
明
治
新
村
の
性
格
と
農
用
林
野

説

的

宏

栗

筆
者
は
こ
れ
ま
で
入
会
林
野
が
近
代
村
成
立
過
程
の
中
で
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
幾
度
か
論
じ
て
き
た
が
、
本
小
論
も
そ
の
一
つ
で

あ
る
。

一
、
明
治
町
村
制
の
施
行
と
当
町
の
村
落
構
造
と
入
会
林
野

明
治
の
後
半
期
は
日
本
の
村
落
が
近
世
的
な
性
格
を
脱
皮
し
よ
う
と
す
る
胎
動
期
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
明
治
二
十
二
年
の
町
村
制
を

機
と
し
、
明
治
末
期
に
成
熟
し
た
町
村
を
明
治
新
村
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
二
十
二
年
町
村
制
が
施
行
さ
れ
た
当
時
、
日
本
の
町
村

明治新村の性格と農用林野

制
は
そ
れ
自
体
近
世
的
な
構
造
か
ら
脱
皮
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
農
村
の
生
産
構
造
か
ら
み
る
と
、
水
と
林
野
に
依
存
す
る
近
世
的

な
農
業
経
営
構
造
は
ほ
と
ん
ど
変
っ
て
お
ら
ず
、
町
村
制
は
か
な
り
不
整
合
に
村
落
構
造
の
上
に
か
ぶ
さ
っ
た
。

地
租
改
正
、
林
野
の
官
民
有
区
分
に
端
を
発
し
た
入
会
林
野
の
動
揺
は
所
有
の
面
で
、

か
な
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
官
没
の

名
で
固
有
に
接
収
さ
れ
た
林
野
に
つ
い
て
は
、
利
用
面
で
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
変
革
の
影
響
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
農
用
林
野
の
重
要
性
は
二
十
二
年
当
時
ま
だ
失
わ
れ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
所
有
関
係
で
は
ど
う
変
ろ
う
と
も
、
如
上
の

水
と
農
用
林
野
に
依
存
す
る
多
肥
連
作
農
業
の
基
本
構
造
に
変
り
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
明
治
二
十
二
年
ま
で
の
町
村
構
造
に
与

5 

え
た
各
種
の
行
政
措
置
は
何
れ
も
上
意
下
達
、
統
治
浸
透
が
目
的
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
く
に
農
村
の
生
産
構
造
に
直
接
影
響
を
与
え



る
も
の
は
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
も
し
も
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
場
合
は
か
え
っ
て
下
部
農
村
か
ら
の
抵
抗
に
あ
っ
て
い
る
こ
と

6 

は
筆
者
も
か
つ
て
論
じ
、
戒
能
通
孝
が
そ
の
著
「
入
会
の
研
究
」
で
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
二
十
二
年
の
町
村
制
は
行
政
村
の
あ
り
方
に
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
性
格
を
与
え
た
。
重
要
な
こ
と
は
町
村
が
法
人
格
を
も

つ
自
治
体
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
の
入
会
林
野
は
い
わ
ゆ
る
総
手
的
共
有
か
ら
法
人
と
し
て
の
町
村
有
へ
の
切

替
え
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
o

こ
の
改
革
は
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
の
改
革
と
同
様
、
上
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
生
産
構
造
が
下

部
農
村
か
ら
変
っ
て
き
た
た
め
に
与
え
ら
れ
た
枠
で
は
な
い
o

政
府
の
目
指
し
た
と
こ
ろ
が
弱
小
村
の
整
理
統
合
を
通
じ
て
、
明
治
憲
法

の
発
布
に
伴
う
、
選
挙
徴
兵
等
に
必
要
な
下
部
町
村
組
織
を
作
る
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
o

こ
れ
ま
で
の
諸
改
革
に
対
し
て
、
下
か

ら
の
抵
抗
が
常
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
制
度
に
対
し
て
も
激
し
い
抵
抗
が
全
国
的
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
筆
者
の
も
の
を
含
め

て
多
く
の
報
告
が
あ
る
o

し
か
し
こ
の
抵
抗
は
や
が
て
変
質
し
、
近
世
的
生
産
構
造
を
ふ
ま
え
て
の
抵
抗
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
変
質
こ

そ
、
現
代
的
な
村
落
構
造
へ
の
転
換
を
示
す
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

二
十
二
年
の
町
村
制
が
施
行
さ
れ
た
町
、
当
時
の
町
村
連
合
を
新
村
と
し
て
ま
と
め
る
べ
く
、
府
県
知
事
が
指
示
し
た
場
合
が
多
い

が
、
町
村
連
合
は
単
な
る
行
政
上
の
事
務
の
連
合
体
で
、
各
村
の
独
自
な
自
立
性
を
失
な
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
村
落
の

連
合
体
必
ず
し
も
地
理
的
、
歴
史
的
諸
条
件
を
共
通
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
も
し
、
各
町
村
聞
に
当
時
の
状
態
で
共
通
感
情
を
も

ち
得
な
い
場
合
に
は
当
然
不
服
が
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
不
服
の
根
拠
は
、

い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
の
生
産
体
制
、
社
会
的
構
造
を
基

礎
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
か
つ
て
筆
者
も
埼
玉
県
の
事
例
に
つ
い
て
報
告
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
o

