
〔
議

説

府

県

境

に

つ

い

て

の

疑

念

と

そ

の

解

明

林

正

己

現
行
の
府
県
境
を
な
し
て
い
る
も
の
に
は
山
岳
・
平
地
・
河
川
・
湖
沼
・
海

湾
・
入
江
・
そ
の
他
(
森
林
・
草
原
」
が
あ
る
。
し
か
も
、

府
県
境
へ
の
疑
念

組
み
合
わ
さ
れ
て
、

こ
れ
ら
は
相
互

K

そ
れ
ぞ
れ
夜
雑
な
府
県
境
界
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

中
で
は
山
岳
埼
界
が
も
っ
と
も
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

山
岳
境
界
が
判
然
と
し
て
い
w

る
だ
け
に
、
安
定
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
レ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

府
県
埼
と
し
て
は

山
岳
境
界
が
一
般
的
、
普
遍

的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

か
か
る
自
然
境
界
は
廃
藩
置
県
と
そ
の
後
の
改
編

第
一
次
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
自
然
境
界
そ

の
も
の
は
藩
政
時
代

K
お
レ
て
も
、
藩
界
分
割
の
基
準
と
し
て
広
く
利
用
さ
れ

に
当
っ
て
も
、

た
。
こ
の
よ
う

K
し
て
、

自
然
境
界
も
歴
史
的
背
景
を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
。

明
治
四
(
一
八
七
一
〉
年
の
廃
語
賀
県

K
先
立
っ
て
版
籍
奉
還
と
と
も

r
h

幕
府
の
直
轄
領
等
は
直
ち

K

新
政
府
の
所
管

κ帰
.
し
府
県
と
さ
れ
た
。

さ
ら

に
廃
藩
置
県
と
と
も
K
護
は
廃
止
さ
れ
府
県
と
改
編
さ
れ
た
が

こ
の
と
き
の

府
県
領
綾
は
、

そ
の
後
再
三
の
修
正
再
編
さ
れ
な
が
ら
、

明
治
二
二

ご

八

八

九
)
年
府
県
制
の
施
行
と
と
も
に
、

一
応
形
式
的
に
安
定
し
た
。

こ
の
と
き
の
府
県
領
域
の
茅
本
と
な
「
て
レ
る
も
の
は

か
つ
て
の
国
の
凱

度
で
あ
る
。
こ
の
「
国
」
は
山
河
の
自
然
形
状
に
従
っ
て
制
度
化
き
れ
た
も
の

で

そ
れ
が
改
訂
さ
れ
る
こ
と
な
く
今
日

κ
至
っ
て
い
る
。

か
か
る
「
国
」
を

基
準
と
し
て
改
編
さ
れ
た
府
県
の
領
域
は
、

部
分
的

κ
は
時
代
に
即
応
し
た
レ

も
の
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、

地
域
住
民
の
生
活
K
も
多
大
の
不
便
を
与
え
て

L

る
と
こ
ろ
も
生
じ
て
き
た
。

廃
藩
置
県
よ
り
す
で

K
苔
年
を
経
た
今
日

府
県
の
領
域
に
つ
い
u

て
も
跨
代

K
そ
ぐ
わ
な
い
l

地
域
が
表
面
化
し
て
い
w

る
の
も
当
然
で
あ
る
。
と
く
K
、

府
県(

境
が
不
自
然

多
く
の
地
域
住
民
が
不
当
の
不
利
益

寸

不
合
理
な
た
め

κ

今
日
、

そ
の
救
済
処
置
は
一
日
も
急
が
れ
ば
な

府
県
領
域
が
確
立
し
、
法
的
地
位
が
固
め
ら
れ
て

L
司令

領
域
の
改
織
を
き
た
す
境
界
変
更
は
多
く
の
点

K
お
レ
て
国
畿
で
あ
る

自
由
を
受
け
て
い
句
る
と
し
た
な
ら
ば
、

ら
な
レ
。
も
ち
ろ
ん
‘

」
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
V

と
し
て
も

直
接
そ
の
被
害
影
響
を
受
け
ナ
ト
w

る
ι山
]

1 -

域
住
民
の
た
め

K
も、

是
正
へ
の
努
力
を
し
な

こ
れ
を
看
過
す
る
こ
と
な
く
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
く
に
、

戦
後
隣
接
府
県
め
境
域
K
お
レ
て
開
発
が
す
す
め
ら
れ
、
従
来
鎧
…

関
心
で
す
ら
あ
っ
た
府
県
境
の
所
在
が
急
K
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
き
た
こ
と
、

さ
ら
に
今
臼
に
至
っ
て
府
県
境
界
に
つ
い
て
の
不
合
理
き
が
表
面
化
し
て
き
て

い
る
と
こ
ろ
が
多
J

。

そ
れ
ら
の
地
域
の
若
干
の
実
例
を
あ
げ
て
そ
の
疑
念
を
明
ら
か
に
し

今
、
の

解
明
へ
の
よ
す
が
と
し
た
レ
。

一一
福
岡
県
糸
島
郡
二
丈
町
と
佐
賀
県
東
松
浦
郡
鋲
王
町
つ
と
め
原
埼
が
包
石
海
岸

包
石
海
岸
に
お
け
る
境
界
争
論
の
展
開
と
そ
の
決
着
例

で
長
る

G

こ
の
海
岸
の
呼
称
が
示
す
よ
う
に

π絞
め
一
角

K
E
石
(
匁
真
一
)
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が
塗
立
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
れ
が
実
は
県

境
(
古
く
は
筑
前
・
肥
前
の
国
境
)
の
標
石
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
県
境
標

石
は
国
道
(
二

O
二
号
線
)
に
お
っ
て
建
て
ら
れ
た

(
写
真
二
)
石
柱
で
示
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

こ
の
二
つ
を
結
ん
だ
も
の
が
福
向
・
佐
官
十
両
県
の
県

埼
界
線
で
あ
る
。
し
か
る

K
、
戦
後
の
地
被
開
発
に
よ
っ
て
こ
の
湾
岸
に
沿
ヲ

て
田
中
南
一
が
整
備
さ
れ

両
県
を
結
ぶ
重
要
な
交
通
ル

i
ト
と
し
て
交
通
量
も
激

懲
し
た
た
め

」
的
問
ホ
境
に
宿
泊
休
養
施
設
と
し
て
の
竜
神
閣
が
建
設
さ
れ
た
。

こ
の
建
設
に
当
づ
て
、

福
岡
県
側
か
ら
田
市
境
侵
害
が
指
摘
さ
れ
た
。
す
な
わ
φ

句、

中
h

サ
表
い
い
の
模
石
と
包
石
を
結
ふ
綜
を
も
っ
て
両
県
の
埼
界
と
す
れ
ば
明
ら
か

κ

佐
賀
県
側
の
越
携
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
り
越
境
部
分
の
建
物
と
敷
地

K
つ
い
て

の
回
定
資
産
税
は
椿
岡
田
市
側
の
も
の
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
紛
争
に
つ
い

し
、
当
事
者
側
に
お
い
て
は
す
で
に
解
決
済
み

(
昭
和
田
十
六
年
)
と
し
て

そ
の
具
体
的
説
明
が
な
い
ま
ま
一
応
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
そ
れ
は
「
竜
神
閣
」

の
制
産
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
の
一
時
期
塗
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ

ゆ
え
、
竜
神
閣
の
再
建
と
い
う
段
階
が
再
燃
し
た
と
き
、

再
び
紛
争
が
再
燃
す

る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
地
区
の
県
境
の
真
わ
姿

を
明
ム
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
筆
者
の
再
一
二
日
札
わ
た
る
県
境
め

室
六
辞
問
調
査
は
こ
の
点

K
集
中
し
た
。

こ
の
地
区
の
地
形
を
概
観
す
る
と
、

東
方
か
ら
延
び
た
山
塊
は
こ
の
両
然
部

κ
お
い
て
.

