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論
　
文別

荘
地
・
軽
井
沢
の
発
展
過
程
の
研
究
　
そ
の
一

－
各
高
原
別
荘
地
の
比
較
を
通
し
て
見
る
そ
の
特
殊
と
普
遍
I

軽
井
沢
は
我
が
国
に
お
け
る
代
表
的
な
別
荘
地
と
さ
れ
る
。
し
か

ら
ば
な
ぜ
代
表
的
存
在
と
さ
れ
る
の
か
、
軽
井
沢
に
関
す
る
出
版
物

は
何
百
に
も
の
ぼ
る
が
、
答
え
て
く
れ
る
も
の
は
乏
し
い
。
そ
の
問

い
へ
の
解
は
別
荘
地
と
し
て
の
立
地
条
件
や
歴
史
に
求
め
ら
れ
よ
う

が
、
本
格
的
な
研
究
は
、
宍
戸
貴
著
「
軽
井
沢
別
荘
史
」
、
宮
原
安
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奉
書
「
軽
井
沢
物
語
」
、
小
林
牧
著
「
避
暑
地
　
軽
井
沢
」
な
ど
に

限
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
学
ぶ
と
こ
ろ
極
め
て
大
き
い
が
、
専
ら

軽
井
沢
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
か
ら
、
軽
井
沢
が
他
と
の
比
較
に
お

い
て
な
ぜ
今
日
の
地
位
を
得
た
の
か
、
今
一
つ
判
然
と
し
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
一
方
、
軽
井
沢
に
と
ど
ま
ら
ず
、
我
が
国
の
別
荘
地
を

数
多
く
姐
上
に
乗
せ
、
そ
こ
か
ら
普
遍
性
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
も

の
に
、
安
島
博
幸
・
十
代
田
朗
共
著
「
日
本
別
荘
史
ノ
ー
ト
」
お
よ

び
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
十
代
田
朗
著
「
関
東
圏
に
お
け
る
近
代
別
荘

地
形
成
に
関
す
る
研
究
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
類
例
な
い
労
作

江
　
　
－
　
　
良
　
　
武

で
あ
る
が
、
軽
井
沢
は
極
言
す
れ
ば
普
遍
性
を
引
き
出
す
た
め
の
材

料
の
一
つ
で
あ
り
、
先
の
問
題
意
識
に
必
ず
し
も
答
え
る
も
の
で
は

ない。本
論
文
は
他
の
別
荘
地
と
の
比
較
に
お
い
て
別
荘
地
・
軽
井
沢
の

特
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
特
殊
性

の
中
に
普
遍
性
が
存
在
す
る
。
結
果
的
に
は
安
島
や
十
代
田
と
同
様
、

別
荘
地
や
避
暑
活
動
に
関
す
る
普
遍
性
に
つ
な
が
る
知
見
を
得
た
い

も
の
で
あ
る
。

別
荘
地
は
軽
井
沢
の
よ
う
な
高
原
に
拓
か
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

湘
南
、
伊
豆
な
ど
に
お
け
る
海
浜
別
荘
地
や
武
蔵
野
な
ど
に
お
け
る

近
郊
別
荘
地
な
ど
も
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
都
市
化
の
波

に
呑
み
こ
ま
れ
、
今
日
で
は
住
宅
地
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
伊
豆
な

ど
の
海
浜
別
荘
地
の
一
部
は
依
然
と
し
て
別
荘
地
で
あ
り
続
け
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
問
題
を
単
純
化
す
る
意
味
で
、
ま
た
今
日
の
大
方
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の
別
荘
地
は
高
原
別
荘
地
で
あ
る
か
ら
、
高
原
別
荘
地
だ
け
を
取
り

上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
以
下
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、

「
別
荘
地
」
と
は
こ
の
高
原
別
荘
地
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
加
え
て

「
軽
井
沢
」
を
、
別
荘
地
・
軽
井
沢
の
意
で
用
い
る
。

各
地
の
別
荘
地
の
発
展
史
を
比
較
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

の
別
荘
地
の
発
展
経
緯
が
同
じ
精
度
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
し
か
し
現
実
は
そ
れ
か
ら
程
遠
い
の
か
実
状
で
あ
る
。

軽
井
沢
は
別
荘
地
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
根
拠
を
置
い
て
お
り
、
研
究

の
蓄
積
も
豊
か
で
あ
る
か
ら
、
判
明
し
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
し
か

し
箱
根
の
よ
う
な
著
名
な
リ
ゾ
ー
ト
で
す
ら
、
別
荘
地
と
い
う
よ
り

は
観
光
地
で
あ
っ
た
故
に
、
そ
の
実
態
究
明
は
軽
井
沢
に
は
る
か
に

遅
れ
て
い
る
。
ま
し
て
や
富
士
五
湖
周
辺
や
那
須
の
別
荘
事
情
に
つ

い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
取
り
扱
う
別
荘
地
と
は
個
々
の
別
荘
の
敷
地
を
指
す
の
で

は
な
い
。
温
泉
地
や
一
般
住
宅
地
域
に
別
荘
が
入
り
交
じ
っ
て
建
っ

て
い
て
も
、
そ
れ
は
別
荘
地
と
は
み
な
さ
な
い
。
複
数
の
別
荘
が
一

つ
の
ま
と
ま
っ
た
土
地
利
用
や
景
観
を
成
し
、
ま
た
周
り
の
伝
統
的

な
村
落
社
会
や
湯
治
場
と
は
異
質
か
つ
独
特
の
空
間
を
構
成
し
て
い

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
地
の
別
荘
地
の
認
定

に
あ
た
っ
て
は
、
も
の
ご
と
を
単
純
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本

論
文
で
は
別
荘
地
を
、
お
お
む
ね
五
軒
以
上
の
別
荘
が
、
一
つ
の
ま

と
ま
っ
た
景
観
を
な
す
地
域
と
見
な
す
こ
と
に
す
る
。
明
治
一
〇
年

か
ら
二
〇
年
頃
に
か
け
て
、
高
官
、
富
豪
た
ち
が
那
須
や
軽
井
沢
で

農
場
経
営
を
試
み
邸
宅
を
構
え
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
は
互
い
に
離
れ
て

い
た
か
ら
別
荘
地
と
は
み
な
さ
な
い
。
ま
た
明
治
一
〇
年
代
に
箱
根

な
ど
で
旅
宿
を
借
り
上
げ
て
、
別
荘
と
す
る
例
が
み
ら
れ
る
が
こ
れ

も
別
荘
地
と
は
扱
わ
な
い
。

別
荘
地
の
中
に
は
、
時
と
共
に
戸
数
を
減
じ
、
人
々
か
ら
別
荘
地

と
し
て
認
識
さ
れ
な
く
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
時
期
の
判
定
も
基

本
的
に
は
同
様
に
五
戸
を
切
っ
た
場
合
と
す
る
が
、
周
囲
の
住
宅
化

に
よ
っ
て
景
観
的
特
徴
が
失
な
わ
れ
る
の
か
漸
次
的
で
あ
っ
た
り
、

別
荘
の
建
物
は
残
っ
て
い
て
も
ほ
と
ん
ど
使
わ
ず
に
放
置
さ
れ
る
場

合
が
多
く
、
時
期
を
確
と
判
定
し
に
く
い
場
合
が
多
い
。

研
究
の
対
象
と
す
る
時
期
は
明
治
初
年
よ
り
高
度
成
長
期
の
前
半

を
終
え
る
昭
和
四
〇
年
ま
で
と
す
る
。
こ
れ
以
降
、
別
荘
地
は
著
し

く
拡
大
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
を
こ
こ
ま
で
と
し
た
理
由
は
、

昭
和
四
〇
年
以
降
の
調
査
・
研
究
の
集
積
が
著
し
く
乏
し
い
た
め
で

ある。

一
各
別
荘
地
の
発
展
経
緯

各
地
の
別
荘
地
の
発
達
史
を
図
1
に
示
す
。
こ
れ
ま
で
も
十
代
田

が
高
原
の
み
な
ら
ず
近
郊
・
海
浜
別
荘
地
を
も
含
め
た
発
達
史
を
図

示
し
て
い
る
が
、
別
荘
と
別
荘
地
の
区
分
が
明
確
で
な
い
う
ら
み
が

あ
り
、
ま
た
規
模
ま
で
含
め
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
図
1
に
お
い
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白は日本人、黒は外国人主体

図1別荘地の発達とその前史・後史

て
、
横
軸
は
時
間
軸
、

縦
軸
は
個
々
の
別
荘
地

で
あ
る
。
主
題
と
な
る

軽
井
沢
を
冒
頭
に
、
各

地
の
別
荘
地
を
上
信
越

地
方
の
西
北
端
か
ら
反

時
計
回
り
に
、
次
い
で

関
西
地
方
を
並
べ
た
。

ま
た
比
較
の
た
め
、
著

名
な
避
暑
地
で
は
あ
る

が
別
荘
地
と
は
な
ら
な

か
っ
た
伊
香
保
、
雲

仙
、
そ
れ
に
海
浜
別
荘

地
で
あ
る
宮
城
県
七
ヶ

浜
高
山
の
例
を
加
え

た
。
赤
倉
、
箱
根
な
ど

の
初
期
に
見
ら
れ
る
点

線
は
、
避
暑
が
、
温
泉

宿
や
宿
場
の
旅
寵
な
ど

の
既
存
の
宿
泊
施
設
を

専
ら
利
用
し
て
行
わ
れ

た
期
間
で
あ
る
。
こ
れ

高
度
成
長
後
半
6
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に
は
そ
れ
ら
を
別
荘
と
し
て
借
り
上
げ
た
場
合
を
含
む
。
帯
記
号
す

な
わ
ち
二
本
線
は
別
荘
地
の
状
態
を
成
す
期
間
で
あ
る
。
別
荘
地
の

戸
数
を
五
～
一
〇
〇
戸
、
一
〇
〇
～
一
〇
〇
〇
戸
、
一
〇
〇
〇
戸
以

上
の
三
段
階
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
帯
の
太
さ
を
変
え
て
表
示
し

