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県
有
林
之
記

（注
釈
、
現
代
語
訳

：
長
野
県 

長
野
地
域
振
興
局 

林
務
課
） 

 
（白
文
） 

 
 

 
縣 
有 

林 

之 

記 

信
之
為
州 
位
于
我
邦
最
高
地 

山
林
原
野
占
十
之
九 

其
面
積
百
五
十
餘
萬
町
歩 

長
野
県
管
之 

往
時
森
林
繁
茂 

老
松
横
空
古
杉
參
天 

檜
柏
樅
楢
之
屬 

 

又
鬱
々
蒼
々 
冒
嶺
盈
澤 

天
地
之
気
合
同
融
和 

雨
暘
咸
若 

風
霆
其
時 

故
水
利
暢
達
。
災
害
不
臻
矣 

維
新
以
降 

百
般
之
事
業
勃
興 

木
材
之
需
用
日
加

多 

供
給
之
急
斧
斤
不
遑
以
其
時
竟
陥
濫
伐
之
弊
其
鬱
々
蒼
々
者 

赤
裸
露
山
骨
不
獨
不
存
舊
時
之
觀
陰
陽
不
和 

寒
暑
失
時 

霜
害
水
難
荐
臻
。
是
以
縣
屡
發
令 

奨
励
植
林
之
事 

而
未
至
見
其
効
也 

縣
知
事
關
清
英 

深
慨
之 

縣
自
當
経
営
之
任 

欲

一
以
廣
示
模
範
於
全
縣 

而
計
植
林
之
普
及
發
達 

一
以
造
設
縣
有
財

産 

而
固
自
治
之
基
礎 

使
吏
員
計
画
之 

因
名
曰
縣
有
林
焉 

其
方
法
在
請
御
料
及
國
有
之
林
野 

在
各
郡
者
約
七
千
五
百
町
歩 

以
為
縣
有 

三
十

一
年
間
卒

植
樹
之
業
以
二
百
十
二
年
大
成
之 
而
其
間
得
二
十
八
億
圓
之
収
益 

大
成
以
後
年
々
得
三
十
五
萬
圓
也 

明
治
三
十
六
年
案
成 

咨
詢
之
於
縣
參
事
會 

遂
提
議

於
縣
會 

議
皆
克
諧 

乃
禀
請
農
商
務
省 
省
議
亦
嘉
納
之 

特
許
其
請 

於
是
新
起
苗
圃 

相
山
野
植
林
之
事 

漸
就
其
緒 

實
明
治
三
十
七
年
日
露
開
戦
之
第

一
年
也 

詩
曰
靡
不
有
初 

鮮
克
有
終 

況
如
斯
業 

其
企
圖
最
遠
大
不
可
不
期
功
於
二
百
年
遠
者
乎 

故
公
人
克
継
承
之
拮
据
経
営 

不
敢
怠
則 

信
州
之
山

鬱
々
蒼
々
恢
復
舊
時
之
觀 

長
野
縣
治
亦
藉
以
廣
拓
富
源 

而
自
治
之
基
礎
更
加

一
層
之
鞏
固
可
期
而
待
焉 

若
夫
附
之
忽
諸
乎 

山
林
之
荒
廢 

日
甚
日

一
日
縣

民
又
将
至
無
聊
其
生
也 

關
知
事
有
憂
於
此 

与
縣
會
議
員
謀 

立
碑
于
議
事
院
前 

記
其
事
由 

以
遺
于
後
人 

其
能
全
斯
業 

而
擧
實
益
与
否
者 

其
責
實
在

後
人 

而
蒙
其
惠
澤
者 

亦
在
後
人
也 

為
後
人
者 

豈
可
不
黽
而
勉
哉 

余
參
畫
廳
議 

詳
其
顛
末 

於
是
乎
記
其
梗
概
云 

 
 

 

明
治
三
十
八
年
三
月 

 
 

 
 

 
 

