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明
治

～

年
岐
阜
地
区
入
植
の
頃
の
記
録

30

31『
常
呂
町
岐
阜
部
落
開
基

周
年
記
念
誌
』
か
ら
の
抜
粋
・
編
集

80

明
治

年
、
す
で
に
岩
見
沢
に
移
住
し
て
い
た
岐
阜
県
人
林
喜
太
松
、
林
荘
太
郎
ら
数
名
は
、
奥
地
を

30

視
察
し
た
結
果
、
下
常
呂
原
野
は
有
望
の
地
と
認
め
、
北
海
道
未
開
地
処
分
法
に
よ
る
土
地
の
貸
付
を
出

願
。
北
海
道
未
開
地
処
分
法
は
、
出
願
し
た
土
地
の
貸
付
を
受
け
、
一
定
の
期
間
内
に
一
定
の
開
墾
を
す

れ
ば
無
償
で
付
与
さ
れ
る
と
い
う
規
則
で
あ
っ
た
の
で
、
土
地
の
欲
し
い
者
に
は
棚
ぼ
た
式
の
誘
い
で
あ

っ
た
。
網
走
に
宿
泊
し
、
数
日
を
費
や
し
て
出
願
手
続
き
を
済
ま
せ
た
が
、
当
時
網
走
に
は
宿
舎
３
軒
し

か
な
く
、
宿
泊
に
苦
労
し
た
が
、
よ
う
や
く
準
備
を
整
え
一
応
岩
見
沢
に
帰
り
、
入
地
準
備
を
進
め
た
。

一
方
、
林
荘
太
郎
、
林
米
吉
ら
は
、
郷
里
岐
阜
県
へ
入
植
希
望
者
の
募
集
に
出
か
け
た
。

翌

年
春
（
注
：
５
月
）
、
岐
阜
県
か
ら
の
移
住
者
は
岩
見
沢
組
と
合
流
。
林
喜
太
松
、
林
荘
太
郎
、

31

林
美
喜
太
郎
、
竹
中
徳
松
、
松
井
弥
助
、
名
知
九
一
、
吉
田
栄
太
郎
、
林
米
吉
、
向
井
徳
次
郎
、
藤
橋
幸

作
、
高
橋
藤
弥
、
山
田
栄
蔵
、
長
谷
川
彦
蔵
、
林
与
平
、
久
保
田
末
治
、
林
金
次
郎
、
吉
岡
浪
二
郎
、
林

松
治
、
林
千
代
吉
、
松
井
竹
松
、
高
橋
清
治
ら

戸
は
家
族
と
共
に
入
地
し
、
西
３
線
以
西
の
ラ
イ
ト
コ

21

ロ
川
畔
の
平
地
に
占
居
し
た
。

（
注
：
「
岐
阜
区
開
基
百
年
史
」
に
は
。
岐
阜
県
か
ら
と
岩
見
沢
か
ら
の
移
住
組
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
地