た
。
「
既
存
の
宿
泊
施
設
の
利
用
」
か
ら
別
荘
地
に
表
示
が
切
り
替

わ
る
時
点
が
別
荘
地
の
形
成
時
点
で
あ
る
。
別
荘
地
形
成
に
先
行
す

る
○
の
記
号
は
、
知
ら
れ
る
限
り
で
最
初
の
別
荘
が
建
て
ら
れ
た
時

期
を
示
す
。
●
印
お
よ
び
黒
の
帯
は
そ
れ
ぞ
れ
外
国
人
が
建
築
し
た

別
荘
、
外
国
人
が
卓
越
す
る
別
荘
地
を
指
す
。
○
お
よ
び
白
の
帯
は

そ
れ
ぞ
れ
日
本
人
の
場
合
で
あ
る
。
カ
タ
カ
ナ
の
コ
を
左
右
逆
に
し

た
記
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
別
荘
地
か
ら
四
時
㍑
以
内
に
鉄
道
駅
が
出
来

た
時
期
を
示
す
。
こ
れ
が
期
間
を
通
じ
て
無
い
場
合
は
、
歩
い
て
別

荘
地
に
到
達
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
す
。
比
叡
山
と

六
甲
山
は
そ
れ
ぞ
れ
京
都
、
神
戸
の
市
街
地
か
ら
四
は
所
以
内
に
立
地

し
て
お
り
、
駅
が
新
た
に
出
来
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
歩
い
て
到
達

で
き
た
と
い
う
意
味
で
こ
の
記
号
を
明
治
初
年
に
記
し
た
。
別
荘
地

が
消
失
し
、
温
泉
街
な
ど
に
戻
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
点
線
で
示
す
。

次
ぎ
に
各
別
荘
地
ご
と
に
図
を
描
い
た
根
拠
を
示
す
。

軽
井
沢

明
治
一
九
年
に
テ
ィ
ク
ソ
ン
　
（
J
a
B
の
S
 
M
．
D
i
曽
n
）
　
と
シ
ョ
ー

（
A
“
①
産
n
d
の
〇
〇
．
S
h
a
a
が
軽
井
沢
宿
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
長
期
の

避
暑
生
活
を
始
め
た
。
テ
ィ
ク
ソ
ン
は
旅
寵
に
止
宿
し
、
シ
ョ
ー
は

旅
寵
を
購
入
、
こ
れ
を
分
解
し
軽
井
沢
宿
の
は
ず
れ
に
別
荘
を
建
て

た
と
さ
れ
る
。
明
治
二
二
年
に
至
り
別
荘
が
五
軒
と
な
る
か
ら
、
こ

の
年
を
も
っ
て
別
荘
地
の
は
じ
ま
り
と
す
る
。
同
年
に
滞
在
し
て
い

た
外
国
人
は
百
余
人
で
あ
り
、
大
方
は
別
荘
で
は
な
く
旅
範
や
碓
氷

峠
の
神
官
宅
に
宿
泊
し
て
い
た
。
軽
井
沢
で
は
そ
の
後
、
急
激
に
別

荘
が
増
え
、
明
治
三
九
年
に
は
一
〇
〇
戸
を
突
破
す
る
。
軽
井
沢
は

中
山
道
の
宿
場
町
で
あ
っ
た
が
、
碓
氷
新
道
、
信
越
線
の
開
通
に
よ
っ

て
明
治
中
期
に
は
そ
の
役
割
を
終
え
て
い
た
。
多
く
の
旅
範
は
分
解

さ
れ
鉄
道
駅
が
出
来
た
新
軽
井
沢
に
去
り
、
ホ
テ
ル
の
新
設
も
多
く

は
な
か
っ
た
か
ら
、
宿
泊
施
設
の
収
容
力
は
避
暑
客
の
増
加
に
応
え

る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
図
2
は
軽
井
沢
町
統
計
よ

り
描
い
た
別
荘
戸
数
の
推
移
で
あ
る
。
別
荘
の
戸
数
は
順
調
に
増
加

し
、
昭
和
九
年
に
一
〇
〇
〇
戸
を
超
え
た
。
そ
し
て
昭
和
六
一
年
に

は
一
〇
、
〇
〇
〇
戸
と
な
る
。
こ
の
六
一
年
の
数
字
に
は
保
養
所
が

加
わ
っ
て
い
る
が
、
大
勢
に
影
響
は
鯨
か
ろ
う
。
平
成
二
四
年
統
計

で
は
、
別
荘
だ
け
で
一
般
住
宅
の
二
倍
以
上
、
約
一
五
〇
〇
〇
戸
で

あ
る
。
戦
時
中
を
除
け
ば
、
年
と
と
も
に
着
実
に
別
荘
数
が
伸
び
て

き
た
の
が
軽
井
沢
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

当
初
は
外
国
人
別
荘
が
多
く
、
あ
た
か
も
租
界
で
あ
っ
た
が
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
人
富
裕
層
が
成
長
す
る
に
つ
れ
、
日
本
人

別
荘
が
数
で
圧
倒
す
る
よ
う
に
な
る
。
田
中
は
大
正
七
年
を
機
に
日

本
人
の
別
荘
新
築
者
が
外
人
を
圧
倒
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
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軽井沢町の別荘戸数　軽井沢町11、12、13を集成図2

そ
の
年
ま
で
を
外
国
人
別
荘
の
卓
越
時
期
と
す
る
。

本
論
文
に
お
け
る
「
軽
井
沢
」
は
詳
馬
県
側
の
北
軽
井
沢
を
含
む
。

北
軽
井
沢
で
の
避
暑
は
明
治
末
に
松
本
隆
治
が
地
蔵
川
別
荘
地
を
開

発
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
大
学
人

を
中
心
と
す
る
一
匡
呂
や
法
政
大
学
村
の
特
色
あ
る
別
荘
地
が
形
成

さ
れ
て
い
く
が
、
本
格
的
発
展
は
本
論
文
が
対
象
と
す
る
期
間
よ
り

後
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
1
に
お
い
て
北
軽
井
沢
の
影

響
は
現
れ
な
い
。

木
崎
湖

大
正
六
年
、
木
崎
湖
畔
で
後
藤
新
平
ら
の
協
力
に
よ
っ
て
信
渡
木

崎
夏
期
大
学
が
開
講
す
る
。
翌
年
、
夏
期
大
学
講
師
の
た
め
の
別
荘

地
「
学
者
村
」
が
生
ま
れ
た
。
同
年
を
別
荘
地
の
は
じ
ま
り
と
す
る
。

し
か
し
交
通
の
便
が
悪
く
蚊
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
間
も
な

く
来
る
人
も
減
り
始
め
る
。
昭
和
四
年
に
近
く
に
信
濃
木
崎
駅
が
設

け
ら
れ
た
も
の
の
、
昭
和
一
四
年
に
は
戦
時
体
制
の
た
め
「
学
者
村
」

は
「
健
康
村
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
体
の
弱
い
人
々
の
保
養

施
設
や
銃
後
を
守
る
訓
練
の
場
と
な
っ
た
の
で
別
荘
地
と
し
て
の
終

焉
を
昭
和
一
三
年
と
す
る
。

赤
倉

妙
高
山
中
腹
の
赤
倉
に
、
鹿
島
組
の
鹿
島
岩
蔵
が
避
暑
客
を
想
定

し
旅
館
・
香
嶽
横
を
建
て
る
。
明
治
一
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
　
6
1

だ
、
建
て
た
と
は
い
え
、
直
ち
に
避
暑
客
で
賑
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
　
5
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は
な
か
っ
た
ろ
う
。
信
越
線
が
東
京
方
面
か
ら
田
口
駅
、
現
在
の
妙

高
高
原
駅
に
到
達
し
た
の
が
明
治
二
六
年
で
あ
る
か
ら
、
名
実
共
に

避
暑
地
と
な
る
の
は
こ
れ
以
降
と
思
わ
れ
る
。
岡
倉
天
心
が
明
治
四

〇
年
に
初
の
別
荘
を
建
て
る
が
、
六
年
後
に
は
死
亡
、
多
数
の
別
荘

よ
り
な
る
別
荘
地
建
設
の
契
機
と
は
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
小
出

五
郎
が
社
交
で
避
暑
地
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
大
正
三
年
に
「
妙
高
倶

楽
部
」
を
組
織
し
て
お
り
、
便
宜
的
に
こ
の
年
を
も
っ
て
別
荘
地
の

は
じ
ま
り
と
し
て
お
く
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
次
々
に
財
界
人
に

よ
っ
て
別
荘
が
建
て
ら
れ
高
級
別
荘
地
と
し
て
発
展
し
た
。
現
在
は

細
川
元
侯
爵
の
別
荘
な
ど
が
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
ス
キ
ー
場
、
温

泉
場
と
し
て
の
性
格
が
強
く
な
り
、
別
荘
地
と
し
て
ば
戦
況
が
深
ま

る
昭
和
一
五
年
に
終
わ
っ
て
い
る
と
見
な
す
。

野
尻
湖

軽
井
沢
で
夏
を
過
ご
し
て
い
た
外
国
人
の
一
部
六
〇
人
が
、
大
正

一
〇
年
、
野
尻
湖
に
移
り
別
荘
地
を
開
設
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

軽
井
沢
が
日
本
人
富
豪
の
増
加
に
よ
っ
て
贅
沢
に
な
り
、
逃
げ
出
し

た
と
さ
れ
る
が
、
軽
井
沢
側
と
転
出
者
の
双
方
に
そ
の
趣
旨
に
沿
わ

な
い
言
説
が
あ
り
一
つ
の
見
方
と
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
信
濃
町
誌
に

建
物
所
有
者
の
リ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
大
正
年
間
に
既
に

一
〇
〇
戸
を
超
え
て
い
る
。
し
か
し
西
澤
・
安
島
に
よ
る
と
一
〇
〇

戸
を
超
え
る
の
は
一
四
年
後
の
昭
和
九
年
で
あ
る
。
信
濃
町
誌
の
数

字
は
土
地
の
み
の
所
有
者
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
こ

で
は
西
澤
・
安
島
に
従
い
昭
和
九
年
と
す
る
。
戦
争
の
影
響
で
一
旦

さ
び
れ
る
が
戦
後
復
活
し
、
昭
和
六
〇
年
に
は
二
五
九
戸
と
な
っ
た
。

以
上
の
記
述
は
、
戦
前
、
西
洋
人
だ
け
に
居
住
を
許
し
、
戦
後
に
な
っ

て
僅
か
の
日
本
人
が
入
っ
た
「
国
際
村
」
と
呼
ば
れ
る
別
荘
地
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
昭
和
三
九
年
に
は
日
本
人
を
対
象
と
し
た
「
野
尻

高
原
大
学
村
」
が
開
設
さ
れ
、
野
尻
湖
地
域
全
体
で
と
ら
え
る
と
、

次
第
に
別
荘
数
は
日
本
人
所
有
が
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
る
。

