
た
。
江
戸
時
代
か
ら
約
４
０
０
年
間
に
わ
た

り
掘
り
開
い
た
坑
道
の
長
さ
の
総
延
長
は
１

２
３
４
㎞
に
達
す
る
。
こ
れ
は
東
京
か
ら
博

多
間
の
距
離
に
匹
敵
す
る
。
無
数
に
張
り
巡

ら
さ
れ
た
坑
道
は
、
ま
る
で
ア
リ
の
巣
の
よ

う
な
感
じ
だ
っ
た
。
明
治
時
代
、
ラ
ン
プ
の

薄
明
か
り
の
中
、
狭
い
坑
道
の
中
で
一
日
中
、

銅
を
掘
り
続
け
る
こ
と
は
、
閉
所
恐
怖
症
で

あ
る
私
に
は
考
え
る
だ
け
で
息
が
詰
ま
り
そ

う
に
な
っ
た
。
坑
内
で
働
く
人
た
ち
は
、
宿

命
的
と
も
言
わ
れ
る
「
珪
肺
病
」（
よ
ろ
け
）

に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
珪
肺
病
と
は
坑
内
で

銅
を
掘
る
と
き
に
出
る
粉
塵
を
吸
い
込
み
肺

が
お
か
さ
れ
る
不
治
の
病
の
こ
と
。
10
年
鉱

夫
を
続
け
る
と
肺
を
や
ら
れ
て
寿
命
を
縮
め

る
と
言
わ
れ
た
。
江
戸
時
代
か
ら
対
策
が
求

め
ら
れ
て
い
た
が
、
全
国
的
に
労
働
者
の
要

求
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
大
正
14

（
１
９
２
５
）
年
の
こ
と
で
、
実
際
に
国
が

労
災
病
と
認
定
し
、
労
働
者
の
生
活
保
障
を

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
か
ら
30
年
も

た
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
。

足
尾
銅
山
の
労
働
運
動
で
特
徴
的
な
こ
と

は
、
明
治
40
（
１
９
０
７
）
年
の
大
争
議
だ

っ
た
。
こ
の
争
議
は
、
労
働
者
の
賃
金
や
待

遇
改
善
を
内
容
と
し
た
24
項
目
の
要
求
を
き

っ
か
け
に
起
こ
っ
た
。
そ
の
後
も
、
闘
争
は

大
正
８
、
９
、
10
年
そ
し
て
13
年
の
４
回
に

わ
た
り
行
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
待
遇
改
善

と
首
切
反
対
の
要
求
が
掲
げ
ら
れ
た
。
こ
う

し
た
中
、
大
正
10
（
１
９
２
５
）
年
５
月
に

足
尾
で
第
２
回
メ
ー
デ
ー
が
盛
大
に
開
か
れ

た
。
こ
れ
は
日
本
の
銅
山
で
開
か
れ
た
最
初

の
メ
ー
デ
ー
で
も
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、
坑
道
見
学
で
江
戸
時
代
の
展

示
場
を
見
て
、
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
こ
と
は
、

「
お
足
」
の
由
来
に
つ
い
て
だ
。
お
金
に
は

足
が
は
え
て
い
る
の
で
、
す
ぐ
に
ど
こ
か
に

行
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
お
金
の
こ
と
を

『
お
足
』
と
言
う
の
だ
と
物
心
つ
い
た
頃
か

ら
思
っ
て
い
た
。
時
代
劇
の
銭
形
平
次
で
も

知
ら
れ
る
貨
幣
、
寛
永
通
宝
（
一
文
銭
）
は
、

江
戸
末
期
ま
で
日
本
各
地
の
銅
山
で
作
ら
れ

て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
足
尾
で
作
ら
れ
た
寛

永
通
宝
に
は
全
て
裏
に
『
足
』
の
字
が
刻
ま

れ
、『
足
字
銭
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
約
２

億
枚
が
足
尾
銅
山
で
製
造
さ
れ
た
と
の
こ

と
。
こ
の
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
銭
に
『
足
』

の
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時

代
、
お
金
の
こ
と
を
『
お
足
』
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
と
の
こ
と
だ
。

