
地

政

妨
二
十
三
谷

村
速
は
7
00
m
蓮
に
あ
っ
た
ら
し
-
K
a
r
ら
し
い
地
貌

の
視
が
み
ら
れ
る
｡
し
か
し
小
盆
地
'
小
潮
が

9
00
m

速

の
線
上
に
多
数
み
ら
れ
る
放
'
乙
の
蓮
の
雪
線
持
薦
期

間
が
教
も
長
か
つ
ね
も
の
で
は
夜
い
か
と
恩
は
れ
る
｡

次
は
急
激
は
後
過
し
.
)
lo
o
m
-
12
00
m
蓮
と
な
っ
た

も
の
で
.
両
者
と
も
河
川

の
源
が
多
-
､
小
規
模
な
堪

池

｡
荻
牢

･
釜
等
の
小
カ
ー

ル
の
遺
跡
が
見
出
せ
る
｡

本
地
方
の
氷
河
は
山
鹿
型
(P
ied
m
ount
t
ype)那

山
番
長
-
p
琴
線
が
伐
か
つ
LJ
馬

､
叉
本
邦
の

氷
河
春

頂
期
間
の
短
か
っ
た
馬
'
高
山
の
山
頂
は
完
盆
に
A
字

峯
と
す
る
は
寅
ら
ず
消
失
し
た
の
で
あ
ら
う
が
.
放
安

節
二
舵

二
高

光
二

速
か
ら
は
相
皆
は
A
苧
峯
が
み
う
け
ら
れ
る
｡

前
述
の
如
-
､
L
oa
m

の
成
因
も
氷
河
と
密
接
な
踊

係
を
有
し
､
小
川
博

士
の
説
の
如
-
間
氷
期
の
風
成
層

で
､
黄
土
も
同
種
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
皿
は
れ

る
0乙

の
外
甲
府
盆
地
の
周
遊
に
は
舶
皆
を
氷
埴
土
の
分

布
が
あ
る
と
地
形

･
古
記
錬
等
か
ら
想
像
せ
ら
れ
る
｡

四
万
日
峰
山
麓
の
常
雄

･
大
柿
等
も
乙
の
補
の
も
の
で

は
な

い
だ
ら
う
か
｡
五
日
市
砂
塵
層
等
も
面
白

い
研
究

題
目
だ
と
恩
ふ
o

(完
)

(
人
文
地
班
の
問
題
は
次
の
機
骨
に
ゆ
づ
る
)

衆

磯

民

俗
誌

小

蒲

六
､
採

掘

と

搬

出

石
衣
採
掘
に
就

い
て
古
文
献
に
見
え

てゐ
る
の
は
軍

寧
衰

山

口

禰

7

都

は

『
掘
る
』
と
言
ふ
rJ
と
で
筑
前
囲
績
風
土
記
の

｢
両

に
も
は
る
｣

｡
新
法
三
才
岡
倉
の

｢
人
掘
取
之
｣
｡雲
状
志



の
｢
川
中
は
掘
禍
て
｣

｢
石
衣
を
据
rJ
と
｣
｡

陶
犬
新
尊

の

｢山
中

よ
か
掘

-
出
す
石
は

し
て
｣
等
で
あ
る
｡

本
草
綱
目
称
数
に
も

｢
有
数
は
銅
山
の
如

-
山
を
掘
-
て
切
出

す
｣
と
あ
-
'
其
の

推
藍
時
代
に
は
旋
暦

の
露
頭
よ
-
捕
-
出

す
に
過
ぎ
な
か
っ
た

も
の
と
恩
は
れ
る
｡

岡
田
博
士
が

『
本
邦

古
代
の
探
淡
技
術
に

就
て
』
に
放
て
磯
衷

せ
ら
れ
東
唐
津
町
菊
池
毅
に
樽
は
る
循
巻
物
と
言
ふ
の

に
は
怨
兼
に
天
明
四
甲
辰
年
(
西
紀

一
七
八
四
)
秋
七
月

肥
前
唐
津
城
南
隠
士
木
崎
耽
々
斬
入
道
解
糖
､
行
年
七

:.AJ磯
拭
俗
談
小
柄

十
三
歳
と
記
し
あ
-
､

唐

津

放

けt

は

享

保

(
西
紀
一

七

二
ハ
I

f
七
三
五
)
の
頃
北
淡
芳
村
争
ド
ウ
メ
キ
の
江~

間
中
は
良
民
が
炭
層
を
磯
風
し
た
と
幡
ふ
る
か
ら
潜
時

]
.L'1.Lj

;j
H
;



地

球

節
二
十
三
谷

の
採
炭
の
状
態
を
描
い
た
も
の
と
し
て
'
恐
ら
-
現
在

本
邦
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
敵
背
の
探
駄
状
態
持
寄
の
覚
束

な
文
献
で
あ
ら
う
IU
瓜
ふ
｡
次
に
其
の
給
巻
物
中
の
記

部
を
掲
げ
て
み
る
｡

'-

-.･/

7

1

.･ル

･
;

