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自
由
論
題
報
告

創
業
期
高
島
炭
坑

の
経
営
に
関
す
る

一
試
論

福

岡

大

学

武

野

要

子

は

し

が

き

お
そ
く
と
も
元
禄
期
に
は
採
炭
を
開
始
し
た
と
み
ら
れ
る
高
島
炭
坑
は
、
蒸
気
機
関

を
備
え
た
わ
が
国
最
初
の
近
代
的
炭
坑
と
し
て
、
慶
応
四
年
長
崎
の
イ
ギ
リ
ス
居
留
地

商
館
グ
ラ
バ
ー
商
会
と
佐
賀
藩
の
合
弁
事
業
と
し
て
.
新
し
く
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
と

な

っ
た
。
本
発
表
で
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年

す
な
わ
ち
明
治
政
府

に
よ
る
官
収
に
至

る
期
間
の
高
島
炭
坑
の
経
営
を
、
生
産
な
ら
び
に
流
通
の
側
面
か
ら
分
析
し
よ
う
と
思

う
。

一

創
始
期

の
高
島
炭
坑

佐
賀
藩
が
上
級
家
臣
深
堀
氏
に
与
え
た
知
行

地
深
堀
領
に
位
置
す
る
高
島
で
、
採
炭

が
開
始
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
詳
細
を
欠
き
、
地
元
高
島
に
お
け
る
鍛
冶
用
燃
料
の

ほ
か
に
高
島
以
外
の
地
域
で
塩
浜
用
燃
料
と
し
て
の
用
途
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
に
わ

か
に
可
場
が
開
け
、
利
潤
大
な
る
こ
と
を
知

っ
た
深
堀
氏
が
家
臣
ら
の
私
有
を
禁
じ
、

み
ず
か
ら
の
支
配
に
移
し
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
天
明
年
間
に
至
る

と
、
し
ば
し
ば
石
炭
俵
の
検
分
も
行
な
わ
れ
、
深
堀
氏
に
よ
る
高
島
炭
の
支
配
が
強
化

さ
れ
て
く
る
。
当
時
の
販
売
先
と
し
て
、
地
元
高
島
の
鍛
冶
売
り
、
高
島

・
深
堀
で
の

旅
売
り
の
ほ
か
、
長
崎
問
屋
渡
し
な
ど
が
み
ら

れ
、
明
ら
か
に
市
場
の
拡
大
が
う
か
が

わ
れ
る
。
つ
い
で
、
天
保
年
間
に
は
、
高
島
炭
山
方
が
設
置
さ
れ
て
深
堀
氏
の
家
臣
も

配
置
さ
れ
、
同
氏
に
よ
る

一
種
の
石
炭
仕
組
法

が
し
か
れ
た
。
高
島
炭
は
大
坂

・
伊
予

.
安
芸

一
円
に
回
け
て
辰
力
丸
や
往
徳
丸
な
ど

二
十
反
帆
の
運
搬
船
二
十
五
艘
で
運
送

さ
れ
て
お
り
、
高
島
炭
の
生
産
量
ひ
い
て
は
仕
組
法
そ
の
も
の
の
規
模
が
、
必
ず
し
も

小
さ
く
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
臭
気
が
少
な
く
、
焔
の
あ
た
り
が
柔
ら
か
で
、
灰

に
な
る
ま
で
燃
焼
す
る
、
い
わ
ゆ
る
優
秀
炭
と
し
て
の
評
価
が
、
経
営
好
況
の
最
大
の

理
由
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
佐
賀
藩
と
グ
ラ
バ
ー
商
会
の
間
で
合
弁
契
約
が
締
結
さ

れ
る
直
前
の
高
島
炭
坑
は
、
土
地
所
有
者
深
堀
氏
に
よ
る
仕
組
法
の
支
配
下
に
置
か
れ

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
佐
賀
本
藩
の
藩
法
は
大
配
分

(日
上
級
家
臣
)

に
も
適
用
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
佐
賀
本
藩
は
藩
法
の
規
定
に
従
っ
て
、
高
島
の
小

物
成
を
徴
収
し
た
。
加
え
て
、
佐
賀
藩
は
、
高
島
炭
の
旅
売
り
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
潤

に
着
目
し
、

一
〇
〇
斤
あ
た
り
銀
二
分
の
運
上
納
入
を
深
堀
氏
に
命
じ
た
。
佐
賀
本
藩

が
こ
の
新
規
の
運
上
賦
課
の
理
由
と
し
た
の
は
、
佐
賀
本
藩
の
石
炭
仕
組
万
に
よ
る
高

島
炭
の
買
上
げ
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
慶
応
三
年

の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
佐
賀
本
藩
石

炭
仕
組
方
は
深
堀
側
か
ら
出
さ
れ
た
高
島
炭
買
上
げ
価
格
引
上
げ
の
嘆
願
を
育
況
悪
化

の
理
由
で
却
下
し
、
新

た
な
買
上
げ
価
格
を

一
万
的
に
決
定
し
、
こ
れ
を
深
堀
側
に
通

達
し
た
。
合
弁
契
約
の
締
結
後
、
同
事
業

の
直
接
責
任
者
と
し
て
敏
腕
を
ふ
る
っ
た
松

林
源
蔵
が
明
言
し
た
よ
う
に
、
深
堀
氏
は
高
島
炭
坑
を
所
有
し
か
つ
仕
組
法
を
以
て
支

配
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
高
島
炭
そ
の
も
の
は
、
佐
賀
本
藩
仕
組
万
の

