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　第
二
十
章
　
大
地
の
設
計
者
宮
沢
賢
治
　
温
泉
を
中
心
に
　（
講
演
）

実
は
一
昨
年
（
二
〇
一
六
年
）、
日
比
谷
図
書
文
化
館
で
、
昨
年
（
二
〇
一
七
年
）
は
岩
手
大
学
で
、
私
は
「
大
地

の
設
計
者 

宮
沢
賢
治
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
講
演
を
し
て
い
ま
す
。
講
演
場
所
に
応
じ
て
変
化
を
つ
け
な
が
ら
。

今
回
、
受
講
者
の
皆
さ
ん
は
、
明
日
、
花
巻
温
泉
や
大
沢
温
泉
へ
行
か
れ
る
そ
う
な
の
で
、「
温
泉
」
に
重
点
を
置

い
て
み
よ
う
と
思
っ
て
「
温
泉
を
中
心
に
」
と
副
題
を
つ
け
た
次
第
で
す
。

ま
ず
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
大
学
校
」
と
い
う
講
座
名
と
、「
石
と
賢
治
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」（
岩
手
県
一
関
市
東

山
町
）
と
い
う
会
場
を
考
慮
し
て
、「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」（
一
九
三
二
年
）
を
切
り
口
に
し
て
み
ま
す
。
ブ

ド
リ
は
、「
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
」
県
の
山
村
に
木き

樵こ
り

の
子
供
と
し
て
生
ま
れ
、
十
二
歳
で
、
冷
害
に
よ
る
飢
饉
で
両
親

を
失
い
ま
す
。
飢
饉
後
、
テ
グ
ス
（
天
蚕
）
の
仕
事
に
雇
わ
れ
る
。
自
分
の
山
の
小
屋
が
テ
グ
ス
工
場
に
改
造
さ
れ

て
し
ま
い
、
そ
こ
で
働
か
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
火
山
灰
が
降
っ
て
テ
グ
ス
が
全
滅
し
た
の
で
、
山
を
降

り
、
野
原
で
農
民
か
ら
雇
わ
れ
、「
沼
ば
た
け
」
で
「
オ
リ
ザ
」（
稲
）
を
作
る
。
そ
こ
に
六
年
ほ
ど
い
る
と
、
今
度
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は
旱
魃
が
起
き
て
、
こ
の
仕
事
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ブ
ド
リ
は
さ
ら
に
土
地
を
降
り
、「
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
の

市
」
の
学
校
で
ク
ー
ボ
ー
博
士
に
学
び
、
博
士
の
推
薦
で
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
火
山
局
技
師
と
い
う
職
を
得
ま
す
。

サ
ン
ム
ト
リ
火
山
の
爆
発
が
間
近
に
な
り
、
ま
と
も
に
噴
火
す
る
と
熔
岩
が
町
に
注
い
で
し
ま
う
と
い
う
の
で
、

人
口
噴
火
さ
せ
町
に
熔
岩
が
向
か
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。
ク
ー
ボ
ー
博
士
の
発
明
と
計
画
に
よ
っ
て
潮
汐
発
電
所
が

た
く
さ
ん
造
ら
れ
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
ま
す
。
執
筆
当
時
、
海
外
で
潮
流
を
利
用
し
て
発
電
を
行
お
う
と

い
う
試
み
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
賢
治
は
描
い
て
い
る
の
で
す
。
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
火

山
局
で
は
、
潮
汐
発
電
所
で
得
た
莫
大
な
電
力
を
使
っ
て
、
飛
行
船
か
ら
上
空
に
電
流
を
流
し
人
工
の
雨
を
降
ら
せ

る
。
た
だ
の
雨
で
は
な
く
、
空
気
中
の
窒
素
を
活
用
し
て
一
種
の
窒
素
肥
料
を
含
ん
だ
雨
。
と
こ
ろ
が
冷
害
の
兆
候

が
顕
れ
ま
す
。
西
の
海
の
海
流
の
温
度
が
通
常
よ
り
低
く
て
、
こ
の
ま
ま
だ
と
冷
た
い
風
が
夏
に
や
っ
て
来
て
冷
害

に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
火
山
島
の
カ
ル
ボ
ナ
ー
ド
島
を
人
工
噴
火
さ
せ
大
量
の
二
酸
化
炭
素
を
空
中
に
放
出
さ

せ
る
こ
と
で
、
冷
害
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
話
に
な
っ
て
、
ブ
ド
リ
は
自
己
犠
牲
的
に
火
山
噴
火
で
亡
く
な
り
ま
す
。

こ
の
晩
年
の
作
は
、
明
ら
か
に
宮
沢
賢
治
の
気
象
学
や
地
質
学
の
豊
か
な
教
養
に
基
づ
い
て
い
る
。
盛
岡
高
等
農

林
学
校
で
土
壌
や
地
質
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
が
し
っ
か
り
活
か
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
晩
年
の
東
北
砕
石
工

場
技
師
と
し
て
の
活
動
が
反
映
さ
れ
て
も
い
る
と
思
い
ま
す
。
ブ
ド
リ
が
火
山
局
技
師
な
の
に
対
し
、
執
筆
当
時
の

賢
治
は
東
北
砕
石
工
場
技
師
で
し
た
。
ま
た
、
ク
ー
ボ
ー
大
博
士
に
は
盛
岡
高
等
農
林
で
の
指
導
教
授
・
関
豊
太
郎

の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
反
映
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
東
北
の
冷
害
が
何
で
起
こ
る
か
に
つ
い
て
い
く
つ
か
説

が
あ
っ
た
な
か
、
関
豊
大
郎
説
は
、
夏
に
三
陸
沖
で
寒
流
の
勢
い
が
強
く
な
る
と
、
冷
た
い
風
（
ヤ
マ
セ
）
が
吹
い

て
冷
害
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
も
の
で
し
た◉

1

。
ま
た
、
宮
沢
賢
治
と
発
電
や
電
気
の
あ
い
だ
に
は
、
非
常
に
深
い
つ

な
が
り
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
花
巻
で
、
花
巻
電
気
株
式
会
社
（
一
九
一
二
年
操
業
開
始
）
に
よ
る
生
活
の
劇
的
変
化

を
体
験
し
て
い
ま
し
た
。
彼
の
実
家
は
豊
沢
川
が
北
上
川
に
注
ぐ
河
口
に
あ
り
ま
し
た
が
、
花
巻
電
気
株
式
会
社
の

電
気
は
豊
沢
川
の
水
力
発
電
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

ブ
ド
リ
の
方
に
話
を
戻
し
ま
す
と
、
山
の
木
樵
の
子
が
だ
ん
だ
ん
平
地
に
下
っ
て
、
農
家
で
稲
作
を
学
び
、
つ
ぎ

に
学
校
で
科
学
的
知
識
を
学
ん
で
、
そ
の
知
識
を
活
か
し
な
が
ら
、
ふ
た
た
び
山
に
上
り
、
火
山
の
力
を
利
用
し
て

平
地
の
農
業
を
助
け
る
、
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
ま
す
。
寒
流
が
強
ま
る
と
い
う
人
間
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
な
出

来
事
に
対
し
、
火
山
噴
火
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
出
来
事
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ド
リ
は
マ
イ
ナ
ス
に

マ
イ
ナ
ス
を
か
け
て
プ
ラ
ス
に
転
じ
る
と
い
う
か
、
中
和
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
展
開
は
、
宮
沢
賢
治
自
身
の
経
歴
を

考
え
る
と
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と
思
う
の
で
す
。

賢
治
は
稲
作
指
導
や
耕
作
を
志
し
て
盛
岡
高
等
農
林
学
校
に
入
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
農
芸
化
学
」
に

進
ん
で
、
も
っ
ぱ
ら
土
壌
や
、
土
壌
の
も
と
に
な
る
岩
石
の
研
究
を
し
ま
し
た
。
盛
岡
高
等
農
林
時
代
、
賢
治
は
ハ

ン
マ
ー
を
持
っ
て
ど
ん
ど
ん
山
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
。
研
究
生
、
今
で
い
う
大
学
院
生
の
頃
、
進
路
に
悩
み
ま
す

が
、
そ
の
時
に
も
父
親
へ
、
山
に
入
っ
て
木
材
の
化
学
物
質
を
蒸
留
す
る
仕
事
や
、
鉱
石
を
探
す
仕
事
な
ど
を
し
た

い
と
訴
え
て
い
ま
す
。
非
常
に
山
へ
向
か
う
志
向
が
強
い
わ
け
で
す
ね
。
花
巻
農
学
校
に
職
を
得
た
結
果
、
し
だ
い

に
農
業
、
特
に
稲
作
に
関
わ
り
、
肥
料
設
計
を
精
力
的
に
や
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。「
本
統
の
農
民
」
に
な
る

ん
だ
と
い
っ
て
、
独
居
自
耕
し
、
羅
須
地
人
協
会
の
活
動
を
は
じ
め
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
で
二
年
ほ
ど
で
挫
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折
し
て
い
ま
す
。
最
後
に
彼
が
得
た
職
が
東
北
砕
石
工
場
の
技
師
で
し
た
。
そ
こ
で
北
上
産
地
の
石
灰
岩
抹
か
ら
な

