
〔研
究
ノ
ー
ー
〕

は
じ
め
に

津

軽
.林

業

史

研

究

の

現

状

と

課

題

津
軽
ヒ
バ
､
秋
田
ス
ギ
､
木
曾
ヒ
ノ
キ
と
い
え
ば
､
(
日
本
三
大
美
林
)
で
あ
る
｡

こ
の
美
林
と
い
う
言
い
方
は
､
こ
の
ヒ
バ
､
ス
ギ
､
ヒ
ノ
キ
が
高
品
質
の
高
級
用
材

と
い
う
こ
と
を
指
す
だ
け
で
は
な
-
､
津
軽
､
秋
田
､
木
曾
が
前
近
代
か
ら
の
著
名

な
林
業
生
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
合
意
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
近
代
以
降
の
林
学

に
お
い
て
は
秋
田
林
業
'
木
曾
林
業
と
呼
ば
れ
､
林
業
生
産
地
帯
と
し
て
認
知
さ
れ
､

ま
た
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
き
た
｡
と
こ
ろ
が
､
秋
田
と
木
曾
に
比
し
て
'
津
軽
林
莱

と
い
う
呼
び
名
を
筆
者
は
余
り
耳
に
し
た
覚
え
が
な
い
｡
木
曾
林
業
に
関
し
て
は
､

戦
前
か
ら
多
-
の
研
究
が
あ
り
､
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
日
本
林
業
史
の
概
説
書
な
ど

は
､
木
曾
林
業
史
の
観
を
呈
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
ま
た
秋
田
林
業
に
関
し
て
も

わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
で
い
え
ば
､
『秋
田
県
林
業
史
』
(
一
九
七
三
年
)
が
前
近
代

か
ら
近
現
代
に
か
け
て
全
体
象
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
津
軽
林

業

(筆
者
は
､
津
軽
地
方
に
お
け
る
林
業
を
こ
う
称
す
る
こ
と
に
す
る
)
に
関
し
て

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
私
見
の
範
囲
で
は
､
前
近
代
か
ら
の
津
軽
も
含
め
た
林
業
の

全
体
象
を
示
し
た

(青
森
県
林
業
史
)
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
知
ら
な
い
｡

脇

野

1
万
､
津
軽
藩
に
と
っ
て
津
軽
ヒ
バ
は
重
要
な
財
源
で
あ

っ
た
こ
と
は
良
-
知
ら

れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
津
軽
藩
の
研
究
を
進
め
て
行
け
ば
､
近
世
の
津
軽
林
業
を

明
ら
か
に
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
､
津
軽
ヒ
バ
は
重
要
な
財

源
で
あ

っ
た
と
い
う
指
摘
か
ら
､

一
歩
も
踏
み
出
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
｡
(
日
本
三
大
美
林
)
の

一
つ
で
あ
る
当
地
域
に
関
し
て
､
な
に
ゆ
え
に

林
業
史
研
究
が
遅
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

筆
者
は
最
近
､
津
軽
森
林
鉄
道
に
関
す
る
小
論
(｢津
軽
森
林
鉄
道
導
入
と
在
来
林

業
技
術
-
伝
統
技
術
の
近
代
化
を
め
ぐ
っ
て
-
｣
､
『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

告
』
に
掲
載
予
定
)
を
ま
と
め
た
が
､
こ
の
分
析
の
過
程
で
津
軽
林
業
､
特
に
近
世

の
林
業
生
産
の
あ
り
方
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
今
ま
で
の
研
究

史
を
学
ぼ
う
と
し
た
と
こ
ろ
､
そ
の
蓄
積
の
少
な
さ
に
驚
-
と
共
に
､
眼
の
前
に
広

が
る
広
大
な
津
軽
林
業
の
地
平
に
荘
然
と
し
た
｡
筆
者
は
､
と
り
あ
え
ず
必
要
最
小

限
の
範
囲
で
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
林
業
生
産
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
た
が
､

そ
の
作
業
を
通
じ
て
感
じ
た
こ
と
を
こ
こ
に
ま
と
め
､
津
軽
林
業
史
研
究
前
進
の
た

め
に

一
石
を
投
じ
た
い
と
思
う
｡
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最
初
に
､
筆
者
が
津
軽
森
林
鉄
道
の
分
析
を
始
め
る
際
に
抱
い
て
い
た
津
軽
林
莱