一
括
買
上
げ
と

い
う
形
で
、
そ
の
流
通
面
を
佐
賀
本
藩
に
握
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
合
弁
契
約

締
結
直
前
の
高
島
炭
坑
は
、
深
堀
氏
と
佐
賀
本
藩
の
二
重
支
配
の
下
に
お
か
れ
て
い
た

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

二

合
弁
契
約
締
結
の
経
過
と
契
約
の
要
点

佐
賀
藩
と
グ
ラ
バ
ー
商
会
が
慶
応
四
年
に
お
こ
な

っ
た
高
島
炭
坑
合
弁
契
約
の
締
結

な
ら
び
に
そ
れ
に
基
づ
く

事
業
が
、

佐
賀
藩
殖
産

興
業
政
策

の

一
環
で
あ

っ
た
こ
と



は
、
論
を
ま
た
な
い
。
幕
末
に
お
け
る
佐
賀
藩
殖
産
事
業
の
い
ち
じ
る
し
い
発
展
と
そ

の
成
果
は
、
蘭
癖
で
、
し
か
も
名
君
の
ほ
ま
れ
高
か

っ
た
藩
主
直
正
の
指
導
力
に
負
う

と
こ
ろ
、
甚
だ
大
き
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
採
炭
事
業
の
推
進
も
.
そ
の
例
外
で
は
な

か

っ
た
。
た
と
え
ば
、
農
民
の
反
対
に
遭
い
、
佐
賀
藩
が
計
画
中
で
あ

っ
た
松
浦
郡
山

代
郷
の
採
炭
が

中
止
も
や
む
な
し
と
さ
れ
た
時
、
「地
万
の
生
産
を

損
わ
ぬ
万
策
を
早

急
に
た
て
、
断
固
採
炭
を
実
施
す
べ
し
」
と
の
直
正
の
命
令
で
、
該
地
万
の
採
炭
開
始

が
決
定
し
た
と
い
う
。
海
外
事
情
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
直
正
は
、
幕
初
以
釆
佐

賀
藩
が
幕
府
に
課
さ
れ
た
長
崎
警
備
を
利
用
し
て
足
し
げ
く
長
崎
に
通
い
、
外
釆
又
化

や
海
外
事
情
の
吸
収
に
努
め
た
。
直
正
は
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
チ

ュ
ウ

ス
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
外
国
貿
易
の
た
め
の
代
品
す
な
わ
ち
見
返
り
物
資
生

産
の
必
要
性
を
知
ら
さ
れ
、
嘉
永
七
年
に
代
品

の
生
産
奨
励
機
関
と
し
て
、
代
品
万
を

設
け
た
。
代
品
万
は
開
国
後
じ
ょ
じ
ょ
に
成
績

を
あ
げ
、
石
炭

・
米
な
ど
佐
賀
藩
の
主

要
国
産
物
の
売
買
で
か
な
り
の
実
収
を
上
げ
た
。
直
正
の
王
導
で
佐
賀
藩
で
は
蘭
学

を

通
じ
て
の
西
洋
文
明
の
移
殖
が
急
が
れ
た
が
、

一
万
、
蘭
学
か
ら
英
学

へ
の
転
換
も
ス

ム
ー
ズ
に
行
な
わ
れ
、
石
丸
虎
五
郎
や
本
野
周

蔵
ら
優
秀
な
人
材

が
育
ち
、
代
品
方
の

運
営
に
直
接

・
間
接
に
役
だ

っ
た
。
た
と
え
ば
、
本
野
周
蔵
は
直
正
の
命
令
で
当
時
長

崎
グ
ラ
バ
ー
邸
滞
在
中
の
ジ

ョ
セ
ブ
・
ピ
コ
を
訪
ね
て
、
海
外
知
識
の
伝
授
を
乞
う
旨

の
直
正
の
意
を
伝
え
た
。
の
み
な
ら
ず
、
本
野
は
高
島
炭
坑
合
弁
事
業
に
関
す
る
談
判

を
目
的
に
、
神
戸
出
張
中
の
グ
ラ
バ
ー
を
訪
ね
た
松
林
に
、
通
訳
を
兼
ね
て
同
道
し
て

い
る
。

直
正
は
慶
応
三
年
大
浦
の
グ
ラ
バ
ー
商
会
に
招
か
れ
、
グ
ラ
バ
ー
と
親
し
く
歓
談
し

た
が
、
翌
四
年
、
海
外
で
の
高
島
炭
の
売
ゆ
き
を
す
で
に
熟
知
し
、
高
島
炭
坑
経
宮

へ

の
進
出
を
ね
ら

っ
て
い
た
グ
ラ
バ
ー
商
会
か
ら
、
ジ

ョ
セ
ブ
・
ピ
コ
を
通
じ
て
同
炭
坑

合
弁
事
業
の
具
体
案
を
持
ち
込
ま
れ
た
。
直
正
は
さ
き
の
山
代
郷
採
炭
に
引
続
き
、
安

政
三
年
に
は
領
内
埋
炭
地
な
ら
び
に
地
質
鉱
脈
の
調
査
を
行
な
い
、
こ
れ
ま
で
の
旧
式

採
炭
法
に
代
え
て
洋
式
技
術
を
以
て
、
藩
直
営
の
炭
坑
を
起
こ
す
企
画
を
し
、
秘
密
裡

に
炭
坑
用
器
械
を
発
注
し
た
。
グ
ラ
バ
ー
商
会

か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
上
記
の
合
弁
事
業

案
は
、
近
代
設
備
に
よ
る
領
内
石
炭
業
の
開
発
な
ら
び
に
幕
府
を
経
由
し
な
い
領
内
炭

の
外
国
輸
出
に
つ
い
て
の
直
正
の
腹
案
と
い
み
じ
く
も
合
致
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
が
、
外
国
居
留
地
商
と
の
合
弁
契
約
の
締
結
と
い
う
、
思
い
切

