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戦
後
間
も
な
い
１
９
４
７
（
昭
和
22
）
年
、
当
時
の
農
林
省

林
野
局
が
所
管
し
た
旧
内
地
国
有
林
、
内
務
省
北
海
道
庁
が
所

管
し
た
北
海
道
国
有
林
、
そ
し
て
宮
内
省
帝
室
林
野
局
が
所
管

し
た
御
料
林
が
、
林
野
局
の
も
と
で
一
元
的
に
管
理
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。い
わ
ゆ
る「
林
政
統
一
」で
す
。こ
れ
に
よ
っ

て
、
現
在
の
国
有
林
組
織
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

　

今
回
と
り
あ
げ
る
「
旧
帝
室
林
野
局
木
曽
支
局
庁
舎
」
は
、

林
政
統
一
以
前
に
、
皇
室
財
産
で
あ
っ
た
木
曽
谷
一
円
の
御
料

林
を
管
理
し
て
い
た
組
織
の
庁
舎
で
、
長
野
県
木
曽
町
福
島
に

所
在
し
て
い
ま
す
。
１
９
０
３（
明
治
36
）年
に
御
料
局
木
曽
支

庁
と
し
て
現
在
地
に
設
置
さ
れ
、
１
９
２
４（
大
正
13
）年
に
帝

室
林
野
局
木
曽
支
局
と
改
称
さ
れ
ま
し
た
。
御
料
林
の
中
で
も

出
材
量
が
多
く
、
か
つ
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
用
材
を
生
産
す

る
た
め
の
「
神
宮
備
林
」
が
設
定
さ
れ
て
い
た
、
重
要
な
支
局

で
し
た
。

　

最
初
の
庁
舎
は
木
造
２
階
建
て
の
洋
風
建
築
で
し
た
が
、

１
９
２
７（
昭
和
２
）年
５
月
の
大
火
で
焼
失
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
現
在
の
建
物
は
、
こ
の
火
災
の
７
か
月
後
に
再
建
さ

れ
た
も
の
で
、
優
れ
た
建
築
を
多
く
手
が
け
た
宮
内
省
内た
く
み匠

寮
に
よ
る
設
計
で
す
。
中
央
の
屋
根
上
に
み
え
る
八
角
の
塔

屋
が
特
徴
的
で
、
全
体
に
装
飾
は
控
え
め
で
す
が
、
当
時
の

先
端
的
デ
ザ
イ
ン
だ
っ
た
ア
ー
ル
・
デ
コ
様
式
で
ま
と
め
ら
れ
、

品
格
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
建
築
材
に
ヒ
ノ
キ
や
サ
ワ
ラ
な
ど

の
木
曽
五
木
で
は
な
く
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
ヒ
ッ
コ
リ
ー

や
ベ
イ
マ
ツ
な
ど
の
輸
入
材
を
用
い
て
い
る
こ
と
も
ポ
イ
ン

ト
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

林
政
統
一
以
後
、
本
庁
舎
は
新
設
さ
れ
た
長
野
営
林
局
の
庁

舎
と
な
り
、
局
の
機
能
が
長
野
市
へ
移
転
し
た
１
９
５
６
（
昭

和
31
）
年
以
降
は
、
福
島
営
林
署
や
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
の

庁
舎
と
し
て
長
く
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
勤
務
さ
れ

た
経
験
の
長
い
、
中
部
森
林
管
理
局
企
画
調
整
課
課
長
補
佐

の
井
口
智
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
ま
す
。「
平
成
元

年
の
福
島
営
林
署
時
代
の
勤
務
で
は
、
２
階
全
室
が
執
務
室

で
し
た
が
、
職
員
も
30
名
近
く
い
て
手
狭
な
中
で
業
務
を
行
っ
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て
い
ま
し
た
。
時
お
り
雨
漏
り
が
あ
り
、
バ
ケ
ツ
な
ど
を
お
い

て
凌
い
だ
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
平
成
11
年
か
ら
の
２
度

目
の
勤
務
で
は
、
名
称
も
森
林
技
術
第
一
セ
ン
タ
ー
へ
変
わ
っ

て
お
り
、
職
員
も
７
名
と
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
庭
木
の
剪

