
四
谷
林
業
と
そ
の
地
理
学
的
意
義

松

村

安

一
、
序

論

か
つ
て
良
質
材
を
生
産
し
た
四
谷
林
業

(

1

)

は
都
市
化
の
波
に
洗
わ
れ
て
消
滅
し
、
現
在
は
た
だ
名
称
を
残
す
だ
け
で
幻
の
林
業
と
な
っ

四谷林業とその地理学的意義

て
し
ま
っ
た
。

四
谷
丸
太
と
い
う
の
は
通
直
で
光
沢
が
あ
り
、
そ
の
切
口
は
正
円
に
近
く
、
無
節
ま
た
は
上
小
節
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
本
の
立
木
か
ら

二
本
な
い
し
三
本
の
柱
材
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

一
本
の
柱
の
本
口
と
末
ロ
と
で
一
聞
に
つ
い
て
直
径
一
分
程
度
と
ほ
と
ん
ど
差
が

な
か
っ
た
。
そ
の
生
産
目
標
は
磨
丸
太
が
中
心
の
ほ
か
、
垂
木
・
禄
け
た
・
舟
梓
・
旗
梓
・
建
築
用
足
場
丸
太
を
も
産
し
た
。

四
谷
丸
太
の
柱
材
は
か
つ
て
関
東
を
代
表
す
る
ス
ギ
の
良
質
材
で
市
場
で
高
く
評
価
さ
れ
、
北
山
の
磨
丸
太
・
吉
野
の
洗
丸
太
と
肩
を

な
ら
べ
た
と
い
う
が
ハ
Z
V

明
治
初
期
に
必
ず
し
も
そ
う
高
く
評
価
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た

2
u。
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こ
の
消
滅
し
た
四
谷
林
業
の
生
産
構
造
と
立
地
を
検
討
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、
先
学
の
業
績
を
中
心
に
そ
の
本
質
を
再
検
討
す

る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
四
谷
林
業
が
良
質
材
生
産
に
特
色
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
都
市
近
郊
林
業
の
面
を
も
っ
て
い
た
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が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

ニ
、
四
谷
林
業
の
変
遷

四
谷
林
業
の
起
原
を
明
ら
か
に
し
た
文
献
は
、
管
見
で
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
。
俗
説
と
し
て
は
元
禄
一

O
年
(
一
六
九

七
)
四
谷
塩
町
に
炭
真
木
問
屋
、
四
谷
伝
馬
町
に
植
木
屋
材
木
屋
が
あ
り
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
た
木
材
を
四
谷
丸
太
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

ィ
、
起
原

と
い
い
(
と
、
文
政
期
に
は
四
谷
林
業
の
名
称
が
定
着
し
て
い
た
す
な

し
か
し
実
際
の
産
地
に
関
し
て
述
べ
た
も
の
が
少
な
く
、
詳
細
は

不
明
で
あ
る
。

ロ
、
近
世
に
お
け
る
発
展

寛
政
七
年
(
一
七
九
四
〉

に
古
河
古
松
軒
は
そ
の
著
書
の
中
で
、
「
武
蔵
野
新
田
所
は
広
大
な
る
事
に
て
、

地
面
不
相
応
に
人
家
少
な
く
、
此
故
に
雑
木
林
打
続
き
良
材
最
多
し
」
、
「
荏
原
郡
を
平
均
し
土
地
す
べ
て
宜
し
か
ら
ず
、
土
質
黒
く
灰
の

如
く
な
る
故
、
少
し
強
き
風
に
は
吹
ち
ら
し
運
行
も
な
り
が
た
く
、

五
穀
の
育
悪
く
し
て
実
る
所
も
少
く
、
畑
在
所
数
多
に
て
民
家
の
も

ゃ
う
宜
し
か
ら
ず
」
と
い
い
、

豊
島
郡
は
右
の
二
郡
に
比
較
し
て
大
い
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
す
)
。

こ
の
よ
う
に
郡
に
よ
っ

て
異
な
る
が
土
地
生
産
力
の
差
と
経
営
規
模
の
大
き
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

文
化
九
年
(
一
八
二
一
)

に
坂
場
流
謙
は
「
四
ッ
谷
宿
よ
り
玉
川
迄
拾
里
、
甲
州
海
道
也
、
比
所
野
土
多
く
貧
民
多
し
、
此
所
よ
り
槻

丸
太
杉
丸
太
江
戸
へ
商
買
す
」
と
か
、
下
板
橋
か
ら
江
戸
の
間
で
「
山
沢
之
杉
桧
よ
し
、
栂
を
植
て
良
材
を
生
す
る
故
貧
人
少
し
」
と
述

ベ
、
前
者
同
様
都
市
近
郊
に
お
い
て
林
業
が
成
立
し
、
そ
こ
に
地
域
差
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
(
7
u
。

「
四
谷
丸
太
と
て
四
谷
新
宿
(
内
藤
新
宿
)
よ
り
一
里
ほ
ど
左
右
之
在
、
不
毛
の
平
地

に
よ
く
生
え
、
柱
位
に
な
り
た
る
を
伐
て
江
戸
へ
出
し
、
皮
を
は
ぎ
て
み
が
け
ば
吉
野
丸
太
の
磨
き
て
床
の
間
の
柱
に
用
る
位
に
紛
ふ
様

」
れ
よ
り
詳
述
し
て
い
る
の
は
大
一
蔵
永
常
で
、
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図

1~2 
圏 3

図 1 東京西郊における杉丸太，薪炭の生産 (1872)

1.年産100円以下， 2.同101 1.年産100円以下， 2.同101
-300円， 3.同301円以上 -300円， 3.円301同以上

大円 1点50円，小円 1点10円

な
る
木
肌
な
り
。
此
地
は
平
面
に
し
て
、
土
は
黒
ぼ
こ

な
ど
の
か
る
き
山
土
に
似
て
、
田
は
ま
れ
に
畑
が
ち
に

て
下
土
也
。
然
れ
ど
も
右
柱
に
取
ば
か
り
に
て
、
大
材

は
す
く
な
し

(
B
U

」
と
武
蔵
野
台
地
の
生
産
力
の
低
い
と

」
ろ
に
成
立
し
、
そ
の
目
標
を
小
径
木
生
産
に
お
い
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
栽
培
技
術
や
経
営
基

盤
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

江
戸
の
北
郊
や
西
郊
の
植
木
屋
が
吉
野
林
業
の
技
術

を
学
び
、
こ
れ
を
那
須
林
業
の
発
展
に
貢
献
し
た
興
野

隆
政
の
祖
父
に
伝
え
た
よ
う
に
(
乙
、
同
じ
江
戸
で
あ
る

か
ら
植
木
屋
か
ら
材
木
商
を
通
じ
て
、
逆
に
出
入
す
る

生
産
者
に
そ
の
技
術
が
拡
ま
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ハ
、
近
代
に
お
け
る
発
展
と
衰
退

明
治
は
じ
め
の

資
料
は
同
五
年
(
一
八
七
二
)

の
も
の
で
あ
る
布
三
こ

れ
を
昭
和
八
年
東
京
都
三
五
区
制
以
前
の
行
政
区
画
に

落
し
て
作
製
し
た
の
が
図
1
A
-
B
で
あ
る
。

A
は
杉

丸
太
の
、

B
は
薪
・
木
炭
の
そ
れ
ぞ
れ
産
額
を
示
し
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た
。
杉
丸
太
は
旧
東
京
市
に
接
す
る
淀
橋
・
渋
谷
二
ケ
町
と
練
馬
(
板
橋
区
の
ち
練
馬
区
)

-
杉
並
・
和
田
堀
内
(
と
も
に
杉
並
区
)
一
二

ケ
町
が
主
で
、
前
二
ケ
町
は
旧
東
京
市
に
接
す
る
薪
生
産
地
域
に
、
後
三
ケ
町
は
外
側
の
薪
生
産
地
域
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。