急
崖
と
な
っ
て
玄
海
の
海
岸

κ迫
っ
て
い
る
。

と
の
両
端

K
お

け
る
埼
界
の
設
定
に
つ
い
十
て
は

こ
れ
と
汀
線
に
隻
立
寸
る
包
石
と
が
平
担
部
の
県
境
と
な
っ
て

竜
神
間
前
の
福
岡
県
側
め
県
境
襟
石
柱
が
基

態
と
な
「
一
て
、

い
る
。し

か
し

」
の
県
場
面
切
石
柱
が
何
を
基
準
に
建
立
さ
れ
た
の
か

そ
の
点
の

探
究
の
結
果
、
重
要
な
石
柱
(
写
真
四
・
五
)
を
崖
上
の
雑
木
林
の
中

K
E花
見

し
た
。
こ
の
雑
木
林
は
県
境
と
な
っ
て
い
る
山
穣
の
末
端
部
を
蔽
っ
て
崖
上
に

迫
っ
て
い
る
。
そ
の
雑
木
林
の
中

κ次
の
石
面
を
も
っ
石
柱
が
あ
る
。
寸
な
わ

ち

「
従
是
東
筑
前
国
」

mu

文

(
写
真
四
)
と
「
小
川
中
央
境
」

(
写
真
五
)

字
が
刻
さ
れ
て
い
i

る
。
こ
の
石
柱
と
包
石
を
結
F
F

線
が
福
岡
県

a

酬
酬
の
主
張
す
桑

づ
け
て
い
切
る
。
こ
の
埼
界
線
上
に
今
日
の
県
埼
標
石
柱
が
建
立
き
れ
て
t
る
の

も
う
な
づ
け
る
。

し
か
し

写
真
(
五
)

に
み
る
小
川
の
中
央
と
い
う
語
句
は
重
要
で
あ
る
。

雑
木
林
の
中
の
石
牲
を
そ
の
ま
ま
境
界
標
識
と
寸

J

る
こ
と
げ
れ
ば
問

題
が
あ
る
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
川
的
中
央
が
埼
界
で
あ
る
と
す
る
た

す
な
わ
ち
、

ム
ノ
ば
小
川
の
流
路
を
見
き
わ
め
る
、
川
知
要
が
あ
る
。
今
日
、
こ
の
小
川
は
回
一
銭
策

鉄
路
w
h
p
旧
づ
た
側
携
に
従
一
イ
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肥
線
の
開
通

K
よ
っ
て
崖
面
を
直
下
に
流
れ
、

北
流
し
て
、

写
真
(
一
)
め
包
石
よ
り
も
北
方
(
福
岡
県
域
)

げ
い
流
れ
也
て
、

小
き
な
滝
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
地
点
は
狭
小
な
峡
谷
と
な
っ
て
そ
め
清
水
は

暗
南
米
と
な
っ
た
国
道
二

O
二
号
棋
の
下
を
流
れ
、

砂
浜
海
岸
に
流
下
し
そ
れ
い
り
後

は
尻
無
川
と
な
っ
て
レ
る
。

筆
者
は
こ
の
小
川
の
流
路
こ
そ
、

福
岡
・
佐
賀
県
慢
で
あ
る
と
考
え
る
。

れ
で
こ
そ
、

「
小
川
中
央
境
」
と
い
う
極
旨
が
明
ら
か
に
な
る
。

さ
ム
F
K
、

の
陣
地
九
界
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
滝
の
相
明
所
に
不
動
明
王
が
多
記
さ
れ
て
レ
毛
。

そ
の
滝
不
動

κ加
え
て
七
郎
神
社
が
泰
寵
さ
れ
て
レ
る
。
か
か
る
信
仰
来
鮮
は

+
n
t
h
わ
が
国
の
埼
界
設
定
の
形
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

」
と

K

不
動
明
王
は
古
来
フ
ロ
ン
テ
ィ
ヤ
境
界
に
お
レ
て

ウ

ま
た

ン
ダ
リ
イ
境
界
に
お
い
w

て
も
家
犯
し
、

境
界
の
不
動
な
こ
と
を
時
示
し
た
も
わ

で
あ
る
。
こ
の
地
の
滝
不
動
こ
そ
、

筑
前
・
肥
前
一
阿
国
国
世
相
“
の
地
点
を
一
不
す
も



め
と
考
え
る
。

こ
れ
ゆ
え
に
、

国
鉄

κ
よ
っ
て
切
断
さ
れ

若
干
流
路
は
変
更
し
た
と
し
て

も
こ
の
滝
不
動
の
現
在
場
所
は
菅
も
今
も
不
変
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
屋
上
の
標

石
柱
と
滝
不
動
を
結
ぶ
穂
が
境
界
で
ふ
り
、
さ
ら
民
滝
か
ら
下
の
流
路
が
砂

浜

κ落
ち
る
地
点
に
お
い
て
、
「
小
川
中
央
境
」
の
-
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
正

し
い
境
界
で
あ
る
と
断
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
伴
っ
て
当
然
、
福
岡
県
が
樹
立
し
た
県
場
標
石
柱
は
こ
の
境
界
線
を

佐
賀
県
域

K
入
り
こ
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
奇
し
く
も
注
目
き
れ

越
え
て
、

る
の
は
、
パ
ス
停
の
場
所
が
こ
の
滝
不
動
の
手
前
(
福
岡
祭
側
)

に
あ
っ
て
「

県
境
」
と
い
V

う
呼
称
と
な
っ
て
い
る
。

」

の

ャ

ι
'ウ
に

こ
の
地
に
お
け
る
正
し
い
県
境
の
所
在
を
明
示
す
る
こ
と
は

単
な
る
鏡
、
界
紛
争
の
耐
酔
決
と
い
w

う
に
と
ど
ま
ら
ず

こ
の
際
重
要
な
こ
と
と
思

う
も
の
で
あ
る
。

三
新
潟
県
を
め
ぐ
る
県
境
の
概
要

新
潟
県
は
‘
北
は
山
形
県
か
ら
南
は
富
山
県
に
至
る
福
島
・
群
馬
・
長
野
の

三
県
を
加
え
た
各
県
と
察
す
る
と
い
、
う
長
く
て
複
雑
な
県
境
と
な
っ
て
レ
る
。

そ
の
大
部
分
の
鹿
市
境
は
レ
わ
ゆ
る
山
岳
境
界
と
な
っ
て
い
w

る。

そ
れ
だ
け
に

一
見
安
定
し
た
県
境
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
全
境
域
に
わ
た
〔
て

検
討
す
る
と
き
、
そ
の
境
域
は
必
ず
し
も
妥
当
な
も
の
で
は
な
く
て
、
各
所
に

お
い
て
問
題
を
残
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
境
域
が
山
嶺
を
越
え
て
新
潟
県
域

内
に
入
り
こ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
境
界
設
定
め
原
則
で
あ

る
水
落
ち
境
を
無
視
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
、
る
。

し
か
し

そ
め
い
す
れ
も
地
域
を
め
ぐ
る
歴
史
的
事
情
の
背
景
が
あ
っ
て
の

一
方
的
断
定
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
レ
。

明
治
四
年
の
廃
藩
轡
田
市

K
当
っ
て
も
、

こ
と
で
、

こ
れ
が
是
正

K
着
手
す
る
こ
と
な
ぐ
、

こ
の
と
き
も
歴
史
的
事
情
と
レ
う
背
景

K
よ
る
境
界
設
定
が
そ
の
ま
ま
、

Fき
襲

さ
れ
た
。
か
か
る
歴
史
的
事
情
の
管
景
の
多
く
は
江
戸
時
代

K
幕
府
の
薮
換
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
〉
-
主
¥

幕
府
自
身
も
境
界
裁
決
の
原
則
と
し
て
「
水
落
ち
境
」
の
原
則

を
と
り
な
が
ら
、

歴
史
的
事
情
を
重
視
し
て
、

原
則
剛
グ
一
反
す
る
よ
う
な
裁
炭
が
一

下
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、

新
潟
県
を
め
ぐ
る
今
日
の
境
域
と
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。今

日
、
新
潟
・
長
野
両
県
境
と
な
っ
て
い
る
峠
め
呼
称
を
地
形
図
に
み
る
と

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
新
潟
県
側
め
集
落
名
を
探
用
し
て
レ
る
。
た
と
え
ば

平
丸

峠
(
新
潟
県
新
井
市
字
平
丸
)

-
須
川
峠
(
新
潟
原

-4-

-
牧
峠
(
新
潟
県
牧
村
)

安
塚
町
字
須
川
)

-
関
田
峠
(
新
潟
県
板
倉
町
{
子
関
白
)

-
{
千
津
之
俣
峠

芳1

潟
県
牧
村
字
宇
津
俣
)

な
ど
そ

-
富
倉
峠
(
い
ま
は
長
野
県
飯
山
市
の
富
倉
)

