
雪
の
古
湯

中
国
・
秦
の
始
皇
帝
の
命
に
よ
り
不
老
長
寿
の

霊
薬
を
求
め
て
日
本
に
渡
っ
た
と
い
う
伝
説

の
人
物「
徐
福
」が
発
見
し
た
と
さ
れ
る「
古
湯
温
泉
」。

山
間
の
渓
谷
沿
い
に
宿
が
密
集
す
る
温
泉
街
を
通
る
た

び
に
気
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
文
学
碑
の
案
内
板
だ
。

街
の
手
前
に
あ
る
雄
淵
雌
淵
に
は
現
代
中
国
の
高
名
な

文
学
者
・
郭ま
つ
じ
ゃ
く

沫
若
。
温
泉
街
に
は
近
代
日
本
歌
壇
の
代

表
的
人
物
・
斎
藤
茂
吉
。
そ
し
て
推
理
小
説
の
巨
匠
・

笹
沢
左
保
の
記
念
館
も
あ
る
。
な
ぜ
文
豪
た
ち
は
古
湯

を
愛
し
た
の
か
。
雪
の
古
湯
を
散
歩
し
た
。

   

　小
説「
望
郷
の
道
」の
舞
台

　古
湯
と
文
学
と
の
関
係
を
調
べ
る
に
あ
た
り
、
と
り

あ
え
ず
足
を
運
ん
だ
の
が「
佐
賀
市
立
図
書
館
富
士
館
」。

同
館
に
は
佐
賀
市
富
士
町
に
縁
の
あ
る
文
化
人
の
展
示

が
あ
り
、
古
湯
に
縁
が
あ
る
人
物
と
し
て
は
、
郭
沫
若
、

斎
藤
茂
吉
、
笹
沢
左
保
の
ほ
か
、
明
治
期
に
夭
折
し
た

天
才
少
女
歌
人
・
原
初
枝
、
佐
賀
県
出
身
の
ハ
ー
ド
ボ

イ
ル
ド
作
家
・
北
方
謙
三
の
曾
祖
父
で
あ
り
、
小
説
「
望

郷
の
道
」の
主
人
公
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た〝
ア
ジ
ア
の
製

菓
王
〟森
平
太
郎
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

　同
館
で
は
森
平
太
郎
の
常
設
企
画
が
開
催
中
。
森
が

創
業
し
た「
新
高
製
菓
」の
主
力
商
品「
新
高
ド
ロ
ッ
プ
」

や
「
新
高
バ
ナ
ナ
キ
ャ
ラ
メ
ル
」
の
ほ
か
、
お
菓
子
の

お
ま
け
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
コ
ミ
ッ
ク
本
「
ウ
マ
イ

モ
ン
太
郎
」
な
ど
の
貴
重
な
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　「望
郷
の
道
」
は
2
0
0
8
年
に
日
経
新
聞
で
連
載

