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は
し
が
き

わ
が
国
に
お
い
て
、
山
村
と
は
、
一
般
に
林
業
資
源
を
は
じ
め
と
し
て
山
地

資
源
に
依
存
し
、
食
料
自
給
不
能
の
山
地
の
村
と
い
わ
れ
て
き
た
工
(
2
)
0

そ
し

て
山
村
は
通
常
交
通
不
便
な
地
域
で
、
爾
絶
性
の
濃
い
僻
遠
な
地
域
で
あ
り
、

後
進
地
域
と
さ
れ
て
も
き
た
。
し
か
し
、
山
村
民
は
あ
く
ま
で
地
元
に
留
ま
り
、

生
産
基
盤
の
拡
充
と
交
通
の
近
代
化
を
求
め
、
地
域
格
差
の
是
正
を
祈
念
し
て

や
ま
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
交
通
の
近
代
化
は
特
定
の
山
村
を
除
い
て
は
実

現
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
た
主
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
村
に
は
一
定

の
人
口
が
定
着
し
、

一
応
安
定
し
た
村
落
を
形
成
持
続
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
傾
向
は
、
周
知
の
通
り

一
九
六

O
年
頃
よ
り
顕
著
に
な
っ
て
き

た
わ
が
国
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
り
、
著
し
い
変
化
・
変
質
を
生
ず
る
に
至
っ

た
。
山
村
民
が
多
年
切
望
し
て
き
た
交
通
の
近
代
化
は
、
多
く
の
山
村
地
域
で

実
現
し
た
。
し
か
し
、
交
通
の
近
代
化
と
歩
調
を
合
せ
て
、
こ
れ
ま
で
持
続
し

て
き
た
山
村
の
経
済
を
改
変
、
衰
退
に
導
き
.
そ
の
結
果
は
著
し
い
人
口
の
流

出
と
な
り
、

い
わ
ゆ
る
過
疎
化
現
象
を
生
起
し
て
き
た
こ
と
は
局
地
の
こ
と
で

あ
る
。
広
大
な
わ
が
国
の
山
間
地
で
、
小
平
地
の
あ
る
と
こ
ろ
、
く
ま
な
く
集

落
の
立
地
を
み
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
驚
異
に
値
す
る
土
地
占
居
の
姿
と
い

え
よ
う
。
こ
れ
は
長
い
歴
史
的
過
程
に
お
い
て
成
立
を
み
た
も
の
で
あ
る
が
、

高
度
経
済
成
長
は
か
よ
う
な
伝
統
的
居
住
の
パ
タ
ー
ン
を
一
挙
に
改
変
せ
し
め

つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
驚
く
べ
き
力
を
も
っ
て
い
た
が
.

そ
れ
を
基
盤
に
お
い
て
支

そ
れ
は
わ
が
国
の
高
度
に
発
達
し
た
資
本
主
義
と
.

え
て
き
た
石
油
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
石
油

ソ

V

ヨ
ヅ
ク
以
後
は
一
応
改
変
も
小
休
止
で
あ
る
。
か
よ
う
な
経
括
的
大
変
動
の

な
か
で
、
山
村
は
壊
滅
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
辿
り
つ
つ
も
、
な
お
自
ら
の
存
立
の

た
め
、
英
知
と
能
力
の
阪
り
を
絞
っ
て
、
こ
れ
に
対
応
し
て
き
た
と
い
え
る
。

峰
村

(
8
1
)

こ
こ
で
は
、
わ
が
菌
の
典
型
的
山
村
と
い
っ
て
も
よ
い
白
山
麓
の
石
川
県
白

に
つ
い
て
.
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

人
口
の
減
少

i
l
い
わ
ゆ
る
過
疎
化

人
口
現
象
は
そ
の
地
域
に
お
け
る
諸
現
象
の
総
合
的
表
現
と
い
え
よ
う
が
、

こ
の
点
よ
り
し
て
白
峰
村
の
人
口
の
推
移
を
ま
ず
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
歯
2
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は
一
八
八
八
年
(
明
治
二
一
年
)
以
降
の
人
口
・
戸
数
の
推
移
を
示
し
た
も
の
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3.0田
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白峰村の産業別人口の推移

総主主 弟 1，欠 弟 2次 娼 3次

1920 1595 1032 334 229 
(100 ) (6'1a ) (.，2λ0) (/~，り
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表 1
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戦後における白峰村の集落別人口の推移
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で
あ
る
。
白
峰
村
の
人
口
は
一
九
二
一
回
平
の
子
板
川
大
水
害
(4)
を
境
に
急
減
は

七

O
O人
記
変
、
こ
の
年
以
後
は
三
・

す
る
も
の
の
、
こ
の
年
以
前
は
ほ
茂
一
二
・

0
3
0
人
位
と
‘

ぽ
ぽ
安
定
し
た
人
口
を
も
っ
て
一
九
六

0
年
代
に
至
る
が
.

一
九
五

0
年
代
で
は
む
し
ろ
人
口
・
一
戸
款
の
場
却
尚
南
に
あ
っ
た
こ
と
は
庄
自

し
て
よ
い
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

時
人
口
は

N
・
0
0
0
人
台
に
ιな
っ
た

一
九
五

0
年
代
末
に
は

」
と
も
あ
る
が

こ
れ
ば
発
電
一
的
建
設
工
事
な
ど
の
一
時
的
現
象
で
、

一
協
同
と

し
て
は
人
口
・
戸
数
と
も
に
減
少
傾
向
を
辿
り
、
と
く
に
返
年
は
人
口
の
減
少

ニ・

0
0
0
人
を
割
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。

が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
、

白
峰
村
は
面
積
二
二
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
広
大
な
山
村
で
、
子
取
川
の

段
丘
上
に
佐
直
一
す
る
白
峰
を
中
心
の
大
案
一
落
と
し
て
、
さ
ら
に
下
流
の
氾
濫
頃

に
桑
島
の
集
付
が
あ
る
。

あ
と
は
山
涯
の
小
平
泡
に
散
一
一
り
が
き
で
立
地
す
る
出

作
り
集
落
よ
り
成
立
し
て
い
た
。
図
3

で
戦
後
の
人
口
の
一
法
的
ゆ
を
み
る
と
、

F

臼

峰
・
桑
島
の
二
大
集
落
の
人
口
減
少
は
き
し
て
著
レ
く
な
い
の
に
汁
し
て
、
出

あ

か

だ

に

こ

う

ち

だ

に

か

ざ

る

し

お

金

み

ち

だ

に

作
り
地
需
の
赤
谷
、
河
内
谷
、
嵐
山
風
、
大
道
谷
な
ど
の
人
口
減
少
は
頭

著
で
あ
る
。
出
作
り
の
住
民
は
村
外
へ
転
出
す
る
ほ
か
に
、
ム
白
峰
・
桑
由
一
司
の
大

案
一
各
へ
集
中
移
動
し
て
お
り
.
自
然
の
う
ち
に
集
落
の

戒
を
し
て
、
き
だ
わ

げ
で
あ
る
。
た
だ
桑
島
の
人
口
が
最
近
激
減
し
た
の
は
、
目
下
建
設
中
の
子
山
口
一

川
ダ
ム
工
事
(

5

)

(

ダ
ム
す
す
ト
泣
「
流
の
尾
口
村
)
に
よ
り
水
没
す
る
た
治
、
難

村
し
た
人
口
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
人
口
の
減
少
・
移
動
現
実
一
を
起
し
た
背
景
と
し
て
の

を
つ
ぎ
に
み
よ
う
。

産
業
構
造
の
変
葉

山
村
の
常
と
し
て
、
白
倍
付
が
護
休
業
を
主
体
と
し
て
、
全
元
こ
と
は
、
表
ー
で

明
ら
か
で
あ
る
。
弔
二
次
章
一
業
人
口
は
一
九
五

O
年
の
国
勢
調
査
ま
で
は
主
軸

を
な
し
て
い
た
が
、
高
度
経
済
成
長
下
の
一
九
五
五
年
に
は
著
減
し
、
以
後
こ
の

傾
向
は
ま
す
ま
す
著
し
く
な
り
‘

か
わ
っ
て
第
二
次
産
業
人
口
が
主
体
と
な
っ

て
き
た
。
ま
さ
に
白
峰
村
は
産
業
面
で
は
変
質
を
遂
げ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

第
一
次
産
業
白
峰
村
は
出
作
り
の
山
村
と
し
て
、
古
来
著
名
で
あ
っ
た
互

J
豆
が
、
現
在
・
出
作
り
は
全
く
衰
退
し
.
僅
か
に
数
戸
を
残
す
の
み
で
あ
る
。

品
作
り
の
農
業
は
ぎ

d

む
の
よ
う
に
、

自
治
用
の
雑
穀
作
を
主
体
と
す
る
焼
畑
農

業
と
、
現
金
収
入
源
の
中
討
を
な
し
た
養
蚕
と
に
あ
り
、
大
正
末
制
(
一
九
二

五
)
か
ら
は
木
炭
が
こ
れ
に
と
っ
て
答
り
.
中
心
を
な
し
て
き
た
点
は
凶

4

で

明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
木
炭
は
一
九
五
五
年
を
境
に
二

O
万
重
台
に
下
り
、

以
後
さ
ら
に
急
減
を
遂
げ
て
い
る
。

一
九
六
五
年
か
ら
は
一

O
庁
賓
と
な
り
.

