
7
､
他

姓

灘

土
木
粗
餐
喫

二
番
篤

昭
利
J.77和

光
f={

地
下
水
と
障
泣
工
事

l
四
六
-

1
七
七
拭

8
'
波

速

茶

地
下
水
に
就

い
て

地
球

第
十
三
准

1
九
〇
-

二
〇

1i
許

9
､
波

･;.g

封

土
木
地
封
撰

山方
披
誹
煉

地
既
準
及
び
ii=
放
物

騨

鹿
川
地
朋
嬰
の
部

地
下
水

10
㌧
助
川
亥
久
郷

縦
糸
u=:=
火
山
地
部
訓
光
軸
文

展
災
執
防
訓
教
骨

鞘
竹

節
八
十
四
班

11
､
大
日
本
地
紋
史
料

震
災
漁
船
調
教
骨
和
食

節
四
十
六
批
(
甲
)

怨
之
十

(
H
光
政
元
JI三
三
月
寅
文
政
十

1
叩
十

一
月
)

1
'
余
非

伐
行

光
政
倒
咋
粍
臓
地
鼻
紙

地
質

節
こ
な

三
八
九
-
凹

一
一
訂

凹
五
ニ
ー
四
七
六
耳

13
'
位
麗

侍
裁

地
粥
嘩
上
よ
-
月
た
る
鵜
朋
牛
抱
の
地
袋

地
串

雑
誌

第
三
十
六
年

1
1
二
二
許

14
､
佐
藤

侍
赦

泉
の
紀

地
単
離
認

節
三
十
二
叩

四
七
五
-
四
八
四
貫

15
､
位
脇

侍
戯

光
政
四
年
氾
泉
鼎
前
山
の
山
崩
祝
を
放
す

地
球

節
凹
脊

四
三
七
-
灼
四
六
京

16
､
火
親

好
告

光
政
田
中
肥
前
鳥
戚
総
裁
登

別
山
の
崩
胎
に
就
き

て

地
贋
蝉
郁
認

解
二
十
玉
谷

二
空

ハ
ー
二
五
八
質

17
､
大
橋

良

1

弧
魂
式
火
山
と
カ
ル
デ
ラ
式
火
山

地
排
単
評
論

解
三
谷

〓

空

ニ
ー

二

五
八
許

18
､
上
紙
式
次
邸

泉
に
な
る
ま
で

地
現
数
育

i.&
八
怨

三
五
三
-

三
五
七
貢

有

田

焼

の

経
済

地

理
撃

的

考

察
自

尾

ー
'
概

記

我
が
有
柾t
は
閣
商
日
本
に
於
け
る
製
陶
業
の
核
心
で

東
方
の
瀬
戸
と
朝
野
立
的
ほ
春
し
て
ゐ
る
乙
と
は
､
今-._ト

.,q
述
べ
る
ま
で
も
覆
い
FJ
と
で
あ
る
O
･-
･･･
『
本
邦
に

布
E
燐
の
離
溶
地
別
科
的
考
総

於
け
る
陶
磁
器
生
産
分
邪
に
つ
い
て
は
田
中
啓
爾
発
生

者
'
中
等
日
本
地
坪
第
五
十
四
京
を
御
参
照
の
礎
を
｡』

･･･-
･今
か
ら
次
に
普
通

一
般
に
知
ら
れ
て
ゐ
老

い
と
恩

は
れ
る
個
所
に
ふ
れ
て
見
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
｡

望

九

四

7



地

球

妨

十
八
番

扱
製
陶
業
が
磯
連
す
る
に
は
､
原
料
の
供
給
状
態

･

動
力
の
供
給
如
何

｡
或
は
努
力

･
消
費
地
と
の
譜
据
係

等
の
如
き
多
-
の
事
情
が
結
合
せ
ら
れ
て
始
め
て
そ
pJ

に
製
陶
地
と
し
て
の
栄
群
も
磯
生
し
て
-
る
わ
け
で
あ

る
○地

群
数
育
第
十
五
巻
五
批
及
び
六
既
に
は
佐
々
木
満

治
北
鐘
の

『
工
業
立
地
形
態
』
と
言
ふ
題
目
の
下
に
多

-
の
工
業
諸
型
式
が
畢
げ
ら
机
で
あ
る
｡
我
が
有
田
の

t

製
陶
工
業
が
あ
の
型
式
中
何
れ
は
鷹
す
る
も
の
な
み
や

ほ
つ
い
て
は
浅
撃
夜
私
の
よ
-
し
御
老

い
と
rJ
ろ
で
あ

る
か
ら
､
此
虜
に
猫
断
は
ぬ
き
ほ
す
る
.

