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温
泉
の
高
揚

日
本
の
温
泉
文
化
は
﹁
保
養
﹂
に
端
を
発
し

養
生
や
旅
の
楽
し
み
、
宴
会
に
ま
で
裾
野
を
広
げ
て
き
ま
し
た
。

保
養
と
は
、
本
来
持
っ
て
い
る
自
然
の
力
を
無
理
せ
ず
使
い
、

気
を
養
お
う
と
い
う
日
本
流
の
考
え
方
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
﹁
治
療
の
湯
﹂
と
は
微
妙
に
違
う
も
の
で
す
。

現
代
の
温
泉
に
は
た
く
さ
ん
の
魅
力
が
あ
り
、

人
に
よ
っ
て
、
求
め
る
も
の
も
多
様
化
し
て
い
ま
す
が
、

や
は
り
今
で
も
﹁
温
泉
に
行
こ
う
﹂
と
い
う
計
画
は
、

気
持
ち
を
ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
温
泉
は
、
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
使
い
続
け
る
こ
と
で

一
元
的
で
な
い
多
様
な
魅
力
を
備
え
、

地
域
と
人
、
人
と
人
を
結
ぶ

き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

訪
れ
る
人
、
観
光
客
に
と
っ
て
の
ハ
レ
の
温
泉
も
、

受
け
入
れ
る
人
、
地
元
に
と
っ
て
の
ケ
の
温
泉
も
、

ど
ち
ら
も
同
じ
よ
う
に
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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温
泉
の
保
養
効
果
を
求
め
る
の

は
日
本
人
特
有
の
意
識

日
本
人
は
本
当
に
温
泉
が
好
き
な
民

族
で
す
。
風
呂
も
好
き
だ
け
れ
ど
、
温

泉
に
は
風
呂
と
は
違
っ
た
魅
力
を
感
じ

て
い
ま
す
。
温
泉
は
火
山
活
動
が
活
発

な
場
所
に
湧
き
ま
す
か
ら
、
何
も
日
本

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
海
外
に
も

た
く
さ
ん
の
温
泉
地
が
あ
り
ま
す
。
温

泉
に
薬
事
効
果
が
あ
る
こ
と
は
昔
か
ら

知
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
温
泉
を
即
利
的
と
い
う
か
実
利

的
に
と
ら
え
、
病
人
を
治
療
す
る
た
め

の
病
院
付
属
施
設
と
し
て
発
達
さ
せ
ま

し
た
。
逆
に
日
本
で
は
、
そ
う
い
う
発

達
の
仕
方
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
日
本
人

が
﹁
温
泉
が
好
き
﹂
と
い
う
場
合
に
は
、

必
ず
し
も
薬
湯
効
果
に
か
ぎ
っ
て
い
な

い
の
で
、
海
外
の
傾
向
か
ら
見
る
と
、

﹁
な
ぜ
？
﹂
と
い
う
疑
問
が
涌
く
で
し

ょ
う
。

清
浄
な
水
の
冬
版

ひ
と
こ
と
で
温
泉
と
言
っ
て
も
、
発

達
の
仕
方
は
い
ろ
い
ろ
で
す
。
そ
の
中

で
一
番
大
き
な
要
因
は
、
日
本
人
の

﹁
水
感
覚
﹂
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
﹁
水
垢
離

み

ず

ご

り

を
と
る
﹂
と
か

﹁
湯
祓

ゆ

ば

ら

い
を
す
る
﹂
と
い
う
の
は
、
神

仏
に
祈
願
す
る
前
に
水
を
浴
び
て
、
身

を
清
め
る
象
徴
的
な
儀
式
で
す
。

さ
ら
に
、
水
に
は
浄
化
力
が
あ
る
と

日
本
人
は
思
っ
て
い
る
。
揚
子
江
や
ド

ナ
ウ
川
を
見
て
、
水
に
浄
化
力
が
あ
る

と
は
と
て
も
思
え
な
い
で
し
ょ
う
。
最

初
は
、
急
峻
な
岩
場
を
落
ち
て
く
る
滝

の
よ
う
な
水
に
、
我
々
は
浄
化
力
を
見

出
し
た
の
で
し
ょ
う
。
や
が
て
そ
の
意

識
は
、
溜
ま
っ
て
い
る
水
や
汲
ん
で
き

た
水
に
も
浄
化
力
が
あ
る
と
感
じ
る
ま

で
に
発
展
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
禊
ぎ
に

水
を
使
う
意
味
が
出
て
き
た
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
日
本
の
冬
は
寒
い
で
す
よ

ね
。
そ
こ
で
、
冬
場
に
穢
れ
を
祓
う
対

策
と
し
て
、
湯
を
使
う
。
し
か
も
、
湯

祓
い
は
入
浴
だ
け
で
な
く
、
呪
術
者
が

笹
や
榊
を
湯
に
浸
し
て
祓
う
。
こ
こ
に

日
本
人
の
縮
小
文
化
と
い
う
か
、
し
た

た
か
な
応
用
力
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

宗
教
に
拘
束
さ
れ
な
い
大
ら
か
さ
で
も

っ
て
、
要
は
、
夏
用
仕
立
て
の
水
に
対

し
て
、
冬
用
仕
立
て
の
湯
が
あ
る
の
で

す
。私

は
温
泉
と
い
う
の
は
、
ど
う
も

﹁
清
浄
な
水
の
冬
バ
ー
ジ
ョ
ン
﹂
と
い

う
意
味
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

だ
か
ら
我
々
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ

う
な
科
学
的
な
療
養
で
は
な
く
、
精
神

的
な
再
生
作
用
を
温
泉
に
求
め
て
い
ま

す
。
温
泉
に
浸
る
こ
と
に
よ
っ
て
穢
れ

が
消
え
、
元
の
気
が
戻
る
と
い
う
再
生

作
用
を
託
し
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

温
泉
に
入
る
と
気
持
ち
が
よ
く
な
っ

て
﹁
さ
っ
ぱ
り
し
た
﹂
と
言
う
で
し
ょ

神崎宣武
かんざきのりたけ

民俗学者・旅の文化研究所所長・岡山県宇佐八幡神社宮司

1944年生まれ。主な著書に『文明としてのツーリズム』

（人文書館、2005）、『まつりの食文化』（角川学芸出版、

2005）、『江戸の旅文化』（岩波書店、2004）、『おみやげ

贈答と旅の日本文化』（青弓社、1997）、『「湿気」の日本文

化』（日本経済新聞社、1992）他。
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う
。
外
国
人
は
温
泉
に
入
っ
て
も
、
そ

う
は
言
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
人
の

水
を
清
浄
視
す
る
文
化
が
、
湯
に
も
転

じ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、

水
垢
離
の
変
型
と
し
て
温
泉
浴
を
捉
え

る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

農
村
社
会
の
保
養

農
閑
期
の
湯
治
も
、
温
泉
を
と
ら
え

る
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
行

事
で
す
。

民
俗
行
事
に
、
﹁
泥
落
と
し
﹂
や

﹁
鍬
洗
い
﹂
、
﹁
鎌
洗
い
﹂
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
稲
作
文
化
か
ら

き
た
言
葉
で
す
。
集
約
的
な
共
同
作
業

で
行
な
わ
れ
る
稲
作
は
、
雨
が
降
る
時

期
に
一
気
に
田
植
え
を
す
る
し
、
霜
が

降
り
る
前
に
一
気
に
刈
入
れ
を
し
ま
す
。

こ
う
し
た
共
同
作
業
は
、
親
族
や
﹁
結
﹂

や
﹁
講
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
集

落
内
の
集
団
で
行
な
わ
れ
た
た
め
、
作

業
が
終
わ
っ
て
一
段
落
し
た
後
に
、
今

風
に
言
え
ば
﹁
さ
あ
、
打
ち
上
げ
を
し

よ
う
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
手
近
な

保
養
施
設
で
あ
る
近
く
の
温
泉
に
行
く
、

と
い
う
の
は
、
ご
く
自
然
な
成
り
行
き

だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
列
島
は
火
山
帯
の
上
に
乗
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
自
然
の
条
件
と
し
て
、

温
泉
が
各
地
に
分
布
し
て
い
て
、
行
き

や
す
い
と
い
う
条
件
も
そ
ろ
っ
て
い
ま

し
た
。
ま
あ
、
稲
刈
り
の
後
は
祭
り
や

冬
へ
の
備
え
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
や
は

り
行
事
化
す
る
の
は
田
植
え
の
後
に
な

る
で
し
ょ
う
。

で
は
、
同
じ
稲
作
文
化
圏
で
あ
る
他

の
地
域
に
、
日
本
の
農
村
の
よ
う
な
温

泉
保
養
が
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

東
南
ア
ジ
ア
で
は
二
期
作
が
可
能
な

た
め
、
作
業
の
時
期
が
少
々
ず
れ
て
も

収
穫
に
そ
れ
ほ
ど
影
響
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
日
本
の
よ
う
な
共
同
作
業

の
発
達
が
な
く
、
み
ん
な
で
一
斉
に
保

養
に
行
く
と
い
う
形
態
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
中
国
の
雲
南
省
あ
た
り
は
気

候
条
件
が
日
本
と
近
い
の
で
す
が
、
残

念
な
が
ら
温
泉
場
が
少
な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
日
本
で
農
事
と
温
泉
が
結
び
つ

い
た
こ
と
に
は
、
好
条
件
が
そ
ろ
っ
た

と
い
う
理
由
が
あ
る
の
で
す
。

温
泉
場
が
、
歩
い
て
半
日
程
の
所
に

あ
る
地
域
で
は
、
こ
れ
が
大
い
に
発
達

し
ま
す
。
誰
が
家
に
残
っ
て
、
誰
が
温

泉
に
行
く
か
と
い
う
の
は
家
族
構
成
に

よ
り
、
決
し
て
家
長
だ
け
に
行
く
資
格

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

家
長
制
が
厳
し
く
な
っ
た
の
は
、
近
世

以
降
の
こ
と
で
す
か
ら
。
特
に
冬
の
寒

さ
が
厳
し
い
東
北
、
温
泉
場
が
多
い
中

部
、
四
国
山
地
、
九
州
山
地
で
は
、
田

植
え
後
の
泥
落
と
し
が
盛
ん
に
行
な
わ

れ
ま
し
た
。

温
泉
に
行
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
毎
日

酒
を
飲
む
わ
け
で
も
な
く
、
治
療
の
た

め
に
入
る
わ
け
で
も
な
い
。
労
働
を
休

み
、
共
同
で
保
養
す
る
。
私
の
記
憶
で

い
う
と
、
昭
和
50
年
代
の
秋
田
県
・
玉

川
温
泉
、
後
生
掛

ご
し
ょ
が
け

温
泉
で
は
ま
だ
こ
の

よ
う
な
保
養
で
訪
れ
る
人
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
昭
和
50
年
代
と
い
え

ば
、
つ
い
最
近
の
こ
と
で
す
。

湯
船
は
あ
る
け
れ
ど
、
排
水
が
下
を

流
れ
て
い
る
の
で
、
オ
ン
ド
ル
形
式
で

す
ね
。
そ
の
上
に
筵

む
し
ろ

を
敷
い
て
、
み
ん

な
自
炊
で
泊
ま
り
込
ん
で
い
ま
し
た
。

気
の
合
っ
た
者
で
飲
み
な
が
ら
、
お
ば

さ
ん
た
ち
は
ご
ろ
ご
ろ
寝
て
い
る
。
そ

れ
が
一
つ
の
集
落
の
泥
落
と
し
だ
っ
た

り
す
る
。﹁
若
い
の
、
こ
っ
ち
お
い
で
﹂

と
、
僕
も
何
回
か
つ
き
あ
い
ま
し
た
。

５
日
も
10
日
も
そ
う
や
っ
て
い
る
の

で
、
こ
れ
を
宴
会
と
い
え
る
か
ど
う
か
。

つ
ま
み
だ
っ
て
、
ス
ル
メ
や
鯵
を
焼
く

程
度
だ
し
、
御
飯
を
炊
い
て
、
野
菜
の

味
噌
汁
と
漬
け
物
で
食
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
家
か
ら
離
れ
て
、
労
働
と

休
養
、
ケ
と
ハ
レ
の
区
別
を
つ
け
て
き

た
の
が
湯
治
の
大
き
な
役
割
で
す
。

温
泉
リ
ゾ
ー
ト
は

上
層
階
級
の
転
地
療
養

も
ち
ろ
ん
、
皮
膚
病
な
ど
の
病
理
的

な
治
療
を
温
泉
に
求
め
る
例
も
あ
り
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
か
な
り
上
層
階

級
に
限
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

京
都
の
貴
族
が
有
馬
温
泉
に
行
っ
た

と
い
う
伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。
水
と

空
気
が
き
れ
い
で
、
景
色
も
良
い
場
所

に
行
っ
て
気
分
転
換
す
る
と
い
う
転
地

に
意
味
が
あ
り
、
お
付
き
の
人
間
が
つ

き
従
っ
て
、
何
不
自
由
な
い
生
活
を
す

る
わ
け
で
す
か
ら
、
今
の
言
葉
で
言
え

ば
温
泉
リ
ゾ
ー
ト
で
す
ね
。
そ
れ
が
で

き
る
の
は
上
層
階
級
で
、
庶
民
が
有
馬

へ
行
き
始
め
る
の
は
江
戸
時
代
か
ら
で
、

寺
社
詣
で
が
ら
み
の
周
遊
旅
行
が
登
場

し
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
温
泉
利
用
の
中
に
上
層

の
療
養
と
、
農
村
の
保
養
が
長
ら
く
並

行
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
の

が
日
本
の
温
泉
事
情
だ
っ
た
の
で
す
。
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は
日
本
人
用
の
共
同
風
呂
を
造
り
、
新

た
に
日
本
人
観
光
客
を
誘
致
し
よ
う
と

努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

台
湾
は
一
周
旅
行
が
主
流
で
す
が
、

そ
こ
に
知
本

ち
ぽ
ん

温
泉
を
コ
ー
ス
に
組
み
込

み
始
め
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
、
す
ぐ

に
ブ
レ
ー
ク
す
る
で
し
ょ
う
。

温
泉
周
遊
旅
行
の
成
立

江
戸
時
代
も
元
禄
以
降
に
な
る
と
、

世
情
が
安
定
し
ま
す
。
年
貢
の
徴
収
率

も
７
分
３
分
か
ら
３
分
７
分
に
逆
転
し

て
、
個
人
の
所
得
が
増
え
ま
し
た
。
個

人
の
所
得
が
増
え
る
と
使
い
途
は
だ
い

た
い
決
ま
っ
て
い
て
、
旅
行
な
ん
で
す

ね
。江

戸
時
代
は
、
旅
館
と
食
事
と
が
結

び
つ
い
て
、
一
泊
二
食
の
旅
と
い
う
概

念
が
定
着
す
る
時
代
で
す
。
温
泉
の
な

い
所
で
旅
館
を
や
ろ
う
と
す
る
と
、
水

代
と
薪
代
に
経
費
が
か
か
っ
て
高
く
つ

く
。
や
は
り
温
泉
旅
館
と
い
う
の
が
、

経
営
上
で
も
都
合
が
よ
か
っ
た
。

で
は
な
ぜ
、
旅
館
と
食
事
が
結
び
つ

く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
江

戸
時
代
に
は
、
旅
人
を
一
括
管
理
す
る

制
度
、
﹁
宿
改
め
﹂
が
あ
り
ま
し
た
。

暮
れ
四
つ
︵
午
後
８
時
︶
に
宿
改
め
を

し
た
と
き
、
一
人
で
も
外
出
し
て
い
る

と
宿
の
主
人
の
責
任
に
な
っ
て
営
業
停

止
に
も
な
り
ま
し
た
。
こ
の
宿
改
め
は

抜
き
打
ち
で
行
な
わ
れ
た
の
で
、
旅
人

を
外
で
飲
み
食
い
さ
せ
る
わ
け
に
は
い

か
ず
、
宿
で
食
事
を
用
意
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
一
泊
二
食
の
ス
タ
イ

ル
が
生
ま
れ
、
み
ん
な
が
四
六
時
中
同

じ
顔
を
つ
き
あ
わ
せ
て
食
べ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
、
﹁
ま
ぁ
今
日
ぐ
ら
い

は
パ
ー
っ
と
や
ろ
う
﹂
と
、
宴
会
が
始

ま
る
の
も
自
然
な
流
れ
で
す
。
そ
し
て
、

宴
会
の
開
始
時
間
を
そ
ろ
え
る
た
め
に

も
、
大
き
な
浴
槽
で
一
気
に
入
浴
さ
せ

て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
合
理
的
な
考

え
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

温
泉
湯
治
と
い
い
な
が
ら
、
実
は
温

泉
立
ち
寄
り
旅
行
が
行
な
わ
れ
て
い
た

の
が
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
で
す
。
湯

量
が
あ
り
、
風
光
明
媚
、
人
口
の
集
住

地
や
主
要
街
道
に
近
い
所
に
旅
館
街
が

発
達
し
ま
す
。
そ
う
な
る
と
温
泉
湯
治

も
、
１
週
間
も
10
日
も
滞
在
す
る
と
い

う
性
格
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、

江
戸
か
ら
伊
勢
参
宮
し
て
、
帰
り
に
は

中
山
道
を
通
り
温
泉
に
寄
っ
て
い
こ
う

と
な
る
。
温
泉
は
１
泊
２
日
で
多
目
的

旅
行
の
一
つ
に
な
り
、
夜
に
は
ハ
イ
ラ

イ
ト
と
し
て
宴
会
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
当
時
の
周
遊
旅
行
成
立
の
裏
に

は
、
﹁
御
師

お

し

﹂
の
存
在
が
あ
り
ま
す
。

御
師
と
は
寺
社
詣
で
を
手
配
す
る
総
合

旅
行
業
の
よ
う
な
も
の
で
、
自
分
の
縄

張
り
を
持
ち
、
各
寺
社
ご
と
に
系
列
化

し
て
い
ま
し
た
。
遠
隔
地
を
ま
と
め
る

頻
度
は
少
な
い
け
れ
ど
、
範
囲
は
ほ
ぼ

青
森
か
ら
鹿
児
島
ま
で
広
が
っ
て
い
ま

し
た
。
例
え
ば
伊
勢
神
宮
の
門
前
に
は
、

最
盛
期
で
６
７
０
人
ほ
ど
の
御
師
職
が

い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
今
で
い
え
ば
６

７
０
の
旅
行
業
者
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

彼
ら
は
全
国
に
出
向
い
て
、
伊
勢
講

を
つ
く
ら
せ
ま
し
た
。
講
費
を
積
立
て

さ
せ
、
講
費
の
中
か
ら
３
人
と
か
５
人

を
輪
番
で
、
あ
る
い
は
４
つ
５
つ
の
村

を
合
わ
せ
て
20
人
、
30
人
ぐ
ら
い
の
団

体
に
し
て
お
伊
勢
参
り
を
企
画
し
ま
し

た
。
こ
う
い
う
庶
民
の
旅
が
発
達
す
る

背
景
に
は
、
旅
行
業
者
の
営
業
力
が
あ

り
ま
す
。

関
東
か
ら
で
す
と
、
伊
勢
参
宮
に
は

ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
て
も
往
復
で
40
日
か

か
り
ま
し
た
。
し
か
し
伊
勢
ま
で
行
っ

て
、
真
っ
直
ぐ
帰
る
人
は
い
な
い
で
し

ょ
う
。
金
比
羅
様
ま
で
足
を
延
ば
す
人

も
い
た
よ
う
で
す
が
、
多
く
は
京
都
に

行
っ
て
、
中
山
道
で
帰
っ
て
く
る
。
そ

う
す
る
と
大
体
50
日
く
ら
い
か
か
り
ま

す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
、
農
閑
期

に
行
っ
て
来
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

﹁
宿
改
め
﹂
は
間
接
管
理

少
し
話
題
が
逸
れ
ま
す
が
、
﹁
宿
改

め
﹂
は
城
下
町
で
は
町
奉
行
所
が
、
小

さ
な
宿
場
で
は
代
官
所
が
行
な
い
ま
し

大
衆
浴

そ
れ
か
ら
浴
槽
の
大
き
さ
も
、
温
泉

に
魅
力
を
感
じ
る
大
切
な
条
件
の
一
つ

に
な
り
ま
す
ね
。
日
本
人
は
、
温
泉
と

い
う
と
大
浴
場
で
な
い
と
納
得
し
ま
せ

ん
。
内
湯
で
は
入
っ
た
気
が
し
な
い
の

で
す
。
つ
ま
り
、
大
衆
浴
と
温
泉
が
結

び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
結
び
つ
き
の
背

景
に
は
、
日
本
特
有
の
湿
気
と
仏
教
の

影
響
が
あ
り
ま
す
。

現
在
残
る
寺
に
は
、
坊
さ
ん
た
ち
が

入
っ
た
沐
浴
堂
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
﹁
一
遍
聖
絵
﹂
な
ど
を
見
る
と
、

坊
さ
ん
が
逗
留
し
、
人
々
を
教
化
す
る

た
め
に
踊
り
念
仏
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ

な
イ
ベ
ン
ト
を
催
し
て
い
ま
す
。
そ
の

一
つ
と
し
て
、
湧
か
し
た
湯
を
樋
で
流

し
、
沐
浴
堂
へ
入
れ
、
そ
こ
に
信
者
を

浸
か
ら
せ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
仏
教
の

布
教
の
中
に
は
、
念
仏
を
唱
え
る
だ
け

で
は
な
く
、
中
世
ま
で
は
薬
事
療
法
や

入
浴
療
法
が
一
体
と
な
っ
て
い
た
わ
け

で
す
。
そ
の
沐
浴
は
、
同
時
に
何
人
も

入
る
大
衆
浴
で
し
た
。

去
年
の
10
月
に
韓
国
の
温
泉
視
察
に

出
か
け
た
の
で
す
が
、
お
隣
の
国
な
の

に
日
本
と
韓
国
で
は
、
大
衆
浴
へ
の
意

識
が
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
韓
国
で
は
、

他
人
と
一
緒
に
風
呂
に
入
る
習
慣
は
一

部
の
社
会
を
除
い
て
は
な
く
、
温
泉
も

例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
の
温

泉
好
き
は
海
外
で
も
有
名
で
、
韓
国
で

信州長野の善光寺、その参道に並ぶ店々には「全国

からの参拝客を迎えるぞ」といった気構えがある。
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た
。
時
代
が
下
る
と
形
骸
化
す
る
の
で

す
が
、
年
に
一
回
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

と
き
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
な
い
と
営
業
停

止
と
な
り
ま
す
の
で
、
宿
の
主
人
に
と

っ
て
は
怖
い
こ
と
で
し
た
。

幕
府
の
施
策
は
、
こ
の
よ
う
な
間
接

管
理
が
上
手
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
宿
屋

の
主
人
に
責
任
を
負
わ
せ
て
し
ま
う
。

こ
の
他
に
も
、
村
の
坊
さ
ん
に
は
戸
籍

管
理
を
さ
せ
、
年
貢
の
徴
収
は
庄
屋
や

名
主
に
、
警
察
は
十
手
持
ち
に
さ
せ
る
。

江
戸
時
代
が
長
く
続
い
た
の
は
、
権
力

者
が
末
端
ま
で
出
て
こ
な
い
こ
と
に
一

因
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
は

逆
に
、
全
部
お
上
任
せ
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
本
来
、
日
本
的
な
規
範

で
は
、
土
地
の
こ
と
は
土
地
で
管
理
す

る
も
の
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
日
本
社
会
で
は
、
﹁
長
﹂

と
い
う
役
に
つ
く
こ
と
は
、
リ
ス
ク
の

大
き
い
こ
と
で
し
た
。
よ
く
地
主
と
小

作
の
対
立
と
い
う
け
れ
ど
、
言
わ
れ
る

ほ
ど
の
対
立
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ

ん
地
主
は
大
き
な
家
に
住
ん
で
使
用
人

も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
年
貢
の
徴
収

は
地
主
が
代
理
管
理
し
て
い
た
か
ら
、

払
え
な
い
者
が
出
れ
ば
そ
の
帳
尻
は
持

ち
出
し
で
補
填
し
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
菅
江

す

が

え

真
澄

ま

す

み

︵
１
７
５
４
？

〜
１
８
２
９
︶
や
、
古
川

ふ
る
か
わ

古
松
軒

こ
し
ょ
う
け
ん

︵
１

７
２
６
〜
１
８
０
７
︶
な
ど
、
当
時
の

文
人
墨
客
の
旅
日
記
を
見
る
と
、
泊
ま

る
の
は
庄
屋
や
名
主
の
家
で
す
。
宿
泊

中
の
負
担
を
庄
屋
は
全
部
賄
い
、
出
立

す
る
と
き
は
簡
単
な
路
銭
を
渡
し
て
送

り
出
す
。
だ
か
ら
、
日
本
中
ど
こ
へ
行

っ
て
も
、
掛
け
軸
や
ふ
す
ま
絵
や
額
が

残
っ
て
い
ま
す
。
今
で
言
う
企
業
メ
セ

ナ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
顔
役
が
や

っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
サ
ロ

ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
た
こ
と
も

旅
行
文
化
の
背
景
と
し
て
考
え
て
お
く

べ
き
で
し
ょ
う
ね
。

庶
民
は
、
時
代
劇
で
出
て
く
る
よ
う

な
が
ん
じ
が
ら
め
の
拘
束
は
な
く
、
団

体
で
泥
落
と
し
に
行
っ
た
り
、
伊
勢
参

宮
し
た
り
と
い
う
こ
と
が
、
規
模
に
見

合
っ
た
形
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

治
水
家
と
し
て
も
有
名
な
田
中
休
愚

き
ゅ
う
ぐ

と
い
う
幕
府
の
役
人
が
書
い
た
﹃
民
間

省
要
﹄
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
お

上
の
側
か
ら
建
て
前
と
し
て
書
い
て
い

る
の
で
す
が
、
﹁
旅
に
出
て
は
な
ら
ん
、

遊
ん
で
は
な
ら
ん
﹂
と
書
い
た
あ
と
に
、

﹁
た
だ
し
回
国
修
業
と
し
て
巡
礼
、
信

仰
の
旅
に
出
る
者
多
数
あ
り
﹂
と
記
し
、

さ
ら
に
﹁
農
民
は
労
働
の
後
の
湯
治
あ

り
﹂
と
書
い
て
い
る
。
結
局
、
公
に
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
寺
社

詣
で
と
温
泉
湯
治
は
、
黙
認
さ
れ
る
２

つ
の
方
便
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

江
戸
時
代
の
制
度
は
、
間
接
統
治
と

連
帯
責
任
で
す
が
、
そ
れ
に
沿
っ
て
い

れ
ば
、
反
乱
を
起
こ
さ
な
い
限
り
旅
は

許
さ
れ
た
。
そ
れ
で
閑
期
に
団
体
で
旅

に
出
て
、
ガ
ス
抜
き
が
で
き
た
と
い
う

わ
け
で
す
。

湯
女
の
登
場

﹁
行
く
の
地
蔵
に
帰
り
の
観
音
﹂
と
い

う
く
ら
い
で
、
行
く
時
は
団
体
を
崩
さ

ず
に
伊
勢
ま
で
行
き
、
帰
り
は
ば
ら
ば

ら
で
遊
び
た
い
奴
は
遊
ぶ
。
宿
場
町
は

風
俗
が
規
制
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

１
つ
の
旅
篭
に
飯
盛
り
女
が
２
人
、
と

決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
温
泉
地
は
そ
の
法
規
制
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
箱
根
の
湯
本

と
か
有
馬
、
諏
訪
と
い
っ
た
大
き
な
温

泉
宿
場
に
は
垢
擦
り
を
す
る
女
性
が
現

れ
ま
し
た
。
﹁
湯
女

ゆ

な

﹂
と
い
う
女
性
が

男
に
つ
い
て
湯
殿
に
入
り
、
背
中
を
流

し
垢
を
落
と
す
。
こ
れ
も
日
本
の
特
徴

で
す
ね
。
こ
れ
は
時
々
禁
止
も
さ
れ
ま

す
が
、
形
を
変
え
て
、
ま
た
営
業
が
再

会
さ
れ
る
。
で
、
馴
染
め
ば
当
然
話
が

そ
う
い
う
風
に
も
な
る
わ
け
で
、
膝
枕

で
お
酒
を
飲
ん
だ
り
と
。

湯
女
が
禁
止
さ
れ
る
と
男
の
垢
擦
り

が
登
場
し
、
こ
れ
が
﹁
三
助
﹂
で
す
。

軍
隊
と
宴
会
・
温
泉

温
泉
に
つ
い
て
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
明
治
時
代
の
風
俗
に
は
、
軍
隊

が
大
き
い
影
響
力
を
持
ち
ま
し
た
。

女
遊
び
で
も
、
お
金
と
時
間
の
無
駄

と
も
見
え
る
消
費
が
粋
だ
っ
た
わ
け
で
、

江
戸
の
遊
郭
・
吉
原
の
大
店
で
は
、
３

回
上
が
ら
な
い
と
手
も
足
も
出
せ
ま
せ

十四代将軍徳川家茂夫人となった皇女和宮（静寛院宮）が静

養した箱根塔ノ沢の環翠楼。銘木を使い、数寄屋をはじめ、

総もたせなど建築的にも重文クラス。夏には、前に流れる早

川の冷たい水を使った冷水クーラーが自然な風を送り出す。
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ん
で
し
た
。
ま
ぁ
、
あ
る
種
の
お
見
合

い
期
間
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ

が
軍
隊
が
客
に
な
る
こ
と
で
、
宴
会
の

形
式
が
変
わ
り
、
宴
会
の
手
順
も
簡
略

化
さ
れ
ま
し
た
。

岡
山
に
中
島
遊
郭
と
い
う
所
が
あ
り
、

そ
こ
の
楼
主
が
江
戸
時
代
生
ま
れ
で
、

明
治
期
を
す
ご
し
て
料
理
屋
兼
置
屋
を

や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
日
記
に
も

﹁
明
治
で
は
、
役
人
と
軍
人
が
い
ば
る
﹂

と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

日
清
・
日
露
戦
争
の
勝
ち
戦
を
経
て
、

官
僚
閥
、
軍
閥
が
力
を
持
っ
て
い
く
過

程
で
、
宴
会
が
非
常
に
多
く
な
り
ま
し

た
。
出
兵
、
凱
旋
と
、
何
か
に
つ
け
て

宴
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
無
礼
講
と
い

う
の
は
、
礼
講
が
あ
っ
て
成
り
立
つ
言

葉
で
す
が
、
す
べ
て
が
無
礼
講
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

飲
酒
の
習
慣
も
、
軍
隊
に
行
っ
た
人

が
帰
郷
す
る
こ
と
で
全
国
に
広
ま
り
ま

し
た
。
も
と
も
と
農
村
社
会
で
は
酒
は

行
事
の
と
き
し
か
飲
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
が
日
常
的
に
飲
ま
れ
る
よ
う
に
な

り
、
さ
ら
に
鉄
道
が
で
き
て
酒
の
商
品

流
通
も
発
達
し
ま
す
。

日
本
の
酒
造
量
は
、
明
治
30
年
代
に

急
速
に
増
え
て
い
ま
す
。
祭
り
の
と
き

の
酒
は
自
家
醸
造
で
す
か
ら
、
村
人
相

手
に
酒
を
つ
く
っ
て
も
商
売
に
な
ら
な

か
っ
た
の
に
、
戦
争
を
機
に
、
全
国

津
々
浦
々
に
酒
蔵
が
で
き
た
の
で
す
。

た
だ
、
こ
う
い
う
軍
人
の
宴
会
と
無

縁
だ
っ
た
遠
隔
地
の
温
泉
は
、
古
く
か

ら
の
農
民
の
保
養
場
と
し
て
の
泥
落
と

し
が
近
年
ま
で
残
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
明
治
の
文
明
開
化
に

よ
っ
て
、
温
泉
地
も
変
わ
る
所
と
、
変

わ
ら
な
い
所
に
分
か
れ
て
き
ま
す
。

外
国
人
向
け
リ
ゾ
ー
ト

温
泉
の
も
う
一
つ
の
新
し
い
ス
タ
イ

ル
は
、
外
国
人
向
け
の
リ
ゾ
ー
ト
地
で

す
。
明
治
政
府
が
つ
く
っ
た
ツ
ー
リ
ス

ト
ビ
ュ
ー
ロ
ー
は
、
﹁
外
国
の
要
人
た

ち
を
庶
民
社
会
に
混
入
さ
せ
な
い
﹂
た

め
に
、
外
国
要
人
向
け
の
特
殊
な
高
級

リ
ゾ
ー
ト
地
を
つ
く
っ
て
隔
離
す
る
機

能
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
観
光
立
国

の
意
味
あ
い
と
は
、
ま
っ
た
く
違
い
ま

す
。
当
時
は
箱
根
や
日
光
、
湘
南
、
関

西
で
い
う
と
堺
の
海
岸
、
芦
屋
、
宮
島

な
ど
が
開
発
さ
れ
、
洋
式
ホ
テ
ル
が
造

ら
れ
ま
し
た
。
温
泉
で
外
国
人
観
光
客

向
け
の
保
養
地
と
な
っ
た
所
に
、
今
日

で
も
品
格
を
持
っ
た
温
泉
旅
行
に
耐
え

る
ホ
テ
ル
が
残
っ
て
い
ま
す
。

東
京
の
近
辺
で
い
い
ま
す
と
、
日
光

の
金
谷
ホ
テ
ル
、
箱
根
の
奈
良
屋
ホ
テ

ル
、
富
士
屋
ホ
テ
ル
。
共
通
し
て
い
る

の
は
、
国
立
博
物
館
の
よ
う
な
建
物
で

す
ね
。

ま
た
、
ツ
ー
リ
ス
ト
ビ
ュ
ー
ロ
ー
は
、

温
泉
地
だ
け
で
な
く
近
辺
を
外
国
要
人

向
け
に
別
荘
分
譲
も
し
ま
し
た
か
ら
、

格
上
の
別
荘
地
と
し
て
残
っ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
温
泉
は
、
い
く
つ
か
の

要
素
が
重
な
っ
て
発
展
、
変
遷
を
経
ま

し
た
が
、
農
家
の
泥
落
と
し
か
ら
な
る

温
泉
は
連
綿
と
続
い
て
い
て
、
情
報
化

時
代
に
入
る
と
﹁
秘
湯
﹂
と
し
て
取
り

挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の

契
機
が
、
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
で

し
た
。

デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン

デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
︵
１
９
７
０
︶
の
特
徴
は
、
女
性

を
動
員
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に

箱根宮之下の富士屋ホテル。外国

人から見た日本趣味の和洋折衷建

築。ホテルの周りには、古伊万里

や刀剣を扱う骨董屋が立ち並ぶ。

若
い
女
の
子
が
動
い
た
こ
と
が
、
温
泉

地
を
大
き
く
変
え
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
も
女
性
が
温
泉
に
行
っ
て

は
い
た
。
た
だ
、
大
ら
か
だ
っ
た
江
戸

時
代
よ
り
も
、
む
し
ろ
﹁
婦
人
は
銃
後

の
守
り
﹂
と
い
う
厳
し
い
教
育
が
さ
れ

た
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
前
半
の
ほ
う

が
女
性
と
っ
て
厳
し
い
時
代
で
し
た
。

そ
れ
が
高
度
成
長
期
に
入
る
と
、
女

性
の
動
員
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
温
泉
で
く
つ
ろ
い
で
い
る
女
性
の

写
真
が
い
た
る
所
で
目
に
つ
く
よ
う
に

な
る
と
、
男
性
も
つ
ら
れ
て
温
泉
地
へ

行
く
か
ら
入
り
込
み
客
︵
注
︶
が
も
の

す
ご
く
増
え
る
。
そ
れ
で
設
備
投
資
が

進
ん
で
、
温
泉
旅
館
の
大
規
模
化
、
立

て
直
し
が
進
み
ま
し
た
。

ま
た
、
企
業
の
招
待
旅
行
と
い
う
の

は
新
し
い
形
で
し
た
ね
。
例
え
ば
、
家

電
メ
ー
カ
ー
が
全
国
の
小
売
店
を
招
待

し
て
温
泉
地
に
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

や
は
り
経
済
の
高
度
成
長
は
日
本
の
温

泉
地
を
が
ら
り
と
変
え
た
大
き
な
要
素

に
な
り
ま
し
た
ね
。

交
通
が
発
達
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が

一
泊
旅
行
に
な
っ
て
、
そ
の
日
の
晩
に

宴
会
を
開
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

温
泉
旅
行
イ
コ
ー
ル
宴
会
と
な
る
の
は
、

１
９
７
０
年
代
か
ら
で
す
よ
。
温
泉
旅

館
が
、
ど
ん
ど
ん
温
泉
観
光
ホ
テ
ル
に

︵
注
︶
入
り
込
み
客

観
光
業
界
で
は
、
統
計
的
に
把
握
さ
れ
た
観
光
客
数

を
入
込
客
と
呼
ぶ
。
一
般
に
は
日
帰
り
客
数
と
宿
泊

客
数
の
合
計
で
、
こ
の
入
込
客
数
を
増
や
す
こ
と
が

地
域
観
光
政
策
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
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ま
す
。
こ
の
よ
う
に
温
泉
と
温
泉
地
と