を
記
載
し
て
い
る
。
ま
た
、

戸
の
名
前
に
誤
植
と
思
わ
れ
る
違
い
が
あ
る
が
、
精
査
の
程
度

21

を
考
慮
し
て
「
岐
阜
区
開
基
百
年
史
」
記
載
の
名
前
に
変
更
し
て
い
る
。
）

一
方
、
前
年
（
注
：
明
治

年
３
月
）
、
鐺
沸
に
入
地
し
た
石
塚
利
吉
は
西
３
線
の
砂
丘
の
下
に
開
墾

30

小
屋
を
建
て
、
愛
媛
県
人
藤
枝
見
取
は
西
４
線
４
号
の
ラ
イ
ト
コ
ロ
川
左
岸
の
高
台
と
の
中
間
の
小
高
い

と
こ
ろ
（
現
寺
町
義
則
所
有
地
）
に
小
屋
掛
け
を
し
て
農
場
経
営
を
計
画
し
た
。
し
か
し
、
密
林
の
中
に

点
在
す
る
拝
み
小
屋
の
開
墾
小
屋
ば
か
り
な
の
で
、
隣
に
岐
阜
県
か
ら
の
集
団
移
民
が
あ
る
の
を
知
ら
な

か
っ
た
。

か
く
し
て
開
拓
が
始
め
ら
れ
た
が
、
当
時
の
模
様
を
現
存
す
る
古
老
に
談
し
て
も
ら
う
。

＊
石
塚
利
吉
談

明
治

年
鐺
沸
に
来
て
、

年
西
３
線
の
砂
丘
の
下
に
入
っ
た
。
そ
の
頃
、
岐
阜
県
か
ら
十
数
戸
の
人

30

31

が
家
族
を
伴
い
、
わ
ず
か
な
荷
物
を
背
に
丈
な
す
雑
草
を
踏
み
分
け
て
奥
地
へ
入
っ
て
い
く
姿
は
哀
れ
で

あ
っ
た
。
自
分
た
ち
は
拝
み
小
屋
を
建
て
て
入
っ
た
。

家
は
低
い
し
狭
い
が
、
燃
料
の
薪
は
豊
富
な
の
で
寒
さ
は
そ
の
割
り
で
は
な
か
っ
た
。
灯
油
が
な
い
の

で
、
魚
場
か
ら
魚
油
を
も
ら
っ
て
き
て
芯
を
入
れ
て
灯
火
と
し
た
。

食
糧
は
馬
鈴
薯
、
手
搗
き
の
黒
い
麦
飯
、
そ
ば
粉
の
団
子
、
五
升
芋
の
塩
汁
、
魚
が
只
同
然
だ
っ
た
の

で
塩
焼
き
か
三
平
汁
が
常
食
で
あ
っ
た
。

常
呂
や
鐺
沸
へ
出
る
の
に
砂
山
の
ア
イ
ヌ
道
路
（
海
岸
暴
風
林
内
に
そ
の
遺
跡
あ
り
）
で
は
歩
き
難
い

の
で
、
平
地
の
熊
笹
を
踏
み
分
け
て
通
っ
た
が
、
そ
の
経
路
が
今
は
完
全
舗
装
の
国
道

号
線
に
な
っ
て

238

い
る
。

こ
の
秋
の
大
水
害
で
ラ
イ
ト
コ
ロ
川
畔
の
人
は
、
家
も
食
料
も
失
う
惨
状
で
あ
っ
た
が
、
支
庁
か
ら
見

舞
い
に
白
米
１
俵
を
全
罹
災
者
に
下
さ
れ
た
の
で
、
一
同
１
粒
１
粒
を
有
り
難
く
噛
み
し
め
て
い
た
だ
い
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た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

（
注
：
明
治

年
８
月

日
よ
り
９
月

日
ま
で
の

日
間
連
続
豪
雨
の
結
果
、
常
呂
川
大
洪
水
。

31

31

11

12

土
佐
団
体
の

～

戸
を
残
し
、
川
沿
・
岐
阜
部
落
等
下
常
呂
原
野
一
帯
泥
海
と
化
す
。

12

13

「
聖
徳
太
子
碑

周
年
記
念
誌
」
）

70

＊
高
橋
や
す
の
談

新
婚
の
夢
も
覚
め
や
ら
ぬ
明
治

年
草
々
、
舅
（
高
橋
藤
弥
）
、
主
人
（
高
橋
仙
蔵
）
ら
が
北
海
道
移

31

住
の
計
画
を
立
て
た
が
、
４
月
、
主
人
が
鯖
江
の
歩
兵
三
十
六
連
隊
へ
教
育
召
集
で
入
隊
し
た
の
で
、
舅

姑
に
手
を
引
か
れ
、

才
の
世
間
知
ら
ず
で
渡
道
。
空
知
太
（
そ
ら
ち
ぶ

注
：
現
在
の
砂
川
市
空
知
太
）

17

ま
で
は
汽
車
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
奥
地
は
徒
歩
、
下
駄
ば
き
で
神
居
古
潭
、
旭
川
と
歩
き
、
永
山
で

奥
地
行
き
の
服
装
に
替
え
た
と
い
っ
て
も
草
鞋
、
脚
絆
だ
け
で
、
わ
ず
か
な
手
回
り
品
を
背
負
っ
て
残
雪

な
お
深
い
愛
別
、
峠
、
白
滝
、
６
号
（
遠
軽
）
と
泊
ま
り
を
重
ね
て
徒
歩
旅
行
。
途
中
で
「
こ
ん
な
難
儀

を
す
る
く
ら
い
な
ら
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
。
故
郷
へ
帰
り
た
い
」
と
泣
き
出
す
人
が
続
出
。
中
央
道
路
と