足
尾
銅
山
を
後
に
し
て
、
さ
ら
に
山
奥
に

車
で
15
分
ほ
ど
入
っ
た
国
民
宿
舎
か
じ
か
荘

に
宿
泊
し
、
庚
申
の
湯
に
つ
か
り
、
皆
で
懇

親
を
深
め
た
。
途
中
、
松
木
渓
谷
の
山
間
は

大
分
色
づ
き
始
め
て
い
た
。

（
渡
辺
美
知
夫
・
記
）

り
、
お
芝
居
や
相
撲
も
足
尾
巡
業
が
毎
年
あ

り
、
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。
当
時
、
町
は
豊

か
で
、
車
も
最
新
の
外
車
が
入
っ
て
い
た
」

と
熱
く
語
っ
て
い
た
。

足
尾
銅
山
は
、
近
代
日
本
の
礎
を
築
く
大

き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。「
当
時
の
日
本

で
も
最
初
に
最
新
の
製
錬
技
術
や
採
掘
技
術

が
取
り
入
れ
ら
れ
た
銅
山
だ
っ
た
。
足
尾
鉱

毒
事
件
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
実
は

銅
の
製
錬
時
に
発
生
す
る
硫
酸
を
ガ
ス
と
し

て
空
気
中
に
出
す
の
で
な
く
、
銅
と
硫
酸
を

き
ち
ん
と
分
離
・
貯
蔵
す
る
無
公
害
製
錬
装

置
を
日
本
で
最
初
に
導
入
し
た
工
場
で
あ

る
。
日
本
の
銅
の
４
割
を
生
産
し
、
そ
の
大

半
を
海
外
へ
輸
出
し
て
外
貨
獲
得
の
一
翼
を

担
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
近
代
日
本
に
お
け

る
足
尾
の
光
の
部
分
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
発
信
す
る
場
と

し
て
、
こ
の
歴
史
館
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
た
」

と
の
こ
と
だ
。

１
９
０
６
年
（
明
治
39
年
）
当
時
の
足
尾

銅
山
の
鉱
夫
の
賃
金
は
、
平
均
日
給
が
72
・

５
銭
と
な
っ
て
い
る
。

同
年
の
重
工
業
大
企
業

の
賃
金
と
比
較
す
る

と
、
三
菱
長
崎
造
船
所

の
平
均
日
給
が
53
・
９

銭
、
八
幡
製
鉄
所
の
平

均
日
給
が
57
・
３
銭
で

あ
る
か
ら
、
鉱
夫
の
賃

金
が
非
常
に
高
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。な
ぜ
、

そ
れ
ほ
ど
高
か
っ
た
の

か
、
足
尾
銅
山
の
坑
道

跡
を
見
学
し
て
わ
か
っ

55 2008 Winter

旧
年
の
10
月
下
旬
の
日
曜
日
、
連
合
、
Ｊ

Ｃ
、
産
別
プ
ロ
パ
ー
有
志
の
集
ま
り
「
ジ
ャ

ン
タ
ク
ラ
ブ
」
の
特
別
研
修
会
で
足
尾
銅
山

を
訪
問
し
た
。
全
電
線
傘
下
の
古
河
グ
ル
ー

プ
労
連
日
光
地
区
の
田
中
議
長
に
休
み
の
日

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
案
内
い
た
だ
い
た
。

ち
ょ
う
ど
、
私
た
ち
が
乗
っ
た
『
わ
た
ら
せ

渓
谷
鉄
道
』
の
電
車
は
２
両
編
成
で
紅
葉
見

物
に
訪
れ
た
家
族
連
れ
で
混
ん
で
い
た
。
ま

だ
、
紅
葉
に
は
少
し
早
か
っ
た
が
、
ち
ら
ほ

ら
黄
や
赤
に
お
色
直
し
を
し
た
樹
木
が
目
を

楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
。

最
初
に
訪
れ
た
の
は
、
通
洞
駅
か
ら
歩
い

て
５
分
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「
足
尾
歴

史
館
」
だ
。
館
長
を
務
め
る
長
井
一
夫
さ
ん

か
ら
、
館
内
の
説
明
を
受
け
た
。
歴
史
館
自

体
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
運
営
に
な
っ
て
お
り
、

展
示
物
も
す
べ
て
住
民
関
係
者
か
ら
の
寄
託

形
式
を
と
っ
て
い
る
。
館
長
の
長
井
さ
ん
は
、

足
尾
町
の
出
身
で
生
命
保
険
会
社
を
定
年
退

職
し
た
後
、
少
年
時
代
か
ら
住
ん
で
い
た
足

尾
の
町
に
貢
献
し
よ
う
と
足
尾
銅
山
を
世
界

遺
産
に
登
録
す
べ
く
情
熱
を
傾
け
て
い
る
。

２
０
０
５
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
歴
史
館
に

は
、
か
つ
て
繁
栄
し
た
足
尾
銅
山
の
歴
史
を

物
語
る
写
真
や
資
料
、
当
時
の
品
々
が
数
多

く
集
め
ら
れ
て
い
る
。

現
在
は
、
約
３
０
０
０
人
の
足
尾
町
も
、

足
尾
銅
山
が
最
盛
期
だ
っ
た
頃
は
、
こ
の
山

間
の
町
に
実
に
約
３
万
８
０
０
０
人
も
の
住

民
が
住
ん
で
い
た
と
の
こ
と
。
長
井
館
長
は
、

少
年
時
代
の
足
尾
町
の
様
子
を
「
と
に
か
く

人
が
た
く
さ
ん
い
て
活
気
が
あ
っ
た
。
映
画

館
も
６
軒
く
ら
い
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
２
０

０
０
人
も
収
容
で
き
た
。
サ
ー
カ
ス
が
来
た

足尾銅山を訪問して

足
尾
銅
山
通
洞
口
入
口

足
尾
精
錬
所
跡
地