こ
れ
に
対
す
る
当
局
の
措
置

は
、
明
治
二
十
一
年
六
月
三
十
一
日
内
務
大
臣
訓
令
第
三
五
二
号
第
八
条
に
、

「
民
法
上
の
権
利
ハ
町
村
合
併
ヲ
為
ス
ニ
ツ
キ
関
係
ヲ
有

セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
:
:
:
」
と
し
て
、
以
下
に
林
野
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
従
来
の
慣
行
を
尊
重
す
る
こ
と
に
し
て
混
乱
を
避
け
て
心



る
3

し
か
し
二
十
二
年
の
町
村
制
は
プ
ロ
シ
ア
の
地
方
制
度
を
モ
デ
ル
に
し
て
普
通
地
方
公
共
団
体
主
義
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
新
町
村
が
法
人
格
を
も
っ
最
小
の
単
位
地
域
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

入
会
林
野
を
旧
所
有
形
態
の
ま
ま
存
続
せ
し
め
た
v

)

と

は
大
き
な
矛
盾
で
あ
っ
た
。
施
行
当
時
の
趣
意
書
に
も
「
木
制
ハ
市
町
村
ノ
統
一
ヲ
尚
フ
モ
ノ
ニ
シ
テ
一
市
町
村
内
ニ
独
立
ス
ル
小
組
織

ヲ
存
続
シ
又
ハ
造
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」

(
市
制
町
村
制
理
白
書
)
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
上
記
訓
令
の
趨

旨
と
は
一
致
し
な
い
。
し
か
し
内
務
省
と
し
て
新
村
育
成
の
経
済
的
基
礎
と
し
て
は
町
村
税
の
ほ
か
に
、
林
野
が
唯
一
最
大
の
も
の
と
考

え
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
が
数
カ
村
入
会
や
一
村
入
会
の
ま
ま
で
、
旧
村
の
経
済
的
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
可
及
的
速
か
に
こ
れ
に
対
処
す
る
措
置
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
二
十
二
年
以
後
入
会
林
野
に
関
係
の
あ
る
法
令
で

最
初
に
見
ら
れ
る
も
の
は
コ
一
十
年
に
出
た
森
林
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
旧
入
会
林
野
を
直
接
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
慣
行
土

非
公
式
に
、
採
草
薪
炭
の
行
な
わ
れ
て
い
た
国
有
林
、
公
有
林
、
社
寺
有
林
で
自
由
な
採
取
が
で
き
な
く
な
り
、
農
用
林
野
の
限
界
が
捕

小
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
o

入
会
農
用
林
野
を
直
接
対
象
と
し
た
政
府
の
措
置
は
明
治
も
終
り
に
近
く
な
っ
て
は
じ
め
て
表
わ
れ
る
。
明

明治新村の性格と農用林野

治
一
二
十
九
年
四
月
の
地
方
長
官
会
議
に
お
け
る
原
内
務
大
巨
の
訓
示
の
中
に
、
部
落
有
林
野
の
統
一
を
促
進
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
た
言
葉
が
表
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

四
十
一
年
の
平
賀
内
務
大
臣
の
知
事
に
対
す
る
訓
示
、
そ
の
翌
年
も
大
臣
の
指
示
が
出
て
い
る

が
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
農
商
務
大
臣
か
ら
地
方
長
官
に
訓
示
が
出
て
①
、

何
れ
も
同
様
趣
旨
の
勧
奨
が
行
わ
れ
た
。
た
だ
こ
れ
ま
で
、

統
一
奨
励
が
も
っ
ぱ
ら
内
務
省
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
最
後
に
農
商
務
省
が
乗
り
出
し
て
き
た
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
務
省
側
か
ら
み
れ
ば
農
用
林
野
の
統
一
に
よ
る
新
村
の
基
本
財
産
の
造
成
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
農
商
務
省
側
は
造
林
地
と
し
て
の
入
会
林
野
の
統
一
に
よ
る
新
村
の
基
本
財
産
の
造
成
な
ら
び
に
治
山
治
水
の
意
図
が
含
ま
れ
て
い

7 

た
か
ら
で
あ
る
o

こ
れ
は
三
十
年
の
森
林
法
の
施
行
と
並
ん
で
、
農
用
林
野
に
対
す
る
土
地
利
用
上
の
評
価
が
、
当
局
の
中
で
、
変
化
を



み
せ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

8 

明
治
三
十
年
以
降
は
豆
粕
の
よ
う
な
輸
入
肥
料
を
は
じ
め
と
し
て
、
在
来
金
肥
に
非
る
購
入
肥
料
の
使
用
が
緒
に
つ
い
た
時
期
で
あ

る
c

従
来
農
業
技
術
の
発
達
に
着
眼
す
る
学
者
は
、
金
肥
の
普
及
が
農
用
林
野
を
農
業
か
ら
引
き
離
す
契
機
を
作
っ
た
よ
う
に
主
張
す

る
。
な
る
ほ
ど
新
し
い
肥
料
の
出
現
が
農
用
林
野
の
立
場
に
革
命
的
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
町
村
制
度
施
行
当
時

購
入
肥
料
の
普
及
は
か
な
り
進
ん
で
い
た
け
れ
ど
も
、
農
家
の
購
買
力
は
ま
だ
き
わ
め
て
弱
小
で
あ
っ
た
。
市
町
村
制
施
行
に
際
し
て
、