の
イ
メ
ー
ジ
を
､
自
戒
を
込
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
｡

津
軽
森
林
鉄
道
の
分
析
を
思
い
つ
い
た
の
は
､
木
曾
森
林
鉄
道
導
入
の
時
に
反
対

意
見
が
存
在
し
た
こ
と
に
対
し
て
､
森
林
鉄
道
導
入
の
噂
矢
と
し
て
津
軽
森
林
鉄
追

は
積
極
的
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
｡
明
治
期
の
殖
産
興
業
､

機
械
化
推
進
の
中
で
､
日
本
の
代
表
的
林
業
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
木
曾
に
お
い
て
機

械
化
=
森
林
鉄
道
導
入
に
対
す
る
反
対
意
見
が
存
在
し
た
こ
と
に
､
お
お
い
に
興
咲

を
ひ
か
れ
た
｡
そ
し
て
､
津
軽
森
林
鉄
道
導
入
時
に
も
反
対
意
見
は
存
在
し
な
か
っ

た
の
か
を
調
べ
て
み
た
が
､
管
見
の
限
り
で
は
反
対
意
見
は
な
-
､
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
積
極
的
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
｡
そ
こ
で
､
木
曾
と
津
軽

を
対
比
す
る
こ
と
を
通
じ
て
'
な
ぜ
木
曾
で
は
反
対
意
見
が
存
在
し
､
津
軽
に
お
い

て
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
｡

木
曾
と
津
軽
に
お
い
て
は
近
世
以
来
の
伝
統
的
な
在
来
林
業
技
術
の
あ
り
方
が
異

な
る
た
め
に
､
森
林
鉄
道
と
い
う
近
代
技
術
の
受
容
に
差
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
を
､

ま
ず
筆
者
は
思
い
つ
い
た
｡
具
体
的
に
い
え
ば
'
木
曾
林
業
に
お
い
て
は
木
曾
式
伐

木
運
材
法
と
呼
ば
れ
た
全
国
的
に
も
知
ら
れ
た
林
業
技
術
体
系
が
存
在
し
､
こ
の
伝

統
的
な
在
来
技
術
体
系
が
近
代
技
術
の
導
入
を
阻
も
う
と
し
た
､

一
方
当
時
の
津
軽

に
お
い
て
は
木
曾
の
よ
う
な
全
国
的
に
知
ら
れ
た
技
術
体
系
が
存
在
し
な
い
t
と
い

う
よ
り
は
そ
も
そ
も
近
代
技
術
を
阻
む
在
来
の
技
術
体
系
が
存
在
せ
ず
､
そ
れ
故
す

ん
な
り
と
近
代
技
術
導
入
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
｡

全
-
津
軽
林
業
の
資

･
史
料
を
検
討
せ
ず
に
右
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の

で
あ
っ
た
が
'
木
曾
の
伝
統
的
な
林
業
技
術
は
良
-
耳
に
す
る
も
の
の
､
津
軽
に
つ

い
て
は
あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
､
そ
の
よ
う
な
先
入
観
に
よ
る
産
物
の

何
物
で
も
な
か
っ
た
｡

こ
こ
で
､
簡
単
に
津
軽
林
業
史
研
究
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
｡
津
軽
藩
の
林
莱

に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
記
述
は
'
浅
野
源
吾
｢津
軽
藩
史
｣
(『東
北
産
業
経
済
史
』

第
五
巻
'

一
九
三
七
年
)
に
見
ら
れ
､
｢津
軽
藩
は
米
に
次
い
で
材
木
は
藩
の
重
要
財

源
を
為
し
て
い
た
｣
と
さ
れ
､
津
軽
信
政
に
よ
る
山
林
保
護
と
造
林
か
ら
な
る
林
政
･

林
制
確
立
が
中
心
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
後
は
､松
木
侃
｢津
軽
の
楯
(檎
)
｣

