
れ
は
こ
の
山
の
払
い
下
げ
の
受
け
方
に
も

出
て
い
る
ん
だ
な
。

　

明
治
時
代
に
、
官
地
を
個
人
に
払
い
下

げ
た
と
き
に
、
大
地
主
に
な
っ
た
ひ
と
は

大
勢
い
る
け
ど
、
村
の
共
有
財
産
と
し
て

受
け
入
れ
た
。

　

当
時
の
神
郡
村
は
1
1
0
世
帯
く
ら
い

あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
大
変
だ
っ
た
と
思
う

ん
だ
よ
な
。
い
ま
で
は
想
像
も
つ
か
な
い

と
思
う
け
ど
、
10
年
く
ら
い
で
80
万
本
も

植
林
し
て
る
、
こ
ん
な
す
ご
い
仕
事
を
し

て
い
る
ん
だ
。
連
帯
意
識
と
い
う
の
も
、

こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
あ
と
思
う
ん
だ
。
こ
れ
は

自
慢
で
き
る
話
だ
と
思
う
。

　

植
林
は
、
明
治
25
（
1
8
9
2
）
年
く

ら
い
か
ら
始
め
た
。
そ
れ
以
前
は
、
屋
根

が
草
屋
根
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
萱
を
刈
る

く
ら
い
し
か
考
え
が
な
く
、
植
林
は
や
ら

な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
。

【
木
村
】
村
の
山
が
み
ん
な
の
利
益
に
な

る
の
は
主
に
大
東
亜
戦
争
（
第
二
次
世
界

大
戦
）
が
終
わ
っ
て
か
ら
。
そ
の
話
に
つ

い
て
は
、
細
草
川
の
上
の
あ
た
り
に
碑
が

立
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
詳
し
く
書
か
れ
て

い
ま
す
。
碑
は
、
山
に
つ
い
て
知
っ
て
欲

し
い
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
6
人
が
集
ま
っ

て
神
郡
共
有
森
林
会
が
建
て
た
も
の
で
す
。

　

当
時
、
学
校
は
い
ま
の
普
門
寺
に
あ
っ

た
ん
だ
。

　

み
な
さ
ん
、
婆
ヶ
峰
っ
て
知
っ
て
い
ま

す
か
？　

こ
こ
か
ら
歩
い
て
だ
い
た
い
2

時
間
は
か
か
る
と
思
う
け
ど
、
当
時
の
運

動
会
は
婆
ヶ
峰
で
や
っ
た
ん
だ
。

　

こ
れ
は
私
の
想
像
だ
け
れ
ど
、
な
ぜ
わ

ざ
わ
ざ
婆
ヶ
峰
で
や
っ
た
の
か
と
い
う
と
、

子
ど
も
た
ち
に
共
有
林
が
見
渡
せ
る
場
所

に
行
っ
て
、
山
の
大
切
さ
と
大
き
さ
を
教

え
た
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
だ
。

　

そ
れ
か
ら
、
学
校
が
終
わ
っ
て
か
ら
の

青
年
だ
な
、
16
～
18
歳
位
、
20
歳
前
の
青

年
を
集
め
て
10
月
か
ら
12
月
く
ら
い
ま
で

夜
学
を
や
っ
た
ん
だ
。
そ
こ
で
山
林
に
つ

い
て
講
義
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
な
。
そ
れ

く
ら
い
こ
の
地
区
は
山
林
の
教
育
を
し
っ

か
り
や
っ
て
き
た
。

　

自
然
を
大
切
に
す
る
、
親
し
む
と
い
う

こ
と
、
そ
ん
な
環
境
に
育
っ
て
く
れ
ば
人

間
と
い
う
の
は
、
穏
や
か
に
な
っ
て
く
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
だ
よ
な
。

　

自
然
っ
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
庭
に
落

葉
が
一
枚
落
ち
て
い
る
と
す
る
よ
な
。
そ

れ
が
桜
の
葉
だ
っ
た
り
、
欅
だ
っ
た
り
す

る
、
そ
れ
を
邪
魔
者
と
思
う
か
、
見
方
に

よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
よ
な
。
た
と
え
ば
、

落
葉
は
自
然
が
次
の
命
に
つ
な
が
る
過

程
だ
と
思
っ
て
、
大
切
な
も
の
と
思
う

か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
よ
な
。

落
ち
葉
一
枚
で
も
山
の
あ

り
が
た
さ
を
感
じ
ら
れ
れ

ば
。

　