っ
た
案
の
受
入
れ
に

直
正
を
積
極
的
に
さ
せ
た
最
大
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
高
島
炭
坑
合
弁
事
業
契
約
の
内
容
は
、
以
下
十
箇
条
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
①

合
弁
事
業
の
契
約
期
間
は
七
箇
年
半
と
す
る
。
②

生
産
な
ら
び
に
人

事
面
の
管
理
は
、
佐
賀
藩
が
担
当
す
る
。
③

輸
出
面
は
グ
ラ
バ
ー
商
会
が
担
当
す
る

が
、
佐
賀
藩
が
別
途
に
買
手
を
探
し
た
場
合
は
、
同
商
会

へ
報
告
し
、
協
議
の
う
え
し

か
る
べ
き
万
法
を
決
定
す
る
。
④

開
さ
く
工
事
に
支
障

を
き
た
さ
ぬ
限
り
.
深
堀
氏

仕
組
時
代
の
山
元

(11
小
坑
主
)
の
堀
働
を
許
可
す
る
。
⑤

水
揚

・
炭
揚
用
蒸
気
器
械

は
、
双
万
別
費
で
、
お
の
お
の
等
数
を
設
備
す
る
。
こ
れ
ら
器
械
代
銀
を
除
く
諸
経
費

は
、
双
万
が
等
分
に
負
担
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
経
費
は
ひ
と
ま
ず
グ
ラ
バ
ー

商
会

が
融
通
し
、
販
売
利
益
で
順
次
こ
れ
を
償
却
す
る
。
⑥

利
益
は
三
箇
月
ご
と
に
現
金

で
平
等
に
分
配
す
る
。
㎝

炭
坑
に
お
い
て
金
子
払
底
の
事
態
が
生
じ
た
場

合
は
、
生

産
の
継
続
に
必
要
な
分
を
現
金
で
双
方
が
平
等
に
負
担
す
る
。
⑧

契
約
の
満
期

に
至

り
佐
賀
藩
の
事
情
で
そ
の
更
新
が
行
な
わ
れ
な
い
場
合
は
、
グ
ラ
バ
ー

商
会

出
資
の
器

械
を
佐
賀
藩
が
現
金
で
引
取
る
か
、
さ
も
な
く
ば
、
グ
ラ
バ
ー

商
会
が
撤
去
す
る
。

⑨

グ
ラ
バ
ー
商
会
は
地
主
深
堀
家
に
、
地
代

(輸
出
炭

一
ト
ン
あ
た
り
金

一
両
)
を
三
箇

月
お
き
に
文
払
う
。
⑳

佐
賀
藩
蒸
気
船
燃
料

と
し
て
、

高
島
炭
を

原
価
で
供
給
す

る
。
尤
も
、
右
に
つ
い
て
は
、
⑨

に
掲
げ
た
地
代
は
適
用
し
な
い
。

佐
賀
藩
で
は
、
上
記
契
約
の
締
結
に
当

っ
て
、
蒸
気
機
関
の
導
入
に
よ
る
近
代
的
炭

坑

へ
の
改
組
は

決
定
済
み
で
は

あ
っ
て
も
.

経
営
を

佐
賀
藩
の

一
手
仕
組
み
に
す
る

か
組
合

(11
合
弁
)
事
業
に
も
っ
て
ゆ
く
か
で
、

議
論
が
沸
騰
し
た
。

後
者
を
採
択
し

た
理
由
は
、
膨
大
な
創
業
資
金
の
捻
出
と
販
売
市
場
の
開
拓
を
佐
賀
藩

一
手
で
行
な
う

め
ど
が
た
た
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
佐
賀
藩
は
合
弁
契
約
締
結
と
相
前
後
し
て
、
グ

ラ
バ
ー
商
会
と
の
間
に
蒸
気
船
購
入
資
金
の
借
入
れ
を
高
島
炭
を
担
保
と
し
て
契
約
せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
藩
財
政
は
遍
迫
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蒸
気
器
械
設

備
費
の
半
分
を
負
担
す
る
こ
と
で
、
合
弁
の
線
を
固
守
す
る
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
。

一
方
、
佐
賀
藩
は
独
目
に
上
海
石
炭
相
場
の
調
査
を
し
.
グ
ラ
バ
ー
商
会

へ
佐
賀
藩
直

属
商
人
を
販
売
伝
習
の
目
的
で
派
遣
す
る
な
ど
、
藩
に
よ
る
高
島
炭
直
輸
出
の
た
め
の

準
備
も
整
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高
島
派
遣
の
藩
士
に
対
し
て
.
英
学
な
ら
び
に
器
械



操
作
の
早
急
な
修
得
を
厳
命
し
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
佐
賀
藩
に
と
っ
て
、
合
弁

