
林
野
利
用
か
ら
み
た
変
革
期

|
|
解
題
に
か
え
て
|
|

立

友

男

石

は

じ

め

に

こ
れ
ま
で
に
当
学
会
が
共
同
課
題
と
し
て
取
上
げ
た
テ
l
マ
は
、
産
業
で
あ
れ
、
集
落
・
都
市
で
あ
れ
、

い
ず
れ
も
具
体
的
な
事
象
を

取
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
は
「
変
革
期
」
と
い
う
観
念
的
な
テ
l
マ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ

林野利用からみた変革期

い
か
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
機
会
が
な
く
大
会
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
テ
l
マ
の

研
究
者
は
多
い
と
考
え
ら
れ
な
が
ら
、
例
年
に
比
し
て
発
表
者
が
少
な
く
、
執
筆
者
は
さ
ら
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
点
を
ま

ず
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

テ
ー
マ
と
し
て
は
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
っ
て
、
歴
史
学
な
ど
の
立
場
と
は
異
な
っ
た
「
変
革
期
」
の
捉
え
方
が
存
在
す

る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
分
野
を
開
拓
す
る
こ
と
も
歴
史
地
理
学
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
来
年
度
も
再
び
「
変
革
期
の

歴
史
地
理
」
を
共
同
課
題
と
し
、
各
分
野
か
ら
発
表
者
を
精
選
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
の
管
見
で

5 

は
「
変
革
期
」
を
真
正
面
か
ら
取
上
げ
た
業
績
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
を
機
会
に
多
く
の
研
究
者
が
集
い
、
そ
の
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業
績
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
諸
般
の
事
情
で
こ
の
紀
要
の
解
題
を
執
筆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
筆
者
自
身
は
こ
れ
ま
で
「
変
革
期
」
を
直
接
の
テ
l
マ
と

し
て
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
思
案
に
思
案
を
重
ね
た
結
果
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
守
備
範
囲
と
し
て
き
た
林
業
に
関
す
る
分

野
を
事
例
と
し
て
「
変
革
期
」
の
一
側
面
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
、
筆
者
に
可
能
な
唯
一
の
方
策
で
は
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
着
い

た
。
も
と
よ
り
独
断
と
恋
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
も
、
こ
の
小
文
に
記
し
た
「
変
革
期
」
が
契
機
と
な
っ
て
、
こ
の
分
野
の
研

究
が
深
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
筆
者
の
予
期
し
な
か
っ
た
成
果
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

古
代
・
中
世
の
林
野
利
用

縄
文
時
代
に
は
国
土
の
全
域
が
森
林
に
覆
わ
れ
、
林
野
の
利
用
も
狩
猟
や
原
始
農
耕
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
弥
生
時
代
に
入
る
と
、

稲
作
を
主
体
と
す
る
農
耕
に
移
行
し
、
生
産
様
式
や
居
住
形
態
を
急
速
に
変
化
さ
せ
た
。
こ
の
過
程
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を

検
証
す
る
資
料
は
乏
し
く
、
考
古
学
の
分
野
に
お
い
て
も
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
縄
文
時
代
の
生
産
用
具
は
石
器

に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
弥
生
時
代
に
な
っ
て
、
こ
れ
に
青
銅
器
や
鉄
器
が
加
わ
る
と
、
生
産
力
が
著
し
く
上
昇
し
、
生
産
地
域
も
急
速
に

拡
大
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

B
C
三
O
O年
こ
ろ
北
九
州
に
伝
わ
っ
た
水
稲
栽
培
は
約
一

0
0
年
間
に
東
海
地
方
西
部
ま
で
伝
播
し
、

西
暦
紀
元
前
後
に
は
東
北
地
方
中
部
に
ま
で
拡
大
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
ろ
の
水
稲
栽
培
は
限
ら
れ
た
適
湿
地
に

お
け
る
選
択
的
土
地
利
用
の
拡
大
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
分
布
範
囲
は
藩
制
時
代
末
期
ま
で
の
水
稲
栽
培
地
域
を
ほ
ぼ
網
羅
す
る
ほ

ど
広
範
囲
に
及
ん
で
い
た
。

こ
の
よ
う
な
水
稲
栽
培
地
域
の
拡
大
や
稲
作
技
術
の
進
歩
に
と
も
な
い
、
弥
生
時
代
も
後
期
す
な
わ
ち
A

D
一
O
O年
こ
ろ
に
い
た
る



と
、
水
稲
栽
培
を
主
と
す
る
定
着
的
農
業
は
か
な
り
様
相
が
変
っ
て
き
た
。
青
銅
器
や
鉄
器
の
使
用
が
農
業
生
産
の
発
展
に
大
き
な
役
割

を
果
し
、
そ
の
稀
少
性
や
貴
重
性
が
も
た
ら
す
特
権
的
独
占
が
、
生
産
物
に
余
剰
を
生
じ
得
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
古
墳
時
代
の
階
級
社

会
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
古
墳
時
代
の
前
期
は

A
D
三
O
O年
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
稲
作
の
伝
来
か
ら
数
世
紀
、
濯

政
農
業
が
は
じ
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
弥
生
時
代
中
期
か
ら
一
}
一
二
世
紀
に
し
て
農
業
生
産
は
飛
躍
的
に
増
大
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
農
業
生
産
の
進
展
は
林
野
利
用
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
へ
の
移
行
は
、

そ
れ
ま
で
の
鳥
獣
や
魚
介
類
あ
る
い
は
木
の
実
や
山
菜
類
な
ど
の
採
取
的
生
産
活
動
か
ら
、
稲
作
農
耕
を
主
と
す
る
定
着
的
生
産
活
動
す

な
わ
ち
限
ら
れ
た
稲
作
適
地
の
占
有
的
土
地
利
用
を
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に
、
濯
就
農
業
が
発
展
し
稲
作
地
が
外
延
的
拡
大
を
す
る
よ
う

