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昭
和
三
十
二
年
四
月
、
福
岡
県
矢
部
村
の
一
部
が
ダ
ム
工
事
の
た
め
水
没
す
る
と
と
が
決
定
し
た
の
で
福
岡
県
の
依
嘱
に
よ
っ
て
調
査
団
に

加
わ
り
ζ

の
地
帯
を
調
査
し
た
。

水
没
地
帯
は
矢
部
川
の
上
流
で
名
勝
と
し
て
知
ら
れ
た
日
向
神
（
ひ
ゅ
う
が
み
）
か
ら
上
流
に
当
る
の
で
我
々
は
専
ら
ダ
ム
予
定
地
以
東
の

鶴
－
谷
野
・
笹
又
・
鬼
塚
・
所
野
・
毘
困
の
集
落
を
、
私
ば
主
と
し
て
重
点
を
近
世
史
料
に
置
い
て
採
集
を
行
っ
た
。
記
録
文
書
の
量
は
極
め

て
少
な
く
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
え
な
か
っ
た
が
、
聞
き
書
に
よ
っ
て
空
白
を
埋
め
、
北
九
州
で
も
最
も
山
村
中
の
山
村
と
し
て
知
ら
れ
る
乙
の

地
域
の
特
質
を
知
る
と
と
が
で
き
た
。
中
に
も
少
数
で
は
あ
っ
た
が
、
貧
し
い
農
民
が
次
第
に
耕
地
・
山
林
を
失
い
村
外
地
主
が
年
と
共
に
増

加
す
る
実
情
を
物
語
る
借
用
証
文
・
土
地
売
波
証
文
が
残
っ
て
い
て
、
予
想
し
た
よ
り
も
更
に
き
び
し
い
生
活
が
営
ま
れ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
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四

た。
し
か
る
に
最
近
同
じ
矢
部
川
流
域
で
日
向
神
ダ
ム
の
下
流
地
帯
、
即
ち
昭
和
三
十
二
年
に
調
査
し
た
地
域
に
接
し
た
大
淵
村
土
柳
名
に
関
す

る
百
数
十
通
の
証
文
類
を
見
る
と
と
が
で
き
た
の
で
こ
の
新
資
料
を
追
加
し
先
の
調
査
と
綜
合
し
て
ζ

の
特
異
性
を
顧
著
に
持
つ
地
方
の
研
究

を
一
歩
進
め
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

矢
部
村
の
立
地
条
件

矢
部
村
は
、
福
岡
県
で
も
代
表
的
山
村
で
耕
作
に
適
す
る
平
地
は
少
な
く
、
人
口
密
度
の
少
な
い
村
で
あ
る
。

（
一
平
方
粁
に
つ
い
八
十
人

に
満
た
な
い
。
）

農
業
に
従
事
す
る
人
口
約
千
七
百
に
対
し
て
林
業
四
百
人
余
と
は
い
う
も
の
の
村
内
で
産
出
さ
れ
る
米
は
四
筒
月
を
支
う
る
の
み
で
、
大
部

分
の
人
々
が
林
業
に
依
存
し
て
生
活
を
営
ん
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
事
実
八
女
郡
産
出
の
木
材
の
半
ば
は
矢
部
か
ら
伐
り
出
さ
れ
る
現
状
で

あ
る
。矢

部
よ
り
や
や
下
流
の
平
坦
部
に
あ
る
黒
木
さ
え
も
「
黒
木
は
水
田
の
面
積
よ
り
石
垣
の
面
積
が
広
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
位
で
あ
る
か
ら

矢
部
の
地
勢
は
推
し
て
知
る
べ
く
、
矢
部
は
「
山
仕
事
で
裕
福
だ
か
ら
百
姓
に
は
腰
を
い
れ
な
い
」
と
説
く
人
も
あ
る
位
で
、
木
材
の
搬
出
と

か
製
材
に
従
事
し
て
現
金
収
入
を
得
て
い
る
人
が
多
く
、

こ
の
よ
う
な
地
理
的
条
件
の
も
と
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
耕
し
て
天
（
山
頂
）
に
至
る
」

と
い
っ
た
様
な
土
地
利
用
の
仕
方
は
飛
（
と
び
）
そ
の
他
で
時
々
見
受
け
ら
れ
る
の
み
で
む
し
ろ
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

農
業
が
山
林
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
ζ

と
も
無
視
し
得
な
い
が
、
山
林
開
発
が
里
山
か
ら
、
い
よ
い
よ
奥
山
に
進
み
、
林
道
も
奥

地
ま
で
聞
け
矢
部
村
は
伐
木
業
者
、
素
材
業
者
、
製
材
業
者
活
躍
の
舞
台
で
、
伐
採
搬
出
製
材
に
吸
収
さ
れ
る
労
働
力
は
増
加
の
傾
向
を
強
め

農
業
そ
の
も
の
は
副
次
的
意
味
の
も
の
に
、

そ
の
性
賀
を
変
え
つ
つ
あ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。



江
戸
時
代
の
矢
部

江
戸
時
代
の
矢
部
は
矢
部
川
を
さ
し
は
さ
ん
で
左
岸
は
柳
川
藩
領
、
右
岸
は
久
留
米
葎
領
に
属
し
、
異
っ
た
条
件
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
。

例
え
ば
同
じ
一
里
塚
に
し
て
も
、
柳
川
領
は
一
里
石
が
建
て
ら
れ
久
留
米
領
は
一
旦
木
が
植
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
人
々
の
言

葉
に
も
違
い
が
あ
っ
て
、
久
留
米
領
で
は
父
母
を
「
卜
ト
サ
ン
」

「
カ
カ
サ
ン
」
と
い
え
ば
、
柳
川
領
で
は
「
チ
ャ
ン
」
と
か
「
ト
ン
」
と
か

呼
び
、
互
い
に
対
立
し
た
意
識
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

今
で
も
旧
柳
川
領
で
は
『
う
ち
ら
の
方
が
人
物
渦
和
で
昔
は
久
留
米
簡
は
な
ら
ず
も
ん
が
多
く
「
久
留
米
の
フ
ウ
ワ
イ
ワ
イ
（
馬
鹿
者
ご
と

い
っ
て
噸
っ
た
も
の
だ
』
と
語
る
老
人
も
あ
る
。
笹
又
で
の
話
に
も
地
鼠
様
の
前
の
橋
は
両
方
か
ら
半
分
ず
っ
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が

乙
の
橋
を
子
供
は
余
り
往
来
せ
ず
「
す
ぐ
喧
嘩
始
め
よ
り
ま
し
た
」
と
い
わ
れ
る
。

久
留
米
領
の
庄
家
が
石
川
内
付
近
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
矢
部
川
流
域
水
利
図
（
福
岡
県
資
料
第
四
輯
附
図
・
現
在
柳
川
伝
習
館
所
蔵
）

の
中
村
名
（
現
在
の
役
場
所
在
地
）
と
鬼
塚
名
と
の
中
聞
に
北
矢
部
村
、
石
川
庄
屋
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
現
在
で
は
庄
屋
の

資
料
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

幸
い
笹
又
に
横
目
と
仙
頭
を
兼
ね
た
月
足
氏
の
子
孫
月
足
末
吉
氏
が
居
ら
れ
、
記
録
と
し
て
は
明
治
三
年
の
北
矢
部
村
の
「
宗
門
改
帳
」
等

矢
部
と
し
て
は
貴
重
な
史
料
を
保
存
し
て
お
ら
れ
る
の
で
江
戸
時
代
の
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
久
留
米
領
の
状
態
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

月
日
比
氏
は
村
役
人
と
し
て
「
仕
事
は
せ
ず
に
座
敷
の
す
ま
い
」
で
「
座
敷
の
お
っ
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
「
ど
乙
う
で
も
ず
ら
り
調
べ
あ
げ
て
」

支
配
を
し
て
お
り
ま
し
た
と
の
乙
と
で
あ
る
。

右
に
挙
げ
た
宗
門
改
人
別
限
に
よ
る
と

て
上
妻
都
福
島
町
一
向
宗
正
福
寺
門
徒
生
国
筑
後
上
妻
邸
北
矢
部
村
年
四
拾
七
横
目
兼
仙
頭
月
足
清
助

近
世
矢
部
村
の
研
究
（
槍
垣
）
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と
記
さ
れ
て
い
て
清
助
の
妻
の
外
佐
市
、
九
平
、
大
助
と
三
人
も
の
養
子
が
あ
り
、
十
三
人
の
大
家
族
で
あ
る
。