経
営
は
将
釆
計
画
と
し
て
の
藩

一
手
経
営
を
実
現
す
る
た
め
の

一
時
的
な
便
法
に
す
ぎ

ず
、
目
標
は
あ
く
ま
で

一
手
経
営
に
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三

高
島
炭
坑
合
弁
経
営
の
性
格

幕
末
期
深
堀
氏
の

支
配
に
な
る

高
島
炭
坑
の

生
産
機
構

に
つ
い
て
は
詳
細
を
欠
く

が
、
若
干
の
武
士
出
身
者
を
含
む
複
数
の
山
元

(既
小
坑
主
)
の
請
負
い
に
よ

っ
て
採
炭

が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
排
水
に
水
車
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
、
坑
道
か
ら
坑
口
ま
で

の
運
炭
労
働
力
と
し
て
婦
女
子
な
ら
び
に
未
成
年
者
が
多
数
動
員
さ
れ
、
す
ら
に
よ
る

運
搬
が
普
通
で
あ

っ
た
こ
と
、
安
全
装
置
に

つ
い
て
は
、
か
な
り
の
水
準
に
達
し
て
い

た
こ
と
、
年
間
出
炭
量
は
二
、
O
O
O
万
斤
を
上
廻

っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
き
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
仕
組
法
の
詳
細
す
な
わ
ち
深
堀
氏
と
山
元
の
資
金
面
で
の
つ
な
が
り
、

労
働
組
織
と
り
わ
け
堀
子
の
出
自

・
人
数

・
賃
金
な
ど
は
、

一
切
あ
き
ら
か
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

安
政
の
開
国
後
急
速
に
石
炭
の
需
要
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
各
産
炭
地
か
ら
の
長
崎

へ
の
集
荷
量
は
彩
し
い
数
量
に
の
ぼ
り
、
品
質
の
低
下
は
避
け
ら
れ
ず
、
売
買
面
の
紛

争
が
絶
え
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
処
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
幕
府
は
、
外
国
船
の
焚
料

.
輸
出
用
石
炭
の
管
理
に
乗
り

出
し
、

近
隣
諸
藩

へ
御
用
石
の

長
崎
出
荷
を
要
請
し

た
。
イ
ギ
リ
ス
公
使
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
佐
賀
藩
が
御
用
石
の
大
半
を
ま
か
な
い
、
同

藩
は
目
由
貿
易
を
欲
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
幕
府
を
経
由
せ
ね
ば
領
内
炭
を
輸
出

で
き
な
い
不
便
を
か
こ
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
事
実
、
佐
賀
藩
は
安
政
六
年
に
年

間
七
、
O
O
O
万
斤
の
領
内
炭
の
長
崎
出
荷
を
命
じ
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
仕
組
万
を
通
じ

て
多
く
は
唐
津
炭
を
以
て
ま
か
な
わ
れ
た
が
、
高
島

・
香
焼
炭
も
御
用
石
の

一
部
を
形

成
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

(
一
)

高
島
炭
坑
合
弁
経
営
に
お
け
る
生
産
機
構

高
島
炭
坑
合
弁
事
業
の
最
大
の
特
色
は
、
そ
れ
が
佐
賀
本
藩
な
ら
び
に
グ
ラ
バ
ー
商

会
の
直
営
事
業
で
あ

っ
た
点
で
あ
る
。
佐
賀

本
藩
は
高
島
炭
坑
の
経
営
を
深
堀
氏
か
ら

剥
奪
す
る
に
あ
た
り
、
若
干
の
処
置
を
講
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
佐
賀
本
藩
は
土
地
所
有

者
深
堀
氏
に
地
主
納
金
と
い
う
形
で
輸
出
炭

一
ト
ン
あ
た
り
金

一
両
を
グ
ラ
バ
ー

商
会

に
支
払
わ
せ
た
。
し
か
し
、
佐
賀
本
藩
は
藩
財
政
補
填
の
臨
時
的
措
置
と
し
て
こ
れ
を

藩
庫
の
収
入
と
し
た
た
め
、
深
堀
氏
は
事
実
上
何
ら
の
保
障
を
も
受
け
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。
佐
賀
本
藩
は
合
弁
契
約
締
結
と
同
時
に
、
深
堀
氏
家
臣
二
名
を
本
藩
石
炭
仕

組
万
に
組
入
れ
る
こ
と
で
、
本
藩
と
深
堀
側
の
高
島
合
弁
経
営
に
お
け
る

一
.体
化
を
標

榜
し
た
が
、
頁
の
ね
ら
い
は
深
堀
氏
の
同
炭
坑
経
営
の
実
績
と
経
験
の
利
用
に
あ

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
こ
と
が
、
佐
賀
本
藩
が
深
堀
氏
家
臣
と
の
間
で
慶
応
四
年
八

月
に
か
わ
し
た
次
の
契
約
に
も
明
り
ょ
う
に
う
か
が
わ
れ
る
。
条
約
の
内
容
は
、
①

合
弁
事
業
開
始
に
よ
っ
て
採
炭
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
小
山
元
の
救
済
措
置
と
し
て