ス
タ
ー
ト
。
物
語
は
日
露
戦
争
間
近
な
時
代
か
ら
始
ま

り
、
佐
賀
時
代
の
苦
闘
を
経
て
、
台
湾
で
製
菓
工
場
を

立
ち
上
げ
成
功
を
収
め
る
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
主
人

公
・
正
太
と
そ
の
妻
・
瑠
偉
の
気
風
の
良
い
生
き
様
が

北
方
謙
三
ら
し
い
ス
ピ
ー
ド
感
の
あ
る
文
体
で
描
か
れ

て
お
り
、
連
載
当
時
、
毎
日
楽
し
み
に
読
ん
で
い
た
の

を
覚
え
て
い
る
。
個
人
的
に
は
大
河
ド
ラ
マ
も
し
く
は

映
画
化
し
て
ほ
し
い
、
佐
賀
を
舞
台
に
し
た
小
説
ナ
ン

バ
ー
ワ
ン
だ
。
小
説
で
は
古
湯
を
含
め
た
旧
富
士
町
が

主
な
舞
台
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
古
湯
の
温
泉
街
に

は
森
の
別
荘
が
あ
り
小
説
内
に
た
び
た
び
登
場
す
る
。

現
在
は
広
い
駐
車
場
に
な
っ
て
い
る
が
跡
地
で
あ
る
こ

と
を
示
す
看
板
が
立
っ
て
い
る
。
嘉
瀬
川
を
船
で
上
り
、

古
湯
か
ら
北
山
方
面
へ
至
る
シ
ー
ン
が
何
度
も
描
か
れ

て
お
り
、
自
動
車
が
な
か
っ
た
当
時
、
古
湯
が
交
通

の
要
衝
と
し
て
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ

る
。
人
が
行
き
交
う
こ
と
で
物
語
が
生
ま
れ
る
。
文
学

が
生
ま
れ
る
大
事
な
要
素
の
一
つ
だ
。

 

　夭
折
の
天
才
歌
人
・
原
初
枝

　図
書
館
を
出
て
少
し
歩
く
と
小
学
校
が
あ
る
。
雪
で

覆
わ
れ
た
校
庭
を
抜
け
て
階
段
を
上
り
校
舎
前
の
中
庭

に
出
る
。
雪
が
さ
ら
に
深
く
な
る
。
足
首
ま
で
埋
ま
り

な
が
ら
体
育
館
ら
し
き
建
物
へ
向
か
う
と
、
綿
帽
子
の

よ
う
な
白
い
雪
を
頂
い
た
歌
碑
が
あ
っ
た
。
お
に
ぎ
り

型
の
ほ
っ
こ
り
し
た
自
然
石
に
は

雪
降
れ
り
炬
燵
に
入
り
て
今
い
ち
ど
お
と
ぎ
話
を
の
う

母
上
よ

と
い
う
歌
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
明
治
期
の
夭
折
の
天
才

文
学
散
歩

森平太郎常設展有名な新高ドロップ温泉街にある森平太郎別荘跡地

天
才
少
女
歌
人
・
原
初
枝
の
歌
碑

特
　集

雪
の
古
湯

文
学
散
歩



歌
人
・
原
初
枝
の
歌
碑
だ
。

　原
初
枝
は
明
治
27
（
1
8
9
4
）
年
、
生
ま

れ
。
女
学
校
時
代
か
ら
雑
誌
「
少
女
の
友
」
に

投
稿
、
毎
月
誌
面
を
飾
り〝
天
才
少
女
歌
人
〟

と
し
て
名
を
は
せ
た
と
い
う
。
し
か
し
明
治

43
（
1
9
1
0
）
年
、
女
学
校
４
年
の
と
き
に

病
を
得
る
と
、
翌
年
に
母
親
を
亡
く
す
。
病
床

か
ら
そ
の
哀
し
み
を
詠
ん
だ
の
が
こ
の
歌
だ
っ

た
。
そ
の
１
年
後
に
は
初
枝
も
19
歳
の
若
さ
で

息
を
引
き
取
る
。
歌
碑
は
1
9
8
6
年
、
こ
の

歌
に
感
動
し
た
同
町
の
山
中
潤
氏
が
建
設
費
を

負
担
し
て
設
置
し
た
と
い
う
。

　後
で
分
か
っ
た
の
だ
が
同
小
学
校
は
現
在
廃

校
と
な
っ
て
お
り
敷
地
内
は
自
由
に
立
ち
入
り

で
き
な
い
と
い
う
。
瑞
々
し
い
感
性
を
持
っ
た

天
才
少
女
歌
人
・
原
初
枝
の
こ
と
を
後
世
に
伝

え
る
た
め
に
も
、
同
校
の
素
敵
な
活
用
策
を
考

え
て
ほ
し
い
。

 