（
猶
乙
の
外
に
庄
屋
の
記
載
も
あ
っ
て
「
御
井
郡
中
村
浄
土
宗
西
方
寺
門
徒
、
生
国
筑
後
御
井
郡
今
山
村
年
三
拾
五

庄
屋
楢
原
俊
三
」
と
記

さ
れ
て
い
る
か
ら
明
治
初
年
の
庄
屋
は
楢
原
氏
で
、
家
族
の
記
録
が
な
い
と
乙
ろ
を
み
る
と
矢
部
の
庄
屋
を
兼
任
し
て
い
た
も
の
か
も
し
れ
な

月
足
氏
は
繁
栄
し
た
家
ら
し
く
民
具
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
村
役
人
と
じ
て
使
用
し
た
放
れ
駒
の
模
様
入
り
の
陣
笠
・
槍
・
六
尺
棒
・
袖

が
ら
み
等
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

猶
山
村
の
生
活
が
早
く
か
ら
貧
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
柳
川
藩
側
の
史
料
に
よ
っ
て
、
矢
部
で
は
天
和
三
年
に
は
負
債
の
為
に
村
役
人

で
あ
る
仙
頭
の
女
房
が
つ
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
、
庄
屋
が
所
有
の
田
を
質
に
お
い
て
お
り
、
三
年
後
の
貞
享
三
年
に
は
代
官
の
仰
せ
つ
け
に
よ

っ
て
庄
屋
長
百
姓
が
団
地
を
売
り
払
っ
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
か
ら
元
禄
以
前
か
ら
矢
部
の
生
活
が
安
楽
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
よ
う
。

猶
矢
部
に
関
す
る
史
料
に
は
外
に
も
一
箇
月
に
一
人
手
間
丈
け
働
い
て
借
金
を
返
す
と
か
（
宝
暦
六
年
）
上
納
は
椎
茸
・
こ
ん
に
ゃ
く
芋
で

す
る
と
か
（
文
化
十
三
年
）
い
う
も
の
が
見
ら
れ
、
自
給
自
足
の
自
然
経
済
が
は
っ
き
り
知
ら
れ
る
の
も
一
つ
の
特
色
で
で
あ
る
。

笠
又
は
江
戸
時
代
で
も
現
在
で
も
交
通
上
の
要
地
で
警
察
官
で
あ
る
横
目
の
月
足
氏
が
こ
h

に
配
置
さ
れ
て
山
村
の
治
安
を
維
持
し
て
い
た

の
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。

柳
川
領
の
村
役
人
と
し
て
は
末
次
氏
（
飯
干
の
旧
庄
屋
）
中
川
氏
（
飯
干
の
聞
次
）
古
川
氏
（
飯
干
新
店
屋
）
森
氏
（
椎
葉
庄
屋
）
と
文
書

に
よ
っ
て
所
野
（
野
老
野
）
に
も
圧
屋
の
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
藩
政
を
知
る
史
料
に
之
し
く
、
古
川
氏
が
宝
暦
・
安
永
・
明
和
・

文
化
・
弘
化
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
古
文
書
を
保
存
し
て
お
ら
れ
る
の
が
矢
部
村
の
江
戸
時
代
を
物
語
る
妓
も
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。



乙
の
文
献
に
は
年
貢
上
納
に
差
し
支
え
た
農
民
が
土
地
を
手
放
す
状
態
が
物
語
ら
れ
て
い
る
が
、
茶
、
格
、
茶
畑
、
こ
ん
に
ゃ
く
原
（
文
化

十
一
年
）
等
の
文
字
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
力
の
低
い
山
村
農
業
の
姿
が
う
か
が
わ
れ
柿
の
木
二
本
が
二
百
五
十
文
に
計
算
さ
れ
る

な
ど
（
安
永
三
年
）
貧
し
い
村
の
生
活
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

部

落

の

成

立

矢
部
の
先
祖
は
栗
原
氏
と
い
わ
れ
、
事
実
矢
部
村
で
栗
原
姓
を
名
乗
る
家
は
極
め
て
多
く
、

乙
の
考
え
が
誤
ま
り
で
な
い
乙
と
は
文
書
の
上

で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

栗
原
氏
の
根
拠
地
は
矢
部
川
の
最
も
上
流
と
い
っ
て
よ
い
栗
原
名
で
栗
原
城
が
五
条
左
馬
頭
家
臣
栗
原
伊
賀
守
の
居
城
で
あ
っ
た
こ
と
は
恐

ら
く
事
実
で
あ
ろ
う
。
栗
原
挫
は
近
江
備
後
安
芸
に
も
見
出
さ
れ
る
が
長
門
の
栗
原
が
地
理
的
に
近
く
現
在
も
山
口
県
に
は
こ
の
姓
が
残
っ
て

い
る
か
ら
或
い
は
長
門
系
統
の
出
身
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
世
の
中
頃
豊
後
の
大
友
氏
に
対
す
る
軍
事
的
要
地
と
し
て
矢
部
が
重
要
視
さ
れ
る

乙
と
に
な
っ
て
大
内
氏
の
家
臣
と
し
て
栗
原
氏
が
こ
の
地
を
守
る
為
に
派
遣
さ
れ
た
の
が
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
は
な
い
か
と
思
う
。

中
世
の
矢
部
が
か
な
り
の
文
化
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
矢
部
は
多
く
の
人
口
を
養
う
丈
け
の
農
業
を
維
持
す
る
乙
と
は
地

勢
か
ら
い
っ
て
も
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
江
戸
時
代
は
刷
用
落
の
規
模
も
小
さ
く
変
化
に
之
し
い
状
態
が
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

県
道
が
開
通
し
て
か
ら
現
在
ま
で
に
道
路
添
い
に
小
街
村
が
形
造
ち
れ
た
が
以
前
の
道
路
は
現
在
よ
り
も
高
い
位
置
に
あ
り
け
わ
し
さ
も
滋

し
く
、
衆
落
で
奥
地
か
ら
現
在
の
道
路
添
い
に
移
動
し
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

以
下
水
没
地
帯
の
衆
落
に
つ
い
て
知
り
得
た
丈
け
の
事
実
を
述
べ
て
そ
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

鶴
（
津
留
名
）
筑
後
平
野
と
矢
部
山
地
と
の
交
通
を
遮
断
す
る
の
が
日
向
神
で
あ
る
。
鶴
は
矢
部
山
地
で
も
日
向
神
に
最
も
近
い
衆
落
で
従

っ
て
筑
後
平
野
と
の
交
渉
は
故
も
多
い
位
地
に
あ
る
。
中
で
も
影
轡
の
大
き
い
の
は
「
下
の
商
人
」
居
住
地
た
る
黒
木
・
福
島
の
経
済
的
影
響

近
世
矢
部
村
の
研
究
（
檎
垣
）
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で
そ
の
意
味
で
鶴
は
栄
枯
盛
衰
が
最
も
激
し
く
、
約
一
世
紀
足
ら
ず
の
間
に
土
着
の
人
々
は
殆
ん
ど
全
部
入
れ
替
っ
た
ら
し
く
、

「
ど
の
家
で

ん
も
と
お
ら
し
た
人
は
変
っ
て
し
も
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

同
地
の
「
東
松
太
郎
の
じ
い
さ
ん
な
黒
木
か
ら
乙
ら
し
た
。
」
鶴
で
上
納
で
け
ん
老
人
が
一
人
競
っ
て
い
た
の
を
最
後
ま
で
養
い
そ
の
結
果

乙
の
土
地
に
土
着
さ
れ
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

鶴
に
は
山
腹
に
享
和
三
・
六
天
保
十
五
・
明
和
十
三
、
嘉
永
元
年
の
墓
が
あ
る
が
無
縁
と
な
っ
た
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

椎
葉

鶴
の
対
岸
を
し
ば
ら
く
山
聞
に
わ
け
入
っ
た
所
に
椎
葉
が
あ
る
。
柳
川
領
の
屋
野
森
氏
の
い
た
と
こ
ろ
で
正
徳
三
年
肥
後
熊
本
の
律

師
が
刻
ん
だ
観
音
像
を
祭
る
観
音
立
が
あ
る
。
矢
部
も
他
の
農
村
と
同
じ
く
一
兄
妹
文
化
を
今
日
に
残
し
て
い
る
。

観
音
像
に
は
と
の
衆
落
の
代
表
者
の
名
が
記
さ
れ
て
あ
る
。
小
畠
・
森
・
黒
谷
の
三
つ
の
姓
が
見
ら
れ
、

乙
れ
等
は
圧
屋
の
一
族
ら
し
く
小

白
国
家
の
墓
は
観
音
堂
の
側
に
あ
り
、

乙
の
中
で
明
治
の
初
年
頃
に
は
森
氏
が
最
も
栄
え
庄
屋
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