る
肥
料
の
改
良
や
販
売
に
従
事
し
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
賢
治
も
ま
た
、
山
か
ら
田
畑
に
降
り
て
き
て
、
農
民
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
挫
折
し
、
山
の
方
へ
戻
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
山
の
方
に
ず
う
っ
と
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
山
に
潜
ん
で
い
る
力
を
、

農
業
の
プ
ラ
ス
に
な
る
よ
う
に
活
用
し
よ
う
と
い
う
方
向
性
で
。
こ
れ
は
表
面
的
に
は
ブ
ド
リ
の
人
生
と
は
似
て
い

ま
せ
ん
が
、
根
本
的
に
は
重
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

賢
治
が
東
北
砕
石
工
場
で
や
っ
た
石
灰
肥
料
の
仕
事
は
、
寒
流
に
よ
る
冷
害
を
火
山
ガ
ス
に
よ
っ
て
中
和
す
る
こ

と
と
、
か
な
り
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
岩
手
県
の
地
質
を
単
純
に
図
式
化
す
る
と
、
北
上
川
が
真
ん
中
を

北
か
ら
南
に
流
れ
て
い
て
、
そ
の
西
側
に
火
山
性
の
奥
羽
山
脈
が
あ
り
、
東
側
に
は
非
火
山
性
の
北
上
山
地
が
あ
っ

て
、
ア
ル
カ
リ
性
の
石
灰
岩
や
蛇
紋
岩
が
豊
富
に
眠
っ
て
い
る
。
石
灰
岩
は
海
底
に
沈
殿
し
た
カ
ル
シ
ウ
ム
か
ら
で

き
て
い
る
の
で
、
い
わ
ば
「
水
」
の
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。
対
照
的
に
、「
火
」
の
山
で
あ
る
奥
羽
山
脈
の
、
火

山
灰
や
火
成
岩
の
風
化
物
か
ら
で
き
た
粘
土
質
の
土
壌
は
、
非
常
に
地
味
乏
し
く
、
強
い
酸
性
で
、
一
般
的
に
農
業

に
向
か
な
い
。
賢
治
の
石
灰
抹
肥
料
の
普
及
活
動
と
は
、
こ
う
し
た
岩
手
県
の
二
系
統
の
異
な
っ
た
山
の
性
質
を
ブ

レ
ン
ド
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
和
し
よ
う
と
す
る
仕
事
と
い
え
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
宮
沢
賢
治
は
、
農
業
改
革
を
中
心
と
し
た
社
会
的
実
践
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
天
才
的
詩
人
で
あ
り

童
話
作
家
で
す
。
こ
の
両
面
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
関
連
づ
け
、
全
体
と
し
て
捉
え
る
の
か
。
そ
こ
が
宮
沢
賢
治
研
究

の
非
常
に
難
し
い
ポ
イ
ン
ト
で
、
研
究
者
は
ど
ち
ら
か
片
方
に
特
化
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
し
か
し
、
賢
治
の
農
業

関
係
の
仕
事
を
、
大
地
に
潜
ん
で
い
る
い
ろ
い
ろ
な
隠
れ
た
力
を
取
り
出
し
て
活
用
し
た
り
、
そ
れ
ら
の
力
を
新
た

に
組
み
合
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
で
世
の
中
を
望
ま
し
い
方
向
に
持
っ
て
い
こ
う
と
す
る
企
て
だ
と
す
れ
ば
、
文
学
に

お
い
て
賢
治
が
や
っ
て
い
る
こ
と
も
同
質
性
を
持
っ
て
い
る
、
そ
う
私
は
思
う
の
で
す
。
賢
治
の
書
き
方
は
、
普
通

の
作
家
の
よ
う
に
注
文
に
応
じ
て
書
斎
で
原
稿
用
紙
を
埋
め
て
い
く
の
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
外
に
出
か

け
、
自
然
味
の
豊
か
な
場
所
、
特
に
高
原
と
か
山
地
と
か
野
原
へ
行
く
。
そ
れ
で
そ
の
場
所
や
そ
の
時
の
天
候
な
ど

か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
、
そ
れ
を
メ
モ
帳
に
ま
ず
書
く
。
そ
う
し
た
メ
モ
を
も
と
に
、
時
間
を
お
い
て

ア
イ
デ
ィ
ア
を
膨
ら
ま
し
た
り
、
異
な
っ
た
メ
モ
を
総
合
し
た
り
し
な
が
ら
、
作
品
に
ま
と
め
る
。
賢
治
自
身
も
、

自
分
の
書
き
方
が
普
通
の
作
家
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
早
い
時
期
か
ら
は
っ
き
り
意
識
し
て
お
り
、
自
分
の
書
く

も
の
を
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

「
竜
と
詩
人
」
で
は
、
退
位
し
た
老
詩
人
が
新
た
な
挂
冠
詩
人
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
を
讃
え
こ
ん
な
詩
を
う
た
い
ま
す
。

風
が
う
た
ひ
雲
が
応
じ
波
が
鳴
ら
す
そ
の
う
た
を
た
ゞ
ち
に
う
た
ふ
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ

星
が
さ
う
な
ら
う
と
思
ひ
陸
地
が
さ
う
い
ふ
形
を
と
ら
う
と
覚
悟
す
る

あ
し
た
の
世
界
に
叶
ふ
べ
き
ま
こ
と
と
美
と
の
模
型
を
つ
く
り
や
が
て
は
世
界
を
こ
れ
に
か
な
は
し
む
る
予
言

者
、

設
計
者
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ



Ⅴ 第二十章　　452453　　大地の設計者 宮沢賢治

普
通
、
文
学
者
は
「
設
計
者
」
と
は
思
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
宮
沢
賢
治
は
す
ぐ
れ
た
文
学
を
「
設
計
」
と
受
け

止
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
詩
人
が
目
の
前
に
見
え
る
現
実
と
か
出
来
事
を
再
現
的
に
描
写
す
る
の
で
は
な
く
て
、
大

地
に
潜
む
さ
ま
ざ
ま
な
力
を
見
抜
い
て
引
き
出
し
、
新
し
く
組
み
合
わ
せ
、
形
を
与
え
る
、
そ
の
こ
と
で
よ
り
良
い

未
来
が
開
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
賢
治
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
出
版
時
に
賢
治
自
身
が
書
い
た
「
広
告
ち
ら
し
（
大
）」
で
も
、
こ
う
し
た
考
え
は
表
明

さ
れ
て
い
ま
す
│
│
「
こ
れ
は
田
園
の
新
鮮
な
産
物
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
田
園
の
風
と
光
と
の
中
か
ら
つ
や
ゝ
か
な

果
実
や
、
青
い
蔬
菜
を
（
マ
マ
）一
緒
に
こ
れ
ら
の
心
象
ス
ケ
ツ
チ
を
世
間
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
場
所
か
ら
得

た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
い
た
作
品
を
、
人
々
の
た
め
に
提
供
す
る
田
園
の
新
鮮
な
産
物
、
果
実
や
蔬
菜

（
野
菜
）
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
は
、
単
な
る
比
喩
で
は
な
い
。
果
実
や
野
菜
を
作
る
こ
と
は
、
作
物
を
放
置
し
て

い
た
ら
ま
ず
不
可
能
で
す
。
自
然
の
働
き
、
た
と
え
ば
雨
や
太
陽
の
光
、
土
の
中
の
養
分
な
ど
を
利
用
し
な
が
ら
、

人
の
手
に
よ
る
補
助
を
加
え
、
上
手
く
按
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
業
は
成
り
立
つ
。
単
な
る
自
然
の
肯
定
で
も

否
定
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
よ
う
に
、
賢
治
の
文
学
創
作
も
、
目
の
前
の
現
実
の
単
な
る
描
写
で
も
な
け
れ
ば
、

個
人
的
な
空
想
で
も
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
の
走
り
書
き
で
も
な
い
。
賢
治
に
と
っ
て
、
文
学
作
品
を
書
く

と
い
う
こ
と
と
、
農
業
に
携
わ
っ
た
り
農
業
を
援
助
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
根
本
的
に
は
そ
ん
な
に
違
わ
な

い
営
み
だ
っ
た
は
ず
で
す
。

で
は
、
そ
れ
が
、
い
っ
た
い
「
温
泉
」
と
ど
う
関
わ
っ
て
く
る
の
か
。
ま
ず
、「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
の

な
か
で
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
と
い
う
場
所
が
ど
う
呈
示
さ
れ
て
い
る
の
か
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ブ
ド
リ
が
就
職

し
た
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
火
山
局
に
は
、
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
の
地
形
模
型
、
ジ
オ
ラ
マ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が

実
際
の
火
山
の
観
測
計
器
と
通
じ
て
お
り
、
火
山
の
動
向
と
か
噴
火
の
煙
な
ど
が
そ
こ
に
表
示
さ
れ
る
。
ブ
ド
リ
は

そ
れ
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
し
っ
か
り
と
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
の
地
形
や
地
質
を
理
解
し
ま
す
│
│
「
も
う
ブ
ド
リ
に
は

イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
の
三
百
幾
つ
の
火
山
と
、
そ
の
働
き
工
合
は
掌
て
の
ひ
らの

