら
小
さ
い
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
植
生
か
ら
は
加
計
村
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
大
規
模
な

林
業
経
営
の
痕
跡
が
読
み
取
れ
な
い
。
し
か
し
比
較
的
小
さ
い
面
積
で

の
伐
採
・
育
樹
は
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
は
あ
ま
り
階
層
差
が
見
ら
れ
ず
、
総
じ
て
人
の
圧
力
は
小

さ
い
印
象
を
受
け
る
。
や
は
り
享
保
の
段
階
で
は
過
度
の
伐
採
は
行
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
享
保
十
二
年
に
は
加
計

村
で
あ
っ
た
加
計
組
内
の
林
産
物
の
主
要
供
給
地
は
、
文
政
年
間
ま
で

に
中
筒
賀
村
や
戸
河
内
村
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
る

（
24
）

。
山
帳
が
作
成
さ

れ
た
享
保
十
年
以
降
、
木
材
の
伐
採
が
加
速
度
的
に
進
ん
だ
こ
と
は
間

違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
平
野
部
、
沿
岸
部
、
山
間
部
に
わ
け
て
、
江
戸
時
代
中
期
に

お
け
る
林
野
の
利
用
形
態
と
そ
の
植
生
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
て
き
た
。

原
村
、
寺
家
村
の
平
野
部
で
は
、
水
田
耕
作
中
心
の
生
活
が
営
ま
れ

て
お
り
、
林
野
は
田
へ
す
き
込
む
緑
肥
を
調
達
す
る
た
め
の
農
業
用
地

－ 22－

図17 中筒賀村　個人所有林野階層別植生（幹囲）



と
し
て
の
機
能
が
大
き
か
っ
た
。
大
量
の
刈
敷
を
要
す
る
水
田
耕
作
を

支
え
る
た
め
に
、
野
山
は
立
木
が
全
く
な
い
草
山
と
な
っ
て
い
た
。
腰

林
は
、
樹
種
は
松
に
特
化
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
中
で
も
小
松
が
多
く
、

人
の
圧
力
が
浸
透
し
た
植
生
で
あ
っ
た
。
原
村
と
寺
家
村
は
そ
う
い
っ

た
点
で
近
似
し
て
お
り
、
同
様
の
生
産
生
活
を
営
む
村
は
、
そ
の
林
野

利
用
形
態
も
似
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
よ
り
細

か
く
腰
林
の
植
生
を
み
て
み
る
と
、
寺
家
村
は
林
野
面
積
が
小
さ
く
、

腰
林
へ
の
採
草
の
圧
力
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
採
草
地
が
相

応
に
確
保
で
き
た
原
村
と
比
べ
る
と
、
そ
の
植
生
も
貧
し
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
違
い
も
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

沿
岸
部
の
三
津
村
の
林
野
は
、
都
市
化
の
過
程
で
増
大
す
る
人
口
と
、

盛
行
す
る
入
浜
塩
田
の
燃
料
供
給
を
支
え
る
た
め
に
、
薪
炭
源
と
し
て

の
役
割
を
持
っ
て
い
た
。
特
に
塩
田
へ
の
燃
料
供
給
が
植
生
に
影
響
す

る
と
こ
ろ
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
三
津
村
は
竹
原
・
仁

方
両
塩
田
へ
の
主
だ
っ
た
供
給
源
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
野
山

は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
薪
草
山
と
な
り
、
腰
林
も
面
積
の
五
〇
％
以
上
が
小

松
や
茅
な
ど
、
立
木
が
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

加
計
村
と
中
筒
賀
村
を
対
象
と
し
て
分
析
し
た
山
間
部
で
は
、
林
野

面
積
は
大
き
い
一
方
、
耕
地
面
積
は
小
さ
く
、
林
野
は
農
業
用
と
し
て

で
は
な
く
、
林
業
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
の
平

野
部
や
沿
岸
部
で
草
山
化
し
て
い
た
野
山
は
、
加
計
村
で
は
薪
肥
草
山

が
多
く
、
中
筒
賀
村
で
は
そ
の
大
部
分
が
藩
有
林
に
も
匹
敵
す
る
か
の

よ
う
な
豊
か
な
植
生
で
、
人
の
収
奪
の
痕
跡
が
み
ら
れ
る
の
は
小
さ
い

面
積
の
一
部
分
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
村
を
含
む
太
田
庄
は
、
藩
の

