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今
も
実
用
性
を
保
つ
江
戸
時
代
の
森
林
経
営
資
料

　

徳
川
林
政
史
研
究
所
は
、
尾
張
徳
川
家
の
一
九
代
当
主

で
あ
る
徳
川
義
親
氏
が
昭
和
六
年
に
設
立
し
た
財
団
法
人

徳
川
黎
明
会
の
所
属
機
関
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
江
戸
幕

府
や
尾
張
藩
な
ど
資
料
や
、
山
林
関
係
の
資
料
が
あ
り
、

そ
れ
に
関
わ
る
研
究
を
し
て
い
る
。

　

二
〇
〇
一
年
度
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
全
国
森

林
管
理
局
（
旧
・
営
林
局
）
の
所
蔵
資
料
調
査
だ
。
江
戸

時
代
か
ら
の
貴
重
な
資
料
が
多
数
あ
り
な
が
ら
今
ま
で
一

度
も
公
開
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
し
か
も
林
野
庁
の
組
織

統
廃
合
に
よ
っ
て
散
逸
す
る
危
機
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
筑

波
大
学
と
共
同
で
整
理
し
て
目
録
化
し
て
い
る
。

　

明
治
以
降
の
複
雑
怪
奇
な
組
織
改
編
を
経
な
が
ら
、
よ

く
こ
れ
だ
け
の
資
料
が
残
っ
て
き
た
と
思
う
が
、
逆
に
い

え
ば
、
森
林
を
経
営
す
る
上
で
、
江
戸
時
代
以
来
の
資
料

は
価
値
あ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
き
た
の
だ
。

　

東
北
森
林
管
理
局
の
秋
田
本
局
で
は
、
筑
波
大
学
の
メ

ン
バ
ー
が
秋
田
藩
の
資
料
を
整
理
し
て
い
る
と
、
造
林
計

画
を
立
て
る
計
画
課
の
職
員
か
ら
、「
並
べ
て
あ
る
順
番

を
く
ず
さ
な
い
で
く
れ
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。
理
由
を

尋
ね
る
と
「
今
も
読
ん
で
い
る
か
ら
」
と
の
こ
と
。
江
戸

時
代
の
古
文
書
も
、
現
代
の
造
林
計
画
に
必
要
な
の
で
あ

る
。
森
林
経
営
に
は
長
い
ス
パ
ン
が
か
か
る
の
で
、
江
戸
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表
さ
れ
る
御
用
材
木
請
負
商
人
は
、
幕
府
の
寺
院
建
立
用

の
材
木
を
大
量
に
伐
り
出
し
、
江
戸
に
運
ん
で
財
を
成
し

た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
請
負
商
人
の
行
状
に
対
し
て
、「
他

国
の
杣
夥
し
く
引
き
つ
れ
入
り
込
み
、
小
木
ま
で
も
こ
と

ご
と
く
切
捨
て
申
し
候
」
と
批
判
し
た
資
料
が
あ
る
。　

　

元
禄
の
乱
伐
を
受
け
て
一
八
世
紀
の
は
じ
め
に
、
尾
張

藩
で
「
木
曽
五
木
」
禁
伐
制
度
が
導
入
さ
れ
、
飛
騨
の
幕

領
で
は
「
植
林
令
」
が
発
せ
ら
れ
た
。
前
者
は
、
木
曽
に

お
い
て
檜
、
サ
ワ
ラ
、
ネ
ズ
コ
、
高
野
槙
、
ア
ス
ナ
ロ
の

五
種
類
に
つ
い
て
、
領
主
が
使
う
目
的
以
外
に
は
伐
採
を

禁
止
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
一
八
世
紀
前
半
か
ら

二
〇
世
紀
の
前
半
ま
で
は
、
森
林
資
源
の
蓄
積
期
だ
っ
た

と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

尾
張
藩
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
元
禄
の
乱
伐
が
あ
っ
た

一
六
六
五
〜
一
七
三
八
年
の
伐
採
用
材
数
は
、
年
平
均
で

約
二
二
六
万
。
そ
れ
が
、
一
七
四
五
〜
一
七
五
一
年
の
年

平
均
で
は
、二
〇
分
の
一
の
四
万
六
〇
〇
〇
に
激
減
し
た
。

領
主
と
民
衆
と
の
契
約
関
係
に
基
づ
く
「
御
救
」

　

