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明
治
時
代
の

地
方
政
治
と
社
会
風
土

一

　

近
代
神
奈
川
の

景
観

ペ

リ
ー
の

率
い

る
「
黒
船
」
が

浦
賀
に

来
航
す
る
な
か
で
、

日
本
の

近
代
へ

の

幕
が
切
っ

て

落
と
さ
れ
た
こ

と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。

そ
れ

は
、

日
本
の

国
家
に

近
代
を
も
た
ら
す
こ

と
を
予
測
さ
せ
る
鐘
の

響
き
で

あ
る
と
と
も
に
、

今
日
の

神
奈
川
の

県
域
に

「
驚
天
動
地

」
に

も
似
た
驚

き
と
社
会
変
化
を
呼
び
お
こ

す
で

き
ご
と
で

あ
っ

た
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

沖
縄
に

寄
港
し
た
後
に

神
奈
川
の

地
に

外
圧
を
も
た
ら
し
た
ペ

リ

ー
の

航
跡
を
逆
に

た
ど
り
な
お
せ
ば
、

神
奈
川
を
、

や
が
て

沖
縄
の

地
に

固
く
結
び
つ

け
て
い

く
前
ぶ
れ
に

も
な
っ

て
い

た
と
い

え
よ
う
。

こ

の

よ
う
に

問
い

か
け
る
の

は
ほ
か
で

も
な
い
。

開
港
か
ら
明
治
を
と
お
し
て
、

さ
ら
に

現
代
の

日
本
を
語
る
さ
い

に
、

こ

れ
ま
で
し
ば
し
ば
い

わ
れ
て

き
た
よ
う
に
、

「
文
明
開
化
」
の

脚
光
を
あ
び
た
横
浜
を
抜
き
に

し
て

考
え
ら
れ
な
い

と
い

う
だ
け
で

な
く
横
浜
と
、

そ
し

て

神
奈
川
の

近

代
の

歩
み
を
事
実
に

基
づ
い

て

あ
き
ら
か
に

す
る
こ

と
は
、

日
本
の

各
地
域
に

逆
に

光
を
あ
て

る
こ

と
が
で

き
る
と
思
う
か
ら
で

も
あ
る
。

そ
れ
だ

け
に
、

わ
た
し
た
ち
は
、

こ

の

地
に
お

け
る
近
代
の
つ

く
ら
れ
か
た
と
、

そ
の

変
化
の

軌
跡
を
よ
り
克
明
に

究
明
し
て
い

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ

で
、

あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お

き
た
い

の

は
、

開
国
に

よ
り
、

一

寒
村
の

横
浜
が
、

異
質
な
外
国
文
明
と
の

結
び
つ

き
を
も
ち
な
が
ら
、

こ

の

地
の

内
部
を
変
え
、

そ
し
て
、

横
浜
の

景
観
の

変
化
が
徐
々

に

神
奈
川
の

姿
を
変
え
て
い

く
と
い

う
「
近
代
化
」
の

型
を
つ

く
り
だ
し
て
い

た
事

実
で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

こ

の

「
近
代
化
」
は
、

い

わ
ば
、

直
線
的
に

発
展
の

道
を
た
ど
っ

て
い

っ

た
と
い

う
の

で
は
な
く
、

県
民
の

生
活
の

場
に
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さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
ひ
き
お
こ

し
て
い

た
。

そ
れ
は
、

「
文
明
開
化
」
の

あ
り
か
た
や
、

あ
と
で
の
べ

る
よ
う
に

近
代
的
な
政
治
・

経
済
制
度
の

移

植
や
交
通
形
態
の

転
換
に

と
も
な
う
社
会
関
係
の

変
化
が

自
然
風
土
を
つ

く
り
か
え
、

県
民
の

生
活
環
境
を
変
え
て
い

く
な
か
に

現
わ
れ
て
い

る
。

こ

う
し
た
事
情
を
前
提
に

す
え
て
、

近
代
の

過
程
で

自
然
と
社
会
の

か
か
わ
り
か
た
の

変
容
を
浮
き
ぼ
り
に

し
て
い

く
た
め
に

も
、

こ

こ

で

県
下

の

自
然
の

景
観
を
え
が
い

て

お
く
必
要
が

あ
ろ
う
。

あ
ら
た
め
て

説
く
ま
で

も
な
く
旧
武
蔵
国
と
相
模
国
か
ら
な
り
た
つ

明
治
前
期
の

神
奈
川
県
域

は
、

東
京
・

山
梨
・

静
岡
の

府
県
と
境
を
く
ぎ
り
な
が

ら
、

北
北
東
か
ら
西
南
に
か
け
て

秩
父
・

丹
沢
・

箱
根
と
い

う
内
ぶ
と
こ

ろ
の

ふ
か
い

山
塊

を
擁
し
、

東
南
か
ら
南
に
か
け
て
は
、

三
浦
半
島
を
中
に
は
さ
ん
で

東
京
湾
と
相
模
灘
に

面
し
て
い

る
。

そ
し
て
、

東
京
府
寄
り
に

北
西
か
ら
南
西
に

貫
流
す
る
多
摩
川
か
ら
県
央
を
南
下
し
て

流
れ
る
相
模
川
、

県
西
の

酒
匂
川
を
は
じ
め
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
河
川
が
台
地
や
平
野
を
縫
っ