馨
科

蓼
科
は
広
大
な
面
積
に
わ
た
っ
て
お
り
、
自
治
体
も
長
野
県
側
だ

け
で
茅
野
市
、
原
村
、
富
士
見
町
に
わ
か
れ
る
。
こ
の
内
、
茅
野
市

の
別
荘
地
だ
け
が
戦
前
か
ら
の
歴
史
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
ま
た
統
計

資
料
が
比
較
的
整
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
れ
の
み
を
対
象
と

す
る
。
現
在
は
一
万
戸
を
超
え
る
大
別
荘
地
で
あ
る
が
、
歴
史
は
比

較
的
新
し
い
。
地
域
に
も
よ
る
が
、
概
ね
茅
野
駅
か
ら
優
に
一
〇

時
差
以
上
離
れ
、
標
高
も
五
〇
〇
㍍
以
上
商
い
か
ら
、
本
格
的
な
発

展
は
バ
ス
の
開
通
を
得
た
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
大
正
一
〇

年
代
に
は
保
養
を
目
的
と
し
た
温
泉
客
が
増
加
、
こ
れ
を
み
て
地
元

は
別
荘
誘
致
に
動
き
出
し
て
い
る
。
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
東
伏
見
宮

別
邸
が
立
つ
が
、
最
初
の
民
間
人
別
荘
、
内
田
喜
三
の
開
元
荘
は
昭

和
五
年
建
設
と
も
い
う
。
原
に
よ
る
と
、
昭
和
九
年
に
四
九
戸
、
昭

和
一
六
年
に
二
八
八
戸
と
あ
る
。
そ
こ
で
時
期
を
案
分
し
別
荘
地
の

開
設
を
昭
和
六
年
、
一
〇
〇
戸
突
破
は
昭
和
一
一
年
と
み
な
し
た
。
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戦
後
は
観
光
地
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
高
度
成
長
期
の

昭
和
三
五
年
に
お
い
て
も
別
壁
戸
数
は
四
五
〇
に
と
ど
ま
る
。
飛
躍

的
発
展
は
中
央
自
動
車
道
開
通
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
そ
れ

が
全
線
開
通
し
た
昭
和
五
七
年
に
お
い
て
、
蓼
科
で
最
も
別
荘
数
が

多
い
と
思
わ
れ
る
別
荘
地
「
蓼
科
ビ
レ
ッ
ジ
」
の
戸
数
は
九
七
六
で

（00）

あ
っ
た
。

富
士
見

こ
こ
で
調
査
対
象
と
す
る
別
荘
地
は
、
I
R
富
士
見
駅
西
南
、
韮

崎
土
石
流
の
小
高
い
流
れ
山
の
上
に
設
け
ら
れ
た
別
荘
地
で
あ
る
。

富
士
見
の
町
域
に
は
八
ヶ
岳
の
南
斜
面
に
戦
後
開
発
の
別
荘
地
が
あ

る
が
こ
れ
は
対
象
と
し
な
い
。

明
治
末
に
小
川
平
吉
の
帰
去
来
軽
が
建
つ
。
著
名
人
が
泊
ま
り
、

存
在
感
の
あ
る
別
荘
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
正
末
に
至
る
と
犬

飼
毅
、
田
山
花
袋
、
鳩
山
一
郎
の
別
荘
が
建
て
ら
れ
る
が
、
大
正
中

期
の
事
情
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
別
荘
地
の
は
じ
ま
り
を
大
正
一
〇

年
と
す
る
。
こ
れ
ら
別
荘
の
多
く
は
現
存
す
る
が
、
今
日
の
感
覚
で

は
別
荘
地
と
い
う
に
は
規
模
が
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
い
、

別
荘
地
と
し
て
の
終
焉
を
こ
れ
ら
別
荘
の
創
設
者
の
大
半
が
活
動
を

停
止
す
る
昭
和
二
五
年
あ
た
り
と
見
な
す
。

富
士
五
湖

都
留
馬
車
鉄
道
が
明
治
三
六
年
に
大
月
よ
り
河
口
湖
、
山
中
湖
を

経
て
籠
坂
峠
に
至
る
。
こ
れ
を
反
映
し
て
明
治
の
末
か
ら
大
正
に
か

け
て
川
村
景
明
大
将
、
赤
星
家
、
堀
内
喜
十
郎
、
島
津
家
な
ど
の
別

荘
が
河
口
湖
、
山
中
湖
畔
に
点
々
と
立
つ
。
そ
の
後
も
梨
本
宮
別
邸

な
ど
が
加
わ
る
が
、
い
ず
れ
も
湖
畔
に
単
独
で
建
つ
と
い
う
状
況
で

あ
り
、
こ
こ
で
い
う
別
荘
地
と
は
言
い
難
い
。
初
め
て
の
収
容
力
の

あ
る
旭
日
丘
別
荘
地
が
、
山
中
湖
を
望
む
北
斜
面
に
設
け
ら
れ
た
の

は
ー
昭
和
初
年
で
あ
る
。
し
か
し
計
画
通
り
に
別
荘
は
増
え
ず
、
昭
和

八
年
段
階
で
貸
別
荘
を
含
め
て
約
三
〇
戸
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し

か
し
昭
和
一
一
年
で
は
そ
れ
が
一
四
〇
戸
に
急
増
す
る
。
そ
こ
で
一

〇
〇
戸
突
破
を
昭
和
一
〇
年
と
し
た
。
な
お
、
戦
前
の
別
荘
数
は
お

お
む
ね
二
〇
〇
戸
で
あ
っ
た
。
一
〇
〇
〇
戸
を
超
す
の
は
高
度
成
長

期
を
得
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

御
殿
場

明
治
一
七
年
と
い
う
、
全
国
的
に
見
て
も
か
な
り
早
い
時
期
に
宣

教
師
、
バ
ラ
（
J
a
雪
の
S
甲
B
a
－
－
a
g
h
）
が
神
山
に
別
荘
を
建
て
て
い

る
。
ま
た
明
治
二
〇
年
に
は
同
じ
宣
教
師
ヤ
ン
グ
メ
ン
（
K
a
t
の
M
．

Y
O
u
ヨ
聖
B
a
雷
）
も
同
地
に
別
荘
を
設
け
た
。
こ
れ
ら
は
信
者
の
土
地

を
借
り
て
の
こ
と
で
あ
り
、
個
人
的
関
係
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
、
別
荘
地
に
発
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
御
殿
場
に
お
け

る
別
荘
地
は
明
治
二
四
年
に
英
国
人
植
物
商
が
箱
根
か
ら
の
下
山
途

中
、
た
ま
た
ま
二
の
同
神
社
の
蚕
室
を
見
つ
け
、
そ
の
年
に
家
族
を

連
れ
て
避
暑
を
行
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
間
も
な
く
数
十
人
の
別
荘

地
に
成
長
す
る
。
明
治
三
二
年
に
外
国
人
の
借
地
権
が
認
め
ら
れ
る
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よ
う
に
な
っ
た
後
に
、
附
近
に
ア
メ
リ
カ
村
、
万
国
村
が
で
き
る
が

い
ず
れ
も
外
国
人
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
た
。
大
正
八
年
に
日
本
人
別

荘
地
・
対
山
荘
が
で
き
、
こ
れ
を
も
っ
て
御
殿
場
に
お
け
る
外
国
人

別
荘
は
少
数
派
に
な
っ
た
と
見
る
。
昭
和
一
〇
年
に
別
荘
数
一
二
三

戸
、
内
、
外
国
人
別
荘
二
三
戸
と
あ
り
、
一
〇
〇
戸
突
破
を
昭
和
八

年
と
し
た
。
御
殿
場
を
通
過
し
て
い
た
東
海
道
線
が
昭
和
九
年
に
丹

那
ト
ン
ネ
ル
経
由
と
な
っ
て
か
ら
は
、
別
荘
地
と
し
て
は
衰
退
の
路

を
た
ど
る
。
戦
時
中
、
疎
開
地
と
し
て
使
わ
れ
た
よ
う
だ
が
、
現
在

は
住
宅
地
に
吸
収
さ
れ
、
あ
る
い
は
廃
墟
と
な
っ
て
い
る
。
別
荘
地

の
終
焉
を
、
終
戦
後
五
年
経
ち
疎
開
地
と
し
て
の
機
能
が
失
わ
れ
た

昭
和
二
五
年
と
み
る
。

箱
根

箱
根
は
今
日
、
軽
井
沢
と
な
ら
ぶ
由
緒
あ
る
大
別
荘
地
帯
で
あ
る
。

し
か
し
別
荘
地
の
成
立
は
軽
井
沢
な
ど
に
比
べ
て
大
幅
に
遅
れ
た
。

そ
れ
は
、
避
暑
が
湯
本
、
宮
ノ
下
、
芦
の
湯
な
ど
箱
根
七
湯
や
箱
根

宿
の
既
存
宿
泊
施
設
を
利
用
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
別

荘
地
開
設
に
先
立
つ
前
史
と
関
係
し
て
い
よ
う
。

箱
根
は
居
留
地
で
あ
る
横
浜
に
近
い
こ
と
に
加
え
て
、
江
戸
時
代

よ
り
、
箱
根
七
湯
な
ど
の
旅
客
収
容
力
が
大
き
か
っ
た
か
ら
、
明
治

初
年
よ
り
、
元
々
の
日
本
人
に
加
え
て
外
国
人
に
よ
る
避
暑
が
盛
ん

に
行
わ
れ
た
。
旅
館
は
夏
期
だ
け
の
軽
井
沢
と
は
異
な
り
四
季
の
客

を
期
待
で
き
た
か
ら
、
外
国
人
向
け
の
富
士
屋
ホ
テ
ル
が
明
治
一
一

年
に
開
業
す
る
な
ど
近
代
的
宿
泊
施
設
の
建
設
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。

ま
た
芦
ノ
湖
畔
に
あ
る
箱
根
宿
の
本
陣
や
旅
寵
も
重
要
な
避
暑
施
設

で
あ
っ
た
。
東
海
道
本
線
が
明
治
二
二
年
に
開
通
し
、
箱
根
宿
も
次

第
に
さ
び
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
経
路
は
北
に
大
き
く
迂
回
す

る
御
殿
場
経
由
で
あ
り
、
道
路
と
し
て
の
東
海
道
は
依
然
と
し
て
箱

根
宿
を
通
過
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
箱
根
宿
は
軽
井
沢
宿
の
よ
う

な
疲
弊
の
極
み
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
宿
泊
機
能
は
維
持
さ
れ