の
呼
称
の
由
来
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
富
倉
峠
は
い
ま
で
こ
そ
‘

長
野
県

域
内
と
な
っ
て
い
1

る
が
こ
れ
も
か
つ
て
は
越
後
鎮
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も

両
国
の
国
境
を
挟
ん
で
越
後
側
め
積
極
的
な
活
動
が
展

関
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

明
治
の
廃
藩
置
県
・
府
県
の
改
編

K
当
つ
て
は
「
一
国
一
県
」

特
別
な
場
合
を
除
き
、

「
数
カ
国

一
県
」
の
方
針
が
と
ら
れ
、

一
一
臣
の
分
割
を
し
左
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

圏
直
県
当
初
に
お
い
て
は
当
時
め
藩
域

κ
つ
い
て
十
八
?
な
検
討
を

加
え
る
こ
と
な
く
、

そ
の
ま
ま
府
県
域

κ改
編
し
た
。
当
時
す
で
に
領
域
と
し

て
不
自
然
さ
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
v

た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、

i庭
切

な
修
正
が
な
さ
れ
な
レ
ま
ま
、
府
県
区
域
が
確
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、

薄
暗
政
当



出
町
一
の
ほ
ぺ
界
が
府
県
境
界
と
な
町
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

」
の
藩
境

は
江
戸
時
代
の
政
治
的
配
慮
に
よ
っ
て
故
意
的
な
も
の
も
あ
る
ο

今
日
、
き
わ
め
て
不
自
然
な
県
境
と
な
っ
て
い
w

る
。
さ
ら
r
h

か
く
し
て
、

山
形
県
と
の
山

岳
埼
域
に
お
い
て
も
未
決
定
の
と
こ
ろ
が
あ
る
し
、

ま
た
、

念
珠
関
に
お
い
て

も
疑
義
を
残
し
て
い
る
υ

以
よ

新
潟
県
を
め
ぐ
る
県
境
の
な
か
で
、

本
論
で
は
長
野
県
と
の
田
市
境
を

中
、
レ

κ‘

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
、

を
め
ぐ
る
疑
念
を
究
明
寸
る
も
の
で
あ
る
。

県
境

(11 

糸(四)

τI~ 

/、

久
保
土出J

E 
P 

長

野
県
ロ

+ 
+il-
t三，

~ 

新
潟
県
を
め
ぐ
る
県
境

こ
の
地
区
に
つ
い
、
て
の
国
冬
紛
争
は
近
伎
の
初
露
に
お
い
、
て
惹
起
し
、

、』

(T) 

裁
か
い
が
一
元
絞
こ
え
(
一
七

C
一
一
)
金
三
正

一

月

二

一

自

に
J
h

も
さ
れ
て
い
w

る
。

こ
の
と
き
の
設
決
が
、
そ
の
宣
言
明
治
の
新
政
に
当
シ
て
採
用
さ
れ
、
新
申
向
・

長
野
両
県
堵
と
な
っ
て
レ
る
。
す
な
わ
ち

地
形
的
に
み
る
と
‘

東
は
尚
一
件
山

か
ら

戸
会
山
・
鎌
倉
山
に
か
け
て
の
県
境
を
み
る
と
明
ら
か
に
「
水
一
絡
み
町
清
」

と
な
フ
て
い
切
る
。
そ
の
た
め
、

今
日
こ
れ
ム
わ
三
部
落
は
長
野
県
民
所
属
し
な

. 
4 、
;~I ~ 

r 
V) 

長
野
県
内
各
地
と
は
も
ち
ろ
ん

同
一
村
内
と
も
連
絡
は
す
へ
て
新
潟

県
川
械
の
交
通
施
設
・
機
関
に
依
存
し
て
い
こ
令
。
一
行
政
的
に
も
地
一
疎
地
と
な
「
て
、

そ
わ
し
わ
寄
せ
が
住
民
生
活
に
大
き
く
迫
つ
て
い
、
る
。

」

ル

に

山
村
の
渇
弊
と
し
て

人
口
め
減
少
が
主
唱
し
く
な
っ
て
レ

近
時

る
。
こ
れ
に
霞
接
・
間
接
影
響
を
与
え
て
い
切
る
も
れ
が

一
戸
土
た
区
を
中

i
i

心
と

寸
る
地
す
ベ

η
現
象
で
あ
と
じ
こ
の
異
常
な
近
行
に
よ
「
て
住
民
不
安
を
ウ
め

ム
ぜ
て
レ
る
c

こ
の
泡
寸
へ

nJ
は

校
本
的
に
は
叫
己
主
構
透
に
茎
民
す
る
と
し

こ
れ
を
促
進
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
水
田
化
の
進
展
が
あ
る
。
)
か

も
こ
れ
ら
の
水
田
が
天
水
田
と
し
て
維
持
さ
れ
て
凶
る
た
め
、
豪
雨
の
と
き
、

て
も

ま
た
融
雪
期
に
地
す
べ
り
が
進
行
し
て
レ
る
の
は
、
今

k
i
じ
ま
っ
た

F

一
と
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
県
境

K
接
し
た
下
方
め
新
潟
県
糸
魚
川
来
の
大
久
保
均

ほ
L

込
也
、

そ
の
地
名
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

地
す
へ
り
の
結
果
で
き
た
地
形
ぶ

で
あ
り
、

戦
後
す
で
に
数
回

K
わ
た
っ
て
、

地
す
べ
り
が
発
作
土
し
て

ν
司令

C

現
在

戸
土
地
区
を
中
心
と
し
て
地
す
ヘ
町
現
象
が
進
行
し
て
レ

zu
。

J) 

た
め

こ
の
地
を
す
て
て
新
し
レ
生
活
の
基
盤
を
求
め
て
下
山
町
}

L
L
空
で
は

廃
村
化
し

小
学
校
の
外
一
校
も
す
で
に
廃
校
と
な
っ
て
い
る
。

戦
後
、
農
業
は
手
厚
レ
保
議
釣
笑
-bι

受
け
て
雪
た
が
‘
そ
の
余
肢
は
こ
わ
地

の
山
村
に
ま
で
は
十
円
分
壬
一
ら
な
か
っ
た
せ
レ
か
、
農
業
を
振
h

捨
て
て
、
時
附
酔
t
k

-
離
村
す
る
も
の
が
続
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
住
み
慣
れ
た
こ
の
均
丸
一
片
山

F 

~ ・ー

て
同
時
に
長
野
県
人
と
レ
う
身
分
を
捨
て

新
国
内
県
人
ー
と
し
て
v
T
魚
川
市
守
一
中

ぺ
と
す
る
県
外
に
新
し
い
生
活
を
求
民
て
い
切
る
。

レ
わ
ば

行
政
一
的
レ
た
ム
な

さ
に
対
す
る
住
民
の
無
一
一
一
一
口
の
抵
抗
と
も
み
ら
?
れ
る
。

古
来

誠
一
後
と
信
州
を
結
r
h

街
道
と
し
て
は

鮭
川
出
i
k
才
乙
松
本
A
T
え

が
知
戸
he
れ
て
い
v

る
。
こ
の
一
松
本
伝
送
れ
一
部
ー
と
し
て
、

校

hu
む
の
山
弟
一
千
t

帆

mm

き
れ
て
レ
た
。
徳
川
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は

領
・
高
田
司
被
領
・
糸
魚
川
藩
領
K
A
H
郡
一
き
れ

持 こ

殺 の
な 街
お:造
所 f"，
形 L、

空~ ，め

と地
な域
〆「 eZ
~-

(7) t 

ι、
当
時
こ
の
地
が
誠
一
後
・
一
信
濃
一
阿
国
境
に
お

ν
て
C
M
済
的
安
地
と
し
て
主
民

き
れ
て
レ
た
た
め
で
あ
と
。
か
く
て
根
知
谷
は
そ
の
軍
要
性
が
広
ま
っ
て
、
民

時
に
T
J

」
レ
山
口
部
落
に
は
、

こ
れ
戸
内
わ
関
可
引
を
通
じ
て
‘

姫
川
右
俸
の
虫
川
と
と
も
間
引
所
手
設
け
phJ

れ
た
。

銃
一
後
・
信
濃
主
的
安
触
が
よ
A

l

p

ノ
¥
品
以
」
/
、
な
と

と
と

1t
に、

国
境
底
辺
地
区
の
科
卒
制
作
互
の
が
江
川
府
窓
を
中
心
と
す
ミ
幹
事
j

h

か



の
問
題
で
争
っ
て
い
V

た
が

一
花
厳
ご
ニ
(
一
七

O
O
)
年
純
一
後
山
口
村
か
ら
信

州
小
谷
村
を
相
手
ど
っ
て
、

国
境
線
決
定
の
訴
訟
状
を
江
戸
評
定
所
に
提
出
し

-
-
O
 

L
f

ハ

そ
列
車
市
端
と
な
っ
た
の
は
、

次
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ロ
村
め
校
村
と
し
て
根
知
川
右
山
芹
に
梶
山
村