図
1
B
の
示
す
薪
の
生
産
は
、
旧
東
京
市
に
接
す
る
西
巣
鴨
(
豊
島
区
)

-
千
駄
谷
・
渋
谷
(
と
も
に
渋
谷
区
)
三
ケ
町
村
で
行
わ

れ
、
そ
の
外
側
に
板
橋
町
を
除
く
環
状
空
白
地
帯
を
へ
だ
て
て
、
生
産
地
域
が
広
く
展
開
す
る
。
北
部
の
中
心
は
杉
並
・
和
田
堀
内
両
町

で
、
北
は
野
方
町
(
中
野
区
」

か
ら
松
沢
村
(
世
田
谷
区
)

に
及
ぶ
も
の
で
、
南
部
で
は
玉
川
村
(
世
田
谷
区
)
が
中
心
で
あ
る
。

木
炭
は
図
中
ド
ッ
ト
で
示
し
た
が
、
杉
丸
太
地
域
を
は
さ
ん
で
世
田
谷
町
と
大
泉
・
石
神
井
二
ケ
村
(
と
も
に
板
橋
区
の
ち
に
練
馬
区
)

と
で
生
産
さ
れ
た
。
こ
れ
は
多
摩
丘
陵
か
ら
武
蔵
野
台
地
に
か
け
て
の
黒
川
炭
生
産
地
の
東
端
に
当
る
。
例
え
ば
こ
こ
に
近
い
上
仙
川
村

外
一
四
ケ
村
で
も
慶
応
元
年
(
一
八
六
七
)
生
産
の
記
録
が
あ
る
。

そ
の
後
明
治
一
七
年
(
一
八
八
四
)

に
は
四
谷
林
業
は
、
杉
並
・
井
荻
・
高
井
戸
三
ケ
村
が
中
心
で
東
・
北
多
摩
、
南
・
北
豊
島
、
新

座
、
荏
原
各
郡
に
ま
た
が
っ
て
武
蔵
野
台
地
で
広
く
行
わ
れ
た
が
、
当
時
は
一
時
的
に
せ
よ
激
減
し
て
、
維
新
前
の
三

0
1四
O
パ

l
セ

ン
ト
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
よ
り
さ
き
こ
の
状
態
を
憂
え
た
東
京
府
当
局
は
、
そ
の
復
興
の
た
め
に
協
力
し
て
、
各
郡
に
山
林

地
主
に
組
合
を
設
立
し
て
惣
代
を
選
出
さ
せ
、
組
合
員
に
経
営
上
の
質
疑
に
答
え
た
り
、
指
導
協
力
し
た
り
し
た
。
ま
た
彼
等
組
合
員
に

勧
め
て
明
治
一
四
年
の
秋
か
ら
毎
年
一
固
な
い
し
二
回
山
林
会
を
開
か
せ
、
山
林
経
営
の
講
習
を
行
な
っ
て
技
術
や
経
営
法
を
指
導
し
た

結
果
、
次
第
に
回
復
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
白
u
o

田
谷
林
業
は
近
郊
林
業
の
た
め
に
経
済
的
変
動
を
大
き
く
受
け
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
限
ら
ず
自
然
の
苗
で
も
大
打
撃
を
受
け
た
。
そ
れ

は
明
治
二
五
年
(
一
入
八
二
)
こ
ろ
か
ら
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
ス
ギ
の
赤
枯
病
が
、
同
三

O
年
こ
ろ
猛
威
を
た
く
ま
し
く
し
た
こ
と
で
あ

n
m
H
n
m
m匂
O
B
n
弓
宮
O
B
m
H
E
O

る
。
そ
の
菌
が

E
H
O
B白
日

可

也

S
S
R
-
E
同
担
当
mwHHHCEW
H
M
何
回
同
同
日
。
江
由

ω}岡
山

E
E口
同
司
・
回
開

zzw



ω出
回
同
州
〉
戸
冨
U
B
2
1
5
m
H
m口問

nH可同
V
S
S
R
-
s
ω
出
口
N
K
F
H
Z

出
K
F
M
N
〉

の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
稚
樹
か
ら
成
木
ま

で
十
分
防
除
の
態
勢
、
が
整
わ
な
か
っ
た
だ
け
に
、
大
き
く
被
害
を
受
け
た

2
3
こ
の
こ
ろ
さ
ら
に
木
材
価
格
の
暴
落
や
地
価
の
暴
騰
が
あ

っ
て
造
林
意
欲
を
そ
が
れ
、
あ
る
も
の
は
造
林
を
中
止
し
た
り
孟
宗
竹
林
の
経
営
に
転
じ
た
り
、

ま
た
あ
る
も
の
は
林
業
を
継
続
し
よ
う

と
し
た
が
苗
木
の
自
家
生
産
を
中
止
し
て
安
行
か
ら
求
め
た
り
す
る
な
ど
、
そ
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
S
Y

こ
の
後
の
変
迂
を
示
す
直
接
の
資
料
を
欠
く
の
で
、

民
有
有
租
地
の
山
林
面
積
の
変
化
を
辿
っ
た
の
が
図
2
で
あ
る
立
〉
。

そ
れ
は
荏

原
・
豊
多
摩
・
北
豊
島
三
郡
(
図
中
の
上
部
の
太
線
)
と
、
荏
原
郡
か
ら
世
田
谷
・
目
黒
両
区
、
豊
多
摩
郡
か
ら
杉
並
区
、
北
豊
島
郡
か

ら
板
橋
区
(
昭
和
二
入
年
練
馬
区
分
離
)
を
と
っ
て
図
示
し
た
の
が
細
線
で
あ
る
。

郡
中
豊
多
摩
郡
で
は
大
正
元
年
(
一
九
一

O)
一
年
だ
け
の
現
象
で
あ
る
が
、
七
回
町
歩
の
減
少
を
み
た
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
在

四谷林業とその地理学的意義

原
郡
で
は
昭
和
一

O
年
に
一
四

O
町
歩
急
増
し
た
が
、
そ
の
原
因
が
不
明
で
あ
る
。

」
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
三
郡
の
傾
向
を
み
る
と
、
北

豊
島
郡
は
昭
和
二
ハ
年
ま
で
ほ
ぼ
一
定
の
比
率
で
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
残
り
の
こ
郡
は
大
正
三
年
ま
で
同
様
の
傾
向
に
あ
る

が
、
そ
の
翌
年
か
ら
の
減
少
が
は
な
は
だ
し
く
、
豊
多
摩
郡
は
そ
の
傾
向
が
昭
和
二
ハ
年
ま
で
続
い
た
の
に
対
し
、
荏
原
郡
で
は
前
述
の

急
増
が
あ
っ
た
た
め
に
両
者
の
中
聞
に
位
置
す
る
。

こ
れ
を
四
つ
の
代
表
区
に
つ
い
て
み
る
と
、
目
黒
区
は
早
く
か
ら
山
林
が
減
少
し
て
専
業
経
営
対
象
に
な
り
得
な
か
っ
た
例
と
し
て
、

そ
の
終
末
形
態
を
示
す
意
味
で
こ
れ
を
挙
げ
た
。
す
な
わ
ち
明
治
四

O
年
(
一
九

O
七
)

に
は
ス
ギ
の
挽
材
だ
け
で
二
七
五
七
五
円
の
産

額
が
同
四
四
年
に
五
九
人

O
円
、
大
正
二
二
年
こ
九
二
四
)

に
は
マ
ツ
な
ど
も
加
え
て
三

0
0
0円
に
減
少
し
て
い
る
。
杉
並
区
は
一

285 

時
的
激
減
、
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
年
々
へ
っ
て
行
く
割
合
は
豊
多
摩
郡
に
比
較
す
る
と
少
な
い
。
世
田
谷
区
も
同
様
の
傾
向
で
は
あ
る
が