て
い
た
。
箱
根
七
湯
の
客
筋
は
主
に
外
交
官
や
実
業
界
の
俗
人
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
箱
根
宿
の
宿
泊
客
は
主
に
宣
教
師
で
あ
っ
て
、
一
家

族
あ
る
い
は
複
数
の
家
族
で
一
軒
ご
と
家
屋
を
借
用
の
場
合
は
、
こ

れ
を
「
別
荘
」
と
呼
ん
だ
。
し
か
し
本
論
文
で
は
既
述
の
如
く
こ
れ

を
別
荘
と
は
見
な
さ
な
い
。

箱
根
七
湯
や
箱
根
宿
の
近
傍
は
今
日
に
至
る
も
別
荘
地
が
ほ
と
ん

ど
発
達
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
別
荘
地
を
設
け
る
空
間
に
乏
し
か
っ

た
こ
と
が
関
係
し
て
い
よ
う
。
別
荘
と
し
て
新
た
に
建
築
さ
れ
た
も

の
と
し
て
は
、
明
治
一
五
年
頃
、
ベ
ル
ツ
（
畢
w
i
さ
i
＜
O
n
 
B
学
z
）
が

木
質
に
、
ま
た
明
治
二
〇
年
頃
、
平
松
甚
四
郎
が
塔
ノ
沢
に
設
け
た

（秘）

も
の
が
最
初
の
よ
う
で
あ
る
。
明
治
二
五
年
の
外
務
省
記
録
で
は
、

四
人
の
外
国
人
が
別
荘
を
構
え
て
お
り
、
日
本
人
も
明
治
年
間
に
岩

崎
小
弥
太
を
は
じ
め
一
〇
軒
程
度
の
別
荘
を
建
て
て
い
る
。
当
時
の

別
荘
は
温
泉
を
引
く
の
か
通
例
で
あ
っ
て
多
く
は
温
泉
地
に
設
け
ら

れ
て
お
り
、
独
立
し
た
土
地
利
用
を
成
す
別
荘
地
と
は
言
い
難
か
っ
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た
と
思
わ
れ
る
。
別
荘
地
分
譲
は
明
治
四
五
年
に
強
羅
地
区
で
始
ま
っ

（00）

て
お
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
別
辞
地
の
噂
矢
と
見
る
の
か
妥
当
で
あ
ろ

う
。
強
羅
別
荘
地
は
二
〇
年
近
く
後
の
昭
和
四
年
の
戸
数
が
一
〇
九

（41）

軒
で
あ
り
、
別
荘
建
築
は
遅
々
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
昭

和
三
年
に
温
泉
荘
別
荘
地
の
分
譲
が
開
始
さ
れ
る
か
ら
、
一
〇
〇
戸

突
破
を
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
と
し
た
。
そ
の
後
の
箱
根
地
区
の
別
荘

（42）

総
数
で
あ
る
が
、
昭
和
四
二
年
で
す
ら
五
三
三
戸
に
過
ぎ
な
い
。
な

お
、
軽
井
沢
で
五
〇
〇
戸
越
と
な
る
の
は
大
正
一
二
～
一
三
年
と
、

約
四
五
年
さ
か
の
ぼ
る
。
一
〇
〇
〇
戸
を
超
え
る
の
は
高
度
成
長
期

以
降
と
し
た
。
別
荘
地
に
お
け
る
西
洋
人
卓
越
は
、
箱
根
で
は
ほ
と

ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

四
膏
㍑
以
内
に
鉄
道
駅
が
設
け
ら
れ
た
時
点
を
、
箱
根
登
山
鉄
道

が
開
通
す
る
大
正
八
年
と
し
た
。
こ
の
開
通
を
も
っ
て
箱
根
七
場
や

強
羅
の
別
荘
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
飛
躍
的
に
向
上
し
た
が
、
温
泉
荘

別
荘
地
な
ど
の
奥
箱
根
は
現
在
に
至
る
も
つ
い
に
鉄
道
の
恩
恵
を
受

け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

日
光

日
光
は
箱
根
と
同
様
、
幕
末
よ
り
外
国
人
の
観
光
・
避
暑
の
場
で

あ
っ
た
。
日
光
は
、
輸
王
寺
や
東
照
宮
な
ど
の
門
前
町
で
あ
っ
た
か

ら
、
多
く
の
旅
寵
が
こ
の
た
め
の
受
け
皿
と
な
り
、
明
治
に
な
っ
て

特
権
が
廃
止
さ
れ
困
窮
の
最
中
で
あ
っ
た
寺
社
も
一
部
の
施
設
を
外

国
人
の
宿
泊
に
供
し
て
い
る
。
さ
ら
に
金
谷
ホ
テ
ル
が
明
治
六
年
に

開
業
す
る
な
ど
、
外
国
人
向
け
の
ホ
テ
ル
建
設
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。

明
治
二
〇
～
三
〇
年
代
に
は
山
内
御
用
邸
、
田
母
港
御
用
邸
な
ど

が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ろ
は
坂
よ
り
下
の
平
地
の
日
光

に
お
い
て
は
つ
い
に
別
荘
地
と
言
い
う
る
も
の
は
出
現
し
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
明
治
二
九
年
夏
の
外
人
避
暑
客
数
は
三
〇
〇
余
名
と

（他）

あ
る
が
、
大
部
分
は
平
地
の
日
光
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
シ
ド
モ
ア
日

本
紀
行
」
は
東
京
の
外
国
公
使
館
の
半
分
が
そ
っ
く
り
こ
こ
に
移
動

す
る
と
記
し
て
い
る
が
、
文
脈
か
ら
み
て
「
こ
こ
」
と
は
、
大
方
、

平
地
日
光
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
「
紀
行
」
は
複
数
回
の
訪

問
で
得
た
見
聞
を
重
ね
て
著
述
し
て
い
る
風
が
あ
り
、
時
期
を
特
定

し
か
た
い
が
、
明
治
中
期
の
こ
ろ
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。

「
下
野
新
聞
」
明
治
二
六
年
一
一
月
八
日
号
に
よ
れ
ば
、
明
治
二

〇
年
あ
る
い
は
二
一
年
に
日
光
中
宮
詞
の
旅
館
業
、
米
屋
政
平
が
二

荒
山
神
杜
よ
り
土
地
を
借
り
受
け
、
こ
の
土
地
に
外
務
省
お
雇
い
外

国
人
、
カ
ー
ク
ー
ド
　
（
≦
葦
a
m
 
M
．
K
i
r
k
w
8
d
）
が
二
階
建
て
住

宅
を
建
築
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
奥
日
光
に
お
け
る
最
初

の
別
荘
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
紙
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
六
年
に
英
国
公

使
代
理
が
カ
ー
タ
ー
ド
と
同
じ
手
法
で
土
地
を
手
当
て
し
て
別
荘
を

新
築
し
た
。
ダ
ヌ
タ
ン
（
空
の
a
n
O
r
a
M
．
D
－
A
忌
t
h
a
雷
）
が
明
治
二
九

年
に
ラ
ウ
ザ
ー
の
家
屋
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
は
こ
れ
で
あ
ろ

（
飾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

う
。
明
治
二
六
年
の
外
務
省
へ
の
栃
木
県
知
事
報
告
や
新
聞
「
日
本
」

九
月
一
三
日
号
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
点
々
と
外
国
人
別
荘
が
建
っ
て
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い
る
と
あ
る
。
明
治
二
〇
年
代
に
中
禅
寺
湖
畔
に
外
交
官
を
中
心
と

す
る
外
国
人
別
荘
地
が
で
き
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
別
荘

地
の
開
設
を
明
治
二
九
年
と
し
て
お
く
。
大
正
か
ら
昭
和
は
じ
め
ま

で
約
四
〇
軒
の
別
荘
が
並
ん
で
い
た
と
い
う
。
こ
れ
が
日
光
別
荘
地

の
最
盛
期
と
思
わ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
至
る
国
際
環
境
の
悪
化

と
共
に
裏
返
し
て
し
ま
う
。
奥
日
光
に
お
い
て
は
見
る
べ
き
日
本
人

別
荘
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

那
須

那
須
七
湯
な
ど
の
那
須
温
泉
は
奈
良
時
代
以
来
の
温
泉
と
さ
れ
湯

治
の
長
い
歴
史
が
あ
る
。
し
か
し
近
代
的
避
暑
に
関
す
る
文
献
は
見

出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
も
っ
と
も
標
高
の
低
い
地
域
で
は
明
治
一

〇
年
代
か
ら
政
府
高
官
に
よ
る
開
拓
が
始
ま
り
、
そ
の
た
め
の
邸
宅

は
建
て
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
湯
治
・
避
暑
が
既
存
の
温
泉
施
設
を
利

用
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
関

す
る
資
料
は
見
当
た
ら
ず
、
図
1
の
開
始
時
点
に
？
マ
ー
ク
を
付
し

て
お
い
た
。
別
荘
的
建
物
は
、
大
正
一
五
年
建
築
の
那
須
御
用
邸
が

は
じ
め
で
あ
る
。
直
後
の
昭
和
初
年
に
、
皇
室
の
傍
で
別
荘
生
活
を

あ
こ
が
れ
る
人
の
た
め
に
、
最
初
の
別
荘
地
、
近
光
桂
が
分
譲
さ
れ

た
。
し
か
し
国
鉄
駅
か
ら
の
距
離
は
優
に
一
〇
は
男
を
超
え
て
お
り
、

別
荘
地
開
発
が
本
格
化
す
る
の
は
自
動
車
時
代
と
な
る
昭
和
三
〇
年

代
後
半
以
降
で
あ
っ
て
、
本
論
文
で
取
り
あ
げ
る
大
型
避
暑
別
荘
地

と
し
て
は
最
も
遅
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
研
究
の
蓄

積
も
極
端
に
少
な
く
、
実
証
的
資
料
は
乏
し
い
が
、
一
〇
〇
戸
突
破

を
別
荘
地
開
発
が
本
格
化
の
直
後
、
昭
和
三
五
年
と
し
た
。
な
お
今

日
、
那
須
地
域
最
大
の
別
荘
地
は
「
那
須
ハ
イ
ラ
ン
ド
」
で
あ
る
が
、

平
成
一
二
年
の
別
荘
戸
数
は
一
三
〇
〇
で
あ
る
。

六
甲

六
甲
山
は
人
の
住
ま
な
い
地
域
で
あ
っ
た
が
、
明
治
二
八
年
に
グ

ル
ー
ム
　
（
A
鼻
h
…
∴
F
 
G
’
8
冨
）
が
六
甲
山
上
に
最
初
の
別
荘
を
建

て
る
。
一
五
年
後
の
明
治
四
三
年
に
は
外
国
人
別
荘
が
四
四
戸
、
日

本
人
別
荘
が
一
二
戸
と
な
り
、
順
調
な
別
荘
地
の
発
展
が
見
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
大
正
三
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
は
じ
ま
る
と
、
外
国
人

