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一

　
「
国
土
の
六
七
％
を
森
林
が
占
め
る
日
本
」
な
ど
と
日
本
が
豊
か
な
森
林
国
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
が
枕
詞
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
き
た
林
政
史
や
林
業
史
の
研

究
（
林
政
・
林
業
史
研
究
と
称
す
）
で
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
業
績
が
蓄
積
さ

れ
、
日
本
の
森
林
利
用
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
こ

れ
ら
の
研
究
は
、
国
土
の
六
七
％
を
占
め
る
豊
か
な
森
林
の
今
後
の
管
理
や
活
用
へ

の
示
唆
を
得
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
果
た
し
て
そ
の
目
標
は
達

成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
日
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
最
新
技
術
に
よ
っ
て
木
造
の
高
層
ビ
ル
建
築
が
実
用
化

の
段
階
に
入
り
、
伐
木
期
に
あ
り
な
が
ら
伐
木
で
き
な
い
多
く
の
国
産
材
の
需
要
喚

起
に
役
立
つ
と
話
題
に
な
っ
て
い
た
が
、
未
だ
に
国
産
材
の
需
要
喚
起
が
話
題
に
な

る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
外
材
輸
入
に
よ
る
国
産
材
利
用
の
減
少
に
よ
る
森

林
荒
廃
や
林
業
衰
退
の
問
題
は
数
十
年
前
か
ら
い
わ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、

林
政
・
林
業
史
研
究
も
こ
の
こ
と
へ
の
問
題
意
識
を
も
っ
て
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、

研
究
は
ど
れ
だ
け
役
立
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
地
球
温
暖
化
と
の
関
連
で
森
林
資
源
の
重
要
性
が
説
か
れ
、
持
続
的
発
展

を
軸
に
環
境
史
的
な
側
面
か
ら
の
林
政
・
林
業
史
研
究
も
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
環
境
に
対
す
る
国
民
の
意
識
が
高
ま
っ
た
割
に
は
、
森
林
へ
の
関
心
は

さ
ほ
ど
で
も
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
環
境
史
的
な
林
政
・
林
業

史
研
究
は
ど
れ
ほ
ど
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

少
な
く
と
も
戦
後
日
本
に
お
い
て
は
、
政
府
に
よ
る
森
林
政
策
・
経
営
が
成
功
す

る
こ
と
は
な
く
、
国
民
も
林
政
・
林
業
に
対
し
て
農
業
と
同
程
度
の
関
心
を
持
つ
こ

と
は
な
か
っ
た
と
い
え
、
林
政
・
林
業
史
研
究
は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
っ
て
こ
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
林
政
・
林
業
史
研
究
が
今
閉

塞
状
況
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
数
十
年
間
林
政
・
林
業
史
研
究
に
取
り
組

ん
で
き
た
私
が
、
自
戒
の
念
を
も
っ
て
感
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
林
政
・
林
業
史
研
究
の
も
と
で
二
〇
二
一
年
一
二
月
に
、
萱
場

真
仁
氏
が
『
近
世
・
近
代
の
森
林
と
地
域
社
会
』
を
上
梓
さ
れ
た
。
本
書
は
、
森
林

に
関
す
る
本
格
的
な
制
度
や
政
策
が
敷
か
れ
た
近
世
を
対
象
に
、
陸
奥
国
弘
前
藩
の

領
主
の
森
林
政
策
と
領
民
の
利
用
動
向
の
両
面
か
ら
森
林
と
地
域
の
実
態
を
解
明
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
が
林
政
・
林
業
史
研
究
に
一
石
を
投
じ
、
そ
の
閉

塞
状
況
を
打
破
す
る
き
っ
か
け
に
な
り
う
る
の
か
ど
う
か
、
考
え
て
み
た
い
。

二

　

本
書
の
構
成
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

序
章　

研
究
動
向
の
整
理
と
本
書
の
目
的

　
　

一　

現
代
社
会
と
森
林

〔
書
評
〕

　
萱
場
真
仁
著

『
近
世
・
近
代
の
森
林
と
地
域
社
会
』

脇
野
　
　
博
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二　

近
世
・
近
代
の
森
林
を
め
ぐ
る
研
究
史
の
整
理

　
　

三　

林
政
史
研
究
の
可
能
性

　
　

四　

弘
前
藩
領
の
森
林
に
関
す
る
研
究
史
の
整
理
と
課
題

　
　

