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森
林
か
ら
江
戸
時
代
を
見
つ
め
直
す

江
戸
時
代
に
は
、
城
や
町
（
城
下
町
等
）
の
建
設
、

鉱
山
の
稼か

行こ
う

、
新
田
の
開
発
、
人
口
の
増
加
等
が
進
み
、

材
木
・
薪し
ん

炭た
ん

の
生
産
や
肥
料
と
な
る
草
木
の
採
取
が
、

前
時
代
よ
り
も
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他

方
で
、
森
林
が
も
つ
自
然
環
境
の
調
整
機
能
（
水
源
涵か
ん

養よ
う

、飛
砂
防
備
等
）に
対
す
る
人
び
と
の
期
待
も
高
ま
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
森
林
資
源
は
江
戸
時
代
に

お
け
る
社
会
・
経
済
の
根
幹
で
あ
っ
た
。

材
木
・
薪
炭
の
生
産
等
に
よ
っ
て
森
林
資
源
が
減
少

す
る
と
、
今
度
は
持
続
的
な
利
用
を
目
指
し
、
森
林
資

源
を
意
識
的
に
管
理
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
領
主
・
領

民
の
間
に
広
が
っ
た
。
当
時
の
日
本
で
は
、
外
国
か
ら

の
物
資
や
情
報
・
知
識
の
移
入
が
限
定
的
で
あ
っ
た
た

め
、
限
ら
れ
た
森
林
資
源
を
持
続
的
に
利
用
す
べ
く
、

日
本
固
有
の
政
策
・
技
術
体
系
が
編
み
出
さ
れ
た
。

ち
な
み
に
江
戸
時
代
は
、
徳
川
政
権
の
も
と
で
約

２
５
０
年
の
長
き
に
わ
た
り
戦
争
の
な
か
っ
た
、
世
界

史
上
で
も
特
筆
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
こ
の
〝
徳
川
の

平
和
〟
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
領
主
・
領
民
は
長
期
的

な
視
野
か
ら
森
林
資
源
管
理
に
臨
む
こ
と
が
で
き
た
と

い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
江
戸
時
代
に
は
、
地
域
に
よ
っ

て
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
森
林
資
源
管
理
に
関
わ

る
森
林
政
策
の
成
熟
と
技
術
の
進
展
が
み
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
佐
竹
氏
の
領
地
で
あ
っ

