
手
取
川
渓
谷
に
沿
け
る
耕
地
利
用
の
変
遷

矢

崎

孝

雄

ケ

緒

言

手
取
川
は
白
山
に
源
を
発
し
、
石
川
県
下
を
流
下
し
て
日
本
海
に
注
ぐ
延
長
七
三
粁
の
河
川
で
あ
る
。
こ
の
流
域
は
特
色
あ
る
三
つ
の

手取川渓谷における耕地利用の変遷

地
域
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
源
流
部
は
、
白
峰
村
を
中
心
と
す
る
焼
畑
と
出
作
り
の
地
帯
で
あ
っ
た
①
O

現
在
、
焼
畑
も
出

作
り
も
退
行
し
、
そ
の
山
村
の
生
活
も
変
貌
を
と
げ
、
漸
次
過
疎
化
現
象
が
進
み
つ
つ
あ
る
o

下
流
部
は
典
型
的
な
扇
状
地
帯
で
、
古
来

ま
た
戦
前
ま
で
は
人
口
減
少
の
農
村
地
域
と
し
て
特
異
性
を
示
し
て
い
た
@
o

現
在
に
お
い
て
は

早
場
米
の
産
地
と
し
て
著
名
で
あ
り
、

農
業
の
先
進
地
域
で
あ
り
、
金
沢
・
小
松
両
市
の
中
間
に
あ
り
工
業
化
の
進
展
も
著
し
く
都
市
化
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
こ
で
扱
う
手
取
川
渓
谷
部
は
以
上
の
両
地
域
の
中
間
地
帯
で
、
行
政
上
で
は
右
岸
下
流
か
ら
鶴
来
町
の
渓
谷
部
、
河
内
・
吉
野
谷
の

二
村
と
、
左
岸
の
鳥
越
村
の
地
域
で
あ
る
。
牛
首
川
・
尾
添
川
が
合
流
し
て
手
取
川
と
な
る
地
点
か
ら
手
取
川
扇
状
地
に
臨
む
一
扇
一
頂
ま
で

の
山
間
地
帯
で
あ
る
。
手
取
川
は
こ
の
間
に
お
い
て
は
峡
谷
を
う
が
っ
て
流
下
し
、
岩
石
段
丘
を
発
達
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
峡
谷
部
は
手

取
峡
谷
と
称
さ
れ
、
観
光
客
の
来
訪
も
多
い
。
そ
の
段
丘
面
は
畑
作
が
卓
越
し
て
い
た
が
、
明
治
以
降
開
田
が
進
み
、
現
在
は
一
面
の
水

55 

団
地
帯
と
な
り
、
北
陸
の
水
稲
単
作
地
帯
の
一
翼
を
荷
っ
て
い
る
。
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手
取
川
流
域
は
下
流
か
ら
上
流
に
向
い
、
積
雪
量
は
増
大
す
る
。
と
く
に
肩
車
の
鶴
来
か
ら
渓
谷
に
入
る
と
急
増
し
、
昭
和
一

O
I
一

九
年
の
平
均
値
で
は
最
高
積
雪
は
鶴
来
で
二
二
糎
の
も
の
が
、
鳥
越
村
河
合
で
二

O
三
糎
、
吉
野
谷
村
市
原
で
二

O
六
糎
と
な
っ
て
い

る
o
源
流
に
お
い
て
は
さ
ら
に
著
し
く
、
白
峰
村
市
ノ
瀬
で
は
三

O
六
糎
に
達
す
る
⑦
O

」
の
渓
谷
部
に
お
い
て
は
「
白
山
下
」
駅
ま
で

金
名
線
の
電
車
が
通
じ
、

よ
ほ
ど
の
豪
雪
時
で
な
い
限
り
杜
絶
は
し
な
い
。
な
お
近
年
は
冬
季
久
し
く
陸
の
孤
島
と
さ
れ
た
白
峰
村
に
ま

で
パ
ス
が
通
じ
、
こ
の
渓
谷
部
で
も
パ
ス
交
通
の
恩
恵
に
浴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
地
域
は
手
取
川
源
流
部
を
含
め
、
鶴
来
谷
と
い
わ
れ
た
o
古
く
か
ら
葉
煙
草
の
産
地
で
、
専
売
制
施
行
前
ま
で
は
鶴
来
で
刻
煙
草

に
加
工
さ
れ
た
@
o

現
在
、
煙
草
耕
作
は
僅
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
煙
草
か
ら
水
稲
へ
の
耕
地
利
用
の
変
遷
を
調
べ
、
そ
の
因
由

を
こ
の
地
域
の
も
つ
条
件
と
の
か
み
あ
い
の
も
と
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

煙
草
耕
作
の
変
遷

鶴
来
煙
草
と
手
取
川
渓
谷

し

ろ

や

ま

ひ

め

き

ん

け

ん

手
取
川
の
谷
口
に
立
地
す
る
鶴
来
は
、
白
山
比
時
神
社
な
ら
び
に
金
剣
官
の
門
前
町
と
し
て
発
達
し
@
、

ム

ノ、

斎
市
を
も
っ
市
場
集
落
と
し
て
栄
え
て
き
た
宅

そ
の
地
理
的
位
置
の
優
位
性
は
、
市
場
町
と
し
て
、

ま
た
白
山
参
詣
の
加
賀
側
の
拠
点

と
し
て
恵
ま
れ
た
条
件
下
に
あ
っ
た
。
白
山
登
頂
の
径
路
に
三
馬
場
が
あ
り
、
美
濃
馬
場
は
長
滝
寺
、
越
前
馬
場
は
平
泉
寺
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
加
賀
馬
場
は
鶴
来
の
白
山
本
宮
(
白
山
比
祥
神
社
)
で
あ
っ
た
。
中
世
こ
の
衆
徒
(
僧
兵
)
は
神
輿
を
ふ
り
た
て
て
上
洛
し
、

強
訴
を
す
る
ほ
ど
の
実
力
を
も
ち
、
鶴
来
の
町
も
著
し
い
発
展
を
と
げ
て
い
た
。

一
方
、
鶴
来
は
近
世
に
お
い
て
刻
煙
草
の
産
地
と
し
て
も
秀
で
、
鶴
来
煙
草
と
し
て
金
沢
・
松
任
か
ら
越
中
石
動
方
面
に
ま
で
販
売
さ

