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序
　
章

一
　
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
火

　
「
火
の
歴
史
」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
領
野
を
開
い
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
パ
イ
ン
に
と
っ
て
、
火
は
生
態
系
の
一
部
で
あ
り
、

そ
の
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
（
パ
イ
ン
：2003a, b, 2014

）。
燃
焼
が
成
り
立
つ
た
め
に
必
要
な
三
要
素
、
燃
料
・
酸
素
・
熱
の
う
ち
、

大
気
中
の
酸
素
は
植
物
が
放
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
地
上
に
存
在
す
る
可
燃
物
の
ほ
と
ん
ど
は
植
物
に
由
来
す
る
物
質
で
あ
る
。
こ

こ
に
落
雷
が
も
た
ら
す
高
熱
さ
え
加
わ
れ
ば
、
燃
焼
が
始
ま
る
。
そ
の
意
味
で
、
火
と
は
「
根
本
的
に
は
生
物
の
産
物
」（
パ
イ
ン
：

2014, p.20

）
だ
と
い
え
る
。
約
四
億
年
前
の
デ
ボ
ン
紀
に
陸
上
が
植
物
で
満
た
さ
れ
て
以
降
、
地
上
の
生
命
は
火
と
と
も
に
進
化
し

て
き
た
。

　
「
火
と
と
も
に
進
化
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
生
命
に
と
っ
て
火
で
焼
か
れ
る
こ
と
は
死
そ
の
も
の
だ
、
と
い
う
常
識
に
反
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
パ
イ
ン
は
植
物
の
火
へ
の
適
応
に
は
二
つ
の
形
態
が
あ
る
と
い
う
（
パ
イ
ン
：2003b, p.46

）。
そ

の
一
つ
は
、
野
火
が
起
こ
っ
て
も
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
樹
皮
を
厚
く
し
て
燃
え
に
く
く
し
た
り
、
再
萌
芽
の
能
力

を
高
め
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
野
火
の
跡
地
に
好
ん
で
進
出
す
る
ワ
ラ
ビ
や
イ
ネ
科
の
よ
う
な
植
物
、
あ
る
い
は

火
災
後
に
率
先
し
て
繁
殖
を
図
る
植
物
た
ち
が
、
火
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
に
─
─
つ
ま
り
燃
え
や
す
い
よ
う
に
─
─
自
ら
の
形
質
を

進
化
さ
せ
た
可
能
性
さ
え
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
イ
ン
は
、
後
者
の
証
明
の
難
し
さ
を
示
唆
し
て
は
い
る
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が
、
種
の
維
持
や
世
代
の
更
新
の
な
か
に
火
と
い
う
要
素
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
植
物
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。「
火
は
生
態

系
に
力
を
与
え
、
循
環
さ
せ
る
」
の
で
あ
る
（
パ
イ
ン
：2014, p.16

）。

　

右
の
よ
う
な
い
わ
ば
野
生
の
火
が
「
第
一
の
火
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
第
二
の
火
」
と
は
人
に
よ
っ
て
「
飼
い
慣
ら
さ
れ
た

火
」（dom

esticated fire

）
で
あ
る
。
火
が
植
物
生
態
系
に
お
よ
ぼ
す
力
を
理
解
し
た
人
類
は
、
あ
た
か
も
家
畜
や
栽
培
植
物
の
よ

う
に
火
を
手
懐
け
、
自
ら
の
管
理
下
に
置
く
こ
と
で
、
環
境
の
人
為
的
改
変
を
進
め
て
き
た
。
北
ア
メ
リ
カ
の
プ
レ
ー
リ
ー
と
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
サ
バ
ン
ナ
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
好
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
の
場
合
、
野
生
動
物
を
追
い
立
て
る
た
め
に
、
そ

し
て
彼
ら
を
集
め
る
食
餌
と
な
る
草
を
生
や
す
た
め
に
、
先
住
民
が
繰
り
返
し
火
を
放
ち
、
高
木
に
乏
し
い
草
原
が
形
成
さ
れ
た

（Pyne

：1982, 2017

）。
文
化
地
理
学
を
創
始
し
た
カ
ー
ル
・
サ
ウ
ァ
ー
も
、
本
来
は
森
林
が
成
立
す
る
気
候
下
に
ま
で
草
原
が
広

が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
が
人
為
的
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
（Sauer

：1950, 1962

）。
人
為
的

改
変
の
結
果
と
し
て
の
草
原
は
、
も
は
や
純
粋
に
「
自
然
」
な
環
境
で
は
な
い
。
サ
ウ
ァ
ー
の
概
念
を
用
い
て
い
え
ば
、
自
然
景
観

に
文
化
が
作
用
し
て
形
成
さ
れ
た
「
文
化
景
観
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
（
久
武
：2000

）、
自
然
と
人
類
と
い
う
二
元
的
な
対
峙

の
構
図
に
は
収
ま
ら
な
い
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
も
同
様
に
、
先
住
民
ア
ボ
リ
ジ
ニ
に
よ
る
絶
え
間
な
い
着
火
に
よ
っ
て
森
林
が
開
か
れ
、
食
糧
と
な
る
カ
ン
ガ

ル
ー
や
昆
虫
に
満
ち
た
疎
林
や
草
原
が
形
成
さ
れ
た
（Pyne
：1998

）。
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
植
民
者
も
、「
火
、
草
原
、

カ
ン
ガ
ル
ー
、
そ
し
て
居
住
者
た
ち
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
生
存
の
た
め
に
互
い
に
依
存
し
合
っ
て
い
る
」（
パ
イ
ン
：2003b, 

p.118

）
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
ア
ボ
リ
ジ
ニ
た
ち
が
携
え
る
燃
え
木
が
植
生
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め

に
、
リ
ー
ス
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
「
火
起
こ
し
棒
耕
作
」（fire-stick farm

ing
）
と
い
う
概
念
を
提
起
し
た
（Jones

：1969

）。
現
在
も

な
お
、
植
生
や
季
節
に
注
意
し
て
、
計
画
的
に
火
入
れ
を
行
う
慣
行
が
残
さ
れ
て
い
る
（
小
山
：2000, 2002, 2010

）。
こ
う
し
て
作

ら
れ
た
環
境
は
、
人
の
利
用
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
環
境
に
は
違
い
な
い
が
、
火
に
順
応
し
て
そ
こ
に
生
息
す
る
動
植
物
に
と
っ
て
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序　章

も
、
好
都
合
な
条
件
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
と
火
の
両
者
を
不
可
欠
の
構
成
要
素

と
す
る
生
態
系
が
成
り
立
っ
て
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
言
葉
の
純
粋
な
意
味
で
の
「
自
然
」
環
境
な
る
も
の
は
存
在

し
な
い
の
で
あ
る
。

　

パ
イ
ン
の
い
う
「
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
火
」
を
、
以
下
本
書
で
は
簡
単
に
「
人
為
の
火
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。「
人
為
の
火
」

が
火
を
不
可
欠
と
す
る
環
境
を
作
り
出
し
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、「
人
為
の
火
」
が
も
た
ら
し
た
草
原
や
裸
地
に
、
人
が
意
図
す

る
動
植
物
を
投
入
し
た
場
合
に
、
い
っ
そ
う
明
白
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
火
に
よ
る
狩
猟
か
ら
自
然
に
進
化
し
た
、
火
に
よ
る
放