て

海
に

そ
そ

ぎ
、

こ

れ
ら
を
横
ぎ
っ

て
、

近
代
以
前
か
ら
東
西
を
結
ぶ
東
海
道
が
走
っ

て
い

る
。

こ

の

全
国
で

も
地
の

利
を
え
た
県
域
の

う
ち
旧
相
模
国
を
と
り

あ
げ
て

み
て

も
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
巻
之
二

』
か
ら
類
推
す
る
と
、

正
保
の

こ

ろ
か
ら
元
祿
を
経
て

天
保
年
間
に
か
け
、

開
墾
地
も
ひ
ろ
が
り

田
畑
の

作
物
の

収
穫
も
約
五
万
石
の

増
収
と
な
り
、

慶
応
年
間
に

は
さ
ら
に

約
二
万
石
増
え
（
木
村
礎
校
訂
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
関
東
編
』）、

生
産
力
も

た
か
ま
っ

て
い

た
と
み
て
よ
い
。

し
か
も
、

田
租
の

ほ
か
津
久
井
方
面
の

村
び
と
た
ち
は
薪
を
と
り
炭
を
焼
き
、

海
岸
沿
い

の

住
民
は
海
の

幸
を
と

り
、

こ

れ
ら
を
貢
進
し
、

さ
ら
に

は
、

東
海
道
の

宿
駅
、

あ
る
い

は
河
川
の

渡
場
に
お
い

て
は
夫
馬
の

課
役
と
か
、

川
越
の

夫
を
に

な
い
、

自
然
の

気
候
と
か
地
勢
を
十
分
に

活
用
し
な
が
ら
生
活
を
営
ん
で
い

た
と
い

う
。

も
ち
ろ
ん
、

こ

の

時
代
と
い

え
ど
も
、

「
窮
民
救
ひ

」を
主
眼
と
す
る
武
州

一

揆
を
は
じ
め
、

村
び
と
の

貢
租
を
め
ぐ
る
紛
糾
と
か
自
然
災
害
と
の

厳
し
い

血
の

に

じ
む
よ
う
な
格
闘
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い

た
こ

と
は
、

さ

ま
ざ
ま
な
史
実
の

な
か
か
ら
う
か
が

う
こ

と
が
で

き
る
。

わ
た
し
た
ち
は
、

こ

の

よ
う
に

自
然
に

働
き
か
け
て

生
産
力
を
た
か
め

な
が
ら
幕
藩
体
制

下
の

政
治
や
経
済
の

矛
盾
を
意
識
し
、

体
制
の

重
圧
を
は
ね
の

け
て

新
し
い

時
代
の

到
来
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
庶
民
の

動
き
の

な
か
に

時
代
の

内

発
的
発
展
の

要
因
を
と
ら
え
る
こ

と
が
で

き
る
。

こ

の

傾
向
が
顕
著
に

表
出
す
る
こ

ろ
に
、

開
国
と
い

う
外
圧
に

よ
る
外
国
文
明
の

流
入
は
横
浜
を
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中
心
と
す
る
地
域
を
激
し
く
変
え
て
い