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
リ
ン
ク
し
出
し
た
、

象
徴
的
な
き
っ
か
け
が
デ
ィ
ス
カ
バ
ー

ジ
ャ
パ
ン
で
し
た
。

マ
ス
コ
ミ
と
つ
な
が
る
よ
う
に
な
る

と
、
料
理
も
不
必
要
に
贅
沢
に
な
る
。

旅
館
で
あ
れ
ば
日
常
の
料
理
よ
り
は
手

が
か
か
っ
て
い
て
、
一
汁
一
菜
で
な
い

の
は
当
然
で
す
が
、
高
度
成
長
期
の
温

泉
旅
館
は
不
必
要
な
ま
で
に
料
理
を
膨

張
さ
せ
ま
し
た
。
二
の
膳
が
普
通
に
な

り
、
十
品
以
上
が
基
準
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
日
本
の
庶
民
の
食
習
慣
に
は
無

か
っ
た
こ
と
。
要
す
る
に
成
り
上
が
っ

た
だ
け
で
、
個
人
で
泊
ま
れ
ば
１
泊
２

万
円
、
３
万
円
に
も
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
延
び

る
か
で
す
が
、
料
理
の
こ
け
お
ど
し
の

時
代
は
も
う
終
わ
っ
た
で
し
ょ
う
。
飽

食
の
時
代
で
す
か
ら
、
飽
食
以
上
の
料

理
を
出
そ
う
と
す
れ
ば
品
数
と
見
栄
え

し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
味
と

い
う
文
化
は
遅
れ
を
と
っ
た
。
温
泉
旅

行
で
本
当
に
味
で
売
り
出
せ
る
所
が
ど

れ
ほ
ど
あ
る
か
。
期
待
は
、
こ
れ
か
ら

で
は
な
い
で
す
か
。

温
泉
に
対
す
る
共
同
幻
想
を

ど
う
維
持
す
る
か

現
在
の
日
本
の
場
合
、
薬
湯
と
い
う

の
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
成
分
に
は

あ
ま
り
依
存
し
ま
せ
ん
。
滞
留
期
間
が

短
い
で
す
か
ら
、
一
晩
入
っ
た
か
ら
と

日本温泉文化史

変
わ
る
ん
で
す
。

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
の
は
、
そ
の
土
地
に
お
け
る
温
泉
の

役
割
が
変
わ
る
こ
と
で
す
。

ど
ぼ
ん
と
温
泉
に
浸
か
っ
て
宴
会
す

る
の
は
以
前
と
同
じ
で
す
が
、
業
者
が

儲
け
て
も
、
そ
の
土
地
へ
の
分
配
、
還

元
は
増
え
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
エ
ン
タ

ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
称
し
て
、
温
泉
や

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
す
べ
て
の
商
売
を
、

自
分
の
宿
・
土
地
の
中
に
囲
い
こ
ん
で

し
ま
う
。
朝
市
ま
で
も
、
自
分
の
所
の

ロ
ビ
ー
で
開
く
。
そ
う
い
う
宿
泊
施
設

の
大
型
化
の
蔭
で
、
消
え
て
い
く
旅
館

も
出
て
き
ま
し
た
。

飯
坂
温
泉
が
い
い
例
で
す
。
昭
和
60

年
代
の
調
査
で
は
、
１
０
０
年
の
歴
史

を
持
っ
た
旅
館
で
生
き
延
び
た
の
は
約

６
割
で
し
た
。
外
部
資
本
が
入
り
、
設

備
投
資
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
、
潰
れ
て

い
き
ま
し
た
。
全
体
の
入
り
込
み
客
数

は
増
え
て
い
る
の
で
、
大
き
い
所
に
集

中
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

一
方
、
今
で
も
小
さ
な
旅
館
が
た
く

さ
ん
残
っ
て
い
る
温
泉
地
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
所
が
生
き
延
び
た
の
は
、
不

便
で
入
り
込
み
客
が
少
な
い
か
ら
で
す
。

そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
不
便
な
と
こ
ろ

に
は
マ
ス
コ
ミ
も
取
材
に
行
か
な
い
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
マ
ス
コ
ミ
の
付
加
価

値
に
注
目
が
集
ま
り
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

に
ど
う
露
出
す
る
か
が
生
き
延
び
の
課

題
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き

い
っ
て
そ
れ
が
効
く
と
は
誰
も
思
っ
て

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
﹁
温
泉
に
入
っ

て
癒
さ
れ
た
﹂
と
は
思
っ
て
い
る
。

日
本
人
の
温
泉
好
き
と
い
う
の
は
、

言
っ
て
み
れ
ば
共
同
幻
想
で
す
。
だ
か

ら
湧
出
量
よ
り
も
、
む
し
ろ
﹁
温
泉
と

い
う
共
同
幻
想
を
い
か
に
持
続
さ
せ
る

か
﹂
が
大
事
な
こ
と
で
す
。

江
戸
時
代
に
も
温
泉
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
が
あ
っ
て
、
そ
の
本
が
共
同
幻
想
を

相
当
膨
ら
ま
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
科

学
的
な
情
報
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
提

供
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
癒
さ
れ
た
と
み
ん
な
が
思
っ
て
い

ま
す
。
厚
生
省
︵
当
時
︶
が
決
め
た
基

準
が
あ
っ
て
も
、
温
泉
に
行
っ
て
そ
れ

を
確
か
め
て
い
る
人
は
い
ま
せ
ん
で
し

ょ
。
つ
ま
り
、
癒
し
と
い
う
意
味
で
の

共
同
幻
想
は
江
戸
時
代
か
ら
ず
っ
と
続

い
て
お
り
、
﹁
日
本
人
の
温
泉
好
き
﹂

と
い
う
形
で
今
ま
で
維
持
さ
れ
て
き
た

こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

温
泉
は
非
戦
闘
文
化

こ
う
し
て
み
て
い
く
と
、
温
泉
と
い

う
概
念
や
現
在
の
温
泉
地
が
、
一
言
で

語
ら
れ
に
く
い
理
由
が
わ
か
っ
て
き
ま

す
。
つ
ま
り
、
初
め
に
求
め
ら
れ
た
機

能
も
違
え
ば
、
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
も
多

様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
混
じ
り
あ
っ
て

今
の
姿
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
逆

に
言
え
ば
、
温
泉
そ
の
も
の
は
変
ら
ず

に
あ
っ
て
、
回
り
を
取
り
巻
く
我
々
の

思
惑
や
利
用
の
形
態
が
変
化
し
た
た
め

に
、
温
泉
の
性
格
が
多
様
化
し
た
と
い

う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

そ
う
し
た
意
味
か
ら
い
え
ば
、
温
泉

は
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
変
化
す
る
可

能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
日
本
人
の
大
衆
浴
文
化
が

世
界
に
広
ま
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は

な
い
で
し
ょ
う
。
裸
で
他
人
と
接
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
非
戦
闘
文
化
の
賜
物

で
、
海
外
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
裸
で
交

わ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
例
は
あ
り

ま
す
が
、
あ
れ
は
自
分
に
敵
意
の
な
い

こ
と
を
表
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
裸

を
見
せ
あ
っ
て
議
論
を
し
、
議
会
運
営

を
す
る
。
そ
れ
と
、
日
本
の
温
泉
は
根

本
的
に
違
い
ま
す
か
ら
ね
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
日
本
人
は
、
戦

闘
心
と
か
敵
愾
心
が
少
な
い
と
い
う
、

き
わ
め
て
不
思
議
な
民
族
で
す
。
早
い

時
代
に
一
言
語
に
統
一
さ
れ
た
こ
と
が

大
き
な
原
因
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
の

参
勤
交
代
は
、
文
化
の
均
質
化
に
非
常

に
貢
献
し
て
い
ま
す
。
言
語
が
違
っ
た

ら
警
戒
し
て
、
こ
う
は
い
か
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
。

そ
れ
と
似
た
状
況
が
現
代
の
中
国
で
、

十
数
億
人
が
一
つ
の
言
語
で
話
し
つ
つ

あ
る
。
脅
威
的
な
こ
と
で
す
よ
。
そ
れ

を
日
本
は
江
戸
時
代
に
、
期
せ
ず
し
て

見
事
に
や
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

岩が刳り貫かれた、伊豆は大滝温泉の

天城荘「子宝の湯」。温泉の効用の一つ

として、子供が授かるようにという期

待は大きかった。
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温
泉
と
は
何
か
？

地
下
水
と
し
て
の
温
泉
保
全
に
つ
い

て
話
す
前
に
、
箱
根
や
湯
河
原
を
例
に

挙
げ
て
、
温
泉
の
仕
組
み
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。

温
泉
と
は
、
地
下
に
浸
透
し
た
雨
水

な
ど
が
、
ゆ
っ
く
り
と
地
下
の
深
い
所

を
循
環
し
て
、
熱
や
成
分
を
獲
得
し
た

も
の
で
す
。
こ
れ
に
は
数
年
か
ら
数
万

年
か
か
り
ま
す
。
水
が
ど
の
よ
う
に
与

え
ら
れ
る
か
、
熱
の
源
が
何
か
に
よ
っ

て
、
温
泉
は
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

温
泉
は
﹁
火
山
性
温
泉
﹂
︵
第
四
紀

︵
二
百
万
年
以
後
︶
の
火
山
活
動
で
形

成
さ
れ
る
温
泉
︶
と
、
﹁
非
火
山
性
温

泉
﹂
に
分
か
れ
ま
す
。
非
火
山
性
温
泉

は
、
﹁
深
層
地
下
水
型
﹂
と
﹁
化
石
海

水
型
﹂
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

火
山
性
温
泉
は
、
地
下
に
あ
る
マ
グ

マ
溜
ま
り
か
ら
火
山
性
の
ガ
ス
が
上
が

っ
て
き
て
、
近
く
の
地
下
水
に
火
山
の

恵
み
で
熱
や
成
分
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

温
泉
の
も
と
に
な
る
﹁
水
﹂
は
９
割
以

上
が
雨
で
す
。
箱
根
、
湯
河
原
は
火
山

性
温
泉
で
す
。

丹
沢
山
地
の
中
川
温
泉
は
、
非
火
山

性
温
泉
の
一
例
で
す
。
昔
マ
グ
マ
だ
っ

た
も
の
が
固
ま
っ
た
﹁
高
温
岩
体
﹂
と

呼
ば
れ
る
も
の
が
ま
だ
地
下
に
残
っ
て

い
て
、
そ
の
余
熱
で
温
度
が
上
が
り
ま

す
。
箱
根
の
よ
う
に
80
度
に
は
な
り
ま

せ
ん
が
、
40
度
ぐ
ら
い
に
は
な
り
ま
す
。

ま
た
﹁
高
温
岩
体
﹂
が
な
く
て
も
、

地
中
は
温
度
が
地
下
に
行
く
に
し
た
が

い
、
地
熱
で
１
０
０
m
あ
た
り
２
〜
３

度
上
が
る
の
で
、
１
５
０
０
m
程
掘
れ

ば
60
度
に
な
る
計
算
で
す
。
ち
な
み
に
、

最
近
増
え
て
い
る
大
深
度
温
泉
と
い
う

の
は
、
こ
の
部
類
に
入
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
昔
の
海
の
水
が
閉
じ
こ

め
ら
れ
て
い
る
﹁
化
石
海
水
﹂
を
汲
み

上
げ
て
い
る
温
泉
も
あ
り
ま
す
。

次
に
泉
質
で
す
が
、
火
山
性
温
泉
は
、

火
山
性
蒸
気
と
雨
水
の
混
合
具
合
で
泉

質
が
違
い
ま
す
。
ほ
ぼ
同
じ
地
区
で
、

火
山
起
源
の
成
分
と
地
下
水
流
動
の
状

況
が
同
じ
な
ら
ば
、
温
泉
も
同
じ
で
す

し
、
ど
ち
ら
か
が
異
な
れ
ば
泉
質
も
温

度
も
違
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
火
山
性

温
泉
は
本
当
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん

で
い
ま
す
。

化
石
海
水
型
で
し
た
ら
、
ナ
ト
リ
ウ

ム
‐
塩
化
物
泉
、
つ
ま
り
ほ
と
ん
ど
が

食
塩
泉
で
す
。

よ
く
茶
色
の
湯
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
昔
の
植
物
由
来
の
腐
植
質
が
溶
け

て
い
る
も
の
で
、
フ
ミ
ン
酸
が
主
で
す
。

こ
の
場
合
は
ナ
ト
リ
ウ
ム
‐
炭
酸
水
素

塩
泉
、
重
曹
泉
で
す
ね
。
平
野
部
は
だ

い
た
い
こ
ん
な
も
の
で
、
火
山
性
温
泉

に
比
べ
る
と
検
討
が
つ
け
易
い
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
温
泉
法
に
基
づ
い
て
温

泉
分
析
を
し
て
、
温
泉
分
析
書
を
つ
く

り
ま
す
。
環
境
省
の
基
準
で
、
泉
質
に

応
じ
て
記
す
項
目
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
効
能
は
、
正
直
い
っ
て
断

地下水としての温泉保全入門

神奈川県温泉地学研究所

菊川城司
きくがわじょうじ

神奈川県温泉地学研究所主任研究員

板寺一洋
いたでらかずひろ

神奈川県温泉地学研究所主任研究員
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I酸性硫酸塩泉　<3pH
箱根火山の頂上付近では、大湧谷の

ような噴気活動があり、その周辺は

酸性の硫酸塩泉が主体となる。

II重炭酸塩硫酸塩泉 6～8pH
I帯の硫酸塩泉が岩石と反応して中

和すると重炭酸塩硫酸塩泉となる。

III塩化物泉　7～8.5pH
火山の地下深所から湧き出る高温の

熱水が最初に水と反応して塩化物泉

をつくる。

IV混合型　7～9pH
IIと IIIの温泉が混じり合って塩化

物重炭酸塩硫酸塩泉となる。

深層地下水型 I
高温岩体（とどまった

マグマ）から断層を通

って上昇する熱水

深層地下水型 II
帯水層（水が流れやす

い層）の水が地熱で温

められたもの

化石海水型
大昔の海水が地中に閉

じ込められたもの

非火山性温泉がある温泉は火山性温泉 と

箱根『七湯の枝折』
江戸時代、1811年（文化８）に文窓、弄花という２人の人物が『七湯の枝折』

という箱根温泉の案内本を出版し、各温泉の性質と効能を述べている。

湯元　　冷湯、気味なし　　脚気、すぢけ、骨痛、痔疾、瘡毒、タムシ、など

塔之沢　温湯、辰砂湯、気味かろし

中風、脚気、筋痛、冷症、頭痛、打身、など

堂が島　（性質の記載なし） 痰痛、脚気、痔、頭痛、めまひ、すぢけ、など

宮ノ下　温湯、気味しほはゆし（塩けが多い）

頭痛、腰痛、脚気、しっつり、中風、疝気、など

底倉　　熱湯、気味至而鹹し　　痔疾、淋病、疝気、中風、打身、帯下、など

木賀　　温湯、気味鹹し、又酸みあり

（上湯）気血不順、気虚、胸騒ぎ、すぢけ、など

芦之湯　冷湯、気味酸し

（達磨湯）眼丹、ただれ目、濕眼、つき目、熱、ムシ歯、など

言
で
き
ま
せ
ん
。
﹁
温
泉
の
何
が
効
く

ん
で
す
か
？
﹂
と
問
わ
れ
れ
ば
、
﹁
温

熱
効
果
が
あ
る
﹂
、
﹁
身
体
が
浮
く
﹂
、

﹁
成
分
が
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
る

の
で
は
﹂、﹁
転
地
効
果
で
リ
ラ
ッ
ク
ス

す
る
﹂
程
度
ま
で
は
答
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
﹁
○
○
が
こ
れ
だ
け
入
っ
て

い
る
か
ら
、
○
○
に
効
く
﹂
等
と
は
、

我
々
で
は
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
ち
ら

は
、
温
泉
療
養
を
専
門
に
し
て
い
る
人

に
質
問
し
て
く
だ
さ
い
。

温
泉
の
性
格
は

熱
と
地
下
水
の
収
支
で
決
ま
る

温
泉
も
地
下
水
で
あ
る
と
考
え
る
と
、

そ
の
集
水
域
が
決
ま
り
ま
す
。
箱
根
は

一
つ
の
集
水
域
で
閉
じ
て
い
ま
す
か
ら
、

箱
根
だ
け
を
考
え
る
な
ら
ば
、
平
野
と

の
関
係
は
考
え
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。

湯
河
原
も
閉
じ
た
集
水
域
と
し
て
考
え

ま
す
。

温
泉
が
枯
渇
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

あ
る
井
戸
の
水
位
と
温
度
が
一
定
な
の

か
、
そ
れ
と
も
下
が
っ
て
い
く
の
か
を

計
測
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

温
泉
は
雨
水
と
火
山
性
蒸
気
が
混
じ

り
合
っ
て
で
き
て
い
る
の
で
、
雨
量
が

減
れ
ば
湧
出
量
も
減
り
ま
す
し
、
雨
水

か
ら
く
る
地
下
水
の
流
れ
が
一
系
統
で

は
な
く
複
数
系
統
あ
れ
ば
、
そ
の
系
統

間
の
や
り
と
り
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
場
所
に
よ
り
異
な
る
の
で
、

特
定
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。

こ
の
系
統
を
、
簡
単
に
い
え
ば
﹁
水

脈
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
ま
す
が
、

水
脈
と
い
っ
て
も
地
下
に
川
の
流
れ
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
な
も
の
の
中

を
、
地
下
水
が
ゆ
っ
く
り
と
動
い
て
い

る
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ

う
。
箱
根
、
湯
河
原
で
、
ど
こ
に
ど
う

い
う
水
脈
が
あ
る
か
は
、
な
か
な
か
は

っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
の
が
現
状
で
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、
深
い

所
に
は
熱
く
て
成
分
も
濃
い
水
が
あ
り
、

浅
い
所
ほ
ど
雨
水
に
近
い
薄
く
て
温
度

の
低
い
水
が
あ
る
と
考
え
て
み
て
く
だ

さ
い
。
そ
の
水
が
層
に
な
っ
て
重
な
っ

て
い
る
の
で
す
。
ど
こ
か
で
温
泉
を
過

剰
に
汲
む
と
、
そ
の
部
分
の
湯
が
無
く

な
る
た
め
、
上
か
ら
冷
た
い
水
が
入
っ

て
き
易
く
な
り
、
結
果
的
に
湯
の
温
度

が
下
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

も
し
お
湯
と
水
と
の
間
に
互
い
に
や
り

と
り
が
な
け
れ
ば
、
お
湯
を
汲
ん
で
も

湯
の
温
度
が
下
が
ら
ず
に
、
単
に
湯
量

が
減
る
だ
け
で
す
。
ま
た
、
上
の
冷
た

い
水
も
や
が
て
は
温
泉
に
な
る
と
考
え

た
場
合
は
、
冷
た
い
水
を
汲
む
と
温
泉

も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ
ー
ン
が
考

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
現
状
と
し
て
お
お
ま

か
な
状
況
は
お
話
で
き
ま
す
が
、
現
在

は
あ
る
場
所
の
あ
る
源
泉
が
ど
の
よ
う

な
パ
タ
ー
ン
に
相
当
す
る
の
か
を
、
見

極
め
よ
う
と
調
査
し
て
い
る
段
階
で
す
。



2,000
1995

データなし

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

湯本

湯本

強羅

強羅

湯河原

湯河原

総湧出量  (ℓ/ 分 )

年度延べ宿泊利用人員数

1985 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 2002

900,000

1,200,000

750,000

1,050,000

1,350,000

箱根・湯河原の

温泉湧出量と年間宿泊人数の推移

年間宿泊人数（上）と温泉総湧出量（下）

の推移を示したもの。現在のところ、大き

な変動もなく落ち着いている。

2500

2000

1500

1000

500

0ℓ/min
温泉湧出量

11974 年 月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

250

200

150

100

50

250

200

150

100

50

0

20

10

0 mm/day
降水量

11974 年 月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

神奈川県温泉地学研究所ロビー展示より作図

姥子温泉

蛇骨温泉

雨が降ったら

すぐに涌き出してしまう

姥子温泉は浅層地下水のため、

湧出量が降水に敏感に反応する。

渇水期には枯渇し、豊水期には

急増する。

雨が降ってから

長い時間を経て涌き出す

蛇骨温泉（底倉温泉）は深層地

下水。降水に対する湧出量の反

応は小さく、渇水、豊水に関わ

らず湧出量の変化は少ない。

温泉の湧出量と降水量の関係は、地域特性で違いがある
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モ
ニ
タ
リ
ン
グ

温
泉
地
学
研
究
所
の
主
要
な
活
動
の

一
つ
に
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
あ
り
ま
す
。

定
点
観
測
を
し
て
経
年
変
化
を
調
べ
、

問
題
が
起
き
れ
ば
さ
ら
に
調
査
し
ま
す
。

定
点
観
測
地
点
は
箱
根
で
８
ヶ
所
設
け

て
い
ま
す
。

ま
た
、
日
常
の
観
測
と
は
別
に
、
ス

ポ
ッ
ト
で
調
査
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

箱
根
で
は
群
発
地
震
が
起
き
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
伴
い
温
泉
の
温

度
が
上
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
地
震

火
山
活
動
と
の
か
か
わ
り
を
調
べ
る
た

め
に
、
温
泉
デ
ー
タ
を
集
め
る
の
で
す
。

最
近
で
は
２
０
０
１
年
に
温
度
上
昇
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
観
測
業
務
と
は
別
に
、

県
民
か
ら
の
相
談
を
受
け
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
温
泉
宿
の
ご
主
人

か
ら
﹁
い
ま
ま
で
透
明
だ
っ
た
け
ど
、

何
か
沈
殿
物
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

泉
質
が
変
わ
っ
た
の
か
？
﹂
と
か
﹁
今

ま
で
無
臭
だ
っ
た
の
に
、
臭
い
が
す
る
﹂

﹁
量
が
減
っ
て
き
た
け
ど
、
隣
で
何
か

や
っ
て
い
る
の
で
は
﹂
等
と
い
っ
た
こ

と
で
す
。
沈
殿
物
が
あ
る
と
い
う
相
談

で
す
が
、
こ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
温

泉
か
ら
で
は
な
く
、
清
掃
や
管
理
が
不

十
分
で
、
藻
な
ど
の
有
機
物
が
発
生
す

る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

湯
量
が
減
る
場
合
、
我
々
が
ま
ず
疑

う
の
は
井
戸
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
さ
れ

要
は
、
水
収
支
バ
ラ
ン
ス
と
、
下
か

ら
の
火
山
蒸
気
の
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
が
、

ど
の
よ
う
な
連
鎖
で
関
係
し
て
い
る
か

が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
か
な
か
わ
か
り

ま
せ
ん
。

量
の
変
動
と
い
っ
て
も

温
泉
の
湧
出
量
は
水
収
支
と
関
係
し

て
い
ま
す
か
ら
、
降
雨
量
の
影
響
が
出

易
い
温
泉
と
、
す
ぐ
に
は
出
な
い
温
泉

が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
自
然
に
湧
い

て
い
る
温
泉
︵
湧
泉
︶
の
中
に
は
大
雨

が
降
る
と
３
日
後
に
湧
水
量
が
増
え
る

場
所
が
あ
り
ま
す
。
逆
に
、
降
雨
に
ほ

と
ん
ど
左
右
さ
れ
な
い
温
泉
も
あ
り
、

個
々
の
個
性
が
あ
り
ま
す
。
箱
根
で
は
、

姥
子
温
泉
は
こ
う
し
た
影
響
が
出
や
す

い
温
泉
で
す
。
通
常
汲
み
上
げ
て
い
る

よ
う
な
掘
削
井
戸
で
は
、
目
に
見
え
る

よ
う
な
大
き
な
影
響
は
出
て
こ
な
い
で

す
ね
。

た
だ
し
、
年
単
位
で
長
期
的
に
見
る

と
、
汲
み
上
げ
量
や
収
支
の
バ
ラ
ン
ス

が
崩
れ
、
だ
ん
だ
ん
量
が
減
っ
て
き
て

い
る
と
い
う
源
泉
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら

に
収
支
以
外
に
も
、
例
え
ば
火
山
活
動

が
活
発
に
な
っ
た
り
す
る
と
温
度
が
上

が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

研
究
所
は
何
を
し
て
い
る
か

当
研
究
所
は
１
９
６
１
年
︵
昭
和
36
︶

に
、
神
奈
川
県
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
当
初
は
温
泉
研
究
所
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
が
、
後
に
地
震
や
地
下
水

汚
染
も
研
究
範
囲
に
含
め
、
今
は
温
泉

地
学
研
究
所
と
名
乗
っ
て
い
ま
す
。
地

質
構
造
の
解
明
、
温
泉
保
護
の
対
策
、

地
下
水
の
保
全
、
地
震
活
動
の
監
視
と

い
う
４
部
門
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

温
泉
は
、
昭
和
30
年
代
に
よ
り
深
く
、

よ
り
多
く
お
湯
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
全
国
的
に
温
泉

の
乱
開
発
が
起
き
ま
し
た
。
ボ
ー
リ
ン

グ
技
術
が
発
達
し
、
汲
み
上
げ
ポ
ン
プ

の
性
能
が
良
く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

こ
の
２
つ
の
技
術
性
能
の
向
上
が
、
過

剰
掘
削
に
拍
車
を
か
け
、
問
題
化
し
て

い
き
ま
し
た
。

箱
根
、
湯
河
原
な
ど
県
内
の
既
存
温

泉
に
も
影
響
が
出
て
、
こ
の
ま
ま
で
は

枯
渇
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
危
機
感
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

温
泉
の
保
全
を
目
的
に
、
当
研
究
所
が

つ
く
ら
れ
た
の
で
す
。

温
泉
研
究
所
が
で
き
る
ま
で
は
、
温

泉
に
か
か
わ
る
こ
と
は
保
健
所
が
担
当

し
て
お
り
、
箱
根
の
湯
量
が
減
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。

﹁
そ
れ
は
多
分
掘
り
す
ぎ
た
か
ら
﹂
程

度
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
が
、
本
格
的
に
温
泉
保
護
の
た
め
の

研
究
を
始
め
た
の
は
１
９
６
１
年
︵
昭

和
36
︶
以
降
で
す
。
自
治
体
レ
ベ
ル
で

の
取
り
組
み
と
し
て
は
全
国
で
も
非
常

に
早
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
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て
い
る
か
ど
う
か
で
す
。
長
く
使
っ
て

い
る
と
、
井
戸
の
管
内
に
湯
垢
︵
ス
ケ

ー
ル
︶
が
付
着
し
た
り
、
ポ
ン
プ
の
能

力
が
落
ち
て
き
ま
す
。
ス
ケ
ー
ル
を
除

去
し
、
そ
れ
で
も
戻
ら
な
け
れ
ば
、
湯

量
が
経
年
的
に
減
っ
て
い
る
の
か
を
調

べ
ま
す
。
井
戸
毎
に
源
泉
の
温
度
、
量

の
デ
ー
タ
は
集
め
て
い
ま
す
の
で
、
そ

れ
ら
を
並
べ
て
判
断
し
ま
す
。

温
泉
保
全
の
考
え
方

現
在
箱
根
、
湯
河
原
の
湧
出
量
は
落

ち
着
い
て
い
ま
す
が
、
高
度
成
長
期
に

は
、
温
泉
の
開
発
は
さ
ら
に
進
み
、
枯

渇
化
が
深
刻
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
神
奈
川
県
で
は
、
１
９
６
７

年
︵
昭
和
42
︶
に
﹁
温
泉
保
護
対
策
要

綱
﹂
を
つ
く
り
、
新
た
な
掘
削
の
禁
止

や
、
汲
み
上
げ
量
の
上
限
を
定
め
ま
し

た
。
こ
れ
に
効
果
が
あ
っ
て
、
湧
出
量

低
下
に
歯
止
め
が
か
か
り
ま
し
た
。

こ
の
対
策
要
綱
で
は
、
ま
ず
保
護
地

域
を
定
め
ま
し
た
。
﹁
特
別
温
泉
保
護

地
域
﹂﹁
温
泉
保
護
地
域
﹂﹁
温
泉
準
保

護
地
域
﹂
の
３
つ
に
ラ
ン
ク
分
け
し
、

箱
根
は
大
部
分
が
温
泉
準
保
護
地
域
と

世界の温泉分布

温泉分布は火山の分布にほぼ等しい。

上：温泉井戸の管内に付着したり、沈殿した

湯垢（スケール）。

左：神奈川県の「ナマズの会」が定期的に温

泉の水位を計測している器具。相対的な水位

の上下動を測定するため、基準を任意に設定

できる。
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江戸の箱根七湯時代から明治の中ごろまでは、源泉数が 30 程度。
箱根温泉の開発気運は、電車時代の開幕や丹那トンネル開通など
の「交通の発達」および「景気の上昇時代」に訪れた。数度の温泉開
発ブームを経て、現在では 360 余りの源泉がある。

温泉保護対策要綱の策定
温泉保護のため温泉保護地域
などを定め、新規掘削の制限
と影響調査の方法などが盛り
込まれた。

温泉法の制定
温泉審議会という第三者機関
が審議するということ以外、
基本的には取締規則の基準と
同様の内容であった。

温泉保護対策要綱の改定
温泉保護地域の拡大と保護規
制の強化をはかり、温泉汲み
上げ量の制限を設けるなど大
幅な改定が行なわれた。

飲泉の許可
飲泉の許可基準
が設けられ、温
泉利用の新たな
展開が始まる。

回転式・トリコンビット堀
岩盤を砕きながら掘削するトリコン
ビットは掘削時間を大幅に短縮した。

湯本温泉では 1944 年ごろから掘削
が盛んになってきたが、温泉水位の低
下は著しく、1965年、自噴していた温
泉が停止した。その後も毎年 0.8m づ
つ水位が低下している。

移動が簡便な水中ポンプの開
発が進み、低下する温泉水位
に対応している。耐圧性の向
上がさらに深所からの汲み上
げを可能にした。

圧縮した空気を送り込み、泡
と一緒に温泉を汲み上げるエ
アーリフト方式は昭和20年
代から使われ始めた。能力が
高く、構造が簡単なのが特徴。
温泉の利用量が増大し、水位
の低下が激しくなる。

回転式・コアー堀
深さ500mまでが限界で
あった衝撃式に変わり、回
転式が登場してきたのが
昭和40年代。
掘り出されたコアーによ
り、箱根の地質構造が明ら
かになり、温泉の科学や成
因モデルに影響を与える。

水中ポンプエアーリフトポンプ

温泉法（衛生行政） 県による要綱行政の時代

上昇景気の時代 温泉ブームの時代

年 昭和35年 昭和55年 平成12年

神武景気
1955

岩戸景気
1959～1961

バブル景気 バブル不況いざなぎ景気
1966～1970

オイルショック
1973　1978-

る

環境庁の所管となる

温泉法とは
1948年（昭和23）に制定。温泉法で、温泉とは「地中からゆう出する温水、

鉱水及び水蒸気その他のガス（炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。）」

で、「別表に掲げる温度又は物質を有するもの」とされている。別表は、以

下のとおり

１　温度（温泉源から採取されるときの温度とする）摂氏25度以上

２　物質（次に掲げるもののうち、いづれか一）
物質名 含有量（１kg中）

溶存物質（ガス性のものを除く）総量1000mg以上

遊離炭酸 250mg以上

リチウムイオン 1mg以上

ストロンチウムイオン 10mg以上

バリウムイオン 5mg以上

フエロ又はフエリイオン 10mg以上

第１マンガンイオン 10mg以上

水素イオン 1mg以上

臭素イオン 5mg以上

沃素イオン 1mg以上

ふつ素イオン 2mg以上

ヒドロひ酸イオン 1.3mg以上

メタ亜ひ酸 1mg以上

総硫黄 1mg以上

メタほう酸 5mg以上

メタけい酸 50mg以上

重炭酸そうだ 340mg以上

ラドン 20（100億分の１キュリー単位）以上

ラヂウム塩 1億分の1mg以上

つまり、「温度が25度以上」か、上に挙げた物質のどれか１つを基準量以

上充たしていれば、法律上は温泉となる。このあまりにも幅の広い温泉の定

義が、温泉法の評判がよくない理由の一つとなっている。

また、温泉の成分等の表示については、温泉法第14条で「温泉を公共の浴

用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるとこ

ろにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければ

ならない」とされており、その掲示項目は、温泉法施行規則第６条で以下の

とおり定められている。

１　源泉名

２　温泉の泉質

３　源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度

４　温泉の成分

５　温泉の成分の分析年月日

６　登録分析機関の名称及び登録番号

７　温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

８　温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

９　温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨（ろ過を実施している場合は、
その旨を含む。）及びその理由

10 温泉に入浴剤（着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。
ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。）を加え、又は温泉を
消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

11 浴用又は飲用の禁忌症

12 浴用又は飲用の方法及び注意

この内、１から６及び11、12が従来の掲示項目、７から10は2005年２月に

改正され追加されたものだ。改正された背景には、2004年に各地で問題にな

った温泉偽装問題や、循環ろ過式入浴施設で起きたレジオネラ肺炎感染の頻

発がある。

左表：神奈川県温泉地学研究所ロビーの展

示を作図したもの。

上：コアー掘りの先端、人造ダイアのビッ

トが回転して、土でも岩盤でもすべて円柱

状（写真中の手前）にして掘り出す。ある

程度掘り進むとコア（中身）を取り出すた

めに、先端部分を地上まで引き上げなけれ

ばならない。そのピストン運動をなくして

大幅に能率を上げたのが、３つのビットで

岩盤を砕くトリコンビットだ。（写真下）粉

砕物は、水と一緒に引き出されるが、その

泥水が、温泉水脈の細孔を目詰まりさせて

しまうこともある。
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な
り
ま
し
た
。

温
泉
準
保
護
地
域
に
お
け
る
新
規
掘

削
井
戸
に
つ
い
て
、
箱
根
は
１
分
間
に

70
リ
ッ
ト
ル
以
上
を
、
湯
河
原
は
１
分

間
に
60
リ
ッ
ト
ル
以
上
を
汲
み
上
げ
禁

止
に
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
要
綱
が

で
き
る
前
の
井
戸
に
つ
い
て
は
既
得
権

と
し
て
、
い
ま
ま
で
汲
ん
で
い
た
分
は

認
め
て
い
ま
す
。
特
別
温
泉
保
護
地
域

と
温
泉
保
護
地
域
は
新
た
に
掘
っ
て
は

い
け
な
い
地
域
で
す
。

こ
れ
を
定
め
て
か
ら
、
湧
出
量
の
減

り
方
が
だ
ん
だ
ん
緩
や
か
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
な
ん
と
か
現
状

維
持
で
き
る
程
度
ま
で
に
は
回
復
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
、
源
泉
掛
け
流
し
が
ブ
ー
ム
で
す

が
、
実
際
問
題
と
し
て
現
在
の
箱
根
の

収
容
人
員
分
を
掛
け
流
し
で
使
お
う
な

ど
と
い
う
の
は
無
理
な
話
で
、
湯
量
不

足
を
補
う
た
め
に
循
環
さ
せ
て
温
泉
を

利
用
し
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て

実
際
の
﹁
汲
み
上
げ
量
﹂
と
﹁
利
用
量
﹂

は
、
乖
離
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

温
泉
の
保
全
は
地
下
水
の
保
全
と
同

じ
で
す
。
雨
水
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
が
地

下
水
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
何
パ
ー
セ

ン
ト
が
温
泉
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
知

っ
た
上
で
、
使
う
温
泉
量
を
決
め
る
べ

き
で
す
。
こ
れ
は
平
野
に
あ
る
工
場
が

地
下
水
の
揚
水
量
を
決
め
る
の
と
同
じ

理
屈
で
す
。

た
だ
し
、
温
泉
成
分
は
変
動
し
ま
す
。

２
ヶ
月
前
に
測
っ
た
湯
と
、
今
測
っ
た

湯
は
、
似
て
い
る
け
れ
ど
ま
っ
た
く
同

じ
成
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
雨
水
の
涵

養
状
況
が
温
泉
の
濃
度
と
か
か
わ
る
の

で
、
量
の
保
全
と
質
の
維
持
は
並
行
し

て
行
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
温
泉
地
に
よ
っ
て
は

死
活
問
題
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
温
度
は
25
度
以
上
あ
る
け
れ

ど
も
、
温
泉
法
で
定
め
ら
れ
た
成
分
の

容
存
物
質
総
量
が
１
０
０
０
mg
／
kg
未

満
だ
と
、
何
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
と

﹁
単
純
温
泉
﹂
と
一
括
り
に
さ
れ
、
越

え
て
い
れ
ば
﹁
塩
類
泉
﹂
と
さ
れ
ま
す
。

こ
の
境
目
に
あ
る
温
泉
は
、
水
の
量
に

よ
っ
て
区
分
け
が
変
わ
る
し
、
そ
の
変

動
は
雨
量
な
ど
の
自
然
変
動
に
よ
る
部

分
と
、
人
為
的
な
汲
み
す
ぎ
に
よ
る
な

ど
、
複
数
の
要
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
在
の
制
度
で
は
、
10
年
に
１
回
程

度
の
成
分
検
査
で
、
単
純
温
泉
か
塩
類

泉
か
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
そ
の
間
に
変

動
が
あ
っ
て
も
、
10
年
間
は
そ
の
ま
ま

で
す
。
つ
ま
り
、
温
泉
と
い
う
も
の
は

量
も
質
も
地
下
の
水
収
支
に
よ
り
常
に

変
動
し
て
い
る
も
の
で
す
が
、
実
状
は

そ
れ
に
対
応
し
て
い
な
い
の
で
す
。

地
下
水
の
流
動
は
、
原
因
が
わ
か
ら

な
い
こ
と
が
多
く
、
ま
だ
ま
だ
調
べ
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
根
気
よ
く
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
こ