･

･[,]し

l､
畑

に

て
は

ポ

…次
北
色
か
漆

又
兜
し
日
本
に
も
何
様
な
り
､
不
…次
不

-
すり
ヤ

や
う
払

尖
内
の
地
i!
で
は

薬

帖

免

を
訳
て
乾
漆
と
し
､
甜

鮮

不
知
し
て
こ

れ
を
も
ち
ゆ
'
伐
て
免
を
阿
部
と
い
ふ
な
り
｡
但
余
鎚
網
棚

の
川

を
ば
成
し
て
か
な
川
と
い
ふ
な
り
'
赴
を
も
穴
と
い
ふ
部
を
忌
て

_Jr)
棚
と
い
ふ
也
､
は
り
入
る
H
を
も
針
目
と
い
ふ
な
U
t
間
滞
日
と

い
ふ
が
ど
と
し
｡

l
､
ポ
:.S
の
ほ
り
伊
は
閥
に
よ
り
､
桝
に
よ
り
て
速
ふ
也
｡
必
=_
の
み

に
か
ぎ
ら
ず
し
て
…次
の
あ
る
所
僻
き
は
淡

の
上
目州
也
｡
件
は
北

つ

(･:,.I

幣
に
桐
り
火
よ
り
叉
机
に
は
る
也
｡
足
を
釣

瓶

州
と
云
｡
tIj
水
多

-
水
脚
り
弧
専
政
に
水
も
釣
瓶
に
て
汲
と
り
'
前
淡
を
も
つ
り
揚

る
也
.
叉
石
淡
を
図
に
よ
っ
て
仙村
木
と
云
な
り
｡
淡

の
名
あ
れ
ど

も
燃
ゆ
る
物
な
れ
ば
此
名

1
現
あ
り
｡

h
き

1
.
ポ
淡
は
生

石

に
て
も
髄
-
も
ゆ
る
0
併
し
港
だ
匂
ひ
探
し
｡
ニ
庶

め
は
匂
紬
し

11
徳

.I
欠
場
o
全
林
は
二
肱
川
立
も
の
な
れ
ば
穂
川

多
き
伸
也
｡
初
煩
は
匂
ひ
破
き
故
に
放
る
人
あ
り
て
二
度
め
を
川

ふ
る
番
多
L
t
二
淀
め
池
も
匂
な
き
に
あ
ら
ず
O

一
､
市
況

の
有
-
併
山
根
に
あ
る
所
は
見
立
次
節
に
山
を
穿
ち
石
･:S
に

1
'

.L

.
i
､

.I

.

節
二
班

二

義

T先
例

あ
い
て
光
よ
り
溝
に
射
り
入
る
也
o
是
を
起
込
と
云
也
D

祐
月
山
紳
祭
あ
け
'
･:釈
は
り
北
ハ縄
だ
侶
仰
す
る
也
｡
･:桃
山
は
四
月

十
四
日
｡
甘
四
日
誓

一
日
に
欄
i-J
｡
山
伏
の
籾
を
呼
ん
で
祈
念
す

る
な
り
｡
附
し
木
川
は
朔
日
｡
十

.i
H
｡
骨

1.
日
の
三
ケ
日
也
｡

枇
山
は
九
日

｡
十
九
日
｡
骨
九
円
の
三
日
也
o

ま
ぶ
の
車
に
大
井
山村
と
い
ふ
あ
り
､
此
大
井
放
き
虚
は
蛸
-
凡
六

リ
rC

祥

計
､
封
に
わ
れ
め
称
祈
り
て
危
-
掃
出
ひ
の
桝
に
は
前
を
柾
の

如
-
切
り
の
こ
し
､或
は
木

の
札
を
丈
火
に
た
て
1
州
入
る
番
地
｡

丑
見
計
ら
ひ
也
茄
を
粧

の
如
-
切
鎚
し
た
る
を
ば
切
り
は
U
と
も

い
ふ
也
｡

段

々
塊

状
-
榔
入
る
中
に
牌
だ
か
た
-
租
の
粥
立
か
た
き
伊
に
行

常
る
如
あ
り
､
此
兜
垂
を

マ
ツ
と
い
ふ
な
り
｡
是
を
伽
述

無
髄
に

は
り
除
け
て
火
よ
り
叉
だ
ん
-
-
抑
入
る
也
｡
此

マ
ツ
は
州
に
た

1
ず
折
る
な
り
｡

父

こ
ぶ
と
云
て
甚
だ
兜
き
所
に
行
常
る
萌
あ
り
'
鬼

叉
触
=i
軸
鰹

に
卿
り
収
て
夫
よ
り
段
々
は
り
入
也
.
此
こ
ぶ
は
マ

ツ
と
迎
ひ
用

に
立
な
り
｡

A･S
｢hソ

ま
ぶ

の

i

F

<

;

は
凡
四
五
八
計
也
O
大
小
あ
り
て
光
ら
ず
､
ポ
淡

の
有
り
虚

次
節

に
て
ま
ぶ
の
中

米

(
も

桁

(
も
磯
肋
も

桝
入
る

-Lr.1J

也
｡
叉
出
を
む
か
ふ
(
掘

割

朝
も
布
也
｡

わ
け

ま
ぶ
の
中

の
市
川
に
放
ち
.
た
･̂
ざ
る
も
の

詳

'

火
脚
此
虚
に
し
る

す
布
折
は
樹
に
引
合
せ
見
る
べ
し
､
兜
つ
山
を
見
立
掘
り
か
ゝ
り

段
々
は
る
時
に
は
.石
･:S
の
有
伊
に
行
き
常
也
｡
北
上
に
は
大
井

:.那



主
ポ
柵
､集
夷
に
天
井
右
と
棄
て
鴨
島
1-
'鼻
A
l縛
も
●
と
i
ふ
.

苦

し
.(
苦

鳶
至

も
徽
C
U
が
皇

あ
,･
･
鼻
古

館
ま

と
い
ふ
｡
犀
三

尺
五
六
寸
一
あ
i
也
｡
胃
れ
も
月
に
生
ず
､
錬

て
切
一
輪
も
也
｡
但
し
丈
夫
な
･>
噂
は
切
轟
L
t
嘉
も
材
B
'
真

ヽ
d

東
に
石
女
有
-
是
A
J上
石
と
い
ふ
用
に
立
也
'
真
木
に
堺
右
も
..