谷
野
、
谷
野
は
柳
川
領
。

「と
ζ

は
全
部
栗
原
と
中
司
（
な
か
し
）
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
技
も
古
い
建
築
は
古
賀
豊
氏
の
家
で
、
飽
を

か
け
な
い
ち
ょ
う
な
造
り
の
雑
木
の
柱
、
竹
張
り
の
天
井
が
み
ら
れ
た
が
水
没
の
為
粕
昼
泌
に
移
住
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
家
に

は
車
種
そ
の
他
民
具
や
民
芸
品
の
多
く
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。

谷
野
で
は
元
禄
十
四
年
、
享
保
四
年
以
後
の
墳
墓
が
見
ら
れ
る
が
、

乙
の
年
代
は
遇
然
柄
引
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
農
村
の
生
活
の
上
に
ζ

の
時
代
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
元
禄
時
代
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
経
済
的
に
も
発
展
が
見
ら
れ
、
後
世
に
残

る
よ
う
な
文
化
を
持
ち
得
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

谷
野
は
蛇
淵
に
近
く
、
め
お
と
石
が
附
近
に
あ
る
。
現
在
石
龍
（
い
し
ご
う
）

の
上
に
橋
が
か
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
数
年
前
か
ら
で
、

東
北
の
人
か
ら
天
詣
川
の
例
を
教
え
ら
れ
洪
水
で
も
流
れ
な
い
工
夫
を
乙
ら
し
た
現
在
の
橋
を
造
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。



笹
又

笹
又
は
村
役
人
月
足
氏
の
住
居
地
で
歴
史
も
古
く
文
化
の
セ
ン
タ
ー
で
も
あ
っ
た
。
元
禄
十
年
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
碑
が
残
り
、
明

和
一
五
年
十
二
月
二
日

謹
報
門
弟
六
十
余
人

釈
教
受
と
記
さ
れ
た
寺
小
屋
の
先
生
で
あ
っ
た
竹
下
五
郎
右
衛
門
の
墓
も
水
没
す
れ
す
れ
の
山

か
げ
に
立
っ
て
い
る
。

笹
又
は
も
と
三
十
戸
位
だ
っ
た
の
が
八
十
四
戸
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
も
と
士
族
の
小
川
の
よ
う
に
明
治
に
入
っ
て
広
川
村
か
ら
移
住
し
た

こ
と
の
明
ら
か
な
家
も
あ
り
、
本
家
か
ら
分
れ
た
分
家
も
多
く
発
展
の
跡
を
た
ど
り
や
す
い
部
落
で
あ
る
。

飯
干
、
柳
川
領
の
要
地
で
大
圧
屋
が
置
か
れ
末
次
氏
は
荷
物
改
め
と
問
屋
を
兼
ね
降
っ
て
は
寺
小
屋
も
聞
い
て
お
ら
れ
た
由
で
あ
る
。
大
庄

屋
の
職
は
後
中
川
氏
に
移
り
、
庄
屋
屋
敷
は
現
在
中
学
校
に
な
っ
て
い
る
と
の
乙
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
裏
金
田
き
す
る
史
料
は
見
ら
れ
な
か
っ

た。
中
川
耕
一
郎
氏
は
茶
と
杉
の
植
林
の
草
分
け
と
い
わ
れ
、

パ
リ
に
遊
び
ロ
シ
ア
と
交
易
し
朝
鮮
で
鉱
山
を
経
営
し
た
実
業
家
だ
っ
た
ら
し

ぃ
。
村
役
人
と
し
て
庄
屋
に
次
ぐ
間
次
の
古
川
氏
が
史
料
を
保
存
し
て
お
ら
れ
る
乙
と
は
前
に
述
べ
た
。

二
板
（
二
板
名
）
柳
川
領
、
矢
部
川
と
そ
の
支
流
の
交
点
で
「
ウ
ス
ノ
ハ
ラ
イ
谷
」
に
の
ぞ
み
、
か
つ
て
は
宿
屋
も
あ
っ
た
小
型
の
宿
場
で
あ

る
。
吹
原
氏
が
中
心
と
な
っ
て
住
み
つ
い
た
土
地
で
古
い
衆
落
で
あ
る
。
吹
原
氏
は
も
と
布
花
原
と
書
き
京
都
出
身
で
五
条
氏
の
七
人
侍
の
一

人
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
吹
原
末
吉
氏
は
宿
屋
を
営
ん
で
お
ら
れ
た
が
戦
事
中
に
や
め
ら
れ
た
由
で
力
士
小
霧
島
忠
太
郎
は
そ
の
祖
父
に

あ
た
り
、
住
ま
い
の
近
く
に
立
て
ら
れ
た
記
念
碑
は
近
々
移
転
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

西
国

二
板
か
ら
ウ
ス
ノ
ハ
ラ
イ
谷
飯
干
を
通
り
カ
ヤ
キ
谷
を
経
て
谷
を
南
に
入
る
と
西
国
に
達
す
る
。
西
国
の
歴
史
は
新
し
く
近
年
に
道

路
が
拓
か
れ
て
聞
け
た
と
い
わ
れ
歴
史
的
手
が
か
り
は
余
り
得
ら
れ
ず
、
現
在
で
も
転
出
者
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

鬼
塚

鬼
塚
は
久
留
米
領
で
古
く
か
ら
毘
沙
門
堂
が
祭
ら
れ
て
い
て
歴
史
の
あ
る
土
地
で
あ
る
が
現
在
の
鬼
塚
は
新
し
く
ひ
ら
か
れ
た
も
の

近
世
矢
部
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の
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究
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で
、
は
じ
め
は
道
路
添
い
に
建
て
ら
れ
た
二
軒
が
今
は
四
十
戸
に
も
増
加
し
た
と
い
わ
れ
、
有
名
な
栗
原
大
五
郎
は
そ
の
開
拓
者
の
一
人
で
あ

る
と
い
う
。
矢
部
の
各
地
か
ら
便
利
の
よ
い
新
鬼
塚
に
出
て
来
た
家
も
多
い
ら
し
く
御
世
話
に
な
っ
た
原
島
貞
夫
氏
の
家
も
「
ヂ
ッ
チ
ャ
ン
が

ク
ワ
ノ
ヒ
ラ
か
ら
出
て
来
た
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

石
川
内

縦
鶴
川
が
矢
部
の
本
流
に
注
ぐ
い
わ
ば
矢
部
の
中
心
地
神
の
窟
、
古
利
益
田
正
寺
も
程
近
い
要
地
で
あ
る
。
庄
屋
の
す
ま
い
も
近
か

っ
た
。
現
在
役
場
の
所
在
地
で
あ
る
中
村
名
は
縦
鶴
川
の
対
岸
で
早
く
か
ら
開
拓
さ
れ
た
集
落
で
あ
る
が
、
反
っ
て
村
落
の
歴
史
は
明
ら
か
で

「糸、．。

占

T
h

’しV

明

治

の

矢

部

矢
部
に
は
村
内
商
業
を
う
か
が
う
史
料
と
し
て
明
治
十
七
年
の
当
座
帳
と
大
正
九
年
の
諸
品
貸
与
帳
（
小
島
氏
所
蔵
）
が
残
っ
て
い
て
村
の

消
民
生
活
を
う
か
が
う
と
と
が
で
き
る
。
村
の
雑
貨
屋
が
自
然
経
済
と
貨
幣
経
済
の
接
触
す
る
所
で
あ
り
、
村
人
の
消
費
生
活
の
実
態
を
設
も

よ
く
示
す
場
所
で
も
あ
る
。

明
治
十
七
年
当
座
帽
慨
に
は
、
山
物
三
品
と
し
て
棒
、
茶
、
芋
の
三
種
が
先
ず
現
わ
れ
る
。
芋
は
こ
ん
に
ゃ
く
芋
で
、
か
け
買
い
し
た
村
人
は

現
金
で
も
支
払
い
す
る
が
、
山
物
三
品
で
い
わ
ば
物
と
物
と
の
交
換
で
決
済
し
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
面
白
い
。
取
扱
わ
れ
た
商
品