っ

た
。

そ
の

変
り
ざ
ま
は
、

街
の

景
観
に
い

ち
じ

る

し

く
現
わ
れ
て
い

た
。

『
明
治
文
化
全
集8

風
俗
編
』

の

な
か
に

収
め
ら
れ
て
い

る
『
横
浜
新
誌
初
編
』
に

よ
る
と
、

外
国
人
が

居
留
し
、

商
人
が
し
げ
く
往
来
す
る
な
か
で
、

丘
を
切
り
開
き
、

海
を
埋

め

堤
を
築
い

て

橋
を
か

け
、

運
河
を
掘
り
、

横
浜
の

街
の

様
相
を
変
え
て
い

っ

た
事
情
が

手
に
と
る
よ
う
に

う
か

が

え
る
。

そ
し
て

同
書
は
、

「
鉄

閣
石
楼
を
起
」
し
、

「
互
に

新
奇
を
競
ひ
共
に

華
美
」
を
演
じ
、

「
建
築
の

美
甍
瓦
相
ひ
映
じ
、

華
麗
互
に

争
ふ

」
と
、

み
ご
と
に

描
写
し
て
い

た
。

事
実
、

山
手
の

居
留
地
で

は
、

洋
風
建
築
の

各
国
の

領
事
館
や
商
館
が
並
び
「
日
本
の

な
か
の

異
国
」
の

風
情
を
か
も
し
だ
し
、

道
路
幅
の

広
い

日

本
大
通
り
の

そ
ば
の

県
庁
界
隈
に

は
、

裁
判
所
、

電
信
局
、

駅
逓
局
、

租
税
寮
、

瓦
斯
局
、

停
車
場
、

国
立
銀
行
な
ど
の

洋
風
建
築
の

官
公
庁
等
々

が
出
現
し
た
。

ま
た
、

大
江
橋
か
ら
馬
車
道
・

本
町
通
り
に

は
ガ
ス

燈
が
と
も
り
、

新
し
い

時
代
の

横
浜
の

夜
を
照
ら
し
だ
し
て
い

っ

た
。

横
浜
の

外
貌
が
こ

の

よ
う
に

洋
風
に

変
化
し
て
い

く
あ
り
さ
ま
は
、

横
浜
の

「
文
明
開
化
」
を
象
徴
し
、

さ
ら
に
、

日
本
の

都
市
の

た
た
ず
ま
い

を
方
向
づ

け
て
い

く
先
き
が

け
と
も
な
っ

て
い

た
。

「
横
浜
の

明
治
」
は
、

そ
の

ま
ま
「
日
本
の

明
治
」
の

姿
で

も
あ
っ

た
。

そ
の

「
文
明
開
化
」
は
、

も
ち

ろ
ん
、

街
の

景
観
に

だ
け
示
め
さ
れ
て

い

た
の

で

は
な
く
、

明
治
政
府
が

新
し
い

文
物
制
度
・

教
育
制
度
を
移
植
し
旧
慣
風
習
の

禁
止
令
を
つ

ぎ
つ

ぎ
と
打
ち
だ
し
て

く
る
こ

と
と
呼
応
し
て
、

断
髪
を
は
じ
め

人
び
と
の

生
活
上
の

風
俗
を
変
え
、

食
生
活
に

も
肉
食
が
く
わ
わ
る
と
い

う
よ
う
に

洋

風
化
し
つ

つ

あ
っ

た
。

「
ザ
ン

ギ
リ
頭
を
た
た
い

て

見
れ
ば
、

文
明
開
化
の

音
が

す
る

」、

こ

の
パ

ロ

デ
ィ

め
い

た
「
ざ
ん
ぎ
り
頭
の

唄
」
は
、

民
衆

の

側
か
ら
と
ら
え
な
お
せ
ば
新
し
い

時
代
の

空
気
へ

の

複
雑
な
心
境
を
伝
え
て
い

る
。

と
こ

ろ
で
、

横
浜
の

「
異
国
情
緒
」
に

色
ど
ら
れ
た
「
文
明
開
化
」
の

動
き
は
、

こ

の

間
、

明
治
五
年
（
一

八
七
二

）
に

新
橋
・

横
浜
間
に

鉄
道
が

開
通
し
て
、

東
京
と
の

距
離
が
短
縮
す
る
に
つ

れ
、

ひ
ろ
が

り
を
み
せ
、

よ
り
い

っ

そ
う
影
響
力
と
重
み
を
も
つ

よ
う
に

な
っ

て

い

っ

た
。

そ

れ

は
、

ま
た
、

「
文
明
開
化
」
と
い

う
横
浜
の

「
近
代
化
」
の

風
土
の

独
自
性
が

失
な
わ
れ
て
い

く
側
面
の

現
わ
れ
で

も
あ
る
。

こ

の

横
浜
の

「
文
明
開
化
」
の

流
れ
が

変
わ
る
な
か
で
、

明
治
初
年
に

時
代
の

変
化
が
ど
ん
な
ふ

う
に

県
域
に

影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い

た
で

あ
ろ
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う
か
。

ま
ず
、

指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の