い
ま
は
山
は
（
荒
れ
て

し
ま
っ
て
）
邪
魔
者
み
た

い
に
思
っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
け
ど
、
我
々
は
山

に
は
世
話
に
な
っ
て
い
る

と
思
う
ん
だ
。
だ
か
ら
、

大
事
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

昭
和
25
年
4
月
に
建
立
し
た
顕
彰
碑
に
は
、「
地
主
総
代
の
櫻
井
清
壽
、
櫻
井
善
平
。
村
総
代
の
肥

田
要
造
、
櫻
井
松
平
、
櫻
井
吉
右
衛
。
戸
長
の
飯
田
勇
平
」
の
6
名
を
刻
み
、
何
回
に
も
わ
た
り

共
有
林
の
払
い
下
げ
を
茨
城
県
知
事
を
通
し
て
明
治
政
府
に
認
め
さ
せ
た
苦
労
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

共
有
林
に
よ
る
恩
恵

【
木
村
】
山
仕
事
は
一
年
中
だ
。
冬
は
落

葉
さ
ら
っ
た
り
、
薪
を
と
っ
た
り
す
る
。

春
に
な
る
と
草
を
刈
っ
て
肥
料
に
す
る
。

秋
は
木
を
き
っ
た
り
山
仕
事
が
き
つ
く
な

る
。
年
中
山
に
は
い
っ
て
い
る
。

　

こ
の
地
区
は
、（
田
や
畑
の
）
耕
作
面

積
は
他
の
地
区
に
比
べ
て
半
分
く
ら
い
か

ら
三
分
の
二
く
ら
い
か
な
。
そ
れ
で
も
収

入
の
面
で
安
定
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と

な
っ
た
れ
ば
、
こ
の
土
地
は
冬
作
で
も
、

け
っ
こ
う
で
き
る
、
そ
れ
か
ら
山
の
副
産

物
が
採
れ
る
。

　

山
の
副
産
物
と
い
う
の
は
、
薪
だ
な
。

家
に
よ
っ
て
は
で
っ
か
い
木
小
屋
を
二
つ

も
も
っ
て
い
て
、
薪
を
採
っ
て
乾
燥
さ
せ

売
っ
た
。
材
木
は
村
の
財
産
だ
け
ど
、
薪

は
個
人
で
採
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

た
だ
、
火
事
に
な
っ
た
と
き
は
、
家
を

新
し
く
建
て
る
と
き
に
、
四
間×

七
間

（
一
間
は
約
1
・
8
ｍ
）
の
家
を
建
て
る
だ

け
の
梁
と
柱
に
つ
い
て
（
共
有
林
の
木
を

無
料
で
）
使
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

山
に
植
え
た
の
は
、
松
、
杉
。
場
所
に
よ
っ

て
檜
、
そ
れ
に
土
地
の
悪
い
と
こ
ろ
に
は

ク
ヌ
ギ
。
ク
ヌ
ギ
の
場
合
は
、
7
～
8
年

で
薪
に
な
っ
て
金
に
な
る
か
ら
な
。

　

乾
燥
す
る
と
こ
ろ
は
松
、
土
地
の
悪
い

と
こ
ろ
は
檜
、
湿
地
帯
に
は
杉
を
植
え
た
。

払
い
下
げ
を
受
け
る
前
は
、
当
時
の
史
料

を
見
る
と
（
入
会
地
だ
っ
た
の
で
）
主
だ
っ

た
木
は
生
え
て
い
な
か
っ
た
、
せ
い
ぜ
い

茅
く
ら
い
。
そ
こ
に
自
然
の
木
や
草
が
が

生
え
て
い
た
く
ら
い
じ
ゃ
あ
な
い
か
と
思

う
ん
だ
。

　

山
の
下
草
管
理
は
、
肥
料
な
ど
欲
し
い

ひ
と
が
そ
の
ひ
と
の
力
に
よ
っ
て
や
っ
た
。

精
農
家
は
、
草
刈
り
や
落
ち
葉
掻
き
を
一

生
懸
命
に
や
っ
た
し
、
割
と
仕
事
す
る
事

が
い
や
な
ひ
と
は
あ
ま
り
や
ら
な
か
っ
た
り
。

　