い
っ
て
も
苅
分
道
路
に
等
し
く
、
頼
る
主
人
は
兵
営
生
活
、
舅
姑
を
頼
り
に
歩
け
ば
出
会
う
人
は
ア
イ
ヌ

人
ば
か
り
。
湧
別
か
ら
ワ
ッ
カ
街
道
に
入
っ
た
ら
両
側
は
海
と
湖
、
狭
い
砂
嘴
。
今
で
は
観
光
道
路
の
龍

宮
街
道
だ
が
、
そ
の
時
は
三
途
の
川
の
河
原
で
も
歩
く
よ
う
な
気
が
し
て
、
地
の
果
て
に
吸
い
込
ま
れ
る

思
い
を
し
な
が
ら
鐺
沸
か
ら
オ
タ
チ
ッ
プ
の
ナ
ラ
林
の
中
の
小
道
を
歩
く
内
、
石
塚
さ
ん
の
小
屋
、
そ
し

て
懐
か
し
い
和
人
の
顔
を
見
た
時
は
、
万
感
胸
に
迫
り
、
思
わ
ず
泣
い
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
夏
に
主
人
が
除
隊
す
る
と
後
を
追
っ
て
き
て
く
れ
、
以
来

余
年
、
共
に
泣
き
、
共
に

70

励
ま
し
合
っ
て
荒
れ
野
に
挑
み
ᵁ
（
略
）

（
注
：
「
オ
タ
チ
ッ
プ
」

『
常
呂
町
百
年
史
』
の
「
常
呂
町
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
記
録
」
に
は
、

「
オ
タ
・
チ
プ
（
砂
の
・
舟
）」
の
意
。
砂
丘
上
の
小
高
い
山
を
舟
に
見
立
て
た
名
で

あ
ろ
う
。
常
呂
か
ら
砂
丘
上
の
旧
道
を
行
く
と
、
澱
粉
工
場
（
現
在
の
小
麦
乾
燥
施
設
）

の
と
こ
ろ
に
下
る
少
し
手
前
に
、
目
立
つ
円
頂
山
の
下
を
通
る
。
常
呂
平
野
の
西
３
線

か
ら
も
見
え
る
。
多
く
の
日
誌
に
こ
の
名
が
出
て
く
る
の
は
目
立
っ
た
存
在
だ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
今
で
も
土
地
の
人
た
ち
は
西
３
線
地
先
の
砂
丘
の
あ
た
り
を

オ
タ
チ
ッ
プ
と
い
う
由
。
地
籍
図
に
は
西
４
線
地
先
の
海
側
が
オ
タ
チ
ッ
プ
と
な
っ
て

い
る
と
解
説
）

＊
高
橋
萬
蔵
（
高
橋
藤
弥
二
男
）
談

才
の
小
童
（
こ
わ
っ
ぱ
）
で
何
も
分
か
ら
ず
、
親
父
に
連
れ
ら
れ
て
き
た
が
、
青
森
に
来
て
小
樽
行

15
き
の
船
を
探
し
た
が
な
い
の
で
函
館
に
渡
り
、
室
蘭
に
出
て
、
炭
鉱
鉄
道
で
空
知
太
ま
で
は
汽
車
旅
行
で

あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
先
は
兄
嫁
の
話
の
よ
う
な
苦
労
を
し
て
歩
い
た
が
、
愛
別
で
旧
友
の
末
と
い
う
男

に
偶
然
出
会
い
、
懐
か
し
さ
の
あ
ま
り
草
の
上
に
座
り
込
ん
で
話
し
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
で

あ
る
。

オ
タ
チ
ッ
プ
か
ら
蛇
の
歩
い
た
よ
う
な
道
を
現
寺
町
幸
三
郎
氏
宅
の
と
こ
ろ
へ
来
て
筏
で
川
を
渡
っ
た

が
、
こ
の
筏
は
角
橋
が
で
き
る
ま
で
重
要
な
交
通
機
関
で
、
ラ
イ
ト
コ
ロ
川
左
岸
の
者
の
米
・
味
噌
は
こ

れ
に
よ
っ
て
川
を
渡
り
、
そ
こ
か
ら
先
は
背
負
っ
て
運
ん
だ
。
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常
呂
に
米
・
味
噌
品
切
れ
の
時
は
、
網
走
か
ら
能
取
山
道
を
駄
馬
で
運
ん
だ
。