牧
」
と
、「
火
に
よ
る
採
集
の
延
長
と
し
て
の
火
に
よ
る
農
業
」（
パ
イ
ン
：2014, pp.63-64

）
で
あ
る
。
前
者
は
、
火
入
れ
後
に
生
じ

る
若
い
草
原
に
、
野
生
動
物
で
は
な
く
人
が
選
ん
だ
家
畜
を
放
牧
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
火
入
れ
後
の
裸
地
に
順
応
し
た
植

物
が
発
芽
す
る
前
に
、
人
が
選
ん
だ
栽
培
植
物
の
種
を
播
き
、
最
初
の
優
占
種
と
な
る
よ
う
に
意
図
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
パ
イ

ン
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
後
者
の
火
は
絶
え
ず
畑
を
更
新
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
休
閑
地
は
火
に
「
食
べ
さ
せ
る
」

燃
料
を
養
う
た
め
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
農
業
は
「
火
─
休
閑
地
シ
ス
テ
ム
」（
パ
イ
ン
：2003b, p.135

）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
、
そ

の
典
型
例
が
焼
畑
で
あ
る
。

　

焼
畑
と
は
、
一
般
的
に
は
、
そ
の
土
地
の
植
物
を
焼
い
た
跡
地
に
播
種
し
て
畑
と
し
、
そ
の
後
に
休
閑
期
間
を
設
け
て
、
植
生
が

あ
る
程
度
回
復
し
た
後
に
再
び
焼
い
て
畑
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
す
農
法
で
あ
る
。
現
在
も
な
お
焼
畑
は
熱
帯
の
重
要
な
生
業

と
し
て
存
続
し
て
お
り
、
そ
の
役
割
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
（
例
え
ば
、
佐
藤
廉
也
：1999, 

池
谷
：2005, 

横
山
・
落
合
：2008, 

木

村
・
北
西
：2010

）。
そ
の
た
め
に
焼
畑
は
熱
帯
に
特
有
の
農
業
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
本
書
が
示
す
よ

う
に
日
本
を
含
む
温
帯
に
お
い
て
も
、
ま
た
北
欧
の
よ
う
な
冷
帯
に
お
い
て
も
営
ま
れ
た
歴
史
が
あ
る
（
パ
イ
ン
：2003a, pp.100-

125, Sarm
ela

：1987, M
yllyntaus et al

：2002

）。
そ
の
意
味
で
、
焼
畑
と
は
あ
る
程
度
の
森
林
植
生
が
あ
れ
ば
成
立
し
う
る
普
遍
的

な
農
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず
は
確
認
し
て
お
こ
う
。
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さ
て
、
こ
こ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
パ
イ
ン
の
考
え
方
を
、
焼
畑
に
引
き
つ
け
て
考
え
て
み
た
い
。
パ
イ
ン
は
、
火
を
突
発
的
で
例

外
的
な
事
故
の
よ
う
な
も
の
と
せ
ず
、
本
来
的
に
陸
上
の
生
態
系
に
は
火
が
重
要
な
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
と
捉
え
、
火
を
排

除
し
た
自
然
の
理
解
に
異
を
称
え
る
。
こ
の
考
え
に
立
て
ば
、
農
牧
業
と
は
、
も
と
も
と
の
自
然
の
あ
り
よ
う
の
模
倣
で
あ
り
、
意

図
的
に
生
態
系
の
循
環
を
引
き
起
こ
し
、
優
占
す
べ
き
動
植
物
に
関
し
て
人
が
影
響
力
を
発
揮
す
る
営
み
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た

理
解
は
、
生
態
学
的
観
点
か
ら
焼
畑
や
放
牧
を
捉
え
、
野
生
と
栽
培
（
家
畜
）
の
中
間
に
あ
る
「
半
栽
培
」
の
状
態
に
留
意
す
る
立

場
に
、
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
福
井
勝
義
は
、
焼
畑
の
原
初
形
態
を
、
現
存
植
生
を
除
去
し
た
後
の
遷
移
を
半
栽
培
的
に

管
理
す
る
「
遷
移
畑
」
だ
と
想
定
す
る
と
と
も
に
、
放
牧
に
関
し
て
も
、
草
原
に
野
火
を
起
こ
し
て
家
畜
の
採
食
に
適
し
た
植
生
を

作
り
だ
し
、
動
物
の
群
れ
を
導
き
な
が
ら
遊
動
す
る
点
に
特
質
を
見
い
だ
し
て
い
る
（
福
井
：1983, 1994, 2004

）。
福
井
は
、
焼
畑

と
放
牧
が
非
科
学
的
あ
る
い
は
非
近
代
的
だ
と
非
難
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
火
と
遷
移
を
基
盤
と
す
る
営
み
が
、
自
然
と
の

共
存
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。

　

と
は
い
え
焼
畑
に
つ
い
て
は
、
森
林
破
壊
の
元
凶
と
い
う
「
焼
畑
悪
玉
論
」
が
、
国
際
機
関
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
教
科
書
を
通

じ
て
流
布
し
、
一
般
に
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
（O

’Brien

：2002, 

佐
藤
廉
也
：2016, 

大
崎
・
杉
浦
：2018

）。
そ
の

一
方
で
、
一
九
六
〇
年
代
頃
か
ら
農
業
生
態
学
的
な
分
析
と
肯
定
的
な
評
価
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
（
四し

方か
た

：2013, p.3

）。
こ
う
し
た
評
価
は
、
環
境
と
そ
の
利
用
の
持
続
可
能
性
を
重
視
す
る
価
値
観
や
、
半
栽
培
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る

環
境
利
用
へ
の
関
心
と
も
か
か
わ
り
つ
つ
、
生
態
学
的
な
問
題
意
識
を
も
つ
研
究
者
の
間
で
は
、
か
な
り
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
（
例
え
ば
、
原
田
・
鞍
田
：2011

）。
そ
の
な
か
で
、
単
に
生
態
系
へ
の
適
合
性
で
焼
畑
を
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
焼
畑

に
は
効
率
性
で
説
明
で
き
る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
し
、
労
働
生
産
性
の
高
さ
こ
そ
が
焼
畑
が
選
ば
れ
る
理
由
だ
と
す
る
佐
藤
廉
也
の

議
論
も
重
要
で
あ
る
（
佐
藤
廉
也
：2011

）。
自
然
と
の
か
か
わ
り
の
深
さ
は
、
焼
畑
が
そ
れ
だ
け
「
原
始
的
」
で
未
発
達
だ
と
い
う

誤
解
に
つ
な
が
り
や
す
い
が
、
焼
畑
が
今
な
お
生
業
と
し
て
存
続
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
担
っ
て
き
た
人
々
が
、
も
っ
と
も
合
理
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序　章

的
な
生
業
だ
と
選
択
し
て
き
た
結
果
で
あ
る
。
よ
り
「
近
代
的
」
な
生
業
の
方
が
、
つ
ね
に
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
社
会
が
「
焼
畑
を
さ
も
遅
れ
た
も
の
、
野
蛮
な
も
の
と
考
え
、
そ
う
ふ
る
ま
っ
て
き
た
」（
佐
藤
洋
一

郎
：2011, p.22

）
背
景
に
は
、
別
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
パ
イ
ン
は
、
近
代
の
人
間
と
火
の
関
係
に
影
響
し
た
二

つ
の
重
要
な
事
柄
と
し
て
、
近
代
的
な
科
学
の
発
展
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
帝
国
主
義
的
な
拡
張
を
挙
げ
て
い
る
（
パ
イ
ン
：2014, 

pp.166-170
）。
前
者
を
代
表
す
る
の
が
林
学
で
あ
り
、
林
学
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
ら
れ
た
火
の
統
制
─
─
あ
る
い
は
「
恐パ
イ
ロ
フ
ォ
ビ
ア