中
に
あ
る
や
う
に
わ
か
つ
て
来
ま
し
た
。
じ
つ

に
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
に
は
七
十
幾
つ
の
火
山
が
毎
日
煙
を
あ
げ
た
り
、
熔
岩
を
流
し
た
り
し
て
ゐ
る
の
で
し
た
し
、
五

十
幾
つ
か
の
休
火
山
は
、
い
ろ
い
ろ
な
瓦が

斯す

を
噴
い
た
り
、
熱
い
湯
を
出
し
た
り
し
て
ゐ
ま
し
た
」。
火
山
帯
と
し

て
の
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
の
特
徴
と
し
て
、
ち
ゃ
ん
と
温
泉
も
入
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
は
宮
沢
賢
治
研
究
を
し
て
い
て
、
あ
る
時
、
賢
治
と
温
泉
の
あ
い
だ
に
は
深
く
複
雑
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
ま
で
そ
れ
に
つ
い
て
本
格
的
先
行
研
究
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
驚
い
て
し

ま
い
、
賢
治
と
温
泉
の
関
係
の
研
究
に
の
め
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

鉄
道
省
が
出
し
た
『
日
本
案
内
記 

東
北
篇
』
中
の
地
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
﹇
図
35
﹈。
賢
治
の
生
前
の
昭
和
四
年
、

一
九
二
九
年
の
出
版
。
東
北
本
線
に
ほ
ぼ
沿
っ
て
北
上
川
が
北
か
ら
南
へ
流
れ
て
い
ま
す
。
花
巻
で
温
泉
が
あ
る
の

は
西
側
の
奥
羽
山
脈
の
裾
野
の
方
で
す
が
、
大
き
く
ふ
た
つ
の
温
泉
地
帯
が
あ
り
ま
す
。
一
方
は
賢
治
の
家
も
あ
る

豊
沢
川
沿
い
で
す
。
豊
沢
川
の
河
口
を
遡
っ
て
い
く
と
、
い
ち
ば
ん
低
い
と
こ
ろ
に
志し

戸ど
た

平い
ら

温
泉
。
も
う
少
し
行
く

と
大
沢
温
泉
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
遡
る
と
鉛
な
ま
り

温
泉
、
そ
の
少
し
奥
に
西
鉛
温
泉
が
あ
り
ま
し
た
。
西
鉛
温
泉
は
、

一
九
一
八
年
頃
か
ら
借
金
の
せ
い
で
実
質
的
に
宮み
や

善ぜ
ん

（
賢
治
の
母
方
の
宮
沢
家
）
の
経
営
と
な
り
、
一
九
三
四
年
、

正
式
に
譲
渡
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
七
二
年
に
廃
業
し
、
現
存
し
ま
せ
ん◉

2

（
新
鉛
温
泉
と
は
別
も
の
）。
も
う
ひ
と
つ
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の
温
泉
地
帯
は
、
台
川
（
瀬
川
支
流
）
沿
い
で
、
上
流

に
台
温
泉
、
手
前
に
花
巻
温
泉
が
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
は
農
民
や
漁
民
に
湯
治
の
風
習
が
広
く
あ
り

ま
し
た
が
、
花
巻
の
町
衆
に
も
ご
く
普
通
に
あ
り
ま
し

た
。
宮
沢
家
の
場
合
、
西
鉛
温
泉
と
志
戸
平
温
泉
に
よ

く
出
か
け
て
い
ま
す
。
賢
治
も
中
学
生
の
頃
ウ
ル
シ
で

顔
を
腫
ら
し
て
し
ま
っ
た
時
、
学
校
を
休
ん
で
志
戸
平

温
泉
で
湯
治
を
し
て
い
ま
す
。
西
鉛
温
泉
と
宮
善
の
縁

は
話
し
ま
し
た
が
、
志
戸
平
温
泉
に
も
実
は
似
た
事
情

が
あ
り
ま
し
た
。
志
戸
平
温
泉
の
先
代
が
書
い
た
私
家

版
の
半
生
記
に
よ
れ
ば
、
日
露
戦
争
後
の
不
況
時
か
ら

二
十
三
年
間
（
ち
ょ
う
ど
賢
治
の
時
代
）、
志
戸
平
温
泉

も
土
地
や
源
泉
権
や
建
物
の
権
利
を
宮
善
に
押
さ
え
ら

れ
て
い
た
そ
う
で
す◉

3

。

あ
と
も
う
ひ
と
つ
、
宮
沢
家
の
人
た
ち
が
よ
く
利
用
し
て
い
た
の
は
、
大
沢
温
泉
で
す
。
父
・
宮
沢
政
次
郎
や
、

花
巻
の
豪
商
で
浄
土
真
宗
の
人
た
ち
が
、
大
沢
温
泉
で
夏
期
仏
教
講
習
会
を
催
し
、
皆
で
一
緒
に
合
宿
を
し
た
の
で

す
。
有
名
な
僧
侶
や
仏
教
学
者
が
講
義
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
時
間
も
か
な
り
あ
っ
た
。

図35　「花巻附近」（『日本案内記 東北篇』鉄道省）

子
供
た
ち
も
参
加
し
て
、
皆
で
歌
を
う
た
っ
た
り
、
隠
し
芸
を
披
露
し
た

り
し
、
大
沢
温
泉
か
ら
鉛
温
泉
ま
で
温
泉
の
は
し
ご
を
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た◉

4

。
単
な
る
仏
教
の
勉
強
会
で
は
な
い
。
古
く
か
ら
あ
る
夏
場
の
温

泉
で
の
避
暑
湯
治
を
活
用
し
た
、
町
衆
ど
う
し
の
結
束
や
世
代
間
の
繫
が

り
を
強
め
る
場
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
賢
治
は
花
巻
農
学
校
の
先
生
に
な
る
と
、
温
泉
に
よ
く
遠
足
に

行
っ
て
い
ま
す
。
寄
宿
舎
の
学
校
の
生
徒
を
夕
方
か
ら
誘
っ
て
、
徒
歩
で

数
キ
ロ
歩
い
て
温
泉
地
に
出
か
け
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。

賢
治
の
地
質
学
や
岩
石
に
対
す
る
興
味
も
、
温
泉
と
絡
ん
で
き
ま
す
。

一
九
一
〇
年
（
明
治
四
十
三
）、
盛
岡
中
学
の
教
師
の
引
率
に
よ
る
岩
手
山

登
山
時
、
下
山
の
途
上
、
網
張
温
泉
に
泊
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
九

一
六
年
（
大
正
五
）、
高
等
農
林
二
年
次
、
岩
手
山
南
東
麓
の
地
質
調
査

の
際
、
山
麓
の
網
張
温
泉
か
ら
温
泉
を
平
地
（
滝
沢
村
鵜
飼
）
に
ま
で
引

い
て
一
九
〇
九
年
に
開
か
れ
た
新
網
張
温
泉
（
新
盛
岡
温
泉
・
盛
岡
温
泉

と
も
呼
ば
れ
た
。
現
存
せ
ず
）
に
泊
ま
っ
て
い
ま
す◉

5

﹇
図
36
﹈。

賢
治
の
温
泉
利
用
は
、
旅
先
で
の
逗
留
を
中
心
と
し
た
普
通
の
作
家
の

温
泉
利
用
と
は
相
当
違
っ
て
い
ま
す
。
夏
目
漱
石
が
道
後
や
湯
河
原
へ
行

図36　新網張温泉本館「沢松閣」（『図説 盛岡四百年』下巻Ⅱ、郷土文化研究会）
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く
と
か
、
川
端
康
成
が
伊
豆
の
温
泉
へ
行
く
と
い
う
の
と
は
違
っ
て
、
地
元
の
温
泉
ば
か
り
利
用
し
て
た
わ
け
で
す
。

実
証
は
難
し
い
で
す
が
、
他
の
作
家
の
場
合
と
は
異
質
な
温
泉
利
用
が
賢
治
に
大
き
な
影
響
を
残
し
て
い
る
と
私
は

見
て
い
ま
す
。

賢
治
自
身
は
、
町
衆
の
裕
福
な
家
の
長
男
で
す
。
な
の
に
、
な
ぜ
、
山
へ
向
か
う
志
向
が
強
く
、
作
品
に
山
に
関

す
る
事
柄
が
し
ば
し
ば
出
て
く
る
の
か
。
景
色
や
岩
石
だ
け
で
は
な
く
て
、
マ
タ
ギ
の
こ
と
や
、
山
の
生
活
、
山
の

民
俗
、
山
の
伝
説
に
ま
で
通
じ
て
い
る
の
か
。
花
巻
の
町
場
に
住
ん
で
い
る
小
学
生
が
山
に
行
く
こ
と
は
普
段
は
無

理
で
す
が
、
湯
治
の
時
な
ら
で
き
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
家
の
近
く
を
流
れ
て
い
る
豊
沢
川
を
遡
っ
て
行
く
か
た

ち
に
な
り
ま
す
。

賢
治
は
十
歳
頃
か
ら
豊
沢
川
の
河
原
の
石
を
集
め
出
し
、「
石
っ
こ
賢
さ
ん
」
と
い
わ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
河
原