こ
う
し
た
抑
制
政
策
の
な
か
で
、
あ
え
て
森
林
を
利
用

す
る
の
は
ど
う
い
う
場
合
で
あ
る
か
。
そ
の
答
え
は
、
地

元
の
山
方
に
対
す
る
「
御
救
（
お
す
く
い
）」
で
あ
る
。

「
御
救
」
は
救
済
活
動
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
相
互
の

翌
年
に
は
、
秋
田
藩
も
「
留
山
」
制
度
を
導
入
。
同
年
に

は
、
幕
府
が
山
川
掟
を
出
し
て
、
重
要
な
河
川
流
域
に
お

け
る
伐
採
を
禁
じ
て
い
る
。

　

知
識
人
も
山
に
つ
い
て
考
え
は
じ
め
た
。
儒
学
者
の
熊

沢
蕃
山
は
「
山
林
保
護
論
」
を
書
き
、
秋
田
藩
家
老
の
渋

江
政
光
は
、「
国
の
宝
は
山
な
り
、
然
れ
ど
も
伐
り
尽
く

す
時
は
用
に
立
た
ず
、
尽
く
さ
ざ
る
以
前
に
備
え
を
立
つ

べ
し
、
山
の
衰
え
は
即
ち
国
の
衰
え
な
り
」
と
い
う
遺
訓

を
残
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て

の
元
禄
時
代
に
な
る
と
、
再
び
乱
伐
が
起
き
る
。
経
済
活

動
が
活
発
に
な
り
、
寺
院
の
建
立
や
修
復
な
ど
の
公
共
事

業
が
す
す
め
ら
れ
た
か
ら
だ
。
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
に
代

時
代
の
資
料
も
な
い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
。

　

こ
う
し
た
調
査
を
し
て
何
が
わ
か
っ
て
き
た
か
と
い
う

と
、
ま
ず
感
じ
る
の
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
期
へ
の
連
続

性
で
あ
る
。
明
治
以
降
、
西
洋
の
林
学
を
輸
入
す
る
こ
と

で
日
本
の
林
野
行
政
が
近
代
化
さ
れ
た
と
い
う
議
論
が
あ

る
が
、
私
に
は
そ
う
は
思
え
な
い
。
旧
藩
時
代
の
経
営
様

式
が
断
絶
す
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
地
域
の
個
性
や
地
元
へ
の
か
か
わ
り
を
重
要

視
し
て
い
た
点
も
見
逃
せ
な
い
。
各
地
の
営
林
局
は
、
旧

幕
府
や
諸
藩
の
や
り
方
を
受
け
継
い
で
、
個
性
豊
か
な
林

野
行
政
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

乱
伐
を
経
て
森
林
保
護
の
考
え
方
が
芽
生
え
た

　

江
戸
時
代
の
森
林
経
営
を
見
て
い
く
と
、
一
七
世
紀
に

二
度
の
乱
伐
期
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
回
目
は
、

江
戸
初
期
の
大
開
発
だ
。
港
湾
や
街
道
な
ど
の
大
規
模
な

イ
ン
フ
ラ
整
備
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
新
田
開
発
に

よ
っ
て
山
の
木
が
次
々
に
伐
採
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
す
る
反
省
で
、
一
七
世
紀
後
半
に
は
林
政
改