を
挙
げ
る
と

魚

類

た

い

か

つ

お

ぶ

り

さ

ば

魚

あ

ご

白

魚

か

ま

す

あ

ら

ゆ

わ

し

の

外

、

川

物

が

あ

り

其

の

外

に

あ

さ

り

む

き

み

え

び

く
じ
ら
皮

う
ぱ
け
海
竹

野

菜

蓮

人

じ

ん

ぎ

な

ん

き
く
ら
げ

わ
さ
び
し
ぶ
竹
竹
の
子

乾

物

乙
ん
ぷ
す
る
め
か
ず
の
子
あ
ら
め



雑

貨

ち
ょ
う
ち
ん

せ
ん
香
び
ん
つ
け
も
と
い

ろ
う

野

具

大

く

ね

す

き

さ

き

そ

の

外

麻

た

ね

ね

ぎ

た

ね

産
業
の
歴
史

明
治
以
前
の
矢
部
の
産
業
は
極
め
て
消
極
的
で
之
し
い
水
田
・
焼
畑
・
茶
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
椎
茸
・
や
や
後
れ
て
櫨
の
生
産

が
見
ら
れ
る
位
で
林
産
も
特
に
記
録
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
な
ば
（
椎
茸
）
も
あ
っ
た
ば
っ
て
ん
が
、
あ
き
な
い

も
ん
に
作
る
ご
と
あ
る
の
は
少
な
か
、
う
l
す
か
な
ば
し
か
で
き
ん
じ
ゃ
っ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
状
態
を
脱
脚
し
た
の
は
明
治
以
後
で
茶
の
ブ
l
ム
は
、
茶
の
生
産
を
促
進
し
製
茶
の
技
術
を
学
ぶ
た
め
に
宇
治
に
派
遣
さ
れ
る
人
も
あ

っ
て
生
産
額
は
急
激
に
増
加
し
た
。

次
に
起
っ
た
大
き
な
変
化
は
杉
の
植
林
で
あ
る
。
四
十
年
余
前
に
飯
干
の
中
川
耕
一
郎
氏
が
着
手
し
た
と
い
う
吉
野
杉
の
移
植
は
や
が
て
製

材
所
の
設
置
と
な
り
、
道
路
の
開
通
と
相
ま
っ
て
、
矢
部
の
大
部
分
の
人
々
は
製
材
と
山
仕
事
に
よ
っ
て
生
活
す
る
よ
う
に
に
な
っ
た
。
最
初

の
製
材
所
は
飯
干
の
そ
ば
の
ウ
ス
ノ
ハ
ラ
イ
に
出
来
た
と
い
う
の
も
中
川
氏
の
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

要
す
る
に
幼
稚
な
技
術
で
経
営
さ
れ
て
い
た
茶
畑
が
杉
山
に
き
り
か
え
ら
れ
た
の
は
数
十
年
前
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
如
く
、
十
五
年
程
前
茶

の
つ
み
賃
が
騰
貴
し
て
採
算
が
と
れ
な
く
な
り
「
杉
を
山
に
さ
す
ご
と
な
っ
た
」
と
語
る
人
も
あ
る
。

矢
部
に
は
千
人
季
節
労
働
者
が
入
ら
ぬ
と
茶
摘
み
に
な
ら
ん
と
い
わ
れ
、
杉
山
に
か
わ
る
前
後
は
茶
百
円
つ
み
賃
六
十
円
位
で
あ
っ
た
と
い

ぅ
。
製
茶
も
手
も
み
で
は
採
算
の
と
れ
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
機
械
が
採
用
さ
れ
半
ば
機
械
を
利
用
し
て
、
例
え
ば
二
板
で
三
千
貫
の
茶
が
製
造
さ

れ
、
沖
縄
に
も
輸
出
し
、
三
階
建
て
の
茶
工
場
で
百
人
の
人
々
が
働
く
光
影
の
み
ら
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
。

明
治
の
戸
籍

明
治
時
代
の
矢
部
の
人
々
を
知
る
手
が
か
ち
と
し
て
は
、
明
治
三
年
の
宗
門
改
人
別
帳
（
月
足
氏
蔵
）
と
明
治
九
年
の
戸
籍

（
村
役
場
蔵
）
が
残
っ
て
い
る
。
共
に
全
村
に
亘
っ
て
完
全
に
残
っ
て
は
い
な
い
が
明
治
の
矢
部
村
は
と
れ
に
よ
っ
て
か
な
り
明
ら
か
に
な
る
。

近
世
矢
部
村
の
研
究
（
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先
ず
人
別
限
に
現
わ
れ
る
幕
末
明
治
の
動
き
は
幕
末
に
あ
わ
た
だ
し
く
設
け
ら
れ
た
殖
産
興
業
を
目
的
と
し
た
成
産
方
の
下
役
が
置
か
れ
て

い
る
乙
と
と
農
兵
、

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
久
留
米
藩
で
は
慶
応
四
年
の
頃
か
ら
農
兵
の
組
織
を
企
だ
て
そ
の
結
果
が
戸
籍
に
現
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、

乙
れ
等
の
農
兵
に
指
定
さ
れ
た
の
は
当
然
二
十
才
前
後
の
青
年
で
あ
り
、
次
三
男
が
多
く
、

八
百
三
拾
五
人
中
三
十
三
人
の
若

物
が
農
兵
に
指
定
さ
れ
て
い
る
乙
と
が
知
ら
れ
る
。

又
乙
の
帳
面
に
は
各
人
の
植
那
寺
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
出
身
地
を
推
測
す
る
乙
と
も
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
女
性
の
出
身
地
を
跡
付

け
る
乙
と
に
よ
っ
て
婚
姻
圏
、
或
い
は
家
族
の
構
造
を
も
推
測
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。

村
役
場
に
保
存
さ
れ
て
い
る
明
治
九
年
の
戸
籍
も
又
他
の
史
料
の
亡
ん
だ
現
在
、
当
時
を
知
る
好
史
料
で
例
え
ば
矢
部
で
は
「
星
野
女
子
に

矢
部
男
」
と
い
う
諺
が
あ
る
が
、
星
野
と
の
婚
姻
関
係
は
特
に
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
星
野
か
ら
矢
部
に
嫁
ぐ
女
性
は
村
内
結
婚
に
つ
い
で
、

最
も
多
か
っ
た
こ
と
が
裏
書
き
さ
れ
る
。
茶
摘
み
そ
の
他
の
出
稼
ぎ
に
よ
っ
て
密
接
な
交
渉
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
が
出
稼
ぎ
の
後
土
着
し
た

と
思
わ
れ
る
人
々
に
天
草
出
身
の
比
較
的
多
い
の
は
注
目
に
あ
た
い
し
よ
う
。
天
草
・
二
江
・
鬼
池
・
松
の
内
村
・
二
重
村
松
尾
等
と
見
え
る

の
が
そ
れ
で
季
節
労
働
者
を
多
く
送
り
出
す
天
平
か
ら
茶
つ
み
に
こ
の
地
方
に
は
い
っ
て
く
る
人
の
少
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
事
実
の
上

で
物
語
る
も
の
と
い
い
う
る
。
又
土
着
し
た
士
族
の
名
が
見
え
る
の
も
明
治
の
初
世
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
に
「
小
前
惣
代
坂
本
虎

之
助
借
屋
第
七
取
扱
所
」
の
み
ら
れ
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
小
前
惣
代
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
が
如
何
な
る
役
割
を
演
じ
た
も
の
か
今
日
は
か
り

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
新
時
代
を
象
徴
す
る
職
制
が
戸
籍
簿
の
上
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

村
外
商
人
の
活
躍

村
内
に
も
先
覚
者
が
あ
り
商
才
を
有
す
る
人
々
も
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
経
済
活
動
の
主
導
権
は
資
本
を
持

つ
村
外
特
に
良
村
小
市
場
の
中
心
と
し
て
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
示
し
た
福
島
・
黒
木
の
間
人
の
手
に
よ
っ
て
握
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
茶

紙
蝋
の
収
引
で
知
ら
れ
た
福
島
の
山
形
屋
和
助
は
天
保
元
年
か
ら
弘
化
三
年
に
か
け
て
矢
部
山
中
に
椎
茸
山
を
経
営
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が



今
日
で
は
知
る
人
は
な
い
。
村
人
の
記
憶
に
も
残
ら
ず
特
に
意
識
さ
れ
な
い
聞
に
既
K
山
形
屋
の
活
動
は
始
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
大
商
人
は
記
憶
さ
れ
な
く
て
も
特
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
中
買
業
者
の
活
躍
は
或
る
程
度
ζ

れ
を
跡
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

お
茶
を
買
い
に
来
る
の
は
主
に
福
島
・
黒
木
の
商
人
で
前
に
金
を
貸
し
つ
け
て
は
現
物
の
お
茶
で
と
る
。
盆
な
ん
か
に
金
を
か
り
た
の
を
、

こ
ん
に
ゃ
く
や
箆
で
支
払
い
す
る
と
い
う
形
式
の
金
融
が
大
い
に
行
わ
れ
、
最
悪
の
場
合
に
は
「
下
の
商
人
か
ら
塩
一
俵
で
山
を
と
ら
れ
る
」

