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明
治
二
十
四
年

「
上
地
官
林
委
託
願
」　

○
「
元
柏
木
村
百
八
番
地
」
の
「
官
林
」

　

さ
て
、今
回
は
こ
の
「
願
状
」
に
添
付
さ
れ
た
「
繪

図
面
」（
写
真
）
か
ら
み
て
み
た
い
。
こ
の
図
の
真

ん
中
、
太
線
で
囲
ま
れ
た
と
こ
ろ
に
件
の
「
官
林
」

が
あ
る
。
こ
の
官
林
を
囲
む
よ
う
に
図
上
の
右
に
墓

所
、
下
に
境
内
地
、
上
は
畑
が
あ
る
。
さ
ら
に
左
下

に
は
「
常
泉
院
」
も
見
え
、
ま
た
、
図
の
下
に
は
青

梅
街
道
が
走
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
現
在
の
位
置
関
係

と
ほ
ぼ
変
わ
っ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
絵
図

で
は
こ
の
官
林
は
「
百
八
号
字
成
子
町
北
」
と
地
番

表
記
が
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
以
降
の
地
番
図
な
ど

と
見
比
べ
な
が
ら
こ
の
場
所
を
特
定
し
て
い
く
と
、

ど
う
や
ら
現
在
の
中
庭
（
書
院
・
寺
務
所
の
建
物
と

西
側
墓
地
の
間
）
の
辺
り
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
。
中
庭
に
は
現
在
、
木
々
や
竹
の
群

生
す
る
一
画
が
あ
る
が
、
も
し
か
す
る
と
こ
れ
ら
は

こ
の
「
官
林
」
の
名
残
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の
絵
図
か
ら
わ
か
る
通
り
、
常

円
寺
境
内
地
と
「
常
円
寺
持
」
の
畑
の
間
に
官
林
が

位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
常
円
寺
が
私
有
す
る
土

地
の
真
ん
中
に
、
公
有
地
で
あ
る
官
林
が
存
在
す
る

こ
と
は
、
常
円
寺
に
と
っ
て
日
常
的
に
何
か
と
不
都

合
な
こ
と
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

○
私
費
に
よ
っ
て
開
通
し
た
道
路

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
絵
図
の
左
端
に
常
円
寺
の
西
側

を
南
北
に
走
る
道
路
が
み
え
る
。
こ
の
道
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
日
蓮
仏
教
研
究
所
の
都
守
基
一
主
任
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
（『
日
蓮
仏
教
研
究　

五
号
』「
学

室
だ
よ
り
」）
が
、「
明
治
十
二
年
四
月
当
寺
前
代
秋

山
日
解
大
久
保
・
柏
木
両
村
便
宜
謀
私
費
ヲ
以
テ
通

路
ヲ
開
」
と
表
記
さ
れ
た
道
路
で
あ
る
。
秋
山
日に
ち
げ解

上
人
は
、
常
円
寺
二
十
九
世
住
職
で
、
明
治
十
二
年

（
一
八
七
九
）
四
月
に
自
ら
の
私
費
を
投
じ
て
こ
の

道
を
開
い
た
と
い
う
。

　

日
解
上
人
に
つ
い
て
は
都
守
主
任
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、自
我
偈
の
お
経
を
英
訳
す
る
な
ど「
洋

学
の
先
駆
者
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
上
人
で
、
明
治

六
年
（
一
八
七
三
）
に
は
常
円
寺
の
諸
堂
の
営
繕
の

た
め
に
茶
園
を
始
め
て
い
た
と
も
い
わ
れ
、
当
時
の

社
会
の
新
し
い
動
き
に
敏
感
に
対
応
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
日
解
上
人
が
開
い
た
道
と
は
、

現
在
「
日
蓮
仏
教
研
究
所
」
が
建
っ
て
い
る
前
の
道

路
で
あ
る
と
い
う
。

○
新
た
な
東
京
の
町
の
形
成

　