た
出で
わ
の
く
に

羽
国
秋
田
藩
領
で
あ
る
。
同
藩
は
、
江
戸
時
代
に

あ
っ
た
多
く
の
藩
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
森
林
資
源

管
理
に
力
を
入
れ
た
藩
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
興

味
深
い
こ
と
に
、
同
藩
で
は
森
林
資
源
の
も
つ
多
面
的

な
機
能
が
明
確
に
意
識
さ
れ
た
う
え
で
、
森
林
資
源
管

理
が
行
わ
れ
て
い
た
。
以
下
で
は
、
①
材
木
生
産
、
②

銅
製
錬
用
の
木
炭
生
産
、
③
米
穀
生
産
、
④
海
岸
に
お

け
る
飛
砂
の
防
備
、
の
４
点
に
注
目
し
、
多
様
な
森
林

資
源
管
理
の
姿
を
紹
介
し
た
い
。

材
木
生
産
と
能
代
木
山
の
管
理

秋
田
藩
は
「
秋
田
杉
」
と
呼
ば
れ
る
良
質
な
ス
ギ
に

恵
ま
れ
た
。
ス
ギ
材
は
建
築
・
土
木
用
材
と
し
て
使
わ

れ
た
ほ
か
、
独
特
な
芳ほ
う

香こ
う

を
も
つ
た
め

酒さ
か

樽だ
る

の
材
料
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
藩
は
ス
ギ
を
盛

ん
に
伐
採
し
て
領
内
の
城
や
役
所
の
建

築
・
土
木
用
材
に
あ
て
た
ほ
か
、
商
人

を
通
じ
て
近
畿
・
北
陸
方
面
へ
売
り
払

い
、そ
の
利
益
を
財
源
に
組
み
入
れ
た
。

こ
れ
ら
の
需
要
を
確
保
す
る
た
め
、

藩
は
ス
ギ
が
生
育
す
る
優
良
な
森
林
を
御お

留と
め

山や
ま

と
い
う

藩
直
轄
林
と
し
て
囲
い
込
み
、
村
人
の
利
用
を
制
限
し

た
。
一
方
、
村
人
の
利
用
が
許
さ
れ
た
の
は
、
郷ご
う

山や
ま

と

呼
ば
れ
る
村
持
ち
の
森
林
で
あ
っ
た
。
村
人
は
、
こ
の

郷
山
で
家
作
用
の
材
木
、
煮
炊
き
用
の
薪
、
農
業
肥
料

と
な
る
草
等
を
採
取
し
、
日
々
の
暮
ら
し
を
営
ん
で
い

た
。
ち
な
み
に
御
留
山
で
も
、
藩
の
許
し
が
あ
れ
ば
薪

や
草
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
。

秋
田
藩
領
の
な
か
で
も
、
と
く
に
材
木
生
産
が
活
発

で
あ
っ
た
の
が
、
領
内
北
部
の
米よ
ね

代し
ろ

川が
わ

流
域
で
あ
る

（
図
１
）。こ
の
流
域
に
は
多
く
の
御
留
山
が
設
定
さ
れ
、

そ
れ
ら
は
能の

代し
ろ

木き

山や
ま

と
総
称
さ
れ
た
。
同
所
か
ら
伐
り

出
さ
れ
た
材
木
は
、
米
代
川
の
水
流
に
乗
せ
ら
れ
て
河

口
の
能
代
町
（
現
・
能
代
市
）
ま
で
送
ら
れ
、
そ
こ
か

ら
領
内
・
領
外
の
各
地
へ
と
運
ば
れ
た
。

し
か
し
、
17
世
紀
に
お
け
る
同
藩
の
森
林
政
策
は
長

森
林
資
源
管
理
か
ら
見
た
江
戸
時
代
の
秋
田

その５
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図 1　秋田藩領の概略図
出典：秋田県編 (1973)『秋田県

林業史』上巻、秋田県、
104 頁の図に加筆修正して
作成。
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改
革
開
始
直
後
の
文
化
２
（
１
８
０
５
）
年
に
は
、

ク
リ
・
カ
キ
・
ウ
ル
シ
等
、
そ
の
土
地
に
適
し
た
樹
種

を
植
栽
す
る
こ
と
、
川
沿
い
に
は
水
害
防
備
の
た
め
に

ヤ
ナ
ギ
を
植
栽
す
る
こ
と
を
村
々
に
奨
励
し
た
。
ま
た

文
化
８
年
に
は
、
と
く
に
針
葉
樹
の
植
林
に
つ
い
て
、

成
林
後
、
藩
に
３
割
を
納
入
す
れ
ば
、
残
り
の
７
割
を

植
林
し
た
村
人
に
与
え
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
奨
励
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
能
代
木
山
へ
の
ス
ギ
の
植
林
が
進

展
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
村
人
が
ス
ギ
を
植
林
す

る
理
由
と
し
て
、
凶
作
等
へ
の
「
備そ
な
え」

を
主
張
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
ち
、天
明
年
間（
１
７
８
１

～
８
９
）
の
秋
田
藩
領
は
、
未
曾
有
の
凶
作
に
見
舞
わ

れ
た
。
こ
う
し
た
凶
作
と
飢き

饉き
ん

の
経
験
は
、
記
憶
や
記

録
と
し
て
村
々
に
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
村
人
た

ち
に
ス
ギ
の
植
林
を
促
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
ス
ギ
は
成
林
す
る
ま
で
に
数
十
年
を
要
す
る

た
め
、
必
ず
し
も
植
林
し
た
本
人
の
利
益
に
は
な
ら
な

い
。
ス
ギ
の
植
林
と
、
そ
の
後
の
保
護
・
育
成
は
、
子

孫
の
暮
ら
し
の
安
寧
を
願
う
村
人
た
ち
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
村
人
た
ち
は
、
凶

作
等
へ
の
「
備
」
と
し
て
、

ス
ギ
だ
け
で
な
く「
雑
木
」

（
落
葉
広
葉
樹
）
を
育
成

す
る
こ
と
を
出
願
し
、
木

山
方
も
こ
れ
を
認
め
て
い

る
。
ス
ギ
の
場
合
、
材
木

に
加
工
で
き
る
太
さ
ま
で

数
十
年
を
か
け
て
育
成
し

な
け
れ
ば
金
銭
に
代
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
落
葉
広
葉
樹
の
場
合
は
木
炭
や