れ
た
。
か
よ
う
な
背
景
と
関
連
も
し
て
、
煙
草
王
と
称
さ
れ
た
村
井
吉
兵
衛
の
先
代
は
鶴
来
か
ら
京
都
に
出
て
、
加
賀
刻
煙
草
を
一
手
販



売
し
て
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
G

(図
1
)
0
と
く
に
手
取
川
渓
谷
の
葉
煙
草
は
良
質
と
さ
れ
、
油
粕
を
用
い
る
多
肥
栽
培
を
は
や
く
よ
り
行
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、

鶴
来
煙
草
の
原
料
の
葉
煙
草
は
主
と
し
て
手
取
川
渓
谷
で
栽
培
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

鳥
越
村
の
河
合
付
近
は
古
く
か
ら
中
心
的
な
煙
草
産
地
で
あ
っ
た
が
、
明
治
以
降
一
時
退
行
し
た
宅

明
治
一
六
年
に
は
士
口
谷
の
農
民

を
鹿
児
島
県
国
分
地
方
に
派
遣
し
、
技
術
と
良
種
の
導
入
を
図
っ
た
。
こ
の
結
果
、
鳥
越
村
の
煙
草
耕
作
は
復
活
し
、
別
宮
・
上
士
口
谷
・

下
吉
谷
・
釜
清
水
に
普
及
し
た
。
明
治
三
一
年
煙
草
専
売
制
施
行
に
伴
い
耕
作
反
別
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
こ
の
た
め
鳥
越
村
で
は
煙
草

耕
作
組
合
を
結
成
し
、
郡
費
の
補
助
を
得
て
、
そ
の
発
展
に
努
め
た
。
大
正
五
年
以
降
は
松
川
葉
が
耕
作
さ
れ
、
鶴
来
葉
と
も
称
さ
れ

図

手
取
川
渓
谷
に
お
け
る
煙
車
耕
作
地
域

(
大
正
一

O
年
)

手取川渓谷における耕地利用の変遷

• 1 ~T 

(日本専売公社金沢地方局資料により作成)
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た。煙
草
耕
作
の
推
移

図
2
は
明
治
三
五
年
以
降
の
手
取
川
渓
谷
に
お
け
る
煙
草
耕
作
面
積

の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
谷
は
煙
草
の
主
要
産
地
で
は
な
く
、
石
川

県
下
の
煙
草
耕
作
は
能
登
に
主
体
を
お
い
て
い
る
⑦

O

明
治
三
五
年
以
降
の
手
取
川
渓
谷

手取川渓谷における煙草の耕作面積と反当収入の推移

に
お
け
る
煙
草
耕
作
の
減
退
傾
向
は
、
な
お
仔
細
に
観
察
す
る
と
、

つ
ぎ
の
三
時
期
に
区

分
が
で
き
よ
う
。

明
治
三
五
年
か
ら
大
正
一

O
こ
ろ
ま
で
は
、
年
に
よ
る
変
動
の
大
き
い
時
期
で
、

O 

O
町
歩
か
ら
こ

O
O町
歩
の
闘
を
変
動
し
て
い
る
。
こ
の
あ
と
昭
和
一

O
年
こ
ろ
ま
で
は

比
較
的
安
定
し
た
時
期
で
、
耕
作
面
積
は
一
六

O
町
歩
程
度
を
持
続
し
て
い
る
。
こ
の
あ

と
現
在
ま
で
は
減
退
・
停
退
期
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
戦
前
戦
中
は
著
し
い
減
退
を
示
し
、

昭
和
一
九
年
に
は
約
四

O
町
歩
に
減
じ
た
。
戦
後
は
若
干
増
加
し
、
昭
和
三

O
年
こ
ろ
ま

で
は
ほ
ぼ
五

O
町
歩
の
面
積
を
耕
作
し
安
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
は
さ
ら
に
減
じ
て
三

O
町
歩
た
ら
ず
の
面
積
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
盛
時
の
耕
作
面
積
と
比
較
す
る
と
、
現
在

は
約
1
/
叩
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

図 2

米
作
・
養
蚕
と
の
関
係

田
畑
面
積
の
推
移

手
取
川
渓
谷
に
お
け
る
煙
草
耕
作
は
田
畑
と
も
に
行
わ
れ
る
。
図
3



に
一
不
す
よ
う
に
、
大
正
時
代
に
お
い
て
は
水
田
に
お
け
る
煙
草
耕
作
が
漸
増
の
傾
向
を
示
し
て
き
で
い
る
。
煙
草
は
田
畑
の
ワ
ク
を
越
え

き
る
。

て
耕
作
さ
れ
、
米
な
ら
び
に
畑
作
物
と
の
比
較
に
お
い
て
有
利
性
が
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
へ
も
作
付
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で

と
こ
ろ
で
手
取
川
渓
谷
の
耕
地
は
岩
石
段
丘
上
に
展
開
し
た
耕
地
が
主
要
部
を
な
す
も
の
で
、
峡
谷
を
流
下
す
る
手
取
川
の
水
は
段
丘

手取川渓谷における耕地利用の変遷

(日本専売公社金沢地方局資料より作成)・

図 3 手取川渓谷における煙草

耕作面積の推移

面
に
揚
水
す
る
こ
と
は
不
能
で
あ
り
、
畑
の
卓
越
地
域

で
あ
っ
た
。
水
田
は
谷
川
の
水
を
濯
水
で
き
る
地
域
の

僅
か
な
面
積
に
限
ら
れ
て
い
た
。
図
4
は
手
取
川
左
岸

の
鳥
越
村
の
場
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
来
、

畑
は
焼
畑
な
ど
を
含
め
て
、
水
田
の
ほ
ぼ
三
倍
の
面
積

を
示
し
て
い
た
o

大
正
・
昭
和
以
降
は
耕
地
総
面
積
に

変
動
は
ほ
と
ん
ど
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
水
田
面
積

ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
後
の
統
計
は
常
畑
に
限
ら
れ
基
準
を
具
に
し
て
い
る
が
、
水
田
面
積
の
増
大
に
は
著
し
い
も
の
が
み
ら
れ
る
o

