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のんびりと温泉につかり、手足を伸ばすとき、言葉にならない開放感を感じる人は多い。
温泉は数あるレジャーのうちでも、もっとも身体的性格を色濃く持っている。

このため、あたかもワインを愛でるように泉質が語られ、温泉体験が情緒を込めて伝えられる。
もちろん温泉のこうした性格を否定することはできない。

しかし温泉が温泉地としてレジャー空間に転化し、観光の中に位置づけられるためは、
複雑で多様な歴史的文脈に置かれなければならなかった。

温泉の歴史は時として、地域を越え文化横断的な交流を生み出す。
本号では温泉の歴史をひもとくことで、「交流文化」の相貌をあきらかにしていくことにしたい。

温泉クロニクル
［特集］
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日本型リゾートの原型は江戸後期の湯治場にある。  

宮城県の鳴子温泉郷での湯治を通じて

日本の温泉地における人々の交流の光景を歴史的にたどる。

湯治場における交流
「温泉の場の交のごとし」と称された人と人のふれあい

文・写真 内田彩
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温
泉
に
集
う
人
々

日
本
人
は
温
泉
好
き
と
い
わ
れ
、
温
泉
地
は
ア
ン

ケ
ー
ト
で
も
行
き
た
い
観
光
地
の
上
位
に
あ
が
る
。
忙

し
い
日
々
に
温
泉
に
入
浴
し
、
ほ
っ
と
一
息
つ
き
た
い

と
思
う
人
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
日
本

人
の
温
泉
好
き
の
歴
史
は
古
く
、
奈
良
時
代
に
編
纂

さ
れ
た
出
雲
国
の『
風
土
記
』
に
は
、
玉
造
温
泉
に
つ

い
て
「
温
泉
を
求
め
て
老
若
男
女
が
訪
れ
、
市
を
な

し
、
入
り
乱
れ
て
宴
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
一
度
入

浴
す
れ
ば
美
し
く
な
り
、
再
び
入
浴
す
れ
ば
万
病
が

い
え
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
温
泉
が
美
容
効
果
と

薬
効
の
あ
る
湯
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
同
時

に
、
温
泉
を
も
と
め
て
人
々
が
集
い
楽
し
げ
に
宴
を
お

こ
な
う
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
光
景
は
、
温

泉
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
き
様
々
な
時
代
に
現
れ
る
。

筆
者
が
二
〇
〇
七
年
に
鳴
子
温
泉
郷
（
宮
城
県
大

崎
市
、
岩
手
・
秋
田
・
山
形
三
県
と
の
県
境
）
で
湯

治
を
体
験
し
つ
つ
調
査
を
進
め
て
い
る
と
き
、
宿
に

は
毎
春
訪
れ
る
二
人
の
老
人
が
自
炊
を
し
な
が
ら
長

期
滞
在
を
し
て
い
た
。
互
い
に
誘
い
合
い
入
浴
や
散

歩
に
出
か
け
、
時
に
は
共
に
食
事
を
と
る
。
別
れ
の

夜
に
は
、
さ
さ
や
か
に
酒
を
飲
み
交
わ
し
、
翌
朝
に

は
「
ま
た
来
年
」
と
言
い
な
が
ら
宿
を
立
つ
光
景
を

目
に
し
た
。
こ
の
老
人
達
は
、
慣
れ
な
い
湯
治
生

「蘆の湯風呂内の全図」『七湯の枝折』 （箱根町立郷土資料館所蔵）
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外
国
人
の
み
た
湯
治
場 

明
治
初
期
に
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
日
本
を
訪
れ

た
ベ
ル
ツ
が
、草
津
温
泉
を
み
て
「
一
種
の
社
交
機
関
」

と
評
し
た
こ
と
は
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
幕

末
の
写
真
家
F
・
ベ
ア
ト
の
ア
ル
バ
ム
に
も
湯
治
場
の

社
交
に
着
目
し
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
横

浜
駐
屯
軍
の
将
校
J.
W.
マ
レ
ー
が
執
筆
し
た
ア
ル

バ
ム
の
解
説
シ
ー
ト
に
は
、「
お
客
の
数
や
そ
の
様

子
か
ら
判
断
し
て
、
温
泉
を
口
実
に
、
人
々
は
そ
こ

で
人
に
会
う
た
め
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
病
気
の

人
も
い
く
ら
か
は
見
か
け
ら
れ
る
が
、
大
部
分
の
人

は
、
そ
こ
で
の
く
つ
ろ
ぎ
を
満
喫
し
、
箱
根
の
魅
力

を
楽
し
む
た
め
に
や
っ
て
く
る
。
昨
日
ま
で
は
、
お

互
い
に
知
ら
な
か
っ
た
人
々
が
、
い
ろ

い
ろ
な
所
か
ら
集
ま
っ
て
き
て
、
気
楽

な
世
間
話
に
花
を
咲
か
せ
る
」（
横
浜
開

港
資
料
館
，一
九
八
七
年
）
と
記
述
さ
れ
て

い
る
。
日
本
の
湯
治
文
化
を
知
ら
な
い

外
国
人
の
見
解
で
は
あ
る
が
、
著
名
な

外
国
人
達
が
社
交
場
と
し
て
湯
治
場
を

捉
え
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
多
く
の
紀

行
文
を
残
し
た
橘
南
谿
も
、
不
知
火
見

学
に
集
ま
っ
た
人
々
が
、
顔
も
見
え
な

い
な
か
で
酒
を
と
り
だ
し
、
小
唄
、
三

ベアトが撮影した幕末の箱根塔ノ沢温泉
（国際日本文化センター所蔵）

6

活
を
お
く
る
筆
者
を
気
に
か
け
、
湯
治
生
活
を
暖
か

く
支
え
て
く
れ
た
。
こ
う
し
た
人
と
人
の
触
れ
あ
い

を
体
験
す
る
な
か
で
、
こ
の
様
相
が
湯
治
の
栄
え
た

江
戸
時
代
の
史
料
の
な
か
で
出
会
う
記
述
と
似
通
っ

て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
た
。
時
代
を
こ
え
て
同
様

の
光
景
が
生
ま
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に

は
「
湯
治
場
」
の
持
つ
特
徴
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
問
い
の
答
え
に
つ
い
て
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
か

ら
探
っ
て
み
よ
う
。

リ
ゾ
ー
ト
の
原
型
と
し
て
の
江
戸
後
期
の
湯
治
場

湯
治
と
は
字
の
ご
と
く
、
温
泉
入
浴
し
な
が
ら
病

気
を
治
療
す
る
こ
と
を
指
し
、そ
の
期
間
は
三
廻
り（
三

週
間
）
前
後
と
さ
れ
て
い
る
。
湯
治
が
盛
ん
に
な
っ
た

の
は
「
上
ハ
王
侯
よ
り
下
庶
人
に
至
迄
湯
治
す
る
こ

と
今
に
盛
也
」（『
旅
行
用
心
集
』一
八
一
〇
年
）
と
い
わ
れ

た
江
戸
時
代
後
期
で
あ
ろ
う
。

二
〜
三
週
間
に
わ
た
り
、
温
泉
地
に
滞
在
す
る

に
は
い
く
つ
か
の
条
件
、
例
え
ば
長
期
休
暇
の
取
得
、

多
様
な
価
格
設
定
、
退
屈
せ
ず
に
余
暇
を
過
ご
す
仕

組
み
な
ど
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
今
日
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
温

泉
地
は
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

当
時
の
農
民
た
ち
は
、
農
閑
期
の
骨
休
め
や
療
養

ト
の
原
型
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

な
か
、
様
々
な
遊
び
と
と
も
に
見
ら
れ
る
の
が
、
湯

治
場
で
生
ま
れ
る
人
々
の
ふ
れ
合
い
で
あ
る
。

な
ど
で
湯
治
に
赴
き
、
武
士
も
ま
た
、
湯
治
で
温
泉

地
に
い
く
際
に
は
、
藩
か
ら
「
湯
治
休
暇
」
が
認
め

ら
れ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
温
泉
療
養
が
治
療
の
一
つ

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
旅
が
比
較

的
容
易
に
な
っ
た
江
戸
時
代
で
も
、
旅
を
す
る
た
め

の
理
由
が
必
要
で
あ
り
、「
信
仰
」
の
た
め
の
参
詣
と

共
に
「
治
療
」
の
た
め
の
湯
治
は
旅
を
す
る
名
目
と

し
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。
国
学
者
で
あ
る
跡
部

良
顕
の
『
伊
香
保
紀
行
』（
一
六
九
八
年
）
は
「
士
農
工

商
と
も
に
病
あ
り
て
温
泉
に
浴
す
る
事
、
二
廻
り
三

廻
り
の
間
は
其
業
を
や
め
、
世
事
の
繁
多
な
る
を
忘

れ
」
と
あ
り
、
人
々
が
休
暇
を
取
り
日
頃
の
忙
し
さ

か
ら
離
れ
て
生
活
を
過
ご
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が

え
る
。
三
週
間
も
温
泉
に
入
浴
し
て
退
屈
し
な
い
の

か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
が
、
湯
治
場
で
は
長
期
間

過
ご
す
た
め
様
々
な
遊
び
が
存
在
し
て
い
た
。
例
え

ば
寺
社
へ
の
参
詣
や
、
蛍
狩
り
や
紅
葉
狩
り
と
い
っ

た
四
季
の
遊
び
、
名
所
巡
り
、
土
産
物
の
製
作
工
程

の
見
学
、
釣
り
な
ど
地
域
の
名
所
や
自
然
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
海
辺
で
は
魚
、
山
で
は
山

菜
な
ど
地
域
の
食
も
味
わ
い
、
時
に
は
温
泉
熱
で
酒

を
お
燗
し
て
い
る
。
ま
た
江
戸
時
代
後
期
の
湯
治
場
は
、

湯
治
客
が
各
自
の
懐
に
応
じ
た
宿
で
自
炊
を
し
て
滞

在
し
た
。
こ
の
よ
う
に
長
期
滞
在
が
で
き
る
様
々
な

仕
組
み
が
存
在
し
た
た
め
、湯
治
場
は
日
本
型
リ
ゾ
ー

有馬温泉。土産物製作工程の見学「日本山海名物図会」（尼崎市教育委員会所蔵）

「産物の図」『七湯の枝折』
（箱根町立郷土資料館所蔵）
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味
線
な
ど
の
芸
を
尽
く
し
て
戯
れ
遊
ぶ
の
を
み
て

「
温
泉
の
場
の
交
の
如
し
」
記
述
し
て
い
る（『
西
遊
記
』

一
七
九
五
年
）。
こ
う
し
た
他
人
同
士
が
、
親
し
く
話

し
遊
び
戯
れ
る
様
子
が
、
湯
治
場
の
交
流
と
受
け
止

め
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

湯
治
場
に
お
け
る
交
流
の
背
景 

湯
治
場
の
特
徴
に
は
、
見
知
ら
ぬ
人
々
が
長
期
間

に
わ
た
り
同
じ
空
間
に
生
活
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
温
泉
紀
行
文
に
は
「
つ
れ
づ
れ
」
と
い
う
言
葉

を
目
に
す
る
が
、
同
じ
場
所
に
三
週
間
前
後
も
過
ご

す
こ
と
は
ひ
ま
を
持
て
余
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
。
特
に
病
を
治
す
た
め
に
訪
れ
た
人
々
は
、
体
調

が
優
れ
ず
遠
出
が
か
な
わ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
目

を
治
療
す
る
た
め
に
湯
治
場
を
訪
れ
た
人
は
、「
若
き

老
た
る
、
男
を
み
な
の
け
ぢ
め
な
く
も
ふ
来
て
、
し

る
も
し
ら
ぬ
も
む
つ
み
か
た
ら
ゐ
つ
れ
ど
」
と
、
老
若

男
女
、
知
り
合
い
も
見
知
ら
ぬ
人
々
も
と
も
に
語
ら

う
こ
と
は
で
き
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（『
湯
倉
温
泉
紀

行
』一
八
四
一
年
）。
湯
治
に
は
、
今
日
の
療
養
・
保
養
と

い
う
側
面
も
あ
り
活
発
に
行
動
し
た
人
々
も
存
在
す

る
が
、
そ
の
様
な
人
々
で
も
、
温
泉
地
に
集
っ
て
い
る

人
は
み
な
病
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
う
ち
解
け
合
い

な
が
ら
過
ご
し
ま
し
ょ
う
」（『
有
馬
日
記
』
一
七
八
一
年
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
病
」
を
治
す
と
い
う

共
通
項
を
持
つ
人
々
が
、
あ
る
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
つ
く
り
だ
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

江
戸
時
代
後
期
の
湯
治
場
で
の
滞
在
生
活
に
お
い

て
、
見
知
ら
ぬ
人
同
士
が
交
流
を
も
ち
、
互
い
に
時

を
過
ご
す
こ
と
は
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

の
背
景
に
は
、
長
期
滞
在
と
い
う
時
間
、
互
い
を
結

び
つ
け
る
共
通
の
事
柄
、
そ
し
て
誰
に
で
も
行
え
る

と
い
う
手
軽
さ
が
、
湯
治
場
独
自
の
交
流
を
生
み
出

す
要
因
で
あ
っ
た
。

多
く
の
湯
治
客
が
集
う
共
同
湯
で
の
交
流 

湯
治
に
赴
く
目
的
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
温
泉
に

入
浴
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
は

今
日
の
よ
う
に
宿
に
内
湯
は
な
く
、
宿
か
ら
共
同
湯

に
入
り
に
行
く
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
温
泉
入
浴

は
、
人
に
よ
り
異
な
る
が
、
通
常
日
に
三
回
程
度
が

い
い
と
さ
れ
て
お
り
、
風
呂
は
一
日
の
長
い
時
間
を

過
ご
す
場
所
で
あ
っ
た
。
物
語
で
は
あ
る
が
『
上
州

草
津
温
泉
道
中
続
膝
栗
毛
十
篇
』
で
は
、
湯
つ
ぼ
に

大
勢
の
人
が
入
浴
し
、
宿
で
起
こ
っ
た
噂
話
を
他
の

湯
宿
の
客
に
話
す
な
ど
井
戸
端
会
議
を
し
て
い
る
様

子
が
描
か
れ
て
い
る
。
色
々
な
宿
か
ら
客
が
訪
れ
る

共
同
湯
は
、
各
自
の
湯
治
宿
以
外
の
人
々
と
出
会
い

話
し
合
う
格
好
の
場
所
で
あ
っ
た
。
風
呂
の
な
か
で

は
、時
に
湯
の
良
し
悪
し
を
話
し
合
い（『
塔
沢
紀
行
』

1 鳴子温泉郷　2 大沢温泉（岩手県花巻市）  3 鎌先温泉（宮城県白石市） 4 大沢温泉（岩手県花巻市）

一
六
九
四
年
）、
時
に
は
入
浴
し
茹
で
ダ
コ
の
よ
う
に

な
っ
た
坊
主
を
か
ら
か
い
、
居
合
わ
せ
た
人
々
が
笑

い
合
う
な
ど
様
々
な
ふ
れ
あ
い
が
う
ま
れ
た（『
有

馬
入
湯
入
用
記
』一
八
六
六
年
）。
そ
し
て
「
今
、
温

泉
に
浴
し
て
去
れ
ば
、
東
話
西
談
南
北
の
人
」（『
塔

沢
紀
行
』）
と
異
な
る
地
方
の
人
々
と
出
会
い
、
様
々

な
情
報
通
と
な
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。

宿
で
の
交
流 

湯
治
者
が
最
も
長
く
滞
在
す
る
の
は
、
日
常
生
活

の
拠
点
で
あ
る
宿
で
あ
っ
た
。
湯
治
客
同
士
は
、
長

く
逗
留
す
れ
ば
「
朝
夕
お
も
て
を
合
わ
す
れ
ば
心
易

く
な
り
ぬ
」（『
木
賀
の
山
踏
』一
八
三
五
年
）
と
朝
夕
互
い

に
顔
を
合
わ
せ
る
機
会
も
多
く
自
然
に
親
し
く
な
っ

た
。
ま
た
、「
中
の
へ
だ
て
お
し
は
な
ち
て
、
翁
が
つ

ぼ
ね
と
ひ
と
つ
に
な
し
て
、
ひ
ろ
く
し
つ
ら
へ
て
」

（『
有
馬
日
記
』）
と
襖
を
開
け
隣
同
士
の
部
屋
を
つ
な
げ

て
オ
ー
プ
ン
な
場
所
に
し
て
い
る
。
湯
治
客
の
部
屋

に
は
、
同
宿
の
人
の
み
な
ら
ず
主
人
や
他
宿
の
客
も

訪
問
し
て
お
り
、
こ
こ
を
起
点
と
し
て
新
し
い
人
間

関
係
も
生
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
宿
の
主
人
は
、
自
ら

草
子
や
琴
を
持
っ
て
客
の
部
屋
を
訪
れ
る
だ
け
で
は

な
く
、
宿
が
持
つ
情
報
を
湯
治
客
に
提
供
す
る
な
ど
、

宿
を
単
な
る
宿
泊
施
設
で
は
な
い
魅
力
あ
る
交
流
空

間
に
す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

入
浴
方
法
か
ら
海
外
事
情
ま
で

多
様
な
情
報
を
介
し
た
交
流

人
々
が
話
す
内
容
や
宿
の
主
人
が
提
供
す
る
情
報

は
い
か
な
る
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
箱
根
に
お

け
る
史
料
を
調
べ
た
と
こ
ろ
主
な
情
報
は
、
入
浴
方
法
、

温
泉
地
域
の
案
内
・
歴
史
、
好
奇
心
を
か
き
立
て
る

1

3

2

4

自
炊
の
風
景『
上
州
草
津
温
泉
道
中
続
膝
栗
毛
十
篇
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）
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所
見
学
に
訪
れ
て
お
り
、
紀
行
文
に
桜
や
滝
な
ど
の

側
で
飲
食
や
音
楽
に
興
じ
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て

い
る
。
湯
治
場
と
そ
の
周
辺
に
は
気
楽
に
休
憩
か
つ

交
流
を
も
て
る
空
間
が
あ
り
、
時
に
は
草
津
の
雲
嶺

庵
、
箱
根
の
東
光
庵
な
ど
の
文
化
人
が
集
う
「
サ
ロ

ン
」
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
東
光
庵
は
江

戸
か
ら
き
た
文
化
人
が
集
う
場
で
も
あ
り
、
江
戸
時

代
に
す
で
に
文
化
人
た
ち
の
歌
碑
が
建
立
さ
れ
て
い

た
。
こ
う
し
た
サ
ロ
ン
は
、
江
戸
の
文
人
と
地
元
の
文

湯
治
客
の
噂
話
、
湯
治
客
の
居
住
地
の
状
況
、
世
情
・

時
事
な
ど
様
々
な
情
報
が
存
在
し
て
い
た
。
な
か
で

も
幕
末
の
一
八
五
四
年
に
逗
留
し
た
武
蔵
国
の
林
信

海
は
、
世
情
を
騒
が
せ
て
い
た
ペ
リ
ー
来
航
の
話
な
ど

興
味
深
い
事
柄
を
記
し
て
帰
宅
し
て
い
る
（『
温
泉
場
逗

留
中
の
記
』）。
林
は
ほ
か
に
も
船
で
漂
流
し
十
年
ぶ
り

に
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
し
た
ジ
ョ
ン
万
次
郎
の
物
語
に

書
か
れ
た
珍
し
い
外
国
の
名
前
「
北
亜
墨
利
加
マ
サ

セ
ー
ツ
国
」
や
、
風
俗
「
此
所
の
人
顔
に
彩
色
す
皆

黒
人
也
」
等
を
宿
の
主
人
等
か
ら

借
り
た
書
籍
や
文
書
か
ら
熱
心
に

書
き
写
し
て
い
る
。
多
様
な
地
域

か
ら
人
々
が
集
ま
り
、
情
報
を
話

す
機
会
の
多
い
湯
治
場
で
は
、
当

時
の
最
新
情
報
も
得
る
こ
と
が
で

き
た
。
ま
た
、
宿
側
が
多
様
な
情

報
を
集
積
さ
せ
湯
治
客
に
提
供
し

た
こ
と
は
、
情
報
の
交
換
が
湯
治

場
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

湯
治
場
に
お
け
る

サ
ロ
ン
の
形
成
と
交
流

湯
治
客
は
宿
や
共
同
湯
で
知
り

合
っ
た
人
々
と
共
に
、
散
策
や
名

人
が
交
流
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
る
同
時

に
、
案
内
本
に
も
載
る
観
光
名
所
と
も
な
っ
た
。
当

時
の
温
泉
地
に
は
宿
、
共
同
湯
、
自
然
散
策
等
、
湯

治
に
来
て
い
る
人
々
が
自
然
と
集
ま
る
開
か
れ
た
空

間
が
あ
り
、
持
続
的
な
関
係
が
保
つ
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
。