月
に
立
ず
切
-
織
る
｡
集
女
中
石

あ甘
用
土
也
｡
鼻
炎
堺
石
村
月

_
))

に
た
▲
ず
頓
-
鎗

Q.典
夫
下

石
有
用
に立
也
｡
鼻
A
長

石
と
い

ふ
な
I

｡

]
･
石
も
i
併
貴
台
は
山

線上
ー嘉に
義
に
株
甘
人
も
鶴
｡
成
る
丈
け

む
i
Lふ
鍵
に
は
ら
ず
･

水-
み慕
特
-
･.
故
な
,-
V
発
赤
に
不
鼻

向
ふ
鷺
に
･it
l
た
る
嶋
に
は
水
¶
i
也

｡其
鴫

に
は
ス
ホ
ン
に
て

水
ま

.
(
出
ナ
也
｡
t
ぷ
の
鼻
簾
-
.it
-
て
■
も
･吉

-
な
れ
ば

:

y
._
農
■
野

し
誓

-
此
岬
は
少
■
菅

し
つ
め
轟
音

て
水
A
J繊
ナ
血
｡

夷
に

青
い
推
泉
の
由
鍵
と

し

て

浪
速
養

生

木

材

孔泰

の
遺
構
で
あ
る
集
魚
重
離
縁
が
あ

る

｡
,～
の
文
献

に表

れ
て
ゐ
る
恥
事
並
び
暮こ
挿
胃
_こ
も
鷺

_こ
興

味
多

い

貴重

な
も
の
が
あ
る
｡
其
の
恥
事
_こ
夷
の
如
き

が

あ

る

｡

輿
石
糞
J
i
こ
と
4
義
Jl■
印
す
に
円
-
'
山
一
雷
欠
d
J鶴
て

左右
上

嶋
に
も
丸
木
左

で
JL
と
し
･
潜
に
曇
入
LJと
義
十
ち

電
柵

て外
に

杓
.B
に
穴
zz
上
傭
さ

ゆ
亀
有
換
AJ入
た
･B義
AJ引
書
t
嘉
に
な

Bて
出

る
｡
其
蕎
雷
『
ナ

Iが如し･
尤
虎
綱
出
す
竃
は
共
土
嶋
の
慶
の義
民

貴
徽

興鴨義轟義
一

いし●◆■l

有 数 損 の { く義裁量徽徽)

湾

に
李

･
葺

大
鰐
と
て
虞
に
あ
呈

･
陣
I
i

て
歪

あ
古

山
A
l義
克
て
慎
dJ績
め
鷺
切
て
雷
も
下
轟
の
.t
L
E
ゆ
｡

之

れ

b
iこ
依

っ
て
凍

泉

に

は
鶴

嘱

A
J
使

用

し
､

斡

枕

か

ら

鴨

義

托
容

れ

て
人

力

で
曳

き

就

外

に

運
搬

L

t

又
鏡

外

の
運

鞭

に
畿

て

は
江
養

育
好

日
粒

に

r
;
e
･N
.1
-
肴
義

一電

fItfd



･Ln,. 闇 岡

節
二
十
二:懲

(1)
棚 (.骨筋炎HI=恥 ､て現株行 )

(
仏
紙
と
て
感
化
｢芯
L
に
て
造
り
た
る
物
を
ド
ろ
し
･
小
に
て
1
1に
引

dJL
ぐ
る
と
ぞ
ど

あ
り
'
常
時
の
捲
鵜
裟
itJ
の
概
念
も
知

-
粘
る
｡

人
工
問
物
に
あ
ら
は
れ
た
探
旋
法
の
聞
及
び
戊
明
は

L'人け
ぐ
る
生

後
述
す
る
･:'L
部
の

帖

A

'小

と
よ
-
榔
似
て
わ
る
｡
そ
の

第
二
批

71J..(

空

lハ

文
に
は
次
の
如
く
あ
る
0

凡
批
巧

拙!･
鮮
久
井
従
+

..<;
価
舛
和
雅
之
色
､
然
綬
州
N
'
沌
V
:･<
火

打
〃
&
.
付
根

'
初
見
は
端
咋
t.川
如
約
人
､
小
爪
'i
竹
取
出
小
節
S
J錐
非

人
挿

入
…火
中
､
托
･
り

蜘
総
竹
中
透
し

人
位
=
ハ下
地
e
l旅
加
水
'
或

一

井
両
ド
･･'火
詫
椀
､
収
和
則
鞄
八
人
か
渦
-3
兆
1
tJ
柁
椎
以
払
鵬
崩
耳
･

札
e
f
:.火
収

%
･.何

後
望

遠

･訳

P

は
弄

寧

ニ

ト
神
授

推

11
蛇

独
空

足

舶

之
't
fl

普

時
政
に
糾
督
進
歩
し
わ
採
炭
法
h
t行
っ
て
ゐ
L
J
小

が
知
れ
る
｡

宇
部
衣
川
に
於
け
る
経
略
の
採
炭
施
設
は
炭
肘
の
傾

斜が
緩
や
か
で
幣

.il
に
近

い
中
野
の
ド
部
に
あ
る
が
た

は;ーつろ
Y

め

按釣
瓶
を
竪
坑
に
襲
抑
し
て
､
少
八.･Itの
ポ
炭
放
水
と

揚
げ
る
に
過
ぎ
在
か
つ
L
J
が
'
漸
次
ポ
茨
が

収
雷
純
rJ

れ
濡

賃
が
増
加
し
LJ
の
で
､
同
･:･L
部
が
亀
浦
の
人
向
E

ヒ
郎
右

街
門

･
同
九
十
邸
の
旦
如
力
を
誹
せ
て
捲
揚
装

椛
の
改
革
に
努
力
し
'
木
組
小
の
構
造
よ
-
茄
想
L
t

な
んは
ぐ
ろ
ヱ

人
保
卜

4.
年
(
州
如

`
八
四

C
))柄

雛

小

と

稲
す
る
も
の

と
考
生
し
L
J
｡
こ
れ
は
前
記
人
工
刷
物
の
囲
tこ
九
え
る

も
の
に
よ
-
似
て
櫓
か
.-
み
､
捲

き
揚
げ
の
軸
は

帝
舵

で
川
､
:～J
人
が

‥
組
と
な
っ
て
捲
-
し
,J
れ
ほ
依
っ
て



従

兼

二
､

三

〇
尺

zS
上

の
溌

さ

に
連

も

称

な

か

っ

た

も

の
が
首

数

十

尺

迄

も

凍

瑞

し

得

る
歳
暮こ

な

-

､
現

在

の

如

き

大

卒

境

･
斜

坑

の
最

も

進
歩

的
を

機

械

勧

力

利

用

の

凍

泉

時

代

に
あ

っ
て
何

は

1
粥

_こ
小

親

模

な

新

の

如

き

採

掘

法

が

行

_よ

れ

て

ゐ

る

の

は
鷺
に

臭

味

多

い

こ

と

で

あ

る
.