左
岸
に
は
白
泊
村
が
あ
っ
た
。

き
ら
に
、

国

境

K
隣
接
し
て
信
州
戸
土
・
出
。
投
・
拝
施
の
各
村
に
対
し
、

す去

後

大
久
保
村
は
越
後
上
野
村
の
校
村
で
あ
う
た
。
こ
れ
ら
の
信
濃
・
越
後
の
村
々

と
の
聞
で
入
会
山
を
め
ぐ
っ
て
相
互
に
争
っ
た
。

』
の
と
き

越
後
山
口
村
か
ら
提
出
さ
れ
た
訴
状
を
み
る
と
¥

「
越
後
シ
一
信

漢
両
国
之
境
、

去
る
寅
の
と
し
長
谷
川
庄
兵
衛
様
御
代
官
之
節
、

御
吟
味
夜
遅

候
-
竹
口
上
書
を
以
申
上
候
三
拾
年
己
来
議
所
ニ
罷
成
、

御
判
判
所
御
代
吉
岡
村
街
地

露
料
開
御
代
々
降
ム
「
ニ
至
迄
崎
町
明
不
申
候
。

秋
山
共
古
来
之
一
遇
、

格
川
せ
ん
の
v
J

沢

せ
せ
h
d
r
烹
鞍
山
獄
、

同
姓
山
此
五
ケ
所
命
、
境
と
し
て
薪
木
林
は
今
に
伐
採
丹
市

9
-

侯
」
と
主
張
し
て
い
る
。

糸魚川市大久保地区

さ
ら

K

耕
一
後
側
で
は

古

来

の

埼

界

の

証

拠

と

し

て

炊

の

よ

う

に

訴

え

て

ν
広
三
u

古
来
よ
り
越
後
分
之
証
慣
は

館

後

之

宙

春

日

山

K
謙
信
小
日
間
四
円
民
十
円
ベ

図 2

を候的
境、次

双信郎

方州右
よと俸

勺越門

相後厳
守之と
候押 Eド
'---~ 3 )合御

とに仁

越もを
後 此 手 堅

移 f??
信 )1¥ 蚤

州
ま
で
と
し
て
レ
た
こ
と
を
主
張
し
イ

い
切
る
。

注
目
す
ベ
発
ど
は

(}) 

アょ
~・

"'" 

汐:

の

伝

承

に

よ

り

明

ら

か

で

あ

る

。

今

白

の

長

野

県

飯

山

市

関

産

地

区

は

謙

信

がrJ) 

-6-

国
境
守
備
を
き
せ
て
い
w

た
が

問
中
耳
村
の
住
民
に
根
知
谷
車
、
の
積
川
の
住
民
を
当
て
た
。
今
日
で
は
、
長
野
県

信
越
国
境
の
最
尖
縞

K
間
一
庄
一
一
村
を
お
き
、

山

μ
岐
に
続
入
き
れ
て
は
い
る
が

」
の
村
の
古
老
は
そ
の
家
の
由
来
を
伝
承

4

し

球
か
わ
い
、

故
国
十
一
の
仙
川
一
体
川
に
因
ん
で
格
川
を
姓
と
し
て
レ
る
。

信
州
側
よ
り
臼
池
ま
で
信
州
領
と
す
る
主
張
に
対
し
て
も
対
暗
殺
併
は
、

次
の
よ
う
に
紘
一
後
仰
の
正
当
性
を
訴
え
て
レ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
近

Z
R
州
よ

R
b
ロ
hv~
ご
に
+
i
d
、

喜
b
r
p
k比
d

η
日
訟
を
埼
と
印
掛
候
者
一
戸
土
。
中
俣
之
者
信
州
小
谷
組
庄
犀
共
之
名
「
寸
分
に

右

両

所

に

竪

成

候

者

共

は

己

烹
越
後
一
之
者
共
に
榔
箆
候
。
先
年
稲
葉
内
匠
様
御
代
開
札
制
四
年

th
負
仕
信
州
立
ケ
ハ

十
本
山
ゑ
罷
越
依
存
と
も
居
住
無
御
座
候
に
付

自
池
を
境
と
申
掛
候
か
左
被
存
候
、越

後
円
分
之
山
陰
に
小
中
停
を
相
経
有

候
叩
ゃ
ん
と
も
同
谷
出
生
之
半
白
rh
一
雨
御
座
候
得
者
廿
件
、
分
に
仕
置
申
候
所
に
、

俊

之

主

信
州

JmJG
庄
一
医

と
も
御
池
一
四
棟
杓
品
円
罷
耕
一
候
者
越
後
八
出
山
町
一
儀
不
罷
成
候
付
、



地
ヱ
J

為
年
舌
同
大
豆
一
「
石
川
究
、

川
庄
兵
管
様
御
代
官
所
根
知
谷
大
久
保
村
取
市
儀
れ
ず
鐙
御
座
侯
日
と
し
て
越
後

い
立
一
之
名
一
寸
分
に
罷
成
候
・
:
:
:
:
;
:
然
共
、

舵
間
わ
正
当
性
を
訴
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、

Tそ
日
ド

臼
池
ま
で
信
州
領
だ
と
す
る
信
州
側
の
主
張

K
対
し
て
も
、

が
偽
円
で
あ
る
と
し
て
『
信
州
よ
り
白
池
迄
境
と
印
刷
伊
候
儀
偽
町
印
上
一
候
者
迄

成一
J
d
山
小
山
御
臨
ん
候
、

横
川
一
向
信
州
山
之
内
未
那
板
山
跡
杉
山
越
後
円
分
大
久
保
村
之

1I1 

!f;~ 
す
れ
人
会
に
て
古
来
よ
り
伐
h
v

刈

nJ仕
候
得
者
山
年
京
大
一
旦
弐
斗
苑
信
州
方
江
取

iι 

L 
;;r 

候

昨
日
川
川
と
白
地
之
ム
口
に
て
古
来
よ
杓
，
伐
り
採
句
仕
#
円
得
共

ι山m
J
い
江
主
お
ふ
/

此
段
耕
一
得
分
に
紛
倍
、
御
座
証
拠
に
一

m御
陀
鮮
日

に
よ

こ
の
地
区
の
国
境
に
つ
い
て
越
徒
側
の
主
張
が
訴
状
に
詳
」
く
述
べ

Z

U
て
レ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
信
州
側
も
ん
れ
ぞ
れ
に
〔
レ
て
反
一
庁
訟
を
あ
げ
て

「
点
一
手
訴
状
が
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

幕
府
川
の
茨
地
取
明
間
八
が

仏
山
~
一
お
き
れ

F

ゃ
な

hr

一
れ
た
一
結
果
、
一
元
議
一
五
年
一
一
月
一
一
一
一
日
越
後
倒
的
主
張
は
全
面
的
に

」
の
市
一
同
叫
が
明
治
に

信
州
問
問
の
主
張
の
ま
ま
国
境
が
確
定
し
た
c

人
「
て
廃
落
雷
県
に
当
た
づ
て
、

向
山
二
明
、
と
な
っ
て
い
w

る
。

そ
の
ま
空
跨
組
問
き
れ

今
日
の

-wお
・
長
野

と
の
幕
府
の
裁
決
で
注
目
さ
れ
る
の

写実 7 ナギガマ

てそ領示もは
君 事のの寸 K 、
T 現象も、正
き物徴のき保

れがととち国
た‘し L VL 絵
。重力てて 、図

か「、仁~ 1': 
し内325v 越 E事
受 i事労会民主
ャーマ大埼さ

記の 8'J ロ) t1 
符ご 平均 衿 ~H る
と弓ゐ (J) 界と

しと 1中をと

こ
の
内
録
の
持
率
が
戸
土
・
由
般
の

境
内
の
神
木
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
有
力
な
判
決
茎
権
一
と
な
っ
た
む