と
い
う
事
態
も
生
じ
一
寸
し
た
金
の
か
た
に
半
分
近
く
村
の
土
地
が
他
町
村
の
人
の
手
に
移
る
と
い
う
乙
と
に
も
な
り
か
ね
な
か
っ
た
。
旧
の

十
二
月
十
七
日
に
は
黒
木
に
大
市
が
あ
り
、
正
月
の
為
の
買
物
に
「
校
中
に
起
き
て
め
ど
に
の
う
て
皆
ん
な
あ
ゅ
う
で
下
り
お
り
ま
し
た
」
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
必
要
な
物
資
を
入
手
す
る
の
に
は
必
ず
ζ

れ
ら
の
地
方
市
坊
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

大
淵
村
土
柳
名
史
料

乙
の
一
括
証
文
類
は
天
保
か
ら
明
治
に
か
け
て
土
柳
名
の
地
主
で
か
た
わ
ら
活
滋
な
金
融
貸
付
と
商
業
活
動
を
兼
ね
て
い
た
茂
七
、
茂
七
と

密
接
な
関
連
を
持
ち
な
が
ら
同
じ
く
土
柳
名
と
又
福
島
と
の
二
つ
の
拠
点
を
持
つ
小
山
田
喜
市
と
を
め
ぐ
る
史
料
で
あ
る
。
福
島
は
八
女
地
方

の
中
心
、

八
女
一
尉
状
地
の
扇
の
要
と
も
い
う
べ
き
王
座
を
占
め
、
従
っ
て
周
辺
の
村
々
に
経
済
的
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
（
現
在
八
女
市
）

地
方
都
市
で
あ
る
。

土
柳
名
は
北
大
淵
村
に
属
す
る
自
然
的
条
件
に
恵
ま
れ
ぬ
山
村
だ
が
日
向
神
以
東
に
比
す
れ
ば
僅
か
で
あ
る
と
は
い
え
経
済
的
中
心
地
に
近

く
、
そ
の
産
業
も
紙
一
重
丈
け
の
先
進
性
を
持
っ
た
よ
う
で
あ
る
、

乙
の
条
件
が
結
果
と
し
て
江
戸
末
期
に
は
少
く
も
二
人
の
寄
生
地
主
を
生

み
史
料
を
残
す
と
と
h

な
っ
た
の
で
あ
る
。

茂
七
が
史
料
の
上
に
登
場
す
る
の
は
天
保
六
年
か
ら
で
当
初
は
彼
自
身
が
借
り
方
と
し
て
の
証
文
を
八
通
残
し
て
い
る
。
先
ず
ス
タ
ー
ト
は

資
金
を
周
辺
の
中
農
屈
に
得
て
次
第
に
蓄
積
に
努
め
約
十
年
後
に
は
貸
し
方
に
廻
っ
て
附
近
一
帯
の
久
留
米
間
小
農
民
に
対
し
て
盛
ん
に
貸
付

近
世
矢
部
村
の
研
究
（
檎
垣
）

九



近
世
矢
部
村
の
研
究
へ
槍
垣
）

九
四

を
行
い
近
在
に
か
く
れ
な
き
地
主
と
な
り
遂
に
村
役
人
た
る
仙
頭
の
地
位
を
得
る
に
至
っ
て
い
る
。
文
久
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
貸
し
方
に
転

身
し
て
十
数
年
後
に
あ
た
る
。
そ
の
後
幕
末
の
恐
慌
期
を
頂
点
と
し
て
活
躍
、
明
治
五
年
で
消
息
を
絶
っ
て
い
る
。
A
ユ
人
の
中
心
人
物
ほ
立
吾

市
H

土
柳
K
も
居
宅
を
構
え
る
と
共
に
福
島
矢
原
町
に
も
も
う
一
つ
の
住
所
を
持
つ
商
人
的
性
格
を
茂
七
に
比
し
て
よ
り
多
く
持
つ
と
考
え
ら

れ
る
人
物
で
あ
る
。
彼
は
茂
七
の
仙
頭
と
な
っ
た
文
久
コ
一
年
か
ら
登
場
し
て
い
る
か
ら
、
土
柳
に
出
先
機
関
を
持
っ
て
巧
に
土
地
を
集
杭
し
、

一
方
特
産
物
を
集
荷
し
て
利
潤
を
あ
げ
る
と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
活
動
家
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
註
一

喜
市
は
明
治
以
後
小
山
田
性
を
名
乗
り
こ
の
一
群
の
史
料
の
最
後
の
も
の
明
治
十
四
年
の
証
文
に
は
彼
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ζ

の
二
人

の
寄
生
地
主
の
文
献
が
一
ま
と
め
に
今
日
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
茂
七
の
所
有
地
が
最
後
の
段
階
に
於
い
て
小
山
田
喜
市
の
手
に
収
め
ら
れ
た
乙

と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
こ
の
史
料
は
小
山
田
文
書
と
名
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
註
二

土
柳
名
の
生
産
と
貫
租

史
料
に
現
わ
れ
る
限
り
で
は
生
産
物
の
中
心
、
貸
借
の
対
象
と
な
る
も
の
は
米
麦
で
は
な
く
茶
・
椿
・
乙
ん
に
ゃ

く
を
主
と
し
櫨
・
辛
子
（
菜
種
）
蕎
麦
、
楽
等
が
ζ

れ
に
続
い
て
い
る
、
貢
租
も
こ
れ
を
反
映
し
て
譲
渡
或
い
は
質
入
さ
れ
る
。
耕
地
の
物
成

は
大
豆
紙
・
漆
で
あ
る
乙
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
と
が
多
い
。
註
三

次
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
と
の
地
域
に
は
か
な
り
の
杉
山
が
あ
っ
た
ら
し
く
杉
木
山
が
譲
渡
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
植
林
が
行
わ
れ

て
か
ら
間
も
な
い
山
林
が
手
離
さ
れ
る
例
が
見
ら
れ
る
。
乙
の
点
上
流
地
方
の
山
林
よ
り
も
、
よ
り
開
発
の
進
ん
だ
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
乙

と
を
想
像
さ
せ
る
。
註
四

し
か
し
多
少
の
先
進
性
が
認
め
ら
れ
る
と
と
が
小
農
民
の
生
活
を
そ
れ
丈
け
保
証
す
る
乙
と
と
は
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
く
貧
農
の
生
活
が
き

わ
め
て
危
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
嫌
と
い
う
程
史
料
が
物
語
っ
て
い
る
。

先
ず
最
初
は
耕
地
の
質
入
、
殆
ん
ど
す
べ
て
が
上
納
差
支
を
理
由
と
し
て
い
る
。
大
部
分
元
利
支
払
の
上
買
戻
の
条
件
が
記
さ
れ
て
い
る
が



予
定
は
実
現
せ
ず
、
遂
に
屋
敷
周
辺
の
菜
園
ま
で
提
供
さ
れ
註
五
中
に
は
一
本
の
柿
の
木
が
担
保
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
屋
敷
が
登
場
す
る
。

一
般
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
売
却
地
の
小
作
と
な
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
書
き
添
え
る
も
の
も
多
い
が
、

よ
り
悪
い
状
態
に
陥
る
農
民
の
あ
っ
た
乙
と
は
当
然
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
質
入
さ
れ
る
土
地
も
水
田
、
麦
作
な
ど
の
可
能
な
畑
地
な
ど

は
稀
。
と
ん
に
ゃ
く
尿
、
茶
尿
、
何
升
蒔
の
土
地
な
ど
と
猫
の
額
ほ
ど
の
零
細
な
土
地
を
書
き
上
げ
て
あ
る
こ
と
が
大
半
で
あ
る
。

茂
七
も
喜
市
も
土
地
を
対
象
と
す
る
金
融
が
そ
の
事
業
の
半
を
占
め
る
の
で
あ
る
が
他
の
一
面
で
よ
り
注
目
す
べ
き
は
前
貸
資
本
を
投
下
し

て
山
村
の
特
産
物
を
盛
ん
に
集
荷
し
て
い
る
ζ

と
で
あ
る
。
乙
れ
を
裏
付
け
る
も
の
は
諸
産
物
の
売
渡
手
形
（
売
波
羽
書
）
で
数
箇
月
以
前
に

代
価
が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
同
じ
内
容
の
も
の
が
借
用
手
形
と
呼
ば
れ
結
局
は
新
し
い
生
産
物
を
期
日
に
手
渡
し
す
る
こ
と