石
が
流
れ
て
く
る
上
流
に
対
す
る
好
奇
心
が
当
然
あ
っ
た
は
ず
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
ど
ん
な
だ
か
、
温
泉
に
行
け
ば

か
な
り
わ
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
川
岸
に
岩
石
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
当
時
、
志
戸
平
温
泉
の

湯
坪
は
、
川
岸
の
岩
窟
に
あ
り
ま
し
た
。
鉛
温
泉
で
は
、
川
底
の
岩
盤
を
く
り
抜
い
た
湯
坪
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
足
の
下
が
泉
源
で
、
じ
か
に
湯
が
涌
い
て
い
る
。
地
下
は
一
体
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
、
き
っ
と
考
え

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
温
泉
は
、
賢
治
の
地
質
学
的
興
味
の
芽
生
え
に
相
当
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
温
泉
に
は
、
山
関
係
の
人
も
骨
休
め
に
来
た
り
、
商
売
に
来
た
り
し
て
い
ま
し
た
。「
な
め
と
こ
山
の
熊
」

に
は
、「
鉛
の
湯
の
入
口
に
な
め
と
こ
山
の
熊
の
胆い

あ
り
と
い
ふ
昔
か
ら
の
看
板
も
か
か
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
描
写

が
出
て
き
ま
す
。
実
際
、
鉛
温
泉
か
ら
さ
ら
に
上
流
、
豊
沢
ダ
ム
建
設
に
よ
っ
て
一
九
六
〇
年
代
に
沈
ん
だ
豊
沢
集

落
に
、
な
め
と
こ
山
あ
た
り
で
熊
を
捕
っ
て
い
た
マ
タ
ギ
が
い
て
、「
熊
の
胆
」
を
商
っ
て
い
た
と
い
う
背
景
が
あ

り
ま
す◉

6

。

大
沢
温
泉
に
関
し
て
、
少
し
補
足
し
て
お
き
ま
す
。
盛
岡
中
学
三
年
の
夏
休
み
、
本
人
が
友
人
へ
の
手
紙
（
書
簡

〇
ａ
、
一
九
一
〇
年
九
月
十
九
日
付
、
藤
原
健
次
郎
宛
）
に
書
い
た
こ
と
で
す
が
、
賢
治
は
こ
こ
で
大
事
件
を
起
こ
し

て
い
る
の
で
す
。
賢
治
は
給
湯
の
仕
組
み
に
興
味
を
覚
え
、
湯
屋
の
外
側
を
見
て
み
た
。
川
底
か
ら
水
車
で
源
泉
を

汲
み
上
げ
て
、
そ
れ
を
樋
で
湯
屋
に
流
し
落
と
す
。
そ
の
樋
の
途
中
で
、
山
側
か
ら
の
清
水
を
引
き
込
む
別
の
樋
が

組
み
合
わ
さ
り
、
お
湯
が
熱
過
ぎ
る
時
は
う
め
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
清
水
の
方
は
途
中
で

仕
切
り
が
し
て
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
は
ず
し
て
み
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
、
湯
屋
の
な
か
が
大
騒
ぎ
に
。

山
の
冷
水
が
、
土
石
や
ヘ
ビ
の
抜
け
殻
、
蛙
の
死
骸
な
ど
と
一
緒
に
滝
の
よ
う
に
湯
槽
に
流
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
の

で
す
。
し
か
も
湯
屋
の
な
か
で
は
巡
査
が
宿
の
主
人
に
「
男
女
混
浴
は
い
か
ん
」
と
説
教
し
て
い
る
最
中
だ
っ
た
の

で
、
巡
査
の
白
い
服
も
ド
ロ
ド
ロ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
面
白
く
お
っ
か
な
か
っ
た
ね
ー
」
な
ん
て
賢
治
は
感
想

を
書
い
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
大
沢
温
泉
に
行
か
れ
て
も
、
こ
れ
が
正
確
に
ど
こ
の
湯
屋
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
私
は
い
ろ

い
ろ
調
べ
て
み
ま
し
た
。
当
時
の
大
沢
温
泉
の
絵
葉
書
﹇
図
37
﹈
を
見
る
と
、
豊
沢
川
を
挟
ん
で
建
物
が
並
ん
で
い

ま
す
が
、
奥
に
、
現
在
も
あ
る
「
く
」
の
字
型
の
木
の
橋
「
曲
り
橋
」
が
確
認
で
き
ま
す
。
そ
ち
ら
が
上
流
側
。
向

か
っ
て
右
側
の
岸
の
木
々
の
中
に
見
え
る
長
い
建
物
が
「
菊
水
館
」
で
す
。
菊
水
館
か
ら
や
や
降
り
た
川
辺
に
小
屋

が
立
っ
て
い
て
、
小
屋
に
は
な
に
か
木
の
施
設
が
付
属
し
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
ら
が
く
だ
ん
の
湯
屋
と
、
温
泉
を
川
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底
か
ら
汲
み
上
げ
る
木
製
水
車
で
す
。
ど
ち
ら
も
も
う
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
こ
れ
が
大
沢
温
泉
の
売
り
だ
っ
た

の
で
す
。
こ
の
絵
葉
書
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
も
「
滝
ノ
湯
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、
子
供
の
頃
の
賢
治
が
写

っ
て
い
る
夏
期
仏
教
講
習
会
の
記
念
写
真
﹇
図
38
﹈
に
も
、
こ
の
湯
屋
は
写
っ
て
い
ま
す
。
左
端
で
す
ね
、
切
り
妻

の
壁
に
戸
口
が
あ
っ
て
、
浴
衣
の
人
が
入
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

話
を
進
め
ま
し
ょ
う
。
じ
つ
に
賢
治
ら
し
い
温
泉
と
の
関
わ
り
だ
と
思
う
の
は
、
地
質
調
査
の
拠
点
と
し
て
温
泉

に
泊
り
、
や
が
て
地
質
科
学
の
知
見
を
通
し
て
温
泉
を
見
つ
め
な
お
し
た
こ
と
で
す
。
盛
岡
高
等
農
林
研
究
生
時
代

の
一
九
一
八
年
、
彼
は
「
稗ひ
え

貫ぬ
き

郡
地
質
及
土
性
調
査
」
と
い
う
も
の
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
は
稗
貫
郡
が
、
農
林
業
・

産
業
振
興
の
た
め
の
基
礎
調
査
と
し
て
、
関
豊
太
郎
教
授
に
依
頼
し
た
事
業
で
す
。
賢
治
は
、
指
導
教
授
だ
っ
た
関

教
授
の
手
足
と
な
っ
て
現
地
調
査
に
従
事
し
ま
し
た
。
北
上
山
地
側
へ
も
行
っ
て
い
ま
す
が
、
主
に
奥
羽
山
脈
側
、

特
に
花
巻
の
温
泉
地
帯
を
、
鉛
、
台
、
大
沢
に
泊
ま
っ
て
ず
い
ぶ
ん
歩
い
て
い
ま
す◉

7

。
調
査
結
果
は
『
岩
手
県
稗
貫

郡
地
質
及
土
性
調
査
報
告
書
』（
一
九
二
二
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
か
な
り
の
部
分
を
賢
治
自
身
が
執
筆
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
奥
羽
山
脈
に
関
す
る
部
分
を
読
む
と
、
温
泉
が
ど
こ
に
涌
く
の
か
や
そ
の
原
理
が
書
い
て

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
温
泉
が
点
在
す
る
こ
の
地
帯
が
非
常
に
強
い
酸
性
土
壌
で
、
か
つ
土
壌
の
養
分
が
乏
し
い
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
鉛
・
大
沢
間
の
下
シ
沢
で
は
「
下く
た

シ
沢
石
」
と
い
う
気
泡
の
多
い
凝
灰
岩
が
採

れ
、
耐
火
石
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
か
、
台
川
の
方
で
は
、
陶
土
に
向
い
た
粘
土
や
、
温
泉
の
作
用
を
受
け
て

磁
器
に
向
い
た
岩
石
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
す
で
に
こ
れ
を
利
用
し
て

「
台
焼
」
と
い
う
焼
物
が
台
温
泉
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
現
在
の
窯
場
は
花
巻
温
泉
門
前
に
位
置
す
る
）。

図38　1914年頃の夏季仏教講習会（『新校本 宮澤賢治全集』第16巻下・年譜
篇）。前列右から6人目が賢治

図37　大沢温泉絵葉書（筆者蔵）
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賢
治
は
温
泉
を
見
る
時
、
そ
の
周
囲
の
地
質
的
な
条
件
が
人
々
の
生
活
・
産
業
に
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
り
プ
ラ
ス

に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
ま
で
見
て
い
た
の
で
す
。
温
泉
が
涌
い
て
い
な
い
場
所
に
太
古
の
温
泉
の
痕
跡
を
見
る
ま
な

ざ
し
さ
え
備
え
て
い
ま
し
た
。
農
学
校
の
教
師
時
代
に
書
か
れ
た
「
台
川
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。
毎
秋
、
生

徒
た
ち
に
よ
る
台
川
沿
い
の
地
質
巡
検
が
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
賢
治
が
引
率
者
と
な
っ
て
、
岩
石
や
地
質
、
そ
の