古

〆
眠
、
!
」
イ
工

一
冗
諒
一
五
年
ー
の
裁
決
に
よ
っ
て
信
母
国
境
が
穫
定
し
、
そ
れ
が
そ
れ

空
宣
明
治
に
な
っ
て
両
県
と
な
っ
た
。
水
落
、
境
を
否
定
し
た
こ
の
裁
浄
、
わ

16

れ

間口社・、

不
合
理
が
い
w

空

現

実

K
地
区
住
民
の
生
活
に
季
圧
と
な
っ
て
レ
ミ
こ
ど

へ
の
反
市
引
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

山
新
刀
打
県
妙
高
高
原
町
関
川
地
区
と
長
野
県
信
濃
町
熊
坂
地
区

新
潟
・
長
野
両
県
埼
で
注
目
さ
れ
る
県
境
を
み
せ
て
い
る
わ
が
、

国
一
川

rrh

の
地
区
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
長
野
県
域
は
水
落
ち
境
を
超
え
て
、
新
恥
何
回
月
銭
、
に

疫
く
進
出
し
て
い
v

る
じ
そ
の
地
区
が
熊
坂
・
柄
山
地
区
し
と
な
「
て
し

V41.， 
'一一

弓戸、 ， 

三
回
品
川
境
と
な
っ
て
レ
る
の
は
寸
で
に

か
つ
て
の
信
設
と
越
ノ
伎
の
自
の
設
定
レ

と
も
に
確
定
a
さ
れ
た
も
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
の
こ
と
を
如
実
に
物
話
一
二
ナ
ト

る
も
の
が
、

レ
わ
ゆ
る
境
杉
の
伝
象
を
も
フ
て
レ
る
新
潟
県
側
関
川
蕊
一
会
に
き

- 7 -

る
天
神
社
の
大
杉
で
あ

ξ
。
こ
れ
は

関
川
左
岸
に
あ
っ
て
位
獲
・
純
一
後
れ
広
い

境
標
識
と
な
っ
て
い
v

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
相
令
お
よ
そ
一

on一f
リトヰ

1

二
一
F
¥

〈
ソ
年
、
と
い
w

わ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、

日
目
聞
陀
円
ノ
豹
九
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
大

Y
と
な

ぺ

J 

、

昭
和
一
六
年
天
然
記
然
物
に
指
定
さ
が
て
い
w

る
c

今
日
で
は
、

こ
F
斗
/

杉
か
r
円
関
川
の
県
出
悦
ま
で
約
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

(
直
線
距
離
)
と
な
勺
て

レ
る
。
こ
れ
は
い
「
ま
で
J

も
な
く

レ
わ
ゆ
る
か
つ
て
は
フ
ロ
ン
テ
ィ

7
的
キ

開
発
さ
れ
て
叶
を
ふ

;t耳

無
住
地
布
。
と
な
づ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後

れ
成
立
を
み
せ
て
レ
る
。
そ
れ
ら
は
い
イ
れ
も
関
川
村
め
終
村
で
あ
「
た
こ
と

~ 
'"・~o 、

天
泊
。
社
の
戸
分
社
と
な
っ
て
レ
る
こ
と
か
ム
も
わ
ム
F

一
そ
の
村
山
守
の
神
社
が

こ
れ
に
対
し
て
、

宿
高
民
間
の
国
埼
経
識
と
し
て
注
尽
き
れ
る
も
の
に
-

有1

"' 

科
い
れ
は
約
十
ヘ
フ
ヤ
キ
が
去
る
。
こ
れ
は
が
一
後
田
の
面
埼
守
識
と
し
て
れ
ず
、
一
平
L
-

、



関
川
を
は
さ
ん
で
対
的
し
た
位
置
に
笠
え
て
い
こ
心
。
こ
れ
は
白
区
り
七
・
七
メ

ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ち
列
国
境
襟
識
は
レ
ず
れ
も
衿
聖
叩
仇
さ
れ
た
も

の
4
L

古
く
か
ら
神
木
と
し
て
崇
敬
さ
れ

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
千
年
の
長
レ
樹

令
を
重
ね
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
し
、

ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
標
識
が
今
日
の
持

社
境
内
に
し
め
る
位
置
・
配
置
か
ら
し
て
明
ら
か
に
神
体
そ
の
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も

そ
れ
ぞ
れ
が

関
川
の
一
向
山
芹
に
対
崎
し
て
い
る
様

は
、
国
境
標
識
と
し
て
も
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。

宰
十
二
て
こ
の
国
境
標
識
が
信
越
国
境
の
そ
の
後
の
確
定
に
当
っ
て
、

重
要

な
役
劃
一
を
果
し
た
。
す
な
わ
ち
、

対
間
後
側
の
エ
八
一
神
社
に
あ
る
大
杉
か
ら
南
行
し

て
、
関
川
の
左
岸
・
を
領
域
と
す
る
越
後
め
国
域
が
定
ま
っ
た
の
に
対
し
、

信

州

州
問
の
関
川
右
岸
に
対
す
る
田
開
発
前
進
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

田
孝
三
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
、
る
よ
号
に
、

一
信
品
目
、
側
が
幕
府
直
轄
地
で
あ
っ
た
た

め
に
信
護
側
の
水
落
ふ
り
境
を
越
え
て
の
進
出
を
積
極
酌
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る

J-
;J" 

こ
の
と
き
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
、
熊
坂
神
社
の
衿
木
(
ク
ヤ
キ
)

の
存
在
で

ふ
う
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、

問
問
川
の
氾
濫
は
河
道
の
変
遷
を
き
た
し
た
で

あ
ろ
う
が

こ
の
神
木
は
毅
然
と
し
て
そ
の
位
置
を
示
し

た
だ
そ
の
と
き
も

て
き
た
。

こ
の
地
区
に
つ
レ
て
の
信
越
国
境
紛
争
に
つ
い
w

て
は
、

近
付
一
に
お
い
w

て
も
注

目
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
岩
田
孝
三
氏
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
寸

J

「
河
道
の
推
移
と
山
間
村
落
に
お
け
る
耕
地
の
欠
乏
の
た
め
に
も
開
出

川
お
山
犀
に
存
す
る
僅
か
の
耕
地
の
争
奪
と
い
v

う
こ
と
か
ら
惹
起
し
て
い
る
」
と

な
わ
ち
、

さ
れ

こ
れ
は
ま
た
「
土
地
柄
…
耕
地
に
恵
ま
れ
て
い
な
レ
た
め
に
、

信
濃
問
問
の

き 宇井
n :t& 
るに，_7)対
とす
きる

れ強
て L、

L、渇

る ffp
o tJ> 

ら

か
く
あ
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
察

幕
府
は
そ
の
直
轄
地
で
あ
る
と
L

号
こ
と
は
毎
際

併
に
、
き
わ
め
て
冷
静
に
裁
決
し
て
レ
る
。
す
な
わ
ち
、
開
閉
山
の
把
還
に
平
安
し

て
、
関
川
の
対
岸
の
耕
地
所
有
を
主
張
す
る
越
後
側
農
民
そ
非
と
し
、
現
行
の

こ
の
紛
争
に
つ
い
、
て
も
、

県
境
の
も
と

K
な
っ
て
い
る
国
境
を
確
立
し
た
。
そ
れ
は
、

越
後
側
の
十
主
張
す

る
耕
地
が
信
州
側
の
水
帳
に
あ
る
ば
か
り
か

正
保
・
一
花
枝
の
官
庫
の
毘
絵
h
凶

に
も
所
載
さ
れ
て
い
十
る
こ
と
か
ら
当
然
で
あ
っ
た
。

か
か
る
国
一
境
と
な
っ
て
レ
た
の
も

関
川
の
向
山
存
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
開
発
と

の
関
係
が
あ
る
よ
う

κ考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
開
発
爪
川
中
町
川
一
片
手
一
的

領
域
合
一
国
境
問
町
議
と
し
て
の
大
杉
と
十
八
ク
ヤ
キ
と
を
墓
撃
に
、
妥
協
的
に
伝
定

そ
の
結
果
、
今
日
の
異
僚
な
信
州
領
と
な
っ
た
も
め
と
持
容
号
、

し
た
も
の
で
-

山石

れ
る
。

す
な
わ
ち
、

越
後
鎮
で
は
関
川
の
天
神
社
の
境
内
に
あ
る
境
の
大
杉
か
F

町、

- 8 -

か
つ
て
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
た
る
地
域
内
エ
簡
が
次
第
に
開
発
さ
れ
つ
く
し
、

f

l

?