が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
註
六

乏
し
い
と
は
い
え
平
野
部
で
は
珍
ら
し
く
、
茶
の
様
に
長
崎
貿
易
の
窓
口
を
利
用
す
れ
ば
投
機
の
対
象
と
も
な
る
物
資
は
特
に
重
要
で
、
蓮
大

な
利
潤
を
あ
げ
る
十
分
な
可
能
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

八
女
山
地
は
現
在
で
も
茶
の
名
産
地
と
し
て
知
ら
れ
そ
の
素
朴
単
純
な
風
味
は
字
治
静
岡
茶
の
味
付
に
利
用
さ
れ
る
位
で
生
産
量
も
少
く
な

い
の
だ
が
荒
茶
の
ま
h

問
屋
の
手
を
経
て
移
出
さ
れ
る
乙
と
又
庭
先
取
引
な
ど
生
産
者
が
中
間
業
者
に
利
潤
の
大
半
を
占
め
ら
れ
こ
と
は
根

本
的
に
は
今
日
で
も
余
り
変
っ
て
い
な
い
。
福
島
・
黒
木
商
人
が
宇
治
・
静
岡
の
業
者
と
変
っ
た
の
で
あ
る
。

農
民
を
攻
め
立
て
る
も
の
は
貢
租
の
上
納
、
前
貸
資
本
、
寄
生
地
主
と
数
多
い
が
、

乙
れ
と
対
抗
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
最
も
無
難
な
方

法
は
講
で
あ
る
。
講
親
を
立
て
、
土
柳
の
場
合
に
は
廿
数
人
の
参
加
に
よ
っ
て
年
貢
上
納
を
果
す
と
い
っ
た
も
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
し
か
し

講
も
貧
農
が
自
律
的
に
自
衛
手
段
と
し
て
成
立
さ
せ
る
と
と
は
少
な
く
講
の
一
員
と
な
る
た
め
に
は
講
引
当
の
担
保
物
件
が
必
要
で
あ
り
又
そ

の
大
半
に
は
茂
七
喜
市
の
何
れ
か
が
参
加
し
て
に
ら
み
を
き
か
し
て
い
る
も
の
が
多
い
の
だ
。

つ
ま
り
本
質
的
に
は
高
利
の
借
入
と
変
ら
ず
加

近
世
矢
部
村
の
研
究
（
檎
垣
）

九
五



近
世
矢
部
村
の
研
究
（
檎
壕
）

九
六

入
者
の
連
滞
性
に
よ
っ
て
や
h

そ
の
負
担
が
緩
和
さ
れ
る
と
い
う
程
度
の
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

黒
木
・
福
島
商
人
を
引
付
け
た
の
は
筑
後
平
野
部
の
商
人
に
と
っ
て
八
女
郡
山
間
地
帯
の
特
産
物
は
最
も
有
利
な
商
品
で
あ
り
、
更
に
何
よ

り
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
と
と
は
矢
部
川
星
野
川
の
住
民
連
が
極
度
に
無
力
で
あ
り
、
自
由
な
活
動
が
可
能
で
あ
っ
た
乙
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
在
地
の
茂
七
型
寄
生
地
主
兼
企
業
家
、
茂
七
に
比
較
す
れ
ば
半
分
の
在
地
佐
し
か
持
た
な
い
が
と
も
か
く
対
面
的
社
会
の
一
員
た
る

利
濡
の
追
求
者
を
こ
』
に
は
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
の
客
観
的
史
料
か
ら
み
る
と
き
呑
舟
の
大
魚
は
二
つ
の
渓
流
が
平
野
部
に
入

っ
て
よ
う
や
く
ゆ
る
や
か
な
流
れ
と
変
る
位
置
、
言
わ
ば
星
野
・
矢
部
二
つ
の
渓
谷
の
咽
喉
を
押
え
る
位
置
に
あ
る
黒
木
・
福
島
の
町
人
に
外

な
ら
な
か
っ
た
。

土
柳
名
の
史
料
で
も
茂
七
は
多
分
に
福
島
町
人
で
も
あ
る
小
山
田
喜
市
に
依
存
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
役
者
は
喜
市
の
方

が
上
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
貸
し
方
の
福
島
商
人
と
し
て
現
は
れ
る
人
物
ば
二
人
で
五
の
江
屋
庄
左
衛
門
と
原
町
の
喜
兵
衛
の
名
が
慶
応

か
ら
明
治
初
年
に
か
わ
て
特
に
現
わ
れ
て
い
る
。
元
来
交
渉
を
持
っ
て
い
た
福
島
商
人
が
特
に
危
機
の
深
刻
化
し
た
こ
の
時
期
に
進
出
し
た
と

考
え
ら
れ
な
い
ζ

と
も
な
い
。
註
七

黒
木
町
下
町
の
松
木
市
蔵
は
酢
屋
と
号
し
、
安
政
五
年
に
そ
の
名
を
現
わ
し
て
か
ら
十
年
余
に
亙
っ
て
現
地
と
交
渉
を
保
ち
慶
応
三
年
ま
で

の
史
料
を
残
し
て
い
る
。
何
れ
に
せ
よ
限
ら
れ
た
史
料
の
中
に
発
見
さ
れ
る
出
来
事
で
積
局
的
に
断
定
す
る
乙
と
は
難
か
し
い
が
ζ

