
みんなの県政

初成山植樹祭会場図

みんなの県政

場
所
は
、
右
図
に
あ
る
よ
う
に
、

県
道
富
山
i
砺
波
線
(
俗
称
音
川

ち
ん
じ
よ
う

線
〉
の
沿
線
、
砺
波
市
頼
成
山
地
内

で
約
6
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
会
場
。

現
在
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
の
立
円
高
く
、

急
ピ
ッ
チ
で
会
場
造
り
を
行
な
っ
て

い
る
。当

日
は
、
会
場
に
天
皇
、
皇
后
両

陛
下
の
ご
臨
席
を
始
め
と
し
て
、
国

土
緑
化
推
進
委
員
会
会
長
(
衆
議
院

議
長
)
、
農
林
、
文
部
大
臣
、
国
会

議
員
、
各
県
知
事
、
議
長
等
の
県
外

招
待
者
約
3
干
名
、
県
内
の
市
町
村

長
、
議
長
、
各
種
団
体
長
や
林
業
関

係
者
等
約
8
千
名
、
そ
の
他
大
会
運

営
の
た
め
の
奉
仕
者

約
2
千
名
、
計

1
万

3
千
名
の
参
会
者
を

見
込
ん
で
い
る
。

輸
送
に
は
、
パ
ス

約
2
0
0
台
、
ハ
イ

ヤ
ー
約
2
5
0
台
を

あ
て
る
予
定
で
あ

る。

な
お
、
当
日
は
、
両
陛
下
は
県
木
川

「
タ
テ
ヤ
マ
ス
ギ
」
そ
の
他
「
マ
ス
川

ヤ
マ
ス
ギ
」
「
ボ
カ
ス
ギ
」
を
そ
れ
川

ぞ
れ
一
本
あ
て
お
手
植
え
に
な
る
。

参
会
者
に
も
記
念
の
植
樹
を
し
て
い

川

た

だ

く

こ

と

に

し

て

い

る

。

ー

ま
た
、
両
陛
下
に
は
、
植
樹
祭
後
、

立
山
町
吉
峰
の
県
林
業
試
験
場
で
川

「
タ
テ
ヤ
マ
ス
ギ
」
の
種
子
を
お
手

川

播
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ー

タ
テ
ヤ
マ
ス
ギ
な
ど
お
手
植

勤
王
か
佐
幕
か
迷
う
加
賀
藩

越
中
は
加
賀
に
右
な
ら
え

そ
の
頃
は
も
ち
ろ
ん
富
山
県
で
は

な
く
、
わ
が
郷
土
は
す
べ
て
越
中
国

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
婦
負
郡
全
体

(1
8
0
カ
村
)
と
上
新
川
郡
の
一

部
(
刀
カ
村
)
の
み
が
富
山
藩
の
領

土
で
、
他
は
す
べ
て
加
賀
藩
の
も
の

で
あ
っ
た
。
富
山
藩
は
、
本
家
で
あ

る
加
賀
藩
の
や
り
方
に
す
べ
て
右
な

ら
え
し
て
い
た
の
で
、
明
治
維
新
の

際
の
越
中
の
動
向
と
い
っ
て
も
、
加

賀
藩
の
動
向
が
そ
の
ま
ま
越
巾
の
動

向
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

幕
府
は
倒
れ
な
い
?

さ
て
、
加
賀
藩
は
わ
が
国
で
の
大

藩
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
維
持
温
存

す
る
た
め
に
、
歴
代
藩
主
も
、
家
臣

も
、
幕
府
の
ご
き
げ
ん
を
う
か
が

い
、
幕
府
に
に
ら
ま
れ
な
い
よ
う
に

さ
ま
ざ
ま
な
苦
心
を
は
ら
っ
て
、
長

州
、
阪
摩
、
土
佐
、
水
戸
に
勤
王
党

が
活
発
に
動
い
て
も
、
加
賀
藩
で
は

事
な
か
れ
主
義
、
日
和
見
主
義
を
と

り
、
全
体
と
し
て
は
佐
幕
に
傾
い
て

い
た
。
そ
れ
に
は
藩
主
斉
泰
の
夫
人

が
将
軍
家
斉
の
姫
で
あ
っ
た
こ
と
も

一
因
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
に
お
い

て
は
、
二
百
数
十
年
に
わ
た
っ
て
続

い
た
徳
川
幕
府
が
倒
れ
て
、
天
皇
政

府
が
で
き
よ
う
と
は
、

一
部
の
先
覚

年百:.1.>. 
tロ--明

必 必ム(1)
富山県は、もと越中国とよばれた地域であるG 今年

は明治百年にあたるが、百年前の越ニド国が富山県に変

っていった当時をふり返ってみよう。

者
を
の
ぞ
い
て
は
、

一
般
人
士
に
は

夢
に
も
思
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た

か
ら
、
加
賀
藩
が
佐
幕
的
で
あ
っ
た

の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

慶
寧
と
勤
王
党

も
っ
と
も
、
例
外
は
あ

っ
た
。
藩

主
斉
泰
の
世
子
H

鹿
寧
お
よ
び
少
数

の
勤
王
党
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
微
々
た
る
勢
力
で
、
と
う
て

