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次

は
じ
め
に

一
、
廣
池
千
九
郎
と
畑
毛
温
泉

二
、
富
岳
荘
建
設
当
時
の
保
存
と
展
示

三
、
畑
毛
記
念
館
改
修
事
業

四
、
改
修
後
の
畑
毛
記
念
館

お
わ
り
に

成
果
と
課
題

キ
ー
ワ
ー
ド：

畑
毛
、『
論
文
』
執
筆
の
部
屋
、
富
岳
荘
、
保
存
、
展
示

は
じ
め
に

現
在
、
廣
池
千
九
郎
関
係
資
料
の
保
存
と
展
示
を
行
う
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
所
管
の
博
物
館
施
設
「
記
念
館
」
は
、
日
本
国



内
に
全
部
で
五
館
存
在
す
る
。
順
に
あ
げ
る
と
、
廣
池
が
設
立
し
た
同
研
究
所
お
よ
び
麗
澤
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
立
地

し
、
全
記
念
館
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
廣
池
千
九
郎
記
念
館
」（
千
葉
県
柏
市
）、
大
分
県
中
津
市
に
現
存
す
る
廣
池
の

生
家
を
保
存
し
展
示
室
を
付
属
す
る
「
廣
池
千
九
郎
中
津
記
念
館
」、
廣
池
が
主
著
『
道
徳
科
学
の
論
文
』（
以
下
『
論
文
』
と
略

す
）
の
大
半
を
執
筆
し
た
部
屋
と
晩
年
の
別
荘
か
ら
構
成
さ
れ
る
静
岡
県
田
方
郡
函
南
町
の
「
廣
池
千
九
郎
畑
毛
記
念
館
」、

廣
池
が
門
人
た
ち
の
た
め
に
開
設
し
た
温
泉
の
関
連
施
設
と
展
示
室
か
ら
な
る
群
馬
県
利
根
郡
み
な
か
み
町
「
廣
池
千
九
郎
谷

川
記
念
館
」、
そ
し
て
同
町
に
今
も
佇
む
臨
終
の
地
「
廣
池
千
九
郎
大
穴
記
念
館
」、
以
上
の
五
館
で
あ
る
。

記
念
の
対
象
で
あ
る
廣
池
千
九
郎
と
い
う
人
物
は
、
学
者
と
し
て
実
証
性
を
重
ん
じ
、
資
料
の
収
集
に
熱
心
で
あ
っ
た
一

方
、
後
世
の
活
用
に
配
慮
し
て
保
存
に
つ
い
て
も
大
変
周
到
で
あ
っ
た
。
廣
池
千
九
郎
記
念
館
の
収
蔵
庫
に
は
、
廣
池
の
小
学

校
卒
業
証
書
か
ら
少
年
期
に
始
ま
る
日
記
、
書
簡
、
数
で
は
大
半
を
占
め
る
原
稿
類
な
ど
、
残
さ
れ
た
文
書
類
が
十
九
万
点
に

も
及
ぶ
。
さ
ら
に
、
遺
墨
が
約
二
百
点
、
蔵
書
は
約
三
万
二
千
五
百
冊
、
衣
類
や
医
療
機
器
、
生
活
雑
貨
な
ど
の
遺
品
は
約
千

六
百
点
と
、
廣
池
の
薫
陶
を
受
け
彼
を
慕
う
門
人
た
ち
に
よ
っ
て
徹
底
し
た
保
存
が
講
じ
ら
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
五
ヶ
所

に
も
お
よ
ぶ
記
念
館
が
存
立
す
る
の
も
こ
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
う
ち
の
「
廣
池
千
九
郎
畑
毛
記
念
館
」（
以
下
「
畑
毛
記
念
館
」
と
略
す
）
に
つ
い
て
博
物
館
学
的
研
究
を
試

み
た
。
畑
毛
記
念
館
は
、
廣
池
自
身
が
生
前
、
具
体
的
に
記
念
館
的
施
設
と
し
て
保
存
と
活
用
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
扱
い
は
五
館
の
中
で
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
当
施
設
に
は
廣
池
の
「
保
存
」
や
「
展

示
」
と
い
っ
た
博
物
館
意
識
が
随
所
に
見
ら
れ
、
さ
ら
に
道
徳
の
教
育
者
・
廣
池
千
九
郎
な
ら
で
は
の
特
色
が
顕
著
に
表
れ
て

い
る
。
一
方
、
畑
毛
記
念
館
は
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
の
講
堂
竣
工
を
は
じ
め
、「『
論
文
』
執
筆
の
部
屋
」（
以
下
「
執
筆

の
部
屋
」
と
略
す
）
の
移
設
、
別
荘
「
富
岳
荘
」
の
改
修
と
展
示
室
の
新
設
な
ど
、
近
年
大
幅
な
改
変
と
復
元
の
事
業
を
行
っ
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た
。
装
い
を
新
た
に
し
た
畑
毛
記
念
館
に
関
す
る
文
献
は
、
五
館
全
体
の
中
に
お
け
る
位
置

１
）

づ
け
や
訪
問
の

２
）

意
義
な
ど
、
井
出

元
氏
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
解
説
が
す
で
に
複
数
存
在
す
る
。
し
か
し
、
掲
載
誌
が
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
の
「
所
報
」
と
い
う
会
員

向
け
広
報
誌
で
あ
り
、
目
的
も
紙
面
も
相
応
の
制
約
が
あ
っ
た
た
め
、
短
編
の
総
論
に
留
め
ら
れ
て
い
て
、
氏
の
精
緻
な
研
究

成
果
が
広
く
周
知
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
ま
た
記
念
館
整
備
の
過
程
で
、
当
事
者
に
よ
り
多
く
の
検
討
と
判
断
が
積
み
重

ね
ら
れ
、
示
唆
に
富
む
事
例
も
豊
富
な
の
だ
が
、
ま
と
ま
っ
た
記
録
が
な
い
た
め
に
、
そ
れ
ら
が
こ
の
ま
ま
埋
も
れ
て
し
ま
い

か
ね
な
い
状
況
に
あ
る
。

そ
こ
で
今
回
は
、
畑
毛
記
念
館
を
博
物
館
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

ま
ず
廣
池
自
身
の
関
連
事
跡
を
で
き
る
か
ぎ
り
再
調
査
し
、
続
い
て
近
年
の
事
業
に
つ
い
て
、
実
際
に
関
わ
っ
た
筆
者
の
見
聞

を
踏
ま
え
つ
つ
、
目
的
や
成
果
な
ど
に
つ
い
て
意
義
づ
け
て
い
き
た
い
。

一
、
廣
池
千
九
郎
と
畑
毛
温
泉

㈠

長
期
に
わ
た
る
深
い
関
わ
り

畑
毛
記
念
館
が
管
轄
す
る
内
容
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
廣
池
千
九
郎
と
畑
毛
温
泉
に
関
係
す
る
事
跡
で
あ
る
。
事
跡
の
特
色

を
あ
げ
れ
ば
次
の
二
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
当
地
と
の
関
係
が
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
期
に
わ
た
っ
て
断
続
的
に
三

十
年
以
上
の
長
期
に
お
よ
び
、
明
治
期
が
『
古
事
類
苑
』
編
纂
期
か
ら
神
宮
皇
学
館
教
授
時
代
の
温
泉
療
養
、
大
正
期
が
『
論

文
』
執
筆
没
頭
、
昭
和
期
が
最
晩
年
の
別
荘
建
設
お
よ
び
記
念
館
化
と
、
三
期
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
っ
た
く
異
な
る
特
色
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
次
に
、
二
期
目
の
大
正
期
が
、
人
生
で
「
い
ち
ば
ん

３
）

苦
労
」
し
て
『
論
文
』
執
筆
に
専
念
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し
た
と
い
う
廣
池
の
事
跡
上
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

畑
毛
に
お
け
る
事
跡
に
つ
い
て
は
、『
廣
池
千
九
郎

４
）

日
記
』
を
は
じ
め
、
井
出
静しずか・
大ひろし
父
子
、
中
田
中みつる、
廣
池
富
ら
に
よ
る

記
録
に
詳
し
く
、
こ
れ
ら
を
基
に
し
た
『
伝
記

廣
池
千
九
郎
』
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
こ
う
し
た
諸
氏

の
記
録
を
も
と
に
記
念
館
化
の
前
提
と
な
る
廣
池
の
事
跡
を
確
認
し
て
お
く
。

㈡

明
治
期

当
地
と
関
わ
る
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
は
、
体
調
を
崩
し
た
廣
池
が
湯
治
の
た
め
に
訪
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
最
初
の
訪
問
に

関
す
る
記
述
は
、
本
人
は
書
き
残
し
て
い
な
い
も
の
の
第
三
者
に
よ
る
も
の
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
お
り
、
初
訪
問
は
明
治
三

十
年
代
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
時
期
の
相
違
が
あ
り
正
確
な
年
月
日
は
今
の
と
こ
ろ
特
定
で
き
な

い
。も

っ
と
も
古
い
時
期
を
示
し
て
い
る
の
は
中
田
中
の
『
思
い
で
の
旅
』
で
、「（
廣
池
）
博
士
と
畑
毛
の
因
縁
は
遠
く
明
治
三

十
五
年

５
）

か
ら
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
刊
行
さ
れ
た
『
温
故

６
）

知
新
』、『
伝
記

廣
池
千

７
）

九
郎
』
も
こ
の
説
を
採
っ
て
い
る
ら
し

く
、
明
治
三
十
五
年
で
あ
る
。
次
に
古
い
時
期
を
記
す
の
は
、
明
治
三
十
六
年
十
月
二
十
六
日
と
日
付
ま
で
明
記
し
た
井
出
静

の
「
広
池
博
士
と
畑
毛

８
）

温
泉
」
と
な
る
。
し
か
し
、
井
出
静
に
は
こ
れ
以
前
に
、
明
治
四
十
年
ご
ろ
と
思
わ
れ
る
時
期
を
指
し

て
い
た
こ
と
も
あ

９
）

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
決
め
手
の
な
い
状
況
で
あ
る
の
で
、
畑
毛
記
念
館
に
関
す
る
映
像
資
料
「
畑
毛
記
念
館

皆
自
得
道
還
」
で
は
、

「
畑
毛
温
泉
に
は
じ
め
て
来
た
記
録
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
明
治
三
十
八
年
ご
ろ
、
ぬ
る
湯
が
畑
毛
に
あ
る
と
人
か
ら

聞
い
て
来
ま

10
）

し
た
」
と
断
定
を
避
け
、
井
出
元
氏
も
「
初
め
て
訪
れ
た
日
は
定
か
で
は
あ
り
ま

11
）

せ
ん
」
と
い
う
よ
う
に
時
期
は
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不
明
と
し
て
い
る
。

三
十
七
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
史
料
で
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
廣
池
宛
の
書
簡
の
宛
先
住
所
が
畑
毛
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
明
治
三
十
七
年
九
月
六
日
消
印
の

木
村
春
太
郎
か
ら
の
書
簡
を
は
じ
め
、
十
二
日
の
小
野
（
名
不
明
）、
同
日
と
九
月
十
五
日
の
木
村
春
太
郎
、
十
六
日
の
山
本

信
哉
、
三
十
八
年
八
月
十
三
日
の
津
軽
英
麿
、
四
十
年
一
月
十
日
の
金
沢
庄
三
郎
ら
に
よ
る
書
簡
が
「
畑
毛
」
に
な
っ
て

12
）

い
る
。
次
に
、
旅
館
「
琴きん
景けい
舎しや
」
の
宿
帳
で
あ
る
。
宿
帳
に
は
、
四
十
二
年
四
月
五
日
か
ら
九
日
ま
で
の
滞
在
と
、
四
十
四
年