＊
山
田
栄
太
郎

私
ら
一
家
は
他
の
人
と
は
別
行
動
で
来
た
の
で
、
横
浜
か
ら
船
で
小
樽
に
来
て
、
大
三
漁
場
の
送
り
入

り
船
に
便
乗
し
、
ポ
ン
ト
マ
リ
（
常
呂
港
）
に
上
陸
、
先
着
の
林
喜
太
郎
さ
ん
が
迎
え
に
来
て
く
れ
て
い

た
の
で
、
同
氏
宅
に
入
り
、
開
墾
小
屋
の
建
築
に
着
手
。
私
は
丸
太
の
伐
採
、
親
父
は
切
り
込
み
、
小
屋

掛
け
し
た
が
、
屋
根
は
青
笹
が
ゴ
ソ
ゴ
ソ
鳴
っ
て
熊
が
来
た
か
と
肝
を
冷
や
し
な
が
ら
、
昼
は
開
墾
、
夜

は
暗
い
カ
ン
テ
ラ
の
光
を
頼
り
に
明
日
の
準
備
。

熊
や
狐
の
鳴
き
声
は
毎
晩
の
よ
う
に
聞
こ
え
、
寂
し
く
て
心
細
い
。
望
郷
の
念
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
が
、

西
南
戦
争
生
き
残
り
の
親
父
（
栄
蔵
）
は
頑
と
し
て
開
墾
に
い
そ
し
み
、
大
地
を
拓
い
て
蒔
き
つ
け
を
し

た
。当

時
、
入
浴
の
設
備
が
な
い
の
で
、
週
１
回
く
ら
い
一
家
揃
っ
て
入
浴
に
行
っ
た
が
、
こ
れ
は
途
中
で

熊
に
襲
わ
れ
る
の
を
防
御
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

よ
う
や
く
し
て
苦
心
惨
憺
、
秋
の
実
り
を
楽
し
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
８
月
に
入
り
豪
雨
続
き
で
大
洪
水

と
な
り
、
８
月

日
か
ら
９
月

日
ま
で

日
間
水
浸
し
と
な
り
、
命
か
ら
が
ら
光
永
商
店
裏
の
丘
の
上

31

11

12

に
避
難
、
野
宿
し
た
が
食
糧
が
な
い
の
で
現
中
学
校
（
注
：
現
在
の
町
民
セ
ン
タ
ー
）
付
近
ま
で
筏
で
行

き
、
よ
う
や
く
常
呂
と
連
絡
。
食
糧
を
運
ん
で
も
ら
っ
て
飢
え
を
し
の
い
だ
が
、
か
の
小
丘
は
我
々
の
生

命
を
守
っ
て
く
れ
た
恩
の
あ
る
丘
で
あ
る
。
冬
に
な
っ
て
も
食
糧
は
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ド
ン
グ

リ
を
拾
っ
て
蒸
し
、
乾
燥
さ
せ
て
唐
臼
で
つ
き
、
皮
を
取
り
、
石
臼
は
内
地
か
ら
持
っ
て
き
て
い
た
の
で

粉
に
し
て
、
少
し
残
っ
た
馬
鈴
薯
や
小
麦
粉
を
混
ぜ
て
団
子
に
し
て
食
べ
た
。

こ
の
水
害
の
水
位
は
、
現
在
の
光
永
商
店
の
２
階
の
窓
の
下
縁
で
あ
っ
た
。

（
注
：
５
線
６
号
西
に
あ
っ
た
光
永
商
店
の
場
所
は
、
代
々
商
店
が
あ
っ
た
。
最
初
は
明
治

年
頃

40

か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
あ
っ
た
林
次
太
郎
商
店
、
そ
の
後
を
引
き
継
い
だ
の
が
高
橋
仙
蔵