J

 

夜十

1

の
右
岸
に
ま
で
及
ん
で
レ
る
。
そ
こ
に
は
天
神
社
の
円
叫
ん
社
き
え
も
祭
phi

れ
て

L

る
。
こ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
開
発
の
是
認
と
交
換
に
、

信
州
側
も
か
つ
て
わ
震
設

と
し
て
の
熊
坂
神
社
の
白
大
ク
ヤ
キ
を
基
準
に
、

関
川
右
岸
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
た

る
地
域
空
間
を
開
発
し
て
耕
地
を
鉱
大
し
-

柄
山
町
叫
落
を
校
村
と
し
て
勺
/
、
「

た
。
そ
の
結
果
、
信
州
は
そ
の
領
域
を
拡
大
し
て

越
後
舵
兼
俣
部
落
の
入
口

ま
で
至
っ
て
レ
る
。
そ
れ
は
同
時

K
、
今
日
見
る
よ
う
な
長
野
県
域
が
関
川
に

お
っ
て
、

新
潟
県
域
に
突
入
す
る
と
い
う
も
の
と
な
っ
た
。

し
か
し
、

関
川
を
め
ぐ
る
越
後
・
信
護
両
国
の
同
開
発
領
域
は
そ
れ
ぞ
れ
の
同

境
標
設
か
ら

ほ
ぼ
均
衡
の
距
離
を
保
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

信
州
m
M
早川

-
』
，
h

-

、

千
'
d
j

牧
村
柄
山
は
本
村
熊
坂
村
と
の
一
体
化
を
す
す
め
る
た
め
か
、
熊
坂
神
社
守
)
ル
一

も
に
鎮
守
と
し
て
奉
記
し
て
い
る
。

こ
れ
も
国
境
の
村
と
し
て
意
思
什
「
阿
佐
J
N

二が



め

こ
れ
に
よ
っ
て
繰
口
一
定
さ
れ
た
越
後
と
の
紛
争
に
対
処
し
た
も
の
と
考
え

'
」
り
し
れ

-e
。

こ
の
関
川
お
母
に
ま
で
伸
長
さ
れ
た
信
濃
国
で
は
あ
る
が
、

る
た
め
に
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
w

な
レ
。
す
な
わ
φ

句、

定
住
が
吉
岡
レ
湾
岸
段
丘
上
に
あ
っ
て
、

こ
れ
を
確
保
す

越
後
側
め

関
川
の
氾
漫
に
よ
っ
て
も
そ
の
被
害
を

被
る
こ
と
が
少
な
レ
め
に
対
し
て
、

把
還
の
被
害
を
真
正
面
に
受
け
る
の
は
信

州
印
刷
で
あ
句

」
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
も
国
境
標
識
と
し
て
の
神
木
ケ
キ
キ

て
水
と
戦
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
し
、

の
大
木
の
存
在
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
う
た
。
そ
れ
は
寸
土
も
と
八
う
ま
レ
と
し

釘
一
道
の
変
更
が
あ
っ
て
も
そ
の
耕
地
の
所

こ
の
と
き
』

民
に
つ
い
、
て
敏
感
に
こ
れ
に
対
応
し
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

熊
坂
神
社
の
境

信
州
側
の
住
民
を
支
持
し
て
く
れ
た
も
の
は

内
に
あ
る
神
木
と
し
て
の
ケ
ヤ
キ
と
河
岸
を
緑
ど
る
数
本
の
ケ
ヤ
キ
、

数
本
の
一
列
に
並
ん
だ
杉
の
木
立
で
あ
り

た
で
ふ
ろ
う
。

か
く
て
、

今
日
ま
で
信
越
国
境
に
お
け
る
境
域
が
厳
然
と
し
て

さ
ら
に

そ
れ
が
不
動
の
物
的
証
拠
と
な
っ

保
持
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
ふ
る
。
き
る
昭
和
二
八
年
の
町
村
合
併
促
進
法
そ
契

織
と
し
て
、

生
活
圏
を
申

心
・
と
し
た
め
域
改
が
腕
が
実

E'03 関JII・熊坂地区

現
さ
れ
て
き
た
と
き
、

の
地
区
に
お
い
、
て
も

冗
住
民
の
強
レ
新
潟
県
へ

め
目
的
人
希
望
が
会

Tこ

が

一
れ
に
反
対
す
る
長
野
県

当
口
問
の
方
針
に
よ
っ
て
、

っ
し
、
に
お
苫
さ
れ
実
現
す

る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

生
活
圏
と
行
政
商
と
の
不
一
円
笠
か
p
h
-

く

る
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
v

る
の
は
、

熊
坂
・
柄
山
地
区
の
今
目
的
学
童
た
ふ
り
で

'
の
つ
ず
、
、

」
川
向
う
の
段
丘
上
に
み
え
る
妙
高
高
原
町
の
学
校
を
汽
車
の
窓
か
;

眺
め
て
、

遠
く
長
野
県
の
学
校
に
通
学
し
て
レ
る
。
県
境
周
辺
の
地
域
住
民
の

生
活
の
中

K
こ
そ
広
域
行
政
実
現
へ
の
一
つ
の
鰐
口
を
見
出
寸
こ
と
が
で
亨
と

の
で
は
あ
る
ま
レ
か
。

ω飯
山
市
富
倉
地
区

現
在
の
長
野
県
と
新
潟
県
と
の
県
境
で
注
目
さ
れ
る
の
は
‘

飯
山
市
言
倉
地

区
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

地
形
図
を
み
る
と
、

」
の
富
ム
円
七
地
七

は
飯
山
市
の
北
西
の
山
穣
を
越
え
た
レ
わ
ゆ
る
水
落
ち
慢
を
経
え
て
誠
一
役

p
r

は
レ
り
こ
ん
で
い
る
。

今
日
で
は
‘

こ
の
地
区
は
長
野
県
域
と
な
フ
て
い
る
が
、

-9-

歴
史
的
に
マ
ベ
乙
と

上
杉
謙
信
時
代

K
は
越
後
領
と
な
っ
て
い
匂
た
と
こ
ろ
で
あ
乙
。
寸
な
わ
ト
、

か
つ
て
ば
越
後
側
め
勢
力
が
信
濃
側
を
圧
し
‘

き
ら
に
す
寸
え
で
信
講
慣
れ
銭
円

に
も
多
く
の
拠
点
を
設
け
て
い

L~
し

そ
れ
と
と
も
に
国
埼
常
備
の
伎
僚
が
一
和
一

え
た
。

そ
の
一
つ
、
と
し
て
、

問
屋
一
部
落
今
一
設
け

誠
一
後
人
を
宅
、
円
イ

謙
信
は

国
境
守
備
に
当
た
ら
せ
て
レ
た
。
今
日
、

( 

--
.JL 

当
時
的
移
住
種
後
人
わ
子
孫

代
~
が
住
ん
で
い
る
。
ま
た

部
落
の
古
乏
の
じ

L

っ
た
え
る
と
二
三
レ
ふ

地

謙
信
杉
が
あ
る
。
こ
れ
は
部
落
の
習
後
の
高
レ
帥
師
走
に
、

に、

て
レ
る
も
の
に
、

ま
d
b

釜
立
し
て
い
u

る
一
本
杉
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
日
紘
一
均
約
一
二
メ

i
ト
ん
の

杉
の
ア
、
ー
木
は
必
ず
し
も
、

明
ら
か
に

出印刷】

ん
と
の
も
の
と
は
い
u

い
鐙
レ
が
.