に
な
る
と
、
林
野
は
生
活
・
生
産
の
場
と
し
て
の
主
体
性
を
喪
失
し
、
そ
の
存
立
基
盤
を
農
業
に
明
渡
し
、
こ
れ
以
降
、
林
野
は
常
に
他

産
業
の
発
展
に
奉
仕
す
る
立
場
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
水
稲
栽
培
の
全
国
的
な
拡
大
と
農
業
技
術
の
進
歩
は
、
林

野
利
用
の
面
か
ら
み
る
と
最
大
の
変
革
期
で
あ
り
、
本
州
以
南
の
す
べ
て
の
地
域
が
こ
の
範
臨
時
に
組
込
ま
れ
て
、
利
用
形
態
に
地
域
的
・

林野利用からみた変革期

局
地
的
な
差
異
が
あ
っ
て
も
、
林
野
自
体
が
農
業
生
産
の
維
持
・
発
展
を
補
う
地
位
に
甘
ん
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向

は
二

O
O
O年
ほ
ど
も
続
き
、
最
近
の
高
度
経
済
成
長
期
ま
で
継
続
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
の
林
野
利
用
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
代
の
林
野
利
用
は
明
確
に
な
っ
て

い
な
い
が
、
林
野
は
狩
猟
・
漁
携
の
場
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、

h
ノ
川
ノ
、

ク
ル
、
、
¥
ト
チ
、
カ
シ
な
ど
の
堅
果
類
が
保
存
用
食
料
と
し
て

利
用
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
伐
木
制
限
や
保
護
・
育
成
も
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
活
の
基
盤
そ
の
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
弥
生
時
代
に
な
っ
て
も
木
の
実
な
ど
は
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
集
落
の
規
模
も
大
き
く
な
り
、
竪
穴
式
住
居
の
柱

7 

も
太
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
用
材
や
燃
料
材
と
し
て
使
用
さ
れ
る
量
が
増
加
し
、
さ
ら
に
水
路
や
溝
な
ど
を
築
設
す
る
た
め
の
木
材
需
要
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も
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
林
野
へ
の
立
入
り
は
未
だ
自
由
で
あ
っ
て
、
何
ら
の
制
限
も
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推

測
さ
れ
て
い
る
。

林
野
へ
の
立
入
り
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
制
限
さ
れ
、
利
用
区
分
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
お
そ
ら
く
律
令
制
度
に
よ
る
古

代
国
家
の
成
立
以
降
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
条
里
制
の
施
行
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
大
規
模
な
区
画
整
理
に
よ
る
平
野
の
耕
地
化
が
進
展

す
る
と
、
畿
内
の
よ
う
な
先
進
地
域
で
は
林
野
に
自
生
す
る
食
用
植
物
の
採
取
も
困
難
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
牛
馬
の
放
牧
利
用
も
近

接
す
る
里
山
地
帯
で
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
良
質
の
草
生
地
は
人
為
的
に
保
護
す
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
方

で
は
、
家
屋
の
構
造
が
著
し
く
変
り
、
古
代
国
家
に
特
徴
的
な
木
造
建
築
様
式
が
発
達
す
る
と
、
畿
内
の
よ
う
に
人
口
密
度
の
高
か
っ
た

地
域
に
お
け
る
木
材
需
要
は
急
激
に
増
加
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
動
植
物
の
宝
庫
で
あ
っ
た
林
野
は
、
稲
作
を
中
心
と
し

た
農
業
が
進
展
す
る
と
、
樹
木
は
開
拓
の
前
進
を
阻
む
邪
魔
物
で
し
か
な
く
な
る
一
方
で
は
、
古
代
建
築
を
支
え
る
木
材
の
供
給
地
と
し

て
の
重
要
性
が
意
識
さ
れ
、
林
野
は
こ
の
こ
ろ
か
ら
開
墾
の
対
象
と
い
う
一
面
と
、
林
産
物
の
供
給
源
と
い
う
一
面
と
の
相
反
す
る
二
つ

の
性
格
を
も
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
利
用
区
分
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
は
限
ら
れ
た
地
域
の
み
で
あ
っ
て
、
人
口
が
稀
薄
で
あ
っ
た
わ
が
国
の
大
部

分
の
地
域
に
お
け
る
林
野
利
用
は
な
お
自
由
に
進
退
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
畿
内
な
ど
に
お
い
て
は
氏
姓
社
会
の
時
代
か
ら
山
守
部
が
設

け
ら
れ
、
樹
木
の
保
護
や
手
入
れ
な
ど
を
行
な
っ
て
い
て
、
こ
の
山
守
部
を
支
配
す
る
こ
と
が
巨
富
を
得
る
一
つ
の
方
法
に
な
っ
て
い
た

と
さ
れ
て
い
る
。
林
野
を
掌
る
と
い
う
職
務
は
開
墾
適
地
を
自
由
に
し
得
た
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
用
材
資
源
の
支
配
権
を
も
と
も
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

律
令
国
家
の
開
墾
奨
励
策
は
、
こ
の
制
度
の
弛
緩
に
と
も
な
い
荘
園
が
発
生
す
る
要
因
と
も
な
っ
た
が
、
荘
園
制
が
確
立
す
る
と
、
か



え
っ
て
開
墾
の
停
滞
が
み
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
の
約
四

0
0
年
間
は
、
耕
地
の
増
加
よ
り
も
土
地

生
産
力
の
増
強
が
図
ら
れ
た
時
代
で
、
用
水
の
有
効
利
用
や
施
肥
な
ど
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
労
働
集
約
的
な
農
業
経
営
に
重
点

を
移
し
て
い
っ
た
。
肥
料
と
し
て
は
青
草
を
緑
肥
に
利
用
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
柴
を
焼
い
て
肥
灰
を
つ
く
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
た
し
、

平
安
時
代
に
は
木
炭
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
薪
炭
材
の
生
産
も
盛
ん
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
領
主
は
用
水
源

の
確
保
を
目
的
と
し
た
水
源
詞
養
林
を
設
け
て
、
自
由
な
立
入
り
ゃ
伐
採
を
制
限
し
、
採
草
利
用
や
薪
炭
材
供
給
に
供
す
る
林
野
と
の
区