推
理
小
説
の
大
家
・
笹
沢
左
保

　小
学
校
わ
き
を
流
れ
る
川
の
岸
辺
を
下
り
、

運
動
場
の
外
周
に
植
え
ら
れ
た
桜
並
木
沿
い
を

歩
く
。
橋
を
渡
り
、
神
社
の
前
を
通
り
、
し
ば

ら
く
上
る
と
瀟
洒
な
建
物
が
見
え
て
く
る
。
推

理
小
説
の
大
家
・
笹
沢
左
保
が
1
9
8
8
年

か
ら
７
年
間
に
渡
っ
て
暮
ら
し
作
品
を
生
み
出

し
た
邸
宅
だ
。
そ
の
仕
事
場
は
笹
沢
左
保
記
念

館
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
て
、
昨
年
か
ら
定
期

開
館
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
母
屋
わ
き
の
石
段
を

の
ぼ
り
、
敷
地
の
一
番
上
に
あ
る
平
屋
建
て
の

記
念
館
へ
行
く
。

　笹
沢
左
保
は
1
9
3
0
年
、
横
浜
生
ま
れ
。

交
通
事
故
療
養
中
に
執
筆
し
た
初
長
篇
「
招
か

れ
ざ
る
客
」
で
1
9
6
0
年
に
本
格
的
な
小

説
家
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
。
推
理
小
説
、
サ
ス

ペ
ン
ス
小
説
、
時
代
小
説
な
ど
、
約
40
年
の
作

家
生
活
で
3
8
0
冊
も
の
著
書
を
残
し
た
。
代

表
作
「
木
枯
ら
し
紋
次
郎
」
は
1
9
7
0
年

代
に
名
匠
・
市
川
崑
監
督
の
手
で
T
V
ド
ラ
マ

化
。
ア
ウ
ト
ロ
ー
な
ヒ
ー
ロ
ー
像
が
社
会
現
象

と
な
る
と
と
も
に
、
上
条
恒
彦
が
歌
う
主
題
歌

「
だ
れ
か
が
風
の
中
で
」
も
大
ヒ
ッ
ト
し
た
。

　80
年
代
、
笹
沢
は
全
国
を
講
演
会
で
巡
る
中
、

三
日
月
町（
現
小
城
市
）の
江
口
病
院
の
江
口
尚

久
院
長（
現
理
事
長
）と
出
会
う
。
紋
次
郎
の
生

地
「
三
日
月
村
」
と
の
一
致
に
縁
を
感
じ
て
、

87
年
、
持
病
療
養
の
た
め
同
病
院
で
長
期
治
療
。

入
院
中
に
古
湯
映
画
祭
へ
ゲ
ス
ト
出
演
し
「
田

舎
暮
ら
し
の
経
験
の
な
い
私
が
空
想
し
て
い
た

故
郷
の
風
景
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
こ
の
地
に
居

を
構
え
る
こ
と
を
決
断
し
た
。

　「そ
の
風
景
に
つ
い
て
笹
沢
先
生
は
『
抜
け

る
よ
う
な
青
い
空
に
非
常
に
美
し
い
雲
が
浮
い

て
い
る
。
そ
う
高
く
な
い
山
が
幾
重
か
に
重
な

り
合
っ
て
、
稜
線
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
下
が
、

小
さ
な
盆
地
に
な
っ
て
い
て
、
鄙
び
た
温
泉
場

が
湯
け
む
り
を
立
て
て
い
る
。
周
り
は
全
て
緑

で
、
人
工
的
な
も
の
は
一
つ
も
無
い
。
そ
の
周

囲
に
は
、
田
畑
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
小
さ

な
町
に
は
、
人
影
も
な
く
、
一
本
の
道
を
中
年

の
女
の
人
が
、
日
傘
を
さ
し
て
一
人
だ
け
ぽ
つ

ん
と
歩
い
て
い
る
』
と
講
演
で
語
っ
て
お
ら
れ

ま
す
」
と
教
え
て
く
れ
た
の
は
同
館
館
長
の
島

ノ
江
修
治
さ
ん
。
こ
れ
だ
け
の
文