桜
並
豆
に
比
較
す
る
と
少
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
北
豊
島
郡
内
で
の
山
林
の
減
少
率
が
小
さ
く
、
と
く
に
板
橋
区
は
郡
の
一
般
傾
向
以
上
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に
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
杉
並
区
で
の
聴
取
に
よ
る
と
、

四
谷
林
業
の
造
林
は
大
体
大
正
末
年
こ
ろ
が
最
後
で
、
現
在
そ
の
伐
採

が
す
で
に
終
っ
て
良
質
材
の
生
産
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

ニ
、
存
在
形
態

こ
の
状
態
を
大
正
六
年
陸
地
測
量
部
発
行
の
五
万
分
の
一
の
地
形
図
東
京
西
北
部
図
幅
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
は

林
相
図
で
は
な
い
か
ら
必
ず
し
も
樹
種
が
正
確
で
は
な
く
、

ま
た
区
分
も
針
葉
樹
林
・
針
広
混
交
林
・
広
葉
樹
林
の
程
度
で
、

ス
ギ
林
を

明
示
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
統
計
上
で
は
針
葉
樹
の
中
に
マ
ツ
・
ア
ス
ナ
ロ
・
モ
ミ
を
含
む
に
し
て
も
そ
の
量
が
き
わ
め
て
少
な
い
の

で
、
全
体
的
に
私
有
人
工
林
を
ス
ギ
林
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
考
察
す
る
と
林
地
は
い
づ
れ
も
非
常
に
小
さ
い
団
地

で
、
ま
と
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
な
い
。

や
や
大
き
い
の
は
社
寺
林
で
、

」
う
し
た
と
こ
ろ
に
ス
ギ
以
外
の
針
葉
樹
が
み
ら
れ
る
に
過
ぎ
な

ぃ
。
点
散
す
る
零
細
林
地
が
民
有
で
、

一
ケ
所

0
・一
l
l

一・

O
町
程
度

a
x
g
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
符
節
が
合
う
。

四谷林業とその地理学的意義

ス
ギ
林
は
台
地
面
に
も
存
在
す
る
が
、
谷
壁
に
も
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
り
針
葉
樹
林
に
限
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
広
葉
樹
林

は
台
地
面
に
多
い
よ
う
で
、
こ
れ
ら
に
混
交
林
を
加
え
て
武
蔵
野
の
景
観
を
構
成
し
た
。

」
れ
ら
は
ま
た
屋
敷
林

B
x
g
・
雑
木
林
・
防

風
林
の
形
を
と
っ
た
り
、
収
穫
形
態
か
ら
み
れ
ば
用
材
林
・
薪
炭
林
・
落
葉
採
取
林
に
区
分
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
(
目
。

元
来
武
蔵
野
台
地
の
一
次
林
は
暖
帯
常
緑
樹
林
の
カ
シ
林
で
、

た
び
た
び
の
野
火
・
開
墾
に
よ
っ
て
二
次
林
と
な
り
、

コ
ナ
ラ
・
グ
リ

-
ク
ヌ
ギ
・
イ
ヌ
シ
デ
・
ヤ
マ
ハ
ン
ノ
キ
・
エ
ゴ
ノ
キ
な
ど
が
主
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
ア
カ
マ
ツ
・
ヒ
ノ
キ
・
ス
ギ
・
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
高

シ
ラ
カ
シ
・
ア
ラ
カ
シ
・
シ
イ
・
エ
ノ
キ
・
ナ
ラ
類
・
ニ
レ
類
な
ど
を
低
木
層
と
す
る
林
叢
で
あ
っ
た
自
)
。

木
層
、

三
、
技
術
的
構
造
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ィ
、
自
然
環
境

四
谷
林
業
の
展
開
し
て
い
る
武
蔵
野
台
地
は
、
石
神
井
池
・
三
宝
寺
池
・
善
福
寺
池
・
井
ノ
頭
池
を
結
ぶ
線
以
東
は
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こ
れ
を
刻
む
河
谷
が
発
達
し
て
い
る
。
そ
の
谷
は
浅
く
聞
け
、
谷
壁
は
緩
斜
面
の
と
こ
ろ
へ
台
地
面
か
ら
運
ば
れ
た
土
壌
が
厚
く
、
地
下

水
が
比
較
的
高
く
て
土
壌
水
分
に
富
ん
で
い
る
。
そ
の
線
の
西
側
は
谷
の
密
度
も
小
さ
い
上
に
、
地
表
か
ら
地
下
水
面
ま
で
遠
く
、
必
ず

し
も
ス
ギ
の
生
育
に
恵
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
な
い
か
ら
、
そ
の
対
策
を
立
て
な
い
と
そ
の
被
害
が
甚
大
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

武
蔵
野
台
地
の
気
候
は
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
に
適
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
被
害
を
も
た
ら
す
も
の
が
な
い
で
も
な
い
。
そ
の
一
は

冬
季
寒
冷
な
空
気
が
停
滞
し
て
索
、
害
が
起
り
、
稚
樹
が
枯
死
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
林
木
が
相
当
生
長
し
、
そ
の
林
分
に
マ
ン
ト
植
物

や
ソ
デ
植
物
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
害
も
あ
る
程
度
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
が
、
稚
樹
の
場
合
は
と
く
に
被
害
が
多
い
。
石
神
井

と
井
ノ
頭
を
結
ぶ
線
か
ら
東
は
、
台
地
に
河
谷
が
入
り
こ
み
、
台
地
上
に
は
屋
敷
林
を
も
っ
集
落
が
多
く
散
在
し
た
り
、
畑
地
に
防
風
林

が
あ
っ
て
、
以
西
の
広
い
台
地
面
の
わ
ず
か
に
低
い
土
地
に
み
ら
れ
た
霜
道
あ
る
い
は
霜
穴
で
は
よ
り
被
害
が
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
定
す
る
。

そ
の
二
は
冬
季
太
平
洋
岸
の
乾
燥
に
よ
っ
て
、
台
地
表
面
の
ロ

l
ム
層
か
ら
の
蒸
発
が
さ
か
ん
で
あ
る
。
そ
れ
は
植
林
し
て
一
・
二
年

し
か
た
た
ず
、

ま
だ
十
分
根
を
張
っ
て
い
な
い
稚
樹
に
と
っ
て
は
苛
酷
な
条
件
と
な
る
。
こ
の
地
は
往
々
過
度
の
乾
燥
に
見
舞
わ
れ
る

が
、
こ
れ
に
低
温
が
作
用
す
る
と
一
層
寒
窓
口
を
受
け
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
三
は
春
さ
き
の
降
雪
と
台
風
の
襲
来
で
、
そ
の
被
害
、
が
大
き
い
。

近
野
錬
作
が
府
中
町
(
現
府
中
市
)
山
谷
に
お
い
て
破
究
し
た
結
果
に
よ
れ
ば
ハ
む
、
土
層
が
厚
く
肥
沃
の
地
に
植
え
ら
れ
た
ス
ギ
は
、

恵
ま
れ
な
い
土
地
の
も
の
よ
り
も
寒
筈
を
受
け
に
く
く
、
霜
柱
の
窓
口
や
防
風
林
の
あ
る
と
こ
ろ
で
も
被
害
が
軽
微
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
方

で
は
低
温
の
こ
と
が
あ
る
こ
の
よ
う
な
気
候
に
影
響
さ
れ
て
独
特
な
栽
培
技
術
が
生
れ
た
。

て
栽
培
技
術

2
x
n
x幻
X
M
X
お
〉
(
哲
・
種
苗

四
谷
林
業
で
は
種
百
を
自
家
生
産
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
種
子
採
取
は
林
木
の
伐
期
が



比
較
的
早
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
求
め
に
く
い
。
そ
れ
で
地
ス
ギ
の
成
績
が
よ
い
と
こ
ろ
や
、
屋
敷
林
中
の
五
、
六