一
方
、
養
蚕
は
一
九
六
五
年
頃
か
ら
伸
び
て
き
、
ル
ナ
閣
は
量
的
に
は
さ
し
て
著
し

く
な
い
も
の
の
.
漸
増
傾
向
を
示
し
て
い
る
点
は
注
目
し
て
よ
い
点
で
あ
る
。

繭
mr

ら
生
還
さ
れ
る
主
糸
ば
、
戦
前
の
わ
が
国
で
輸
出
の
中
軸
を
な
す
も
の

で
あ
っ
た
が
、
ア
メ
ワ
カ
へ
の
生
糸
輸
出
の
衰
退
か
ら
昭
和
以
降
退
行
し
て
い

っ
た
っ
こ
れ
は
白
峰
村
の
山
村
経
済
の
支
柱
を
ゆ
る
が
す
も
の
で
あ
っ
た
。
た

だ

一
九
二
回
与
を
合
山
砂
防
工
事
の
た
め
‘
李
道
が
白
峰
ま
で
完
成
さ
れ
た

の
で
、
軽
量
一
'
高
備
の
養
蚕
か
ら
嵩
高
の
木
炭
生
産
に
転
じ
た
。
当
時
全
国
的

に
都
市
化
が
さ
み
、
都
市
人
口
の
増
加
に
伴
い
、
主
要
家
庭
燃
料
と
し
て
木
炭

の
君
要
が
増
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
養
蚕
か
ら
製
炭
へ

は
ス
ム
ー
ズ
に
転
向
す
る
こ
と
が
で
き
、
製
山
研
一
業
は
養
蚕
業
に
か
わ
っ
て
.
自

峰
村
の
主
要
な
第
一
次
産
業
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
結
果
も
あ
っ
て

か
、
白
峰
村
の
第
一
一
次
産
業
別
人
口
は
一
九
二

O
年
に
対
し
て
一
九
三

O
年
は
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五
二
六
人
が
増
加
し
た
。

こ
の
あ
と
一
九
三
四
年
の
大
水
害
に
よ
っ
て
、
白
峰
村
の
人
口
は
著
減
、
制
耳

産
且
一
塁
も
必
然
的
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
天
災
を
契
機
に
人
口
が
著
滅
す
る
の
は
、

山
村
の
一
般
的
傾
向
で
、
生
活
環
境
の
厳
し
さ
と
、
人
口
支
持
力
の
脆
弱
さ
と

が
か
よ
う
な
際
に
具
現
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
(
設
。
こ
う
し
て
一

九
五

O
年
の
第
一
次
産
業
別
人
口
は
千
人
ム
コ
に
減
少
し
て
し
ま
っ
た
が
、
な
お

一
九
二

O
年
に
ほ
ぼ
殴
殺
す
る
人
口
を
も
っ
て
い
た
。

こ
の
あ
と
一
九
五
五
年
に
お
い
て
‘
第
一
次
産
業
別
人
口
は
七
回

O
人
と
な

り
、
さ
ら
に
急
減
を
辿
る
こ
と
は
表
ー
に
明
示
の
通
り
で
あ
る
。
、
わ
が
閣
の
過

疎
地
に
は
山
村
が
多
く
含
ま
弘
て
い
る
も
の
の
、
全
国
的
に
は
第
二
次
産
業
は

な
お
五

0
・
四
%
(
一
九
七

O
年
)
を
占
め
て
主
体
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ

(江
)

4

る
カ
‘
白
峰
村
は
同
年
、

一
(
ハ
了
二
%
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
白
内
時
村
は

第
二
・
一
二
次
産
業
に
よ
っ
て
人
口
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
‘
長
二
次
産
業

の
人
口
支
持
力
は
極
度
に
弱
ま
っ
た
山
村
と
い
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

第
二
次
産
業

奥
地
山
村
と
は
い
え
も
白
峰
村
に
は
明
治
初
年
す
で
に
近
代

製
糸
工
場
の
創
設
を
み
た
点
は
特
記
に
笛
し
上
う

E
G
議
没
、
製
糸
工
場
に
興

亡
は
あ
っ
た
も
の
の
、
第
二
次
大
戦
に
至
る
ま
で
存
続
し
た
。
ま
た
製
材
業
な

ど
の
工
場
も
、
車
道
の
開
通
に
伴
い
発
達
し
た
。
白
山
に
は
崩
壊
し
易
い
ジ
ヱ

一
フ
紀
の
地
図
唱
が
あ
り
吾
、
時
に
大
洪
水
を
お
こ
し
て
き
だ
の
で
、
治
山
山
由
水
上
、

砂
防
工
事
が
半
永
久
的
に
進
め
ら
れ
て
き
て
お
り
、
こ
の
た
め
建
設
業
の
従
事

者
が
大
正
末
期
よ
り
増
加
し
た
。
戦
後
は
さ
ら
に
、
電
源
開
発
工
事
、

ζ

J
仁
村
払

Y
5
f
T
 

土
木
工
事
の
発
展
に
伴
い
建
設
業
従
事
者
は
増
大
し
た
。

一
九
七

O
年
心
遣
設

業
従
事
者
は
四
一
二
人
で
、
製
造
業
の
二
四
四
人
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
一
九
五

O
年
に
は
建
設
業
コ
二
六
人
、
製
造
業
二
二
人
で
あ
っ

一
九
七

O
年
と
比
較
し
て
み
る
と
、
建
設
業
従
事
者
の
伸
び
が
停
滞
的

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
製
造
業
従
事
者
は
倍
増
し
て
い
る
点
は
注
意
し
て
よ
い
。

こ
e
戸
、

，d
f
J
人

奥
地
山
村
と
は
い
え
、
製
造
業
は
就
業
者
を
増
大
さ
せ
る
可
極
性
を
も
っ
て
い

る
と
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
次
産
業

第
三
次
産
業
の
就
業
者
は
漸
増
の
傾
向
に
あ
り

近
年
は
約

三
分
の
一
一
強
の
比
率
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
サ
ー
ビ
ス
業
従
事
者
が
半

数
強
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
商
業
・
運
輸
通
信
業
従
事
者
が
約
四
分
の
一
を

占
め
て
い
る
。
総
人
口
の
減
少
傾
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
‘
第
三
次
産
業
人
口
は

漸
増
し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
c

新
産
業
の
摸
索
「

-
伝
統
的
産
業

i

山
村
の
遅
行

白
峰
村
は
い
わ
ゆ
る
「
過
疎
地
域
i

一
の
指
定
を
受
け
て
は
い

:
、
、
:

・ナ
f

、
vv
ふ
μ

一
九
六

O
年
を
契
機
に
し
て
、

人
口
の
急
減
傾
向
を
一
不
す
こ
と
は
図

ー
の
湿
り
で
、

わ
が
国
運
済
の
高
度
成
長
と
符
節
を
合
し
て
い
る
。

出
作
り
で
全
国
間
に
著
名
な
臼
峰
村
は
、
貧
村
で
は
な
く
、
約
一
八

0
0
ペ

ー
ジ
の
白
峰
村
更
志
仁
下
二
巻
を
刊
行
し
う
る
実
力
を
も
っ
た
山
村
で
、

五
七
年
よ
り
五
か
年
の
」
当
時
尽
を
か
け
、
多
大
の
ス
タ
ッ
フ
を
動
員
し
、

一
九
六

二
年
一
元
尽
に
刊
行
、
完
成
し
た
。
こ
の
村
史
が
高
度
経
済
成
長
の
転
機
直
前
に

一
綿
菓
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、

時
査
を
得
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
人
口
減
少
の
著

し
い
現
在
で
は
、
実
態
調
査
の
対
象
す
ら
消
滅
し
て
い
る
わ
け
で
、
も
し
編
纂

す
る
と
す
れ
ば
国
難
を
詰
め
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
し
.