と
で
、
温
泉
の
健
全
な
資
源
利
用
に
役

立
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

手掘りの掘削
は主に横穴で、
奥行きが数m
から数十m。
それ以上の掘
削は困難だっ
た。

衝撃式掘削
1923年、木賀で「上総堀り」
による掘削により、深さ
150m から温泉が大量に湧
き出た。この開発の成功が
きっかけとなり、箱根全体
に機械掘削が広がる。

温泉地区取締規則（県）
新規に温泉が掘れるのは、既存の温泉から110m以上離す
などの距離制限と、影響を与えぬことが定められた。掘削し
た温泉を埋め戻すなど厳しい処置もあったが、取締に一貫
性がなかったといわれ、温泉に関する係争が度々起きた。

温泉の開発と利用に関する規則は、1930年の警察による取締規則
にはじまり、温泉法制定後は衛生行政が引き継ぐ。1967 年に神奈
川県の要綱が制定され、1980 年に抜本改正された。温泉開発の技
術発達が著しく、依然として温泉の涸渇化が進行している。

機械による温泉の掘削によって、温泉は深さを持ち、ポンプによ
る汲み上げが必要となった。しかし、その汲み上げが温泉水位の
低下を招き、周辺の温泉の量にまで影響を及ぼすようになる。
渦巻きポンプは温泉水位が低下していくと、徐々に汲み上げ量
が下がり、水位の深さが10mを超えると汲み上げることができ
なくなった。また、温泉の温度や化学成分によって腐食や固形物
の付着といった欠点がある。

自然湧泉は、100～200年
以上前に発見されたもの
が各地にあり、長い間、枯
渇することもなく利用さ
れてきた。

手掘りによって掘削した温泉は自噴したが、
機械によって数 10m 以上も掘られた温泉
は、ポンプによる汲み上げが必要となった。
ポンプによる汲み上げは周囲の温泉の水位
低下を招き、さらに深く温泉を掘り、より強
力なポンプを使うという悪循環が、温泉の
枯渇を一層進めることとなった。

社会状況

温泉行政

掘削技術

汲み上げ技術

人力車などの時代

自然湧泉の発見 手掘り掘削 機械による掘削

渦巻きポンプ

警察による取締行政

自然湧泉・掘削自噴泉

文部省・全国温泉調査 内務省による温泉調査の時代

馬車の時代 電車バスの時代

車道開削
1880 湯本 - 小田原
1881 湯本 - 塔ノ沢
1887 塔ノ沢 - 宮之下
1904 宮之下 - 芦之湯 - 箱根町
1912 宮之下 - 仙石原 - 御殿場
1932 箱根峠 - 熱海
1935 元箱根 - 湖尻 - 大湧谷 - 小湧谷

馬車鉄道開通
1888 国府津 - 湯本

電車開通
1900 国府津 - 湯本

登山電車開通
1919 湯本 - 強羅

小田急開通
1927 新宿 - 小田原

世界恐慌
1930

昭和15年明治13年 明治33年 大正9年

太平洋戦争
1941～1945

丹那トンネル開通
1934 東海道新線
　　　交通が便利になり
　　　温泉開発が進む

富士箱根が国立公園に指定される
1936

箱根温泉の開発史

厚生省の所管となる内務省の所管となる
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温
泉
は

治
療
の
場
と
し
て
始
ま
っ
た

温
泉
地
は
療
養
の
湯
治
場
と
し
て
発

展
し
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
湯
畑
の

あ
る
草
津
温
泉
は
強
酸
性
の
湯
で
、
身

体
に
良
い
と
い
う
こ
と
が
、
口
伝
え
に

広
が
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
草
津
の
湯
は
47
〜
48
度
と

温
度
が
高
く
、
浸
か
る
に
は
か
な
り
の

忍
耐
を
要
し
ま
し
た
。
病
気
を
治
し
た

い
一
心
か
ら
熱
湯
に
身
を
任
せ
、
中
に

は
死
者
も
出
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
た

め
、
草
津
温
泉
に
あ
る
光
泉
寺
に
は
無

縁
仏
の
碑
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
湯
も

み
は
、
湯
の
温
度
を
下
げ
、
準
備
運
動

の
た
め
に
行
な
わ
れ
ま
す
。
そ
の
際
唄

わ
れ
る
湯
も
み
唄
は
、
大
正
以
降
に
草

津
節
と
し
て
全
国
に
広
ま
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
、
房
総
の
百
姓
８
名
が

村
役
人
に
﹁
こ
れ
か
ら
草
津
に
40
日
間

の
湯
治
に
行
か
せ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い

う
湯
治
願
い
を
出
し
た
記
録
も
残
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
温
泉
は
天
の
恵
み
と

認
識
さ
れ
、
ま
ず
療
養
の
場
と
し
て
発

展
し
ま
す
。
日
本
の
温
泉
地
に
は
よ
く

祠
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
松
葉
杖

な
ど
が
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
病
人
が

何
週
間
も
湯
治
を
続
け
る
う
ち
に
良
く

な
っ
て
、
無
用
に
な
っ
た
杖
を
奉
納
し

て
帰
っ
た
わ
け
で
す
。

現
在
も
、
温
泉
は
身
体
に
良
い
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
仕
事
の
都
合
な
ど

で
長
期
滞
在
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
。
１
泊
や
２
泊
で
は
、
目
に
見
え

る
効
果
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も

温
泉
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
気
候

や
地
形
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
複

合
さ
れ
て
、
効
果
が
表
れ
ま
す
。
日
常

生
活
と
は
異
質
の
場
所
に
行
く
こ
と
が
、

気
分
を
変
え
る
面
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

香
川
修
徳
は
、
１
７
３
８
年
︵
元
文

３
︶
に
我
が
国
初
の
温
泉
医
学
書
﹃
一

本
堂
薬
選
続
編
﹄
を
著
し
ま
し
た
。
こ

の
人
も
、
温
泉
は
ま
ず
﹁
気
を
助
け
る
﹂

と
い
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
複
合
的
な
効
果
は
、
人

に
よ
っ
て
感
じ
方
が
違
う
し
、
証
明
し

づ
ら
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
経
験
的

に
は
温
泉
は
﹁
良
い
﹂
と
思
っ
て
い
ま

す
。
今
は
温
泉
法
で
、
﹁
何
に
効
く
﹂

と
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が
、

﹁
こ
う
い
う
病
気
の
人
は
入
っ
て
は
い

け
ま
せ
ん
﹂
と
禁
忌
症
に
つ
い
て
は
示

す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

湯
治
期
間
は
３
週
間

温
泉
地
で
は
、
薬
師
堂
を
つ
く
り
、

身
体
を
守
っ
て
く
れ
る
薬
師
如
来
を
祀

り
ま
し
た
。
病
人
は
滞
在
中
、
薬
師
如

来
を
拝
ん
で
、
湯
治
を
し
ま
し
た
。

昔
は
、
滞
在
期
間
は
３
週
間
と
決
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
１
４
５
２
年
︵
享

徳
元
年
︶
に
﹃
有
馬
入
湯
記
﹄
を
記
し

た
京
都
・
相
国
寺
の
僧
瑞
渓
は
、
﹁
一

個性ある温泉地に

山村順次
やまむらじゅんじ

千葉大学教育学部教授・日本温泉地域学会会長

1940年生まれ。東京教育大学大学院理学研究科博士課

程単位取得（地理学）。主な著書に『日本の温泉地』

（日本温泉協会、1998）、『世界の温泉地』（同、2004）

他多数。

住民自らが地域性を再認識して生き残る

神奈川県温泉地学研究所ロビー展示パネル「世界の温泉」より
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個性ある温泉地に

あ
り
ま
し
た
。
日
帰
り
客
を
対
象
と
し

た
日
本
の
ク
ア
ハ
ウ
ス
と
は
違
っ
て
、

滞
在
し
て
い
る
人
が
憩
う
場
所
で
す
。

広
大
な
森
林
に
囲
ま
れ
た
ク
ア
パ
ー
ク

の
中
に
、
ホ
ー
ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
が
整

い
、
カ
ジ
ノ
が
併
設
さ
れ
て
い
る
所
も

あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
ド
イ
ツ
で
も
１
９

８
０
年
頃
に
再
び
転
機
が
や
っ
て
き
ま

す
。
公
的
補
助
は
治
療
費
の
み
に
な
っ

て
、
温
泉
滞
在
費
は
自
己
負
担
に
移
行

し
た
り
、
滞
在
日
数
が
制
限
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
れ
ま

で
多
数
あ
っ
た
小
さ
な
ホ
テ
ル
に
は
客

が
来
な
く
な
り
、
大
い
に
困
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
じ
め
て
、
彼
ら
も
観
光
に
目

を
向
け
始
め
る
わ
け
で
す
。

療
養
と
は
い
っ
て
も
、
重
病
人
が
来

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

３
週
間
も
あ
る
と
暇
な
と
き
は
近
く
の

観
光
地
を
巡
る
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
り

し
て
い
た
の
で
す
。
90
年
ご
ろ
に
な
る

と
、
私
費
で
自
分
で
好
き
な
温
泉
に
好

き
な
だ
け
滞
在
す
る
と
い
う
形
に
変
わ

っ
て
き
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
温
泉
は
療
養
、
保

養
が
中
心
で
、
今
で
も
国
が
し
っ
か
り

と
補
助
し
て
い
ま
す
。
お
金
の
無
い
人

に
は
、
交
通
費
ま
で
出
る
そ
う
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
基
本
的
に
は
温

泉
を
そ
う
い
う
意
味
で
大
事
に
し
て
き

て
、
温
泉
地
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
温

泉
地
に
は
ク
ア
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
い
う

専
門
職
が
あ
っ
て
、
地
域
観
光
の
方
針

を
決
め
て
い
き
ま
す
。
保
険
に
頼
ら
な

い
で
来
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い

た
め
、
ゴ
ル
フ
場
や
プ
ー
ル
を
つ
く
っ

た
り
、
大
き
な
露
天
風
呂
に
ス
ラ
イ
ダ

ー
つ
け
て
子
ど
も
た
ち
に
来
て
も
ら
う

よ
う
に
、
そ
う
い
う
脱
・
療
養
施
設
に

投
資
を
し
て
い
る
と
、
以
前
あ
る
温
泉

地
の
ク
ア
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は
話
し
て
い

ま
し
た
。

近
郊
リ
ゾ
ー
ト
地
の
誕
生

一
方
、
日
本
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

明
治
の
終
わ
り
に
は
、
熱
海
に
１
週

間
も
10
日
も
滞
在
す
る
人
が
た
く
さ
ん

い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
上
流
階

級
が
別
荘
を
つ
く
り
始
め
、
そ
の
こ
ろ

登
場
し
始
め
た
中
産
階
級
の
人
々
向
け

に
も
別
荘
が
分
譲
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
温
泉
地
が
、
農
民
や
庶
民
が
身

体
を
治
す
場
所
か
ら
、
商
業
地
に
変
化

し
て
き
た
の
で
す
。

こ
れ
に
鉄
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、
観

光
地
へ
と
変
化
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

昭
和
の
初
め
に
小
田
急
電
鉄
が
箱
根
に

ロ
マ
ン
ス
カ
ー
を
走
ら
せ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
２
人
づ
つ
前
を
向
い
て
座
る
ロ

マ
ン
ス
シ
ー
ト
の
﹁
ロ
マ
ン
ス
﹂
で
す
。

﹁
週
末
は
ロ
マ
ン
ス
カ
ー
で
箱
根
に
来

て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
わ
け
で
、
鉄
道

会
社
が
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
し
た
の
で
す
。

昭
和
の
初
期
は
、
東
京
に
近
く
て
１

泊
や
２
泊
で
楽
し
め
る
場
所
が
、
観
光

地
と
し
て
賑
わ
い
ま
し
た
。
伊
香
保
は

回
り
は
少
し
入
る
、
二
回
り
は
多
く
、

三
回
り
は
少
し
﹂
と
い
う
よ
う
に
﹁
三

巡
り
﹂
を
基
本
と
し
て
勧
め
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
﹁
温
泉
に
は
１
週
間
単
位
で

３
回
入
り
な
さ
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
平
安
末
期
の
貴
族
、
九
条
兼

実
が
﹃
玉
葉

ぎ
ょ
く
よ
う

﹄
と
い
う
日
記
に
薬
湯
の

入
り
方
で
三
週
間
と
書
い
て
い
る
こ
と

を
引
き
継
い
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。
ち

な
み
に
こ
の
湯
は
、
温
泉
で
は
な
く
、

い
ろ
い
ろ
な
木
を
湯
に
入
れ
た
﹁
五
木

の
湯
﹂
と
い
う
も
の
で
し
た
。

３
週
間
の
湯
治
期
間
は
、
明
治
以
降

日
本
が
導
入
し
た
ド
イ
ツ
の
温
泉
治
療

法
で
も
同
じ
で
す
。

ク
ア
パ
ー
ク
が
観
光
地
に

そ
の
ド
イ
ツ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
温

泉
が
発
展
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

18
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
は
、
最
初
、
王

侯
貴
族
が
療
養
と
い
う
名
の
下
に
温
泉

地
に
集
ま
り
ま
し
た
。
有
名
な
温
泉
地

バ
ー
デ
ン
バ
ー
デ
ン
で
は
競
馬
が
開
催

さ
れ
た
り
、
豪
華
な
ホ
テ
ル
も
造
ら
れ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
夏
の
中
心
に
な
る
く
ら

い
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
19
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン

ス
と
の
戦
い
で
衰
退
し
た
バ
ー
デ
ン
バ

ー
デ
ン
は
、
再
び
温
泉
の
本
質
を
見
直

し
、
病
人
が
集
ま
る
療
養
地
と
し
て
発

展
し
ま
す
。
心
臓
病
や
リ
ュ
ウ
マ
チ
な

ど
の
人
々
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

制
度
面
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
戦
後

の
旧
西
ド
イ
ツ
で
は
、
温
泉
地
療
養
に

保
険
が
使
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
保

険
料
を
払
っ
て
い
る
人
は
無
料
で
温
泉

に
行
け
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
疲
れ
た
ら

医
者
に
診
て
も
ら
っ
て
、
﹁
温
泉
地
に

行
く
と
い
い
﹂
と
診
断
書
を
書
い
て
も

ら
う
。
実
際
に
行
っ
て
み
る
と
、
温
泉

地
に
も
何
十
人
も
の
温
泉
療
法
医
が
い

て
、
受
診
す
る
と
、
﹁
こ
の
よ
う
な
メ

ニ
ュ
ー
で
過
ご
し
な
さ
い
﹂
と
指
導
さ

れ
ま
し
た
。
ど
ん
な
メ
ニ
ュ
ー
か
と
い

う
と
、
圧
注
湯
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
電
流

を
流
す
湯
、
吸
入
、
蒸
気
浴
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
。
起
床
時
間
か
ら

食
事
ま
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
細
か
く
決
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

温
泉
治
療
施
設
は
ク
ア
ミ
ッ
テ
ル
ハ

ウ
ス
と
呼
ば
れ
、
医
者
が
い
る
温
泉
施

設
で
す
。
そ
の
近
く
に
ク
ア
ハ
ウ
ス
も明治初期の草津温泉、熱の湯の「湯もみ」風景（西川義方「温泉と健康1879」） 山村順次「日本の温泉地」社団法人日本温泉協会1998より
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近
い
け
れ
ど
、
草
津
は
ち
ょ
っ
と
遠
い
。

歴
史
あ
る
温
泉
地
で
も
、
東
京
か
ら
の

交
通
手
段
の
有
無
と
距
離
で
、
明
暗
が

分
か
れ
ま
し
た
。
大
阪
近
郊
で
は
、
有

馬
温
泉
と
白
浜
温
泉
が
発
展
し
ま
す
。

別
府
は
も
と
は
外
湯
を
中
心
と
し
て

い
ま
し
た
が
、
明
治
期
に
ち
ょ
っ
と
掘

っ
た
ら
湯
が
出
る
と
い
う
湯
脈
が
見
つ

か
っ
て
、
み
ん
な
が
温
泉
を
掘
り
始
め

ま
し
た
。
明
治
の
末
に
は
大
分
県
が
掘

削
の
禁
令
を
出
す
ほ
ど
に
何
百
も
掘
ら

れ
ま
し
た
。
外
部
か
ら
旅
館
経
営
に
参

加
す
る
人
々
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
特

に
愛
媛
県
あ
た
り
か
ら
来
る
人
が
多
か

っ
た
と
い
い
ま
す
。

四
国
や
中
国
地
方
は
温
泉
が
あ
ま
り

無
か
っ
た
の
で
、
み
ん
な
船
に
乗
っ
て

別
府
に
療
養
に
来
ま
し
た
。
別
府
が
温

泉
場
と
し
て
発
展
し
た
の
に
は
、
こ
の

よ
う
な
背
景
が
あ
り
ま
す
。

熱
海
は
、
む
し
ろ
東
京
に
近
く
、
交

通
が
便
利
だ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
発
展

要
因
で
す
。
別
府
の
よ
う
に
周
辺
の
農

民
や
庶
民
が
大
勢
や
っ
て
来
た
と
い
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京
や
横
浜
な

ど
の
都
市
住
民
に
焦
点
を
当
て
た
戦
略

を
と
っ
た
の
が
熱
海
で
、
経
営
的
に
は

一
歩
も
二
歩
も
先
に
進
ん
で
い
ま
し
た
。

療
養
か
ら
観
光
へ
　

戦
後
の
客
の
側
の
変
化
と
し
て
は
、

高
度
成
長
期
に
団
体
で
や
っ
て
来
る
よ

う
に
な
っ
た
客
は
、
療
養
で
は
な
い
の

で
泉
質
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
わ
な
く

な
り
ま
し
た
。
食
事
や
歓
楽
の
た
め
に
、

温
泉
に
入
ら
ず
に
麻
雀
を
や
っ
て
帰
っ

た
、
と
い
う
人
が
ザ
ラ
に
い
た
わ
け
で

す
。
そ
の
こ
ろ
は
、
女
性
で
﹁
温
泉
地

に
行
き
た
い
﹂
と
言
う
人
は
少
な
か
っ

良
い
と
い
う
源
泉
を
私
も
飲
ん
で
見
ま

し
た
が
、
冷
た
い
塩
水
の
よ
う
で
し
た
。

こ
こ
の
源
泉
は
厳
重
に
囲
わ
れ
て
守
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

日
本
で
も
、
源
泉
間
は
何
百
メ
ー
ト

ル
以
内
は
掘
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
県
に
よ
っ
て
規
制

は
ば
ら
ば
ら
で
す
。
国
も
積
極
的
な
保

全
策
を
と
っ
て
い
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
１
９
４
８
年
︵
昭
和
23
年
︶

に
制
定
さ
れ
た
温
泉
法
も
、
源
泉
の
湯

が
25
度
以
上
で
あ
る
か
、
19
の
成
分
の

内
一
つ
で
も
あ
れ
ば
温
泉
と
定
め
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
利
用
者
が
浸
か
る
浴

槽
の
中
の
状
態
が
、
本
当
に
そ
の
通
り

に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
は
一
切
触

れ
て
い
ま
せ
ん
。
衛
生
面
か
ら
の
チ
ェ

ッ
ク
を
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
多
く
の

県
の
温
泉
担
当
部
署
は
薬
務
課
で
あ
り
、

観
光
課
は
ど
ん
ど
ん
観
光
客
を
呼
ぼ
う

と
し
て
、
両
方
の
間
に
緊
密
な
連
携
が

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
状
態
が
、
真

の
温
泉
地
の
発
展
を
妨
げ
て
い
る
の
で

す
。

温
泉
地
の
適
正
規
模

湯
量
が
少
な
い
所
で
は
、
個
別
に
内

湯
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
温
量
が
十
分

に
あ
る
共
同
浴
場
を
造
る
こ
と
で
、
温

泉
保
養
の
効
果
を
上
げ
る
こ
と
を
考
え

た
ら
い
い
で
し
ょ
う
。
客
と
地
元
民
と

の
ふ
れ
あ
い
も
生
ま
れ
ま
す
し
、
温
泉

町
が
栄
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

た
の
で
す
。
昭
和
30
年
代
〜
40
年
代

初
め
に
は
、
温
泉
地
は
イ
コ
ー
ル

﹁
男
性
天
国
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た

く
ら
い
で
す
。

さ
ら
に
、
地
元
の
行
政
も
そ
の
流

れ
を
後
押
し
し
ま
し
た
。
地
元
市
町

村
に
は
目
的
税
と
し
て
入
湯
税
が
入

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
た
く
さ
ん
人
が

来
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。
県
は

料
飲
税
が
と
れ
る
。
だ
か
ら
入
り
込

み
客
数
が
重
要
で
、
環
境
を
守
る
と

い
う
こ
と
に
ま
で
意
識
が
い
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
し
た
客
を
見
込
ん
で
、
各
温

泉
地
で
も
自
分
の
土
地
で
温
泉
を
掘

る
と
い
う
乱
掘
が
始
ま
り
ま
す
。
当

然
、
周
囲
の
湯
量
に
も
影
響
が
出
る
。

そ
こ
で
温
泉
と
い
う
資
源
を
有
効
に

守
ろ
う
と
い
う
一
つ
の
方
策
と
し
て
、

集
中
管
理
方
式
が
利
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
勝
手
に
掘
る

の
に
任
せ
て
い
た
ら
、
湯
量
が
確
保

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
泉

源
の
お
湯
を
一
旦
一
ヶ
所
に
集
め
て

か
ら
配
湯
し
、
効
率
的
に
使
お
う
と

い
う
わ
け
で
す
。

例
え
ば
、
下
呂
温
泉
は
昔
か
ら
湯

量
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
所
で

す
。
飛
騨
川
の
河
原
か
ら
湧
出
し
て

い
て
、
洪
水
も
起
こ
り
や
す
い
。
天

秤
棒
で
お
湯
を
担
い
で
運
ぶ
﹁
汲
み

湯
﹂
も
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
１
９
６
０
年
代
後
半
か
ら
は

集
中
管
理
方
式
を
導
入
し
ま
す
。
当

然
、
温
泉
権
を
持
っ
て
い
た
人
と
の

間
に
は
衝
突
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、

今
何
を
や
る
べ
き
か
と
い
う
先
見
の

明
が
あ
り
、
し
っ
か
り
と
人
々
を
ま

と
め
る
力
の
あ
る
リ
ー
ダ
ー
に
恵
ま

れ
た
た
め
に
、
集
中
管
理
方
式
が
実

現
し
た
の
で
す
。
逆
に
、
そ
れ
が
で

き
な
く
て
衰
退
し
て
い
る
所
も
あ
り

ま
す
。
結
局
、
温
泉
を
守
り
続
け
る

こ
と
は
、
ま
ち
づ
く
り
と
同
じ
で
す
。

集
中
管
理
方
式
で
は
源
泉
を
配
湯

し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
お
湯
を
ど

う
使
う
か
は
宿
の
問
題
で
す
。
ま
た
、

源
泉
を
持
っ
て
い
る
宿
も
温
泉
の
使

用
に
つ
い
て
の
情
報
を
客
に
示
す
こ

と
は
な
く
、
２
０
０
４
年
、
温
泉
偽

装
問
題
と
な
っ
て
表
れ
た
わ
け
で
す
。

温
泉
地
を
守
る
意
識
の
欠
如

バ
ー
デ
ン
バ
ー
デ
ン
で
は
、
療
養

地
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
背

景
が
あ
る
の
で
、
温
泉
地
の
周
囲
の

森
林
を
守
り
、
泉
質
を
維
持
す
る
の

は
当
然
の
こ
と
で
し
た
。
加
水
す
る

な
ど
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
、

温
泉
の
質
、
量
を
大
事
に
し
て
い
ま

す
。
温
泉
は
州
が
持
っ
て
い
て
、
個

人
が
勝
手
に
利
用
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
。

イ
タ
リ
ア
の
ピ
サ
と
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
中
間
付
近
に
、
モ
ン
テ
カ
テ
ィ

ー
ニ
と
い
う
温
泉
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
は
飲
泉
で
有
名
で
、
消
化
器
病
に



多
く
の
大
温
泉
観
光
地
は
施
設
を
重

視
し
て
、
先
頭
を
切
っ
て
バ
ス
・
ト
イ

レ
付
き
の
個
室
で
客
を
呼
び
、
今
で
は
、

部
屋
ご
と
に
露
天
風
呂
付
き
の
宿
も
あ

る
ほ
ど
で
す
。
し
か
し
、
温
泉
地
は
持

続
し
て
発
展
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
の
適
正
規
模
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
の
で
す
。
で
も
、
そ
の
適
正
規

模
を
判
断
す
る
デ
ー
タ
が
源
泉
地
の
側

に
は
整
っ
て
い
な
い
。
で
す
か
ら
、
温

泉
の
実
態
を
つ
か
む
た
め
の
調
整
が
必

要
で
す
。

温
泉
文
化
を
維
持
で
き
る
か

今
後
、
温
泉
地
は
ど
う
な
っ
て
い
く

の
か
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
保
養
で
し
ょ
う
。

そ
の
た
め
に
は
滞
在
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
か
ら
、
ま
ず
温
泉
旅
館
の
料
金

を
適
正
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
温
泉
表
示
は
き
ち
ん
と
開
示
す
る
、

湯
量
が
少
な
い
な
ら
少
な
い
な
り
に
工

夫
し
て
大
切
に
使
う
、
と
い
っ
た
努
力

も
最
低
限
の
条
件
と
な
り
ま
す
。

熊
本
県
の
黒
川
温
泉
が
人
気
を
集
め

て
い
る
背
景
に
は
、
宿
の
主
人
た
ち
の

団
結
が
あ
り
ま
し
た
。
黒
川
温
泉
で
も

か
つ
て
は
み
ん
な
ば
ら
ば
ら
で
、
宿
泊

客
も
年
間
５
万
人
ほ
ど
し
か
入
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
宿
の
跡
取
り
た
ち
が

現
状
を
何
と
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
悩
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
一
軒
の

宿
に
急
に
お
客
さ
ん
が
集
ま
り
始
め
ま

し
た
。
そ
れ
が
洞
窟
風
呂
や
露
天
風
呂

を
備
え
た
旅
館
で
し
た
。
そ
れ
で
﹁
露

天
風
呂
が
自
分
た
ち
の
財
産
だ
﹂
と
気

づ
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
小
さ
く
て

も
い
い
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
個
性
の
あ
る

露
天
風
呂
を
造
り
ま
し
た
。
お
客
に
は

分
散
し
て
入
っ
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
が

湯
巡
り
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
露
天
風
呂

を
造
れ
な
い
宿
も
何
軒
か
あ
っ
た
の
で

す
が
、
そ
う
い
う
人
た
ち
も
巻
き
込
ん

で
い
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
、

露
天
風
呂
の
宿
だ
け
が
ま
と
ま
っ
て
い

た
の
で
す
が
、
黒
川
で
は
全
旅
館
が
参

加
し
た
こ
と
で
地
域
の
一
体
感
が
生
ま

れ
ま
し
た
。
露
天
風
呂
の
な
い
宿
に
泊

ま
っ
て
も
、
１
２
０
０
円
払
え
ば
他
３

軒
の
宿
の
露
天
風
呂
を
使
え
る
よ
う
に

し
ま
し
た
。
そ
の
入
場
手
形
は
、
ス
ギ

の
間
伐
材
を
使
っ
て
老
人
会
が
作
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
で
年
間
１
０
０
０

万
円
近
い
収
入
に
な
る
そ
う
で
す
。
そ

れ
ま
で
年
１
回
で
あ
っ
た
旅
館
組
合
の

会
合
も
、
毎
月
１
回
行
な
い
、
女
将
の

会
も
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
努
力

が
成
功
の
裏
に
あ
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
全
国
の
他
の
温
泉
地
に
、

﹁
ま
ち
が
一
緒
に
な
っ
て
温
泉
を
守
ろ

う
﹂
と
い
っ
て
も
、
な
か
な
か
一
つ
に

ま
と
ま
り
ま
せ
ん
。
温
泉
の
所
有
者
や

宿
の
経
営
者
が
一
国
一
城
の
主
で
、

﹁
後
継
者
が
い
な
く
な
っ
た
ら
お
し
ま

い
﹂
と
い
う
温
泉
地
が
多
す
ぎ
る
と
思

い
ま
す
。

温
泉
地
は
、
全
国
に
３
１
０
０
も
分

布
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
地
形
位
置
、

気
候
環
境
、
歴
史
や
社
会
経
済
構
造
に

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
条
件
が
あ
り
、
地

域
固
有
の
特
色
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
都
市
近
郊
で

交
通
の
便
に
恵
ま
れ
た
温
泉
地
で
は
、

高
度
経
済
成
長
期
に
観
光
地
化
、
歓
楽

街
化
が
進
み
、
全
国
の
温
泉
地
に
も
波

及
し
て
画
一
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

よ
り
よ
い
温
泉
地
形
成
の
た
め
に
、

今
再
び
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
は
、
各
温
泉
地
の
地
域
性
、
個
性
を

地
域
住
民
自
ら
が
認
識
し
直
し
て
、
温

泉
地
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
は
全
国
ど
こ
で
も

同
じ
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
や
観
光
施
設
の

建
設
で
は
な
く
、
地
域
の
自
然
、
歴
史
、

景
観
、
伝
統
芸
能
、
文
化
財
な
ど
を
観

光
資
源
と
し
て
掘
り
起
こ
し
、
き
め
の

細
か
い
真
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ

と
が
望
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
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個性ある温泉地に

例
え
ば
、
城
崎
温
泉
の
場
合
は
、
外

湯
の
共
同
浴
場
が
７
つ
あ
っ
て
、
訪
れ

た
お
客
さ
ん
も
そ
こ
を
利
用
し
て
い
ま

し
た
。
み
ん
な
が
利
用
す
る
と
い
う
こ

と
で
、
共
同
浴
場
は
大
事
に
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
戦
後
、
新
た
な
場
所
か
ら

湯
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
内
湯
が
つ
く

ら
れ
ま
す
が
、
他
の
温
泉
地
が
ど
ん
ど

ん
大
規
模
化
し
て
い
く
中
で
、
和
風
の

落
ち
着
い
た
温
泉
地
を
形
成
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
後
、
外
湯
巡
り
を
核
に
歴

史
と
景
観
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
た
と
こ
ろ
、
か
え
っ
て
成
功
し
た

と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

大
分
県
久
住
山
麓
に
あ
る
長
湯
温
泉

で
は
、
新
設
の
共
同
浴
場
の
横
で
農
作

物
を
販
売
し
た
ら
、
年
間
で
数
億
円
の

売
り
上
げ
を
上
げ
た
と
い
い
ま
す
。

﹁
地
域
ぐ
る
み
﹂
と
い
う
の
は
そ
う
い

う
こ
と
で
す
。
﹁
温
泉
は
自
分
の
も
の

だ
か
ら
絶
対
に
手
放
さ
な
い
﹂
と
い
う

の
で
は
な
く
、
み
ん
な
で
大
切
に
使
う

こ
と
で
、
そ
の
価
値
を
長
く
維
持
す
る

こ
と
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
。

そ
れ
と
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、

温
泉
の
量
に
見
合
っ
た
宿
泊
施
設
の
収

容
力
を
考
え
る
べ
き
で
す
。
私
は
、
収

容
人
員
一
人
当
た
り
の
温
泉
量
が
、
毎

分
何
リ
ッ
ト
ル
あ
る
か
を
指
標
に
す
べ

き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
高
度
成
長
期

に
歓
楽
を
目
玉
に
し
て
い
た
温
泉
地
で

は
、
一
人
当
た
り
に
す
る
と
ほ
ん
の
わ

ず
か
な
湯
量
し
か
な
い
と
こ
ろ
も
多
い

の
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
施
設
だ

け
で
商
売
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
一
応
、

専
門
家
の
間
で
は
、
一
人
当
た
り
毎
分

１
リ
ッ
ト
ル
あ
る
こ
と
が
、
一
応
の
基

準
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。そ

の
た
め
に
は
、
地
域
資
源
と
し
て

の
温
泉
量
が
ど
の
程
度
あ
る
の
か
、
き

ち
ん
と
調
査
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

﹁
足
り
な
く
な
っ
た
ら
ま
た
掘
れ
ば
い

い
﹂
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

神奈川県温泉地学研究所
ロビー展示より

神奈川県温泉地学研究所ロビー展示より

温泉飲用の注意事項

1.飲泉療養に際しては、温

泉について専門的知識を

有する医師の指導を受け

ることが望ましい

2.温泉の飲用１回の量は一

般に100ml～200ml程度と

し、その１日の量は概ね

200ml～1000mlまでとする。

上記のほか、飲用について

は次の注意が必要。

1.一般には食前30分～１時

間が良い。

2.含鉄泉、放射能泉及び砒

素又は沃素を含有する温

泉は食後に飲用する。含

鉄泉を飲用した直後には

茶やコーヒー等を飲まな

い。

3.夕食後から就寝前の飲用

はなるべく避けることが

望ましい。
※参考資料
環境省自然保護局鉱泉分析法指針
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 北海道
001．登別温泉の地獄谷（登別市）自然資産／自然湧出泉源
 貴重な火山性温泉の大規模な自然湧出泉源地帯
002．ニセコ湯本温泉の大湯沼（ニセコ町）自然資産
 ニセコ温泉郷の貴重な自然湧出泉源地帯の代表
003．二股ラジウム温泉の石灰華ドーム（長万部町）自然資産／温泉沈殿物
 わが国最大の温泉生成による石灰華ドーム
004．オンネトー湯の滝（足寄町）自然資産
 マンガン酸化物を生成する最近が棲息。国指定天然記念物
005．屈斜路湖畔自然湧出泉群（弟子屈町）自然資産
 オヤッコツ地獄、砂湯など自然湧出泉源が広範囲に点在
006．硫黄山噴気地帯（弟子屈町）自然資産
 硫黄を析出させて荒々しい景観を保つ川湯温泉の泉源地帯
007．知床半島カムイワッカの大湯滝（斜里町）自然資産／自然湧出泉源湯壺・温泉生物
 自然湧出泉が湯川・湯滝となり天然湯壺を形成し、
 貴重な酸性温泉産藻類が生育

 岩手県
025．藤七温泉の噴気地帯（松尾村）自然資産
 岩手八幡平で貴重な泉源地帯
026．国見温泉のライム（緑）色源泉（雫石町） 自然資産
 特色ある湯色を呈する含硫黄－カルシウム・ナトリウム－炭酸水素塩泉［硫化水素型］
027．鉛温泉の伝統的旅館建築と泉源立ち湯（花巻市）文化資産
 昭和初期建築木造三階建て本館と岩盤から湧出する深い泉源浴槽「白猿の湯」
028．大沢温泉の自炊棟と離れ家（花巻市）文化資産
 伝統的湯治場景観を保つ木造三階建て自炊棟と藩政期以来の茅葺き離れ家
029．夏油温泉の石灰華ドーム（北上市）自然資産
 高さ20mに及ぶ石灰華「天狗の湯」。国指定特別天然記念物
030．夏油温泉の泉源露天風呂群　文化資産
 夏油川河畔の自然湧出泉源を生かした「大湯」など露天風呂群
031．須川温泉の自然湧出泉源地帯と部分蒸気浴（一関市）自然資産／文化資産
 溶岩丘から毎分6,000rの温泉が自然湧出。湯治文化を伝える部分蒸気浴「おいらん風呂」

 福島県
041．飯坂温泉の「鯖湖湯」共同浴場と伝統的旅館建築
 （福島市）文化資産
 国有形登録文化財の「なかむらや旅館」と
 並ぶ伝統的共同浴場
042．木賊温泉の自然湧出泉源浴槽群
 （舘岩村）文化資産
 河畔の自然湧出岩盤上にある「井筒屋」と
 共同湯の泉源浴槽

 神奈川県
057．塔ノ沢温泉の伝統的旅館建築（箱根町）文化資産　　明治17年（1884）に建て直された木造四層建築「環翠楼」
058．宮ノ下温泉の歴史的洋風旅館建築（箱根町）文化資産　　洋風温泉ホテルの草分け「富士屋ホテル」
059．大涌谷噴気泉源地帯（箱根町）自然資産　　箱根の歴史上、貴重な泉源地帯

 山梨県
066．下部温泉の自然湧出微温湯泉源浴槽（下部町）文化資産／湯治文化
 ぬる湯長時間入浴法を保つ「源泉館」「大市館」の地下岩盤泉源浴槽
067．増富ラジウム温泉の岩盤自然湧出放射能泉と泉源湯壺（須玉町）自然資産
 「不老閣」裏山の岩盤から自然湧出する放射能泉を天然湯壺に利用

 宮城県
032．鬼首温泉郷の地獄沢間欠泉群（鳴子町）自然資産
 「雌釜」「雄釜」を含む間欠泉群。国指定特別天然記念物
033．鳴子温泉の潟沼（鳴子町）自然資産
 『続日本後記』に記録された鳴子温泉誕生地の強酸性火口湖
034．鳴子温泉の温泉神社下「滝の湯」共同浴場（鳴子町）文化資産／伝統的共同湯
 「御神湯」源泉などを湯樋で注ぐ滝湯付き伝統的共同浴場
035．鎌先温泉の伝統的旅館街（白石市）文化資産
 木造三階建て「一條旅館」自炊棟など、石畳の道と調和した湯治場景観