(『日
本
産
業
史
大
系
』
第
三
巻
､

1
九
六
〇
年
)
が
あ
る
が
'
基
本
的
に
は
浅
野
が

述
べ
た
域
を
出
て
い
な
い
｡
ま
た
､
青
森
営
林
局
は
『六
十
五
年
の
歩
み
』
(
l
九
克

7
年
)､
『
八
十
年
史
』
(
1
九
六
六
年
)､
『樹
齢
百
年

青
森
営
林
局
の
1
世
紀
』
(
1

九
八
六
年
)
と
い
う
営
林
局
史
を
編
纂
し
､
『青
森
の
ヒ
バ
』
(
一
九
六
三
年
)
を
公

刊
し
て
い
る
が
､
い
ず
れ
も
津
軽
藩
の
林
野
制
度
の
記
述
が
主
で
あ
る
｡
他
方
'
長

内
鉄
也

｢津
軽
藩
林
政
と
入
会
に
つ
い
て
｣
(『弘
大
国
史
研
究
』
二
一
･
二
二
号
､

一
九
六
〇
年
)'
菅
井
陸
生

｢犀
風
山
植
林
史
｣
(『弘
大
国
史
研
究
』

三
五
号
､

一
九

六
四
年
)
な
ど
の
い
-
つ
か
の
個
別
研
究
も
あ
る
が
､
こ
れ
ら
も
林
野
制
度
を
扱
っ

て
い
る
｡

一
方
､
材
木
生
産
の
側
面
に
つ
い
て
は
'
遠
藤
安
太
郎

『山
林
史
上
よ
り
観
た
る

東
北
文
化
之
研
究
』
(
一
九
三
八
年
)
や

『林
業
技
術
史
』
第
四
巻

(日
本
林
業
技
術

協
会
､

一
九
七
四
年
)
に
伐
出
技
術
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
が
､
諸
事
例
の
7

つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
｡
な
お
'
最
近
公
刊

さ
れ
た

『蟹
田
町
史
』
(
一
九
九

一
年
)
で
は
､
当
地
で
の
材
木
の
生
産
状
況
や
材
木

商
人
に
関
し
て
も
記
述
さ
れ
て
お
り
､
今
後
の
研
究
方
向
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
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期
待
を
感
じ
さ
せ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
津
軽
林
業
史
研
究
の
こ
れ
ま
で
の
対
象
は
､
津
軽
藩
に
お
け
る

林
政

･
林
制
へ
即
ち
林
野
支
配
に
あ
り
'
そ
の
な
か
で
も
津
軽
信
政
の
事
跡
と
造
林

政
策
に
専
ら
関
心
が
向
け
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
｡
し
た
が
っ
て
'
材
木
生
産
の

実
態
や
伐
出
技
術
は
十
分
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
'
筆
者
が
先

に
述
べ
た
よ
う
な
先
入
観
を
も
っ
た
と
し
て
も
'
不
思
議
で
は
な
い
面
が
あ
っ
た
0

と
こ
ろ
が
､
実
際
に
津
軽
林
業
の
分
析
を
進
め
る
に
つ
れ
'
津
軽
林
業
に
は
在
来
技

術
体
系
は
な
か
っ
た
と
い
う
筆
者
の
思
惑
は
見
事
に
裏
切
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

の
よ
う
に
木
曾
の
運
材
技
術
の
導
入
を
主
張
し
た
｡

森
林
鉄
道
導
入
以
前
に
お
け
る
津
軽
の
在
来
伐
出
技
術
の
特
徴
は
､
穐
出
と
堤
疏

と
呼
ば
れ
る
冬
季
積
雪
を
利
用
し
た
運
材
技
術
に
見
ら
れ
'
さ
ら
に
机
子
が
伐
木
追

材
か
ら
運
材
ま
で
の
全
工
程
に
わ
た
っ
て
労
働
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
｡
木
曾
の

さ
で

場
合
は
修
羅
や
桟

手

な
ど
の
運
材
装
置
を
用
い
て
夏
季
に
運
材
L
t
伐
木
造
材
は
机

が
'
運
材
は
日
用
が
行
う
と
い
う
分
業
が
成
立
し
て
い
た
｡
ま
た
'
木
曾
で
は
机
は

仙
組
'
日
用
は
日
用
組
と
い
う

(組
頭
-
組
子
)
か
ら
な
る
労
働
組
織
が
'
津
軽
に

お
い
て
は

(山
頭
-
仙
子
)
か
ら
な
る
労
働
組
織
が
存
在
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
両
者