村
史
編

業
後
の
白
峰
村
の
支
退
、

変
質
に
は
鼠
め
て
顕
著
な
も
の
が
あ
り
、

と
く
に
前

述
の
よ
う
に
苓
一
次
産
業
の
比
重
は
滋
彦
、
に
低
下
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
か
よ

う
な
現
況
に
対
し
て
村
当
局
、
は
、
こ
の
山
村
の
振
興
に
多
大
の
労
力
を
傾
注
し
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て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
円
以
下
で
こ
の
実
設
を
み
る
と
と
に
し
よ
う
。

山
村
の
振
興
過
疎
防
止
と
い
う
と
き
、
ま
ず
い
わ
れ
る
こ
と
は
「
快
適
な

生
活
環
境
づ
く
り
」
で
あ
り
、
こ
れ
と
と
も
に
「
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
産

(
凶
)

業
の
振
興
一
が
提
唱
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一

i

経
済
成
長
」
か
ら
「
福
祉
慢
先
」

へ
の
転
換
を
示
す
も
の
で
、
全
国
的
な
政
策
と
し
て
は
当
然
す
ぎ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
山
村
に
お
い
て
は
両
者
の
比
重
は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
と
考
え

る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
社
会
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
が
、

そ
の
前
提
と
し
て
の
山
村
経
済
の
振
興
が
ま
ず
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

2
0

こ
れ
が
欠
げ
て
い
た
こ
と
が
人
口
流
出
を
著
し
く
促
進
し
た
わ
け
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
高
度
経
済
成
長
に
伴
い
、
山
村
に
は
生
活
を
支
え
る
経
済
的
基
盤
が

崩
壊
も
し
く
は
消
滅
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
置
の
行
政
は
.

こ
れ
ま
で
の
「
過
疎
白
書
」

5
3が
よ
く
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
地
の
山

付
で
は
か
よ
う
な
施
策
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
地
域
に
応
ず
る
対
策
を
い
ろ
い

ろ
と
実
施
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
行
政
庁
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
市
町
村
が
主
体

的
で
創
意
に
満
ち
た
計
画
に
基
づ
い
て
事
業
を
実
施
」
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

米
作

白
峰
村
の
水
田
は
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
、

以
量
一
六
ト
ン
(
一
九
七
四
)
で
、

一
0
ア
ー
ル
当
た
り
収
量
三
一
二

0
キ
ロ
グ
ラ
ム
は
.

県
平
均
の
四
九

0
キ
ロ
グ
ラ
ム

を
は
る
か
に
下
回
り
、
県
下
最
低
で
あ
る
。
下
流
の
手
取
川
一
扇
状
地
に
位
す
る

松
任
市
の
五
五
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
比
較
す
る
と
差
は
さ
ら
に
著
し
い
。
白
峰
村
の

水
田
は
元
来
稗
田
で
、
出
作
り
地
に
も
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
が
稲
作
に
転
換
す

る
の
は
戦
後
の
一
九
五

O
年
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た

3
c
一
稲
作
は
主
農
業
で
は
な

い
が
も
一
九
七

O
年
か
ら
は
一

O
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
減
反
に
至
っ
た
。

養
蚕

白
峰
村
の
一
一
般
村
民
に
と
っ
て
、
養
蚕
業
は
現
金
以
入
の
主
要
部
を

矯
成
し
て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
そ
の
比
重
は
低
下
し
て
き
た
も
の
の
、

五

O
年
養
蚕
農
家
は
な
お
一
六

O
戸
を
数
え
た
。
爾
一
後
、
養
蚕
戸
数
は
漸
減
し
、

一
九
六

O
年
に
は
三
三
戸
、

調
量
は
一
九
六
二
年
の
一
、
七

O
一
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
最
低
と
し
て
.
あ
と
上
南
き
、

一
九
六
五
年
に
は
二
七
一
戸
に
減
じ
た
む
た
だ
し
ば

一
九
七

O
年
に
は
六
・
一
九
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
ま
で
増
大
し
た
。
一
品
安
経
済
成
長
に

伴
う
生
糸
占
有
委
の
増
大
か
ら
、
養
蚕
業
は
再
び
見
直
さ
れ
、
白
峰
村
に
お
い
て

も
増
以
へ
の
努
力
が
払
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
実
績
を
つ
ぎ
に
み
よ
う
。

一
九
六

O
年
に
は
、
養
蚕
先
進
地
の
岐
阜
県
大
野
郡
朝
日
村
を
視
察
し
た
。

そ
し
て
星
外
条
桑
育
、
養
蚕
所
を
設
け
、
桑
園
造
或
(
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
)
や
養
一
蚕

グ
ル
ー
プ
結
成
(
白
峰
・
ワ
ラ
ビ
平
)
に
よ
る
共
同
飼
育
を
行
な
っ
た
。
こ
れ

は
白
峰
村
の
養
蚕
振
興
の
基
鑓
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

翌
一
九
六
一
年
に
は
画
判
明
的
な
事
業
と
し
て
、
桑
急
農
協
が
水
不
平
地
区
に

集
団
桑
園
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
設
け
.
飼
育
所
を
建
設
し
た
。
こ
こ
に
婦
女
一

O
名
‘

男
六
名
を
雇
用
し
‘
企
業
的
養
蚕
を
閣
始
し
だ
。
桑
閣
は
一
九
六
三
迂

i

七
へ
ク
タ
l

ぺ
一
九
六
七
年
一

O
へ
7
タ
ー
ル
に
拡
張
し
た
。
春
・
夏
・
秋
・
晩
秋
一
査
の
問
団
を

飼
育
し

一
九
六
七
年
に
は
二
・
一
七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
以
報
量
を
挙
げ
、
計
一
闘
を

上
回
っ
た
。
姶
桑
は
一
日
一
回
と
養
蚕
技
術
は
省
力
化
さ
れ
、
悩
み
で
あ
っ
た

違
蚕
を
克
服
し
て
養
蚕
を
安
定
室
業
と
し
た

G

ま
た
高
地
に
あ
る
こ
と
か
ら
桑

が
晩
霜
や

ヒ
ョ
ウ
の
災
害
一
口
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
経
営
は
順
調
に
進

展
し
て
い
っ
た
。
各
種
の
補
助
金
を
得
て
事
菜
は
進
め
ら
れ
た
が
、

桑
島
農
協

の
情
熱
的
事
業
で
あ
る
点
に
意
義
が
あ
る
。
ま
た
類
似
の
自
然
条
件
に
あ
る
積

雪
寒
冷
地
の
養
一
蚕
地
と
し
て
、
長
野
県
諏
訪
郡
原
村
を
視
察
も
し
た
。

九
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こ
の
よ
う
に
し
て
養
蚕
は
飛
躍
の
見
透
し
が
立
っ
た
が
、

曾
有
の
豪
雪
で
、
出
作
り
の
養
蚕
農
家
の
家
屋
が
倒
壊
し
、
打
撃
を
受
け
た
も

の
の
、
ワ
ラ
ビ
平
o

水
木
平
の
養
蚕
事
業
一
は
進
展
し
た
。
そ
し
て
一
九
六
五
年

に
は
養
蚕
を
白
峰
村
長
大
の
産
業
と
日
し
、
石
川
県
農
業
試
験
場
が
水
木
平
に

一
九
六
三
年
は
未

お
い
て
近
代
的
省
力
養
蚕
の
飼
育
試
験
を
実
施
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

が
樹
て
ら
れ
、

ま
た
同
年
、
さ
ら
に
大
道
谷
の
西
山
地
区
に
白
峰
県
営
農
地
開
発
事
業
計
画

一
九
六
六
年
よ
り
着
工
さ
れ
た
。
こ
れ
は
養
蚕
を
画
期
的
に
推

進
す
る
も
の
で
あ
り
、
な
お
大
道
谷
住
民
の
生
活
安
定
歩
」
計
り
、

離
村
防
止
を

も
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
事
業
は
約
一
億
円
の
資
金
で
山
腹
に
桑
鼠
約
七

。
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
開
き
、
務
一
筆
共
同
飼
育
所
、
壮
蚕
共
同
飼
育
所
な
ど
を
設
け

白峰県営農地開発地における養蚕経営

収繕 量 lJX 入 支 H:¥ 差 ヨ|
K9 千円 ヱ円

どe-.16，740千円1966-69 16，740 

1970 629 760 1 1，244 ど斗10，484 

1971 1，485 1，428 1 5，403 どミ13，975 

1972 2，274 2，728 1 6，167 ζe-.13，439 

1973 2，912 5，094 1 2，540 どミ 7，446 

1974 3，163 4，183 1 8，237 ζ'-.1 4，0 5 3 

10.463 14，1 93 90，331 ζミ76，13 7 

表 2

た
。
な
お
一
九
六
六
年
に
は
初
め
て
晩
々
秋

(石川禁資料による)

蚕
の
飼
育
が
行
な
わ
れ
た
。

西
心
の
養
蚕
事
業
は
村
山
四
一
口
で
行
な
わ
れ

一
九
七

O
年
よ
り
以
繭
を
み
、
桑
匿
の
拡
張

と
と
も
に
収
緬
量
も
ま
た
表
2
の
よ
う
に
増

加
を
み
た
。
し
か
し
.
そ
の
以
支
は
償
わ
ず

現
在
村
当
局
は
そ
の
処
置
に
苦
慮
し
て
い
る

現
状
で
あ
る
。
そ
の
原
因
に
は
種
々
あ
る
が
.