O
年
生
の
も
の
か
ら

一
一
月
上
旬
に
と
る
か
、

一
二
月
下
旬
に
熱
し
て
落
ち
た
の
を
集
め
る
。
ま
た
付
近
の
第
六
天
神
社
の
神
社
林
の
老
木
か
ら
も
と
っ
た

が
、
府
中
大
国
魂
神
社
や
遠
く
高
尾
山
か
ら
も
と
っ
た
。
赤
枯
病
流
行
後
は
、
別
の
品
種
に
耐
病
性
が
あ
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
安
行
か

ら
も
苗
木
を
求
め
た
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

苗
床
は
幅
三
尺
、
長
さ
九
尺
、
深
さ
七
八
寸
に
耕
し
、
施
肥
後
一

O
臼
ほ
ど
経
っ
て
砕
土
し
、
こ
こ
へ
三
日
ほ
ど
浸
水
し
た
種
子
を
四

合
ほ
ど
蒔
く
。
そ
の
上
に
薄
く
覆
土
す
る
か
、
わ
ら
を
ま
い
て
細
竹
で
お
さ
え
る
。
三
週
間
後
発
芽
す
る
と
日
覆
い
を
作
り
、
夏
は
北
、

冬
は
南
に
聞
き
、
昔
は
も
み
が
ら
が
き
り
わ
ら
を
、
苗
が
み
え
な
く
な
る
ま
で
散
布
し
て
寒
さ
を
防
い
だ
。
翌
年
春
こ
れ
を
掘
り
出
し
て

床
替
え
を
す
る
。
苗
床
の
短
辺
三
尺
に
六
、
七
寸
の
距
離
に
、
食
指
と
中
指
で
穴
を
作
っ
て
苗
木
を
植
え
る
が
、
こ
れ
を
指
形
植
え
と
い

四谷林業とその地理学的意義

っ
た
。
ざ
ら
に
そ
の
翌
春
苗
聞
を
広
げ
て
も
う
一
度
移
植
し
、

四
年
目
に
は
傷
め
と
い
っ
て
苗
の
上
部
を
北
に
向
け
て
仮
植
す
る
が
、
こ

れ
は
山
出
苗
に
ひ
げ
根
の
発
生
を
促
進
す
る
も
の
で
、
苗
は
一
尺
二
、
三
寸
が
適
当
で
あ
っ
た
。

地
搭

林
地
は
ス
ギ
の
跡
地
が
最
も
よ
く
畑
地
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
雑
木
林
の
跡
地
で
は
生
育
が
最
も
不
良
で
あ
っ
た
。

ス
ギ
の
跡
地
も

三
代
以
上
経
た
も
の
が
よ
い
と
さ
れ
た
。
地
搭
え
と
し
て
は
伐
採
跡
地
を
箱
掘
り
と
い
っ
て
二
尺
ば
か
り
掘
り
返
し
て
か
ら
、
根
取
り
と

い
っ
て
根
株
・
細
根
を
取
り
除
き
、
土
を
天
地
返
し
を
す
る
。

植
栽

四
月
上
旬
に
ス
ギ
苗
を
正
条
植
に
し
た
が
一
辺
三
・
五
尺
の
方
形
に
植
え
る
と
一
町
歩
当
り
入
入

O
O本
、
三
・
五
尺
に
四
尺

の
と
き
は
七
七

O
O本
、
方
四
尺
で
六
七
五

O
木
、
四
尺
に
四
・
五
尺
で
六

0
0
0本
で
あ
っ
た
が
、
や
せ
地
で
は
伐
期
が
短
く
、
肥
沃
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地
で
は
長
伐
期
で
密
植
と
し
た
。

維
新
前
は
苗
木
の
植
栽
前
、
両
三
年
ア
イ
・
ダ
イ
ズ
な
ど
を
耕
作
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
地
捺
え
の
と
き
に
根
片
・
塵
芥
を
埋
め
た
の
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が
腐
敗
す
る
ま
で
待
つ
意
味
が
あ
っ
た
が
、
明
治
二
五
年
地
租
改
正
の
こ
ろ
か
ら
、
伐
採
跡
地
へ
す
ぐ
に
ス
ギ
を
植
え
た
。
ま
た
}
年
ほ

ど
オ
カ
ボ
・
オ
オ
ム
ギ
・
ソ
パ
・
ア
ワ
・
ヒ
エ
を
作
り
、
次
年
に
サ
ト
イ
モ
を
作
っ
て
、
二
年
三
作
な
い
し
四
作
の
耕
作
を
し
た
。

な
お
補
植
は
翌
年
に
限
っ
て
一
町
歩
当
り
二
五

O
本
程
度
植
え
た
。

保
育

植
栽
し
た
年
の
冬
に
霜
柱
が
立
つ
よ
う
に
な
る
と
、
根
伏
せ
と
い
っ
て
隣
合
っ
た
苗
木
の
先
端
を
一
'
つ
に
し
ば
り
、
こ
れ
に
土

を
寄
せ
て
翌
春
彼
岸
ま
で
埋
め
た
。
下
刈
は
年
一
回
が
普
通
で
、
二
三
回
の
こ
と
も
あ
る
が
、

五
年
く
ら
い
続
け
た
。

防
止
す
る
た
め
に
雪
落
し
あ
る
い
は
雪
起
し
を
し
た
り
、
強
風
の
折
は
梢
が
か
ら
み
合
う
の

で
、
手
入
れ
す
る
要
が
あ
っ
た
し
、
植
栽
後
三
四
年
は
根
く
く
り
と
て
根
も
と
に
土
寄
せ
し
て
、
そ
の
動
揺
を
防
ぐ
こ
と
も
あ
っ
た
。
さ

ら
に
ニ
列
に
一
条
の
割
で
溝
を
作
り
、
畔
切
り
と
い
っ
て
そ
こ
に
ふ
ギ
わ
ら
か
落
葉
を
埋
め
て
肥
料
と
し
た
。
こ
れ
は
供
給
量
の
関
係
か

ま
た
春
雪
に
よ
る
被
害
、
が
多
い
の
で
、

ら
一
団
地
に
施
肥
す
る
の
に
二
年
な
い
し
三
年
か
か
っ
た
が
、
地
元
で
は
読
菜
栽
培
と
同
じ
よ
う
に
手
聞
が
か
か
り
、
極
め
て
集
約
的
だ

と
い
っ
て
い
る
。

枝
打
は
植
栽
後

-
O年
な
い
し
-
五
年
た
っ
て
か
ら
根
技
を
下
ろ
し
、
そ
の
後
は
三
年
に
一
回
の
割
で
行
っ
た
。
も
し
五
年
も
聞
を
お

〈
と
、
こ
の
枝
は
死
節
に
な
っ
て
材
質
が
悪
く
な
る
。
枝
打
を
す
る
と
生
長
が
抑
制
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
は
幹
の
断
面
が
正
円
と

な
り
、
年
輪
が
密
に
な
っ
て
材
質
が
よ
く
な
る
。
林
木
が
生
長
す
る
に
従
い
、

は
じ
め
は
梯
子
を
用
い
た
が
、
後
に
は
木
鍵
を
つ
け
た
こ

本
の
綱
を
う
ま
く
使
用
し
、
木
か
ら
木
へ
移
り
な
が
ら
一
度
に
三
本
づ
っ
枝
を
下
ろ
し
た
。

落
し
た
枝
葉
は
明
治
中
こ
ろ
ま
で
は
、
浴
場
の
燃
料
と
し
て
商
品
性
を
も
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
そ
の
価
値
を
失
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
雇一

傭
労
働
者
(
地
元
の
零
細
農
民
〕
は
根
株
な
ど
と
と
も
に
喜
ん
で
持
帰
っ
た
。
落
葉
な
ど
を
林
地
に
残
す
こ
と
は
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
他
人
が
掃
き
と
っ
て
行
く
の
で
、
自
分
が
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
。