八
月
二
日
か
ら
十
三
日
ま
で
の
滞
在
の
記
録
が
廣
池
自
筆
に
よ
り
残
さ
れ
て

13
）

い
る
。

後
者
に
つ
い
て
は
廣
池
の
次
女
富
の
回
想
録
が
存
在
し
て
い
て
、
こ
の
と
き
の
滞
在
の
特
質
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
明
治
四

十
四
年
、
単
身
赴
任
先
の
伊
勢
か
ら
帰
京
し
た
廣
池
は
、
妻
春
子
に
対
し
て
「
皆
で
揃
っ
て
畑
毛
温
泉
に
行

14
）

こ
う
」
と
、
夏
休

み
を
利
用
し
て
家
族
そ
ろ
っ
て
バ
カ
ン
ス
に
行
く
こ
と
を
提
案
し
た
。
普
段
、
家
庭
を
顧
み
ず
に
研
究
一
筋
の
千
九
郎
に
と
っ

て
は
極
め
て
異
例
の
提
案
で
あ
る
。
春
子
は
「
思
い
が
け
な
い
嬉
し
い
話
に
、
心
か
ら
感
謝
し
て
喜

15
）

ん
だ
」
が
、
心
臓
病
の
次

男
千
巻
を
連
れ
て
行
く
に
は
困
難
が
予
想
さ
れ
た
た
め
、
春
子
と
千
巻
は
留
守
番
し
、
廣
池
と
長
男
千
英
、
長
女
と
よ
、
次
女

富
の
四
人
で
の
畑
毛
行
き
が
決
ま
っ
た
。
前
述
の
宿
帳
に
記
さ
れ
た
八
月
二
〜
十
三
日
の
滞
在
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
廣
池
が
家

族
に
対
し
て
珍
し
く
こ
の
よ
う
な
提
言
を
し
た
背
景
に
は
、
前
年
の
二
見
今
一
色
で
の
「
誠
の
体
験
」
に
よ
る
精
神
的
深
化
を

経
験
し
、
年
末
に
は
学
位
論
文
を
提
出
し
て
研
究
も
一
段
落
し
、
心
理
的
に
平
安
の
訪
れ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

畑
毛
滞
在
中
に
も
続
く
こ
の
傾
向
は
富
の
回
想
に
詳
し
い
。
温
泉
に
浸
か
り
な
が
ら
唄
を
「
く
り
返
し
口
ず
さ
む
父
の
顔

は
、
安
ら
か
で
あ
っ
た
」
し
、
母
を
思
い
出
し
て
い
た
富
を
気
遣
い
「
お
父
さ
ん
が
お
ん
ぶ
し
て
あ
げ
よ
う
」
と
言
っ
て
、
兄
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と
姉
が
驚
い
た
よ
う
に
目
を
見
張
る
の
を
よ
そ
に
父
の
愛
情
を
示
し
た
り

16
）

し
た
。
畑
毛
温
泉
に
お
け
る
事
跡
に
つ
い
て
は
、
廣

池
の
こ
の
よ
う
な
家
庭
的
に
安
ら
い
だ
姿
も
も
っ
と
注
目
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈢

大
正
期

『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

大
正
十
二
年
八
月
十
四
日

畑
毛
へ
入
浴
に
決
定
し
、
午
前
八
時
二
十
五
分
東
京
駅
発
、
二
時
伊
豆
仁
田
駅
へ
つ
く
。

一
欲
一
時
間
余
、
皮
膚
に
力
づ
き
し
こ
と
を

17
）

覚
ゆ
。

『
日
記
』
か
ら
は
、
こ
の
日
畑
毛
温
泉
へ
転
地
し
た
こ
と
に
加
え
、
旅
の
行
程
と
さ
っ
そ
く
温
泉
の
効
能
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
も
の
の
、
畑
毛
を
選
ん
だ
経
緯
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
第
三
者
の
記
述
で
補
っ
て
お
く
と
、「『
東
洋
法
制

史
』
が
、
ほ
ぼ
完
成
に
近
づ
い
た
頃
の
あ
る
日
、
静
養
の
た
め
に
こ
の
地
を
訪
ね
ら
れ
た
博
士
の
お
か
ら
だ
に
、
こ
こ
の
温
泉

が
こ
と
の
ほ
か
効
い
た
の
で
、
道
徳
科
学
の
論
文
を
執
筆
さ
れ
る
時
に
は
、
こ
の
畑
毛
を
選
ば
れ
、
御
療
養
を
か
ね
て
伊
東
、

矢
熊
な
ど
と
行
き
来
し
な
が
ら
執
筆

18
）

さ
れ
」
た
の
で
あ
り
、「
東
京
の
自
宅
に
比
較
的
近
い
こ
と
」
や
「
温
暖
な

19
）

気
候
」
も
決

め
手
だ
っ
た
。

今
回
の
畑
毛
に
お
け
る
滞
在
地
は
、
一
貫
し
て
旅
館
「
琴
景
舎
」
で
あ
り
、
古
く
な
っ
て
客
を
泊
め
ら
れ
ず
に
物
置
に
な
っ

て
い
た
「
離
れ
」
を
借
り
て
住
ん
で
い
た
。
中
田
中
に
よ
る
と
こ
の
建
物
は
「
廊
下
の
板
は
朽
ち
、
穴
の
あ
い
た
と
こ
ろ
に
は

石
油
箱
の
板
を
は
り
つ
け
て
あ
り
、
タ
タ
ミ
も
ボ
ロ
ボ
ロ
、
座
る
と
着
物
に
ゴ
ミ
だ
の
虫
だ
の
が
く
っ
つ
い
て
く
る
か
と
思
う

モラロジー研究 No.64,2009



よ
う
な

20
）

有
様
」
で
あ
り
、
春
子
が
訪
ね
て
き
た
と
き
に
は
「
座
布
団
の
上
に
立
っ
て
、
着
物
の
す
そ
を
く
る
っ
と
ま
く
っ
て
、

着
物
の
裾
が
座
布
団
か
ら
は
み
だ
さ
な
い
よ
う
に
し
て
す
わ
っ
て
、『
あ
ん
た
、
よ
く
も
よ
く
も
こ
ん
な
汚
い
と
こ
ろ
に
』
な

ん
て
言
っ
て
あ
い
さ
つ
さ

21
）

れ
た
」
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。

壮
絶
を
極
め
た
『
論
文
』
執
筆
の
様
子
は
、
当
時
廣
池
に
仕
え
て
い
た
香
川
初
音
の
回
想
か
ら
鮮
烈
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
生

活
は
「
お
部
屋
ば
か
り
で
な
く
、
身
の
ま
わ
り
一
切
が
実
に
お
気
の
毒
な
ほ
ど
ご

22
）

質
素
」
で
あ
り
、
昼
夜
を
分
か
た
ぬ
原
稿
執

筆
中
、
発
熱
と
発
汗
に
度
々
見
舞
わ
れ
、
そ
の
都
度
温
泉
に
入
り
症
状
を
和
ら
げ
、
ま
た
原
稿
執
筆
に
入
る
と
い
う
く
り
返
し

で
あ
っ
た
。
病
床
で
苦
し
み
な
が
ら
も
筆
を
離
さ
な
い
廣
池
に
対
し
て
、
香
川
が
た
ま
り
か
ね
て
休
息
を
勧
め
る
と
、
廣
池
は

次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

奥
さ
ん
、
こ
の
筆
は
死
ぬ
ま
で
離
せ
な
い
の
で
す
。
自
分
は
神
様
を
欺
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。（
中
略
）
こ
の
弱
い
体

で
は
論
文
の
原
稿
が
書
き
上
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
た
と
え
書
き
上
が
っ
て
も
、
い
つ
印
刷
と
な
り
書
物
に

な
る
か
そ
れ
も
わ
か
ら
な
い
。
幸
い
書
物
と
な
っ
て
も
、
果
た
し
て
人
様
が
読
ん
で
く
だ
さ
る
か
そ
れ
も
わ
か
ら
な
い
。

読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
も
助
か
っ
て
い
た
だ
け
る
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
も
今
の
人
が
助
か
っ
て
も
、
五
百
年
、

千
年
の
後
の
人
が
果
た
し
て
助
か
っ
て
い
た
だ
け
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。

奥
さ
ん
、
私
の
一
生
は
全
く
暗
が
り
の
道
を
歩
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
一
生
書
き
続
け
ね
ば
な
ら
ん
。
世
の
中
の
人
が

誠
一
つ
わ
か
っ
て
い
て
く
れ
た
ら
ナ
ア
…
…
こ
ん
な
苦
労
は
い
ら
ぬ
。
古
今
東
西
の
大
部
分
の
書
物
を
集
め
て
研
究
を
重

ね
、
た
だ
一
つ
を
わ
か
ら
せ
た
い
た
め
に
、
こ
の
弱
い
体
に
む
ち
う
っ
て
人
の
助
か
る
道
を
書
き
続
け
ね
ば
な
ら

23
）

な
い
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廣
池
は
執
筆
に
平
行
し
て
反
省
に
反
省
を
重
ね
、
自
己
を
磨
き
つ
つ
一
字
一
句
に
全
人
格
と
人
類
の
平
和
幸
福
の
願
い
を
込

め
て
書
き
上
げ
て
い

24
）

っ
た
。
こ
う
し
て
大
正
十
五
年
八
月
十
七
日
『
論
文
』
は
完
成
す
る
。

㈣

昭
和
期

昭
和
十
三
年
一
月
二
日
、
畑
毛
の
井
出
静
の
も
と
へ
廣
池
か
ら
電
報
が
届
い
た
。
五
日
に
畑
毛
に
行
く
の
で
琴
景
舎
を
手
配

す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
折
り
悪
く
琴
景
舎
は
満
室
で
、
交
渉
し
て
も
部
屋
を
空
け
て
く
れ
る
見
込
み
が
な
か

っ
た
。
井
出
が
そ
う
報
告
す
る
と
廣
池
は
、
琴
景
舎
で
の
宿
泊
は
や
め
に
し
て
別
荘
を
建
て
る
こ
と
に
決
め
、
二
百
坪
を
温
泉

付
き
で
購
入
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
土
地
の
購
入
に
は
困
難
が
伴
っ
た
も
の
の
、
井
出
の
尽
力
に
よ
り
、
二
十
八
日
に
は
坪
当

た
り
三
十
円
・
温
泉
付
き
の
土
地
二
〇
〇
坪
の
売
買
契
約
が
所
有
者
の
森
五
商
店
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
三
十
日
に
着

工
さ
れ
る
と
わ
ず
か
十
五
日
間
で
工
事
は
完
了
し
、
予
定
通
り
二
月
十
七
日
に
当
地
に
訪
れ
た
廣
池
は
、
別
荘
に
「
富
岳
荘
」

と
命
名

25
）

し
た
。

そ
の
後
廣
池
は
度
々
富
岳
荘
へ
療
養
に
訪
れ
て
い
る
。
最
後
の
滞
在
は
四
月
四
日
か
ら
九
日
、
翌
十
日
に
行
わ
れ
る
賀
陽
宮

恒
憲
王
へ
の
御
進
講
に
備
え
体
調
を
整
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。

廣
池
に
よ
る
富
岳
荘
建
設
の
目
的
に
は
、
療
養
の
た
め
に
別
荘
を
求
め
た
こ
と
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
、『
論
文
』
を
執
筆
し
た

部
屋
の
保
存
が
あ
っ
た
。「
わ
し
亡
き
後
の
門
人
の
た
め
に
、
命
を
か
け
て
苦
労
し
た
記
念
す
べ
き
部
屋
を
残
し
て
お
き

26
）

た
い
」

と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。『
論
文
』
執
筆
に
使
用
し
た
部
屋
は
、
こ
の
と
き
に
は
旅
館
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
移
築
の
上
、
物
置
に