火
症
」─

─
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
拡
張
主
義
を
通
じ
て
世
界
中
の
植
民
地
に
広
が
っ
た
。
こ
う
し
た
林
学
的
な
価
値
観
に
お
い
て
は
、
焼
畑
に

と
も
な
う
森
林
の
焼
却
を
、「
火
に
よ
る
採
集
」
の
延
長
と
し
て
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。
焼
畑
の
火
は
、
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
た
林
産

資
源
の
「
破
壊
」
や
「
荒
廃
」
を
も
た
ら
す
無
益
な
燃
焼
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
焼
畑
は
、
否
定
や
抑

圧
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
反
発
や
妥
協
の
焦
点
と
な
り
や
す
く
、
そ
こ
に
は
国
家
や
地
域
の
林
政
と
焼
畑
の
当
事
者
と
の
対
立
、

あ
る
い
は
林
学
の
よ
う
な
学
知
と
在
来
の
経
験
知
と
の
対
立
と
い
う
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
渦
巻
く
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
パ
イ
ン
の
視
座
に
立
ち
返
れ
ば
、
野
生
の
火
や
焼
畑
の
火
に
対
す
る
忌
避
的
な
反
応
は
、
む
し
ろ
火
を
完
全
に
支
配
し
よ

う
と
す
る
近
代
の
産
業
社
会
の
あ
り
方
に
も
、
根
ざ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
パ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
化
石
燃
料
を
手
に
し
た
近

現
代
の
産
業
社
会
は
、「
第
三
の
火
」（
パ
イ
ン
：2003b, p.280

）
の
段
階
に
達
し
て
い
る
。
地
上
に
現
存
す
る
バ
イ
オ
マ
ス
と
は
別
に
、

地
下
か
ら
燃
料
を
得
た
人
間
は
、
火
を
完
全
に
支
配
下
に
置
き
、
意
の
ま
ま
に
用
い
、
管
理
し
て
い
る
。
こ
の
産
業
社
会
に
お
い
て

は
、
野
火
の
よ
う
な
「
第
一
の
火
」
の
野
生
の
ふ
る
ま
い
は
、
た
だ
ち
に
鎮
火
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
然
の
火
を
模
倣
し
、
そ
の

作
用
に
従
う
よ
う
に
見
え
る
焼
畑
の
よ
う
な
「
第
二
の
火
」
も
ま
た
、
あ
た
か
も
自
然
へ
の
従
属
の
よ
う
に
見
え
る
が
ゆ
え
に
、

「
消
火
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
森
と
火
の
環
境
史
』
と
題
す
る
本
書
は
、
右
の
よ
う
な
理
解
を
念
頭
に
お
い
て
、
日
本
の
焼
畑
の
歴
史
を
捉
え
な
お
す
試
み
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
農
業
史
の
一
分
野
と
し
て
の
焼
畑
史
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
か
つ
て
の
「
照
葉
樹
林
文
化
論
」
の
よ
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う
な
文
化
論
を
狙
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
焼
畑
の
火
が
飼
い
慣
ら
さ
れ
て
い
た
時
代
か
ら
、
そ
れ
が
社
会
的
に

ほ
ぼ
否
定
さ
れ
る
時
代
ま
で
の
変
化
を
視
野
に
入
れ
て
、
火
を
前
提
と
し
た
植
物
利
用
や
植
生
の
推
移
、
な
ら
び
に
そ
の
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
を
環
境
史
的
に
た
ど
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
沿
っ
て
、
次
節
で
は
日
本
の
焼
畑
の
研
究
史
を
概
観
し
、

そ
し
て
三
節
に
お
い
て
本
書
の
課
題
を
具
体
的
に
絞
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
日
本
の
焼
畑
研
究
史

　

二
〇
世
紀
半
ば
ま
で
日
本
各
地
で
営
ま
れ
て
い
た
焼
畑
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
著

者
も
か
か
わ
っ
た
「
焼
畑
関
係
文
献
目
録
」（
江
頭
ほ
か
：2011

）
は
一
〇
〇
〇
点
余
の
日
本
語
文
献
を
列
挙
し
て
お
り
、
そ
の
多
く

が
日
本
国
内
の
焼
畑
に
か
か
わ
る
。
ま
た
近
年
の
横
山
智
ら
の
レ
ビ
ュ
ー
は
、
生
態
的
な
い
し
農
法
的
な
観
点
を
中
心
に
研
究
成
果

を
概
観
し
て
い
る
（Y

okoyam
a et al

：2014

）。
さ
ら
に
、
国
外
の
焼
畑
に
関
し
て
日
本
語
で
書
か
れ
た
成
果
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、

国
内
を
対
象
と
し
た
研
究
群
と
相
互
に
影
響
し
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
本
書
は
日
本
（
と
そ
の
旧
植
民
地
）
の
焼
畑
を

研
究
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
以
下
で
は
基
本
的
に
は
日
本
の
焼
畑
を
対
象
と
し
た
研
究
に
絞
っ
て
概
観
し
た
い
。
以
下
、「
日
本

の
焼
畑
研
究
」
と
記
す
場
合
は
、
そ
う
し
た
日
本
の
焼
畑
を
対
象
と
し
た
研
究
群
を
指
す
も
の
と
す
る
。

　

た
だ
し
、
日
本
の
「
歴
史
学
に
お
け
る
焼
畑
の
研
究
史
は
、
極
め
て
貧
弱
」
で
あ
り
（
原
田
：2007, p.35

）、
環
境
史
的
な
焼
畑
研

究
は
か
な
り
遅
れ
て
登
場
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
前
近
代
日
本
の
農
業
史
に
関
す
る
著
書
の
な
か
で
、
焼
畑
の
た
め
に
一
章

を
割
い
た
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ェ
ア
シ
ュ
ア
は
、
日
本
の
歴
史
研
究
か
ら
焼
畑
作
物
は
「
欠
落
」
し
て
い
た
も
同
然
だ
っ

た
と
述
べ
て
い
る
（V

on V
erschuer

：2016, p.133

）。
対
照
的
に
地
理
学
者
や
民
俗
学
者
は
、
早
く
か
ら
自
身
と
同
じ
時
代
か
直
近

の
時
期
の
焼
畑
に
関
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
進
め
、
文
化
の
系
譜
や
伝
播
を
探
る
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
こ
う
し
た
研
究

群
を
こ
こ
で
は
「
同
時
代
的
」
な
焼
畑
研
究
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
同
時
代
的
な
焼
畑
研
究
は
、
歴
史
学
的
な
志
向
を
備
え
て
い
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本
書
が
成
る
ま
で
に
は
、
多
く
の
方
々
の
導
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
全
て
の
方
の
お
名
前
を
記
す
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
以
下
で
は
、
と
く
に
学
恩
を
感
じ
る
方
々
の
み
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

　

歴
史
地
理
学
分
野
で
は
、
著
者
が
研
究
を
始
め
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
焼
畑
の
歴
史
地
理
に
関
心
を
注
が
れ
て

き
た
溝
口
常
俊
先
生
と
伊
藤
寿
和
先
生
に
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
両
先
生
の
ご
研
究
は
、
著
者
に
と
っ
て
良
い
導

き
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
著
者
の
研
究
が
形
を
成
す
た
び
に
、
両
先
生
は
様
々
な
ご
助
言
を
く
だ
さ
っ
た
。

　

ま
た
、
平
成
一
八
年
度
（
二
〇
〇
六
）
に
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
、
さ
ら
に
平
成
一