1f
議
と
し
て
の
貫
録
と
威
厳
を
も
っ
て
い
、
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
続
伊
三
局
主
穿

江
戸
時
代
に
は
い
、
る
と
と
も
に
そ
め
形
誌
は
主
や
[

位
向
一
死
後
は
む
な
し
く
、

て
レ
る
。
す
な
わ
ち

選
後
の
国
は
函
の
加
賀
藩
に
対
し
、

ま
た
皮
北
の
山
サ

p
k



藩
に
対
し
て
の
要
の
地
と
し
て
重
視
さ
れ
、

そ
れ
は
分
割
支
配
を
も
っ
て
こ
れ

前
述
の
糸
魚
川
地
区
の
国
境
紛
争
も
、

合
法
的
な
裏
付
け
が
あ
れ
ば

国
境
紛
争
の
設
定

κ

守
支
配
し

幕
府
体
制
の
維
持
の
一
助
と
し
た
。

高
田
城

え
て
い
v

て
も

正
当
性
を
尊
重
し
て
い
る
こ
と
は
、

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ

に
配
E
F
す
る
威
主
に
も
腐
心
し
て
レ
る
し

そ
の
背
後
に
は
直
轄
地
を
お
き

み
ら
れ
る
よ
う
に
、

当
た
っ
て
厳
正
中
立
の
立
場
を
堅
持
し
、
客
観
性
を
も
っ
て
一
貫
し
た
か
ム
に

さ
わ
に
.

飯
山
城
を
信
州
の
第
一
線
と
し
て
重
視
し
た
。
こ
れ
が
守
備
体
制
を

か
か
る
事
情
の
も
と

K
.

か
つ
て
明

区

ら
か

K
越
後
領
で
あ
っ
た
富
合
同
地
区
が

信
州
領
と
し
て
確
認
さ
れ
、
か
つ
て
わ

一
本
杉
が
謙
信
杉
と
呼
称
さ
れ
て
、
信

越
国
境
を
表
示
し
て
い
た

κも
か
か
わ

地

ら

ず

い
ま
は
む
な
し
い
、
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た

信
州
側

倉

の
優
位
が
信
越
国
境
全
面

K
わ
た
マ
て

具
体
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

か
か
る

富

飯
山
城
主
め
越
後
へ
の
積
種
的
零
度
が

一
般
の
信
州
百
姓
に
ま
で
反
映
し
て
、

越
後
側
へ
の
無
法
な
ま
で
の
棒
利
を
主

-10-

図 4

張
さ
せ
て
い
I

る
。
し
か
し

こ
れ
よ
ち

な
場
合
に
は
、
幕
府
は
き
わ
め
て
害
額

的
・
合
理
的
な
裁
定
を
も
っ
て
こ
れ

r

当
た
っ
て
い
る
。

た
と
え
、
信
濃
側
が
水
落
、
境
を
誠
一

』
れ
を
是
認
し
て
い
l

る
の
に
も

う
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の

『

i
信
濃
四
ク
村
百
姓
申
候
は

ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
新
潟
県
中
頚
城
郡
長
沢
村
村
史
に
み
る
と
、

国
境
の
儀
山
姥
獄
の
端
よ
り

経
塚
平
迄

完
全
に
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
の
が
、
富
倉
地
区
の
飯
山
藩
領
へ
の
編
入
で
あ

す
な
わ
e
り、

飯
山
城
の
固
め
を
堅
実
に
す
る
た

め
に
は
、
信
越
国
境
を
越
え
た
富
余
地
区
に
ま
で
国
境
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
が

有
利
で
あ
っ
一
た
と
考
え
ら
れ
る
。

界
嵐
山
石
を
見
通
し

自
三
枚
橋
・
高
山
・
出
向
寝
ま
で

之
を
異
し

樽
本
計
R
U

曾
別
当

場
へ
段
々
見
渡
し

岩
立
山
・
あ
さ
み
鳥
屋
・
場
峰
・
士
口
沢
・
融
局
打



者
説
じ
候

申ケ
之 所
{践は
島田昌}

さ正
ら保 E査
に年山

中は
御不
国残
絵信
図州
κ 奈
書良
載沢
有村
之に
旨て

『
命
目
別
当
に
て
五
十
年
以
前

山
姥
獄
・
経
塚
山
・
斑
山
三

申
伝
候
証
拠
は
北
条
村
の
者

人
を
も
っ
て
引
取
候

奈
良
沢
村

飯
山
の
城
大
橋
材
木
二
本
伐
り正

長
年
中
一
向
国

往

古

の
も
の
立
会
相
定
め

そ
の
後
文
安
年
中

守
儀
飯
山
領
知
の
節

人
夫
二
百

樽
本
村
の
国
境

奈
良
沢
弾
正
国
境
証
文
並
堀
丹
後

一
一
手
一
切
無
之
上
は

中

村

へ

出

最

証

文

に

斑

山

書

載

有

之

従

梅

本

村

の

道

越
後
の
も
の
不
入
来
一
証
拠
の
由
訴
え
』
と
信
越
国
境

へ
の
一
向
国
百
姓
の
関
心
の
ほ
ど
を
示
し
て
お
り
、
こ
と

K
信
州
側
の
百
姓
の
積

椋
的
支
出
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

越
後
郎
刊
で
は
国
境
周
辺
の
山

が
い
也
、
じ
る
し
く
な
っ
た
の
で

林
一
袋
、
に
も
あ
ま

η
開
問
、
む
を
示
し
て
い
、
な
い
切
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

信
州
側
の
進
出

レ
る
。
そ
の
訴
状
を
み
る
と

つ
い
に
越
後
約
四
カ
村
の
百
姓
が
訴
え
出
て

-
埼
峰
ま
で
嶺
つ
つ
き

『
里
山
倉
山
蜂
通
り
よ
り
松
倉
山
・
あ
さ
み
鳥
屋

レ
け
鳥
屋
山

従
箕
谷
へ
下
り
両
国
田
畑
相
分
け

鳥
山
原
峰
・
斑
良
一
山
・
袴
峰
各
通
水
落
之
を
異
す

土
k
m
間
出
叩
伝
候
旦
又
先
年

信
州
中
曾
根
村
の
者

九
続
一
之
を
抑
止
候

名
主

mm
頭
之
を
詫
候
付
き

一
方
し
ゃ
ば
み
・
や
し
『
び
と
申
処
の
回
熔

越
徒
に
て
は

信
州
よ
h
宇
境
相
立
候
関

本
・
長
沢
両
村
の
水
帳

K
載
之

正
保
年
中
の
御
絵
図

K
も
霊
園

於
松
倉
山
木
切
候
問
問
釘

証
文
を
取
り

之
を
返
し
候

務
一
日
比
山
と
昭
候

此
の
山
内
へ
樽
本
村
よ

η

且
又
於
信
州
は
斑
山
と
称
し年

来
飯
山
へ
薪
材

木
伐
出
一
仮

五
十
三
年
前

通
路
有
之

斑
尾
山
の
一
合
川
信
州
の
用
水
に
引
取
る
べ
く
緩
道

本

村
J¥  

メIJ

取

候

上
~:t 

越
後
(f) 

地
た 7箆
る堀

由跡
答今
之に
』旧)有

之

堀
町
候
方
越
後
よ
り
抑
止
候

以
上
の
双
方
の
取
分

K
対
し
て

其
外
論
外
に
生
じ
候

幕
府
は
検
使
と
し
て
左
橋
左
扱
太

字
七

部
左
衛
門
を
派
遣
し
て
調
査
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、

が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
に
対
す
る
調
査
報
告

そ
れ
が
こ
の
地
区
に
お
け
る
境
界
裁
定
と
な
っ
て

い
る
。

『
一
宮
庫
の
大
絵
図
引
合
せ
点
検
せ
し
め
し
処

山
婆
録
、

経
塚
平
之

を
絵
図
面
に
載
す
と
難
も
、

峰
分
け
の
山
貌

K
相
み
へ
候
。
信
州
百
姓
山
中
帥
問
、

山
婆
獄
の
端
よ
り
、
越
後
へ
向
う
山
の
半
腹
へ
見
下
し
、
立
木
の
中
仁
名
所
合
一

称
し

又
越
後
に
て
中
の
平
と
唱
候
山
の
腹
を
経
塚
平
と
名
付
、
見
荷
位
オ
ド
レ
杓

当
の
旨
之
を
申
し
、

又
斑
山
の
儀
、

大
絵
図
書
載
の
由
之
を
申
す
と
態
。

ι.