長
野
県
知
事
従
四
位
勲
三
等 

 

關 

清
英 

 

篆
額

（題
字
） 

 
 

 
 

 
 

長
野
県
書
記
官
従
五
位
勲
五
等 

横
田
太

一
郎 

撰

（詩
文
） 

 

（裏
面
に
県
会
議
員
42

名
と
関
知
事
以
下
県
幹
部
５
名
の
氏
名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
省
略
し
ま
す
。
） 

   

 

「県有林の記」の題字 
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＊
＊
＊
＊
＊
＊ 

（読
み
下
し
文
） 

 

一

県
有
林
の
記 

 

信
の
州
な
る
、
我
が
邦
の
最
高
地
に
位
し
、
山
林
原
野
十
の
九
を
占
む
。
そ
の
面
積
百
五
十
万
余
町
歩
、
長
野
県
こ
れ
を

管
つ
か
さ
ど

る
。
往
時
は
森
林
二

繁
茂
し
、
老
松

空
に
横
た
わ
り
、
古
杉
天
に
三

参た

つ
。
檜

ひ
の
き

柏
か
し
わ

樅も
み

楢な
ら

の
属

た
ぐ
い

ま
た
四

鬱
々
蒼
々
嶺
を
冒お

お

い
、
沢
に
盈み

ち
る
。
天
地
の
気
、
五

合
同
六

融
和
し
、
七

雨
暘

う

よ

う

み
な
し
た
が
い
、
八

風

霆

か
ぜ
い
か
ず
ち

そ
れ
時
に
あ
り
、
故
に
水
利
九

暢
達

ち
ょ
う
た
つ

し
、
災
害
い
た
ら
ず
。
維
新
以
降
、
百
般
の
事
業
一
〇

勃
興

ぼ

っ
こ
う

し
、
木
材
の
需
要
は
日
に
多
き
を
加
え
供
給
の
急
な
る
一
一
斧
斤

ふ

き

ん

そ
の

時
を
以
て
す
る
に
い
と
ま
あ
ら
ず
、
つ
い
に
一
二

濫
伐

ら
ん
ば

つ

の
弊
に
陥

お
ち
い

り
、
そ
の
鬱
々
蒼
々
た
る
も
の
、
一
三

赤
裸

せ

き

ら

一
四

山
骨
を
露あ

ら

わ
に
し
、
ひ
と
り
旧
時
の
観
を
存
せ
ざ
る

の
み
な
ら
ず
、
一
五

陰
陽
和
せ
ず
、
寒
暑
時
を
失あ

や

ま
り
、
霜
害
水
難
一

し
き
り
に
い
た
る
。
是
を
も
っ
て
県
二

屡
し
ば
し
ば

令
を
発
し
、
植
樹
の
事
を
三

奨
励
す
。

而
し
こ
う

し
て

                                        

         

 

一 

県
有
林
…
県
が
所
有
す
る
森
林
。 

二 

繁
茂
…
草
や
木
が
茂
る
こ
と
。 

三 

参
つ
…
行
く
、
至
る 

四 

鬱
々
蒼
々
…
鬱
々
と
は
、
樹
木
が
こ
ん
も
り
茂
る
さ
ま
。
蒼
々
と
は
、
た
く
さ
ん
の
木
が
茂
っ
て
、
薄
暗
く
ひ
ん
や
り
す
る
こ
と
。 