に
は
'
運
材
技
術
と
労
働
過
程
に
お
い
て
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
た
｡
こ
の
両
者
の

相
違
か
ら
､
運
材
技
術
の
伝
播
に
関
し
て
'
例
え
ば
次
の
よ
う
に
興
味
深
い
示
唆
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
｡

明
治

一
九
年

(
一
八
八
六
)
に
伊
津
英
介
は

｢青
森
県
下
運
材
の
邸
見
｣
(『大
日

本
山
林
会
報
告
』
五
六
号
)
に
お
い
て
'
津
軽
の
運
材
技
術
の
欠
点
を
指
摘
し
､
次

伐
木
時
期
運
搬
法
の
宜
し
き
を
得
さ
る
為
め
な
り
困
て
速
に
其
習
慣
を
改
良
し

先
以
木
曾
法
に
倣
ひ
伐
木
時
季
は
木
液
流
通
上
昇
の
と
き

(八
十
八
夜
后
)
着

手
の
こ
と
に
せ
は
-
-
断
然
習
慣
を
廃
し
て
夏
出
し
の
こ
と
に
改
良
す

へ
し

-
-
夏
出
器
械
は
木
曾
に
用
ひ
る
も
の
を
云
ふ

(の
ら
材
板
材
算
盤
材
臼
堰
等

を
用
ふ
)
-
-
之
を
要
す
る
に
土
仙
雇
夫
等
に
於
て
も
習
慣
法
に
満
足
す
る
に

非
ら
さ
れ
と
も
其
伐
木
運
搬
上
の
よ
ろ
し
き
方
法
を
説
-
も
の
な
し
唯
想
像
の

み
を
以
て
な
す
か
故
満
足
し
て
改
良
せ
さ
る
な
り
困
て
亥
に
改
良
を
謀
ら
ん
と

せ
は
木
曾
飛
騨
地
方
に
於
て
教
示
者
の
両
三
名
も
雇
人
二
三
年
の
伐
木
を
実
施

し
之
を
土
地
人
民
に
知
ら
し
め
は
其
利
を
永
遠
に
お
よ
は
す
実
に
浅
砂
な
ら
さ

る
な
り
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伊
淳
は
'
従
来
の
冬
季
運
材
の
や
り
方
を
早
急
に
廃
し
て
夏
季
に
運
材
す
る
べ
き

で
あ
り
'
そ
の
た
め
に
木
曾
の
夏
季
運
材
の
技
術
を
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
逮

べ
て
い
る
｡
し
か
し
'
管
見
の
限
り
で
は
木
曾
の
運
材
技
術
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
は

な
-
､
冬
季
運
材
の
欠
点
の
克
服
は
森
林
鉄
道
導
入
に
待
つ
外
は
な
か
っ
た
｡
筆
者

は
､
な
ぜ
木
曾
の
運
材
技
術
が
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
を
'
両
者
の
労
働
過
程
の

相
違
か
ら
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
｡

木
曾
の
伐
出
工
程
で
は
夏
季
に
伐
木
造
材
と
並
行
し
て
運
材
す
る
た
め
に
'
伐
木

造
材
労
働
者
と
は
別
に
運
材
専
業
の
労
働
者
を
必
要
と
し
た
｡
し
た
が
っ
て
､
伐
木

造
材
時
期

(夏
季
)
と
運
材
時
期

(冬
季
)
が
ず
れ
て
い
た
た
め
に
礼
子
が
運
材
を

も
行
う
こ
と
が
で
き
た
津
軽
に
'
木
曾
の
運
材
を
導
入
す
る
た
め
に
は
､
運
材
が
伐



木
造
材
時
期
と
同
時
進
行
し
て
も
労
働
力
を
確
保
で
き
る
と
い
う
条
件
を
満
た
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
つ
ま
り
､
木
曾
の
運
材
技
術
の
導
入
は
､
木
曾
の
修
羅

･

桟
手
な
ど
の
運
材
装
置
を
持
ち
込
む
だ
け
で
は
事
足
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の