言
が
暗
記
で

ス
ラ
ス
ラ
出
て
く
る
こ
と
に
素
直
に
感
心
し
て

し
ま
う
。

　実
は
島
ノ
江
さ
ん
、
生
前
の
笹
沢
左
保
と
は

面
識
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
友
人
と
古
湯
に
宿

泊
し
た
際
、
た
ま
た
ま
訪
れ
た
同
記
念
館
で
、

笹
沢
左
保
と
佐
賀
と
の
つ
な
が
り
に
感
銘
を
受

け
、
こ
の
場
所
を
さ
ら
に
活
用
す
べ
く
、
運
営

し
て
い
た
ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
佐
賀
に
協
力
を
申
し

出
た
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
同
館
は
観
覧
希
望

が
あ
っ
た
場
合
な
ど
に
不
定
期
公
開
し
て
い
た

が
、
昨
年
か
ら
島
ノ
江
さ
ん
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
タ
ッ
フ
の
協
力
の
元
、
定
期
開
館
を
ス
タ
ー

ト
し
た
。
お
客
の
案
内
の
ほ
か
、
広
い
敷
地
の

管
理
も
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
日
も
早
朝
か
ら

出
勤
し
階
段
に
残
っ
た
雪
を
降
ろ
し
て
し
た
と

い
う
か
ら
頭
が
下
が
る
。
島
ノ
江
さ
ん
は
素
晴

ら
し
い
情
熱
で
笹
沢
左
保
の
業
績
を
調
べ
上

げ
、
こ
こ
を
訪
れ
る
人
た
ち
に
伝
え
て
い
る
。

そ
の〝
名
解
説
〟も
楽
し
み
の
一
つ
だ
。

　展
示
の
中
心
は
大
量
の
直
筆
原
稿
や
著
作

本
。「
笹
沢
先
生
の
原
稿
は
全
て
直
筆
の
手
書

き
で
す
。
そ
れ
を
郵
送
で
は
な
く
F
A
X
で
送

信
し
て
い
た
の
で
、
こ
こ
に
生
原
稿
が
残
さ
れ

ま
し
た
。
当
時
、
地
方
で
は
大
企
業
し
か
使
え

な
か
っ
た
光
回
線
を
こ
ん
な
山
の
中
ま
で
引
い

て
い
ま
し
た
」
と
語
る
島
ノ
江
さ
ん
。
男
ら
し

さ
満
載
の
作
品
群
と
は
相
反
し
て
、
直
筆
原
稿

は
端
正
な
筆
致
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
島
ノ
江
さ

ん
は
「
原
稿
に
は
修
正
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま

せ
ん
。
繊
細
な
仕
事
ぶ
り
が
伺
え
ま
す
。
万
年

筆
も
高
級
品
で
は
な
く
、
一
般
的
な
女
性
用
を

ず
っ
と
使
っ
て
い
ま
し
た
」
と
解
説
す
る
。
佐

賀
で
の
生
活
で
1
2
0
作
品
を
世
に
送
り
出

し
た
と
い
う
。

　さ
て
笹
沢
左
保
と
い
う
と
〝
豪
快
伝
説
〟。

佐
賀
で
親
交
が
あ
っ
た
人
た
ち
か
ら
は
そ
の

男
っ
ぷ
り
を
聞
く
機
会
が
多
い
。「
唐
津
湾
で

ク
ル
ー
ザ
ー
貸
切
り
の
大
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
い

た
り
、
徹
夜
で
脱
稿
し
た
後
に
、
時
間
関
係
な

く
友
人
を
呼
び
出
し
て
、
ま
た
徹
夜
で
飲
み
明

か
し
た
り
。
そ
ん
な
思
い
出
話
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
」と
島
ノ
江
さ
ん
。
い
か
り
や
長