回
こ
う

一
年
間
南
脇
で
の
採
炭
を
許
可
す
る
。
②

新
坑
を
開
か
ず
、
堀
子
人
数
も
ふ

や
さ
な
い
こ
と
。
③

柱
炭
は
残
し
、
支
柱
を
撤
去
し
な
い
こ
と
。
④

現
在
開
発
中

の
北
渓
竪
坪
に
南
脇
よ
り
の
水
漏
れ
が
生
じ
た
り
、
南
脇
で
の
堀
働
に
故
障
が
生
じ
た

場
合
は
、
即
刻
本
契
約
は
中
止
す
る
。
⑤

堀
働

・
販
売
等
は
、

一
切
合
弁
契
約
に
従

う
こ
と
。
⑥

佐
賀
藩
と
グ
ラ
バ
ー
商
会
が
人
夫
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
南
脇
と
同

等
の
賃
金
で
斡
旋
す
る
こ
と
、
と
な

っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
佐
賀
本
藩
は
本

契
約
の
趣
旨
を
山
元
救
済
の
た
め
と
説
明
し
て
い
る
が
、
北
漢
立
坪
の
本
格
的
採
炭
に

至
る
ま
で
の
生
産
の

一
時
的
な
穴
う
め
を
、
深
堀
家
の
南
脇
経
営
に
求
め
た
と
考
え
た

万
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
南
脇
の
経
営
は

一
切
佐
賀
本
藩
な
ら
び
に
グ
ラ

バ
i
商
会
の
合
弁
契
約
に
従

っ
て
行
な
わ
る
べ
き
こ
と
、
南
脇
で
の
採
炭
の
責
任
は
深

堀
家
が
と
る
べ
き
こ
と
、
深
堀
家
は
北
渓
立
坪
に
必
要
な
人
夫
を
斡
旋
す
る
こ
と
と
し

て
、
深
堀
家
の
責
任
に
よ
る
稼
働
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
佐
賀
藩
が
合
弁
契
約
に
従

っ
て
担
当
し
た
採
炭
の
計
画
に
よ
れ
ば
、
そ
の

労
働
組
織
は
、
坑
棟
梁
二
名
、
見
か
〆
二
名
、
坑
内
正
の
字
取

一
〇
名
、
坑
上
正
の
字

取
三
名
を
置
き
、
事
実
上
の
採
炭
監
督
者
と
し
て
の
棟
梁
は
、
日
々
出
炭
高
を
高
島
役

場

へ
届
出
る
義
務
を
課
さ
れ
た
。
明
治
三
、
四
年
ご
ろ
の
高
島
炭
坑
で
は
、
坑
夫
外
働

き
を
含
め
て
約
四
〇
〇

人
が
使
役
さ
れ
、
坑
夫
は
三
隊
に
分
か
れ
て

一
昼
夜
を
三
交
替

制
で
労
働
に
従
事
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
多
数
の
坑
夫
を
収
容
す
る
た
め
に
納

屋
が
設
け
ら
れ
た
。
納
屋

へ
の
諸
色

(米
・
味
噌

・
醤
油

・
油
・
酒
・
雑
物
)
の
販
売
は
勘

場
が
担
当
し
、
商
人
二
名
が
置
か
れ
た
。
な
お
、
商
人
に
よ
る
諸
色
の
勘
場
納
入
価
格



な
ら
び
に
納
屋

へ
の
販
売
価
格
は
、
高
島
役
場
が
直
接
決
定
す
る
仕
組
み
で
あ

っ
た
。

高
島
炭
坑
合
弁
事
業
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
棟
梁
を
作
業
監
督
と
す
る
直
山
的

生
産
を
軸
と
し
て
、

一
方
旧
山
元
に
よ
る
請

山
制
を
採
用
し
た
点
を
看
過
し
て
は
な
ら

な
い
。
肥
州
役
場
は
白
麻
崎

・
小
浜
口
両
坑
の

修
繕
が
早
急
に

出
来
ぬ
こ
と
を

理
由

に
、
明
治
二
年
十
二
月
深
堀
仕
組
時
代
の
山
元
の

一
人
小
山
某
と
両
坑
請
負
契
約
を
結

ん
だ
。
契
約
の
お
も
な
内
容
は
、
①

採
炭
箇
所
は
イ
ギ
リ
ス
人
技
師
の
指
図
で
決
め

る
こ
と
と
し
、
採
炭
後
の
仕
繰
り
を
十
分
に
す
る
。
②

塊
石

一
万
斤
あ
た
り
十
三
両

二
分
粉
石
六
両
三
分
の
請
負
賃

を
与
え
る
が
、
こ
れ
に
は
運
送
船
へ
の
積
入
れ
賃
銀
を

含
む
も
の
と
す
る
。
③

請
負
賃

の
支
払
い
は
十
五
日
毎
に
計
算
す
る
。
④
日
雇

人

数
は
な
る
べ
く
減
ら
す
、
と
し
た
。
小
山
は
請
負
人
と
し
て
勘
場
を
取
し
き
り
、
売
上

代
金
の
請
取
り
、
日
雇

の
統
轄
に
従
事
し
た
。
明
治
三
年
春
小
山
勘
場
は
賃
銀
値
下
げ

を
不
満
と
す
る
数
魯
人
の
日
雇

に
襲
わ
れ
た
。
か
ね
て
よ
り
竪
坪
万
日
雇

の
喧
嘩
や
暴

動
の
頻
発
に
困
り
拷
問
そ
の
他
の
処
置
を
考

え
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
佐
賀
藩
は
、
深
堀
役

人
に
日
雇
た
ち
の
取
押
え
万
を
要
請
し
た
。
佐
賀
藩
雇
い
の
日
雇
は
お
ろ
か
、
目
分
抱

え
の
日
雇
の
暴
動
さ
え
押
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
小
山
に
対
し
、
佐
賀
藩
は
失
望