五 

合
同
…
合
う
。
二
つ
以
上
の
も
の
が

一
緒
に
な
る
。 

六 

融
和
…
と
け
あ
っ
て

一
つ
に
な
る
。
う
ち
と
け
和
ら
ぐ
。 

七 

雨
暘

う

よ

う

…
雨
と
晴
れ 

八 

風

霆

か
ぜ
い
か
ず
ち

…
風
と
雷 

九 

暢
達

ち
ょ
う
た
つ

…
の
び
の
び
と
し
て
い
る
こ
と
。 

一
〇 

勃
興

ぼ

っ
こ
う

…
急
に
勢
い
を
得
て
、
盛
ん
に
な
る
こ
と
。 

一
一 

斧
斤

ふ

き

ん

…
お
の
。
ま
さ
か
り
。 

一
二 

濫
伐

ら
ん
ば

つ

…
む
や
み
に
木
を
切
る
。
乱
伐
。 

一
三 

赤
裸

せ

き

ら

…
包
み
隠
さ
な
い
様
子
。 

一
四 

山
骨
…
山
の
土
砂
が
崩
れ
て
、
露
出
し
た
岩
石
。 

一
五 

陰
陽
…
陰
と
陽
。
天
と
地
の
間
の
万
物
を
作
り
出
す
二
気
。
天
地
、
日
月
、
男
女
の
よ
う
に
相
対
す
る
二
つ
の
気
。 
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い
ま
だ
そ
の
効
を
見
る
に
至
ら
ざ
る
な
り
。
県
知
事 

四

関
清
英
、
深
く
こ
れ
を
五

慨な
げ

き
、
県
自
ら
経
営
の
任
に
当
た
り
、

一
つ
は
以

も

っ

て
広
く
六

模
範
を
全
県
に
示
し
、

植
樹
の
普
及
発
達
を
図
り
、

一
つ
は
以

も

っ

て
県
有
財
産
を
七

造
設
し
八

自
治
の
基
礎
を
固
め
ん
と
欲
し
、
九

吏
員
を
し
て
こ
れ
を
計
画
せ
し
め
、
因よ

っ
て
名
づ
け
て
県
有
林

と
い
う
。
そ
の
方
法
は
御
料
及
び
国
有
の
林
野
、
各
郡
に
あ
る
も
の
約
七
千
五
百
町
歩
を
請
い
、
以
て
県
有
と
な
し
、
三
十

一
年
間
に
植
樹
の
業
を
卒お

え
、
二
百
十
二

年
を
以

も

っ

て
こ
れ
を
一
〇

大
成

た
い
せ
い

し
、
一
一

而
し
こ
う

し
て
そ
の
間
、
二
十
八
億
円
の
収
益
を
得
、
大
成

た
い
せ
い

以
後
年
々
三
十
五
万
円
を
得
ん
と
す
。
明
治
三
十
六
年
案
成
り
、
こ
れ
を
県 

参
事
会
に
一
二

諮
詢

し
じ
ゅ
ん

し
、
遂
に
県
会
に
提
議
す
。
議
み
な
克よ

く
一
三

諧か
な

う
。
乃

す
な
わ

ち
農
商
務
省
に
一
四

稟
請

り
ん
せ
い

し
、
一
五

省
議
ま
た
こ
れ
を
一
六

嘉
納

か

の

う

し
、
特
に
そ
の
請
う
を
許
す
。

こ
れ
に
お
い
て
新
た
に
一
七

苗
圃

び
ょ
う
ほ

を
起
こ
し
、
山
野
を
相え

ら

び
植
林
の
事 

一

漸
よ
う
や

く
そ
の
二

緒ち
ょ

に
つ
く
。
実
に
明
治
三
十
七
年
三

日
露
開
戦
の
第

一
年
な
り
。
四

詩
に

                                        

                                        

 

一 

し
き
り
に
…
同
じ
状
態
が
な
か
な
か
止
ま
ず
、
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
。 

二 

屡
し
ば
し
ば

…
何
度
も
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
。
た
び
た
び
。 

三 

よ
い
事
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
行
う
よ
う
に
勧
め
る
こ
と
。 