介
主
演
で
シ
リ
ー
ズ
化
さ
れ
た
佐
賀
県
警
を
舞

台
と
し
た
作
品
「
取
調
室
」
も
、
そ
ん
な
佐
賀

の
人
た
ち
と
の
交
流
か
ら
生
ま
れ
た
代
表
作

だ
。
ま
た
笹
沢
左
保
の
呼
び
か
け
で
始
ま
っ
た

「
九
州
さ
が
大
衆
文
学
賞
」
は
24
回
開
催
さ
れ
、

新
人
作
家
の
登
竜
門
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

た
。
館
内
に
は
そ
の
歴
史
を
振
り
返
る
パ
ネ
ル

が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　笹
沢
左
保
の
佐
賀
へ
の
愛
が
伝
わ
っ
て
く
る

文
章
を
島
ノ
江
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
っ
た
。「
佐

賀
讃
歌
」と
題
さ
れ
1
9
9
5
年
に
作
ら
れ
た

も
の
だ
が
、
そ
の
中
に
は
佐
賀
の
地
勢
や
歴
史
、

文
化
、
そ
し
て
人
情
へ
の
深
い
愛
着
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。

　笹
沢
左
保
や
「
望
郷
の
道
」
の
主
人
公
・
正

太
と
瑠
偉
の
よ
う
な
大
人
物
は
、
最
近
は
少
な

く
な
っ
た
。
か
つ
て
笹
沢
作
品
に
魅
了
さ
れ
た

人
々
だ
け
で
な
く
、
若
い
人
た
ち
に
も
カ
ッ
コ

イ
イ
大
人
の
生
き
方
に
つ
い
て
体
感
し
て
ほ
し

い
。
雪
を
頂
い
た
山
並
み
と
そ
れ
に
抱
か
れ
た

古
湯
の
街
。
大
き
な
ガ
ラ
ス
戸
か
ら
は
笹
沢
左

佐賀を愛した文豪の息遣い感じる

　
　佐 

賀 

讃 

歌

　
　
　
　
　
　
　
　笹
沢
左
保

　
　
　

　
　
　
　
　
　平
成
七
年
四
月

北
と
南
に
海
あ
り
て

世
に
稀
な
る
県
な
り
き

紺
碧
の
空
に
ガ
ラ
ス
の
透
明
感

澄
ん
だ
空
気
の
清
涼
感

渓
流
の
下
る
緑
の
山
々
に

霧
か
霞
と
雲
の
湧
く

肥
前
ノ
国
の
時
代
よ
り

伊
万
里
有
田
は
窯
の
里

宿
場
街
道
城
下
町

い
ま
だ
に
残
る
余
韻
あ
り

ビ
ル
や
車
の
数
な
ら
ず

古
き
歴
史
と
伝
統
と

人
の
情
け
に
文
化
あ
り

や
が
て
友
な
る
人
も
増
え

幼
な
じ
み
の
鼻
た
れ
小
僧

そ
ん
な
昔
を
振
り
返
り

心
安
ら
ぐ
時
を
得
る

笹沢左保が愛した古湯の風景

執筆中の笹沢左保を撮影した写真 書棚には著作が置かれていて、自由に読んでもOK

直筆原稿と愛用の万年筆

▲坂を上ると「笹沢左保記念館」が見
えてくる▼館内の床に残された FAX
引き込み線について教えてくれる島ノ
江修治館長

▼
住
所 

佐
賀
市
富
士
町
大
字
小
副
川
2
5
7
9
▼
入
場
料 

大
人
3
0
0
円

　小
学
生
以
下
無
料 

▼
休
館 

火
、
水
曜
▼
問
い
合
わ
せ 

ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
佐
賀
内
、
電
話
0
9
5
2（
2
3
）
7
1
4
1
。