貿
易
商
は
甚
大
な
被
害
を
受
け
続
々
帰
国
、
代
わ
っ
て
大
戦
に
よ
っ

て
経
済
力
を
つ
け
は
じ
め
た
日
本
人
実
業
家
の
別
荘
所
有
が
増
え
て

く
る
。
昭
和
に
入
っ
て
阪
神
電
鉄
に
よ
る
観
光
地
開
発
が
進
む
が
、

他
の
避
暑
地
と
比
べ
て
別
荘
に
対
す
る
一
般
住
宅
、
企
業
の
保
養
所

な
ど
の
増
加
が
著
し
か
っ
た
。
個
人
別
荘
の
戸
数
に
つ
い
て
、
幾
つ

か
の
報
告
が
あ
る
が
、
数
字
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
の
は
、
一
般
住

宅
や
保
護
所
な
ど
の
数
字
と
分
離
す
る
の
か
難
し
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

個
人
別
荘
が
一
〇
〇
戸
を
超
え
る
の
は
よ
う
や
く
昭
和
三
四
年
で
あ

る
。
そ
し
て
昭
和
四
三
年
ご
ろ
か
ら
は
開
発
規
制
が
厳
し
く
な
っ
た

（綿）

こ
と
も
あ
っ
て
別
荘
数
が
漸
減
し
は
じ
め
る
。
現
在
も
保
養
所
や
宿

泊
施
設
の
減
少
に
よ
り
山
上
居
住
者
は
激
減
中
と
い
う
。

比
叡
山



11

573

明
治
九
年
夏
に
同
志
社
大
学
の
創
立
に
参
加
し
た
デ
ー
ビ
ス

（
J
O
r
O
巨
の
口
．
e
a
＜
i
s
）
ら
が
比
叡
山
の
西
斜
面
、
黒
谷
で
天
幕
に
よ

る
キ
ャ
ン
プ
を
開
始
し
た
。
我
が
国
最
初
の
外
国
人
に
よ
る
避
暑
地

と
思
わ
れ
る
。
明
治
二
〇
年
か
ら
数
年
が
最
も
盛
ん
な
時
期
だ
っ
た

よ
う
で
、
三
〇
家
族
が
テ
ン
ト
生
活
を
行
い
、
単
な
る
避
暑
で
は
な

く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
機
関
・
ア
メ
リ
カ
ン
ボ
ー
ド
の
第
一
四
～

一
七
回
日
本
大
会
も
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
軽
井
沢
に
吸
収
さ

れ
衰
退
す
る
が
、
大
正
七
年
の
大
阪
日
々
新
聞
に
は
存
続
し
て
い
る

（50）

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

伊
香
保
・
草
津
・
雲
仙

伊
香
保
に
つ
い
て
、
明
治
二
三
年
時
点
で
元
老
院
議
官
金
井
之
恭

の
別
荘
が
既
に
建
っ
て
い
た
が
、
「
伊
香
保
御
料
地
」
が
付
近
と
合

わ
せ
て
そ
れ
を
買
い
上
げ
設
け
ら
れ
た
。
明
治
三
〇
年
頃
に
は
、
ハ

ワ
イ
国
公
使
、
ア
ル
ウ
ィ
ン
（
R
O
b
の
ユ
W
J
r
w
i
n
）
が
別
荘
を
持
っ

（50）

て
い
た
。

草
津
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ツ
が
明
治
二
〇
年
代
の
は
じ
め
に
は
別
荘

（50）

を
建
て
て
い
る
。

雲
仙
に
つ
い
て
、
明
治
一
〇
年
頃
外
国
人
が
来
訪
、
明
治
一
六
年

に
外
国
人
専
用
の
下
田
ホ
テ
ル
、
明
治
三
〇
年
に
同
・
高
来
ホ
テ
ル
、

昭
和
一
〇
年
に
雲
仙
観
光
ホ
テ
ル
が
建
つ
。
昭
和
七
年
夏
に
は
四
八

五
名
の
外
国
人
が
押
し
寄
せ
雲
仙
に
お
け
る
ホ
テ
ル
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ

（飢）

は
完
全
に
避
暑
外
客
に
占
め
ら
れ
、
な
お
足
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
も
避
暑
地
と
し
て
華
々
し
い
も
の
が
あ
り
、

ま
た
別
荘
が
単
発
的
に
建
て
ら
れ
は
し
た
が
、
遂
に
別
荘
地
は
誕
生

し
な
か
っ
た
。

七
ヶ
浜
高
山

仙
台
在
住
の
宣
教
師
ジ
ョ
ン
ス
　
（
田
．
甲
J
O
n
O
S
）
　
ら
が
、
同
志
社

で
新
島
嚢
を
補
佐
し
た
市
原
盛
宏
を
名
義
人
と
し
て
明
治
二
二
年
に

官
有
地
を
五
ヶ
年
の
期
限
で
借
地
し
、
七
戸
の
別
荘
を
建
て
た
。
同

年
の
軽
井
沢
が
五
戸
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
凌
駕
し
て
い
る
が
。
現

在
も
四
八
戸
が
建
ち
、
外
国
人
だ
け
の
、
そ
れ
も
宣
教
師
が
中
心
の

（00）

別
荘
地
と
し
て
続
い
て
い
る
。

二
　
軽
井
沢
に
見
る
特
殊

開
設
・
発
展
の
早
さ

図
1
を
一
瞥
す
る
と
、
軽
井
沢
の
別
荘
地
が
他
の
い
か
な
る
高
原

別
荘
地
よ
り
も
早
く
拓
か
れ
、
別
荘
地
の
量
的
発
展
、
つ
ま
り
別
荘

戸
数
の
増
加
が
、
他
に
類
例
が
な
い
ほ
ど
早
か
っ
た
こ
と
が
明
白
で

あ
る
。
具
体
的
に
見
れ
ば
、
別
荘
地
の
開
設
は
明
治
二
二
年
で
あ
り
、

高
原
別
荘
地
の
中
で
最
も
早
く
、
御
殿
場
、
箱
根
、
日
光
、
六
甲
山

よ
り
そ
れ
ぞ
れ
三
年
、
三
六
年
、
七
年
、
七
年
早
か
っ
た
。
別
荘
の

戸
数
が
一
〇
〇
戸
を
超
え
る
の
は
明
治
三
九
年
で
あ
り
、
二
番
手
と

な
っ
た
箱
根
が
一
〇
〇
戸
を
超
え
る
の
は
昭
和
二
年
で
あ
っ
て
、
実

に
三
八
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
一
〇
〇
〇
戸
を
突
破
し
た
の
は
昭
和
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九
年
で
あ
り
、
本
論
文
が
扱
う
昭
和
四
〇
年
ま
で
は
、
ど
の
別
荘
地

も
遂
に
こ
の
水
準
に
達
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
各

地
の
別
荘
地
の
比
較
を
個
々
の
別
荘
建
物
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く

別
荘
地
と
捉
え
、
ま
た
戸
数
と
い
う
量
を
も
っ
て
開
設
の
時
期
、
発

展
の
速
度
を
見
る
な
ら
ば
、
軽
井
沢
は
際
だ
っ
た
特
徴
を
示
し
て
お

り
、
「
日
本
を
代
表
す
る
別
荘
地
」
と
い
う
の
は
領
け
る
と
こ
ろ
で

ある。消
滅
別
荘
地
と
の
対
極
的
状
況

別
荘
地
の
中
に
は
、
生
成
、
発
展
の
末
、
消
滅
に
至
る
も
の
が
あ

る
。
木
崎
湖
、
赤
倉
、
富
士
見
、
御
殿
場
、
日
光
の
各
別
荘
地
は
、

概
ね
第
二
次
世
界
大
戦
の
少
し
前
に
戸
数
を
減
じ
、
本
論
文
で
定
義

す
る
別
荘
地
で
は
な
く
な
っ
た
。
木
崎
湖
、
赤
倉
、
富
士
見
が
別
荘

地
で
あ
っ
た
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
一
年
、
一
六
年
、
二
九
年
で
あ

り
、
ま
た
御
殿
場
の
場
合
は
日
本
人
主
体
の
別
荘
と
な
っ
て
三
一
年

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
別
荘
の
多
く
は
明
治
、
大
正
年
代
に
開
か
れ

て
い
る
が
、
分
譲
方
式
で
互
い
に
見
知
ら
ぬ
者
に
土
地
・
家
屋
を
販

売
す
る
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
は
未
発
達
で
あ
っ
た
か
ら
、
仲
間
同
士
で
別

荘
地
を
拓
き
、
維
持
す
る
と
い
う
手
法
が
中
心
で
あ
っ
た
。
別
荘
を

建
て
た
年
代
が
平
均
四
〇
歳
台
と
す
る
と
、
戦
前
の
活
動
年
代
は
せ

い
ぜ
い
六
〇
歳
台
で
あ
っ
た
か
ら
、
二
〇
年
前
後
で
第
一
世
代
の
別

荘
生
活
は
終
焉
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
別
荘
を
相
続
し
た

次
の
世
代
の
全
員
が
当
該
別
荘
地
を
維
持
す
れ
ば
良
い
が
、
実
際
に

は
そ
う
は
な
ら
な
い
か
ら
、
廃
屋
が
並
ぶ
別
荘
地
と
な
り
、
や
が
て

別
荘
地
全
体
が
廃
墟
に
近
い
状
態
に
な
り
勝
ち
で
あ
る
。
戦
後
の
高

度
成
長
期
以
降
に
各
地
で
形
成
さ
れ
た
別
荘
地
も
、
多
く
は
廃
屋
が

景
観
を
害
し
、
別
荘
地
と
し
て
の
存
続
を
困
難
に
し
て
い
る
。
相
続

人
が
放
置
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

別
荘
地
が
存
続
す
る
条
件
は
何
か
。
人
に
寿
命
が
あ
る
以
上
、
新

陳
代
謝
つ
ま
り
世
代
交
代
が
順
調
に
進
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
別
荘
地
が
絶
え
ず
規
模
を
増
大
し
て
い
る
か
、
あ
る
い