分
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

鎌
倉
時
代
の
前
後
に
は
武
士
団
が
形
成
さ
れ
、
牛
馬
の
飼
育
が
盛
ん
に
な
る
と
、
放
牧
地
や
飼
料
の
供
給
源
と
し
て
の
採
草
地
も
不
可

欠
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
ろ
以
降
の
文
書
に
は
、
し
ば
し
ば
領
主
聞
に
お
け
る
林
野
の
境
界
訴
訟
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
里
山
地

帯
に
お
け
る
林
野
の
不
足
が
表
面
化
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
濯
淑
施
設
・
治
水
施
設
・
橋
梁
な
ど
の
用
材
利
用
も
多
く

な
り
、
建
築
用
材
の
需
要
も
ま
す
ま
す
増
大
し
た
。
し
か
も
、

下
剤
上
の
現
象
が
発
生
し
、
室
町
幕
府
が
崩
壊
す
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
惣

林野利用からみた変革期

自
体
が
林
野
の
管
理
を
自
主
的
に
行
な
っ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
形
跡
も
み
ら
れ
、
戦
国
時
代
末
期
に
は
「
入
会
・
入
相
・
入
組
」
な
ど

の
表
現
を
使
用
し
て
い
る
文
献
も
出
現
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、

一
定
の
規
制
の
も
と
で
、

一
定
の
林
野
を
利
用
す
る
と
い
う
状
況
が
、
室

町
時
代
あ
る
い
は
戦
国
時
代
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
入
会
林
野
と
し
て
の
も
う
一
つ
の
要
件
で
あ
る
構

成
員
の
資
格
に
つ
い
て
の
条
件
が
存
在
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

要
す
る
に
、
奈
良
時
代
か
ら
中
世
に
い
た
る
林
野
利
用
は
弥
生
時
代
に
発
生
し
た
農
業
的
土
地
利
用
が
、
そ
の
後
の
技
術
的
進
歩
に
よ

っ
て
発
展
・
変
容
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
農
業
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
こ
の
技
術
的
進
歩
は
変
革
期
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
林

9 

野
利
用
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
林
木
の
生
育
に
も
良
好
な
適
湿
地
が
耕
地
と
し
て
収
奪
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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す
な
わ
ち
、
林
野
は
常
に
よ
り
生
育
条
件
の
悪
い
乏
湿
地
ゃ
、
よ
り
輸
送
条
件
の
劣
る
遠
隔
地
に
追
い
や
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

近
世
の
林
野
利
用

近
世
に
お
け
る
土
地
制
度
の
変
革
は
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
太
閤
検
地
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
。
太
閤
検
地
は
そ
れ
ま
で
の
中
間
的
得
分
者
を

排
除
し
、
年
貢
収
取
権
者
(
領
主
)
と
石
高
所
持
者
(
農
民
)
と
の
こ
つ
に
単
純
化
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
直
ち
に
実

現
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
林
野
利
用
で
は
未
だ
旧
勢
力
の
影
を
色
濃
く
温
存
し
て
い
て
、
上
層
農
民
や
村
役
人
な
ど
の
私
的
林
野

所
有
の
も
と
で
、
従
属
農
民
が
支
配
や
規
制
を
う
け
つ
つ
利
用
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
林
野
の
農
用
林
的
な
利
用
が

中
心
で
あ
っ
た
地
域
や
、
木
材
が
商
品
的
価
値
を
も
た
な
か
っ
た
地
域
で
は
、
上
層
農
民
が
村
落
支
配
の
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
自
己

の
農
業
生
産
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
私
的
所
有
を
さ
ら
に
強
化
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
し
、
用
材
が
商
品
生
産
の
対
象
と
な
り
得
て

い
た
地
域
で
は
、
私
的
所
有
が
新
た
に
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
領
主
が
こ
れ
を
見
逃
す
は
ず
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

幕
藩
体
制
の
も
と
で
は
、
朱
印
状
を
与
え
本
領
安
堵
を
確
認
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
諸
藩
に
お
い
て
も
成
立
当
初
に
は
家

臣
に
対
す
る
地
方
知
行
が
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ
て
、
戦
国
時
代
以
来
の
土
地
制
度
を
踏
襲
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
藩
財
政
が
逼
迫
す

る
に
及
ん
で
蔵
入
地
化
が
進
行
し
、
地
方
知
行
の
形
態
は
か
た
ち
だ
け
残
し
て
俸
禄
制
度
に
移
行
し
た
場
合
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
高
率
の
年
貢
負
担
や
凶
作
に
と
も
な
う
下
層
農
民
の
逃
散
、
貨
幣
経
済
の
農
村
へ
の
浸
透
な
ど
も
あ
っ
て
、
田
畑
売
買
の
禁
止

が
し
ば
し
ば
布
令
さ
れ
、
農
民
を
土
地
へ
緊
縛
す
る
政
策
を
明
確
に
打
出
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
世
後
期
に
な
る
と
土
地
の

移
動
が
激
し
く
な
り
、
中
間
的
年
貢
収
得
者
の
地
主
が
成
長
し
て
耕
地
の
集
積
を
行
な
っ
た
の
で
、
小
作
農
民
が
広
汎
に
発
生
す
る
状
況

に
な
っ
て
い
た
。



耕
地
の
蔵
入
地
化
と
同
様
に
林
野
の
蔵
入
地
化
も
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
時
期
は
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
地
域
差
は
あ
ま
り
み
ら
れ
ず
、

お
よ
そ
一
六
五

O
年
か
ら
一
七

O
O年
に
か
け
て
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
当
時
、
耕
地
の
生
産
力
増
大
は
草
肥
や
堆
厩
肥
に
依
存
し

て
い
て
、
耕
地
に
林
野
が
付
隠
し
て
移
動
す
る
形
態
は
室
町
時
代
か
ら
発
生
し
て
い
た
の
で
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
地
方
知
行
の
場
合
は