の
色
を
か
く
さ
な
か

っ
た
。

「高
島
炭
坑
坑
夫
雇
入
手
続
」
に
よ
れ
ば
、
旧
佐
賀
藩
は

数
百
人
の
坑
夫
の
取
締
ま
り
を
納
屋
頭
に
さ
せ
、
そ
の
統
轄
人
と
し
て
受
負
人
を
お
い

た
が
、
明
治
九
年
受
負
人
に
弊
害
を
生
じ
た
た
め
こ
れ
を
廃
止
し
て
、
納
屋
頭
を
直
接

の
受
負
人
に
し
た
と
い
わ
れ
る
。
も
し
小
山
が
佐
賀
藩
か
ら
坑
夫
の
統
轄
を
命
じ
ら
れ

た
受
負
人
に
あ
た
る
と
、
請
負
人
制
度
の
弊
害
は
明
治
九
年
に
至
ら
ず
と
も
同
三
年
ご

ろ
す
で
に
芽
ば
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

(
二
)

高
島
炭
坑
合
弁
経
営
に
お
け
る
流
通
機
構

前
述
し
た
よ
う
に
、
合
弁
契
約
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
高
島
炭
の
輸
出
は
グ
ラ
バ
ー
商

会
の
担
当
で
あ
り
、
佐
賀
藩
側
で
別
途
に
買
手
の
め
ど
が
つ
い
た
場
合
は
、
両
者
の
相

談
で
し
か
る
べ
く
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
事
事
佐
賀
藩
が
関
係
し
た
の
は
、

同
藩
の
外
国
居
留
地
商
に
対
す
る
債
務
の
引
当
て
と
し
て
高
島
炭
を
動
か
し
た
ケ
ー
ス

が
大
部
分
を
し
め
る
。
わ
ず
か
に
、
蒸
気
船
買
入
れ
で
取
引
き
関
係
に
あ

っ
た
ア
テ
リ

ア
ン
商
会
へ
の
高
島
炭
の
販
売
を

あ
げ
う
る
に
と
ど
ま
る
。

同
商
会
が

唐
津
炭
の
請

取
り
を
拒
否
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
佐
賀
藩
は
藩
主
の
意
回
次
第
で
は
他
商
会

へ
の
販

売
も
あ
り
う
る
と
、
強
気
の
販
売
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。
長
崎
商
人
で
佐
賀
藩
国
産
物

売
捌
人
と
し
て
藩
に
出
入
り
し
た
若
干
の
商
人
を
介
し
た
高
島
炭
の
販
売
も
看
過
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。

一
八
六
九
年
十
二
月
か
ら

一
八
七

一
年
十
月
に
至
る
期
間
の
高
島
炭

販
売
高
は
約
四
六
、
五
〇
〇
ト
ン
で
、
売
込
先
は
上
海

・
香
港

・
各
国
居
留
地
商
館

・

各
国
蒸
気
船

・
佐
賀

・
薩
摩
両
藩
蒸
気
船

・
高
島
現
地
売
り

・
松
林
引
取
分
に
分
か
れ

て
お
り
、
上
海

・
香
港

へ
の
販
売
は
い
ず
れ
も
大
口
で
あ
る
点
が
目
立

っ
て
い
る
。
ま

た
、
各
月
平
均
販
売
高
は

一
、
五
八
五
ト
ン
で
あ
り
、明
治
三
年
末
か
ら
同
四
年
正
月
ご

ろ
が
ピ
ー
ク
に
当
た
る
。
し
か
し
、
合
弁
事
業
発
足
当
初
は
日
産
九
〇
ト
ン
に
す
ぎ
な

か

っ
た
生
産
高
は
明
治
三
年
に
は
日
産
二
〇
〇
ト
ン
の
台
に
の

っ
た
と
い
わ
れ
、
グ
ラ

バ
ー
商
会

の
販
売
網
を
以
て
し
て
も
総
生
産
量
を
消
化
す
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
工
部
省
や
造
幣
局
な
ど
政
府
機
関

へ
の
売
込
み
が
始
ま
る

の
は
、
明
治
四
年
に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
。
つ
ぎ
に
、
高
島
炭

一
ト
ン
あ
た
り
の

販
売
価
格
は
、
明
治
二
年
末
か
ら
翌
三
年
九
月
ま
で
は
洋
銀
四
枚
半
か
ら
五
枚
半
に
留

ま

っ
た
が
、
同
三
年
十
月
以
降
漸
増
し
、
翌
四
年
八
月
以
降
は
八
枚
に
の
ぼ

っ
た
。
上

海
総
領
事
品
川
忠
道
は
、
明
治
七
年
海
外
市
場
に
お
け
る
高
島
炭
の
売
行
き
好
調
に
注

目
し
て
政
府
直
輸
出
を
外
務
卿
大
隈
重
信
に
提
言
し
た
が
、
品
川
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で