い
濯
の
大
勢
を
動
か
す
=
」
と
は
で
き

な
か
っ
た
。

慶
寧
は
も
と
よ
り
勤
王
の
志
あ
つ

く
、
文
久
3
年
(
明
治
元
年
よ
り

5

年
前
、
以
下
同
様
)
6
月
、
江
戸
に

上
っ
て
非
政
に
参
与
せ
よ
と
い
う
革

命
を
拒
み
、朝
廷
の
命
を
奉
じ
、宮
廷

を
守
護
し
よ
う
と
し
て
手
兵
を
ひ
き

い
て
上
京
し
た
。
慶
寧
は
長
州
に
好

意
を
も
ち
、
当
時
苦
境
に
あ
っ
た
長

州
の
た
め
に
一
肌
ぬ
い
で
、
尊
王
壊

夷
派
と
公
武
合
体
派
と
の
調
整
に
つ

と
め
た
。
し
か
し
そ
の
効
な
く
蛤
御

門
の
変
と
な
り
、
長
州
は
大
敗
北
し

(植樹祭事務室〉

山伊

仲

リ

一

な
に
ご
と
も
、
ス
タ

d
1
↓1
一
l
ト
が
大
切
。
造
林
の

i

、
ス

一
ス
タ
ー
ト
は
植
え
付
け

い
、
主
回
一

で
あ
る
。
山
を
生
か
す

よ

f
τ殺

す
も
植
え
付
け
の

1
1
1
1
1」
適
否
に
よ
っ
て
き
ま

る
。
そ
の
た
め
に
も
事
前
に
山
を
十

分
調
べ

、
よ
い
植
え
付
け
を
し
よ
う
。

-

環

境

(
海
抜
、
方
位
、
傾
斜

な
ど
)

2

土
壌
と
基
盤
(
深
さ
、土
性
、

水
分
状
態
、
堅
さ
)

3

気
象
(
風
の
方
向
、
気
温
、

降
水
量
、
積
雪
量
な
ど
〉

こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
そ

の
山
に
適
す
る
樹
種
、
品
種
を
選
定

し
て
植
え
よ
う
。

m月
中
、
下
旬
が
最
適

春
植
え
、
梅
雨
植
え
、
秋
植
え
が

あ
る
が
、
本
県
で
は
秋
植
え
が
8
割

を
占
め
る
。

秋
植
え
の
特
徴
は
、
年
内
に
苗
木

の
根
が
活
着
し
て
、
翌
春
す
ぐ
に
の

び
だ
す
と
こ
ろ
に
よ
さ
が
あ
る
わ
け

で
あ
る
。
植
え
付
け
が
遅
れ
る
と
、

春
先
の
雪
に
よ
る
恨
ぬ
け
な
ど
か
ら

枯
れ
が
生
ず
る
の
で
、
適
期

に
て
い
ね
い
に
植
え
よ
う
。

本
県
で
は
「
ス
ギ
」
が
主

だ
が
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
り

の
本
数
は

タ
テ
ヤ
マ
ス
ギ

2
千
5
0
0

J
3
千
本

l
千
5
0
0
J

2
千
5
0
0
本

3
千
5
0
0

J
6
千
本

今年の秋田県での植樹祭風景

ボ
カ
ス
ギ

ア
カ
マ
ツ

! ~，_) 

た
。
こ
の
時
慶
寧
は
事
件
の
渦
中
に

入
る
こ
と
を
避
け
て
近
江
国
に
退
い

て
い
た
が
、
こ
の
行
動
は
反
幕
府
的

で
あ
る
と
て
責
め
ら
れ
、
慶
寧
は
謹

慎
を
命
ぜ
ら
れ
、
彼
に
従
っ
た
勤
王

派
諸
士
は
こ
と
ご
と
ご
と
く
処
刑
さ

れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
加
賀
藩
の
わ

ず
か
の
勤
王
党
は
一
掃
さ
れ
、
藩
論

は
佐
幕
一
辺
倒
と
な

っ
た
。

汚
名
ば
ん
回
の
チ
ャ
ン
ス

つ
‘
、
つ
い
て
幕
府
は
第
一
回
の
長
州

征
伐
を
お
こ
し
た
が
、
加
賀
藩
は
汚

名
ば
ん
回
の
チ
ャ
ン
ス
と
ば
か
り
に

幕
府
に
従
軍
を
願
い
出
て
、

4
千
人

の
大
部
隊
を
広
島
に
向
け
て
出
征
さ

り

-

7

r

1

2

千
l

p
f
-
2

2
千
5
0
0
本

そ
の
他
の
品
種
は

2
千
J

3
千
本

く
ら
い
が
無
難
。
(
ク
リ
、
キ
リ
、

ポ
プ
ラ
等
は
別
)