植
生
や
樹
木
へ
の
影
響
な
ど
を
解
説
し
、
お
し
ま
い
に
台
温
泉
に
宿
泊
す
る
、
と
い
う
行
事
。
そ
の
様
子
が
私
小
説

的
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

志し

戸ど
た

平ひ
ら

の
ち
か
く
豊
沢
川
の
南
の
方
に
杉
の
よ
く
つ
い
た
奇
麗
な
山
が
あ
る
で
せ
う
。
あ
す
こ
と
こ
ゝ
と
は
と

て
も
木
の
生
え
工
合
や
較く
ら

べ
に
も
何
に
も
な
ら
な
い
で
せ
う
。
向
ふ
は
安
山
岩
の
集
塊
岩
、
こ
っ
ち
は
流
紋
凝

灰
岩
で
す
。
石
灰
や
加
里
や
植
物
養
料
が
ず
う
っ
と
少
い
の
で
す
。
こ
こ
に
は
と
て
も
杉
な
ん
か
育
た
な
い
の

で
す
。

北
上
山
地
よ
り
土
壌
が
貧
し
い
奥
羽
山
脈
の
な
か
で
も
さ
ら
に
差
が
あ
っ
て
、
志
戸
平
温
泉
付
近
は
、
地
盤
が
中

性
の
安
山
岩
集
塊
岩
で
あ
る
関
係
で
、
流
紋
凝
灰
岩
の
地
盤
の
台
川
一
帯
に
比
べ
れ
ば
地
味
が
豊
か
な
の
で
、
木
々

が
よ
く
茂
っ
て
い
る
の
だ
、
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
生
徒
が
「
先
生
こ
の
石
何
て
云
ふ
の
す
」
と
質
問
を
す
る
と
、

賢
治
先
生
は
「
凝
灰
岩
。
流
紋
凝
灰
岩
だ
。
凝
灰
岩
の
温
泉
の
為
に
硅け
い

化く
わ

を
受
け
た
の
だ
」
と
答
え
る
。「
硅
化
を

受
け
た
」
と
は
、
温
泉
に
溶
け
込
ん
で
い
た
石
英
が
岩
の
内
部
に
浸
透
し
た
と
い
う
意
味
で
す
。
さ
ら
に
先
生
は
こ

ん
な
解
説
を
し
ま
す
、「
こ
ゝ
を
ご
ら
ん
な
さ
い
。
岩
石
の
裂
け
目
に
沿
っ
て
赤
く
色
が
変
っ
て
ゐ
る
で
せ
う
。
裂

け
目
の
な
い
と
こ
ろ
に
も
赤
い
条す
ぢ

の
通
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
せ
う
。
こ
の
裂
け
目
を
温
泉
が
通
っ
た
の
で
す
。

温
泉
の
作
用
で
岩
が
赤
く
な
っ
た
の
で
す
」。

さ
て
、
私
の
お
話
の
後
半
に
入
り
ま
す
。
賢
治
は
直
観
や
科
学
的
知
識
に
よ
っ
て
、
大
地
に
潜
ん
で
い
る
潜
在
力

を
見
抜
く
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
人
々
の
た
め
に
活
か
そ
う
と
考
え
る
技
術
者
で

し
た
。
そ
う
し
た
実
践
の
始
ま
り
を
告
げ
る
重
要
な
資
料
が
あ
り
ま
す
。
一
九
二
四
年
初
夏
の
「
修
学
旅
行
復
命

書
」
で
す
。
こ
れ
は
文
学
で
は
な
く
、
花
巻
農
学
校
初
の
修
学
旅
行
の
引
率
を
し
た
賢
治
が
学
校
に
提
出
し
た
報
告

書
で
す
が
、
賢
治
は
、
通
常
の
報
告
書
の
枠
を
は
る
か
に
超
え
て
、
ど
の
よ
う
に
農
学
校
と
し
て
花
巻
の
将
来
に
貢

献
し
て
い
く
べ
き
か
を
い
ろ
い
ろ
提
言
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
温
泉
利
用
温
室
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
で
す
。
実
際
、
花
巻
温
泉
に
一
九
二
四
年
十
二
月
に
最
初

の
温
泉
利
用
温
室
が
作
ら
れ
、
一
九
三
二
年
、
第
二
号
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
で
き
た
野
菜
は
温
泉
客
の
食

事
に
提
供
さ
れ
た
り
、
園
芸
植
物
は
温
泉
客
の
お
土
産
物
に
な
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
宮
沢
賢

治
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
花
巻
温
泉
で
は
叔
父
が
経
営
に
関
わ
っ
た
り
、
農
学
校
の
教

え
子
が
園
芸
主
任
を
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
な
お
、
近
く
の
台
温
泉
で
も
、
一
九
二
五
年
、
温
泉
を
利
用
し
た
温

室
が
作
ら
れ
て
い
ま
す◉

8

。

第
二
の
提
言
は
、「
近
時
温
泉
地
方
の
発
達
に
伴
ひ
て
」
観
光
土
産
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
創

出
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
二
五
年
に
か
け
て
、
電
気
鉄
道
が
豊
沢
川
沿
い
の
温
泉
地
へ
延
び
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て
い
き
ま
し
た
。
一
九
二
三
年
に
は
、
台
川
に
望
ん
で
花
巻
温
泉
が
開
業
し
ま
し
た
。
台
温
泉
は
狭
い
谷
で
あ
ま
り

大
き
な
施
設
は
造
れ
な
い
の
で
、
少
し
下
流
の
広
い
土
地
が
あ
る
場
所
に
、
台
温
泉
か
ら
引
湯
し
て
、
リ
ゾ
ー
ト
型

か
つ
遊
園
地
型
の
温
泉
を
開
い
た
の
で
す
。
花
巻
温
泉
開
業
以
前
、
花
巻
近
郊
の
温
泉
を
利
用
し
て
い
た
の
は
岩
手

県
の
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
花
巻
温
泉
は
規
模
が
違
っ
て
い
て
、
東
京
や
大
阪
の
市
民
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
ば

か
り
か
、
外
国
人
誘
致
も
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
非
常
に
た
く
さ
ん
の
観
光
客
が
花
巻
へ
来
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と

い
う
現
実
が
あ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
観
光
客
に
適
し
た
「
独
創
的
産
物
」
が
花
巻
に
な
い
の
で
、

農
学
校
と
し
て
新
た
な
名
物
を
考
え
る
べ
き
と
賢
治
は
説
き
、
具
体
的
候
補
と
し
て
、
菊
芋
を
使
っ
た
「
富
錦◉

9

」

（
代
用
米
）
と
か
、
シ
ベ
リ
ア
風
の
ク
ル
ミ
の
ハ
チ
ミ
ツ
漬
け
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

第
三
の
提
言
は
、
農
家
の
家
屋
や
農
村
風
景
の
改
革
で
す
。
北
海
道
か
ら
戻
っ
て
き
て
感
じ
る
の
が
、
あ
ち
ら
の

農
家
が
明
る
く
「
風
致
津
々
」
な
の
に
比
べ
、
地
元
の
農
家
が
「
不
経
済
に
し
て
陰
鬱
」
な
こ
と
だ
。
そ
こ
で
農
学

校
が
家
屋
の
改
良
案
を
打
ち
出
し
て
岩
手
県
物
産
館
に
展
示
す
る
と
良
い
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
建
物
自
体

を
変
え
な
く
て
も
、
農
家
の
周
囲
に
、
白
樺
、
ド
イ
ツ
ト
ウ
ヒ
、
ヤ
マ
ナ
ラ
シ
な
ど
を
植
え
る
と
か
、
オ
ニ
ゲ
シ
を

添
え
る
と
か
す
る
だ
け
で
、
農
村
の
景
観
は
一
変
す
る
と
も
書
い
て
い
ま
す
。

第
四
は
、
風
景
認
識
自
体
の
改
良
で
す
。
皆
あ
ま
り
に
も
郷
土
の
風
景
に
な
じ
み
す
ぎ
て
退
屈
し
て
い
る
が
、
見

方
を
変
え
さ
え
す
れ
ば
、
そ
こ
に
潜
む
隠
れ
た
美
を
再
発
見
で
き
る
と
述
べ
、
こ
の
転
換
を
「
欧
米
の
観
光
客
の
心

地
を
以
て
そ
の
山
川
に
臨
ま
ん
」
と
い
う
ふ
う
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

第
五
に
、
札
幌
で
学
生
を
連
れ
て
歩
い
て
い
る
途
中
、
石
灰
岩
抹
を
販
売
し
て
い
る
会
社
を
見
か
け
た
賢
治
は
、

郷
土
の
酸
性
土
壌
改
良
の
た
め
に
は
北
上
山
地
の
石
灰
岩
を
利
用
す
る
の
が
良
い
と
い
う
見
解
を
語
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
は
、
そ
の
後
の
賢
治
の
実
践
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
が
相
当
あ
り
ま
す
。「
欧
米
の
観
光
客
の
心
地
を

以
て
」
と
い
う
点
に
関
し
て
言
い
ま
す
と
、
こ
の
頃
賢
治
が
書
い
て
い
る
文
学
自
体
に
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
姿
勢
が