大
正
2
（
1
9
1
3
）
年
に
『
田
井
村

の
郷
土
史
』
が
書
か
れ
た
。
こ
こ
に
は
人

糞
を
金
に
換
算
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
大

切
な
資
源
と
い
う
こ
と
。
山
か
ら
の
落
ち

葉
や
草
は
、
人
糞
な
ん
か
と
混
ぜ
て
肥
料

に
し
て
い
た
。
各
家
庭
に
は
ど
こ
に
も
肥

料
小
屋
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
露
天
で
肥

料
を
作
る
と
成
分
が
逃
げ
て
し
ま
う
の
で
、

屋
根
の
下
で
作
っ
た
。
い
や
あ
、
今
か
ら

ち
ょ
う
ど
百
年
前
に
こ
う
し
た
暮
ら
し
を

し
て
い
た
と
思
う
と
、
あ
ま
り
で
か
い
顔

で
き
な
い
よ
な
人
間
は
。

○「
語
り
の
集
い
」
を
終
え
て

　

田
井
地
区
の
こ
と
を
知
ら
な
い
方
も
い

た
の
で
、
榎
田
智
司
さ
ん
作
詞
・
作
曲
の

「
桃
源
郷
へ
続
く
道
」
を
筑
波
山
麓
の
四

季
の
画
像
と
と
も
に
流
し
た
。
ま
た
、
木

村
さ
ん
の
語
り
の
後
に
神
郡
の
櫻
井
勇
さ

ん
の
手
書
き
地
図
を
み
な
が
ら
語
り
合
っ

た
。
昭
和
6
（
1
9
3
1
）
年
生
ま
れ
の

勇
さ
ん
が
子
ど
も
時
代
遊
ん
だ
山
麓
の
地

図
は
、
木
村
さ
ん
の
語
り
を
裏
付
け
る
資

料
と
し
て
有
効
だ
っ
た
。

　

昭
和
30
年
代
以
降
の
石
炭
か
ら
石
油
へ

の
燃
料
革
命
に
よ
り
、
山
林
の
経
済
的
価

値
が
相
対
的
に
後
退
。
山
で
仕
事
を
し
た

方
が
高
齢
化
す
る
な
か
で
、
そ
の
記
憶
も

年
々
薄
れ
て
ゆ
く
。
過
去
は
未
来
を
描
く

道
し
る
べ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
木
村
さ
ん
を

は
じ
め
山
の
語
り
部
の
記
録
は
貴
重
で
あ

り
、
い
ま
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

喫
緊
の
テ
ー
マ
と
い
え
る
。

　
　
　
　

野
末
た
く
二
（
結
エ
デ
ィ
ッ
ト
）

　

【山に関する補足史料】

木村嘉一郎さんの語りを補足する上で『筑波町史

（下巻）』の以下参照（Ｐは同書ページ数）。

・明治23（1890）年の世帯数、人口は神郡「114世

帯、784人」、田井村全体で「320世帯、2107人」

／Ｐ213

・青年会は、田井村に限らず、日露戦争後に国威

発揚の意味から各地で行われ、旧・筑波町域では

田井村のほか小田村、作岡村、田水山村、北条町

などで実施。内容は貯金、新聞など図書共同購入・

閲覧、講習会、夜学、道路や堤防の補修など多岐

にわたる／Ｐ266～ 273

・明治14(1881)年に払い下げの田井村共有林は、

その後、臼井村と神郡村との間で所有者が変遷し

ていく／P351〜352

・山がもたらした恩恵として「一般的農産物のほか、

同村の特徴をなすものに年額1万円を超える薪炭

（まき、すみ）、700円程度の氷製造、水車を使っ

ての製粉業（同２～３万円）、製麺業（１万円）など」

とある。当時の米価を１kg0.1円（10銭）、現代

の米価を１kg300円とすれば当時の円の価値は現

代の約3000倍。田井村の山の恵みがいかに大き

なものであったかが分かる／P394～ 397

○「
語
り
の
集
い
」
に
参
加
し
て

　

ほ
の
ぼ
の
し
て
ま
し
た
ね
。 
ケ
ー
キ
も

美
味
し
か
っ
た
で
す
。 

最
も
勉
強
に
な
っ

た
の
は
、
山
に
は
杉
、
松
、
檜
な
ど
沢
山

の
種
類
の
木
が
植
え
て
あ
っ
た
け
れ
ど
、

茅
を
一
番
栽
培
し
て
い
た
、
と
い
う
と
こ

ろ
。
山
も
耕
作
地
だ
っ
た
と
い
う
話
が
新

し
い
発
見
で
よ
か
っ
た
で
す
。

　
　
　
　
　
　

寺
崎
拡
男
（
土
浦
市
藤
沢
）

　

山
仕
事
に
つ
い
て

共有林の松は、今も田井小学校に残っています

ば
あ
が
み
ね

か
や