 栃木県
043．大丸温泉の自然湧出湯川（那須町）自然資産　　自然湧出の湯川を利用した天然露天風呂
044．那須湯本温泉の「鹿の湯」共同浴場と伝統的入浴法（那須町）文化資産　　かぶり湯と時間湯の入浴法を伝える伝統的共同浴場
045．奥鬼怒温泉・湯沢の噴泉塔と河原の自然湧出泉源（栗山村）自然資産　　希少な噴泉塔のひとつ。国指定天然記念物
046．川俣温泉の間欠泉（栗山村）自然資産　　自然噴出する貴重な間欠泉
047．日光湯元温泉の温泉寺と境内泉源（日光市）自然資産／文化資産　　平安時代に開かれた温泉寺境内が自然湧出泉源地帯

 群馬県
048．伊香保温泉の大堰のある石段街（伊香保町）文化資産／計画的温泉街　　近世初期の日本初の温泉街計画
049．四万温泉の日向見薬師堂（中之条町）文化資産　　茅葺き建造物。堂下に自然湧出泉源を持つ。国指定重要文化財
050．四万温泉の伝統的旅館建築と浴舎（中之条町）文化資産　　元禄期の歴史を伝える「積善館」本館と大正モダニズム様式の浴舎「元禄の湯」
051．法師温泉の伝統的泉源浴舎（新治村）文化資産　　鹿鳴館風建築様式で泉源に建つ「法師乃湯」浴舎
052．尻焼温泉の川床の自然湧出泉源（六合村）自然資産　　長笹沢川の川床を赤茶色に染めた自然湧出泉で川湯
053．草津温泉の湯畑と歴史的街並み（草津町）文化資産／伝統的温泉街　　温泉情緒たっぷりの大泉源広場と滝下通りの和風旅館街
054．草津温泉の弱酸性源泉と棲息藻類（草津町）自然資産／自然湧出泉源・温泉生物　　温泉適応希少生物の藻類イデユコゴメが棲息する自然湧出強酸性泉
055．草津温泉の時間入浴法（草津町）文化資産／伝統的入浴法　　共同湯「千代の湯」「地獄湯」に残る伝統的入浴法
056．万座温泉の自然湧出泉源地帯（嬬恋村）自然資産　　空噴・湯畑など標高1,760ｍに広がる自然湧出泉源

 青森県
008．恐山温泉の霊場と自然湧出泉源地帯（むつ市）自然資産・文化資産
 古からの温泉霊場で伝統的浴舎を保ち、多様な温泉鉱物を産出
009．酸ヶ湯温泉の地獄沼（青森市）自然資産
 高温自然湧出酸性泉の泉源地帯の一角を占める
010．酸ヶ湯温泉のヒバ造り「千人風呂」（青森市）文化資産／伝統的浴舎・泉源浴舎・湯治文化
 泉源浴槽「熱の湯」を含む100坪近い総ヒバ造りの伝統的浴舎
011．蔦温泉の伝統的旅館建築と泉源浴舎（青森市）文化資産／伝統的旅館建築ほか
 大正期建築の木造本館と泉源に建てた伝統的木造浴舎
012．温湯温泉の共同浴場を囲む「客舎」群（黒石市）文化資産／伝統的共同湯広場・湯治文化
 内湯を持たない宿泊専用「客舎」が共同浴場を囲む貴重な共同湯広場景観

 秋田県
013．後生掛温泉の自然湧出泉源地帯（鹿角市）自然資産
 泥火山・湯沼など八幡平の火山性自然湧出の温泉資源を象徴する「地獄」
014．秋田八幡平温泉群のオンドル浴舎（鹿角市・田沢湖町）文化資産／湯治文化
 後生掛・銭川・大深・玉川の各温泉にあり、温泉熱で床を温めるオンドル湯治棟
015．後生掛温泉の泥湯と箱蒸し（鹿角市）文化資産／伝統的入浴法
 温泉熱（蒸気・地熱）を利用した箱蒸しと泥湯の伝統的入浴法
016．蒸の湯温泉の噴気地帯（鹿角市）自然資産
 後生掛温泉の地獄と並び、噴気の上る自然湧出泉源地帯を形成
017．玉川温泉の自然湧出泉源地帯（田沢湖町）自然資産
 強塩酸酸性泉（大噴湯）と北投石（国指定特別天然記念物）を産出
018．玉川温泉の岩盤浴（田沢湖町）文化資産
 泉源地帯「地獄谷」で地熱と微量放射線を生かす伝統的湯治法
019．鶴の湯温泉の伝統的宿舎と泉源露天風呂（田沢湖町）文化資産
 藩政期のものを明治に再現した茅葺き本陣長屋と自然湧出泉源にある露天風呂
020．黒湯温泉の噴気地帯（田沢湖町）自然資産
 噴気・噴湯が見られ、金精様も置かれた東北湯治文化の象徴
021．黒湯温泉の湯治棟（田沢湖町）文化資産
 乳頭温泉郷の湯治場景観を保つ茅葺きと杉皮葺き自炊棟
022．川原毛地獄の大滝湯（湯沢市）自然資産
 日本三大地獄地帯にあり、自然湧出の大湯滝が流れ落ち、天然湯壺を形成
023．小安峡温泉の大噴湯　　自然資産／大噴湯
 小安峡谷の崖から熱泉が噴出する泉源地帯
024．秋ノ宮温泉の魚卵状珪華（ブリコ石）（雄勝町）自然遺産／温泉沈殿物
 希少な魚卵状の温泉華。国指定天然記念物

 山形県
036．湯殿山神社「ご神体」の自然湧出泉源（朝日村）
 自然資産／文化資産／温泉信仰　泉源をご神体とする貴重な温泉信仰
037．肘折温泉の朝市（大蔵村）文化資産／湯治文化
 湯治場路上での伝統的朝市
038．銀山温泉の伝統的旅館建築群（尾花沢市）文化資産／伝統的旅館街
 大正ロマンを残す木造三層・四層の和風旅館街
039．白布温泉の茅葺き旅館と打たせ湯浴場（米沢市）文化資産
 二百数十年続く茅葺き和風旅館「西屋」の伝統的打たせ湯浴舎
040．姥湯温泉の自然湧出崖源泉と露天風呂（米沢市）文化資産
 自然湧出の崖から源泉を湯樋で注ぐ露天岩風呂
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 新潟県
060．栃尾又温泉の微温湯長時間入浴法（湯之谷村）文化資産／湯治文化
 約３７℃のぬる湯の放射能泉に「長湯」する伝統的湯治法
061．蓮華温泉の自然湧出泉源地帯（糸魚川市）自然資産
 白馬連峰標高1,500ｍの噴気地帯から４種類の泉質が自然湧出

 富山県
062．みくりが池温泉の噴気泉源地帯（立山町）自然資産
 『今昔物語』に記され、日本最高所2,450ｍのみくりが池温泉の湯元
063．立山温泉の新湯産出球状オパール「玉滴石」（立山町）自然資産
 高温の湯池から産出する希少な球状桂華沈殿物

 石川県
064．岩間温泉の噴泉塔群（尾口村）自然資産
 白山麓にある高さ10ｍに及ぶ噴泉塔。国指定特別天然記念物
065．山中温泉の「菊の湯」共同浴場広場（山中町）文化資産／伝統的共同湯広場
 共同湯の総湯「菊の湯」を核に発展した温泉地の原型

 長野県
068．上諏訪温泉の「片倉館」（諏訪市）文化資産
 昭和初期の温泉文化を伝える昭和３年（1928）のレンガ造り洋風建築と深い浴槽
069．鹿教湯温泉の湯坂と文殊堂（丸子町）文化資産／伝統的湯治場景観
 閑静な鹿教湯温泉の代表的な湯治場景観
070．山田温泉の「大湯」共同浴場（高山村）文化資産
 伝統的な共同浴場建築様式
071．渋温泉の石畳温泉街（山ノ内町）文化資産
 木造旅館や共同湯が並ぶ伝統的温泉街
072．地獄谷温泉の天然噴泉（山ノ内町）自然資産
 活動を続ける希少な噴泉。国指定天然記念物
073．地獄谷温泉の野生ニホンザル入浴風景（山ノ内町）文化資産／野生動物の温泉利用生態
 野猿公苑を中心に湯浴み習慣を持つニホンザルの貴重な生態
074．野沢温泉の「麻釜」泉源地（野沢温泉村）自然資産／文化資産／伝統的温泉利用
 野沢組、湯仲間が守る自然湧出泉源の中心。野沢菜を茹でる生活風景
075．野沢温泉「大湯」共同浴場（野沢温泉村）文化資産
 13ヶ所ある共同湯の中心。江戸の湯屋建築を再現
076．白骨温泉の噴湯丘と球状石灰華（安曇村） 自然資産
 湯川上流の温泉噴孔から球状石灰華を産出。国指定特別天然記念物
077．中房温泉の膠状珪酸と珪華を産する自然湧出泉源地帯（穂高町）自然資産
 高温自然湧出泉から希少な温泉沈殿物を産出。国指定天然記念物
078．湯俣温泉の噴湯丘と球状石灰華（大町市）自然資産
 希少な形態の石灰華を産出。国指定天然記念物

 静岡県
079．熱海温泉の湯前神社と大湯間欠泉跡（熱海市）文化資産／温泉神社・歴史的泉源
 温泉神社の湯前神社とかつて主泉源だった社前の大湯間欠泉跡
080．熱海温泉の「起雲閣」（熱海市）文化資産／洋風建築
 昭和７年（1932）建築の洋館で旧温泉旅館。熱海市文化財
081．伊東温泉松川河畔の伝統的旅館群（伊東市）文化資産
 軒を並べる瓦屋根の木造三階建てや四層の和風旅館景観
082．修善寺温泉の「独鈷の湯」と伝統的旅館街（修善寺町）文化資産
 伝統的温泉街景観を保つ桂川河畔の「独鈷の湯」と周辺旅館群

 兵庫県
083．有馬温泉の歴史的源泉（西宮市）自然資産／貴重な源泉
 金泉・銀泉で知られる含鉄・ナトリウム－塩化物強塩泉や自然湧出二酸化炭素泉
084．有馬温泉の歴史的街並み（西宮市）文化資産
 温泉寺・温泉神社・太閤秀吉湯山御殿遺跡を含む温泉街の歴史的街並み
085．有馬温泉の入初式（西宮市）文化資産／温泉祭事
 開湯伝説の行基と12坊を開いた仁西上人をしのび、
 江戸時代から続く温泉祭事
086．城崎温泉の伝統的温泉街（城崎町）文化資産／計画的温泉地
 大正14（1925）の火災後、大谿川沿いに
 温泉地づくりがなされた温泉町並みの景観美
087．湯村温泉の「荒湯」（温泉町）自然資産
 98℃で自然湧出する歴史的泉源。生活利用される

 島根県
091．湯村温泉（出雲）の歴史的川床自然湧出泉源（木次町）自然資産
 『出雲国風土記』に記された川床の自然湧出泉源湯壺
092．玉造温泉の玉作湯神社と歴史的町並み（玉湯町）文化資産・温泉神社・伝統的温泉街
 『出雲国風土記』に記された古湯の歴史を伝える玉湯川沿いの和風旅館街
093．温泉津温泉の「元湯」共同浴場と歴史的町並み（温泉津町）文化資産／伝統的共同湯・温泉街
 大森（岩見）銀山の積出港として、中世以来の歴史と情緒を保持。重要伝統的建造物群保存地区に指定
094．有福温泉の「御前湯」共同浴場と伝統的温泉街（江津市）文化資産
 共同湯３軒のうち「御前湯」を核に、赤い石州瓦屋根旅館が階段状に並ぶ

 佐賀県
098．武雄温泉の「蓬莱門」と「殿様湯」を持つ共同浴場（武雄町）文化資産／伝統的共同湯・浴槽
 鍋島藩主愛用の「殿様湯」浴槽が残る楼門付共同浴場

 長崎県
099．雲仙温泉の「地獄」自然湧出泉源地帯（小浜町）自然資産　　キリシタン弾圧に利用され、伝統的共同湯がある雲仙地獄

 熊本県
100．地獄温泉の天然泥湯（長陽村）文化資産／伝統的入浴法　　湧き出る温泉泥利用の伝統的泥湯を保つ「すずめの湯」
101．岳の湯・はげの湯温泉の噴気地帯（小国町）自然資産　　湧蓋山麓集落の軒先や田圃から噴気が上る泉源地帯

 大分県
102．鉄輪温泉の「地獄」群（別府市）自然資産　　別府温泉郷の歴史的泉源地帯で、世界的に貴重な地獄が数多く存在
103．鉄輪温泉の湯煙景観と伝統的温泉街（別府市）文化資産
 湯煙が上り、「蒸し湯」や「地獄蒸しかまど」を持ち、「入湯貸間」が並ぶ温泉街
104．明礬温泉の天然泥湯（別府市）文化資産　　温泉泥泉源を利用した泥湯入浴法
105．明礬温泉の明礬採取小屋（別府市）文化資産／温泉利用形態　　江戸期以来の伝統的明礬採取法
106．鉄輪温泉の青色発色源泉（別府市）自然資産／貴重な源泉　　「神和苑」の青色を呈する自然湧出泉
107．別府温泉の「竹瓦温泉」共同浴場（別府市）文化資産　　明治以来の伝統的共同湯で、建物は昭和13年（1938）に改築。砂湯もできる
108．塚原温泉の泉源地帯（湯布院町）自然資産　　pH1.4の強酸性含鉄硫酸塩泉が伽藍岳山腹から噴出
109．湯布院温泉の金鱗湖と「下ん湯」共同浴場（湯布院町）自然資産／文化資産
 湧泉の地だった湯布院温泉の原点を保つ自然湧出泉の湯池と伝統的共同湯
110．湯平温泉の伝統的石畳街（湯布院町）文化資産／計画的温泉地　　江戸時代から整備が始まった石畳の坂道が続く湯治場景観
111．湯平温泉の伝統的飲泉文化（湯布院町）文化資産／湯治文化　　四万温泉と並ぶ東西「胃腸の湯」の伝統的飲泉文化
112．長湯温泉の自然湧出ラムネ泉（直入町）自然資産　　約920mgほどの炭酸ガスを含む31℃の自然湧出炭酸水素源泉
113．長湯温泉の「温泉マリモ」（球状石灰華）（直入町）自然資産　　温泉成分が凝固したユニークな球状石灰華
114．長湯温泉の「御前湯」共同浴場と伝統的飲泉文化（直入町）文化資産
 昭和初期からの飲泉文化を核に、今日的に再現された伝統的共同浴場
115．塚野温泉の伝統的飲泉文化と飲泉所（大分市）文化資産　　炭酸ガスを含む炭酸水素塩泉を飲用する飲泉所「霊泉堂」
116．七里田温泉の「下湯」共同浴場の自然湧出ラムネ泉（久住町）自然資産
 36℃の炭酸水素塩泉は含有量943mgの炭酸ガスで湯がはじけ、肌に気泡が付く
117．寒ノ地獄温泉の泉源冷泉浴（九重町）文化資産／伝統的入浴法　　久住山中の泉源浴槽で夏場のみ行われる13℃の硫黄泉冷泉浴
118．筋湯温泉の共同浴場の打たせ湯（九重町）文化資産／伝統的入浴法　　何条もの細い湯滝を持つ伝統的共同湯

 鹿児島県
119．新湯温泉の伝統的湯治湯（牧園町）文化資産　　白濁の硫化水素臭を利用した皮膚病に良い湯治場の景観
120．栗野岳温泉の八幡大地獄と自然湧出泉源（栗野町）自然資産／文化資産
 八幡大地獄を泉源地帯に４種類の泉質と蒸し風呂、泥湯など伝統的入浴法
121．指宿温泉の摺ヶ浜海岸の高温自然湧出泉源地帯と天然砂蒸し（指宿市）自然資産／文化資産
 砂浜や波打ち際からの高温自然湧出泉で、砂湯に利用
122．山川伏目砂蒸し温泉の高温自然湧出泉源地帯と天然砂蒸し（山川町）自然資産／文化資産
 竹山崖下海岸の高温地熱の砂浜で、砂湯に利用
123．鰻温泉の蒸気噴気蒸しかまど「スメ」（山川町）文化資産／温泉利用形態
 90℃前後の高温の蒸気・噴気口にすえた「スメ」で煮炊きに利用
124．薩摩硫黄島海岸の自然湧出泉源地帯（三島村）自然資産　　海中温泉を含み、海を変色させる自然湧出泉源

 その他
125．江戸・明治時代に作成された温泉番付
 文化資産
 江戸期以降「諸国温泉功能鑑」として各地で作成
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 和歌山県
088．川湯温泉の大塔川中の自然湧出泉源（本宮町）自然資産
 大塔川川底から自然湧出する70℃以上の単純温泉で川湯
089．湯の峰温泉の「つぼ湯」と「湯筒」（本宮町）
 文化資産／温泉信仰・じか湧き浴槽・歴史的温泉利用形態
 熊野詣での湯垢離場。自然湧出泉源浴槽「つぼ湯」は中世の説教『小栗判官』の舞台
090．龍神温泉の伝統的旅館建築「上御殿」（竜神村）文化資産
 日高川渓谷の紀州藩の湯治場景観を保持

 岡山県
095．奥津温泉の老舗旅館群と「足踏み洗濯」（奥津町）文化資産／泉源浴槽・温泉習俗
 吉井川河畔に泉源浴槽付き旅館「東和楼」「奥津荘」と「足踏み洗濯」習俗を保つ

 山口県
096．俵山温泉の共同湯（外湯）文化（長門市）文化資産／湯治文化
 伝統的な共同湯文化を保つ旅館街

 愛媛県
097．道後温泉の「道後温泉本館」共同浴場（松山市）文化資産／伝統的共同湯
 明治27年（1894）建築の伝統的共同湯

日本温泉地域資産　（日本温泉地域学会選定：2004年９月）
日本の温泉の自然と文化を守り後世に伝えるためにも、これから地域の発展に活かす
べき資産という視点で、日本温泉地域学会が選んだも。火山帯は編集部が重ねた。
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個性ある温泉地に
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﹁
農
民
の
家
﹂
設
立

農
民
の
家
は
１
９
４
９
年
︵
昭
和
24
︶

に
設
立
さ
れ
た
、
日
本
唯
一
の
温
泉
保

養
施
設
と
し
て
の
専
門
農
協
で
す
。

話
の
発
端
は
、
１
９
４
６
年
︵
昭
和

21
︶
10
月
。
戦
前
か
ら
の
農
民
運
動
指

導
者
だ
っ
た
菊
地
養
之
輔
、
袖
井
開
、

日
野
吉
夫
が
研
究
会
で
同
宿
し
た
折
に
、

﹁
湯
治
を
し
な
が
ら
、
農
業
改
革
に
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
教
養
を

積
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
農
民
の

施
設
が
あ
っ
た
ら
よ
い
の
に
﹂
と
い
う

話
に
な
り
ま
し
た
。

翌
年
の
１
９
４
７
年
︵
昭
和
22
︶
７

月
に
全
国
逓
信
労
働
組
合
の
講
習
会
に

講
師
と
し
て
招
か
れ
た
菊
地
養
之
輔
、

袖
井
開
が
、
再
び
﹁
昔
は
地
主
か
金
持

で
な
け
れ
ば
温
泉
に
入
れ
な
か
っ
た
が
、

農
民
の
力
を
結
集
し
た
ら
、
温
泉
に
浸

か
っ
て
保
養
し
な
が
ら
教
養
を
高
め
る

こ
と
が
で
き
る
、
農
民
の
別
荘
の
よ
う

な
も
の
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
﹂
と
鳴
子
の
車
湯
で
話
し
合
い
、
袖

井
が
こ
の
件
を
真
剣
に
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。

そ
の
２
ヶ
月
後
の
９
月
13
日
〜
14
日

に
か
け
て
、
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
が
日
本

を
襲
い
、
鳴
子
温
泉
を
流
れ
る
江
合
川

も
氾
濫
を
起
こ
し
て
、
川
沿
い
に
あ
っ

た
東
北
大
学
医
学
部
温
泉
医
学
研
究
施

設
鳴
子
分
院
が
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
鳴
子
分
院
は
現
在
地
の
新
屋
敷
に

農民の家
鳴子温泉に今も残る湯治の場

移
転
し
再
建
さ
れ
ま
し
た
が
、
町
有
地

で
あ
る
水
害
の
跡
地
と
残
存
建
物
を
ど

う
す
る
か
、
と
い
う
話
し
合
い
が
当
時

の
滝
島
藤
三
町
長
と
袖
井
開
、
鳴
子
分

院
の
院
長
だ
っ
た
杉
山
尚
の
三
者
で
な

さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
際
、
杉
山
尚
は
﹁
温
泉
療
法
の

医
学
的
研
究
の
場
と
し
て
の
病
院
だ
け

で
は
な
く
、
湯
治
の
実
践
の
場
と
し
て

の
施
設
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
痛
感
し

て
い
た
﹂
と
述
べ
、
強
力
に
後
押
し
し

ま
す
。

１
９
４
６
年
︵
昭
和
21
︶
に
農
地
改

革
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
小
作
人

が
多
く
の
土
地
を
手
に
入
れ
て
い
た
時

代
で
し
た
が
、
小
作
料
を
払
わ
ず
に
す

今野清十郎
こんのせいじゅうろう

農民の家代表理事組合長

1923年（大正12）宮城県生まれ。

『農民の家三十年史』編集委員。

2000年から現職
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農民の家鳴子温泉に今も残る湯治の場

三
養
の
精
神

農
民
の
家
創
立
時
の
組
合
長
、
小
野

寺
誠
毅
ら
に
よ
っ
て
﹃
三
養
の
精
神
﹄

が
主
唱
さ
れ
た
。
戦
後
の
農
業
を
担
う

者
に
対
し
、
教
養
と
療
養
、
保
養
の
場

を
提
供
す
る
。
こ
れ
が
﹃
三
養
﹄
で
あ

り
、
農
民
の
家
は
こ
の
家
訓
に
則
っ
て

運
営
さ
れ
て
い
る
。
訓
を
逸
脱
し
た
運

営
を
厳
に
慎
ん
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
今

日
ま
で
の
発
展
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
農
民
の
家
設
立
趣
意
書
の
説

明
に
、
こ
の
夢
の
発
案
者
で
も
あ
っ
た

袖
井
開
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

な
ぜ
農
協
活
動
と
保
養
所
が
関
係
す
る

の
か
が
わ
か
り
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

一
、
お
く
れ
て
い
る
日
本
の
農
業
を
急

速
に
前
進
さ
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
即

ち
能
率
の
低
い
人
間
の
体
を
農
具
の
代

わ
り
に
使
っ
て
来
た
旧
来
の
半
封
建
的

農
業
を
さ
ら
り
と
す
て
て
、
農
地
改
革

の
基
盤
の
上
に
一
気
に
近
代
農
業
を
う

ち
た
て
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

二
、
近
代
化
さ
れ
た
農
業
と
は
、
能
率

の
あ
が
る
、
生
産
費
の
か
か
ら
な
い
、

そ
し
て
苦
労
が
少
な
く
て
収
益
の
多
い

農
業
な
の
で
す
。
こ
の
近
代
化
が
成
功

す
れ
ば
農
業
恐
慌
に
恐
れ
る
に
は
足
り

ま
せ
ん
し
、
農
民
生
活
そ
の
も
の
も
過

去
の
み
じ
め
な
姿
か
ら
解
放
さ
れ
て
自

由
な
、
平
和
な
、
そ
し
て
幸
福
に
み
ち

た
も
の
に
な
る
の
で
す
。

三
、
こ
の
日
本
農
業
の
近
代
化
は
、
分

散
さ
れ
た
農
地
と
微
弱
な
資
本
と
、
思

い
思
い
の
考
え
だ
け
で
や
っ
て
い
た
の

で
は
実
現
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
協
同
組
織
の
力
で
み
っ
ち
り
し
た

経
営
を
や
っ
て
こ
そ
、
そ
の
目
的
が
達

せ
ら
れ
る
も
の
で
す
。

四
、
長
い
封
建
の
殻
の
中
に
住
み
な
れ

て
き
た
農
民
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
非

常
に
難
し
い
こ
と
で
す
。
茲
に
大
精
神

革
命
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

然
し
農
地
改
革
に
よ
っ
て
精
神
革
命
の

基
礎
は
す
で
に
出
来
て
い
る
の
で
す
か

ら
、
先
ず
農
民
個
個
の
教
養
を
高
め
て

農
民
自
身
の
工
夫
す
る
力
を
呼
び
お
こ

す
こ
と
が
先
決
問
題
で
す
。
教
養
の
な

い
と
こ
ろ
に
工
夫
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。

五
、
働
き
に
疲
れ
た
体
を
休
め
な
が
ら
、

同
時
に
こ
れ
等
近
代
精
神
を
中
核
と
す

る
高
い
水
準
の
教
養
を
身
に
つ
け
る
施

設
、
こ
れ
が
﹁
農
民
の
家
﹂
で
す
。

六
、
湯
治
を
し
な
が
ら
講
演
を
聞
い
た

り
、
雑
誌
や
書
物
を
読
ん
だ
り
、
映
画

を
見
た
り
、
又
、
実
際
の
経
験
を
お
互

い
に
語
り
合
う
所
で
す
。
尚
、
農
民
の

家
に
は
休
養
、
療
養
、
娯
楽
、
教
養
の

た
め
の
施
設
ば
か
り
で
は
な
く
、
温
熱

利
用
に
よ
る
農
業
︵
促
成
栽
培
、
各
種

育
苗
育
成
等
︶
の
研
究
や
、
農
村
工
業

設
備
を
し
ま
す
。
又
特
に
、
農
産
物
直

売
所
を
設
け
ま
す
。
こ
れ
は
組
合
員
の

生
産
物
を
温
泉
客
や
業
者
へ
販
売
し
て

現
金
を
持
参
し
な
く
と
も
楽
に
保
養
が

出
来
る
様
に
し
た
い
た
め
で
す
。
︵
以

下
略
︶

※
参
考
﹃
農
民
の
家
三
十
年
の
歩
み
﹄
宮

城
県
農
民
の
家
農
業
協
同
組
合

１
９
７
９
、

﹃
宮
城
県
農
民
の
家
五
十
年
史
﹄
宮
城
県
農

民
の
家
農
業
協
同
組
合
１
９
９
９
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む
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
決
し
て

生
活
が
楽
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
み
ん
な
か
ら
一
戸
当
た

り
２
０
０
円
の
出
資
金
を
募
り
ま
し
た

が
、
現
金
で
払
え
な
い
人
は
１
升
、
２

升
の
米
を
出
資
す
る
よ
う
な
状
況
で
し

た
。
病
気
に
な
る
と
借
金
が
で
き
る
よ

う
な
、
生
活
の
保
証
も
な
い
、
ま
だ
貧

し
い
大
変
な
時
代
だ
っ
た
の
で
す
。
そ

の
た
め
に
も
農
閑
期
に
体
を
休
め
る
保

養
施
設
を
実
現
し
た
い
、
お
風
呂
ぐ
ら

い
は
ゆ
っ
く
り
入
り
た
い
、
と
い
う
み

ん
な
の
思
い
が
結
集
し
て
２
５
１
万
円

の
出
資
金
を
集
め
、
１
１
０
万
円
で
土

地
を
取
得
、
や
っ
と
実
現
し
た
夢
の
よ

う
な
施
設
だ
っ
た
の
で
す
。︵
注
︶

ど
う
い
う
組
織
に
す
る
か
は
、
み
ん

な
で
考
え
た
結
果
﹁
農
民
の
た
め
の
農

民
に
よ
る
農
民
の
組
織
と
し
て
、
農
業

協
同
組
合
が
一
番
よ
い
﹂
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
も
よ
く
し
た
も

の
で
、
宮
城
県
内
の
市
町
村
す
べ
て
を

対
象
に
す
る
と
国
の
管
轄
に
な
り
、
い

ろ
い
ろ
煩
雑
な
手
続
き
や
制
限
が
で
き

る
の
で
、
一
番
の
遠
隔
地
に
あ
る
町
を

対
象
か
ら
除
い
た
﹁
温
泉
利
用
農
業
組

合
﹂
と
い
う
全
国
で
も
異
例
の
形
が
取

ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
年
７
月
に
農
民
の

家
で
開
か
れ
た
設
立
合
同
会
議
に
は
、

宮
城
県
全
域
か
ら
１
５
０
人
を
越
え
る

組
合
員
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ま
で
の
基
本
構
想
で
は
単
に

﹁
農
民
保
養
所
﹂
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

﹁
働
く
農
民
の
憩
い
の
家
﹂、
後
に
﹁
農

旅籠部の夕食直後のカラオケタイムは、それまで配膳をしていた職員の司会で

始まる。それにしても、４種類の温泉を味わい、この夕食と朝食がついて１泊

7,455円からとは。組合員と一般の人の料金には区別がない。

︵
注
︶
終
戦
後
は
猛
烈
な
イ
ン
フ
レ
で
、
物
価
が
ど
ん

ど
ん
上
が
っ
て
い
っ
た
か
ら
、
当
時
の
２
０
０
円
が

高
い
の
か
安
い
の
か
、
な
か
な
か
検
討
が
つ
き
に
く

い
。
目
安
と
し
て
い
く
つ
か
の
値
段
を
挙
げ
て
み
た
。

１
９
４
９
年
の
巡
査
の
初
任
給
は
３
７
７
２
円
、
水

道
料
金
が
月
６
５
円
、
１
９
５
０
年
の
炭
１
俵
︵
１

５
キ
ロ
︶
が
２
２
０
円
︵
い
ず
れ
も
東
京
︶
と
す
る

と
、
法
外
に
高
い
金
額
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

民
の
家
﹂
と
い
う
当
時
の
志
を
反
映
し

た
名
前
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
﹁
宮

城
県
農
民
の
家
農
業
協
同
組
合
﹂
と
し

て
、
１
９
４
９
年
︵
昭
和
24
︶
に
正
式

に
設
立
し
ま
し
た
。

自
炊
部
と
旅
籠
部

組
合
員
は
県
内
の
人
に
限
ら
れ
ま
す

が
、
宿
泊
に
は
県
外
か
ら
の
人
も
受
け

入
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
90
％
以
上

が
、
宮
城
県
内
の
お
客
さ
ん
で
す
。
組

合
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
５
０
０
人
強

の
総
代
が
い
て
、
私
も
確
か
１
９
５
３

年
︵
昭
和
28
︶
ご
ろ
か
ら
総
代
に
選
ば

れ
、
１
９
９
９
年
︵
平
成
11
︶
か
ら
は

常
勤
で
働
い
て
い
ま
す
。

こ
こ
の
特
色
と
い
え
ば
、
自
炊
の
部

屋
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
も

と
も
と
昔
の
湯
治
場
の
名
残
で
、
自
分

の
家
か
ら
野
菜
や
米
、
味
噌
や
醤
油
を

持
参
し
、
自
炊
し
な
が
ら
ノ
ン
ビ
リ
と

農
閑
期
を
す
ご
し
た
の
で
す
。
昔
は
そ

う
し
た
湯
治
場
は
、
い
く
ら
で
も
あ
り

ま
し
た
け
れ
ど
、
今
の
時
代
に
は
少
な

い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

う
ち
は
逆
に
旅
籠
部
︵
食
事
付
の
宿
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農民の家鳴子温泉に今も残る湯治の場

泊
︶
で
は
、
１
日
１
５
０
人
し
か
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
農
民
の

家
の
収
用
人
員
は
１
０
６
１
人
で
す
か

ら
、
ほ
と
ん
ど
が
自
炊
客
向
け
と
い
う

こ
と
で
す
。
旅
籠
部
客
室
が
48
、
自
炊

部
客
室
が
２
７
４
あ
り
ま
す
。
旅
籠
部

客
室
も
泊
ま
り
や
す
い
よ
う
に
宿
代
を

抑
え
て
い
ま
す
が
、
自
炊
は
そ
の
半
額

ぐ
ら
い
だ
か
ら
長
く
滞
在
し
て
も
ら
う

こ
と
が
可
能
な
の
で
す
。

自
炊
部
に
は
包
丁
と
箸
は
置
か
な
い

主
義
で
す
が
、
冷
蔵
庫
か
ら
鍋
や
食
器

等
必
要
な
も
の
は
み
ん
な
そ
ろ
え
て
あ

り
ま
す
。
１
階
に
売
店
が
あ
っ
て
、
毎

日
新
鮮
な
食
料
品
や
衣
類
、
生
活
雑
貨

も
買
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

農
閑
期
に
客
が
集
中
す
る
の
で
、
11

月
か
ら
３
月
ま
で
で
１
年
分
稼
ぐ
と
い

っ
た
感
じ
で
す
。
多
い
と
き
に
は
１
日

７
５
０
人
か
ら
８
０
０
人
も
宿
泊
し
て
、

宴
会
場
に
布
団
を
敷
く
こ
と
も
あ
る
ほ

ど
で
す
。

高
齢
化
は
こ
こ
で
も
同
じ
で
、
仲
良

く
２
人
で
来
て
い
た
ご
夫
婦
も
、
ど
ち

ら
か
が
倒
れ
る
と
来
な
く
な
る
ケ
ー
ス

が
多
く
、
淋
し
く
思
い
ま
す
。
だ
い
た

い
家
族
が
車
で
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
を
送
り
届
け
、
一
緒
に
１
泊

ぐ
ら
い
し
て
帰
り
、
何
週
間
か
す
る
と

迎
え
に
来
る
、
と
い
う
こ
と
が
多
い
よ

う
で
す
。
だ
か
ら
売
店
に
は
孫
が
喜
ぶ

よ
う
な
お
も
ち
ゃ
も
置
い
て
あ
る
ん
で

す
よ
。

根
強
い
人
気
は
ま
だ
ま
だ
健
在

高
齢
化
し
て
は
い
ま
す
が
、
年
間
利

用
人
員
は
約
14
万
人
。
一
番
の
ピ
ー
ク

は
平
成
元
年
で
18
万
人
い
ま
し
た
。
現

在
の
組
合
員
数
は
約
６
万
人
で
す
。

バ
ブ
ル
の
時
代
に
建
て
た
平
成
館
の

借
入
金
も
無
事
に
完
済
し
て
、
２
０
０

５
年
５
月
末
の
出
資
金
は
約
14
億
円
あ

り
ま
す
。
私
が
入
っ
た
と
き
に
２
０
０

円
だ
っ
た
出
資
金
も
、
今
は
３
万
円
に

な
っ
て
い
ま
す
。
出
資
金
集
め
が
大
変

な
の
は
、
今
も
昔
も
変
ら
な
い
で
す
が
、

利
用
し
て
も
ら
う
こ
と
が
一
番
の
協
力

と
宿
泊
客
が
多
い
こ
と
を
感
謝
す
る
思

い
で
一
杯
で
す
。

観
光
協
会
と
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
地
域
の
旅
館
と
の
関

係
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
﹃
農
民

の
家
三
十
年
の
歩
み
﹄
に
は
、
﹁
鳴
子

駅
に
降
車
し
た
人
の
大
半
は
、
駅
前
に

客
引
き
に
出
て
待
っ
て
い
る
旅
館
の
番

頭
に
声
を
か
け
ら
れ
る
と
﹃
ア
ア
、
お

ら
あ
、
農
民
の
家
さ
行
く
ん
だ
﹄
と
言

っ
て
ゾ
ロ
ゾ
ロ
と
農
民
の
家
に
足
を
向

け
る
の
を
舌
打
ち
し
て
横
目
で
睨
み
な

が
ら
呆
然
と
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な

有
様
で
あ
っ
た
。
開
所
し
て
か
ら
五
ヶ

月
半
、
施
設
も
設
備
も
ま
だ
ま
だ
不
十

分
な
農
民
の
家
は
、
旅
館
業
者
か
ら
は

早
く
も
、
憎
い
強
敵
と
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、

昭
和
24
年
の
設
立
当
初
か
ら
た
く
さ
ん

現在、自炊部の客室は基本的に台所付き。共同の台所を利用する、リーズナブルな客室を選ぶこともできる。

台所にあるガスコンロは、ガスのつけっぱなしに対する配慮からコインを入れて稼働させるが、コインは後

から戻ってくる仕組みだ。

自炊部宿泊客のためにマーケットが設けられ、生鮮食料品はもちろんドテラに至るまで充実した品揃えだ。
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町
村
合
併