が
増
大
し
、
昭
和
一
四
年
に
は
畑
は
田
の
二
倍
強
に
止

か
よ
う
な
開
固
化
の
進
展
は
、
そ
の
一
部
に
煙
草
耕
作
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
水
稲
栽
培
の
有
利
性
を
背
景
に
し
て

の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
o

と
く
に
戦
後
に
お
け
る
米
の
作
付
面
積
の
増
大
は
著
し
い
、
が
、
戦
前
に
お
い
て
も
漸
増
の
傾
向
が
明

59 

が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

ら
か
に
示
さ
れ
た
(
表
1
)
0
こ
の
た
め
に
は
段
丘
上
に
濯
、
説
用
水
路
を
建
設
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
多
犬
の
苦
心
を
払
っ
た
わ
け
で
あ
る
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図 4 鳥越村における耕地面積の変遷

(鳥越村村治一覧・石川県統計書により作成)

表 1 鶴来谷における米作付面積の推移

|鳥越村|鶴来町|河 内 キず 吉野谷村

大正 4年 358.6買I 49.4 118.1 40.6 

9 370.8 55.0 122.7 41. 0 

14 362.1 54.2 122.9 78.2 

昭手口6 420.1 55.2 122.8 89.5 

10 423.1 35.1 129.9 86.2 

15 475.5 45.1 164.1 121. 2 
(146.5) 

30 435.3 X 993.2 X 73.0 94.5 

35 501. 5 1，028.5 79.2 109.0 

40 497.0 1，010.0 79.0 109.0 

石川県統計書・市町村勢要覧による。

×は町村合併により変動したもの， ()は分村の分を含めた数値。



畑
作
物
の
推
移

卓
越
し
た
畑
の
栽
培
作
物
と
し
て
は
粟
・
稗
・
荏
・
大
一
旦
・
小
豆
な
ど
の
雑
穀
、
甘
藷
・
麻
・
蕎
麦
(
煙
草
の
あ
と
作
)

な
ど
の
自
給
作
物
が
あ
っ
た
。
鳥
越
村
に
お
け
る
大
正
六
年
の
栽
培
作
物
を
み
る
と
(
表
2
)
、
米
は
面
積
・
金
額
と
も
に
最
高
で
あ
り
、

麦
・
蕎
麦
・
稗
・
大
豆
な
ど
多
様
な
雑
穀
類
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
商
品
作
物
と
し
て
は
米
の
ほ
か
、
葉
煙
草
と
繭
が
あ
っ
た
。
な
お
手

手取川渓谷における耕地利用の変遷

鳥越村における主要作物

(大正6年)

蕎

取
川
渓
谷
に
お
い
て
は
桐
を
畑
に
植
え
、
こ
れ
を
鶴
来
に
販
売
も
し
て

い
た
が
、
農
家
の
現
金
収
入
源
と
し
て
は
米
と
葉
煙
草
と
繭
と
が
主
軸

を
な
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
付
面
積
や
金
額
の
面
で
米

鳥越村治一覧表による。

は
断
然
優
位
に
立
ち
、

と
く
に
昭
和
以
降
に
米
の
比
重
が
増
し
て
き
で

|作付反別]収穫高 i
3.713反I185，576円

1，602 I 12，752 

962 I 7，700 
325 I 4，680 
721 I 10，820 
763 I 13，740 
541 I 5，200 
375 I 5，026 
500 I 6.250 

978 I 42，020 
60，320 

麦

大豆

小 豆

その他の雑穀

甘藷

葉煙草

話首

い
る
点
は
図

5
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

養
蚕
は
手
取
川
源
流
の
出
作
り
山
村
で
は
主
要
な
現
金
収
入
源
で
あ

っ
た
が
、
手
取
川
渓
谷
で
は
重
要
性
は
煙
草
に
比
較
し
て
低
か
っ
た
。

そ
の
最
盛
時
の
大
正
八
年
に
お
い
て
、
手
取
川
渓
谷
に
お
け
る
桑
園
面

僅
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
正
中
期
ま
で
は
繭
の
収
入
は
煙
草
を
若
干
上
回
っ
て
い
た
こ
と
は
、
図
4
の
鳥
越
村
の
場
合
で
も
明
ら
か
で

積
は
約
六
四
町
歩
、
畑
の
総
面
積
一
九
四

O
町
歩
に
対
し
て
も
極
め
て

米

麦

粟

稗

あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
は
不
況
に
よ
り
減
少
し
て
い
っ
た
が
、
養
蚕
戸
数
の
著
し
い
減
少
に
は
な
ら
な
か
っ
た
(
表
3
)
。

表 2

む
し
ろ
桑
園
は
若
干
増
加
し
(
表
4
)
、
ま
た
養
蚕
の
諸
設
備
な
ど
相
当
に
資
本
投
下
を
し
て
あ
る
の
で
、
早
急
な
転
換
は
で
き
な
い
も
の
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で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
。
そ
の
衰
退
は
戦
時
中
の
桑
園
の
潰
滅
に
よ
り
決
定
的
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
は
煙
草
栽
培
も

減
少
し
、
専
ら
食
糧
増
産
に
力
が
注
が
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
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図 5 鳥越村における米・煙草・繭の推移(耕作面積・収穫高)