収
穫

三
O
年
な
い
し
五

O
年
た
っ
て
伐
期
が
来
る
と
|
こ
れ
を
切
り
番
が
き
た
と
い
う
1

地
元
の
伐
出
資
本
(
材
木
商
で
近
世
は
筏

師
と
も
い
っ
た
)
が
所
有
者
を
訪
ね
個
別
的
に
交
渉
し
て
購
入
し
た
。

も
と
も
と
近
世
筏
師
は
世
田
谷
領
和
泉
・
大
蔵
・
岡
本
・
瀬
田
・
等
々
力
・
用
賀
、
稲
毛
領
登
戸
・
宿
河
原
・
宮
内
・
杉
、
府
中
領
下

仙
川
・
上
給
、

日
野
領
関
戸
・
蓮
光
寺
の
一
四
ケ
村
筏
師
組
合
が
結
成
さ
れ
て
い
た
く
ら
い
で
自
υ
、

た
と
え
こ
の
地
に
組
合
が
で
き
て

い
な
く
て
も
、
林
木
の
伐
出
や
流
通
に
つ
い
て
は
十
分
組
織
化
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
材
木
商
は
独
力
あ
る
い
は
木
場
商
人
の

協
力
が
容
易
に
得
ら
れ
る
状
態
に
あ
っ
て
、
素
材
を
木
場
や
前
述
の
四
谷
の
外
に
、
中
野
・
今
川
橋
・
花
川
戸
な
ど
に
も
出
し
て
い
た
。

柱
材
は
銘
木
で
装
飾
材
で
あ
る
か
ら
、
外
部
を
損
傷
す
る
と
用
を
な
さ
な
い
の
で
、
運
送
業
者
が
荷
車
一
台
に
五
、
六
本
の
せ
て
木
場
ま

で
陸
送
し
た
。
例
え
ば
安
政
四
年
こ
八
五
七
)

に
井
ノ
頭
の
御
林
か
ら
立
木
を
伐
出
し
た
と
き
、
牛
込
揚
場
ま
で
車
送
し
た
よ
う
に
(
号
、

近
世
朱
引
内
に
使
用
を
限
ら
れ
た
大
入
車
が
、
輸
送
に
貢
献
し
た
こ
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四谷林業とその地理学的意義

四
谷
林
業
で
は
枯
損
木
な
ど
を
除
伐
す
る
に
過
ぎ
ず
、
あ
ま
り
間
伐
を
行
わ
な
か
っ
た
の
で
、
優
勢
木
・
劣
勢
木
が
で
き
た
に
し
て

も
、
歩
止
り
は
大
き
く
、
二

O
年
伐
期
で
一
町
歩
当
り
九

O
O
-
-
0
0
0本
減
少
し
た
に
止
ま
る
。
収
穫
本
数
は
四

O
年
伐
期
で
三
三

0
0本
は
少
な
い
方
で
、

四
五
年
伐
期
で
四
五

O
O
l四
九

O
O本
も
の
収
穫
を
挙
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
前
述
の
ご
と
く
山
林
の
経
営

面
積
が
小
さ
か
っ
た
が
、
そ
の
中
で
ニ
・
三
本
も
シ
ボ
が
出
る
と
材
木
商
の
利
益
が
と
び
上
っ
た
。
こ
の
シ
ボ
は
北
山
ス
ギ
だ
け
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
良
質
材
を
産
し
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
伐
期
に
つ
い
て
重
ね
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
垂
木
は
九
な
い
し
-
八
年
、
舟
梓
は
一
王
な
い
し
三
五
年
で
、
そ
の
長
さ
は
こ
|
四

291 

-
五
問
、
末
ロ
一
・
五
!
こ
・

O
寸
で
比
較
的
短
伐
期
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
床
柱
・
丸
柱
は
二
五
年
以
上
で
、
末
口
三

l
四
・
五
寸

の
と
き
は
面
皮
柱
で
長
さ
を
一

0
1
-
一
一
尺
と
す
る
。
床
柱
な
ど
は
五

O
年
以
上
の
も
の
で
末
ロ
宣
寸
、
長
さ
は
}
一
一
尺
以
上
で
あ
る
。
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縁
桁
や
旗
梓
は
三
五
年
以
上
で
、
長
さ
五
!
入
問
、
末
口
入
1

九
寸
の
長
大
材
で
あ
る
。
足
場
丸
太
は
舟
樟
の
伐
期
に
近
く
、
そ
の
材
も

完
満
材
で
な
く
て
も
よ
く
、

よ
り
組
放
的
経
営
で
も
生
産
が
可
能
で
あ
っ
た
。

伐
期
の
適
否
に
つ
い
て
、
原
音
吉
の
調
査
に
よ
っ
て
考
え
て
み
よ
う

avo即
ち
上
長
生
長
は
四

l
一
一
一
年
の
聞
に
急
速
に
伸
び
る
が
、

中
で
も
七
、

八
年
が
最
も
優
勢
で
、
年
間
一

l
一
・
一
一
一
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
。
こ
れ
を
過
ぎ
る
と
生
長
量
が
次
第
に
減
り
、

四
五
年
生
で
一

四
l
一
一
一
一
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
。
こ
れ
に
肥
大
生
長
を
考
慮
し
て
体
積
の
連
年
生
長
を
み
る
と
、

一
五
|
二

O
年
の
聞
が
最
大
で
、
そ
の

平
均
生
長
を
み
る
と
、
連
年
生
長
よ
り
は
お
そ
く
三

O
年
に
至
っ
て
最
大
に
達
し
、

四
五
年
に
至
っ
て
も
下
降
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら

両
者
の
切
合
点
は
三
三
|
一
二
五
年
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
み
て
も
、
四
谷
林
業
の
柱
材
・
禄
桁
な
ど
の
長
大
材
の
生
産
が
合
理
的
に
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ハ
、
林
業
農
家
の
経
営
収
支

原
音
吉
が
明
治
二
五
年
(
一
八
九
二
)

に
経
営
の
損
益
計
算
を
行
っ
た
も
の
が
表
ー
で
あ
る
品
〉
。

v 
」

れ
を
み
る
と
間
伐
収
入
一
八
四
・
四

O
円
、
落
葉
収
入
二
・
五

O
円
、
枝
条
収
入
三
五
・
二

O
円
に
主
伐
収
入
二
三

O
O円
を
加
え
る
と
、

合
計
二
五
二
二
・
一

O
円
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
支
出
は
土
地
買
収
代
金
三
二

O
円
、
造
林
費
二

0
・
0
五
円
、
保
育
費
一
一
・
一

O

円
、
地
租
一
・

O
八
円
、
合
計
三
五
二
・
二
三
円
で
あ
る
。

彼
が
後
価
式
で
計
算
し
た
結
果
、
ま
づ
収
入
と
し
て
は
、
伐
期
収
入
二
三
一

O
円
、
間
伐
収
入
四
三
八
・
六
二
四
円
、
枝
条
収
入
一
七

0
・
四
三
三
円
、
落
葉
収
入
一
一
九
・
三
二
円
、
こ
の
収
入
合
計
三

O
三
八
・
三
七
七
円
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
支
出
と
し
て
、
土
地

代
価
三
二

O
円
、
播
植
費
の
資
本
二
二
・
四
九
八
円
、
手
入
費
の
資
本
一
二
・
六
九
四
円
、
租
税
の
資
本
一
二
・
六
円
、
以
上
の
合
計
一
ニ