農
用
林
野
を
こ
れ
ま
で
の
慣
行
通
り
に
草
肥
源
と
し
て
残
存
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
購
入
肥
料
が
普
及
し
つ
つ
あ
っ
た
と

は
い
え
、
草
肥
の
重
要
性
が
ま
だ
ま
だ
減
退
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
し
か
し
明
治
の
後
半
期
に
な
っ

て
、
三
十
年
前
後
に
入
る
と
、
農
用
林
野
の
地
位
と
金
肥
の
普
及
と
が
互
い
に
影
響
し
合
う
過
渡
期
的
な
状
態
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
金
肥
の
普
及
に
の
み
着
眼
す
る
学
者
は
農
用
林
野
の
価
値
の
減
退
を
強
調
し
、

一
方
農
用
林
野
の
存
在
意
義
を
高
く
評
価
す

る
学
者
は
大
正
時
代
に
入
つ
で
も
な
お
そ
れ
を
固
執
す
る
よ
う
な
論
陣
を
張
る
結
果
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
c

か
く
て
農
用
林
野
の
存
在

形
態
に
は
、
上
か
ら
与
え
ら
れ
た
制
度
上
の
変
化
と
土
地
利
用
上
の
評
価
の
変
化
に
加
え
て
、
肥
料
源
と
し
て
の
価
値
に
再
検
討
が
加
え

ら
れ
る
情
勢
に
立
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
o

註
① 

日
本
治
山
治
水
協
会

公
有
林
野
整
理
史
、
一
三

i
二
三
頁
(
一
九
四
七
)

0

二
、
林
野
依
存
の
減
退
と
所
属
・
土
地
利
用
の
分
離

入
会
地
の
整
理
統
合
に
内
務
省
と
農
商
務
省
の
両
官
庁
が
関
係
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
情
の
一
端
は
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
前
者
は
行
政



面
で
の
村
落
体
制
の
整
備
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
い
い
か
え
れ
ば
、
前
者
は
入
会
林
野
の
所
属
形
態
の
整
理
で
あ
り
、
後

者
の
場
合
は
土
地
利
用
の
改
革
で
あ
っ
た
と
い
え
る
o

か
く
て
町
村
体
制
の
近
代
化
は
、
行
政
面
と
土
地
利
用
面
の
両
方
か
ら
政
府
の
強

い
指
導
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
指
導
の
効
果
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
明
治
政
府
の

一
連
の
指
導
の
場
合
と
同
様
、
下
部
か
ら
の
抵
抗
と
下
部
情
勢
の
成
熟
と
の
か
ね
合
い
の
上
で
効
果
を
あ
げ
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
も
こ

れ
ま
で
の
幾
つ
か
の
報
告
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
①
O

」
の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
、

一
部
の
学
者
の
中
で
、
政
府
の
指
導
が

種
の
綜
画
と
し
て
、
ま
ず
官
行
・
府
県
行
造
林
、
町
村
営
林
の
形
を
強
い
た
と
述
べ
て
い
る
考
え
方
が
あ
る
け
れ
ど
も
②
、

」
れ
は
そ
の

よ
う
な
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
必
ず
し
も
一
概
に
は
い
え
な
い
。
こ
れ
は
後
で
も
論
ず
る
が
、
町
村
制
以
前
の
国
家
に
よ
る
入

会
地
の
接
収
と
は
ち
が
い
、
地
元
民
の
土
地
利
用
の
評
価
が
こ
れ
を
導
入
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
o

ま
た

こ
れ
に
関
係
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
指
導
官
庁
の
勧
奨
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
入
会
林
野
が
粗
放
的
(
農
用
に
も
さ
ほ
ど
利
用
さ
れ
な

い
で
、
薪
炭
採
集
林
程
度
に
放
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
)
利
用
に
あ
る
場
合
、
保
守
的
な
地
元
村
民
の
官
庁
へ
の
抵
抗
と
み
る
の
も
一
面

明治新村の性格と農用林野

観
で
、
土
地
利
用
の
近
代
化
と
保
守
と
は
、
地
元
民
自
身
の
土
地
評
価
の
中
に
あ
っ
た
。
す
で
に
知
ら
れ
た
よ
う
に
、
政
府
の
公
有
林
野

整
理
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
農
政
学
者
の
聞
に
も
相
当
の
反
対
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
公
有
林
整
理
史
の
中
に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
宅

す

な
わ
ち
、
公
有
林
野
の
整
理
は
採
草
地
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
貧
農
の
耕
地
経
営
に
打
撃
を
与
え
、
富
農
層
を
有
利
に
す
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
」
れ
ら
の
学
者
の
意
見
が
整
理
史
に
よ
る
と
大
正
時
代
に
集
中
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
金
肥

の
普
及
、
が
進
ん
だ
と
み
ら
れ
る
当
時
で
さ
え
、

ま
だ
採
草
地
の
重
要
性
は
理
論
上
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
o

し
か
し
そ
の
よ

う
な
反
対
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
き
な
傾
向
と
し
て
の
林
野
依
存
か
ら
の
減
退
は
動
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
農
用
林
野
の