林
野
も
私
的
支
配
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
諸
藩
が
大
規
模
な
開
墾
を
行
な
う
た
め
に
は
、
こ
の
障
害
を
除
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
、
耕
地
化
す
る
前
に
林
野
の
蔵
入
地
化
を
し
た
り
、
林
野
の
み
を
蔵
入
し
た
藩
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
用
材

が
商
品
的
価
値
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
、
従
来
か
ら
の
農
民
に
よ
る
利
用
を
禁
止
し
て
、
御
立
山
な
ど
と
呼
ば
れ
る
藩
有
林
を
創
設
し
、

「
木
一
本
、
首
一
つ
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
厳
重
な
禁
伐
政
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

い
ず
れ
の
藩
に
お

い
て
も
成
立
当
初
か
ら
禁
伐
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
新
田
開
発
の
進
展
や
広
汎
な
藩
有
林
の
創
設
に
と
も
な
う
林
野
の
囲

込
み
の
結
果
、
新
し
い
林
政
と
し
て
創
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
林
野
利
用
に
お
け
る
第
二
の
変
革
期
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
農
民
が
自
主
的
に
管
理
し
て
き
た
林
野
に
対
し
藩
が
一
方
的
に
制
限
を
加
え
る
た
め
に
は
、
厳
罰
を
も
っ
て
臨
む
し
か

林野利用からみた変革期

な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
青
木
の
み
を
禁
伐
木
に
指
定
し
、
雑
木
や
下
草
・
枯
枝
な
ど
は
農
民
の
利
用
に
任
せ
る
事
例
も
み
ら
れ
た
。

こ
れ
以
外
の
林
野
に
対
し
て
は
、
農
業
生
産
の
維
持
・
拡
大
の
た
め
に
、
山
年
貢
を
賦
課
し
て
農
民
の
利
用
を
認
め
て
い
く
政
策
が
と
ら

れ
た
。
こ
の
場
合
に
は
、
従
来
か
ら
の
上
層
農
民
に
林
野
の
実
質
的
な
支
配
を
容
認
し
て
い
く
か
た
ち
と
、
新
た
に
山
検
地
を
実
施
し
て

私
的
所
有
林
野
と
農
民
の
共
同
利
用
林
野
と
に
区
分
し
て
い
く
か
た
ち
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
共
同
利
用
林
野
が
入
会
林
野

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
用
形
態
が
存
在
し
た
が
、
制
度
的
に
成
立
す
る
の
は
こ
の
時
期
で
あ
る
。

入
会
林
野
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
、
ど
の
よ
う
な
変
質
・
分
解
過
程
を
辿
っ
た
か
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
こ
れ
を
限

11 

ら
れ
た
時
間
で
整
理
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
筆
者
自
身
の
管
見
を
述
べ
る
紙
数
の
余
裕
も
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
入
会
林
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野
が
か
か
え
て
い
た
諸
問
題
が
、
明
治
政
府
の
と
っ
た
強
権
的
林
野
政
策
を
も
っ
て
し
で
も
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
現
在
に
い
た
つ

て
も
林
野
利
用
の
さ
ら
に
は
林
野
制
度
の
重
要
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
す
に
と
ど
め
た
い
。

四

明
治
年
間
の
林
野
利
用

明
治
維
新
の
性
格
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
に
土
地
制
度
の
問
題
が
あ
る
。
明
治
六
年
(
一
八
七
三
)
か
ら

実
施
さ
れ
た
地
租
改
正
が
幕
藩
時
代
の
検
地
と
異
な
る
点
は
、
調
査
方
法
は
同
じ
で
も
、
土
地
の
所
有
者
が
面
積
の
申
告
を
行
な
い
、
こ

れ
を
官
が
検
査
し
正
否
を
確
認
す
る
建
前
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
林
野
は
耕
地
と
異
な
っ
た
問
題
を
か
か
え
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
林
野
は
所
有
権
が
明
確
に
な
っ
て
い
た
場
合
は
少
な
か
っ
た
の
で
、
ま
ず
そ
の
確
定
か
ら
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

し
、
地
租
を
課
す
に
あ
た
っ
て
も
、
従
来
の
課
税
方
式
と
は
異
な
る
体
系
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
幕
藩
体
制
下
で
は
林
野
か
ら
の
生
産

物
の
み
に
小
物
成
を
課
す
の
が
一
般
的
で
あ
っ
て
、
林
野
自
体
が
課
税
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
耕
地
と
同
様
に
地
租

が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
多
く
の
混
乱
を
引
起
し
、
そ
の
後
の
林
野
利
用
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
れ
が
林
野

利
用
に
お
け
る
第
二
一
の
変
革
期
で
あ
る
。

明
治
維
新
に
と
も
な
っ
て
、
明
治
二
年
(
一
八
六
九
)
六
月
に
版
籍
奉
還
が
行
な
わ
れ
た
が
、
旧
藩
主
の
ほ
と
ん
ど
が
藩
知
事
に
任
命

さ
れ
て
い
る
し
、
同
四
年
七
月
の
廃
藩
置
県
に
際
し
で
も
、
形
式
的
に
は
諸
藩
の
財
務
の
す
べ
て
が
大
蔵
省
の
管
轄
下
に
置
か
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
が
、
実
質
的
に
は
旧
藩
の
組
織
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
、
国
家
財
政
の
確
立
に
不
可
欠
な
地
租
改
正
の
事
業
に
あ
た
っ
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
維
新
と
い
う
大
き
な
変
革
期
に
お
い
て
も
、
政
治
的
改
革
の
直
後
に
お
け
る
林
野
制
度
に
は
根
本
的
な
変
革
は

み
ら
れ
ず
、
林
野
制
度
に
維
新
の
影
響
が
及
ぶ
の
は
明
治
も
一

0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。



こ
れ
を
林
野
利
用
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
明
治
四
年
九
月
の
田
畑
勝
手
作
す
な
わ
ち
太
政
官
布
告
に
よ
る
「
官
林
ノ
外
ハ
勝
手
伐
採
差