曇
っ
た
無
風
の
日
を
選
ぶ

O
植
え
付
け
の
注
意

ー、

大
き
い
穴

(ω
×

ω諺
)
を
あ

け
て
、
て
い
ね
い
に
植
え
る
。

2
、
苗
木
は
、
移
動
で
弱
っ
て
い
る

か
ら
、
仮
植
え
し
て
元
気
に
な
っ

て
か
ら
山
に
植
え
る
。

3
、
曇
っ
た
無
風
の
日
、
降
雨
直
前

に
植
え
つ
け
、
そ
の
後
根
元
を
よ

く
踏
ん
で
お
く
。

4
、
乾
燥
し
や
す
い
所
、
強
風
の
あ

た
る
所
は
深
め
に
、
粘
土
質
、
排

水
の
思
い
と
こ
ろ
は
浅
植
え
に
し

た
ほ
う
が
よ
い
。

以
上
の
こ
と
に
注
意
し
て
、
一
本

一
本
て
い
ね
い
に
枯
れ
な
い
よ
う
に

植
え
付
け
よ
う
。
(
林
政
課
〉

O
第
却
回
全
国
植
樹
祭
緑
化
標
語

入
選
第
一

位

植
樹
祭
、
我
が
家
も
参
加

こ
の

一
本

明

純

治

-4-

新
淡
い
市
立
町

せ
た
。
や
が
て
長
州
は
戦
火
を
ま
じ

え
ず
に
降
伏
し
、
加
賀
落
部
隊
も
ひ

き
あ
げ
た
。
慶
応
元
年
(3
年
前
)4

月
、
慶
寧
は
や
っ
と
罪
を
許
さ
れ
、

翌
2
年

(2
年
前
〉

4
月
に
は
藩
主

斉
泰
が
隠
居
し
、
慶
寧
が
第
凶
代
藩

主
と
な
っ
た
。

度
応
4
年
(
明
治
元
年
)
1
月
、

京
都
は
風
雲
急
を
告
げ
、
幕
府
は
加

賀
藩
に
山
兵
を
命
じ
た
。
鹿
寧
は
直

ち
に
こ
れ
に
応
じ
、
藩
兵
を
上
京
さ

せ
た
。
慶
寧
の
志
は
も
と
よ
り
勤
王

に
あ
っ
た
が
、
倒
幕
は
欲
す
る
と
こ

ろ
で
な
く
、
薩
長
が
幼
帝
を
擁
し
て

ほ
し
い
ま
ま
な
る
行
動
に
出
る
こ
と

を
に
く
ん
だ
の
で
あ
る
。

- 5-

忠
義
の
誓
書
も
不
発
H

薩
長
の
冷
遇

日
和
見
主
義
た
た
る

し
か
し
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
に
お
い

て
幕
府
側
が
大
敗
し
、
天
下
の
大
勢

は
決
し
た
。
錦
旗
を
奉
じ
た
一防
長
政

府
に
は
も
う
抵
抗
で
き
な
い
。
慶
寧

は
直
ち
に
軍
隊
を
ひ
き
も
ど
し
、
前

非
を
悔
い
、

「
こ
れ
よ
り
朝
廷
の
た

め
に
粉
骨
砕
身
し
て
忠
義
を
つ
く
さ

ん
」
と
の
誓
書
を
た
て
ま
つ
っ
た
。

そ
の
後
は
薩
長
政
府
の
指
令
の
ま

ま
に
、
越
後
長
岡
戦
争
、
会
津
戦
争

に
大
軍
を
送
り
、
名
誉
ば
ん
回
に
け

ん
め
い
に
戦
っ
た
。
し
か
し
幾
度
か

の
変
節
が
た
た
っ
て
、
維
新
後
の
加

賀
藩
の
人
士
は
冷
遇
さ
れ
、
日
の
あ

た
る
場
所
に
登
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

富
山
県
の
誕
生
は
明
治
凶
年
で
あ

る
が
、
そ
の
以
前
に
、
封
建
社
会
が

崩
壊
し
て
近
代
社
会
が
生
れ
る
た
め

に
、
こ
の
よ
う
な
混
迷
と
苦
悩
が
く

り
か
え
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
号
に
つ
づ
く
。

(
県
史
編
さ
ん
室
)



政

i不動産取得税 i

県のなんみ

ツ

キ

の

な

か

右
せ
ん
か

左
せ
ん
か

政

歴
史
を
後
に
な
っ
て
批
判
す
る
こ

と
は
た
や
す
い
。
し
か
し
歴
史
的
重

大
事
局
の
渦
中
に
あ
る
も
の
に
と
っ

て
は
、
右
せ
ん
か
左
せ
ん
か
を
決
す

る
の
は
大
き
な
難
事
で
あ
る
。
維
新

の
動
乱
に
際
し
て
、
加
賀
藩
が
薩
長

に
つ
く
か
、
幕
府
に
つ
く
か
は
、
関

が
原
合
戦
に
お
い
て
東
軍
に
つ
く
か

西
軍
に
つ
く
か
と
同
じ
程
度
の
難
問

題
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
そ
れ

よ
り
も
っ
と
む
ず
か
し
か
っ
た
。
関

が
原
の
時
点
に
お
い
て
は
、
徳
川
の

前
途
は
旭
日
昇
天
の
勢
い
で
あ
り
、

豊
臣
勢
の
斜
陽
化
は
誰
の
目
に
も
明

ら
か
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
明
治
維
新
の
際
に
、
加

賀
藩
が
後
手
々
々
と
ま
わ
り
、
維
新

後
は
、
日
の
あ
た
ら
な
い
道
を
歩
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
，
こ
と
を
、

後
に
な
っ
て
責
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
思
う
。
要
す
る
に
ツ
イ
テ
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