革
が
行
わ
れ
る
。乱
伐
の
影
響
で
洪
水
が
増
え
た
た
め
に
、

山
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
高
ま
っ
た

か
ら
だ
。
一
六
六
五
年
に
は
、
尾
張
藩
で
一
定
範
囲
の
伐

採
を
禁
止
す
る
留
山
（
と
め
や
ま
）
制
度
が
は
じ
ま
っ
た
。

図1　18世紀から高度成長期までは森林の蓄積期だった
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町
人
が
押
し
か
け
て
も
、
店
の
品
物
を
出
し
て
「
勘
弁
し

て
く
だ
さ
い
」
と
言
え
ば
、
そ
こ
は
襲
撃
し
な
い
で
次
の

と
こ
ろ
に
い
く
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
盗
み

を
働
い
た
者
は
い
な
か
っ
た
。
記
録
の
最
後
は
、「
誠
に

丁
寧
、
礼
儀
正
し
く
狼
藉
」
と
い
う
言
葉
で
し
め
く
く
ら

れ
て
い
た
。

「
御
救
」
の
み
を
目
的
と
し
た
森
林
伐
採
が
存
在
し
た

　

山
に
お
い
て
「
御
救
」
は
ど
う
い
う
形
で
現
わ
れ
た
の

か
見
て
い
こ
う
。
尾
張
藩
の
木
曽
山
で
は
、
巣
山
・
留
山
・

鞘
山
と
い
う
禁
伐
林
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
に
明
山
と
い

う
の
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
木
曽
五
木
を
除
く
栗
や
松
の
よ

う
な
木
は
、
生
活
維
持
の
た
め
の
伐
り
出
し
を
認
め
て
い

た
。
ま
た
、
津
軽
藩
の
五
戸
山
の
場
合
は
、
留
山
な
の
で

通
常
は
木
を
伐
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
飢
饉
の
際
に
は
地

元
の
山
方
に
よ
る
伐
採
を
許
す
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て

い
た
。
こ
れ
が
「
御
救
」
の
一
例
で
あ
る
。

　

典
型
な
の
は
、
飛
騨
の
幕
領
に
お
け
る
幕
府
御
用
材
の

伐
り
出
し
を
意
味
す
る
元
伐
（
も
と
ぎ
り
）
だ
ろ
う
。
江

戸
の
商
人
に
よ
る
略
奪
的
な
ま
で
の
乱
伐
に
業
を
煮
や
し

た
飛
騨
の
国
の
人
た
ち
は
、
老
中
へ
訴
願
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
七
二
七
年
に
定
式
元
伐
が
成
立
し
た
。
こ
れ

は
、地
元
の
山
方
が
幕
府
の
御
用
材
を
伐
っ
て
運
び
出
し
、

が
施
行
を
し
な
い
で
私
服
を
肥
や
し
て
い
る
と
ど
う
な

る
か
。
そ
の
典
型
例
が
天
明
の
江
戸
打
ち
こ
わ
し
で
あ

る
。
浅
間
山
の
大
噴
火
を
原
因
と
す
る
冷
害
に
よ
っ
て
、

一
七
八
五
年
に
天
明
の
大
飢
饉
が
発
生
し
、
翌
年
に
は
江

戸
で
大
洪
水
が
起
こ
る
と
、
米
の
値
段
が
高
騰
し
て
江
戸

の
米
商
人
が
買
占
め
や
囲
い
こ
み
を
し
た
。

　

す
る
と
、
こ
れ
に
怒
っ
た
江
戸
の
庶
民
が
一
七
八
七
年

五
月
二
〇
日
か
ら
四
日
間
、
自
然
発
生
的
に
江
戸
市
中
の

米
商
人
の
店
や
家
を
打
ち
こ
わ
す
と
い
う
事
件
が
起
こ

る
。
こ
の
打
ち
こ
わ
し
に
は
興
味
深
い
特
徴
が
あ
っ
た
。

「
酒
屋
な
ど
に
て
は
弧
も
か
ぶ
り
を
二
樽
も
三
樽
も
抜
き
、

店
へ
並
べ
置
き
、
こ
れ
に
て
詫
び
候
え
ば
聞
き
届
け
、
右

の
酒
を
打
ち
喰
ら
い
、
堪
忍
い
た
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、

契
約
関
係
と
い
う
意
味
合
い
も
含
ん
で
い
る
。

　