昭

和

九

年

七

月
再

度

宇
部

泉

田

湘

香

は

赴

き

町

瑞

れ

の
水

田

中

に
甫

賛

車

に

依
る

練

兵

現

状

を

見

た

時

■

'

第

五

阿

南

方

宅

簸

(
天

工
開

鴨

)

文

他

の

溝

鼠

は

時

代

の

雛

遇

の

4

･托

せ

鼻

息

の

.P

曹

如

何

に

嘉

環

養

･
轟

譜

書

簡

の

頼

t

し

て

み

る

嘉

が

大

で

あ

る

か

A
J
今

さ

ら

の

養

_こ

強

-

戚

じ

ね

｡

巷

青

魚

円

に

放

け

る

凍

掘

法

は

九

州

地

方

に

放

け

る

も

の

と

よ

く

似

て

泉

甘

露

東

上

か

恕

鵬

:
U
辞

し

速

攻

A
J
端

l

･
上

寿

と

支

▲

る

た

め

洗

木

A
J
以

て

骨

枠

を

施

し

て

ゐ

る

｡

第

六

{

宇

部

泉

円

の

繋

(
1

)

.

(
糾

,軽

齢

,折

F
.
耕

㌫

蜘

蜘

F

)

炎
義
民
静
嘗
小
義



第 七 桐 エj-=1'印炭田の摘哲郎 (2)

地

F
r
･ 球

節

二
十
三
昏

･'Lh,'八川 ヱj-:.L'tl;次rHの南蛍亜 (3)

Ju-:掛 工幣端の向 ･中火は捲鉛製旺)