要
す
る
に
'
世
界
無
比
の

性
質
を
帯
び
て
ゐ
る
と
言

は
れ
る
原
料
を
町
内
に
持
っ
て
ゐ
在
が
ら
そ
の
賓
有
明

海
の
出
口
を
る
天
草
島
か
ら
大
部
分
移
入
し
て
ゐ
る
状

憩
で
あ
る
｡
rJ
の
鮎
に
つ
い
て
は
地
坪
教
育
十
五
番
七

批
中
の
拙
稿

『
有
田
を
中
心
と
せ
る
陶
器
業
の
地
坪
的

一
両
』
に
つ
い
て
御
既
下
さ
5'｡

製
陶
業
は
本
邦
は
於
で
79
相
皆
古

い
歴
史
を
有
す
る

79
の
で
あ
る
が
､
各
-
家
内
工
業
的
で
あ
っ
た
骨
は
先

粛
代
々
樽

へ
ら
れ
た
和
博
と
言
ふ
も
の
が
多
か
っ
穴
馬

第
六
鞭

四
四
〇

拭
二

に
次
の
如

き
珊
由
か
ら
し
て
'
す
べ

ての
製
陶
地
の
位

置
が
谷
頭

に
在
っ
た
｡
否
現
在
は
於

でn
へ
も
あ
ら
ゆ

る
多
-
の
不
便
は
知
ら
夜
が
ら
荷
は
依
然
と
し
て
就
先

俸
雄
の
地
を
表
-
待
ず
に
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
｡

(
こ
和
倦
む
在
る
だ
け
他
に
79
ら
き
ぬ
と
の
風
習
｡

(二
)
燃
料
と
し
て
薪
炭
の
碍
易

い
山
地
を
え
ら

凡
だ

(≡
)傾
斜
地
を
利
用
し
た
上
身
窯
の
存
在
.

之
が
適
例
は
数
限
-
杏
-
あ
る
rJ
と
で
あ
ら
う
が
､

有
田
町
は
於
け
る
製
造
工
場
は

(
主
と
し

て上
身
窯
の

み
で
あ
っ
た
)
全
部
東
端
の
泉
山
と
言
ふ
廃
は
在
っ
た
｡

次
の
俗
謡
は
甚
だ
低
劣
で
は
あ
る
が
こ
の
間
の
消
息

を
充
分
言
以
表
は
し
た
も
の
と
息
ふ
か
ら
記
し
て
み
や

ち
ノ0

有

田

皿

山

茶
碗

山

チ
ョ
コ
く

登
れ
ば
嵐
山

之
は
今
も
時
々
子
供
の
間
は
詠
は
れ
で
ゐ
る
｡
大
人

で
も
何
か
の
席
ほ
て
は
出
さ
れ
て
ゐ
る
rJ
と
が
あ
る
｡

地
方
妹
豊
か
を
リ
ズ
ム
を
有
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
｡

斯
様
在
有
様
で
あ
っ
た
が
'
今
で
は
そ
の
跡
か
た
も



在
-
近
年
抽
兼
空

7'
三
の
家
内
工
業
的
を
と
こ
ろ
を

除
け
ば
全
部
平
坦
部

へ
と
移
動
し
た
の
で
'
覗
准
町
の

中
央
部
･････白

川
流
と
嵐
山
流
と
の
耐
支
流
合
し
て
ゐ

る
地
域
･･････ほ
小
規
模
な
が
ら
工
場
地
位
を
形
成
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
｡

二
㌧
燃
料
及
び
原
料

原
料
は
つ
い
で
は
拙
稿

『
有
田
を
中
心
と
せ
る
陶
器

業
の
地
班
的

一
再
』
に
出
て
ゐ
る
か
ら
此
虞
に
は
あ
ま

る
｡
翻
し
近
時
石
炭

･
白
炭
の
供
給
が
容
易
に
在
っ
て

凍
ね
せ
い
か
'