県の

期
待
は
ず
れ
の
理
想
社
会

な

明
治
維
新
が
「
御
一
新
」
と
よ
ば

れ
た
言
葉
の
う
ら
に
は
、

「
万
悪
の

根
元
で
あ
る
封
建
制
度
」
が
く
ず
れ

んみ

が

あ
な
た

の
物
に

h
H

自
分
の
家
を
持
つ
d

こ
れ
は
並

大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
。
人
に
よ
っ

て
は
、

一
生
の
目
標
で
も
あ
る
c

あ

こ
が
れ
の
マ
イ
ホ
ー
ム
が
自
分
の
も

の
と
な
っ
た
と
き
、
ほ
っ
と
一
安
心

さ
れ
る
の
は
当
然
。
し
か
し
、
も
う

(ラ

つ

た

加

賀

藩

た
ら
、
す
ぐ
に
も
幸
福
な
社
会
、
理

想
社
会
が
出
現
す
る
で
あ
ろ
う
と
い

う
期
待
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

明治初年における苦難 (その わ

必 必ム②
先号には明治維新開幕に際しての、加賀藩の混迷と苦

悩についてのベた。

今回は当時の人民の苦難についてのべてみたい

は
幻
滅
に
終
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

幕
府
は
た
お
れ
た
も
の
の
、
ひ
き
つ

づ
き
越
後
、
東
北
に
、
あ
る
い
は
北

海
道
に
は
げ
し
い
戦
争
が
お
こ
り
、

人
民
も
そ
れ
に
動
員
さ
れ
、
戦
火
を

う
け
る
。
ひ
き
つ
づ
き
凶
作
・
飢
謹 な

Jコ

た

と

き

一
つ
重
要
な
仕
事
が
あ
り
ま
す
。
税

金
で
す
。

交
換
の
場
合
も
課
税

土
地
や
家
屋
を
あ
な
た
の
物
に

(
取
得
)
し
た
場
合
、
そ
の
と
き
の

取
引
条
件
が
有
償
、
無
償
に
は
関
係

な
く
、
相
続
で
の
取
得
を
除
い
て

は
、
売
買
.
交
換
-
贈
与
と
か
家
屋
の

建
築
、
土
地
の
造
成
な
ど
の
取
得
の

場
合
も
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

取
得
し
た
ら
¥
申
告
ー
を

取
得
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に

市
町
村
役
場
を
経
由
し
て
、
県
へ
申

告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

(
県
税
条
例
第
印
条
)

税
額
算
定
の
基
準

ω家
屋
の
建
築
、
土
地
の
造
成
な

ど
に
よ
る
場
合
は
、
県
税
事
務
所
で

直
接
評
価
し
℃
適
正
な
時
価
を
算
定

し
ま
す
。
(
法
第
η
条
の
幻
)

ω売
買

・
交
換

・
贈
与
な
ど
に
よ
る

場
合
は
、
市
町
村
に
お
け
る
固
定
資

産
税
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る

価
格
を
も

っ
て
そ
の
価
格
と
し
て
い

ま
す
。
(
法
第
刀
条
の
れ
)

ω税
額
は
次
の
価
格
に
百
分
の
三
を

乗
じ
た
額
で
す
。

免

税

点

が
お
こ
り
、
暴
動
、
百
姓
一
撲
が
お

こ
る
。
法
律
制
度
は
文
字
通
り
朝
令

暮
改
で
、
目
ま
ぐ
る
し
く
か
わ
る
。

役
人
の
不
馴
れ
と
行
き
過
ぎ
と
、
短

日
月
の
間
の
交
替
等
々
:
:
:
。

「万

悪
の
根
元
で
あ
る
資
本
主
義
」
が
崩

壊
し
た
ら
、
す
ぐ
に
も
理
想
社
会
が

で
き
る
と
思
う
の
は
大
間
違
い
で
、

ソ
連
が
安
定
す
る
の
に
五
十
年
か
か

り
、
中
共
は
革
命
後
二
十
年
を
へ
た

今
日
、
い
ま
だ
動
揺
混
乱
を
つ
づ
け

て
い
る
の
で
あ
る
。

長
岡
、
会
津

さ
て
越
中
の
人
民
は
、
維
新
の
際

に
い
か
な
る
苦
難
を
な
め
た
か
。
次

に
そ
の
主
な
も
の
を
少
し
あ
げ
て
み

ト
ι
λ
ノ。

明
治
元
年
の
四
月
か
ら
九
月
ま

で
、
北
越
戦
争
(
長
岡
城
攻
略
)
や

会
津
戦
争
が
あ
り
、
越
中
人
(
藩
士

・
農
民
と
も
〉
が
多
く
動
員
さ
れ
、

戦
死
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
従
軍

し
た
農
民
は
す
べ
て
物
資
輸
送
の
役

夫
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
長
岡

城
の
戦
い
は
激
戦
で
、
官
軍
が
占
領

し
た
の
を
奪
回
さ
れ
た
こ
と
も
あ

る
。
こ
の
戦
い
の
様
子
は
司
馬
遼
太

郎
の
小
説
「
峠
」
に
詳
細
に
で
て
く

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ω土
地
の
場
合
は
取
得
額
が
五
万
円

未
満
の
と
き
。
(
法
震
は
条
の
日
の
2
)

ω家
屋
の
建
築
(
増
築
、
改
築
を
含

む
)
の
場
合
は
取
得
額
が
十
五
万
円

未
満
の
と
き
。

(法第
η
条
の
日
の
2
)

ω家
屋
の
売
買

・
贈
与

・
交
換
な
ど

の
場
合
は
、
そ
の
額
が
八
万
円
未
満

の
と
夕
、
(
法
第
η
条
の
日
の
2
〉

税

金

が

減

額

ω住
宅
を
新
築
し
た
場
合
、
ま
た
は

新
築
し
た
住
宅
で
ま
だ
人
の
居
住
し

て
い
な
い
も
の
を
購
入
し
た
場
合
に

は
、
そ
れ
ら
の
住
宅
の
価
格
か
ら
一

五
O
万
円
を
差
引
い
て
税
額
を
計
算

し
ま
す
。
(
法
第
刀
条
の
凶
)