は
、

こ

れ
ま
で

も
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て

き
た
よ
う
に
、

横
浜
の

開
港
に

と
も
な
い
、

県
北
の

藤
野
を

と
お
っ

て
八
王
子
か
ら
原
町
田
を
経
て

横
浜
に
つ

う
じ
る
「
絹
の

道
」
が
活
況
を
て

い

し
た
こ

と
で

あ
る
。

県
内
外
の

養
蚕
地
帯
で

生
産
さ
れ
る

生
糸
を
運
ぶ
商
人
が
一

獲
千
金
を
夢
み
て
こ

の

道
を
上
り
下
り
し
て
い

た
。

横
浜
は
、

こ

の

「
絹
の

道
」
に

よ
っ

て

後
背
地
と
の

結
び
つ

き
を
強
め

て
い

っ

た
の

で

あ
る
。

そ
れ
は
、

開
港
に

よ
る
商
品
流
通
圏
の

拡
大
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、

こ

の

反
面
、

政
府
の

打
ち
だ
す
近
代
化
政
策
と

「
文
明
開
化
」
の

潮
流
の

も
と
で

県
民
の

お
か
れ
た
状
態
が
ど
う
い

う
も
の
で

あ
っ

た
か
、

こ

こ

で

あ
ら
た
め
て

観
察
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

当
時
、

県
下
の

情
勢
を
み
る
と
、

は
な
ば
な
し
い

「
文
明
開
化
」
の

潮
流
の

か
げ
で
、

明
治
維
新
後
、

諸
物
価
は
、

通
貨
の

価
値
変
動
と
相
互
に

刺
戟
し
あ
い

な
が
ら
騰
貴
を
続
け
、

さ
ま
ざ
ま
な
民
衆
の

生
活
に
圧
迫
を
く
わ
え
て
い

た
。

と
り
わ
け
、

太
政
官
発
行
の

金
札
相
場
が
不
安
定
で

あ

り
、

そ
の

た
め
に
、

零
細
な
商
取
引
は
と
く
に

混
乱
し
困
難
を
き
わ
め
、

さ
ら
に

は
、

土
地
に

課
す
る
税
改
正
な
ど
へ

の

思
惑
を
は
じ
め
生
活
に

ま

つ

わ
る
新
制
度
へ

の

移
行
措
置
を
め
ぐ
っ

て
、

民
衆
の

不
平
不
満
は
つ

も
り
に
つ

も
っ

て
い

っ

た
。

こ

の

よ
う
な
事
情
は
、

片
岡
永
左
衛
門
が
ま
と

め
た
『
明
治
小
田
原
町
誌
』（
翻
刻
版
上

）
か
ら
手
に
と
る
よ
う
に

読
み
と
る
こ

と
が

で

き
る
。

維
新
変
革
後
、

旧
士
族
も
ふ
く
め
て
、

民
衆
が
生
計

を
た
て

て
い

く
う
え
で

困
惑
の

渦
中
に

巻
き
込
ま
れ
、

疲
弊
し
き
っ

て
い

く
実
情
は
、

旧
小
田
原
藩
の

城
下
町
小
田
原
の

特
殊
な
姿
で

は

な
か
っ

た
。

お
し
な
べ

て
、

ど
の

地
域
に

も
ほ
ぼ
共
通
し
た
現
象
で

あ
っ

た
。

と
く
に
、

農
民
の

生
命
と
生
活
の

絆
と
も
い

う
べ

き
土
地
改
革
で

あ
る
地
租

改
正
の

施
行
を
め
ぐ
っ

て
、

県
下
の

各
地
で

農
民
の

不
満
が

現
わ
れ
て
い

た
こ

と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。

た
と
え
ば
現
在
、

横
浜
市
に
ぞ
く
し

て
い

る
畑
作
の

多
い

瀬
谷
村
他
六
か
村
で
は
、

改
正
地
租
の

納
税
の

算
出
方
法
が
過
酷
で

あ
る
と
し
て

権
力
の

圧
力
に

対
抗
し
、

瀬
谷
村
戸
長
川
口

儀
右
衛
門
ら
は
農
産
物
の

収
穫
を
基
準
に

「
地
価
を
公
平
」
に

評
価
す
る
こ

と
、

政
府
の

定
め
た
地
価
等
級
は
公
平
を
欠
き
、

そ
の

た
め
、

農
民
は

「
担
税
力
」
に
と
ぼ
し
く
「
生
活
苦
」
に

落
ち
い

っ

て
い

る
こ

と
を
理
由
に

政
府
に

嘆
願
書
を
提
出
し
、

貧
し
い

農
民
た
ち
の

反
対
運
動
と
と
も
に
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大
き
な
政
治
問
題
を
ひ
き
起
こ