商
店
、
昭
和

年
代
に
光
永
次
郎
商
店
に
、

年
代
に
佐
藤
平
三
商
店
に
替
わ
り
、
平
成
７
年

40

50

閉
店
）

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
水
位
に
な
っ
た
か
と
言
う
と
、
常
呂
佐
呂
間
の
川
（
注
：
ラ
イ
ト
コ
ロ
川
）
の
水
が

サ
ロ
マ
湖
に
た
ま
り
、
天
然
の
砂
嘴
が
破
れ
て
よ
う
や
く
減
水
し
た
の
で
こ
の
惨
状
を
呈
し
た
。

こ
の
苦
い
経
験
に
よ
り
翌
年
か
ら
は
春
先
、
サ
ロ
マ
湖
の
氷
が
落
ち
る
の
を
待
っ
て
、
鐺
沸
裏
の
砂
丘

に
水
路
を
造
り
、
早
め
に
排
水
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
は
こ
の
よ
う
な
惨
事
は
な
か
っ
た
が
、
こ

の
大
被
害
に
人
命
事
故
が
な
か
っ
た
こ
と
は
せ
め
て
も
の
幸
い
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
と
き
割
合
安
全

な
と
こ
ろ
に
占
居
の
林
喜
太
松
ほ
か
数
名
の
決
死
の
救
助
作
業
の
お
か
げ
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
災
害
救
助

に
努
力
し
た
人
び
と
に
対
し
て
、
と
き
の
北
海
道
庁
長
官
か
ら
林
喜
太
松
に
表
彰
状
と
木
杯
が
下
付
さ
れ

た
。（
略
）

こ
の
洪
水
の
後
、
林
喜
太
松
は
水
に
対
し
て
安
全
な
箇
所
に
住
居
を
移
す
べ
く
踏
査
し
た
と
こ
ろ
小
高

い
場
所
を
発
見
。
直
ち
に
貸
付
を
出
願
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
自
分
に
貸
し
付
け
さ
れ
た
１
戸
分
の
内
で

あ
っ
た
。
密
林
の
中
で
方
位
方
角
が
全
然
分
か
ら
な
か
っ
た
当
時
の
も
よ
う
を
想
像
す
る
に
良
い
挿
話
で

あ
る
。
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＊
小
嶋
つ
る
（
当
時
の
苦
労
を
子
供
心
に
味
わ
っ
た
思
い
出
）
談

年
秋
の
大
洪
水
で
収
穫
は
皆
無
。
現
金
収
入
の
道
が
な
い
の
で

才
の
子
ど
も
で
あ
っ
た
私
も
家
の

31

12

助
け
に
と
常
呂
の
森
本
製
軸
工
場
の
女
工
と
し
て
雇
わ
れ
（
ガ
ッ
チ
ャ
振
り
）
、
い
く
ら
か
の
賃
金
を
家

に
入
れ
た
。

家
の
方
は
、
米
・
味
噌
な
ど
内
地
か
ら
持
っ
て
き
て
若
干
残
っ
て
い
た
も
の
が
洪
水
で
流
さ
れ
、
ア
ワ

・
キ
ビ
・
大
根
・
人
参
な
ど
水
害
跡
に
残
っ
た
も
の
、
そ
れ
に
オ
ヒ
ョ
ウ
は
畳
大
の
も
の
で
も

銭
く
ら

15

い
で
買
え
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
塩
汁
に
麦
、
キ
ビ
に
甘
藍
（
注
：
カ
ン
ラ
ン
キ
ャ
ベ
ツ
）
な
ど
は
鬼
皮
（
注

：
外
側
の
皮
）
の
ま
ま
入
れ
た
雑
炊
か
芋
と
ド
ン
グ
リ
の
粉
と
の
団
子
の
常
食
で
ひ
と
冬
を
越
し
た
が
、

良
く
栄
養
失
調
に
な
ら
な
か
っ
た
も
の
だ
と
思
う
。

＊
内
藤
と
よ
談

才
で
来
た
の
で
う
ろ
覚
え
だ
が
、
オ
ヒ
ョ
ウ
の
そ
ぼ
ろ
を
ダ
シ
に
し
た
芋
の
塩
汁
、
麦
飯
は
手
づ
き

10
の
麦
を
挽
き
割
り
に
し
、
米
は
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
な
い
素
割
飯
と
を
お
い
し
く
食
べ
た
。