薪ま
き

に
加
工
で
き
る
太
さ
ま
で
育
成
す
れ
ば
良
い
の
で
比

較
的
短
期
間
で
金
銭
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
村
人

は
得
た
金
銭
で
食
糧
を
買
う
。
村
人
た
ち
は
ス
ギ
と
落

葉
広
葉
樹
を
両
方
育
成
す
る
こ
と
で
、
凶
作
等
の
危
機

に
柔
軟
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
能
代
木
山
で
は
、村
人
の
希
望
を
受
け
て
、

屋
根
葺ふ

き
用
の
萱か
や

の
育
成
や
、
農
業
生
産
に
不
可
欠
な

採
草
地
の
維
持
も
許
可
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
材

木
生
産
地
と
し
て
の
役
割
が
強
く
期
待
さ
れ
た
能
代
木

山
で
あ
っ
て
も
、
画
一
的
な
ス
ギ
林
が
育
成
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
能
代
木
山
の
森
林
資
源
管
理
は
、

村
々
の
需
要
に
あ
わ
せ
て
、
ス
ギ
・
落
葉
広
葉
樹
・
萱
・

草
と
い
っ
た
多
様
な
森
林
資
源
を
確
保
・
充
実
さ
せ
る

だ
け
の
柔
軟
性
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

木
炭
生
産
と
銅
山
掛
山
の
管
理

同
藩
領
は
、
森
林
資
源
だ
け
で
な
く
鉱
物
資
源
も
豊

富
で
あ
っ
た
。
大お
お

葛く
ぞ

金
山
・
院い
ん

内な
い

銀
山
・
阿あ

仁に

銅
山
等

の
鉱
山
が
、
領
内
の
各
地
で
開
発
さ
れ
た
。
と
く
に
領

内
北
部
、
阿
仁
川
の
流
域
に
開
か
れ
た
阿
仁
銅
山
は
、

伊い
よ
の
く
に

予
国
別べ
っ

子し

銅
山
や
陸む
つ
の
く
に

奥
国
尾お

去さ
り

沢ざ
わ

銅
山
と
と
も
に
、

全
国
で
も
屈
指
の
産
銅
を
誇
っ
た
銅
山
で
あ
る
。
寛
文

10
（
１
６
７
０
）
年
に
採
掘
が
は
じ
ま
る
と
、
生
産
量

を
急
速
に
伸
ば
し
、
宝
永
５
（
１
７
０
８
）
年
に
は

３
６
０
万
斤き
ん

（
約
２
２
０
０
㌧
）
を
産
銅
す
る
最
盛
期

を
迎
え
た
。
こ
う
し
て
生
産
さ
れ
た
銅
は
大（
大
阪
）坂

等
で
売

却
さ
れ
、
藩
財
政
を
潤
し
た
。

こ
う
し
た
阿
仁
銅
山
の
稼
行
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
の

が
、
材
木
と
薪
炭
で
あ
る
。
材
木
は
ス
ギ
等
か
ら
生
産

さ
れ
、
坑
道
を
支
え
る
坑こ
う

木ぼ
く

等
に
利
用
さ
れ
た
。
薪
は

期
的
な
計
画
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
お
ら
ず
、
需
要
に
任

せ
て
森
林
が
過
剰
に
伐
採
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
17
世
紀

末
～
18
世
紀
前
半
と
も
な
る
と
、
領
内
の
森
林
は
「
伐き
り

尽つ
く
し」と

い
う
様
相
を
呈
し
、材
木
に
事
欠
く
事
態
と
な
っ

た
。こ

う
し
た
状
況
を
受
け
た
藩
庁
は
、
よ
う
や
く
重

い
腰
を
上
げ
て
、
森
林
の
保
護
・
育
成
に
乗
り
出
し

た
。
具
体
的
に
は
、
宝
永
・
正
徳
年
間
（
１
７
０
４
～

１
６
）
に
、
ス
ギ
を
は
じ
め
と
す
る
針
葉
樹
の
植
栽
を

地
元
の
村
々
に
命
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
18
世
紀
の
前
半

は
、〝
乱
伐
の
時
代
〟
か
ら
、〝
保
護
・
育
成
の
時
代
〟

へ
と
、
転
換
し
て
い
く
画
期
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
森
林
政
策
の
動
き
は
、
そ
の
後
、
さ
ら
に