し
て
い

っ

た
。

こ

の

動
き
は
、

平
塚
市
の

真
土
事
件
と
と
も
に
、

民
衆
の

不
平
不
満
を
示
め
す
頂
点
的
な
で

き
ご
と
で

あ
る
が
、

「
物
情
騒
然
」
と
も
い

う
べ

き
民
衆
の

動
静
は
、

地
方
資
料
を
さ
ぐ
っ

て
い

く
と
随
所
に

み
ら
れ
る
。

そ
の

背
景
と
し
て
は
、

一

八
七
〇

年
代
の

瀬
谷
村
の

農
家
の

状
態
が
示
す
よ
う
に
、

中
農
以
下
の

農
家
が
、

口

減
し
の

た
め
に

子
供
を
富
農
の

も
と
に

作
男
、

作
女
と
し
て

奉
公
に

だ

し
て
い

る
と
い

う
経
済
的
貧
困
に

よ
っ

て
い

る
（
瀬
谷
区
の

歴
史
を
知
る
会
『
瀬
谷
区
の

歴
史
』
生
活
資
料
編
㈡

）。

「
文
明
開
化
」
の

「
陰
」
の

部
分
が
い

か
に

大
き
く
長
く
尾
を
ひ
い

て
い

た
か
は
、

一

八
八
三
（
明
治
十
六

）
年
六
月
、

小
田
原
駅
（
町
）
の
戸
長

総
代
興
津
敬
基
名
の

上
申
書
「
市
街
情
況
」「
士
族
ノ

実
況
」
が
伝
え
る
こ

の

地
の

人
び
と
の

生
活
の

逼
迫
状
態
か
ら
も
う
か
が
う
こ

と
が
で

き
る
。

当
時
、

小
田
原
が
城
下
町
で

あ
り
、

漁
師
町
、

宿
場
で

あ
る
こ

と
は
、

漁
業
が
二
百
八
十
九
名
、

魚
商
が
八
十
八
名
、

旅
館
・

料
理
屋
が
六
十
四
名
、

貸
座
敷
が
二
十
七
名
と
な
っ

て
い

る
職
業
構
成
か
ら
知
る
こ

と
が
で

き
る
が
、

も
う
一

つ

着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の

は
、

雑
業
従
事
者
が
二

百

八
十
四
名
を
数
え
て
い

る
こ

と
で

あ
る
。

こ

の

こ

ろ
、

小
田
原
駅
五
か

町
の

人
口
は
一

万
四
千
四
百
五
十
名
、

戸
数
が
三
千
百
十
九
戸
で

あ
る
の

で
、

こ

れ
を
基
準
に

類
推
す
る
と
、

雑
業
従
事
者
は
、

漁
業
就
業
者
に
つ

い

で
、

こ

の

地
で

は
職
業
構
成
の

比
率
が

高
い

こ

と
に

な
る
。

雑
業
従
事

者
が
多
い

の

は
、

お
そ
ら
く
、

こ

の
こ

ろ
の

代
表
的
な
交
通
機
関
と
し
て

人
力
車
が

百
七
十
五
台
に
の

ぼ
り
、

そ
の

「
車
引
」
が
雑
業
の

な
か
に

数

え
ら
れ
て
い

た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

問
題
は
こ

う
し
た
大
量
の

雑
業
従
事
者
を
ふ
く
め
て
、

荒
物
七
十
七
名
、

大
工
五
十
名
、

古
着
商
四
十
七
名
、

鳶

職
三
十
九
名
と
い

う
よ
う
に
、

零
細
な
職
業
従
事
者
が
広
い

範
囲
に

わ
た
っ

て

点
在
し
て
い

た
と
い

う
事
実
で

あ
る
。

こ

う
し
た

実
情
の

も
と
で

は
、

小
田
原
の

活
況
を
呼
び
も
ど
す
こ

と
は
と
う
て
い

困
難
で
あ
っ

た
。

事
実
、

「
市
街
情
況
」
は
、

松
方
デ
フ

レ

ー
シ
ョ

ン

政
策
下
の

街
の

窮
状

に
つ

い

て
、

近
ご
ろ
、

旅
行
者
が

す
っ

か
り
減
り
、

旅
館
の

営
業
が
ま
え
に

も
く
ら
べ

て

困
難
に

な
り
、

そ
う
か
と
い

っ

て

転
業
の

あ
て

も
な
い

あ

り
さ
ま
で
、

し
か
も
、

ほ
か
の

商
店
も
、

物
価
の

下
落
に
よ
り
商
品
の

売
買
で

平
均
三
〇
㌫
ほ
ど
の

損
失
を
受
け
て
い

る
ば
か
り
か
、

購
買
力
も
落

ち
、

ま
た
、

労
働
者
も
工
事
が
な
く
て

苦
境
に

落
ち
い

り
、

す
べ

て

「
困
難
不
景
況
」
で

あ
る
と
報
じ
て
い

た
。

ま
た
「
士
族
ノ

実
況
」
は
、

全
戸
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数
の

約
四
五
㌫
を
占
め
る
千
四
百
戸
の

士
族
の

う
ち
、

生
計
を
維
持
で

き
る
の

は
わ
ず
か
三
十
二

戸
で
、

や
が
て

生
計
の

道
を
失
う
で

あ
ろ
う
と
み

ら
れ
て
い

る
の

が
九
百
八
十
九
戸
、

飢
餓
寸
前
の

戸
数
が
八
十
三
戸
と
い

う
深
刻
な
あ
り
さ
ま
を
伝
え
て
い

た
（『
明
治
小
田
原
町
誌
』
上

）。

「
民
力
疲
弊
」
の

度
が
進
む
に
つ

れ
て
、

不
穏
な
社
会
情
勢
が

県
下
の

各
地
域
を
お
お
っ

て
い

っ

た
こ

と
も
事
実
で

あ
る
。

そ
の

情
勢
は
不
況
に

あ
え
ぐ
村
々

に
お
い

て