領
主
（
幕
府
や
藩
）
と
村
（
百
姓
）
の
関
係
を
考
え
た

と
き
、
領
主
は
村
に
対
し
て
知
行
権
を
持
ち
、
年
貢
を
取

り
立
て
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
治
安
維
持
や
生
産
基
盤
の

整
備
な
ど
、
村
の
平
穏
を
守
り
産
業
が
成
立
す
る
状
況
に

す
る
の
が
領
主
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。

そ
う
し
た
、
い
わ
ば
村
に
対
す
る
保
障
と
し
て
「
御
救
」

と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
わ
け
だ
。

　

も
し
、
領
主
が
一
方
的
な
年
貢
を
引
き
上
げ
る
と
い
う

よ
う
に
、
取
立
て
と
「
御
救
」
が
著
し
く
バ
ラ
ン
ス
が
崩

れ
た
場
合
に
は
、
一
揆
や
打
ち
こ
わ
し
を
起
こ
す
た
め
の

正
当
性
が
民
衆
に
は
生
ま
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　

江
戸
時
代
の
古
文
書
に
よ
れ
ば
、「
御
救
」
と
い
う
言

葉
は
領
主
と
村
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、広
く
登
場
す
る
。

飢
饉
や
火
災
、
水
害
、
疫
病
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
、
権

力
や
財
力
を
持
つ
も
の
が
、持
た
な
い
も
の
に
対
し
て「
御

救
」（
あ
る
い
は
「
施
行
」「
合
力
」）
を
す
る
こ
と
は
当

然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

一
七
四
二
年
、
江
戸
で
隅
田
川
が
氾
濫
し
、
本
所
深
川

が
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。そ
の
際
に
は
、

幕
府
は
も
ち
ろ
ん
、
三
越
の
前
身
で
あ
る
駿
河
町
越
後
屋

を
は
じ
め
、
商
人
、
医
者
か
ら
、
召
使
に
至
る
ま
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
施
行
を
し
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
。

　

逆
に
、
社
会
不
安
に
陥
っ
て
い
る
と
き
に
、
裕
福
な
者

図2　「取立」と「御救」は双務的な契約関係
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民
の
「
御
救
」
に
な
る
か
ど
う
か
で
判
断
さ
れ
た
。

　

江
戸
時
代
は
、「
持
た
ざ
る
者
」
が
生
活
不
安
に
直
面

し
た
際
に
、
権
力
や
財
力
を
「
持
つ
も
の
」
が
「
御
救
」

を
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
を
し
な
い
場
合
は
社
会

的
制
裁
の
対
象
と
な
り
う
る
と
い
う
通
念
が
あ
っ
た
。

　

山
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
、
山
を
支
配
す
る
領
主

は
、山
稼
ぎ
以
外
に
生
業
を
持
た
な
い
も
の
に
対
し
て「
御

救
」
と
し
て
の
山
稼
ぎ
を
認
め
続
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　

裏
を
返
せ
ば
、
江
戸
時
代
は
伐
採
と
い
う
行
為
に
対
し

て
、「
御
救
」
か
ど
う
か
と
い
う
歯
止
め
が
か
か
っ
て
い

た
わ
け
だ
。
そ
う
し
た
考
え
方
は
明
治
維
新
以
後
も
続

く
。
明
治
維
新
は
政
治
的
に
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
が
、
山
林
経
営
上
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
を
も
た

ら
し
て
い
な
い
と
い
う
印
象
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
戦
後
の
高
度
成
長
期
に
入
る
と
、
経
済
至

上
主
義
、
効
率
主
義
の
も
と
で
拡
大
造
林
計
画
が
導
入
さ

れ
、
天
然
林
を
伐
採
し
て
人
工
林
を
増
や
す
と
い
う
政
策

が
と
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
外
国
産
材
に
押
さ
れ
て
木
材

価
格
が
低
迷
し
、
従
事
者
が
減
少
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

現
在
の
森
林
荒
廃
と
い
う
状
況
に
陥
っ
た
の
だ
。

　