は
量
的
に
一
定
以
上
の
水
準
を
維
持
し
て
お
り
、
内
部
の
何
処
か
で

新
陳
代
謝
が
起
こ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
図
1
よ
り
、
一
〇

〇
戸
を
超
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
別
荘
地
は
、
消
滅
す
る
場
合

の
多
い
こ
と
が
判
る
。
木
崎
湖
、
赤
倉
、
富
士
見
が
そ
の
例
で
あ
る
。

一
〇
〇
戸
よ
り
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
四
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て

存
続
で
き
た
の
は
、
奥
日
光
、
六
甲
山
、
七
ヶ
浜
高
山
の
各
別
荘
地

だ
け
で
あ
る
。
六
甲
山
を
除
け
ば
、
全
て
排
他
色
の
濃
い
外
国
人
だ

け
で
固
め
た
別
荘
地
で
あ
る
。
世
代
間
で
受
け
継
が
れ
る
属
性
を
も

と
に
結
束
し
た
別
荘
地
で
あ
る
か
ら
、
後
継
者
を
欠
く
こ
と
は
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
六
甲
山
は
大
都
市
神
戸
の
直
近
、
と
い
う
希
少
価
値

が
あ
り
、
そ
れ
故
に
新
陳
代
謝
は
順
調
に
進
ん
だ
特
例
と
考
え
ら
れ

る
。
一
〇
〇
戸
を
超
え
て
量
的
成
長
を
続
け
た
野
尻
湖
、
蓼
科
、
富

士
五
湖
、
那
須
、
そ
し
て
軽
井
沢
は
、
廃
屋
は
新
し
い
建
物
に
よ
っ

て
置
き
換
わ
り
、
景
観
を
筈
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
自
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己
回
復
力
が
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

別
荘
地
の
消
失
が
住
宅
化
や
観
光
地
化
に
よ
る
例
も
多
い
。
鎌
倉

や
大
磯
な
ど
の
湘
南
の
海
浜
別
荘
地
や
、
荻
窪
な
ど
の
近
郊
別
荘
地

は
全
て
住
宅
化
の
波
に
呑
み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
蓼
科
、
富
士
五

湖
な
ど
で
は
、
観
光
地
と
し
て
の
発
展
が
別
荘
地
を
侵
食
し
、
猥
雑

な
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
が
あ
る
。
軽
井
沢
は
北
ア
ル
プ
ス

や
八
ヶ
岳
の
よ
う
な
重
畳
た
る
山
並
み
も
な
く
、
多
く
の
文
人
も
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
や
や
単
調
な
景
観
を
な
し
、
こ
れ
と
い
っ
た
見

ど
こ
ろ
も
少
な
い
。
ま
た
他
の
土
地
利
用
に
置
き
換
わ
る
土
地
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
か
え
っ
て
落
ち
着
い
た
環
境
を

維
持
す
る
上
で
役
立
っ
て
い
る
の
は
皮
肉
で
あ
る
。

軽
井
沢
で
は
「
宣
教
師
が
別
荘
地
を
拓
い
た
こ
と
が
、
高
潔
な
風

土
を
作
り
上
げ
今
日
の
礎
と
な
っ
た
」
と
す
る
文
章
に
溢
れ
て
い
る

が
、
外
国
人
に
よ
る
別
荘
地
の
中
に
は
消
滅
し
た
も
の
、
ま
た
六
甲

山
な
ど
の
よ
う
に
別
荘
地
と
し
て
は
衰
退
し
っ
つ
あ
る
も
の
の
あ
る

こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
事
は
そ
う
単
純
で
な
い
こ
と
が
判
る
。

明
確
な
意
志
に
よ
ら
な
い
開
発

軽
井
沢
を
除
く
別
荘
地
は
、
宣
教
師
仲
間
や
大
学
人
な
ど
の
会
員

制
開
発
組
織
あ
る
い
は
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
な
ど
の
法
人
に
よ
っ
て
拓
か

れ
た
。
そ
れ
ら
は
強
い
開
発
意
志
と
計
画
性
を
も
っ
て
事
に
臨
ん
だ

と
い
え
る
。
軽
井
沢
も
大
正
中
期
以
降
の
発
展
期
に
は
法
人
が
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
野
沢
組
に
よ
る
旧
軽
井
沢
の
西
側
区
域
、

箱
根
土
地
株
式
会
社
に
よ
る
千
ケ
滝
地
区
、
財
界
人
に
よ
る
南
ケ
丘
、

大
学
人
・
文
化
人
に
よ
る
高
原
、
政
治
家
に
よ
る
政
友
村
の
各
地
区

な
ど
、
そ
し
て
北
軽
井
沢
に
お
け
る
い
ず
れ
も
大
学
人
を
中
心
と
す

る
一
匡
邑
、
法
政
大
学
村
な
ど
が
あ
り
、
例
を
挙
げ
る
の
に
い
と
ま

が
な
い
。
し
か
し
そ
れ
以
前
の
明
治
二
〇
年
代
か
ら
大
正
中
期
に
か

け
て
は
、
宣
教
師
が
別
荘
地
化
の
中
心
を
担
っ
た
と
は
い
え
、
明
確

な
開
発
意
志
や
計
画
性
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
軽
井
沢
村
な

ど
の
地
元
行
政
体
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
計
画
性
が
無
か
っ
た

こ
と
は
、
別
荘
空
間
の
激
し
い
披
大
を
も
た
ら
し
、
ま
た
属
性
を
同

じ
く
す
る
人
間
集
団
で
固
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
か

つ
親
密
な
交
流
の
濃
い
別
荘
地
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
一
方
で
、
広
大
な
か
つ
多
様
な
人
々
を
引
き
つ
け
る

「
わ
が
国
有
数
の
別
荘
地
」
と
す
る
プ
ラ
ス
面
も
あ
っ
た
と
い
え
よ

う。

強
い
開
発
意
志
と
計
画
性
が
な
い
ま
ま
別
荘
地
と
し
て
発
展
す
る

と
い
う
経
緯
は
例
外
的
で
あ
る
。
軽
井
沢
の
恵
ま
れ
た
立
地
条
件
が

効
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
著
者
は
か
つ
て
軽
井
沢
の
恵
ま

れ
た
立
地
条
件
を
ま
と
め
、
①
軽
井
沢
が
別
荘
地
に
好
適
な
標
高
八

〇
〇
～
一
二
〇
〇
㍍
の
平
地
乃
至
綬
傾
斜
地
が
、
関
東
周
辺
で
は
蓼

科
、
富
士
五
湖
と
と
も
に
最
も
広
大
で
あ
る
こ
と
。
②
一
般
道
、
高

速
道
路
、
新
幹
線
（
平
成
一
九
年
の
新
幹
線
開
業
ま
で
は
信
越
本
線
）
な

ど
の
交
通
の
利
便
性
が
他
を
抜
き
ん
で
て
い
る
こ
と
。
③
原
野
で
な
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く
宿
場
で
あ
る
だ
け
に
、
商
店
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
業
や
道
路
網
、
生

活
用
水
、
椿
油
施
設
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
が
整
っ
て
お
り
、
か
つ
交
通

事
情
の
変
化
に
よ
る
宿
場
客
の
激
減
が
、
こ
れ
ら
を
避
暑
客
に
振
り

向
け
る
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
。
④
湿
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
多
様
な
自

然
を
も
た
ら
し
避
暑
客
に
潤
い
を
与
え
た
こ
と
、
を
列
挙
し
た
。
さ

ら
に
図
1
を
用
い
て
交
通
の
利
便
性
に
つ
い
て
敷
術
す
れ
ば
、
軽
井

沢
に
お
い
て
別
荘
地
の
中
心
で
あ
る
旧
軽
井
沢
地
区
、
中
軽
井
沢
地

区
、
追
分
地
区
の
い
ず
れ
も
が
、
別
荘
地
と
し
て
の
揺
監
期
よ
り
、

鉄
道
駅
か
ら
徒
歩
一
時
間
以
内
で
到
達
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
別
荘

地
は
今
日
に
至
る
ま
で
他
に
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ

う
し
た
立
地
条
件
に
支
え
ら
れ
、
と
も
す
る
と
時
代
の
限
界
と
排
他

性
に
と
ら
わ
れ
勝
ち
な
「
計
画
性
」
に
制
約
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が

結
果
と
し
て
軽
井
沢
に
幸
い
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

三
　
軽
井
沢
と
各
地
別
荘
地
に
見
る
普
遍

別
荘
発
展
の
三
つ
の
画
期

わ
が
国
の
高
原
別
荘
地
の
形
成
は
、
図
1
よ
り
明
ら
か
に
、
明
治

二
〇
年
代
の
第
一
波
と
大
正
期
の
二
波
に
分
か
れ
る
。
さ
ら
に
別
荘

の
規
模
拡
大
の
観
点
か
ら
は
昭
和
九
年
ご
ろ
が
も
う
一
つ
の
画
期
で

あ
り
、
第
三
波
と
い
え
る
。

第
一
波
は
、
軽
井
沢
を
は
じ
め
と
す
る
御
殿
場
、
奥
日
光
、
六
甲

の
各
別
荘
地
の
開
設
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
時
期
が
明
治
二
〇

年
代
で
あ
っ
た
理
由
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
鉄
道
建
設
が
進
ん
だ
た

め
と
さ
れ
る
事
が
多
い
。
事
実
、
松
方
財
政
が
功
を
奏
し
明
治
一
八

年
頃
か
ら
経
済
が
活
性
化
、
各
地
で
一
斉
に
鉄
道
建
設
が
進
め
ら
れ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
軽
井
沢
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
〇
年
に
碓

氷
峠
の
麓
、
横
川
ま
で
開
通
し
て
い
る
し
、
御
殿
場
ま
で
は
明
治
二

二
年
、
日
光
ま
で
は
同
二
三
年
に
開
通
し
て
い
る
。
確
か
に
鉄
道
の

効
果
は
大
き
か
っ
た
が
、
一
方
で
明
治
二
六
年
ま
で
は
横
川
か
ら
軽

井
沢
、
そ
し
て
日
光
か
ら
奥
日
光
へ
は
徒
歩
乃
至
馬
車
鉄
道
、
範
な

ど
に
よ
る
し
か
な
く
、
依
然
と
し
て
到
達
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
よ
り
は
東
京
、
横
浜
か
ら
熱
海
あ
た
り
ま
で
船
で
行
く
方
が
便

利
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
伊
豆
方
面
に
は
別
荘
地
の
開
設
は
知
ら
れ