こ
の
地
区
内
に
一
九
六
八
年
地
一
」
り
が
一
一
一
一

ヘ
ク
タ
ー
ル
生
。
し
‘
規
模
を
縮
小
し
た
た
め

国
軍
補
助
率
が
低
下
し
‘
ま
た
糸
況
が
低
迷

し
て
い
る
一
方
、
雇
用
者
七
な
い
し
八
名
の
一

人
件
費
が
著
し
く
増
大
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
ま
た
現
在
、
ま
で
に
桑
震
は
四

O
へ
ク

タ
ー
ル
を
出
向
い
た
が
、
こ
れ
は
毎
年
開
拓
し
た
も
の
で
、
当
初
一
挙
に
事
業
を

進
め
な
か
っ
た
こ
と
も
不
利
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
地
味
も
必
ず
し
も
豊
か
で

一
部
地
区
に
五
ン
ナ
ン
を
一
層

裁
す
る
な
ど
し
、
営
農
の
見
直
し
を
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
一
養
蚕
は
古
来
自

は
な
か
っ
た
。
養
蚕
は
継
続
し
て
い
る
も
の
の
、

峰
村
の
伝
統
的
な
産
業
で
あ
り
、
戦
後
に
お
い
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
近
年
漸

増
の
傾
向
に
あ
っ
た
c

し
か
し
、
白
録
村
は
建
設
業
が
議
行
し
‘

一
人
当
り
年

間一二

O
O万
円
の
賃
金
収
入
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
見
合

う
養
蚕
経
営
は
、

か
な
り
合
理
的
・
省
力
的
経
営
を
し
な
く
て
は
成
立
し
な
い

と
考
え
ら
れ
、
結
局
増
大
す
る
人
件
費
の
圧
迫
に
よ
り
、
こ
の
事
業
も
停
滞
し

て
い
る
現
吠
で
あ
る
。

畜
産

白
峰
村
が
力
点
を
注
い
で
接
契
を
計
っ
た
も
の
に
玄
出
産
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
相
当
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
、
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不
成
功
に
終
っ
て
。

そ
の
経
過
を
蹴
観
す
る
と
、

一
九
五
七
年
に
乳
牛
・
和
牛
計
九
頭
を
準
入
、
出

作
り
農
家
に
飼
育
さ
せ
た
が
、
半
数
が
越
冬
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し

一
九
六

O
年
に
は
一
五
名
が
畜
産
グ
ル
ー
プ
を
結
戒
し
、
有
畜
傾
斜
地
震
家
の

モ
デ
ル
と
な
る
こ
と
を
目
的
に
、
牧
野
を
開
き
.

和
川
庁
「
の
政
牧
飼
育
を
行
な
っ

た
。
そ
し
て
寒
冷
地
用
国
有
貸
付
牛
一
セ
ッ
ト

「二

O
頭
)

の
委
託
を
う
け

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
高
度
集
約
牧
野
を
造
或
し
た
ο

こ
の
年
よ
り
畜
産
振
興
r
J
X市

格
的
に
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

」
の
あ
と
牛
の
導
入
は
さ
ら
に
進
み

一
九
六
一
平
に
良
貸
付
下

セ
プ
ト

(
牝
一

O
窺
)

の
ほ
か
一
四
六
一
環
・
翌
年
は
八
六
一
頭
‘
同
六
二
一
年
七
一
関
‘
同
六
四
年

一
八
婦
を
導
入
し
だ
。
こ
の
一
司
、
仔
牛
を
生
産
し
販
売
も
し
た
が
、
前
述
の
よ
う
に

結
果
は
不
成
功
に
終
っ
た
の

一
九
六
五
包

過
去
圧
年
間
旺
盛
な
開
拓
精
神
を

も
っ
て
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
を
続
け
て
き
た
こ
協
業
体
が
事
業
停
止
に
至
っ
た
の



で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
四
点
が
考
え
ら
れ
た

2
0
す
な
わ
ち
、
①
和
牛
の
み

の
完
全
協
業
経
営
は
全
国
的
に
も
稀
で
、
高
度
な
技
術
と
適
格
な
指
導
が
必
要

で
あ
っ
た
が
こ
れ
を
欠
い
て
い
た
。
②
和
牛
の
流
通
機
構
の
改
善
が
放
置
さ
れ
て

い
た
。
③
牧
野
造
戎
・
畜
舎
建
設
・
機
械
導
入
な
ど
に
多
額
の
投
資
が
行
な
わ
れ
.

短
期
間
に
経
営
規
模
を
拡
大
し
す
ぎ
た
。
④
肥
育
素
牛
の
育
成
、
若
令
肥
育
の

経
営
が
適
す
る
と
思
わ
れ
た
が
、
繁
殖
牝
牛
の
多
頭
導
入
で
.
冬
季
飼
育
に
費

用
が
か
さ
み
、
か
つ
仔
牛
生
産
の
成
績
が
悪
く
、
負
債
が
増
加
し
、
経
営
の
見

透
し
が
立
た
な
く
な
っ
た
。
以
上
が
不
成
功
の
委
国
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

元
来
、
白
峰
村
は
畜
産
地
で
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
は
手
取
川
扇
状
地
農
村

よ
り
、
耕
馬
を
五
月
か
ら
十
一
月
上
旬
ま
で
あ
ず
か
り
、
出
作
り
で
飼
養
し
て

厩
肥
を
生
産
す
る
と
と
が
.

あ
っ
た

2
0
か
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
の
畜
産
の
導
入
は
困
難
性
が
あ
っ
た
と
恩
わ

一
部
の
出
作
り
農
家
で
行
な
わ
れ
て
い
た
程
度
で

れ
る
も
の
の
、
広
大
な
山
地
利
用
の
面
で
、
適
切
と
考
え
ら
れ
た
畜
産
の
不
成

功
は
‘
残
念
な
こ
ζ

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

林
業

杉
の
植
裁
、

日

V

イ
タ
ケ
・
ナ
メ
コ
栽
培
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
る
も

の
の
、
こ
れ
が
人
口
支
持
力
を
大
に
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

E耳

新
産
業
の
模
索
(ニ)

i
近
代
的
産
業
!

道
路
交
通
の
改
善

奥
地
の
山
村
と
は
い
え
・
白
峰
村
に
製
糸
業
が
古
く
よ
り
発

達
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
ま
た
紬
織
・
木
工
な
ど
の
家
内
工
業
や
製
材
・
茸

缶
詰
工
業
も
み
ら
れ
た
。
一
高
度
経
済
成
長
の
過
程
で
、
近
代
的
な
工
場
の
導
入

は
‘
山
村
に
お
い
て
も
ま
た
希
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
適
切
な
工
業
立
地

条
件
を
具
備
し
な
い
山
村
へ
の
工
場
進
出
は
ご
く
稀
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
近
代
的
諸
産
業
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
.
交
通
の
改
善
が
と
く

に
重
要
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
元
来
交
通
条
件
に
恵
ま
れ
ず
、
そ
の
改
善

を
切
望
し
て
き
た
白
峰
村
で
あ
っ
た
が
、
高
度
経
済
成
長
下
に
お
い
て
.
幹
線

一
九
七

O
年
に
一
応

完
了
し
た
。
さ
ら
に
一
福
井
県
勝
山
に
抜
け
る
国
道
の
谷
ト
ン
ネ
ル
(
二
車
線
.