1
間
窯
は
各
部
石
炭
と
夜
-
､
赤
給
朝

の
方
は
全
部
白
炭
と
鼻
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
石

茨
は
東
邦
最
大
供
給
能
力
を
有
す
る
北
九
州
の
大
衆
田

を
接

へ
て
ゐ
る
た
め
'
大

い
に
そ
の
運
搬
費
に
於
で
利

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
白
炭
即
水
力
電
束
に
し
ろ
第

一

固
(
C
)
の
如
き
多
-
の
畿
電
所
の
分
布
を
見
そ
の
返
電

も
容
易
で
あ

る
｡

-,>
ふ
れ
を

い
rJ
と
は
す
る
｡
陶
土
は
町
の
尭
珊
な

る
泉
山
に
採
掘
せ
ら
れ
易
々
と
し
て
西
方
-
…
南

方
は
高
庇
を
減
ず
･･････の
工
場
地
閲

へ
童
に
荷
馬

革
に
依
･ct運
搬
せ
ら
れ
て
ゐ
る
.
勿
論
陶
土
に
は

そ
の
性
質
の
良
否
に
低
み

.i
等
･
二
等
二
二
等
な
ど

と
置
別
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
次
は
燃
料
は
つ
い
で
で

あ
る
が
､
以
前
は
燃
料
と
し
て
は
各
部
薪
炭
で
あ

っ
た
FJ
と
は
前
越
せ
る
如
-
で
あ
る
.
上
身
窯

･

亦
輪
窯
(飾
付
の
た
め
の
窯
)
共
は
薪
炭
で
あ
っ
カ

之
に
は
火
力
が
や
は
ら
か
で
あ
る
と
言
ふ
特
鮎
は

あ
る
が
同
時
に
火
力
が
錫
い
と
冨
ふ
欠
勤
に
も
在

村
日
焼
の
細
研
地
理
堺
的
考
察

節 -一間 費電斯分布間



地

球

第

十
八
巻

節
大
紋

三
､
陶
都
と
し
て
の
特
色

も
よ
そ
を
の
地
が
工
業
町
で
あ
る
か
'
商
業
町
在
る

か
､
或
は
叉
門
前
町
等
と
し
て
敏
捷
し
て
ゐ
る
町
で
あ

る
か
否
か
と
言
ふ
FJ
と
を

一
目
瞭
然
た
ら
し
め
る
た
め

に
は
､
該
町
の
職
業
別
分
布
問
を
作
製
し
て
み
る
こ
と

が
最
も
良

い
方
法
で
地
排
的
債
億
も
豊
富
で
あ
る
乙
と

は
今
証
弛
張
す
る
ま
で
も
覆

い
こ
と
で
あ
る
.

姉
二
間
は
有
朋
町
に
於
け
る
職
業
別
･･･‥
･製
陶
業
に

踊
係
あ
る
職
業
の
み

･･-
･ほ
依
る
分
布
図
で
あ
る
｡
即

ち
有
田
町
は
谷
底
は
聴
達
し
カ
兼
閥
に
細
長

い
四
粁
足

女
ニソ
rFマチ

ら
ず
の
谷

底

町

と

で
も
言
ふ
べ

き
と
こ
ろ
で
'
園
は
依

っ
て
見
る
如
-
本
通
わ
に
は
相
常
､
陶
砦
商
が
並
ん
で

ゐ
る
｡
有
1-日
町
で
主
査
と
rJ
ろ
は
間
中
A
か
ら
B
ま
で

で
あ
る
が
'
此
の
間
は
於
け
る
両
側
の
荷
造
は
両
せ
る

戸
数
は
全
部
で
二
百
五
十
三
月
で
あ
る
｡
乙
の
中
北
側

が
打
三
十
日
;
･
南
側
が
百
二
十
三
月
で
あ
る
｡
此
の
間

に
放
け
る
陶
調
商

(卸
商

･
小
吏
商
共
は
含

む
)
及
び

剰
付
業
舘
陶
器
商
は
北
側
に
三
十
五
月

｡
南
側
は
二
十

九
月
で
あ
る
か
ら
結
局
.
北
側
に
於
ノ上

一
六
･九
%
'
甫

固二

士FIM



側
に
於
三

三

二
ハ
%
と
を
-
両
側
を
通
じ
て
平
均
す

れ
ば
二
五

二
二
%
と
在
る
.
而
し
て
僅
か
三
割
に
過
ぎ

●
●

ず
し
て
陶
都
と
し
て
の
特
色
は
濃
厚
に
表
現
せ
ら
れ
て

ゐ
な

い
が
そ
れ
は
次
の
如
き
甜
由
か
ら
で
あ
る
｡

即
ち
有
仕1
町
は
工
業
的
栄
落
で
あ
る
と
同
時
に
又
佐

賀
煤
西
部
に
於
け
る
武
雄
速

決
｡伊
寓
里
等
と
相
ま
っ

て
地
方
的

一
小
粒
酒
的
栄
藤
在
る
乙
と
を
見
逃
し
て
は

な
ら
g
O
･,････町
の
中
央
部
隻
附
託
職
業
別
に
依
る
分

布
が
粗
な
る
は
全
i

J
の
中
央
部
に
は
地
方
向
の
謬
店

が
軒
を
並
べ
て
ゐ
る
｡
･
･-
･

脊
髄
融
(
本
家
)
｡
操
川
製
破
骨
禦

新
宅
)
の
二
っ
の

工
場
を
除
け
ば
他
は
大
部
分
家
内
工
業
式
で
あ
る
が
､

之
を
次
の
如
-
三
段
階
に
分
つ
｡

(
全
製
造
戸
数
に
封
す
る
率
)