許
」
の
影
響
が
大
き
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
幕
藩
体
制
下
の
厳
重
な
禁
伐
政
策
は
崩
壊
し
、
無
原
則
的
な
林
業
政
策
の
も
と
で
、
急
速
な
耕

地
化
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
山
形
県
庄
内
地
方
の
事
例
を
あ
げ
る
と
、
耕
地
の
地
租
改
正
が
完
了
し
た
明
治
一

O
年
に
は
、

回
三
万
一
四
二
六
町
、
畑
六
八
四
二
町
、
類
外
畑
(
切
替
畑
・
焼
畑
・
流
作
畑
・
山
畑
な
ど
)

一
五
三

O
町
に
対
し
、
鍬
下
新
聞
が

三
九
町
も
あ
っ
て
、

田
畑
勝
手
作
の
差
許
か
ら
地
租
改
正
時
ま
で
の
僅
か
数
年
間
に
極
め
て
広
い
面
積
の
耕
地
化
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

さ
て
、
地
租
改
正
に
と
も
な
、
つ
地
券
の
公
布
に
よ
っ
て
、
所
有
権
の
不
明
確
な
土
地
を
な
く
す
た
め
の
一
地
一
主
の
原
則
が
と
ら
れ
た

が
、
こ
れ
を
林
野
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
林
野
の
私
的
所
有
権
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
耕
地
の

地
租
改
正
と
並
行
し
て
土
地
官
民
有
区
分
を
実
施
し
、
林
野
を
払
下
げ
財
源
と
し
て
確
保
す
る
こ
と
と
、
膨
張
し
つ
つ
あ
っ
た
木
材
需
要

に
対
処
す
る
た
め
の
木
材
資
源
を
確
保
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
。
ま
ず
、
明
治
六
年
七
月
に
は
荒
蕪
地
・
官
林
な
ど
の
払
下
げ
を
禁
じ
、

林野利用からみた変革期

同
八
年
四
月
の
通
達
で
は
森
林
と
し
て
残
す
べ
き
林
野
(
要
存
置
林
野
)
と
、
払
下
げ
て
開
墾
に
供
す
る
林
野
(
不
要
存
置
林
野
)
と
に

区
分
し
、
翌
九
年
一
月
に
は
「
自
然
生
ノ
草
木
ヲ
採
伐
シ
来
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ル
モ
ノ
ハ
其
地
盤
ヲ
所
有
セ
シ
モ
ノ
ニ
非
ス
」
と
い
う
地
租
改

正
事
務
局
の
議
定
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
年
三
月
に
は
一
等
官
林
(
良
材
ト
ナ
ル
ヘ
キ
木
種
ノ
森
列
ス
ル
林
)
、
二
等
官
林

(
町
歩
狭
少
ノ
土
地
)
、
三
等
官
林
(
従
来
村
民
ニ
於
テ
資
用
セ
シ
モ
ノ
)
と
に
区
分
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
九
年
に
な
る
と
無
原
則
的
な
開
墾
奨
励
策
か
ら
脱
し
て
は
い
る
が
、
意
図
し
た
こ
と
は
林
野
の
有
効
利
用
で
は
な

く
、
幕
藩
体
制
下
で
の
林
野
制
度
を
踏
襲
し
た
上
で
、
山
林
原
野
を
で
き
る
だ
け
官
有
地
に
囲
込
ん
で
、
こ
の
払
下
げ
代
金
を
収
納
す
る

13 

こ
と
と
、
さ
ら
に
こ
れ
を
開
墾
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
租
の
増
収
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
明
治
六
年
に
は
経
常
収
入
の
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八
五
%
が
地
租
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
地
租
源
と
し
て
の
基
盤
を
確
保
す
る
こ
と
は
最
重
要
施
策
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
全
国
平
均

の
一
町
歩
あ
た
り
の
地
租
は
、

田
畑
の
平
均
が
一

O
円
二

O
銭
、
山
林
・
原
野
の
平
均
は
九
銭
四
匡
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
単

位
面
積
あ
た
り
で
一

O
O
倍
強
に
も
な
る
可
能
性
を
も
っ
た
林
野
の
払
下
げ
は
魅
力
あ
る
財
源
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
、
実
質
的
に
官
民
有
区
分
が
実
施
さ
れ
た
明
治
九
年
以
降
に
な
る
と
、
地
券
交
付
に
あ
た
っ
て
入
会
林
野
に
認
め
ら
れ
て
い

た
公
有
地
地
券
が
廃
止
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
の
近
隣
保
証
に
よ
っ
て
対
処
し
て
き
た
民
有
地
化
も
取
止
め
、
極
め
て
厳
重
な
林
野

政
策
に
転
換
す
る
。
こ
れ
が
現
在
の
よ
う
に
入
会
林
野
を
複
雑
化
す
る
発
端
で
あ
っ
た
。
そ
の
動
機
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
勧
農
授

産
払
下
げ
用
地
の
確
保
と
、
官
有
地
以
外
は
個
人
持
に
転
化
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
幕
藩
時
代
に
農
用
林
野
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
た
林
野
を
、
官
民
有
区
分
の
査
定
に
あ
た
り
断
固
と
し
て
解
体
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
官
民
有
区
分
で

は
農
民
に
対
し
林
野
生
産
物
の
払
下
げ
や
従
来
か
ら
の
用
益
権
を
認
め
た
上
で
、
民
有
に
な
れ
ば
租
税
負
担
が
あ
る
と
地
元
民
を
説
得
し

て
い
た
。
こ
れ
は
地
券
受
領
に
は
地
券
証
印
税
が
必
要
で
あ
っ
た
し
、
林
野
の
所
有
意
識
も
薄
か
っ
た
の
で
説
得
力
が
あ
っ
た
。
こ
の
結

果
、
林
野
の
利
用
段
階
が
低
か
っ
た
東
北
地
方
で
は
官
有
地
が
極
端
に
多
く
な
り
、
明
治
二
五
年
の
調
査
で
は
、
全
林
野
面
積
に
対
す
る