の
国
道
一
五
七
号
線
が
一
九
六
二
年
よ
り
舗
装
を
始
め
‘

長
さ
一
、
四
六
三
メ
ー
ト
ル
)
が
新
し
く
一
九
六
九
年
に
起
工
し
‘

一
九
七
一
年

に
完
成
し
た
。

一
方
、
白
峰
村
は
積
雪
三
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
深
雪
地
帯
で
‘
冬
季
は
交
湿

社
絶
で
あ
っ
た
が
、

一
九
六
五
年
以
降
、
機
械
除
雪
が
進
み
‘
大
体
二
車
線
を

確
保
す
る
こ
と
に
な
り
、

通
年
自
動
車
交
通
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
白

峰
村
の
交
通
条
件
は
一
変
し
、
平
地
村
と
同
一
の
交
通
条
件
に
至
っ
た
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
近
代
産
業
の
導
入
も
か
よ
う
な
条
件
下
で
具
現
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

工
業

伝
統
の
紬
織
を
近
代
化
し
た
工
場
(
織
工
一

O
入
、
織
機
二

O
台
)

が
一
九
七
一
年
よ
り
桑
局
で
創
業
し
た
。
ま
た
レ
!
ス
工
場
(
従
業
員
二

O
人

)
が
一
九
六
八
年
、
石
川
県
寺
井
町
よ
り
白
峰
に
進
出
し
た
。
こ
れ
ら
は
山
村

婦
人
に
就
業
の
場
を
与
え
た
。

一
九
七
四
年
に
は
工
場
再
配
置
促
進
法
の
適
用

工
場
と
し
て
‘
東
京
よ
り
ゴ
ム
加
工
場
が
進
出
し
、
従
業
員
一

O
人
を
採
用
し

た
。
こ
の
工
場
は
海
水
帽
、

ゴ
ム
輪
な
ど
を
加
工
す
る
異
色
の
工
場
で
あ
る
が
.

営
業
成
績
は
よ
く
、
従
業
員
を
三

O
人
に
増
員
し
た
い
も
の
の
、
採
用
困
難
の

実
状
で
あ
る
。
山
村
振
興
の
た
め
工
場
誘
致
は
一
つ
の
有
力
な
方
途
で
は
あ
る

が
、
抱
一
元
山
村
の
人
口
規
模
の
小
さ
い
点
は
、

工
場
鉱
張
に
際
し
て
.
す
ぐ
さ

ま
従
業
員
確
保
を
風
難
に
す
る
ほ
ど
底
の
浅
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
問
題
で
あ

る
。
ま
た
‘

と
か
く
進
出
工
場
が
婦
人
労
働
力
に
依
存
す
る
企
業
で
あ
る
こ
と

も
注
意
す
べ
き
点
と
い
え
よ
う
。
ま
た
事
業
所
統
計
に
よ
れ
ば
製
造
業
の
従
業

- 24-



者
数
は
一

0
0
1
ニ
O
O人
程
度
で
、
白
峰
村
の
全
従
業
者
数
か
ら
す
れ
ば

五
%
前
後
に
過
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
で
・
高
度
経
済
成
長
は
砂
利
の
利
用
を
著
し
く
し
、
手
取
川
で
の
砂

利
採
取
が
発
展
し
た
。
こ
れ
ま
で
砂
利
は
と
く
に
下
流
の
扇
状
地
地
域
の
河
床

で
採
取
さ
れ
た
が
、

一
九
七
一
年
鶴
来
町
よ
り
下
流
で
の
採
取
が
禁
止
さ
れ
て

か
ら
、
上
流
部
で
の
採
取
が
進
ん
だ
。
そ
し
て
、

つ
い
に
白
峰
地
籍
に
ま
で
採

取
が
及
び
、
大
型
ダ
ン
プ
カ
ー
が
国
道
を
疾
駆
す
る
現
況
で
あ
る
(
答
。

一
方
、
建
設
業
従
事
者
は
三

O
O
J
四
O
O
人
と
多
く
、
製
造
業
従
事
者
の

倍
以
上
で
、
全
従
業
者
の
三
五
%
程
度
か
ら

一
九
七
五
年
に
は
四
四
%
に
ま

で
達
し
、
白
峰
村
第
一
の
産
業
に
の
し
上
っ
た
。
山
村
に
お
け
る
建
設
業
の
進

展
は
高
度
経
済
成
長
下
の
著
し
い
特
色
で
、
手
取
川
流
域
の
山
村
に
お
い
て
、

建
設
業
出
身
の
村
長
・
県
会
議
員
な
ど
の
多
く
み
ら
れ
る
点
は
注
目
に
値
す
る

(20
白
峰
村
に
お
い
て
建
設
業
者
は
零
細
企
業
で
は
あ
る
が
、

一
O
社
を
越
え

て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
自
由
砂
防
工
事
の
た
め
、
白
峰
村
に
は
車
道
が
通
じ
.

製
炭
と
と
も
に
出
作
り
の
退
行
に
伴
う
土
建
業
従
事
者
の
増
大
が
み
ら
れ
た
が
、

電
源
開
発
に
よ
る
一
時
的
な
土
建
業
の
発
展
を
含
め
て
、
建
設
業
の
地
位
は
重

要
で
あ
る
。
し
か
も
、
冬
季
の
工
事
中
止
期
聞
は
三
か
月
、
以
入
の
約
六
割
に

当
た
る
一
雇
用
保
険
の
給
付
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
は
安
定
的
と
な
る
。

一
九
七
五
年
度
白
峰
村
の
冬
季
解
雇
者
は
二
五
一
名
に
上
り
‘
隣
村
を
上
回
っ

て
い
る
。
古
く
は
冬
季
閣
の
過
剰
労
力
が
牛
首
乞
食
事
と
し
て
福
井
・
関
西
方

面
へ
流
出
し
た
こ
と
を
思
う
と
全
く
隔
世
の
感
が
あ
る
。

高
度
経
済
成
長
下
の
多
く
の
山
村
に
と
っ
て
、
観
光
業
は
新
し
い

観
光
業

魅
力
的
な
産
業
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
豊
か
な
自
然
と
交
通
の
近
代
化
と
は
、
余

限
利
用
の
国
民
的
要
請
に
マ
フ
チ
し
て
、
山
村
に
新
し
い
産
業
を
も
た
ら
し
た

わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
'
臼
峰
村
に
は
全
国
に
二
、
七

O
O余
の
末
社
を
も
っ

血
崎
臨
時
(
鶴
来
町
)
の
奥
宮
が
白
山
頂
に
鎮
座
す
る
。
白
山
は
古
来
、
信
仰

の
山
と
し
て
日
本
三
名
山
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
参
詣
者
の
道
案
内
な
ど
で
山

夏
に
集
中
し
、
白
峰
村
は
主
要
な
登
山
路
に
当
た
り
、

麓
の
村
は
う
る
お
う
面
も
あ
っ
た
模
様
で
あ
る
。
明
治
以
降
は
白
山
登
山
者
が

登
山
者
を
迎
え
入
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
白
山
信
仰
が
麓
の
白
峰
村
の
集
落
を
維
持
す
る
ほ
ど
に
参
詣

者
を
確
保
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

観
光
業
が
新
産
業
と
し
て
発
展
す
る
の
は
全
く
近
年
の
こ
と
で
、
そ
れ
は

九
七
一
年
よ
り
始
ま
る
村
営
白
峰
高
原
ス
キ

l
場
の
開
設
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

は
丹
・
五

0
0平
方
メ
ー
ト
ル
の
ワ
ラ
ビ
平
の
旧
牧
場
(
村
有
地
)
、
標
高
一
・

0
二一二

メ
ー
ト
ル
の
銭
高
に
、
約
三
億
円
を
投
じ
て
建
設
し
た
も
の
で
あ
る
。

ス

キ

場
の
開
設
計
画
は
一

O
年
前
よ
り
あ
っ
た
が
、
手
取
川
下
流
の
既
設
ス
キ
!
場
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ス
キ

i
場
は
常
時
二
五
人
の
従
業
員
を
一
履
い
、

と
と
も
に
、
白
山
麓
ス
キ

l
場
群
の
一
つ
と
し
て
、
発
足
し
た
わ
け
で
あ
る
。

既
存
の
旅
館
六
軒
で
約
一
二

O

。
名
以
容
す
る
ほ
か
、
新
設
の
民
宿
一

O
軒
で
二

O
人万f

‘、
数者用エ

小

に
利
用
上
影
響
し
た
。
そ
れ
で
も
ス
キ
!
客
は
三
万
ヰ

余
を
受
入
れ
て
き
た
(
表
3
)