ω土
地
を
取
得
し
て
、
そ
の
日
か
ら

二
年
以
内
に
そ
の
土
地
に
住
宅
を
新

築
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
税
額
か
ら

一
五

O
万
円
に
百
分
の
三
を
乗
じ
た

額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

(法
第
η
条
の
鈍
〉

ω土
地
を
取
得
し
た
人
が
そ
の
取
得

し
た
日
前
一
年
の
聞
に
そ
の
土
地
の

上
に
住
宅
を
建
築
し
て
い
た
場
合
に

は
、
そ
の
税
額
か
ら
百
五

O
万
円
に

百
分
の
三
を
乗
じ
た
額
が
減
額
さ
れ

ま
す
。
(
法
第
η
条
の
剖
〉

ω土
地
を
取
得
し
た
人
が
そ
の
取
得

し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
住
宅
を
新

築
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
場
合

に
は
、
不
動
産
取
得
税
の
徴
収
を
待

。

ωし
か
し

ω、
ω、
ωの
場
合
に
最

初
の
取
得
が
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
以

内
に
、
そ
の
後
さ
ら
に
土
地
や
家
屋

を
取
得
し
た
と
き
は
、
前
後
の
取
得

額
を
合
し
た
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定

め
ら
れ
た
額
を
ャ
」
え
る
と
き
は
課
税

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

(法第
η
条
の
日
の
2
)

の

措

置

も

っ
て
も
ら
う
方
法
が
あ
り
ま
す
か
ら

県
税
事
務
所
に
問
い
合
わ
せ
て
申
請

書
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

(法
第
刀
条
の
お
〉

ω
農
業
の
振
興
と
農
地
の
細
分
化

を
防
止
す
る
た
め
、
農
地
等
の
一
括

贈
与
を
受
け
た
場
合
に
は
、

ニ
疋
の

要
件
が
満
た
さ
れ
る
と
、
納
期
限
が

延
長
さ
れ
ま
す
か
ら
手
続
き
し
て
下

さ
い
。
こ
の
場
合
、
生
前
贈
与
が
あ

っ
た
日
か
ら
、
三
十
日
以
内
に
必
ず

申
告
書
を
提
出
し
て
下
さ
い
。

(本
法
付
則
乃
項
〉

納

期

一
般
的
に
は
、承
継
取
得
(
土
地
、

建
物
の
売
買
、
交
換
、
贈
与
な
ど
に

よ
る
取
得
)
の
場
合
は
、
移
転
登
記

が
さ
れ
て
か
ら
一

J
二
カ
月
後
。
原

始
取
得
(
建
物
を
新
築
し
た
場
合
な

ど
)
の
場
合
に
は
、
新
築
さ
れ
て
か

ら
六
カ
月
J
一
カ
年
後
に
課
税
さ
れ

ま

す

。

(

税

務

課

)
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伏
木
へ
運
ば
れ

た
。
軍
の
兵
糧
と

し
て
、
領
内
各
地

の
御
蔵
米
が
使
用

さ
れ
た
。
出
陣
と

帰
還
の
兵
士
の
食

事
や
宿
泊
、
荷
物

運
搬
の
一
部
は
道

筋
の
宿
駅
や
付
近

の
農
村
の
立
替
え

と
な

っ
た。

立
山
町
塚
越
に
あ
る
忠
次
郎
の
碑

攻

略

の

基

地

に

こ
の
よ
う
に
、
越
後
で
大
規
模
な

軍
事
行
動
が
と
ら
れ
た
の
で
、
隣
接

た
ん

の
越
中
は
兵
姑
基
地
と
し
て
重
要
な

役
割
を
果
し
た
。

越
中
か
ら
は
多
数
の
軍
需
物
資
や

役
夫
が
徴
発

・
徴
集
さ
れ
、
ま
た
戦

地
へ
ゆ
く
兵
隊
の
休
泊
基
地
と
な
っ

た
。
砺
波
地
方
で
は
、
わ
ら
じ
ゃ
空

き
俵
の
供
出
を
命
ぜ
ら
れ
た
記
録

が
、
石
動
町
や
福
野
町
に
残
っ
て
い

る
。
わ
ら
じ
な
ど
は
石
動
駅
や
福
野

駅
に
あ
つ
め
ら
れ
、
小
矢
部
川
に
よ

っ
て
伏
木
に
運
ば
れ
、
海
路
越
後
へ

と
送
ら
れ
た
。

弾
薬
、
衣
服
な
ど
は
金
沢
か
ら
石

動
ま
で
陸
送
し
、
そ
こ
か
ら
川
舟
で

大
凶
作
で
バ
ン
ド
リ
騒
動

明
治
二
年
は
大
凶
作
で
、
農
民
は

租
税
の
減
免
を
願
い
出
た
が
ゆ
る
さ

れ
ず
、
中
新
川
・

下
新
川
に
は
つ
ハ

ン
ド
リ
騒
動
」
と
い
う
大
規
模
な
百

姓
一
授
が
お
こ
っ
た
。
参
加
人
員
は

の
ベ
一
万
人
を
こ
え
、
襲
撃
さ
れ
た

十
村
役
人
や
豪
農
の
家
は
六
十
戸
に

及
び
、
死
者
は
六
人
に
上
っ
た
。
首

謀
者
は
中
新
川
郡
塚
越
村
(
旧
利
田

村
・
現
在
立
山
町
)
の
忠
次
郎
で
、

明
治
四
年
十
月
に
斬
罪
に
処
せ
ら
れ

た
。
こ
の
忠
次
郎
の
石
碑
が
立
山
町

塚
越
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
氷
見
地

方
に
も
騒
動
が
あ
っ
て
、
首
謀
者
は

牢
死
し
た
。

- 15一

次
号
に
つ
づ
く
。

(
県
史
編
さ
ん
室
)