も
な
く
、
同
四
年
ご
ろ
に
は
高
島
炭
の
海
外
市
場
に
お
け
る
評
価
が
定
着
し
始
め
た
こ

と
が
、
上
記
の
炭
価
高
騰
に
よ

っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、

一
八
六
九
年
十
二

月
か
ら

一
八
七

一
年
十
月
に
至
る
期
間
の
、
高
島
炭
総
売
上
金
額
は
、
洋
銀
二

一
二
、

八
五
二
枚
二
合
六
勺
で
月
平
均
九
、
二
五
〇
枚
に
あ
た
る
が
、
こ
の
平
均
を
上
回
る
の

は
、
販
売
高
が
多
く
単
価
も
上
回
き
の
明
治
三
年
末
か
ら
同
四
年
初
め
な
ら
び
に
同
四

年
の
五

・
七
両
月
で
あ
る
。
高
島
炭
坑
合
弁
事
業
の
発
足
に
あ
た
っ
て
、
佐
賀
藩
の
該

事
業
責
任
者
松
林
源
蔵
が
佐
賀
藩
当
局

へ
提
出
し
た
高
島
炭
出
炭
高

・
炭
価
等
の
試
算

と
上
記
の
デ
ー
タ
:
を
比
較
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
試
算
を
下
回
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

前
述
し
た
蒸
気
船
購
入
代
金
の
支
払
い
を
明
治
四
年
五
月
ま
で
延
期
し
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
佐
賀
藩
は
同
五
年
三
月
ま
で
に
洋
銀

一
〇
二
、
三
五
〇
枚
二
勺
の
分
け
前
を
グ
ラ

バ
ー
・
ボ
ー
ド
イ
ン
両
商
会
の
立
替
え
で
取
得
し
、
藩
の
御
金
庫
を
う
る
お
し
た
。
こ

の
額
は
、
グ
ラ
バ
ー
が
高
島
炭
坑
開
発
当
初
試
算
し
た
グ
ラ
バ
ー
商
会

・
佐
賀
藩
双
万



の
分
け
前
六
、
七
〇
〇
両
の
約
半
分
に
あ
た
る
。

四

高
島
炭
坑
合
弁
経
営
の
終
結
を
め
ぐ
る
問
題

佐
賀
藩
と
グ
ラ
バ
ー

商
会
に
よ
る
高
島
炭
坑
合
弁
経
営
が
明
治
政
府
当
局
の
間
で
問

題
と
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
は
、
明
治
三
年
末
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
明
治
政
府
は
慶
応
四

年
に
発
し
た
政
体
書
の
中
で
、
外
国
人
雇
傭

・
隣
藩
や
外
国
と
の
盟
約
等
の
禁
止
に
関

す
る
確
固
た
る
万
針
を
掲
げ
て
、
政
府
の
該
問
題
に
関
す
る
万
針
を
明
示
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
高
島
炭
坑
の
合
弁
経
営
を
放
置
し
、
明
確
な
処
置
を
講
じ
え
な
か

っ
た
ゆ

え
ん
は
、
合
弁
契
約
締
結
の
時
期
が

「
騒
動

の
時
期
」
と
合
致
し
、
問
題
に
取
組
む
余

裕
を
持
ち
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
佐
賀
藩

・
グ
ラ
バ
ー
商
会
に
よ
る
高
島

へ
の

外
国
船
の
着
岸
に
つ
い
て
の
強
い
要
求
、
高
島
炭
坑
は
グ
ラ
バ
ー

商
会
の
所
有
炭
坑
な

り
と
す
る
風
聞
、
同
炭
坑
の
好
況
等
々
が
、
明
治
政
府
に
同
炭
坑
問
題
の
処
理
を
急
が

せ
た
理
由
で
あ

っ
た
。
と
り
わ
け
第

一
点
は
指
定
開
港
地
以
外
の
高
島
を
グ
ラ
バ
ー
商

会
に
貸
与
し
た
た
め
に
起
こ

っ
た
問
題
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
ら
外
国
外

交
団
の
政
治
的
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
加
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
外
交
問
題
に
発
展
す

る
危
険
性
を
多
分
に
は
ら
ん
で
い
た
。
外
国

人
に
対
す
る
鉱
山
稼
ぎ
権
の
譲
渡
が
か
か

る
難
問
を
惹
き
起
こ
し
た
原
因
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
明
治
政
府
は
、
明
治
三
年
秋
佐