こ
と
は
､
津
軽
林
業
の
独
自
性
と
と
も
に
､
伐
出
技
術
の
伝
播
が
労
働
過
程
の
あ
り

方
と
深
-
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

以
上
'
詳
し
い
こ
と
は
拙
稿
に
譲
る
が
､
史
料
の
分
析
を
通
じ
て
､
津
軽
に
お
い

て
も
近
世
以
来
､
木
曾
林
業
の
技
術
と
は
異
な
っ
た
在
来
技
術
体
系
､
即
ち
冬
季
運

材
技
術
と
労
働
組
織
を
核
に
し
た
伐
出
技
術
の
体
系
が
存
在
し
た
と
筆
者
は
結
論
づ

け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡

要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
､
材
木
は
実
際
に
伐
出
さ
れ
て

換
金
さ
れ
て
こ
そ
､
は
じ
め
て
藩
の
財
源
た
り
う
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
材

木
が
実
際
に
ど
れ
ぐ
ら
い
伐
出
さ
れ
た
の
か
､
そ
の
実
際
の
コ
ス
ト
は
ど
れ
ぐ
ら
い

で
あ
っ
た
の
か
､
さ
ら
に
伐
出
す
に
は
ど
の
よ
う
に
し
て
技
術

･
労
働
力
を
編
成
し

た
の
か
等
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
､
津
軽
藩
政
に
お
い
て
林
業
が
占
め
る

位
置
も
､
持
つ
意
味
も
明
確
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
で
は
､
材
木
生
産
解
明
の
追
求
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
と
い
う
の
は
､

材
木
生
産
に
直
接
関
わ
る
史
料
や
記
録
が
残

っ
て
い
る
の
は
､

一
般
的
に
は
き
わ
め

て
希
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
幸
い
に
も
筆
者
は
弘
前
市
立
図
書
館
で
伐
出

の
工
程
､
労
働
過
程
を
か
な
り
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
を
手
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
｡
そ
の
史
料
は
､
以
下
に
そ
の
一
部
を
掲
げ
て
お
い
た
よ
う
な
伐
出
見
積

書
で
あ
る
｡
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さ
て
､
右
に
述
べ
た
津
軽
林
業
に
お
け
る
在
来
伐
出
技
術
で
あ
る
が
'
既
に
述
べ

た
よ
う
に
こ
れ
ま
で
に
公
表
さ
れ
た
論
文
や
著
作
に
お
い
て
も
､
橿
出
や
堤
流
の
こ

と
は
触
れ
ら
れ
て
き
た
｡
し
か
し
､
伐
出
作
業
の
詳
細
な
工
程
や
労
働
形
態

･
組
織

の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
殆
ど
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
､
従
来
の
研
究
の

対
象
が
材
木
生
産
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
津
軽

藩
政
史
研
究
､
或
い
は
国
有
林
野
形
成
史
研
究
の

一
環
と
し
て
林
業
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
､
ま
た
林
業
技
術
は
木
曾
林
業
で
代
表

さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
制
度
史
､

政
治
史
と
し
て
の
林
業
史
で
あ
っ
た
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡

し
か
し
､
林
業
生
産
の
生
産
そ
の
も
の
へ
の
関
心
が
低
か
っ
た
こ
と
は
､
や
は
り

片
手
落
ち
で
あ
ろ
う
｡
林
制

･
林
政
は
林
業
生
産
の
前
提
に
な
る
も
の
で
あ
り
､
重

天
保
四
年
七
月

｢小
泊
山
沖
出
材
木
寸
甫
仙
取
仕
様
積
｣
(岩
見
文
庫
郷
土
資
料
)

安
政
六
年
正
月

｢大
和
沢
山
槍
生
木
角
丸
太
仕
様
積
帳
｣
(同
右
)

文
久
三
年
五
月

｢瀬
辺
地
山
槍
末
木
角
丸
太
仕
様
積
帳
抑
｣
(同
右
)

明
治
四
年

二

一月

｢未
ノ
七
月
十
五
日
占
九
月
中

碇
ヶ
関
山
占
飯
詰
山
旧
札
取

捨
六
ケ
山
仙
取
及
野
萱
刈
取
共
明
細
帳
｣
(津
軽
家
文
書
)