れ
等
一
連

の
商
人
の
活
動
は
当
然
存
在
し
く
な
て
は
な
ら
ぬ
筈
の
も
の
で
あ
る
。



註

借
用
証
文
之
事

長
木
下
道
ば
た

蕗
蕩
原
機
木
不
残

壱
ケ
所

小
松
と
申
所

櫨

木

地

共

不

残

壱

本

五
平
殿
仕
立
相
成

苅
蕩
原

壱
ケ
所

〆
金
子
壱
両

右
之
通
為
引
当
右
之
金
子
慢
ニ
借
用
仕
侯
実
正
－
一
市
御
座
侯

然
上
者
当
未
三
月
よ
り
十
二
月
限
リ
月
壱
歩
八
厘
充
之
利
分
相
加
吃
度
御
算

用
可
申
候
若
寓
一
相
滞
候
節
者
請
人
罷
出
吃
度
相
捌
可
申
侯
、
永
代
譲
渡
証
文

一
引
替
差
上
可
申
候
、

註
六

尤
右
之
金
子
利
分
相
加
差
向
侯
節
者
此
手
形
御
返
し
被
成
可
被
下
候
、
の
而

借
用
手
形
一
札
知
件

安
政
六
年
」

未

月

平

野

名

手

形

主

佐

平

次

印

同

名

請

人

敬

助

印

近
世
矢
部
村
の
研
究
（
槽
垣
）

同

太
吉

印

同

名

弥

平

殿

註
六

茶
辛
子
売
渡
手
形
之
事

銀
四
百
九
拾
五
匁

元
銀
也
利
附

右
ハ
諸
御
上
納
方
エ
差
支
申
候
－
一
付
茶
・
辛
子
売
渡
代
銀
右
高
健
－
一
受
取
申
候

処
実
正
ニ
而
御
座
候

然
ル
上
ハ
茶
四
月
廿
日
限
り
辛
子
之
儀
ハ
も
み
次
第
に
御
受
取
可
被
成
侯

若
万
一
不
玲
仕
侯
節
ハ
受
人
手
前
よ
り
吃
度
茶
辛
子
差
立
候
而
御
算
用
可
仕
侯

の
而
為
後
日
之
売
渡
手
形
一
札
件
如

辰
十
二
月
八
日

北
矢
部
村
堤
名
利
平
次
印

受

人

忠

右

衛

門

印

土
柳
名
」

茂

七

殿

格
売
渡
手
形
之
事

椿

拾

弐

わ

代
金

三
両
也

右
之
通
売
渡
申
侯
間
代
金
右
高
鑓
ニ
受
取
申
候
処
実
正
ニ
而
御
座
候
、
尤
直
段

之
儀
者
其
時
相
場
ニ
御
受
取
可
被
下
為
其
売
渡
葉
書
一
札
如
件

九
七



近
世
矢
部
村
の
研
究
（
檎
垣
〉

辰
十
一
月
八
日

女
鹿
の
名
売
主
次
郎
兵
衛
印

大
淵
村
土
柳
名
」

茂

七

殿

詮

ニ

借

用

証

書

金
百
拾
円
也

右
之
適
正
ニ
借
用
仕
侯
処
実
正
に
而
御
座
候
、
然
上
返
済
之
墜
官
八
十
八
夜
よ

り
三
十
日
迄
ニ
新
茶
拾
円
か
た
、
中
鵡
菊
芋
正
味
六
百
斤
十
月
廿
日
限
ニ
土
柳

名
迄
付
出
し
右
品
ニ
合
己
年
よ
り
酉
年
迄
五
ヶ
年
－
一
弘
渡
可
申
候
、
若
万
一
玲

明
不
仕
侯
節
は
請
人
手
前
よ
り
吃
度
差
立
御
算
用
可
申
候
、
の
為
後
日
証
書

札
如
件明

治
十
四
年
」

己
四
月

北
矢
部
蔵
当
名
借
用
主
米

士ロ

印

請

人

源

七

印

請

人

伊

七

印

北
大
淵
土
柳
名
小
山
間
喜
市
殿

註
六

引
当
手
形
之
事

金
拾
円
五
拾
曳

此
リ
壱
劉

右
之
遇
金
子
疋
－
一
請
取
申
侯
処
実
正
－
一
而
御
座
候
、
尤
右
金
子
返
済
之
儀
者
、

九
J¥ 

己
四
月
限
リ
上
勝
ヲ
以
御
返
済
可
申
侯
、
若
万
一
不
埼
仕
侯
ハ
ハ
請
人
手
前
よ

り
急
度
玲
明
可
申
侯
、
の
而
為
後
月
手
形
一
札
知
件

明
治
十
三
年
」

辰
十
二
月
廿
五
日

堤

川
津
熊
蔵

受

人

栗

原

利

助

土
柳

小
山
田
喜
市
殿

註

永
代
譲
渡
証
文
之
事

つ
る
か
さ
こ
と
申
所

伐
畑
山

務
麦
壱
斗
四
升
蒔

此
山
ノ
内
椿
植
立
置
申
侯

代
銀
百
六
拾
円

右
者
私
御
上
納
エ
差
支
申
侯
－
一
付
、
右
之
損
所
永
代
譲
渡
代
銀
悩
受
取
御
上
納

方
相
済
申
侯
実
正
ニ
而
御
座
候
、
然
上
者
来
五
月
十
五
日
迄
元
金
利
上
差
立
申

侯
ハ
ハ
右
之
証
文
御
返
シ
被
成
可
被
下
候
、
若
万
一
小
ニ
而
茂
不
足
仕
ら
ハ
右

証
文
之
場
所
御
勝
手
次
第
御
引
揚
被
成
可
被
下
候
、
右
山
ニ
付
何
方
之
構
少
之

茂
無
御
座
候
、
若
万
一
何
角
と
申
希
御
座
侯
へ
者
受
人
手
前
よ
り
詑
度
崎
町
明
其

御
元
様
え
御
難
儀
相
掛
申
間
敷
候
、
依
而
為
後
々
年
譲
渡
証
文
一
札
差
上
申
侯

如
件



慶
応
三
卯
年
二
月

北
大
淵
村
女
鹿
野
名
譲
主
作
右
衛
門
印

同

名

受

人

半

劫

印

右

同

断

弥
三
郎

印

右

同

組

挺

名

忠
右
衛
門
印

北
大
淵
村
土
柳
名
」

茂

七

毅

註
六

芋
売
渡
し
羽
害
之
事

乙
ん
に
ゃ
く
芋

正
味
五
百
斤
也

代
銀

弐
百
七
拾
五
匁

右
之
通
売
渡
し
代
銀
右
一
口
向
他
国
ニ
請
取
申
候
必
、
尤
芋
返
済
之
儀
ば
来
る
九
月

限
り
相
渡
シ
可
申
候
、
若
万
一
官
官
斤
ニ
而
茂
不
玲
仕
侯
節
は
請
人
手
前
よ
り

右
之
芋
差
立
可
申
候
、
の
而
為
後
日
売
渡
し
羽
書
一
札
如
件

明
治
二
年
」

己
七
月

北
矢
部
蔵
当
名

売

主

新

七

印

同

村

同

名

喜

市

殿

右
之
通
相
違
無
御
座
候
以
上

同

名

仙

頭

庄

作

近
世
矢
部
村
の
研
究
〈
槍
垣
）

註
四

永
二
冗
渡
証
文
之
事

長
は
た
け
之
下

山

壱
ケ
所
杉
木
共

本
さ
と

山

一
ケ
所

竹
屋
ね
共
ニ
不
残

〆
代
金
弐
歩
壱
朱

申
十
一
月
元

右
者
当
申
之
年
御
上
納
方
え
差
支
申
候
時
右
之

書力く
代
議
渡
代
金
槌

;rtt. 
Jζ 

取

御
上
納
相
済
シ
申
侯
処
実
正
ニ
而
御
座
候
、
尤
壱
ケ
年
利
相
滞
申
候
ハ
ハ
右
売

渡
シ
置
市
侯
場
所
御
引
上
被
成
可
被
下
候
、
若
万
一
脇
方
よ
り
何
角
と
申
物
御

天
保
八
閏
年
」
六
月

日

座
侯
ハ
ハ
受
入
手
前
よ
り
急
度
時
明
可
申
候
、
の
而
為
後
年
一
筆
証
文
如
件

村

茂

七

殿

右
之
通
相
違
無
御
座
侯
以
上
」

註
四
引
当
証
文
之
事

金
子
壱
両
弐
歩
也

設

主

宗

四

郎

印

受

人

十

兵

衛

印

仙
頭
十
右
衛
門
印

右
者
此
金
子
ノ
引
当
と
し
て
杉
の
た
に
と
・
申
処
小
杉
数
お
よ
そ
三
百
本
差

九
九



近
世
矢
部
村
の
研
究
（
檎
垣
）

出
し
置
事

然
ル
上
は
年
々
月
弐
歩
充
利
上
可
仕
候
、
若
万
一
利
上
之
儀
相
滞
候
節
は
右
杉

山
之
儀
御
勝
手
次
第
御
引
錫
可
被
成
候
、
勿
論
当
杉
山
々
脇
方
之
檎
毛
頭
無
之

御
座
侠
、
旦
又
何
角
申
出
候
者
御
座
侯
節
ハ
請
人
手
前
よ
り
罷
出
急
度
玲
明
可

申
候
、
の
而
為
後
々
年
之
証
文
一
札
如
件

慶
応
三
年
」

卯
三
月

か

り

主

わ

ら

び

原

弥

七

印

受

人

の

三
太
郎

印

中

同

受

人

古

敷

岩

屋

儀

作

印

土

柳

茂

七

殿

註

永
代
譲
渡
証
文
之
事
〔
土
柳
史
料
中
最
も
古
い
も
の
〕

一
合
三
百
目

但
シ
七
拾
文
実

右
者
御
上
納
方
江
差
支
・
申
侯
－
一
付
、
私
抱
団
地
之
内
前
畑
三
畝
弐
拾
四
歩
、
土

屋
下
迄
茶
原
共
ニ
不
残
物
成
七
升
八
合
、
山
道
畑
壱
畝
弐
歩
物
成
弐
升
二
合
五

夕
、
右
之
通
リ
宝
麿
四
歳
成
六
月
ニ
其
方
ニ
譲
渡
、
代
実
髄
ニ
受
取
申
候
処
実

正
ニ
而
御
座
候
、
然
上
者
此
地
方
－
一
付
何
方
之
構
無
御
座
候
、
万
一
何
角
と
申

者
御
座
候
ハ
ハ
請
人
方
よ
り
急
度
玲
明
可
申
候
、
の
而
為
後
々
年
証
文
相
渡
申

置
候
如
件

宝
暦
四
年
」

成
六
月
三
日

一O
O

，， 北
大
淵
村
土
柳
借
主
長
右
衛
門
印

村

受

人

源

右

衛

門

印

源

七

印

グ

上

請

喜

助

印

右
者
卯
年
御
上
納
方
江
差
支
申
侯
ニ
付
、
右
之
地
方
永
代
譲
渡
シ
代
金
右
高
憾

同

土
柳
名
」

次
郎
兵
衛
殿

註

永
代
譲
渡
し
証
文
之
事

は
ち
の
く
ぼ
と
申
処

畑
ケ

段
壱
枚
茶
原
迄
残
ス

御
物
成
大
豆
三
升
七
合

長
高
紙
弐
拾
枚

御