定
は
請
負
で
実
施
し
て
い
ま
し
た
。
見
栄
え
の
よ
く
な
っ
た
庭

木
の
赤
松
と
モ
ダ
ン
な
西
洋
風
の
建
物
に
惹
か
れ
た
観
光
客

が
、『
本
日
宿
泊
し
た
い
の
で
す
が
？
』
と
、
ホ
テ
ル
と
勘
違

い
さ
れ
て
お
見
え
に
な
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。」

　

本
庁
舎
は
２
０
０
４
（
平
成
16
）
年
ま
で
国
有
林
の
庁
舎
と

し
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
２
０
１
０
（
平

成
22
年
）に
、木
曽
町
が
庁
舎
や
敷
地
を
取
得
し
、２
０
１
２（
平

成
24
）
年
に
は
、
町
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
木

曽
町
は
そ
れ
か
ら
２
０
１
４
年
（
平
成
26
年
）
に
か
け
て
、
再

建
当
時
の
状
態
と
な
る
よ
う
に
改
修
復
元
工
事
を
行
い
、
現
在

は
「
御
料
館
」
の
愛
称
で
一
般
公
開
し
て
い
ま
す
。
木
曽
町
教

育
委
員
会
生
涯
学
習
係
寺
澤
圭
亮
さ
ん
は
、
こ
の
間
を
振
り
返

り
、「
平
成
20
年
に
林
業
関
係
者
や
町
民
有
志
が
『
価
値
の
あ

る
建
物
を
壊
さ
ず
残
し
て
ほ
し
い
』
と
３
，
３
６
０
名
の
署
名

を
集
め
、
建
物
の
取
得
と
保
存
を
町
に
働
き
か
け
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
木
曽
町
所
有
の
有
形
文
化
財
と
し
て
の
復
元
改

修
と
展
示
施
設
開
館
へ
の
道
の
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。
本
年
、

一
般
公
開
５
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
美
し
く
格
調
あ

る
建
物
を
活
用
し
、
御
料
林
を
後
世
に
伝
え
森
林
文
化
を
発
信

す
る
と
同
時
に
、
町
内
外
の
人
々
が
世
代
や
地
域
を
超
え
て
交

流
で
き
る
施
設
と
し
て
さ
ら
に
輝
く
よ
う
育
て
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。」
と
話
し
て
い
ま
す
。

　

木
曽
支
局
当
時
の
状
態
に
復
元
さ
れ
た
庁
舎
内
部
に
は
、
華

麗
な
内
装
と
と
も
に
、
御
料
林
時
代
の
写
真
、
図
面
、
道
具
類

な
ど
貴
重
な
史
資
料
が
多
数
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

も
と
り
わ
け
目
を
引
く
の
は
、
巨
大
な
「
木
曽
谷
模
型
」
で
す
。

１
８
８
１
（
明
治
14
）
年
の
第
２
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品

す
る
た
め
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
、
天
然
木
曽
ヒ
ノ
キ
材
を
彫

刻
し
た
部
材
を
組
ん
で
精
巧
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
製
作
時
に

は
村
名
、村
境
、官
民
有
林
の
境
界
、植
生
な
ど
の
表
現
も
あ
っ

た
そ
う
で
す
。
当
時
の
木
曽
林
業
の
産
業
と
し
て
の
位
置
付
け

を
示
す
史
料
と
し
て
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
す
。

　

木
曽
に
関
連
す
る
林
業
遺
産
は
、「
旧
木
曾
山
林
学
校
に
か

か
わ
る
林
業
教
育
資
料
な
ら
び
に
演
習
林
」「
木
曾
森
林
鉄
道
」

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」
に
次
い
で
、
こ
れ
で
４
件
目
と
な

り
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
林
業
技
術
や
林
政
史
の
ル
ー
ツ
を
た

ど
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
で
す
。
森
林
、
林
業
に
関
わ
る
す
べ

て
の
読
者
に
、
ぜ
ひ
一
度
訪
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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