雪
の
古
湯

文
学
散
歩

雪
の
古
湯

文
学
散
歩



保
の
愛
し
た
古
湯
の
風
景
が
今
も
変
わ
ら
ず
存

在
し
て
い
た
。

 
　中
国
の
大
作
家
・
郭
沫
若

　笹
沢
左
保
記
念
館
か
ら
古
湯
中
心
部
に
戻

る
。
同
館
で
「
富
士
町
文
学
さ
ん
ぽ
」
と
い
う

地
図
を
も
ら
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
歩
く
。

小
学
校
の
近
く
に
あ
る
「
東
京
屋
」
と
い
う
旅

館
で
「
郭
沫
若
が
池
で
水
浴
び
を
し
て
い
た
」

と
書
い
て
い
る
。

　郭
沫
若
は
1
8
9
2
年（
明
治
25
年
）、
中
国

生
ま
れ
。
1
9
1
4
年
に
日
本
へ
留
学
し
九
州

帝
国
大
学
医
学
部
を
卒
業
。
在
学
中
に
文
学
活

動
に
励
み
、
21
年
、
日
本
で
設
立
し
た
中
国
現

代
文
学
団
体
「
創
造
社
」
に
参
加
す
る
。
福
岡

市
に
住
ん
で
い
た
が
中
国
人
へ
の
風
当
た
り
の

強
さ
に
辟
易
し
、
24
年
、
妻
子
５
人
を
連
れ
て
、

熊
の
川
と
古
湯
に
約
１
カ
月
逗
留
す
る
。
そ
の

間
、
随
筆
「
山
茶
花
」
や
「
ツ
バ
キ
」「
墓
」「
読

書
」、
小
説
「
白
髪
」「
葉
羅
堤
之
墓
」
な
ど
を

執
筆
し
た
と
い
う
。
私
小
説
的
作
品
「
行
路
難
」

の
中
に
「
夕
日
が
川
上
川
の
川
面
に
照
っ
て
い

た
。
澄
ん
だ
清
々
し
い
流
れ
が
き
ら
き
ら
と
輝

く
白
い
石
の
間
か
ら
歓
呼
の
声
を
あ
げ
て
、
湧

き
立
っ
て
い
た
。
青
翠
の
寒
林
、
ま
っ
か
な
ま

ん
じ
ゅ
し
ゃ
げ
、
黄
金
色
の
柿
の
あ
る
両
岸

の
高
い
山
も
、
一
進
一
退
し
て
人
に
向
か
っ
て

う
な
ず
き
微
笑
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

だ
っ
た
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
の
周
辺
の

風
景
が
現
代
中
国
を
代
表
す
る
文
化
人
の
詩
情

を
刺
激
し
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

　同
年
末
に
中
国
へ
帰
国
、
政
治
活
動
に
身
を

投
じ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
中
華
人
民
共

和
国
の
建
国
に
参
加
。
政
務
院
副
総
理
、
中
国

科
学
院
院
長
を
経
て
、
54
年
に
は
全
人
代
常
務

副
委
員
長
に
就
い
た
。
そ
の
一
方
で
中
国
の
近

代
文
学
・
歴
史
学
の
先
駆
者
と
し
て
活
躍
。
42

年
、
代
表
作
で
あ
る
戯
曲
「
屈
原
」
を
発
表
、

大
反
響
を
得
た
ほ
か
、
中
国
古
代
史
学
に
お
い

て
甲
骨
研
究
に
大
き
な
業
績
を
上
げ
た
。
三
国

志
関
連
で
は
従
来
、
悪
役
と
さ
れ
て
い
た
曹
操

を
再
評
価

し
て
い
る
。

　そ
ん
な

中
国
の
〝
知

の
巨
人
〟

郭
沫
若
が

水
浴
び
し

た

池

と

は
？
東
京

屋
で
尋
ね

た
と
こ
ろ
、

代
表
の
原

勘
二
さ
ん

が
「
昔
、
郭