四 

関
清
英
…

（１
８
５
１
～
１
９
２
７
）
当
時
の
長
野
県
知
事

（官
選
第
８
代
。
在
任
１
９
０
２
～
１
９
０
５
年
）。 

五 

慨な
げ

く
…
憂
え
悲
し
む
。
憂
え
て
憤
慨
す
る
。 

六 

模
範
…
見
習
う
べ
き
り
っ
ぱ
な
や
り
方
。
手
本
。 

七 

造
設
…
施
設
な
ど
を
つ
く
り
も
う
け
る
こ
と
。 

八 

自
治
…
団
体
な
ど
が
自
分
た
ち
の
事
を
自
己
の
責
任
に
お
い
て
き
ち
ん
と
処
理
す
る
こ
と
。 

九 

吏
員
…
公
共
団
体
の
職
員
。
公
務
員
。 

一
〇 

大
成

た
い
せ
い

…
長
い
間
か
か
っ
て

一
つ
の
仕
事
を
仕
上
げ
る
こ
と
。 

一
一 

而
し
こ
う

し
て
…
前
文
で
述
べ
た
事
柄
に
並
べ
て
、
あ
る
い
は
付
け
加
え
て
、
別
の
事
柄
を
述
べ
る
と
き
に
用
い
る
。 

一
二 

諮
詢

し
じ
ゅ
ん

…
決
定
権
を
も
つ
者
が
有
識
者
な
ど
に
は
か
っ
て
意
見
を
き
く
こ
と
。 

一
三 

諧か
な

う
…
と
と
の
う
。
調
和
す
る
。 

一
四 

稟
請

り
ん
せ
い

…
上
役
に
申
し
出
て
請
求
す
る
こ
と
。 

一
五 

省
議
…
そ
の
省
内
の
統

一
意
見

（を
決
定
す
る
た
め
の
幹
部
間
の
会
議
）。 

一
六 

嘉
納

か

の

う

…
臣
下
の
申
請
、
献
上
品
な
ど
を
快
く
お
受
け
に
な
る
こ
と
。 

一
七 

苗
圃

び
ょ
う
ほ

…
苗
木
や
苗
草
を
育
て
る
た
め
に
特
に
設
け
た
土
地
。 
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曰
く
、
初
め
あ
ら
ざ
る
こ
と
靡な

く
、
終
わ
り
克よ

く
有
る
こ
と
鮮

す
く
な

し
と
。
五

況
い
わ
ん

や
六

斯
業

し
ぎ
ょ
う

の
ご
と
き
、
そ
の
七

企
図

き

と

最
も
遠
大
に
し
て
功
を
二
百
年
の
遠
き
に
期
せ
ざ
る

べ
か
ざ
る
者
を
や
。
八

故ゆ
え

に
九

後
人

こ
う
じ
ん

克よ

く
こ
れ
を
継
承
し
、
一
〇

拮
据

き

っ
き
ょ

経
営
し
、
敢
え
て
怠
ら
ず
ん
ば
、
則

す
な
わ

ち
信
州
の
山
は
鬱
々
蒼
々
と
し
て
旧
時
の
観
を
一
一
恢
復

か
い
ふ
く

し
、

一
二

長
野
県
治
ま
た
以
て
広
く
一
三

富
源

ふ

げ

ん

を
拓
く
に
一
四

藉せ
き

し
、
自
ら
治
む
る
基
礎
さ
ら
に
そ
の
一
五

鞏
固

き
ょ
う
こ

を
加
え
ん
こ
と
期
し
て
待
つ
べ
し
。
若も

し
夫そ

れ
こ
れ
を
一
六

忽こ
つ

諸し
ょ

に

附ふ

せ
ん
か
、
山
林
の
荒
廃
日

一
日
に
甚
だ
し
く
、
県
民
ま
た
将ま

さ

に
そ
の
生
を
一
七

聊よ

る
と
こ
ろ
無
き
に
至
ら
ん
と
す
る
な
り
。
関
知
事
こ
こ
に
一
八

憂
い
あ
り
、
与す

べ

て
県

                                        

                                        

 