な
っ
て
い
て
、
ま
す
ま
す
朽
損
が
進
ん
で
い
た
。
富
岳
荘
建
設
と
平
行
し
て
琴
景
舎
と
の
間
で
交
渉
を
交
わ
し
、
こ
れ
を
譲
り

受
け
て
富
岳
荘
敷
地
内
に
移
築
し
て
保
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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二
、
富
岳
荘
建
設
当
時
の
保
存
と
展
示

㈠

『
論
文
』
執
筆
の
部
屋
の
保
存

執
筆
の
部
屋
を
併
設
し
て
富
岳
荘
は
、「
畑
毛
に
記
念
す
べ
き
建
物
を
残
し
て
逝
き
た
い
と
か
ね
て
か
ら
思
っ
て
お

27
）

っ
た
」

と
い
う
廣
池
の
思
い
を
結
晶
化
し
た
。「
記
念
す
べ
き
建
物
」
た
る
執
筆
の
部
屋
と
富
岳
荘
は
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
「
記
念

館
」
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

記
念
館
完
成
に
際
し
て
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
原
典
で
あ
る
『
論
文
』
と
執
筆
の
部
屋
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
廣
池
は
次
の
よ
う

に
語
っ
た
。

原
典
の
点
一
つ
に
も
生
命
（
慈
悲
）
が
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
綴
っ
た
至
誠
慈
悲
の
充
満
し
た
部
屋

28
）

じ
ゃ
。

最
高
道
徳
の
価
値
を
説
く
の
が
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
じ
ゃ
。
最
高
道
徳
そ
の
も
の
は
述
べ
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の

原
理
に
よ
っ
て
そ
の
偉
大
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
典
を
深
く
理
解
し
、
そ
の
奥
の
真
理
は
こ
の
部
屋
で
得
る
の

で

29
）

あ
る
。

『
論
文
』
執
筆
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
、
そ
れ
が
充
満
し
た
こ
の
部
屋
か
ら
感
じ
て
ほ
し
い
、
そ
し
て
原
典
に
よ
っ
て
モ
ラ

ロ
ジ
ー
を
知
的
に
理
解
し
た
上
に
、「
奥
の
真
理
」
は
こ
の
部
屋
で
得
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
一
歩
進

ん
で
こ
の
部
屋
に
お
け
る
「
更
生
」
に
ま
で
言
及
し
た
。
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モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
学
び
、
理
解
し
て
く
る
と
、
た
く
さ
ん
の
人
が
こ
こ
を
訪
ね
て
来
る
。
広
池
先
生
は
ど
ん
な
人
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
と
。
そ
し
て
、
最
高
道
徳
の
真
の
姿
を
心
で
し
っ
か
り
と
観
て
還
る
の
じ
ゃ
。
最
高
道
徳
は
天
地
の
法
則
に
し

て
無
形
の
も
の
じ
ゃ
。
こ
こ
は
真
に
更
生
し
て
も
ら
う
部
屋
で
あ
る
。
神
智
に
本
づ
き
努
力
し
た
部
屋
じ
ゃ
。
わ
し
の
慈

悲
の
魂
を
受
取
る
の
じ
ゃ
。
命
と
魂
を
打
ち
込
ん
だ
部
屋

30
）

じ
ゃ
。

以
上
の
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
説
く
最
高
道
徳
の
真
の
理
解
の
た
め
に
は
、
こ
の
部
屋
を
訪
れ
て
原
典

執
筆
の
苦
労
を
知
り
、
部
屋
に
篭
る
生
命
に
触
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
執
筆
の
部
屋
を
保
存
し
て
後
世
に
伝

え
る
こ
と
は
、
最
晩
年
の
廣
池
に
と
っ
て
不
可
欠
な
事
業
で
あ
っ
た
。

㈡

廣
池
に
よ
る
展
示

博
物
館
用
語
と
し
て
の
「
展
示
」
は
「
資
料
を
媒
体
と
し
た
情
報
の

31
）

伝
達
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
資
料
」

と
は
、
博
物
館
の
収
蔵
品
を
表
す
言
葉
で
あ
り
、
歴
史
的
建
造
物
等
の
文
化
財
も
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
た
と

き
、
畑
毛
記
念
館
に
お
け
る
展
示
は
、「
執
筆
の
部
屋
」
お
よ
び
「
富
岳
荘
」
と
い
う
資
料
を
媒
体
と
し
た
情
報
の
伝
達
で
あ

り
、「
情
報
」
は
何
か
と
い
う
と
、
廣
池
に
関
連
す
る
「
道
徳
性
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

廣
池
は
富
岳
荘
を
建
て
る
際
、「
柱
一
本
板
一
枚
庭
木
一
本
植〔
へママ
る〕
に
石
一
つ
泉
水
に
到
る
ま
で
教
育
に
な
る
様
参
考
に
な

る

32
）

様
に
」
と
指
示
し
て
お
り
、「
道
徳
性
」
と
い
う
情
報
を
伝
達
す
る
た
め
の
工
夫
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
当
時
、
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
た
。
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こ
の
建
物
は
一
見
貧
弱
に
安
物
に
見
え
る
が
、
家
と
し
て
大
切
な
と
こ
ろ
に
は
最
も
立
派
な
上
質
な
材
木
を
使
用
し
て
い

る
。
梁
を
見
よ
、
廊
下
の
桁
を
見
て
下
さ
れ
。
飾
り
柱
の
床
柱
は
一
番
の
安
物
を
使
っ
て
い
る
。
何
事
も
実
質
本
意
、
本

末
に
従
っ
て
人
心
救
済
の
心
を
表
現
す
る
の
じ
ゃ
。
将
来
伊
豆
半
島
に
は
地
震
が
あ
る
ぞ
、
こ
の
辺
は
地
震
発
生
の
地
帯

じ
ゃ
。
わ
し
の
建
て
た
家
が
一
番
に
倒
れ
れ
ば
教
育
に
は
な
ら
ぬ
。
道
徳
の
先
生
の
家
は
さ
す
が
に
最
後
ま
で
残
っ
た
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
何
も
が
範
と
な
ら
ね
ば
な

33
）

ら
ぬ
。

廣
池
は
、
材
木
の
使
用
法
に
「
本
末
」
に
従
っ
た
「
人
心
救
済
の
心
」
を
表
現
し
た
。
富
岳
荘
は
、
支
柱
、
梁
、
桁
な
ど
建

物
の
骨
格
を
構
成
す
る
箇
所
に
は
良
材
を
用
い
る
一
方
で
、
装
飾
品
に
は
あ
え
て
粗
略
品
を
用
い
て
い
る
。
確
か
に
、
梁
や
桁

は
見
る
か
ら
に
太
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
床
の
間
の
飾
り
柱
で
あ
る
「
床
柱
」
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
虫
食
い
だ
ら
け
の
安
価

な
杉
材
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
普
通
に
考
え
れ
ば
何
も
わ
ざ
わ
ざ
虫
食
い
品
を
使
う
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
あ
え
て
使
用
す
る

と
こ
ろ
に
視
覚
的
効
果
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
材
木
の
使
い
分
け
に
よ
る
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
見
事
な
「
展

示
」
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
一
見
し
て
「
本
と
末
の
軽
重
」
と
い
う
情
報
が
伝
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
富
岳
荘
は
人
目
に
触
れ
な
い
天
井
裏
の
構
造
も
頑
強
で
あ
る
。
目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
気
を
配
る
と
い
う
「
至

誠
」
も
体
現
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
建
物
の
配
置
に
も
、
次
の
よ
う
に
指
示
し
て
周
到
な
注
意
が
払
わ
れ
た
。

『
論
文
』
編
纂
の
部
屋
は
富
岳
荘
の
床
の
間
の
後
ろ
に
て
、
わ
し
の
部
屋
よ
り
三
尺
余
高
き
所
に
移
築
し
て
、
床
の
間
の
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神
様
を
拝
す
る
と
同
時
に
、『
論
文
』
編
纂
の
お
部
屋
も
共
に
拝
す
る
の

34
）

じ
ゃ
。

執
筆
の
部
屋
は
、
富
岳
荘
の
床
の
間
の
壁
の
裏
側
に
配
置
さ
れ
た
。
床
の
間
に
は
神
棚
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
拝
す
る

と
、
壁
の
向
こ
う
の
執
筆
の
部
屋
も
同
時
に
拝
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
三
尺
と
い
う
高
さ
に
よ
っ
て
部
屋
を
尊

重
す
る
と
い
う
姿
勢
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
場
合
、
壁
の
向
こ
う
で
あ
る
た
め
執
筆
の
部
屋
を
視
覚
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
見
る
の
で
は

な
く
、
感
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
視
覚
に
う
っ
た
え
な
い
も
の
の
、
情
報
の
伝
達
が
行
わ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
、
特
殊
な
展
示
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
拝
礼
対
象
を
あ
え
て
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
構
造
は
、

寺
院
に
お
け
る
「
秘
仏
」
な
ど
、
我
国
の
特
色
と
し
て
知
ら
れ
る
信
仰
形
態
と
の
関
連
が
想
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド

に
お
い
て
発
生
以
来
、
偶
像
と
し
て
視
覚
的
に
展
示
さ
れ
る
こ
と
が
常
識
で
あ
っ
た
仏
像
が
、
我
国
に
渡
来
し
て
年
月
を
経
る

う
ち
に
、
奥
に
し
ま
わ
れ
て
見
え
な
い
と
い
う
方
向
に
発
展
し
た
形
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
容
に
は
、
神
々
は
目
で
見
る
も

の
で
は
な
い
と
す
る
神
道
の
影
響
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
当
の
神
社
に
お
い
て
も
、
里
宮
と
山
宮
（
奥
宮
）
の
関
係
の

よ
う
に
、
身
近
に
参
詣
で
き
る
里
宮
へ
の
拝
礼
を
通
し
て
、
彼
方
に
存
在
す
る
山
宮
を
も
と
も
に
拝
礼
す
る
と
い
う
形
態
が
あ

る
。
例
え
ば
、
浅
間
大
社
と
そ
の
ご
神
体
で
あ
る
富
士
山
と
の
関
係
で
あ
る
。
富
岳
荘
床
の
間
と
執
筆
の
部
屋
と
の
関
係
は
、

以
上
の
よ
う
な
我
国
の
伝
統
的
習
俗
に
も
添
っ
た
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
富
岳
荘
を
出
て
外
か
ら
回
り
こ
め
ば
、
執
筆
の
部
屋
を
見
る
の
も
触
る
の
も
簡
単
で
あ
る
。
廣
池
は
、
後
世
の

人
々
に
執
筆
の
部
屋
か
ら
多
く
を
感
じ
取
っ
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
、
複
眼
的
に
多
様
な
接
点
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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㈢

門
人
た
ち
の
廣
池
に
対
す
る
配
慮

富
岳
荘
建
設
に
あ
た
り
、
門
人
た
ち
は
衰
弱
し
た
廣
池
の
心
身
を
少
し
で
も
安
ん
じ
た
い
と
の
思
い
で
さ
ま
ざ
ま
な
配
慮
を

施
し
た
。
井
出
静
は
「
い
つ
も
御
横
臥
中
の
博
士
に
、
あ
の
日
本
一
の
富
士
山
を
そ
の
ま
ゝ
御
床
の
中
か
ら
御
覧
に
な
れ
た
ら

定
め
し
お
慶
び
と
お
慰
み
に
も
な
る
か
と
存
じ
て
高
さ
、
角
度
等
苦
心
致
し
ま

35
）

し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、「
池
も
御
居

間
の
縁
か
ら
椅
子
に
お
か
け
に
な
つ
て
御
覧
に
な
る
様

36
）

設
計
」
し
、「
寒
中
咲
き
ほ
こ
る
香
り
高
い
梅
の
木
約
二
十
本
、
赤
白

一
重
、
八
重
、
早
咲
き
、
晩
咲
と
色
々
取
交
ぜ
て
冬
の
畑
毛
で
の
お
慰
め
と
梅
に
添
え
て
お
好
み
の
南
天
を
配
し
又
香
り
高
い