乙
の
挫
堀
は
現
在
も
付
は
九
州
の
譜
地
方
及
常
新
地
ガ

で
は
小
規
模
な
珠
相
法
と
し
て
祁
は
れ
で
ゐ
る
｡
常
が

地
方
の
坑
木
は
現
在
は
稚
松
の
丸
太
材
で
あ
る
が
+;
-

は
糠
か
栗
の
材
ば
か
-
で
､
非
板
の
日
の
如
-
所
謂
現

在
の
戎
稚
掘
の
如
-
L
t
か
ぶ
タ
と
柄
し
て
ヒ
軒
を
鳩

し
て
も
い
ね
｡
凍
棚
し
わ
も
の
は
｢
し
の
み
｣
と
栴
す
る

能
確

を
荒
縄
で
純
人
だ
箕
の
如

き
を
作
-
'
熊
手
で
嫌

d
J炎
め
て
伐
に
つ
め
た
｡
伐
に
入
れ
る
化
小
は
後
山
の

女
の
化

小
で
男
は
凍
棚
の
北
川
を
や
っ
た
｡
よ
-
火
帰

着
が
働

い
た
も
の
で
あ
っ
LJ
と
,｢=
ふ
｡
採
掘
先
は
仏
で



数

へ
ね
か
ら
朝
入
坑
し
て
最
初
の

.i
俵
だ
け
正
確
に
十

六
異
匁
を
最
少
'
他
は
手
心
で
同
量
の
俵
を
つ
-
つ
ね

が
毎
日
の
熟
練
か
ら
殆
ん
ど
皆
精
確
は
入
れ
ら
れ
た
｡

一
口
約
三
十
位
が
仕
上
げ
の
単
位
で
夕
刻
坑
内
か
ら
背

負
以
出
し
納
屋
に
積
ん
で
検
査
,<LJ受
け
た
｡

坑
内
か
ら
搬
出
す
る
方
法
心
就

い
て
灘
波
堂
都
銀
は

見
え
て
ゐ
る
の
は
底
藩
に
二
本
の
蛾
候
を
並
べ
て
取
着

け
た
舘
橋
で
､
之
を
曳
-
に
は
東
大
が
特
殊
の
鋼
を
梢

に
か
け
て
四
這
と
な
っ
て
出
坑
し
て
ゐ
る
｡
唐
津
町
菊

池
家
の
輪
巻
物
に
は
ス
-
と
栴
す
る
竹
龍
に
石
炭
を
雄

-
､
之
を
種
八
寸
位
の
車
を
も
つ
壷
革
に
載
せ
人
力
で

曳

F
J出
す
と
あ
る
｡
宇
部
に
於
で
南
単
車
を
用
S
る
竪

め
1't

枕
の
底
で
は
横
坑
か
ら
日

子

と
栴
す
る
竹
寵
に
入
れ
て

橋
に
二
個
づ
ゝ
乗
せ
て
運
び
出
し
て
ゐ
る
が
､
乙
J
で

は
其
の
橋
を
ス
ラ
と
和
し
て
ゐ
る
｡
川
根
博
士
の
′歌
と

し
て
岡
田
博
士
の
論
文
中

に見
え
る
支
邦
土
法
の
炭
坑

.I)･ブ

'/)･つ

に
は
之
と
能
-
似
た
運
搬
方
法
で
柁
(
手
曳
)
叉
は
沌

(

健
曳
)
と
呼
び
同
じ
-
寵
を
轟
革
(
鬼
子
)
に
載
せ
で
曳

き
川
す
も
の
.が
あ
る
と
言
ふ
.
鏑
は
其
の
曳
綱
を
賓
と

…釈
硫
民
俗
誌
小
柄

言
ふ
と
の
事
で
あ
る
｡
鮭
坑
を
穿
つ
場
合
は
掩
揚
袈
照

は
依
-
つ
-,>
揚
げ
た
も
の
ら
し
い
｡

常
磐
炭
田
は
於
け
る
不
軌
嘩
附
近
で
採
掘
し
た
石
炭

は
約
十
五
粁
の
距
離
に
あ
る
小
名
洛
港
よ
-1
積
み
出
し

た
が
を
の
運
搬
に
は
主
に
馬
を
用

ひ
､

一
匹
に
十
六
賞

俵
二
俵
乃
寄
二
二
俵
の
せ
､
明
治
初
年
頃
で

1
駄
七
銀
乃

至
八
銀
棟
で
運

凡だ
と
言
ふ
｡
菊
池
家
の
輪
巻
物
に
は

龍
又
は
俵
に
詰

めた
石
淡
を
特
殊
の
運
搬
革
に
積
み
人

力
ほ
て
網
を
曳
F
J
｢
出
場
出
し
｣
を
し
て
ゐ
た
｡
rJ
れ

を
出
場
旧
し
革

と
呼
ん
で
ゐ
る
｡

斯
の
如
-
各
地
方
的
に
種
々
考
察
ru
れ
た
方
舘
で
小

規
模
な
が
ら

採
炭
は
利
常
ij;
-

か
ら

敬
逢
し
て
ゐ
た

が
'
こ
れ
に
反
し
地
万
民
の

一
部
に
は
迷
信
等
も
あ
-
'

探
敦
夫
は
多
-
他
問
よ
-
入
-
込
み
､
茅
屋
に
金
く
典

風
俗
を
生
活
を
し
て
ゐ
ね
た
め
疎
放
を
尊
ば
な
か
っ
た

乙
と
も
あ
っ
た
O

常
磐
炭
m
ほ
も
古
-
か
ら
其
の
存
在
は
知
ら
れ
て
ゐ

ね
が
､
蒐
奥
と
謹
胸
は
帥
罪
な
り
と
し
良
民
は
採
掘
し

な
か
っ
た
の
は
勿
論
1
石
炭
を
燃
料
と
し
て
位
ふ
乙
と

蒜

]

五
九



地

拭

節
二
十
三
巷

,<LJさら
っ
て
ゐ
た
｡
迷
信
の
た
め
採
取
む
禁
止
し
た
著

明
在
例
と
し
て
養
轡
の
龍
脈
説
が
あ
る
が
'
賓
は
義
輝

に
於
け
る
表
別
開
聡
史
は
蔵
版
説
と
の
抗
軍
史
で
あ
る

と
言
っ
て
も
い
ゝ
碑
で
あ
る
｡
寵
脈
は
就
い
て
は
壷
轡

奮
慣
調
査
報
骨
董
轡
私
法
第

7
怨
下
に
次
の
如
-
記
n

小
で
ゐ
る
0

穂
状
と
は

土
地

の
祐
低
起
伏
す
る
形
勢
に
伐
る
も
の
に
し
て
大
下
の
髄

僻
は
毘
解
-;
に
あ
い
'
之
よ
り
西
方
に
脈
静
を
食
塊
し
'
内
三
傑
は
氷

に
向

ひ､
支
那
本
土
に
入
り
'
鵡
多

の
文
脈
を
淡
じ
､
支
部
.R
に
稚
甘

千
の
滋
脈
と
な
-
令
土
に
湘
=.ilす
O
南
朝

の
一
脈
は
耐
州
五
戊
山
よ
り

泊
を
被
り
'
轟
附
の
跳
緒
山
に
売
り

叫
脈
を
結
び
之
よ
り
南
に
向
ひ
､

末
鍋
瀧
姐
曲
に
鵡
-
｡
此
の
問
大
小
滅
多

の
ま
脈
あ
り
'
而
し
て
地
勢

の
起
伏
'
辿
縛

の
状
態
に

微
ひ
粘
脈
(
地
脊

の
辿
り
た
る

山
樵

の
脈
静
)

髄
臓
(
焚
起
し
た
る
部
分
)
分
鵜

(
支
脈
に
分
川
す
る
侍
所
)
起
髄
(
山
脈

の
起
る
起
朗
)
杜
龍
〔
山
脈
の
末
端
)
韓

の
輔
::
あ
り
O

龍

脈
説
は
堪

輿
家

･
地
輝

｡
地

班

師

｡
風
水
先
生
等

と
抑
せ
ら
れ
る

一
種
の
褒
卜
者
流
の
所
詮
に
基
づ
-
79

の
で
'
龍
脈
は
地
中
は
伏
在
す
る
蛋
衆
の
線
で
あ
る
か

ら
若
し
説
っ
て
之
を
断
っ
た
な
ら
ば
宜
調
は
子
々
孫
々

に
及
び
永
劫

-T.
門
の
不
幸
を
醸
成
す
る
の
み
な
ら
ず
'

節

二
批

7
=
二

六C

叉
往
々
公
益
的
は
甚
し
-
批
倉
を
暮
す
と
荊
せ
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
｡
乙
の
説
は
支
那
人
間