九
年
度
（
二
〇
〇
七
）
か
ら
二
一
年
度
（
二
〇
〇
九
）
に
か
け
て
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
で
行
わ
れ
た
焼
畑
や

「
火
耕
」
に
関
す
る
共
同
研
究
で
は
、
学
際
的
な
視
野
か
ら
刺
激
的
な
研
究
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
裨
益
さ
れ

る
所
が
大
き
か
っ
た
。
本
書
の
う
ち
第
一
章
・
第
二
章
・
第
五
章
・
第
八
章
は
、
こ
の
共
同
研
究
で
の
取
り
組
み

と
関
わ
り
が
深
い
。
共
同
研
究
を
主
導
さ
れ
た
民
俗
学
の
六
車
由
実
先
生
、
日
本
史
の
原
田
信
男
先
生
、
哲
学
の

鞍
田
崇
先
生
に
は
、
特
に
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　

平
成
二
三
年
度
（
二
〇
一
一
）
か
ら
二
五
年
度
（
二
〇
一
三
）
に
か
け
て
は
、
地
理
的
近
代
性
に
関
わ
る
共
同
研

究
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
様
々
な
観
点
か
ら
モ
ダ
ニ
テ
ィ
を
捉
え
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
視
野
を
広
げ
る
機

会
を
得
た
。
本
書
の
第
六
章
は
、
も
と
も
と
、
こ
の
共
同
研
究
を
主
宰
さ
れ
た
島
津
俊
之
先
生
の
ご
研
究
に
導
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

平
成
二
七
年
度
（
二
〇
一
五
）
か
ら
三
年
間
、
さ
ら
に
継
続
し
て
平
成
三
〇
年
度
（
二
〇
一
八
）
以
降
、
帝
国
日
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謝　辞

本
の
林
業
に
関
す
る
地
理
学
・
林
学
・
環
境
史
に
ま
た
が
る
共
同
研
究
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
や
は
り
大
き

な
刺
激
を
受
け
て
い
る
。
本
書
の
序
章
と
第
七
章
は
、
こ
の
研
究
会
で
の
取
り
組
み
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
主

宰
さ
れ
て
い
る
中
島
弘
二
先
生
に
、
と
く
に
お
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　

な
お
、
国
際
歴
史
地
理
学
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｇ
）、
東
ア
ジ
ア
環
境
史
学
会
（
Ａ
Ｅ
Ａ
Ｅ
Ｈ
）、
人
文
地
理
学
会
、
歴
史

地
理
学
会
で
は
、
本
書
各
章
の
元
に
な
る
報
告
を
行
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
地
図
史
や
村
落
研
究
、
環
境
史
や

科
学
史
、
民
族
学
に
か
か
わ
る
様
々
な
研
究
会
で
、
発
表
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
学
会
や

研
究
会
、
な
ら
び
に
そ
の
場
で
批
判
や
助
言
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
も
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

　　

ま
た
、
本
書
が
成
る
ま
で
の
研
究
の
過
程
で
は
、
国
税
に
由
来
す
る
科
学
研
究
費
補
助
金
の
助
成
を
受
け
て
い

る
。
直
接
関
わ
る
も
の
の
み
左
に
示
し
て
、
感
謝
申
し
上
げ
る
。

奨
励
研
究
（
Ａ
）「
近
世
日
本
に
お
け
る
焼
畑
と
山
村
像
の
再
検
討
」（
研
究
代
表
者
・
米
家
泰
作
、
二
〇
〇
〇
～

二
〇
〇
一
年
度
、
課
題
番
号
一
二
七
八
〇
〇
六
三
）

若
手
研
究
（
Ｂ
）「
近
世
日
本
に
お
け
る
焼
畑
の
地
域
的
差
異
と
変
化
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
」（
研
究

代
表
者
・
米
家
泰
作
、
二
〇
〇
三
～
二
〇
〇
四
年
度
、
課
題
番
号
一
五
七
二
〇
二
〇
〇
）

若
手
研
究
（
Ｂ
）「
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
森
林
環
境
の
把
握
と
表
象
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的

研
究
」（
研
究
代
表
者
・
米
家
泰
作
、
二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
七
年
度
、
課
題
番
号
一
七
七
二
〇
二
一
四
）

基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
言
語
と
物
質
性
か
ら
み
た
地
理
的
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
構
築
に
関
す
る
地
理
学
史
的
研
究
」（
研

究
代
表
者
・
島
津
俊
之
、
二
〇
一
一
～
二
〇
一
三
年
度
、
課
題
番
号
二
三
三
二
〇
一
八
四
）

挑
戦
的
萌
芽
研
究
「
旧
日
本
帝
国
に
お
け
る
森
林
の
利
用
と
保
全
に
関
す
る
研
究

─
地
理
学
、
林
学
、
環
境
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史
の
視
点
か
ら

─
」（
研
究
代
表
者
・
中
島
弘
二
、
二
〇
一
五
～
一
七
年
度
、
課
題
番
号
一
五
Ｋ
一
二
九
五
〇
）

基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
帝
国
林
業
を
め
ぐ
る
知
と
実
践
の
展
開
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
中
島
弘
二
、
二
〇

一
八
年
度
～
、
課
題
番
号
一
八
Ｈ
〇
〇
六
四
二
）

　　

右
の
ほ
か
に
、
本
書
の
刊
行
に
際
し
て
は
、
二
〇
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
研
究
成
果
公
開
促
進
費

（
学
術
図
書
、
課
題
番
号
Ｊ
Ｐ
一
九
Ｈ
Ｐ
五
一
一
四
）
の
使
用
を
許
さ
れ
た
。
焼
畑
と
い
う
現
代
の
日
本
で
は
珍
し
い

営
み
を
扱
っ
た
本
書
が
、
図
書
の
市
場
で
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
る
か
、
著
者
と
し
て
も
決
し
て
楽
観
的
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
助
成
に
よ
っ
て
円
滑
に
出
版
に
至
っ
た
こ
と
に
は
、
た
だ
感
謝
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

ま
た
、
表
紙
カ
バ
ー
に
は
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
土
屋
又
三
郎
『
農
業
図
絵
』
よ
り
、「
遠
山
秋
薙
畑

焼
」
を
用
い
た
。
挿
絵
の
利
用
に
ご
配
慮
く
だ
さ
っ
た
農
山
漁
村
文
化
協
会
に
、
お
礼
申
し
上
げ
る
。
悠
然
と
焼

畑
の
火
を
見
上
げ
る
百
姓
を
描
い
た
こ
の
絵
は
、『
日
本
農
書
全
集
』（
山
田
ほ
か
：1983a, p.115

）
で
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

最
後
に
、
出
版
事
情
が
厳
し
い
中
、
本
書
の
刊
行
に
ご
理
解
を
い
た
だ
い
た
思
文
閣
出
版
と
、
担
当
し
て
く
だ

さ
っ
た
井
上
理
恵
子
さ
ん
、
そ
し
て
井
上
さ
ん
を
引
き
継
い
だ
三
浦
泰
保
さ
ん
に
、
お
礼
申
し
上
げ
る
。
本
書
の

文
章
が
少
し
で
も
読
み
や
す
く
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
三
浦
さ
ん
が
著
者
の
原
稿
か
ら
力
み
と
バ
グ
を

丁
寧
に
取
り
の
ぞ
い
て
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
で
あ
る
。

　　

二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
日 

米
家　

泰
作
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大崎晃 17
大住克博 23
大田伊久雄 243～4
大畑才蔵 163