立
ち
振
舞
は
草
津
の
花 

ー
交
流
の
終
わ
り 

こ
う
し
た
様
々
な
場
所
で
出
会
い
育
ま
れ
た
人
々

復元された東光庵（箱根芦之湯温泉）
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の
交
流
も
、
湯
治
期
間
の
終
了
と

と
も
に
一
つ
の
終
わ
り
を
迎
え
る
。

湯
治
場
を
去
る
時
に
は
、
多
く
の

人
々
が
宿
に
訪
れ
別
れ
を
惜
し
む

だ
け
で
は
な
く
宴
会
も
お
こ
な
っ

た（『
有
馬
日
記
』）。
宴
に
は
病
が
癒

え
て
帰
宅
で
き
る
と
い
う
「
快
気

祝
」
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。
草

津
に
は
「
立
ち
振
舞
」
と
い
う
別

れ
の
宴
会
が
あ
り
、
湯
治
客
は

湯
治
中
に
知
り
合
っ
た
地
元
の
商

人
、
隣
人
に
大
盤
振
る
舞
い
を
し

た
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
宴
会
は
、

裕
福
な
人
々
が
行
っ
た
が
、
そ
う

で
な
い
人
も
さ
さ
や
か
に
酒
を
飲

み
交
わ
し
、
互
い
の
住
所
を
交
換

し
て
別
れ
を
惜
し
ん
だ
。
滞
在
中

に
何
度
も
遭
遇
す
る
こ
う
し
た
人
々
と
の
出
会
い
と

別
れ
は
、
湯
治
客
の
単
調
に
な
り
が
ち
な
滞
在
生
活

に
刺
激
を
与
え
た
。
そ
し
て
別
れ
の
行
動
自
体
が「
立

ち
振
舞
は
草
津
の
花
」
と
い
わ
れ
名
物
に
な
る
な
ど

湯
治
場
滞
在
の
重
要
な
魅
力
で
あ
っ
た
。

温
泉
地
の
交
流 

歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
老
若
男
女
問
わ
ず
誰
に
で

も
、各
自
の
経
済
状
況
に
応
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
「
交

流
」
は
、
湯
治
場
の
滞
在
で
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
。
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
お
と
ず
れ
る

人
々
と
の
交
流
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
同
じ
空
間
に

過
ご
す
こ
と
で
退
屈
に
な
り
が
ち
な
滞
在
生
活
に
変

化
を
与
え
た
。
ベ
ア
ト
が
ア
ル
バ
ム
の
解
説
に
「
こ

う
し
て
馴
染
ん
だ
思
い
が
け
な
い
縁
が
、
終
生
の
仲

に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
毎
年
毎
年
同
じ
客
が
、
季
節

が
よ
く
な
る
と
、
箱
根
の
湯
を
訪
れ
る
」

と
記
し
た
よ
う
に
リ
ピ
ー
タ
ー
を
生
む

要
因
と
も
な
っ
た
。

温
泉
地
に
お
い
て
、
入
浴
す
る
以
外
の

時
間
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
の
か
。
こ
れ

は
今
日
で
も
多
く
の
温
泉
地
が
抱
え
る
課

題
で
は
あ
る
が
、
歴
史
の
な
か
で
育
ま
れ

た
湯
治
場
の
交
流
は
一
つ
の
示
唆
と
な
り

う
る
だ
ろ
う
。
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ミュンヘン

フランクフルト

ベルリン

ヴィースバーラン

バーランバーラン

温
泉
と
は
そ
も
そ
も
大
地
か
ら
湧
き
出
る
水
で
あ

り
、
そ
の
う
ち
の
温
度
の
高
い
も
の
の
こ
と
を
言
う
。

こ
ん
な
ご
く
当
た
り
前
に
聞
こ
え
る
言
葉
か
ら

は
じ
め
る
の
は
そ
れ
な
り
の
訳
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
。

日
本
語
で
「
温
泉
」
と
い
っ
た
場
合
に
第
一
に
連
想

さ
れ
る
の
は
、
浸
か
る
た
め
の
も
の
、
つ
ま
り
風
呂

と
し
て
の
温
泉
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
「
温
度
の
高
い
湧

き
水
」
を
思
い
浮
か
べ
る
人
は
温
泉
研
究
者
か
、
よ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
温
泉
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
風
呂
で

は
な
く
湧
き
水
と
し
て
考
え
る
ほ
う
が
い
い
。
飲
泉

が
一
般
化
し
て
い
る
ド
イ
ツ
の
温
泉
地
の
事
例
を
通

し
て
観
光
資
源
と
し
て
の
湧
き
水
に
つ
い
て
考
え
る
。

ド
イ
ツ
の

飲
泉

観
光
資
源
と
し
て
の

湧
き
水
に
関
す
る
覚
え
書
き

文
・
写
真 

岩
田
晋
典

ONSEN
Chronicle

Germany
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ざ
ま
だ
。

ド
イ
ツ
・
ヘ
ッ
セ
ン
州
の
州
都
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ

ン
の
コ
ッ
ホ
ブ
ル
ネ
ンK

ochbrunnen

で
口
に
し
た

温
泉
水
は
、
血
を
思
い
出
す
く
ら
い
鉄
分
の
強
い
も

の
で
あ
っ
た
。
コ
ッ
ホ
ブ
ル
ネ
ン
は
温
泉
の
噴
水
で
、

カ
イ
ザ
ー
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
浴
場
の
す
ぐ
近
く
に

あ
る
。
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
市
に
よ
る
と
、
市
内

一
五
箇
所
の
源
泉
か
ら
引
か
れ
た
温
泉
水
が
こ
の
噴

水
か
ら
噴
き
出
し
て
お
り
、
そ
の
量
は
毎
分
八
八
〇

リ
ッ
ト
ル
に
も
な
る
そ
う
だ（
水
量
に
は
諸
説
あ
り
）。

水
温
は
摂
氏
六
八.
七
五
度
で
、〝kochen

（
沸
く
、
煮

え
る
）
のBrunnen

（
泉
、
噴
水
、
井
戸
）〞
と
い
う
名
前

ど
お
り
の
熱
水
で
あ
る
。

こ
の
コ
ッ
ホ
ブ
ル
ネ
ン
の
傍
ら
に
あ
る
小
さ
な
パ
ビ

リ
オ
ン
が
飲
泉
場
所
に
な
っ
て
い
て
、
誰
で
も
自
由

に
温
泉
水
を
飲
む
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
よ
う
に

鉄
分
が
多
く
、壁
に
は
次
の
よ
う
な
注
意
書
き
が
あ
る
。

医
療
効
果
の
あ
る
ハ
イ
ル
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
。
飲
料
水
の
よ

う
に
毎
日
飲
む
こ
と
も
し
く
は
医
者
の
処
方
無
し
に
長
期

間
飲
用
す
る
こ
と
に
は
適
さ
な
い
。
一
日
あ
た
り
一
リ
ッ

ト
ル
以
下
の
服
用
量
を
推
奨
す
る
。

「
ハ
イ
ル
ヴ
ァ
ッ
サ
ーH

eilw
asser

」
と
は
一
般
的
に

言
う
と
、
普
通
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
よ
り
も
ミ

ネ
ラ
ル
成
分
が
多
く
含
ま
れ
る
も
の
を
指
す
と
考
え

て
い
い
。

ほ
ど
の
温
泉
マ
ニ
ア
に
違
い
な
い
。

け
れ
ど
も
ド
イ
ツ
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
温

泉
」
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
風
呂
で
は
な
く
、
湧

き
水
と
い
う
字
義
通
り
の
レ
ベ
ル
か
ら
ス
タ
ー
ト
す

る
方
が
い
い
。
温
泉
と
は
文
字
通
り
「
泉
」
な
の
だ
。

人
び
と
は
そ
れ
を
浴
び
る
な
り
浸
か
る
な
り
、
も
し

く
は
飲
む
な
り
吸
う
な
り
す
る
の
で
あ
る
。

飲
泉
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
名
物

温
泉
の
水
を
健
康
目
的
で
飲
む
と
い
う
行
為
、
つ

ま
り
飲
泉
は
あ
る
意
味
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
名
物
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
を
は
じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
温
泉
を
紹
介
す
る

メ
デ
ィ
ア
で
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
紹
介
さ
れ
る

も
の
だ
か
ら
だ
。

日
本
で
も
飲
泉
を
勧
め
る
温
泉
地
は
増
え
つ
つ
あ

る
が
、
そ
の
広
ま
り
具
合
や
認
知
度
か
ら
す
る
と
飲

泉
は
け
っ
し
て
一
般
的
で
は
な
い
。
温
泉
地
の
飲
泉

場
所
に
は
飲
用
可
と
告
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な

く
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
す
で
に
飲
泉
が
あ
り
ふ
れ

た
行
為
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
温
泉
地
の
場
合
、

飲
泉
は
青
銅
器
時
代
に
は
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た

習
慣
で
あ
り
、
飲
泉
場
は
温
泉
施
設
に
ご
く
普
通
に

設
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
温
泉
の
成
分
・
効
能
が

地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
の
と
同
様
、
味
も
さ
ま

14

コ
ッ
ホ
ブ
ル
ネ
ン
が
あ
る
広
場
は
そ
の
ま
ま
コ
ッ

ホ
ブ
ル
ネ
ン
広
場
と
い
い
、
こ
の
広
場
を
中
心
に
歴

史
的
建
造
物
で
も
あ
る
有
名
ホ
テ
ル
が
散
在
し
て
い

る
。
こ
の
空
間
構
成
か
ら
は
、
一
八
世
紀
後
半
以
降

ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
が
上
流
階
級
の
間
で
保
養
地
と

し
て
の
名
声
を
博
し
、
さ
ら
に
そ
の
中
心
部
で
飲
泉

が
行
な
わ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

コ
ッ
ホ
ブ
ル
ネ
ン
の
噴
水
も
面
白
い
。
そ
も
そ
も

西
洋
社
会
に
お
い
て
、
人
の
住
ま
う
場
所
に
泉
や
池

が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
空
間
イ
メ
ー
ジ
は
聖
書
に

も
遡
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
大
概
の
都
市
で
は
広
場
な
ど
、
人
が
集
い
行
き
交

う
地
点
に
噴
水
が
設
置
し
て
あ
る
。
け
れ
ど
も
コ
ッ

ホ
ブ
ル
ネ
ン
の
よ
う
に
温
泉
水
を
噴
水
に
使
う
例
は

珍
し
い
。
ま
た
、
温
泉
水
の
ミ
ネ
ラ
ル
分
が
沈
殿
凝

固
し
て
模
様
を
描
き
、
噴
水
の
外
見
は
ま
る
で
モ
ダ

ン
ア
ー
ト
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー

デ
ン
で
は
温
泉
が
浴
び
た
り
飲
ん
だ
り
す
る
た
め
の

も
の
だ
け
で
は
な
く
、
街
の
中
心
の
象
徴
、
そ
し
て

人
び
と
が
鑑
賞
す
る
対
象
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
飲
泉
の
歴
史

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
飲

泉
の
歴
史
は
古
い
。
古
代
ロ
ー
マ
以
前
の
ケ
ル
ト
の

特集　温泉クロニクル　ドイツの飲泉

1 飲泉場コッホブルネンテンペル。 2 コッホブルネンの噴水口。 3 コッホブルネンテンペルの飲泉口。 4 コッホブルネンテンペルのハイルヴァッサー
に関する注意書き。5 飲泉口で凝固したミネラル分。

1

2 3

4 5
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と
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
一
八
〜
一
九
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
温
泉

地
が
王
侯
貴
族
・
上
流
社
会
の
リ
ゾ
ー
ト
と
し
て
の

性
格
を
強
め
て
い
く
と
、
飲
泉
は
療
養
手
段
と
し
て
、

温
泉
地
で
の
生
活
の
中
で
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め

る
に
到
る
。
飲
泉
の
重
要
性
は
、
飲
泉
施
設
と
散
歩

用
の
庭
園
が
社
交
の
中
心
ク
ア
ハ
ウ
ス
と
と
も
に
保

養
地
特
有
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
景
観
を
構
成
し
て
い
た

こ
と
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
世
紀
前

半
に
コ
リ
ン
ト
様
式
の
コ
ロ
ネ
ー
ド
と
と
も
に
建
造
さ

れ
た
バ
ー
デ
ン
・
バ
ー
デ
ン
の
飲
泉
館Trinkhalle

は

そ
の
い
い
例
だ
。

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
飲
用

以
上
の
よ
う
な
〝
ブ
ー
ム
〞
を
念
頭
に
置
く
と
、

現
代
に
お
い
て
飲
泉
は
下
火
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

結
論
付
け
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、

体
を
癒
し
た
り
健
康
状
態
を
保
つ
た
め
に
地
下
か
ら

湧
い
た
水
を
飲
む
と
い
う
行
為
は
、
今
日
で
も
活
発

に
実
践
さ
れ
て
い
る

―
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の

飲
用
で
あ
る
。

日
本
や
米
国
と
比
べ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ミ
ネ
ラ
ル

ウ
ォ
ー
タ
ー
の
消
費
の
規
模
に
は
目
を
見
張
る
も
の

が
あ
る
。日
本
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
協
会
に
よ
れ
ば
、

二
〇
〇
五
年
日
本
の
一
人
当
た
り
の
年
間
消
費
量
が

時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
泉
が
人
間
の
生
命
に
奇
跡
的
な
力
を
も
た

ら
す
と
い
う
聖
泉
・
聖
水
の
信
仰
が
あ
っ
た
。
温

泉
地
と
し
て
名
高
い
ド
イ
ツ
・
ア
ー
ヘ
ン
の
都
市
名

は
古
代
の
ゲ
ル
マ
ン
語
で
「
水
」
を
意
味
す
る
言

葉
に
由
来
す
る
。
ま
た
、
ロ
ー
マ
時
代
の
名
称
は

ケ
ル
ト
の
水
の
神
グ
ラ
ー
ヌ
ス
に
因
ん
だ
も
の
で

あ
っ
た
（
V.
ク
リ
チ
ェ
ク
『
世
界
温
泉
文
化
史
』、
国
文
社
、

一
九
九
四
年
、
一
七
頁
）。
癒
し
の
泉
に
つ
い
て
の
記
述

が
た
し
か
に
聖
書
に
あ
る
と
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
聖
泉
信
仰
は
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
導
入
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
が
広
ま
っ
て
か
ら
、
聖

書
を
中
心
に
し
た
象
徴
体
系
の
中
で
再
構
成
さ
れ
て

き
た
と
ま
と
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
飲
泉
が
活
発
に
な
っ
た
の
は
、
浴
場

が
売
春
宿
を
兼
ね
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
中
世
に
性
病

の
蔓
延
に
よ
っ
て
湯
治
場
が
衰
退
し
た
後
の
こ
と
で
、

西
暦
で
言
え
ば
一
六
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て

と
い
わ
れ
て
い
る
。
肝
臓
や
胆
嚢
、
胃
腸
な
ど
の
病

気
を
抑
え
る
も
し
く
は
予
防
す
る
目
的
で
、
鉱
泉
水

が
す
す
ん
で
飲
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
尿

が
水
と
同
じ
色
に
な
る
ま
で
一
日
数
リ
ッ
ト
ル
を
ひ
た

す
ら
飲
み
続
け
る
の
を
良
し
と
す
る
よ
う
な
飲
み
方

も
さ
れ
た
し
、
ま
た
、
成
分
に
よ
っ
て
は
飲
み
づ
ら
い

温
泉
水
を
ワ
イ
ン
や
乳
製
品
と
混
ぜ
て
飲
用
す
る
こ

一
四.
四
リ
ッ
ト
ル
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ス
ペ
イ
ン

を
は
じ
め
と
す
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
で
は
そ
の

十
倍
前
後
が
消
費
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
飲
泉
の
一
つ
の
発
展
型
で
あ
る
湧
き
水

を
瓶
詰
め
に
し
て
飲
む
と
い
う
行
為
、
そ
し
て
そ
の

売
買
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
す
で
に
一
六
世
紀
に
始

ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
こ
う
し
た
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー

タ
ー
の
流
通
は
拡
大
し
続
け
、
ド
イ
ツ
・
ニ
ー
ダ
ー

ゼ
ル
タ
ー
ス
の
ゼ
ル
タ
ー
ス
水
の
よ
う
に
、
近
代
に

お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
世
界
進
出
と
と
も
に
世

界
各
地
に
ま
で
輸
出
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
も
あ
る
。

ち
な
み
に
「
ゼ
ル
タ
ー
ス
」
と
い
う
名
称
は
ド
イ
ツ

語
で
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
一
般
を
指
す
名
詞
に
ま

で
な
っ
て
い
る
。

今
日
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で
は
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
外
部
で
生
産
さ
れ
た
も
の
も
含
め
、
膨
大
な
数
の

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
内
を
流

通
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
消
費
者
保
護

食
品
安
全
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
E
U
が
認
可
し

た
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
一
覧
が
公
開
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
マ
ル
タ
を
の
ぞ
く
E
U
加
盟

国
二
六
カ
国
で
生
産
さ
れ
る
商
品
の
銘
柄
数
は
全
部

で
二
〇
一
九
に
上
る
。

そ
の
中
で
最
も
多
く
の
商
品
銘
柄
を
生
産
し
て
い

る
の
は
ド
イ
ツ
だ
。
銘
柄
数
は
二
位
イ
タ
リ
ア
の
ほ

各国別1人当たりのミネラルウォーター年間消費量（2005年）

データ：日本ミネラルウォーター協会の資料を元に作成
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14.4

スペイン  イタリア  ベルギー  フランス  ドイツ  イギリス  アメリカ  日本

EUで認可されたミネラルウォーターの
商品銘柄数（2008年）

データ：ドイツ連邦共和国消費者保護食品安全局の 
　　　　資料を元に作成

ドイツ
807

その他の
16カ国
173

イタリア
416

スペイン
145

ハンガリー
122

イギリス 97

フランス 70
ポーランド 61

ルーマニア 61

ブルガリア 29
ギリシャ 38

1 バーデン・バーデンのクラシックな飲泉館（Trinkhalle）。観光案内所でもある。  2 バーデン（スイス）の公共温泉プール。お年寄りのほか家
族連れもいる。  3 バーデンの飲泉室。公共の温泉プールのとなりにあり、誰でも自由に利用できる。温泉水は硫黄の味が強い。

1

2 3

（リットル）
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ぼ
倍
、
八
〇
七
に
達
し
、
ド
イ
ツ
一
国
で
実
に
全
体
の

四
〇
％
を
構
成
し
て
い
る
。
専
用
ケ
ー
ス
に
入
れ
ら

れ
積
み
上
げ
ら
れ
た
幾
種
類
も
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー

タ
ー
を
前
に
、
天
井
か
ら
つ
る
さ
れ
た
値
段
の
表
示

板
を
見
つ
つ
、
客
が
お
目
当
て
の
商
品
を
ケ
ー
ス
毎

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
カ
ー
ト
に
移
し
レ
ジ
に
向
か
う

―

こ
う
し
た
光
景
は
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
あ
り
ふ
れ
た
も
の
だ
。