一
般
に
操
-
食
指

rb
れ
て
ゐ
カ
ば
か
-
で
孜
-
'
政
府

は
於
て
も
そ
の
蔑

め
採
炭
禁
止
の
令
を
静
々
出
し
て
ゐ
る
O
淡
水
廠
志
巷

凹
に

『
閑
職
既
甚
.
恐
傷
龍
脈
｡
乾
隆
間
己
立
碑
示
禁

相
投
先
考
｡』
と
あ
ら
､
繭
は
逆
光
十
式
年

(
西
配

-1
八

三
五
)､
逆
光
二
十
七
年

(
関
配

一
八
四
七
)､
同
治
三

年
(西
紀

7
八
六
四
)等
引
厩

p
J禁
令
が
磯
邪
ru
れ
で
ゐ

る
｡
然
し
逆
光
二
十
八
年
(
西
紀

1
八
四
八
)英
問
海
軍

中
尉
ゴ
ル
ド
ン
の
基
除
数
田
調
査
を
始
め
と
L
t
島
民

の
禁
制
に
焦
慮
し
て
ゐ
る
を
無
税
し
て
外
人
が
引
蹟
q
J

石
炭
に
着
日
し
､
同
治
九
年
(酉
配

一
八
七
〇
)
に
は
蓬

に

一
瓢
の
採
炭
が
公
許
さ
れ
る
は
至
っ
た
｡
然
し
斯
の

如
-
禁
令
の
畿
せ
ら
れ
た
革
は
依
つ
V
,も
如
何
に

一
部

の
島
民
が
密
堀
を
盛
ん
に
や
っ
て
ゐ
た
か
ヾ
窺
は
れ

る
｡
出
主
が
小
作
人
と
の
間
は
交
し
た
奥
掌
中
の

一
項

は
次
の
如

き
記
銘
す
ら
見
え
る
｡
常
時
の
状
態
を
知
る

一
資
料
で
あ
る
｡

.1

人
傑
出

於
地
盤
｡

井
内
か
和
仏
淡
｡
不
耽
糊
州
｡
以
佑
粘
脈
｡

如

Y
.t
L..
-.
.

I

I



敢
故
油
o
b4
仰
伸
衆
公
称
｡

一

此
(併
糾
山
場
外
内
∪
各
不
相
関
捻
状
:.A.J｡
永
附
地
脈
｡

一

機
耕
非
内
若
布
閥
創

蛇

欄
O
仙
人
不
敬
阻
･3
｡
伽
有
損
壊
茶
碓
9

緑
化
貼
鎚
TrTIJ
鮎
｡

七
'
坑
内
に
於
け
る
照
明
と
通
風

炭
坑
内
に
於
け
る
帽
州明

･
通
風
を
ど
う
し
た
か
は
興

味
多

い
こ
と
で
あ
る
｡
寛
政
七
年
橘
商
鈴
音
の
東
西
遊

記
は
秋
m
腺
阿
仁
に
就

でヾ
あ
る
が
坑
内
の
照
明

･
通

風
に
就
て
次
の
如
-
番

いて
ゐ
る
.

抑
入
る

穴
の中
を
シ
キ
ナ
イ
と
い
ふ
O
港
奥
探
-
榔
入
る
こ
と
怒
り
｡

入
る
耕
せ
サ
.,,
エ
殻
に
於
を
と
も
し
持
入
る
な
り
｡
狙
数
十
町
奥
粍
-

桝
入
り
､
粧
外

の
風
災
池
は
ざ
る
伊
に
至
り
ぬ
れ
ば
共
燈
火
た
ち
ま
ち

に
き
ゆ
る
な
り
9
燈
火
き
ゆ
る
桝
に
要
れ
ば
急
に
逃
げ
櫛
る
と
ぞ
｡
(
中

略
)
宥

の
ど
と
-
奥
粍
-
入
れ
ば
死
す
れ
ど
も
父
奥
粍
-
銅
多
-
し

て

訂

人
ら
で
叶
は
ざ
る
時
に
穴

の
小
目
よ
り
下
に
粗

を
伏
せ
､
汎
論
廻
る
や

A
･J･J

う
に
し
て
縄
十
町
に
て
も
入
る
な
-
O
是
を
凪

艶

と

云
｡

唐

津

町

菊

池

家

の

綿

食

物

に
螺

燈

を

携

帯
し
て
入
坑

す
る
状
が
閲
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
興
味
多

い
こ
と
で
あ

る
｡
常
磐
地
方
で
は
ホ
ッ
キ
貝
に
種

子
油
を
入
れ
て
燈

火
し
た
O
唐
津
附
近
と
言
以
'
常
磐
地
方
も
海
岸
に
近

-
､
其
の
附
近
の
海
に
産
す
る
適
静
夜
月
数
を
燈
火
に

:.<
碗
托
俗
談
小
柄

利
用
し
た
も
の
と
恩
は
れ
る
｡
両
地
侶
世
氏
は
其
の
薯

｢
支
部
衆
帆
に
就
て
｣
(
石
衣
時
報
昭
利
六
年
四
月
)
に
於

て
た
ぬ
油
を
用
以
る

銅
製
の
土
瓶
様
の
も
の
を
放
火
に

邦
以
ね
と
間
示
rbれ
て
ゐ
る
｡
常
磐
地
方
で
は
後
に
陶

器
の
土
瓶
を
燈
火
に
用
以
た
炭
坑
79
あ
-
p
現
在
ま
で

幾
多
鼻
蓮
の
跡
が
み
え
る
｡

坑
内
の
通
風
は
関
し
て
天
工
開
物
の

『
初
見
煤
備
時

電
束
灼
人
､
有
賂
互
竹
婁
去
中
節
尖
焼
其
末
挿
入
最
中
､

其
轟
桐
従
竹
中
透
上
』
及
び
そ
の
間
は
竪
坑
は
放
け
る

通
気
を
は
か
み
､
轟
瓦
斯
･を
披

い
た
事
堅

不
す
最
も
装

束
な
文
献
で
あ
る
｡

八
､
石

炭

の

用

途

常
磐
地
方
で
は
石
炭
は
軍
に
作
物
を
荒
す
野
獣
を
迫

ふ
野
籍
火
に
用
S
ね
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
あ
る
｡
家
庭

燃
料
で
あ
る
新
の
代
用
を
し
た
革
は
就

い
て
は
俊
雄
三

才
岡

倉
･筑
前
閥
摸
風
土
記

･
大
和
本
草

･
本
草
綱
目

碑
蒙

｡問
際
筆
記

･
白
河
継
親

･
西
遊
邪
記

｡
江
洗
西

遊
日
記
等
石
炭
に
関
す
る
溝
文
献
の
殆
ル
ビ
牌

てほ
記

載
さ
れ
で
ゐ
る
｡
飼
ほ
風
呂
の
焚
料
に
伏
せ
ら

れた
と

蒜

二

六
Tl



地

球

節
二
十
三
谷

は
大
和
本
草

｡
筑
前
囲
粗
風
土
記

｡
江
洗
両
港
日
記
等

ほ
見
え
て
ゐ
る
｡
叉
兼
芭
堂
新
線
に
は
製
塵
業
に
も
使

用
し
ね
と
記
し
､
陶
犬
新
巻
に
は
鍛
冶
の
燃
料
に
利
用

n
れ
ね
と
あ
る
.
此
等

の
記
事
は
支
那
の
本
草
綱
目
.