加
速
し
て
い
く
。
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
藩
庁
は
「
木き

山や
ま

方か
た

」
と
い
う
林
政
部
局
を
整
備
し
、
林
政
改
革
を
担

当
さ
せ
た
。
こ
の
木
山
方
の
本
部
は
久
保
田
（
現
・
秋

田
市
）
の
藩
庁
に
置
か
れ
、
能
代
町
に
は
能
代
木
山
を

管
轄
す
る
能
代
木
山
役
所
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
う
し
て

藩
庁
は
、
森
林
資
源
の
持
続
的
利
用
を
組
織
的
に
推
進

し
て
い
く
（
図
２
）。

図 2　森林の減少に対する木山方の危機感
傍線部には「山林伐尽ニ相成候而者、田畑
之荒廃、村居之衰ひのミならす、急水之変、
旱魃之憂、川形之変地等ニ至候而者、全山
林伐尽より相生、并材木薪炭価之昂低　御
国中一統ニ相係り、一ツとして不軽事ニ候」
（読点は引用者）とあり、森林の減少が田
畑の荒廃、村の衰退、洪水・旱魃、材木・
薪炭価格の高騰等をもたらし、秋田藩全体
に関わる大問題であると述べられている。
森林の減少に対する危機感と、その回復に
かける想いが窺える史料である。

出典：「六郡木山方以来覚」二（国立公文書館蔵、
平 19農水 10524100）に加筆。
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の
も
の
で
あ
る
。
炭
木
山
の
す
べ
て
の
森
林
を
計
画
に

組
み
込
む
の
で
は
な
く
、
予
定
通
り
の
製
炭
が
で
き
な

い
場
合
を
考
慮
し
て
、
予
備
の
森
林
を
用
意
し
て
お
く

実
践
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
右
の
計
画
は
、
製
炭
に
適
し
た
森
林
資
源
の
育

成
と
あ
わ
せ
て
進
め
ら
れ
た
点
に
も
注
目
し
て
お
き
た

い
。
木
山
方
は
、
炭
木
山
に
生
育
し
て
い
る
樹
木
の
う

ち
、
製
炭
に
不
向
き
な
針
葉
樹
や
粗
悪
な
落
葉
広
葉
樹

を
伐
採
し
、
そ
の
跡
地
で
製
炭
に
適
し
た
ナ
ラ
等
の
優

良
な
落
葉
広
葉
樹
を
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
さ
ら

に
文
化
８
（
１
８
１
１
）
年
以
降
、
阿
仁
銅
山
周
辺
の

村
々
に
針
葉
樹
の
植
林
を
奨
励
し
た
際
に
も
、
例
外
的

に
炭
木
山
へ
の
植
林
は
禁
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
銅
山
掛
山
で
は
、
阿
仁
銅
山
の
多
大
な

木
炭
需
要
に
対
応
す
る
た
め
、
針
葉
樹
よ
り
も
落
葉
広

葉
樹
を
優
先
し
た
森
林
管
理
が
み
ら
れ
た
。
鉱
山
と
い

え
ば
、
地
下
の
鉱
物
資
源
ば
か
り
に
目
が
行
き
が
ち
で

あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
阿
仁
銅
山
の
繁
栄
は
、

地
上
の
豊
富
な
森
林
資
源
、
と
く
に
落
葉
広
葉
樹
に
支

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

米
穀
生
産
を
支
え
た
水
野
目
林

森
林
が
多
い
領
内
北
部
の
米
代
川
・
阿
仁
川
流
域
に

対
し
て
、
領
内
南
部
の
雄お

物も
の

川が
わ

流
域
は
水
田
が
多
く
、

米
穀
生
産
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
日
本
海
に
面
し
、
冬
に

積
雪
の
多
か
っ
た
同
藩
は
、
春
に
な
る
と
大
量
の
雪
解

け
水
に
恵
ま
れ
た
。
た
だ
し
雪
解
け
水
を
農
業
に
活
用

す
る
た
め
に
は
、
上
流
の
森
林
資
源
を
適
切
に
管
理
し

て
、水
源
涵
養
機
能
を
充
実
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
り
し
も
、
秋
田
藩
領
で
新
田
開
発
が
進
ん
だ
17
世
紀