ま
た
ド
イ
ツ
に
は
、
E
U
認
可
の
商
品
と
し
て
の

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
ほ
か
に
、「
ハ
イ
ル
ヴ
ァ
ッ

サ
ー
」
の
名
称
で
流
通
し
て
い
る
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー

タ
ー
も
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
一
般
的
に
ハ
イ
ル

ヴ
ァ
ッ
サ
ー
は
成
分
の
濃
い
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー

の
こ
と
を
言
う
が
、
こ
の
場
合
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
医
療
品
医
療
機
器
連
邦
研
究
所
で
成
分
検
査
さ
れ

た
も
の
に
な
る
。
法
律
上
は
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー

が
食
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ハ
イ
ル
ヴ
ァ
ッ
サ
ー

は
医
薬
品
扱
い
だ
。
ハ
イ
ル
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
と
し
て
認

定
さ
れ
た
場
合
は
ラ
ベ
ル
に
効
能
や
使
用
法
、副
作
用
、

推
奨
摂
取
量
な
ど
も
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト『
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
ハ
イ
ル
ブ
ル
ネ
ン
』
に
よ

れ
ば
、
二
〇
〇
九
年
四
月
時
点
で
全
部
で
五
一
銘
柄

の
ハ
イ
ル
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
が
存
在
す
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
う

ち
ど
の
程
度
が
温
泉
地
で
採
取
さ
れ
た
商
品
な
の

か
。
商
品
デ
ー
タ
の
中
か
ら
、
温
泉
保
養
地
に
与
え

ら
れ
る
〝
バ
ー
ト
Ba
d
〞
と
い
う
名
を
冠
す
る
地
名

や
、
温
泉
地
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
地
域
を
ざ
っ
と

数
え
た
だ
け
で
、
全
八
〇
七
銘
柄
の
約
二
割
が
温
泉

地
産
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
ハ
イ
ル
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
で
は
割
合
を
増
し
て
、
全

五
一
銘
柄
の
約
半
数
、
二
五
銘
柄
と
な
る
。

た
だ
し
ド
イ
ツ
社
会
で
は
、
過
剰
摂
取
が
危
険
な

ナ
ト
リ
ウ
ム
を
の
ぞ
き
、
ど
の
ミ
ネ
ラ
ル
成
分
が
ど

の
程
度
含
ま
れ
て
い
る
か
を
考
慮
し
て
購
入
す
べ
き

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
そ

う
一
般
的
で
は
な
い
よ
う
だ
。
ベ
ル
リ
ン
な
ど
、
地

域
に
よ
っ
て
は
す
で
に
水
道
水
に
カ
ル
シ
ウ
ム
な
ど

の
ミ
ネ
ラ
ル
分
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
も
背
景
に
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
と
の
比
較

日
本
と
ド
イ
ツ
を
比
較
し
た
場
合
、
飲
料
水
の
水

源
に
対
す
る
考
え
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
よ
う
だ
。

疫
病
が
広
ま
っ
た
過
去
か
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
一
般
的

に
川
の
水
は
飲
料
水
に
は
適
さ
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る（
坂
井
洲
二『
ド
イ
ツ
民
俗
紀
行
』
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
二
年
、一
八
五
頁
）。

ド
イ
ツ
語
で
飲
料
水
は
「
ト
リ
ン
ク
ヴ
ァ
ッ
サ
ー

Trinkw
asser

」
と
い
う
が
、
こ
の
言
葉
は
事
実
上
水
道

水
を
指
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
飲
料
水
／
水
道
水
に

関
し
て
活
動
す
る
団
体
の
一
つ
に
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ト

リ
ン
ク
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
協
会
が
あ
る
。
こ
の
団
体
は
「
食

品
と
し
て
の
水
道
水
」
に
つ
い
て
社
会
の
意
識
を
高
め

る
こ
と
を
目
的
に
据
え
て
い
る
。「
食
品
と
し
て
の
水

道
水
」
と
い
う
言
い
回
し
自
体
、
日
本
社
会
で
は
面

白
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
団
体
に
よ
れ
ば
、
ド
イ

ツ
の
水
道
水
の
水
源
の
う
ち
地
下
水（
井
戸
水
を
含
む
）

が
占
め
る
割
合
は
七
四
％
、
残
り
が
湖
沼
河
川
な
ど

の
地
表
水
と
な
っ
て
い
る（
た
だ
し
統
計
時
期
は
不
明
）。

日
本
の
場
合
、
日
本
水
道
協
会
に
よ
る
二
〇
〇
七

年
度
の
統
計
で
は
地
下
水
が
二
四
％
で
地
表
水
が

七
三
％
と
い
う
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
ド
イ
ツ
の
逆
だ
。

「
だ
か
ら
日
本
の
水
道
水
は
不
味
い
の
か
」
―
こ

の
割
合
を
聞
い
た
あ
る
ド
イ
ツ
人
の
言
葉
で
あ
る
。

実
際
に
ど
ち
ら
の
水
が
美
味
し
い
の
か
は
別
に
し
て
、

ほ
と
ん
ど
断
定
的
に
地
下
水
に
軍
配
を
上
げ
た
反
応

が
印
象
的
だ
っ
た
。
フ
ォ
ー
ラ
ム・
ト
リ
ン
ク
ヴ
ァ
ッ

サ
ー
協
会
は
、「
こ
ん
な
に
も
規
則
的
か
つ
頻
繁
に
品

質
管
理
さ
れ
て
い
る
食
品
は
他
に
は
な
い
」
と
水
道

水
を
誇
っ
て
い
る
。
ま
た
、
商
品
の
比
較
調
査
を
専

門
に
す
る
雑
誌
『
エ
コ
・
テ
ス
トÖ
K

O
-T

EST

』

も
同
協
会
と
同
じ
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
水
道
水
の
質

の
良
さ
を
認
め
て
い
る
。
同
誌
は
乳
幼
児
用
商
品
の

特
集
号
「Ö

K
O

-T
EST
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」
で「
赤
ち
ゃ
ん
の
食
事
に
適
し
て
い
る
」
と

宣
伝
す
る
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
い
く
つ
も
比
較

し
て
い
る
が
、
結
局
「
推
薦
」
と
し
て
第
一
に
挙
げ

た
の
は
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
い
ず
れ
の
商
品
で
も

な
く
、
通
常
の
水
道
水
で
あ
っ
た
。
乳
幼
児
用
の
調

理
に
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
使
う
の
も
悪
く
は
な

い
が
水
道
水
で
も
十
分
に
可
能
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
一
人
当
た
り
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の

消
費
量
が
他
国
よ
り
も
少
な
い
と
い
う
先
の
統
計
結

果
の
背
景
に
は
、
良
質
な
水
道
水
の
存
在
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
で
も
同
じ
よ
う
に
地
下
水

を
水
源
に
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
ボ
ト
ル

の
ラ
ベ
ル
に
地
下
水
源
の
イ
ラ
ス
ト
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
た
と
え
ば
手
元
に
あ
る
ミ

ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
ラ
ベ
ル
に
は
、
水
が
通
過
し

な
い
地
層
に
よ
っ
て
地
表
で
生
じ
う
る
環
境
汚
染
か

ら
地
下
水
が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
様
子
が
図
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
水
源
が
地
表
か
ら
隔
離
さ

れ
て
い
る
自
然
条
件
あ
る
い
は
単
に
水
源
の
深
さ
を

表
す
こ
と
で
、
そ
の
水
が
い
か
に
「
ピ
ュ
ア
」
で
、
人

為
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
い
「
自
然
」
な
水
な
の
か
が

主
張
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
地
中
深
く
の
手
付
か
ず
の

自
然
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
〝
地
下
深
く
か
ら
湧
き

出
し
た
〞
と
い
え
ば
ま
ず
風
呂
と
し
て
の
温
泉
が
思

い
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
面
白
い
こ
と
に
日
本
の
ミ

ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
説
明
は
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と

対
照
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
ラ
ベ
ル

や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
水
が
地
底
を
流
れ
る
こ
と
に
触

れ
て
い
る
商
品
は
存
在
す
る
。
け
れ
ど
も
む
し
ろ
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
水
が
地
下
に
入
る
前
の

環
境
、
す
な
わ
ち
山
や
森
林
な
ど
地
上
の
自
然
環
境

に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
す
山
々
や
木
々
、

雫
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
の
方
だ
。
さ
ら
に
、
神
秘
的
な

名
称
や
宣
伝
句
を
用
い
る
も
の
も
目
立
つ
。「
山
の
神

様
が
く
れ
た
水
」
―
こ
れ
は
大
手
メ
ー
カ
ー
の
サ

ン
ト
リ
ー
が
売
る
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
「
天
然
水
」

の
コ
ピ
ー
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
泉
が

飲
む
た
め
に
も
浴
び
る
た
め
に
も
使
わ
れ
て
い
る
姿

を
知
る
に
は
、
温
泉
地
を
訪
問
す
る
の
が
一
番
で
あ

ろ
う
。
た
と
え
ば
世
界
中
に
流
通
し
て
い
る
フ
ラ
ン

ス
の
ボ
ル
ヴ
ィ
ッ
ク
や
エ
ヴ
ィ
ア
ン
、
イ
タ
リ
ア
の
サ

ン
・
ペ
レ
グ
リ
ノ
の
よ
う
に
、
飲
泉
施
設
を
備
え
て

い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
採

水
地
で
も
あ
る
温
泉
地
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
存
在

す
る
。
こ
う
し
た
温
泉
地
で
は
風
呂
や
プ
ー
ル
か
ら
、

飲
泉
施
設
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
工
場
、
博
物

館
に
い
た
る
ま
で
、
湧
き
水
が
観
光
資
源
と
し
て
ど

の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。［ウェブサイト］

ヴィースバーデン市 
http://www.wiesbaden.de/

日本ミネラルウォーター協会 
http://www.minekyo.jp/

ドイツ連邦共和国消費者保護食品安全局 
（Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit） 
http://www.bvl.bund.de/

フォーラム・トリンクヴァッサー協会 
（Das Forum Trinkwasser e.V.） 
http://www.forum-trinkwasser.de/

ドイッチェ・ハイルブルネン 
（Deutsche Heilbrunnen） 
http://www.heilwasser.com/

特集　温泉クロニクル　ドイツの飲泉

ボトルの裏に記載された水源の図。

バーデン・ビュルテンブルク州のスーパー
マーケットのミネラルウォーター売り場。
こうしたケースの列が4つあった。
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北
投
温
泉
は
、
経
済
発
展
著
し
い
台
湾
の

大
都
市
台
北
の
中
心
部
か
ら
「M

RT

（M
ass R

apid Transit

）
台
北
大
衆
捷
運

系
統
」
と
呼
ば
れ
る
交
通
シ
ス
テ
ム
で
約
三
十
分
と

い
う
市
街
地
か
ら
至
近
の
郊
外
に
位
置
し
て
い
る
こ

と
も
あ
っ
て
、
休
日
と
も
な
る
と
多
く
の
台
湾
の
レ

ジ
ャ
ー
客
で
に
ぎ
わ
う
温
泉
観
光
地
と
な
っ
て
い
る
。

台
湾
に
は
、
北
投
温
泉
以
外
に
も
多
く
の
温
泉
地
が

存
在
し
、
今
日
台
湾
で
は
一
大
温
泉
ブ
ー
ム
が
起
き

て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
背
景
を
紐

解
く
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
に
よ
る
台
湾
の
植

民
地
化
、
脱
植
民
地
化
と
国
民
党
に
よ
る
台
湾
支
配
、

そ
し
て
そ
の
後
の
台
湾
社
会
の
民
主
化
と
い
っ
た
一

連
の
台
湾
を
め
ぐ
る
社
会
政
治
状
況
の
変
遷
に
気
づ

く
。
北
投
温
泉
は
、
数
あ
る
台
湾
の
温
泉
地
の
中
で

も
上
述
の
よ
う
な
台
湾
の
近
現
代
史
の
動
向
を
如
実

に
反
映
し
た
温
泉
地
と
し
て
き
わ
め
て
象
徴
的
な
場

所
で
あ
る
。
北
投
温
泉
の
変
遷
を
通
し
て
、
観
光
と

い
う
現
象
が
そ
れ
を
と
り
ま
く
社
会
政
治
状
況
と
複

雑
に
関
係
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

台
湾
の
植
民
地
化
と
北
投
温
泉
の
形
成

一
八
九
五
年
、
日
清
戦
争
の
結
果
調
印
さ
れ
た
下

関
講
和
条
約
に
よ
っ
て
、
台
湾
は
日
本
に
割
譲
さ

台湾には今、温泉ブームが起きている。だが、その歴史を紐解くと、

日本による台湾の植民地化、脱植民地化と国民党による台湾支配、

その後の民主化という社会政治状況の変遷が反映していることが見えてくる。

再創造される　「温泉文化」
台湾北投温泉の変遷をめぐって

文・写真 大橋健一

北投温泉の中心にある「地熱谷」

北投温泉

北投温泉博物館（旧北投温泉公共浴場）

台北

台湾

ONSEN
Chronicle

ONSEN
Chronicle
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れ
、
一
九
四
五
年
ま
で
の
間
、
台
湾
は
日
本
の
統
治

を
受
け
た
。
日
本
統
治
前
か
ら
硫
黄
の
取
引
の
た

め
北
投
に
は
外
国
人
商
人
が
出
入
り
し
て
い
た
が
、

一
八
九
四
年
、
ド
イ
ツ
人
商
人
オ
ウ
リ
ー
（O

uely

）

が
温
泉
利
用
を
始
め
た
の
が
、
温
泉
地
と
し
て
の
北

投
の
始
ま
り
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
﹇
注
1
﹈。
し
か

し
、
そ
の
本
格
的
な
開
発
と
利
用
は
、
日
本
に
よ
る

統
治
開
始
の
翌
年
の
一
八
九
六
年
と
い
う
ま
だ
治
安

の
不
安
定
な
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
阪
出
身
の

日
本
人
、
平
田
源
吾
が
「
天
狗
庵
」
と
い
う
旅
館
を

早
く
も
開
業
し
た
こ
と
か
ら
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
の

後
、北
投
に
は「
松
涛
園
」「
保
養
園
」「
北
投
館
」「
松

島
屋
」
な
ど
の
日
本
人
が
経
営
す
る
旅
館
が
次
々
と

開
業
し
、
温
泉
地
と
な
っ
て
い
っ
た
。

他
方
、
北
投
の
温
泉
資
源
は
、
民
間
に
よ
る
温
泉

地
開
発
と
は
別
に
日
本
の
陸
軍
に
よ
っ
て
も
注
目
さ

れ
て
い
た
。
日
本
は
、
一
八
九
五
年
に
台
湾
統
治
を

始
め
る
と
軍
の
衛
生
医
療
体
制
を
整
備
す
る
た
め
同

年
に
は
早
速
台
湾
総
督
樺
山
資
紀
自
ら
が
北
投
を
視

察
し
、
陸
軍
病
院
建
設
の
た
め
の
用
地
確
保
が
行
わ

れ
、
一
八
九
八
年
に
は
台
北
陸
軍
衛
戌
病
院
療
養
分

院
が
建
設
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
一
九
一
〇
年
以
降
、
北
投
で
は
、
さ
ら

な
る
温
泉
観
光
地
と
し
て
の
本
格
的
な
整
備
が
進
ん

だ
。
北
投
に
温
泉
資
源
を
利
用
し
た
遊
楽
観
光
地
を

特集　温泉クロニクル　再創造される「温泉文化」

建
設
す
る
計
画
が
台
北
庁
に
よ
っ
て
一
九
一
〇
年
に

立
案
さ
れ
、
一
九
一
三
年
に
は
、「
北
投
温
泉
公
共

浴
場
」が
建
設
さ
れ
た
。
建
設
費
五
万
六
千
円（
当
時
）

を
投
じ
て
建
設
さ
れ
た
「
公
共
浴
場
」
は
、
レ
ン
ガ

造
り
の
一
階
と
木
造
の
二
階
か
ら
な
る
英
国
ビ
ク
ト

リ
ア
様
式
を
基
調
と
し
た
和
洋
折
衷
の
建
築
で
、
一

階
部
分
に
は
西
洋
式
の
大
浴
場
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
隣
接
地
に
は
公
園
も
整
備
さ
れ
、
北
投
の
温

泉
観
光
地
整
備
計
画
は
、
欧
州
の
温
泉
施
設
の
強
い

影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
そ
の
後
、
一
九
二
三
年
、
当
時
皇
太
子
で
あ
っ

た
裕
仁
が
台
湾
行
啓
を
し
た
際
、
そ
の
行
程
に
は
総

督
府
や
台
湾
神
社
、
各
種
産
業
・
軍
事
・
教
育
施
設

の
視
察
と
並
ん
で
北
投
温
泉
の
訪
問
も
含
ま
れ
て
い

た
。「
公
共
浴
場
」
で
は
、
こ
の
際
、
皇
太
子
裕
仁

を
迎
え
る
た
め
に
特
別
休
息
所
を
増
築
し
た
。
皇
太

子
裕
仁
の
台
湾
行
啓
は
、
日
本
に
よ
る
台
湾
支
配
の

自
明
性
を
強
化
す
る
政
治
的
儀
礼
で
あ
っ
た
と
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
行
啓
に
お
け
る
北

投
訪
問
は
、
日
本
式
の
「
温
泉
」
と
い
う
文
化
装
置

が
台
湾
に
存
在
す
る
こ
と
の
自
明
性
を
強
化
す
る
と

と
も
に
、
何
よ
り
も
温
泉
観
光
地
と
し
て
の
北
投
の

名
を
一
躍
有
名
に
し
、
利
用
者
の
大
幅
な
増
加
が
み

ら
れ
た
と
い
う
（
ち
な
み
に
筆
者
は
、
一
九
九
〇
年
代
末

に
北
投
温
泉
を
訪
問
し
た
際
、
一
九
〇
七
年
か
ら
営
業
し
て

い
る
「
瀧
乃
湯
」
と
い
う
公
共
浴
場
の
裏
庭
に
「
皇
太
子
殿

下
御
渡
渉
記
念
」
と
刻
ま
れ
た
石
碑
が
横
倒
し
に
な
っ
た
ま

ま
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
）。

日
本
統
治
期
の
北
投
温
泉
の
利
用
者
の
多
く
は
、

日
本
人
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
性
風
俗
を
も
含
ん
だ
日

本
の
温
泉
遊
興
文
化
も
持
ち
込
ま
れ
、
一
部
に
富
裕

台
湾
人
の
利
用
や
台
湾
人
に
よ
る
旅
館
経
営
も
行
わ

れ
て
い
た
と
い
う
も
の
の
、
一
種
の
特
権
的
な
日
本

文
化
租
界
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
帯
び
た
空
間
が

で
き
あ
が
っ
て
い
た
。

戦
後
の
台
湾
と
北
投
温
泉

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
台
湾
は
日
本
の
植
民
地
支

配
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
日
本
人
は
台

湾
を
去
る
こ
と
と
な
り
、
北
投
温
泉
の
旅
館
の
経
営

も
日
本
人
か
ら
台
湾
人
へ
と
代
わ
っ
て
い
っ
た
。

い
っ
ぽ
う
、
終
戦
と
と
も
に
中
国
本
土
で
の
国

民
党
と
共
産
党
の
抗
争
が
激
化
す
る
中
、
抗
争

の
主
た
る
舞
台
の
外
に
あ
っ
た
台
湾
に
は
、
中
華

民
国
国
民
政
府
（
国
民
党
政
権
）
の
軍
隊
が
進
駐
し

た
。
一
九
四
五
年
十
月
、
国
民
党
政
権
の
行
政
長

官
は
、
台
湾
の
す
べ
て
の
土
地
、
住
民
は
中
華
民

国
国
民
政
府
の
主
権
下
に
お
か
れ
る
旨
の
声
明
を

発
布
し
、
台
湾
人
の
意
思
に
関
わ
ら
ず
「
日
本
」
か

ら
「
中
華
民
国
」
へ
の
国
籍
変
更
が
一
方
的
に
行
わ

1 北投温泉博物館（旧北投温泉公共浴場）   2 日本統治期の北投温泉公共浴場   3 日本統治期に建てられ、現在も営業している温泉旅館   4 同旅館
の浴場   5 同旅館の座敷   6 日本統治期に建てられた旅館で現存するものは、台北市の歴史遺跡にも指定されている   