五　

本
書
の
目
的
・
構
成

第
一
部　

弘
前
藩
林
政
の
展
開
と
模
索

　

第
一
章　

近
世
前
中
期
に
お
け
る
弘
前
藩
林
政
の
展
開

　
　

は
じ
め
に

　
　

一　

藩
政
初
期
の
弘
前
藩
林
政
の
展
開

　
　

二　

宝
暦
〜
明
和
期
に
お
け
る
弘
前
藩
林
政
の
転
換

　
　

三　

安
永
期
の
弘
前
藩
林
政
の
展
開

　
　

お
わ
り
に

　

第
二
章　

寛
政
改
革
期
の
弘
前
藩
林
政
の
山
方
・
郡
方
の
対
立

　
　

は
じ
め
に

　
　

一　

天
明
飢
饉
の
発
生
と
津
軽
信
明
の
登
場

　
　

二　

寛
政
期
に
お
け
る
弘
前
藩
の
林
政
改
革

　
　

三　

弘
前
藩
の
森
林
を
め
ぐ
る
山
方
と
郡
方

　
　

お
わ
り
に

　

第
三
章　

文
化
・
文
政
期
に
お
け
る
弘
前
藩
林
政
の
錯
綜

　
　

は
じ
め
に

　
　

一　

寛
政
〜
享
和
期
に
お
け
る
山
方
と
郡
・
勘
定
方

　
　

二　

山
方
役
人
た
ち
に
よ
る
意
見
書
の
提
出

　
　

三　

文
化
・
文
政
期
に
お
け
る
林
政
機
構
の
改
編

　
　

お
わ
り
に

第
二
部　

弘
前
藩
の
森
林
を
め
ぐ
る
藩
・
領
民

　

第
一
章　

弘
前
藩
に
お
け
る
「
御
救
山
」
再
考

　
　

は
じ
め
に

　
　

一　

弘
前
藩
の
「
御
救
山
」

　
　

二　

天
保
飢
饉
時
に
お
け
る
「
御
救
山
」
と
藩
の
山
方

　
　

三　
「
御
救
山
」
を
め
ぐ
る
領
民
た
ち
の
動
向

　
　

お
わ
り
に

　

第
二
章　

ヒ
バ
を
め
ぐ
る
幕
末
弘
前
藩
の
山
方
と
弘
前
城
下
の
檜
物
師
・
曲
師
た
ち

　
　

は
じ
め
に

　
　

一　

森
林
資
源
の
枯
渇
と
藩
の
対
応

　
　

二　

安
政
二
年
に
お
け
る
藩
の
山
方
と
檜
物
師
・
曲
師
た
ち
の
動
向

　
　

三　

文
久
〜
慶
応
期
に
お
け
る
城
下
町
弘
前
の
動
向

　
　

お
わ
り
に

第
三
部　

森
林
を
め
ぐ
る
近
世
・
近
代
移
行
期
の
津
軽

　

第
一
章　

文
化
期
の
百
姓
一
揆
・
騒
動
と
義
民
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞

　
　

は
じ
め
に

　
　

一　

大
鰐
組
乳
井
村
・
薬
師
堂
村
山
論
に
伴
う
強
訴

　
　

二　

文
化
八
年
八
月
一
八
日
「
居
土
山
柴
草
刈
取
事
件
」

　
　

三　

義
民
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞

　
　

お
わ
り
に

　

第
二
章　

弘
前
藩
領
に
お
け
る
水
源
涵
養
林
「
田
山
」
の
利
用
と
実
態

　
　

は
じ
め
に

　
　

一　

弘
前
藩
領
に
お
け
る
「
田
山
」
の
様
相
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二　

天
保
六
年
一
〇
月
尾
崎
組
広
船
村
領
「
田
山
」
か
ら
の
御
用
材
伐
り
出
し

　
　

三　

国
有
林
下
戻
申
請
に
み
る
「
田
山
」
の
実
態

　
　

お
わ
り
に

　

第
三
章　

津
軽
地
方
の
「
屛
風
山
」
と
野
呂
武
左
衛
門

　
　

は
じ
め
に

　
　

一　
「
屛
風
山
」
の
植
林
と
野
呂
家

　
　

二　
「
屛
風
山
」
の
荒
廃
・
復
興
と
野
呂
武
左
衛
門

　
　