に
は
、
雄
物
川
上
流
の
森
林
で
も
ス
ギ
等
の
乱
伐
が
進

ん
だ
。
こ
の
た
め
同
藩
で
は
、
農
業
用
水
を
安
定
供
給

す
る
た
め
、
17
世
紀
以
降
、
水み
ず

野の

目め

林ば
や
し

と
呼
ば
れ
る

水
源
涵
養
林
が
整
備
さ
れ
た
。

こ
の
水
野
目
林
の
多
く
は
、
御お

札ふ
だ

山や
ま

と
い
う
か
た
ち

で
設
定
さ
れ
た
。
御
札
山
と
は
、
森
林
資
源
を
保
護
・

育
成
す
る
た
め
、
藩
が
利
用
を
厳
し
く
制
限
し
た
森
林

を
指
す
。
藩
は
、あ
る
森
林
を
御
札
山
に
指
定
す
る
際
、

境
界
や
制
限
に
つ
い
て
記
し
た
木
製
の
立
札
を
地
元
の

村
に
配
布
し
、
そ
の
森
林
に
掲
示
さ
せ
た
。
こ
れ
が
御

札
山
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

こ
こ
で
寛
文
３
（
１
６
６
３
）
年
に
設
定
さ
れ
た
、

仙せ
ん

北ぼ
く

郡ぐ
ん

六ろ
く

郷ご
う

東ひ
が
し

根ね

村
（
現
・
美
郷
町
）
の
水
野
目
林

を
例
に
と
る
。
御
札
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

た
。
六
郷
東
根
村
の
う
ち
、喜
和
田
沢
流
域
の
森
林（
図

４
）
と
七
滝
山
は
水
野
目
林
と
し
て
保
護
す
る
の
で
、

以
後
は
下
枝
と
い
え
ど
も
伐
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

よ
う
に
、
水
野
目
林
で
は
原
則
と
し
て
下
枝
で
す
ら
伐

り
取
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
保
護
・
育
成
の
徹
底
が
図

主
に
ブ
ナ
、
炭
は
ナ
ラ
等
の
落
葉
広
葉
樹
か
ら
生
産
さ

れ
、
こ
う
し
た
薪
炭
は
銅
鉱
石
を
製
錬
す
る
の
に
必
要

で
あ
っ
た
。
と
く
に
木
炭
の
需
要
は
大
き
く
、
銅
の
製

錬
に
は
、
重
量
に
し
て
、
そ
の
約
５
倍
に
あ
た
る
木
炭

が
必
要
で
あ
っ
た
。
最
盛
期
の
出
銅
量
は
３
６
０
万
斤

（
約
２
２
０
０
㌧
）
な
の
で
、
こ
の
と
き
に
消
費
さ
れ

た
木
炭
は
単
純
計
算
で
１
万
㌧
以
上
に
お
よ
ぶ
。

し
た
が
っ
て
阿
仁
銅
山
の
発
展
は
、
周
辺
の
森
林
資

源
を
急
速
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め

藩
は
、
元
文
５
（
１
７
４
０
）
年
に
な
る
と
、
阿
仁
銅

山
周
辺
の
森
林
を
銅ど
う

山ざ
ん

掛か
か
り

山や
ま

に
編
入
し
、
用
途
に
応

じ
て
、
材
木
生
産
用
の
材ざ
い

木も
く

山や
ま

、
薪
生
産
用
の
焼や
き

木ぎ

山や
ま

、
木
炭
生
産
用
の
炭す
み

木き

山や
ま

に
区
分
し
て
管
理
し
た
。

そ
し
て
宝
暦
年
間
（
１
７
５
１
～
６
４
）
か
ら
は
、
番ば
ん

山や
ま

繰ぐ
り

と
呼
ば
れ
る
輪り
ん

伐ば
つ

計
画
を
立
案
し
て
銅
山
掛
山
の

持
続
的
利
用
を
図
っ
た
。

と
く
に
天
保
年
間
（
１
８
３
０
～
４
４
）
に
立
案
さ

れ
た
炭
木
山
の
番
山
繰
は
、
高
度
な
内
容
を
有
し
て
い

た
。
ま
ず
木
山
方
は
、
天
保
12
年
か
ら
炭

木
山
の
調
査
に
乗
り
出
し
、
森
林
資
源
の

状
況
を
生
産
可
能
な
木
炭
の
量
に
換
算
し

て
把
握
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
製
炭
の
影
響

で
森
林
資
源
が
充
分
に
生
育
し
て
い
な
い

場
所
に
つ
い
て
は
、
森
林
資
源
が
回
復
す

る
ま
で
に
必
要
な
期
間
と
、
回
復
後
に
生

産
可
能
な
木
炭
の
量
が
見
積
も
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
調
査
に
基
づ
い
て
、
天
保
14