２
０
０
６
年
３
月
31
日
か
ら
古
川

市
・
鹿
島
台
町
・
松
山
町
・
三
本
木

町
・
岩
出
山
町
・
田
尻
町
と
鳴
子
町
の

﹁
１
市
６
町
﹂
が
合
併
し
て
、
大
崎
市

と
な
る
。
現
在
の
鳴
子
町
だ
け
で
も
、

そ
の
面
積
は
た
い
へ
ん
広
い
。
鳴
子
温

泉
、
川
渡
温
泉
、
東
鳴
子
温
泉
、
中
山

平
温
泉
、
鬼
首
温
泉
な
ど
を
含
み
、
人

口
は
約
８
６
０
０
名
、
約
３
２
０
０
世

帯
。
生
活
圏
は
宮
城
、
山
形
、
秋
田
の

三
県
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、

年
間
約
81
万
３
０
０
０
人
の
宿
泊
客
が

訪
れ
る
︵
２
０
０
３
年
︶。

そ
ん
な
鳴
子
町
が
広
域
合
併
を
行
な

う
の
だ
が
、
東
北
新
幹
線
の
駅
が
あ
る

古
川
市
と
鳴
子
温
泉
は
約
30
km
し
か
離

れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鳴
子

で
大
雪
で
も
古
川
で
は
そ
れ
ほ
ど
降
ら

な
い
。
﹁
な
か
な
か
雪
国
の
苦
労
は
わ

か
っ
て
も
ら
え
な
い
﹂
と
町
役
場
の
人

は
言
う
。
約
４
０
０
名
ほ
ど
い
る
独
居

老
人
を
巡
回
訪
問
す
る
こ
と
も
、
地
域

に
よ
っ
て
温
度
差
が
あ
る
。

新
生
・
大
崎
市
は
、
鳴
子
温
泉
の
雪

に
よ
る
苦
労
と
温
泉
の
有
り
難
さ
を
、

共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

早
稲
田
湯

鳴
子
温
泉
の
歴
史
は
古
い
。
温
泉
神

社
は
８
３
７
年
建
立
。
そ
の
そ
ば
に
あ

る
外
湯
﹁
滝
の
湯
﹂
を
は
じ
め
、
い
く

つ
か
の
外
湯
を
中
心
に
鳴
子
温
泉
は
発

展
し
て
き
た
。

温
泉
街
の
は
ず
れ
、
江
合
川
の
川
沿

い
に
あ
る
﹁
農
民
の
家
﹂
が
設
立
さ
れ

た
前
年
の
１
９
４
８
年
︵
昭
和
23
︶
に
、

東
京
か
ら
や
っ
て
来
た
早
稲
田
大
学
の

学
生
７
名
が
、
温
泉
街
の
真
ん
中
で
ボ

ー
リ
ン
グ
実
習
を
行
な
っ
た
。
そ
れ
ま

で
温
泉
を
掘
る
と
い
え
ば
上
総
堀
が
当

た
り
前
の
時
代
だ
っ
た
が
、
こ
の
と
き

は
当
時
最
先
端
の
方
法
で
掘
削
が
行
な

わ
れ
た
、
そ
れ
は
鉄
の
パ
イ
プ
を
継
ぎ

足
し
な
が
ら
、
先
に
つ
け
た
ロ
ッ
ド
を

回
転
さ
せ
て
堀
る
、
今
で
も
行
わ
れ
て

い
る
コ
ア
ー
掘
削
だ
。
こ
の
や
り
方
だ

と
、
手
元
に
伝
わ
る
振
動
に
よ
っ
て
数

十
m
下
の
岩
石
の
硬
さ
や
種
類
を
見
極

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
と

き
掘
り
当
て
た
源
泉
は
共
同
浴
場
﹁
早

稲
田
湯
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
、
１
７
０
名

あ
ま
り
の
組
合
員
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
早
稲
田
湯
は
、
１
９
９
８
年

︵
平
成
10
︶
早
稲
田
大
学
教
授
の
石
山

修
武
さ
ん
に
よ
り
改
装
さ
れ
、
﹁
早
稲

田
桟
敷
湯
﹂
と
名
前
を
改
め
た
。
ま
ち

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
多
く
の
観
光
客

を
集
め
て
い
る
。

間欠泉

鳴子温泉の北、鬼首温泉には間

欠泉がある。地下にある空洞内

で、行き場のない水蒸気が液体

である温泉を押し下げることで、

一定以上の圧力に達したときに

吹き上げるのが間欠泉の仕組み

だ。水から水蒸気に気化すると、

体積が1600倍になる話を思い起

こしてほしい。いったん吹き上

げると圧が下がり、再び圧力が

一定レベルに達するまで休むた

め、間欠になる。

鳴
子
町
役
場
総
務
課
長
の
高
橋
幹
夫
さ
ん
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農民の家鳴子温泉に今も残る湯治の場

の
宿
泊
客
に
恵
ま
れ
て
、
こ
こ
ま
で
に

成
長
で
き
ま
し
た
。

診
療
所
の
あ
る
本
物
の
保
養
所

う
ち
は
高
齢
の
お
客
さ
ん
が
多
い
こ

と
も
あ
っ
て
、
診
療
所
を
お
い
て
い
ま

す
。
常
駐
の
看
護
師
さ
ん
の
他
、
土
曜

日
に
は
先
生
も
来
る
し
、
何
か
あ
っ
た

ら
す
ぐ
に
救
急
車
を
呼
ぶ
態
勢
が
整
っ

て
い
ま
す
。

こ
れ
は
設
立
時
の
組
合
長
だ
っ
た
小

野
寺
誠
毅
を
中
心
に
主
唱
さ
れ
た
﹃
三

養
の
精
神
﹄
を
基
本
理
念
と
し
て
い
る

た
め
で
す
。
﹃
三
養
の
精
神
﹄
と
は
保

養
、
療
養
、
教
養
の
３
つ
で
、
農
民
の

解
放
の
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
で

欠
か
せ
な
い
３
つ
の
要
素
と
い
う
こ
と

で
す
。
で
す
か
ら
農
民
の
家
は
、
単
な

る
温
泉
娯
楽
施
設
と
は
違
う
理
念
で
運

営
さ
れ
て
い
ま
す
。

精
神
と
肉
体
の
両
方
の
大
切
さ
を
訴

え
た
﹃
三
養
の
精
神
﹄
は
、
身
体
が
資

本
の
農
民
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
こ
と

を
言
い
当
て
て
い
る
、
優
れ
た
考
え
と

思
い
ま
す
。

中
に
は
一
年
中
い
て
、
年
金
暮
ら
し

を
す
る
お
客
さ
ん
も
現
れ
て
、
老
人
ホ

ー
ム
化
す
る
恐
れ
を
危
惧
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
こ
う
し
た
傾
向
が
、
我
々
の

目
を
逆
に
老
人
ホ
ー
ム
へ
向
け
さ
せ
て

く
れ
ま
し
た
。
町
立
鳴
子
温
泉
病
院
の

よ
う
に
、
温
泉
と
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
高
齢
化
が

進
む
上
で
農
民
の
家
に
と
っ
て
も
視
野

に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

農
民
の
家
が
で
き
た
と
き
は
、
ま
だ

温
泉
法
に
よ
る
規
制
が
な
か
っ
た
た
め

に
、
い
く
つ
か
掘
削
し
た
と
こ
ろ
４
種

類
の
違
う
源
泉
に
行
き
当
た
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
農
民
の
家
で
は
い
な
が
ら

に
し
て
４
種
類
の
違
う
泉
質
の
お
湯
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
も
昔
な
が
ら
の
方
針
で
、
混
浴

が
メ
イ
ン
で
す
。
男
湯
と
女
湯
が
純
粋

に
分
か
れ
て
い
る
の
は
１
つ
だ
け
。
女

性
客
か
ら
、
混
浴
だ
と
入
り
づ
ら
い
と

い
う
声
が
大
き
く
な
り
、
大
浴
場
に
は

女
性
だ
け
入
浴
で
き
る
時
間
帯
を
つ
く

り
ま
し
た
。
混
浴
に
し
て
い
る
の
は
、

夫
婦
で
介
護
し
な
が
ら
入
る
必
要
が
あ

る
場
合
が
結
構
多
い
か
ら
で
す
。

長
年
来
て
い
る
と
、
お
客
さ
ん
同
士

の
交
流
も
深
ま
り
﹁
今
年
は
う
ち
は
何

日
か
ら
行
く
か
ら
、
一
緒
に
行
か
な
い

か
﹂
と
誘
い
合
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

農
民
の
家
音
頭
も
誕
生

１
９
６
０
年
︵
昭
和
35
︶
に
は
、
農

民
の
家
音
頭
も
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
以

外
に
も
、
演
芸
会
を
し
た
り
、
ダ
ン
ス

パ
ー
テ
ィ
を
し
た
り
し
て
、
長
期
滞
在

中
に
飽
き
な
い
で
楽
し
め
る
よ
う
に
工

夫
し
て
い
ま
す
。
今
は
カ
ラ
オ
ケ
が
人

気
で
す
か
ら
、
夕
食
後
の
宴
会
場
で
時

間
を
区
切
っ
て
カ
ラ
オ
ケ
を
楽
し
ん
で

も
ら
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
職
員
全
員
が
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

の
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
て
い
ま
す
。

国
道
沿
い
の
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
で
﹁
農

民
の
家
の
職
員
さ
ん
は
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
の
審
判
の
声
が
よ
く
通
る
﹂
と
、
国

道
ま
で
聞
こ
え
る
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で

す
。
耳
の
遠
い
お
年
寄
り
に
も
楽
し
ん

で
も
ら
え
る
よ
う
に
、
職
員
が
努
力
し

て
い
る
の
で
す
。

１
１
０
万
円
で
取
得
し
た
土
地
の
代

金
返
済
に
窮
し
て
、
手
放
そ
う
と
真
剣

に
考
え
た
こ
と
も
２
度
あ
り
ま
す
。
初

め
は
２
m
四
方
足
ら
ず
の
湯
船
一
つ
か

ら
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。
こ
う
し
た
設

立
当
初
の
困
難
を
思
う
と
、
今
の
発
展

が
夢
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

農
業
の
あ
り
方
や
農
民
の
生
活
も
、

大
き
く
変
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
療
養
、

保
養
と
並
べ
て
教
養
を
入
れ
て
三
養
と

し
た
設
立
当
時
の
人
た
ち
の
精
神
に
は
、

心
か
ら
敬
服
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ど
ん
な
と
き
も
、
こ
の
気
持
ち
を
失
わ

な
い
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

上：本館事務室の隣にある明るい診療所。

下：農民の家総務課長の斉藤誓司さんが敷地内にある源泉を

案内してくださった。
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未
知
を
感
じ
る
た
め
に

旅
に
出
る

観
光
の
本
来
の
意
味
を
探
っ
て
い
く

と
、
も
と
は
宗
教
と
同
じ
機
能
を
果
た

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考

え
て
い
ま
す
。

宗
教
者
に
﹁
あ
な
た
の
や
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
観
光
と
同
じ
で
す
ね
﹂
と

言
っ
た
ら
、
ま
ず
怒
ら
れ
ま
す
。
﹁
宗

教
は
人
間
を
超
越
す
る
も
の
を
学
び
、

感
じ
と
り
、
信
じ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ

れ
を
観
光
風
情
と
一
緒
に
す
る
な
﹂
と
。

で
も
、
文
化
人
類
学
者
の
私
の
目
か
ら

は
そ
う
見
え
ま
す
。

か
つ
て
の
宗
教
者
は
、
現
在
の
よ
う

に
教
団
に
属
し
て
教
祖
や
教
団
の
幹
部

か
ら
教
え
を
受
け
、
書
か
れ
た
も
の
を

読
ん
で
学
ん
だ
の
で
は
な
く
、
一
人
ひ

と
り
が
野
山
に
分
け
入
っ
て
数
ヶ
月
放

浪
す
る
中
で
、
人
間
を
越
え
る
も
の
に

出
会
う
体
験
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う

い
う
形
で
、
天
と
は
何
か
、
神
と
は
何

か
と
考
え
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
放
浪

は
旅
と
も
い
え
る
わ
け
で
、
旅
は
宗
教

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
、
日
本
の
旅
人
も
か
つ

て
は
自
分
の
食
べ
る
も
の
を
背
負
っ
て

旅
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
お
湯
を
入

れ
れ
ば
御
飯
に
な
る
﹁
乾ほ

し
飯ひ

﹂
と
味

噌
を
持
っ
て
い
け
ば
、
、
途
中
で
山
菜

で
も
採
っ
て
旅
は
で
き
た
。
木
賃
宿
と

い
う
の
は
、
﹁
薪
代
を
払
う
宿
﹂
と
い

う
意
味
で
、
鍋
を
借
り
受
け
て
自
炊
す

る
の
が
旅
の
ス
タ
イ
ル
で
し
た
。
江
戸

時
代
に
な
っ
て
旅
籠
が
で
き
て
、
お
金

を
払
え
ば
料
理
が
出
て
く
る
よ
う
に
な

る
の
で
す
。

ど
こ
の
国
で
も
、
少
年
が
大
人
と
し

て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
通
過
儀
礼
が

不
可
欠
で
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ア
メ
リ
カ
ン

の
あ
る
部
族
で
は
、
一
人
で
森
に
行
っ

て
熊
を
仕
留
め
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
熊
の
爪

を
持
ち
帰
ら
な
く
て
は
、
部
族
に
迎
え

入
れ
て
も
ら
え
な
い
の
で
す
。
若
者
は

ど
う
す
れ
ば
熊
を
倒
せ
る
か
、
考
え
て

工
夫
を
し
、
恐
怖
と
闘
い
な
が
ら
数
ヶ

月
過
ご
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
体
験
を

し
て
戻
っ
て
き
た
若
者
は
、
立
派
な
大

人
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
の
体

験
が
生
涯
自
分
を
守
る
後
ろ
盾
に
な
る

の
で
す
。
ア
フ
リ
カ
で
は
ラ
イ
オ
ン
の

耳
た
ぶ
を
取
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と

が
通
過
儀
礼
に
な
っ
て
い
る
部
族
も
あ

り
ま
す
。
女
性
の
場
合
は
初
潮
が
き
ま

す
か
ら
、
大
人
に
な
る
た
め
の
通
過
儀

礼
は
あ
ま
り
行
な
わ
れ
ま
せ
ん
。

旅
と
い
う
の
も
未
知
な
る
世
界
、
自

然
と
の
出
会
い
、
人
と
の
出
会
い
で
す
。

日
常
を
越
え
た
出
会
い
を
通
し
て
、
結

果
と
し
て
そ
の
人
に
何
ら
か
の
力
を
与

え
る
わ
け
で
す
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
ど
う
も
宗
教
と

観
光
は
、
根
元
を
た
ど
る
と
一
緒
だ
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

観
光
か
ら
感
幸
へ

長
ら
く
日
本
の
観
光
の
主
流
だ
っ
た
、

﹁
名
所
見
物
﹂
﹁
団
体
旅
行
﹂
﹁
周
遊
﹂

と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
価
値
観
の
変
化

か
ら
激
変
し
て
い
ま
す
。
立
派
な
設
備

や
品
数
の
多
い
食
事
に
惑
わ
さ
れ
ず
、

日
常
か
ら
出
て
い
き
感
動
を
得
る
、
と

い
う
観
光
本
来
の
姿
に
戻
り
つ
つ
あ
る

よ
う
で
す
。
五
感
を
通
し
て
観
光
す
る

と
い
う
意
味
か
ら
、
﹁
感
幸
﹂
と
命
名

し
た
人
が
い
ま
す
が
、
私
も
賛
同
し
て

こ
の
言
葉
を
よ
く
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
。

温
泉
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の

﹁
感
幸
資
源
﹂
の
典
型
で
し
ょ
う
。
温

泉
に
浸
か
っ
て
﹁
あ
ー
、
極
楽
﹂
と
口

に
す
る
瞬
間
は
、
ま
さ
に
こ
の
世
に
あ

ら
ざ
る
至
福
の
時
間
で
す
。

こ
の
よ
う
な
感
幸
の
時
代
で
は
、
旅

行
代
理
店
が
商
品
化
し
な
い
よ
う
な
所

に
好
ん
で
行
く
人
も
い
て
、
何
も
な
い

こ
と
に
、
や
す
ら
ぎ
を
感
じ
る
人
が
い

ま
す
。
水
を
例
に
と
っ
て
も
、
お
い
し

い
水
と
い
う
だ
け
で
人
を
引
き
つ
け
ま

す
。
水
と
い
う
の
は
、
見
る
だ
け
で
も
、

味
わ
っ
て
も
、
浸
か
っ
て
も
幸
せ
を
感

じ
る
も
の
で
す
。
感
幸
と
い
う
意
味
で

は
、
地
域
に
と
っ
て
大
い
に
貴
重
な
資

源
に
な
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

裸
で
と
も
に
浸
か
る
効
用

旅
す
る
人
が
幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
を

求
め
る
の
に
応
じ
て
、
旅
人
を
迎
え
る

地
域
の
人
た
ち
も
変
化
を
迫
ら
れ
て
い

ま
す
。
迎
え
る
側
も
、
未
知
の
旅
人
と

の
出
会
い
の
中
で
、
日
常
を
越
え
る
幸

せ
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
。
旅
人
だ
け
が
温
泉
に
浸

か
っ
て
﹁
極
楽
、
極
楽
﹂
と
幸
せ
に
な

る
一
方
で
、
地
元
の
人
が
﹁
よ
う
ご
み

ハ
ッ
ピ
ネ
ス
を
基
準
と
す
る

維
持
可
能
な
感観

幸光

石森秀三
いしもりしゅうぞう

国立民族学博物館教授

文化資源研究センター長

1945年生まれ。観光文明学・文化開発

論専攻。主な編・著書に『エコツーリズ

ムの総合的研究』（国立民族学博物館、

2001）、『観光の20世紀』（ドメス出版、

1996）、『観光と音楽』（東京書籍、1991）
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捨
て
る
お
客
さ
ん
や
﹂
と
文
句
を
い
う

よ
う
で
は
、
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。

や
は
り
旅
人
と
と
も
に
、
地
域
の
人

も
、
﹁
今
日
は
素
晴
ら
し
い
人
と
出
会

え
た
、
喜
ん
で
も
ら
っ
て
良
か
っ
た
﹂

と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
大
事
な
点
で
す
。

四
国
の
お
遍
路
さ
ん
は
、
そ
う
い
う

気
持
ち
が
生
き
て
い
る
旅
の
典
型
例
で

し
ょ
う
。
僕
は
お
遍
路
と
い
う
と
、
病

苦
を
癒
す
、
人
生
の
危
機
に
あ
る
人
ば

か
り
が
お
遍
路
に
行
く
の
か
と
思
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
今
は
多
様
な
目
的
で

歩
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
地
元
の
人
は
、

そ
う
し
た
お
遍
路
さ
ん
を
さ
ま
ざ
ま
な

方
法
で
接
待
し
ま
す
。
お
遍
路
さ
ん
に

１
５
０
円
渡
す
人
が
い
ま
す
が
、
そ
れ

で
缶
ジ
ュ
ー
ス
を
買
っ
て
く
だ
さ
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
は
﹁
自
分

は
何
も
で
き
な
い
け
れ
ど
、
気
持
ち
だ

け
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
、
土
地

の
人
の
心
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
義

理
と
か
義
務
と
か
い
う
の
で
は
な
く
、

自
分
の
代
わ
り
に
お
参
り
を
し
て
く
れ

て
い
る
、
と
い
う
思
い
が
あ
る
わ
け
で

す
。そ

う
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
温
泉

も
ま
さ
に
こ
の
世
に
あ
ら
ざ
る
体
験
空

間
で
、
そ
こ
に
か
か
わ
る
人
々
が
な
ぜ

か
力
を
与
え
ら
れ
る
相
互
的
な
交
流
の

場
な
ん
で
し
ょ
う
。
仮
に
ド
イ
ツ
人
が

温
泉
に
入
っ
て
病
気
が
治
っ
て
も
、
極

楽
で
癒
さ
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
は
な

ら
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
日
本
独
特

の
美
学
で
、
ル
ー
ス
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
も

ハッピネスを基準とする維持可能な感幸

﹃
菊
と
刀
﹄
の
中
で
﹁
耽
溺
の
美
学
﹂

と
表
現
し
て
い
ま
す
。
為
す
す
べ
も
な

く
お
湯
に
身
を
預
け
る
と
い
う
こ
と
で
、

言
い
得
て
妙
で
す
ね
。

外
国
の
研
究
者
を
日
本
の
温
泉
に
連

れ
て
行
く
と
、
最
初
は
戸
惑
い
ま
す
が
、

次
第
に
喜
ん
で
く
れ
ま
す
。
桶
に
熱
燗

な
ど
を
入
れ
て
も
ら
う
と
さ
ら
に
高
揚

し
て
、
裸
の
つ
き
あ
い
で
隔
て
の
な
い

極
楽
感
を
味
わ
え
る
。
世
界
の
国
々
は

緊
張
関
係
を
強
い
ら
れ
る
厳
し
い
時
代

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
中
で
こ

そ
、
温
泉
の
持
つ
効
用
を
活
用
し
た
い

も
の
で
す
。

自
律
的
観
光
の
時
代

こ
の
よ
う
に
旅
の
力
点
が
﹁
感
幸
﹂

に
移
る
と
、﹁
旅
人
﹂、﹁
旅
行
代
理
店
﹂、

﹁
宿
泊
施
設
・
観
光
地
﹂
と
い
う
関
係

も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

以
前
だ
と
、
旅
行
代
理
店
に
行
っ
て

﹁
ち
ょ
っ
と
北
海
道
行
き
た
い
の
だ
け

れ
ど
﹂
と
頼
む
と
、
カ
ウ
ン
タ
ー
の
女

性
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
パ
ッ
ケ
ー
ジ

ツ
ア
ー
を
勧
め
ま
し
た
。
敢
え
て
﹁
パ

ッ
ケ
ー
ジ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
の
場

所
に
行
き
た
い
の
だ
け
れ
ど
﹂
と
言
う

と
﹁
こ
こ
に
寄
る
と
、
ち
ょ
っ
と
割
高

に
な
り
ま
す
ね
﹂
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
典
型
的
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ

ア
ー
に
乗
っ
か
っ
て
し
ま
う
ほ
う
が
は

る
か
に
安
か
っ
た
し
、
そ
こ
そ
こ
満
足

で
き
る
旅
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
旅
行
代
理
店
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
ツ
ア
ー
を
、
﹁
実
に
芸
術
的
。

き
め
細
か
く
オ
プ
シ
ョ
ン
を
利
用
者
の

た
め
に
つ
く
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
と
て

も
こ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
、
あ

る
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
は
評
価
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は

日
本
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ
ア
ー
は
確
か
に

す
ご
い
し
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
選
ぶ

し
か
な
い
と
い
う
点
で
は
他
律
的
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
今
で
は
旅
程
を
組
み
立

て
る
環
境
も
大
き
く
変
化
し
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
情
報
は
集
め
ら
れ
る
し
、

ネ
ッ
ト
予
約
し
た
方
が
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン

ト
率
も
高
い
。
こ
の
た
め
旅
人
自
身
が
、

自
律
的
に
旅
を
組
み
立
て
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
旅
人
を
受
け
入
れ
る
宿

泊
施
設
・
観
光
地
の
側
に
目
を
向
け
る

と
ど
う
か
。
か
つ
て
の
熱
海
、
鬼
怒
川
、

白
浜
な
ど
マ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
時
代
に

大
規
模
施
設
で
観
光
客
を
収
容
し
て
い

た
施
設
は
、
旅
行
代
理
店
に
部
屋
を
売

っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い

う
宿
に
僕
が
連
絡
し
て
﹁
一
人
で
泊
ま

り
た
い
﹂
と
い
う
と
、
た
と
え
空
き
部

屋
が
あ
っ
て
も
、
﹁
申
し
訳
あ
り
ま
せ

ん
、
満
室
で
ご
ざ
い
ま
す
﹂
と
丁
寧
に

断
ら
れ
ま
す
。
一
人
客
を
入
れ
る
よ
り

も
、
何
部
屋
も
確
保
し
て
い
る
旅
行
代

理
店
が
送
客
し
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て

い
た
ほ
う
が
い
い
わ
け
で
す
。
こ
の
構

造
は
今
で
も
残
っ
て
い
て
、
旅
行
客
は

水の文化長野県野沢温泉村取材チームの外湯「大湯」男湯での、激熱ハッピネス
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で
政
策
的
に
は
前
者
は
数
値
化
で
き
る

か
ら
政
策
課
題
に
な
る
け
ど
、
幸
せ
、

感
動
な
ど
は
数
値
化
で
き
な
い
た
め
、

評
価
し
づ
ら
い
の
で
無
視
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

し
か
し
、
海
外
の
事
例
で
い
え
ば
、

ブ
ー
タ
ン
が
G
N
H
を
使
う
こ
と
を
提

唱
し
て
い
ま
す
。
ブ
ー
タ
ン
国
王
は
、

﹁
隣
国
ネ
パ
ー
ル
の
カ
ト
マ
ン
ズ
を
見

た
限
り
、
近
代
文
明
は
国
民
す
べ
て
を

幸
福
に
し
て
い
な
い
。
国
内
に
近
代
文

明
の
負
の
部
分
を
導
入
し
た
く
な
い
﹂

と
言
っ
て
い
ま
す
。
今
の
ブ
ー
タ
ン
の

状
況
は
、
決
し
て
悪
い
わ
け
で
は
な
い

か
ら
、
伝
統
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を

守
っ
て
い
き
た
い
。
そ
れ
で
国
民
の
幸

せ
を
確
保
で
き
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
悪

い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
理
屈
で

す
。こ

の
考
え
方
は
、
日
本
の
観
光
や
地

域
づ
く
り
に
も
応
用
可
能
で
す
。
こ
れ

ま
で
﹁
入
り
込
み
客
数
﹂
を
気
に
す
る

あ
ま
り
、
外
か
ら
来
る
人
ば
か
り
を
相

手
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
旅

人
を
迎
え
る
地
域
の
人
た
ち
が
自
分
の

土
地
に
誇
り
を
持
ち
、
幸
せ
を
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
地
域
づ
く
り
を
す
る

こ
と
が
、
自
律
的
観
光
の
時
代
の
本
当

の
観
光
・
感
幸
で
す
。

地
域
社
会
の
人
が
自
ら
立
ち
、
地
域

の
資
源
を
ど
う
維
持
可
能
に
す
る
か
は
、

み
ん
な
で
試
行
錯
誤
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
自
然
資
源
、
文
化
資
源
だ
け

で
な
く
人
的
資
源
も
見
直
し
た
い
で
す

ね
。
昔
話
を
よ
く
知
っ
て
い
る
お
年
寄

り
と
か
、
竹
細
工
の
技
術
を
伝
承
し
て

い
る
人
な
ど
も
重
要
な
人
的
資
源
で
す
。

こ
う
し
た
地
域
の
光
、
地
域
の
宝
を
、

ど
う
発
掘
し
て
い
く
か
が
問
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
旅
行
代
理
店
任
せ
だ
っ
た

け
れ
ど
、
自
分
た
ち
で
魅
力
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
た
め
に
は
、
メ
ー
カ
ー
が
商
品

開
発
を
す
る
の
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
努
力

を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
が
自
律
的
な
旅
人
に
訴
え
か
け
る

最
善
の
策
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
地
域

が
維
持
さ
れ
て
い
く
た
め
の
プ
ロ
セ
ス

な
の
で
す
。

そ
の
と
き
、
温
泉
と
い
う
の
は
ま
さ

し
く
か
け
が
え
の
な
い
資
産
だ
し
、
滞

在
型
の
拠
点
と
し
て
も
有
効
で
す
。
こ

の
資
産
を
元
手
に
、
地
域
の
人
々
が
力

を
合
わ
せ
、
総
合
力
で
勝
負
し
始
め
て

い
ま
す
。

長
野
県
の
飯
田
市
は
、
住
民
参
画
型

で
観
光
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
つ
く
る
﹁
体
験

観
光
﹂
で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
中

学
生
が
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
の

介
護
を
手
伝
う
体
験
を
し
、
さ
ら
に
水

引
の
伝
統
的
な
産
地
だ
と
い
う
こ
と
を

生
か
し
て
、
水
引
づ
く
り
を
習
い
ま
す
。

子
供
た
ち
が
﹁
す
ご
い
﹂
と
い
っ
て
驚

い
て
く
れ
る
の
が
教
え
る
側
は
う
れ
し

い
し
、
生
き
が
い
に
も
な
り
ま
す
。

﹁
お
金
に
す
る
と
何
円
に
換
算
で
き
る
﹂

と
い
う
話
で
は
な
い
の
で
す
。

飯
田
で
農
家
民
宿
を
経
営
し
て
い
る

人
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
の
で
す
が
、

自
律
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
に
、
大
規

模
な
地
域
宿
泊
業
者
は
旅
行
代
理
店
頼

み
で
、
他
律
的
の
ま
ま
で
す
。

大
規
模
温
泉
ホ
テ
ル
で
は
、
さ
ら
に

温
泉
を
囲
い
込
み
、
ホ
テ
ル
の
中
に
い

ろ
い
ろ
な
店
舗
を
置
き
、
ま
ち
の
機
能

ま
で
も
囲
い
込
み
始
め
ま
し
た
。
朝
市

ま
で
も
が
、
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
で
行
な

わ
れ
る
始
末
で
す
。
こ
の
結
果
、
ホ
テ

ル
と
地
域
と
の
つ
な
が
り
は
薄
く
な
っ

て
、
旅
人
を
迎
え
る
地
域
の
人
た
ち
が

関
与
で
き
な
い
状
態
に
ま
で
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
ま
た
最
近
増
え
た
自
律

型
観
光
客
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
他

律
的
大
規
模
ホ
テ
ル
の
や
り
方
は
、
き

っ
と
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
う
い
う
宿
で
﹁
６
時
に
夕
食
で
す
﹂

と
言
わ
れ
る
と
絶
望
的
で
す
よ
。
宴
会

が
ひ
か
え
て
い
る
た
め
、
そ
の
前
に
宿

泊
客
全
員
が
集
中
的
に
湯
に
入
る
た
め
、

ま
る
で
芋
洗
い
状
態
で
す
。
こ
れ
で
は

温
泉
に
浸
か
っ
て
も
極
楽
と
は
思
え
な

い
。
第
一
、
温
泉
に
対
し
て
も
失
礼
で

す
。で

す
か
ら
、
囲
い
込
み
型
の
温
泉
地

が
総
じ
て
だ
め
に
な
り
、
大
規
模
温
泉

ホ
テ
ル
と
観
光
地
が
共
倒
れ
に
な
っ
て

い
る
一
方
で
、
20
部
屋
未
満
の
宿
が
大

変
な
勢
い
で
伸
び
て
い
ま
す
。
こ
う
い

う
宿
で
は
、
旅
行
代
理
店
が
仲
介
し
な

い
ケ
ー
ス
が
多
い
。
温
泉
に
も
ゆ
っ
く

り
入
れ
る
し
、
サ
ー
ビ
ス
も
行
き
届
い

て
い
ま
す
。

﹁
感
幸
﹂
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
こ

れ
ま
で
の
観
光
産
業
も
構
造
的
な
変
化

を
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
﹁
21
世

紀
は
自
律
的
観
光
の
時
代
﹂
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

地
域
の
幸
福
基
準

そ
う
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
は
﹁
観
光

地
間
で
の
競
争
﹂
あ
り
き
だ
っ
た
も
の

が
、
﹁
ど
れ
だ
け
自
分
の
暮
ら
す
地
域

の
価
値
を
高
め
、
そ
れ
を
旅
人
に
理
解

し
て
も
ら
い
、
広
め
て
い
く
か
﹂
が
重

要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

高
度
成
長
期
か
ら
バ
ブ
ル
の
時
代
に
、

観
光
地
は
地
域
振
興
、
観
光
振
興
と
掛

け
声
を
掛
け
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き

の
指
標
は
﹁
観
光
入
り
込
み
客
数
﹂
で

し
た
。
そ
の
観
光
地
に
何
人
が
訪
れ
た

か
と
い
う
、
客
数
が
問
題
に
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
は
発
想
を
逆
転
さ
せ
て
、

経
済
効
率
だ
け
で
な
く
、
自
分
た
ち
の

生
き
方
や
幸
福
感
を
視
野
に
入
れ
て
、

入
り
込
み
客
数
を
算
出
す
る
時
代
に
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
元
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
で
ど
れ
く
ら
い
の
入
り
込
み

客
が
な
い
と
生
き
て
い
か
れ
な
い
の
か

を
計
算
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
い
う
と
﹁
幸

せ
を
計
測
で
き
る
の
か
﹂
と
尋
ね
ら
れ

ま
す
。
国
全
体
の
経
済
活
動
の
指
標
と

し
て
G
Ｎ
P
︵
国
民
総
生
産
︶
が
使
わ

れ
ま
す
が
、
G
N
H
︵
国
民
総
幸
福：

G
ro
ss

N
a
tio

n
a
l
H
a
p
in
e
ss
)

は
な

い
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま

以
前
、
自
閉
症
の
人
が
泊
ま
り
に
来
た

こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。
１
日
目
は
こ

ち
ら
が
話
し
か
け
て
も
、
何
も
し
ゃ
べ

ら
な
い
。
２
日
目
に
、
﹁
ち
ょ
っ
と
畑

に
出
ま
し
ょ
う
よ
﹂
と
声
を
か
け
た
ら
、

お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
と
一
緒
に

畑
仕
事
を
し
た
そ
う
で
す
。
帰
っ
て
２
、

３
ヶ
月
す
る
と
、
﹁
ま
た
あ
の
民
宿
に

行
き
た
い
﹂
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
そ

れ
を
何
回
も
繰
り
返
し
て
い
く
内
に
、

自
閉
症
の
人
と
宿
の
人
の
間
で
少
し
づ

つ
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い

ま
す
。
話
を
う
か
が
っ
た
50
歳
代
の
農

家
の
主
婦
が
、
﹁
本
当
に
喜
ん
で
も
ら

え
た
の
で
、
こ
ち
ら
も
民
宿
を
続
け
て

よ
か
っ
た
と
思
う
﹂
と
語
っ
て
い
た
の

が
印
象
的
で
し
た
。
そ
の
家
は
別
に
農

業
だ
け
で
も
暮
ら
せ
る
の
だ
け
ど
、
市

の
呼
び
か
け
に
応
じ
た
わ
け
で
、
最
初

は
見
知
ら
ぬ
人
を
家
に
入
れ
る
の
だ
け

で
も
抵
抗
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
で
も
、

さ
っ
き
の
言
葉
の
よ
う
に
、
今
で
は
本

当
に
民
宿
を
や
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
っ

て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
は
迎
え
る
側
に
も
ハ
ッ
ピ
ネ
ス

が
あ
る
ん
だ
、
と
い
う
発
見
で
す
。
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
い
う
の
は
、
本
来
相

互
に
与
え
合
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
長
い
間

な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

飯
田
の
農
家
民
宿
の
話
は
、
感
幸
に
気

づ
い
た
こ
と
で
迎
え
る
側
の
ハ
ッ
ピ
ネ

ス
が
再
認
識
さ
れ
た
と
い
う
好
例
だ
と

思
い
ま
す
。
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ハ
ッ
ピ
ネ
ス
を
感
じ
る

最
適
な
受
け
入
れ
数

感
幸
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
エ
コ

ツ
ー
リ
ズ
ム
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま

す
。
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
で
一
つ
の
地
域

に
ど
の
程
度
の
人
数
を
受
け
入
れ
ら
れ

る
か
を
キ
ャ
リ
ン
グ
・
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ

と
呼
び
ま
す
。

つ
ま
り
、
﹁
お
客
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ

せ
て
地
域
を
変
え
る
﹂
の
で
は
な
く
、

﹁
地
域
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
に
合
わ
せ
て

受
け
入
れ
る
数
を
調
整
す
る
﹂
と
い
う

考
え
方
で
す
。
地
域
の
自
然
資
源
、
文

化
資
源
、
人
的
資
源
を
適
応
さ
せ
て
い

く
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
良
好
な
資
源

循
環
を
生
む
こ
と
に
や
っ
と
気
が
つ
き

始
め
た
の
で
す
。
こ
れ
が
、
維
持
可
能

な
観
光
の
本
来
の
姿
と
呼
べ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

現
実
に
温
泉
の
湧
出
量
が
減
少
し
た

り
枯
渇
し
て
い
る
所
も
あ
り
、
そ
れ
を

隠
し
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
数
年
告
発
さ

れ
、
問
題
に
も
な
り
ま
し
た
。
で
も
、

ま
が
い
も
の
の
温
泉
は
い
や
だ
と
い
う

人
が
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
﹁
き
ち

ん
と
情
報
を
明
か
し
て
く
れ
れ
ば
安
心

で
き
る
か
ら
、
そ
の
温
泉
で
い
い
﹂
と

い
う
人
も
い
る
。
温
泉
の
表
示
問
題
に

つ
い
て
は
、
﹁
成
分
に
こ
だ
わ
る
人
は
、

ど
う
ぞ
他
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
で
も
、

当
地
は
、
こ
う
い
う
お
も
て
な
し
で
、

こ
う
い
う
満
足
を
提
供
し
ま
す
﹂
と
、

は
っ
き
り
言
い
切
る
と
い
う
姿
勢
が
あ

っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

湿
地
を
保
全
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ

た
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
に
﹁
賢
明
な
利
用

︵
ワ
イ
ズ
ユ
ー
ス
︶﹂
と
い
う
言
葉
が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
湿
地
の
ワ
イ
ズ
ユ
ー

ス
と
は
、
﹁
生
態
系
の
自
然
財
産
を
維

持
し
得
る
よ
う
な
方
法
で
の
、
人
類
の

利
益
の
た
め
に
湿
地
を
持
続
的
に
利
用

す
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
定
義
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
湿
地
だ
け
で
は
な
く
、

温
泉
も
同
様
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
地
下
水
資
源
と
し
て
の

温
泉
量
と
観
光
資
源
と
し
て
の
温
泉
利

用
が
、
両
立
し
な
い
場
合
も
出
て
く
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
危
機
感