賀
藩
管
下
産
炭
地
名

・
年
間
出
炭
高
等
の
調

査
と
あ
わ
せ
て
、
高
島
炭
坑
合
弁
経
営
は

政
府
の
規
則
に
反
す
る
故
早
急
に
外
国
人
を
佐
賀
藩
雇
入
れ
の
形
に
改
め
る
べ
く
、
佐

賀
藩
に
命
じ
た
。
佐
賀
藩
は
、
こ
の
難
局
を
の
り
切
る
た
め
に
、
グ
ラ
バ
ー
を
鉱
山
心

遣
い
と
し
て
雇
入
れ
る
旨
外
務
省
へ
届
出
る

一
万
、
グ
ラ
バ
ー
側
と
の
契
約
改
正
の
談

判
に
入

っ
た
。
グ
ラ
バ
ー
商
会
は
明
治
三
年
九
月
以
降
債
権
者
筆
頭
の
ポ
ー
ド
イ
ン
商

会
に
同
炭
坑
の
経
営

・
管
理
権
を
握
ら
れ
て
い
た
た
め
、
契
約
改
正
に
難
色
を
示
し
続

け
た
が
、
同
四
年
七
月
よ
う
や
く
改
正
に
同

意
し
た
。
改
約
の
要
旨
は
、

一
、
佐
賀
藩

雇
入
れ
の
外
国
人
は
、
グ
ラ
バ
ー

・
マ
ッ
ケ

ン
ジ
i
以
下
六
名
と
す
る
。
二
、
利
益
の

双
方
平
等
配
分
は
変
わ
ら
な
い
。
三
、
グ
ラ
バ
ー
が
こ
れ
ま
で
深
堀
家
に
文
払
っ
た
地

主
納
金
は
廃
止
す
る
。
四
、
上
記
六
名
以
外
の
外
国
人
の
高
島
上
陸
は
禁
じ
る
、
と
い

う
の
で
あ
っ
た
。
紆
余
曲
折
を
経
て
よ
う
や
く
佐
賀
藩
の
難
局
解
決
の
努
力
が
み
の
っ

た
か
に
み
え
た
矢
先
、
廃
藩
置
県
が
断
行
さ
れ
た
。
再
度
難
局
を
迎
え
た
佐
賀
藩
高
島

炭
坑
経
宮
責
任
者
松
林
源
蔵
な
ら
び
に
古
賀
忠
四
郎
は
、
帰
商
の
上
グ
ラ
バ
ー
ら
外
国

商
人
と
相
対
で
高
島
炭
坑
の
経
営
に
従
事
し
た
き
旨
、
同
四
年
八
月
県
庁

へ
出
願
し
、

内
諾
を
え
た
。
鍋
島
直
大
も
同
炭
坑
経
営
の
継
続
を
工
部
省

へ
同
年
三
月
出
願
し
た
。

し
か
し
、
政
府
は
同
五
年
三
月
公
布
し
た
鉱
山
心
得
の
中
で
、
外
国
人

へ
借
金
の
引
当

て
に
請
負
鉱
山

(11
民
坑
)
の
稼
ぎ
方
を
譲
渡

す
る
こ
と
を
厳
禁
し
、

右
出
願
は
政
府

の
意
回
に
反
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
却
下
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
高
島
炭
坑
の

官
収
は
正
式
に
決
定
を
み
た
。

む

す

び

佐
賀
藩
が
グ
ラ
バ
ー
商
会
と
高
島
炭
坑
合
弁
事
業
契
約
を
締
結
し
た
目
的
は
、
旧
式

採
炭
法
の
改
良

(11
技
術
面
)
な
ら
び
に
幕
府
王
導
の
販
売
ル
ー
ト
か
ら
の
脱
却

(U
流

通
面
)
に
求
め
ら
れ
る
。
佐
賀
藩
は
、
運
炭

・
廃
水

・
換
気

・
照
明
等
へ
じ
ょ
じ
ょ
に
洋

式
技
術
を
導
入
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
一
方
、
グ
ラ
バ
ー
商
会
に
輸
出
面
を
委
任
し
、

幕
府
ル
ー
ト
と
は
別
個
の
販
売
ル
ー
ト
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
佐
賀

藩
は
、
若
干
の
問
題
-
内
外
商
人
に
対
す
る
膨
大
な
債
務
、
グ
ラ
バ
ー
商
会
の
販
売
権

掌
握
に
よ
る
佐
賀
藩
の
合
弁
経
営
に
対
す
る
発
言
力
の
相
対
的
低
下
ー
を
ひ
き
お
こ
し

は
し
た
が
、

一
応
合
弁
契
約
締
結
に
あ
た

っ
て
の
所
期
の
目
的
を
果
し
た
と
い
え
る
。

つ
ぎ
に
、
生
産
面
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
佐
賀
藩
は
南
洋
坑
な
ら
び
に
北
渓
坑
の

一
部

採
炭
を
、
旧
経
営
者
深
堀
氏
と
小
坑
王
に
ま
か
せ
、
坑
夫
管
理
面
の
重
要
課
題
の
処
理

に
も
、
深
堀
氏
の
助
力
を
求
め
た
。
合
弁
契
約
の
締
結
に
あ
た
っ
て
深
堀
氏
と
高
島
炭

坑
の
こ
れ
ま
で
の
関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
を
た
て
ま
え
と
し
た
は
ず
の
佐
賀
藩
が
、
実

際
の
運
営
面
で
同
氏
の
助
力
を
必
要
と
し
た
理
由
は
、
つ
ぎ
の
二
点
に
求
め
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
佐
賀
藩
は
開
さ
く
工
事
の
遅
滞
に
伴
な
う
出
炭
高
の
伸
び
悩
み
を
、
深
堀

氏

の
支
配
に
よ
る
小
山
元
の
採
炭
で
補
填
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
よ
り
重
要
な
点
は
、
佐
賀
藩
に
よ
る
採
炭
機
構
の
管
理
が
は
か
ど
ら
ず
、
加
え
て

不
備
な
点
も
み
ら
た
れ
た
め
、
深
堀
氏
と
そ
の
旧
仕
組
法
時
代
の
小
坑
主
に
よ
る
請
負

稼
ぎ
に
期
待
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
三
年
の
日
雇
層
の
暴
動
は
、

創
草
期
高
島
炭
坑
に
お
け
る
採
炭
機
構
を
め
ぐ
る
前
述
の
諸
問
題
を
表
面
化
さ
せ
、
禾

解
決
の
ま
ま
そ
れ
を
官
収

・
後
藤
時
代

へ
引
き
継
ぐ
こ
と
と
な

っ
た
。