(鳥越村村治一覧により作成)
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表 3 手取川渓谷における養蚕業の推移

|鳥越村!鶴来町|河内 村|吉野谷村

大正 4年 24 291 325 

養 7 650 7 420 319 

蚕
8 380 15 500 280 

12 450 7 307 169 
戸

昭手口 6 349 4 167 

数 10 217 2 99 

15 138 136 27 

掃 昭和 6 6，073 g 216 9，528 4，415 
立 10 4，288 30 8，493 2，732 数
量 15 1，945 3，100 750 

石川県統計書による。
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(昭和4年)

|鳥越村|鶴来町|河内村|吉野谷村

耕地面積| 766引 210.8 

田 110.2 

r¥B 298.4 22.0 194. 1 100.7 

普 通 畑| 91. 0 

栽樹木培潅木畑 I 9.7 

桑 ;t¥B 19. 1 7.3 39.4 7.4 

茶 r¥B 0.3 0.1 

果 樹 j:¥B 1.2 0.3 0.1 

其 ノ 他 11. 1 1.0 6.9 2.3 

手取川渓谷における耕地表 4

戦
後
に
お
い
て
煙
草
耕
作
も
養
蚕
も
復
旧
す
る
に
は
至
ら
ず
、
農
業
は
米

農業調査結果報告による。

作
を
中
心
と
し
、
水
田
面
積
の
増
大
が
計
ら
れ
て
き
た
。
米
作
以
外
で
は
雪

中
カ
ン
ラ
ン
、
花
井
な
ど
の
栽
培
、
が
一
部
の
専
業
農
家
に
よ
り
進
め
ら
れ
て

い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
ほ
か
は
、
耕
地
利
用
の
著
し
い
進
展
は
み
ら
れ
て
い

工、。

チ
J
l
v

四

耕
地
利
用
変
遷
の
要
因

内閣統計局

米
・
簡
・
煙
草
の
特
色

わ
が
国
の
農
民
は
米
作
を
最
も
有
利
な
安
定
作
物

と
し
て
、
伝
統
的
に
体
感
し
栽
培
し
て
き
て
い
る
o

手
取
川
渓
谷
部
の
農
民

に
と
っ
て
も
、
こ
の
点
は
同
一
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
よ
り
鳥

越
村
の
地
域
に
お
い
て
、
段
丘
面
の
開
田
化
に
努
力
を
払
っ
て
き
た
こ
と
に

も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
濯
甑
用
水
を
引
き
得
な
い
限
り
、
畑
作
に
よ

る
収
入
増
大
を
計
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
煙
草
が
商
品
作
物
と
し
て

江
戸
時
代
す
で
に
価
値
高
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
説
明
の
要
も
な
い
こ
と

で
あ
る
が
、
鶴
来
煙
車
の
製
造
地
を
控
え
た
こ
の
地
域
は
、
葉
煙
草
産
地
と
し

て
発
展
し
、
鶴
来
葉
と
い
う
銘
柄
の
も
と
に
耕
作
が
進
展
し
た
。
煙
草
専
売
制

の
施
行
に
よ
っ
て
、
鶴
来
の
煙
草
製
造
は
消
滅
し
た
が
、
手
取
川
渓
谷
の
煙
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手取川渓谷における煙草と米の反当収支

明治 42年 | 大正 11年

煙 草 i 米 煙草|米

Jt1. 入 金 世田可 22.97 141. 23 61. 24 

支 出 金 54.16 32.85 126.26 76.26 

損 す』七ょι -19.11 -9.88 14.98 -14.02 

0.72 3.28 1. 41 6.06 
支 耕 作地地代 2.72 7.47 7.01 22.75 
出

人夫賃 30.01 9.87 61. 66 18.29 
金 苗床肥料代 1. 38 0.62 2.07 1. 51 
の

本 圃肥料代 12.91 7.66 33.70 16.03 
内 材料代金 2.92 0.57 13.81 2.21 
訳

器具損料 0.61 2.23 1. 20 1. 99 

新色 費 1. 89 1.16 5.40 6.41 

表 5

草
耕
作
は
持
続
し
た
。
煙
草
耕
作
は
許
可
制
と
な
り
、
そ
の
代
価

日本専売公社金沢地方局資料による。

は
決
し
て
高
価
で
は
な
か
っ
た
が
、
「
賠
償
金
」
の
名
目
で
専
売
局

よ
り
確
実
に
支
払
わ
れ
た
点
、
極
め
て
安
定
的
な
作
物
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
養
蚕
は
繭
価
の
高
騰
に
よ
っ
て
普
及
を
み
た
が
、

そ
の
量
は
著
し
く
は
な
く
、
大
正
中
期
を
ピ

l
ク
と
し
て
、
漸
減

傾
向
を
示
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
手
取
川

渓
谷
に
お
い
て
は
、
米
・
繭
の
ほ
か
に
は
煙
草
を
除
い
て
有
利
な

商
品
作
物
は
な
か
っ
た
の
で
、
煙
草
と
競
合
す
る
作
物
と
し
て
は

米
が
最
も
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
o

米
と
煙
草
の
収
益
性

米
と
煙
草
の
反
当
収
支
状
況
を
示
し
た
の

が
表
5
で
あ
る
。
明
治
四
二
年
と
大
正
一
一
年
を
比
較
し
て
も
収

入
金
は
煙
草
の
方
が
は
る
か
に
大
き
い
。
た
だ
支
出
金
も
煙
草
の

方
が
同
様
に
大
き
く
、
そ
の
収
支
で
は
赤
字
の
場
合
が
著
し
く
多

ぃ
。
と
こ
ろ
で
、
支
出
金
の
内
訳
を
み
る
と
、
そ
の
主
体
を
な
す

も
の
は
人
夫
賃
で
あ
り
@
、

と
く
に
煙
草
の
場
合
に
そ
の
額
は
著

し
い
。
煙
草
耕
作
が
所
要
労
働
力
の
大
き
い
点
は
、
こ
の
時
代
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
@
o

た
だ
こ
れ
を
自
家
労
働
力
の
燃
焼



と

「
イ
イ
」
(
結
)
と
に
よ
り
ま
か
な
っ
て
き
た
の
で
、

人
夫
賃
の
大
部
分
は
お
の
ず
か
ら
農
家
の
子
許
に
残
っ
た
の
で
あ
る
。

そ

で
、
損
益
と
人
夫
賃
と
を
加
算
し
、
米
と
煙
草
の
収
益
性
を
図
6
で
比
較
し
て
み
た
。
明
治
四
二
年
か
ら
大
正
一
一
年
に
至
る
問
、
煙
草