官
有
地
の
比
率
が
青
森
県
九
七
%
、
秋
田
県
九
四
%
、
山
形
県
八
二
%
に
も
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
官
民
有
区
分
事
業
以
降
に
も
土
地
制
度
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
改
正
が
加
え
ら
れ
た
が
、
現
在
の
林
野
利
用
を
極
め
て
複
雑
な
形
態
に

し
た
の
は
、
明
治
二

0
年
代
の
は
じ
め
に
施
行
さ
れ
今
日
に
及
ぶ
法
体
系
の
確
立
で
あ
り
、
そ
の
最
初
は
同
二
二
年
の
市
制
・
町
村
制
の

施
行
で
あ
っ
た
。
町
村
制
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
町
村
合
併
が
実
施
さ
れ
、
官
有
地
へ
の
編
入
を
免
れ
た
村
持
あ

る
い
は
数
村
共
有
林
野
に
一
大
転
期
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
は
わ
が
国
の
産
業
や
経
済
が
急
激
に
発
展
し
た
時
期
と
一
致
し
、
農

村
に
も
商
品
経
済
の
浸
透
が
著
し
く
、
林
野
利
用
の
面
だ
け
か
ら
み
て
も
、
育
林
生
産
や
素
材
生
産
を
中
、
心
と
す
る
林
業
が
発
展
し
、
木



炭
生
産
も
全
国
的
に
普
及
し
で
萌
芽
林
の
価
値
を
高
め
、
さ
ら
に
は
原
野
に
お
け
る
馬
産
も
発
達
す
る
な
ど
、
従
来
の
農
用
林
的
採
取
利

用
か
ら
脱
し
て
多
様
な
利
害
関
係
が
対
立
す
る
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
以
降
が
林
野
利
用
に
お
け
る
第
四
の
変
革
期
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

町
村
制
で
は
①
行
政
村
は
法
人
格
を
も
っ
権
利
主
体
、
②
行
政
村
と
村
民
は
分
離
さ
れ
た
別
個
の
人
格
、
③
行
政
村
と
村
民
と
の
共
同

財
産
は
存
在
し
得
な
い
、
④
村
民
が
行
政
村
の
財
産
を
使
用
す
る
の
は
公
物
使
用
と
し
て
制
約
を
、
つ
け
る
な
ど
と
さ
れ
た
の
で
、
旧
来
の

生
活
共
同
体
「
む
ら
」
の
支
配
下
に
あ
っ
た
林
野
は
、
法
制
上
で
は
公
有
林
野
す
な
わ
ち
町
村
有
林
野
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
実
質

は
所
有
権
の
み
を
町
村
と
し
、
利
用
権
は
町
村
民
と
し
て
の
複
数
の
個
人
に
帰
属
す
る
と
い
う
変
則
的
な
形
態
に
分
離
さ
れ
た
林
野
も
多

か
っ
た
。
し
か
も
、
官
林
編
入
地
に
お
け
る
国
の
利
用
制
限
を
体
験
し
た
地
域
も
多
か
っ
た
の
で
、
村
民
の
抵
抗
も
激
し
く
、
そ
の
対
応

策
と
し
て
「
む
ら
」
の
財
産
を
処
分
し
、
個
人
や
共
有
名
儀
に
し
た
り
、
社
寺
名
儀
に
移
し
た
り
し
た
場
合
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
こ

れ
が
後
に
多
く
の
混
乱
を
招
き
、
入
会
紛
争
の
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
。

林野利用からみた変革期

一
方
、
民
法
は
明
治
一
九
年
か
ら
議
題
に
な
っ
て
い
た
が
、
同
一
三
年
七
月
に
よ
う
や
く
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
で
は
町
村
制
↓
地

方
自
治
法
の
精
神
と
は
異
な
り
、
従
来
か
ら
各
地
で
い
わ
れ
て
き
た
入
会
権
を
法
認
し
た
。
入
会
権
は
新
た
に
権
利
と
し
て
創
設
さ
れ
た

も
の
で
な
く
、
従
来
の
慣
習
を
法
文
で
確
認
し
た
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
入
会
の
慣
習
は
極
め
て
複
雑
で
成
文
化
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
、

権
利
の
内
容
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
全
面
的
に
旧
来
の
慣
習
に
委
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
結
果
、
官
民
有
区
分
時

に
民
有
地
第
二
種
と
さ
れ
た
林
野
は
、
法
制
上
の
公
有
林
野
(
町
村
有
・
町
村
の
一
部
と
し
て
の
財
産
区
有
)
と
、

い
わ
ゆ
る
部
落
有
林

野
(
従
前
の
「
む
ら
」
の
共
同
所
有
)
と
に
な
り
、
財
産
区
有
林
野
に
お
け
る
利
用
は
旧
慣
使
用
権
と
し
て
町
村
制
で
法
認
さ
れ
、
現
在
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に
い
た
っ
て
も
地
方
自
治
法
に
こ
の
規
定
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
部
落
有
林
野
に
お
け
る
利
用
は
入
会
権
と
し
て
民
法
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に
よ
っ
て
法
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
も
公
有
林
野
上
の
権
利
は
入
会
権
か
否
か
の
議
論
が
あ
り
、
町
村
制
の
旧
慣
使
用
権
は
民
法

の
入
会
権
と
別
の
も
の
か
同
じ
も
の
か
が
判
然
と
せ
ず
、
そ
の
上
、
考
え
方
も
し
だ
い
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
む
ら
」

が
利
用
し
て
き
た
林
野
が
旧
慣
使
用
権
に
よ
る
も
の
か
、
入
会
権
に
よ
る
も
の
か
は
立
場
に
よ
っ
て
異
な
り
、
明
治
年
間
の
法
体
系
確
立

期
に
も
解
決
で
き
な
か
っ
た
問
題
を
、
現
時
点
で
解
消
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
時
期
は
、
林
野
政
策
自
体
に
も
こ
れ
ら
の
動
き
と
関
連
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
個
別
的
処
理
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
三