天
工
開
物
に
も
記

n
れ
て
ゐ
る
朋
の
も
の
で
あ
る
｡
然

し
磯
煙
多
-
異
臭

を
政

つ
か
ら
月
賊
民
の
倣
用
ほ
と

ゞ

忠
-

一
般
は
普
及

す
る
事
は
困
難
で
あ

っ
た
ら
し
-
､

誰
蔑
堂
都
銀
に
は
｢
毅
の
日
用
は
供
し
難
し
｣
と
あ
み
､

大
和
本
輩
に
は

｢
燭
民
こ
れ
を
ほ

ら
て
う
る
.

rJ
れ
を

以
ttJ
新
は
代
ふ
｡
桐
多
-
臭
慈
し
｣

と
あ
ら
､
荷
は
老

撃
箱
筆
記
日
と
し
て
『鶴
泊
打
順
芯
衣
服
'
政
四
人
亦

不鼓
レ之
』

を
引
用
し
て
ゐ
る
O
雲
根
志
に
も
『貧
拭
新
木
に
用
ふ

O粒
だ

臭
き
物
也
』
と
あ
る
.
rJ
の
悪
臭
を
除
去
す
る
方
法
が
骸

嚢
製
造
で
あ
る
が
p

こ
れ
も
既
に
寓
-
か
ら
行
は
れ
tJ

ゐ
た
ら
し
-
､
本
草
綱
目
啓
毅
に
『典
範
怒
し
き
故
'
筑
前
に

て
頻
尿
し
'浮
荷
の
如
-
な
り
た
る
を
用
ひ
て
炊
輿
に
供
す
｡
典
範
少
し

之
を
筑
後
に
て
イ
ン
ガ
ラ
と
云
ふ
｡
火
勢
樺
淡
よ
り
弧
し
｡
筑
前
に
て

末
だ
焼
け
ざ
る
も
の
.を
ナ
マ
ス
と
云
ふ
｡
筑
後
に
て
ハ
イ
シ
と
云
ふ
｡』

と
あ
ら
'
雲
状
志
に
も

『銑
彼
三
池
郷
に
て
は
歪
次
は
山
を
穿
抑

川
し
'細
辞
火
を
放
て
こ
れ
を
敷
'附
て
筏
欝
且
』
と
云
っ
て
ゐ
る
｡

第

二

舵

蒜

は

六

二

が
ら

現
在
も
九
州
地
方
に
於
て

穀

と

桐
す
る
粗
製
骸
泉
を
家

庭
燃
料
と
し
て
使
用
し

てゐ
る
の
む
見
得
る
｡
江
漢
西

遊
日
誌
に
は
飯
尿
に

7
泊
し
た
際

の
記
卸
に

『風
呂
も
免

れ
に
て
立
つ
る
故
と
か
-
に
具
し
'比
の
和
光
は
1
迎
戯
き
て
淡
に
し
た

る
も
の
な
り
』
と
あ
ヵ
.
大
和
本
草
に
も
コ

且
飽
き
た
る
は
概

し
て
い
ぼ
あ
り
､
臭
気
少
し
､
火
親
株
…次
よ
り
つ
よ
し
』
と
あ
る
｡

常
磐
地
方
で
は
育
-
か
ら

fJ
の
悪
臭
を
利
用
し
て
野
籍

火
に
佐
用
し
た
と
俺

へ
て
み
る
｡

筆
者
の
磯
風
し
た
常
磐
窮

刑
に闘
す
る
最
も
古

い
文

番
と
瓜
は
れ
る
別
石
屋
治
右

衛
門代
排
と
し
て
牢
減
が

湯
長
谷
御
役
所
は
提
出
し
た
安
政
四
年
十
月
五
日
の
御

補

藩
中
に

't

粥

御

伽
分

登
別
郡
白
水
村
於
棚
判
.搾
石
=.次
山
賊
仕
油
製
仕
舵
段
奉
加

上
位
虚
尉
乏
血
御
料
所
拙
成
下
紀
郷
有
什
ム‖春
存
俄
然
上
帝
常
巳
よ

り
氷
る
抄
造
五
ケ
咋
之
帆
油
四
斗
入
山
椿
に
付
永
≠
式
文
之
制
令
以
結

累
加
年
々
糾
問
恭
上
納
吋
仕
舵

の

.i
境
が
あ
る
｡
片
寄
奉
戴
は
越
後
の
人
で
あ

っ
た

か
ら

こ
れ
を
軍
に
抽
或
は
石
油
と
も
言

っ
た
ら
し

い
｡

或
る
目
湯
長
谷
韓
主
内
藤
公
が
自
ら
家
駐
数
名
を
率

ゐ

て
rJ
の
製
油

の
賓
状
を
硯
察
さ
れ
た
部
が
あ

っ
た
｡
夜



~~~~て亨

に
入
っ
て
改
め
竹
管
を
以
て
床
下
か
ら
宴
席
の
中
央
に

製
油
の
蛙
を
引
き
､
火
を
漸
じ
て
藩
公
を
兼
か
し
た
輔

が
あ
つ
ね
と
.:.I=ふ
｡
其
の
時
の
紀
碑
に

『
畑
束
燃
蟻
忽

ち
光
秘
を
放
ち
瞭
々
牌
を
照
し
て
書
の
如
し
別
し
て
銀

燭
を
州
S
で
』
と
あ
る
｡
rJ
れ
は
勿
論
現
在
の
克
斯
燈

で
皆
昨
炭
油
と
科
し
た
の
は