5

3

1 2

6

4
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れ
た
。
進
駐
し
た
国
民
党
兵
士
に
よ
る
強
奪
や

官
吏
の
腐
敗
な
ど
も
手
伝
っ
て
、
日
本
か
ら
脱

植
民
地
化
し
た
も
の
の
、
台
湾
人
は
国
民
党
に

よ
る
転
倒
し
た
内
国
植
民
地
状
態
に
再
び
置
か

れ
つ
つ
、
新
た
な
支
配
者
へ
の
失
望
と
不
満
が

つ
の
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
台
湾
人

（
内
省
人
）
と
終
戦
後
大
陸
か
ら
台
湾
に
渡
っ
て

き
た
外
省
人
と
の
間
の
対
立
は
深
ま
っ
て
い
っ

た
。
一
九
四
七
年
に
は
、
外
省
人
警
官
の
横
暴

に
端
を
発
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
二
・
二
八
事
件
」

が
発
生
し
、
国
民
党
政
権
に
対
す
る
台
湾
人
の

抵
抗
を
鎮
圧
す
る
た
め
、
国
民
政
府
軍
の
増
援

部
隊
が
台
湾
に
上
陸
し
、
多
く
の
台
湾
人
に
対

す
る
虐
殺
、
粛
清
が
行
わ
れ
た
（「
二
・
二
八
事
件
」
に

関
連
し
て
一
ヶ
月
程
の
間
に
殺
害
さ
れ
た
台
湾
人
の
数
は
、

一
万
八
〇
〇
〇
〜
二
万
八
〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。﹇
若
林　

二
〇
〇
一
：
七
二
頁
﹈）﹇
注
2
﹈。
そ

の
後
、
一
九
四
九
年
五
月
に
は
、
戒
厳
令
が
施
行
さ

れ
、
同
年
十
二
月
に
国
民
政
府
は
正
式
に
台
湾
に
移

転
し
、
以
後
、
蒋
介
石
父
子
に
よ
る
一
党
専
制
の
下
、

長
き
に
わ
た
っ
て
台
湾
人
は
政
治
的
沈
黙
を
強
い
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
他
方
で
、
台
湾
は
、
東
西
対

立
を
背
景
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助
を
受
け
、
工
業

化
に
よ
る
開
発
を
進
め
、
そ
の
後N

IEs

の
一
角
を

占
め
る
経
済
成
長
を
達
成
し
て
ゆ
く
。

後
、
陳
水
扁
は
、
一
九
九
八
年
の
市
長
選
挙
で
は
再

選
を
果
た
せ
な
か
っ
た
も
の
の
、
二
〇
〇
〇
年
の
総

統
選
挙
で
劇
的
な
政
権
交
代
を
果
た
し
、
野
党
出
身

の
本
省
人
総
統
が
誕
生
し
た
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
台
湾
を
め
ぐ
る
大
き
な
政
治

的
転
換
期
に
お
い
て
、
北
投
温
泉
で
も
そ
れ
に
呼

応
す
る
よ
う
に
新
た
な
展
開
が
見
ら
れ
た
。
ま
ず
、

一
九
七
九
年
、
台
湾
に
お
け
る
公
娼
制
度
が
廃
止
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
北
投
温
泉
は
、
家
族
連
れ
で
楽

し
め
る
台
北
近
郊
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
は

な
っ
た
が
、
日
本
人
観
光
客
の
激
減
に
よ
っ
て
「
観

光
地
」
と
し
て
は
衰
退
し
、
大
型
ホ
テ
ル
の
中
に
は

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
台
湾
を
め
ぐ
る
戦
後
の
社
会

政
治
状
況
の
中
、
北
投
温
泉
は
い
か
な
る
状
況
に

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
温
泉
の
遺
物
を
残
し
な

が
ら
台
湾
化
し
た
温
泉
遊
興
文
化
（
台
湾
歌
謡
、
楽
器

演
奏
な
ど
）
が
一
部
の
裕
福
な
台
湾
人
に
よ
っ
て
維

持
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、む
し
ろ
「
北
投
温
泉
」
の
名
は
、

日
本
の
高
度
経
済
成
長
が
生
み
出
し
た
日
本
人
海
外

観
光
客
の
間
で
有
名
に
な
っ
て
い
っ
た
。
台
湾
に
お

け
る
経
済
開
発
の
初
期
段
階
が
日
本
の
高
度
経
済
成

長
期
と
重
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
当
時
の
台
湾
に
お

け
る
公
娼
制
度
の
存
在
と
外
貨
獲
得
の
た
め
の
外
客

誘
致
と
い
っ
た
要
素
も
加
わ
っ
て
、
北
投
温
泉
に
は
、

日
本
か
ら
多
く
の
買
春
ツ
ア
ー
客
が
訪
れ
、
そ
れ
ら

廃
業
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
現
在
で
も
廃
墟
と
化
し

た
当
時
の
大
型
ホ
テ
ル
が
放
置
さ
れ
て
い
る
状
態
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
政
治
の
民
主
化
と
連

動
し
て
「
台
湾
文
化
」
の
独
自
性
の
主
張
や
形
成
を

目
指
す
一
種
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
動
き
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、

台
湾
史
や
郷
土
史
へ
の
関
心
を
呼
び
覚
ま
し
、
地
域

レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
郷
土
の
歴
史
文
化
の
掘
り
起
こ

し
を
促
す
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
九
五
年
、
北
投
の
地
元
小
学
校
の
郷
土
学
習

に
お
い
て
、
荒
れ
果
て
た
草
む
ら
に
放
置
さ
れ
た
ま

ま
廃
墟
と
化
し
て
い
た
日
本
統
治
期
の
旧
「
北
投
温

の
ツ
ア
ー
客
を
収
容
す
る
た
め
に
大
型
ホ
テ
ル

が
次
々
と
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
﹇
注
3
﹈。

ロ
ー
カ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

北
投
温
泉
の
再
生

一
九
七
五
年
の
蒋
介
石
の
死
後
、
政
権
を

引
き
継
い
だ
息
子
の
蒋
経
国
は
、
一
九
八
七

年
に
約
四
〇
年
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
継
続
し

て
き
た
戒
厳
令
を
よ
う
や
く
解
除
し
た
。
同
年

に
は
中
国
本
土
へ
の
旅
行
も
解
禁
さ
れ
た
。
翌

年
、
蒋
経
国
が
死
去
す
る
と
李
登
輝
が
本
省
人

初
の
総
統
に
就
任
し
た
。
戒
厳
令
解
除
前
夜
か

ら
徐
々
に
動
き
始
め
て
い
た
台
湾
に
お
け
る
民

主
化
の
動
き
は
、
以
後
一
気
に
加
速
す
る
。
む
ろ
ん
、

こ
の
背
景
に
は
、
東
西
冷
戦
の
終
焉
と
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
進
展
、
中
国
に
お
け
る
改
革
開
放
政
策
の
導
入

と
中
台
交
流
の
展
開
な
ど
台
湾
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢

も
大
き
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
長
期
に
わ
た
る
戒
厳
令
と
政
治
警
察
支
配
が
崩

壊
し
た
こ
と
で
、
政
治
的
自
由
化
が
進
展
す
る
と
共

に
、
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
一
九
八
六
年
に
は
、
戦
後
台
湾
初
の

野
党
と
し
て
「
台
湾
の
前
途
の
住
民
自
決
」
を
謳
う

民
主
進
歩
党
が
結
成
さ
れ
、
一
九
九
四
年
の
台
北
市

長
選
挙
で
は
同
党
か
ら
陳
水
扁
が
当
選
し
た
。
そ
の

泉
公
共
浴
場
」
に
つ
い
て
生
徒
た
ち
の
中
か
ら
「
な

ぜ
歴
史
的
に
意
義
の
あ
る
も
の
な
ら
保
存
し
な
い

の
か
」
と
の
素
朴
な
質
問
が
教
師
に
発
せ
ら
れ
た
と

い
う
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
教
師
や
地
元
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
家
た
ち
は
同
年「
八
頭
里
仁
協
会
」

と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
団
体
を
発
足
さ
せ
、
旧
「
公

共
浴
場
」
の
保
存
運
動
を
は
じ
め
と
し
て
各
種
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
動
（
歴
史
遺
跡
保
存
、
郷
土
学
習
、
北
投

の
イ
メ
ー
ジ
と
温
泉
事
業
の
更
新
、
自
然
景
観
の
保
護
と

親
水
公
園
建
設
計
画
の
推
進
な
ど
）
を
展
開
し
て
い
っ
た
。

か
れ
ら
の
努
力
の
結
果
、
一
九
九
七
年
に
台
北
市
は

旧
「
公
共
浴
場
」
を
文
化
財
に
指
定
し
、
さ
ら
に
建

築
修
復
を
行
い
、
翌
年
に
は
「
北
投
温
泉
博
物
館
」

お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
と
し

て
整
備
さ
れ
た
。
同
館
の
修
復
起
工
式
に
は
陳
水
扁

台
北
市
長
（
当
時
）
も
出
席
し
、
運
動
の
き
っ
か
け

を
作
っ
た
小
学
生
た
ち
に
は
表
彰
状
が
贈
ら
れ
た
と

い
う
。
北
投
温
泉
再
生
の
動
き
は
、
台
湾
の
民
主
化

の
中
か
ら
生
ま
れ
た
民
主
進
歩
党
出
身
の
本
省
人
台

北
市
長
に
よ
る
市
政
の
あ
り
よ
う
を
も
背
景
と
し
て

い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

北
投
温
泉
の
現
在

～「
温
泉
」の
再
解
釈
と
再
創
造
～

「
北
投
温
泉
博
物
館
」
の
開
館
を
契
機
に
北
投
温
泉

台
湾
か
ら
見
た
「
日
本
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
現
化
し
た
温
泉
ホ
テ
ル

北投温泉関係略年表

1894　 独人商オウリー、北投で温泉利用開始

1895　下関講和条約締結

1896　平田源吾、北投に旅館「天狗庵」開業

1898　北投に台北陸軍衛戌病院療養分院開設

1913　北投温泉公共浴場開設

1923　皇太子裕仁、台湾行啓。北投温泉を訪問

1945　 第二次世界大戦終了 
国民政府軍台湾進駐

1947　二・二八事件

1949　戒厳令施行。国民政府、台北に遷都

1975　蒋介石死去

1979　公娼制度廃止

1986　民主進歩党結成

1987　戒厳令解除

1988　李登輝、総統に就任

1994　陳水扁、台北市長に就任

1995　八頭里仁協会結成

1997　 台北市、 
旧北投温泉公共浴場を文化財に指定

1998　北投温泉博物館開館

2000　陳水扁、総統に就任

2010　「加賀屋北投」開業予定
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は
、
以
降
さ
ら
な
る
新
た
な
状
況
を
迎
え
て
い
る
。

現
在
で
も
北
投
を
訪
れ
る
日
本
人
観
光
客
は
存
在

す
る
が
、
そ
れ
は
少
数
で
あ
り
、
北
投
温
泉
の
主
要

観
光
客
は
、
台
湾
の
観
光
客
と
な
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
北
投
温
泉
で
用
意
、
提
供
さ
れ
て
い
る
観

光
サ
ー
ビ
ス
の
性
格
も
主
と
し
て
台
湾
人
に
向
け
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
立
教
大
学
観
光
学
部
大
橋
研

究
室
で
二
〇
〇
六
年
に
行
っ
た
現
地
調
査
で
は
、
現

在
の
北
投
温
泉
に
見
ら
れ
る
宿
泊
施
設
は
、
①
日
本

統
治
期
に
建
て
ら
れ
現
在
も
営
業
す
る
日
本
式
温
泉

旅
館
、
②
戦
後
建
て
ら
れ
た
温
泉
ホ
テ
ル
、
③
近
年

建
て
ら
れ
た
温
泉
（
ス
パ
）
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
、
④
今

後
開
業
予
定
の
日
本
か
ら
進
出
す
る
温
泉
旅
館
ホ
テ

ル
の
お
お
よ
そ
四
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
で
き
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
設
立
の
背

景
が
異
な
る
宿
泊
施
設
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の

顧
客
の
大
部
分
を
台
湾
の
観
光
客
が
占
め
て
い
る
。

①
は
、
現
在
二
軒
の
み
が
営
業
し
て
い
る
が
、
日

本
統
治
期
に
日
本
人
経
営
者
に
よ
っ
て
開
業
さ
れ

た
旅
館
で
あ
り
、
一
部
改
修
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

外
観
は
ほ
ぼ
当
時
の
ま
ま
残
さ
れ
て
お
り
、
瓦
屋
根

の
日
本
式
家
屋
で
日
本
風
庭
園
を
有
し
て
い
る
。
し

か
し
、
畳
の
部
屋
に
中
国
式
円
卓
や
椅
子
が
置
か
れ

て
い
た
り
、
出
さ
れ
る
料
理
も
台
湾
料
理
で
あ
る
な

ど
、
台
湾
人
経
営
者
に
よ
っ
て
台
湾
人
の
顧
客
に
合

が
百
年
の
時
を
経
て
遠
い
記
憶
を
結
び
つ
け
、「
純

正
和
風
」
の
「
国
際
温
泉
文
化
旅
館
」
が
二
〇
一
〇

年
に
創
造
さ
れ
る
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
構
成
さ

れ
て
い
る
。
日
本
の
「
加
賀
屋
」
本
館
の
イ
メ
ー
ジ

画
像
も
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
北
投

の
街
を
浴
衣
姿
の
台
湾
人
と
思
わ
れ
る
若
い
女
性
が

散
策
す
る
イ
メ
ー
ジ
画
像
の
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
表

現
な
ど
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
加
賀
屋
北
投
」
と

い
う
台
湾
的
文
脈
に
お
い
て
再
解
釈
さ
れ
、
再
創
造

さ
れ
た
「
和
風
旅
館
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
動
き
の
背
景
に
は
、
一
方
で
日
本
に

お
い
て
進
行
し
て
い
る
地
方
観
光
地
に
お
け
る
外

客
誘
致
戦
略
と
い
う
現
代
日
本
の
観
光
産
業
を
め
ぐ

る
状
況
が
あ
り
つ
つ
、
他
方
で
は
、
単
な
る
観
光

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
め
ぐ
る
議
論
だ
け
で
は
済
ま
な

い
、
台
湾
の
社
会
文
化
を
め
ぐ
る
歴
史
状
況
が
深
く

関
係
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
戦
後
台
湾
に
お
け

る
い
わ
ゆ
る
「
省
籍
矛
盾
」
と
呼
ば
れ
る
本
省
人
＝

台
湾
人
に
お
け
る
反
外
省
人
・
反
国
民
党
感
情
の
反

射
と
し
て
の
「
親
日
感
情
」
と
い
う
極
め
て
複
雑
な

問
題
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
今
日
の
台
湾
に
お
け
る
日

本
ブ
ー
ム
や
温
泉
ブ
ー
ム
現
象
の
す
べ
て
が
こ
の
問

題
に
よ
っ
て
の
み
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
日

本
系
百
貨
店
の
進
出
、
雑
誌
や
C
D
、
ゲ
ー
ム
は
も

わ
せ
た
利
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
②
は
、
戦
後
、
台

湾
人
経
営
者
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

富
士
山
の
写
真
パ
ネ
ル
や
日
本
の
甲
冑
な
ど
台
湾
か

ら
見
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
「
日
本
」
イ
メ
ー
ジ

の
断
片
の
み
が
ホ
テ
ル
空
間
の
各
所
に
散
り
ば
め
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
ホ
テ
ル
の
名
称
も
「
京

都
」「
熱
海
」「
浅
草
」
な
ど
「
日
本
」
イ
メ
ー
ジ
を
ス

ト
レ
ー
ト
に
表
現
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
③
は
、

台
湾
に
お
け
る
経
済
成
長
に
よ
る
所
得
水
準
の
上
昇

に
伴
っ
て
出
現
し
た
高
級
温
泉
（
ス
パ
）
リ
ゾ
ー
ト

ホ
テ
ル
で
あ
る
。
現
代
日
本
の
温
泉
旅
館
ホ
テ
ル
の

空
間
デ
ザ
イ
ン
を
徹
底
的
に
研
究
し
、
細
部
に
ま
で

こ
だ
わ
り
コ
ピ
ー
を
試
み
た
り
、
日
本
人
の
建
築
デ

ザ
イ
ナ
ー
に
設
計
を
担
当
さ
せ
る
な
ど
し
て
作
り
出

さ
れ
た
現
代
日
本
風
温
泉
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
で
あ
る
。

こ
れ
ら
ホ
テ
ル
が
手
本
と
し
た
よ
う
な
現
代
日
本
の

温
泉
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
を
既
に
日
本
へ
の
観
光
旅
行

で
経
験
し
て
い
る
台
湾
の
人
々
も
多
く
、
そ
の
よ
う

な
人
々
に
こ
れ
ら
の
ホ
テ
ル
は
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る

と
い
う
。
台
湾
か
ら
の
訪
日
観
光
客
は
二
〇
〇
五
年

に
一
二
七
万
人
を
数
え
て
お
り
、
こ
れ
は
訪
日
観
光

客
数
第
一
位
の
韓
国
に
次
ぐ
多
さ
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
動
き
が
さ
ら
に
④
の
タ
イ
プ
の
新
た
な
宿
泊
施

設
の
北
投
温
泉
に
お
け
る
出
現
を
後
押
し
し
て
い
る
。

④
の
タ
イ
プ
と
は
、「
歴
史
遺
産
」
と
し
て
の
「
日

ち
ろ
ん
衛
星
放
送
や
日
本
番
組
専
門
チ
ャ
ン
ネ
ル
な

ど
の
各
種
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
た
日
本
に
関
す
る
情
報

が
氾
濫
す
る
環
境
も
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
現
象
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
れ
は
近
年
に

な
っ
て
突
如
出
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
近
現
代
に

台
湾
が
経
験
し
て
き
た
社
会
政
治
状
況
が
確
実
に
底

流
に
存
在
し
て
い
る
。

北
投
温
泉
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
台
湾
社
会

の
変
遷
が
重
層
化
し
て
い
る
場
所
な
の
で
あ
る
。

本
温
泉
」
で
も
な
け
れ
ば
、「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」

と
し
て
の
「
日
本
温
泉
」
で
も
な
け
れ
ば
、「
コ
ピ
ー
」

と
し
て
の
「
日
本
温
泉
」
で
も
な
い
、
日
本
か
ら
の

温
泉
旅
館
の
北
投
へ
の（
再
）
進
出
と
い
う
新
た
な

動
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
石
川
県
七
尾
市
の

和
倉
温
泉
に
あ
る
一
九
〇
六
年
創
業
の
老
舗
旅
館

「
加
賀
屋
」
が
台
湾
の
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
と
合
弁
で
「
加

賀
屋
北
投
」
と
い
う
温
泉
旅
館
ホ
テ
ル
の
開
業
を

二
〇
一
〇
年
に
予
定
し
て
い
る
。
大
橋
研
究
室
に
よ

る
二
〇
〇
六
年
夏
の
現
地
調
査
時
、
北
投
温
泉
開
発

の
発
祥
に
関
わ
る
「
天
狗
庵
」
跡
地
と
さ
れ
る
建
設

予
定
地
に
は
既
に
囲
い
が
設
け
ら
れ
、「
加
賀
屋
北

投
」
の
名
が
大
書
さ
れ
て
い
た
。
新
聞
報
道
に
よ

れ
ば
、
こ
の
背
景
に
は
、
一
九
九
七
年
か
ら
本
格
的

に
行
わ
れ
た
能
登
空
港
を
利
用
し
た
チ
ャ
ー
タ
ー
便

に
よ
る
台
湾
か
ら
の
誘
客
に
よ
っ
て
「
加
賀
屋
」
が

実
績
と
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
を
持
つ
に
至
っ
た
こ
と
が

あ
る
と
い
い
、
石
川
県
知
事
が
台
湾
訪
問
を
し
た
際

も
、「
北
投
で
日
本
の
旅
館
文
化
に
触
れ
て
も
ら
い
、

本
物
を
石
川
で
堪
能
し
て
ほ
し
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し

た
と
い
う（『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
八
年
四
月
二
五
日
）。

こ
の
「
加
賀
屋
北
投
」
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
お
け
る
紹
介
で
は
、
一
九
〇
六
年
創
業