は
米
よ
り
見
か
け
上
、
大
体
有
利
で
あ
っ
た
。
と
く
に
大
正
八
年
以
降
は
か
よ
う
な
点
か
ら
し
て
、

は
る
か
に
煙
草
が
恵
ま
れ
て
い
た

が
、
こ
れ
は
同
年
に
専
売
局
が
賠
償
価
格
を
改
正
し
高
額
と
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
結
果
は
昭
和
初
年
ま
で
持
続
し
、
煙
草
は
安
定
作
物
と
し
て
耕
作
が
続
け
ら
れ
た
。
当
時
、
繭
価
は
暴
落
し
、
米
価
も
変
動

し
て
い
た
の
で
、
煙
車
は
い
っ
そ
う
有
利
な
商
品
作
物
と
な
っ
て
い
っ
た
。

煙
草
耕
作
面
積
は
図
2
の
よ
う
に
昭
和
五
年
を
ピ
l
ク
に
漸
減
に
転
じ
た
が
、
こ
の
時
期
を
境
に
し
て
煙
草
の
反
収
も
ま
た
減
じ
た
。

手取川渓谷における耕地利用の変遷

/
 /

 /
 /

 /
 ン

30 

(日A売公社金沢地方局資料により作成)
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図 8 手取川渓谷における煙草と米の反当

収入の比較(明治42年凡失正11年)

」
れ
は
煙
草
の
抵
当
た
り
単
価
が
下
落
し
た
こ
と
も
関
係

し
、
昭
和
四
年
八
五
・
二
銭
、
同
五
年
七
六
・
一
銭
の
も

の
が
、
同
六
年
に
は
五
三
・

O
銭
と
な
り
、
同
一
一
一
年
ま

で
六

O
l七
O
銭
台
を
低
迷
し
て
い
た
⑬
。

」
の
あ
と
煙
草
の
単
価
は
上
昇
し
た
も
の
の
、
戦
時
体

制
に
な
り
、
食
糧
増
産
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
の
で
、
煙
草

耕
作
面
積
は
減
退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。

開
国
の
進
展

手
取
川
渓
谷
は
前
述
の
よ
う
に
、
本
来

水
田
の
乏
し
い
地
域
で
あ
っ
た
。
米
の
完
全
自
給
は
不
能

で
、
栽
培
の
各
種
雑
穀
を
主
食
に
当
て
、
な
お
米
を
購
入
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も
し
て
い
た
⑪
O

し
た
が
っ
て
用
水
を
引
き
、
開
固
化
を
計
ろ
う
と
す
る
希
望
は
根
強
く
み
ら
れ
た
。

手
取
川
下
流
空
扇
状
地
地
域
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
先
進
的
な
耕
地
整
理
事
業
の
推
進
地
域
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
明
治
一
一
一
年
よ
り

田
区
改
正
事
業
が
進
め
ら
れ
た
⑫
O

手
取
川
渓
谷
の
両
岸
は
当
時
郡
を
異
に
し
、
郡
制
施
行
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
耕
地
整
理
事
業
に
若

干
の
相
異
も
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
自
然
条
件
に
お
い
て
も
差
異
が
あ
り
、
そ
の
進
展
も
若
干
前
後
が
あ
っ
た
。

左
岸
の
鳥
越
村
地
域
は
能
美
郡
に
属
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
す
で
に
江
戸
時
代
か
ら
牛
首
川
の
水
を
上
流
の
仏
師
ケ
野
で
引
水
L
、

段
丘
面
の
開
田
化
を
計
る
計
画
が
あ
っ
た
。
明
治
初
年
、
こ
れ
は
吉
原
用
水
と
し
て
完
成
し
、
釜
清
水
ま
で
の
畑
を
水
固
化
し
た
。
明
治

末
期
そ
の
水
田
面
積
は
二
四

O
町
歩
で
、
吉
原
用
水
普
及
利
水
組
合
を
三
三
二
人
を
も
っ
て
組
織
し
て
い
た
。
ま
た
手
取
川
支
流
の
大
白

川
用
水
は
二
七

O
町
歩
を
濯
概
し
て
い
た
。
大
正
年
聞
に
お
い
て
も
開
田
は
進
め
ら
れ
、
昭
和
初
年
に
は
河
原
山
で
も
開
田
化
が
進
め
ら

れ
、
水
田
の
卓
越
地
域
と
な
っ
た
⑬
O

手
取
川
渓
谷
右
岸
の
石
川
郡
下
に
お
い
て
は
、
河
内
村
三
箇
(
士
口
岡
・
福
岡
・
江
津
)
用
水
が
手
取
川
本
流
の
水
を
吉
野
谷
村
に
て
揚

げ
、
二
六
町
歩
を
濯
概
し
て
い
た
が
、
こ
の
地
域
の
開
田
は
発
電
所
建
設
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
発
電
所
建
設
に
伴
い
、

建
設
用
地
等
の
協
力
を
条
件
@
に
そ
の
分
水
を
得
て
、
段
丘
面
の
開
田
化
を
計
っ
た
の
で
あ
る
。

当
地
域
で
は
発
電
所
の
建
設
は
明
治
四
四
年
の
福
岡
第
一
発
電
所
(
最
大
出
力
三
七
六
O
K
W
)
を
第
一
と
し
、
大
正
七
年
の
福
岡
第

二
発
電
所
一
三

O
O
K
W
)
、
大
正
九
年
の
市
原
発
電
所
(
最
大
出
力
一

O
八
O
K
W
)
、
同
一

O
年
の
吉
野
第
一
発
電
所
、
同
一
五
年
の

吉
野
谷
発
電
所
(
一
二
五
O
O
K
W
)
が
建
設
さ
れ
、
昭
和
に
入
っ
て
も
小
規
模
発
電
所
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
出
現
し
た
o

こ
の
う
ち
市
原
発

電
所
か
ら
の
分
水
で
市
原
に
水
田
八
町
歩
が
聞
か
れ
、
吉
野
第
一
発
電
所
の
分
水
で
吉
野
に
水
田
五
二
町
歩
、
吉
野
谷
発
電
所
に
よ
り
木

こ
の
た
め
発
電
所
建
設
は
地
元
農
民
に
歓
迎
さ
れ
た
o

ま
た
大
正
中
期
に
は
点
燈
さ
れ
る
に

滑
に
水
田
二

O
町
歩
な
ど
が
聞
か
れ
た
⑬
O



至
っ
た
。

市
原
発
電
所
の
場
合
、
部
落
の
上
部
で
分
水
を
得
た
の
で
、
こ
れ
を
引
き
お
ろ
し
て
、
斜
面
か
ら
段
丘
面
一
帯
を
開
国
し
た
。
畑
や
桑