9 

農
業
か
ら
の
離
脱
と
い
う
こ
と
と
、
農
商
務
省
が
考
え
た
林
業
施
業
地
へ
の
転
換
と
い
う
こ
と
が
必
ず
し
も
直
ち
に
結
び
つ
か
な
い
と
い
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う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
治
三
十
九
年
の
地
方
長
官
会
議
に
お
け
る
内
務
大
臣
の
訓
示
の
中
に
二
二

O
万
町
歩
に
及
ぷ

部
落
有
旧
入
会
林
野
の
残
存
未
整
理
を
指
摘
し
、
「
造
林
ニ
適
ス
ル
モ
未
タ
之
ヲ
実
行
セ
サ
ル
モ
ノ
九
十
余
万
町
歩
一
一
シ
テ
、
之
ヲ
町
村
一
一

平
均
ス
ル
ニ
七
十
余
町
歩
ノ
広
キ
ニ
及
ヒ
更
ニ
之
ヲ
町
村
有
林
野
ノ
造
林
一
一
適
ス
ル
余
地
総
反
別
二
十
六
万
余
町
ニ
比
セ
ハ
殆
ト
其
ノ
四

倍
ニ
達
セ
リ
」
と
あ
る
の
を
見
て
も
、
間
接
に
こ
の
こ
と
は
推
察
で
き
る
。
も
と
も
と
こ
の
訓
示
の
趣
旨
は
土
地
利
用
上
の
合
理
化
を
強

調
す
る
と
と
も
に
、
旧
入
会
林
野
の
新
村
単
位
に
整
理
統
合
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
旧

入
会
林
野
の
整
理
統
合
は
明
治
の
後
半
期
に
な
っ
て
、
町
村
制
施
行
当
初
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
意
義
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
知
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
施
行
当
初
は
数
カ
村
入
会
や
一
村
入
会
の
部
落
有
と
し
て
残
存
し
た
も
の
を
整
理
統
合
し
て
、
明
治
新
村
単

位
の
町
村
有
林
野
を
造
成
し
、
こ
れ
を
新
村
の
基
本
財
産
と
す
る
と
い
う
、
所
属
関
係
の
み
を
問
題
に
し
て
い
た
。
こ
の
場
合
土
地
利
用

上
農
用
林
野
で
あ
る
こ
と
に
、
当
局
自
身
異
議
を
さ
し
は
さ
ん
で
は
い
な
い
。
帰
属
関
係
を
す
っ
き
り
さ
せ
て
、
新
村
と
し
て
の
融
合
体

を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
る
o

と
こ
ろ
が
、
新
村
法
施
行
後
ま
も
な
く
、
所
属
の
整
理
を
林
業
、
施
業
地
と
し
て
の
町
村
有
林
に
結
び

つ
け
よ
う
と
す
る
新
ら
し
い
着
想
が
加
わ
っ
た
。

つ
ま
り
二
兎
を
追
う
形
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
農
商
務
省
の
登
場
が
瞭
然
そ
れ
を
物

語
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
二
つ
が
結
び
つ
く
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
事
情
が
考
え
ら
れ
る
o

日
本
の
私
有
林
の
零
細
所
有
は
今
日
な
お
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
四
十
一
年
当
時
の
農
林
統
計
に
よ
っ
て
も
、
国
有
林
の
五
一
二
・

O
二
%
に
次
ぎ
、
私
有
林
は
二
五
・
六
二
%
を
占
め
て
い
る
が
、
林
野
所
有
者
当
り
の
面
積
は
五
町
歩
未
満
が
九
四
%
を
占
め
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
ま
と
ま
っ
た
林
業
経
営
は
固
有
で
な
け
れ
ば
、

一
一
・
五
一
泌
を
占
め
る
公
有
林
野
す
な
わ
ち
道
府
県
市
町
村
有
林
に
指
導

の
鋒
先
が
向
け
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
も
林
業
経
営
に
は
多
大
の
資
本
と
、
長
年
月
資
本
を
ね
か
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ハ
ン
デ
キ

ャ
ッ
プ
が
あ
る
o

し
た
が
っ
て
、
、
治
山
治
水
の
意
味
か
ら
も
、
新
村
財
産
と
し
て
の
林
業
地
を
育
成
す
る
意
味
か
ら
も
、
市
町
村
有
林



を
造
成
し
て
い
く
こ
と
は
、
当
然
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
如
上
の
訓
示
を
導
き
出
す
背
景
と
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を
前
提
と
し
て
こ
の
訓
示
を
も
う
一
度
読
み
か
え
す
と
、
当
時
す
で
に
、
あ
る
程
度
の
林
業
育
成
が
緒
に
つ

い
て
い
る
こ
と
、
同
時
に
ま
だ
多
く
の
慣
行
組
織
を
主
張
す
る
抵
抗
も
下
部
に
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
し
か
る
に
政
府
は
明
治
四

O
年
、
農
商
務
、
内
務
両
省
次
官
の
共
同
通
達
に
よ
っ
て
、
部
落
有
林
野
処
分
の
基
準
を
示
し
た
中
で
、
林
地
化
の
問
題
と
林
野
統
一
の

問
題
と
は
分
離
し
て
考
え
て
よ
い
と
い
う
方
針
を
示
し
た
。
三
十
九
年
の
前
掲
内
務
大
臣
の
訓
示
は
、
行
政
担
当
大
臣
が
土
地
利
用
を
云