明
治
六
年
五
月

｢浜
名
山
槍
末
木
角
寸
甫
仙
取
銭
払
帳
｣
(同
右
)

こ
れ
ら
の
見
積
書
は
､
伐
出
材
木
の
数
量
'
伐
出
場
所
､
伐
出
の
作
業
種
､
労
働
者

数
､
賃
金
な
ど
が
わ
か
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
｡
こ
の
外
､
同
図
書
館
所
蔵
の

｢拙

走
帳
｣
(津
軽
古
図
書
保
存
会
文
庫
)
か
ら
は
､
山
師
の
活
動
を
知
る
こ
と
が
で
き



る
｡一

方
､
筆
者
は
今
回
の
分
析
に
お
い
て
は
十
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
､
広
-

世
に
知
ら
れ
て
い
る
林
業
関
係
の
膨
大
な
ま
と
ま
っ
た
史
料
で
あ
る

『日
本
林
制
史

調
査
資
料
』
弘
前
藩

(な
お
､
こ
の
史
料
か
ら
編
纂
し
た
も
の
が

『日
本
林
制
史
資

料
』
弘
前
藩
篇
で
あ
る
)
も
あ
る
｡
こ
の
史
料
は
藩
政
レ
ベ
ル
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
り
､
材
木
生
産
の
直
接
的
な
記
録
で
は
な
い
も
の
の
､
分
析
視
角

･
方
法
を
工

夫
す
れ
ば
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
る
と
思
う
｡
さ
ら
に
､
青
森
県
立
図
書
館
所
蔵

の
廻
船
関
係
の
滝
屋
文
書
な
ど
か
ら
も
生
産
の

一
面
を
明
ら
か
に
で
き
よ
う
｡
ま
た
､

地
方
史
料
の
レ
ベ
ル
で
は
､
県
内
の
市
町
村
史
編
纂
過
程
で
収
集
さ
れ
た
史
料
に
期

待
し
た
い
｡

林
業
関
係
史
料
の

一
端
を
紹
介
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
､
津
軽
林
業
は
史
料
に
恵
ま

れ
て
い
な
い
と
は
い
い
が
た
-
､
要
は
我
々
の
問
題
意
識
や
分
析
方
法
で
あ
ろ
う
｡

生
産
組
織
と
そ
の
運
営
に
つ
い
て
は
殆
ど
手
つ
か
ず
で
あ
っ
た
し
､
礼
子
が
ど
の
よ

う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
具
体
的
な
点
も
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
｡
ま
た
､

分
析
し
た
地
域
も
津
軽
半
島
が
中
心
で
あ
り
､
津
軽
藩
域
全
体
を
見
渡
せ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
｡
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
｡

一
方
､
津
軽
林
業
に
限
定
し
て
き
た
が
､
隣
接
す
る
下
北
半
島
な
ど
南
部
藩
領
の

林
業
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
将
来
､
津
軽
と
南
部
の
林
業
史
が
青
森

県
林
業
史
と
し
て
総
合
的
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
筆
を
置
き
た
い
｡

(わ
き
の
･
ひ
ろ
し

秋
田
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授
)

お
わ
り
に

筆
者
は
､
津
軽
森
林
鉄
道
導
入
の
問
題
に
取
り
組
む
中
で
､
近
世
以
来
の
津
軽
林

業
史
の

一
端
を
分
析
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
が
､
そ
こ
で
考
え
､
感
じ
た
こ
と
は
以

上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
れ
を

一
言
で
い
う
な
ら
ば
､
津
軽
林
業
の
独
自

の
歴
史
を
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
津
軽
に
お
い
て
は
近
世
以
降
､
当
地
方
の
と
り

わ
け
冬
季
積
雪
と
い
う
自
然
条
件
を
巧
み
に
利
用
し
た
林
業
技
術
が
､
体
系
と
し
て

確
立

･
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
筆
者
は
津
軽
林
業
史
の
ま
だ
ほ
ん
の

一
部
を
か
い
ま
見
た
に
過

ぎ
な
い
｡
例
え
ば
､
材
木
伐
出
事
業
が
藩
直
営
か
商
人
資
本
請
負
か
と
い
う
よ
う
な
､