。
村
に
と
っ
て
経
営
対

は
決
し
て
順
調
で
は
な
く
、
村
財
政
を
苦
し
め
も
し
献

一
九
七
六
年
に
は
リ
フ
ト
一
基
を
増
設
も
し
・
一
昨

O
名
を
以
容
可
能
で
あ
る
。

一
九
七
三
年
は
雪
が
少

F
&

、
品
つ
L
V

」
・
五
、

ふ
J

・
力
子
カ

三、

0
0
0人
宿
泊
し
、

翌
年
は
豪
雪

で
交
通
嘩
害
を
う
け
、
降
雪
の
不
足
・
過
剰
が
と
も

た
が
、

一
応
軌
道
に
の
っ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
来
客
は
石

3

川
県
の
人
を
主
体
と
し
た
が
、
県
下
か
ら
も
、
谷
峠
表



越
え
の
に
唱
。
L

汁
県
か
ら
も
、
長
由
党
の
ス
キ

1
場
J

ト
当
だ
る
い
円
二
三
マ
イ
ナ
ス
の
一
面
は
一
否

め
な
い
。

さ
ら
に
一
九
七
二
年
に
は
芸
林
省
の
自
然
休
養
付
の
一
泡
定
を
う
け
、
山
菜
採

取
圏
直
・
一
口
司
山
俊
物
花
木
園
・
キ
ャ
ン
プ
場
'
パ
ン
ガ
ヨ

z

や
自
然
休
養
セ
ン
タ

ー
を
設
け
、

自
然
・
文
化
遺
産
。
風
俗
な
ど
も
ふ
く
冶
、

村
全
域
に
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
施
設
を
建
設
す
る
計
画
で
あ
る
。
な
お
こ
の
一
計
画
と
あ
わ
せ
も

回市
J

四十

事
業
と
し
て
の
レ
ク
リ
ヱ
ー
が
ョ
シ
施
設
計
図
ふ
も
あ
る
が
、

一
向
者
は
水
没
桑
島

の
桟
村
氏
み
咋
し
品
安
定
を
も
計
る
白
的
で
計
煽
を
進
め
て
い
る
。

白
峰
村
は
白
山
を
中
心
と
し
て
地
買
・
動
植
物
面
で
特
色
(
さ
を
も
ち
、
ま
た

出
作
り
・
焼
畑
耕
作
は
文
化
的
価
値
も
高
い

5
0
そ
の
民
家
・
民
同
月
の
ほ
か
に
、
焼

沼
・
キ
ャ

i
チ
(
常
畑
)
と
中
山
作
り
小
震
な
ど
を
一
世
ブ
ト
に
し
た
保
存
が
極
め
て

文
化
的
価
値
が
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
ま
た
口
氏
謡
・
踊
な
ど
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
に

も
古
田
む

C

『
山
村
生
活
の
実
態
を
知
る
貢
重
な
地
域
で
為
り
、
こ
れ
ら
を
保
存
し
、

訪
客
の
利
用
を
計
る
こ
と
は
極
め
て
也
値
あ
る
も
の
と
一
信
ず
る
コ
そ
れ
が
山
村

(
民
の
定
、
ほ
に
プ
ラ
ス
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
i

も
の
で
あ
る
が
、
づ
て
れ
ば
今
後
の

諜
題
と
い
え
よ
う
し
、
一
治
安
の
観
光
客
の
来
訪
は
ま
だ
別
の
問
題
を
生
ず
る
こ

と
に
も
な
ろ
う
。
現
に
白
山
笠
山
者
数
は
自
然
保
護
の
一
回
か
ら
は
過
大
と
み
ら

れ
て
も
い
る
。
し
か
し
‘
山
村
の
適
切
な
レ
ク
リ
ェ

l
v
ョ
ン
ル
山
は
、
山
村
の

持
続
と
畠
民
の
肉
体
的
、

局
神
的
保
健
の
た
め
に
、
と
も
に
重
要
性
を
も
っ
ち

の
で
あ
り
、
白
峰
村
の
こ
の
面
で
の
今
後
の
調
発
は
大
き
な
課
通
で
あ
る
c

通
勤

白
峰
村
内
に
お
け
る
坑
柔
の
場
に
は
限
受
が
忘
る
の
で

付
外
に
就

山
方
の
場
を
一
次
め
、
通
勤
す
る
こ
と
は
一
つ
の
方
角
で
も
あ
る
ム

一
持
母
~
終
一
倍
成
長
に

お
い
て
、
わ
が
国
土
の
這
路
整
備
の
進
震
に
は
自
を
見
長
る
も
の
が
あ
一
っ
た
が
、

白
峰
村
の
道
路
整
備
e

除
雪
対
策
も
前
述
の
よ
う
に
顕
著
な
も
の
が
あ
っ
た
。

白峰村における諸車の推移表 4

[貨物 事

主日主 IJ¥ 、 事一享 山llHそ|型!ヤ
ノj、 転気

型呈戸宋だ〉栓吋 計 カ

型 車ιI柿叫 iをt烹 車 自←:si ~ 

41 3 1 ~I 1511421 5i3 1 32 

9551 9 41 11 1 ~ I 151 2913731 51 1 127 

962114115 

1966140168115 912 1 411 81 11 184 

19681571 84124 

19721491141150 10121186162119 111$1537 

19751561184124 1213 13431201241 1 51671 I 

車動自

共十小型・軽二輪車(石川県市町村勢要覧による)
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こ
れ
は
当
然
に
自
動
十
日
干
の
普
及
を
招
集
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
表

4
は
そ
の
実

情
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
自
転
車
に
対
し

一
九
六

0
年
代
に
そ

l

タ
リ
ゼ
ー
;
レ
ョ
ン
が
進
展
し
、
小
型
乗
用
車
の
ほ
か
貨
物
車
の
普
及
も
著
し
く
‘

逆
に
小
型
・
義
二
輪
車
は
漸
減
傾
向
に
あ
る
。
公
共
交
通
機
関
の
普
及
の
乏
し

い
山
村
に
お
い
て
、
自
家
用
車
舗
の
普
及
は
産
業
・
生
活
上
に
お
い
て
大
き
な

意
義
を
も
ち
‘
場
合
に
よ
っ
て
は
必
書
品
と
も
称
し
て
よ
い
と
患
う
。

一
方
、
パ
ス
交
通
も
発
達
し
、
す
で
に
一
九
二
四
年
よ
り
鉄
道
乗
継
で
鶴
来

の
一
九
五
一
年
に
パ
ス
が
運
行
さ
れ
始
め
た
。

や
金
沢
方
酒
へ
乗
合
自
動
車
が
通
じ
、
福
井
県
議
山
へ
は
谷
ト
ン
ネ
ル
開
過
後

と
こ
ろ
で
、

現
在
、

自
動
査
・
パ
ス
の
走
行
は
著
し
く
時
間
短
縮
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
金
沢
へ
の
走
行
に
は
自
動
車
で
二
時
間
一
一

O
分
.
パ
ス
で
一
一
時

閣
七
分
を
委
し

一
白
三
往
復
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
途
中
の
鶴
来
町
へ
も

パ
ス
で
一
時
間
二
五
分
を
要
す
る
ほ
い
と
で
ゐ
る
。
し
だ
一
か
つ
て
‘
こ
れ
ら
都
市

へ
の
通
勤
は
困
難
を
伴
っ
て
い
る
。
田
切
に
子
取
川
筋
に
お
い
て

白峰村における就業者の動向

1 965 1 970 

白|総 数 I 3 95 1 284 
峰

付内 1 3 I 6 I 2 5 8 
居村 従

住の 業 1 7 26① 

者 地: 県外 2 

白 総 場ヌ毛んλ 1 457 1 40 6 

峰
ぼ 村内 I 376 1 25 b③ 

dE村 住 県内 6 3 I ~ b④ 
業Z地 県外 I 8② 5 つω ミ(~ìシ
高

表

尾
口
村
は
通

在④うち I4名が鶴来町で従業。

(玄l計 8I名のうち建設業 34、電気・

ガス・水道業 10 0 

③うち自宅 26I、白宅外 9970

④建設業 7弓、サ ピス業 21、尾口

村より 42、鳥越村より 20、金沢

市より 2が従業。

1~井市より 1 7、勝山市より 40っ

([;:守勢詰Ol査報告による)