の
日
本
に
お
け
る
「
加
賀
屋
」
と
一
八
九
六
年
の
台

湾
北
投
最
初
の
温
泉
旅
館
「
天
狗
庵
」、
こ
の
両
者

注1

：台
湾
に
は
、
漢
族
が
移
住
す
る
以
前
か
ら
複
数
の
先
住
民
族
が
生
活
し

し
て
い
た
。
北
投
は
そ
の
居
住
地
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

2

：日
本
で
も
話
題
と
な
っ
た
台
湾
映
画
「
悲
情
城
市
」（
候
孝
賢
監
督
・

一
九
八
九
年
作
品
）
は
、
こ
の
「
二
・
二
八
事
件
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
で

あ
る
。
映
画
は
九
份
と
い
う
街
を
舞
台
と
し
て
い
る
が
、
映
画
公
開
後
こ
の

街
は
一
大
観
光
地
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
。

3

：戦
後
台
湾
に
お
け
る
公
娼
制
度
を
背
景
と
し
た
日
本
人
買
春
観
光
に

関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
日
本
人
買
春
観
光
団
の
ガ
イ
ド
を
務
め
る
こ
と
に

な
っ
た
台
湾
青
年
の
苦
悩
と
悲
哀
を
描
い
た
黄
春
明
の
小
説
「
さ
よ
な
ら
・

再
見
」（
原
題
「
莎
　
那
拉
・
再
見
」
一
九
七
四
年
作
品
。
邦
訳
は
『
さ
よ
な

ら
・
再
見
』
田
中
宏
・
福
田
桂
二
訳
、
め
こ
ん
、
一
九
七
九
年
に
所
収
）
に

当
時
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
台
湾
観
光
を
事
例
に
日
本
人
の
観
光
を

民
俗
学
的
視
点
か
ら
分
析
し
た
神
崎
宣
武
は
、
そ
の
著
書
の
一
章
を
「
旅
の

中
の
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
あ
て
、
台
湾
に
お
け
る
日
本
人
買
春
ツ
ア
ー
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
（
神
崎
宣
武
『
観
光
民
俗
学
へ
の
旅
』
河
出
書
房
新
社
、

一
九
九
〇
年
）
。

付
記

本
文
中
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
本
稿
の
作
成
に
際
し
て
は
、
立
教
大
学
観
光

学
部
大
橋
研
究
室
（
二
〇
〇
六
年
度
「
専
門
演
習
」
）
で
実
施
し
た
台
湾
に

お
け
る
現
地
調
査
の
成
果
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
現
地
調
査
で
お
世
話
に

な
っ
た
関
係
各
位
に
謝
意
を
表
す
と
と
も
に
、
台
湾
調
査
に
参
加
し
、
報
告

書
の
執
筆
に
関
わ
っ
た
奥
彩
香
、
渡
部
恵
美
、
宮
路
真
人
、
坂
村
直
子
、
巻

知
加
子
、
岸
千
亜
希
、
篠
田
佳
奈
子
、
根
塚
由
紀
子
、
武
井
恵
（
順
不
同
）

の
諸
君
の
努
力
を
讃
え
た
い
。

参
考
文
献

（
邦
文
）

伊
藤
潔
『
台
湾 —

四
百
年
の
歴
史
と
展
望—

』
東
京

：

中
央
公
論
社
、

一
九
九
三
年
　

曽
山
毅
『
植
民
地
台
湾
と
近
代
ツ
ー
リ
ズ
ム
』
東
京

：青
弓
社
、
二
〇
〇
三
年

戴
國
輝
『
台
湾 —

人
間
・
歴
史
・
心
性—

』
東
京

：岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年

立
教
大
学
観
光
学
部
大
橋
研
究
室
編
『
ア
ジ
ア
ホ
テ
ル
史
研
究
』
第
5
号
、

二
〇
〇
七
年

若
林
正
丈
『
台
湾 —

変
容
し
躊
躇
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ—

』
東
京

：筑

摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年

（
中
文
）

洪
徳
仁
編
著
『
戀
戀
北
投
温
泉
』
台
北

：玉
山
社
、
一
九
九
七
年

『
北
投
社
』
第
八
期
（
八
頭
里
仁
協
会
）
、
一
九
九
八
年
四
月

「加賀屋北投」の建設予定地
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＜

文
化＞

に
は
、
伝
統
や
美
と
い
っ
た
言
葉
で
固
定
さ
れ
て
語
ら
れ
が
ち

な＜

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
観
念
）＞

の
体
系
と
い
っ
た
顔
と
、
人
び
と
が
日
々
の

生
活
の
中
で
柔
軟
か
つ
多
様
に
生
き
て
い
る＜

プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
（
実
践
）＞

の
集
積
と
い
っ
た
顔
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
二
つ
の
顔
の
間
の
、
ず
れ
や

食
い
違
い
を
も
含
め
た
関
係
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
の

こ
と
に
こ
そ
生
き
た＜

文
化＞

を
見
つ
め
る
こ
と
の
意
義
と
面
白
さ
が
あ
る

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

観
光
学
部
交
流
文
化
学
科
の
教
育
で
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
や
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
の
実
習
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
授
業
や
本
や
テ
レ
ビ
を
通

し
て＜

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー＞

の
体
系
と
い
っ
た
顔
を
画
一
的
に
確
認
す
る
こ
と

だ
け
で
、＜

文
化＞

を
「
分
か
っ
た
」
こ
と
に
し
な
い
た
め
で
す
。
人
び
と

の
生
の
声
や
現
場
で
の
ふ
る
ま
い
と
い
っ
た
個
別
具
体
的
な＜

プ
ラ
ク
テ
ィ

ス＞

の
多
様
性
と
、
ま
ず
は
学
生
一
人
ひ
と
り
が
直
接
に
向
き
合
っ
て
み
る

こ
と
、
そ
の
こ
と
を
何
よ
り
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

私
が
指
導
す
る
文
化
人
類
学
の
ゼ
ミ
で
は
、
ま
だ
ゼ
ミ
に
入
っ
た
ば
か
り

の
2
年
生
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
挑
戦
し
ま
す
。
2
0
0
7
年
度
に
は「
日

本
文
化
に
恋
し
た
外
国
人
」
を
、
2
0
0
8
年
度
に
は
「
地
域
専
門
旅
行
会

社
で
働
く
人
び
と
」を
テ
ー
マ
と
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

調
査
テ
ー
マ
の
決
定
か
ら
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
対
象
者
へ
の
依
頼
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
調
整
、
録
音
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
テ
キ
ス
ト
作
り
や
整
理
・
考
察
ま
で
、

す
べ
て
を
学
生
た
ち
が
主
体
的
に
進
め
ま
す
。

こ
れ
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
で
ゼ
ミ
生
た
ち
は
、
数
々
の
語
り
手
の
間
に

様
々
な
共
通
性
と
差
異
と
が
入
り
混
じ
る
と
い
う
、「
声
の
複
数
性
」
と
直
面

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一
人
の
語
り
手
の
中
に
も
、
時
に
は
互
い

に
矛
盾
も
す
る
様
々
な
姿
勢
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
重
な
る
と
い
う
、「
声
の
重
層

性
」
と
も
直
面
し
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
経
験
を
経
た
上
で
、
ゼ
ミ
生
た
ち
は

3
年
次
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
に
挑
戦
し
、
人
び
と
の
声
を
支
え
て
い

る
は
ず
の
、
あ
る
い
は
、
口
か
ら
出
る
声
と
は
な
か
な
か
上
手
く
結
び
つ
か

な
い
こ
と
も
多
い
、
そ
ん
な
現
場
で
の
種
々
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
も
身
近

に
観
察
し
考
え
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。
2
0
0
8
年
度
は
3
年
生
と
2
年

生
と
が
一
緒
に
な
っ
て
、
埼
玉
県
秩
父
市
で
夏
に
行
わ
れ
る
川
瀬
祭
り
へ
の

参
加
型
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

 「
現
場
か
ら
立
ち
上
が
る
問
題
意
識
は
、
い
つ
で
も
新
し
く
、
し
か
し
複
雑

で
あ
る
」。
こ
れ
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
視
す
る
文
化
人
類
学
の
研
究

で
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
。
様
々
な
人
び
と
の
生
の
声
と
自
分
と
が

対
面
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
も
、
ほ
ぼ
同
様
な
言
葉
が
当
て
は
ま
る
で

し
ょ
う
。

以
下
で
は
、
2
0
0
7
年
度
の
「
日
本
文
化
に
恋
し
た
外
国
人
」
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
調
査
と
、
2
0
0
8
年
度
の
「
地
域
専
門
旅
行
会
社
で
働
く
人
び
と
」

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
と
を
、
ゼ
ミ
生
た
ち
自
身
が
紹
介
し
ま
す
。
ゼ
ミ
生
た

ち
は
自
分
た
ち
が
出
会
っ
た
「
心
に
響
く
声
ご
え
」
の
中
か
ら
い
く
つ
か
を

選
び
出
し
、
整
理
し
て
並
べ
、
そ
こ
か
ら
何
ご
と
か
を
引
き
出
そ
う
と
努
め

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
作
業
の
過
程
が
一
つ
ひ
と
つ
の
声
ご
え
の

持
つ
豊
か
さ
を
の
っ
ぺ
り
と
し
た＜

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー＞

へ
と
ま
と
め
上
げ
て

し
ま
う
作
為
と
背
中
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
た
じ
ろ
い
で
も
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
た
じ
ろ
ぎ
こ
そ
が
、
ゼ
ミ
生
た
ち
が＜

文
化＞

を
見
つ
め
る
学
術
の
入
り
口
に
し
っ
か
り
と
立
ち
始
め
て
い
る
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
、
と
私
は
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
以
下
の
誌
面
を
通
し
て
、
ま

ず
は
読
者
の
皆
さ
ん
御
自
身
が
、
ゼ
ミ
生
た
ち
の
出
会
っ
た
「
心
に
響
く
声

ご
え
」
と
真
っ
直
ぐ
に
対
面
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。（
葛
野
浩
昭
）

「交流文化」フィールドノート　心に響く声ごえと出会う

Field note 9
「交流文化」フィールドノート

心に響く声ごえと出会う
交流文化学科のインタビュー調査実習

葛野研究室（観光学部）

日本文化に恋した外国人インタビュー調査：
カナダ出身の落語家ロービックさんと

秩父市川瀬祭りのフィールドワーク：学生たちは
祭りの衣装を整えて参加・観察型の調査を行った

Field note 9
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日本文化に恋した外国人
2007年度インタビュー調査実習

伝統的日本文化と、それをプロとして背負っている外国人。日本文化の今を見つめ直してみようと、
私たちゼミ生が相談して決めたインタビュー調査です。東京だけでなく京都や大阪にまで出かけて、

大相撲、茶道、落語、日本画、木版画にプロとして取り組んでいる方々、計6名からお話を伺いました。
それぞれのお話の中から、私たちの心に響いた声を紹介します。

2007年度2年ゼミ生

安達薫・石井希・稲野邉早紀・稲福秀哉・
小島千明・高橋茉莉子・辻井文男・中村由衣・
野沢仁美・舟橋祐子・古市裕子・星野久子・
三股恭子・宮本真帆・村上智彦・室屋りえ

あにでし・しんでし　
南乃島勇さん（武蔵川部屋の大相撲力士：トンガ出身）

そうぞうりょく　
ダイアン・オレットさん（大阪にお住まいの落語家：イギリス出身）

じょうげかんけい　
グレッグ・ロービックさん（大阪にお住まいの落語家：カナダ出身）

Wake up ！　
デービッド・ブルさん（東京にお住まいの木版画家：カナダ出身）

「最近なんかあんまり言っても全然返事しないから、あーこれだんだんこういう兄
弟子新弟子の関係がなくなっていくのかなって。厳しくしなきゃなって。で、やっ
ぱ厳しくしたらその新弟子のまた新しい新弟子が入ってきたら、その、兄弟子と新
弟子の関係があるから、やっぱやらなきゃだめ」

伝統が続いているのは、厳格なしきたりが守られているからこそ。
入門当初、兄弟子・新弟子関係や厳しい稽古に戸惑った。しかし、自
分が新弟子を迎える側になると、伝統を受け継いでいくためには厳
しさが必要だと感じたという。

「最近想像を使わなくていい世界になってるから、落語すごくいい。イマジネーショ
ン使う。景色がない、衣裳もない。一人だけになってるけど、想像できるようになる。
お客さんから見たら今誰が話してる、今何人くらいいるとか、想像できなかったら
失敗だと思う」

想像力を使うところが落語の良さ。少しでもわかりやすく、想像力
を働かせやすくするために、声色・動作・目線・単語一つまでに気を
使う。

「多分あの、3年間いじめられっぱなしにしないと、その……なんか味が出ない。わ
かんないけど、わかるの。それだけじゃないけど、でもやっぱり毎日師匠に会うと、
もう……それから本当にいろいろ学ぶことができる」

弟子入りは落語家としての成長のきっかけとなる。厳しい上下関係
の中に入ってこそ、落語家としての「味」を身に付けることができる。

「僕の好きなことはこの国の人たちが忘れた、小さな社会の中のことの一つのことを、
将来まで守る考えはないですが、自分が好きですから自分がやるんですね。That say， 
I came from another country, I discovered nice part of Japanese culture you 
forgot about it, I’m saying “Hey！ Wake up, wake up！ Please remember” 光で
す、光。いい材料で、いい道具で、職人の腕、もう素晴らしいですが、その力全部合わせて、
きれいなものになるんですよ」

日本人が忘れてしまったという木版画の美しさ、光。デービッドさんが
「日本人が忘れてしまった」と語るものとは、いったい何なのか。

いちごいちえ　
ランディー・チャネル宗榮さん（京都にお住まいの茶道家：カナダ出身）

にほんてき？　
アラン・ウエストさん（東京にお住まいの日本画家：アメリカ出身）

「素晴らしさは、その、やっぱり人間の出会い。相手がいないと茶道にならない。そ
の時間を一緒に過ごすことがすごく特別。だから、よく一期一会と言うけれど、その
時間をこの人と一緒に過ごすことは、普通のパーティーより大事」

一期一会。その時、その人とのつながりを茶室で大切にすること。は
じめは柔道などの武道に取り組んでいた。武道と茶道との間には、
身体の使い方に共通性を感じているという。

「奥から出てきて、こんにちはって言うと、必ずあっ、でも何か違うんだよねって、日
本人じゃ描けないよねって。なんだろうか、そういう反応の奥にあるものが非常に
嫌ですね。ゴッホはオランダ絵を描いていたわけでもないし、フランス画でもない
し、ゴッホはゴッホの絵ですよね。で、そういう分けなきゃいけないという精神が失
礼にあたるというか」

絵を描くこと、絵を観ることに、その人の国籍を問おうとは思わない
アランさん。そして、アランさんの創り出す日本画を、どうしても「純
粋な日本文化」としては見ることのできない私たち。

Field note 9
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＜会社紹介＞

【沖縄ツーリスト】  沖縄県内に20以上の営業所を持つ、地元密着の沖縄専門旅行会社 
「サンゴ礁植え付けエコツアー 3・4日間」などを催行

【道祖神】   アフリカの旅を作り続けて30年のアフリカ専門旅行会社 
「ウガンダ・ンシェニ村ホームステイ 9日間」などを催行

【スペースワールド】  モロッコを始めとして、海外へのこだわりツアーを個人旅行ベースで提供する
旅行会社　「魅惑のモロッコ・マラケシュ フリー7日間」などを催行

【太陽海外航空】  スペイン・ポルトガル専門の旅行会社。旅行記のインターネット出版も 
行っている　「アンダルシア スケッチ旅行 15日間」などを催行

【風の旅行社】   ブータン、ネパール、ペルーなどの地域を取り扱う旅行会社  
「ブータン パロホームステイと農村散策 9日間」などを催行

【フィンツアー】  フィンランドを中心に北欧地域を専門に取り扱う旅行会社  
「ムーミンファンのためのムーミン谷物語 8日間」などを催行 

【ビーエス観光】  創業50年の歴史を持ち、多彩なインドを紹介するインド専門旅行会社 
「お釈迦様の8大聖地満願の旅 11日間」などを催行 

2008年度2年ゼミ生

石田優子・大野真里奈・小栗亜也奈・加藤琴巳・毛塚彩子・坂本瑛理・
佐藤大地・杉本陽一・鈴間公子・高木絵美・多久島萌美・谷島聡子・

張千尋・中村諒子・長田晃子・長森菜美子・光悦子・布戸百合子

33

地域専門旅行会社で働く人びと
2008年度インタビュー調査実習

観光学部交流文化学科、それは世界の様々な文化がお互いに出会い交流する地球時代の

観光について考えるところです。文化人類学のゼミで勉強している私たちにとって、

「地域専門旅行会社で働く人びと」は、どこか文化人類学者に似ている気がします。

そのお仕事はどのような魅力を持っているのか、生き生きした声に耳を傾けて具体的に考えてみたいと思います。

現地のことに夢中になる
「純粋に楽しいですよね、その国に関わっていられることが」（風の旅行社）
「一日中ずっとアフリカのことを考えていられる」（道祖神）
「沖縄好きだったら、もう一日中沖縄のこと考えればいい。お客さんと一日
中沖縄のこと話してればいい」（沖縄ツーリスト）

大好きな国や地域に関わっていられるからこそ、仕事が楽
しくて仕方がない。そういった様子が声にあふれていた。

人びとの素顔を伝えたい
「（ブータンは）『GNH』（国民総幸福量）とか『最後の桃源郷』とか、そう
いう理想的なイメージでばかり語られてしまうので…そういう言葉を
使わなくても十分魅力的な国なんですよっていうのを」（風の旅行社）

「話をした相手が何を考えているのか。『こんなことがうれしいんだ
な』っていうような本当に生の感覚。それを感じてほしい」（道祖神）

「インドっていうひとつのイメージじゃなくて、いろんなイメージを作
り出していかなくちゃいけないんだ。それが我々の仕事」（ビーエス観光）

「スペインは嫌がるんですよ。…『闘牛とフラメンコだけじゃ嫌だ、うちは普
通の国だ』って」（太陽海外航空）

外から一方的に抱きがちなイメージだけにとどまらな
い、その国で暮らす人びとの様々な日常を伝えたい。そ
ういった真っ直ぐな想いが伝わってきた。

プロだからこそ
「専門会社としてそういう（他社では対応できないことの）受け皿に」（沖縄
ツーリスト）

「何が何でもインドはこうだっていうのではなくて、こういう旅を求めてい
るのであれば、こういう魅力がありますよと」（ビーエス観光）

「これが良くてこれは悪いってのはないんじゃないかな。ただ、ど
れがあっても引き出しをつくっておくのが大事」（フィンツアー）

参加者が年に2人でも催行されるツアーなど、お客
の多様なニーズに対応できる。何でも任せろ！とい
う自信が伝わってきた。

観光のジレンマ
「我々から見ると、ブーム的にどーんと有名になって欲しくないって
いう部分もあるんですね。そうすると荒らされるだけで」（スペース

ワールド）

「安いだけとか、とにかく『ばーっ』っといくツアーは作るにしても、あえて積
極的には薦めない」（フィンツアー）

多くの人に共通して求められる観光商品も作りながら、効率
や利益ばかりが優先されるマスツーリズムのあり方へは違
和感を抱いているようだった。

地域とのつながり
「本当に向こうにいる人と一緒になって、もうそれこそ、ああでもないこうで
もない言いながら」（風の旅行社）

「現地も喜び、お客様もハッピー、我々もハッピーっていうのが一番嬉しい」
（スペースワールド）
「みんなスペインという一つの国（とのつながり）で生きているわけですよ

ね、日本でね」（太陽海外航空）

専門家としてお客と向き合うためには、自分
がまずどのようにその国と関わるのか。単に
個々の国ぐにを観光地として取り扱うのでは
なくて、現地の人びととの付き合いを深めて
ゆこうとする姿勢が伝わってきた。