年
に
番
山
繰
が
立
案
さ
れ
た
（
図
３
）。
こ

の
計
画
は
、
今
あ
る
森
林
と
回
復
を
待
つ

森
林
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
て
、
阿
仁
銅

山
に
木
炭
を
30
年
間
安
定
供
給
す
る
た
め

図 3　炭木山番山繰の計画書
右側の表紙に「天保十四年癸卯より向三十年之番
山」とあるように、この計画書は天保 14 年から
向こう 30 か年の木炭供給を示したものである。
左側は炭木山の沢ごとに、森林資源の状況を生産
可能な木炭の量に換算して示したものである（部
分）。森林資源の回復を考慮に入れた利用計画と
なっていることがわかる史料である。

出典：「銅山之木山方御用記」三（国立公文書館蔵、平
19農水 10577100）。
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ら
れ
て
い
た
。

水
野
目
林
の
数
は
、
新
田
開
発
の
展
開
に
応
じ
て

増
加
し
、
と
く
に
貞
享
～
享
保
年
間
（
１
６
８
４
～

１
７
３
６
）
に
顕
著
に
増
加
し
た
。
確
認
で
き
る
も
の

だ
け
で
も
、19
世
紀
前
半
の
時
点
で
約
３
０
０
に
上
る
。

こ
う
し
た
水
野
目
林
は
、
し
ば
し
ば
村
の
求
め
に
応
じ

て
設
定
さ
れ
た
。
当
時
、
水
源
涵
養
機
能
と
い
う
言
葉

こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
秋
田
藩
の
領
主
・
領
民
は
、

森
林
の
荒
廃
と
干か
ん

魃ば
つ

・
洪
水
の
頻
発
を
経
験
的
に
結
び

付
け
て
理
解
し
、
水
源
涵
養
林
の
管
理
に
力
を
入
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

飛
砂
の
防
備
と
海
岸
林

先
述
の
通
り
、
17
世
紀
に
は
、
米
代
川
・
阿
仁
川
・

雄
物
川
の
流
域
で
森
林
の
乱
伐
が
進
ん
だ
。
こ
う
し
た

森
林
資
源
の
減
少
に
対
し
藩
庁
は
、
宝
永
・
正
徳
年
間

（
１
７
０
４
～
１
６
）
に
能
代
木
山
へ
の
植
林
を
地
元

村
々
に
命
じ
る
等
、
森
林
の
保
護
・
育
成
を
図
っ
た
。

し
か
し
、
成
林
に
は
時
間
が
か
か
る
た
め
、
こ
れ
ら

の
政
策
の
成
果
は
す
ぐ
に
は
現
れ
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
森
林
資
源
が
回
復
す
る
ま
で
の
間
は
、
用
材
に

事
欠
く
ば
か
り
か
、
水
源
涵
養
機
能
や
土
砂
流
出
防

備
機
能
の
低
下
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
た
め
、
17
世
紀
に
お
け
る
森
林
荒
廃
は
、
米

代
川
・
雄
物
川
に
土
砂
を
流
出
さ
せ
、
河
口
を
中
心

と
す
る
海
岸
部
で
砂
丘
の
形
成
を
促
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
正
徳
年
間