(
〟
)
工

場

1
面

(
二
)牛
工
牛
家
内
工
業
的

1
甘

(
≡
)家
内
工
業
的

3
首

而
し
て
間
中
工
場
地
囲
む
除

い
た
地
域
は
殆
凡
ど
余

部
と
言
っ
て
い
び
位
家
内
工
業
的
で
あ
る
｡
殊
に
鶴
付

和
日
焼
の
総
研
地
即
興
的
考
雛

兼
は
至
っ
て
は
(
二
)
及
び
(
≡
)
に
簡
す
る
も
の
ば
か
-

で
あ
る
｡

四
'
市

と

行

商

市
の
時
期
を
五
月

盲

よ
-
七
日
ま
で
､
即
ち
五
月

に
選
ん
だ
瓢
は
最
も
よ
-
我
が
閲
に
於
け
る
気
候
状
態

を
考

へ
カ
も
の
と
言

へ
よ
う
｡
閣
松
浦
郡
陶
磁
器
工
業

組
合
の
主
催
に
L
V
P
通
解
減
ざ
ら

へ
叉
は
陶
器
市
と

言
は
れ
で
ゐ
る
0
骨
期
新
二

過
間
に
す
れ
ば
後
年
は
於

で
は
相
骨
ダ
リ
気
味
が
あ
る
が
そ
の
間

一
度
の
日
曜
日

欲
し
ruと
言
ふ
観
念
か
ら
で
あ
ら
う
｡
(
E

)

に
依
れ
ば

を
の
間
の
消
息
が
了
解
せ
ら
る
る
で
あ
ら
う
｡

汁

.･[:.;[
･..
E.I.･.:､'J..

亨

脚
棚

伽

仰

か

こ
の
此
の
表
を
見
ら
れ
る
や
う
望
む
｡

E.Ei.]1

凹
:i

即
ち
蘭
者

は
七
曜
別

及
び
そ
の

日
の
天
候

と
を
考

へ

人
目
は
せ
て



邪
十
八
雀

グ
丸
帝

`
水
″

i,

iL
ケ

ii
月
〃

～)
⑳

〃

見
よ
か

′

金

時

第
六
統

監

四

四六

っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
.
次
の
多
数
む
示
し
て
ゐ
る
の

が
即
ち
陶
器
市
を
軽

へ
て
ゐ
る
五
月

で
あ
る
｡
序
に
十

月
の
多

い
の
は
'
有
田
町
年
中
行
事

の

一
た
る
歌
祭
が

十
月
十
六

･
十
七
の
両
日
は
行
は
れ
る
の
と
'
同
月
初

旬
奄
年
伊
寓
里
に
於

で郡
内
青
年
観
の
陸
上
競
技
等
が

宥
は
れ
る
カ
め
で
あ

る｡
要
す
る
は
五
月
は
四
月
の
特

別
季
節
を
除
け
ば
断
然
頭
角
を
表
は
し
て
ゐ
る
｡

之
は
愈
期
中
に
於
け
る
乗
降
車
人
員
表
で
あ
る
が
次

の
(D
)表

は
依
っ
て

一
ケ
年
間
に
於
け
る
五
月
の
乗
降

車
人
員
が
ど
の
轟
度
は
あ
る
か
を
知
力
縛
る
こ
と
が
出

Ag･メ タ 8 ナ ノLI I/ /L ′屯 3

i乱訊

奇

令

呼

号

守

を

凍

る

｡
此
の
表

に
倣
れ
ば
四
月

最
大
多
数
を
不

し
て
ゐ
る
が
'

之
は
武
雄

｡
伊

苗
旦
方
面

へ
追

撃
す
る
男
女
中

撃
鐘
の
定
期
券

を
買
ふ
時
に
雷

墨躍 ' lt'N'ul'lL 耳

4 ナ L グ t P /+ // ′ま / 名 ∫

~~■~･.■→ノ桝

奇

九万
■】
7i

き
71

芳

食言
∫

次
に

五
月

一
日

よ
カ

七
H
ま
で

の

一
日
降
革
平

均
数
は

.i
三
五

〇
人
と
な
み
'

五
月
八
日
よ
-,L･

末
日
ま
で
の

.;

日
降
車
平
均
数

は

〓
ハ
八
人
と

在
る
｡

之
は

依
れ
ば
普
通
日
の
降
車
平
均
数

の
約
八
槽

と

い
ふ
乙
と
は
在
る

乙
と
は
依

っ
て
も
'
そ
の
潜
時
の

有
田
町
は
と
つ
で
は

.E
年
中
に
於

で
最
79
盛
況
を
量
す



/r'_hIこ九火鉢(池稀 ビ ンカケ)が人口にた くさん輔んであるが

拘〃1-1こ公ht額_校の朝~女外/k.徒が(焚可のため)た くさん人 ])追

んでゐるE.