スペースワールドでの
インタビュー調査

太陽海外航空　久本さん

風の旅行社　小林さん

フィンツアー　遠藤さん（右）

ビーエス観光
水野さん（真ん中）

道祖神　紙田さん（右）

Field note 9
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台
湾
中
部
の
廬
山
温
泉
は
、
日
本
人
に
と
っ

て
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
霧
社
事
件
の
記
憶

と
背
中
合
わ
せ
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
本
稿

で
は
温
泉
の
開
発
に
深
く
関
わ
っ
た
台
湾
原
住

民
セ
デ
ッ
ク
族
の
有
力
者
・
洪
仁
徳
氏
と
夫
人

の
邱
阿
妹
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
、
廬

山
温
泉
の
成
立
過
程
を
追
い
、
台
湾
に
お
け
る

温
泉
文
化
、
原
住
民  （
台
湾
に
お
い
て
、「
原
住
民
」

と
い
う
言
葉
は
差
別
的
な
意
味
を
含
ん
で
い
な
い
。
先

住
民
は
法
的
に
「
台
湾
原
住
民
族
」
と
規
定
さ
れ
、
自

称
も
「
原
住
民
」
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
の
語
を

用
い
る
）
と
観
光
開
発
の
関
係
を
考
え
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

本
稿
で
と
り
ま
と
め
た
聞
き
取
り
は
、
二
〇
〇
八
年
九
月
に
行
わ
れ
た
。

折
し
も
辛
樂
克
颱
風
（
台
風
一
三
号
）
が
接
近
し
て
い
た
も
の
の
、
九
月
一
二

日
、
廬
山
温
泉
は
薄
曇
り
の
の
ん
び
り
し
た
朝
を
迎
え
て
い
た
。
し
か
し
洪

氏
は
台
中
に
避
難
す
る
こ
と
を
薦
め
、
筆
者
は
多
少
い
ぶ
か
り
な
が
ら
、
調

る
。
塔
羅
灣
渓
と
呼
ば
れ
る
渓
谷
に
沿
っ
た
温
泉
街
は
、
標
高
一
、一
○
〇
m

ほ
ど
で
、
台
湾
で
も
最
も
高
地
に
立
地
す
る
温
泉
と
い
わ
れ
て
い
る
。
泉
質

は
無
色
透
明
の
ア
ル
カ
リ
性
炭
酸
泉
で
、入
浴
以
外
に
飲
泉
に
も
適
し
て
い
る
。

現
在
で
は
天
下
第
一
泉
と
呼
ば
れ
、
台
湾
国
内
で
も
知
名
度
の
高
い
山
中
の

温
泉
郷
で
あ
る
。

日
本
と
同
じ
く
環
太
平
洋
火
山
帯
に
属
す
る
台
湾
は
、
数
多
く
の
温

泉
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
台
湾
の
温
泉
が
現
在
に
続
く
形
態
を
整
え
た
の
は
、

一
八
八
五
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
至
る
日
本
に
よ
る
植
民
地
統
治
期
い
わ
ゆ

る
日
治
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
原
住
民
に
よ
る
原
初
的
な
温
泉
利
用
に
、

宿
泊
施
設
、
入
浴
施
設
な
ど
を
備
え
た
日
本
型
温
泉
浴
が
導
入
さ
れ
、
旅
館

が
建
ち
並
ぶ
温
泉
街
が
形
成
さ
れ
た
例
も
見
ら
れ
る
。
か
つ
て
台
湾
四
大
温

泉
と
言
わ
れ
た
北
投
（
台
北
北
郊
）、陽
明
山
（
台
北
北
郊
）、關
子
嶺
（
嘉
義
近
郊
）、

四
重
渓（
台
湾
南
部
）
は
多
少
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、多
く
は
こ
の
経
緯
で「
発

見
」さ
れ
日
本
人
植
民
者
に
よ
っ
て
温
泉
地
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
っ
た
。

現
在
大
規
模
な
温
泉
地
に
成
長
し
て
い
る
烏
来
や
知
本
も
同
様
で
あ
る
。
い

聞
き
書
き 

廬
山
温
泉
成
立
史

文
・
写
真 

稲
垣
勉

霧社事件の記念像
霧社事件は戦後、国民党政権下で山地同胞

（原住民）による抗日運動として、別の政治
的な意味を与えられるようになる。

査
期
間
を
短
縮
し
て
山
を
下
っ
た
。
そ
の
夕
刻
か

ら
廬
山
温
泉
は
記
録
的
な
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
、
渓

谷
の
増
水
で
壊
滅
的
な
被
害
を
被
っ
た
。
死
者
こ

そ
一
名
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
の
、
旅
館
の
倒
壊
一

軒
、
流
失
、
全
壊
各
一
軒
と
い
う
状
況
で
、
ほ
と

ん
ど
全
て
の
営
業
施
設
が
何
ら
か
の
被
害
を
受
け

た
。
本
稿
で
掲
載
す
る
写
真
は
、
被
災
前
の
廬
山

温
泉
、
最
後
の
姿
で
あ
る

懐
し
さ
と
異
質
性
を
持
つ
台
湾
温
泉

廬
山
温
泉
は
台
湾
の
中
央
部
・
南
投
縣
仁
愛
郷

に
立
地
し
て
い
る
。
中
部
の
中
心
都
市
・
台
中
市

か
ら
東
南
東
に
六
〇
㎞
あ
ま
り
、
霧
社
事
件
の
舞
台
と
な
っ
た
霧
社
か
ら
さ

ら
に
一
〇
㎞
ほ
ど
山
中
に
分
け
入
る
。
地
理
的
な
位
置
は
む
し
ろ
西
側
の
太

平
洋
岸
に
近
い
も
の
の
、
花
蓮
か
ら
の
道
路
事
情
が
悪
く
公
共
交
通
を
含
め

ア
ク
セ
ス
は
東
側
の
台
中
か
ら
が
中
心
で
あ
る
。
台
湾
を
南
北
に
貫
く
中
央

山
脈
の
西
麓
に
位
置
し
、
周
囲
に
は
三
、〇
〇
〇
m
級
の
山
々
が
連
な
っ
て
い

わ
ば
台
湾
の
温
泉
は
現
地
文
化
に
接
ぎ
木
さ
れ
た
日
本
で
あ
り
、
そ
の
後
国

民
党
政
権
下
で
変
容
し
な
が
ら
、最
近
ふ
た
た
び
大
風
呂
、檜
風
呂
な
ど
「
温

泉
先
進
国
」日
本
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
変
身
し
つ
つ
あ
る
。

台
湾
の
温
泉
は
複
雑
な
文
化
混
淆
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
置
か
れ
て
お
り
、
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
懐
か
し
さ
と
異
質
性
を
併
せ
持
っ
た
独
特
の
空
間
を
形
成

し
て
い
る
。

昭
和
五
年
生
ま
れ

洪
「
私
は
昭
和
五
年
に
霧
社
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
霧
社
事
件
の
一
日
前
の
こ

と
で
す
。
育
っ
た
の
は
埔
里
北
方
の
中
原
で
す
。
高
山
の
人
（
山
岳
原
住
民
）

は
オ
ラ
ン
ダ
時
代
、
鄭
成
功
時
代
か
ら
平
地
民  

の
進
出
に
追
わ
れ
て
平
地
の

土
地
を
失
っ
て
い
き
ま
し
た
。
私
の
家
系
も
台
中
、
草
屯
（
台
中
郊
外
）
と
移

動
し
、
曾
祖
父
の
代
は
埔
里
、
祖
父
、
父
の
代
に
眉
溪
（
霧
社
よ
り
多
少
下
手
の

集
落
）、
霧
社
に
移
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
萬
大
水
庫
（
碧
湖
・
一
九
三
九
年
完
成
）

の
ダ
ム
建
設
で
ま
た
移
住
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の
育
っ
た
中
原
は
、

　1930年、現在の南投縣仁愛郷
霧社で起こった原住民セデック
族による反乱。マヘボ（廬山温泉）
の首長モーナ・ルダオに率いられ
た原住民が、霧社公学校で行われ
ていた運動会を襲撃し、140名近
い日本人が殺害された。これに対
し台湾総督府は軍、警察に加え親
日本派の原住民を用いた鎮圧を
行い、結果として1000名あまり
の反乱原住民が殺害、自殺もしく
は行方不明になったといわれる。
　直接の原因は、原住民統治の末
端にあった日本人警察官の質の
低さ、労役の強制、労賃の搾取な
どへの反発といわれているが、理
蕃政策と言われる原住民を対象
とした「文明化」政策が破綻して
いたことは否定できない。霧社事
件後、対原住民政策はいわゆる皇
民化政策へと大きく転換するこ
とになる。

▶霧社事件

廬山温泉

台北
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家
内
が
生
ま
れ
育
っ
た
川
中
島   （
現
在
の
清
流
）
の
隣
の
集
落
で
す
。」

洪
「
霧
社
事
件
後
の
マ
ヘ
ボ
（
廬
山
温
泉
）
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
三
つ
の
姓

に
分
か
れ
て
住
ん
で
い
た
住
民
が
、
一
カ
所
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
姓
ご

と
に
列
を
作
り
、
三
列
の
家
が
並
ぶ
か
た
ち
で
す
。
場
所
は
現
在
の
吊
り
橋

よ
り
、
少
し
下
流
に
下
っ
た
塔
羅
灣
渓
南
岸
の
台
地
の
上
で
す
。」

邱
「
霧
社
事
件
以
前
、
私
の
母
の
時
代
に
は
、
河
原
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
温

泉
が
湧
い
て
お
り
、
マ
ヘ
ボ
の
原
住
民
は
一
日
の
山
仕
事
が
終
わ
っ
た
あ
と
、

そ
こ
で
疲
れ
を
癒
し
て
い
ま
し
た
。 

」

洪
「
昭
和
一
八
年
に
温
泉
を
利
用
し
た
警
察
の
招
待
所
が
作
ら
れ
、
富
士

招
待
所
と
名
付
け
ら
れ
ま
す
。
マ
ヘ
ボ
一
帯
も
富
士
温
泉
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
こ
う
呼
ん
で
い
た
の
は
日
本
人
だ
け
で
、
原
住
民
は

従
来
通
り
マ
ヘ
ボ
と
い
う
地
名
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
日
本
人
が
去
り
、

国
民
政
府
が
来
て
も
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。」

洪
「
日
本
敗
戦
後
、
富
士
招
待
所
は
す
ぐ
に
接
収
さ
れ
、
国
民
政
府
が
管

理
人
を
置
い
て
管
理
し
て
い
ま
し
た
。」

洪
「
蒋
介
石
が
台
湾
に
移
る
の
は
民
国
三
八（
一
九
四
九
）
年
で
す
が
、
比

較
的
す
ぐ
に
マ
ヘ
ボ
に
や
っ
て
来
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
招
待
所
は
蒋

介
石
自
身
に
よ
っ
て
廬
山
招
待
所
と
書
き
換
え
ら
れ
、
マ
ヘ
ボ
も
廬
山
温
泉

と
い
う
名
前
に
変
わ
り
ま
す
。蒋
介
石
の
晩
年
は
胃
を
病
ん
で
い
ま
し
た
の
で
、

二
カ
月
ほ
ど
の
長
期
で
滞
在
し
飲
泉
し
て
い
ま
し
た
。
蒋
介
石
の
滞
在
時
は

警
備
が
大
変
で
し
た
。」

多
く
の
植
民
地
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
他
者
に
よ
る
「
風
景
の
発
見
」
が

行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
人
入
植
者
は
中
央
山
脈
の
山
容
に
富
士
山
の
姿
を
認

め
、
蒋
介
石
は
南
京
政
府
の
夏
の
行
政
中
心
で
あ
り
、
自
ら
も
別
荘
を
営
ん

だ
江
西
省
廬
山
を
見
い
だ
し
た
。
元
々
そ
の
土
地
に
土
着
的
権
利
を
持
つ
者

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
身
勝
手
な
論
理
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
故

郷
喪
失
者
の
心
情
と
行
動
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
興
味
深
い
事
例
を
提
供

し
て
い
る
。

原
住
民
と
平
地
民

洪
「
私
が
旅
館
（
清
渓
温
泉
会
館
）
を
開
業
し
た
と
き
に
は
、
す
で
に
二
つ

の
旅
館
が
あ
り
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は
廬
山
招
待
所
を
管
理
し
て
い
た
楊
と
い

う
平
地
民
が
廬
山
招
待
所
前
の
土
地
を
登
記
し
て
作
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ

の
人
は
警
察
の
給
仕
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
招
待
所
の
管
理
人
に
な
り
、

妻
妾
二
人
に
旅
館
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
代
は
変
わ
り
ま
し
た
が
、
蜜
月
館

と
廬
山
園
と
い
う
名
前
の
大
型
旅
館
と
し
て
、
現
在
で
も
一
族
が
経
営
し
て

い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
仁
愛
郷
長
を
し
て
い
た
高
永
清　
と
い
う
人
が
土
地

を
登
記
し
て
始
め
た
と
こ
ろ
で
す
。」

邱
「
高
さ
ん
の
と
こ
ろ
（
碧
樺
温
泉
会
館
・
旧
名
碧
華
山
荘
）
は
ま
だ
所
有
し

て
い
ま
す
が
、
今
で
は
経
営
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
旅
館
を
貸
し
て
平
地
民
が

経
営
し
て
い
ま
す
。」

洪
「
私
が
旅
館
を
始
め
た
の
は
三
〇
年
ほ
ど
前
（
一
九
八
一
年
）
の
こ
と
で

す
が
、
当
時
の
廬
山
温
泉
は
、
わ
ず
か
に
旅
館
は
あ
る
も
の
の
、
あ
ま
り
う

ま
く
い
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
道
路
状
況
が
非
常
に
悪
く
、
温

泉
客
が
な
か
な
か
来
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
自
動
車
が
入
れ
る
の
は

霧
社
ま
で
、
そ
こ
か
ら
先
は
オ
ー
ト
バ
イ
が
せ
い
ぜ
い
で
し
た
。
私
は
ま
ず

初
め
に
、
ト
ラ
ク
タ
ー
を
使
っ
て
自
分
で
道
の
拡
幅
と
整
備
を
行
い
ま
し
た
。

道
が
整
備
さ
れ
る
と
、
次
々
と
平
地
民
が
旅
館
を
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。」洪

「
開
業
し
た
当
初
は
二
階
建
て
で
、
規
模
は
二
〇
室
を
ち
ょ
っ
と
上
回

る
程
度
で
し
た
。
各
部
屋
に
温
泉
を
引
い
た
浴
室
を
設
け
ま
し
た
が
、
最
初

は
臨
時
の
食
堂
し
か
な
く
大
変
な
苦
労
を
し
ま
し
た
。」

邱
「
外
で
食
事
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。」

洪
「
建
設
資
金
は
教
員
を
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
退
職
金
で
ま
か
な

い
ま
し
た
。」

邱
「
退
職
金
は
一
時
金
で
も
ら
う
か
、
年
金
と
し
て
も
ら
う
か
選
ぶ
こ
と

が
出
来
ま
す
。
主
人
は
何
の
相
談
も
無
し
に
一
時
金
で
も
ら
い
、
さ
ら
に
そ

れ
で
は
足
り
ず
借
り
入
れ
も
し
た
の
で
大
変
で
し
た
。
私
も
教
員
を
し
て
い

た
の
で
す
が
、
辞
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。」

洪
「
結
局
、
原
住
民
が
所
有
す
る
旅
館
は
八
軒
あ
り
ま
し
た
。
今
残
っ
て

い
る
の
は
私
の
と
こ
ろ
と
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
一
軒
の
み
で
す
。
六
軒
は

廃
業
し
平
地
民
に
売
却
さ
れ
ま
し
た
。
原
住
民
の
事
業
は
平
地
民
に
比
べ
資

金
不
足
で
あ
る
こ
と
が
原
因
で
す
。」

邱
「
そ
れ
か
ら
差
別
も
あ
り
ま
す
。
原
住
民
が
経
営
し
て
い
る
旅
館
に
は

お
客
が
な
か
な
か
来
て
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。」

洪
「
私
の
と
こ
ろ
は
何
と
か
経
営
を
続
け
、
再
投
資
し
規
模
を
拡
大
し
て

こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。」

洪
「
こ
こ
で
土
地
を
登
記
で
き
る
の
は
原
住
民
だ
け
で
す
。
廬
山
温
泉
一

帯
は
原
住
民
の
権
利
が
守
ら
れ
る
一
種
の
自
治
区
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
も

現
在
廬
山
温
泉
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
人
の
ほ
と
ん
ど
は
平
地
民
で
す
。
平

地
民
は
原
住
民
と
の
間
で
土
地
の
賃
貸
契
約
を
結
ん
で
事
業
を
立
ち
上
げ
ま

す
。
し
か
し
賃
貸
契
約
は
表
面
だ
け
で
、
事
実
上
の
所
有
権
で
す
。
ま
た
建

築
上
も
多
く
は
違
法
で
す
。
一
定
以
上
の
斜
面
に
は
建
物
は
建
て
る
こ
と
が

出
来
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
旅
館
は
建
設
さ
れ
、
増
築
さ

36特集　温泉クロニクル　聞き書き廬山温泉成立史
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れ
て
い
き
ま
す
。
高
山
の
人
は
急
斜
面
や
地
盤
の
悪
い
と
こ
ろ
に
は
家
を
建

て
ま
せ
ん
。
か
な
り
の
旅
館
は
違
法
建
築
で
あ
る
が
故
に
登
録
で
き
ま
せ
ん
。

不
動
産
関
係
、
営
業
関
係
の
税
金
を
納
め
る
代
わ
り
に
違
法
建
物
が
黙
認
さ

れ
営
業
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
し
ょ
う
。 

最
近
で
は
埔
里
の
大
規
模

な
企
業
が
参
入
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。」

洪
氏
は
師
範
学
校
時
代
に
原
住
民
と
平
地
民
と
の
経
済
力
の
差
を
痛
感
し

た
と
い
う
。
ま
た
教
員
と
し
て
勤
務
し
た
廬
山
温
泉
で
温
泉
に
親
し
み
、
郷

長
時
代
か
ら
地
域
開
発
に
お
け
る
温
泉
の
可
能
性
を
考
え
て
い
た
。
そ
の
後

貧
し
さ
を
克
服
し
経
済
力
を
つ
け
る
た
め
の
自
活
事
業
と
し
て
、
自
ら
旅
館

経
営
に
乗
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
温
泉
旅
館
の

よ
う
な
装
置
産
業
で
は
、
初
期
投
資
と
拡
大
の
た
め
の
追
加
投
資
が
不
可
欠

で
あ
り
、
元
々
資
金
力
の
乏
し
い
原
住
民
は
不
利
な
立
場
に
あ
る
。
廬
山
温

泉
の
開
発
が
急
展
開
し
た
時
期
は
、
台
湾
に
お
け
る
大
衆
観
光
の
勃
興
期
に

あ
た
る
。
遊
覧
バ
ス
で
や
っ
て
く
る
大
量
の
観
光
客
を
収
容
す
る
に
は
、
そ
れ

な
り
の
施
設
規
模
が
必
要
で
あ
る
。
早
期
に
参
入
し
拡
大
サ
イ
ク
ル
に
乗
る

こ
と
が
出
来
た
一
部
を
除
き
、
拡
大
の
た
め
の
追
加
投
資
に
よ
う
す
る
資
金

力
に
欠
け
る
原
住
民
の
旅
館
進
出
は
淘
汰
さ
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

現
在
の
廬
山
温
泉

洪
「
マ
ヘ
ボ
に
は
二
〇
〇
カ
所
程
度
の
温
泉
の
湧
出
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
そ
の
う
ち
半
分
ほ
ど
は
、
河
原
な
ど
に
湧
い
て
い
る
と
い
う
理
由
で
使

う
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
残
り
は
各
旅
館
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
各
々

が
複
数
の
温
泉
頭
（
源
泉
）
を
持
つ
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
私
の
と
こ
ろ
は
敷