（
１
７
１
１
～
１
６
）
に
は
、
米
代
川
河
口
の
能
代
町

で
飛
砂
が
問
題
と
な
り
、
同
町
で
廻か
い

船せ
ん

業ぎ
ょ
う

を
営
ん
で

い
た
越え
ち

後ご

屋や

太た
ろ
う
え
も
ん

郎
右
衛
門
と
越え
ち

前ぜ
ん

屋や

久き
ゅ
う
え
も
ん

右
衛
門
が
、

自
費
で
飛
砂
対
策
に
着
手
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
両

家
に
よ
っ
て
18
世
紀
後
半
ま
で
に
多
く
の
マ
ツ
が
植
栽

さ
れ
た
。

ま
た
雄
物
川
河
口
の
百も
も

三さ

段だ

新あ
ら

屋や

村
（
現
・
秋
田
市
）

で
も
、
享
保
年
間
（
１
７
１
６
～
３
６
）
に
は
飛
砂
が

問
題
と
な
り
、
村
人
た
ち
に
よ
っ
て
飛
砂
を
防
ぐ
べ
く

グ
ミ
等
が
植
栽
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
18
世
紀
初
頭
に

は
、
山や
ま

本も
と

郡ぐ
ん

か
ら
川か
わ

辺べ

郡ぐ
ん

に
か
け
て
の
沿
岸
部
で
飛
砂

が
問
題
と
な
り
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
が
、
私
財
を
投

じ
て
飛
砂
対
策
に
奔
走
し
て
い
た
。

19
世
紀
初
頭
に
は
、
そ
こ
に
暮
ら
す
町
人
や
村
人
だ

け
で
な
く
、
藩
の
役
人
（
武
士
）
も
海
岸
林
の
整
備
に

尽
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
木
山
方
の
賀か

藤と
う

清せ
い
え
も
ん

右
衛
門

（
諱い
み
なつ

ま
り
本
名
を
景か
げ

林し
げ

と
い
う
）
は
、
文
政
・
天
保

年
間
（
１
８
１
８
～
４
４
）
に
、
能
代
町
海
岸
部
へ
約

68
万
本
の
マ
ツ
を
植
栽
し
た
。
賀
藤
の
死
後
、
能
代

の
町
人
た
ち
は
彼
の
功
績
を
讃
え
る
た
め
、
嘉
永
３

（
１
８
５
０
）
年
に
石
碑
を
建
て
、
の
ち
に
社
殿
（
現
・

景
林
神
社
）
も
建
立
し
て
「
賀
藤
景
林
君
之
神
霊
」
を

祀ま
つ

っ
た
。

ま
た
飛
砂
は
、
村
の
暮
ら
し
に
影
響
す
る
重
要
な

事
柄
で
あ
っ
た
た
め
、
農
政
部
局
で
あ
る
郡こ
お
り

方か
た

も

海
岸
林
の
整
備
に
関
与
し
た
。
と
く
に
郡
方
の
栗く
り

田た

定さ
だ
の
じ
ょ
う

之
丞
は
飛
砂
対
策
に
長た

け
た
人
材
で
あ
り
、
百
三
段

新
屋
村
の
海
岸
部
で
陣
頭
指
揮
を
と
っ
て
、
文
政
年
間

（
１
８
１
８
～
３
０
）
ま
で
に
グ
ミ
や
マ
ツ
の
植
林
を

進
め
た
。
文
政
10
年
に
栗
田
が
病
没
す
る
と
、
同
村
の

村
人
た
ち
は
す
ぐ
に
祠ほ
こ
らを

建
て
、安
政
４
（
１
８
５
７
）

年
に
は
社
殿
（
現
・
栗
田
神
社
）
も
建
立
し
て
「
栗
田

大
明
神
」
を
祀
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
山
本
郡
か
ら
川
辺
郡
に
か
け
て
の
沿

岸
地
域
を
飛
砂
か
ら
守
る
海
岸
林
は
、
そ
の
地
域
に
暮

ら
す
人
び
と
に
加
え
、
藩
の
木
山
方
や
郡
方
の
役
人
ら

が
、
長
い
時
間
と
莫
大
な
労
力
・
金
銭
を
か
け
て
育
成

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
秋
田
藩
で
は
、
森
林
資
源
の
も
つ
多

面
的
な
機
能
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。
と
く
に
19

世
紀
に
は
、政
策
の
成
熟
、技
術
の
進
展
が
み
ら
れ
、〝
秋

田
藩
流
〟
の
森
林
資
源
管
理
の
確
立
が
認
め
ら
れ
る
。

最
後
に
、
こ
れ
ら
を
立
案
・
実
行
で
き
る
人
材
の
登
場

や
林
政
組
織
の
整
備
が
み
ら
れ
た
点
も
指
摘
し
て
お
き

た
い
。
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図 4　水野目林を描いた絵図（喜和田沢）
河川は青色、森林は緑色の山形で描かれている。こ
の緑色は「雑木」（落葉広葉樹）や草が生い茂る様
子を表現したものと考えられ、それを裏付けるよう
に「一円雑木立」とある。一方、楕円部にはスギが
生育していることが窺える。

出典：「仙北郡御札山略図」乾（秋田県公文書館蔵、県
C-457）に加筆。