珍
ら
し
い
百
檀
の
木
を
南
縁
に
近
く
、
秋
を
飾
る
紅
葉
の
大
木
」
を
配
す
る
等
、
敷
地
内
に
は
門
人
た
ち
の
師
を
想
う
気
持
ち

が
満
ち
て
い
た
。
廣
池
も
「
建
築
の
具
合
と
温
泉
、
温
度
、
光
線
、
換
気
等
申
分
の
な
い
設
計
に
如
何
に
も
お
気
に
召
し
た

37
）

様
子
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
畑
毛
記
念
館
で
は
関
係
者
の
精
神
が
さ
ま
ざ
ま
な
構
造
物
の
中
に
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
「
道
徳

性
」
と
い
う
情
報
を
伝
達
す
る
資
料
と
化
し
て
豊
富
な
展
示
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
、
門
人
た
ち
の
働
き
に
つ
い
て
見
逃
せ
な
い
点
は
、「
急
い
で
建

38
）

つ
事
」
と
い
う
廣
池
の
期
待
に

こ
た
え
、
驚
異
的
な
速
さ
で
竣
工
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
遂
げ
る
た
め
、
別
の
場
所
で
あ
ら
か
じ
め
製
材
し
た
部

材
を
現
地
で
一
気
に
組
み
上
げ
た
り
、
壁
は
塗
装
し
て
い
た
の
で
は
間
に
合
わ
な
い
の
で
、
当
時
、
建
材
と
し
て
は
珍
し
か
っ

た
ベ
ニ
ヤ
板
を
使
用
し
た
り
し
た
。
こ
う
し
た
工
夫
の
甲
斐
あ
っ
て
、
短
い
工
期
に
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
廣
池
も

「
天
祐
だ
神

39
）

業
だ
」
と
称
え
て
喜
ん
だ
と
い
う
。

現
在
で
も
、
富
岳
荘
の
壁
が
ベ
ニ
ヤ
板
で
で
き
て
い
る
の
を
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
尽
力
と
創
意
工
夫
の
歴

史
を
鮮
や
か
に
思
い
起
こ
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
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三
、
畑
毛
記
念
館
改
修
事
業

平
成
十
七
年
、
畑
毛
記
念
館
の
敷
地
拡
張
に
と
も
な
い
、
講
堂
の
建
設
と
執
筆
の
部
屋
の
移
設
お
よ
び
諸
々
の
改
修
の
事
業

が
開
始
さ
れ
た
。

執
筆
の
部
屋
の
移
設
計
画
が
浮
上
し
た
背
景
に
は
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
。
琴
景
舎
か
ら
譲
り
受
け
、
富
岳
荘
の
床
の
間

の
裏
に
移
築
さ
れ
た
執
筆
の
部
屋
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
所
が
崖
下
に
位
置
し
、
流
れ
落
ち
て
く
る
雨
水
の
た
め
に
建
物
が
湿

損
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
昭
和
五
十
年
ご
ろ
、
土
地
を
入
手
し
て
広
く
な
っ
た
ス
ペ
ー
ス
を
活
用
し
、
富
岳
荘
の
東
側

か
ら
北
側
に
移
設
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
回
、
さ
ら
に
北
側
へ
土
地
が
広
が
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
執
筆
の
部
屋
が
中
途
半
端
な
位
置
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
再
び

移
設
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
記
念
館
の
全
体
的
な
整
備
、
耐
震
補
強
や
劣
化
箇
所
の
改
修
お
よ
び
展
示
室

の
新
設
等
の
議
論
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
、
記
念
館
の
展
示
に
関
し
て
業
者
を
交
え
た
最
初
の
会
合
が
開
か
れ
た
。
こ
の
と
き
、
廣
池

千
九
郎
記
念
館
副
館
長
の
井
出
元
氏
よ
り
「
畑
毛
記
念
館
展
示
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
資
料
を
も
と
に
、
当
記
念
館
の
概
要
が

周
知
さ
れ
て
い
る
。
資
料
の
内
容
は
次
の
と
お
り
。

一

谷
川
記
念
館
と
畑
毛
記
念
館

谷
川
記
念
館

霊
肉
併
済
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畑
毛
記
念
館

友
自
遠
方
来

皆
自
得
道
還

二

畑
毛
記
念
館
の
構
成

一
）『
道
徳
科
学
の
論
文
』
編
纂
の
部
屋

展
示
（
論
文
編
纂
の
部
屋
を
残
す
と
い
う
遺
志
）

二
）
富
岳
荘

富
岳
荘
建
設
に
示
さ
れ
た
教
訓

三

展
示
内
容
の
概
要

一
）
常
設
展
示

①

畑
毛
温
泉
と
の
か
か
わ
り

明
治
期
・
大
正
期
・
昭
和
期

②

『
論
文
』
執
筆
編
纂
の
経
緯

・
資
料
収
集

構
想

執
筆
・
編
纂

浄
書

謄
写
版

初
版

追
加
文

第
二
版

新
版
論
文

③

『
論
文
』
執
筆
の
様
子

・
再
現
展
示

④

『
論
文
』
執
筆
の
姿
に
見
る
廣
池
千
九
郎
博
士
の
遺
志

⑤

『
論
文
』
編
纂
の
部
屋
を
後
世
に
遺
そ
う
と
し
た
理
由

⑥

富
岳
荘
を
建
設
し
た
意
義
と
経
緯

・「
四

富
岳
荘
建
設
に
関
す
る
廣
池
千
九
郎
博
士
の
言
葉
」
参
照

二
）
企
画
展
示
・
そ
の
他

①

廣
池
千
九
郎
博
士
の
学
問
的
業
績
（
企
画
展
示
）
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②

視
聴
覚
機
材
に
よ
る
畑
毛
記
念
館
お
よ
び
モ
ラ
ロ
ジ
ー
活
動
の
紹
介

・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
展
示
説
明
の
資
料

・
廣
池
博
士
お
よ
び
モ
ラ
ロ
ジ
ー
関
係
の
文
献
（
現
在
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
）

四

富
岳
荘
建
設
に
関
す
る
廣
池
千
九
郎
博
士
の
言
葉
（
井
出
大
著
『
晩
年
の
廣
池
千
九
郎
博
士
』
よ
り
）

（
※
筆
者
注

以
下
は
図
書
の
引
用
で
あ
り
省
略
す
る
）

当
資
料
を
こ
う
し
て
見
る
と
、
展
示
の
設
計
が
ほ
と
ん
ど
こ
の
線
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

業
者
の
乃
村
工
藝
社
は
、
す
で
に
廣
池
千
九
郎
記
念
館
と
同
谷
川
記
念
館
の
展
示
を
手
が
け
て
い
て
、
廣
池
に
関
す
る
知
識

や
材
料
に
豊
富
な
蓄
積
を
持
ち
、
そ
れ
が
頼
り
に
さ
れ
て
今
回
も
参
画
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
会
合
で
は
さ
っ
そ
く
、「
畑

毛
記
念
館
の
持
つ
意
味
を
形
に
す
る
こ
と
」
を
課
題
と
し
て
記
念
館
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。

十
二
月
六
日
に
は
現
地
視
察
が
行
わ
れ
た
。
参
加
者
は
、
記
念
館
側
か
ら
は
石
川
恭
治
事
務
長
と
筆
者
、
乃
村
工
藝
社
か
ら

は
、
横
山
昌
昇
、
桐
岡
栄
、
堀
越
さ
や
か
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
当
日
は
記
念
館
内
外
の
入
念
な
調
査
を
行
っ
た
上
、
当
記
念
館

に
つ
い
て
筆
者
か
ら
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

①

畑
毛
記
念
館
の
特
色

・
廣
池
千
九
郎
自
ら
が
記
念
館
と
し
て
残
す
こ
と
を
指
示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
五
館
の
う
ち
で
際
立
っ
て
い
る
。

②

事
跡
の
二
面
性

・（
大
正
期
）
病
苦
と
窮
乏
の
中
で
の
壮
絶
な
執
筆
活
動
。
命
と
魂
を
打
ち
込
ん
だ
。

・（
昭
和
期
）
事
を
成
し
晩
年
を
迎
え
た
円
熟
期
の
別
荘
生
活
。
没
後
の
た
め
に
教
訓
を
残
し
た
。
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③

客
層
・
客
質

・
柏
の
廣
池
千
九
郎
記
念
館
や
同
谷
川
記
念
館
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
廣
池
に
関
す
る
予
備
知
識
の
な
い
来
館
者
は
ご
く
限

ら
れ
て
い
る
。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
学
習
が
あ
る
程
度
進
ん
で
い
て
、
そ
の
上
さ
ら
に
道
を
求
め
て
来
館
す
る
人
が
多
い
。

④

テ
ー
マ

・「
原
典
発
祥
の
地
」「
皆
自
得
道
還
」（
み
な
お
の
ず
か
ら
み
ち
を
え
て
か
え
る
）

⑤

展
示
概
念

・
教
訓
に
あ
る
よ
う
に
本
末
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
。
教
訓
を
形
に
す
る
。

・
道
徳
実
行
の
糧
と
な
る
よ
う
な
展
示
。

・
来
館
者
の
関
心
を
喚
起
す
る
た
め
の
演
出
は
不
要
。
質
実
剛
健
で
あ
る
こ
と
。

以
上
で
あ
る
。
な
お
調
査
終
了
後
、
井
出
元
氏
よ
り
、「
廣
池
千
九
郎
が
今
に
も
出
て
き
そ
う
な
雰
囲
気
（
そ
こ
に
い
る
よ

う
な
感
じ
）
を
つ
く
る
よ
う
に
」
と
の
要
望
が
追
加
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
執
筆
の
部
屋
移
設
に
関
す
る
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
候
補
地
は
複
数
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
、
廣
池
が
指
示

し
た
本
来
の
場
所
で
あ
る
富
岳
荘
の
床
の
間
の
後
ろ
（
富
岳
荘
の
東
側
）
に
決
ま
っ
た
。
雨
水
の
問
題
に
つ
い
て
建
設
技
術
の

向
上
に
よ
り
解
決
の
目
処
が
立
っ
て
い
た
こ
と
も
大
き
い
が
、
何
よ
り
も
廣
池
の
方
針
に
基
づ
く
真
姿
を
顕
現
す
る
こ
と
が
決

断
の
拠
り
所
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
覆
い
屋
を
架
け
る
際
の
ス
ペ
ー
ス
上
の
問
題
か
ら
、
執
筆
の
部
屋
に
付
属
し
て

い
た
ト
イ
レ
は
撤
去
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

続
い
て
平
成
十
八
年
四
月
、
廣
池
千
九
郎
記
念
館
で
は
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
事
務
局
か
ら
の
要
請
に
従
い
、
畑
毛
記
念
館

に
お
け
る
展
示
の
基
本
構
想
（
文
書
）
を
作
成
し
た
。
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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一
、
記
念
館
全
体
構
想
に
つ
い
て

①

で
き
る
限
り
昭
和
十
三
年
建
設
当
時
の
原
形
を
保
持
す
る
。

・
歴
史
的
建
造
物
活
用
型
展
示
室
と
し
て
位
置
づ
け
る
（
保
存
と
活
用
の
両
立
。
原
形
を
活
用
し
た
展
示
）。

・
将
来
的
に
建
設
当
時
の
状
態
に
復
元
す
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
今
回
の
展
示
室
造
成
は
最
終
的
な
形
態
で
は
な
い
も