そ
の
麦
飯
や
塩
汁
も
狭
い
小
屋
の
中
で
生
木
を
燃
や
し
て
炊
く
の
で
鍋
釜
の
上
は
ほ
こ
り
で
い
っ
ぱ

い
。
今
の
人
で
は
食
べ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
実
に
お
い
し
か
っ
た
。

家
と
い
っ
て
も
拝
み
小
屋
で
狭
く
、
戸
な
ど
は
な
く
、
ム
シ
ロ
を
吊
し
て
あ
る
だ
け
。
冬
寒
い
時
は
腹

は
熱
く
、
背
中
は
寒
い
と
い
う
焚
き
火
。
床
は
干
し
草
の
上
に
ム
シ
ロ
を
敷
い
た
土
間
、
吹
雪
の
時
な
ど

は
夜
具
の
上
に
雪
が
積
も
っ
て
重
く
な
る
。

夜
と
も
な
れ
ば
暗
い
カ
ン
テ
ラ
の
裸
火
の
油
煙
が
出
て
鼻
く
そ
が
真
っ
黒
、
そ
の
火
の
下
で
衣
類
の
繕

い
を
し
て
く
れ
た
母
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
（
略
）

＊
田
房
ま
つ
の
（
愛
媛
県
か
ら
の
入
植
者
）
談

私
た
ち
は
明
治

年
石
狩
の
幌
加
内
に
農
場
経
営
の
目
的
で
藤
枝
見
取
に
連
れ
ら
れ
て
入
っ
た
が
、
幌

30

加
内
よ
り
下
常
呂
原
野
が
有
望
だ
と
い
う
の
で
、
翌

年
、
現
寺
町
幸
三
郎
氏
所
有
地
の
川
と
山
の
間
の

31

小
高
い
清
冽
な
泉
の
あ
る
と
こ
ろ
に
掘
っ
立
て
小
屋
を
造
り
、
農
場
事
務
所
と
し
て

町
歩
の
貸
付
を
出

500

願
、
一
大
藤
枝
農
場
を
夢
見
て
い
ま
し
た
。
こ
の
付
近
に
は
人
家
は
１
つ
も
な
く
、
裏
の
高
台
は
熊
の
す

み
か
、
シ
ャ
モ
（
和
人
）
の
顔
ど
こ
ろ
か
ア
イ
ヌ
人
の
顔
も
滅
多
に
見
ら
れ
ず
、
こ
の
年
に
岐
阜
の
人
が

入
ら
れ
た
こ
と
は
後
か
ら
分
か
っ
た
く
ら
い
で
、
付
近
に
家
が
で
き
た
こ
と
な
ん
か
全
然
分
か
ら
な
い
密

林
で
し
た
の
で
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
漂
流
を
実
現
し
た
よ
う
な
生
活
で
し
た
。

こ
の
年
の
秋
、
大
洪
水
が
あ
り
、
見
下
ろ
す
原
野
一
帯
湖
と
な
っ
て
し
ま
い
、
藤
枝
牧
場
は
計
画
を
変

更
し
て
斜
里
に
移
り
、
こ
の
地
の
後
始
末
を
寺
町
幸
三
郎
氏
か
ら
任
せ
ら
れ
た
の
で
、
私
た
ち
夫
婦
は
農

場
の
一
部
の
単
独
貸
付
を
受
け
て
開
墾
を
始
め
ま
し
た
。
丈
な
す
ク
マ
ザ
サ
を
鎌
で
刈
り
、
島
田
鍬
で
手

耕
し
で
の
開
墾
な
の
で
、
１
反
（

ア
ー
ル
）
の
畑
も
数
日
か
け
な
け
れ
ば
開
墾
で
き
ず
、
ヤ
ブ
蚊
に
苦

10

労
は
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
抜
根
し
、
ト
ラ
ク
タ
ー
で
起
耕
す
る
現
在
の
人
た
ち
で
は
想
像
も
で
き
な
い
で