を
持
っ
て
自
律
的
観
光
地
を
つ
く
る
こ

と
で
温
泉
資
源
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
は
、

結
果
と
し
て
観
光
資
源
を
持
続
さ
せ
る

こ
と
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。
お
そ
ら

く
、
こ
れ
か
ら
は
、
温
泉
資
源
の
ワ
イ

ズ
ユ
ー
ス
を
で
き
る
所
と
で
き
な
い
所

で
差
が
つ
い
て
く
る
で
し
ょ
う
ね
。

最
後
に
、
も
う
一
点
、
心
配
し
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
以
前
か
ら
、

２
０
１
０
年
代
の
ア
ジ
ア
で
観
光
ビ
ッ

グ
バ
ン
が
起
こ
る
と
予
測
し
て
き
ま
し

た
。
中
国
を
中
心
に
膨
大
な
観
光
客
が

日
本
に
押
し
寄
せ
て
く
る
と
唱
え
て
き

た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
日
本
側
に
こ

れ
を
き
ち
ん
と
受
け
止
め
る
用
意
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
、

高
度
成
長
期
の
よ
う
に
、
大
量
の
観
光

客
を
ど
ん
ど
ん
受
け
入
れ
、
結
果
と
し

て
温
泉
を
過
剰
揚
水
し
、
自
律
的
観
光
、

温
泉
資
源
の
ワ
イ
ズ
ユ
ー
ス
と
逆
行
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

な
ら
な
い
た
め
に
も
、
感
幸
を
賢
明
に

維
持
す
る
と
い
う
資
源
観
や
方
法
を
養

っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

ハッピネスを基準とする維持可能な感幸

地
域
の
自
律
性
を
生
か
す

コ
モ
ン
ズ
支
援
・
長
野
県

長
野
県
に
は
コ
モ
ン
ズ
の
名
が
つ
け

ら
れ
た
部
局
が
存
在
す
る
。
長
野
県
経

営
戦
略
局
コ
モ
ン
ズ
・
地
域
政
策
チ
ー

ム
の
企
画
員
、
加
藤
浩
さ
ん
に
ど
の
よ

う
な
活
動
を
し
て
い
る
の
か
、
お
話
を

う
か
が
っ
た
。

経
営
戦
略
局
コ
モ
ン
ズ
・

地
域
政
策
チ
ー
ム
の
設
立
経
緯

２
０
０
２
年
︵
平
成
14
︶
11
月
に
、

長
野
県
で
中
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
﹁
未
来
へ

の
提
言
﹂
を
つ
く
ろ
う
と
検
討
し
始
め

た
と
き
に
、
発
想
の
転
換
を
図
る
必
要

性
が
議
論
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
国

か
ら
地
方
と
い
う
中
央
集
権
的
な
政
策

の
流
れ
で
は
な
く
、
地
域
で
暮
ら
す

人
々
が
﹁
大
切
だ
と
感
じ
る
も
の
﹂
を

大
事
に
し
て
、
そ
れ
を
我
々
行
政
が
補

完
す
る
と
い
う
、
政
策
発
想
の
転
換
で

す
。
職
員
に
も
、
強
烈
な
意
識
改
革
が

求
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
理
念
を
コ
モ

ン
ズ
と
い
う
言
葉
で
表
し
た
わ
け
で
す
。

２
０
０
４
年
︵
平
成
16
︶
の
５
月
か

ら
当
チ
ー
ム
が
編
成
さ
れ
、
10
の
現
地

機
関
に
も
職
員
を
置
い
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

コ
モ
ン
ズ
支
援
金

コ
モ
ン
ズ
支
援
金
は
、
い
わ
ゆ
る
補

助
金
制
度
で
す
が
、
10
億
円
規
模
の
予

算
を
組
ん
で
、
地
域
活
動
に
対
し
て
、

建
物
な
ど
の
ハ
ー
ド
の
事
業
に
は
３
分

の
２
以
内
、
ソ
フ
ト
事
業
に
つ
い
て
は

10
分
の
10
以
内
の
補
助
を
出
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
財
政
支
援
だ
け
で
は
な
く
、

県
の
職
員
の
知
恵
を
お
貸
し
し
よ
う
と

い
う
こ
と
で
、
﹁
コ
モ
ン
ズ
支
援
隊
﹂

と
い
う
取
り
組
み
も
行
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
特
徴
は
、

企
画
段
階
で
住
民
に
か
か
わ
っ
て
も
ら

う
こ
と
で
す
。
つ
く
っ
て
い
く
プ
ロ
セ

ス
で
絆
が
深
ま
る
こ
と
、
自
分
た
ち
の

も
の
と
し
て
大
切
に
思
う
気
持
ち
を
育

ん
で
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
こ
と
が
目

的
で
す
。
ま
た
、
実
践
時
に
は
で
き
る

だ
け
多
く
の
人
に
か
か
わ
っ
て
ほ
し
い
。

そ
れ
と
従
来
と
大
き
く
違
う
点
と
し
て
、

実
施
後
の
評
価
も
き
ち
ん
と
し
て
も
ら

い
ま
す
。
税
金
を
も
ら
っ
て
い
る
以
上
、

説
明
責
任
を
果
た
す
べ
き
だ
と
い
う
意

識
を
持
っ
て
ほ
し
い
か
ら
で
す
。
こ
の

３
つ
が
う
ま
く
回
る
よ
う
に
支
援
し
て

い
ま
す
。

コ
モ
ン
ズ
支
援
金
は
基
本
的
に
、
運

営
経
費
に
支
援
は
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
運
営
経
費
を
補
助
す
る
と
、
補
助

が
無
く
な
っ
た
と
き
に
活
動
が
止
ま
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
む
し
ろ
、
立
ち

上
が
り
に
か
か
る
経
費
や
人
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
形
成
に
支
援
し
て
い
く
の
が

目
的
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
地
域
の
特
色
を
生
か

そ
う
と
し
て
い
る
事
業
、
住
民
の
多
く

が
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
事
業
が
選
ば

れ
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
８
５
６
の
申
請
が
あ
り
、

５
４
０
事
業
を
採
択
し
ま
し
た
。
７
万

円
か
ら
１
５
０
０
万
円
ま
で
、
と
い
う

の
が
今
回
の
コ
モ
ン
ズ
支
援
金
の
結
果

で
、
こ
の
金
額
の
幅
を
見
て
も
わ
か
る

と
お
り
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な
事
業

を
支
援
し
ま
し
た
。
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長
野
県
野
沢
温
泉
は
、
ま
ち
づ
く
り

の
話
に
興
味
が
あ
る
人
々
に
は
お
馴
染

み
の
場
所
だ
ろ
う
。
地
縁
法
人
﹁
野
沢

組
﹂
の
活
動
は
、
長
年
に
わ
た
り
温
泉

地
を
守
っ
て
き
た
自
治
活
動
と
し
て
、

ま
ち
づ
く
り
関
係
者
か
ら
注
目
さ
れ
て

き
た
。
ま
た
温
泉
通
の
間
で
は
、
﹁
湯

仲
間
﹂
が
守
る
13
ヶ
所
の
共
同
湯
は
、

近
年
大
変
高
い
人
気
を
博
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
温
泉
と
い
う
共
有
資
源
を

守
っ
て
き
た
組
織
﹁
野
沢
組
﹂
が
、
ど

こ
ま
で
現
代
の
地
域
づ
く
り
の
参
考
と

な
る
の
か
と
い
う
視
点
で
見
直
し
て
み

た
。
﹁
温
泉
だ
け
﹂
あ
る
い
は
﹁
自
治

活
動
だ
け
﹂
を
取
り
上
げ
て
も
、
﹁
野

沢
組
﹂
の
果
た
し
て
き
た
役
割
は
よ
く

理
解
で
き
な
い
に
違
い
な
い
。
む
し
ろ

温
泉
と
自
治
活
動
と
い
う
両
者
が
一
体

と
な
っ
た
温
泉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
時

代
に
適
応
し
な
が
ら
い
か
に
温
泉
や
山

林
や
人
の
力
を
資
源
と
し
て
き
た
か
、

﹁
暮
ら
し
﹂
と
﹁
観
光
﹂
を
両
立
さ
せ

て
き
た
か
に
、
焦
点
を
当
て
た
ほ
う
が

わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

﹁
温
泉
観
光
地
の
文
化
史
﹂
を
追
う

こ
と
で
、
﹁
温
泉
地
の
暮
ら
し
を
持
続

す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
﹂
と

考
え
て
み
る
と
、
今
ま
で
見
え
な
か
っ

た
こ
と
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
今
回
は
、
温
泉
、
自
然
、

そ
こ
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
３
つ
の
関
係

か
ら
、
ど
の
よ
う
な
温
泉
文
化
が
野
沢

温
泉
に
沸
き
起
こ
っ
て
き
た
の
か
を
探

っ
て
み
よ
う
。

野
沢
組
と
は

長
野
県
野
沢
温
泉
村
は
長
野
市
か
ら

北
へ
50
km
ほ
ど
の
場
所
に
あ
る
、
人
口

約
４
６
０
０
名
の
山
村
だ
。
山
を
下
り

千
曲
川
を
挟
ん
だ
隣
り
は
新
潟
県
。
ス

キ
ー
客
に
よ
っ
て
全
国
に
そ
の
名
が
知

れ
渡
っ
た
﹁
野
沢
菜
﹂
を
知
ら
な
い
人

は
い
な
い
だ
ろ
う
。

８
世
紀
前
半
、
仏
教
僧
の
行
基
が
発

見
し
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
古
く
か
ら

の
謂
れ
が
あ
る
野
沢
温
泉
。
庶
民
が
湯

治
に
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

江
戸
時
代
に
遡
る
。
飯
山
藩
主
松
平
氏

が
大
湯
に
別
荘
を
建
て
、
庶
民
に
も
湯

治
を
許
可
し
た
こ
と
か
ら
、
湯
治
場
と

し
て
人
気
が
高
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の

後
、
飯
山
線
が
１
９
２
０
年
︵
大
正
９
︶

に
開
通
し
、
全
国
か
ら
湯
治
客
が
、
そ

の
後
は
ス
キ
ー
客
が
野
沢
温
泉
に
や
っ

て
来
る
よ
う
に
な
る
。

現
在
、
村
の
中
心
部
︵
豊
郷
地
区
︶

に
は
麻
釜
・
真
湯
・
寺
湯
︵
２
ヶ

所
︶
・
河
原
湯
・
大
湯
・
松
葉
・
秋

葉
・
十
王
堂
・
横
落
・
新
田
・
中
尾
と

い
う
13
の
外
湯
が
あ
る
。
こ
の
外
湯
と

同
じ
名
前
の
﹁
区
﹂
か
ら
な
る
集
落
で
、

野
沢
温
泉
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。

野
沢
に
あ
る
13
の
泉
源
を
管
理
し
て

い
る
の
が
野
沢
組
だ
。
野
沢
組
は
、
室

町
時
代
の
農
村
に
生
ま
れ
た
村
落
結
合

体
﹁
惣

そ
う

﹂
に
端
を
発
し
て
い
る
と
も
い

わ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
、

野沢温泉村の湯仲間と野沢組
利用する側と管理する側の総有
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野沢温泉村の湯仲間と野沢組

現
代
に
続
く
惣
代
に
よ
る
活
動
は
、
１

８
８
７
年
︵
明
治
20
︶
か
ら
記
録
に
残

っ
て
い
る
。

現
在
の
野
沢
温
泉
村
は
、
江
戸
末
期

に
は
柏
尾
村
、
重
地
原
村
、
北
原
新
田

村
、
野
沢
村
、
坪
山
村
、
平
林
村
、
虫

生
村
、
七
ヶ
巻
村
、
東
大
滝
村
か
ら
成

る
地
域
だ
っ
た
。
１
８
７
５
年
︵
明
治

８
︶
に
は
前
４
村
が
合
併
し
豊
郷
村
に
、

後
５
村
が
合
併
し
市
川
村
と
な
り
、
そ

の
後
何
回
か
分
離
・
編
入
を
繰
り
返
し

た
。
そ
し
て
、
１
９
５
６
年
︵
昭
和
31
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町
村
合
併
促
進
法
、
い
わ
ゆ
る
昭
和
の

大
合
併
に
よ
り
、
野
沢
温
泉
村
と
市
川

村
が
合
併
し
、
現
在
の
野
沢
温
泉
村
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
市
川

村
は
合
併
に
際
し
、
山
林
な
ど
村
有
財

産
を
各
区
に
分
配
し
た
。
そ
の
た
め
合

併
す
れ
ば
、
旧
野
沢
温
泉
村
の
温
泉
や

山
林
は
村
有
財
産
を
持
た
な
い
旧
市
川

村
と
の
共
有
に
な
っ
て
し
ま
う
。
旧
野

沢
温
泉
村
側
は
分
割
委
譲
す
る
こ
と
で

村
有
財
産
が
散
逸
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に
、
財
団
法
人
野
沢
会
を
設
立
し
た

の
で
あ
る
。
温
泉
権
を
野
沢
会
が
持
ち
、

温
泉
を
分
配
す
る
仕
組
み
が
現
在
も
守

ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
と
き
の
判
断

の
お
蔭
で
あ
る
。

現
在
も
野
沢
組
・
野
沢
会
が
管
理
し

て
い
る
共
有
財
産
は
、
温
泉
に
限
ら
ず

山
林
、
水
利
権
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

ち
な
み
に
税
法
上
の
理
由
か
ら
温
泉
の

使
用
料
な
ど
お
金
に
関
係
す
る
こ
と
は

︵
財
︶
野
沢
会
が
、
祭
り
な
ど
を
野
沢

組
が
行
な
っ
て
い
る
が
、
組
織
の
メ
ン

バ
ー
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
か

ら
、
実
質
上
イ
コ
ー
ル
と
考
え
て
差
し

支
え
な
い
。

野
沢
組
の
組
織
と
惣
代
の
役
割

野
沢
組
は
次
の
よ
う
な
組
織
で
、
運

営
さ
れ
て
い
る
。

・
正
惣
代
　
１
名

・
副
惣
代
　
２
名

・
協
議
員
　
20
名

・
区
長
︵
伍
長
の
統
括
︶

12
名

・
伍
長
︵
５
〜
20
組
の
世
話
役
︶
92
名

・
戸
数
︵
組
の
構
成
母
体
︶
７
５
１
戸

︵
２
０
０
０
年
３
月
31
日
現
在
︶

正
副
惣
代
の
任
期
は
１
年
で
、
一
部

の
個
人
に
権
限
が
集
中
し
な
い
よ
う
に

と
い
う
配
慮
か
ら
な
る
工
夫
。
行
政
上

の
長
で
あ
る
村
長
で
も
解
決
し
づ
ら
い

問
題
も
、
惣
代
の
鶴
の
一
声
で
解
決
す

る
と
い
わ
れ
る
ぐ
ら
い
、
名
誉
と
尊
敬

を
集
め
る
役
職
で
あ
る
。
惣
代
は
、
野

沢
組
と
し
て
取
り
組
む
村
落
特
有
の

﹁
結

ゆ
い

﹂
と
い
う
仕
組
み
に
よ
る
川
の
堰

払
い
、
公
共
施
設
の
雪
下
ろ
し
、
山
林

の
下
草
刈
り
の
差
配
を
﹃
常
務
規
定
﹄

に
従
っ
て
行
な
う
こ
と
が
決
め
ら
れ
て

い
る
。
現
在
の
野
沢
組
惣
代
・
西
方
誠

さ
ん
︵
64
歳
︶
も
、
本
業
は
宿
屋
の
主

人
だ
が
、
惣
代
の
仕
事
は
９
時
か
ら
５

時
ま
で
の
常
勤
。
評
議
員
以
上
の
役
職

で
集
ま
る
協
議
会
が
、
１
ヶ
月
に
１
回

あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
各
委
員
会
が
あ

野沢組惣代　西方誠さん

右ページ上右：河原湯の湯仲間名簿は河原湯
の入り口を入ったところに掲げてある。隣の
写真は「松葉の湯」の湯仲間の掃除当番一覧
３月の札には後出の富井一志さんの名前があ
った。
野沢温泉村「大湯」。13ある外湯はどこでも
湯が熱い。とくに「大湯」は激熱だが、水で
うめると効用が下がるので、うめないのがマ
ナー。本格的な木造湯屋建築で、着替えると
ころと湯船の間仕切りはない。入り口には薬
師如来が祀られている。

湯澤神社の社務所を担う野沢組惣
代事務所には、古くて大きな金庫
があり、その歴史の「重さ」を物
語っている。



り
か
な
り
忙
し
い
。
昔
は
当
た
り
前
に

思
わ
れ
て
い
た
社
会
奉
仕
だ
が
、
現
代

生
活
の
中
で
は
か
な
り
大
き
な
負
担
を

強
い
ら
れ
て
い
る
。
な
か
な
か
な
り
手

が
な
い
そ
う
だ
が
、
何
と
か
今
ま
で
続

け
て
こ
ら
れ
た
。
毎
年
３
月
に
惣
代
選

挙
が
行
な
わ
れ
る
が
、
選
挙
の
前
に
は

だ
い
た
い
次
は
誰
か
が
決
ま
っ
て
い
る

そ
う
だ
。

さ
て
野
沢
組
の
活
動
は
、
７
つ
の
委

員
会
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
内
容
を
見
る
と
、
村
の
財
産
保
全
や

紛
争
の
回
避
調
停
に
も
対
応
し
て
い
る

よ
う
だ
。
そ
の
と
き
役
に
立
つ
の
が
、

野
沢
組
惣
代
事
務
所
の
地
下
に
あ
る
文

書
収
蔵
庫
に
長
年
蓄
積
さ
れ
て
き
た
古

文
書
。
西
方
さ
ん
よ
る
と
、

﹁
こ
こ
の
地
下
に
は
、
郷
蔵

ご
う
ぐ
ら

と
い
う
古

文
書
収
蔵
庫
が
あ
り
ま
す
。
争
い
ご
と

の
解
決
す
る
た
め
に
、
過
去
の
事
実
関

係
を
調
査
す
る
際
は
、
文
書
係
の
立
ち

会
い
の
も
と
文
書
の
封
を
開
け
ま
す
。

昔
の
記
録
は
、
全
部
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
正
副
惣
代
３
名
は
、
日
誌
に
そ
の

日
の
こ
と
を
全
部
記
録
す
る
の
が
務
め

で
す
。

何
十
年
も
前
に
惣
代
が
書
い
た
日
誌

を
調
べ
る
こ
と
も
多
く
て
、
付
箋
が
つ

い
て
い
る
と
こ
ろ
が
け
っ
こ
う
あ
り
ま

す
よ
。
記
録
を
つ
け
る
我
々
は
、
責
任

重
大
と
い
う
わ
け
で
す
﹂

こ
う
い
う
文
書
が
き
ち
ん
と
保
存
さ

れ
、
価
値
を
認
め
ら
れ
る
正
当
性
を
持

つ
と
い
う
こ
と
が
、
慣
習
的
な
組
織
の

活
動
を
支
え
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

野
沢
組
の
活
動

野
沢
温
泉
を
歩
く
と
、
村
の
中
に
は

幾
筋
も
の
用
水
が
流
れ
て
い
る
。
水
利

権
は
組
に
あ
り
、
用
水
管
理
も
組
が
行

な
う
。

﹁
堰
は
村
の
も
の
で
す
が
、
管
理
は
野

沢
組
で
し
ま
す
。
道
路
補
修
や
融
雪
に

も
、
補
助
金
を
出
し
て
助
け
ま
す
。
例

え
ば
１
千
万
円
の
工
事
だ
っ
た
ら
、
村

が
９
０
０
万
円
、
区
が
50
万
円
、
野
沢

会
が
50
万
円
と
い
う
案
分
で
補
助
金
を

出
し
ま
す
。
共
同
湯
の
管
理
は
野
沢
組

で
は
な
く
湯
仲
間
︵
後
述
︶
が
し
て
い

ま
す
が
、
改
修
の
場
合
は
野
沢
組
と
野

沢
会
か
ら
10
％
ず
つ
を
助
成
し
ま
す
﹂

さ
ら
に
、
野
沢
組
は
森
林
も
持
っ
て

い
る
。
昨
年
ま
で
は
村
営
で
運
営
し
て

い
た
ス
キ
ー
場
も
、
２
０
０
５
年
に
民

営
化
さ
れ
﹁
株
式
会
社
野
沢
温
泉
ス
キ

ー
場
﹂
と
な
っ
た
。
野
沢
組
は
そ
の
ス

キ
ー
場
の
地
主
で
あ
り
、
株
式
の
６
割

を
︵
財
︶
野
沢
会
と
し
て
保
有
し
て
い

る
。ま

た
、
毎
年
１
月
15
日
に
行
な
わ
れ

る
﹁
道
祖
神
祭
り
﹂
は
日
本
三
大
火
祭

り
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
含
め

た
祭
礼
も
組
の
管
轄
と
な
る
。
お
話
を

う
か
が
っ
た
の
は
昨
年
12
月
末
で
あ
る

が
、
今
年
度
の
三
夜
講

さ
ん
や
ん
こ
う

︵
39
ペ
ー
ジ
を

参
照
︶
の
総
括
︵
世
話
人
の
ひ
と
り
︶

山
田
善
徳
さ
ん
が
祭
り
の
夜
に
身
に
つ
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野
沢
組
七
委
員
会

・
総
務
委
員
会

正
副
惣
代
経
験
者
で
構
成
。
惣
代
を
援

助
し
組
運
営
の
全
般
を
担
当

・
文
書
管
理
委
員
会

惣
代
の
文
書
蔵
︵
郷
蔵
︶
に
長
年
保
存

さ
れ
て
い
る
古
文
書
の
管
理
・
研
究

・
温
泉
管
理
委
員
会

野
沢
組
所
有
の
温
泉
源
の
管
理
運
営
、

共
同
浴
場
の
管
理
支
援

・
式
典
祭
事
委
員
会

湯
沢
神
社
、
三
峰
神
社
、
健
命
寺
等
の

社
寺
に
関
す
る
こ
と
。
灯
籠
祭
り
、
道

祖
神
祭
り
等
、
祭
り
の
運
営
、
執
行
。

・
林
野
道
路
委
員
会

野
沢
組
が
所
有
す
る
山
林
原
野
の
管
理
、

道
路
に
関
す
る
業
務

・
堰
委
員
会

堰
、
用
水
の
管
理
、
近
隣
各
区
と
の
用

水
の
問
題
を
担
当

・
労
務
委
員
会

野
沢
組
各
区
長
と
連
携
し
た
共
同
作
業

を
所
管

今年の大雪は野沢にも、大変な苦労を強

いた。外湯の屋根に積もった雪下ろしは、

湯仲間の仕事。外湯は風呂としてだけで

なく、洗濯湯も今でも活用されている。

野沢組惣代事務所

を入ると地下にあ

る文書収蔵庫へ下

る階段があるが、

文書係の立ち会い

のもとでないと、

惣代といえども立

ち入れない。

雪かきにも利用される村

を巡る水路の管理も野沢

組の重要な仕事だ。ガー

ドレールがない水路には

堰板をはめ水位を上げ防

火用水とするための差し

込みがある。豪雪地帯の

活きた里川だ。
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野沢温泉村の湯仲間と野沢組

け
る
、
藁
で
つ
く
っ
た
オ
タ
テ
グ
ツ
の

履
き
方
を
習
い
に
来
て
い
た
。

﹁
こ
う
い
う
藁
細
工
を
し
て
く
れ
る
人

も
、
な
か
な
か
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
ね
﹂

と
西
方
さ
ん
。
伝
統
の
継
承
も
、
野

沢
組
の
大
切
な
仕
事
だ
。

村
の
総
有
財
産
で
あ
る
源
泉
を

管
理
す
る
野
沢
組

鎌
倉
時
代
か
ら
続
く
と
い
わ
れ
て
い

る
野
沢
温
泉
。
し
か
し
、
温
泉
場
と
し

て
の
形
態
は
、
他
の
温
泉
地
と
ま
っ
た

く
違
う
特
色
を
維
持
し
て
き
た
。

そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
野
沢
の
温

泉
が
民
法
上
で
言
う
﹁
共
有
﹂
の
一
形

態
で
あ
る
﹁
総
有
﹂
、
つ
ま
り
温
泉
は

村
の
も
の
で
あ
り
、
村
に
住
ん
で
い
れ

ば
利
用
す
る
権
利
が
生
ま
れ
る
と
い
う

温
泉
所
有
の
仕
方
に
あ
る
。
そ
し
て
、

総
有
の
管
理
執
行
者
と
し
て
野
沢
組
と

い
う
シ
ス
テ
ム
を
、
長
年
の
知
恵
の
中

か
ら
つ
く
り
上
げ
て
き
た
と
い
う
こ
と

だ
。

﹁
野
沢
温
泉
に
は
30
数
カ
所
の
源
泉
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
13
カ
所
を

野
沢
組
が
保
有
し
て
い
ま
す
。
旅
館
の

敷
地
内
に
源
泉
が
あ
る
所
で
も
、
野
沢

組
に
登
記
し
て
も
ら
い
ま
す
﹂

源
泉
の
な
い
旅
館
や
民
宿
、
村
の
福

祉
施
設
に
は
、
野
沢
組
が
有
料
で
配
湯

す
る
。
戦
後
す
ぐ
は
敷
地
内
に
ボ
ー
リ

ン
グ
し
た
旅
館
も
あ
る
が
、
そ
う
い
う

所
は
動
力
で
揚
水
し
な
い
と
出
な
い
場

合
が
多
い
。
周
り
の
源
泉
に
支
障
を
き

た
す
恐
れ
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
動

力
で
の
揚
湯
は
一
切
認
め
て
い
な
い
。

例
え
自
分
が
権
利
を
持
つ
源
泉
で
あ
っ

て
も
、
野
沢
組
へ
の
登
記
が
必
要
と
さ

れ
る
以
上
、
実
質
的
に
は
野
沢
温
泉
の

す
べ
て
の
源
泉
は
野
沢
組
に
よ
っ
て
管

理
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
差
し
支
え

な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
い
う
事
情
が
あ
っ
て
、
古
く
か

ら
の
温
泉
地
で
あ
り
な
が
ら
、
野
沢
で

は
宿
の
内
湯
と
し
て
で
は
な
く
、
外
湯

と
呼
ば
れ
る
共
同
湯
が
発
展
し
た
。
有

料
配
湯
は
一
口
が
１
分
間
９
リ
ッ
ト
ル

で
、
１
ヶ
月
５
万
２
５
０
０
円
。
半
口

で
３
万
１
５
０
０
円
だ
か
ら
、
無
理
し

て
内
湯
を
つ
く
る
よ
り
、
外
湯
巡
り
を

奨
励
す
る
と
い
う
観
光
の
方
法
を
と
っ

て
き
た
の
だ
。
そ
れ
が
、
地
元
民
と
の

ふ
れ
あ
い
を
第
一
に
考
え
て
き
た
、
野

沢
温
泉
の
魅
力
に
も
な
っ
て
い
る
。

よ
く
大
き
な
温
泉
観
光
地
に
行
く
と
、

旅
館
・
ホ
テ
ル
か
ら
な
る
﹁
温
泉
利
用

組
合
﹂
が
観
光
客
向
け
に
共
同
湯
を
設

置
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
野
沢
温

泉
の
共
同
湯
は
、
そ
の
よ
う
な
外
湯
と

外
見
は
同
じ
で
も
、
﹁
温
泉
を
守
る
﹂

と
い
う
意
識
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い

る
。
観
光
客
は
共
同
湯
に
入
る
こ
と
は

で
き
る
。
で
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、

地
元
の
生
活
の
湯
を
使
わ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

野
沢
組
は
、
共
同
湯
に
は
無
料
で
配

今年度の三夜講の総括山田善徳さんが祭りの

夜に身につける、藁でつくったオタテグツの

履き方を習いに来ていた。

左：歴代惣代の名簿。明治20年から惣代とい

う名称を用いるようになった。

野沢にとっての温泉は、調理場でもある。

こんな大雪の日にも、青菜を茹でにきたお

ばあさんが手にしている竹の棒は、何本も

用意されているものの1本だ。この麻釜は、

もとは麻を茹で、あけびを茹でてきた共同

湯であった。



り
ま
す
。
あ
と
、
冬
だ
け
や
っ
て
き
て

お
店
を
や
る
人
も
い
て
、
そ
う
い
う
組

員
に
は
特
別
組
費
を
頂
い
て
い
ま
す
﹂

湯
仲
間
の
存
在

野
沢
組
は
温
泉
権
者
だ
が
、
野
沢
温

泉
の
共
同
湯
を
利
用
者
と
し
て
実
際
に

維
持
・
管
理
し
て
い
る
の
は
﹁
湯
仲
間
﹂

と
呼
ば
れ
る
地
域
住
民
の
団
体
だ
。

野
沢
組
に
は
誰
も
が
入
れ
る
が
、
湯

仲
間
に
は
誰
も
が
入
れ
る
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
。
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

だ
が
、
新
規
加
入
を
認
め
な
い
湯
仲
間

も
い
る
。

ま
た
、
野
沢
組
や
源
泉
を
持
っ
て
い

る
所
有
者
が
所
有
権
を
売
却
す
る
と
き

に
は
、
湯
仲
間
全
員
の
承
認
が
必
要
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
源
泉
の
所
有

者
と
し
て
の
野
沢
組
と
、
利
用
者
団
体

と
し
て
の
湯
仲
間
が
分
か
れ
て
お
り
、

こ
と
温
泉
に
関
し
て
は
、
湯
仲
間
が
野

沢
組
と
同
等
と
い
う
立
場
を
つ
く
っ
て

い
る
。
だ
か
ら
い
か
に
惣
代
と
い
え
ど

も
、
湯
仲
間
の
決
め
ご
と
に
口
出
し
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

で
は
、
一
般
に
温
泉
の
所
有
権
は
誰

に
帰
属
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
温

泉
の
湧
出
口
が
あ
る
土
地
の
所
有
権
と
、

湧
出
口
か
ら
流
れ
出
る
温
泉
そ
の
も
の

の
所
有
権
は
、
通
常
は
一
つ
で
あ
る
。

野
沢
の
温
泉
が
民
法
上
で
言
う
﹁
共

有
﹂
の
一
形
態
で
あ
る
﹁
総
有
﹂
だ
と

い
う
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
が
、
﹁
み

ん
な
の
も
の
﹂
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
利

用
の
面
で
総
有
集
団
構
成
員
の
す
べ
て

に
、
直
接
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
と

い
う
と
、
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。

野
沢
温
泉
で
は
、
各
共
同
湯
の
管
理

は
﹁
湯
仲
間
﹂
が
行
な
っ
て
い
る
。
温

泉
権
は
み
ん
な
の
も
の
だ
が
、
湯
仲
間

に
入
っ
て
は
じ
め
て
共
同
湯
の
利
用
が

許
さ
れ
る
。
観
光
客
が
共
同
湯
に
入
る

こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
地
元
の
生
活
の

湯
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い

う
形
に
な
る
。
つ
ま
り
温
泉
権
と
利
用

権
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
管
理
す
る
組

織
・
制
度
も
分
け
る
こ
と
で
温
泉
を
守
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湯
し
、
掃
除
や
水
道
代
や
電
気
代
と
い

っ
た
必
要
な
経
費
、
夜
間
の
施
錠
な
ど
、

細
々
し
た
運
営
・
管
理
は
地
域
の
﹁
湯

仲
間
﹂
が
担
当
し
て
い
る
。

野
沢
組
に
は
誰
で
も

現
在
の
野
沢
組
組
員
は
、
約
７
３
０

名
。
野
沢
組
に
は
、
誰
で
も
入
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。

﹁
入
会
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に

住
む
よ
う
に
な
れ
ば
、
組
員
に
な
る
よ

う
に
勧
め
ま
す
。
組
費
は
毎
年
５
月
の

初
め
ご
ろ
に
決
め
、
そ
の
こ
と
を
﹃
組

費
割
﹄
と
い
い
ま
す
。
組
員
の
名
を
書

い
た
札
を
農
協
の
大
広
間
に
並
べ
て

﹃
見
立
て
﹄
を
し
ま
す
。
つ
ま
り
﹃
あ

そ
こ
は
財
産
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
、
屋

敷
が
広
い
、
羽
振
り
が
い
い
、
一
等
地

で
商
売
や
っ
て
い
る
﹄
な
ど
と
い
い
な

が
ら
、
組
費
の
割
り
当
て
を
み
ん
な
で

決
め
る
の
で
す
。
﹃
あ
そ
こ
の
家
は
去

年
ち
ょ
っ
と
災
難
が
あ
っ
た
か
ら
少
し

下
げ
て
や
ら
な
き
ゃ
﹄
と
か
、
﹃
こ
こ

は
息
子
が
東
京
に
行
っ
て
老
夫
婦
だ
け

に
な
っ
た
か
ら
免
除
し
よ
う
﹄
と
か
調

整
し
ま
す
。
み
ん
な
も
見
て
い
る
し
、

各
区
か
ら
も
代
表
が
出
て
い
る
か
ら
、

実
に
公
正
に
行
な
わ
れ
ま
す
。

予
算
は
４
月
に
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、

１
点
の
金
額
を
予
算
の
総
額
に
合
う
よ

う
に
決
め
て
い
き
ま
す
。
朝
か
ら
夜
ま

で
一
日
が
か
り
で
す
。
組
へ
の
参
加
は

戸
別
で
、
所
帯
が
分
か
れ
れ
ば
別
に
な

っ
て
き
た
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
、
普
通
の

﹁
温
泉
利
用
組
合
﹂
が
観
光
客
向
け
に

設
置
し
て
い
る
共
同
湯
と
は
、
背
景
が

異
な
っ
て
い
る
。

と
、
こ
れ
ま
で
野
沢
組
や
湯
仲
間
を

紹
介
し
て
き
た
。
で
は
、
彼
ら
は
誰
の

た
め
に
温
泉
を
守
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

彼
ら
に
と
っ
て
は
温
泉
や
山
林
の
何
が

大
事
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
﹁
村
人
の
た
め
﹂
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

今
で
も
共
同
湯
は
村
人
の
も
の
で
あ
り
、

観
光
の
資
源
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
意
識

さ
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
野
沢

の
温
泉
は
﹁
生
活
の
湯
﹂
な
の
で
あ
る
。

生
活
の
場
と
温
泉
が
共
存
し
て
い
た
こ

と
で
、
温
泉
に
つ
き
も
の
の
色
街
も
発

展
せ
ず
、
あ
る
時
期
の
温
泉
街
の
隆
盛

に
遅
れ
を
取
る
原
因
に
も
つ
な
が
っ
た
。

さ
ら
に
温
泉
が
、
観
光
資
源
と
し
て

期
待
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
理

由
が
あ
る
。
温
泉
よ
り
も
収
益
が
上
が

る
観
光
資
源
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

温
泉
と
ス
キ
ー
は

村
の
共
有
資
源

そ
れ
が
ス
キ
ー
場
で
あ
る
。
野
沢
と

ス
キ
ー
の
関
わ
り
は
、
そ
の
ま
ま
日
本

の
ス
キ
ー
の
歴
史
と
つ
な
が
る
。
人
口

４
０
０
０
人
強
︵
２
０
０
５
年
末
現
在
︶

の
村
に
、
過
去
14
名
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

選
手
が
輩
出
さ
れ
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
テ
オ
ド
ー
ル
・
レ

ル
ヒ
大
佐
に
よ
っ
て
新
潟
県
高
田
の
陸

軍
第
13
師
団
に
ス
キ
ー
が
伝
え
ら
れ
た

の
が
１
９
１
１
年
︵
明
治
44
︶
。
翌
年

１
月
に
は
飯
山
中
学
校
の
教
師
が
高
田

で
行
な
わ
れ
た
ス
キ
ー
講
習
会
に
参
加

し
、
生
徒
に
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
生
徒
の
中
に
は
野
沢
温
泉
出
身
生

