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本
人
の
観
光
熱
が
大
変
な
も
の
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

真
澄
に
光
を
当
て
た
柳
田
國
男

│
│
当
時
す
で
に
「
旅
の
モ
デ
ル
を
示
し

た
作
品
」
が
で
き
て
、「
旅
ブ
ー
ム
」
が

起
き
て
い
た
ん
で
す
ね
。
菅
江
真
澄
は
ど

の
よ
う
な
旅
を
し
た
の
で
し
ょ
う
。

菅
江
真
澄
は
宝
暦
四
（
一
七
五
四
）
年

に
三
河
（
愛
知
県
）
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

現
在
の
豊
橋
市
と
い
う
説
と
岡
崎
市
と
い

う
説
が
あ
り
ま
す
が
、
今
は
岡
崎
説
が
や

や
有
力
で
し
ょ
う
か
。

三
十
歳
の
と
き
に
旅
に
出
て
信
濃
に
一

年
ほ
ど
滞
在
し
、
そ
れ
か
ら
北
へ
向
か
っ

て
今
の
秋
田
県
か
ら
青
森
県
を
訪
れ
ま
す
。

北
海
道
に
渡
ろ
う
と
し
て
青
森
市
に
あ
る

善う

知と

鳥う

神
社
で
占
い
を
し
た
と
こ
ろ
、

「
三
年
待
て
」
と
出
た
の
で
渡
海
を
留
ま

り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
天
明
の
飢
饉
の
こ

益
が
増
す
と
さ
れ
、
四
百
万
人
く
ら
い
が

お
伊
勢
参
り
に
出
か
け
た
と
い
い
ま
す
か

ら
、
驚
き
ま
す
ね
。

お
伊
勢
参
り
と
い
う
の
は
当
時
の
人
に

と
っ
て
本
音
で
も
建
前
で
も
あ
っ
て
、
お

参
り
に
併
せ
て
物
見
遊
山
を
し
た
の
で
し

ょ
う
。
多
く
の
人
が
「
一
生
に
一
度
の
伊

勢
参
り
」
と
い
う
名
目
で
、
旅
を
楽
し
み

ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
菅
江
真
澄
が
生
き
た
時
代
に

出
た
の
が
、
十
返
舎
一
九
の
滑
稽
本
『
東

海
道
中
膝
栗
毛
』
で
す
。
弥
次
さ
ん
と
喜

多
さ
ん
は
、
お
伊
勢
参
り
に
と
ど
ま
ら
ず

京
都
や
大
阪
を
訪
れ
、
さ
ら
に
続
編
で
は

讃
岐
（
香
川
県
）
の
金
毘
羅
様
か
ら
安
芸

（
広
島
県
）
の
宮
島
ま
で
足
を
延
ば
し
て
い

ま
す
。
帰
り
は
中
山
道
に
入
っ
て
信
濃

（
長
野
県
）
の
善
光
寺
に
お
参
り
し
、
草
津

温
泉
に
つ
か
っ
て
江
戸
に
帰
っ
て
く
る
と

い
う
壮
大
な
旅
を
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
こ
れ
は
創
作
で
す
が
、
二
百
年
前
の
日

参
勤
交
代
に
よ
る
大
名
の
往
復
は
、
地

方
文
化
の
発
展
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た

し
ま
す
。
江
戸
と
各
地
が
直
結
し
、
江
戸

の
文
化
が
地
方
に
そ
の
ま
ま
広
が
る
シ
ス

テ
ム
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
す
。
政
治
的

な
動
き
が
人
の
移
動
や
経
済
を
活
性
化
し

た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
の
旅
と
い
え
ば
、
熱
狂
的
に

盛
ん
に
な
っ
た
の
が
「
お
伊
勢
参
り
」
で

す
。
西
か
ら
も
東
か
ら
も
、
年
間
で
百
万

人
ほ
ど
が
伊
勢
を
目
指
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

松
尾
芭
蕉
の
有
名
な
句
「
一

ひ
と
つ

家や

に
遊

女
も
寝
た
り
萩
と
月
」
は
、
二
十
年
に
一

度
の
式
年
遷
宮
の
年
に
新
潟
か
ら
伊
勢
参

り
に
行
く
、
お
そ
ら
く
抜
け
参
り
の
遊
女

と
出
会
っ
て
詠
ん
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

虚
構
だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
芭
蕉

の
時
代
に
は
女
性
が
二
人
で
旅
を
し
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
六
十
年
に
一
度
の
周

期
で
起
こ
っ
た
「
御
蔭
参
り
」
に
は
ご
利

代
」
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
大

名
に
と
っ
て
は
大
き
な
負
担
で
す
が
、
し

か
し
こ
の
制
度
は
、
東
海
道
五
十
三
次
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
街
道
の
イ
ン
フ
ラ

整
備
と
い
う
予
期
せ
ぬ
効
果
を
も
た
ら
し

ま
す
。
江
戸
か
ら
は
、
五
街
道
を
中
心
に

道
路
が
放
射
状
に
延
び
て
い
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
特
に
江
戸
時
代
の
中
期
以

降
に
は
、
人
々
が
か
な
り
活
発
に
旅
を
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

あ
る
意
味
で
は
管
理
社
会
で
、
各
地
に

関
所
を
置
い
て
人
や
物
の
動
き
を
制
限
し

て
い
ま
し
た
。
特
に
箱
根
の
関
所
は
、

「
入い

り

鉄で
っ

炮ぽ
う

に
出で

女お
ん
な」

と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、

江
戸
に
鉄
砲
が
入
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
し

て
、
江
戸
に
住
ま
わ
せ
た
諸
大
名
の
女
性

た
ち
が
逃
げ
だ
さ
な
い
よ
う
に
規
制
し
た

ん
で
す
ね
。

大
名
に
は
、
一
年
お
き
く
ら
い
に
自
国

の
領
地
を
離
れ
て
江
戸
に
住
む
「
参
勤
交

参
勤
交
代
か
ら
弥
次
・
喜
多
ま
で

│
│
菅す

が

江え

真ま

澄す
み

が
旅
を
し
た
の
は
江
戸
時

代
の
後
期
で
す
。
当
時
、
一
般
の
人
が
自

由
に
旅
行
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？

戦
国
時
代
を
経
て
、
慶
長
八
（
一
六
〇

三
）
年
か
ら
約
二
五
〇
年
続
い
た
江
戸
時

代
は
、
徳
川
幕
府
の
下
、
比
較
的
平
和
で

安
定
し
た
時
代
で
し
た
。
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江
戸
時
代
、 日
本
各
地
を
歩
い
た
人
物
と
い
え
ば
、 松
尾
芭
蕉
と
伊
能
忠
敬
が
有
名
。

だ
が
、 も
う
一
人
、 北
日
本
を
巡
り
歩
き
、 自
然
や
習
俗
の
詳
細
な
記
録
を
残
し
た
旅
人
が
い
る
。

菅
江
真
澄 （
一
七
五
四
〜
一
八
二
九
） │
│
三
十
歳
で
故
郷
を
出
て
、 亡
く
な
る
ま
で
の
四
十
六
年
間
を
旅
に
過
ご
し
た
。

こ
の
偉
大
な
旅
行
家
に
つ
い
て
石
井
正
己
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

好
奇
心
に
満
ち
た
元
祖
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
の
足
跡
を
知
る

知
識
を
糧
に
旅
に
生
き
た
菅
江
真
澄