々
し
て
農
商
務
大
臣
所
属
事
項
に
く
ち
ば
し
を
入
れ
て
い
る
形
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
農
商
務
当
局
は
内
務
当
局
の
み
る
前
述
の
よ

う
な
林
業
振
興
策
に
同
調
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
農
商
務
当
局
は
要
す
る
に
造
林
、
が
実
現
す
れ
ば
、
治
山
治
水
の
目
的
は
達

す
る
わ
け
で
、
そ
の
所
属
や
新
村
の
基
本
財
産
に
こ
だ
わ
っ
て
、

か
え
っ
て
造
林
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
の
で
は
所
期
の
目
的
達
成
の
意
図

に
反
す
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
o

農
商
務
当
局
と
し
て
は
部
落
有
林
の
ま
ま
で
も
造
林
し
て
ほ
し
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
両
省

で
意
見
の
調
整
を
行
っ
て
土
地
利
用
と
所
属
の
分
離
を
確
認
し
合
う
結
果
を
導
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
農
村
の
村
落
構
造
を
分
析
す
る

明治新村の性格と農用林野

上
で
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
。
こ
の
よ
う
な
旧
入
会
林
野
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
の
背
後
に
は
、
内
務
省
当
局
自
体
が
新
村
の

経
済
的
基
礎
と
し
て
旧
入
会
林
野
を
整
理
統
一
し
て
新
村
有
と
す
る
こ
と
も
重
要
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
新
村
育
成
の

唯
一
の
路
で
は
な
い
こ
と
に
着
眼
し
始
め
た
と
い
う
点
が
考
え
ら
れ
る
。
明
治
の
後
半
期
は
日
本
の
産
業
革
命
が
一
応
軌
道
に
乗
っ
て
、

都
市
の
発
達
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
農
村
自
体
も
次
第
に
封
鎖
的
な
生
産
形
態
か
ら
脱
し
つ
つ
あ
っ
た
し
、
村
々

が
孤
立
す
る
よ
り
共
同
の
必
要
す
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
を
も
ち
始
め
て
い
た
。
明
治
四
十
四
年
の
町
村
制
の
改
正
が
市
町
村
の

一
部
事
務
組
合
を
認
め
る
こ
と
と
し
た
の
は
そ
の
反
映
で
あ
る
が
、
こ
の
一
部
事
務
は
行
政
村
と
し
て
の
事
務
の
み
で
、
村
落
聞
の
協
力

11 

に
す
ぎ
な
い
。
現
実
に
は
社
会
的
、
経
済
的
な
面
で
、
広
い
分
野
に
わ
た
り
前
近
代
的
な
封
鎖
性
は
修
正
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
も
農
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業
の
林
野
依
存
か
ら
の
脱
却
は
、

か
な
り
の
抵
抗
を
受
け
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
は
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て
い
た
c

し
た
が
っ
て
、
林

業
導
入
の
素
地
は
着
々
作
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
は
町
村
有
林
の
形
で
あ
れ
、
部
落
有
林
の
形
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
私
有
林
の

形
で
あ
れ
、
林
業
へ
の
企
業
熱
は
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
の
情
勢
の
変
化
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
点
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
旧
入
会
林
野
の
地
盤
に
対
す
る
旧
入

会
村
民
の
執
着
は
こ
れ
を
確
保
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
農
用
的
利
用
の
維
持
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
農
政
学
者
の
中
の
保
存
論
も
同

様
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
o

し
か
る
に
如
上
村
落
内
部
の
情
勢
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
旧
入
会
林
野
に
対
す
る
執
着
が
、

地
元
民
の
聞
に
お
い
て
も
、
土
地
利
用
と
か
か
わ
り
な
く
、
地
盤
所
有
そ
れ
自
体
に
変
っ
て
き
た
o

明
治
四
十
年
の
前
記
内
務
農
商
務
両

次
官
共
同
通
達
も
こ
の
よ
う
な
下
部
町
村
の
事
情
を
反
映
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
は
か
え
っ
て
二
十
二
年
町
村
制
以
来
の
旧
入
会

林
野
の
整
理
統
合
を
阻
害
す
る
結
果
を
導
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
旧
入
会
林
野
の
解
体
と
温
存
は
所
有
と
土
地

利
用
が
分
離
し
て
進
行
す
る
。

註
①
 

小
栗
宏
山
林
と
平
野
農
業
と
の
分
離
に
関
す
る
一
考
察
、
内
田
寛
一
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
、
一
九
五
二
年
。
維
新
後
に
お
け
る
生
活
共
同

体
の
改
編
と
土
地
利
用
、
東
京
学
芸
大
学
研
究
報
告
、
一
九
五
二
年
。
明
治
町
村
制
以
後
の
「
町
村
」
と
生
活
共
同
体
の
境
域
と
の
関
係
、
地

理
学
評
論
二
八
巻
六
号
、
一
九
五
五
年
。
戦
後
の
町
村
合
併
に
お
け
る
共
有
林
野
、
新
地
理
、
内
田
寛
一
先
生
古
稀
記
年
号
、
一
九
五
八
年
。

入
会
林
野
の
解
体
と
い
わ
ゆ
る
共
同
体
的
所
有
に
つ
い
て
、
地
理
学
評
論
三
一
巻
七
号
、
一
九
五
八
年
、
等
。