地
内
の
高
台
に
三
カ
所
の
温
泉
頭
を
持
っ
て
お
り
、
ポ
ン
プ
で
汲
み
出
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
一
旦
タ
ン
ク
に
貯
め
、
各
客
室
に
給
湯
し
ま
す
。
廬
山
温

泉
に
は
統
一
的
に
温
泉
を
管
理
す
る
組
織
は
あ
り
ま
せ
ん
。
各
旅
館
は
自
己

責
任
で
温
泉
を
管
理
し
、自
分
の
温
泉
頭
か
ら
の
温
泉
を
利
用
し
て
い
ま
す
。」

邱
「
行
政
は
温
泉
を
一
カ
所
に
集
め
、
集
中
的
に
管
理
し
た
い
と
考
え
て

い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
各
旅
館
は
こ
う
し
た
集
中
管
理
で
十
分
な
量
の

温
泉
を
確
保
で
き
る
か
、
む
し
ろ
心
配
し
て
い
ま
す
。」

洪
「
温
泉
の
湧
出
量
は
季
節
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
雨
の
多
い
夏
は
湧

出
量
が
多
く
、少
な
い
冬
は
減
少
し
ま
す
。
夏
と
冬
で
水
温
は
変
化
し
ま
せ
ん
。

旅
館
は
増
加
し
ま
し
た
が
、
温
泉
に
関
し
て
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
生
じ
て
き

ま
せ
ん
で
し
た
。」

洪
「
台
湾
で
は
客
室
に
付
設
さ
れ
た
浴
室
の
浴
槽
で
の
、
温
泉
利
用
が
一

般
的
で
す
。
浴
槽
に
温
泉
を
貯
め
、
入
浴
後
は
流
す
と
い
う
使
い
方
で
す
。」

邱
「
北
投
あ
た
り
で
は
男
女
別
浴
で
裸
に
な
っ
て
入
浴
す
る
日
式
（
日
本
風
）

の
大
風
呂
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
廬
山
温
泉
で
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。  

大
き
な
お
風
呂
は
、
温
泉
プ
ー
ル
形
式
の
も
の
で
男
女
混
浴
、
水
着
と

水
泳
帽
を
着
用
し
て
入
浴
し
ま
す
。
温
泉
プ
ー
ル
形
式
の
場
合
は
、
水
を
加

え
て
湯
温
を
下
げ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。」

洪
「
温
泉
プ
ー
ル
を
設
置
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
敷
地
条
件
や
経
営
規
模

で
決
ま
っ
て
き
ま
す
。
私
の
と
こ
ろ
に
も
温
泉
プ
ー
ル
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

台
風
に
よ
る
洪
水
で
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
在
の
も
の
は
岩
な
ど
を

使
っ
た
自
然
な
造
り
の
露
天
風
呂
形
式
で
す
が
、
水
着
を
着
て
入
浴
す
る
か

た
ち
で
す
。」

邱
「
今
人
気
が
あ
る
の
は
家
族
風
呂
で
す
。
家
族
全
員
が
入
る
こ
と
の
で

き
る
大
き
な
浴
室
と
浴
槽
で
す
。
客
室
に
付
設
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
が
、
別
に
設
置
し
て
共
同
利
用
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
専
用
で
す
の
で

裸
で
利
用
し
ま
す
。」

邱
「
日
帰
り
の
温
泉
浴
も
あ
り
ま
す
。
客
室
と
温
泉
だ
け
を
時
間
利
用
し
、

宿
泊
は
し
な
い
と
い
う
お
客
様
で
す
。
彰
化
（
西
海
岸
の
都
市
、
台
中
の
南
西

二
〇
㎞
ほ
ど
）
あ
た
り
ま
で
の
比
較
的
近
い
と
こ
ろ
か
ら
来
ら
れ
ま
す
。
た
だ

私
た
ち
の
旅
館
で
は
ほ
と
ん
ど
の
方
が
宿
泊
さ
れ
ま
す
。
宿
泊
さ
れ
る
お
客

様
は
温
泉
に
入
浴
さ
れ
、
夜
は
温
泉
街
を
そ
ぞ
ろ
歩
き
と
い
う
楽
し
み
方
で

し
ょ
う
か
。
吊
り
橋
の
と
こ
ろ
か
ら
温
泉
街
が
川
に
沿
っ
て
続
い
て
い
ま
す
。

お
土
産
を
見
て
回
り
、
多
少
お
腹
が
す
け
ば
屋
台
で
軽
い
食
事
も
出
来
ま
す
。

セ
ブ
ン
・
イ
レ
ブ
ン
な
ど
の
コ
ン
ビ
ニ
も
あ
り
ま
す
よ
。
お
酒
を
飲
む
と
こ

ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
ラ
オ
ケ
は
あ
り
ま
す
が
、
以
前
ほ
ど
盛
ん
で
は
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
カ
ラ
オ
ケ
の
設
備
に
対
す
る
税
金
が
高
く
、
あ
ま
り
う
ま

み
の
あ
る
商
売
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
も
以
前
は
カ
ラ

オ
ケ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
や
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。」

土
地
の
権
利
と
資
本
の
論
理

歴
史
的
に
廬
山
温
泉
（
マ
ヘ
ボ
）
は
原
住
民
セ
デ
ッ
ク
族
に
属
す
る
土
地
で

あ
っ
た
。
開
発
前
史
は
植
民
化
、
強
制
的
な
国
民
化
の
中
で
、
他
者
に
よ
っ

て
風
景
が
発
見
さ
れ
て
い
く
過
程
そ
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
一
方
近
代
温
泉

地
と
し
て
の
廬
山
温
泉
の
歴
史
は
、
経
済
的
に
急
成
長
す
る
台
湾
に
お
け
る

土
着
の
権
利
と
資
本
の
論
理
の
せ
め
ぎ
合
い
で
あ
っ
た
。

も
と
も
と
山
間
部
の
土
地
は
生
産
性
が
低
く
、
平
地
民
か
ら
は
等
閑
視
さ

れ
て
き
た
。し
か
し
一
旦
温
泉
地
と
し
て
観
光
の
枠
組
み
に
取
り
込
ま
れ
る
と
、

山
間
部
の
土
地
は
商
品
価
値
を
持
ち
始
め
、
原
住
民
に
と
っ
て
の
土
着
的
な

生
活
空
間
、
生
産
の
場
が
資
本
主
義
経
済
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
し
か
し

山
間
地
が
商
品
価
値
を
持
つ
の
は
、
開
発
の
為
の
資
本
投
下
が
前
提
で
あ
り
、

6)

7)

上 土地販売の看板　中 廬山温泉案内図　下 蒋介石が滞在した廬山
招待所（現・蒋公行館）
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観
光
化
は
資
金
力
の
あ
る
平
地
民
の
流
入
を
招
き
、
平
地
民
の
経
済
的
支
配

が
山
間
地
で
確
立
す
る
過
程
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
原
住
民
の
経

済
的
権
益
は
事
実
上
大
き
く
制
約
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
方
原
住
民
自
体
の
政
治
的
位
置
づ
け
は
さ
ら
に
複
雑
で
、
大
き
な
変
化

に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
国
民
党
政
権
下
で
は
「
内
な
る
他
者
」
と
し
て
、
日

治
時
代
の
皇
民
化
政
策
同
様
、「
文
明
化
」
政
策
の
対
象
と
な
り
国
民
化
が

推
し
進
め
ら
れ
る
。
し
か
し
国
際
情
勢
こ
と

に
台
中
関
係
の
変
化
に
と
も
な
い
、
李
登
輝

政
権
、民
進
党
政
権
下
で「
二
つ
の
中
国
」「
ひ

と
つ
の
台
湾
、
ひ
と
つ
の
中
国
」
あ
る
い
は

「
新
台
湾
人
」な
ど
の
主
張
が
表
面
化
す
る
と
、

台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
高
ま
り
を
背
景

に
、
原
住
民
は
台
湾
の
固
有
性
、
独
自
性
を

保
証
す
る
存
在
へ
と
転
化
し
て
い
く
。
九
〇

年
代
の
民
主
化
に
と
も
な
っ
て
原
住
民
自
身

に
よ
る
権
利
回
復
運
動
が
生
じ
た
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
原
住
民
自
身
に
よ
る
運

動
以
上
に
、
原
住
民
が
直
面
す
る
経
済
的
、

社
会
的
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
、
台
湾

原
住
民
の
存
在
あ
る
い
は
表
象
は
台
湾
に
お
け
る
内
な
る
他
者
と
し
て
、
大

陸
に
対
し
て
台
湾
の
固
有
性
を
主
張
す
る
記
号
と
し
て
芸
能
界
、
観
光
な
ど

の
場
面
で
一
人
歩
き
し
始
め
る
。

廬
山
温
泉
で
も
山
岳
原
住
民
の
意
匠
や
表
象
が
様
々
な
と
こ
ろ
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。
経
済
的
に
は
平
地
民
の
圧
倒
的
な
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
、
観

光
上
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
た
め
に
は
山
岳
原
住
民
の
存
在
が

不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
状
況
は
、
現
在
「
台
湾
」
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
の

縮
図
と
言
え
よ
う
。

土
着
の
知
恵

廬
山
温
泉
は
台
湾
の
有
名
温
泉
地
の
中
で
も
、
先
進
的
な
場
所
と
は
い
え

な
い
。
現
在
台
湾
の
温
泉
は
、
世
界
的
な
傾
向
と
な
っ
た
ス
パ
型
の
ト
リ
ー

ト
メ
ン
ト
導
入
し
、
日
本
の
高
級
旅
館
を
模

し
た
和
室
や
野
天
風
呂
を
取
り
入
れ
て
急
速

な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
過
程
に
あ
る
。
廬
山
温

泉
で
は
こ
う
し
た
傾
向
が
多
少
は
見
ら
れ
る

も
の
の
、
ま
だ
一
般
化
す
る
に
は
至
っ
て
い

な
い
。
ま
た
大
規
模
ホ
テ
ル
企
業
も
未
進
出

で
あ
る
。
反
面
、
こ
の
状
況
が
レ
ト
ロ
な
温

泉
地
の
風
情
を
残
し
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

も
懐
か
し
い
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
る
原
因
に

な
っ
て
い
る
。

と
は
い
え
廬
山
温
泉
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と

無
縁
な
わ
け
で
は
な
い
。
洪
氏
が
所
有
す
る

清
渓
温
泉
会
館
は
現
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の

従
業
員
を
雇
用
し
て
い
る
。
山
間
部
に
お
け
る
労
働
人
口
の
減
少
、
賃
金
の

上
昇
へ
の
対
策
で
あ
る
。
朝
食
に
出
す
日
本
風
の
卵
焼
き
を
器
用
に
作
る
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
存
在
は
、
そ
の
ま
ま
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
状
況
と
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
複
雑
に
結
合
し
た
現
在
の
廬
山
温
泉
を
象
徴
し
て
い
る
。

冒
頭
で
述
べ
た
台
風
に
よ
る
被
災
後
の
調
査
に
よ
る
と
、
建
築
上
適
法
で

あ
っ
た
施
設
は
1
割
に
も
満
た
な
か
っ
た
と
い
う
。
洪
氏
が
指
摘
し
た
通

特集　温泉クロニクル　聞き書き廬山温泉成立史

サッブ・ビフ
（日本名　野上行義）
セデック族。1930年、霧社で
生まれる。萬大水庫（ダム湖）
の建設にともなって、埔里の
北にある中原に移住する。教
員となり春陽（霧社と廬山温
泉の間にある集落・旧名は櫻）
の小学校に勤務。その後1968
年から仁愛郷の郷長を務め、
再度教員となり退職。1981年、
廬山温泉に旅館を開業する。
現在は埔里に在住。

洪　仁徳

イワン・ダックン
（日本名　安田道子）
セデック族。1937年、川中島
生まれ。洪仁徳氏の夫人。元
教員。現在は埔里に在住。妹
はモーナ・ルダオの娘の養女
となる。

邱　阿妹

霧社事件で反乱原住民を指揮したモーナ・ルダオ

り
、
急
斜
面
、
軟
弱
な
地
盤
、
渓
谷
の
流
れ
を
無
視
し
て
建
設
さ
れ
た
施
設

は
甚
大
な
被
害
を
被
っ
た
。
い
わ
ば
廬
山
温
泉
は
土
着
の
知
恵
を
軽
ん
じ
た

ツ
ケ
を
払
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
被
害
は
き
わ
め
て
広
範
囲
で
あ

り
、
今
後
廬
山
温
泉
は
復
興
の
過
程
で
大
き
く
変
貌
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ

う
。
今
後
と
も
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
テ
ィ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
原
住
民
文
化

が
複
雑
に
絡
み
合
う
変
貌
の
過
程
を
、
注
意
深
く
観
察
し
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
。

謝
辞

：

本
稿
は
文
部
科
学
省
私
立
大
学
経
常
費
補
助
金-

地
域
共
同
研
究
か
ら
の
一
部
援
助
で
実
施
し
た
調
査

を
も
と
に
し
て
い
る
。
付
記
し
て
感
謝
に
か
え
た
い
。

注
台
湾
の
先
住
民
は
自
ら
の
総
称
と
し
て
こ
の
用
語
を
用
い
て
い
る
。
区
分
は
時
代
に
連
れ
て
増
加
し
て
お
り
、

現
在
は
二
〇
〇
八
年
に
タ
イ
ヤ
ル
族
か
ら
分
離
独
立
し
た
セ
デ
ッ
ク
族
を
含
め
一
四
の
種
族
が
公
認
さ
れ
て
い
る
。

洪
氏
が
意
識
す
る
民
族
境
界
は
学
問
的
、
行
政
的
な
区
分
と
は
多
少
異
な
る
。
明
確
な
境
界
は
高
山
族
（
山

岳
原
住
民
）
と
そ
れ
以
外
と
の
間
に
引
か
れ
、
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
漢
化
し
た
原
住
民
で
あ
る
平
埔
を
含

む
高
山
族
以
外
の
人
々
全
体
を
平
地
民
と
い
う
名
称
で
呼
ん
で
い
る
。

霧
社
事
件
に
続
き
、
反
乱
原
住
民
の
掃
討
で
日
本
に
協
力
し
た
原
住
民
、
い
わ
ゆ
る
味
方
蕃
を
日
本
側
が
教

唆
し
た
と
さ
れ
る
、投
降
反
乱
原
住
民
の
虐
殺
事
件
、第
二
霧
社
事
件
が
発
生
し
た
。こ
の
生
き
残
り
を
移
住
さ
せ
、

強
い
監
視
下
に
置
い
た
場
所
が
川
中
島
で
あ
る
。
中
州
で
は
な
い
も
の
の
、
背
後
は
高
い
崖
に
囲
ま
れ
、
丸
木

橋
ひ
と
つ
で
外
界
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。

霧
社
事
件
当
時
か
ら
マ
ヘ
ボ
の
温
泉
は
板
塀
な
ど
最
低
限
の
設
備
を
備
え
て
い
た
。（
林
え
い
だ
い 

二
〇
〇
二
）

高
永
清
（
日
本
名
中
山
清
）
は
日
本
の
理
蕃
政
策
の
モ
デ
ル
と
い
わ
れ
た
花
岡
二
郎
の
妻
・
初
子
の
再
婚
相
手
。

花
岡
は
セ
デ
ッ
ク
族
出
身
で
植
民
地
政
府
か
ら
選
ば
れ
教
育
を
受
け
、
霧
社
で
警
察
に
勤
務
し
た
。
花
岡
は
霧

社
事
件
を
う
け
て
自
殺
、
同
じ
セ
デ
ッ
ク
族
出
身
の
妻
は
、
後
年
同
族
の
高
と
再
婚
し
た
。
高
は
国
民
政
府
下

で
郷
長
を
つ
と
め
た
。

 （
黄
、
丁
、
劉 

二
〇
〇
九
）
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
七
年
時
点
で
、
廬
山
所
在
の
営
業
施
設
の
約
七
割
が
建
築

許
可
を
受
け
て
い
な
い
。

台
湾
の
温
泉
に
お
い
て
裸
で
入
浴
す
る
大
風
呂
は
、
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
と
に
最
近
は
日

本
に
お
け
る
温
泉
ブ
ー
ム
を
受
け
て
増
加
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
従
来
か
ら
の
日
本
式
大
風
呂
は
、
日
治
期
に

成
立
し
た
温
泉
地
に
残
っ
た
日
本
的
伝
統
で
あ
り
、
廬
山
温
泉
の
よ
う
に
国
民
政
府
下
で
本
格
的
に
温
泉
地
と

し
て
の
開
発
が
始
ま
っ
た
地
域
で
は
か
な
ら
ず
し
も
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
。
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読
書
案
内

B
ook Review

日
本
の
温
泉
の
歴
史
を
ひ
も
と
く

本
号
の
特
集
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
書
籍
の
中
か
ら
選
ん
だ
の
は
、

日
本
の
近
現
代
の
温
泉
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
2
冊
。

『
近
代
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
温
泉
』

関
戸
明
子 

著

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
（
2
0
0
7
）
1
9
9
5
円

読書案内

『
黒
川
温
泉
の
ド
ン

  -

後
藤
哲
也
の「
再
生
」の
法
則
』

後
藤
哲
也 

著

朝
日
新
聞
社
（
2
0
0
5
）
1
2
6
0
円

黒
川
温
泉
の
ド
ン
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
に
ま
ず
圧
倒
さ

れ
る
が
、
本
書
は
ア
ウ
ト

ロ
ー
小
説
で
は
な
い
。
ま
た
タ
イ
ト
ル
に

は
「
再
生
の
法
則
」
と
も
あ
る
が
、
本

書
は
単
な
る
h
o
w-

t
o
本
で
も
な
い
。

黒
川
温
泉
の
ド
ン
と
さ
れ
る
著
者
は
、

参
与
観
察
や
定
点
観
測
と
も
言
え
る
よ

う
な
こ
と
を
実
に
丹
念
に
お
こ
な
い
、
観

察
し
た
事
象
に
パ
タ
ー
ン
や
規
則
性
を

見
出
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
は

ま
さ
に
研
究
者
そ
の
も
の
な
の

で
あ
る
。

　
著
者
は
黒
川
温
泉
（
熊
本

県
）
の
新
明
館
と
い
う
旅
館
の

経
営
者
で
あ
り
、
自
ら
の
手
で

洞
窟
風
呂
を
掘
る
な
ど
し
て
、

わ
る
近
代
化
の
中
身
と
は
、
①
個
人
の

経
済
力
向
上
と
休
暇
制
度
の
整
備
に

よ
る
需
要
の
増
大
、
②
安
全
で
速
い
交

通
機
関
の
整
備
、
③
温
泉
地
に
お
け
る

様
々
な
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
④
メ
デ
ィ

温
泉
好
き
で
知
ら
れ
る
日
本

人
だ
が
、
は
た
し
て
あ
な

た
は
い
く
つ
温
泉
を
知
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
数
多
く
の

温
泉
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
行
っ

た
こ
と
の
な
い
所
ば
か
り
と
い
う
人
が

ほ
と
ん
ど
だ
ろ
う
。
本
書
の
優
れ
た
点

は
、
今
日
あ
ま
た
あ
る
日
本
全
国
の
温

泉
地
を
取
り
上
げ
て
、
明
治
以
降

約
70
年
に
わ
た
る
近
代
化
の
流
れ

の
中
に
位
置
づ
け
た
点
に
あ
る
。

　
本
書
に
よ
れ
ば
、
温
泉
地
に
関

没
個
性
的
だ
っ
た
黒
川
温
泉
を
、
一
躍
女

性
客
を
中
心
に
高
い
人
気
を
誇
る
温
泉

地
に
育
て
上
げ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ

る
。
具
体
的
に
著
者
が
お
こ
な
っ
た
こ
と

は
、
京
都
や
軽
井
沢
な
ど
に
足
繁
く
通

い
、
行
き
交
う
観
光
客
の
会
話
を
立
ち

聞
き
し
た
り
、
人
を
惹
き
つ
け
る
店
の

間
口
や
板
の
寸
法
を
測
っ
た
り
し
た
。
こ

の
よ
う
な
観
光
地
の
観
察
を
通
し
て
、

1
9
8
0
年
前
後
の
京
都
で
、
剪
定
さ

れ
た
松
や
池
、
茶
室
な
ど
が
整
然
と
配

置
さ
れ
た
寺
院
か
ら
、
コ
ケ
庭
な
ど
の

自
然
を
再
現
し
た
寺
院
に
、
客
足
が
移
っ

て
い
っ
た
こ
と
を
見
出
し
た
。
ま
た
、
手

で
削
っ
た
板
は
規
格
品
と

異
な
り
寸
法
が
ば
ら
ば
ら

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
板
で
構

成
さ
れ
た
建
物
の
中
に
、
自
然

と
の
調
和
や
心
を
落
ち
着
か
せ
る

何
物
か
が
あ
る
の
を
発
見
し
た
と
い

う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
の
行
動
や

人
を
惹
き
付
け
る
も
の
の
中
に
、
パ
タ
ー

ン
や
規
則
性
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
こ
れ
ら
を
黒
川
の
ま
ち
づ
く

