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下
斎
原
の
田
中
靖
二
氏
宅
に
、
家
の

大
黒
柱
下
に
埋
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う

鉄
球
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

昭
和
二
〇
〜
二
十
三
年
頃
に
田
中
氏
の

弟
が
、
当
時
住
ん
で
い
た
家
の
地
下
に

サ
ツ
マ
イ
モ
を
保
管
す
る
た
め
の
穴
を

掘
っ
て
い
る
時
に
、
囲い

炉ろ

裏り

と
大
黒
柱

の
間
付
近
の
地
下
か
ら
発
見
さ
れ
た
も

の
と
い
い
ま
す
。

　

鉄
球
は
、
直
径
約
八
㎝
、
重
量
約
二
・

五
㎏
で
、
陶と

う

器き

の
甕か

め

に
入
れ
、
蓋ふ

た

を
し

て
埋
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
鉄
球
が
見
つ
か
っ
た
家
は
、
現
在

は
取
り
壊
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
か
ら
約

三
〇
〇
年
前
に
建
て
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　

実
は
こ
の
他
に
も
、
家
の
大
黒
柱
付

近
に
鉄
球
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う

事
例
は
長
藤
や
羽
出
西
谷
、
上
齋
原
な

ど
町
域
北
部
に
い
く
つ
か
存
在
し
ま
す
。

お
そ
ら
く
こ
れ
以
外
で
も
ま
だ
知
ら
れ

る
こ
と
な
く
埋
ま
っ
て
い
る
も
の
も
多

く
存
在
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
家
の
地
下
に
物
品
を
埋

め
る
と
い
う
行
為
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ

の
は
地じ

鎮ち
ん

祭さ
い

で
す
。
玉
類
や
お
金
、
仏

具
・
神
具
な
ど
を
地
下
に
埋
納
し
て
土
地

の
神
を
鎮し

ず

め
、
工
事
の
安
全
を
祈
願
す

る
地
鎮
祭
は
古
代
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、

鉄
球
も
こ
う
し
た
地
鎮
具
で
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
石
で
作
ら
れ
た
玉
（
玉ぎ

ょ
く

石せ
き

）

を
地
鎮
具
と
し
て
埋
納
す
る
例
は
多
く

あ
り
ま
す
が
、
石
で
は
な
く
鉄
の
球
を

埋
め
る
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
意

味
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）、
現
在

の
津
山
市
加
茂
町
で
も
大
黒
柱
下
か
ら

鉄
球
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
事
例
が
報

告
さ
れ
、
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

当
時
は
こ
の
よ
う
な
類
例
が
知
ら
れ
て

お
ら
ず
、「
特
別
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
」

と
し
て
、
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
や
こ
の

地
域
で
盛
ん
で
あ
っ
た
「
た
た
ら
製
鉄
」

と
の
つ
な
が
り
を
推
定
し
て
い
ま
す
が
、

確
た
る
根
拠
は
な
く
想
像
の
域
を
脱
し

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
鏡
野
町
で
も
北

部
に
の
み
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
た
た
ら
製
鉄
と
の
つ
な
が
り

に
つ
い
て
は
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

島
根
県
の
松
江
城
城
下
町
で
は
、
発

掘
調
査
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
地
鎮
遺い

構こ
う

二
十
二
例
の
う
ち
、
鉄
球
が
埋
納
さ
れ
て

い
た
例
が
五
例
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
和
歌

山
県
の
和
歌
山
城
の
幕
末
の
天
守
再
建

の
地
鎮
具
の
中
に
も
鉄
球
が
含
ま
れ
て

お
り
、
鉄
球
の
埋
納
に
つ
い
て
調
査
者

は
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
の
真

言
宗
の
僧
・
覚か

く

禅ぜ
ん

が
記
し
た
「
覚か

く

禅ぜ
ん

抄し
ょ
う」

の
記
述
か
ら
、
鉄
球
は
「
火ひ

伏ぶ
せ

の
修し

ゅ

法ほ
う

」

つ
ま
り
神
仏
の
霊
力
に
よ
っ
て
火
災
を

防
ぐ
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
て

い
ま
す
。
和
歌
山
城
の
地
鎮
祭
は
、
真

言
宗
の
僧そ

う

侶り
ょ

が
執と

り
行
っ
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
が
、
松
江
城
下
町
や
鏡

野
町
域
の
地
鎮
祭
が
す
べ
て
真
言
宗
の

修
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。
鏡
野
町
で
は
「
鉄
球
を

埋
め
る
と
家
が
栄
え
る
」
と
い
う
言
い

伝
え
も
残
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
の
思
想

が
民
間
信
仰
へ
と
変
化
し
、
た
た
ら
製

鉄
が
盛
ん
で
比
較
的
鉄
を
入
手
し
や
す

い
環
境
に
い
た
人
々
が
地
鎮
の
た
め
に

埋
納
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
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