古
島
敏
雄
日
本
林
野
制
度
の
研
究
、
一
九
五
五
年
、
二
一
七
頁
。

日
本
治
山
治
水
協
会
公
有
林
野
整
理
史
(
前
掲
)
、
六
五

1
七四一貝。

①②  

、
村
落
構
造
の
変
質
に
お
り
る
明
治
後
期
の
意
義

解
体
と
温
存
が
土
地
利
用
と
所
有
の
面
で
肢
行
的
に
進
ん
だ
こ
と
は
認
め
る
に
し
て
も
、
解
体
の
場
合
よ
り
も
温
存
の
場
合
の
方
が
そ



の
披
行
性
は
著
し
い
。
解
体
は
多
く
の
場
合
、
筆
者
が
か
つ
て
東
京
都
西
多
摩
郡
戸
倉
村
の
事
例
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
①
、

農
用
的
利

用
を
停
止
し
て
、
新
町
村
有
に
整
理
統
合
し
、
造
林
す
る
と
い
う
過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
明
治
三
十
九
年
の
内
務
大

巨
訓
示
(
前
掲
)

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
町
有
林
野
で
造
林
に
適
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
造
林
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
な
い

と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
明
治
後
半
期
の
大
き
な
趨
勢
の
中
で
は
、
整
理
統
合
そ
し
て
造
林
と
い
う
の
が
多
か
っ
た
。
そ
う
し
て
明
治
後

半
期
こ
と
に
三
十
年
か
ら
末
年
に
か
け
て
は
そ
の
方
向
づ
け
が
で
き
た
時
期
で
あ
る
。

そ
う
し
て
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て

は
、
所
有
の
面
だ
け
で
も
飛
躍
的
に
整
理
統
合
が
進
ん
だ
。
す
な
わ
ち
明
治
四
十
二
年
二
月
末
現
在
の
市
町
村
有
林
は
六
五
万
八
千
町
歩

で
あ
る
が
、
大
正
四
年
十
二
月
末
現
在
と
な
る
と
一
三
八
万
六
千
町
歩
と
倍
増
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
温
存
の
方
は
蹴
行
が
多
い
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な
場
合
は
新
村
内
の
事
情
が
複
雑
で
あ
る
。
土
地
利
用
面
か
ら
の
温

存
論
は
前
に
も
ふ
れ
た
が
、
小
農
の
農
用
資
材
供
給
源
が
無
く
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
と
い
う
見
地
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ

の
よ
う
な
場
合
は
、
旧
入
会
林
野
を
も
っ
新
村
の
中
で
、

一
致
し
て
農
用
林
野
と
し
て
の
温
存
を
主
張
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
古
島

明治新村の性格と農用林野

敏
雄
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
村
内
で
意
見
が
分
裂
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
②
O

彼
に
よ
れ
ば
、
村
内
の
上
層
農
は
農
富
な
私
有
地
に

依
存
す
る
か
ら
、
共
有
的
な
農
用
林
野
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
た
め
旧
入
会
林
野
に
公
営
の
林
業
経
営
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
望
む
の

は
旧
地
主
勢
力
で
、
零
細
農
は
こ
れ
に
反
対
す
る
立
場
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
入
会
林
野
が
零
細
農
の
農
用
資
材
を
保
証
す
る
安
全
弁

と
な
っ
て
い
て
、
上
層
農
は
必
ず
も
こ
れ
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
の
た
め
に
上
層
農
と
貧
農
と
の
聞
に
意
見
の
対
立
が
生
じ
た
例
は
、
幕
末

か
ら
明
治
に
か
け
て
の
入
会
地
開
墾
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
@
o

そ
う
し
て
上
層
農
の
考
え
方
の
中
に
は
、
貧
農
の
苦
情
を
封
ず
る
た
め

に
、
農
用
林
野
を
温
存
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
、
貧
農
の
没
落
と
い
う
犠
牲
の
上
に
上
層
農
の
新
村
支
配
と
新
村
の
新
体
制
推
進
を
計
ろ

13 

う
と
す
る
立
場
と
の
二
つ
の
い
き
方
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
層
農
が
貧
農
の
犠
牲
に
お
い
て
新
村
支
配
を
意
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図
し
、
そ
の
た
め
に
村
内
が
上
層
農
と
貧
農
と
の
二
つ
に
分
裂
対
立
す
る
場
合
の
み
が
一
般
の
よ
う
に
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
c

ま
た
逆
に
農
用
林
野
と
し
て
の
状
態
が
温
存
さ
れ
て
、
造
林
化
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
入
会
林
野
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
貧

農
の
没
落
を
支
え
る
安
全
弁
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
た
め
か
と
い
う
と
、

一
が
い
に
そ
う
は
い
え
な
い
。
こ
れ
は
こ
の
入
会
林
野
に
関

係
す
る
者
の
所
有
の
問
題
に
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
o

新
村
を
牛
耳
る
立
場
に
あ
る
上
層
農
が
新
村
育
成
に
名
を
か

り
て
、
共
有
を
町
村
有
に
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
こ
れ
ま
た
い
つ
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
旧
入
会
林
野
の
処
分
と
土
地
利
用

と
、
上
層
農
対
零
細
農
の
林
野
観
の
対
立
と
は
、
関
係
す
る
が
如
く
し
て
実
は
別
個
の
問
題
と
し
て
展
開
し
た
。
土
地
利
用
と
所
有
と
が