の
と
し
て
、
大
規
模
な
改
修
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

・
別
館
の
敷
地
を
活
用
す
る
な
ど
、
将
来
的
に
展
示
・
教
育
活
動
の
ス
ペ
ー
ス
拡
充
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置

き
、
今
回
の
展
示
量
は
富
岳
荘
の
保
存
に
支
障
の
な
い
範
囲
に
抑
え
る
。

・
展
示
室
は
靴
を
脱
い
で
見
学
す
る
よ
う
に
す
る
（
素
足
に
対
応
し
た
畳
か
カ
ー
ペ
ッ
ト
敷
に
す
る
）。

②

台
所
は
縮
小
し
て
残
す
（
お
茶
出
し
に
対
応
）。

③

浴
室
は
残
さ
な
い
。
展
示
・
自
学
・
収
蔵
等
の
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
活
用
す
る
。

④

展
示
室
の
占
め
る
面
積
は
、
で
き
る
だ
け
広
く
と
る
。
押
入
れ
（
二
畳
分
）
ス
ペ
ー
ス
は
展
示
室
側
に
使
用
す
る
。

台
所
を
縮
小
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
ス
ペ
ー
ス
も
展
示
室
と
し
て
使
用
す
る
。

二
、
展
示
室
の
内
容
に
つ
い
て

①

人
形
等
に
よ
る
再
現
（
例

琴
景
舎
の
離
れ
の
一
室
で
臥
床
中
の
千
九
郎

大
正
十
三
年

）

②

廣
池
千
九
郎
の
学
問
的
業
績
（
ビ
デ
オ
、
展
示

↓

谷
川
記
念
館
と
同
様
な
も
の
）

③

事
跡
、
教
訓

④

富
岳
荘
に
お
け
る
配
慮
・
エ
ピ
ソ
ー
ド

モラロジー研究 No.64,2009



・
建
設
ス
ピ
ー
ド
、
当
時
に
お
い
て
の
ベ
ニ
ヤ
板
の
使
用
な
ど

・
寝
た
ま
ま
富
士
山
が
見
え
る
配
慮
、
池
の
配
置
等
、
門
人
た
ち
の
博
士
に
対
す
る
配
慮

・
資
材
の
使
用
法
、
柱
・
梁
と
床
柱

⑤

一
角
に
、
静
か
に
論
文
を
読
ん
で
黙
考
で
き
る
（
更
生
館
的
な
）
ス
ペ
ー
ス
を
作
り
た
い
。

一
の
①
の
内
容
は
、
富
岳
荘
へ
手
を
入
れ
る
こ
と
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。「
歴
史
的
建
造
物
活
用
型

展
示
室
」
と
は
、
建
造
物
の
保
存
を
第
一
義
と
し
、
建
物
の
一
部
に
展
示
室
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
管
理
や
教
育
な
ど
に
寄

与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
は
富
岳
荘
と
は
別
棟
に
専
用
の
展
示
室
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
、
創
建
当
時

の
元
通
り
に
戻
す
こ
と
を
想
定
し
つ
つ
、
今
回
は
建
物
に
な
る
べ
く
改
変
を
加
え
な
い
で
小
規
模
な
展
示
に
と
ど
め
よ
う
と
い

う
考
え
で
あ
っ
た
。

し
か
し
最
終
的
に
は
、
原
形
を
極
力
留
め
る
こ
と
よ
り
も
、
大
い
に
活
用
す
る
方
向
に
路
線
が
定
め
ら
れ
、
富
岳
荘
の
展
示

室
は
床
を
取
り
外
し
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
打
つ
な
ど
、
大
掛
か
り
な
改
修
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
靴
を
脱
い
で
上
が
る

よ
う
に
考
え
て
い
た
展
示
室
内
も
、
土
足
で
上
が
る
方
式
に
改
ま
っ
た
。
車
椅
子
に
よ
る
来
館
を
想
定
し
て
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
の
一
環
で
あ
る
。

保
存
の
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
今
回
の
改
修
は
か
な
り
原
形
を
改
変
し
て
い
る
の
で
「
文
化
財
の
損
壊
」
と
い
う
問
題
を
背

負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
検
討
の
過
程
で
は
、
富
岳
荘
を
一
部
だ
け
残
し
て
あ
と
は
解
体
し
て
し
ま
う
計
画
も
あ
っ
た
だ

け
に
、
外
形
が
す
べ
て
残
さ
れ
た
だ
け
で
も
よ
か
っ
た
と
も
考
え
う
る
。
一
方
、
活
用
の
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
大
い
に
有
効

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
改
修
の
当
否
は
、
現
時
点
で
の
判
断
は
難
し
く
、
後
世
の
評
価
を
ま
ち
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

廣池千九郎畑毛記念館における保存と展示



二
の
②
以
降
は
お
お
む
ね
こ
の
と
お
り
に
進
め
ら
れ
た
。
な
お
、
改

修
と
平
行
し
て
富
岳
荘
は
解
体
修
理
さ
れ
、
耐
震
補
強
の
施
工
と
、
戦

後
に
増
築
さ
れ
た
部
分
の
撤
去
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
三
月
、
一
新
さ
れ
た
畑
毛
記

念
館
が
開
館
し
た
。

四
、
改
修
後
の
畑
毛
記
念
館

㈠

全
体
的
要
点

畑
毛
記
念
館
と
い
う
文
化
財
は
、「
移
転
保
存
型
」
の
執
筆
の
部
屋

と
「
現
地
保
存
型
」
の
富
岳
荘
と
の
複
合
施
設
で
あ
り
、
今
回
オ
ー
プ

ン
し
た
展
示
室
は
、「
歴
史
的
建
造
物
活
用
型
展
示
室
」
に
分
類
さ
れ

る
。
執
筆
の
部
屋
は
も
ち
ろ
ん
、
今
回
展
示
室
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ

た
富
岳
荘
も
、
建
物
そ
の
も
の
が
展
示
品
た
る
「
資
料
」
な
の
で
あ
っ

て
、
当
記
念
館
は
野
外
博
物
館
的
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
と
な
る
と
、

記
念
館
の
所
在
す
る
空
間
が
収
蔵
を
兼
ね
た
展
示
室
と
い
う
わ
け
で
あ

り
、
保
存
お
よ
び
展
示
の
効
果
を
考
慮
し
て
、
周
囲
の
環
境
も
一
体
的

に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

改修後の畑毛記念館
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今
回
の
整
備
で
は
、
懸
案
だ
っ
た
執
筆
の
部
屋
周
辺
の
水
気
は
工
事
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
、
両
建
造
物
も
解
体
修
理
さ
れ
て

耐
震
強
度
向
上
な
ど
の
防
災
措
置
が
入
念
に
施
さ
れ
た
。
執
筆
の
部
屋
に
は
さ
ら
に
全
面
的
な
覆
い
が
架
け
ら
れ
、
劣
化
対
策

も
万
全
と
な
っ
て
い
る
。
広
く
な
っ
た
庭
園
は
、
開
放
的
な
芝
地
に
拡
大
さ
れ
た
池
と
ほ
ど
よ
い
植
栽
が
配
さ
れ
、
杉
革
張
り

の
建
造
物
と
よ
く
調
和
し
て
、
雰
囲
気
に
は
歴
史
的
な
重
み
が
あ
り
、
そ
れ
で
い
て
明
る
く
爽
快
感
が
あ
る
。

講
堂
側
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
門
の
位
置
か
ら
は
、
施
設
案
内
サ
イ
ン
「
廣
池
千
九
郎
畑
毛
記
念
館
」
と
と
も
に
、
こ
の
よ

う
な
全
体
像
が
一
望
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
展
示
効
果
は
格
段
に
よ
く
な
っ
た
と
い
え
る
。

外
面
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
、
こ
れ
よ
り
建
物
の
中
に
入
り
、
内
部
の
展
示
に
つ
い
て
主
な
論
点
を
取
り
上
げ
て
い
き
た

い
。
は
じ
め
に
、
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
た
基
本
方
針
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
お
く
。

一
つ
目
は
、
呼
称
に
表
れ
た
廣
池
千
九
郎
の
扱
い
方
で
あ
る
。
展
示
の
解
説
文
に
お
け
る
廣
池
の
呼
称
は
、「
廣
池
千
九
郎

博
士
」
あ
る
い
は
「
廣
池
博
士
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
柏
の
廣
池
千
九
郎
記
念
館
で
は
「
廣
池
千
九
郎
」
あ
る
い
は
「
千

九
郎
」
で
あ
り
、
谷
川
記
念
館
で
は
「
廣
池
千
九
郎
」
あ
る
い
は
「
廣
池
」
と
な
っ
て
い
て
、
姓
名
だ
け
の
呼
び
方
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
畑
毛
で
は
「
博
士
」
を
つ
け
て
呼
ぶ
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
先
に
現
地
視
察
の
と
こ
ろ
で
記
し
た
よ
う

に
、
畑
毛
記
念
館
の
性
格
お
よ
び
客
層
・
客
質
が
ほ
か
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
当
記
念
館
は
、
あ
る
程
度

モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
知
っ
た
人
が
道
を
求
め
て
来
館
し
、
道
を
得
て
還
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
成
立
し
た
。
事
実
、
大
部
分
の

来
館
者
は
廣
池
の
事
跡
に
学
び
、
感
化
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
々
で
あ
り
、
教
養
・
娯
楽
の
性
格
は
相
対
的
に
薄
く
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
展
示
の
表
現
も
、
第
三
者
的
に
「
廣
池
」
や
「
千
九
郎
」
と
呼
ぶ
の
で
は
な
く
、
教
え
を
受
け
る
立
場
と
し
て
、

実
際
に
門
人
た
ち
が
敬
意
を
込
め
て
使
用
し
て
き
た
「
廣
池
博
士
」
と
い
う
呼
称
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
の
で

40
）

あ
る
。

次
に
解
説
文
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
柏
や
谷
川
の
展
示
は
、
資
料
の
印
象
的
な
展
示
が
重
視
さ
れ
、
解
説
文
の
分
量
は
少
な
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め
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
現
代
人
は
活
字
離
れ
が
進
行
し
て
い
て
、
文
字
が
多
す
ぎ
る
と
見
学
者
に
読
ん
で
も
ら
え
な
く
な
る

恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
畑
毛
記
念
館
は
上
記
の
よ
う
な
性
格
か
ら
し
て
、
解
説
文
も
じ
っ
く
り
読
ま
れ
る
で
あ

ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
二
館
に
比
べ
て
文
字
は
多
め
に
設
定
さ
れ
て

41
）

い
る
。

そ
れ
か
ら
、
時
代
の
明
確
な
区
分
け
に
つ
い
て
考
慮
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
廣
池
の
畑
毛
に
お
け
る
事
跡

は
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
期
に
分
か
れ
て
断
続
的
に
続
い
て
い
る
。
そ
の
せ
い
で
事
跡
を
学
習
す
る
人
々
に
時
期
的
な
混

乱
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
特
に
大
正
期
と
昭
和
期
と
の
間
に
顕
著
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
大
正
期
は
十
二
年
か
ら
十

四
年
で
あ
り
、
昭
和
期
は
十
三
年
で
あ
る
た
め
十
三
年
と
い
う
年
が
両
方
に
あ
る
た
め
数
字
が
重
な
り
、
ど
ち
ら
の
時
代
の
こ

と
な
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
間
違
え
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
時
代
の
混
乱
を
避
け
て
明
確
に
区
分
け
す
る
た
め
、
時
代
ご
と
に
空
間
を
一
つ
ず
つ
つ
く
り
、
物
理
的
に
三
つ
に
分

離
す
る
こ
と
を
構
想

42
）

し
た
。
展
示
室
に
は
壁
面
が
三
面
あ
る
こ
と
を
活
用
し
、
最
終
的
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
ご
と
に
区
分
け