見
つ
か
り
ま
す
。「
岩
手
県
」
と
書
か
な
い
で
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
」
と
書
き
、
北
上
川
の
小こ

舟ぶ
な

渡と

と
い
う
岸
辺
を

「
イ
ギ
リ
ス
海
岸
」
と
命
名
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
づ
か
な
か
っ
た
風
景
の
美
質
が
浮
き
立
つ
。
宮
沢
賢

治
の
文
学
に
は
郷
土
の
風
景
を
再
発
見
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
意
図
的
に
入
っ
て
い
ま
す
。
極
端
に
い
え
ば
、
宮

沢
賢
治
の
文
学
自
体
に
観
光
を
促
進
す
る
性
格
が
あ
る
。

植
樹
や
園
芸
に
よ
る
風
景
改
良
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
当
時
の
造
園
界
に
お
け
る
新
し
い
動
き
の
影
響
を
受
け

て
い
ま
す
。
賢
治
の
手
紙
や
作
品
に
「
装
景
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
て
流

行
っ
て
い
た
「
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
」
を
日
本
に
導
入
す
る
意
図
か
ら
、
田
村
剛つ
よ
し
と
い
う
東

大
の
造
園
学
者
が
作
っ
た
翻
訳
語
で
す
。
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
と
は
、
文
字
ど
お
り
風
景
を
建

築
す
る
こ
と
で
す
。
従
来
の
造
園
が
、
塀
や
垣
根
で
囲
ま
れ
た
限
ら
れ
た
土
地
を
美
し
く
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
だ
っ

た
の
に
対
し
て
、
外
に
開
か
れ
て
い
た
り
社
会
活
動
に
開
か
れ
て
い
た
り
す
る
土
地
、
例
え
ば
道
路
の
周
囲
と
か
工

場
の
周
辺
を
心
地
よ
く
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
。
生
活
と
関
係
の
あ
る
敷
地
を
、
そ
の
利
便
性
を
損
な
う
こ
と
な
く
、

地
形
や
歴
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
心
地
良
い
も
の
に
改
造
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
ま
す
。
現
在
、
日
本
で
は
、
も
っ

ぱ
ら
「
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
賢
治
は
、
こ
の
概
念

を
田
村
剛
が
主
張
し
た
『
造
園
学
概
論
』
を
購
入
し
て
い
ま
し
た
。『
造
園
学
概
論
』
で
は
、「
装
景
」
す
べ
き
場
所
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と
し
て
、
道
路
や
工
場
な
ど
の
ほ
か
、
温
泉
も
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

賢
治
は
、
こ
の
後
、
自
分
で
「
装
景
」
を
実
践
し
て
い
き
ま
し
た
。
一
九
二
四
年
春
、
賢
治
は
農
学
校
の
「
装

景
」
を
や
っ
て
い
ま
す
。
農
学
校
の
並
木
や
庭
園
の
設
計
を
引
き
受
け
て
、
学
生
を
指
導
し
な
が
ら
整
備
し
ま
し
た
。

そ
の
際
、
桜
の
苗
木
が
余
っ
て
し
ま
う
と
、
学
生
た
ち
に
そ
れ
を
持
た
せ
て
花
巻
温
泉
へ
行
っ
て
、
桜
並
木
を
こ
し

ら
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
農
学
校
出
身
で
花
巻
温
泉
園
芸
主
任
の
冨
手
一は
じ
めに
一
九
二
五
年
頃◉

10

（
推
定
）
に
送
っ
た
手

紙
（
書
簡
二
二
九
、
日
付
不
明
）
で
、
花
巻
温
泉
の
土
壌
改
良
と
植
樹
指
導
を
細
か
く
指
示
し
ま
し
た
。
や
は
り
土

壌
に
関
し
て
は
、
地
味
に
乏
し
く
、
粘
土
質
で
水
は
け
も
悪
く
、
強
度
の
酸
性
だ
か
ら
、
石
灰
岩
抹
で
改
良
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
植
樹
に
関
し
て
は
、
植
え
る
場
所
の
景
観
や
、
水
っ
ぽ
い
場
所
や
そ
う
で
な
い

場
所
の
違
い
、
そ
の
木
が
ど
の
く
ら
い
成
長
す
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
な
に
を
ど
こ
に
植
え
る
べ
き

か
細
か
く
指
導
し
て
い
ま
す
。
一
九
二
六
年
（
大
正
十
五
／
昭
和
一
）
あ
た
り
に
実
際
に
賢
治
自
身
が
設
計
図
を
書
き
、

花
巻
温
泉
の
貸
別
荘
地
区
に
、
庭
園
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
凝
っ
た
造
り
の
花
壇
を
、
少
な
く
と
も
ふ
た
つ
造
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
一
九
二
七
年
に
は
、
山
裾
に
「
南
斜
花
壇
」
と
い
う
大
規
模
な
も
の
を
造
り
ま
し
た
。
賢
治
は
温
泉
観

光
に
直
接
関
わ
っ
て
い
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

昭
和
初
期
に
描
か
れ
た
金
子
常
光
画
「
花
巻
温
泉
図
絵
」
が
あ
り
ま
す
﹇
第
十
五
章
図
⑮
⑯
﹈。
広
い
敷
地
の
周
囲
に
、

い
ろ
い
ろ
な
特
色
や
格
の
旅
館
が
並
ん
で
い
て
、
最
高
格
が
松
雲
閣
別
館
。
も
う
廃
業
し
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
建
物

は
外
か
ら
見
ら
れ
ま
す
の
で
、
花
巻
温
泉
へ
行
っ
た
ら
注
意
し
て
み
て
下
さ
い
。
七
号
別
荘
と
八
号
別
荘
、
九
号
別

荘
と
十
四
号
別
荘
の
間
の
二
ヶ
所
が
、
賢
治
が
造
っ
た
花
壇
で
す
。
花
巻
温
泉
の
最
も
顕
著
な
特
徴
は
、
中
心
部
を

碁
盤
目
状
に
区
画
し
、
田
園
都
市
的
な
貸
別
荘
地
区
と
し
た
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
ふ
た
つ
草
地
の
斜
面
が
あ
り
、
右

の
斜
面
に
花
壇
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
「
南
斜
花
壇
」
で
す
。
現
在
の
「
花
巻
温
泉
バ
ラ
園
」
の
基
礎
に
な

っ
て
お
り
、「
花
巻
温
泉
バ
ラ
園
」
内
に
は
南
斜
花
壇
跡
の
碑
が
あ
り
ま
す
。

戦
前
の
花
巻
温
泉
俯
瞰
写
真
﹇
第
十
八
章
図
㉚
﹈
に
、
賢
治
が
造
っ
た
通
称
「
対
称
花
壇
」（SY

M
M

ETR
IC

A
L 

G
A

R
D

EN

）
が
写
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
近
く
に
、
丸
い
花
壇
が
あ
っ
て
、
中
心
に
ポ
ー
ル
が
立
っ
て
い
ま
す
。「
日

時
計
花
壇
」
で
す
。
一
九
八
〇
年
代
に
「
対
称
花
壇
」
は
駐
車
場
の
た
め
に
潰
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、「
日
時

計
花
壇
」
は
バ
ラ
園
の
隅
に
移
さ
れ
て
現
存

し
ま
す
。

花
巻
温
泉
側
が
作
成
し
た
「
南
斜
花
壇
」

図
面
の
青
写
真
﹇
図
39
﹈
に
は
「
36
年
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
一
九
三
六
年
の
可
能
性
も

あ
り
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
昭
和
三
十
六
年

（
一
九
六
一
）
の
も
の
で
し
ょ
う
。「
南
斜
花

壇
」
の
敷
地
は
、
そ
も
そ
も
小
ス
キ
ー
場
だ

っ
た
の
で
す
。
冬
は
い
い
け
れ
ど
、
夏
は
山

が
は
げ
た
み
た
い
で
見
苦
し
か
っ
た
。
た
ぶ

ん
そ
こ
で
宮
沢
賢
治
に
花
壇
を
作
っ
て
く
れ

図39　「南斜花壇」図面（花巻温泉株式会社蔵）
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な
い
か
と
い
う
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
下
か
ら
上
ま
で
奥
行
き
が
九
十
メ
ー
ト
ル
近
く
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
こ
の
設
計
意
図
に
つ
い
て
も
、
宮
沢
賢
治
は
冨
田
一
に
手
紙
（
書
簡
二
二
八
、
一
九
二
七
年
四
月
九
日
付
）
を

書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
く
ね
く
ね
し
た
小
径
が
蔓
草
の
蔓
に
見
立
て
ら
れ
て
い
て
、
丸
い
花
壇
の
部
分

が
蔓
草
の
実
に
見
立
て
ら
れ
て
い
た
。「
対
称
花
壇
」
や
「
日
時
計
花
壇
」
の
幾
何
学
的
・
対
称
的
な
デ
ザ
イ
ン
は

西
洋
に
よ
く
あ
る
タ
イ
プ
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
手
の
も
の
は
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
も
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ

に
は
童
話
的
な
発
想
が
あ
り
ま
す
ね
、「
ジ
ャ
ッ
ク
と
豆
の
木
」
の
豆
の
木
み
た
い
に
、
蔓
草
が
巨
大
化
し
た
と
も