畢
な
が
ら
も
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
に
依
る
道
路
が
立
派

に
完
成
し
て
ゐ
る
か
ら
､

両
日

.J
耕
し
た
現
状
を

見
物
に
今
年
の
陶
器
輔
に
A
Z
か
け
に
な
っ
て
は

如
何
?
)

次
に
陶
器
輔
期
間
中
に
於
け
る
上
有
朋
騨
降
客

地
方
別
間
を
作
製
し
て
み
ね
｡
節
四
周
(G
)
イ
は

之
で
あ
る
.

-
･･･有
附
騨
を
も
(i.
ひ
･･･-
･八
十
粁

祈

四

闘

(G
)
メ

る
rJ
と
が
わ
か
る
｡
耶
三
岡
(F
)
は
昨
年
の
惜
瀧
で
あ

る
J
(範
鼻
に
見
る
如
-
滋
肺
は
ホ
悠
然
と
し
て
ゐ
る
が

rlJれ
は
昭
利
二
弄

火
退
路
改
修
の
た
め
で
'
今
日
は
岡

村
日
焼

の
扱
ポ
地
珊
鞍
的
考
ホ



地

球

弟
十
八
旬

境
線
以
内
で
間
中
は
衣
ほ
れ
て
む
を
-
て
も
薯
際
そ
の

地
方
か
ら
来
客
が
夜
か
っ
た
乙
と
を
意
味
す
る
も
の
で

な
い
｡
あ
ま
り
少
な
い
の
で
輝
の
方
で
は
､
例

へ
ば
門

司
輝
か
ら
鳥
栖
輝
ま
で
と
言
ふ
工
各
に
数
を
出
し
て
あ

る
か
ら
で
あ
る
｡
又
第
三
問
(FE<)
の
左
方
は
見
る
が
如

(伝
)p

(
打
狐
の
中
は
不
明
な
る
を
以
て
撫
尤
数
を
示
す
)
O

節
六
雛

岩
山ハ

四
八

き
服
装
を
し
て
隣
村
あ
カ
･JL
か
ら
は
歩

い
て
凍
る
者
が

非
常
に
多

い
｡

(G
)
下
表
に
依
っ
て
東
の
大
開
が
武

雄

｡
酉
の
大
輔
は
佐
世
保
で
あ
る
乙
と
が
わ
か
る
｡

か
-
の
如
-
陶
器
市
期
間
中
は
於
で
は
有
田
町
に
と

っ
て
経
絡
的
ほ
最
も
大
を
る
影
響
を
及
ぼ
す
乙
と
に
を

る
rJ
と
が
わ
か
る
で
あ
ら
う
0
故
に

前
越
せ
る
如
-
A
か
ら
B
ま
で
の
囲

碁
商
は
三
割
に
過
ぎ
を
か
っ
た
が
'

乙
の
期
間
中
は
於
け
る
そ
れ
は
八
割

以
上
に
も
連
す
る
位
で
あ
る
｡

乙
の
市
と
現
在
上
有
田
輝
の
位
置

を
考

へ
て
み
る
ほ
､
町
の
登
展
上
密

接
不
離
の
踊
係
が
存
す
る
.
輝
が
著

し
町
の
中
央
部
に
あ
っ
た
と
し
ね
ら

皆
無
そ
れ
よ
さ
以
兼
は
漸
次
淋
び
れ

て
行
-
で
あ
ら
う
が
'
今
の
魔
東
端

に
あ
る
か
ら
先
づ
よ
い
と
言
ふ
も
の

の
東
部
は
あ
る
泉
山
隈
は
職
業
別
分

布
閲
で
見
る
如
-
陶
港
南
は
わ
づ
か



▲
二

月
に
過
ぎ
な

S,和
様
で
'
殊
に
陶
凝
心
に
於
け
る
A

か
ら
北
方
は
ど
-
淋
し
い
も
の
で
あ
る
｡
篤
は
町
内
に

''41. ヨこ JLLjl (H)