政県のなんみ。
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ソ
連
・
極
東
知
事
国
来
県

『
一
一
上
青
少
年
の
家
』
起
工

富

山

新

港

な

ど

視

察

叩

月

完

成

を

め

ざ

す

県
で
は
、
明
治
百
年
を
記
念
し
て
建
設
す
る
「
県
立

二
上
青
少
年
の
家
」
の
起
工
式
が
昨
年
十
二
月
十
三
日

高
岡
市
二
上
鳥
越
の
建
設
現
地
で
行
な
わ
れ
た
。

総
事
業
費
一
億
八
千
万

円
で
、

一
万
五
千
四
百
平

方

M
の
敷
地
に
は
、
常
時

二
百
人
の
青
少
年
を
収
容

で
き
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
三
階
建
て
、
延
べ
三
千

三
百
平
方
財
の
モ
ダ
ン
な

も
の
。
内
部
は
、宿
泊
室
、

研
修
室
、
視
聴
覚
室
、
資

料
展
示
室
、
音
楽
室
、
談

話
室
、
保
健
室
な
ど
が
完

備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

完
成
は
本
年
十
月
の
予

定
。
こ
こ
は
、
万
葉
の
ふ

る
さ
と
二
上
山
の
台
地
だ

け
に
眼
下
に
富
山
新
港
や

市
街
が
展
望
で
き
る
絶
好

地
で
あ
る
。

訪
日
ソ
連
知
事
団
の
一
行
が
、
十
二
月
十
九
日
来

県
、
吉
田
知
事
と
懇
談
し
た
あ
と
、
富
山
新
港
、
県

立
大
谷
短
期
大
学
な
ど
を
視
察
し
た
。

一
行
は
、
日
ソ
親
善
と
、
沿
岸
貿
易
拡
大
に
つ
い

て
明
る
い
見
通
し
を
語
り
、
富
山
県
を
ふ
く
め
て
日

本
海
側
各
県
が
ソ
連
極
東
地
区
各
州
に
働
き
か
け
て

い
る
姉
妹
都
市
の
提
携
に
つ
い
て
も
、
近
い
将
来

J

ぜ

ひ
実
現
さ
せ
た
い
と
諮

っ
て
い
た
。

-
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12月県議会終わる

十
二
月
定
例
県
議
会
は

十
二
月
十
二
日
か
ら
七
日

間
の
会
期
で
行
な
わ
れ
、

七
億
二
千
五
百
万
円
の
一

般
会
計
補
正
予
算
な
ど
二

十
一
案
件
を
原
案
ど
お
り

可
決
。
新
議
長
に
は
、
高

野
議
長
に
代
っ
て
玉
生
孝

久
氏
(
自
民
)
を
選
出
。

ま
た
任
期
満
了
に
と
も
な

い
、
選
挙
管
理
委
員
を
選

任
し
た
。

新議長に玉生氏



みんなの県政

官
回

わ
り
、
越
中
一
円
が
新
川
県
と
な
り
、
川

県
庁
も
富
山
に
も
ど
さ
れ
た
。
今
の

川

富
山
県
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま

，

続
け
ば
問
題
は
な
か

っ
た
が
、

ふ明
治

川

九
年
四
月
に
は
新
川
県
が
廃
止
さ
れ

石
川
県
に
合
併
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。

お

こ

る

川

大
活
躍
の
米
沢
紋
三
郎
、
入
江
直
友

さ
あ
困
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
。
第

く

、人
口
が
多
く
、米
栗
は
余
る
ほ
ど

一
に
県
庁
が
遠
く
な
る
。
今
の
よ
う
あ
り
、
そ
の
他
の
物
産
も
ま
た
少
な

川

に
汽
車

・
自
動
車

・
電
話
の
あ
る
時
か
ら
ず
。
加
え
る
に
、
伏
木
港
の
良

l

代
と
は
ち
が
う
。
越
中
に
は
急
流
暴
港
を
有
し
、

一
県
と
し
て
独
立
す
る

』

河
が
多
く
、
治
水
築
堤
費
を
多
く
ほ
の
に
何
ら
の
不
足
も
な
い
。
し
か
る

し
が
る
の
に
、
加
能
で
は
そ
れ
を
不
に
明
治
九
年
四
月
十
八
日
以
来
石
川

ー

要
と
し
、
道
路
建
設
費
を
多
く
要
求
県
に
属
し
、
県
庁
は
遠
く
な
り
、
人

川

す
る
。
金
沢
は
旧
百
万
石
の
城
下
と
民
の

利

害
は
相
反
す
る
こ
と
が
多

川

し
て
、
加
賀
人
は
昔
の
権
威
を
笠
に
く
、
そ
の
不
幸
は
実
に
大
な
る
も
の

，

し
て
い
ば
り
、
越

中

人

を

圧

迫

す

が

あ

る
。
ぜ
ひ
分
県
を
ゆ
る
し
て
い

川

る
。
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
不
都
合
な
こ
た
だ
き
た
い
」
と
熱
誠
こ
め
て
請
願