い
え
ま
す
し
、
賢
治
に
は
蟻
の
視
点
で
書
い
た
「
蟻
と
き
の
こ
」
と
い
う
童
話
が
あ
り
ま
す
が
、
小
さ
な
虫
に
な
っ

て
蔓
草
を
這
っ
て
い
く
よ
う
な
見
立
て
と
も
い
え
ま
す
。

や
は
り
宮
沢
賢
治
的
で
面
白
い
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
洋
品
種
で
あ
る
ペ
チ
ュ
ニ
ア
や
シ
ャ
ス
タ
ー
デ
ー
ジ
ー
な
ど
を

植
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
岩
手
県
の
山
地
の
高
原
の
景
観
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
、
他
の
高

原
か
ら
持
っ
て
き
た
ス
ズ
ラ
ン
で
す
と
か
翁
草
な
ど
を
点
在
さ
せ
て
い
る
。
敷
地
に
自
生
し
て
い
た
ス
ス
キ
や
カ
タ

ク
リ
も
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
の
土
地
の
持
っ
て
い
る
特
質
と
、
新
し
い
西
洋
的
な
要
素
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う

の
は
、
賢
治
童
話
と
同
じ
で
す
。
無
国
籍
と
い
え
ば
無
国
籍
で
、
ま
さ
に
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
。

宮
沢
賢
治
に
と
っ
て
造
園
活
動
と
は
、
岩
手
県
を
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
に
変
え
る
活
動
の
一
環
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
彼
の
造
園
活
動
は
、
ち
ょ
う
ど
農
業
の
活
動
と
文
学
の
活
動
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
賢
治
は

土
地
の
景
観
も
非
常
に
意
識
し
て
い
ま
し
た
。
冨
手
へ
の
手
紙
の
中
で
、「
南
斜
花
壇
」
を
、
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う

に
見
え
る
か
を
予
想
し
て
設
計
し
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
温
泉
電
車
で
来
た
人
た
ち
が
花
巻
温
泉
駅
か
ら
「
南

斜
花
壇
」
を
目
に
す
れ
ば
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
唐
草
模
様
を
し
て
見
え
、
下
方
の
「
対
称
花
壇
」
や
「
日
時
計
花

壇
」
か
ら
見
上
げ
て
も
そ
う
し
た
模
様
と
し
て
鑑
賞
で
き
る
。
近
づ
く
と
な
ん
の
模
様
だ
か
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
が
、
個
々
の
花
を
鑑
賞
し
た
り
摘
み
草
し
た
り
で
き
る
。
上
っ
て
い
く
と
頂
部
に
小
さ
な
パ
ー
ゴ
ラ
が
あ
っ

て
、
そ
の
あ
た
り
が
展
望
台
の
役
目
を
果
た
す
。
そ
こ
か
ら
は
温
泉
全
体
が
見
え
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
花
巻
・
北

上
の
方
の
平
野
ま
で
眺
め
ら
れ
る
。
視
点
や
視
線
の
動
き
を
非
常
に
上
手
く
配
慮
し
た
造
り
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
ね
。
宮
沢
賢
治
が
造
っ
た
庭
園
の
中
で
も
最
大
規
模
で
、
い
ち
ば
ん
独
創
的
な
の
が
「
南
斜
花
壇
」
で
す
。

「
南
斜
花
壇
」
を
造
っ
た
一
九
二
七
年
以
降
、
賢
治
は
知
人
宅
に
小
規
模
な
花
壇
を
造
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ
れ

だ
け
の
規
模
の
も
の
は
手
が
け
て
い
ま
せ
ん
。
結
核
の
再
発
や
、
東
北
砕
石
工
場
時
代
の
外
交
販
売
で
非
常
に
忙
し

か
っ
た
と
い
っ
た
理
由
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
花
巻
共
立
病
院
の
中
庭
の
庭
園
設
計
も
や
っ
て
い
ま
す
が
、

農
村
風
景
を
改
良
す
る
と
い
う
に
は
程
遠
か
っ
た
。
彼
の
「
装
景
」
は
、
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
留
ま
り
ま
し
た
。

た
だ
文
学
の
な
か
で
、
賢
治
は
、
実
際
の
花
壇
造
り
で
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
壮
大
な
「
装
景
」
を
表
現
し
て
い

る
の
で
す
。
ず
ば
り
「
装
景
手
記
」
と
題
さ
れ
た
詩
。
書
か
れ
た
の
は
、
花
壇
造
り
か
ら
手
を
引
き
出
し
た
一
九
二

八
年
か
ら
一
九
三
〇
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
第
二
連
│
│

な
ら
や
栗
のw

ood land

に
点
在
す
る

ひ
な
び
た
朱
い
ろ
の
山
つ
ゝ
じ
を
燃
し
て
や
る
た
め
に

そ
の
い
ち
い
ち
の
株
に
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hale glow

﹇
燃
え
る
よ
う
な
光
の
色
﹈
とw

hite hot

﹇
発
熱
し
た
よ
う
な
白
﹈
のA

zalia

を
副
へ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
の
花
は
、
私
は
盛
岡
郊
外
の
高
松
公
園
の
丘
で
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
く
す
ん
だ
朱
色
で
す
ね
。

こ
れ
だ
け
で
は
充
分
じ
ゃ
な
い
、
こ
れ
を
さ
ら
に
輝
か
し
い
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
洋
品
種
の

園
芸
種
の
ツ
ツ
ジ
・
ア
ザ
リ
ア
（
ア
ザ
レ
ア
）
を
、
山
林
の
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
の
各
々
の
株
に
添
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
い
と
、
実
現
の
難
し
い
壮
大
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ア
ザ
リ
ア
は
、
盛
岡
高
農
三
年
次
に
親
友

た
ち
と
創
刊
し
た
文
芸
同
人
誌
『
ア
ザ
リ
ア
』
の
思
い
出
に
繫
が
っ
て
い
た
は
ず
で
、
賢
治
に
と
っ
て
高
い
理
想
が

凝
縮
さ
れ
た
高
貴
な
花
木
と
思
わ
れ
ま
す
。
郷
土
の
景
観
に
既
存
す
る
要
素
を
た
だ
肯
定
す
る
の
で
は
な
く
、
別
の

要
素
を
そ
れ
に
加
味
し
て
高
め
る
と
い
う
、
賢
治
的
な
発
想
が
こ
こ
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

つ
ぎ
は
も
っ
と
壮
大
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
す
。
こ
の
詩
の
第
十
連
│
│

平
野
が
巨
き
な
海
の
や
う
で
あ
る
の
で

台
地
の
は
じ
に
は

あ
ち
こ
ち
白
い
巨
き
な
燈
台
も
た
ち

そ
れ
は
お
の
お
の
に

二
千
ア
ー
ル
の
稲
沼
の
夜
を
照
し
て

こ
れ
を
し
て
強
健
な
成
長
を
な
さ
し
め
る

台
地
の
下
に
拡
が
る
水
田
が
海
原
に
見
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
台
地
の
先
端
に
燈
台
の
よ
う
な
も
の
を
建
て
、

巨
大
な
ラ
イ
ト
で
夜
の
水
田
を
照
ら
そ
う
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
は
「
装
景
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
電
照
菊
（
夜
間

に
照
明
を
あ
て
る
こ
と
で
開
花
時
期
を
調
整
し
た
菊
）
と
同
じ
よ
う
に
、
電
燈
で
稲
の
成
長
を
促
進
す
る
科
学
的
農
法

で
も
あ
る
。
Ｓ
Ｆ
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
原
理
と
し
て
実
現
不
可
能
で
は
な
い
。
ま
さ
に
農
業
改
革
と
風
景
改
革
が

一
体
の
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
「
南
斜
花
壇
」
と
も
ち
ょ
っ
と
関
係
が
あ
り
そ
う
な
の

で
す
。「
南
斜
花
壇
」
の
敷
地
で
あ
る
小
ス
キ
ー
場
は
日
本
初
の
夜
間
ス
キ
ー
場
で
、
電
燈
に
囲
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

賢
治
は
冨
手
へ
送
っ
た
一
九
二
七
年
四
月
九
日
付
の
手
紙
で
、
こ
の
庭
園
を
昼
間
だ
け
で
は
な
く
て
夜
も
鑑
賞
で
き

る
よ
う
に
し
た
い
、
つ
い
て
は
夜
間
ス
キ
ー
用
ラ
イ
ト
を
、
交
互
に
青
い
照
明
、
赤
い
照
明
に
し
て
照
ら
し
出
せ
ば

幻
想
的
な
庭
園
が
現
出
す
る
だ
ろ
う
と
書
い
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
頂
部
の
パ
ー
ゴ
ラ
内
部
に
巨
大
な
ラ
イ
ト
を

設
置
し
、
花
壇
全
体
を
照
ら
し
出
し
た
い
と
も
書
い
て
い
ま
す
。

「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
か
ら
は
じ
め
た
の
で
、「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。「
グ
ス

コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
の
先
駆
形
、「
グ
ス
コ
ン
ブ
ド
リ
の
伝
記
」（
一
九
三
一
年
頃
）
で
、
寒
流
の
勢
い
が
強
く
な