向ふの北川の応対lqrのLIlのlI)nkに{T梱れ(乍Ii()と柁 川和曲や
礼(斬'il)との旋-;I;-が見えてみる｡

和

田

塊

の

紐
耕
地
押
黙
的
堵
然

於
で
も
火
山
帖
は
戸
数
に
於
亡

山
番
多
い
が
紹
溝
的
〃

耐
か
ら
は
貧
弱
部
落
中
に
教

へ
ら
オt
て
ゐ
る
の
も
令
.-

乙
の
地
即
的
原
囚
か
ら
で
あ
る
.
折
.rTJ
囲
(H
)
は
･1
+.和

m
曙
に
於
け
る
川
化〓
状
況
で
あ
る
｡

行
商
と
-.･l=
へ
ば
越
中
宮
川
の
l日
韓
は
あ
ま
-
に
7e-̂和

泉
で
あ
る
.
rJ
の
地
方
で
は
行
商
人
の
こ
と
を
油
栴
『
デ

ア
キ
ナ
ヒ
』
と
1.｡‖
以
'
長
崎
線
開
通
以
水
漸
次
多
-
な
っ

て
水
力
が
そ
れ
以
前
に
於
て
は
並
帖
ま
で
歩

い
て
行
っ

て
焚
易
商
人
と
の
取
引
と
や
っ
て
わ
た
打
撲
で
あ
っ
.〟

人
正
八

･
九
年
の
令
嬢
時
代
に
は
二
〇
C
人
以
-二
ゐ
ね

と
:.(=
ふ
が
今
で
は

.

人
止
ら
ず
化
の
も
の
で
あ
ら

う
｡
･

行
摘
人
の
吸
の
明
確
な
の
が
わ
か
-
ほ
-

い

の
は
'
経
で
も
人
帖
の
常
と
し
て
他
に
知
ら
れ
る
の
か
"