さ
れ
て
い
る
。

ゾ
ー
ン
①

畑
毛
温
泉
と
の
関
わ
り
と
モ
ラ
ロ
ジ
ー
形
成
の
沿
革

ゾ
ー
ン
②

大
正
期
の
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
執
筆
と
そ
の
部
屋

ゾ
ー
ン
③

昭
和
期
の
富
岳
荘
時
代

以
上
、
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
畑
毛
記
念
館
の
全
体
的
要
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
れ
以
降
は
実
際
の
展
示
の
動
線
に
従

い
、
必
要
に
応
じ
て
論
点
を
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。
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㈡

エ
ン
ト
ラ
ン
ス

和
風
建
築
の
富
岳
荘
の
玄
関
を
入
る
と
、
中
は
直
ち
に
近
代
的
な
展
示
室
と
な
っ
て
い
る
。
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
は
廣
池
が
表

札
に
記
し
た
「
友
自
遠
方
来

皆
自
得
道
還
」（
友とも
遠えん
方ぽう
よ
り
来きた
り

皆みな
自
おのずから

道みち
を
得え
て
還かえ
る
）
の
こ
と
ば
を
布
地
の
幕
に
大
き

く
掲
げ
、
畑
毛
記
念
館
の
テ
ー
マ
を
明
示
し
た
。
と
同
時
に
、
そ
の
裏
面
に
廣
池
が
表
札
の
裏
面
に
は
じ
め
に
書
い
た
言
葉

「
徳
不
孤

必
有
隣
」（
徳とく
は
孤こ
な
ら
ず

必
ず
隣となり有あ
り
）
を
掲
げ
、
ち
ょ
う
ど
表
裏
の
関
係
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
帰
り
際
に
見
え
る
と
い
う
効
果
も
あ
る
。

㈢

ゾ
ー
ン
「
執
筆
背
景
」

こ
こ
は
前
述
の
ゾ
ー
ン
①
に
あ
た
る
。
は
じ
め
に
、「
畑
毛
温
泉
と
廣
池
千
九
郎
」
と
い
う
見
出
し
で
こ
の
関
係
を
大
ま
か

に
述
べ
て
い
る
。
次
に
、「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
（
道
徳
科
学
）
の
背
景
」
と
い
う
こ
と
で
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
、
創
建
者
廣
池

の
研
究
遍
歴
、
お
よ
び
当
時
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
述
べ
、
廣
池
の
略
年
譜
が
続
く
。
そ
し
て
柏
や
谷
川
と
同
様
に
、「
廣
池

千
九
郎
博
士
著
作
一
覧
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
展
示
は
、
次
に
来
る
主
要
展
示
で
あ
る
『
論
文
』
執
筆
の
前
段
階
と
し
て
、
ま
ず
畑
毛
温
泉
と
の
関
係
と
人
物
の

全
体
像
を
文
章
か
ら
知
り
、『
論
文
』
の
前
提
に
は
ど
の
よ
う
な
学
問
的
蓄
積
が
あ
っ
た
の
か
を
、
図
書
の
一
覧
表
と
代
表
的

な
図
書
の
実
物
に
よ
っ
て
視
覚
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
一
覧
は
、「
一
覧
」
と
い
い
な
が
ら
も

『
論
文
』
や
そ
れ
以
降
に
刊
行
し
た
図
書
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
『
論
文
』
の
前
提
と
し
て
の
「
学
問
的

業
績
」
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
今
回
も
展
示
の
趣
旨
に
よ
く
適
合
す
る
形
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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㈣

ゾ
ー
ン
「
執
筆
の
間
」

こ
こ
は
前
述
の
ゾ
ー
ン
②
に
あ
た
り
、『
論
文
』
執
筆
と
本
書
の
内
容
お
よ
び
刊
行
に
つ
い
て
展
示
し
て
い
る
。

は
じ
め
に
、
旅
館
「
琴
景
舎
」
に
関
す
る
展
示
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。
関
連
の
展
示
は
、「
記
念
館
と

琴
景
舎
と
の
位
置
相
関
地
図
」
と
「
琴
景
舎
位
置
図
」
の
図
面
二
枚
で
あ
る
。
一
枚
目
の
「
位
置
相
関
地
図
」
を
掲
げ
た
事
情

は
次
の
と
お
り
。
執
筆
の
部
屋
は
執
筆
当
時
、
地
図
で
示
し
た
よ
う
に
現
在
地
の
記
念
館
と
は
別
の
場
所
で
あ
り
、
琴
景
舎
の

位
置
に
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
二
度
の
移
築
を
経
て
現
在
地
に
至
っ
た
の
で

43
）

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
誤
解
さ
れ
て
、
執
筆

の
部
屋
が
は
じ
め
か
ら
現
在
地
に
あ
っ
た
も
の
と
思
い
込
ま
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
見
ら

44
）

れ
た
。
ま
た
、
琴
景
舎
は
旅
館
そ
の
も

の
が
な
く
な
っ
て
い
て
、
旧
所
在
地
は
現
在
、
更
地
に
な
っ
て

45
）

い
る
。
今
は
よ
い
と
し
て
も
、
将
来
的
に
琴
景
舎
の
位
置
さ
え

も
わ
か
ら
な
く
な
る
可
能
性
が
な
い
と
も
い
い
き
れ
な
い
。
そ
こ
で
地
図
を
用
い
て
琴
景
舎
の
位
置
を
明
示
し
、
現
在
地
と
の

相
関
が
明
瞭
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

次
の
「
琴
景
舎
位
置
図
」
は
、
井
出
大
が
描
い
た
図
の
写
し
を
用
い
て
い
る
。
琴
景
舎
の
部
屋
配
置
を
知
り
う
る
図
面
は
、

今
で
は
こ
の
井
出
大
の
筆
に
よ
る
一
枚
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
大
変
貴
重
な
存
在
で

46
）

あ
る
。
前
掲
の
廣
池
富
の
回
想
に

は
、「
父
の
部
屋
は
階
下
で
、
北
向
き
の
縁
側
が
温
泉
を
挟
ん
で
母
屋
に
つ
づ
き
、
私
た
ち
の
部
屋
は
母
屋
の
階
段
を
登
る
と

南
が
縁
側
で
、
父
の
部
屋
の
上
に
あ
っ
た
。
北
と
西
に
窓
が
あ
っ
て
明
る
か
っ
た
が
、
西
日
が
さ
す
の
で
午
後
は
暑
か

47
）

っ
た
」。

ま
た
「
琴
景
舎
の
向
か
っ
て
右
手
に
小
高
い
山
が
あ
っ
て
〞
山
の
公
園
〝
と
い
わ
れ
、
登
っ
た
所
に
二
室
の
新
し
い
別
館
が
建

て
ら
れ
て
あ

48
）

っ
た
」
と
あ
り
、
図
面
の
琴
景
舎
の
配
置
は
、
明
治
四
十
四
年
の
段
階
と
も
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。
両
者
を
合

わ
せ
て
用
い
る
こ
と
で
琴
景
舎
の
様
子
を
知
る
に
は
さ
ら
に
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
井
出
の
図
に
は
こ
こ
に
い
う
山
の
上

の
「
二
室
の
別
館
」
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
図
中
に
も
文
中
に
も
記
さ
れ
た
山
は
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
削
り
取
ら
れ
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て
富
岳
荘
建
設
の
頃
に
は
な
く
な
っ
て

49
）

い
る
。

続
い
て
、
造
形
（
ミ
ニ
チ
ュ
ア
模
型
）
に
関
す
る
検
討

経
過
を
記
し
て
お
き
た
い
。『
論
文
』
執
筆
当
時
の
廣
池

と
部
屋
の
様
子
を
模
型
を
用
い
て
再
現
し
た
。
廣
池
は
座

卓
に
向
か
っ
て
正
座
の
状
態
で
執
筆
中
で
あ
る
。
中
田
や

香
川
の
証
言
に
は
廣
池
は
寝
た
ま
ま
仰
向
け
に
執
筆
す
る

こ
と
が
多
く
、
造
形
化
に
つ
い
て
も
従
来
か
ら
寝
た
状
態

で
つ
く
っ
て
ほ
し
い
と
の
希
望
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
執

筆
は
本
来
座
っ
て
行
う
も
の
で
あ
る
し
、
寝
た
状
態
の
人

形
に
す
る
と
そ
の
印
象
が
強
す
ぎ
て
イ
メ
ー
ジ
を
固
定
し

て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
座
っ
た
状
態
で

つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

50
）

あ
る
。
問
題
は
廣
池
の

座
卓
の
位
置
で
あ
る
。
現
存
す
る
写
真
か
ら
は
場
所
を
は

っ
き
り
と
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
日
当
た
り

や
空
間
な
ど
か
ら
類
推
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
位
置
が
定
め

ら
れ
た
。

造
形
な
ど
の
展
示
の
背
面
に
あ
た
る
壁
面
に
は
、『
論

文
』
の
全
目
次
が
一
望
で
き
る
よ
う
に
配
し
た
。
は
じ
め

琴景舎位置図」（井出大筆）
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は
壁
に
直
接
プ
リ
ン
ト
す
る
こ
と
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
壁
面
に
倉
庫
の
扉
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
七

枚
の
ス
ク
リ
ー
ン
を
上
か
ら
垂
ら
す
方
法
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。『
論
文
』
は
目
次
の
一
つ
一
つ
が
文
章
の
よ
う
に
長
め
に
な

っ
て
い
て
、
目
次
だ
け
を
読
ん
で
い
て
も
内
容
が
か
な
り
の
程
度
ま
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
来
館

者
に
は
『
論
文
』
が
ど
の
よ
う
な
体
系
を
も
っ
て
い
る
か
を
一
望
し
て
も
ら
い
、
内
容
を
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
た
め

に
目
次
を
掲
示
す
る
こ
と
に
し
た
の
で

51
）

あ
る
。

次
に
、「
執
筆
の
様
子
」。
こ
こ
で
は
香
川
初
音
の
回
想
と
廣
池
の
日
記
の
一
文
の
写
真
お
よ
び
解
読
文
、
そ
れ
に
当
時
の
写

真
一
枚
で
あ
る
。
香
川
の
回
想
は
大
正
期
の
事
跡
の
と
こ
ろ
で
引
用
し
た
も
の
と
同
一
で
あ
る
。
文
章
が
長
く
な
っ
た
が
、
前

述
の
よ
う
に
、
こ
こ
の
来
館
者
は
文
章
を
し
っ
か
り
読
ん
で
く
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
し
、
ま
た
そ
れ
を
期
待
し
て
原
文

に
近
い
形
で
紹
介
し
て
い
る
。

続
い
て
「『
道
徳
科
学
の
論
文
』
の
刊
行
」。
こ
こ
で
は
ま
ず
『
論
文
』
原
稿
の
複
製
を
展
示
し
、
草
稿
に
修
正
が
加
え
ら
れ

て
現
在
の
形
に
な
っ
て
い
く
様
子
を
示
し
た
。
そ
れ
か
ら
序
文
を
寄
せ
た
三
人
の
写
真
、
昭
和
三
年
十
一
月
三
日
の
神
宮
参
拝

に
関
す
る
資
料
と
『
論
文
』
献
納
先
目
録
の
写
真
等
を
展
示
し
て

52
）

い
る
。

㈤

ゾ
ー
ン
「
富
岳
荘
」

正
確
に
い
う
と
、
こ
こ
は
「
ゾ
ー
ン
富
岳
荘
の
時
代
」
と
「
ゾ
ー
ン
富
岳
荘
」
に
別
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
富
岳
荘
建
設
の