0
年
代
の
は
じ
め
に
は
法
体
系
も
整
備
さ
れ
る
。
ま
ず
、
明
治
二
三
年
か
ら
は
官
有
地
上
に
お
け
る
入
会
権
の
整
理
を
強
行
す
る
た
め
、

農
民
に
は
随
意
契
約
に
よ
る
薪
炭
材
・
下
草
・
称
な
ど
を
売
渡
す
方
策
を
と
り
、
森
林
保
護
の
代
償
と
し
て
は
林
野
副
産
物
の
無
料
採
取

を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
が
現
在
の
共
用
林
野
の
鳴
矢
で
あ
る
。
ま
た
、
官
有
地
の
囲
込
み
自
体
に
反
対
す
る
農
民
は
全
国
各
地
で
官
有
地

の
引
戻
運
動
を
展
開
し
、
こ
れ
を
葬
る
捨
石
と
し
て
明
治
三
二
年
に
は
固
有
土
地
森
林
原
野
下
戻
法
を
制
定
し
て
い
る
。
こ
の
年
に
は
国

有
林
野
法
も
制
定
さ
れ
、
さ
ら
に
官
有
地
の
売
払
い
代
金
を
財
源
と
す
る
国
有
林
野
特
別
経
営
事
業
に
も
着
手
し
て
い
る
。
民
有
林
に
対

し
で
も
基
本
法
に
あ
た
る
森
林
法
を
明
治
二
一

O
年
に
制
定
し
、
保
安
林
の
創
設
、
皆
伐
・
開
墾
の
禁
止
、
牛
馬
放
牧
の
制
限
な
ど
を
盛
込

み
、
森
林
警
察
制
度
を
創
設
し
て
、
国
土
保
全
対
策
を
講
じ
て
い
る
が
、
同
四

O
年
の
改
正
で
は
一
段
と
森
林
に
対
す
る
監
督
を
強
化
し
、

荒
廃
林
地
を
造
林
し
た
場
合
に
は
地
租
や
地
方
税
を
免
除
す
る
な
ど
、
森
林
資
源
化
政
策
を
明
確
に
打
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
年
間
の
林
野
政
策
は
一

0
年
代
か
ら
国
家
財
政
の
基
盤
を
固
め
る
た
め
の
官
有
地
へ
の
囲
込
み
、

二
0
年
代
か
ら

は
町
村
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
新
町
村
財
産
へ
の
編
入
と
、

一
貫
し
て
農
民
利
用
の
林
野
を
解
消
す
る
政
策
が
と
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
全
国
に
は
極
め
て
多
く
の
入
会
林
野
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
四
三
年
か
ら
は
部
落
有
林
野
統
一
事
業

が
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
対
象
実
測
面
積
五

O
O
万
町
歩
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
こ
の
事
業
に
は
農
民
の
反
対
が
強
く
、
極
め
て
難
行



し
た
事
業
で
あ
っ
た
。

五

第
二
次
大
戦
後
の
林
野
利
用

土
地
制
度
に
お
け
る
第
二
次
大
戦
後
の
変
革
は
農
地
改
革
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
林
野
の
場
合
に
は
大
き
な
変
革
は
う
け
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
林
野
が
第
三
次
農
地
改
革
の
対
象
に
な
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
地
主
層
の
抵
抗
で
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
つ

て
も
、
昭
和
二
二
年
の

G
H
Q
指
令
に
よ
る
法
人
格
を
も
っ
部
落
会
の
解
散
に
と
も
な
い
、
部
落
有
林
野
は
町
村
有
や
記
名
共
有
に
名
儀

を
変
更
し
た
場
合
も
あ
っ
た
し
、
同
二
八
年
以
降
の
町
村
合
併
促
進
法
の
進
行
に
よ
っ
て
も
同
様
の
処
置
が
と
ら
れ
、
町
村
有
財
産
が
入

会
林
野
に
還
流
し
た
事
例
も
各
地
で
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
林
野
自
体
を
直
接
の
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
変
革

期
と
い
い
得
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
は
林
野
の
所
有
や
利
用
を
さ
ら
に
複
雑
な
も
の
に
し
、
混
乱
を
招
い
た
こ

と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

林野利用からみた変革期

林
業
を
直
接
の
対
象
と
し
た
施
策
に
は
、
ま
ず
、
昭
和
二
六
年
の
森
林
法
の
全
面
改
正
が
あ
げ
ら
れ
、
大
戦
中
の
濫
伐
に
よ
る
森
林
の

荒
廃
に
対
処
す
る
た
め
、
森
林
の
保
続
培
養
と
森
林
生
産
力
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
森
林
計
画
制
度
と
森
林
組
合
制
度
を

定
め
た
。
次
い
で
、
同
一
一
二
年
に
は
公
有
林
野
官
行
造
林
法
の
一
部
改
正
、
同
三
一
一
年
に
は
分
収
造
林
特
別
措
置
法
の
制
定
な
ど
が
行
な

わ
れ
た
が
、
林
野
所
有
の
近
代
化
は
遅
々
と
し
て
進
ま
ず
、
と
く
に
入
会
林
野
の
利
用
形
態
は
複
雑
さ
を
増
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
同
四
一
年
に
は
入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
場
合
も
図
面
上
で
割

山
が
行
な
わ
れ
る
な
ど
、
伝
統
的
な
林
野
の
所
有
形
態
は
依
然
と
し
て
旧
来
の
ま
ま
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
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一
方
、
幕
藩
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
林
野
利
用
で
あ
っ
た
薪
炭
材
の
生
産
と
採
草
利
用
は
、
国
民
経
済
の
高
度
成
長
に
と
も
な
っ
て
急
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激
な
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
端
的
な
事
例
は
鉄
道
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
明
治
年
間
後
期
か
ら
全
国
的
に
展
開
さ
れ
た
木
炭
生

産
の
衰
退
で
あ
る
。
木
炭
の
生
産
量
は
昭
和
三
二
年
の
二
二

O
万
ト
ン
を
ピ
l
ク
に
し
て
、
石
油
や
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
な
ど
の
新
し
い
エ
ネ