が
お
り
、
４
名
が
春
休
み
に
帰
省
し
、

初
め
て
野
沢
温
泉
で
ス
キ
ー
を
滑
っ
た

と
い
う
。
１
９
２
３
年
︵
大
正
12
︶
に

は
第
１
回
全
日
本
ス
キ
ー
選
手
権
大
会

が
小
樽
で
開
催
さ
れ
る
が
、
こ
の
年
野

沢
温
泉
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
が
発
会
す
る
の

で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
の
冬
の
野
沢
温
泉
と
い
え

ば
、
近
郷
か
ら
の
湯
治
客
が
来
る
程
度
。

冬
の
仕
事
と
い
え
ば
、
大
方
は
あ
け
び

細
工
や
紙
す
き
な
ど
で
、
出
稼
ぎ
者
も

多
か
っ
た
。
雪
は
克
服
す
る
相
手
で
あ

っ
た
。
そ
の
雪
を
元
手
に
、
全
国
で
い

ち
は
や
く
ス
キ
ー
に
よ
る
村
お
こ
し
を

お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
は
１
９
６
０
年
代
か
ら
、
ス
キ

ー
レ
ジ
ャ
ー
人
口
が
増
加
。
既
に
１
９

５
０
年
︵
昭
和
25
︶
に
は
第
一
号
リ
フ

ト
が
建
設
さ
れ
て
お
り
、
冬
の
出
稼
ぎ

者
も
減
っ
て
い
っ
た
。
や
が
て
各
地
で

新
し
い
ス
キ
ー
場
が
オ
ー
プ
ン
し
、
野

沢
温
泉
に
も
一
般
企
業
か
ら
開
発
目
的

の
土
地
買
収
や
リ
フ
ト
建
設
の
申
し
込

み
が
相
次
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。

野
沢
温
泉
ス
キ
ー
場
の
ウ
ェ
ブ
を
見

る
と
﹁
野
沢
温
泉
で
は
ス
キ
ー
倶
楽
部

が
リ
フ
ト
建
設
や
ゲ
レ
ン
デ
開
発
・
整

カワグルミ、シナノキ、シラカバなどで作ら

れる道祖神人形は、「お前の家を見せるぞ」

といって、火祭り会場に持って行き社殿に参

拝する習わし。湯桶に入れられた道祖神は、

湯仲間を象徴しているようで微笑ましい。



備
な
ど
ス
キ
ー
場
を
経
営
す
る
と
い
う

他
に
類
を
見
な
い
歴
史
が
あ
る
。
時
代

の
趨
勢
を
見
極
め
て
い
た
ス
キ
ー
倶
楽

部
で
は
、
こ
の
歴
史
と
伝
統
が
村
外
資

本
に
撹
乱
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
、
昭

和
三
十
八
年
村
当
局
と
協
議
し
て
ス
キ

ー
場
の
管
理
経
営
権
を
村
に
委
譲
す
る

こ
と
に
決
定
し
た
﹂
と
書
い
て
い
る
。

面
白
い
の
は
、
こ
の
ス
キ
ー
場
と
ス

キ
ー
倶
楽
部
の
関
係
が
、
温
泉
と
野
沢

組
・
湯
仲
間
の
関
係
に
そ
っ
く
り
な
こ

と
だ
。
外
部
の
撹
乱
か
ら
観
光
資
源
を

守
る
た
め
、
管
理
権
限
を
村
へ
移
管
し

た
の
で
あ
る
。

こ
の
﹁
野
沢
組
方
式
﹂
と
も
呼
べ
る

よ
う
な
温
泉
管
理
方
式
を
、
山
林
の
雪

に
も
応
用
し
て
、
野
沢
温
泉
は
ス
キ
ー

観
光
地
と
し
て
も
高
度
成
長
期
の
変
化

に
う
ま
く
対
応
し
て
き
た
、
変
革
の
歴

史
を
持
っ
て
い
る
。

実
は
１
９
９
７
年
ま
で
は
、
村
の
年

間
観
光
客
の
約
８
割
が
ス
キ
ー
客
だ
っ

た
。
そ
の
ス
キ
ー
客
も
１
９
９
５
年
以

降
急
速
に
減
少
し
、
現
在
は
緩
や
か
に

な
っ
た
も
の
の
減
少
傾
向
が
続
い
て
い

る
。
何
と
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
若
者
の
有
志
が
動
き
始
め
た
。

ス
キ
ー
シ
ー
ズ
ン
に
は
﹁
に
こ
に
こ
祭

り
﹂
と
称
し
て
、
リ
フ
ト
券
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
た
り
、
﹁
ど
ぶ
ろ
く
特
区
﹂
を

申
請
し
、
そ
れ
を
売
り
出
し
た
り
、
夏

の
自
然
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
企
画
し
て

み
た
り
。
こ
の
活
動
メ
ン
バ
ー
の
一
人
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野沢温泉村の湯仲間と野沢組

が
民
宿
を
経
営
す
る
富
井
一
志
さ
ん

︵
49
歳
︶
だ
。

﹁
に
こ
に
こ
祭
り
は
冬
の
祭
り
で
、
今

年
で
３
シ
ー
ズ
ン
目
で
す
。
ス
キ
ー
場

の
売
り
上
げ
が
減
り
、
平
日
の
お
客
が

激
減
し
た
た
め
、
集
客
イ
ベ
ン
ト
を
始

め
た
の
で
す
。
そ
の
う
ち
、
夏
も
何
か

し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
大
湯
の
前
で

８
月
に
ア
マ
チ
ュ
ア
バ
ン
ド
や
プ
ロ
の

オ
カ
リ
ナ
奏
者
に
演
奏
し
て
も
ら
っ
た

り
、
星
空
シ
ア
タ
ー
と
称
し
た
子
ど
も

向
け
の
野
外
映
画
会
を
し
ま
し
た
。
一

番
良
か
っ
た
の
は
、
自
然
体
験
プ
ロ
グ

ラ
ム
。
ス
キ
ー
で
冬
し
か
注
目
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
豊
か
な
自
然
を
、
我
々
の

大
切
な
資
源
と
し
て
再
発
見
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
﹂

一
方
、
村
全
体
の
観
光
客
は
１
９
９

９
年
で
一
旦
下
げ
止
ま
り
、
ス
キ
ー
客

の
占
め
る
割
合
も
２
０
０
４
年
で
は

52
％
に
な
っ
て
い
る
。
ス
キ
ー
以
外
の

観
光
資
源
と
し
て
温
泉
や
夏
の
森
林
が

注
目
を
浴
び
て
き
て
い
る
現
れ
で
あ
ろ

う
。

﹁
守
る
﹂
と
﹁
変
え
る
﹂

ち
な
み
に
、
野
沢
温
泉
村
は
飯
山
市

と
の
合
併
話
が
持
ち
上
が
っ
て
い
た
の

だ
が
、
村
内
は
合
併
派
と
自
立
派
で
二

分
。
２
０
０
４
年
12
月
に
住
民
投
票
が

行
な
わ
れ
、
僅
差
で
自
立
の
道
を
歩
む

こ
と
に
な
っ
た
。
富
井
さ
ん
の
父
は
、

そ
の
自
立
派
の
リ
ー
ダ
ー
で
も
あ
っ
た
。

で
も
、
村
お
こ
し
を
す
る
と
な
る
と
、

住
民
投
票
の
こ
と
は
関
係
な
く
な
る
。

実
際
に
富
井
さ
ん
と
組
ん
で
実
行
委
員

会
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
中
に
も
合
併
派

は
い
る
が
、
そ
れ
で
気
ま
ず
く
な
る
こ

と
は
な
い
。

野
沢
温
泉
は
野
沢
組
を
中
心
に
動
い

て
い
る
。
野
沢
組
に
対
し
て
、
村
の

人
々
は
﹁
惣
代
さ
ん
﹂
と
敬
意
を
込
め

て
呼
ぶ
。
野
沢
組
は
、
温
泉
や
ス
キ
ー

場
の
管
理
運
営
を
外
か
ら
の
風
に
惑
わ

さ
れ
る
こ
と
な
し
に
行
な
っ
て
、
使
い

な
が
ら
維
持
し
て
き
た
。

と
は
い
え
、
観
光
客
が
年
間
20
万
人

程
度
な
い
と
、
観
光
地
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
か
な
い
。
温
泉
需
要
が
高
ま
っ

て
い
る
今
、
﹁
も
う
少
し
温
泉
を
自
由

に
使
え
な
い
か
﹂
と
、
変
化
を
望
む
声

も
出
て
き
て
い
る
。

﹁
守
る
・
維
持
﹂
と
﹁
変
化
﹂
の
ち
ょ

っ
と
し
た
差
異
を
、
こ
れ
か
ら
ど
う
調

整
す
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

実
は
、
そ
の
溝
を
埋
め
よ
う
と
、
村

お
こ
し
の
試
み
が
生
ま
れ
始
め
て
い
る
。

そ
れ
を
支
え
て
い
る
若
手
は
、
野
沢
組

惣
代
が
元
締
め
に
な
る
﹁
道
祖
神
祭
り
﹂

を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
た
人
々
で
も
あ

る
。
温
泉
を
守
る
文
化
が
、
村
お
こ
し

の
精
神
に
つ
な
が
る
。
こ
の
試
み
に
つ

い
て
は
﹁
水
の
文
化
楽
習
﹂
で
紹
介
し

よ
う
。

野沢温泉スキークラブ

の歴史は、日本のスキ

ーの歴史とイコールと

言っても過言ではない。

昭和22年ごろの大湯の

近くを歩くスキー客。

『野澤のスキー』はスキ

ー伝来80年の歴史を今

に伝えるために、1994

年に作られた。

野沢温泉で民宿を営む富井一志さ
ん。「どぶろく特区」が認められた
ときの酒造免許居通知書。80件ほ
どが名乗りを上げたが、自家米を
使うこと等の条件をクリアできた
のが3件だけで、富井さんはその
中の一人。スキーのオリンピック
選手を目指すほどの技術を持ち、
後進の指導にも当たってきた生っ
粋の野沢っ子だ。仲間とともに、
知恵を使ってさまざまなイベント
を企画、実行して地域起こしを試
みている。
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祭
り
は
再
興
さ
れ
た

道
祖
神
は
文
字
通
り
、
村
境
や
辻
に

置
か
れ
厄
災
の
侵
入
を
防
ぐ
神
。
中
部

や
関
東
地
方
を
中
心
に
、
道
祖
神
を
信

仰
の
対
象
と
し
た
火
祭
り
は
、
小
正
月

に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
野
沢
温

泉
で
も
、
既
に
天
保
の
こ
ろ
に
は
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
に
残
さ
れ
て
い

る
。こ

う
し
た
伝
統
あ
る
祭
り
で
は
あ
る

が
、
野
沢
で
は
一
度
中
断
さ
れ
た
歴
史

が
あ
る
。
か
つ
て
の
祭
り
の
担
当
者
は

５
組
の
若
者
組
で
、
年
長
の
世
話
組
が

全
般
の
指
示
を
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
で
若
者
が
兵
隊
に
行

き
、
周
囲
の
ブ
ナ
林
が
飛
行
機
の
用
材

と
し
て
伐
採
さ
れ
た
上
、
戦
後
は
火
祭

り
に
対
す
る
若
者
の
考
え
も
変
わ
っ
て
、

若
者
組
そ
の
も
の
が
１
９
５
３
年
︵
昭

和
28
︶
に
解
体
し
て
し
ま
う
の
だ
。

そ
し
て
、
１
９
５
５
年
︵
昭
和
30
︶
。

当
時
の
野
沢
組
惣
代
で
あ
っ
た
畔
上
政

治
さ
ん
が
、
伝
統
あ
る
祭
り
が
途
絶
え

て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
、
厄
年

三
夜
講

さ
ん
や
ん
こ
う

と
25
歳
厄
年
の
若
者
で
、
祭
り

を
継
承
し
て
ほ
し
い
と
寄
合
い
で
申
し

入
れ
る
。
こ
う
し
て
復
活
し
た
の
が
現

在
の
道
祖
神
祭
り
だ
。
三
夜
講
に
よ
る

祭
り
の
運
営
と
い
う
仕
組
み
は
、
戦
後

始
ま
っ
た
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
な
の
で

あ
る
。

地域の文化資源を伝える

野沢組と道祖神祭り
＜長野県＞ 野沢温泉村

日本では、人の住む所には必ず神社仏閣があり、

神社仏閣がある所には祭りがあります。

祭りは本来神事ではありましたが、結果として村の結束を高め、

土地の伝統を伝えることに貢献してきました。

でも、それが100年以上続く「温泉管理組織・野沢組」が核にある行事だと知ると、

祭りを解剖してみたくなります。

野沢組と野沢温泉村・道祖神祭りとの関係を紹介します。

第15回 水の文化楽習実践取材



39

地域の文化資源を伝える野沢組と道祖神祭り

三
夜
講
　
現
代
の
年
齢
階
層
制

道
祖
神
祭
り
は
、
野
沢
組
惣
代
が
総

元
締
め
に
な
り
、
三
夜
講
の
男
た
ち
が

中
心
に
な
っ
て
準
備
を
行
な
う
。
メ
イ

ン
イ
ベ
ン
ト
は
毎
年
１
月
15
日
夜
に
行

な
わ
れ
る
火
祭
り
だ
が
、
そ
の
準
備
は

実
質
的
に
は
３
年
以
上
に
わ
た
っ
て
な

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、

こ
の
祭
り
を
担
う
﹁
三
夜
講
﹂
だ
。

三
夜
講
に
つ
い
て
、
野
沢
温
泉
村
役

場
の
総
務
課
長
、
富
井
俊
雄
さ
ん
と
、

同
じ
く
総
務
課
村
づ
く
り
推
進
係
長
の

森
博
美
さ
ん
が
く
わ
し
く
教
え
て
く
れ

た
。三

夜
講
は
、
数
え
年
42
歳
の
厄
年
を

迎
え
る
男
た
ち
を
加
え
た
３
年
齢
層
か

ら
成
る
ト
モ
ダ
チ
衆
で
編
成
さ
れ
た
グ

ル
ー
プ
だ
。
こ
れ
に
数
え
年
25
歳
の
厄

年
を
迎
え
る
青
年
が
加
わ
っ
た
メ
ン
バ

ー
が
、
祭
り
を
運
営
す
る
こ
と
に
な
る
。

面
白
い
の
は
、
祭
り
が
終
わ
る
と
42

歳
が
押
し
出
さ
れ
新
た
な
40
歳
が
補
充

さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
ロ
ー
テ
ー
シ

ョ
ン
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の

３
歳
の
講
が
、
３
年
間
同
じ
メ
ン
バ
ー

で
祭
り
を
担
当
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
３
年
た
っ
た
と
き
、
ま
っ

た
く
未
経
験
の
新
・
三
夜
講
が
右
も
左

も
勝
手
が
わ
か
ら
な
く
て
困
る
で
は
な

い
か
、
と
い
う
心
配
が
頭
を
も
た
げ
る

が
、
そ
こ
の
解
決
策
も
う
ま
く
で
き
て

い
る
。
そ
の
年
回
り
の
と
き
は
、
３
年

野沢温泉村役場総務課長の

富井俊雄さん

野沢温泉村役場総務課村づくり推

進係長の森博美さん。43ページの

アルバムを提供してくださった。

上：勇壮な火祭りとして、日本三大火祭りの一つとされる道祖神祭り

のクライマックス。男の初孫誕生を祝って奉納される初灯籠（花灯籠）

がよく燃え上がると、子供が健康に育つといわれている。「撮影台に

乗られますか？　乗って撮影されるなら腕章が必要です」と森さんが

教えてくれたのは、テレビカメラをはじめとする取材陣がベストポジ

ションで撮影ができる撮影台（上の写真では左上）。

右：初灯籠は湯仲間を中心とした近隣の人たちや、祖父と親のトモダ

チ衆の協力で作られる。出陣の際は、ばらして会場まで運ぶのだが、

その際もオンガラのたいまつに火をつけて勇壮な行進が続く。

撮影台の前はアマ

チュアカメラマン

の晴れ舞台。昼間

から三脚を立てて

陣取りが繰り広げ

られる。この点で

も道祖神祭りの資

源価値が大いに認

められるところだ。
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目
の
祭
事
に
次
の
三
夜
講
の
一
番
年
齢

が
上
の
者
が
見
習
い
と
し
て
参
加
す
る
。

だ
か
ら
三
夜
講
と
い
っ
て
も
、
一
番
の

年
長
者
は
計
４
回
祭
事
に
参
加
し
て
い

る
わ
け
で
、
下
の
者
は
ま
っ
た
く
頭
が

上
が
ら
な
い
。
そ
れ
で
な
く
て
も
、
地

元
男
性
の
結
束
は
固
く
、
上
下
関
係
は

幾
つ
に
な
っ
て
も
明
白
に
残
る
。
村
を

離
れ
て
い
る
者
も
、
こ
の
年
齢
に
な
る

と
祭
り
の
た
め
に
帰
っ
て
く
る
。
﹁
こ

こ
で
休
む
と
、
村
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
﹂

と
富
井
さ
ん
は
言
う
が
、
実
際
に
は
会

社
を
長
期
で
休
む
の
は
大
変
で
、
外
に

出
た
人
間
に
と
っ
て
は
、
荷
の
重
い
役

目
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

野
沢
の
人
づ
き
あ
い
に
つ
い
て
、
37

ペ
ー
ジ
に
登
場
し
た
富
井
一
志
さ
ん
も

﹁
先
輩
か
ら
は
、
い
つ
も
﹃
三
夜
講
で

動
け
﹄
と
言
わ
れ
ま
す
。
三
夜
講
の
絆
、

特
に
同
じ
年
齢
の
ト
モ
ダ
チ
衆
の
絆
は

も
の
す
ご
く
強
い
で
す
。
そ
れ
と
、
祭

り
を
４
年
や
っ
て
く
れ
る
﹃
あ
ん
ち
ゃ

ん
﹄
に
は
頭
が
上
が
ら
な
い
。
野
沢
で

は
、
30
代
後
半
で
消
防
団
を
卒
業
す
る

と
、
そ
ろ
そ
ろ
厄
年
の
話
を
し
出
す
ん

で
す
ね
。
東
京
に
行
っ
た
友
達
も
祭
り

の
と
き
は
10
日
間
ぐ
ら
い
帰
っ
て
き
ま

す
。
こ
れ
は
、
な
か
な
か
他
所
の
人
に

は
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
こ
と
で
す
。

野
沢
の
人
間
は
、
か
み
さ
ん
に
、
﹃
わ

た
し
と
友
達
と
ど
ち
ら
が
大
事
な
の
﹄

と
迫
ら
れ
た
ら
、
﹃
友
達
﹄
と
答
え
る

ぐ
ら
い
で
す
。

面
白
い
話
が
あ
っ
て
、
野
球
チ
ー
ム

も
同
級
生
で
つ
く
る
ん
で
す
よ
。
野
沢

で
も
草
野
球
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
ろ
は
30

チ
ー
ム
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
若
者
か
ら

年
寄
り
ま
で
、
同
じ
年
齢
の
者
だ
け
の

チ
ー
ム
。
こ
ん
な
の
は
野
沢
だ
け
じ
ゃ

な
い
で
す
か
ね
え
﹂

実
は
、
こ
う
し
た
年
齢
に
応
じ
て
細

か
く
役
割
が
定
め
ら
れ
て
い
た
の
が
、

か
つ
て
の
日
本
の
ム
ラ
の
制
度
で
も
あ

っ
た
。
そ
れ
を
、
厄
年
の
三
夜
講
と
い

う
ニ
ュ
ー
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
つ
く
り
替
え

た
の
が
、
祭
り
を
復
活
さ
せ
た
と
き
の

野
沢
組
の
知
恵
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
よ
い
よ
本
番

道
祖
神
火
祭
り
の
本
番
準
備
は
、
３

日
間
を
か
け
て
行
な
わ
れ
る
。

ま
ず
、
１
月
13
日
に
、
彼
ら
は
御
神

木
が
置
い
て
あ
る
、
日
影
ゲ
レ
ン
デ
に

集
合
す
る
。
前
年
秋
に
ブ
ナ
の
木
５
本

を
伐
り
出
し
て
、
乾
か
し
て
あ
る
の
だ
。

ゲ
レ
ン
デ
か
ら
祭
り
の
会
場
ま
で
ブ
ナ

の
木
を
引
い
て
い
く
こ
と
を
﹁
御
神
木

里
引
き
﹂
と
呼
び
、
い
よ
い
よ
本
番
と

気
持
ち
が
高
ま
っ
て
い
く
。
三
夜
講
の

組
と
25
歳
で
異
な
る
ル
ー
ト
を
通
る
の

が
き
ま
り
。
代
表
が
音
頭
を
と
り
﹁
ツ

ル
ツ
ル
ー
ッ
ト
、
ヨ
イ
ヤ
サ
ノ
サ
ー
﹂

と
気
勢
を
あ
げ
、
約
３
時
間
か
け
て
会

場
ま
で
木
を
引
い
て
い
く
。
沿
道
の
家

か
ら
御
神
酒
が
献
じ
ら
れ
る
度
に
、
代

表
が
大
声
で
披
露
し
、
一
同
が
お
祝
い

の
手
締
め
を
す
る
。

右：15日の社殿

設営は最後の仕

上げ。

上と左：大正元

年から火元貰い

の元火は、河野

家が提供してい

る。裏方も含め、

大変な数の協力

者によって成立

している祭りで

ある。

私たちを含めた

取材陣の数もす

ごい。海外から

の取材はドイツ、

韓国。
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翌
日
は
、
早
朝
か
ら
御
神
木
を
柱
に

使
っ
て
社
殿
を
造
営
す
る
。
危
険
を
伴

う
作
業
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
は

酒
を
断
っ
て
の
真
剣
勝
負
。
15
日
の
昼

ま
で
に
造
り
上
げ
な
く
て
ば
な
ら
な
い

た
め
、
14
日
は
深
夜
ま
で
作
業
が
続
け

ら
れ
る
。

専
門
的
な
知
識
も
必
要
な
の
で
、
前

の
三
夜
講
の
正
副
委
員
長
経
験
者
６
名

が
、
保
存
会
と
い
う
名
目
で
指
導
に
あ

た
る
。

ト
モ
ダ
チ
衆
は
、
自
分
た
ち
で
考
え

た
独
自
の
名
前
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の

名
を
入
れ
た
つ
な
ぎ
や
ジ
ャ
ン
パ
ー
を

お
そ
ろ
い
で
つ
く
る
。
だ
か
ら
会
場
で

設
営
作
業
中
も
、
ど
の
年
代
が
三
夜
講

で
、
ど
の
人
が
手
伝
い
な
の
か
一
目
瞭

然
。
も
ち
ろ
ん
、
村
の
人
に
と
っ
て
は
、

そ
ん
な
目
印
が
な
く
て
も
、
ど
こ
の
誰

だ
か
す
ぐ
わ
か
る
の
で
は
あ
る
が
。

そ
し
て
15
日
夜
。

42
歳
厄
年
の
世
話
人
４
人
と
25
歳
厄

年
の
世
話
人
２
人
だ
け
が
、
蓑
を
着
て

チ
ョ
ン
ボ
リ
笠
を
被
り
、
オ
タ
テ
グ
ツ

を
履
い
て
、
寺
湯
に
あ
る
﹁
河
野
家
﹂

へ
火
元
貰
い
に
出
向
く
。

彼
ら
を
﹁
山
使
い
﹂
と
呼
び
、
河
野

家
主
人
は
彼
ら
を
迎
え
入
れ
、
い
ろ
り

の
周
り
で
酒
を
飲
み
、
道
祖
神
の
う
た

を
歌
う
。
三
夜
講
が
河
野
家
に
献
じ
た

酒
と
河
野
家
が
用
意
し
た
酒
を
合
わ
せ

る
と
、
半
端
な
量
で
な
く
、
あ
と
で
聞

い
た
と
こ
ろ
﹁
今
年
は
20
升
用
意
し
た
﹂

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
酒
を
飲
み
尽

く
す
ま
で
火
は
も
ら
え
ず
、
そ
の
間
火

元
貰
い
に
来
な
い
連
中
は
会
場
で
﹁
山

使
い
﹂
を
今
か
今
か
と
待
っ
て
い
る
。

迎
え
る
河
野
家
の
人
た
ち
も
、
回
り
の

村
人
や
観
光
客
も
﹁
山
使
い
﹂
を
手
伝

う
た
め
に
、
相
当
量
の
酒
を
飲
む
。

い
よ
い
よ
酒
が
底
を
尽
き
る
と
、
主

人
は
烏
帽
子
の
装
束
に
着
替
え
、
床
の

間
に
据
え
ら
れ
た
道
祖
神
像
を
拝
ん
で

か
ら
、
火
打
ち
石
で
火
を
お
こ
す
。
種

火
を
提
灯
に
移
し
、
囲
炉
裏
で
オ
ン
ガ

ラ
で
つ
く
っ
た
大
た
い
ま
つ
に
点
火
す

る
。
た
い
ま
つ
の
火
は
会
場
に
運
ば
れ
、

社
殿
か
ら
30
m
離
れ
た
所
に
積
ま
れ
た

ボ
ヤ
に
移
さ
れ
る
。

火
付
け
役
が
、
こ
の
元
火
か
ら
た
い

ま
つ
に
火
を
つ
け
て
社
殿
を
焼
こ
う
と

し
、
25
歳
厄
年
が
こ
れ
を
阻
止
す
る
と

い
う
の
が
﹁
火
祭
り
の
攻
防
﹂
だ
。
最

初
に
火
付
け
役
に
な
る
の
は
惣
代
で
、

次
に
子
供
た
ち
が
、
最
後
の
一
番
激
し

い
攻
勢
は
村
の
大
人
た
ち
に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
る
。
こ
れ
が
１
時
間
半
程
続
く

と
、
手
締
め
と
な
っ
て
、
社
殿
が
無
事

に
守
り
切
ら
れ
た
こ
と
を
喜
び
合
う
。

最
後
に
社
殿
に
火
が
入
れ
ら
れ
、
壮
大

な
炎
が
柱
と
な
っ
て
立
ち
上
が
る
。
男

児
の
初
子
が
生
ま
れ
る
と
奉
納
さ
れ
る

初
灯
篭
︵
花
灯
篭
︶
は
、
こ
の
段
階
で

火
に
投
げ
入
れ
ら
れ
、
子
供
の
無
病
息

災
を
祈
る
。

こ
れ
が
、
祭
り
の
大
き
な
流
れ
だ
。

か
つ
て
は
、
こ
の
あ
と
に
桁
の
燃
え

残
り
を
河
野
家
に
持
ち
帰
り
、
﹁
小
豆

充分な量の酒を飲んだと認められて、

はじめて主人が火打石で熾した種火か

ら、オンガラのたいまつに火が移され

る。たいまつで会場まで運ばれた火は、

ボヤという火元に突進しながら点火さ

れる。酔っているので、たいまつを運

ぶのも容易ではない。惣代を皮切りに、

親に抱かれた幼い子供が後に続いて社

殿への火つけを行なう。



誠友会厄年のあゆみ

平成6年　9月14日 誠友会団結式

9月30日 三夜講結成式　～　歩会の見習い

道祖神火祭り

平成7年　9月15日 誠友会会議

9月20日 道祖神惣代会議

9月22日 山の下見

9月23日 燃え草集め

10月 6日 三夜講・郷愛会全体会議

10月15日 会場下準備

10月16日 御神木伐採

10月17日 桁割り作業･慰労会

11月21日 御神体・御札作成　～22日

12月31日 除夜の鐘撞き

平成8年　1月 9日 道祖神惣代会議

1月10日 誠友会会議

1月11日 道祖神火祭り三夜講･郷愛会全体会議

1月12日 道祖神下準備

1月13日 御神木里引き

1月14日 柱立て・社殿組　～15日

1月15日 道祖神火祭り

1月17日 健命寺寺参り

1月17日 道祖神三夜講･郷愛会慰労会

厄年記念旅行

平成8年　4月 9日 伊勢神宮参拝

4月10日 ハワイの旅（マウイ島・ホノルル）～17日

湯澤神社例祭

平成8年　5月 8日 湯澤神社の大樺・大杉〆縄奉納神事と〆縄はり

7月 4日 三夜講竹の子狩り

7月17日 例祭惣代会議

8月 1日 煙火寄付出陣式

8月 2日 寄付集め（村内・外）～26日

8月27日 例祭三夜講･郷愛会全体会議

9月 2日 祭礼用具づくり　～23日

9月 6日 大幟立て

9月 6日 稽古まるめ

9月 8日 御神輿渡御･湯澤神社祭礼の飾り付け準備

9月 8日 湯澤神社例祭、夜祭り

9月 9日 湯澤神社例祭、御神輿巡行-奉納･例祭行列

9月10日 湯澤神社例祭三夜講･郷愛会慰労会

家族慰安会

平成8年10月 1日

あとがき

思い起こせば、台風を心配しての御神木伐採や、深夜におよんだ社殿組立、
夜空に燃え上がる火の粉を見つめて感激に浸った道祖神祭り。湯澤神社の
祭礼では、夜空に咲いた大輪、ずぶ濡れになった神輿かつぎ、そして、厳
粛な中での伊勢神宮参拝等々、思い出はつきません。長い歴史と伝統によ
って受け継がれてきたこれら一連の厄年行事も、我が同級生「誠友会」は
心を一つにし無事こなすことができました。これも誠友会の仲間一人一人
の努力と団結力で成し遂げた事であり、ここにあらためて感謝申し上げる
とともに、この間、側面より暖かいご支援、こ協力をいただきました家族
の皆様と、誠友会の女性の皆様へ心より感謝申し上げます。また、記念ア
ルバムの発刊に際しまして、大変長期間にわたりご努力いただきました記
録委員の皆様にも深く感謝申し上げます。最後に、誠友会の皆様全員の健
康･並々の繁栄と、厄年で培った仲間づくりがいつまでも続きますように
祈念いたしまして･･･
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焼
き
﹂
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
囲
炉
裏

で
火
を
熾
し
て
カ
ワ
ラ
ケ
を
焼
き
、
小

豆
を
３
粒
づ
つ
載
せ
、
そ
の
動
き
方
で

吉
凶
を
占
う
も
の
だ
。
最
後
に
、
囲
炉

裏
の
中
の
火
の
つ
い
た
薪
を
１
本
、
庭

先
の
川
に
流
し
て
行
事
が
終
わ
る
。

﹁
ド
ウ
ソ
ウ
神
様
、
今
年
の
天
候
で
ご

ざ
ん
す
が
、
ど
う
で
ご
ざ
ん
し
ょ
う
か
﹂

と
、
天
候
を
は
じ
め
70
種
ぐ
ら
い
の
農

産
物
の
豊
凶
を
占
い
、
結
果
を
立
会
人

が
帳
簿
に
記
録
す
る
。

翌
日
の
16
日
に
は
、
残
り
火
で
餅
を

焼
き
、
一
年
間
の
無
病
息
災
を
祈
る
餅

焼
き
行
事
が
行
な
わ
れ
、
子
供
た
ち
の

楽
し
み
と
な
っ
て
い
る
。﹁
小
豆
焼
き
﹂

も
１
９
９
９
年
か
ら
は
、
16
日
に
野
沢

組
惣
代
事
務
所
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

富
井
一
志
さ
ん
は
、

﹁
こ
れ
は
男
の
祭
り
な
の
で
、
女
性
軍

は
炊
き
出
し
と
か
花
灯
篭
づ
く
り
と
か
、

縁
の
下
の
力
持
ち
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ

で
も
野
沢
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
な
ら
、

親
が
や
っ
て
き
た
こ
と
と
か
を
見
て
い

て
、
﹃
仕
方
な
い
な
﹄
と
思
っ
て
く
れ

る
の
で
す
が
、
私
の
か
み
さ
ん
は
神
奈

川
出
身
だ
も
の
で
、
こ
の
ト
モ
ダ
チ
衆

の
結
束
と
か
、
祭
り
の
と
き
の
寄
り
合

い
と
か
、
納
得
し
て
も
ら
う
の
が
大
変

で
し
た
﹂

祭
り
が
終
わ
る
と
、
厄
落
と
し
と
称

し
て
旅
行
に
も
行
く
。
富
井
さ
ん
の
年

は
お
伊
勢
参
り
と
ハ
ワ
イ
旅
行
に
行
っ

た
が
、
も
っ
と
以
前
に
は
相
当
羽
目
を

外
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

ブ
ナ
林
が
あ
る
か
ら

温
泉
が
あ
る

富
井
一
志
さ
ん
も
一
員
と
な
っ
て
い

る
グ
ル
ー
プ
で
進
め
る
自
然
体
験
プ
ロ

グ
ラ
ム
も
、
野
沢
温
泉
の
今
後
を
方
向

づ
け
る
も
の
の
一
つ
だ
。

﹁
山
に
は
、
樹
齢
３
０
０
年
ほ
ど
の
ブ

ナ
の
生
え
る
林
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
ブ

ナ
林
は
、
﹃
雨
の
日
は
笠
い
ら
ず
﹄
と

い
っ
て
、
雨
の
日
も
水
を
木
の
根
本
に

集
め
よ
う
と
す
る
の
で
、
な
か
な
か
地

表
に
お
ち
て
こ
な
い
。
ブ
ナ
１
本
で
４

ト
ン
の
水
を
抱
く
と
い
わ
れ
ま
す
か
ら
、

そ
の
水
が
浸
透
し
て
野
沢
温
泉
に
湧
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

野
沢
の
源
泉
は
90
度
の
高
温
で
、
す

べ
て
集
め
る
と
競
技
用
プ
ー
ル
１
杯
も

の
お
湯
が
毎
日
毎
日
出
て
い
ま
す
。
こ

れ
も
ブ
ナ
の
林
が
あ
る
お
蔭
で
す
。
こ

の
林
の
大
切
さ
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、

遊
歩
道
を
３
コ
ー
ス
つ
く
っ
た
ん
で
す
。

我
々
も
﹃
自
然
活
動
体
験
リ
ー
ダ
ー
﹄

の
資
格
を
と
り
、
お
客
さ
ん
を
案
内
し

て
い
ま
す
。
ブ
ナ
の
腐
葉
土
は
、
歩
く

と
ふ
か
ふ
か
で
気
持
ち
い
い
で
す
よ
。

ゲ
レ
ン
デ
で
感
じ
る
の
と
は
別
の
喜
び

が
あ
り
ま
す
。
﹃
海
の
牡
蠣
の
た
め
に

森
を
大
事
に
し
よ
う
﹄
と
い
う
話
が
あ

る
で
し
ょ
う
。
あ
れ
と
、
似
た
よ
う
な

話
だ
な
と
思
っ
て
。

東
京
の
稲
城
市
と
は
、
小
学
校
で
ス

キ
ー
、
中
学
校
で
夏
の
野
沢
温
泉
を
楽

仲間とともに村起こしを支える富

井一志さん。冬のスキー場として

だけでなく夏の森にも着目、自然

体験プログラムを提唱している。

翌16日の火祭り会場。餅焼き行事は、

現在小学校の授業に取り入れられ、

教師の引率で行なわれている。子供

だけでなく、親やお年寄りの姿も多

く見受けられた。
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地域の文化資源を伝える野沢組と道祖神祭り

し
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
協
定
も
結
び

ま
し
た
﹂

仲
間
た
ち
の
絆
は
、
外
へ
外
へ
と
広

が
り
始
め
て
い
る
。

村
お
こ
し
の
力

祭
り
の
伝
統
を
継
承
す
る
こ
と
も
、

変
化
を
恐
れ
ず
試
行
錯
誤
し
村
お
こ
し

す
る
こ
と
も
、
よ
く
観
察
し
て
み
る
と

﹁
野
沢
流
﹂
と
も
い
う
べ
き
、
独
自
の

や
り
方
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
野
沢
組
が
体
現
し
、
受
け
継
い
で

き
た
﹁
村
の
財
産
を
守
る
﹂
と
い
う
意

識
が
根
底
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

惣
代
の
西
方
さ
ん
は
、

﹁
野
沢
組
は
商
売
に
は
関
係
な
い
け
れ

ど
、
何
か
あ
る
と
、
み
ん
な
が
相
談
に

来
る
。
や
は
り
組
は
守
っ
て
い
か
な
い

と
い
け
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
最

近
は
ス
キ
ー
で
は
な
く
、
道
祖
神
祭
り

だ
け
を
見
に
来
る
人
も
多
く
な
り
ま
し

た
。
温
泉
も
道
祖
神
祭
り
も
、
観
光
イ

ベ
ン
ト
と
し
て
野
沢
の
資
源
に
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
﹂

と
言
う
。

１
９
５
０
年
︵
昭
和
25
︶
に
野
沢
温

泉
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
が
、
リ
フ
ト
の
第
一

号
機
を
建
設
し
よ
う
と
奔
走
し
た
と
き

も
、
村
と
し
て
応
援
し
て
建
設
で
き
た

経
緯
が
あ
っ
た
。

こ
う
考
え
る
と
、
野
沢
温
泉
の
場
合
、

温
泉
を
共
有
す
る
文
化
が
、
新
た
な
事

業
に
つ
き
も
の
の
リ
ス
ク
や
責
任
の
分

散
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
至
る
。

温
泉
を
囲
い
込
ん
で
私
有
化
し
、

﹁
リ
ス
ク
も
利
益
も
自
己
責
任
で
﹂
と

繁
盛
し
た
観
光
地
が
、
リ
ス
ク
の
重
み

で
自
ら
を
更
新
で
き
な
く
な
っ
て
い
る

の
を
見
る
と
、
野
沢
温
泉
と
は
対
照
的

で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
ろ
う
。

野
沢
温
泉
が
﹁
連
帯
責
任
は
無
責
任
﹂

に
陥
る
危
険
性
を
、
回
避
し
て
き
た
の

も
、
と
て
も
無
責
任
に
な
れ
な
い
だ
け

の
密
度
の
濃
い
関
係
が
、
あ
ち
こ
ち
に

生
き
て
い
る
か
ら
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
野
沢
温
泉
に
と
っ
て
も