、

た
と
え
ば
、

秦
野
の

山
間
部
か
ら
津
久
井
、

三
多
摩
方
面
の

入
会
地
を
め
ぐ
る
問
題
と
か
、

農
家
の

負
債
弁
償
問
題
の

系

争
に

端
的
に

あ
ら
わ
れ
て
い

た
。

『
神
奈
川
県
史
料
五
巻
』
に

掲
載
さ
れ
て
い

る
「
騒
擾
事
変
」
は
、

大
住
郡
堀
山
下
村
（
現
在

秦
野
市

）
に

お
け
る

官
有
林
を
個
人
名
儀
で

買
い

う
け
る
か
村
共
有
で

購
入
す
る
か
と
い

う
件
を
め
ぐ
っ

て
ひ
き
起
こ

さ
れ
た
紛
議
と
か
、

愛
甲
郡
下
の

村
々

で

負
債
者

が
不
穏
な
零
囲
気
を
か
も
し
だ
し
て
い

た
状
況
を
実
に

よ
く
伝
え
て
い

る
。

こ

の

よ
う
に

経
済
的
に

荒
廃
に

瀕
し
て
い

る
村
々

の

姿
と
窮
地
に

た
つ

村
人
の

不
穏
な
動
き
が
底
ぶ
か
く
、

そ
の

た
め
に
、

い

か
に

社
会
が
大
き

く
揺
れ
動
い

て
い

た
か
と
い

う
こ

と
は
、

県
・

郡
の

関
係
者
の
い

く
つ

か
の

書
簡
や
内
達
が
、

こ

の

事
態
を
「
容
易
ナ
ラ
サ
ル

儀
」
と
み
て
い

た
こ

と
か
ら
知
る
こ

と
が
で

き
よ
う
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

〇
五
―
一

〇
八

）。

し
か
し
、

そ
れ
以
上
に

着
目
し
た
い

の

は
、

こ

の

よ
う
な
状
況
そ
れ

じ
た
い

が
、

い

わ
ば
、

欧
化
風
の

文
明
化
の

潮
流
に

よ
り
自
然
と
社
会
風
土
を
ぬ

り
か
え
て
い

く
傾
向
と
あ
い

い

れ
な
い

か
っ

こ

う
で
、

自
然
と
社

会
制
度
を
つ

く
り
変
え
て
い

こ

う
と
し
て
い

る
事
実
で

あ
る
。

し
か
も
、

こ

の

事
態
は
、

国
家
が
率
先
し
て
西
欧
の

資
本
主
義
経
済
制
度
や
政
治
制

度
を
導
入
し
て

く
る
過
程
で
ひ
き
起
こ

さ
れ
た
明
治
初
年
の

「
物
情
騒
然
」
た
る
動
き
を
引
き
継
ぎ
、

結
局
は
、

近
代
に

お

け
る

国
家
と

地
方
、

「
官
」
と「
民
」、

あ
る
い

は
階
級
階
層
間
で

相
対
立
す
る
社
会
関
係
を
示
す
も
の

で

あ
っ

た
。

こ

う
し
た
社
会
情
勢
の

も
と
で
、

明
治
十
年
代
に
は
、

三
多
摩
地
域
か
ら
県
西
の

足
柄
下
郡
に
い

た
る
ま
で
、

県
下
一

円
に

自
由
民
権
運
動
が

澎

湃
と
し
て

た
ち
現
わ
れ
た
こ

と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。

「
自
由
」
と
「
民
権
」
を
要
求
す
る
運
動
は
、

県
会
議
員
・

豪
農
層
を
原
動
力
と

す
る

国
会
開
設
の

請
願
運
動
を
引
き
金
に

し
て
、

地
域
か
ら
県
議
会
を
つ

な
げ
る
場
で

「
立
憲
ノ

政
」
を
た
て
、

「
郡
ノ

進
歩
」
を
う
な
が
す
と
い

う
よ
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う
に
、

地
域
の

発
展
を
下
か
ら
は
か
る
こ

と
を
根
底
に

す
え
て

「
立
憲
政
体
」
の

実
現
を
め
ざ
し
て
い

た
。

こ

の

闘
争
は
、

各
地
の

戸
長
を
ふ
く
む

有
力
者
た
ち
に

も
影
響
を
あ
た
え
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の

「
政
談
講
学
」
の

集
会
を
も
ち
な
が
ら
、

自
由
党
と
改
進
党
の

影
響
も
あ
り
、

豪
農
を
主

体
と
す
る
運
動
か
ら
、

武
相
困
民
党
の

よ
う
に

「
負
債
の

全
免
」、
「
小
作
料
の

引
下
げ
」
を
要
求
し
て

激
し
い

行
動
を
訴
え
る
動
き
ま
で

さ
ま
ざ
ま

な
形
を
と
っ

て
い

た
。

そ
れ
ほ
ど
、

民
権
運
動
は
、

根
ぶ
か
い

世
情
の

不
安
を
鋭
く
反
映
し
て
い

た
の

で

あ
る
。

経
済
上
の

困
窮
と
公
租
の

負
担
が
農
民
の

肩
に

ふ
か
く
喰
い

こ

ん
で
い

る
事
情
は
、

地
租
延
納
、

未
納
分
年
賦
払
い
、

あ
る
い

は
租
税
軽
減
の

さ

ま
ざ
ま
な
請
願
が
数
多
く
提
出
さ
れ
て
い

る
こ

と
か

ら
も
う
か
が
え
る
し
、

さ
ら
に
、

一

八
八
四
（
明
治
十
七

）
年
以
降
、

県
収
税
長
に

就
任
し
た
添

田
知
通
の
一

連
の

文
書
か
ら
も
推
察
す
る
こ

と
が
で

き
る
。

添
田
は
、

農
家
経
済
を
み
る
と
き
、

ま
さ
に

「
危
急
存
亡
ノ

秋
」
で

あ
る
と

し