防
が
ふ
と
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
-
…
舵
近
は
rJ
の
行
内

非
に
も
女
性
の
は
日
を
見
る
や
う
に
な
っ
た
と
言
ふ
が

此
塵
に
も
恥
骨
の
k
峡
が
現
は
れ
て
水
で
ゐ
る
｡
そ
の

行
先
地
と
し
て

は
､
九
州
内
に
は
大
鵬
支
店
を
布
し
て

ゐ
る
か
ら
九
州
以
外
の
地
が
張
も
多

い
が
'
之
が
大
部

分
日
用
品
で
あ
る
か
ら
あ
せ
-
机
総
は
見
川
rJ
れ
な

い

で
日
本
食
切
に
わ
た
-
溝
洲

･
上
海
方
面

へ
も
川
か
け

門
川
七

四
九



節
十
八
谷

て
ゐ
る
と
言
ふ
｡

近
年
経
溶
射
の
不
振
甚
だ
し
-
､
従
来
の
緊
師
政
策

は
大
い
に
陶
業
鼎
は
シ
ョ
ッ
ク
を
典

へ
光
｡
人
間
79
窮

す
れ
ば
通
ず
と
や
ら
､

産
業
知
事
と
ま
で
の
ニ
ッ
ク
ネ

ー
ム
を
う
け
空

別
知
事
牛
井
酒
殿
の
指
導
奨
励
の
効
あ

っ
て
か
'
敢
近

1
部
の
方
面
に
向
っ
て
和
皆
の
進
出
を

見
せ
つ
つ
あ
る
｡

中
で
も
婦
人
用
装
飾
晶
と
し
て
の
背
止
の
如

き
は
そ

の
教
わ
る
も
の
で
あ
ら
う
｡
之
は

『
イ
コ
ミ
』
に
依
っ

て
作
ら
れ
る
79
の
多
-
そ
の
上
小
型
で
あ
る
か
ら
製
作

費
は
ご
-
わ
づ
か
で
出
凍
上
る
｡
と
rJ
ろ
が
名
前
が
装

飾
晶
と
き
て
ゐ
る
も
ん
だ
か
ら
高
-
安
ら
を

い
と
却
っ

て
恥
骨

の
需
妻
が
少
を

い
と
言
ふ
話
も
聞
か
老

い
で
は

な

い
｡
次
は
列
軍
内
使
用
の
茶
出
し
､
酒
樽
代
用
の
も

の
で
大
小
幾
多
の
型
が
作
ら
れ
店
頭
に
永
-
す
え
て
置

-
や
う
在
の
ほ
は
到
抵
杉
材
の
比
で
は
あ
る
ま

い
｡
或

は
従
来
ブ
リ
キ
製
で
あ
っ
た
手
洗
器
ま
で
事
が
延
び
つ

つ
あ
る
が
末
だ
大
衆
向
で
は
を
-
､
上
流
動
食
の
も
の

で
あ
ら
う
｡

長

い
間
製
造
家
と
商
人
の
間
に
は
論
争
が
ね
え
夜
か

節
大
助

琵

八

五

〇

っ
ね
が
去
る

1
月
有
田
陶
磁
蕃
工
業
粗
食
在
る
両
者
の

提
携
が
布
は
れ
裡
馨
の
各
班
化
に
依
る
亜
産
費
の
低
減

を
期
し
'
燃
料
と
原
料
の
共
同
購
入
を
行
っ
て
ゐ
孜
が

之
と
封
立
す
る
共
同
版
薯
を
行
っ
て
版
勝
の
班
張
を
と

げ
る
必
要
は
せ
ま
ら
れ
つ
以
ほ
郡
内
は
工
業
組
各
倉
庫

の
四
棟
の
鍵
輿
を
見
た
｡

有
田
町

l

有
田
利

7

大
川
内
相

二

今
後
倉
庫
を
大

い
に
利
用
し
皆
業
者
の
冷
凍
に
依
る
本

膳
陶
業
卦
の
刷
新
飛
躍
を
期
し
て
ゐ
る
有
様
で
あ
る
｡

五
､
労

力

問

題

人
文
地
坪
の
方
面
で
最
近
特
は

『
人
間
』
の
力
在
る

も
の
が
弛
張
せ
ら
れ
る
や
う
ほ
を
つ
ね
乙
と
は
省
ぶ
べ

き
現
象
で
常
然
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
0
吾
人
が
身
は
つ

け
る
帽
子
も
服

･
着
物
も
下
駄

･
靴
も
共
に
-

人
間

の
カ
と
言
ふ
も
の
を
除
外
し
tiJ
は
到
底
考

へ
得
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
｡

製
陶
業
は
放
け
る
仕
事
の
種
頻
に
依
っ
て
次
の
加
-

三
大
別
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
.

(
一
)細
工

(
二
)翰
工
(
エ
カ
キ
)



(
≡
)郵
工
(
ア
ラ
シ
コ
)

(
一
)細
工
-
-
･と

の
仕
事
は
相
常
の
髄
カ
が
い
る
の
で

す
べ
三

1十
五
エ
ハ
歳
-
五
十
歳
位
ま
で
の
男
で
あ
る
｡

之
等
(
i
)(
二
)(
≡
)
の
人
口
年
愉
構
成
間
を
作
製
す
れ

ば

一
暦
明
瞭
と
な
る
け
れ
ど
も
そ
の
域
ま
で
達
し
で
ゐ

な

い
か
ら
横
目
に
ゆ
づ
る
rJ
と
は
す
る
｡

(
二
)塘
工
(
エ
カ
キ
と
迫
網
す
)之
は
細
分
粗
す
れ
ば
さ

れ
る
が
乙
J
に
は
割
愛
し
や
う
｡
之
は
終
日
坐
し
て
の

仕
輩
だ
か
ら
あ
ま
-
鰭
力
は
S
ら
な

い
靭
係
上
婦
人
の

就
職
が
非
常
に
多

い
.

一
例
を
あ
ぐ
れ
ば
次
の
や
う
で

あ
る
O

A
浅
川
製
磁
骨

就
(
新
宅
)

種

別

染

付

瓜
判

月

B
今
泉
工
場

濃

廿

嚇

=刊

rJ
A
売
却
情
の
た
め
は
､
小
学
校
を
出
た
娘
達
は
(今

で
は
公
民
撃
枚
で
給
番
の
賓
智
が
あ
っ

てゐ
る
)
各
工

村
日
焼
の
総
研
地
伽
蝉
的
撃
.折
:

場
は
見
習
工
と
し
て
暫
時
無
賃
で
働

き
'
や
が
て
腕
に

腰
じ
て
給
料
を
支
給
せ
ら
れ
そ
し
て
五
･
六
年
も
辛
棒

し
て
ゐ
る
と
嫁
入
仕
宅
も
相
常
に
出
来
る
や
う
に
な
る

と
の
こ
と
で
あ
る
｡

(
≡
)雛
工
(
ア
ラ
シ
コ
)