七
六
・
七
九
二
円
で
、
収
入
の
後
価
は
三

O
O入
・
六
八
四
円
と
な
り
、
起
業
利
益
が
二
九
・
六
九
三
円
、
年
利
に
し
て
五
・

O
五
パ
l

セ
ン
ト
に
な
る
。
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表 1 林業の損益計算

収入

円，
間伐収入 6笠 第12年目間伐400本 1円に付60本

11~ 第15年目間伐450本 1円に付40本

17担 第四年目間伐450本 1円に付26本

21旦 第四年目間伐380本 l円に付18本

29笠第26年目間伐350本 1円に付12本

38Z? 第32年目間伐310本 1円に付8本

60ー第38年目間伐300本 1円に付5本

落葉収入 2~ 20年以後伐期に至るまで毎年落葉採取料として収入

校条収入 4ー第5年に於て枝打入費を控除したる枝条の価

シー第7年に於て同上

5ー第9年に於て向上

4~ 第12年に於て同上

5旦第15年に於て同上

5盟第四年に於て向上
5~ 第24年に於て同上

第29年以上に於て枝打をなすも入費多きを以て収入なし

伐期収入 230ト伐期納入

支出

円
土地買収代価 32ト土地 1町歩買収代価

播種費 15ー初年植栽苗6000本代， 1000本代金2~
4ー右植栽日雇賃 1 日 1 人300本植20人 1 日 1 人O~
OZ? 2年目補植苗300本代

。翌右植付費 1人200本植 1人半

手入費 3ー初年草取費年2回O!E_， 1日1人雇賃O担

3- 第2年草取費

5ー第3年草取及杉根元へ土寄人夫雇賃

0盟 第4年以上20年まで毎年風雪の害を防ぐため毎年 0.5人

てコてコ

地租 1~ 地価24一，此100分の4.5にして，正租及地方税町村費等
の地価割

註 1. 林地価は林地希望価をもって計算するのが適当だが実際にはできな

い。その価格の利子は直ちに林地の負担とする。

2. 当地方の慣習で，跡地を深さ 2尺許り鋤き，その後に植栽するとき

1町歩 250人を要するが，根株は薪として費用を補うて余りがあるか

ら計算に加えず。

3. 手入費も集約的林業だから多い。第5年目から隔年又は 3年おきに

枝打ちするとき若干の利があるが， 25年以後は 5年ごとにしても樹高

が大きいから収入なし，よって第校費を加えなかった。
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二
年
後
の
明
治
三
六
年
に
、

今
野
英
吉
が
二

O
年
伐
期
の
山
林
一
町
歩
に
つ
い
て
高
井
戸
村
に
お
い
て
調
査
し
た
結
果
訂
〉
に
よ
る

と
、
林
木
収
支
に
お
い
て
支
出
総
額
八
七
円
、
主
伐
収
入
一
四
三
七
・
五

O
円
、
こ
れ
に
前
作
間
作
の
農
作
物
関
係
の
支
出
一
二
一
一
・
ニ

O
円
、
同
収
入
三
五
九
円
を
加
え
る
σ

彼
が
計
算
し
た
結
果
に
よ
る
と
、
収
支
を
差
引
い
て
純
益
金
一
三
八
六
・
七

O
円
を
得
、
平
均
し

て
一
ヶ
年
六
六
・

O
三
円
と
な
る
。

い
ま
年
利
率
を
四
・
五
バ
1
セ

γ
ト
と
し
て
計
算
す
る
と
、
土
地
の
希
望
価
が
八
九
一
円
余
、
平
均

収
利
率
が
四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。

こ
の
原
・
今
野
両
氏
の
算
出
し
た
起
業
利
益
の
年
利
五
・

O
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
平
均
収
利
率
四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
で
は
比
較
的
差
が

小
さ
い
。
し
か
し
…
項
自
の
と
り
方
が
同
じ
で
な
い
か
ら
、
数
字
が
近
似
な
の
を
年
代
の
差
と
決
め
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
く
に

近
野
は
前
作
間
作
の
農
作
物
の
純
益
を
加
え
て
計
算
し
た
の
に
対
し
て
、
原
が
こ
れ
を
加
え
て
い
な
い
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
彼
が
示
し
た
農
業
損
益
計
算
に
つ
い
て
は
、
後
に
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

回
、
基
盤
と
し
て
の
農
業
と
四
谷
林
業
と
の
関
係

ィ
、
農
業
の
変
迂

四
谷
林
業
が
東
京
の
近
郊
農
業
の
一
経
営
形
態
で
あ
る
以
上
、
そ
の
変
化
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

そ
れ
を
展
望
す
る
こ
と
に
す
る
。
草
月
鹿
四
郎
は
日
本
橋
を
中
心
に
二
里
(
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)

ま
で
を
第
一
帯
、
コ
一
旦
(
二
一
キ
ロ
メ

l

ト
ル
)
ま
で
を
第
二
帯
、
四
里
ま
で
を
第
三
帯
、

四
谷
林
業
は
平
地
林
業
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
深
い
関
係
の
あ
る
作
物
、
す
な
わ
ち
穀
し
ょ
・
競
菜
(
根
菜
・
果
菜
・
葉
菜
)
を
指
標

五
里
ま
で
を
第
四
帯
と
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
帯
に
お
け
る
作
物
の
変
迂
を
み
た

aM。

に
と
る
と
、

第
一
帯
で
は
大
正
一

O
年
(
一
九
二
一
)
ニ
ろ
門
習
を
終
末
と
し
、

第
二
帯
で
は
昭
和
六
年
こ
ろ
ま
で
い
づ
れ
も
栽
培
さ
れ

た
が
、
第
三
帯
で
は
穀
し
ょ
の
中
明
治
三

O
年
こ
ろ
ソ
バ
・
ア
ワ
・
ダ
イ
ズ
な
ど
の
雑
穀
が
姿
を
消
し
、
大
正
末
に
は
さ
ら
に
キ
ビ
・
ヒ
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東京西郊三区における階層別農業経営規模 (1930)

エ竺|餓総数|五下1~-fl日lI14141213513 弘子
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世田ヶ谷11，20 ペ戸91 1 

ペ叶杉 6 

本反 橋13， 6931 62ド2419681. 1， 021 1 判叶 38 

表2

エ
が
な
く
な
っ
て
コ
メ
・
ム
ギ
・
オ
カ
ボ
が
中
心
に
な
う
て
い
る
。
こ
れ
は
第
二
帯
か
ら
第

四
帯
ま
で
非
常
に
似
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
治
期
に
す
で
に
第
一
帯
で
現
わ
れ
た
現
象
と

同
様
で
あ
る
。
ま
た
第
二
帯
で
根
果
菜
が
み
ら
れ
た
が
、
と
く
に
葉
菜
で
は
大
正
後
期
に

ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
・
ハ
ク
サ
イ
な
ど
が
現
わ
れ
る
。
第
三
帯
で
は
果
莱
の
中
で
昭
和
期
に
キ

ウ
リ
・
ス
イ
カ
・
ト
マ
ト
が
、
葉
菜
は
大
正
期
に
ミ
ツ
バ
・
ハ
ク
サ
イ
・
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
が

み
ら
れ
る
。
第
四
帯
で
は
明
治
期
に
栽
培
さ
れ
な
か
う
た
シ
ロ
ウ
リ
・
ス
イ
カ
・
ト
マ
ト

な
ど
の
果
菜
、
葉
莱
の
ハ
ク
サ
イ
な
ど
が
昭
和
期
に
入
っ
て
作
ら
れ
る
よ
う
に
な

d

っ
た
。

現
在
の
三
三
区
中
、
関
係
の
あ
る
西
郊
を
と
っ
て
み
る
と
第
一
・
二
帯
に
わ
た
る
の
が

豊
島
・
新
宿
・
渋
谷
、
第
二
・
三
帯
に
わ
た
る
の
が
中
野
・
目
黒
・
世
田
谷
、
第
三
・
四

帯
が
杉
並
・
練
馬
、
第
二
l
四
帯
に
わ
た
る
の
が
板
橋
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
を
前
提
と
し
て
青
鹿
四
郎
の
明
治
元
年
の
図
と
図
1
の
同
五
年
と
を
関
係
づ

け
て
考
え
る
と
、
若
干
の
空
白
地
帯
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
薪
材
林
は
第
一
|
四
帯
に

あ
9

て
、
必
ず
し
も
近
郊
農
業
と
同
時
的
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
炭