別
々
に
そ
の
価
値
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
上
層
農
で
、
採
草
等
農
用
的
利
用
の
林
野
に
私
有
林
野
を
当
て
る
余
裕
が
あ
り
、
旧

入
会
林
野
を
利
用
し
な
く
て
も
事
足
る
者
達
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
旧
入
会
林
野
の
総
子
的
共
有
時
代
に
、
旧
村
民
と
し
て
名
を
連
ね
て
い

る
者
で
あ
れ
ば
、
や
す
や
す
と
そ
の
共
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な
い
。
部
落
有
と
な
っ
た
旧
入
会
林
野
は
そ
の
土
地
利
用
が
採
草
地
で

あ
る
と
否
と
を
間
わ
ず
、
部
落
の
財
産
と
し
て
重
要
性
を
発
揮
し
始
め
る
。
そ
う
な
る
と
、
そ
の
部
落
内
の
古
く
か
ら
の
居
住
者
で
あ
れ

ば
、
上
層
た
る
と
下
層
た
る
と
を
問
わ
ず
、
そ
の
持
分
権
に
執
着
す
る
。
そ
の
持
分
権
を
放
棄
し
て
新
村
有
に
す
る
こ
と
は
、

た
と
え
h

層
農
で
あ
っ
て
も
消
極
的
に
な
り
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
所
属
の
整
理
統
合
は
や
は
り
部
落
と
新
村
と
の
聞
の
問
題
に
な
る
o

そ
う

し
て
部
落
内
で
土
地
利
用
に
関
し
て
問
題
が
生
ず
る
の
は
、
部
落
有
と
し
て
の
帰
属
が
安
定
し
た
上
で
の
話
し
で
あ
る
。
そ
こ
で
帰
属
の

安
定
と
と
も
に
部
落
民
が
土
地
利
用
に
あ
ま
り
関
心
を
も
た
な
け
れ
ば
、
農
用
的
利
用
の
減
退
に
つ
れ
て
林
野
は
し
だ
い
に
顧
み
ら
れ
な

く
な
り
、
雑
木
林
と
な
っ
て
放
置
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
山
林
が
第
二
次
大
戦
後
の
実
質
的
部
落
有
林
の
中
に
も
各
地
で
残
存
し
て
い
た

ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
林
野
に
は
上
層
下
層
を
問
わ
ず
農
用
林
野
依
存
度
は
減
退
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
条
件
さ
え
恵

ま
れ
れ
ば
造
林
に
ふ
み
き
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
c

そ
こ
で
、
そ
の
造
林
資
本
の
捻
出
と
管
理
の
出
費
の
問
題
が
生
ず
る
。
そ
の
問
題
が



部
落
内
で
解
決
す
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
う
ま
く
い
か
な
い
時
は
官
行
造
林
や
府
県
行
造
林
の
よ
う
な
形
に
よ
っ
て
造
林
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
生
ず
る
。
し
た
が
っ
て
林
野
依
存
度
が
減
退
し
て
い
れ
ば
、
平
場
農
業
と
林
野
と
の
分
離
造
林
へ
の
路
は
ひ
ら
け
易
い
。

こ
う
し
て
林
地
化
さ
れ
た
場
合
に
林
業
収
益
の
配
当
は
と
く
に
上
層
農
に
厚
く
下
層
農
に
薄
い
と
い
う
こ
と
は
、
特
別
の
事
情
が
な
い
限

り
生
じ
な
い
。
古
く
か
ら
の
地
元
民
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
有
資
格
者
は
平
等
の
持
分
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般
で
あ
る
o

こ

の
持
分
権
は
古
く
か
ら
の
部
落
民
内
で
の
対
立
よ
り
も
、
古
く
か
ら
の
地
元
民
の
部
落
有
林
野
に
対
す
る
権
益
を
部
落
内
に
新
し
く
増
加

し
た
家
(
分
家
)
や
新
来
住
者
か
ら
守
る
意
識
の
方
が
強
い
。

部
落
有
の
ま
ま
で
の
造
林
は
治
山
治
水
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
新
村
を
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
地
域
的
生
活
単
位
と

し
て
の
部
落
に
ま
で
融
合
さ
せ
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
二
十
二
年
町
村
制
施
行
当
初
の
内
務
省
の
意
図
と
農
村

行
政
当
局
の
旧
入
会
地
対
策
の
く
い
ち
が
い
は
年
を
追
っ
て
は
っ
き
り
し
て
い
っ
た
。
か
く
て
大
正
時
代
を
過
ぎ
昭
和
の
時
代
に
な
っ
て

明治新村の性格と農用林野

も
部
落
有
林
野
の
解
消
は
完
遂
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
令
達
等
は
す
べ
て
農
林
省
か
ら
出
る
よ
う
に
な

り
、
内
務
省
は
す
っ
か
り
手
を
引
い
た
形
に
な
る
o

す
な
わ
ち
町
村
の
自
治
独
立
に
必
要
な
経
済
的
基
礎
の
問
題
と
、
共
有
林
野
の
統
一

と
そ
の
土
地
利
用
の
問
題
と
は
別
に
切
り
離
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
造
林
と
結
び
つ
い
た
統
合
が
内
務
省
と
代
っ
て