小椋純一 23, 251
小田内通敏　 32, 278, 293, 295～6, 298～

9, 304, 312～3
織田氏 102, 115
──信長 102
小野重雄 113
小野武夫 13, 19, 30

か行

梶村秀樹 276, 302, 305, 307
加藤清正 112
加藤衛拡 17, 25, 144, 157
金山耕三 62
上山満之進 247, 249, 254
川瀬善太郎 191
川野和昭 23
神尾包暠 158
木越隆三 103～4
岸崎佐久治 158
金存錫 308～9, 311
金成七 308
木村茂光 14
木村修三 260～1
木村靖二 12, 202
吉良竜夫 230
葛間勘一 158, 163
久米金彌 249
クレグホーン，ヒュー 189
クレメンツ，フレデリック・E 210
グローヴ，リチャード 275
畔田翠山 47
黒田日出男 14
幸田清喜 9
ゴドレフスカ，アン 314
小早川氏 107
──秀秋 140
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小林寛利 158
高秉雲 17, 32, 276, 291
小堀新介 109
小宮山昌秀 174

さ行

サイード，エドワード 314
齋藤音作　 32, 194, 197, 211, 280, 285, 

289～91, 312, 323
サウァー，カール 4
酒井氏 73
──忠重 62, 70
阪上信次 192
佐々木高明
  10, 14, 20, 40～2, 49, 61～2, 87
佐々木長生 17, 62
佐々木彦一郎 9
佐竹氏 140
佐々成政 112
佐藤敬二 199
佐藤信淵 158, 166, 174
佐藤廉也 6
沢村東平 10
志賀泰山 255
鹿峰田理 158
宍戸乙熊 258～61, 269
柴田氏 104
──勝家 102
島津俊之 213
ジョーンズ，リース 4
新藤隆 10～1
申旼静 17, 276
菅原清康 10～1
諏訪氏 123
関戸明子 245, 263
善生永助 278, 297～8, 302, 304
相馬正胤 9

た行

高島得三　 210～3, 216～7, 219, 222～4, 
228, 238～40, 255

高橋廣明 141
高橋不二夫 261

高牧實 133
竹井恵美子 41, 49
武井弘一 17
武田氏 129
竹本豊重 20
橘礼吉 10, 16
建部清庵 177
田中喜代次 281
田中啓爾 9
田中壌　 210～3, 215～9, 222～4, 226, 

228～30, 233～4, 238～40, 256
田中豊治 14
谷彌兵衛 51
千葉徳爾 14～5, 17, 206, 234, 245
張赫宙 314
長宗我部氏 111, 114～6, 145
辻本侑生 18
道家充之 281, 287, 289
徳川氏 114, 118, 120, 133, 141, 145
戸田勝隆 107
豊臣氏 99, 107, 109, 114～5, 118, 140～1
──秀次 120～1
──秀長 109
──秀吉 102, 106～7, 114, 117, 120, 127
鳥居氏 64～7, 73

な行

長池敏弘 216, 223
長井政太郎 75
中小路純 133
中島弘二 211, 244, 277
中村明蔵 19, 139～40
中村一氏 128
成島道筑 166
西尾隆 260
丹羽邦男 18, 26, 175～6
丹羽長秀 104, 143
野本寛一 10, 154, 176

は行

バートン，グレゴリー 26, 275
パイン，スティーブン 3, 5～7

ii（371）



索　　　引

橋本傳左衛門
  32, 299～301, 303～4, 311, 313
長谷川六兵衛 158
畑井弘 14, 19, 23
蜂須賀氏 111～2
──家政 110
原田信男 17, 30, 63, 164
久武哲也 245
日根野高吉 123, 127
平岡直之 158
平沢清人 127
ピンショー，ギフォード 190
フォン・ヴェアシュア，シャルロッテ
  8, 19
福井勝義 6, 10～1, 18, 22, 57
福島正則 107
藤田佳久 15, 37, 41, 277, 281
武陽隠士泰路 163, 172
ブランディス，ディートリッヒ 188～90
古島敏雄　 12～4, 19, 25, 30, 98～9, 118, 

122, 127～8, 146, 152～3, 177, 321
ベネット，ブレット・S 28
保科氏 67, 73
細川幽斎 136
本多静六　 31～2, 58, 187, 191～9, 202, 

206, 209～13, 216～9, 222, 226, 228～
41, 256～8, 264, 271, 278, 280, 288～91, 
296～7, 301, 312, 322～4

ま行

マイル，ハインリッヒ　 212～3, 215～7, 
219, 222, 226, 230, 238～9

前田利家 143
万尾時春 158, 164
真壁用秀 158, 163, 165～6
松下智 59
松下志朗 140
松本寿三郎 112
丸山直樹 266
三浦保寿 14～5, 17, 25
水野祥子 28, 188～90
溝口常俊 15, 93
皆見和彦 245

三宅正久 277
宮林釜村 266
宮本勉 129
六車由実 62
村田為治 251～2
毛利氏 114, 116～7, 145
毛利氏（斯波氏庶流） 127
──秀頼 127
最上氏 64～5, 70
モリス・スズキ，テッサ 29

や行

柳田國男 9
山口貞夫 9, 41, 202
山口宗永 140
山口隆治 17
山口弥一郎 9, 61～3, 92, 202
山梨半造 311
山本徳三郎 193, 246
横川末吉 13
横山智 8
吉田敏弘 20, 138
依田貞種 261

ら行

ラジャン，S・ラヴィ 28

わ行

若林利朝 161
若林宗氏 161
渡邊忠壽 254, 260
渡辺為夫 62, 70
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【事　項】

あ行

『会津農書』 17, 62, 88
会津藩 88, 91

「愛林」思想 277
愛林日 211
アカマツ（赤松）　 38, 47, 57, 192, 197～8, 

204～5, 215, 222, 224～5, 229～30, 232
～4, 239, 256, 285～7, 290

赤松亡国論
  197, 206, 231～2, 234, 239, 286
秋焼き 42, 48～9
アグロフォレストリー
  15, 55, 59, 189, 203, 205
アズキ（小豆） 41, 48, 87, 89

『安倍之内井河之郷わんた村畠帳』 129
アベマキ 227
アボリジニ 4～5
アラキ 11
アラキ型焼畑 62
アラゲ 137
アワ（粟）　 41, 48～9, 87～9, 166, 169, 

175, 177, 194
『井河中野屋くさわ分畠帳』 129
イギリス帝国 28, 275
育成林業　 15, 17, 21～3, 27, 29, 37, 42, 

52, 55～6, 186, 320, 324
イタドリ 258
イチイ（櫟） 235
イチイガシ 38

『伊奈家地方伝記』 158
『今井之郷検地帳』 123
イモ（芋） 59, 109, 139
　　キクイモ 310～1
　　サツマイモ（薩摩芋） 41, 194
　　サトイモ 41, 47～9
　　ジャガイモ（馬鈴薯）
  41, 294～5, 299, 303, 309～10

入会林野 16, 94, 245
陰樹 229, 231, 233～4, 239～40
ウィルダネス（原生自然） 187
宇都宮藩 92
ウルシ（漆） 53～6
永高制 144, 146
エゴマ 41
エンドウ 41
延宝検地 44, 53, 70, 155～7, 159