畑
の
土
地
を
極
め
て
整
然
と
区
分
し
た
が
、
地
形
や
傾
斜
に
応
じ
て
、
八
×
一
五
間
ご
二

O
歩
)
、
六
×
二

O
間
ご
二

O
歩
)
に
区
画
し

た
。
傾
斜
地
は
五
×
一
四
間
(
七

O
歩
)
を
標
準
に
し
、
六

O
歩
の
も
の
も
で
き
⑬
、

耕
地
は
再
配
分
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
こ
こ
で
は

棚
田
が
整
然
と
な
ら
び
、
石
垣
の
配
列
も
見
事
で
あ
る
。
現
在
か
ら
す
れ
ば
、
規
模
は
極
め
て
小
さ
い
が
、
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
土

地
利
用
の
変
化
で
あ
っ
た
。

手
取
川
渓
谷
の
右
岸
地
域
に
は
白
峰
村
に
通
ず
る
県
道
が
あ
り
、

」
れ
が
白
峰
ま
で
車
道
に
改
修
さ
れ
た
の
は
大
正
二
二
年
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ま
で
、
沿
道
の
農
民
の
現
金
収
入
の
手
段
と
し
て
は
、
白
峰
村
桑
島
ま
で
を
日
帰
り
す
る
歩
荷
が
あ
っ
た
⑮
@
o

白
峰
へ
米
塩

手取川渓谷における耕地利用の変遷

魚
醤
油
酒
な
ど
の
生
活
必
要
物
資
を
上
げ
、
板
・
木
羽
な
ど
を
下
げ
た
。
そ
の
駄
賃
は
一
日
平
均
三
五
銭
、
五

O
銭
の
稼
が
最
高
で
あ
っ

た
。
当
時
米
一
升
が
一
一
銭
で
米
三
升
が
平
均
的
な
稼
で
あ
っ
た
と
い
う
@
o

そ
の
ほ
か
市
原
紙
(
障
子
紙
)

の
製
造
も
あ
り
、
煙
草
と

と
も
に
農
家
の
現
金
収
入
源
と
な
っ
て
い
た
。
開
田
化
の
時
期
は
駄
賃
稼
の
退
行
期
で
も
あ
り
、
米
作
と
煙
草
作
と
に
対
し
て
は
農
民
の

期
待
も
大
き
く
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

手
取
川
渓
谷
の
耕
地
が
畑
の
卓
越
地
域
か
ら
、
水
田
の
卓
越
地
域
へ
と
変
っ
た
こ
と
は
、
戦
中
戦
後
の
食
糧
難
時
代
に
お
い
て
食
糧
確

保
の
う
え
か
ら
功
績
は
顕
著
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
米
作
は
食
糧
不
足
の
も
と
で
、
そ
の
有
利
性
を
高
め
進
展
し
た
。

一
方
、
煙
草
耕
作
は
従
来
の
松
川
葉

米
作
と
兼
業
農
家
の
増
大

(
鶴
来
葉
)
の
耕
作
か
ら
、
第
二
黄
色
種
の
耕
作
に
昭
和
二
四
年
よ
り
変
っ
た
。
松
川
葉
は
天
日
乾
燥
に
よ
っ
た
が
、
第
二
黄
色
種
は
火

67 

力
乾
燥
を
要
求
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
に
は
乾
燥
室
の
建
設
に
六
万
円
を
要
し
、
さ
ら
に
労
働
力
が
集
中
的
に
必
要
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
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手取川;案谷における県内他市町村への就業者・通学者

|鳥越村|鶴来町!河内村|吉野谷村

常 住 1，562 

40年 3，459 7，542 867 1，483 

県内他市 35年 275 

町村への 40年 738 1，844 277 394 

就業者・
35年 222 

通学者
40年 516 1，441 191 270 

金 沢への就「 35年 66 

-通学者 40年 289 1，345 83 152 

表 B

し
て
ヤ
ミ
米
を
販
売
し
た
方
が
有
利
で
あ
り
、
煙
草
耕
作
は
停
滞
的
と
な
っ
て

国勢調査資料による。

し
ま
っ
た
。

一
方
、
昭
和
二
八
年
こ
ろ
か
ら
は
土
工
に
出
る
農
民
が
増
加
し
て

き
た
。
こ
れ
は
手
取
川
水
害
の
復
旧
工
事
や
道
路
建
設
工
事
な
ど
で
、
冬
季
は

失
業
保
険
の
給
付
を
受
け
う
る
の
で
、
こ
れ
は
煙
草
耕
作
よ
り
は
る
か
に
有
利

で
あ
っ
た
。
米
作
と
土
工
に
よ
る
現
金
収
入
と
は
こ
の
地
域
の
農
家
経
済
の
二

大
支
柱
と
な
っ
た
わ
け
で
、
兼
業
農
家
の
比
率
が
増
大
す
る
に
至
っ
た
。

と
こ
ろ
で
鶴
来
と
白
山
下
を
結
ぶ
金
名
線
は
昭
和
二
四
年
電
化
さ
れ
、
鶴
来

谷
交
通
の
動
脈
と
し
て
の
機
能
を
い
っ
そ
う
高
め
て
き
た
。
こ
れ
を
前
提
と
し

て
、
昭
和
一
二

0
年
代
以
降
の
経
済
の
高
度
成
長
は
、
こ
の
谷
筋
の
農
村
労
働
力

を
都
市
に
ま
す
ま
す
強
く
吸
引
す
る
に
至
っ
た
。
金
名
線
沿
線
の
通
勤
者
は
鶴

来
・
金
沢
へ
の
通
勤
が
主
体
と
な
り
、
表
6
の
よ
う
に
そ
の
人
数
は
近
年
い
っ

そ
う
増
大
し
て
き
て
い
る
o

な
か
に
は
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
よ
っ
て
こ
の
谷
筋
の

労
働
者
を
送
迎
す
る
工
場
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
よ
う
な
傾
向
の
な