明
治
新
政
府
へ
と
政
権
が
移
り
、
交
通
・
運
輸
の

面
で
も
政
策
が
掲
げ
ら
れ
た
が
、
主
に
重
点
が
置
か

れ
た
の
は
鉄
道
網
の
整
備
の
推
進
で
あ
っ
た
と
い
う
。

道
路
に
つ
い
て
も
前
代
の
関
所
の
廃
止
な
ど
整
備
は

進
め
ら
れ
た
が
、
江
戸
幕
府
の
下
で
整
備
さ
れ
て
き

た
道
路
網
の
建
設
や
補
修
、
改
良
に
は
予
算
が
得
ら

れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
の

記
録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
度
の
道
路
費
は
国
費
が
一

割
で
、
民
間
に
よ
る
費
用
負
担
が
九
割
で
あ
っ
た
と

い
う
。
日
解
上
人
が
私
費
を
投
じ
て
開
い
た
道
路
も
、

こ
う
し
た
時
代
の
状
況
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

一
月
、
明
治
政
府
は
寺
社
を
対
象
と
し
た
「
上
地
」

に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
、
課
税
を
免
除
さ
れ
た
朱
印

地
、
黒
印
地
、
除
地
と
寺
社
の
所
有
が
保
障
さ
れ
て

い
た
土
地
を
、
境
内
地
と
「
祭
典
法
用
」
に
必
要
な

場
所
の
み
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外
の
宅
地
や
山
林
を

接
収
し
て
い
っ
た
。
日
解
上
人
が
始
め
た
と
い
う
桑

園
の
経
営
は
、
新
た
な
時
代
に
常
円
寺
が
お
か
れ
た

中
で
の
寺
院
経
営
の
立
て
直
し
の
一
環
で
あ
ろ
う
し
、

三
十
二
世
の
齋
藤
日
意
上
人
が「
土
地
官
林
委
託
願
」

の
提
出
に
よ
っ
て
「
官
林
」
の
管
理
を
願
い
出
た
の

も
そ
れ
に
続
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
江

戸
の
町
が
東
京
へ
と
変
わ
っ
て
行
く
過
程
に
お
い
て
、

明
治
政
府
が
進
め
た
政
策
が
現
実
に
そ
ぐ
わ
ず
、
一

貫
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
側
面
も
み
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

当
時
、
上
地
に
よ
っ
て
境
内
以
外
の
寺
社
が
有
す

る
林
を
接
収
し
て
「
官
林
」
と
し
た
も
の
の
、
実
際

こ
れ
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
政
府
の
方
針
は
ま
っ
た

く
定
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
特
に
山

間
に
あ
る
林
は
「
入
会
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
さ

ま
ざ
ま
な
人
々
が
共
同
で
利
用
す
る
場
所
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
現
実
に
対
応
し
き
れ
な
か
っ
た
場
合
が
多
く

あ
り
、
結
果
的
に
官
林
が
民
有
林
に
戻
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
と
い
う
。
常
円
寺
の
「
官
林
」
は
そ
の
よ

う
な
入
り
組
ん
だ
場
所
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

所
有
地
の
真
ん
中
に
公
有
地
の
「
官
林
」
が
設
定
さ

れ
る
と
い
う
実
態
は
、
政
府
が
進
め
る
政
策
と
生
活

空
間
の
現
実
と
の
ズ
レ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
齋
藤
上

人
に
よ
る
「
願
状
」
は
、
そ
の
ズ
レ
を
修
正
す
る
過

程
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
日
解
上
人
が
「
大
久
保
・
柏
木
両
村
便
宜
を

は
か
る
た
め
」
に
開
い
た
道
は
、
新
た
な
時
代
を
迎

え
、
東
京
の
町
が
上
か
ら
の
政
策
だ
け
で
な
く
、
む

し
ろ
実
際
に
そ
こ
で
生
活
す
る
人
々
の
動
き
の
中
か

ら
形
成
さ
れ
て
く
る
姿
、
そ
の
一
端
と
し
て
み
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「上地官林委託願」に添付された絵図面