『大草之内諸村検地帳』 127
オカボ（陸稲） 194
オリエンタリズム 314
尾張藩 17, 27
温突（オンドル） 198, 287～9

か行

飼い慣らされた火 4～5, 22, 26, 319
外邦図 280
科学的林業　 26, 186, 190～1, 193～4, 

204, 206, 209, 238, 240, 276
加賀藩 17
学知　 31, 240, 246, 254, 262, 270, 272, 

275～8, 293, 308～9, 323～4
学理 191, 212, 270

『風早郡忽那島大浦分検地帳』 108
カシ（櫧）　 38, 51, 216, 219, 222, 224, 228, 

230～2, 235, 238
片荒らし 118
火田整理　 32, 199～200, 280, 290～3, 

296, 298, 301～2, 304, 310～2, 323
火田整理委員会 278, 298

「火田整理に関する件」 292
『火田整理ニ関スル参考書』 299
火田調査 311, 313
火田調査委員会 299, 301～3, 309

「火田調査ニ関スル件」 299
『火田調査報告書』 299, 301
『火田の現状』 290, 297
火田民「指導」 278, 302
火田民収容事業 302
カノ型（焼畑） 61, 87
鹿野畑　 61, 67, 69～71, 73, 88～9, 91～2, 

98, 146, 165～7, 169～70, 173, 175
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カバ（樺） 230～1
カブ（蕪） 10, 41, 62, 87～8
甲山火田民事件 302, 305, 313
鎌倉幕府 98
カヤ（萱）　 50～1, 56～7, 164, 169, 171, 

247, 258, 260
カラマツ 197～8
苅畠 112～3, 121
カリヤス（苅安） 265, 269～70
苅生（畑）　 41, 100, 159～62, 166～7, 169

～71, 173, 175～6
寛永検地 67, 71, 73, 89, 92
環境主義　 26, 31, 186, 188, 205, 275～7, 

305, 308, 311～4, 322～4
『韓国森林視察復命書』 281
『韓国森林調査書』 281, 287, 289
間接的な森林の有用性 192
乾燥化理論 189～90, 193, 246
間帯　 214～5, 217, 222～6, 230, 239
関東御教書 98

『勧農固本録』 158, 160, 165
寛文検地
  44, 70, 73, 84, 144, 155～7, 159, 161
気候帯 192, 219, 222
木曽山林学校 266

『木曽山林報告』 223
『北大塩村田畑引得御帳』 123
木原 144～5
キビ（黍） 48, 89, 139
休閑期間　 5, 12, 22, 24, 41, 50～1, 54～6, 

59～60, 88, 164
休閑地 5, 10, 25, 51～2, 57, 103
恐火症 7, 21～2
郷土観念 296, 312
京都帝国大学 299, 311
極相（林）
  31, 198, 201, 215, 228～9, 231, 234
清澄山の帝大演習林
  258, 260, 264, 268～9, 271
切替畑　 9, 15, 41, 100, 113, 118, 128, 137

～8, 154, 163～4, 166～7, 169～70, 172
～3, 175～6, 196, 201～2

切畑　 14, 41～3, 46, 48, 50, 52, 54～5, 66, 

109, 111, 114～5, 119, 121, 124, 128, 
131～3, 135, 144, 146, 153, 157, 162, 
165～7, 173, 175

──法度 27
金峯山寺 40, 110
クス（楠） 216
クズ（葛） 50～1, 56
クヌギ（椚・櫟） 168, 215, 222, 230, 236
クリ 216～7, 222, 230
クリ帯 222, 226, 239

「栗屋浦縄打目録」 104
クロマツ（黒松） 215, 224～5, 229
黒松帯 216

『京城日報』 304
慶長検地　 43～4, 48, 54, 107, 109～10, 

113, 142, 144, 159
「原生自然」思想 187
検地条目　 30, 64, 70, 87, 100, 117, 121～

2, 130, 132, 135, 140, 146, 153～7, 159
　　和泉国検地条目 43, 131, 133
　　伊勢国検地条目 43, 131, 154
　　奥州会津検地条目
  113, 120, 122, 131, 138
　　信州高遠領検地条目 156, 162, 165
　　摂津国検地条目 156
　　美濃国検地条目 107, 113, 120
元和検地 67, 69, 71, 73, 79, 89～90
元禄検地 44

『江州内今在家検地帳』 106
「迎接寺領打渡坪付」 117
コウゾ（楮） 53～6, 59
甲府藩 159, 161
高野山（金剛峯寺） 40, 109～10
公有原野 263, 267

「公有原野取締規則」 263
「公有山林取締規則」 263
公有林野 249

「公有林野整理開発ニ関スル件」
  200, 259, 264
国字
  19, 20～1, 33, 42, 100, 113, 167, 174
国有林　 28, 215, 246, 251～3, 255, 276, 

281, 285, 291～3, 296～7, 302, 306, 312
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国有林野官行造林法 244
国有林野整理開発事業 244, 252

「公有林野整理開発ニ関スル件」 252
「公有林野ノ整理ニ関スル件」 247
国有林野法 244

「御前帳」 107, 120, 135
『国境二百里』 309
コナラ（枹）
  38, 47, 51, 215, 222, 225, 230, 269
コバ 199
コバ型（焼畑） 42, 49
ゴボウ 41, 47
混農林業 198～9, 203, 205, 292

さ行

菜園型焼畑 62
『最近朝鮮事情』 282
サクセッション説 210, 239
篠山藩 158, 164
雑穀輪作型焼畑 12
薩摩藩 139
砂漠化 192
サバンナ 4

「三郎兵衛山林田畠譲状」 103
三・一独立運動 308
山川藪沢公私共利 21
山農指導区 302

『算法地方大成』 166
山林局　 9, 12, 28, 40, 191, 200～1, 213, 

238, 247, 251～2, 254～5, 258～9, 262, 
264, 268, 271, 281

シイ（椎） 38, 224, 231～2, 235
「椎葉山内農業稼方其外品々書付」
  27, 178

『塩沢検地野帳』 123
『地方一様記』 158, 163
『地方落穂集』 163, 172～3
『地方聞書』 155～8, 160
『地方支配』 158
『地方袖中録』 158
『地方竹馬集』 158～62, 176
『地方の聞書』 48～9, 163～4

『地方凡例録』
  31, 88, 100, 146, 152, 164, 168, 170～7
猪垣 47～8
持続的産出 188, 191, 193, 204～5, 238
シデ 224
地頭 20, 98

『信濃毎日新聞』 266, 268
『祀部職掌類聚』 168
「島津氏分国検地斗代注文」 139
『四民格致重宝記』 158
主穀生産型焼畑 41
樹種変換 215, 223～6, 228, 230, 240, 256
樹木栽培 16, 21, 55, 58～9, 189

『貞享風俗帳』 88
庄内藩 64

「定納一紙」 67
「定納之事」 66～7
照葉樹林文化論 7, 10, 14, 18
正龍寺 137

『植物学雑誌』 211
織豊検地 99, 102
植民地主義 18
植民地的環境主義　 275, 277, 280, 291, 

293, 297, 304, 313～4
植民地的近代 277, 314
植民地的言説 277, 288, 314
植民地林学 26, 28, 188, 190～2, 240, 290
諸国山川掟 27, 162
白岩一揆 62, 70

「白岩目安之事」 87
シラカバ 269
シラビソ（シラベ）（白檜）
  38, 215, 218～9, 238
人為の火　 5, 12, 22～3, 25～6, 32, 37, 59, 

195, 200～1, 204, 209, 241, 243～4, 271, 
313, 319, 323～4

心象地理 288
新庄藩 64
森林局 188, 190

「森林原野山岳又ハ荒蕪地火入及焚火取締
規則」 264

森林主事 310
森林水源枯渇論 245
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森林の資源化 243～4, 262
森林博覧会 213
森林法 188, 201, 244, 247, 249, 280
森林令 291
水源涵養 189, 193, 197, 203～4, 235