た
た

め
、

米
価
が
極
端
に

低
落
す
る
な
か
で
、

「
四
民
共
ニ

財
計
不
測
ノ

逼
迫
」
を
き
わ
め

て

決
定
的
に

「
衰
退
ノ

状
況
」
を
現
わ
し
て
お

り
、

こ

れ
に

く
わ
え
て
、

暴
風
水
災
の

被
害
を
受
け
て
、

農
民
は
「
無
上
ノ

困
難
」
に
お
ち
い

っ

て
い

る
と
告
げ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴

一

七
五

）。
添
田
の

具
申
書
の

な
か
に

み
え
る
こ

の
一

節
は
、

収
税
の

渋
滞
と
租
税
を
い

か
に

確
保
す
る
か
と
い

う
そ
の

板
ば
さ
み
の

苦
難
の

表
明

で

あ
る
が
、

そ
れ
に

し
て

も
、

社
会
の

安
定
と
発
展
を
ど
う
は
か
る
べ

き
か
と
い

う
問
題
が
、

県
民
に

と
っ

て
の

「
近
代
化
」
の

最
大
の

課
題
で

あ

っ

た
。

し
た
が
っ

て
、

「
民
力
」
の

安
定
と
向
上
を
め
ぐ
る
下
か
ら
の

抗
争
は
、

そ
の

後
、

横
浜
近
郊
の

平
場
地
帯
の

久
良
岐
・

橘
樹
・

都
筑
三
郡

（
現
在

川
崎
市
・

横
浜
市
）
な
ど
の

地
価
修
正
請
願
同
盟
会
の

組
織
化
と
運
動
、

あ
る
い

は
地
租
増
徴
案
反
対
運
動
の

な
か
に

受
け
継
が

れ
て

い

っ

た
。

高
座
郡
相
原
村
（
現
在

相
模
原
市

）
の

助
役
で

豪
農
の

相
沢
菊
太
郎
は
、

一

八
九
九
（
明
治
三
十
二

）
年
四
月
二

十
二
日
の

「
日
記
」
に
、

地
主

は
、

今
後
五
か
年
間
地
価
修
正
の

た
め
「
地
価
は
減
ず
と
雖
も
、

税
金
は
（
二

半
の

処
分
三
厘
歩

）
増
殖
し
、

負
担
の

重
き
」
に

苦
し
み
、

こ

れ
を
小

作
人
に

負
わ
せ
よ
う
と
し
て

も
、

「
一

般
小
作
人
の

困
窮
せ
る

」
事
情
を
考
え
れ
ば
、

地
主
が

苦
境
に

た
ち
困
難
で

あ
る
と
い

う
「
不
平
均
」
が

生

ず
る
の

も
や
む
を
え
な
い

と
書
き
と
め
て
い

た
。

政
府
の

と
る
明
治
中
期
に

お

け
る
地
租
増
徴
・

地
価
修
正
の

手
だ
て
は
、

こ

う
し
て

ま
た
あ
ら
た
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な
問
題
を
ひ
き
お
こ

し
、

や
が
て

打
ち
だ
さ
れ
て

く
る
京
浜
工
業
地
帯
造
成
を
中
心
と
す
る
工
業
化
政
策
の

も
と
で
、

「
近
代
化
」
を
め
ぐ
る
対
抗

ベ

ク

ト
ル

は
、

さ
ら
に

異
っ

た
形
で

長
く
尾
を
ひ
い

て
い

く
。

二

　
政
治
制
度
づ

く
り
と
社
会
関
係
の

変
化

神
奈
川
の

近
代
の

足
ど
り
が
激
動
に

満
ち
て
い

た
の

は
、

以
上
の
べ

て

き
た
こ

と
が
ら
に
つ

き
な
い
。

と
い

う
の

は
、

県
民
の

「
郷
土
意
識
」
を

ゆ
さ
ぶ
る
よ
う
な
県
の

制
度
づ
く
り
と
そ
の

変
更
が
明
治
の

初
年
か
ら
中
期
に
か
け
て
ひ
き
起
さ
れ
て
い

た
か
ら
で

あ
る
。

そ
の

も
っ

と
も
大
き
な
で

き
ご
と
が
、

一

八
九
三
（
明
治
二

十
六

）
年
四
月
に

三
多
摩
地
域
が
神
奈
川
県
か
ら
東
京
府
に

移
管
に

な
っ

た
、

い

わ
ゆ

る
「
三
多
摩
分
離
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

こ

の

件
に

つ

い

て
、

内
務
省
は
、

「
東
京
府
及
神
奈
川
県
域
変
更
に

関
す
る
法
律
案
」
を
提
出
す
る
に

あ

た
り
三
つ

の

理
由
を
あ
げ
て
い

た
。

す
な
わ
ち
、

三
多
摩
の

東
京
府
へ

の

管
轄
変
え
は
⑴
東
京
市
の

新
水
道
事
業
を
達
成
す
る
た
め
に
、

水
源
の

保

護
と
上
流
地
域
の

衛
生
警
察
の

取
締
り
の

う
え
か
ら
適
切
で

あ
る
こ

と
、

⑵
多
摩
川
流
域
外
の

南
多
摩
郡
も
、

交
通
・

地
形
の

う
え
か
ら
移
管
が
必

要
で

あ
る
こ

と
、

⑶
管
轄
の

変
更
に

よ
り
民
衆
の

租
税
負
担
に

大
差
が
生
じ
な
い

こ

と
、

こ

れ
が
そ
の

説
明
で

あ
る
。

こ

の

う
ち
、

政
府
が
重
視
し

て
い

た
の

は
、

第
一

点
で

あ
り
、

三
多
摩
分
離
問
題
に
か
ん
す
る
諸
資
料
か
ら
判
断
し
て

も
東
京
市
の

人
口
の

増
大
と
水
道
事
業
問
題
、

そ
れ
に
一

八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