勤
者
を
み
、

一
九
六
五
年
に
お
い
て
金
沢
・
鶴
来
・
吉
野
谷
へ
七
七
名
(
総
数

一
二
名
の
う
ち
)
の
付
外
就
業
者
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
白
峰
村
に
お
い
て

は
一
七
名
と
極
め
て
乏
し
い
。
モ
ー
タ
ワ
ゼ

i
v
ョ
ン
の
進
ん
だ
一
九
七

O
年

に
お
い
て
も
も

二
六
名
に
す
ぎ
ず
(
表

5
)

、
白
峰
村
は
こ
の
屈
で
は
な
お
遠

隔
性
を
留
め
た
奥
地
山
村
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
表

5
で
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
む
し
ろ
、
建
設
業
を
主
体
に
白
峰
対
へ
の
付
外
就
業
者
の
流
入
が
目
立

っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。

ま
と
め

以
上
、
白
峰
村
に
お
け
る
産
業
の
動
淘
を
概
説
し
た
。
高
漫
経
済

成
長
下
の
奥
地
山
村
と
し
て
、
人
口
流
出
を
防
止
す
る
た
め
‘

村
当
局
は
国
・

県
の
各
種
振
興
策
。
補
助
事
業
な
ど
を
地
域
の
実
惑
に
合
せ
て
採
り
入
れ
、

ま

た
い
付
独
自
の
事
業
を
も
積
極
的
に
推
進
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
涙
ぐ
ま

し
い
努
力
に
か
か
わ
ら
ず
、

わ
が
国
の
産
業
・
経
済
の
大
き
な
潮
流
は
白
峰
村

27 ー

の
人
口
を
、
と
く
に
青
少
年
人
口
を
流
出
さ
せ
て
止
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五、

人
口
増
加
と
新
転
期

人
口
増
加
の
対
策

百
一
取
返
の
山
村
は
一
般
に
人
口
支
持
力
が
著
し
く
低
下
し

て
い
る
が
、
山
村
に
稀
少
な
人
口
が
定
住
し
、
長
い
生
活
水
準
を
維
持
し
て
豊

か
な
生
活
を
す
る
方
迭
は
一
つ
の
方
向
と
思
う
。
し
か
し
、

一
般
に
は
人
口
増

加
へ
の
期
待
が
大
き
く
、

そ
の
一
汁
ザ
一
束
に
苦
心
し
て
い
る
山
村
が
多
い
。
白
峰
村

も
ま
た
か
よ
う
な
方
向
で
得
力
し
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
白
峰
村
で
は
「
ま
ず

前
述
の
よ
う
に
、
地
一
元
迄
菜
を
振
興
し
、

人
口
の
定
着
に
努
力
し
て
き
た
。
さ

ら
に
村
当
局
は
人
口
授
の
方
策
と
し
て
一
九
六
八
年
よ
り
出
生
第
一
・
二
子
に

各
三
千
円
、
第
三
子
に
一
万
円
の
出
産
視
を
送
っ
た
。
翌
年
は
き
ら
に
第
三
子

以
下
に
局
十
八
才
ま
で
、
養
宜
円
費
補
助
と
し
て
月
、
第
三
子
百
円
、
第
四
子
二



百
円
、
第
五
子
以
下
三
百
円
を
支
出
す
る
こ
と
を
決
め
‘

ま
た
次
男
以
下
の
付

内
所
帯
者
の
新
築
に
際
し
て
は
.
新
築
祝
三
万
円
を
送
る
こ
と
を
決
め
る
な
ど

の
対
策
を
と
っ
た
。
か
よ
う
な
諸
対
策
は
無
意
味
で
は
な
い
が
、
積
極
的
に
人

口
の
定
着
を
増
進
す
る
有
力
な
役
割
を
担
う
と
は
い
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

人
口
定
着
の
陸
路

さ
ら
に
白
峰
村
の
人
口
が
老
令
化
し
つ
つ
あ
る
現
状
に

対
し
て
、
若
年
層
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
は
大
き
な
課
題
と
い
え
よ
う
。
し
か
し

そ
こ
に
は
種
々
の
陰
路
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
こ
の
点
を
考
察
し
て
み

ト
J

でつ。第
一
に
は
地
元
山
村
に
就
職
の
場
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
白
峰
村
は
第
一
次

産
業
の
比
重
の
低
下
し
た
山
付
で
は
あ
る
が
、
前
述
の
農
林
業
に
若
年
層
を
ひ

き
と
め
る
だ
け
の
力
は
な
い
し
、
第
二
次
産
業
と
い
っ
て
も
中
年
層
婦
人
を
主

体
と
す
る
も
の
で
、
と
く
に
若
年
男
子
の
就
労
の
場
を
欠
い
て
い
る
実
状
で
あ

る
。
第
三
次
産
業
に
は
各
種
の
職
場
が
あ
る
も
の
の
.
交
通
運
輸
関
係
が
伸
び

つ
つ
あ
る
ほ
か
は
、
役
場
・
学
校
・
郵
便
局
・
農
協
そ
の
他
恒
常
的
勤
務
の
職

場
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
あ
る
が
‘
日
収
容
力
に
限
り
が
あ
り
、
さ
ら
に
人
口
減

少
に
伴
い
そ
の
定
員
数
も
ま
た
減
少
し
て
い
る
。
結
局
は
白
峰
村
の
広
大
な
山

地
を
い
か
に
開
発
し
て
人
口
支
持
力
を
高
め
る
か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
山
村
に
お
い
て
は
た
と
え
就
職
の
場
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
職
種
が

限
定
さ
れ
、
職
業
選
択
の
自
由
が
な
い
。
と
く
に
高
校
進
学
が
高
ま
り
‘

七
五
年
、
中
学
卒
業
者
二
四
名
中
高
校
進
学
者
二
一
名
、
同
七
六
年
は
二
六
名

中
二
四
名
で
.

い
ず
れ
も
下
宿
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
一
九
六
九
年
に
は
四
七

名
中
二
二
名
が
進
学
で
半
数
以
下
で
あ
っ
た
。
村
内
に
高
校
を
も
た
ぬ
白
峰
村

に
お
い
て
は
、
村
出
身
の
高
卒
者
に
対
し
て
、
多
様
な
就
職
の
場
を
用
意
す
る

ほ
ど
の
諸
事
業
所
を
も
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
都
会
に
一
度
就
職
し
、

わ
ゆ
る

U
タ
ー
ン
す
る
若
年
者
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
が
人
口
減
少

傾
向
を
逆
転
さ
せ
る
ま
で
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
‘
将
来
U
タ
1
ン
者

の
職
場
が
用
意
さ
れ
、
か
よ
う
な
傾
向
が
発
展
し
、
都
市
と
山
村
の
人
口
交
流

が
活
発
化
し
て
、
山
村
へ
の
人
口
の
反
流
と
定
住
が
増
大
す
る
こ
と
は
期
待
し

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
三
に
白
峰
村
を
地
方
中
心
都
市
へ
の
通
勤
可
能
圏
に
入
れ
る
こ
と
は
.
村

内
へ
の
人
口
定
住
の
有
力
な
施
策
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
国
道
整
備
の
意

義
は
大
き
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
金
沢
へ
の
通
勤
圏
外
に
あ
る
こ
と
は
不
利
で
、

人
口
流
出
が
著
し
い

2
0
ダ
ム
水
没
に
よ
る
付
替
国
道
が
完
成
し
た
場
合
、
通

勤
時
間
の
あ
る
程
度
の
短
縮
は
期
待
さ
れ
よ
う
。
他
方
、
鶴
来
や
勝
山
の
都
市

的
機
能
を
拡
充
し
、
こ
こ
へ
の
通
勤
圏
に
入
れ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

以
上
の
諸
方
策
に
よ
っ
て
人
口
が
白
峰
村
に
定
着
し
増
加
す
る
よ
う
に
な
れ

- 28-

ば
、
当
然
に
白
峰
村
内
で
の
社
会
福
祉
諸
施
設
も
整
え
ら
れ
て
き
、
相
応
に
生

活
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

新
転
換
期

激
し
い
高
度
経
済
成
長
の
荒
波
は
い
わ
ゆ
る
石
油

ν
ョ
y

ク
に

よ
っ
て
、

一
応
終
熔
を
し
た
。
約
二

0
年
間
に
百
一
る
山
村
の
激
甚
な
変
動
も
こ

こ
に
停
滞
を
し
、
新
た
な
段
階
を
迎
え
る
に
至
っ
た
。
白
峰
村
と
て
も
こ
の
点

t
z
i
E
:
、o

h
碧
F
J
L
b
ふ

れ

惜

し

い
わ
ゆ
る
経
済
の
低
成
長
下
に
お
い
て
、
白
峰
村
の
人
口
流

九

出
も
ま
た
今
後
、
停
滞
傾
向
に
む
か
う
も
の
と
患
わ
れ
る
。
白
峰
村
は
全
国
的

経
済
動
向
の
な
か
で
転
換
期
を
迎
え
つ
つ
あ
る
が
、
な
お
つ
ぎ
の
地
域
的
条
件

も
加
わ
っ
て
一
大
転
換
期
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

そ
れ
は
前
述
の
手
取
川
ダ
ム
の
計
画
で
‘
白
峰
村
の
大
集
村
桑
島
が
水
没
し
.