「周防国都濃郡検地打渡坪付」 116
スギ（杉） 38, 52, 55～9, 169, 197, 203, 237
スゲ 258
ススキ 258

『正界録』 158
西南日本外帯 38, 49, 59, 91

「西南日本型」（焼畑） 49
世界農業センサス 9, 40, 106
関ヶ原の戦 43, 110, 135
施肥 13, 48, 171, 300, 313
遷移畑 6, 12
戦国大名検地 99, 102, 115～6

「禅定寺打渡坪付」 117
専門家専制的な構造 186, 308, 325
草原の焼畑 88～9, 171
総合地球環境学研究所 17

『総督府調査資料』 297
『増補田園類説』 152
ソーリ（そうり） 129, 141
属人主義 66～7
属地主義 66

「袖乞」慣行 14
ソバ（蕎麦）　 41, 47～9, 87～9, 91, 109, 

135, 139, 169, 171, 295, 300
村落類型（観） 23, 152, 177

た行

ターラント高等山林学校 191～2
第一の火 4, 7
第一期森林治水事業 199, 201, 204
退行遷移 192, 198, 201

『大固朱引御検地帳』 118
ダイコン（大根） 41, 88
第三の火 7
ダイズ（大豆） 41, 48, 87, 89, 109, 169
第二の火 4, 7
大日本山林会 199, 255

『大日本山林会報』
  212, 218～9, 255, 261～2

『大日本植物帯調査報告』
  212～3, 224, 238

「台湾森林図」 227
台湾領有 32
タカキビ 41
高崎藩 168, 171
高島藩 123～4

「高原村郷鑑帳」 52
竹の焼畑 11, 23

『田島郷御検地帳』 121
嘆願書 48, 53～5
短期休閑 100, 128, 145, 163
チーク 188～9

『地学雑誌』 212
地球温暖化問題 186

『地教用説集』 158
知的征服 314

「茅原野郷検地目録」 142
チャ（茶）（チャノキ） 53～6, 178
中間温帯 230

『中外日報』 306～7
『長興寺領検地帳』 119
朝鮮山林会 278

『朝鮮山林会報』 304, 308～9
『朝鮮新聞』 309
『朝鮮総督府月報』 288
朝鮮部落調査 293

「朝鮮林野分布図」　 32, 197～8, 278, 281
～2, 285, 287～90, 292, 312

直接的な森林の有用性 189
地理局 213

『地理細論集』 152, 158, 163, 165～6, 175
ツブラジイ 38

『都留郡村高帳』 135
帝国主義 7, 187, 323
帝国森林会 199
帝国農会 260

『帝国農会報』 261
帝国百科全書 212
帝国林学会議 190
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出作り
  40, 50, 55, 66～7, 69, 76, 86, 92, 124

「出羽国御検地条々」 122
「出羽国天童之郡田麦野村縄打水帳」 64
天正検地 110, 117, 119

『田法記』 158
ドイツ林学 28, 191, 243

『東京経済雑誌』 290
東京高等師範学校 293
東京山林学校 32, 191, 194, 211, 254
東京大学東洋文化研究所 278

（東京）帝国大学　 31, 191～3, 209, 238, 
254, 256, 258, 260, 264, 268～9, 290

東京農林学校 215
トウヒ 38, 216
東北芸術工科大学 17

『東洋学芸雑誌』 212
『督農要略』 158, 160
「土佐国土佐郡森村高山切畑地検帳」 114
斗代　 43～4, 53, 66～7, 69, 71, 100～3, 

106, 108～9, 111, 113, 117～21, 127～8, 
130～2, 134～6, 139～40, 142～3, 146, 
155, 159, 161, 163

斗代取米法 66, 70
土地生産性 60, 173, 178, 288, 303
トドマツ（椴松） 218～9, 238

「豊臣秀吉朱印検地斗代定」 139
『東亜日報』 306～7

な行

「直江兼続四季農戒書」 89
長野県臨時勧業諮問会 263
薙畑 41, 128, 165～7, 169～70, 173, 175
ナギハタ型焼畑 41, 49
名子 92
夏焼き 30, 41, 62, 87～9, 91
ナラ（枹・楢） 168, 231～2, 235, 269
ナラ林文化論 62
新見荘 20
西筑摩郡会 266
西筑摩郡牛馬特産組合 267
日韓併合 275, 280, 290

「日本森林植物帯論」　 31, 192, 194, 206, 

209～11, 217, 227, 231, 233～4, 238～
40, 256, 264, 286, 290, 322

熱帯林学 28, 188
農書 13, 88, 153, 163, 178

『農政座右』 174～5
『農政本論』 158, 160, 166, 174, 177
『農譚拾穂』 166～7
『農譚藪』 158
『野宇村検地帳』 127
野畑（野畠）　 43, 100, 106, 108, 131, 141, 

143, 165, 169～70

は行

ハイマツ（偃松） 215～6, 218～9
パイロフォビア（恐火症） 7, 21～2

「白頭山節」 309
幕府領 44, 53, 55, 70, 73, 87, 157～9
畠折法 143

「咸鏡南道甲山郡火田民家放火事件ト諺文
紙」 305

春焼き 41, 47～8, 62, 87～9, 91
半栽培　 6, 12, 22, 51, 54～5, 57, 237, 240, 

244, 261, 320
半自然草原 237
ハンノキ 198, 235, 269
火ー休閑地システム 5

「火入及焚火取締規則」 265
『火入ニ関スル事例』 200, 203, 262, 268
ヒエ（稗）　 41, 47～8, 87～9, 109, 166, 

169, 175, 177
火起こし棒耕作 4
ヒノキ（檜） 38, 55, 58～9, 169, 203, 237
福島町農会 265～6, 270
福昌寺 136～7

「福昌寺領目録」 136
「伏屋伝七等検地役人連署打渡坪付」 102
ブナ（山毛欅・椈）
  38, 215, 219, 222, 224, 230, 238
部落有林野 249, 251～2
プレーリー 4
文化景観 4

『文化風俗帳』 88, 91
分国検地（令） 107, 114～6, 141
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分付記載 66, 82
文禄検地　 43, 54, 107, 110, 119, 130, 132

～5, 140～2, 146
保安林 201
北鮮開拓 302

『北鮮開拓』 304
保護林 52
本多造林学 31, 196, 217～8

ま行

秣場 89, 200, 223, 243, 247, 260, 263
『眞志野村外山畠帳』 123
マツ（松） 51, 57, 169, 224～5, 237
松江藩 158

「満州小唄」 309
ミツマタ 59
水戸藩 174

『美馬郡口山半平山一宇山穴吹村拝村御検
地帳』 111

宮の平遺跡 40
ミュンヘン大学 215, 218

『民間備荒録』 177～8
ムギ（麦） 41, 49, 59
　　エンバク（燕麦） 294～5, 300
　　オオムギ（大麦） 42
　　コムギ（小麦） 42

『無枕雑補家宝記』 121
むつし 17

「陸奥国御検地条々」 122
村柄 171～2
無立木地
 251～2, 255, 261, 263, 282, 285, 289, 291
明治神宮 228

『毎日申報』 305, 307
モミ 38, 216

や行

焼畑悪玉論 6, 16, 26
『焼畑及切替畑ニ関スル調査』
  9, 164, 175, 202～3
山改め（山検地） 113, 133
山形藩
  61, 63～4, 67, 70～1, 73, 92～3, 155

「山川正龍寺領目録」 137～8
ヤマチャ 10, 59
陽樹 229～30, 233～4, 239
榕（樹） 215, 218～9
榕樹帯 217
要存予定林野 285, 292, 297
吉野林業 42, 52, 58, 196