沫
若
さ
ん
が
こ
の
旅
館
に
泊
ま
っ

た
際
に
、
敷
地
内
の
池
で
水
浴
び
し
た
と
い
う

話
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
も
う

そ
の
池
は
埋
め
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
教
え
て

く
れ
た
。
せ
っ
か
く
な
の
で
跡
地
を
見
学
す
る

こ
と
に
。
道
路
に
面
し
た
、
現
在
、
駐
車
場
と

な
っ
て
い
る
場
所
に
、
そ
の
池
は
あ
っ
た
と
い

う
。「
昔
は
池
が
上
下
二
段
あ
っ
て
、
鯉
が
泳

い
で
い
ま
し
た
」
と
話
す
原
さ
ん
。
郭
沫
若
が

こ
の
地
に
来
た
の
は
、
お
そ
ら
く
10
月
中
旬
。

山
間
の
地
は
す
で
に
秋
だ
っ
た
は
ず
だ
。
季
節

外
れ
の
暑
い
一
日
だ
っ
た
の
か
、
は
た
ま
た
執

筆
が
う
ま
く
進
ん
で
嬉
し
か
っ
た
の
か
。
い
ず

れ
に
し
ろ
、
中
国
を
代
表
す
る
文
化
人
の
お
茶

目
な
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

日
本
歌
壇
の
重
鎮
・
斎
藤
茂
吉

　日
本
歌
壇
の
重
鎮
・
斎
藤
茂
吉
は
長
崎
医

専
（
現
長
崎
大
学
医
学
部
）
の
精
神
病
学
教

授
だ
っ
た

1
9
2
0

（
大
正
９
）

年
９
月
11

日
か
ら
約

３
週
間
、

古
湯
に
滞

在
し
て
い

る
。
ス
ペ

イ
ン
風
邪

が
悪
化
し

た
た
め
、

唐
津
市
を

経
て
、
当
地
の
「
扇
屋
旅
館
」
で
静
養
し
た
。

今
で
も
当
時
滞
在
し
た
部
屋
が
移
築
改
装
さ
れ

て
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
扇
屋
旅
館
に
足
を

運
ん
だ
。
忙
し
く
な
い
時
は
部
屋
の
内
部
見
学

可
能
と
の
こ
と
な
の
で
案
内
し
て
も
ら
う
。
館

内
に
は
佐
賀
北
高
書
道
部
に
よ
る
茂
吉
の
歌
が

飾
っ
て
あ
る
。
通
路
を
し
ば
ら
く
行
き
、
外
に

出
る
と
小
さ
な
離
れ
が
建
っ
て
い
た
。
こ
れ
が

茂
吉
が
泊
ま
っ
た
部
屋
な
の
か
。
中
に
入
り

カ
ー
テ
ン
を
空
け
る
と
、
嘉
瀬
川
の
せ
せ
ら
ぎ

が
飛
び
込
ん
で
く
る
。
な
る
ほ
ど
趣
の
あ
る
部

屋
だ
。
移
築
前
の
部
屋
も
川
沿
い
に
立
ち
、
当

時
も
ほ
ぼ
同
じ
風
景
が
楽
し
め
た
よ
う
だ
。
室

内
の
柱
や
欄
間
も
当
時
の
ま
ま
だ
と
い
う
。

　茂
吉
の
日
記
に
は
「
９
月
11
日
の
朝
、
唐
津

を
去
り
、
１
人
に
な
っ
て
、
南
山
村
古
湯
温
泉

に
来
た
。
こ
こ
へ
来
て
か
ら
痰
が
だ
ん
だ
ん

減
っ
て
、
血
の
色
が
つ
か
な
く
な
っ
た
。
２
、

３
日
し
て
か
ら
は
じ
め
て
「
あ
ら
た
ま
」
の
草

稿
の
入
っ
て
い
る
風
呂
敷
を
広
げ
て
心
し
づ
か

に
少
し
づ
つ
歌
を
整
理
し
て
行
っ
た
。
９
月
30

日
に
は
編へ
ん
し
ゅ
う輯を
終
え
た
。
山
中
の
こ
の
浴
場
も

僅
か
の
間
に
ひ
っ
そ
り
と
し
て
行
き
、
流
れ
る

如
き
月
光
が
峽
間
を
照
ら
し