三　

明
治
時
代
の
「
屛
風
山
」
と
野
呂
武
左
衛
門

　
　

お
わ
り
に

　

終
章　

本
書
の
ま
と
め
・
成
果

　

本
書
は
、
弘
前
藩
領
の
森
林
に
つ
い
て
従
来
の
研
究
で
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

こ
と
、
す
な
わ
ち
森
林
に
対
す
る
藩
や
担
当
役
人
の
考
え
方
や
方
針
、
山
方
と
郡
方

の
違
い
、
領
民
の
利
用
に
対
す
る
藩
の
考
え
方
や
対
応
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
当
時
の
森
林
利
用
、
さ
ら
に
は
森
林
を
介
し
た
地
域
社
会
の
実
態
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
つ
ま
り
、
本
書
は
弘
前
藩
と
そ
の
領
民
の
森
林
に
対

す
る
向
き
合
い
方
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
七
世
紀
後
半
〜
一
九
世
紀
前
半
の
弘
前
藩
林
政
の
展
開
を
概
観
し
た
第
一
部
で

は
、
林
政
担
当
部
局
で
あ
る
山
奉
行
（
山
方
）
の
役
人
た
ち
は
領
内
の
森
林
を
い
か

に
恒
久
的
に
持
続
さ
せ
活
用
し
て
い
け
る
か
を
常
に
考
え
て
お
り
、
現
在
で
い
う
と

こ
ろ
の
持
続
可
能
性
（
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
）
を
考
慮
し
た
施
策
を
実
施
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
林
政
の
制
度
や
機
構
は
森
林
の
枯
渇

や
盗
伐
の
横
行
等
を
契
機
に
し
て
変
化
を
重
ね
る
が
、
そ
の
変
化
は
場
当
た
り
的
な

も
の
で
は
な
く
、
持
続
可
能
性
と
い
う
山
方
の
森
林
に
対
す
る
基
本
理
念
に
基
づ
い

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
田
畑
耕
作
の
み
で
生
計
維
持
が
難
し
い
村
や
飢
饉
時
に
は
森
林
が
「
助

情
」「
御
手
当
」
や
「
御
救
」
と
し
て
積
極
的
に
利
用
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
山
方

は
持
続
可
能
性
を
優
先
し
領
民
の
森
林
利
用
に
は
か
な
り
厳
格
な
姿
勢
を
貫
い
た
。

し
か
し
、
農
政
担
当
部
局
で
あ
る
郡
奉
行
（
郡
方
）
は
領
民
の
救
済
や
生
業
補
助
の

た
め
に
積
極
的
に
森
林
を
利
用
さ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
山
方
と

郡
方
で
は
森
林
の
捉
え
方
が
異
な
り
、
両
者
は
対
立
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

　

第
二
部
で
は
「
御
救
山
」
と
弘
前
城
下
の
檜
物
師
を
取
り
上
げ
、
弘
前
藩
林
政
と

領
民
の
森
林
利
用
と
の
関
係
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
、
凶
作
や
飢
饉
、
災
害
時
に
領

民
の
利
用
を
禁
止
し
て
い
る
藩
有
の
山
を
解
放
し
、
領
民
に
利
用
を
許
可
す
る
制
度

で
あ
る
「
御
救
山
」
に
つ
い
て
は
、
緊
急
時
で
も
あ
り
な
が
ら
持
続
可
能
性
を
考
慮

す
る
山
方
と
、
緊
急
時
で
あ
る
が
ゆ
え
に
御
救
を
優
先
す
る
郡
方
と
の
間
で
対
立
が

生
じ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
、
幕
末
期
の
ヒ
バ
材
枯
渇
の
も
と
で

城
下
の
檜
物
師
に
ヒ
バ
材
使
用
を
制
限
し
た
山
方
に
対
し
て
、
家
業
存
続
の
た
め
に

は
ヒ
バ
材
使
用
が
必
須
で
あ
っ
た
檜
物
師
は
何
度
も
使
用
許
可
を
求
め
た
が
、
山
方

は
最
後
ま
で
全
面
的
に
認
め
る
こ
と
は
な
く
、
持
続
可
能
性
を
貫
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
た
。

　

近
世
か
ら
近
代
へ
継
承
さ
れ
る
森
林
と
領
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
第
三

部
で
は
、
ま
ず
弘
前
藩
領
に
お
け
る
文
化
期
の
強
訴
や
騒
動
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は