一 

漸
よ
う
や

く
…
待
ち
望
ん
で
い
た
こ
と

（事
態
）
が
遅
れ
は
し
た
が
、
実
現
す
る
こ
と
を
表
す
。 

二 

緒ち
ょ

…
仕
事
の
始
ま
り
。 

三 

日
露
開
戦
…
こ
こ
で
は
、
日
露
戦
争

（１
９
０
４
～
１
９
０
５
）
の
始
ま
り
を
さ
す
。 

四 

詩
…
詩
経
。
詩
経
は
、
中
国
最
古
の
詩
篇
で
、
西
周
時
代
に
孔
子
が
編
集
し
た
と
さ
れ
る
。 

五 

況
い
わ
ん

や
～
を
や
…
ま
し
て
～
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。 

六 

斯
業

し
ぎ
ょ
う

…
こ
の
事
業

（仕
事
）。 

七 

企
図

き

と

…
計
画

（す
る
こ
と
）。 

八 

故ゆ
え

に
…
こ
う
い
う
理
由
で
。
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
。 

九 

後
人

こ
う
じ
ん

…
何
か
を
し
た
人
か
ら
見
て
、
の
ち
の

（時
代
の
）
人
。 

一
〇 

拮
据

き

っ
き
ょ

…
苦
し
い
と
こ
ろ
を
が
ま
ん
し
て
、
よ
く
つ
と
め
る
こ
と
。 

一
一 

恢
復

か
い
ふ
く

…
元
の
良
か
っ
た
状
態
を
と
り
返
す
こ
と
。
回
復
。 

一
二 

長
野
県
治
…
長
野
県
の
行
政
。
長
野
県
政
。 

一
三 

富
源

ふ

げ

ん

…
富
を
生
じ
る
元
。 

一
四 

藉せ
き

す
る
…
よ
る
。
た
よ
る
。 

一
五 

鞏
固

き
ょ
う
こ

…
強
く
て
し
っ
か
り
し
て
い
て
、
容
易
に
動
か
さ
れ
な
い
様
子
。
強
固
。 

一
六 

忽こ
つ

諸し
ょ

に
附ふ

（付
）
す
…
お
ろ
そ
か
に
す
る
。 

一
七 

聊よ

る
…
た
の
む
。
よ
る
。 

一
八 

憂
い
…

（予
想
さ
れ
る
悪
い
状
態
に
対
す
る
）
心
配
。 
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会
議
員
と
一
謀は

か

り
、
議
事
院
の
前
に
碑
を
建
て
そ
の
二

事
由
を
し
る
し
、
以
て
後
人
に
遺の

こ

し
、
そ
の
能よ

く
斯
業
を
全

ま
っ
と

う
し
て
三

実
益
を
挙
く
る
と
否い

な

と
は
、
そ
の
責
実

に
後
人
に
あ
り
。
而
し
て
そ
の
恵
沢
を
こ
う
む
る
者
、
ま
た
後
人
に
在
る
な
り
。
後
人
た
る
者
は
豈あ

に
黽つ

と

め
て
勉
め
ざ
る
べ
け
ん
や
。
余
、
庁
議
に
四

参
画
し
、
そ
の
五

顛
末

て
ん
ま

つ

を
六

詳
つ
ま
び

ら
か
に
す
。
こ
れ
に
お
い
て
そ
の
七

梗
概

こ
う
が
い

を
記
す
と
い
う
。 

  

                                                

         

 

一 

謀は
か

る
…
人
に
相
談
す
る
。 

二 

事
由
…
物
事
の
事
情
と
理
由
。 

三 

実
益
…
実
際
の
利
益
。 

四 

参
画
…
事
業
な
ど
の
計
画
の
相
談
に
加
わ
る
こ
と
。 

五 

顛
末

て
ん
ま

つ

…
事
の
始
め
か
ら
終
り
ま
で
の
詳
し
い
事
情
。 

六 

詳
つ
ま
び

ら
か
に
す
…
調
べ
て
事
情
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
当
時
の
県
議
会
等
に
お
い
て
県
有
林
の
設
定
に
つ
い
て
提
案
説
明
等
を
し
た
こ
と
を
指
す
と
考