雅
で
あ
る
だ
け
に
仕
事
が

一
般
に
軍
純
で
あ
る
た
め

誰
に
で
も
す
ぐ
慣
れ
る
｡
隣
村
か
ら
出
か
け
て
凍
る
者

は
多
く
之
に
従
事
し
て
ゐ
る
｡
即
ち
農
村
の
捷
間
期
を

利
用
し
て
出
様
の
状

態は
あ
っ
力
が
､
盤
閑
期
即
ち
工

繁
期
琴
b
ざ
る
た
め
と
､
隣
村
殆
ん
ど
が
他
府
膳
の
そ

れ
に
此
し
て
劣
カ
､
直
線
的
農
業
経
蘭
に
あ
ま
凡
じ
て

ゐ
る
貧
窮
在
る
純
農
村
で
あ
る
だ
け
に
､
新
工
と
し
て

を
-
と
出
か
け
凍
る
こ
と
は
眼

前に
見
え
た
る
財
貨
の

供
給
所
で
あ
っ
て
-
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
近
凍
つ｣
の
現
象

が
著
し
く
怒
ら

.L
年
数
通
じ
て
通
勤
す
る
と
言
ふ
工
合

に
ま
で
在
っ
て
凍
ね
O

一
番
多

い
の
は
東
部
は
通
る
佳
岩
村
の
立
野
州
内
と

冨
ふ
附
近
か
ら
で
距
離
の
摘
係
上
殆
ル
ビ
各
部
日
韓
革

通
勤
で
あ
り
女
工
は

一
人
も
見
え
な
い
｡
攻
に
同
相
宮

野
方
両

へ
迫
ず
る
道
路
に
依
る
通
勤
者
も
垂
郵
男
子
で

群

山

:i

.I



地

..

､
ー球

筋
十
八
怨

あ
る
が
乙
の
方
面
の
者
は
各
部
白
幡
革
通
勤
で
は
覆

い

次
は
閣
隣
の
有
田
村
か
ら
で
あ
る
が
､
rJ
の
村
内
舵
は

二

二
二
ヶ
所
製
陶
工
場
が
あ
る
力
め

一
部
分
の
み
有
性-

町
の
方

へ
出
か
け
て
ゐ
る
｡
次
の
如
し
｡

有
田
村
内
の
部
落
名

桑

満

場

大

野

村 Jl

男
六 三に八 六 工

女
三 一 〇 凹 工

計
九

三
二

乙
の
有
相
和
は
有
田
町
と
殆
ん
ど
そ
の
荷
造
に
於
で

は
蓮
捜
し
て
ゐ
て
距
離
も
近

い
死
め
に
八
人
の
女
工
が

節
六
折

田

雷

五
二

を
-
耐
79
日
将
軍
通
勤
者

1
<
79
ゐ
覆

い
の
で
あ
る
｡

有
田
町
内
は
於
て
は
前
記
の
泉
山
閲
は
月
数
が
濃
も
多

-
両
も
経
酒
的

ほ貧
窮
を
部
落
中
に
は
い
る
と
言
っ
た

の
も
登
-
rJ
の
部
落
が
最
も
大
在
る
鼻
カ
の
補
給
地
置

た
る
所
以
を
も

っ
て
を
み
｡
所
謂
職
工
鮎
落
と
で
重
言

ふ
べ
き
だ
ら
う
.

大
､
結

語

以
上
皆
様
の
前
に
出
し
ね
ら
甚
だ
つ
ま
ら
覆

い
も
の

で
す
が
'
私
に
と
つ
て
は
相
皆
努
力
を
は
ら

つ
た
と
rJ

ろ
も
あ

み
ま
す
0
之
に
依
っ
て
蔑
介
在
-
と
も
製
陶
業

の
内
面
が
御
わ
か
-
ほ
在
っ
た
ら
望
外

の
串
で
あ
る
｡

長

い
愚
見
を
之
で
終
る
こ
と
に
致
し
ま
す
｡(
七
三
三

八
)

0
カ
ム
夢
ヤ
ツ

カ

の

泥
炭

1
聖

二
隼

調

教

除

の
発
表
軸
怨

に
よ
れ
ば
}
舛
地
調
教
を
な
せ
る
四
海
梓
キ
ゲ
イ
ノ
川
よ
り
イ
ー

チ
ャ
迄
の
間

に
於
て
は
泥
淡
は
平
均
三
メ
ー
ト
ル
の
暦
を
以
て
三
十
鵜
(
ク
タ
ー
ル
の
地
域
に
凝
り
て
地
裁
九
倍
噸
に
接
す
､
戯
暦
は
佃
オ
1-
ツ
ク
梅

約
梓
に
治
ひ

北
方
に
延
び
約
四
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
亙
る
見
込
､
金
地
赦
何
桁

は
好
三
十
璃
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
下
ら
ず
と
い
ふ
'
米
粒
弾
に
於

け
る
調
教
は
碓
墳
な

ら
ざ
る
も
泥
･:加
地
縄
地
と
し
て
は
ペ
ト
ロ
パ
ゥ
p
フ
ス
ク
附
近
即
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