て
い
な
い
。
ま
た
七
ヶ
浜
高
山
別
荘
地
の
場
合
、
近
傍
・
塩
竃
ま
で

鉄
道
が
通
っ
た
の
は
、
開
設
よ
り
三
六
年
後
の
大
正
一
四
年
で
あ
っ

た
。
鉄
道
の
開
通
の
み
で
は
、
明
治
二
〇
年
頃
に
何
故
第
一
波
が
発

生
し
た
の
か
説
明
が
つ
か
な
い
。
別
稿
で
検
討
す
る
が
、
別
荘
生
活

は
旅
宿
を
利
用
し
て
の
避
暑
の
延
長
で
あ
っ
た
。
旅
宿
を
利
用
し
て

の
避
暑
は
鉄
道
の
発
達
を
待
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
初
期
の

別
荘
地
の
開
設
も
、
鉄
道
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
絶
対
条
件
で
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
必
須
と
な
る
の
は
鉄
道
の
存
在
が
当
た
り

前
と
な
っ
た
第
二
波
以
降
の
別
荘
地
の
開
設
と
、
そ
れ
に
続
く
発
展

期
で
あ
ろ
う
。
先
に
徒
歩
到
達
性
の
良
い
こ
と
を
軽
井
沢
の
利
点
と

述
べ
た
が
、
そ
れ
は
第
二
波
以
降
と
、
そ
れ
に
続
く
発
展
期
の
こ
と
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で
あ
る
。

第
二
波
は
、
木
崎
湖
、
赤
倉
、
野
尻
湖
、
富
士
見
、
那
須
の
各
別
荘

地
の
開
設
で
あ
り
、
第
一
波
と
異
な
っ
て
野
尻
湖
を
除
け
ば
全
て
日

本
人
に
よ
る
。
な
お
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
野
尻
湖
は
、
軽
井
沢

か
ら
分
裂
・
分
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
第
二
波
と
同
列
に
は

論
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
同
時
に
、
軽
井
沢
、
御
殿
場
、
六
甲
山
に
お
い

て
、
別
荘
地
の
構
成
者
の
主
体
が
外
国
人
か
ら
日
本
人
へ
移
行
し
て

い
る
。
こ
れ
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
需
要
が

減
少
し
、
外
国
人
商
人
が
大
打
撃
を
受
け
た
反
面
、
特
需
に
よ
っ
て

日
本
資
本
主
義
が
発
展
、
新
し
い
富
裕
層
が
出
現
し
た
た
め
で
あ
る
。

第
三
波
は
、
軽
井
沢
を
は
じ
め
蓼
科
、
富
士
五
湖
な
ど
に
お
け
る

別
荘
地
戸
数
が
一
斉
に
増
加
す
る
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
は
満
州
事
変

な
ど
が
勃
発
、
「
戦
争
景
気
」
が
現
れ
た
時
代
と
一
致
す
る
。
新
し

い
富
裕
層
が
出
現
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

第
一
波
を
主
導
し
た
外
国
人

第
一
波
の
別
荘
地
開
設
は
、
全
て
は
外
国
人
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

同
じ
頃
に
、
湘
南
地
方
や
中
央
線
な
ど
の
沿
線
で
海
浜
・
近
郊
別
荘

地
が
拓
か
れ
た
が
、
全
て
日
本
人
に
よ
る
の
と
著
し
い
対
照
を
な
し

て
い
る
。
日
本
人
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
人
数
の
少
な
か
っ
た
外
国
人

が
高
原
別
荘
地
の
開
設
を
主
導
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ま
た

第
一
波
の
中
で
も
軽
井
沢
、
御
殿
場
の
各
別
荘
地
は
早
期
に
形
成
さ

れ
て
お
り
、
外
国
人
の
中
で
も
宣
教
師
の
比
重
が
高
く
、
外
交
官
や

実
業
家
に
よ
る
奥
日
光
、
六
甲
は
こ
れ
ら
よ
り
遅
れ
る
。
な
お
海
浜

別
荘
地
で
あ
る
七
ヶ
浜
高
山
も
軽
井
沢
と
同
じ
明
治
二
二
年
に
宣
教

師
主
導
で
開
設
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
年
の
戸
数
が
七
戸
と
軽
井
沢
を

凌
駕
し
て
い
た
。
七
ヶ
浜
高
山
は
東
北
地
方
と
は
い
え
、
夏
期
の
暑

さ
は
千
葉
や
湘
南
の
海
岸
と
大
き
く
は
異
な
ら
な
い
。
外
国
人
の
夏

期
を
過
ご
す
第
一
条
件
が
必
ず
し
も
冷
涼
さ
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

先
に
第
二
波
と
第
三
波
は
共
に
新
し
い
富
裕
層
の
出
現
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を
見
た
。
こ
の
こ
と
は
第
一
波
を
主
導
し
た

外
国
人
が
「
富
裕
層
」
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
。
宮
原
は
当
時
の
教
師
、
宣
教
師
の
一
般
が
、
わ
が
国
の
感

覚
か
ら
見
れ
ば
、
い
ず
れ
も
破
格
の
収
入
を
得
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
を
過
大
に
評
価
し
て
は
な
ら
な

い
。
彼
ら
が
富
裕
で
あ
っ
た
の
は
、
主
に
わ
が
国
と
欧
米
の
為
替
不

均
衡
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
母
国
に
帰
国
後
の
生
活
あ
る
い
は
母

国
で
の
子
弟
の
教
育
に
備
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
決
し
て
余
裕
の
あ
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
軽
井
沢
に
お
い
て
宣
教
師
た
ち
の
一
部
は
複

数
の
別
荘
を
持
ち
、
人
に
貸
し
出
す
が
、
こ
れ
は
収
入
不
足
を
補
う

収
益
事
業
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
経
済
行
為
が
、
宿
泊
余
力

の
な
い
初
期
の
別
荘
地
軽
井
沢
の
発
展
に
寄
与
し
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
収
益
事
業
に
つ
い
て
は
後
続
の
論
文
で
明
ら
か
に
す
る
予
定
で

ある。
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こ
こ
に
見
逃
せ
な
い
不
思
議
が
あ
る
。
第
一
波
の
明
治
二
〇
年
代

は
未
だ
外
国
人
が
旅
行
や
居
住
地
選
択
の
自
由
が
な
く
、
ま
し
て
や

別
荘
の
取
得
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

各
地
で
外
国
人
に
よ
る
別
荘
地
化
が
進
ん
だ
。
一
方
、
こ
れ
ら
の
不

都
合
が
解
消
さ
れ
る
明
治
三
二
年
以
降
、
開
発
は
行
わ
れ
な
く
な
る
。

唯
一
の
例
外
は
、
野
尻
湖
で
あ
る
が
、
他
の
開
発
と
は
性
格
が
異
な

る
こ
と
は
繰
り
返
し
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
鉄
道
網
の
発
達
や
外

国
人
の
富
裕
な
ど
を
理
由
に
、
別
荘
地
の
開
発
原
因
を
見
る
だ
け
で

は
こ
の
不
思
議
を
説
明
で
き
な
い
。
稿
を
改
め
て
こ
れ
ら
も
検
討
し

たい。註
1
　
「
軽
井
沢
」
が
標
題
に
含
ま
れ
る
図
書
を
、
軽
井
沢
町
立
図
書
館

文
献
検
索
シ
ス
テ
ム
で
検
索
す
る
と
、
七
〇
〇
冊
以
上
が
表
示
さ
れ

る
。
同
じ
図
書
が
複
数
冊
の
場
合
が
あ
り
、
ま
た
こ
こ
で
は
除
く
べ

き
軽
井
沢
町
の
行
政
資
料
が
含
ま
れ
る
が
、
一
方
で
軽
井
沢
関
係
の

図
書
が
全
て
揃
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
や
は
り
、
標
題
に

「
軽
井
沢
」
が
含
ま
れ
る
図
書
が
七
〇
〇
冊
程
度
は
存
在
す
る
と
考

え
ら
れ
る
　
（
平
成
二
六
年
三
月
時
点
）

2
　
宍
戸
賃
、
一
九
八
七
、
『
軽
井
沢
別
荘
史
』
住
ま
い
の
図
書
館
出

版
局
、
一
－
二
八
五
頁

3
　
宮
原
安
着
、
一
九
九
一
、
『
軽
井
沢
物
語
』
講
談
社
、
一
－
四
四

四
頁

4
　
小
林
牧
、
二
〇
〇
〇
、
『
別
荘
地
　
軽
井
沢
』
楔
、
一
－
二
八
四

5
　
安
島
博
幸
・
十
代
田
朗
、
一
九
九
一
、
『
日
本
別
荘
史
ノ
ー
ト
』

670
0

住
ま
い
の
図
書
館
出
版
局
、
一
－
三
〇
七
頁

十
代
田
朗
、
一
九
九
四
、
「
関
東
圏
に
お
け
る
近
代
別
荘
地
形
成
　
5
7

に
関
す
る
研
究
」
学
位
請
求
論
文
、
東
京
工
業
大
学
一
－
四
〇
八
頁

前
掲
5
、
一
五
二
頁

自
身
は
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
シ
ャ
ウ
と
し
て
い
る
し
、
シ
ョ
ウ
の
表

記
が
卓
越
し
て
い
た
時
期
も
あ
る
。
し
か
し
今
日
で
は
シ
ョ
ー
が
多

く
な
っ
て
い
る
の
で
本
論
文
で
は
シ
ョ
ー
を
用
い
る

9
　
佐
藤
孝
一
、
一
九
二
一
、
『
か
る
い
ざ
わ
』
国
書
刊
行
会
、
四
六
－

四
七
貴

地
　
前
掲
3
、
三
〇
－
三
五
貫

目
　
軽
井
沢
町
、
一
九
八
八
、
『
軽
井
沢
町
誌
・
歴
史
編
　
近
・
現
代

編
』
軽
井
沢
町
史
編
集
委
員
会

1
2
　
「
軽
井
沢
の
統
計
」
の
各
号

1
3
　
町
報
か
る
い
ざ
わ
の
各
号

1
4
　
軽
井
沢
町
、
二
〇
〇
六
、
『
軽
井
沢
町
町
勢
要
覧
』
保
健
休
糞
地

一
二
〇
年
記
念
誌
、
四
九
頁

1
5
　
田
中
啓
雨
、
一
九
三
二
、
「
軽
井
沢
に
お
け
る
内
外
人
の
生
活
」

地
理
学
、
三
、
（
二
）
、
信
州
に
関
す
る
地
理
学
論
文
集
、
一
二
五
－

一
二
六
頁

1
6
　
前
掲
5
、
九
四
－
九
五
頁

1
7
　
前
掲
5
、
二
二
一
－
二
三
二
頁

1
8
　
前
掲
5
、
一
〇
四
頁

1
9
　
前
掲
5
、
一
〇
六
頁

2
0
　
前
掲
5
、
一
〇
七
頁

2
1
　
正
宗
白
鳥
、
「
軽
井
沢
と
私
」
ふ
る
さ
と
文
学
館
第
二
四
巻
所
収
、
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70不
一