か
で
、
農
業
は
婦
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
米
作
主
体
の
農
業
は
そ
の
省
力

化
も
あ
っ
て
、

一
応
現
状
で
は
持
続
さ
れ
て
い
る
。

商
品
作
物
栽
培

か
よ
う
に
し
て
手
取
川
渓
谷
に
お
け
る
耕
地
利
用
は
米
作

を
主
体
と
し
て
、
他
の
商
品
作
物
栽
培
へ
の
発
展
は
薄
ら
ぎ
、
停
滞
的
な
状
態



を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
通
勤
・
土
工
(
日
稼
)
な
ど
に
よ
る
現
金
収
入
は
農
業
の
発
展
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
白

と
こ
ろ
が
、
特
定
の
地
域
に
お
い
て
は
他
の
商
品
作
物
へ
の
進
展
が
み
ら
れ
る
点
、
大
い
に
注
目
し
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

上
吉
谷
に
お
い
て
は
煙
草
の
跡
作
に
雪
中
カ
ン
ラ
ン
を
栽
培
し
、

ま
た
花
井
栽
培
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
収
入
は
煙
草
に
ほ

ぼ
匹
敵
す
る
と
い
わ
れ
る
。

一
方
、
水
田
の
乏
し
い
渡
津
・
相
滝
辺
に
お
い
て
は
椎
茸
・
エ
ノ
キ
茸
栽
培
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
地
域

は
交
通
条
件
に
も
恵
ま
れ
ず
土
工
に
も
出
な
い
。

五

結

語

手
取
川
渓
谷
は
岩
石
段
丘
の
地
域
で
、
元
来
は
畑
の
卓
越
地
域
で
あ
り
、
古
く
か
ら
葉
煙
草
産
地
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
農
家
の
現

手取川渓谷における耕地利用の変遷

金
収
入
と
し
て
、
煙
草
は
見
か
け
上
有
利
な
作
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
食
糧
自
給
の
不
能
な
こ
の
地
域
で
は
、
開
田
化
へ
の
熱
意
も
強
か

っ
た
が
、
用
水
に
恵
ま
れ
ぬ
段
丘
上
の
開
田
化
は
手
取
川
か
ら
揚
水
す
る
ほ
か
手
段
が
な
く
、
そ
れ
に
は
多
大
の
困
難
を
伴
っ
て
い
た
。

左
岸
に
お
い
て
は
手
取
川
よ
り
の
引
水
に
よ
り
開
田
化
が
進
展
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
右
岸
に
お
い
て
は
大
正
中
期
以
降
に
手
取
川
水
系

に
発
電
所
の
建
設
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
際
、
発
電
所
関
係
用
地
の
提
供
に
協
力
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
そ
の
用
水
を
永
久
無
償
で
分
水

す
る
契
約
が
成
立
し
、
こ
れ
を
契
機
に
開
田
化
が
進
展
し
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
渓
谷
の
畑
作
地
域
も
北
陸
の
水
稲
単
作
地
帯
の
一
環
を

な
す
結
果
と
な
っ
た
。

と
く
じ
こ
の
開
田
化
の
進
展
は
食
糧
不
足
時
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
が
、
戦
後
は
そ
の
省
力
経
営
や
交
通
の
近
代
化
に
伴
い
、
通
勤
や

土
工
な
ど
に
よ
る
農
外
収
入
の
機
会
が
増
大
し
、
耕
地
利
用
は
米
作
に
停
滞
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
し
農
外
収
入
の
増
大
と
米
作
に

69 

よ
り
農
家
経
済
は
安
定
的
に
な
っ
た
o

他
方
、
煙
草
耕
作
は
著
減
し
、
そ
の
他
の
商
品
作
物
栽
培
も
抑
制
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
野
菜
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-
花
井
・
椎
茸
な
ど
の
栽
培
は
、
交
通
条
件
に
恵
ま
れ
な
い
特
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
研
究
は
鶴
来
商
工
会
七
十
年
誌
の
編
纂
の
た
め
、
調
査
を
進
め
て
い
る
聞
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
現
在
、
鳥
越
村
史
編

纂
の
た
め
調
査
を
開
始
し
て
い
る
の
で
、

不
備
な
諸
点
は
そ
の
進
展
に
応
じ
て
補
正
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
こ
の
研
究
に
あ
た
り
、
鶴

来
町
、
鳥
越
村
を
始
め
関
係
諸
村
や
専
売
公
社
そ
の
他
関
係
各
位
か
ら
、
絶
大
な
教
示
を
賜
っ
た
こ
と
に
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
す
る

田
中
啓
爾
・
幸
田
清
喜
白
山
山
麓
に
於
け
る
出
作
地
帯
地
理
学
論
文
集
昭
和
八
年
四
五
七
1

四
八
八
頁
。

井
上
修
次
農
村
人
口
減
少
の
実
態
並
に
農
村
生
活
点
描
|
石
川
県
山
島
村
小
誌
|
日
本
地
誌

I

昭
和
一
七
年

農
林
省
農
業
総
合
研
究
所
昭
和
一

O
年
以
降
一

0
カ
年
市
町
村
別
積
雪
調
査
昭
和
二
七
年
。

石
川
県
鶴
来
尋
常
高
等
小
学
校
郷
土
誌
昭
和
一

O
年。

若
林
喜
三
郎
・
矢
ケ
崎
孝
雄
鶴
来
商
工
会
七
十
年
史
昭
和
四
三
年
。

中
島
義
一
市
場
集
落
昭
和
三
九
年
。

石
川
県
能
美
郡
役
所
石
川
県
能
美
郡
誌
大
正
二
一
年
。
一

O
六
九
|
七
O
頁。

横
田
忠
夫
た
ば
こ
栽
培
地
域
論
昭
和
四
二
年
一
二
四
頁
。

服
部
満
江
日
本
煙
草
経
済
論
昭
和
三
二
年
一
七
二
一
七
五
頁
。

池
上
鋼
他
郎
白
山
連
峰
と
渓
谷
(
昭
和
一

O
年
)
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
(
二
四
七
|
二
四
八
頁
)
。