み
な
蝦
夷
地
警
備
負
担
を
契
機
に
百
姓
が
「
一
統
」
し
て
発
生
し
た
も
の
ば
か
り
で

は
な
く
、
生
活
に
必
要
な
森
林
資
源
を
求
め
た
山
論
か
ら
発
生
し
た
も
の
も
あ
り
、

森
林
が
百
姓
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
一
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方
、
水
源
涵
養
林
で
あ
っ
た
「
田
山
」
は
水
源
涵
養
だ
け
で
は
な
く
、
用
材
供
給
地

と
し
て
の
機
能
も
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
藩
は
持
続
可
能
性
の
う
え
か
ら
伐
採
制

限
を
行
い
、
そ
れ
に
対
し
て
藩
か
ら
の
命
を
受
け
て
「
田
山
」
を
保
護
・
育
成
し
て

き
た
領
民
は
伐
採
制
限
を
無
視
し
て
伐
採
す
る
場
合
も
あ
り
、
こ
の
森
林
を
巡
る
領

主
と
領
民
の
ず
れ
が
近
代
以
降
の
官
林
解
放
運
動
の
活
発
化
に
結
び
つ
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
造
成
さ
れ
た
海
岸
林
で
あ
る
「
屏
風
山
」
に
つ
い
て
、
幕

末
期
に
植
林
を
担
い
荒
廃
し
た
「
屏
風
山
」
を
復
興
さ
せ
た
野
呂
武
左
衛
門
が
、
官

林
に
編
入
さ
れ
た
「
屏
風
山
」
の
官
林
払
い
下
げ
に
抵
抗
し
た
こ
と
か
ら
、
森
林
の

開
放
の
み
が
地
域
に
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
に
適
合
し
た
森

林
の
役
割
を
重
視
し
た
先
人
の
存
在
が
示
さ
れ
た
。

三

　

以
上
、
弘
前
藩
と
そ
の
領
民
の
森
林
に
対
す
る
向
き
合
い
方
と
い
う
視
点
か
ら
、

本
書
の
論
点
に
関
わ
る
内
容
を
た
い
へ
ん
大
雑
把
で
は
あ
る
が
ま
と
め
て
み
た
。
本

書
は
膨
大
な
史
料
の
丹
念
な
読
み
込
み
、
精
緻
な
解
釈
と
分
析
か
ら
な
る
論
考
で
構

成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
や
主
張
を
伝
え
き
る
こ
と
は
私
の
能
力
を
超
え
て
い
る

の
で
、
あ
く
ま
で
も
私
の
関
心
に
沿
っ
た
限
り
で
の
論
点
で
あ
る
こ
と
を
ご
容
赦
願

い
た
い
。

　

本
書
の
論
点
の
第
一
は
、
林
政
を
担
当
す
る
山
方
は
森
林
資
源
の
持
続
可
能
性
を

一
貫
し
て
追
及
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
林
政
を
担
当
す
る
の
で
あ
る
か
ら

当
然
と
い
え
ば
当
然
と
も
思
え
る
半
面
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
ず
、

著
者
が
実
証
的
に
そ
の
こ
と
を
跡
づ
け
、
し
か
も
飢
饉
時
の
「
御
救
山
」
に
お
い
て

さ
え
持
続
可
能
性
が
貫
か
れ
て
い
た
よ
う
に
弘
前
藩
林
政
の
持
続
可
能
性
の
追
求
は

確
固
と
し
た
理
念
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
し
、
森
林
に
向
き
合
う
山
方
独
自
の
論
理
が

存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
本
書
の
第
二
の
論
点
は
、
郡
方
や
城
下
の
檜
物
師
た
ち
の
よ
う
に
山
方
と
対

立
す
る
向
き
合
い
方
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
郡
方
は
領
民
の
再
生
産
を
優
先
し
、

檜
物
師
た
ち
は
自
分
た
ち
の
生
業
維
持
を
優
先
す
る
と
い
う
森
林
に
向
き
合
う
独
自

の
論
理
が
存
在
し
た
こ
と
を
著
者
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
意
義
深
い

こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
二
つ
の
論
点
に
即
し
て
い
え
ば
、
弘
前
藩
に
お
い
て
は
立
場
に
よ
っ

て
異
な
る
森
林
に
向
き
合
う
論
理
が
複
数
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
論
理
が
か
ら
ま
り
、