経
緯
と
最
晩
年
の
廣
池
の
動
向
を
、
図
、
写
真
、
表
な
ど
の
展
示
に
よ
っ
て
伝
え
て
い
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
す
で
に
詳
述
し

て
い
る
の
で
触
れ
な
い
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
後
者
の
方
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
展
示
ケ
ー
ス
の
す
ぐ
横
の
壁
に
扉
が
設

け
ら
れ
、
展
示
室
に
居
な
が
ら
に
富
岳
荘
内
部
を
一
望
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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富
岳
荘
内
部
は
、
廣
池
没
後
に
か
な
り
物
が
増
え
て
い
た
。
壁
面

に
は
教
訓
を
記
し
た
紙
が
張
り
巡
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
手
前
に
写

真
額
な
ど
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
床
の
間
も

だ
ん
だ
ん
物
が
増
え
、
最
終
的
に
写
真
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
今

回
の
改
修
で
は
こ
れ
ら
を
撤
去
し
、
原
則
的
に
廣
池
在
世
当
時
に
そ

こ
に
あ
っ
た
も
の
以
外
は
置
か
な
い
と
い
う
方
針
を
と
っ
た
。
床
の

間
も
整
理
さ
れ
、
御
神
号
の
掛
け
軸
な
ど
、
当
時
存
在
し
た
も
の
が

復
元
さ
れ
て
い
る
。

㈥

『
論
文
』
執
筆
の
部
屋
の
保
存

今
回
の
改
修
は
、
執
筆
の

53
）

部
屋
を
も
と
の
位
置
に
戻
し
た
こ
と
と

と
も
に
、
保
存
に
万
全
を
期
し
た
こ
と
が
意
義
深
い
。
執
筆
の
部
屋

は
、
富
岳
荘
と
つ
な
が
る
屋
根
と
壁
に
よ
っ
て
、
全
体
を
完
全
に
覆

わ
れ
る
形
に
な
っ
た
。
同
時
に
富
岳
荘
の
廊
下
か
ら
階
段
の
通
路
が

設
け
ら
れ
、
富
岳
荘
内
部
か
ら
直
接
執
筆
の
部
屋
の
空
間
へ
上
が
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

執
筆
の
部
屋
も
当
時
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
以
外
は
置
か
な
い
方
針

を
採
り
、
物
品
の
多
く
を
撤
去
し
た
が
、「
慈
眼
視
衆
生
」
と
書
か

改修前の富岳荘の床の間
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れ
た
額
の
み
は
残
し
た
。
廣
池
が
『
論
文
』
を
執
筆
し
た
当
時
、
部
屋
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
が
こ
の
言
葉
を
記
し
た

掛
け
軸
で
あ
り
、
廣
池
は
こ
の
観
音
経
の
文
言
に
親
し
ん
で
い
た
と

54
）

い
う
。
そ
の
当
時
の
掛
け
軸
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
、
改
修
時
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
の
は
後
世
の
複
製
品
で
あ
る
も
の
の
、
す
で
に
そ
れ
に
も
歴
史
が
あ
る
の
で
継
続
し
て
用

い
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

㈦

学
習
室
の
新
設

執
筆
の
部
屋
に
併
設
し
て
『
論
文
』
を
読
む
た
め
の
部
屋
が
新
設
さ
れ
た
。

こ
の
部
屋
に
は
『
論
文
』
と
必
要
最
小
限
の
も
の
し
か
置
い
て
お
ら
ず
、「『
論
文
』
を
読
む
た
め
だ
け
の
」
部
屋
と
い
っ
て

も
よ
い
。
ま
た
、
く
つ
ろ
い
だ
状
態
で
は
な
く
、
心
身
を
正
し
て
読
む
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
で
椅
子
は
坐
面
が
固
く
て
背

も
た
れ
が
直
角
に
で
き
て
い
る
も
の
を
あ
え
て
用
い
て
い
る
。

執
筆
の
部
屋
か
ら
何
か
を
感
じ
と
る
の
と
同
時
に
そ
の
場
で
原
典
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
理
解
が
深
ま
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

成
果
と
課
題

以
上
、
廣
池
の
事
跡
を
ふ
り
か
え
っ
て
富
岳
荘
建
設
当
時
に
す
で
に
見
ら
れ
た
保
存
と
展
示
の
意
識
を
考
察
し
、
そ
れ
を
ふ

ま
え
た
今
回
の
改
修
事
業
を
検
討
し
た
。

当
事
業
の
成
果
に
つ
い
て
い
え
ば
、
や
は
り
廣
池
の
趣
旨
に
立
ち
返
っ
て
執
筆
の
部
屋
を
も
と
の
場
所
に
も
ど
す
こ
と
が
で
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き
た
こ
と
を
第
一
に
あ
げ
て
お
き
た
い
。
次
に
保
存
の
観
点
で
は
、
耐
震
補
強
や
劣
化
対
策
な
ど
、
執
筆
の
部
屋
・
富
岳
荘
と

も
に
万
全
を
期
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。
展
示
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
富
岳
荘
や
執
筆
の
部
屋
の
壁
面
な
ど
に
断
片
的
に

掲
示
す
る
だ
け
だ
っ
た
も
の
が
、
新
た
に
展
示
室
が
設
け
ら
れ
て
一
括
し
て
体
系
的
に
展
開
で
き
た
こ
と
に
よ
る
効
果
は
絶
大

で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。
ま
た
、
周
囲
の
環
境
も
平
行
し
て
整
備
さ
れ
、
外
面
的
に
も
景
観
と
建
造
物
の
調
和
が
と
れ
た

よ
い
展
示
が
構
成
さ
れ
た
。
こ
の
点
は
設
計
者
の
菊
地
重
明
氏
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

学
習
室
を
は
じ
め
そ
の
他
の
付
属
施
設
が
充
実
し
た
こ
と
に
よ
り
、
活
用
の
幅
も
広
げ
ら
れ
た
。
す
で
に
講
堂
も
開
設
さ
れ

て
お
り
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
活
動
に
も
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
次
の
よ
う
な
課
題
も
残
し
た
。

保
存
の
面
で
い
う
と
今
回
の
事
業
で
は
、
執
筆
の
部
屋
、
富
岳
荘
と
も
に
、
保
存
の
都
合
上
ま
た
は
展
示
室
を
設
け
る
関
係

で
、
建
物
の
一
部
撤
去
や
内
装
の
改
変
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
原
形
そ
の
も
の
の
保
存
と
い
う
意
味
で
は
マ
イ
ナ
ス

に
な
る
も
の
の
、
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
で
の
妥
当
な
判
断
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
危
惧
さ
れ
る

の
は
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
も
含
め
、
こ
の
よ
う
な
改
変
の
経
緯
が
後
世
に
十
分
伝
わ
ら
ず
、
資
料
の
保
存
と
改
変
に
対
す
る
定

見
が
浸
透
し
な
い
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
場
当
た
り
的
な
改
変
を
繰
り
返
し
て
い
て
は
文
化
財
的
価
値
を
損
な
う
こ
と
に
も
な

り
か
ね
な
い
。

ま
た
、
立
派
な
施
設
を
作
っ
た
け
れ
ど
も
来
館
者
が
い
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
事
業
の
意
味
が
疑
わ
れ
て
し
ま

う
。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
学
習
の
裾
野
を
広
げ
、
学
習
者
が
次
の
段
階
を
求
め
て
来
館
す
る
と
い
う
機
会
づ
く
り
を
平
行
し
て
進
め
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
畑
毛
記
念
館
が
持
つ
温
泉
と
い
う
、
廣
池
と
来
館
者
を
つ
な
ぐ
媒
体
で
あ
る
と
同
時
に

種
々
の
効
能
を
有
す
る
資
産
を
ど
う
活
用
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
も
有
用
な
見
識
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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廣
池
博
士
の
遺
志
が
正
し
く
反
映
さ
れ
、
畑
毛
記
念
館
が
生
命
を
保
ち
続
け
る
た
め
に
、
以
上
の
よ
う
な
博
物
館
学
的
研
究

の
継
続
発
展
が
必
要
と
思
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

註１
）

井
出
元
「
廣
池
千
九
郎
記
念
館
だ
よ
り
⑦

廣
池
千
九
郎
記
念

館
｜
総
論
」『
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
所
報
』
平
成
二
十
年
四
月
号
、

モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
六
頁

２
）

井
出
元
「
廣
池
千
九
郎
記
念
館
だ
よ
り
⑧

廣
池
千
九
郎
畑
毛

記
念
館
」『
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
所
報
』
平
成
二
十
年
六
月
号
、
モ

ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
一
〇
頁

３
）

井
出
大
『
随
行
記
録

晩
年
の
廣
池
千
九
郎
博
士
』
広
池
学
園

出
版
部
、
平
成
元
年
、
三
二
三
頁

４
）

廣
池
は
最
晩
年
に
至
る
長
期
に
わ
た
り
日
記
を
記
し
て
い
る

が
、
明
治
期
の
畑
毛
温
泉
訪
問
の
こ
ろ
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。

大
正
期
お
よ
び
昭
和
期
に
つ
い
て
は
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。

５
）

中
田
中
『
思
い
で
の
旅
』
広
池
学
園
事
業
部
、
昭
和
三
十
五

年
、
三
頁
。
括
弧
内
は
引
用
者
。

６
）

廣
池
博
士
が
明
治
三
十
五
年
、
疲
れ
果
て
た
お
体
を
癒
す
た

め
に
訪
ね
ら
れ
た
の
が
畑
毛
温
泉
」（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
編
『
温

故
知
新
』
広
池
学
園
事
業
部
、
昭
和
五
十
二
年
、
四
七
頁
）

７
）

千
九
郎
と
畑
毛
の
関
係
は
、
明
治
三
十
五
年
に
さ
か
の
ぼ
る
」

（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
編
刊
『
伝
記

廣
池
千
九
郎
』
平
成
十
三
年
、

四
八
二
頁
）。
な
お
同
書
に
は
「
続
い
て
三
十
七
年
、
三
十
八
年
と

療
養
に
来
て
い
る
。
明
治
四
十
四
年
の
時
は
、
八
月
に
十
日
間
ほ
ど

家
族
四
人
で
滞
在
し
て
い
る
」
と
そ
の
後
の
訪
問
を
記
し
て
い
る

（
同
頁
）。

８
）

大
先
生
の
最
初
の
御
来
浴
は
明
治
三
十
六
年
十
月
二
十
六
日

で
、
東
洋
法
制
史
の
御
著
述
で
積
年
の
御
疲
労
が
発
せ
ら
れ
、
神
経

衰
弱
の
兆
候
で
御
静
養
遊
ば
さ
れ
た
こ
と
が
私
の
父
の
日
記
に
見
え

て
お
り
ま
す
」（「
広
池
博
士
と
畑
毛
温
泉
」『
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所

所
報
』
第
三
巻
第
七
号
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
昭
和
三
十
三
年
十

月
、
七
頁
）。「
私
の
父
」
は
井
出
登
の
こ
と
。
こ
の
一
文
は
、
静
の

子
で
あ
る
井
出
大
の
前
掲
書
（
一
七
三
頁
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

９
）

大
先
生
四
十
二
才
の
折
に
、
熱
海
温
泉
富
士
屋
旅
館
か
ら
、

十
国
峠
越
を
御
乗
馬
で
参
ら
れ
た
の
を
最
初
」（「
故
廣
池
先
生
と
畑

毛
温
泉
」『
麗
澤
』
第
三
号
、
麗
澤
会
本
部
、
昭
和
二
十
二
年
六
月
、

二
五
頁
）、
と
「
博
士
が
早
稲
田
大
学
講
師
、
御
齢
四
十
二
歳
の
御

時
か
ら
」（「
廣
池
博
士
と
畑
毛
温
泉
」『
麗
澤
』
二
十
五
号
、
麗
澤

会
、
昭
和
三
十
年
、
一
四
頁
）。
こ
れ
ら
に
は
「
父
の
日
記
」
へ
の

言
及
は
な
く
、
登
に
よ
る
記
録
は
参
照
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
井
出
大
は
年
齢
を
修
正
の
上
、
前
者
の
方
も
同
様
に
引
用
し
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て
い
る
（
前
掲
書
、
一
七
六
頁
）。