材
林
・
用
材
林
で
も
多
く
が
同
様
で
あ
る
。
薪
炭
林
は
広
葉
樹
林
が
多
く
て
落
葉
採
取
林

の
機
能
を
も
ち
、
防
風
林
と
と
も
に
農
業
経
営
に
不
可
欠
で
、
そ
の
補
助
的
な
立
場
に
あ

り
、
伐
期
が
来
れ
ば
そ
の
都
度
伐
採
し
て
そ
の
収
入
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

近
郊
農
業
は
↓
般
的
に
農
家
の
経
営
規
模
が
小
さ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

一
町
歩
す



296 

な
わ
ち
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
農
家
は
、
昭
和
一
三
年
に
は
表
2
の
ご
と
く
で

av農
家
総
数
と
の
比
は
東
京
市
の
平
均
は
三
入
パ

1
セ

ン
ト
、
世
田
谷
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
杉
並
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
板
橋
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
当
時
は
自
給
肥
料
の
み
の
使
用
の
段

階
を
過
ぎ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
甘
し
ょ
の
苗
床
な
ど
に
落
葉
を
用
い
た
り
し
て
、
経
営
規
模
の
大
き
い
農
家
ほ
ど
落
葉
採
取
林
を
も
ち
、

ス
ギ
を
植
栽
す
る
場
合
も
採
取
林
に
植
栽
し
た
。
大
正
七
年
に
高
井
戸
村
で
ス
ギ
丸
太
の
七

O
パ
l
セ
γ
ト
を
産
し
た
上
高
井
戸
の
例
を

み
て
も
、

一
六
戸
の
林
業
を
経
営
す
る
も
の
の
中
一
l
i
二
町
八
戸
、
二

l
豆
町
三
戸
、
五

l
一
O
町
三
戸
、

一
O
l二
O
町
二
戸
、

=o

町
以
上
一
戸
と
な
っ
て
い
て

S
V
林
業
を
経
営
す
る
農
家
は
そ
の
経
営
面
積
が
大
き
く
な
れ
ば
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
原
音
吉
が
調
査
し
た
明
治
ご
五
年
(
一
八
九
二
)
の
第
二
・
コ
一
帯
で
は
、
明
治
元
年
ご
ろ
と
同
じ
く
雑
穀
を
も
含
む
穀
し
ょ
、

根
菜
や
ナ
ス
を
主
と
す
る
果
菜
が
み
ら
れ
る
程
度
で
、
商
品
作
物
が
ま
だ
広
く
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
。
氏
は
こ
の
地
方
に
お
け
る
数
年

聞
の
作
物
を
オ
オ
ム
ギ
・
ダ
イ
ズ
に
換
算
し
て
、
表
3
の
ご
と
き
結
果
を
得
た
自
)
。

こ
れ
で
み
る
と
、

赤
字
が

0
・
七
四
五
円
に
な
っ

て
、
林
業
の
よ
う
に
起
業
利
益
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ま
試
み
に
、
土
地
の
利
子
を
収
入
か
ら
減
ら
し
剰
余
を

地
価
三
五

O
円
で
除
す
れ
ば
四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
益
に
な
る
が
、
こ
れ
に
は
農
器
具
・
収
納
小
屋
の
年
間
消
却
費
も
加
え
ず
、
俵
代

に
ム
ギ
わ
ら
・
ダ
イ
ズ
か
ら
も
計
算
に
入
れ
て
い
な
い
。
も
し
こ
れ
を
小
作
に
出
せ
ば
小
作
料
二
二
円
が
入
り
、
租
税
負
担
六
・
六
六
円

を
免
れ
て
一
五
・
三
三
六
円
と
な
り
、
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
利
益
の
順
に
み
る
と
、
自
作
は

0
・
七
四
五
円
の
赤
字
、
小
作
に
出
す
と
き
は
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
林
業
経
営
の
場

合
は
五
・

O
五
パ

l
セ
γ
ト
の
黒
字
と
な
り
、
林
業
の
有
利
性
が
実
証
さ
れ
る
。
重
ね
て
い
え
ば
林
業
と
比
較
し
た
農
業
に
は
商
品
作
物

が
普
及
せ
ず
、
冬
作
は
オ
オ
ム
ギ
・
コ
ム
ギ
・
ハ
ダ
カ
ム
ギ
・
ナ
タ
ネ
、
夏
作
は
ダ
イ
ズ
・
ア
ズ
キ
・
カ
ン
シ
ョ
・
ア
イ
の
二
毛
作
で
、

自
給
的
性
格
を
強
く
残
し
て
い
た
。
し
か
し
次
第
に
収
益
性
の
高
い
商
品
作
物
が
低
い
自
給
作
物
に
交
替
し
、
近
郊
農
業
が
拡
が
る
の
は
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農業の損益計算表 3

石代2担

石代4~

21. 5石代

9.2石代

60担

44，62 

10482 

穫

穫

入

麦収

豆収
計

収

大

大

米糠25俵 1 俵価O~，人糞40荷 1荷og

人夫75人， 1 人 1 目白雇賃o~，但蒔付30人，

培養2回20人，収穫25人

種子3.6斗，石代2塑

米糠15俵代

人夫50人， 1人 1日日雇賃0空，但蒔付15人，

培養2回20人 収 穫15人

種子3.8斗，石代485

24~ 

1875 

108 

12QQ 

1250 

支出

大麦肥料費

大麦作労力費

大麦種子費

大豆肥料費

大豆作労力費

地価148堕の地租及地方税・町村費

土地 1町歩買収代金350型の 5朱の利子

1坐3
1050 

666 

1750 

10556.5 

大豆種子費

農具新調及修繕費

地 租

計

谷
に
お
け
る
木
炭
生
産
を
除
け
ば
、

チ
ュ
1
ネ
ン
の
林

時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。

四
谷
林
業
は
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
平
地
を
林

業
的
に
利
用
し
、

い
つ
で
も
農
耕
地
に
転
換
し
う
る
も

の
で
、
こ
れ
を
相
対
林
地
と
い
い
、
千
葉
県
山
武
・
埼

玉
県
中
部
・
神
奈
川
県
高
座
地
方
で
も
み
ら
れ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
林
業
地
一
般
に
み
ら
れ
る
急
傾
斜
で
林
業

以
外
に
利
用
し
難
い
土
地
を
絶
対
林
地
と
い
う
。

戸
、
平
地
林
業
の
立
地
武
蔵
野
台
地
の
土
地
利
用

を
、
理
論
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
こ
れ
ま
で

に
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
の
は
チ
ュ

l
ネ
ン
の
理
論

で
、
そ
の
林
圏
に
お
い
て
都
市
に
必
要
な
薪
・
炭
・
用

材
を
生
産
し
、
と
く
に
そ
の
外
縁
部
で
用
材
・
炭
を
産

す
る
と
述
べ
て
い
る
釘
〉
。
換
言
す
れ
ば
林
圏
で
は
薪
が

広
く
生
産
さ
れ
る
が
、
用
材
・
炭
の
生
産
は
そ
の
外
側

に
位
置
し
、
林
圏
が
二
つ
の
部
分
に
分
れ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
図
1
B
の
武
蔵
野
台
地
の
世
田
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圏
に
よ
く
符
節
す
る
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
チ
ュ

l
ネ
シ
理
論
と
対
比
す
る
た
め
に
整
理

す
る
と
、
木
炭
・
用
材
を
林
圏
の
外
縁
部
で
産
す
る
と
解
す
る
の
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

薪材林・用材林・炭材林の経済立地

そ
れ
で
は
薪
と
用
材
と
の
生
産
を
区
分
す
る
考
え
方
を
ど
う
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
現
在
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
た
薪
の
経
済
立
地
を
追
求
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
か