た
ら
、
細
く
冷
た

い
雨
が
終
日
降
っ
た
り
し
た
。
む
ら
が
り
立
っ

て
い
た
曼
珠
沙
華
も
凋
ん
で
、
赭
く
金
づ
い
た

栗
が
僕
の
い
る
部
屋
の
前
に
も
落
ち
た
り
し

た
」
と
書
い
て
あ
る
。
古
湯
の
独
特
の
約
38
度

の
「
ぬ
る
湯
」
が
茂
吉
の
心
身
を
癒
や
し
た
の

か
、
こ
の
地
で
38
首
の
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
。

　古
湯
に
は
茂
吉
の
歌
碑
が
２
つ
あ
る
。
扇
屋

旅
館
か
ら
露
地
を
歩
き
、
嘉
瀬
川
の
河
畔
に
足

を
伸
ば
す
。
赤
い
橋
の
手
前
に
は
本
の
形
を
し

た
石
碑
に

ほ
と
ほ
と
に
ぬ
る
き
温
泉（
い
で
ゆ
）を
浴（
あ
）

む
る
ま
も
君
が
情
（
な
さ
け
）
を
忘
れ
て
お
も

へ
や

と
い
う
歌
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
日
記

の
続
き
に
は
「
山
の
祠
の
公
孫
樹
の
下
に
は
、

い
つ
し
か
黄
色
に
熟
し
た
銀
杏
が
落
ち
は
じ
め

て
、
毎
朝
そ
れ
を
拾
う
の
を
楽
み
に
し
て
い
る

と
、
あ
る
朝
『
ギ
ナ
ン
ヒ
ロ
フ
コ
ト
ナ
ラ
ヌ
持

主
稲
口
熊
蔵
』
と
い
う
木
の
札
が
公
孫
樹
に
ぶ

ら
さ
が
っ
て
い
た
り
し
た
。
10
月
３
日
に
、
す

べ
て
に
感
謝
し
た
心
持
ち
で
古
湯
を
立
っ
た
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
生
ま
れ
た
の
が
、
こ
の
付
近
。

癇
癪
持
ち
と
し
て
知
ら
れ
る
茂
吉
が
非
常
に
リ

ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
た
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　川
沿
い
を
歩
き
し
ば
ら
く
行
く
と
、
も
う
一

つ
の
歌
碑
が
あ
る
。
河
原
か
ら
１
段
上
が
っ
た

人
目
に
つ
き
に
く
い
場
所
だ
。

う
つ
せ
み
の
病
や
し
な
ふ
寂
し
さ
は
川
上
川
の

み
な
も
と
ど
こ
ろ

と
記
さ
れ
た
石
碑
の
前
の
広
場
に
積
も
っ
た
新

雪
の
上
に
は
鳥
の
足
跡
が
残
っ
て
い
た
。
文
学

者
が
愛
し
た
街
・
古
湯
で
は
鳥
ま
で
も
歌
碑
を

愛
で
る
の
か
。
な
ど
と
ぼ
ん
や
り
想
っ
て
い
た

ら
、
足
跡
を
消
さ
な
い
よ
う
に
遠
回
り
し
て
歩

い
た
人
の
靴
跡
に
気
づ
く
。
な
に
げ
な
い
日
常

の
細
部
に
流
れ
る
詩
情
。
そ
う
い
う
人
々
が
い

る
か
ら
こ
そ
文
化
人
が
安
ら
げ
る
の
だ
。

　古
く
か
ら
の
交
通
の
要
衝
だ
か
ら
こ
そ
の
物

語
と
、
郷
愁
を
誘
う
山
河
、
心
身
を
解
き
ほ
ぐ

す
「
ぬ
る
湯
」
と
、
歌
心
を
秘
め
た
街
の
人
々
。

文
学
者
を
刺
激
し
癒
や
す
も
の
が
、
こ
こ
古
湯

に
は
あ
る
。

斎藤茂吉が宿泊した離れを移築した部屋

ぬる湯を詠った斎藤茂吉の歌碑

斎藤茂吉の古い歌碑

雪に残された鳥の足跡とそれを避ける靴跡

郭沫若が水浴びした池跡を示す原さん

雪
の
古
湯

文
学
散
歩

雪
の
古
湯

文
学
散
歩