コ
ー
ル
ク

ー
ル
ーこ
外
在
ら

な

い
｡
rJ
れ
は
横
･.･T
Iこ
船
で
速
さ
.,
般
ーこ
防
腐
攻
川
に

し
た
の
で
あ
る
｡
現
れ
榊
は
常
斬
簸
川
に
は

｢
ガ
ン
ガ

ン
｣
と
栴
す
る
純
あ

コ
ー
ク
ス
製
i:山
に
依
る
普
油
拭
家

の
ポ
淡
利
州
が
和
は
れ
で
ゐ
る
｡
ポ
油
碓
ーこ
多
教
の
火

を
穿
ち
庇
ーこ
薪
を
入
れ
て
･上
ーこ
石
炭
を
の
せ
燃
塘
せ
し

め
'
黒
姫
と
感
臭
の
殆
ん
ど
散
じ
た
後
家
堀
内
_こ
持
ち

入
れ
て
炊
満
州
_こ
伏
す
る
も
の
で
あ
る
.
こ
れ
は
班
に

兼
投
堂
都
銀
に
も

r牝
邪
に
て
も
能
-
も
ゆ
る
も
併
し
井
だ
匂
ひ

托
し
'
ニ
定
め
は
匂
持
し
一
竺

失
地
J
と
あ
る
如
-
不
経
耕

な
燃
焼
方
法
で
就
職
地
に
於

て粗
感
炭
或
は
巡
次
其
の

他
で
散
じ
た
も
の
h
t拾
ひ
炎
め
た
も
の
を
利
用
す
る
に

止
9<
つ
て
ゐ
る
｡
然
し
rJ
の
馬
に
子
供
は
勿
論
大
人
も

咋
_こ
瀧
を
幣
負
S
和
泉
拾
い
と
し
､
川
底
_こ
兼
て
ら
れ

尖
破
民
俗
牲
小
柄

第 九 間 が^が^風-,r.Li･

(常や崩川に於 けるl:穣 川桁易･J-クス勲造)

ね
石
毅
は
賄
い
炎
め
て
ゐ
る
者
も
あ
る
｡
こ
れ
を
ズ
タ

と
't,:=
つ
て
む
る
〇

･J
の
外
大
和
本
非
批
iE
に
は
｢
井
上
晶
を
硯
蓋
と
し
｣

と
あ
ら
'
押
遊
離
配
に

｢
耕
晶
に
代
用
し
｣
､閑
際
筆
記

-こ
は

｢燈
火
もこ
代

へ
LJL
と
一.]:=
ふ
如
-
種
々
の
方
面
1

一望

六
三



地

球

妨
二
十
三
容

利
用
さ
れ
た
ら
し

い
｡
そ
し

て佐
藤
信
淵
が
窮
統
秘
録

は
述
べ
て
ゐ
る
如
-
堵
ん
は
採
炭
業
を
蹴
め
､
湯
長
谷

藩
主
叉
固
益
を
糖
す
も
の
と
し
て
地
方
民
に
精
々
反
封

の
形
勢
の
あ
っ
た
の
む
推
し
切
っ
て
採
炭
を
許
可
し
た

等
石
炭
を
漸
時
蚕
要
組
す
る
傾
向
は
既
に
音
-
か
ら
あ

っ
た
も
の
と
瓜
は
れ
る
0
斯
-
し
て
淡
田
地
は
勿
論
他

解
二
統

蒜

六

六
川

の
地
方
に
も
石
炭
と
民
俗
と
の
補
係
が
洗
ま
か
､
特
異

な
炭
磯
民
俗
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
が
珪
じ

て来
た
の
で

あ
ら
う
｡
ほ
ん
の
小
稿
は
す
ぎ
な

い
が
雅

雄の
研
究
の

一
つ
の
踏
石
と
も
し
庶

い
と
皿
ふ
｡

(昭
利
九
咋
十

1.
月
十

41
日
柄
丁
)

濁
漁
の
工
業
地
域
-

其
の
馨
展
と
構
造
(
四
)

ク

-

ス
ペ

ン

ド

ル

7
着

安

藤

鐙

一

抄

鐸

門
チ
リ
-
ン
ダ
ン
(T
h
iirin
g
e
n
)
の
工
業
地
城
山

ザ
ク
セ
ン
に
接
薦
す
る
チ
ゥ
リ

ン
グ

ン
の
工
業
地
域

は
ザ
ク
セ
ン
の
そ
れ
と
多
-
の
共
通
鮎
を
持
っ
て
ゐ
る

が
､
又
他
方
多
-
の
瓢
で
根
本
的
に
相
違
し
て
ゐ
る
｡

ザ
ク
セ
ン
と

同
じ
-
チ
ゥ
-
ノ
ダ
ン
ほ
於
で
も

錬
日

と
椅
戯
業
が
現
衣
の
工
業
の
基
礎
を
覆
し
て
ゐ
る
｡
此

盛
の
銀
山
は
ザ
ク
セ
ン
よ
-
温
か
に
時
代
を
遡
る
こ
と

が
出
凍
る
｡
記
録
に
よ
れ
ば
既
に
九

〇
〇
年
頃
北
西
チ
ゥ

-
ン
ゲ
ル
ヮ

ル
ド

(T
h
iiri
n
g
e
rw
al
d
)
は
錬
山
が
存

在
し
､
更
は

十
三
世
紀
に
は
錬

山
は
非
常
に
発
え
で
ゐ