川

と
が
多
か
っ
た
の
で
、
越
中
人
民
は
し
た
の
で
、
遂
に
太
政
官
は
そ
の
願

川

分
県
を
望
ん
で
や
ま
な
い
。

意
を
容
れ
、
明
治
十
六
年
五
月
九
日

山

つ
い
に
明
治
十
五
年
夏
、
越
中
国
付
け
太
政
官
布
告
を
も
っ
て
、
富
山

川

の
町
村
有
士
、
山
代
表
五
十
余
名
が
富
山

県
の
創
設
を
許
し
た
の
で
あ
る
。

町
に
会
同
し
て
、
分
県
請
願
の
決
議
こ
の
間
の
苦
労
は
な
み
大
て
い
で

川

を
し
、
政
府
に
対
す
る
建
白
書
を
認
な
く
は
る
ば
る
上
京
し
た
も
の
の
、

め
た
。
そ
し
て
米
沢
紋
三
郎
を
委
員
政
府
要
人
は
な
か
な
か
面
会
し
て
く

長
、
入
江
直
友
を
副
委
員
長
と
し
て
、

れ
ず
、
二
凋
間
近
く
の
問
、毎
朝
役
所

，

直
ち
に
上
京
さ
せ
、
当
時
の
内
務
卿
へ
日
参
し
て
が
ん
ば
っ
た
と
い
う
。

川

山
田
顕
義
に
建
白
書
を
手
交
し
、
ま
道
州
制
の
叫
ば
れ
る
今
日
、
か
え
り

川

た
別
に
三
条
実
美

・
岩
倉
具
視
の
元
み
て
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

老
に
面
接
し
て
、分

県

を

請

願

し

た

。

お

わ

り

川

「由
来
富
山
県
は
そ
の
面
積
は
広

(
県
史
編
さ
ん
室
)
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山

県

区 分 FiFii |聖目的~I弔問明
加賀国 大聖寺簿 金沢県
能登国

石川県 石川県

時一同口占|盟一』砺柏m波z郡郡E 一一 一

一一一 石川県
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川

「
版
籍
奉
還
」

と
「
廃
藩
置
県
」

富
山
県
は
、
明
治
十
六
年
五
月
九

日
に
石
川
県
か
ら
分
離
し
独
立
し
た

が
、
こ
の
日
に
至
る
ま
で
に
は
い
ろ

い
ろ
な
迂
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
次
の

川
表
が
そ
れ
を
示
す
。
こ
の
表
に
つ
い

川

て
少
し
説
明
し
よ
う
。

明
治
二
年
の
改
革
は
、
形
か
ら
見

れ
ば
、
加
賀
藩
が
金
沢
藩
に
か
わ
っ
一

川
た
だ
け
で
あ
り
、
富
山
藩
に
は
何
の

で

。

ま

川

るなと

川

県山

川

官
田

の

誕

生

朝
廷
の
も
の
と
な
り
、
あ
ず
か
り
物
は
能
登
と
合
わ
せ
て
七
尾
県
と
な
っ

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。

た

。

射

水

郡

が

能

登

に

く

っ

つ

く

と

次
の
明
治
四
年
七
月
の
改
革
は
「
い
う
の
は
変
な
話
で
、
き
わ
め
て
不

廃
藩
置
県
」
で
あ
る
。
藩
を
廃
し
て
自
然
で
あ
る
。
果
し
て
、

一
年
も
た

県
を
置
き
、
旧
藩
主
の
知
藩
事
に
辞

、
た
ぬ
明
治
五
年
九
月
に
は
、
射
水
郡

表
を
出
さ
し
め
、

が
能
登
か
ら
分
離
し
て
新
川
県
に
加

新
し
い
人
材
を
選

ん
で
県
令
(
今
の

県
知
事
)
に
任
じ

た
。
こ
の
時
金
沢

藩
主
前
田
慶
寧

も
、
富
山
藩
主
前

田
利
同
も
、
家
族

と
共
に
東
京
へ
移

住
し
、
富
山
県
民

と
の
永
年
の
伝
統

的
主
従
関
係
は
こ

こ
に
完
全
に
た
ち

き
ら
れ
た
。
か
わ

っ
て
新
進
気
鋭
の

人
材
に
よ
る
、
明

治
御
一
新
に
ふ
さ

わ
し
い
革
新
県
政

が
展
開
さ
れ
る
こ

変
化
も
な
い
。
け
れ
ど
も
内
容
は
大

い
に
ち
が
う
。
こ
の
時
に
「
版
籍
奉

還
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
最
終
回
)

~ 必ム
明治 9年，富山県の前身，新川県は再び石川県に併

合された。行政はすべて金沢中心で，県会はいつも意

見が分かれ，荒れた。越中人の不満は高まり，分県運

動のため越中の先覚者たちの東奔西走が始まる。時に

明治16年5月，富山県が歴史に登場する日がきた。

一一一 明治初年における苦難全
国
の
各
藩
主
は
版
〈
土
地
)
と
籍

(
人
民
)
と
を
朝
廷
に
お
返
し
し
、

旧
藩
主
は
知
藩
事
に
任
命
さ
れ
て
、

今
ま
で
の
よ
う
に
旧
の
土
地
人
民
を

治
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

以
前
は
土
地
と
人
民
は
藩
主
の
私
有

物
で
あ
っ
た
の
が
、
今
や
そ
れ
ら
は

ド
カ
雪
、

と
に
な
る
。

分

県

運

動
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富
山
県
の
前
身
、
新
川
県

明
治
四
年
十
一
月
に
は
、
砺
波

・

婦
負

・
新
川
の
三
郡
で
新
川
県
が
構

成
さ
れ
、
県
庁
は
魚
津
に
置
か
れ
た
。

そ
し
て
射
水
郡
(
氷
見
を
ふ
く
む
〉

。

日
本
海
側
を
襲
う

県
史
上
最
大
の
遭
難

(
剣
岳
)