現
在
、
我
々
は
山
林
を
今
後
ど
う
す
る
か
を
考
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
と
き
に
は
一
八
世
紀
以

降
の
領
主
の
考
え
方
や
動
き
は
参
考
と
な
る
に
違
い
な
い
。 

に
な
る
。
書
類
上
で
も
、
明
確
に
「
御
救
伐
出
」
と
い
う

言
葉
が
出
て
き
て
お
り
、
村
人
の
生
活
を
維
持
す
る
「
御

救
」
の
た
め
だ
け
に
御
用
材
を
伐
り
出
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
一
方
で
、
飛
騨
の
国
で
は
植
林
政
策
を
積
極
的

に
進
め
て
い
っ
た
。
天
然
林
は
御
救
以
外
で
は
伐
ら
ず
、

人
工
林
の
創
出
を
図
っ
た
の
だ
。

　

結
局
、
こ
の
二
五
カ
村
で
は
、
幕
府
御
用
と
し
て
は
不

適
切
な
細
木
ば
か
り
を
伐
っ
て
き
て
、
不
良
在
庫
を
増
加

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
と
う
と
う
勘
定
所
の
堪
忍
袋
の

尾
が
切
れ
た
。
飛
騨
の
代
官
に
対
し
て
、
山
稼
ぎ
に
頼
ら

な
い
生
業
を
考
え
る
よ
う
に
指
示
を
出
す
の
だ
が
、
焼
畑

を
す
る
に
も
岩
山
ば
か
り
、
養
蚕
も
桑
が
育
た
ず
、
焼
物

に
も
良
い
土
が
な
い
の
で
無
理
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
は

解
決
策
が
な
く
幕
末
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。

今
後
の
林
政
に
参
考
に
し
た
い
江
戸
時
代
の
考
え
方

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
を
も
と
に
私
の
考
え
を
ま

と
め
た
い
。一
つ
は
、江
戸
時
代
は
思
っ
た
ほ
ど
木
を
伐
っ

て
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
約
二
六
〇
年
の
う
ち
、
森

林
伐
採
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
の
は
、
最
初
の
一
〇
〇
年

だ
け
と
い
っ
て
よ
い
。
一
八
世
紀
以
降
の
領
主
は
、
森
林

資
源
の
利
用
に
つ
い
て
は
抑
制
的
に
働
い
て
い
た
。
や
む

を
得
ず
森
林
の
伐
採
を
認
め
る
場
合
は
、
そ
れ
が
地
元
住

そ
れ
を
幕
府
が
買
い
取
る
わ
け
で
あ
る
。

　

当
初
は
、
一
二
八
カ
村
を
対
象
と
し
て
七
五
〇
〇
両
の

規
模
で
は
じ
ま
っ
た
元
伐
生
産
だ
が
、
一
七
七
二
年
に
は

休
山
措
置
が
と
ら
れ
る
。
同
時
に
、
代
官
の
大
原
彦
四
郎

が
勘
定
所
の
意
を
受
け
て
、
飛
騨
の
国
で
は
山
稼
ぎ
に

頼
っ
て
い
て
は
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
で
産
業
構
造
を
変
え

よ
う
と
動
き
出
し
た
。

　

だ
が
、山
稼
ぎ
以
外
に
生
業
が
な
い
四
八
カ
村
の
み
は
、

従
来
通
り
元
伐
を
認
め
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、

元
伐
の
主
要
目
的
は
産
業
と
し
て
の
林
業
で
は
な
く
て
、

「
御
救
」
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

最
終
的
に
元
伐
は
、
ど
う
し
て
も
山
稼
ぎ
以
外
で
き
な

い
二
五
カ
村
、
一
六
二
〇
両
に
絞
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と

図 3　「元伐」が林産業から「御救」へと変質する 