運
上
百
四
紙
壱
帖
拾
枚

漆

弐

本

〆

代
金
拾
両
弐
歩

正
金
也

元
よ
り
御
勤
メ
可
被
成
候
。

ニ
受
取
御
上
納
方
相
済
申
倹
処
実
正
－
一
而
御
座
候
、
然
上
者
御
上
納
一
式
其
御

右
地
方
－
一
付
何
方
の
構
少
茂
無
御
座
候
、
若
万
一
何
角
ト
申
者
御
座
侯
ハ
ハ



請
人
手
前
よ
り
急
度
崎
明
可
申
候
、
の
而
為
為
々
年
永
代
譲
渡
証
文
一
札
如
件

慶
応
四
辰
年
」
三
月

北
大
淵
村
土
柳
名
、
譲
主
字
七
印

岡

村

同

名

受

人

利

平

次

印

右

同

嘉
右
衛
門
印

右

同

次

七

印

岡
村
般
原
名

詩

人

利

七

印

福
島
五
江
屋

宗
左
衛
門
殿

北

大

淵

村

土

柳

名

茂

七

殿

註
五

売
返
シ
添
証
文
之
事

前
畑
斗
三
畝
弐
拾
四
歩

代
美
三
百
弐
拾
五
匁
正
銀
也

右
者
者
私
御
上
納
方
え
差
支
申
侯
ニ
付
右
之
地
方
売
返
シ
代
銀
悩
ニ
請
取
御
上

納
相
済
申
候
処
実
正
－
一
而
御
座
候
、
然
上
者
右
之
地
方
－
一
付
、
何
角
と
申
者
御

座
侯
ハ

h
請
人
手
前
よ
り
急
度
坪
明
可
申
侯
、
の
而
為
後
々
年
売
返
シ
添
書
証

文
一
筆
知
件

文
化
十
五
寅
年
」

月
北
大
淵
村
土
柳
名
売
返
シ
主
次
助
印

近
位
矢
部
村
の
研
究
（
檎
垣
）

同

村

請

人

喜

平

印

同

市
郎
右
衛
門
印

土
柳
名
」
幸
右
衛
門
殿

註
六

茶
売
渡
し
手
形
之
事

上
茶

口
口
迄
百
四
拾
五
匁
六
歩

代
金
拾
両
也

〆
壱
〆
五
拾
五
匁
六
歩

内
五
百
弐
拾
目
辛
子
ニ
而
相
渡
侠

／
五
百
三
拾
五
匁
六
歩

右
之
通
売
渡
し
代
金
右
高
健
受
取
申
侯
処
実
正
－
一
而
御
座
候
、
然
上
者
茶
反
済

之
処
儀
者
来
ル
己
四
月
十
五
日
限
ニ
右
相
極
メ
上
茶
相
渡
可
申
候
、
若
万
一
少

シ
ニ
而
茂
不
坪
仕
侯
節
ハ
受
人
手
前
よ
り
茶
以
御
算
用
可
仕
候
、
の
而
為
後
日

茶
売
波
手
形
一
札
如
件

辰
十
二
月
六
日

北
矢
部
村
三
倉
名
借
用
主
四
右
衛
門
印

同

竜

助

印

同

同

同
名
受
人
清
兵
衛
印

大
淵
土
柳
名
」

茂

七

殿

註

永
代
議
渡
証
文
之
事

。



近
世
矢
部
村
の
研
究
（
檎
垣
）

む
た
の
内
と
申
所

回

段
数
三
枚

御
物
成
米
壱
斗
武
升
三
A
ロ
五
勺

代
金
拾
両
也

右
者

去成
年
御
上

勢
え

妻
申
｛奥

付
右
地
方
沼t
代
譲
渡
代
金
悩

;,g. 
Jミ．

取
御

上
納
方
相
済
申
侯
処
実
正
－
一
而
御
座
候
、
然
上
者
私
下
作
仕
為
利
湯
月
壱
歩
壱

厘
充
無
相
違
差
立
可
申
候
、
若
万
一
不
坪
他
候
節
者
右
地
方
御
勝
手
次
第
ニ
可

被
成
候
、
尤
A
口
地
方
ニ
付
何
方
之
檎
イ
毛
頭
無
御
座
候
、
若
何
角
と
申
者
御
座

候
節
者
請
人
手
前
よ
り
吃
度
坪
明
可
申
候
、
猶
又
元
金
利
足
無
滞
差
立
候
節
者

何
時
ニ
而
も
右
地
方
証
文
御
返
し
可
被
成
侯
、
の
而
為
後
日
綾
状
文
一
札
如
件

文
久
三
年
」

亥
九
月北

大

淵

村

土

柳

名

譲

主

庄

作

印

同

名

請

人

十

右

衛

門

印

同

請

人

弥

｝＼ 

印

村
弥
三
即
殿

右
之
通
り
相
違
無
御
属
候
以
上

仙

頭

茂

七

印

註
二
永
代
譲
渡
証
し
証
文
之
事

あ
を
主
回
申
処

一O
一

田

枚

御
物
成
米
弐
升
五
合

代
金
壱
両
弐
歩

主

右
者
去
冬
御
上
納
方
差
支
申
候
－
一
付
、
右
之
地
方
永
代
譲
渡
之
代
金
憶
ニ
請
取

御
上
納
方
相
済
申
侯
処
笑
正
而
御
応
俊
、
然
上
者
下
作
仕
利
上
と
し
て
月
一
歩

五
厘
、
尤
毎
年
十
一
月
限
り
無
相
違
差
立
可
申
侯
、
若
万
一
木
坪
仕
侯
ハ
受
人

手
前
よ
り
吃
度
坪
明
可
申
候
、
の
而
譲
渡
し
証
文
一
札
如
件

託
文
元
金
利
上
無
間
違
差
立
候
節
は
右
之
地
方
御
返
被
成
下
度
候

元
治
二
年
」

丑
三
月

北
矢
部
村
女
鹿
野
譲
主

印

弥

三

郎

同

名
受
人
作
右
衛
門
印

堤

受

人

忠

右

衛

門

印

福
島
矢
原
町
」

喜

市

殿

註
五
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結

室玄

関＂

矢
部
地
方
の
集
落
は
そ
の
殆
ん
ど
が
矢
部
川
の
侵
触
谷
の
両
岸
に
位
置
し
農
耕
は
限
ら
れ
た
傾
斜
地
で
行
わ
れ
る
。
山
地
気
候
、

日
照
時
間

の
短
か
い
乙
と
は
農
業
生
産
を
さ
ま
た
げ
る
最
大
の
自
然
的
条
件
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
こ
の
地
域
の
産
業
は
特
殊
な
山
地
農
業
の
方
向
を
示
し
茶
・
苑
弱
・
格
な
ど
の
能
率
の
低
い
産
物
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

と
の
不
利
な
条
件
に
釘
付
け
さ
れ
て
い
る
住
民
は
そ
の
貧
困
化
の
速
度
も
早
く
、
従
っ
て
封
建
領
主
へ
の
上
納
に
乙
と
欠
ぐ
場
合
身
近
に
居
住

す
る
中
豪
農
層
が
先
ず
そ
の
支
援
者
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
之
し
い
地
力
、
自
然
的
条
件
に
基
ず
く
経
済
的
窮
乏
は
集
落
内
だ
け
で
は
解
決
せ
ず
、
矢
部
川
上
中
流
地
方
を
後
背
地
と
し
て
筑
後

国
内
で
も
特
殊
な
地
位
を
占
め
る
福
島
・
黒
木
の
商
人
と
の
結
び
付
き
が
大
き
な
パ
イ
プ
と
な
っ
て
作
用
す
る
乙
と
と
な
る
。

ζ

乙
に
物
資
の
集
荷
と
金
融
と
は
互
に
密
接
に
作
用
し
合
い
な
が
ら
、
結
局
矢
部
山
地
は
次
第
に
繁
栄
の
方
向
を
た
ど
る
商
業
都
市
福
島
・

黒
木
の
衛
星
的
地
位
に
甘
ん
ぜ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
定
石
通
り
の
過
程
を
た
ど
っ
た
と
は
い
え
こ
の
山
村
の
体
質
は
現
在
も
猶
遺

存
し
て
い
て
切
実
な
問
題
を
我
々
に
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

近
世
矢
部
村
の
研
究
（
檎
垣
）

一O
五



Yabe Village in Fukuoka Prefecture as Recent Mountaneous Life 

Motokichi HIGAKI 

The population of Yabe Mura are now living one of the most represen

tative mountaneous life in Fukuoka Prefecture. By reason of the narrow 

level land which fits for cultivation, the present population is less than 

eighty in one k. m. square .Consequenily its industry is not active ; scanty 

rice,vegetables, tea, konnyaku (Hydesos'me revie'rl)and haze' (Rhu's suc

cecownea) etc. have been cultivatd.Poor agriculture has made them hard 

to support their own living and moreover villagers gave chance of action 

to the strange usurers and merchants. In this article, we try to tell as a 

premise, how a certain rich farmer of the village took part in lendng money 

to poor peasants on one hand and dt>priving of their lands, if not repaid. 
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