昨
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
一
月
八
日
に
か

け
て
、
日
本
海
側
に
降

っ
た
ド
カ
雪
の
た
め
、

剣
岳
一
帯
で
は
、
死
亡
六
人
、
行
く
え
不
明
十

三
人
と
い
う
未
曾
有
の
大
量
遭
難
が
発
生
し

た
。
こ
の
救
助
活
動
の
た
め
、

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

を
は
じ
め
、
救
助
隊
員
の
数
は
実
に
延
千
五
百

人
に
達
し
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
ド
カ
雪
の
た
め
、
平
野
部
で
も

民
家
や
公
共
建
物
な
ど
に
相
当
の
被
害
が
発

生
。
被
害
総
額
は
県
交
通
安
全
室
の
調
べ
に
よ

る
と
、
七
億
七
千
六
百
万
円
に
の
ぼ
り
ま
し

た
。

(
被
害
額
は
一
月
十
五
日
現
在
調
〉

雪で、つぶされた富山市千石町通アーケード

遭
難
者
救
助
に
向
か
う
隊
員
(
早
月
尾
根
付
近
)

) 

福

沢

か

ら

お

便

り

拝

見

の

前
略

先
日
は
大
雪
の
司
を
滑
川
駅
ま
で
お
見
送

り
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
富
山
駅
前
か
ら

雪
道
を
パ
ス
に
ゆ
ら
れ
福
沢
に
つ
く
と
学
校

の
除
雪
車
が
道
を
あ
け
て
い
た
の
で
、
無
事

寮
に
つ
き
ま
し
た
。
お
と
う
さ
ん
が
学
、ば
れ

た
福
沢
経
伝
農
場
の
時
代
に
は
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
で
し
ょ
う
。

三
階
建
て
の
校
舎
や
寮
、
牛
舎
や
サ
イ
ロ

が
牧
野
を
お
お
っ
た
雪
野
原
に
見
え
隠
れ
す

る
景
色
は
北
海
道
の
よ
う
で
す
。

寮
の
部
屋
割
が
変
わ
り
、
朝
日
の
笹
川
、

井
波
の
青
島
両
君
と
同
室
に
な
り
ま
し
た
。

二
人
と
も
農
家
の
長
男
で
よ
く
気
が
合
い
、

寮
生
活
が
楽
し
く
な
り
そ
う
で
す
。
さ
て
、

十
一
日
の
鏡
開
き
に
、
校
長
先
生
か
ら
産
業

高
校
が
文
部
省
指
定
の
農
業
自
営
者
養
成
専

門
の
全
日
制
高
校
に
変
る
と
い
う
話
し
を
聞
き

ま
し
た
。
農
業
近
代
化
の
た
め
農
業
を
や
ろ
う

と
い
う
者
だ
け
集
め
て
寮
に
入
れ
、
二
年
間
、

校
訓
で
あ
る
自
主
、
協
同
、
勤
労
を
合
い
言
葉

に
寮
監
の
先
生
を
中
心
と
し
て
お
互
い
に
磨
き

合
い
、
仲
間
を
つ
く
り
農
業
を
や
ろ
う
と
い
う

根
性
を
養
う
趣
旨
の
も
の
で
、
既
に
全
国
で
二

十
三
校
が
指
定
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
モ

デ
ル
が
僕
等
の
学
校
だ
と
の
こ
と
。
新
し
い
学

校
の
名
前
は
県
立
中
央
農
業
高
校
と
な
る
予
定

で
、
農
業
園
芸
、
畜
産
、
生
活
の
各
科
で
百
六

十
人
募
集
、
い
ま
の
産
業
高
校
と
ほ
ぼ
同
じ
二

カ
年
全
寮
、
三
年
で
家
庭
現
場
学
習
を
行
な
う

富山産業高校の豊心寮

こ
と
に
な
り
ま
す
が
詳
し
い
こ
と
は
既
に
新
聞

で
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
か
ら
見
て
お
い

て
下
さ
い
。
四
月
か
ら
三
億
円
を
越
す
金
を
か

け
て
素
晴
し
い
学
校
に
な
る
こ
と
を
思
う
と
ジ

ツ
と
し
て
お
れ
な
い
気
持
で
す
。

お
父
さ
ん
、
ぜ
ひ
谷
川

一
郎
君
に
「
中
央
農

高
で
一
緒
に
や
ろ
う
」
と
い

っ
て
い
た
と
誘
っ

て
下
さ
い
。
卒
業
ま
で
に
ト
ラ
ク
タ
ー
の
免
許

も
と
れ
る
そ
う
で
す
か
ら
。

「
北
加
積
の
農
業

は
僕
達
に
ま
か
せ
ろ
」
と
言
っ

て
き
た
と
自
慢

し
て
も
よ
い
で
す
よ
。
で
は
ま
た
、
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
は
じ
め
み
ん
な
大
事
に
し
て
下
さ
い
。

一
月
十
五
日
富
山
産
業
高
校
豊
心
寮
で

土
雄
よ
り
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