80人
一

9203130
人
一
33343

二
〇
四
頁

荒
川
久
治
、
一
九
九
〇
、
『
野
尻
湖
国
際
村
物
語
』
信
濃
毎
日
新

聞
社
、
三
〇
頁

信
濃
町
、
一
九
六
八
、
『
信
濃
町
誌
』
信
濃
町
誌
編
纂
委
貝
会
、

一
一
一
四
頁

西
澤
倫
太
郎
・
安
島
博
幸
、
一
九
八
八
、
「
野
尻
湖
・
神
山
国
際

村
の
成
立
と
展
開
」
日
本
建
築
学
会
北
陸
支
部
研
究
報
告
集
（
三
一
）
、

三
〇
四
頁

岡
村
勝
司
、
一
九
九
五
、
「
野
尻
湖
周
辺
の
別
荘
地
開
発
に
み
る

環
墳
管
理
シ
ス
テ
ム
」
環
境
科
学
年
報
、
信
州
大
学
、
第
一
七
巻
、

九
三
頁

前
掲
2
5
、
九
一
貫

茅
野
市
、
『
一
九
八
八
、
茅
野
市
史
・
下
』
五
五
一
－
五
五
二
頁

原
則
、
二
〇
一
〇
、
「
蓼
科
高
原
別
荘
地
の
生
成
と
そ
の
発
展
経

過
」
日
本
観
光
研
究
学
会
全
国
大
会
学
術
論
文
集
二
五
、
二
二
四
頁

前
掲
2
7
、
七
六
七
－
七
六
八
頁

北
沢
栄
一
、
一
九
八
二
、
『
奥
蓼
科
の
歴
史
』
草
原
社
、
二
二
四

頁
前
掲
5
、
一
三
〇
頁

前
掲
5
、
一
一
九
頁

前
掲
5
、
一
三
六
頁

外
務
省
外
交
資
料
、
九
類
四
項
四
七
号
、
「
外
国
人
こ
シ
テ
日
本

人
ノ
名
義
ヲ
以
テ
土
地
家
屋
ヲ
所
有
シ
並
二
会
社
ヲ
設
ケ
商
業
ヲ
営

ム
モ
ノ
ノ
調
査
一
件
」
外
務
省
外
交
資
料
館
蔵
、
静
岡
県
知
事
報
告

前
掲
5
、
一
一
七
頁

4－．454647484

前
掲
6
、
一
一
〇
頁

斎
藤
功
、
一
九
九
四
、
「
わ
が
国
最
初
の
高
原
避
暑
地
雷
ノ
下
と

箱
根
‥
明
治
期
を
中
心
に
」
筑
波
大
学
人
文
地
理
学
研
究
、
第
一
八

巻
一
八
号
、
一
九
四
、
一
五
一
貫

前
掲
3
4
、
神
奈
川
県
知
事
報
告

箱
根
町
立
郷
土
資
料
館
、
一
九
九
七
、
『
開
け
ゆ
く
別
荘
地
・
箱

根
』
九
頁

山
村
順
次
、
一
九
七
〇
、
「
箱
根
に
お
け
る
温
泉
観
光
地
域
の
形

成
－
中
央
観
光
資
本
の
展
開
過
程
を
中
心
と
し
て
ー
」
大
東
文
化
大

学
紀
要
、
経
済
学
部
、
皿
八
、
一
一
頁

小
林
泰
一
、
一
九
九
五
、
『
強
羅
風
土
記
』
七
三
頁

前
掲
4
0
、
二
九
頁

上
田
卓
爾
、
二
〇
〇
九
、
「
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
日
本
の
リ

ゾ
ー
ト
　
（
外
人
避
暑
地
）
　
に
つ
い
て
」
名
古
屋
外
国
語
大
学
現
代
国

際
学
部
紀
要
、
五
号
、
一
〇
八
頁

E
・
R
・
シ
ド
モ
ア
、
外
崎
克
久
訳
、
二
〇
〇
二
、
『
シ
ド
モ
ア

日
本
紀
行
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
三
頁

司
法
省
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

E
・
M
・
ダ
ヌ
タ
ン
、
一
九
九
二
、
長
岡
祥
三
択
、
『
ベ
ル
ギ
ー

公
使
夫
人
の
明
治
日
記
』
中
央
公
論
社
、
二
一
四
－
一
二
五
頁

前
掲
3
4
、
「
栃
木
県
知
事
報
告
」

野
瀬
元
子
、
二
〇
〇
八
、
「
日
光
、
箱
根
を
対
象
と
し
た
観
光
地

形
成
過
程
に
つ
い
て
の
考
察
－
観
光
資
源
、
交
通
環
境
と
初
期
段
階

の
外
国
人
利
用
の
差
異
に
注
目
し
て
I
L
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
、

四
五
　
（
国
際
地
域
学
研
究
科
）
、
四
三
頁
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前
掲
5
、
二
一
〇
－
一
二
三
頁

那
須
ハ
イ
ラ
ン
ド
、
『
那
須
ハ
イ
ラ
ン
ド
の
歴
史
』

h
t
t
p
‥
＼
＼
w
w
w
．
雷
a
S
千
r
e
S
O
r
t
．
8
冨
＼
a
b
O
亡
く
h
i
s
t
O
r
y
．
h
t
m
｝

前
掲
5
、
一
二
五
－
一
二
八
頁

稲
見
悦
治
・
森
富
久
、
一
九
六
八
、
「
六
甲
山
地
の
観
光
・
休
番

地
化
に
つ
い
て
」
歴
史
地
理
学
紀
要
、
歴
史
地
理
学
会
編
（
道
号
一

〇
）
、
一
五
九
－
一
九
〇
頁

矢
野
竜
一
・
安
田
孝
・
大
谷
光
一
・
尾
崎
健
二
、
一
九
九
九
、

「
六
甲
山
別
荘
地
開
発
の
経
緯
と
保
全
に
つ
い
て
」
　
日
本
建
築
学
会

講
演
梗
概
集
（
中
国
）
、
二
六
九
－
二
七
〇
頁

”
上
垣
智
弘
・
安
島
博
幸
、
一
九
九
〇
、
「
六
甲
山
に
お
け
る
外
国

人
別
荘
地
の
成
立
と
展
開
」
都
市
計
画
論
文
集
二
五
／
日
本
都
市
計

画
学
会
縞
、
三
二
二
－
三
一
八
頁

迫
田
修
一
、
二
〇
〇
九
、
「
六
甲
山
カ
ン
ツ
リ
ー
ハ
ウ
ス
周
辺
に

お
け
る
別
荘
地
開
発
に
つ
い
て
－
六
甲
山
別
荘
地
開
発
の
変
遷
に
関

す
る
研
究
　
そ
の
一
－
」
平
成
二
一
年
度
日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部

研
究
報
告
集
、
四
九
・
計
画
系
、
八
四
六
－
八
四
八
頁

上
田
均
、
二
〇
一
二
、
「
「
山
上
に
居
る
者
」
　
の
視
点
か
ら
見
た
六

甲
山
」
都
市
政
策
、
一
四
九
号
、
神
戸
都
市
問
題
研
究
所
、
一
六
－

二
一
頁

前
掲
4
3
、
九
五
－
一
〇
五
頁

伊
香
保
温
泉
観
光
協
会
、
『
伊
香
保
の
文
化
・
歴
史
・
芸
術
』

h
t
富
‥
＼
＼
w
w
w
．
i
k
a
J
？
k
a
雷
k
O
u
．
8
ヨ
＼
c
u
〓
u
r
の
．
C
f
ヨ

前
掲
3
4
、
「
群
馬
県
知
事
報
告
」

桐
山
秀
樹
、
一
九
九
四
、
『
日
本
別
荘
地
物
語
』
福
武
書
店
、
一

ln
0

0
′
一
636“

4
一
6

五
三
－
一
六
二
頁

前
掲
4
3
、
一
一
五
頁

前
掲
3
4
、
「
宮
城
県
知
事
報
告
」

前
掲
4
3
、
二
一
－
一
一
三
頁

例
え
は
、
前
掲
書
2
1
、
二
〇
二
頁

「
蒲
漠
た
る
高
原
が
開
展
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
日
光
や
箱
根
の

や
う
な
山
水
の
美
に
接
触
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
」

例
え
ば
山
口
由
美
、
二
〇
〇
一
、
『
観
光
地
「
創
生
」
物
語
三
、

軽
井
沢
』
「
発
見
」
さ
れ
た
避
暑
地
と
し
て
①
　
宣
教
師
た
ち
の
別

天
地
、
旅
館
、
第
三
八
巻
、
第
四
号
、
一
九
六
頁

「
軽
井
沢
は
、
地
元
の
人
々
が
必
死
に
な
っ
て
模
索
し
、
成
り
上

が
っ
た
観
光
地
で
は
な
い
。
シ
ョ
ー
と
テ
ィ
ク
ツ
ン
が
『
発
見
』
し

た
逸
話
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
外
か
ら
の
人
々
に
価
値
を
見
出
さ

れ
、
愛
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
不
動
の
ブ
ラ
ン
ド
カ
を
身
に
つ
け

てきた。」
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U9607

江
川
良
武
、
二
〇
一
一
、

地
理
、
第
五
六
、
一
月
号
、

江
川
良
武
、
二
〇
一
一
、

地
理
、
第
五
六
、
二
月
号
、

江
川
良
武
、
二
〇
二
、

地
理
、
第
五
六
、
三
月
号
、

前
掲
6
、
一
七
二
頁

前
掲
3
、
五
二
－
八
四
頁

「
リ
ゾ
ー
ト
地
・
軽
井
沢
の
風
土
一
」

古
今
書
院
、
八
二
－
八
三
頁

「
リ
ゾ
ー
ト
地
・
軽
井
沢
の
風
土
二
」

一
六
－
一
九
頁

「
リ
ゾ
ー
ト
地
・
軽
井
沢
の
風
土
三
」

一

一

－

一

六

頁

（
え
が
わ
・
よ
し
た
け
　
長
野
県
軽
井
沢
町
長
倉
二
一
六
三
－
一
四
二
）