し
ょ
う
。
（
略
）

こ
の
よ
う
に
し
て
開
拓
に
従
事
し
た
人
の
服
装
は
と
い
え
ば
、
男
は
織
色
、
織
紺
の
木
綿
シ
ャ
ツ
、
雲

斉
の
モ
ン
ペ
、
手
製
の
地
下
足
袋
に
草
鞋
、
軍
手
な
ど
は
な
く
手
甲
の
勇
ま
し
い
姿
。
女
は
半
天
の
襟
や

袖
に
ボ
タ
ン
を
付
け
て
昆
虫
の
侵
入
を
防
ぎ
、
モ
ン
ペ
や
ズ
ボ
ン
は
な
く
、
足
は
脚
絆
の
み
の
姿
で
顔
面

を
手
ぬ
ぐ
い
で
包
み
、
は
ち
ま
き
を
締
め
、
木
綿
く
ず
の
火
縄
に
点
火
し
て
は
ち
ま
き
に
挟
む
か
腰
に
下
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げ
る
か
し
て
、
こ
の
煙
と
香
り
で
ブ
ヨ
、
蚊
な
ど
の
害
を
防
ぐ
の
で
あ
っ
ら
が
、
風
通
し
の
悪
い
密
林
、

南
方
戦
場
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
思
わ
せ
る
湿
原
の
中
、
ブ
ヨ
、
蚊
、
ア
ブ
の
群
棲
の
中
に
笹
刈
り
鎌
と
島
田

鍬
で
開
墾
に
従
事
し
た
人
た
ち
の
労
苦
は
筆
舌
に
尽
き
な
い
。
（
略
）

『
岐
阜
部
落
開
基

周
年
記
念
誌
』
掲
載

80

（
昭
和

年
７
月
発
行
）

44

岐
阜
団
体
の
先
駆
者
高
橋
藤
弥
一
行
の
旅
行
状
況

『
常
呂
村
史
』（
昭
和

年
９
月
発
行
）
か
ら
抜
粋
（
現
代
文
で
編
集
）

12

（
略
）
岐
阜
団
体
の
先
駆
者
高
橋
藤
弥
一
行
の
旅
行
状
況
を
調
査
す
る
と
、
郷
里
岐
阜
県
か
ら
汽
車
で

青
森
に
着
き
、
青
森
港
か
ら
乗
船
し
て
室
蘭
に
上
陸
。
深
川
ま
で
開
通
し
て
い
た
汽
車
を
利
用
し
て
深
川

駅
で
下
車
。
こ
こ
で
草
鞋
、
振
り
分
け
荷
物
の
旅
装
を
整
え
て
北
見
路
へ
、
石
北
峠
を
越
し
、
空
知
太
、

神
居
古
潭
、
永
山
、
愛
別
九
号
、
瀬
戸
瀬
、
下
湧
別
を
経
て
お
お
よ
そ
十
里
ご
と
に
設
け
ら
れ
た
官
設
駅

逓
ま
た
は
民
家
に
宿
泊
を
重
ね
る
こ
と
九
泊
十
日
で
辛
く
も
目
的
地
に
た
ど
り
着
い
た
が
、
道
路
は
膝
ま

で
ぬ
か
る
み
、
熊
笹
や
雑
草
が
身
の
丈
ま
で
あ
り
、
巨
木
が
道
路
の
両
側
か
ら
覆
っ
て
陽
光
を
遮
っ
て
い

る
。
そ
ん
な
状
況
で
衣
服
は
寸
断
し
、
殊
に
股
引
は
敗
れ
去
り
、
つ
い
に
は
肉
を
破
り
鮮
血
に
染
ま
る
者

さ
え
い
た
。
老
幼
婦
女
子
の
中
に
は
余
り
の
苦
痛
に
耐
え
か
ね
、
路
傍
に
ど
っ
か
と
座
し
て
号
泣
し
、「
こ

こ
で
死
ん
で
も
動
か
な
い
」
と
言
う
者
も
生
じ
る
に
至
り
、
訳
も
な
く
望
郷
の
念
と
共
に
、
思
わ
ず
一
行

も
共
に
泣
い
た
と
い
う
。（
略
）

（
注
：
汽
車
利
用
の
記
述
で
岐
阜
在
住
者
の
体
験
談
と
一
部
違
う
が
、
そ
の
ま
ま
掲
載
）