山
方
御
場
所
と
し
て
、
い
わ
ば
林
業
特
別
区
の
よ
う
な
地
域
で
あ
り
、

そ
の
生
活
も
林
業
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
特
に
、
加
計

村
は
享
保
の
段
階
で
林
産
物
供
給
の
中
心
地
で
あ
り
、
材
木
・
薪
両
方

の
伐
り
出
し
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
山
帳
か
ら
読
み
取
れ
る
。

一
方
中
筒
賀
村
は
、
材
木
に
特
化
し
た
産
出
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
は

個
人
所
有
の
林
野
か
ら
伐
り
出
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

ま
た
、
腰
林
所
有
の
階
層
別
に
植
生
を
み
た
と
き
に
、
ど
の
村
で
も

共
通
す
る
点
と
し
て
、
個
人
所
有
の
林
野
で
は
、
そ
の
所
有
面
積
が
小

さ
い
者
ほ
ど
植
生
が
貧
弱
に
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
肥
飼
料
、

薪
炭
、
材
木
な
ど
を
林
野
に
依
拠
す
る
当
時
の
生
活
の
、
基
本
的
な
林

野
利
用
を
示
す
植
生
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
ど
の
村
で
も
認
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
一
定
程
度
以
上
の
林
野
を
所
持
す

る
階
層
は
、
自
家
用
林
野
利
用
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
の
林
野
を

利
用
し
て
大
規
模
な
経
営
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
三
津
村
で
は
塩
田
の

燃
料
供
給
、
加
計
村
で
は
材
木
・
薪
の
供
出
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
各
村

の
個
性
が
表
れ
る
点
で
、
林
野
に
対
す
る
人
々
の
暮
ら
し
の
多
様
性
を

物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
暮
ら
し
と
林
野
が
密
接
に
関
わ
り
あ
っ
て
い

た
当
時
に
お
い
て
は
、
林
野
は
そ
の
地
域
の
暮
ら
し
を
顕
著
に
反
映
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
分
析
し
た
五
ヶ
村
は
、
自
然
環
境
が
異
な
り
、
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生
業
が
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
林
野
の
位
置
づ
け
や
利
用
方
法
に
違
い

が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
林
野
は
全
く
異
な
る
様

相
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
を
色
濃
く
反
映
し
た
林
野

は
、
地
域
に
よ
っ
て
非
常
に
多
様
な
様
相
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
賀
茂
郡
は
享
保
十
一
年
作
成
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
享
保
十
年
の
山
帳
」
で

統
一
す
る
。
原
村
、
寺
家
村
、
三
津
村
の
山
帳
に
つ
い
て
は
『
日
本
林
制
史
調
査
資

料
』
広
島
藩
（
雄
松
堂
書
店
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）、
加
計
村
は
『
加
計
町
史
資
料

上
巻
』（
加
計
町
役
場
、
一
九
六
一
）、
中
筒
賀
村
は
『
筒
賀
村
史
資
料
編
第
二
巻
』

（
筒
賀
村
・
筒
賀
村
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
一
）
を
参
照
。

（
２
）『
史
学
研
究
』
第
九
一
・
九
二
号
、
一
九
六
四
、
一
九
六
五
。

（
３
）「
広
島
藩
沿
岸
部
に
お
け
る
林
野
の
利
用
と
そ
の
「
植
生
」」（『
海
と
風
土
―
瀬

戸
内
海
地
域
の
生
活
と
交
流
』（
雄
山
閣
、
二
〇
〇
二
）、
ま
た
「
広
島
藩
沿
岸
部
に

お
け
る
林
野
（
里
山
）
利
用
の
諸
様
相
」（『
地
域
文
化
研
究
』
広
島
大
学
総
合
科
学

部
紀
要
Ⅰ
第
二
五
巻
、
一
九
九
九
）、「
同
（
二
）」（
同
、
第
二
六
巻
、
二
〇
〇
〇
）

も
参
照
。

（
４
）
貢
租
地
面
積
の
数
値
は
『
芸
藩
通
志
』
に
拠
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
数
値

は
一
九
世
紀
初
頭
の
記
録
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
佐
竹
氏
は
「
実
際
は
江
戸
時
代

前
期
の
検
地
に
よ
る
数
値
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
例
も
多
く
享
保
期
の
数
値

と
し
て
参
考
に
値
す
る
」
と
し
て
引
用
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
同
様
に
引
用
し
て
分