ル
ギ
i
源
が
農
山
村
に
ま
で
普
及
し
た
同
三
八
年
に
は
一

O
O
万
ト
ン
以
下
と
半
減
し
て
し
ま
っ
た
し
、
木
炭
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
が
、

薪
の
需
要
も
急
減
し
た
。
さ
ら
に
、
化
学
肥
料
の
普
及
に
と
も
な
い
採
草
も
行
な
わ
れ
な
く
な
り
、
馬
産
の
衰
退
も
放
牧
地
の
放
棄
を
も

た
ら
し
た
。
こ
れ
が
林
野
利
用
に
お
け
る
第
五
の
変
革
期
で
あ
る
。

こ
の
時
期
は
ま
た
、
農
業
に
お
い
て
も
林
業
に
お
い
て
も
他
産
業
と
の
生
産
性
や
所
得
格
差
が
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
も
あ
り
、

他
方
、
農
山
村
で
は
過
疎
化
が
進
行
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
対
応
策
を
模
索
す
る
た
め
に
、
昭
和
三
四
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
は
い
く

つ
か
の
諮
問
機
関
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
経
営
規
模
を
拡
大
し
、
経
営
を
近
代
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
一

致
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
経
営
規
模
を
拡
大
す
る
有
力
な
手
段
は
入
会
林
野
を
活
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
入
会
林
野
の
活
用
に
は
権
利
関

係
の
近
代
化
す
な
わ
ち
入
会
権
を
消
滅
さ
せ
て
、
私
的
所
有
権
に
切
換
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
林
業
政
策
の
転
換
は
、
明
治
年
間
か
ら
一
貫
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た
森
林
資
源
の
造
成
・
国
土
保
全
と
い
う
国
の
立
場
か

ら
の
施
策
を
、
こ
れ
以
上
大
山
林
所
有
者
に
有
利
に
な
ら
な
い
よ
う
抑
制
し
て
、
小
規
模
林
家
の
経
営
規
模
を
拡
大
し
、
農
家
林
家
の
生

活
向
上
に
役
立
た
せ
る
と
い
う
点
で
は
画
期
的
な
政
策
の
転
換
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
経
営
規
模
を
拡
大
す
れ
ば
、
農
家
林
家

の
経
営
が
安
定
す
る
と
い
う
考
え
は
理
想
で
あ
っ
て
、
現
実
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
育
成
林
業
で
は
植
林
後
一

0
年
間
ほ
ど
は
連
続
投

資
が
必
要
で
あ
り
、
収
穫
に
は
五

O
年
程
度
を
要
す
る
の
で
、
そ
の
聞
に
は
社
会
・
経
済
の
変
動
も
大
き
く
、
個
別
経
営
で
は
対
応
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。

現
実
の
土
地
利
用
を
み
る
と
、
林
業
的
に
利
用
す
る
の
か
、
農
業
的
に
利
用
す
る
の
か
と
い
っ
た
区
分
は
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
造
林



の
直
後
に
大
規
模
圃
場
に
転
換
し
た
り
、
ゴ
ル
フ
場
や
別
荘
地
・
観
光
用
地
な
ど
に
買
収
さ
れ
た
事
例
も
多
い
。
と
く
に
、
入
会
林
野
・

共
有
地
な
ど
伝
統
的
な
利
用
が
な
さ
れ
て
き
た
林
野
に
は
、
こ
の
傾
向
が
さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
。
林
野
は
す
で
に
生
産
の
場
で
は
な
く
な

っ
て
お
り
、
地
価
が
高
騰
し
つ
つ
あ
る
現
状
で
は
、
資
産
と
し
て
の
価
値
し
か
評
価
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
林
野
利
用
は
弥
生
時
代
以
来
、
常
に
他
産
業
の
発
展
に
奉
仕
す
る
立
場
に
お
か
れ
、
と
き
に
は
表
舞
台
に
登

場
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
林
野
自
体
の
独
自
性
を
明
確
に
主
張
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
政
策
的
に
も
脇
役
の
位
置
に
お
か
れ
て
い

た
の
で
、
政
治
的
社
会
的
な
変
革
期
よ
り
も
常
に
遅
れ
て
起
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
時
期
に
は
全
く
自
由
な
利
用
に
ま
か
さ
れ

て
い
た
林
野
が
、
次
の
時
期
に
は
極
め
て
厳
重
な
禁
伐
政
策
が
と
ら
れ
、
ま
た
次
の
時
期
に
は
開
墾
用
地
と
さ
れ
る
な
ど
、

い
つ
の
時
代

に
も
農
民
の
自
由
な
意
志
で
な
く
、
為
政
者
の
政
策
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
林
野
に
直
接
係
る
施
策
ば
か
り
で
な
く
、

よ
り
基
本
的
な
法
律
|
|
例
え
ば
町
村
制
、
民
法
、
登
記
法
な
ど
が
施
行
さ
れ
れ
ば
、
農
民
は
旧
来
か
ら
の
慣
習
や
権
利
を
守
る
た
め
に

林野利用からみた変革期

さ
ま
ざ
ま
な
対
抗
処
置
を
講
じ
、
こ
れ
が
林
野
の
所
有
や
利
用
を
さ
ら
に
複
雑
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
産
業
と
し
て
み
て
も
、

林
業
は
国
家
経
済
の
主
役
の
座
を
占
め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
最
重
要
案
件
が
解
決
し
た
後
に
検
討
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
き
た
と
い

い
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
林
野
利
用
に
お
け
る
変
革
期
は
、
政
治
的
経
済
的
な
変
革
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
追
記
〕
林
野
利
用
や
林
政
史
に
関
す
る
文
献
は
、
歴
史
学
や
林
政
学
な
ど
の
分
野
で
単
行
本
・
論
文
と
も
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
執
筆

に
あ
た
っ
て
も
多
く
の
文
献
を
参
照
し
た
が
、
煩
雑
に
な
る
の
で
省
略
し
た
。
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