え
ら
れ
る
。
（資
料

「明
治
三
十
六
年
十
二
月 

県
有
林
経
営
に
つ
き
通
常
県
会
知
事
表
明
」
参
照
。
） 

七 

梗
概

こ
う
が
い

…

（話
な
ど
の
）
大
体
の
筋
の
運
び
。
あ
ら
す
じ
。 

 

長野県庁 議員会館前に建て

られた「県有林の記」の石碑 

 

「県有林の記」の石碑にある

「自治之基礎」の文字 
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＊
＊
＊
＊
＊
＊ 

（現
代
語
訳
） 

 

県
有
林
の
記 

  

信
州
は
我
が
国
の
最
高
地
に
位
置
し
、
山
林
原
野
が
９
割
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
面
積
は
、
１
５
０
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
余
り
で
、
長
野
県
が
こ
の
信
州
を
管
轄
し
て
い

る
。 

 

む
か
し
は
森
林
が
繁
茂
し
、
年
老
い
た
松
は
空
に
横
た
わ
り
、
古
か
ら
長
い
時
を
経
た
杉
は
天
に
向
か
っ
て
立
っ
て
い
た
。
ま
た
ヒ
ノ
キ
、
カ
シ
ワ
、
モ
ミ
、
ナ
ラ

な
ど
の
種
類
の
木
々
も
鬱
蒼
と
山
の
峰
々
を
覆
い
、
沢
に
も
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。
天
と
地
は
合
わ
さ
り
融
和
し
て
、
雨
の
降
り
方
、
日
の
照
り
方
も
天
地
に
し
た
が

っ
て
ほ
ど
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
風
や
雷
の
日
も
時
に
は
あ
り
、
水
利
は
の
び
の
び
と
行
き
届
き
、
災
害
に
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

明
治
維
新
以
降
、
様
々
な
事
業
が
興
り
、
木
材
の
需
要
は
日
ご
と
に
増
え
、
供
給
の
た
め
の
急
な
伐
採
が
続
き
、
つ
い
に
は
乱
伐
の
害
に
陥

っ
た
。
そ
の
鬱
蒼
と
し

て
い
た
山
々
は
丸
裸
と
な
っ
て
岩
を
む
き
出
し
に
し
て
、
か
つ
て
の
昔
の
姿
は
見
る
影
も
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
自
然
は
陰
陽
の
調
和
を
失
い
、
暑
さ
や
寒
さ
が
季
節

外
れ
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、
霜
の
害
や
洪
水
に
よ
る
災
難
が
立
て
続
け
に
に
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
県
は
次
々
に
通
達
を
出
し
、
植
樹
す
る
よ
う
奨

励
し
た
が
、
思
う
よ
う
な
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
ず
に
い
た
。
県
知
事
の
関
清
英
は
こ
の
こ
と
を
深
く
嘆
い
て
、
県
が
自
ら
の
責
任
で
森
林
の
経
営
を
行
お
う
と

し
た
。
そ
の
目
的
の
一
つ
は
、
森
林
経
営
の
模
範
を
広
く
全
県
に
示
し
て
植
樹
の
普
及
啓
発
を
図
る
こ
と
で
あ
り
、
目
的
の
も
う

一
つ
は
県
有
財
産
と
し
て
の
森
林
を

造
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
治
体
の
財
政
的
な
基
盤
を
固
め
る
よ
う
と
望
み
、
県
の
吏
員
に
計
画
を
立
て
さ
せ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
れ
を
名
づ
け
て

「県
有
林
」

と
い
う
。 

 

そ
の
計
画
の
方
策
は
、
県
下
各
郡
に
あ
る
御
料
林
及
び
国
有
林
約
７
５
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル

（の
払
い
下
げ
）
を
国
に
申
請
し
て
県
有
地
と
し
、
31

年
間
で
植
樹
を

終
え
、
２
１
２
年
間
で
こ
の
事
業
を
完
全
に
な
し
と
げ
、
そ
の
間
に
28

億
円
の
収
益
を
得
て
、
さ
ら
に
事
業
を
成
し
と
げ
た
後
も
毎
年
35

万
円
の
収
益
を
得
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
36

年

（１
９
０
３
年
）
に
こ
の
案
が
で
き
あ
が
り
、
こ
の
案
を
県
の
参
事
会
に
は
か
り
意
見
を
求
め
、
つ
い
に
県
議
会
に
提
案
す
る
運

び
と
な
っ
た
。
話
し
合
い
が
み
な
と
と
の
い
、
議
案
が
可
決
さ
れ
た
た
め
、
農
商
務
省
に
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
省
議
で
も
ま
た
快
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
こ
の
申
請
は
特

別
に
許
可
さ
れ
た
。
そ
こ
で
新
た
に
苗
圃
を
つ
く
り
、
山
野
を
調
査
し
て
適
地
を
選
び
、
よ
う
や
く
植
林
の
事
業
が
そ
の
緒
に
つ
い
た
。
実
に
明
治
37

年

（１
９
０
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４
年
）
日
露
開
戦
の
第

一
年
目
で
あ
っ
た
。 

 
詩
経
で
は

「は
じ
め
有
ら
ざ
る
事
な
く
、
よ
く
終
わ
る
事
す
く
な
し
」
（何
事
に
も
始
ま
り
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
最
後
ま
で
な
し
遂
げ
ら
れ
る
事
は
少
な
い
）
と
い

う
。
ま
し
て
や
こ
の
事
業
の
よ
う
に
そ
の
構
想
が
遠
大
で
、
そ
の
成
果
を
遠
く
２
０
０
年
先
に
期
待
す
る
よ
う
な
も
の
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。 

 

そ
れ
ゆ
え
に
後
世
の
人
々
は
こ
の
事
業
を
し
っ
か
り
継
承
し
て
、
そ
の
経
営
に
励
ん
で
怠
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
信
州
の
山
々
は
再
び
鬱
蒼
と
し
て
元
の
姿
を
取
り

戻
し
、
ま
た
長
野
県
政
も
広
く
富
の
も
と
と
な
る
資
源
を
開
拓
し
、
さ
ら
に
自
治
の
基
礎
は

一
層
強
く
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
し
か
し
、
も
し
こ
れ
を
お
ろ
そ
か

に
す
れ
ば
、
山
林
の
荒
廃
は
日

一
日
と
ひ
ど
く
な
り
、
や
が
て
県
民
は
そ
の
生
活
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

関
知
事
は
こ
の
こ
と
を
深
く
憂
慮
し
て
、
す
べ
て
の
県
会
議
員
と
相
談
し
、
議
事
院
の
前
に
石
碑
を
建
て
て
、
そ
の
理
由
を
記
し
、
後
世
の
人
々
に
残
す
こ
と
に
し

た
。
こ
の
事
業
を
し
っ
か
り
と
全
う
し
て
実
際
の
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
責
任
は
ま
さ
に
後
世
の
人
々
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
恩
恵
に
あ
ず
か

る
の
も
ま
た
後
世
の
人
々
で
あ
る
。
ど
う
し
て
後
世
の
人
々
は
力
を
尽
く
し
て
努
力
せ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。
い
や
努
力
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。 

 

私
は
庁
議
に
参
加
し
て
、
こ
の
内
容
の
一
部
始
終
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
に
そ
の
概
要
を
し
る
す
も
の
で
あ
る
。 

  

明
治
38

年

（１
９
０
５
年
）
３
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

長
野
県
知
事 

従
四
位
勲
三
等 

関
清
英 

 
 

篆
額

（題
字
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

長
野
県
書
記
官
従
五
位
勲
五
等 

横
田
太

一
郎 

撰

（詩
文
） 

       

 

「県有林の記」の石

碑にある植樹」の文

字 

 