せ
め
ぎ
合
っ
て
森
林
が
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
本
書
は
描
き
出
し
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
独
自
の
森
林
に
向
き
合
う
論
理
を
持
つ
個
人
や
集
団

が
相
互
に
関
係
し
な
が
ら
森
林
を
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
個
人
や
集
団

の
総
体
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
、
弘
前
藩
領
内
の
森
林
利
用
の
実
態
は
わ
か
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
個
人
や
集
団
は
地
域
社
会
を
構
成
す
る

要
素
で
も
あ
り
、
そ
の
総
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
森
林
を
介
し
た
地
域
社
会
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
森
林
を
利
用
す
る
個
人
や
集
団
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
森
林
に
向
き
合
う
論
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
言
い
難
く
、

そ
れ
ゆ
え
例
え
ば
盗
伐
を
行
う
百
姓
や
藩
士
、
町
人
の
論
理
な
ど
、
ま
だ
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
個
人
や
集
団
の
論
理
を
今
後
で
き
る
だ
け
解
明
し
、
そ
れ
ら
を
総
合

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弘
前
藩
の
森
林
利
用
の
実
態
が
よ
り
一
層
見
え
て
く
る
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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と
こ
ろ
で
、
厳
し
い
言
い
方
に
な
る
が
、
第
三
部
で
は
近
世
か
ら
近
代
へ
の
継
承

が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
近
世
の
何
が
ど
の
よ
う
に
近
代
に
継
承
さ
れ
た

の
か
が
不
明
瞭
で
、
テ
ー
マ
の
意
図
は
達
成
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
第
一
部
、
第
二
部
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
が
第
三
部
で

生
か
し
き
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。
私
の
関
心
か
ら
い
え
ば
、
近
世
の
森

林
に
向
き
合
う
論
理
が
近
代
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
か
を
是
非
知
り
た
い
と

思
う
。

　

ま
た
、
本
書
で
は
木
材
の
伐
り
出
し
に
関
わ
る
森
林
を
担
当
す
る
山
方
を
主
と
し

て
扱
っ
て
い
る
た
め
、
郡
方
の
担
当
す
る
秣
場
利
用
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
著
者
の
研
究
上
の
意
図
的
な
選
択
で
あ
る
の

で
批
判
め
い
た
こ
と
を
い
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
第
三
部
の
「
第
一
章　

文
化
期
の

百
姓
一
揆
・
騒
動
と
義
民
〝
原
田
村
伝
兵
衛
〞」
を
読
む
と
、
芝
草
刈
取
場
所
を
め

ぐ
っ
て
大
き
な
騒
動
が
起
き
て
お
り
、
秣
場
利
用
に
つ
い
て
も
例
え
ば
木
材
の
伐
り

出
し
と
異
な
る
論
理
が
あ
っ
た
の
か
な
ど
、
今
後
の
解
明
が
望
ま
れ
る
。

　

森
林
を
利
用
す
る
個
人
や
集
団
と
い
う
の
は
、
現
代
風
に
い
え
ば
森
林
の
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
で
あ
る
。
本
書
は
近
世
に
お
け
る
弘
前
藩
領
森
林
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
と
そ
の
相
互
関
係
を
掘
り
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
従
来

の
林
政
・
林
業
史
研
究
は
、
森
林
利
用
は
複
数
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
相
互
関
係

の
総
体
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
希
薄
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
研
究
成
果
は
現
代
に

お
い
て
も
複
数
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
な
る
林
野
利
用
の
実
態
か
ら
ず
れ
て
お

り
、
そ
の
結
果
役
に
立
ち
難
く
、
ま
た
本
来
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
で
あ
る
は
ず
の
国

民
の
姿
が
見
え
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
国
民
の
関
心
を
呼
び
起
こ
さ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

重
層
し
複
雑
に
絡
み
合
う
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
総
体
と
し
て
の
森
林
利
用
と
い

う
展
望
を
示
し
た
本
書
は
、
こ
の
林
政
・
林
業
史
研
究
の
現
状
に
一
石
を
投
じ
、
そ

の
閉
塞
状
況
を
打
破
す
る
契
機
に
な
り
得
る
と
思
う
。
著
者
の
今
後
の
研
究
に
大
い

に
期
待
し
た
い
。

（
Ａ
5
判
、
三
〇
四
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
、
一
一
〇
〇
〇
円
）
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