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明
治
時
代
の
小
山
大
火
災 

 
 

明
治
政
府
の
関
口
と
い
う
役
人
が
、
明
治
８
年
に
調
査
し
た
巡
察
復
命
の
中
の
「
美
濃
国
民
俗
誌
稿
」

に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
小
山
の
戸
数
１
３
０
戸
、
５
８
６
名
（
内
男
３
１
５
、
女
２
７

１
） 

 
 

去
る
明
治
七
年(

注)

五
月
回
禄
に
「
罹(

カ
カ)

」
り
、
村
内
大
半
焼
失
し
今
日
に
至
り
て
は
真
に
疲
弊

を
極
め
た
り
、
然
れ
ど
も
里
人
舟
業
を
勉
強
し
、
数
多
く
の
利
益
を
得
る
故
に
、
今
日
の
活
計
に
は
乏
し

か
ら
ず
。
と
あ
る 

注 

明
治
以
降
美
濃
加
茂
災
害
史
に
よ
れ
ば1

8
7
4

.5

に
小
山
大
火
と
あ
る 

小
山
の
ど
の
あ
た
り
が
燃
え
た
か 

 
 

左
地
図
は
、
美
濃
加
茂
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
の
原
図
の
上
に
、
明
治
初
期
の
小
山
村
絵
図
の
集
落
部
分

を
当
て
は
め
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
飛
騨
川
の
川
岸
は
ダ
ム
湖
に
な
っ
て
か
ら
水
位
が
上
昇
し
た
た
め
、

字
川
原
の
部
分
が
水
没
し
て
い
る
。
明
治
期
当
時
の
小
山
観
音
の
写
真
で
は
、
現
在
の
観
音
橋
付
近
は
川

原
と
な
っ
て
お
り
陸
続
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
小
山
の
船
溜
ま
り
は
観
音
島
よ
り
下
流
に
あ
り
、

加
茂
高
校
の
ボ
ー
ト
艇
庫
あ
た
り
、
土
井
原
付
近
に
か
け
て
、
舟
稼
業
の
人
々
の
集
落
と
な
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
当
時
の
小
山
の
舟
業
従
事
戸
数
は

7
9

戸
、
農
業
を
主
体
と
す
る
も
の
は

4
7

戸
、
こ
の

8
0

戸
程
度
が
全
焼
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
「
村
内
大
半
焼
失
し
」
と
い
う
記
述
と
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
「
村
内
の
地
勢
、
平
坦
な
れ
ど
も
痩
せ
地
、
加
う
る
に
人
口
に
比
較
す
る
に
は
田
畑
少
な
し
。

故
に
里
人
船
業
を
以
て
稼
ぎ
と
な
す
者
半
に
過
ぐ
。
船
業
の
も
の
７
９
戸
。
字
を
読
み
う
る
者
２
０
余
。

算
術
に
至
り
て
は
百
余
人
に
及
ぶ
べ
し
。
就
学
の
生
徒
と
雖
も
旧
来
の
筆
道
を
学
ぶ
の
み
。
日
々
勉
強
を

な
す
に
あ
ら
ず
。
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
「
小
山
は
痩
せ
地
が
多
く
、
田
畑
は
少
な

い
。
農
業
に
携
わ
る
人
は
少
な
く
、
船
稼
ぎ
が
多
く
を
占
め
る
。
学
校
は
あ
る
が
、
習
字
ぐ
ら
い
し
か
教

え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
計
算
が
出
来
る
者
が
多
い
。
」
と
い
う
こ
と
は
、
も
の
を
数
え
た
り
、
足
し
た

り
引
い
た
り
す
る
計
算
を
す
る
こ
と
が
船
業
に
従
事
す
る
こ
と
に
リ
ン
ク
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。
大

火
が
あ
り
、
村
の
大
半
が
消
失
し
た
が
、
「
船
業
に
よ
る
日
銭
稼
ぎ
の
た
め
、
日
々
の
暮
ら
し
に
は
事
欠

か
な
い
よ
う
で
あ
る
」
ま
た
、
「
小
山
観
音
の
下
は
船
た
ま
り
と
し
て
良
好
な
場
所
で
あ
り
、
こ
の
場
所

で
は
里
人
が
鯉
や
鮎
を
採
っ
て
い
る
」
と
い
う
記
録
を
残
し
て
い
る
。 

ヨ
ナ
ダ
ー
が
下
米
田
・
牧
野
の
色
々
な
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
す
る
よ 