り
、
冷
害
の
予
兆
が
顕
わ
れ
だ
す
と
、
ブ
ド
リ
は
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
│
│
「
ブ
ド
リ
は
潮て
う

汐せ
き

発
電
所
の

電
気
を
全
部
電
燈
に
代
へ
て
沼
ば
た
け
を
照
ら
す
こ
と
を
考
へ
て
み
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
計
算
し
て
見
る
と

何
に
も
な
ら
な
い
の
で
し
た
」。
発
表
稿
で
こ
の
部
分
は
削
除
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
未
完
の
詩
「
装
景
手
記
」

に
書
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
童
話
の
中
に
取
り
入
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
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最
後
に
、
お
ま
け
的
な
話
を
。
明
日
、
受
講
者
の
皆
さ
ん
と
私
も
遠
野
に
行
き
ま
す
が
、
実
は
柳
田
国
男
と
花
巻

温
泉
の
関
係
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
。
柳
田
は
、
一
九
二
六
年
夏
に
二
度
目
の
遠
野
旅
行
を
し
、
そ
の
途
上
、
花

巻
温
泉
に
泊
ま
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
さ
ら
に
少
な
く
と
も
柳
田
は
も
う
一
回
は
花
巻
温
泉
に
泊
ま
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
、
あ
る
資
料
に
よ
っ
て
気
づ
き
ま
し
た
。
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
の
柳
田
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る

『LE SA
C

R
IFIC

E

（
犠
牲
）』
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
の
本
の
最
後
に
、
柳
田
自
身
が
書
き
込
ん
だ
読
了
記
で
す
﹇
図

40
﹈。
非
常
に
癖
の
あ
る
字
で
す
が
、「
昭
和
三
年
九
月
二
十
六
日
花
巻
温
泉
千
秋
閣
に
て
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

柳
田
は
一
度
目
の
花
巻
温
泉
宿
泊
後
、「
北
の
野
の
緑
」（
初
出
一
九
二
七
年
、『
雪
国
の
春
』〔
一
九
二
八
年
〕
所
収
）

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
東
北
の
人
が
聞
い
た
ら
お
こ
る
か
も
し
れ
な
い
内
容
で
す
。
東
北
地
方
の

春
か
ら
初
夏
の
森
林
は
美
し
い
し
、
秋
の
紅
葉
も
美
し
い
。
と
こ
ろ
が
夏
の
東
北
の
山
は
非
常
に
暗
い
。
花
巻
温
泉

は
「
万
事
電
気
づ
く
め
の
新
式
遊
園
地
」
だ
が
、
周
囲
の
山
を
見
る
と
や
っ
ぱ
り
暗
く
、
昼
間
な
の
に
ま
る
で
夕
方

み
た
い
な
雰
囲
気
だ
っ
た
。「
何
故
に
此
山
に
百
合
の
紅
白
、
も
し
く
は
萱
草
の
や
う
な
赤
い
花
で
も
、
取
り
合
せ

図40　柳田国男の読了
記が書き込まれた『LE 
SACRIFICE』（成城大
学民俗学研究所蔵）

て
見
よ
う
と
思
わ
ぬ
の
か
と
言
つ
て
見
た
」
と
い
う
ん
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
時
、
花
巻
温
泉
に
は
既
に
別
荘
間
の

「
対
称
花
壇
」
と
「
日
時
計
花
壇
」
が
あ
っ
た
も
の
の
、
山
裾
の
「
南
斜
花
壇
」
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も

し
か
す
る
と
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
ふ
た
た
び
花
巻
温
泉
に
泊
ま
っ
た
際
、
柳
田
は
こ
の
感
想
を
変
え
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

1 

亀
井
茂
「「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
の
背
景
│
│
初
期
冷
害
研
究
の
流
れ
と
盛
岡
高
等
農
林
学
校
」『
宮
沢
賢
治
』
第

八
号
（
一
九
八
八
年
十
一
月
）
参
照
。

2 

佐
々
木
民
夫
「
花
巻
の
温
泉
と
宮
澤
賢
治
」『
岩
手
郷
土
文
学
の
研
究
』
第
二
号
（
二
〇
〇
一
年
三
月
）
参
照
。

3 

久
保
田
大
作
『
乾
坤
一
擲　

久
保
田
大
作
自
伝
』（
私
家
版
、
二
〇
〇
三
年
）
五
頁
、
三
四
頁
。

4 

森
荘
已
池
「
夏
期
仏
教
講
習
会
の
こ
と
」『
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
一
巻
、
月
報
11
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）。
栗
原

敦
『
宮
沢
賢
治
│
│
透
明
な
軌
道
の
上
か
ら
』（
新
宿
書
房
、
一
九
九
二
年
）
三
三
頁
。

5 

榊
昌
子
は
『
宮
沢
賢
治
「
初
期
短
篇
綴
」
の
世
界
』（
無
明
舎
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
一
〜
三
二
頁
で
、
鵜
飼
の
「
新

盛
岡
温
泉
」
開
湯
を
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
と
す
る
文
献
と
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
と
す
る
『
岩
手
日
報
』
記
事

を
紹
介
し
、「
大
正
三
年
以
降
い
く
ば
く
か
の
施
設
は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。『
図
説 

盛

岡
四
百
年
』
下
巻
Ⅱ
（
郷
土
文
化
研
究
会
、
一
九
九
二
年
）
三
三
二
頁
に
は
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
創
立
さ

れ
た
「
盛
岡
温
泉
株
式
会
社
」
が
開
発
し
、「
三
年
の
歳
月
を
閲
し
て
其
の
間
修
復
や
故
障
や
ら
に
手
間
ど
っ
た
が
先
月

之
が
完
成
を
見
開
業
式
も
盛
大
に
挙
げ
た
」
と
い
う
『
岩
手
毎
日
新
聞
』
記
事
（
大
正
六
年
七
月
二
十
四
日
）
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
一
応
施
設
が
で
き
た
が
、
す
ぐ
に
故
障
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
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大
正
七
年
七
月
、
賢
治
は
、
オ
ー
プ
ン
し
て
一
年
ほ
ど
の
新
型
温
泉
を
体
験
し
た
こ
と
に
な
る
。「
麓ふ
も
との
引
湯
に
ぐ
っ
た

り
今
夜
は
寝
て
や
る
ぞ
」（「
沼
森
」）
と
い
う
い
い
方
に
は
、
喧
伝
さ
れ
て
い
た
新
温
泉
に
対
す
る
賢
治
の
関
心
が
聞
き

取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

6 

松
橋
和
三
郎
・
勝
治
親
子
。
牛
崎
敏
哉
「「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
原
風
景
│
│
童
話
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
周
辺
」

『
北
の
文
学
』
第
二
十
号
（
一
九
九
〇
年
五
月
）、
同
「
小
十
郎
の
行
方
│
│
童
話
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
周
辺
」『
北

の
文
学
』（
一
九
九
二
年
五
月
）、
中
路
正
恒
「
な
め
と
こ
山
の
熊
の
胆
」『
季
刊
東
北
学
』
第
十
号
（
二
〇
〇
七
年
一

月
）
等
を
参
照
。

7 

一
九
一
八
年
四
月
十
七
日
に
は
、
松
橋
親
子
が
住
ん
で
い
た
豊
沢
集
落
・
伊
藤
左
エ
門
方
に
賢
治
は
泊
ま
っ
て
い
た
（
書

簡
五
三
、
四
月
十
六
日
付
、
宮
沢
政
次
郎
宛
）。

8 

花
巻
温
泉
の
温
泉
温
室
に
つ
い
て
は
、
大
原
皓
二
「
花
巻
温
泉
の
沿
革
」（
私
家
版
、
二
〇
〇
六
年
）、『
花
巻
温
泉
ニ
ュ

ー
ス
』
一
九
三
〇
年
一
月
号
、
同
年
五
月
号
、
同
年
十
二
月
号
、
一
九
三
一
年
三
月
号
、
一
九
三
二
年
十
二
月
号
、
一
九

三
四
年
四
月
号
を
参
照
。
台
温
泉
の
温
泉
温
室
に
つ
い
て
は
、『
岩
手
日
報
』
一
九
二
六
年
二
月
二
日
を
参
照
。

9 

「
富
錦
」
が
な
に
か
は
長
ら
く
不
詳
だ
っ
た
が
、
以
下
の
論
文
で
、
芋
の
デ
ン
プ
ン
に
よ
る
「
代
用
米
」
を
意
味
す
る
語

で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
。
中
野
由
貴
「
宮
澤
賢
治
と
味
わ
う
東
北
の
お
い
し
い
も
の
（
第
19
回
）　

修
学
旅
行
復
命

書
の
富
錦
」『
ワ
ル
ト
ラ
ワ
ラ
』
第
四
十
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）。

10 

従
来
一
九
二
七
年
の
書
状
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
以
下
の
考
証
を
採
用
し
た
。
伊
藤
光
弥
『
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ

の
植
物
学
│
│
花
壇
に
秘
め
ら
れ
た
宮
沢
賢
治
の
生
涯
』（
洋
々
社
、
二
〇
〇
一
年
）
一
六
〇
頁
。

　