白
山
緊
落
民
は
煙
草
栽
培
よ
り
仕
上
げ
ま
で
一
切
を
成
す
こ
と
に
於
て
唯
一
の
生
業
と
し
て
ゐ
る
。
然
し
体
し
た
収
益
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
も
地

に
即
せ
る
天
与
の
賓
で
あ
る
。

陽
春
の
気
糠
ら
ん
と
す
る
時
、
煙
草
の
苗
床
が
早
く
も
作
製
さ
れ
る
。
さ
れ
ど
其
位
置
は
地
形
と
方
位
を
選
定
し
日
当
り
よ
き
処
に
於
て
高
一

尺
、
幅
六
尺
、
長
さ
一
定
せ
ざ
る
も
概
し
て
長
方
形
の
型
に
堆
肥
を
積
み
重
ね
其
上
に
播
種
し
藁
灰
を
か
け
、
更
に
其
上
を
藁
に
て
軽
く
薄
く
覆

も
の
で
あ
る
。

i主@③②①  ③@⑦⑤⑤  

一
|
五
五
頁
。



ひ
、
尚
薄
布
を
か
け
、
所
謂
温
床
化
し
た
る
方
法
で
日
光
の
直
射
を
さ
け
、
又
降
雨
に
遭
は
さ
な
い
や
う
に
周
到
な
る
注
意
す
}
要
す
る
の
で
専
売

局
派
出
員
の
指
揮
を
侠
つ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
収
穫
期
な
る
秋
に
到
る
ま
で
は
多
忙
で
、
天
候
多
雨
の
年
に
際
会
せ
る
時
は
草
葉
出
来
過
ぎ
て

柔
と
な
り
、
目
が
つ
か
ず
又
ハ
サ
に
懸
く
る
も
腐
敗
を
招
く
や
う
に
な
る
。
要
す
る
に
棄
の
乾
燥
と
黄
金
色
を
呈
す
る
色
合
と
、
目
方
と
風
味
等

凡
て
の
点
に
吟
味
を
な
し
、
以
て
日
間
位
を
定
む
る
こ
と
は
容
易
か
ら
ぬ
困
難
を
嘗
め
経
験
す
}
積
み
、
そ
し
て
工
夫
を
凝
ら
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
其
他
栽
培
法
に
よ
っ
て
一
段
歩
に
於
け
る
収
穫
高
三
十
円
乃
至
百
三
十
円
の
差
等
を
生
ず
る
が
故
に
年
に
よ
り
栽
培
者
に
よ
っ
て
年
の
収
得

金
額
が
一
定
せ
ざ
る
理
で
あ
る
。
普
通
百
目
十
五
銭
乃
至
三
十
三
銭
の
賃
金
な
得
る
。

八
月
十
日
前
後
に
最
初
地
葉
よ
り
掻
き
次
第
に
中
葉
、
天
棄
と
云
ふ
順
に
採
り
十
月
末
ま
で
に
悉
皆
慌
飽
き
終
り
順
次
乾
燥
せ
し
も
の
を
家
に
容

れ
、
冬
季
に
入
り
葉
一
枚
づ
っ
奇
麗
に
広
げ
良
否
を
撰
り
分
け
、
一
等
よ
り
八
等
に
分
類
し
、
年
の
十
二
月
と
翌
年
二
月
と
、
二
回
に
煙
草
専
売

局
へ
収
む
る
が
、
そ
の
時
期
/
¥
に
当
局
よ
り
村
々
に
日
割
し
て
幾
樹
を
輸
送
す
べ
く
請
求
す
る
手
順
に
な
っ
て
ゐ
る
。
又
毎
年
春
各
部
落
に
於

て
煙
草
耕
作
段
別
を
予
定
し
局
ヘ
申
一
請
す
れ
ば
都
度
許
可
を
う
る
事
に
な
っ
て
ゐ
る
。

⑬
日
本
専
売
公
社
金
沢
地
方
局
統
計
書
類
(
鶴
来
出
張
所
明
治
三
十
五
年
以
降
煙
草
耕
作
収
納
事
蹟
表
)
。

⑪
吉
野
谷
村
市
原
坪
川
助
松
(
明
治
二

O
年
生
)
氏
談
に
よ
れ
ば
、
関
田
が
進
む
以
前
に
は
こ
の
地
域
の
常
食
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
朝
食

は
米
麦
半
々
で
炊
き
、
稗
の
粉
を
か
き
ま
ぜ
て
食
べ
た
。
昼
食
は
米
の
飯
、
夕
食
は
蕎
麦
、
黍
の
団
子
で
、
豆
類
も
よ
く
食
べ
た
。

⑫
石
川
県
石
川
郡
自
治
協
会
石
川
県
石
川
郡
誌
昭
和
二
年
二
二
五
|
二
五

O
頁。

⑬
前
掲
@
三
七
三
|
三
七
四
頁
。

⑬
吉
野
谷
村
役
場
水
利
権
に
関
す
る
届
出
室
田
市
原
発
需
所
建
設
の
場
合
、
用
水
路
築
造
の
た
め
の
敷
地
売
買
価
格
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た

(
一
歩
に
つ
き
)
。
回
三
円
、
畑
二
-
|
一
円
、
山
林
原
野
拾
銭
。

⑬
前
掲
⑬
吉
野
谷
発
電
所
の
木
滑
用
水
と
の
契
約
書
の
な
か
に
は
、
発
電
所
側
が
「
発
電
所
工
事
竣
工
其
の
筋
の
許
可
次
第
、
永
久
無
料
に
て
面

積
弐
拾
町
歩
に
対
し
、
水
槽
よ
り
田
地
濃
減
用
水
を
提
供
す
る
も
の
と
す
」
、
「
不
用
水
は
永
久
無
料
に
て
提
供
す
る
」
こ
と
を
記
し
て
あ
る
。

⑬
市
原
坪
川
助
松
氏
談
。

⑫
矢
ケ
崎
孝
雄
白
山
麓
白
峰
村
の
歩
荷
山
村
と
担
夫
交
通
|

手取川渓谷における耕地利用の変遷71 

金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
八
号

昭
和
三
五
年

八
八
一

O
五
頁
。