『吉野林業全書』 58
米沢藩 64, 89

ら行

陸軍参謀本部 251
掠奪農法 300, 303, 313
領域型荘園 21
領主的林業 17, 27
林業前作農業型焼畑 186
輪作 12, 41
臨時水源経営調査委員会（東京市） 195～7
臨時土地調査局 292
林籍調査 280, 282

『林野に関する調査』 260, 262
「林野火入取締ノ件」 200, 253
労働生産性 6, 93, 173

わ行

『若林農書』 161～2
和歌山藩 43～4, 47, 52, 163

『和州吉野郡群山記』 47
早稲田大学 297
ワラビ 3, 51, 56, 258
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【地　名】

あ行

会津郡 121
赤岡村（陸奥国） 121
赤城山 169, 171
秋山郷（新潟県・長野県） 9
朝日村（甲斐国） 133
天谷（越前国） 102～3
鴨緑江 309
アメリカ合衆国 190, 210
新倉村（甲斐国） 135
有田川 40
有田郡 46
飯石郡 117
飯高郡 43, 132
飯田市 118
井川郷（駿河国） 129
イギリス 4, 187～8, 190, 193
伊豆市 235
和泉山地 42
猪谷（井谷）村（紀伊国） 46
イタリア 232
一宇山（阿波国） 111
伊都郡 42, 44
糸島市 140
井戸村（大和国） 54～5
伊那郡 118, 122, 127～8
指宿市 137
祖谷山（阿波国） 111
入来院（薩摩国） 138
岩科郷（伊豆国） 143
岩根沢村（出羽国） 75
岩本村（肥後国） 113
インド 187～9, 193, 215
上野原市 134
上山市 79
宇久須村（伊豆国） 142
雲南市 117

越前海岸 106
越前市 104
越前町 102, 104
エディンバラ 213
意宇郡 117
大井川 16, 129
オーストラリア 4～5, 217
オーストリア 196
大沢里村（伊豆国） 141～2
大滝村（越前国） 104～5
大駄郷（武蔵国） 145
大野村（甲斐国） 134
大味浦（越前国） 104～5
大淀村（出羽国） 73
大蕨村（出羽国） 71
小川郷（大和国） 51
置賜郡 63～4
大樟浦（越前国） 104, 106
押切川 75
小白府村（出羽国） 67
小深村（下野国） 140

か行

開田村 264
懸谷郷（出雲国） 117
鹿児島市 137
笠松村（紀伊国） 54
挊田荘（紀伊国） 42
月山 84
勝間田中村（遠江国） 119
かつらぎ町 109
甲山（郡） 294, 302
上阿久原郷（武蔵国） 145
上伊那郡 124
神川町 144
樺太 217, 219, 290
川上郷（大和国） 50, 132
川上村 50, 54, 132
江界（郡） 302, 308～9
紀伊山地　 29, 37～8, 40～2, 44, 47～9, 

55, 57～9, 98, 109～10
菊池市 112～3
木曽町 264～5
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木曽山 17, 27
北野沢郷（伊豆国） 142
北眞志野村（信濃国） 124
紀ノ川（吉野川）　 37～8, 40, 42～4, 46～

8, 51～4, 57, 59, 110, 164
君津市 235
九州山地 49, 59
清澄山 256, 258～9, 264
櫛田川 43, 46
櫛引郡 64
口山（阿波国） 111
忽那島（伊予国） 108
球磨郡 112
熊野川（十津川） 38, 41～2, 44, 46～7, 57
熊野市 109
雲見村（伊豆国） 141
栗屋浦（越前国） 104～6
鍬形村（伊勢国） 132
郡内領（甲斐国） 133, 169～70
京城 282
毛原浦（越前国） 104～6
蓋馬高原 294, 297
小明見村（甲斐国） 134
児玉郡 145
牛房野村（出羽国） 71
小森村（紀伊国） 109

さ行

寒河江川 62, 70, 84
三水郡 302
沢渡村（出羽国） 69
椎葉山（日向国） 14, 17, 27, 99, 177
四国山地 9, 49, 59, 114
静岡市 128
新義州 294
新興郡 302
志摩郡 140
下吾野郷（武蔵国） 144
下阿久原郷（武蔵国） 145
下郷町 121
常明寺村（出羽国） 67, 69
白岩本道寺村（出羽国） 89
白岩村（出羽国） 71

白鷹丘陵 79
白屋村（大和国） 50～2, 56～7
隅田荘（紀伊国） 42, 110
砂子関村（出羽国） 71, 75, 84, 87
諏訪郡 124
諏訪市 123
寒川村（紀伊国） 46
ソウル 282
西興里（咸鏡南道） 295

た行

田川郡 64
武木村（大和国） 50
多気町 132
滝平村（出羽国） 69
多摩川 195～6
多摩郡 144
田麦野村（出羽国） 64, 67, 69, 75, 79
秩父郡 144
茅原野郷(伊豆国） 142
慈城郡 302
長津（郡） 294～5, 302
中国山地 114
都濃郡 116
都留市 133
天童市 75
天竜川 14
ドイツ
  188, 191, 193, 196, 215, 217～8, 232
徳川郡 308
十津川郷（大和国） 40, 44, 47, 109
十津川村 109
利根川 195
富栖村（兵庫県） 200
虎岩村（信濃国） 118
東上面（咸鏡南道） 302

な行

那賀川 59
那賀郡 42, 141
長師村（伊予国） 108
名手荘（紀伊国） 42
行沢村（出羽国） 69
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新高山 32, 194, 211, 280
西伊豆町 141
西川町 84
西筑摩郡 264～6
仁科本郷（伊豆国） 143
野川村（出羽国） 69, 92

は行

バイエルン王国 215
榛原郡 119
芳賀郡 140
白山麓 9～10, 17
長谷堂村（出羽国） 69
八経ヶ岳 38
パプアニューギニア 185
咸興（郡） 294
榛名山 169, 171
班蛇口村（肥後国） 112
半平山（阿波国） 111
飯能市 144
日高川 44, 46
日高郡 44, 46, 54
人知村（大和国） 55
檜原村 144
姫路市 200
ビルマ（ミャンマー） 189
フィリピン 217
深沢村（出羽国） 69
福井市 104
福島町 262, 265～7, 269～70
釜山 282
豊山（郡） 302
富士吉田市 134～5
赴戦郡 302
厚昌（郡） 302
フランス 213
惠山鎮 294, 299, 302
辺田村（肥後国） 112
本庄市 145
ポンポルム（咸鏡南道） 302

ま行

牧之原市 119

松阪市 132
松崎町 141
松山市 108
万善寺村（出羽国） 69, 88
水見色村（駿河国） 128～9
南会津町 121
南眞志野村（信濃国） 124
箕輪町 124
美馬郡 111
宮川 38
三好市 111
茂山郡 302
狸森村（出羽国）
  66～7, 69, 75, 79, 89～91
村山郡　 61～4, 70～1, 73, 86, 88～9, 91, 

93～4, 98
牟婁郡 44, 109
最上川 75, 92
最上郡 63～4
茂木町 140
森村（土佐国） 114
門伝村（出羽国） 67

や行

屋久島 15
山川港 137～8
山川町 137
山口村（出羽国） 67, 69
山寺村（出羽国） 71
玉山（新高山）
  32, 194, 197, 211, 217, 227, 280
湯殿山 86
横川郷（伊豆国） 142
吉野郡　 29, 40～1, 43～4, 46, 48, 50, 53

～4, 109～10, 132, 157

ら行

六呂木村（伊勢国） 132
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