白
峰
の
段
丘
屋
下
ま
で
ダ
ム
湖
が
湛
水
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め

い

桑
島
は
二
三
四
一
戸
の
う
ち
残
村
戸
数
は
六

O
戸
で
、
僅
か
二
六
%
に
過
ぎ
な
い
。



難
村
者
は
集
団
移
住
地
と
し
て
金
沢
へ
二
二
一
戸
.
鶴
来
町
へ
五
八
戸
が
あ
り
.

こ
れ
ら
を
含
め
て
金
沢
へ
六

O
戸
、
鶴
来
へ
八
七
戸
、
そ
の
他
野
々
市
・
松
任

・
小
松
な
ど
の
金
沢
平
野
部
へ
ほ
と
ん
ど
が
移
住
し
た
。
集
団
移
住
者
は
紬
工

場
を
新
設
(
鶴
来
町
)
し
働
く
者
と
、
白
峰
村
内
で
の
土
建
業
。
砂
利
採
取
業

に
集
団
通
勤
す
る
も
の
と
が
み
ら
れ
る
。

一
方
、
残
村
者
は
新
し
く
国
道
添
い

に
集
落
を
移
動
す
る
運
び
で
目
下
工
事
中
で
あ
る
が
.
桑
島
集
落
の
人
口
著
減

に
よ
り
、
白
峰
村
は
常
住
人
口
一
.
三
七
六
人
(
一
九
七
六
年
八
月
一
日
)
の
小

山
村
と
化
し
た
。
全
国
的
な
経
済
動
向
と
、
ダ
ム
建
設
と
い
う
地
域
事
情
の
も

と
で
、
小
山
村
化
し
た
白
峰
村
は
現
在
、
新
た
な
段
階
に
入
り
つ
つ
あ
る
わ
け

で
あ
る
。

と
こ
う
で
、
子
取
川
ダ
ム
建
設
に
伴
い
、
石
川
県
は
地
域
振
興
計
画
を
策
定

し
約
一
五

O
億
円
の
事
業
費
を
予
定
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
白
峰
村
が
、
村
民

生
活
を
恒
久
的
に
維
時
発
展
で
き
る
.
い
か
な
る
方
途
を
見
出
す
か
は
極
め
て

大
き
な
課
題
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
九
七
四
年
、
地
元
郷
の
白
山
麓
五

か
村
は
広
域
行
政
推
進
協
議
会
を
設
け
、
と
く
に
農
業
振
興
を
計
画
し
て
い
る
。

農
業
の
近
代
化
を
進
め
る
一
面
、
作
目
に
も
工
夫
を
こ
ら
し
、

イ
チ
ゴ
・
夜
十
汁

-
1
v
ャ
ク
ナ
グ
・
山
菜
の
栽
培
‘
酪
農
.
養
蚕
.
タ
バ
コ
.
果
実
酒
.
薬
事
な
ど
の
産

地
化
を
考
え
て
い
る
。
そ
の
一
部
は
す
で
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
白
峰
村
で
は
シ

ャ
ク
ナ
ゲ
・
山
菜
・
養
蚕
・
ナ
メ
コ
な
ど
が
主
要
生
産
物
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
前

述
の
通
り
で
あ
る
。
手
取
川
渓
谷
は
現
在
重
要
な
転
換
期
に
あ
る
わ
け
で
、
こ

の
機
会
に
い
か
な
る
村
造
り
を
す
る
か
、
重
要
な
時
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

む
す
び

白
峰
村
は
高
度
経
済
成
長
を
迎
え
る
ま
で
、
比
較
的
安
定
し
た
人
口
を
支
持

し
て
き
た
。
し
か
し
高
度
経
済
成
長
期
に
な
り
、
山
村
の
産
業
は
退
行
し
‘

人

口
減
少
が
著
し
く
な
っ
た
。

一
方
、
山
村
民
が
多
年
渇
望
し
て
き
た
道
路
の
近

代
化
は
こ
の
時
点
で
進
み
、

モ
ー
タ
リ
ゼ

l
v
ョ
ン
も
急
進
展
し
た
。

か
よ
う
な
情
勢
に
対
応
す
る
た
め
.
白
峰
村
民
は
自
発
的
に
養
蚕
・
畜
産
・

林
業
な
ど
の
伝
統
的
産
業
や
、
工
業
・
観
光
業
な
ど
の
近
代
的
産
業
の
発
展
を

意
欲
的
に
進
め
て
き
た
。
し
か
し
、
前
者
に
は
大
き
な
成
果
は
見
ら
れ
ず
、
後

者
に
よ
っ
て
も
人
口
を
充
分
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
。

人
口
定
着
の
た
め
村
は
出
生
祝
金
な
ど
を
支
給
し
て
も
い
る
が
、
と
く
に
若

年
層
の
定
着
に
は
険
路
が
あ
る
。
そ
れ
は
就
職
の
場
が
乏
し
い
こ
と
.
職
業
選

択
の
自
由
の
な
い
こ
と
、
そ
し
て
通
勤
不
能
の
遠
隔
地
に
あ
る
こ
と
な
ど
に
一
不

さ
れ
る
。
さ
ら
に
現
在
、
ダ
ム
建
設
に
よ
り
人
口
は
著
減
し
‘
付
は
転
換
期
に

あ
る
。
人
口
増
加
は
な
か
な
か
に
実
現
し
に
く
い
現
在
、
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一
つ
の
方
向
と
し
て

現
人
口
を
も
と
に
.
安
定
的
で
豊
か
な
山
村
の
建
設
の
方
途
を
考
え
て
い
く
こ

と
が
必
要
と
い
え
よ
う
。
こ
の
た
め
に
も
、
今
後
は
広
大
な
山
地
の
利
用
を
地

一
元
山
村
民
と
全
国
民
全
般
と
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
が
肝
要
と
考
え
ら
れ
る
。

本
格
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
‘
石
川
県
庁
・
白
峰
村
役
場
そ
の
他
官
公
庁
よ

り
資
料
の
提
供
を
受
け
、
多
く
の
白
峰
村
の
人
び
と
よ
り
貴
重
な
教
示
を
戴
い

た
。
ま
た
白
峰
村
教
育
委
員
の
織
田
日
出
夫
氏
に
は
何
回
も
現
地
を
案
内
し
て

い
た
だ
き
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
。
併
せ
て
深
謝
の
意
を
表
す
る
も
の

で
あ
る
。
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Shiramine Vi11age at the foot of Mt. Haku-san 
-Its accommodation to the high economic growth置

Takao Yagasaki 
The high economic growth since 1960 has caused a decline in 

industry and a remarkab1e decrease in population of mountain 
vi11ages in Japan. This is a report about the conditions and 
the accommodation to the high economic growth of a typical 
nわ untainvillage， Shiramine-mura， in Ishikawa Prefecture. 

The stap1e industry of the vi11age， hitherto changing from 
sericu1ture to charcoal making， have dec1ined comp1etely， which 
led to the decrease of the popu1ation; while the roads have 
been modernised with a rapid motorization. Earnest encouragement 
of sericu1ture， stockraising， forestry etc. to fix the popu1a・
tion in the vi11age has been rewarded on1y with some progress 
in industry and sightseeing. It cannot detain youths because it 
does not have proper emp10yment， free choice of their callings 
and enough means of commuting to neighboring cities or towns. 

Now the popu1ation is decreasing further on account of con由

struction of dams. It stands on the turning point， where it 
seems very important not on1y for the vi11agers but for the 
whole nation to develop the vast mountain areas. 
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