析
に
利
用
す
る
。

（
５
）
中
筒
賀
村
の
御
建
山
と
野
山
は
、
す
べ
て
隣
村
上
筒
賀
村
と
の
入
会
利
用
で
あ

り
、
山
帳
の
記
録
の
面
積
を
二
分
割
し
た
面
積
で
示
し
た
。
以
下
分
析
を
行
う
上
で
、

腰
林
な
ど
の
複
数
人
共
同
所
有
の
場
合
で
も
、
同
様
に
一
筆
の
面
積
を
所
有
人
数
で

割
っ
た
も
の
を
一
人
分
の
腰
林
面
積
と
し
て
い
る
。

（
６
）
所
　
三
男
『
近
世
林
業
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
）、
二
三
六
頁
。

（
７
）『
草
山
の
語
る
近
世
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
）、
五
六
頁
。

（
８
）『
西
条
町
誌
』（
西
条
町
、
一
九
七
一
）。
東
広
島
市
教
育
委
員
会
架
蔵
複
写
資
料
。

（
９
）
佐
竹
、
一
九
九
九
、
一
四
〇
頁
。

（
10
）
佐
竹
、
二
〇
〇
二
、
一
四
二
頁
。

（
11
）
佐
竹
、
二
〇
〇
〇
、
四
二
頁
な
ど
。

（
12
）
佐
竹
、
二
〇
〇
二
。

（
13
）「
天
保
十
年
御
山
方
諸
願
控
」（
安
芸
津
町
史
編
纂
室
蔵
）。

（
14
）『
筒
賀
村
史
通
史
編
』
二
二
四
頁
、
表
四
の
一
に
一
部
加
筆
。

（
15
）『
加
計
町
史
資
料
上
巻
』。

（
16
）「
芸
州
山
県
郡
村
々
諸
色
覚
書
」（『
加
計
町
史
資
料
上
巻
』）。

（
17
）
前
掲
注
（
16
）
に
同
じ
。

（
18
）
こ
の
表
で
は
、
伐
り
跡
と
最
大
幹
囲
が
併
記
さ
れ
て
い
る
腰
林
（
例
「
立
木
松

栗
御
材
木
伐
跡
、
松
弐
間
廻
り
壱
尺
四
五
寸
残
り
少
御
座
候
」）
に
つ
い
て
は
、
そ

の
土
地
の
う
ち
大
半
は
伐
り
跡
で
あ
る
と
想
定
し
て
、
伐
り
跡
と
し
て
計
算
し
て
い

る
。
ま
た
、
四
町
以
上
所
持
者
の
中
に
一
筆
の
み
で
所
有
す
る
者
が
三
人
い
た
が
、

一
筆
の
み
の
場
合
そ
の
植
生
は
必
ず
一
〇
〇
％
に
な
り
、
参
考
に
で
き
な
い
の
で
除
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外
し
た
。

（
19
）『
広
島
県
史
』
近
世
資
料
編
一
（
広
島
県
、
一
九
七
三
）。

（
20
）『
筒
賀
村
史
資
料
編
第
一
巻
』（
筒
賀
村
・
筒
賀
村
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
）。

（
21
）
隅
屋
文
庫
「
嘉
永
六
年
御
触
書
控
帳
」（『
筒
賀
村
史
通
史
編
』
二
五
四
頁
）。
中

筒
賀
村
は
二
四
五
一
本
の
御
用
材
を
供
出
し
て
お
り
、
そ
の
内
訳
は
松
三
間
角
三
二

三
本
、
松
二
間
角
一
六
一
本
、
松
二
間
丸
太
八
〇
六
本
、
栗
三
間
角
一
一
三
本
、
栗

二
間
角
二
四
二
本
、
栗
九
尺
丸
太
八
〇
六
本
で
あ
っ
た
。

（
22
）
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
山
帳
に
記
載
さ
れ
る
木
の
「
長

さ
」
に
つ
い
て
は
、
純
粋
な
樹
木
の
高
さ
を
現
し
た
数
字
と
い
う
よ
り
は
、
材
木
と

し
て
の
長
さ
を
表
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
23
）『
筒
賀
村
史
通
史
編
』
二
三
二
頁
。

（
24
）
文
政
十
年
「
山
県
郡
加
計
村
組
合
八
ヶ
村
諸
色
書
上
帳
」（『
加
計
町
史
資
料
下

巻
』）。
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