の
コ

レ

ラ
病
の

流
行
に
ま
つ

わ
る
苦
い

経
験
が
背
景
に

な
っ

て
い

た
。

し
か
し
、

こ

の

県
境
変
更
問
題
は
、

帝
国
議
会
の

内
外
で

激
し
い

議
論
の

的
に

な
っ

た
ば
か

り
か
、

県
民
に
と
っ

て

は
寝
耳
に
水
の

よ
う
な
観
が

あ
り
、

と
り
わ
け
、

三
多
摩
と
こ

の

地
域
に

隣
接
す
る
村
々

に

大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
て
い

た
。

こ

の

よ
う
な
で

き
ご
と
は
、

問
題
の

性
質
の

違
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い

と
地
域
こ

そ
異
な
る
が
、

神
奈
川
県
民
に

と
っ

て

み
れ
ば
過
去
に
三
度
に

わ
た
っ

て
ひ

き
お
こ

さ
れ
て
い

た
と
み
て
よ
い
。

そ
の
一

つ

は
、

明
治
維
新
変
革
の

さ
い
、

廃
藩
置
県
に
か
け
て

小
田
原
藩
の

態
度
が

「
小
田
原
評
定
」
の

語
り
ぐ
さ
の

よ
う
に
、

二

転
三
転
し
、

そ
の

た
め
、

小
田
原
箱
根
戦
役
（
箱
根
戦
争
）
の

あ
お
り
を
受
け
な
が
ら
、

小
田
原
宿
お
よ
び
周
辺
の

民
衆
た
ち
が

経
験
し
た
動
揺
と
困
惑
と
新
制
度

へ

の

と
ま
ど
い

で

あ
る
。

な
か
で

も
、

長
期
間
に

わ
た
る
大
久
保
氏
の

支
配
が
終
り
、

小
田
原
藩
知
事
大
久
保
忠
良
が
東
京
に

去
る
に

あ
た
っ

て
、

町
年
寄
・

町
役
人
ら
有
志
の

な
か
に

「
時
勢
の

変
革
は
止
不
能
」
と
い

え
ど
も
、

過
去
を
回
想
し
な
が
ら
「
暗
涙
に

咽
ひ
し
者
」
も
い

た
と
い

う
光

景
は
、

そ
の
一

面
を
の

ぞ
か
せ
て
い

る
（『
明
治
小
田
原
町
誌
』上
）。

そ
の

二
は
、

一

八
七
六（
明
治
九
）年
の

足
柄
県
の

廃
止
を
め

ぐ
る
小
田
原
駅
（
町
）

と
そ
の

周
辺
の

民
衆
の

な
か
に
ひ
き
起
し
た
動
揺
で

あ
る
。

こ

の

点
は
、

も
う
す
こ

し
先
で

ふ
れ
る
こ

と
に

し
た
い
。

そ
の

三
は
、

一

八
八
八
（
明

治
二

十
一

）
年
の

市
制
お
よ
び
町
村
制
の

公
布
に
と
も
な
う
町
村
合
併
を
め
ぐ
っ

て

生
じ
た
紛
糾
に

現
わ
れ
て
い

た
。

た
し
か
に
、

町
村
制
の

施
行

に

あ
た
り
内
相
山
県
有
朋
名
の

町
村
合
併
規
準
に
つ

い

て

の

訓
令
で
、

か
つ

て
の

大
区
小
区
制
か
ら
三
新
法
体
制
下
の

町
村
に
い

た
る
町
村
―
村
落

（
自
然
村
）
を
囲
い

込
む
か
っ

こ

う
で

「
小
合
併
小
独
立
」
を
避
け
「
有
力
ノ

町
村
ヲ

造
成
」
す
る
こ

と
を
目
的
に
か
か
げ
て
い

た
だ
け
に
、

あ
ち
こ

ち
で

難
渋
を
き
わ
め
て
い

た
。

合
併
町
村
に
せ
よ
、

組
合
町
村
の

形
態
を
と
る
に

し
ろ
、

実
施
の

基
準
、

資
力
支
出
の

標
準
、

町
村
予
算
の

調
整
、

修
正
な
ど
を
め
ぐ
っ

て

意
見
の

統
一

を
は
か
る
こ

と
が
で

き
な
か
っ

た
し
、

さ
ら
に
、

地
勢
と
か
、

こ

れ
ま
で

の

生
活
、

生
産
、

社
会
関
係
を
維
持

す
る
こ

と
を
最
優
先
に
お
い

て

問
題
を
考
え
が

ち
で

あ
る
の

で
、

ど
う
し
て

も
い

ざ
こ

ざ
が
絶
え
な
か
っ

た
よ
う
で

あ
る
。

足
柄
上
郡
の

神
山
村
、

金
手
村
、

金
子
村
の

合
併
・

独
立
を
め
ぐ
る
去
就
問
題
、

都
筑
郡
二

俣
川
村
他
二
か
村
の

町
村
合
併
あ
る
い

は
、

橘
樹
郡
下
の

下
星
川
村
、

和
田

村
、

仏
向
村
、

坂
本
村
の

保
土
ケ
谷
町
へ

の

合
併
を
め
ぐ
る
係
争
事
件
、

津
久
井
郡
中
野
村
他
四
か
村
組
合
分
離
問
題
な
ど
は
、

町
村
制
の

施
行
そ

の

も
の

が
、

そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の

自
然
と
生
活
慣
行
を
主
な
内
容
と
す
る
社
会
風
土
と
住
民
の

生
活
感
情
を
激
し
く
ゆ
さ
ぶ
っ

て
い

る
実
情
の
一

面

を
浮
き
ぼ
り
に

し
て
い

る
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

三
七
―
一

四
九
）。
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