っ
て
河
合
慎
二
農
学
士
は
福
島
県
平
・
浪
江
・
原
ノ
町
方
面
に
お
い
て
林
産
物
の
経
済
立

地
に
つ
い
て
調
査
し
、
林
道
を
車
で
運
搬
す
る
も
の
と
し
て
、
消
費
地
よ
り
の
距
離
と
グ

ヌ
ギ
林
及
び
杉
林
の
立
地
に
つ
い
て
研
究
し
た
。
そ
の
結
果
に
よ
る
と
、
図
3
の
よ
う
に

市
場
よ
り
約
二
一
キ
ロ
ま
で
は
ク
ヌ
ギ
の
薪
材
林
が
最
も
有
利
と
な
り
、

一
二
|
二
ニ
キ

戸
ま
で
わ
ず
か
の
聞
が
ス
ギ
用
材
林
の
経
済
性
が
す
ぐ
れ
、
そ
れ
以
上
約
六
四
キ
ロ
ま
で

は
ク
ヌ
ギ
の
炭
材
林
が
勝
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
金
利
が
年
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
て
の
計
算

図3

で
、
も
し
七

i
八
バ

l
セ
γ
ト
と
す
る
と
、
伐
期
の
高
い
ス
ギ
林
は
経
済
的
に
成
立
し
得

な
い
と
い
う

a〉。

四
谷
林
業
は
都
心
か
ら
一
O
|
二

0
キ
ロ
に
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
福
島
県
の
用
材
林
経
営
地
帯
に
該
当
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
チ
ュ

I
ネ
ン

こ
れ
を
基
に
し
て
考
え
る
と
、
内
側
に
薪
材
林
、
そ
の
外
側
に
炭
材
林
と
用
材
林

l
!

の
林
圏
の
内
部
構
造
が
解
明
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

玉
、
結

語



百
ハ
合
林
業
は
近
世
江
戸
西
郊
に
発
達
し
た
平
地
林
業
で
、
良
質
材
を
生
産
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
っ
た
。
武
蔵
野
は
土
質
・
気
候
な

ど
の
点
で
ス
ギ
に
と
づ
て
必
ず
し
も
恵
ま
れ
た
主
地
で
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
補
う
独
自
の
技
術
を
発
展
さ
せ
た
結
果
で
あ
る
。

近
郊
林
業
と
し
て
は
、
木
材
価
格
が
高
騰
し
て
そ
の
利
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
反
面
、
絶
対
林
地
の
奥
地
に
比
し
て
地
代
・
労
賃
が

高
く
、
そ
の
上
耕
地
に
転
換
で
き
る
の
で
農
産
物
価
格
の
影
響
も
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
地
域
で
は
明
治
期
ま
で
は
穀
し
ょ
を
主
と

し
た
組
放
的
経
営
が
行
わ
れ
て
組
収
入
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、
間
伐
材
・
落
葉
な
ど
も
現
金
収
入
源
で
あ
り
、
地
租
が
低
額
で
あ
っ
た
こ

と
な
ど
も
林
業
の
存
続
に
好
条
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
治
二
五
年
・
同
三
六
年
の
計
算
か
ら
み
て
も
、
林
業
は
取
立
て
て
い
う
ほ
ど
有

利
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
へ
都
市
化
の
影
響
と
し
て
農
業
へ
競
菜
が
入
っ
た
り
し
て
次
第
に
集
約
化
し
て
有
利
と
な
り
、
労
賃
が
上
昇
し

て
従
来
の
経
済
的
基
盤
に
変
化
が
生
じ
て
、
林
業
経
営
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
。

年
代
が
下
る
に
従
ウ
て
集
約
的
農
業
が
、
青
鹿
四
郎
の
第
一
帯
か
ら
順
次
第
二
帯
・
第
三
帯
に
波
及
し
て
行
っ
た
の
に
比
較
す
る
と
、

四谷林業とその地理学的意義

ス
ギ
林
業
を
営
む
農
家
は
一
般
の
零
細
な
規
模
で
は
立
地
の
移
動
が
不
可
能
で
、
耕
地
や
肥
料
給
源
の
雑
木
林
を
そ
の
外
に
持
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
導
入
す
る
農
家
が
現
わ
れ
ず
、

つ
い
に
消
滅
す
る
結
果
に
な
っ
た
。

東
京
近
郊
で
は
薪
炭
・
用
材
が
副
業
的
に
生
産
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
薪
が
普
遍
的
な
の
に
較
べ
て
木
炭
・
ス
ギ
用
材
は
近
郊
農
業
の

外
縁
部
で
生
産
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
チ
ュ

l
ネ
ン
は
そ
の
著
「
孤
立
国
」
に
お
い
て
自
由
式
農
業
圏
と
林
圏
と
を
区
分
し
て
い
る
が
、

東
京
近
郊
で
は
分
離
せ
.
ず
し
て
む
し
ろ
重
複
し
て
い
る
。
彼
は
林
圏
内
部
で
薪
生
産
が
内
側
に
、
木
炭
・
用
材
生
産
の
外
縁
部
で
行
わ
れ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
ま
っ
た
。
河
合
は
福
島
県
下
の
調
査
で
、
金
利
年
四
分
で
は
消
費
地
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
、
薪
材
林
・
用
材
林

299 

-
炭
材
林
が
そ
れ
ぞ
れ
順
に
成
立
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
こ
れ
が
チ
ュ

l
ネ
ン
の
林
圏
内
部
の
構
造
を
最
も
合
理
的
に
説
明
す
る
も
の

で
あ
力
、
経
済
立
地
の
立
場
か
ら
東
京
近
郊
に
お
け
る
田
谷
林
業
を
合
理
的
に
説
明
し
得
た
も
の
と
考
え
る
。
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こ
れ
ら
の
方
々
に
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

最
後
に
農
林
省
林
業
試
験
場
図
書
室
の
方
々
、
と
く
に
高
木
達
夫
・
佐
藤
洋
子
両
氏
、
河
合
慎
二
氏
か
ら
御
協
力
を
頂
い
た
。
心
か
ら

註

(
1
)
高
井
戸
林
業
と
も
い
わ
れ
た
。
中
島
道
郎
こ
九
四
八
)
農
用
林
概
論
二
二
頁

(
2
)

藤
田
克
三
(
一
八
八
七
)
四
谷
丸
太
大
日
本
山
林
会
報
告
第
六
九
号
五
六
八
|
五
六
九
頁

栃
木
県
内
務
部
(
一
八
九
一
)
四
谷
丸
太
仕
立
方
七
頁

飯
島
半
十
郎
(
一
八
八
一
)
初
学
山
林
書
上
巻
八
丁

菊
本
賀
保
こ
六
九
七
)
国
花
万
葉
記

こ
八
二
四
〉
武
江
産
物
志

古
河
古
松
軒
こ
七
九
四
)
四
神
地
名
録

坂
場
流
謙
(
一
八
二
一
)
園
周
秘
録
巻
一
之
上

大
蔵
永
常
こ
八
四
四
)
広
益
国
産
考
巻
二

農
商
務
省
山
林
局
(
一
八
八
一
一
一
)
山
林
共
進
会
報
告
経
験
之
部
六
八
貰

東
京
府
こ
八
七
二
)
東
京
府
志
料

農
商
務
省
山
林
局
こ
八
八
四
)
第
一
次
勧
業
会
山
林
部
日
誌
六
九
l
七
O
頁

宮
団
長
次
郎
(
一
九
三
六
)
造
林
功
労
者
事
績
(
旧
藩
時
代
)
七
一
頁

小
田
内
通
敏
(
一
九
一
八
)
帝
都
と
近
郊
一
七
八
頁

東
京
府
こ
八
九
三
以
後
)
東
京
府
統
計
書

前

掲

書

口

六

九

頁

近
野
銭
作
(
一
九
一

O
)
平
地
の
杉
林
(
四
谷
丸
太
式
林
業
)
山
林

前
掲
書
四
九
頁
で
は
屋
敷
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と
も
い
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た
。
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