切
不
相
見
、

越
後
国
大
絵
図

K
は、

斑
尾
山

K
有
之
、

信
越
国
場
峰
分
に
私
引
い
十

之
候
。
経
塚
平
は
信
州
大
絵
図
に
有
之

峰
分
の
山
貌

κ相
自
竹
之
候
処

札
民
団
俳
人

訴
侯
峰
分
水
落
に
も
含
相
遣
、
英
外
証
文
、
証
拠
無
之
上
は
信
州
石
焼
防
れ
一
敏

、"“，
立
一
一
と
し
て
信
州
百
姓
の
現
状
を
中
心
と
寸
る
主
張
を
排
し
て
い
w

る。

こ
の
よ
う

K
、
こ
の
地
区
の
国
境
紛
争
が
信
州
小
谷
村
戸
土
・
将
棋
J

中
駿

=
一
部
蕩
と
越
徒
側
と
の
国
境
紛
争
と
は
反
対

K
、
信
州
側
が
敗
れ
て
レ
る
。
そ

れ
は
い
w

う
ま
で
も
な
く
、
謙
信
時
代
に
お
け
る
鱈
後
側
め
積
絡
的
な
進
出
が
あ

- 1 1ー

っ
た
と
い
w

う
厳
然
た
る
歴
史
的
事
実
が
あ
っ
た
の
で
紘
一
後
側
が
勝
訴
と
な
「
た
。

し
か
し
、

」
の
と
き
す
で
に
信
州
側
は
水
落
ち
境
を
越
え
て

富
島
民
地
区
を
む

州
領
と
し
て
お
り

さ
ら
に

越
後
四
開

K
進
出
し
よ
う
と
し
た
と
き

K

幕
府

得

mu

裁
決
は
こ
れ
に
対
し
て
き
わ
め
て
公
正
に
数
決
し
た
も
の
と
し
て
存
u

目
さ
れ

る。

「
越
後
よ
り
申
会
候
黒
倉
山
・
レ
け
鳥
屋
山
・
鳥
屋
師
陣
・
斑
尾
山
・
続
一
瞬

水
落
方
角
と
も
全
特
ム
U

候
U

E

不
残
大
絵
図

κ之
を
載
す
。
論
外
迄
、

蜂
介
、

あ
っ
て
越
後
の
百
姓
の
い
w

い
分
は
正
し
い
ー
も
の
と
さ
れ
た
。

韓事

一
何
回
州
側
の
主
張
す
る
正
長
(
一
四
二

λ
)

-
文
安
(
一
四
回
目

t

ま
た
、

四
時
人
)

め
証
文
を
否
定
し
て
『
正
長
・
文
安
め
証
文
の
図
面
に
て
は
広
明
な

れ
と

信
州
の
百
姓
之
を
申
す
と
難
も
、
俸
か
の
よ
広
告
-
所
に
て

持
減
有
之
、



国
埼
の
塚
と
も
不
相
界
一
候
、

ヨJ

針
い
が
止
絞
儀
誠
一
飯
石
段
吟
机
一
銃
一
ね
泣
L

日
中
之
』
か

か
る
歴
史
的
事
実
と
と
も

K
、
現
宰
十
(
め
国
埼
め
実
能
ん
か
ら
次
め
よ
ろ
に
国
同
視
を

定
め
た
。

『
黒
倉
山
・
松
倉
山
・
南
山
の
頂
上
谷
切
侯
処

察
平
と
健
一
ん
方
之
を

取
す
上
は
両
山
の
境
【
分
明
に
候
、

国
境
の
儀
由
一
山
倉
山
、

松
倉
山
・
い
け
鳥
屋
山

-
鳥
屋
峰
・
斑
尾
山
・
袴
峰
、

信
越
両
国
の
鳴
に
判
制
定
め
絵
図
の
一
回
、

星
…
筋
を

コ
ワ
き
c
、
各
印
判
を
加
へ
齢
見
方
へ
下
置
之
候
永
年
相
{
寸
者
也
。
元
株
十
五
年
壬
午

un 

付
十
四
名
(
略
、
)
』

十
一
月
二
十
二
日

戸

田

備
前

か
ぐ
し
て

一
元
禄
一
五
年
以
後

そ
れ
が

誠
一
後
・
信
濃
両
国
境
は
定
ま
り

明
治
の
種
目
市
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
、

新
潟
・
長
野
両
県
が
設
定
さ

れ
た
。

そ
の
結
果
、
富
倉
地
区
に
お
い
w

て
長
野
県
め
領
域
が
新
潟
県
に
突
出
し

た
形
と
な
う
て
い
、
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
岡
県
の
間
一
二
中
"
が
か
か
る
水
落

身
内
一
埼
を
否
定
寸
る
県
境
を
示
し
て
い
w

る
こ
と
は
、
今
目
新
し
い
地
被
問
題
と
な

こ
の
地
区
に
お
い
て
地
区
を
貫
流
す
る
長
沢
川
は
そ

っ
て
レ
る
。
す

J

な
わ
ゆ
円

の
名
称
の
一
示
す
よ
ろ
に
、

新
潟
県
旧
長
沢
一
れ
い
か
ら
由
来
す
る
よ
う
に
本
来
同
一

の
一
行
政
留
で
あ
る
べ
き
河
川
が
上
流
は
長
野
沼
市
の
管
轄
、
中
下
流
は
新
潟
県
の

河
川
対
策
に
お
レ
て
も
一
貫
性
を
嗣
叫
し
繁
レ
。

管
轄
と
な
っ
て
い
て
、

い
わ
ん

五b

こ
の
長
沢
川
の
上
流
は
河
川
侵
食
が
す
す
み
、
下
刻
作
用
め
結
果
渓
谷
と

中
・
下
流
で
は
日
間
谷
が
浅
く
そ
の
た
め
洪
水
の
た
び

K
土

併
の
流
出
が
は
げ
し
く
、
そ
の
た
び
に
道
路
に
氾
濫
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
っ
て
い
切
る
の

K
、

か
く
し
て
、

抜
本
的
な
治
山
治
水
の
た
め
に
、
一
向
田
閉
め
堅
密
な
協
調
が
市
出
土
ま

れ
な
が
ら
現
行
制
度
の
も
と
で
は
容
易
に
宰
、
現
で
き
な
い
。
た
だ
、

現
実
の
住

民
生
活
に
お
い
て
は
、
飯
山
市

K
編
入
さ
れ
て
以
来
(
昭
二
九
年
八
月
一
白
)

道
路
も
整
備
さ
れ
、
冬
季
も
径
…
雪
道
路
と
な
っ
て
長
野
県
側
と
の
連
絡
は
途
絶

す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、

新
潟
県
側
め
長
沢
部
落
が
冬
季
積
雪
期

田
川
は
完
全
一
K
孤
立
す
る
と
い
二
J

現
秋
は
、

新
馬
県
め
へ
き
勉
に
判
別
す
る
鈍
策
一
か

長
野
田
打
に
比
し
て
著
し
い
遅
れ
を
み
せ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
近
世

以
来
越
後
側
の
消
極
的
な
態
度
の
表
現
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
糸
魚
川

市
と
小
谷
村
の
場
合
に
一
不
さ
れ
た
の
と
は
正
反
対
で
あ
る
。

こ
の
地
区
に
対
す
る
長
野
県
側
の
積
極
的
な
動
き
は
、

飯
山
市
の
山
間
地
区

を
対
象
と
す
る
第
二
の
軽
井
沢
村
の
建
設
を
意
図
し
、

観
光
一
行
政
を
推
進
し
ょ

う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
レ
る
。
こ
と
に
斑
尾
山
の
高
原
開
発
キ
一
一
訂
長

し
て
レ
る
現
在
、

る
で
あ
ろ
う
。

両
県
の
接
触
は
今
後
新
し
レ
課
題
を
生
み
だ
す
と
と
に
も
な

以
上(五)

ま

と

め

今
日
わ
が
国
に
お
け
る
県
境
に
お
け
る
疑
念
の
一
絡
会
一
明
p

勺
か
に
し
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て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

山
福
間
・
佐
賀
商
圏
閉
め
県
埼
問
題
は
国
道
一
の
品
h
l
m
m
k
伴

う
交
通
の
発
達
に
よ
っ
て
、

新
し
い
w

観
光
開
発
が
問
題
合
一
表
面
化
し
た
も
め
で

あ
る

o
m新
潟
県
と
長
野
県
と
の
県
境
問
題
に
つ
レ
て
は

戸
土
・
締
珊
炉
一
・
中

陵
地
区
.

関
川
地
区
、
富
倉
地
区

K
つ
レ
て
は
著
し
い
、
不
自
作
な
由
早
川
均
一
一
と
な
「

J

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

K
し
た
。
こ
れ
ら
は

レ
ず
れ
も
歴
安
酌
島
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