10
）

ビ
デ
オ
「
畑
毛
記
念
館

皆
自
得
道
還
」
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー：

横
田
義
信
・
米
本
憲
司
、
脚
本
演
出：

柴
田
健
治
、
出
演：

井
出

大
、
企
画：

モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
製
作：

株
式
会
社
カ
メ
オ
、
昭

和
六
十
一
年

11
）

井
出
元
前
掲
「
廣
池
千
九
郎
記
念
館
だ
よ
り
⑧

畑
毛
記
念
館
」

一
〇
頁

12
）

こ
れ
ら
の
書
簡
は
す
べ
て
廣
池
千
九
郎
記
念
館
蔵
。
津
軽
英
麿

の
も
の
は
、
宛
先
住
所
が
鎌
倉
の
浄
智
寺
と
記
さ
れ
て
い
る
封
書

に
、「
受
信
人
目
下
左
に
移
転
ス

伊
豆
国
田
方
郡
函
南
村
字
畑
毛
高

橋
方

廣
池
千
九
郎
」
と
書
か
れ
た
付
箋
が
貼
ら
れ
た
状
態
で
あ
る
。

13
）

琴
景
舎
の
宿
帳
は
複
写
さ
れ
た
も
の
が
廣
池
千
九
郎
記
念
館
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。

14
）

廣
池
富
「
学
祖
の
家
庭
生
活
⑥

親
子
で
遊
ん
だ
畑
毛
温
泉
」

モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
『
れ
い
ろ
う
』
昭
和
五
十
二
年
九
月
号
、
五
二

頁
。
の
ち
に
、
廣
池
富
『
父

廣
池
千
九
郎

そ
の
愛
と
家
庭
生
活
』

広
池
学
園
出
版
部
、
昭
和
六
十
一
年
に
収
録
。

15
）

同
書
、
同
頁

16
）

同
書
、
五
三
〜
五
四
頁

17
）

モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
編
『
廣
池
千
九
郎
日
記
③
』
広
池
学
園
出

版
部
、
昭
和
六
十
一
年
、
八
四
頁

18
）

中
田
中
前
掲
『
思
い
で
の
旅
』
三
頁

19
）

井
出
元
前
掲
「
廣
池
千
九
郎
記
念
館
だ
よ
り
⑧
」
一
〇
頁

20
）

中
田
中
前
掲
『
思
い
で
の
旅
』
四
頁

21
）

中
田
中
「
ス
ラ
イ
ド
に
偲
ぶ
広
池
博
士
」『
社
会
教
育
資
料
』

第
二
十
六
号
、
道
徳
科
学
研
究
所
、
昭
和
三
十
四
年
九
月
、
一
一
六

頁22
）

香
川
景
三
郎
・
香
川
初
音
『
ま
こ
と
の
心
』
道
徳
科
学
研
究

所
、
昭
和
四
十
四
年
、
三
〇
頁

23
）

同
書
、
三
一
頁
。
な
お
、
こ
の
箇
所
は
一
部
修
正
の
上
、
畑
毛

記
念
館
の
展
示
解
説
文
に
も
用
い
て
い
る
。

24
）

大
正
十
四
年
七
月
二
十
七
日
の
日
記
に
は
「
今
一
段
聖
者
と
な

ら
ず
ば
、
モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
に
生
命
な
き
こ
と
」「
絶
対
信
仰
を

な
し
て
撓
ま
ず
。
必
ず
モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
に
極
度
の
生
命
を
与
う

る
こ
と
」（
前
掲
『
廣
池
千
九
郎
日
記
』
③
、
一
五
〇
〜
一
五
一
頁
）

な
ど
と
記
し
、
さ
ら
な
る
品
性
陶
冶
と
原
稿
へ
の
入
魂
を
誓
っ
て
い

る
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
日
記
は
畑
毛
記
念
館
に
原
文
の
写
真
が
展

示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
日
記
を
書
い
た
場
所
は
畑
毛
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
香
川
は
「『
論
文
』
の
一
字
一
字
に
は
、
広
池
博
士
の
人

類
救
済
の
熱
烈
な
尊
い
血
潮
が
脈
々
と
流
れ
、
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ

く
私
ど
も
の
精
神
も
肉
体
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、
助
け
ら
れ

る
こ
と
は
確
実
と
思
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
る

（
香
川
前
掲
書
、
三
五
頁
）。
な
お
、
こ
う
し
た
『
論
文
』
執
筆
の
真

摯
な
様
子
は
、
井
出
静
の
前
掲
「
故
廣
池
先
生
と
畑
毛
温
泉
」
お
よ

び
同
「
廣
池
博
士
と
畑
毛
温
泉
」、
中
田
中
前
掲
「
ス
ラ
イ
ド
に
偲

ぶ
広
池
博
士
」、
同
『
思
い
で
の
旅
』
等
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が

廣池千九郎畑毛記念館における保存と展示



で
き
る
。

25
）

琴
景
舎
満
室
か
ら
別
荘
完
成
ま
で
の
経
緯
は
井
出
静
前
掲
「
廣

池
博
士
と
畑
毛
温
泉
」
参
照
。
名
称
「
富
岳
荘
」
は
、
は
じ
め
に

「
富
士
見
荘
」
と
し
て
土
瓶
敷
に
書
い
た
が
、「
富
士
は
見
る
も
の
で

は
な
い
、
心
で
観
て
、
あ
の
富
士
の
よ
う
な
人
格
を
と
思
い
反
省
す

る
も
の
じ
ゃ
」（
井
出
大
前
掲
『
随
行
記
録

晩
年
の
廣
池
千
九
郎
博

士
』
一
八
六
頁
）
と
い
っ
て
土
瓶
敷
を
裏
返
し
「
富
岳
荘
」
と
書
き

直
し
た
。
こ
の
土
瓶
敷
を
富
岳
荘
の
表
札
に
用
い
て
い
る
。

26
）

井
出
大
前
掲
書
、
三
二
二
頁

27
）

同
書
、
一
八
七
頁

28
）

同
書
、
三
二
三
頁

29
）

同
書
、
三
二
四
頁

30
）

同
書
、
同
頁

31
）

加
藤
有
次
ほ
か
編
『
新
版
博
物
館
学
講
座
９

博
物
館
展
示
法
』

雄
山
閣
出
版
、
平
成
十
二
年
、
二
八
頁

32
）

井
出
静
前
掲
「
廣
池
博
士
と
畑
毛
温
泉
」
一
七
頁

33
）

井
出
大
前
掲
書
、
一
八
五
頁

34
）

同
書
、
一
八
六
頁

35
）

井
出
静
前
掲
「
廣
池
博
士
と
畑
毛
温
泉
」
一
八
頁
。
現
在
で
も

富
岳
荘
か
ら
は
、
部
屋
で
横
に
な
っ
た
ま
ま
富
士
山
が
見
え
る
構
造

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
記
念
館
敷
地
内
に
設
置
し
た
休
憩

所
の
屋
根
が
か
か
っ
て
し
ま
い
横
に
な
っ
た
状
態
で
は
見
え
な
く
な

っ
た
。

36
）

同
書
、
同
頁

37
）

同
書
、
二
〇
頁

38
）

同
書
、
一
七
頁

39
）

同
書
、
一
八
頁

40
）

博
士
」
を
付
す
る
件
は
井
出
元
氏
の
考
え
に
よ
る
。

41
）

解
説
文
は
は
じ
め
、
全
体
を
前
半
と
後
半
の
二
つ
に
分
け
、
前

半
を
筆
者
が
、
後
半
を
井
出
元
氏
が
執
筆
担
当
し
た
。
全
体
の
解
説

文
が
そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
修
正
を
重
ね
、
最
終
的
な
文
章
の
確
定
は

井
出
氏
の
判
断
に
よ
っ
た
。

42
）

三
つ
の
時
代
を
物
理
的
に
三
区
分
す
る
件
は
、
乃
村
工
藝
社
に

対
す
る
筆
者
の
説
明
の
中
に
見
ら
れ
た
。

43
）

平
成
十
七
年
三
月
八
日
、
駒
の
湯
源
泉
荘
（
琴
景
舎
の
後
継
）

社
長
高
橋
誠
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
氏
に
よ
る
と
、
執
筆

の
部
屋
す
な
わ
ち
琴
景
舎
の
離
れ
は
、
大
正
期
の
廣
池
使
用
後
、
旅

館
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
別
の
場
所
へ
移
築
さ
れ
物
置
と
し
て
使
用
し

て
い
た
と
の
こ
と
あ
る
（
こ
の
段
階
を
撮
影
し
た
写
真
も
展
示
し
て

い
る
）。
廣
池
側
が
こ
れ
を
譲
り
受
け
、
富
岳
荘
敷
地
内
へ
移
築
、

続
い
て
昭
和
五
十
年
ご
ろ
敷
地
内
で
移
築
、
そ
し
て
今
回
の
移
築
と

合
計
四
回
移
築
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

44
）

筆
者
が
こ
の
よ
う
な
間
違
っ
た
認
識
に
も
と
づ
く
話
を
直
接
聞

い
て
い
る
。

45
）

琴
景
舎
は
「
高
橋
旅
館
」、
続
い
て
「
駒
の
湯
」
と
改
名
し
、

さ
ら
に
近
隣
に
「
駒
の
湯

源
泉
荘
」
と
い
う
別
館
を
開
館
し
た
。
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そ
の
後
、
本
館
の
駒
の
湯
の
方
を
閉
め
、
経
営
を
駒
の
湯
源
泉
荘
に

一
本
化
し
て
い
る
。

46
）

註
（
43
）
と
同
じ
く
高
橋
氏
に
よ
る
と
、
琴
景
舎
の
図
面
は
旅

館
に
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

47
）

廣
池
富
前
掲
書
、
五
三
頁

48
）

同
書
、
五
五
頁

49
）

高
橋
氏
に
よ
る
と
昭
和
七
・
八
年
頃
の
こ
と
と
い
う
。
註

（
43
）
に
合
わ
せ
て
聞
い
た
。

50
）

こ
の
主
張
は
主
に
井
出
元
氏
に
よ
る
。

51
）

同
氏
の
発
意
に
よ
る
。

52
）

神
宮
参
拝
に
関
す
る
展
示
は
不
要
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
が
、

プ
ラ
ン
ナ
ー
の
吉
田
雅
之
氏
に
よ
る
「『
論
文
』
の
刊
行
は
、
神
宮

に
奉
告
・
報
恩
す
る
と
こ
ろ
ま
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
な
意
味

が
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
発
言
に
よ
り
、
皆
が
納
得
。
展
示
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

53
）

執
筆
の
部
屋
の
名
称
は
ほ
か
に
「
論
文
編
纂
の
お
部
屋
」、

「『
論
文
』
執
筆
（
編
纂
）
の
間
」、「『
論
文
』
執
筆
（
編
纂
）
の
室
」

な
ど
様
々
な
用
い
ら
れ
方
が
あ
っ
た
。
今
回
の
整
備
を
機
に
記
念
館

内
で
の
検
討
を
経
て
、
こ
れ
ら
を
統
一
し
て
「『
論
文
』
執
筆
の
部

屋
」
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

54
）

香
川
前
掲
書
、
二
九
頁

※
「
廣
池
」
と
「
広
池
」
の
書
体
の
相
違
は
原
文
の
表
記
に
よ
る
。
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