り
に
活
か
し
て
い
く
。
自
然
植
栽
や
借

景
を
用
い
た
自
然
の
雰
囲
気
づ
く
り
か

ら
和
風
建
築
の
板
の
削
り
方
ま
で
。
こ

う
し
た
手
法
が
再
生
の
法
則
と
し
て
本

書
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
手

法
や
法
則
は
と
も
す
れ
ば
独
断
専
行
に

陥
り
、
奇
抜
な
景
観
を
生
み
出
す
こ
と

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本

書
を
読
ん
で
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
は
、

観
察
や
観
測
を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ

ど
、
手
法
や
法
則
は
普
遍
的
な
も
の
に

近
づ
き
、
社
会
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
研
究
者
の
端
く

れ
と
し
て
肝
に
銘
じ
て
お
く
べ
き
だ
と

感
じ
た
。
努
力
、
惜
し
ま
ざ
る
べ
し
。

ア
に
よ
る
温
泉
地
情
報
の
大
衆
へ

の
伝
達
に
あ
る
。
本
書
は
こ
れ
ら

の
諸
点
を
次
の
よ
う
な
史
料
を
読

み
解
く
こ
と
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　
①
に
つ
い
て
は
、
内
務
省
衛
生
局
発

行
の
『
日
本
鉱
泉
誌
』
な
ど
を
も
と
に
、

温
泉
地
へ
の
入
込
客
数
の
推
移
を
示
し

て
い
る
。
②
と
③
に
つ
い
て
は
、
鉄
道

省
と
日
本
旅
行
協
会
が
編
纂
・
出
版
し

て
き
た
『
温
泉
案
内
』
な
ど
を
も
と
に
、

主
要
都
市
か
ら
の
交
通
手
段
の
発
達
と

時
間
距
離
の
短
縮
を
も
と
め
た
り
、
療

養
や
行
楽
、
慰
安
と
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス

の
質
的
変
化
に
分
析
を
加
え
た
り
し
て

い
る
。
中
で
も
特
筆
す
べ
き
は
④
に
つ

い
て
で
あ
り
、
昭
和
初
期
に
盛
ん
に
行

わ
れ
た
新
聞
社
主
催
の
人
気
投
票
を
通

し
て
、
温
泉
人
気
の
加
熱
ぶ
り
を
描
き

出
す
。
そ
し
て
、
鉄
道
や
ト
ン
ネ
ル
開

通
を
契
機
に
発
行
さ
れ
た
広
域
の
鳥
瞰

図
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
い
く
つ
か
の

温
泉
地
が
郡
単
位
で
結
束
し
て
入
湯
客

を
誘
致
す
る
よ
う
に
な
っ
た
プ
ロ
セ
ス

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
代
に
お
い
て
い
く

つ
か
の
地
域
が
商
品
改
良
と
販
売
促
進

の
た
め
に
統
合
し
、
他
地
域
と
の
競
争

を
繰
り
広
げ
な
が
ら
地
域
色
を
強
め
て

分
化
し
て
い
く
と
い
う
現
象
は
、
酒
造

業
や
農
業
の
産
地
形
成
で
も
確
認
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
書
は
近

代
の
地
域
研
究
と
し
て
も
良
書
の
一
つ

だ
と
言
え
る
。
ま
た
、
本
書
は
高
い
視

点
か
ら
温
泉
地
を
俯
瞰
し
た
も
の
で
あ

り
、
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
な
分
析

が
な
い
分
、
容
易
に
通
読
で
き
る
。
さ

ら
に
、
分
析
に
用
い
た
書
籍
を
詳
細
に

解
説
し
て
お
り
、
近
代
温
泉
研
究
の
書

誌
情
報
と
し
て
も
大
い
に
役
立
つ
。
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さ
る
一
月
一
五
日
、
立
教
大
学
観
光
学

部
は
、
タ
イ
の
タ
マ
サ
ー
ト
大
学
教

養
学
部
と
の
間
で
学
部
間
協
定
を
締

結
し
た
。
す
で
に
立
教
大
学
は
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ー

ン
大
学
と
大
学
間
提
携
し
て
お
り
、
今
回
の
提

携
で
タ
イ
を
代
表
す
る
二
大
学
双
方
と
の
協
力

関
係
が
樹
立
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

タ
マ
サ
ー
ト
大
学
は
一
九
三
四
年
に
設
立
さ

れ
た
、
タ
イ
で
二
番
目
に
長
い
歴
史
を
持
つ
国

立
大
学
で
あ
る
。
創
立
者
プ
リ
ー
デ
ィ
ー
・
パ

ノ
ム
ヨ
ン
は
タ
イ
の
王
政
か
ら
立
憲
君
主
制
へ

の
移
行
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
政
治
家
で
、

後
に
首
相
に
就
任
す
る
。
こ
の
伝
統
を
受
け
て
、

四
月
六
日
、
マ
カ
オ
（
澳
門
）
か
ら
、

社
会
文
化
長
官
・
譚
俊
榮
氏
を
団
長

と
す
る
代
表
団
が
観
光
学
部
を
訪
問

し
た
。
代
表
団
は
政
府
、
大
学
、
実
業
界
か
ら

構
成
さ
れ
、
教
育
上
の
協
力
関
係
を
模
索
す
る

こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
マ
カ
オ
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の

統
治
下
か
ら
、
一
九
九
九
年
に
中
国
の
特
別
行

政
区
と
な
っ
た
。
珠
江
河
口
に
位
置
す
る
マ
カ

オ
は
、
多
面
的
な
顔
を
持
っ
た
観
光
都
市
で
あ

る
。
香
港
や
広
州
に
も
近
く
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の

同
大
学
は
タ
イ
の
民
主
化
に
大
き
な
役
割
を
果

た
し
、
タ
マ
サ
ー
ト
の
歴
史
は
タ
イ
民
主
化
の

歴
史
と
い
わ
れ
て
い
る
。

現
在
は
理
工
系
を
含
む
総
合
大
学
に
成
長

し
、
最
高
学
府
と
し
て
タ
イ
社
会
に
重
き
を

な
し
て
い
る
。
教
養
学
部
は
大
学
院
が
王
宮
に

隣
接
し
た
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
川
沿
い
の
タ
ー
プ
ラ

チ
ャ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
、
学
部
教
育
が
郊
外
の
広

大
な
ラ
ン
シ
ッ
ト
キ
ャ
ン
パ
ス
で
実
施
さ
れ
て

い
る
。
今
後
両
学
部
間
で
教
員
や
学
生
の
相
互

交
流
、
教
育
・
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
促
進
が

計
画
さ
れ
て
お
り
。
す
で
に
学
生
の
受
け
入
れ

が
始
ま
っ
て
い
る
。

文
化
史
跡
は
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
、
一
方
で

従
来
か
ら
マ
カ
オ
経
済
を
支
え
て
き
た
カ
ジ
ノ

は
、
中
国
の
経
済
発
展
に
と
も
な
い
ラ
ス
ベ
ガ

ス
を
し
の
ぐ
、
世
界
最
大
の
カ
ジ
ノ
地
域
に
成

長
し
て
い
る
。

中
国
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
文
化
が
融
合
し
た
観

光
都
市
マ
カ
オ
は
、
観
光
学
部
に
と
っ
て
も
可

能
性
あ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
、
大
学
間
協
定

を
含
め
今
後
の
協
力
関
係
を
鋭
意
検
討
し
て
い

く
こ
と
で
合
意
が
な
さ
れ
た
。

進む海外との学部間交流

このコーナーでは観光学部が行う国際交流の現場を随時報告していきます。

マカオ代表団来訪
2009.4.6

タマサート大学と学部間提携
2009.1.15

進む海外との学部間交流

上 代表団に観光学部の教育を説明する豊田学部長　下 社会文化長官譚俊榮
氏と記念品を交換する豊田学部長

開催日

2008
12／18 

講演者

サミラ・ムーサ
スルタン・カブース大学准教授、国家評議会議員

演題
最近の観光学部講演会

2009
4／3 

長田明
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
総支配人

観光・ホスピタリティ産業の魅力および現代的課題

6／15 張世満
中国・山西大学歴史文化旅遊学院副院長、副教授 観光産業の位置付けを考えよう

7／8 グエン・ティエン・ナム
ベトナム国家大学ハノイ社会人文大学　
国際文化研究センター　副所長

ベトナム文化、そして日本文化との比較

オマーンの観光について

上 木立に囲まれた教養学部の中庭　中 本部校地タープラチャン
キャンパスの校舎群　下 創立者プリーディー・パノムヨンの銅像と、
民主化の象徴となっている三角屋根。
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事
に
は
ず
れ
、
講
義
が
始
ま
る
と
、
教
室
内
は

打
っ
て
変
わ
っ
て
静
寂
に
包
ま
れ
、
学
生
諸
君

は
私
の
話
と
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
画
面
に
全
神

経
を
集
中
さ
せ
る
。
静
寂
な
中
に
も
受
講
生
の

真
剣
な
ま
な
ざ
し
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
る

緊
張
感
溢
れ
る
時
間
で
あ
っ
た
。
一
七
〇
名
の

受
講
生
全
員
の
目
が
私
と
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の

画
面
に
注
が
れ
、
他
方
で
は
、
真
剣
に
ノ
ー
ト

を
と
る
と
い
う
光
景
を
目
の
当
た
り
に
し
、
筆

者
自
身
も
つ
い
つ
い
講
義
時
間
を
超
過
し
、
本

来
は
一
回
の
講
義
時
間
が
四
〇
分
で
あ
っ
た
も

の
が
二
倍
の
八
〇
分
ほ
ど
に
な
る
こ
と
も
し
ば

し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
ら

が
そ
の
間
緊
張
感
を
持
続
し
続
け
た
こ
と
は
、

筆
者
に
は
正
に
驚
き
で
あ
っ
た
。
受
講
生
諸
君

に
は
、
遠
く
離
れ
た
地
か
ら
で
は
あ
る
が
、
改

め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

英
文
原
書
で
学
ぶ

も
う
ひ
と
つ
驚
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

講
義
開
始
か
ら
二
日
間
ほ
ど
過
ぎ
た
あ
る
休

み
時
間
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
筆
者
が
教
室
内

を
回
り
な
が
ら
受
講
生
と
話
を
交
わ
し
て
い
る

と
き
、
数
人
の
学
生
が
分
厚
い
経
済
学
の
書
物

を
机
上
に
お
い
て
い
る
の
が
目
に
止
ま
り
、
私

中
山
大
学
の
「
中
山
」
は
、
日
本
人

も
よ
く
知
っ
て
い
る
孫
文
か
ら
と
っ

た
も
の
で
あ
る
。
中
山
大
学
の
本

校
は
広
州
市
に
位
置
し
、
中
国
で
も
歴
史
の
あ

る
名
門
大
学
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
本
校
で
は
主

と
し
て
大
学
院
生
の
教
育
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、

学
部
教
育
は
、
広
州
市
か
ら
南
西
へ
バ
ス
で
一

時
間
半
ほ
ど
の
珠
海
に
あ
る
校
舎
（
珠
海
キ
ャ
ン

パ
ス
）
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
珠
海
キ
ャ
ン
パ

ス
か
ら
一
時
間
ほ
ど
さ
ら
に
下
る
と
、
マ
カ
オ

に
あ
る
有
名
な
マ
カ
オ
タ
ワ
ー
が
目
の
前
に
見

え
、
ま
る
で
地
続
き
に
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う

な
錯
覚
さ
え
覚
え
さ
せ
る
。

緊
張
感
溢
れ
る
教
室

筆
者
は
、
今
回
，
珠
海
キ
ャ
ン
パ
ス
で
「
観

光
学
科
」
の
主
と
し
て
二
年
生
を
対
象
に
「
観

光
経
済
学
」
の
講
義
を
行
な
う
機
会
を
持
っ

た
。受
講
生
は
お
よ
そ
一
七
〇
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

講
義
開
始
前
は
、
日
本
の
多
く
の
大
学
で
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
教
室
内
は
友
人
同
士
の
談
笑
に

覆
わ
れ
、正
に
騒
々
し
い
と
い
っ
た
状
態
で
あ
っ

た
。
最
初
、「
中
山
大
学
も
日
本
の
大
学
の
よ
う

に
授
業
中
も
私
語
が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
」

と
少
々
憂
鬱
に
な
っ
た
が
、
筆
者
の
危
惧
は
見

「
一
年
生
の
と
き
に
経
済
学
の
授
業
で
使
っ
た
本

で
す
」
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
受
講
生
か

ら
は
、「
観
光
経
済
学
の
講
義
を
聴
講
す
る
に

当
た
っ
て
、役
に
立
つ
か
も
知
れ
な
い
の
で
持
っ

て
き
た
」
と
の
返
事
が
返
っ
て
き
た
。
そ
れ
を

聞
い
て
、
私
は
宿
舎
へ
戻
る
や
い
な
や
、
用
意

し
て
い
っ
た
日
本
語
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
英

は
中
国
語
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
た
が
、
そ
の
書
物
を
手
に
取
り
ペ
ー
ジ
を

め
く
る
と
、英
語
で
書
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

し
か
も
著
者
は
米
国
の
著
名
な
経
済
学
者
で
、

日
本
語
訳
も
出
版
さ
れ
て
い
る
書
物
で
あ
っ
た
。

私
は
学
生
に
「
こ
の
本
は
他
の
講
義
で
今
利
用

し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
で
す
か
」と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

文
へ
書
き
か
え
る
作
業
を
ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に

行
な
っ
た
（
受
講
生
に
は
私
が
日
本
か
ら
メ
ー

ル
添
付
で
送
っ
た
日
本
語
の
参
考
資
料
・
教
材

が
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
そ
れ
が
配
布
さ
れ
て

い
た
）。

「
価
格
の
差
別
化
」
の
説
明
が
終
了
し
た

直
後
の
休
み
時
間
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
、
経
済

学
部
の
学
生
で
は
な
い
受
講
生

に
は
内
容
が
少
々
難
し
か
っ
た

か
も
知
れ
な
い
と
思
い
、
早
速
、

数
人
の
受
講
生
に
尋
ね
て
み
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
返
っ
て
き

た
答
え
に
驚
か
さ
れ
た
。
受
講

生
か
ら
は
、「
す
で
に
経
済
学
の

授
業
を
取
っ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
ほ
ど
難
し
い
と
は
感
じ
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
既
に
学
ん
だ

理
論
が
観
光
の
領
域
で
応
用
で

き
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と

が
で
き
た
」
と
の
返
事
で
あ
っ
た
。

中
山
大
学
で
の
講
義
は
、
筆

者
に
と
っ
て
驚
き
の
連
続
で
あ
っ

た
が
、
受
講
生
の
学
ぶ
と
い
う

こ
と
に
対
す
る
真
剣
さ
に
感
動

を
受
け
た
一
週
間
で
あ
っ
た
。

中山大学（中国・広州市）キャンパス

中山大学での講義風景

学 部 国 際 交 流 の 現 場 か ら

中山大学における
「観光経済学」講義

小沢健市  
2009.3



4849

筆者紹介（50音順）

稲垣勉 （いながき・つとむ）　

観光学部教授

観光消費論、文化研究専攻。1973年立教大学社会学部観光学

科卒業、同大学院社会学研究科修士課程修了。1987年より本

学勤務。1994～95年ヴァージニア工科大学客員教授、2000

～ 01年ハワイ大学客員教授。主著に『観光産業の知識』、『ホ

テル産業のリエンジニアリング戦略-環境・コミュニティ・表現・ 

スタイル・場所性-』（以上単著）、Japanese Tourists（共編）

など。

岩田晋典 （いわた・しんすけ）　

観光学部助教

1999年立教大学大学院文学研究科博士前期課程修了、2004

年同研究科博士後期課程修了。明海大学・大妻女子大学非常

勤講師などを経て2008年より本学勤務。主な論文に「スリナ

ム共和国における国際観光：『子どもの靴』を脱ぐとき？」、「ダ

イビング観光における環境保全活動―沖縄県島尻郡座間味村

の事例―」など。

内田彩 （うちだ・あや）　

立教大学大学院観光学研究科 博士課程後期課程2年次在籍

明治大学大学院文学研究科史学専攻博士前期課程で古代に

おける温泉を研究。観光学の視点から温泉の歴史・文化の研

究を志し、2006年に立教大学大学院観光学研究科博士課程

前期課程に転学。2008年より同後期課程に在籍。近世から近

代の温泉地を対象に長期滞在生活の構造、観光行動を研究。

大橋健一 （おおはし・けんいち）　

観光学部教授

都市人類学・都市社会学及び観光文化論専攻。1984年立教大

学社会学部社会学科卒業。同大学院社会学研究科博士課程前

期課程修了。主要著作に『都市エスニシティの社会学』、『香港

社会の人類学』、『アジア都市文化学の可能性』、『「観光のまな

ざし」の転回』『観光文化学』（以上共著）など。

小沢健市 （おざわ・けんいち）　

観光学部教授

1972年東洋大学経済学部卒業。成城大学大学院経済学研究

科修士課程、同博士課程・東洋大学大学院博士後期課程修了。

東洋大学短期大学教授をへて1998年より本学勤務。経済学博

士。主な著作に『観光の経済分析』『観光を経済学する』（以

上単著）、『観光学』『観光の新たな潮流』（以上共著）、『観光

の経済学』（訳書）など。
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2009年度　
立教大学観光研究所　
公開講座
立教大学観光研究所では、以下の2つの

観光産業の入門的公開講座を実施しています。

学生はもちろん、社会人など広く受講者を受け入れています。

旅行業講座　
「国内旅行業務取扱管理者試験」
「総合旅行業務取扱管理者試験」
のための準備講座

（2009年4月開講７月修了）

「旅行業講座」は、毎年10月に全国で行われる国家試験「総合旅

行業務取扱管理者試験」とそれに先立ち9月に行われる「国内旅

行業務取扱管理者試験」のための準備講座です。旅行業界とそ

の業務に関心を持つ人たちが受講しています。旅行業に必要な

専門的、かつ実際的な知識を一流の講師陣が、実務経験のない

人にもわかりやすく講義します。講義内容では、旅行業法から

海外・国内観光資源、旅行実務などの幅広い内容を扱います。

ホスピタリティ・マネジメント講座
宿泊・外食産業の理論と経営、最新動向を学ぶ　

（2009年９月末開講12月修了）

ホテル・旅館業・外食産業を中心とするサービス産業は、今日

「ホスピタリティ産業」と呼ばれています。「ホスピタリティ・マネ

ジメント講座」では、ホスピタリティ産業の基本理念から、マネ

ジメントの基礎理論、マーケティング、人事、営業企画、法律、最

新の業界動向といった幅広い内容まで、業界の第一線の実務家

を講師に招いて講義を行います。

講座に関する問い合わせは

立教大学観光研究所事務局
（池袋キャンパスミッチェル館）

〒171-8501
東京都豊島区西池袋3-34-1
TEL 03-3985-2577　FAX 03-3985-0279
Email：kanken@grp.rikkyo.ne.jp
http://www.rikkyo.ac.jp/research/laboratory/IT/