農
林
省
の
手
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
政
府
の
旧
入
会
林
野
に
対
す
る
態
度
の
推
移
は
農
業
の
生
産
構
造
か
ら
み
た
わ
が
国
の
村
落
構
造
の
変
化
す
な
わ
ち
近

世
的
村
落
構
造
か
ら
近
代
的
村
落
構
造
へ
の
移
り
変
り
に
相
応
す
る

r

も
の
で
あ
る
。
大
正
八
年
五
月
、
内
務
農
商
務
両
省
次
官
が
出
し
た

15 

各
府
県
知
事
宛
の
通
牒
は
そ
の
点
で
き
わ
め
て
興
味
の
あ
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
「
部
落
有
林
野
ノ
統
一
ハ
無
償
無
条
件
ヲ
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期
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
ナ
リ
ト
難
モ
従
来
余
リ
ニ
其
ノ
完
全
ニ
行
ハ
ル
ヘ
キ
ヲ
希
望
シ
タ
ル
為
統
一
ノ
進
捗
ヲ
阻
害
セ
ル
コ
ト
砂
ナ
カ
ラ
サ
ル

ヲ
以
テ
自
今
可
成
部
落
ノ
利
益
ヲ
尊
重
ス
ル
コ
ト
ト
シ
事
情
止
ム
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ニ
ア
リ
テ
ハ
或
ヒ
ハ
適
度
ノ
分
割
ヲ
認
メ
」
る
こ
と
も

仕
方
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
内
務
当
局
が
部
落
有
林
野
の
統
一
に
よ
る
新
村
の
基
本
財
産
造
成
方
針
を
す
て
、
個
人
に
解
体
す

る
こ
と
す
ら
認
め
た
こ
と
は
、
も
は
や
部
落
有
林
野
が
所
有
の
面
で
新
村
育
成
に
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
は
っ
き
り
公

認
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
昭
和
十
四
年
森
林
法
が
改
正
さ
れ
た
の
を
機
会
に
、
政
府
は
入
会
整
理
部
落
有
林
野
の
統
一
に
終
止
符

を
う
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
o

同
年
四
月
一
日
付
山
林
局
長
の
府
県
知
事
宛
通
牒
の
中
で
、

「
森
林
ハ
其
ノ
所
有
形
態
ノ
如
何
ヲ
問
ハ

ス
夫
々
其
ノ
生
産
力
及
其
ノ
所
有
主
体
ノ
経
済
能
力
ニ
即
応
シ
タ
ル
施
業
計
画
案
ヲ
編
成
シ
之
ニ
準
拠
シ
テ
其
ノ
施
業
ヲ
行
ヒ
以
テ
経
営

ノ
合
理
化
並
ニ
森
林
生
産
ノ
保
続
ヲ
図
ル
コ
ト
ヲ
林
業
政
策
上
最
モ
喫
緊
ノ
事
項
」
と
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
農
林
当
局
は

林
業
と
い
う
土
地
利
用
だ
け
に
関
心
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
村
落
結
合
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
か
に
つ
い
て
は
も
は
や
ど
う
で
も
よ
い

と
い
う
態
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
o

も
っ
と
も
同
年
こ
れ
に
続
い
て
出
さ
れ
た
山
林
局
長
説
示
の
中
で
、
所
有
形
態
の
如
何
を

問
わ
な
い
と
先
に
述
べ
た
け
れ
ど
も
そ
れ
は
「
既
ニ
統
一
セ
ラ
レ
マ
シ
タ
市
町
村
有
林
ヲ
部
落
有
一
一
分
割
ス
ル
ト
イ
フ
意
味
デ
ハ
ナ
イ
」

と
註
釈
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
無
残
に
も
無
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
る
大
合
併
の
際
、

明
治
二
十
二
年
町
村
制
前
の
村
(
部
落
)
に
分
割
し
た
林
野
の
多
く
出
た
こ
と
で
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
別
に
論

ず
べ
き
問
題
で
、
旧
入
会
林
野
が
現
代
村
落
構
造
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
課
題
は
す
で
に
筆
者
が
「
戦
後
の
町
村
合

併
に
お
け
る
共
有
林
野
」
@
な
る
小
論
の
中
で
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
に
は
触
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
旧
入
会
林
野
は
明
治
二
十
二
年

以
後
、
当
初
は
所
有
面
の
み
で
、

中
途
か
ら
土
地
利
用
と
所
有
が
分
離
し
て
互
い
に
か
ら
み
合
い
な
が
ら
次
第
に
変
質
し
て
い
っ
た
。

そ
う

L
て
近
世
当
時
水
と
と
も
に
村
落
結
合
の
紐
帯
と
し
て
双
壁
で
あ
っ
て
入
会
農
用
林
野
は
、
近
世
的
な
素
朴
な
単
細
胞
的
な
村
落
が



近
隣
都
市
村
落
と
の
関
係
の
緊
密
化
と
と
も
に
新
ら
し
い
性
質
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
o

そ
の
よ
う
な
変
質
を
も
た
ら
し
た
時
期
は
こ
れ

ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
三
十
年
前
後
か
ら
大
正
の
初
め
に
か
け
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
日
本
の
村
落
構
造
の
近
代
化
に
お

い
て
、
明
治
後
半
期
の
果
し
た
役
割
は
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
c

明治新村の性格と農用林野17 

小
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宏
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