少
子
化
や
若
年
人
口
の
流
失
に
よ
る
三

夜
講
の
後
継
者
不
足
と
い
っ
た
悩
み
は

あ
る
。
密
度
の
濃
い
つ
き
合
い
を
嫌
が

る
若
者
気
質
が
、
こ
こ
だ
け
例
外
で
あ

ろ
う
は
ず
は
な
い
。
若
者
組
そ
の
も
の

が
解
体
し
た
１
９
５
３
年
を
第
１
期
と

す
る
と
、
道
祖
神
祭
り
は
第
２
期
の
正

念
場
を
迎
え
て
い
る
と
も
い
え
る
。

し
か
し
道
祖
神
祭
り
が
観
光
集
客
と

い
う
新
た
な
役
割
を
担
い
つ
つ
あ
る
現

在
、
こ
う
し
た
土
壌
か
ら
生
ま
れ
た
三

夜
講
は
、
人
的
資
源
を
育
む
シ
ス
テ
ム

と
し
て
一
つ
の
指
針
と
な
る
か
も
し
れ

な
い
。

上は、平成８年の三夜講だった森博美さんのアルバム。

森さんのトモダチ衆の名前は誠友会。このアルバムを見

れば、道祖神火祭りが３日間だけではなく、年月を懸け

た流れだと解る。トモダチ衆の絆の固さの理由が理解で

きる宝物のような１冊。右表はそのあとがき。

丹念な記録を撮るのは、三夜講の記録係。今は村で唯一

の写真館となった久保田真一さんが撮った記念写真と、

記録係が撮影した写真を合わせてアルバムが作られてい

た。残念ながらこのようなアルバムを作る慣習はなくな

ったそうだが、記録係はいるし、記念写真は今でも必ず

久保田さんが撮っている。完成した社殿の前の記念撮影

では、惣代を中心に、チョンボリ笠をかぶった保存会の

人の姿も見える。全員の名前と顔、どこの家の人間か、

すべてがわかっている写真館の主人が撮る写真には、暖

かい眼差しがあふれている。
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こ
の
冬
は
本
当
に
寒
さ
が
厳
し
い
で
す
ね
。
暖
か
い

は
ず
の
伊
豆
で
温
泉
旅
館
の
女
将
を
勤
め
る
私
も
、
実

は
今
、
寒
さ
で
湯
温
が
下
が
っ
て
し
ま
う
と
い
う
難
題

に
頭
を
痛
め
て
い
ま
す
。

私
ど
も
の
﹁
天
城
荘
﹂
に
は
、
14
の
内
湯
と
15
ヵ
所

の
野
天
風
呂
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
元
々
の
源
泉
が
46

度
し
か
な
い
の
で
、
掛
け
流
し
に
し
て
い
る
野
天
風
呂

の
温
度
は
40
度
を
切
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
現
場
の
ス
タ

ッ
フ
と
知
恵
を
出
し
合
い
、
今
は
当
館
の
お
勧
め
で
あ

る
、
滝
を
眺
め
な
が
ら
入
る
こ
と
が
で
き
る
河
原
の
湯

に
、
集
中
し
て
お
湯
を
流
す
こ
と
で
な
ん
と
か
乗
り
切

っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
は
目
の
前
に
滝
と
い
う
絶
好
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。

山
の
中
で
す
か
ら
森
林
浴
も
兼
ね
て
野
天
風
呂
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
滝
も
、
湯
も
、
山
も
森
も
大
地

の
恵
み
。
そ
の
恩
恵
を
心
ゆ
く
ま
で
お
楽
し
み
い
た
だ

き
た
い
の
で
す
。

お
食
事
も
そ
う
で
す
ね
。
天
地
の
恵
み
で
あ
る
食
材

を
生
か
し
た
料
理
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
当
館
で
は
基

本
的
に
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
を
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
目
の
前
で
調
理
し
た
温
か
い
も
の
を
す

ぐ
お
出
し
で
き
ま
す
し
、
私
の
目
が
届
き
ま
す
。﹁
い

か
が
で
す
か
？
　
お
口
に
合
い
ま
す
か
？
﹂
と
声
を
か

け
な
が
ら
、
お
客
様
の
様
子
に
目
を
配
り
、
直
接
ご
要

望
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

昔
は
お
客
様
の
部
屋
で
ス
タ
ッ
フ
が
側
に
つ
い
て
お

給
仕
さ
せ
て
い
た
だ
く
﹁
部
屋
食
﹂
で
し
た
が
、
レ
ス

ト
ラ
ン
の
よ
う
に
は
目
が
届
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
部
屋

食
の
ほ
う
が
格
上
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
レ
ス
ト

ラ
ン
に
変
え
よ
う
と
し
た
と
き
に
は
、
ス
タ
ッ
フ
か
ら

は
反
対
の
声
も
上
が
り
ま
し
た
。
で
も
ど
ち
ら
に
す
る

か
は
お
客
様
に
選
ん
で
も
ら
え
ば
い
い
。
実
際
に
選
ん

で
い
た
だ
く
と
、
今
で
は
、
む
し
ろ
レ
ス
ト
ラ
ン
を
好

ま
れ
る
方
も
多
い
の
で
す
。

こ
の
地
区
に
は
、
水
と
い
う
大
地
の
恵
み
も
あ
り
ま

す
。﹁
名
水
河
津
七
滝
﹂
と
し
て
販
売
も
し
て
い
る
水

が
、
水
道
の
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
い
く
ら
で
も
出
て
く
る

の
で
す
。
お
部
屋
へ
常
備
し
て
い
る
冷
水
ポ
ッ
ト
の
お

水
が
お
い
し
い
と
、
お
客
様
か
ら
大
変
に
喜
ば
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
お
茶
や
ご
飯
が
お
い
し
い
と
よ
く
言
っ

て
い
た
だ
く
の
で
す
が
、
特
別
な
茶
葉
や
米
を
使
用
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
水
が
お
い
し
い
か
ら
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。
本
当
に
水
に
は
助
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
お
一
人
様
で
泊
ま
ら
れ
る
方
も
増
え
て
き

ま
し
た
。
温
泉
旅
館
は
二
名
様
か
ら
し
か
受
け
つ
け
な

い
宿
が
多
い
の
で
、
こ
れ
も
有
難
い
と
思
っ
て
い
た
だ

い
て
い
る
よ
う
で
す
。

ほ
か
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
し
て
き
ま
し
た
。

薬
草
風
呂
が
あ
る
こ
と
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
薬
膳
鍋
を

お
出
し
し
た
り
、
お
客
様
の
要
望
で
お
風
呂
に
手
摺
り

を
つ
け
た
り
。
お
い
し
い
お
水
を
大
浴
場
の
脱
衣
所
に

常
備
し
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、
ロ
ビ
ー
で
ジ
ャ
ズ
の
コ

み
ず
だ
よ
り

女
将
が
守
る
温
泉
宿

野沢美季
のざわみき

東京都生まれ。伊豆・河津温泉郷、大滝温泉の「天

城荘」女将。「祖母と父が東京でビジネス旅館を営ん

でいた」という家に育つ。10数年前に縁あって実家

が「天城荘」を譲り受け、東京から伊豆へ移転。経

営者の家族として予約営業担当者という旅館の仕事

を始める。2000年から女将に。15万坪という広大な

敷地に点在する14の内湯、15の外湯、44室の客室か

らなる温泉旅館を切り盛りしている。
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ン
サ
ー
ト
や
フ
ラ
ダ
ン
ス
な
ど
も
行
な
っ
て
い
ま
す
。

露
天
風
呂
付
の
部
屋
が
５
つ
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
も

お
客
様
の
声
に
後
押
し
さ
れ
て
完
成
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
お
客
様
の
好
み
は
常
に
変
化
し
続
け

て
い
ま
す
。
い
ら
し
て
く
だ
さ
る
皆
様
が
何
を
思
っ
て

い
る
の
か
常
に
察
知
し
、
選
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に

幾
つ
も
の
メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
な

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

そ
し
て
、
温
泉
旅
館
は
試
行
錯
誤
の
毎
日
で
す
。
常

に
前
を
向
い
て
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
奮

闘
す
る
姿
勢
は
﹁
温
泉
旅
館
を
守
る
女
将
﹂
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
私

自
身
も
﹁
女
将
さ
ん
ら
し
く
な
い
で
す
ね
﹂
と
言
わ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
も
、
試
行
錯
誤
を
続
け
る
こ

と
、
﹁
天
城
荘
っ
て
行
く
た
び
に
ど
こ
か
違
う
よ
ね
﹂

と
お
客
様
に
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
変
化
を
続
け
る

こ
と
が
、
実
は
温
泉
宿
の
伝
統
を
守
る
秘
訣
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

着
物
を
着
て
、
お
客
様
に
ご
挨
拶
を
し
て
い
る
だ
け

が
女
将
の
仕
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
温
泉
旅
館
の
女
将

と
し
て
、
お
客
様
の
こ
と
を
第
一
に
考
え
、
喜
ん
で
い

た
だ
け
て
、
利
益
も
き
ち
ん
と
出
て
、
私
た
ち
働
く
ス

タ
ッ
フ
も
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
れ
る
よ
う
な
経
営
が
目

標
で
す
。

お
客
様
に
は
あ
ま
り
堅
苦
し
く
な
く
、
自
然
体
な
、

さ
り
げ
な
い
お
も
て
な
し
で
、
ほ
わ
っ
と
し
た
気
持
ち

に
な
っ
て
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
﹁
天
城

荘
﹂
で
の
思
い
出
を
持
っ
て
お
帰
り
い
た
だ
き
た
い
。

い
つ
も
そ
う
願
っ
て
い
ま
す
。

女将が守る温泉宿



の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
や
、
温

泉
偽
装
問
題
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
の

は
皮
肉
な
こ
と
だ
。

し
か
し
入
浴
剤
入
り
の
温
泉
に
浸
り

な
が
ら
、
日
々
の
疲
れ
を
癒
し
、
満
足

し
て
帰
っ
て
い
た
人
が
多
い
こ
と
を
思

い
返
す
と
き
、
一
体
日
本
人
は
温
泉
の

何
に
癒
さ
れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
、
と
い

う
疑
問
が
頭
を
も
た
げ
る
。

日
本
人
は
な
ぜ
、

温
泉
に
癒
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

昔
は
、
病
気
に
な
っ
た
ら
民
間
療
法

か
温
泉
が
身
近
な
解
決
法
だ
っ
た
。
病

を
治
す
た
め
に
、
長
期
間
湯
治
に
出
か

け
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
、
温
泉
に
か

け
る
真
剣
さ
は
今
日
と
は
比
べ
る
べ
く

も
な
い
。
治
療
を
目
的
と
し
た
療
養
や
、

労
働
の
疲
れ
を
癒
す
保
養
が
、
か
つ
て

の
温
泉
に
求
め
ら
れ
た
主
な
目
的
で
あ

る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ

逆
に
、
科
学
医
療
全
盛
の
現
代
に
お
い

て
は
、
保
養
は
と
も
か
く
療
養
が
期
待

さ
れ
る
割
合
が
減
っ
て
い
る
の
は
当
然

だ
。
１
泊
ぐ
ら
い
で
、
効
能
が
あ
る
と

は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
温
泉
偽
装
を
知
ら

さ
れ
た
と
き
に
感
じ
た
シ
ョ
ッ
ク
は
、

温
泉
の
効
能
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
も

て
な
し
や
信
頼
感
の
心
を
踏
み
に
じ
る

裏
切
り
行
為
を
受
け
た
、
と
い
う
と
こ

ろ
に
根
源
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

江
戸
時
代
に
﹃
養
生
訓
﹄
を
書
い
た

貝
原
益
軒
は
、
﹁
汲
み
湯
に
は
気
が
無

い
﹂
と
書
い
た
が
、
一
方
で
は
﹁
御
汲

湯
﹂
と
し
て
温
泉
の
湯
を
江
戸
城
に
ま

で
運
ば
せ
た
将
軍
も
い
た
。
１
６
６
７

年
に
４
代
将
軍
家
綱
は
、
熱
海
の
温
泉

を
真
新
し
い
檜
の
湯
樽
に
汲
み
、
江
戸

城
ま
で
た
び
た
び
運
ば
せ
て
い
る
。
ま
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温
泉
偽
装
事
件
の

裏
に
あ
る
も
の

有
名
な
温
泉
地
で
、
入
浴
剤
を
入
れ

て
い
る
現
場
を
写
真
撮
影
さ
れ
、
日
本

中
が
﹁
温
泉
も
こ
こ
ま
で
き
た
か
﹂
と

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
こ
と
は
記
憶
に
新

し
い
。
未
曾
有
の
温
泉
ブ
ー
ム
は
ま
た
、

﹁
源
泉
、
掛
け
流
し
以
外
は
ニ
セ
物
﹂

と
決
め
つ
け
る
考
え
方
も
生
ん
だ
。
こ

う
し
た
期
待
に
応
え
る
だ
け
の
湧
出
量

や
温
泉
の
質
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
た

こ
と
に
も
、
温
泉
偽
装
の
誘
因
は
あ
る
。

温
泉
湧
出
は
、
自
噴
と
動
力
揚
水
に

分
か
れ
て
い
る
が
、
自
噴
の
湧
出
量
は

ほ
ぼ
横
ば
い
で
、
１
９
９
５
年
以
降
は

低
減
傾
向
に
あ
る
。
一
方
、
１
９
７
０

年
に
は
自
噴
と
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
た
動

力
揚
水
の
湧
出
量
は
、
２
０
０
３
年
に

は
2.7
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
温
泉
の
湧

出
量
が
低
減
し
た
の
は
、
過
剰
な
動
力

揚
水
が
原
因
な
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ

れ
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
宿
泊
収
容

定
員
数
は
、
同
じ
期
間
に
１
・
７
５
倍

に
増
え
て
お
り
、
動
力
揚
水
量
の
伸
び

と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

温
泉
ブ
ー
ム
が
、
温
泉
が
枯
渇
す
る

た
群
馬
県
・
草
津
温
泉
の
湯
は
、
８
代

将
軍
吉
宗
に
よ
っ
て
﹁
御
汲
湯
﹂
の
栄

誉
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
気
を
第

一
と
す
る
貝
原
益
軒
タ
イ
プ
の
温
泉
フ

ァ
ン
も
、
成
分
に
よ
る
効
能
を
重
視
す

る
徳
川
タ
イ
プ
の
温
泉
フ
ァ
ン
も
、
ど

ち
ら
も
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

長
い
歴
史
を
持
つ
。

加
え
て
温
熱
作
用
、
水
圧
作
用
、
浮

力
作
用
、
浸
透
効
果
、
皮
膚
へ
の
刺
激

な
ど
の
化
学
的
作
用
に
よ
る
純
粋
な
療

養
、
転
地
療
法
に
よ
る
気
晴
ら
し
、
大

浴
場
に
浸
か
る
解
放
感
、
仲
間
と
の
非

日
常
の
無
礼
講
、
な
ど
な
ど
、
温
泉
の

魅
力
は
挙
げ
れ
ば
切
り
が
な
い
ほ
ど
広

が
っ
て
い
く
。

温
泉
を
細
分
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

﹁
こ
れ
こ
そ
が
温
泉
の
魅
力
の
根
源
﹂

と
確
信
で
き
る
も
の
か
ら
遠
ざ
か
る
。

は
っ
き
り
言
っ
て
﹁
よ
く
わ
か
ら
な
い
﹂

の
が
正
直
な
と
こ
ろ
だ
。

人
た
ち
の
輪

と
は
い
え
、
温
泉
に
は
今
ま
で
見
過

ご
さ
れ
て
き
た
が
﹁
縁
﹂
を
強
め
る
力

が
あ
る
。
温
泉
を
資
源
と
し
て
と
ら
え

る
と
、
量
や
温
度
と
い
っ
た
物
性
や
効
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文
化
を
つ
く
る
　

温
泉
の
効
用

?

編
集
部

麻
布
十
番
温
泉

東
京
・
六
本
木
の
鳥
居
坂
を
下
り
き

っ
た
谷
間
の
ビ
ル
の
３
階
、
４
階
が

﹁
麻
布
十
番
温
泉
﹂。
写
真
で
わ
か
る
よ

う
に
湯
船
は
大
き
い
も
の
で
は
な
い
が
、

立
派
な
大
広
間
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
日
は
大
学
の
ゼ
ミ
が
貸
切
っ
て
い

た
。
１
階
に
あ
る
銭
湯
﹁
越
の
湯
﹂
も

温
泉
。

都
市
部
で
は
、
ほ
ぼ
１
０
０
％
内
湯

が
完
備
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
変

な
賑
わ
い
を
見
せ
る
銭
湯
が
あ
る
。
温

泉
ブ
ー
ム
を
反
映
し
て
、
深
層
地
下
水

型
温
泉
を
利
用
し
た
﹁
ス
ー
パ
ー
銭
湯
﹂

も
大
流
行
り
だ
。
そ
の
逆
に
利
用
客
の

減
少
や
、
き
つ
い
労
働
条
件
の
た
め
に

後
継
者
に
恵
ま
れ
ず
廃
業
を
や
む
な
く

さ
れ
る
銭
湯
も
あ
る
。
そ
ん
な
銭
湯
の

代
わ
り
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
実
は
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
平
日
会
員
制
度
。
利

用
時
間
や
曜
日
の
制
限
が
あ
る
も
の
の
、

大
変
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
設
定
に
な
っ
て

い
る
。﹁
仲
間
と
サ
ウ
ナ
で
お
喋
り
す

る
の
が
楽
し
み
。
う
ち
の
風
呂
掃
除
を

し
な
く
て
す
む
し
ね
﹂
と
い
う
利
用
者

も
多
い
。



資
源
が
目
的
で
は
な
い

竹
下
政
権
が
﹁
ふ
る
さ
と
創
世
事
業
﹂

︵
１
９
８
８
年
︶
で
地
方
自
治
体
に
１

億
円
を
配
っ
た
と
き
、
多
か
っ
た
使
い

道
が
温
泉
掘
削
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

活
気
の
な
い
町
に
温
泉
が
出
れ
ば
す
べ

て
解
決
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
枯
渇
し
そ

う
な
温
泉
を
地
域
で
守
っ
て
復
活
さ
せ

れ
ば
、
あ
と
は
安
泰
な
の
か
。
そ
れ
だ

け
で
解
決
し
な
い
こ
と
は
、
温
泉
と
い

う
資
源
に
頼
り
切
っ
て
、
例
え
ば
、
も

て
な
し
の
心
と
い
う
資
源
を
持
た
な
い

観
光
地
が
、
衰
退
し
て
い
く
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。
温
泉
の
よ
う
に
価

値
の
高
く
見
え
る
も
の
を
持
っ
て
い
る

と
、
ほ
か
の
も
の
が
見
え
な
く
な
っ
て

し
ま
い
が
ち
だ
が
、
自
分
の
地
域
に
あ

る
資
源
は
何
な
の
か
を
意
識
す
る
こ
と

が
大
切
だ
。

地
域
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
が
眠

っ
て
い
る
。
そ
れ
を
掘
り
起
こ
し
て
、

価
値
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
た
と

き
に
﹁
資
源
﹂
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。

今
ま
で
は
、
そ
の
価
値
が
す
ぐ
金
銭
や

市
場
原
理
に
置
き
換
え
ら
れ
、
そ
う
で

な
い
も
の
を
認
め
な
い
傾
向
が
あ
っ
た

が
、
資
源
と
い
う
の
は
本
来
も
っ
と
幅

広
い
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。

資
源
を
何
の
た
め
に
生
か
し
、
何
を

守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
か
と
い
う
、

目
的
を
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
る
﹁
人

た
ち
の
輪
﹂
は
、
資
源
に
振
り
回
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
。

活
き
て
い
る
形
に

美
し
さ
が
あ
る

こ
れ
か
ら
の
温
泉
場
は
、
そ
の
地
域

社
会
の
﹁
ハ
ッ
ピ
ネ
ス
﹂
の
た
め
に
、

受
け
入
れ
可
能
な
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
も
視

野
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
市
場
原
理
が
優
先
し
て
き
た
観
光

地
と
し
て
の
温
泉
に
、
変
化
を
強
い
る

こ
と
に
な
る
。

野
沢
の
よ
う
な
生
活
の
湯
が
残
る
温

泉
場
で
も
、
現
在
、
花
開
い
た
黒
川
の

よ
う
な
観
光
温
泉
場
で
も
、
共
通
し
て

い
る
の
は
、
強
い
絆
を
持
っ
て
い
る
こ

と
だ
。
少
子
化
に
よ
る
後
継
者
不
足
や

客
の
減
少
と
い
っ
た
悩
み
は
あ
る
も
の

の
、
自
立
し
て
活
気
に
あ
ふ
れ
た
温
泉

場
は
、
訪
れ
た
観
光
客
の
目
に
と
て
も

魅
力
的
に
見
え
る
。

使
い
込
ん
だ
道
具
を
美
し
い
と
感
じ

る
の
は
、
そ
の
姿
を
通
し
て
、
道
具
の

持
つ
機
能
性
や
使
っ
て
い
る
人
の
人
間

性
に
触
れ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う

に
、
ち
ょ
っ
と
立
ち
寄
っ
た
だ
け
の
観

光
客
に
も
、
人
が
活
き
て
い
る
温
泉
地

の
使
い
込
ま
れ
た
外
湯
の
美
し
さ
を
通

し
て
、
﹁
人
た
ち
の
輪
﹂
が
感
じ
と
れ

る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
強
い
絆
を

持
っ
た
集
団
が
無
形
の
資
源
と
な
る
秘

訣
が
隠
れ
て
い
る
。
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能
に
目
が
い
き
が
ち
で
あ
る
が
、
鳴
子

の
農
民
の
家
に
し
て
も
、
野
沢
温
泉
の

ス
キ
ー
客
に
し
て
も
、
旅
先
で
出
会
っ

た
客
同
士
、
客
と
宿
と
の
間
に
親
密
な

関
係
が
で
き
る
こ
と
で
、
魅
力
が
よ
り

深
ま
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
﹁
縁
﹂
を
強
め
る
効
用
が
果

た
し
て
き
た
、
も
っ
と
も
大
き
な
功
績

は
村
人
同
士
の
関
係
を
築
い
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。
野
沢
温
泉
村
で
道
祖
神
祭

り
が
続
け
ら
れ
る
の
も
、
共
有
シ
ス
テ

ム
に
よ
る
源
泉
の
管
理
が
維
持
さ
れ
て

き
た
の
も
、
野
沢
組
を
は
じ
め
と
す
る

三
夜
講
や
湯
仲
間
、
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
と

幾
重
に
も
重
な
っ
た
﹁
人
た
ち
の
輪
﹂

の
中
で
、
信
頼
関
係
を
構
築
し
な
が
ら

暮
ら
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

本
来
、
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
閉
じ
た
人

間
関
係
は
、
排
他
的
に
な
り
が
ち
だ
。

し
か
し
、
小
さ
な
﹁
人
た
ち
の
輪
﹂
が
、

少
し
ず
つ
重
な
り
合
い
な
が
ら
形
作
る

大
き
な
円
は
、
相
互
の
結
び
つ
き
を
一

層
深
め
る
だ
け
で
な
く
、
閉
鎖
性
を
緩

和
す
る
働
き
も
持
つ
。
野
沢
で
い
え
ば
、

新
し
い
湯
仲
間
を
加
え
な
い
外
湯
で
も
、

外
部
の
人
間
が
共
同
湯
を
使
う
こ
と
は

認
め
て
い
る
の
が
そ
の
よ
い
例
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
ど
こ
の
地
域
で
も
湯
仲

間
や
、
惣
代
に
よ
る
温
泉
の
総
有
と
い

う
野
沢
式
手
段
が
当
て
は
ま
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
﹁
何
か
を
守
る
﹂

と
い
う
目
的
意
識
を
持
つ
た
め
に
、
そ

の
強
い
絆
が
果
た
し
て
き
た
役
割
か
ら

学
ぶ
べ
き
も
の
は
大
き
い
。

世
代
を
超
え
て

温
泉
の
魅
力
の
根
源
は
、
は
っ
き
り

と
は
わ
か
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
な
ぜ

か
み
ん
な
が
魅
力
的
に
感
じ
る
。
こ
の

事
実
は
、﹁
温
泉
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
﹂

の
可
能
性
の
大
き
さ
を
指
し
示
し
、
私

た
ち
に
希
望
を
与
え
て
く
れ
る
。

温
泉
が
世
代
を
超
え
て
、
大
切
に
使

い
続
け
る
べ
き
共
有
資
源
で
あ
る
こ
と

に
は
間
違
い
が
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、

﹁
す
べ
て
の
日
本
人
に
と
っ
て
の
財
産

で
あ
る
﹂
と
言
っ
て
も
異
論
を
唱
え
る

人
は
い
ま
い
。

観
光
客
と
し
て
温
泉
を
訪
れ
た
と
き

に
、
温
泉
を
持
つ
地
域
で
使
い
守
る
人

た
ち
と
温
泉
を
共
有
す
る
こ
と
で
関
係

を
築
き
、
お
互
い
の
信
頼
感
を
高
め
る

こ
と
が
で
き
て
い
た
ら
、
果
た
し
て
温

泉
偽
装
事
件
は
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

共
有
資
源
で
あ
る
温
泉
を
い
か
に
使
い

続
け
る
か
は
、
他
人
事
で
は
な
く
、
私

た
ち
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。

温
泉
は
、
温
泉
を
持
つ
地
域
で
使
い

守
る
人
、
外
か
ら
来
る
観
光
客
と
い
う

よ
う
な
区
別
が
な
い
こ
と
は
言
う
に
及

ば
ず
、
ま
だ
見
ぬ
私
た
ち
の
先
の
世
代

と
も
共
有
し
て
い
く
べ
き
資
源
で
あ
る
。

温
泉
は
、
地
域
も
時
間
も
軽
々
と
超

え
て
し
ま
う
大
切
な
存
在
な
の
だ
。
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お
ん
せ
い
て
い
せ
い
　
親
に
孝
養
を
尽
く

す
意
。
冬
に
は
暖
か
く
、
夏
に
は
涼
し
く

過
ご
せ
る
よ
う
に
配
慮
し
、
夜
に
は
寝
床

を
整
え
定
め
、
朝
に
は
、
ご
機
嫌
を
伺
う
。

人
の
子
た
る
者
の
礼
を
説
い
た
語
。

温定
省

お
ん
ぶ
ん
じ
が
　
態
度
や
表
情
が
温
和
で

穏
や
か
で
、
言
動
が
礼
に
か
な
っ
て
正
し

く
、
美
し
い
こ
と
。

温
文

爾
雅

お
ん
こ
ち
し
ん
　
故︵
ふ
る
︶き
を
温︵
あ
た

た
︶
め
て
新
し
き
を
知
る
。
ま
た
は
、
故

︵
ふ
る
︶き
を
温︵
た
ず
︶ね
て
新
し
き
を
知

る
。
﹁
温
﹂
は
た
ず
ね
る
と
も
読
み
、
た

ず
ね
求
め
る
意
。温

故
知
新

じ
ふ
ん
　
温
泉
や
石
油
な
ど
が
、
地
下
か

ら
自
然
に
噴
き
出
る
こ
と
。
自
然
湧
水
だ

け
で
は
な
く
、
井
戸
で
も
地
下
の
被
圧
力

が
高
け
れ
ば
、
自
然
に
噴
き
出
る
。
温
泉

界
で
は
主
に
、
人
工
的
な
井
戸
を
指
し
、

自
然
湧
水
の
温
泉
を
自
然
湧
泉
と
呼
ぶ
の

が
通
例
の
よ
う
だ
。

自
噴
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２
０
０
５
年
10
月
、
福
岡
県
太
宰
府
に
九
州
国
立
博
物
館
が

開
館
し
、
太
宰
府
天
満
宮
の
参
拝
客
が
一
層
増
え
て
き
た
。
こ

の
天
満
宮
の
近
く
に
二
日
市
温
泉
︵
次
田
の
湯
、
武
蔵
温
泉
と

も
い
う
︶
が
あ
る
。
古
く
は
大
伴
旅
人
ら
の
高
級
役
人
が
最
初

に
湯
浴
み
、
次
に
下
級
役
人
、
そ
し
て
村
人
と
順
次
時
間
制
で

入
り
、
市
も
開
か
れ
賑
わ
い
を
み
せ
た
。

９
０
１
年
、
京
か
ら
左
遷
さ
れ
た
菅
原
道
真
も
、
こ
の
湯
で

安
ら
ぎ
を
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

研
究
所
・
八
岩
ま
ど
か
著
﹃
温
泉
と
共
同
湯
﹄︵
青
弓
社
、
１

９
９
７
︶
で
、﹁
菅
原
道
真
が
流
さ
れ
た
太
宰
府
は
温
泉
が
湧

き
、
市
が
立
っ
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂

と
あ
る
。
木
梨
軽
太
子
は
伊
予
︵
道
後
温
泉
︶
に
、
源
頼
朝
は

伊
豆
︵
伊
豆
山
温
泉
︶
に
流
さ
れ
て
い
る
。
温
泉
は
異
界
と
の

接
点
で
、
神
も
化
け
物
も
現
れ
る
世
界
で
、
罪
人
は
こ
の
異
界

に
追
放
さ
れ
、
そ
の
罪
を
祓
う
ま
で
ヒ
ト
の
世
界
に
戻
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

温
泉
の
効
用
は
、
心
身
の
安
ら
ぎ
、
ス
ト
レ
ス
解
消
に
あ
る

と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
い
つ
の
時
代
で
も
変
わ
る
こ
と
は
な

い
よ
う
だ
。
八
岩
ま
ど
か
著
﹃
温
泉
と
日
本
人
﹄
︵
青
弓
社
、

１
９
９
３
︶
は
、
温
泉
活
用
の
変
遷
を
論
じ
る
。
温
泉
は
寒
村

の
村
落
共
同
湯
に
始
ま
り
、
平
安
貴
族
の
バ
カ
ン
ス
︵
城
崎
温

泉
︶
、
武
田
信
玄
の
か
く
し
湯
︵
湯
村
温
泉
︶
の
傷
の
手
当
、

江
戸
城
に
運
ば
れ
武
士
達
の
ス
ト
レ
ス
解
消
︵
熱
海
の
湯
︶
、

湯
屋
︵
箱
根
温
泉
︶、
湯
女
︵
有
馬
温
泉
︶
の
流
行
な
ど
さ
ま

ざ
ま
に
利
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
明
治
時
代
に
は
ベ
ル
ツ
博
士

に
よ
る
医
療
施
設
と
し
て
見
直
さ
れ
︵
草
津
温
泉
︶、
陸
海
軍

に
よ
る
温
泉
療
養
所
︵
伊
豆
・
別
府
温
泉
︶
が
開
設
さ
れ
る
。

戦
後
は
一
泊
二
食
宴
会
が
賑
わ
い
を
み
せ
、
現
在
は
女
性
た
ち

に
よ
る
個
性
派
温
泉
が
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。

日
本
温
泉
学
会
編
﹃
温
泉
学
入
門
﹄︵
コ
ロ
ナ
社
、
２
０
０

５
︶、
白
水
晴
雄
著
﹃
温
泉
の
は
な
し
﹄︵
技
報
堂
、
１
９
９
４
︶

は
科
学
的
に
温
泉
を
紹
介
し
て
い
る
。
わ
が
国
に
は
約
２
３
０

０
の
温
泉
が
あ
る
が
、
温
泉
は
マ
グ
マ
が
地
下
を
高
温
に
し
て

湧
出
す
る
火
山
性
と
、
地
下
１
５
０
０
m
掘
削
す
れ
ば
45
度
程

の
地
下
水
が
得
ら
れ
る
地
熱
に
よ
る
非
火
山
性
に
分
け
ら
れ
る
。

近
年
、
ボ
ー
リ
ン
グ
技
術
の
向
上
に
伴
っ
て
非
火
山
性
温
泉
が

増
加
し
て
い
る
。

温
泉
浴
は
温
熱
、
静
水
圧
、
浮
力
、
粘
性
、
化
学
成
分
に
よ

っ
て
、
自
律
神
経
、
内
分
泌
、
免
疫
系
を
介
し
て
体
調
を
整
え

る
効
用
を
持
つ
。
飯
島
裕
一
著
﹃
温
泉
の
医
学
﹄︵
講
談
社
・

１
９
９
８
︶、
同
著
﹃
温
泉
で
健
康
に
な
る
﹄︵
岩
波
書
店
、
２

０
０
２
︶
は
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
温
泉
地
を
訪
ね
歩
い
た

医
療
ル
ポ
で
あ
る
。
昼
神
温
泉
︵
長
野
県
︶
で
の
中
高
年
婦
人

の
温
泉
プ
ー
ル
運
動
、
湯
原
温
泉
︵
岡
山
県
︶
で
の
ア
ト
ピ
ー

性
皮
膚
炎
、
三
朝
温
泉
︵
鳥
取
県
︶
で
の
ぜ
ん
そ
く
等
、
多
く

の
療
法
を
紹
介
し
て
い
る
。
温
泉
療
法
は
そ
の
方
法
に
よ
っ
て

は
逆
に
疾
患
を
伴
う
こ
と
も
あ
り
、
注
意
を
要
す
る
。

著
名
な
作
家
の
温
泉
紀
行
に
つ
い
て
は
、
田
山
花
袋
著
﹃
温

泉
め
ぐ
り
﹄︵
博
文
館
新
社
、
１
９
９
１
︶、
山
口
瞳
著
﹃
温
泉

へ
行
こ
う
﹄︵
新
潮
社
、
１
９
８
５
︶、
つ
げ
義
春
著
﹃
つ
げ
義

春
の
温
泉
﹄︵
カ
タ
ロ
グ
ハ
ウ
ス
、
２
０
０
３
︶
が
あ
る
。﹃
つ

げ
義
春
の
温
泉
﹄
は
、
１
９
６
５
年
代
の
質
朴
な
湯
野
川
、
蒸

ノ
湯
、
黒
湯
、
孫
六
、
西
山
、
木
賊
等
の
東
北
地
方
の
湯
治
場

を
写
真
、
イ
ラ
ス
ト
、
漫
画
、
エ
ッ
セ
イ
で
綴
っ
て
い
る
。
貧

乏
だ
っ
た
こ
ろ
の
つ
げ
義
春
の
生
き
方
が
、
そ
の
ま
ま
温
泉
行

に
反
映
す
る
。
湯
宿
温
泉
を
舞
台
と
し
た
男
女
の
性
を
描
い
た

﹁
ゲ
ン
セ
ン
カ
ン
主
人
﹂
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

本
来
の
温
泉
は
、
源
泉
掛
け
流
し
で
、
加
水
や
循
環
ろ
過
さ

せ
る
温
泉
は
皮
膚
な
ど
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
や
す
い
と
い
う
の

が
、
松
田
忠
徳
著
﹃
温
泉
力
﹄︵
集
英
社
、
２
０
０
２
︶、
同
著

﹃
女
性
の
た
め
の
ホ
ン
モ
ノ
の
温
泉
案
内
﹄︵
寿
郎
社
、
２
０
０

２
︶
だ
。

ま
た
、
野
口
悦
男
監
修
・
日
本
温
泉
遺
産
を
守
る
会
編
﹃
温

泉
遺
産
﹄︵
実
業
之
日
本
社
、
２
０
０
３
︶
で
は
、
源
泉
掛
け

流
し
で
あ
り
、
温
泉
施
設
が
木
造
三
階
建
て
な
ど
伝
統
的
建
造

物
、
日
常
生
活
に
密
着
し
て
い
る
と
い
う
三
条
件
を
満
た
し
た

温
泉
を
﹁
温
泉
遺
産
﹂
だ
と
定
義
す
る
。

全
国
の
温
泉
地
は
戦
後
経
済
変
動
に
よ
っ
て
、
そ
の
浮
き
沈

水の文化書誌 《温泉》m



せ
ん
せ
き
こ
う
こ
う
　
自
然
や
山
水
の
中

で
暮
ら
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
非
常
に

強
い
こ
と
。
泉
石
は
流
水
と
石
す
な
わ
ち

山
水
の
こ
と
。
膏
は
胸
の
下
の
と
こ
ろ
、

肓
は
胸
と
腹
の
間
の
薄
い
膜
、
い
ず
れ
も

病
に
な
っ
た
ら
治
る
見
込
み
の
な
い
場
所

と
さ
れ
る
。
俗
世
を
離
れ
て
山
水
の
中
で

暮
ら
し
た
い
気
持
ち
が
、
癒
し
難
い
病
気

の
よ
う
に
切
な
こ
と
。

泉
石

膏
肓

い
ん
す
い
し
げ
ん
　
水
飲
み
て
源
を
思
う
。

物
事
の
基
本
を
忘
れ
な
い
喩
え
。
ま
た
、

世
話
に
な
っ
た
人
の
恩
を
忘
れ
な
い
こ
と
。

飲
水

思
源

と
く
ぎ
ょ
ぼ
う
せ
ん
　
魚
︵
う
お
︶
を
得

て
筌
︵
う
え
︶
を
忘
る
。
筌
は
や
な
、
水

中
に
沈
め
て
魚
を
捕
る
竹
製
の
籠
の
こ
と
。

目
的
を
達
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
に
役
に
立

っ
た
も
の
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
。

得
魚

忘
筌

お
ん
わ
　
気
候
が
暖
か
く
の
ど
か
な
こ
と
。

暖
和
。
穏
和
＝
お
だ
や
か
で
事
を
荒
立
て

な
い
こ
と
。温

和

49

水・河川・湖沼関係文献研究会 こがくにお 古賀邦雄　
1967（昭和42）年西南学院大学卒業、水資源開発公団（現・独立行政法人

水資源機構）に入社。30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集。

2001年退職し現在、日本河川開発調査会、筑後川水問題研究会に所属。

み
は
厳
し
く
、
あ
る
温
泉
地
で
は
温
泉
を
生
か
す
地
域
づ
く
り
、

町
お
こ
し
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
。
女
性
に
人
気
の
あ
る
由
布

院
温
泉
も
、
１
９
６
０
年
代
は
、
わ
ず
か
な
湯
治
客
を
受
け
入

れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
今
で
は
日
帰
り
客
も
含
め
て
年
間

３
８
０
万
人
が
訪
れ
る
。
木
谷
文
弘
著
﹃
由
布
院
の
小
さ
な
奇

跡
﹄︵
新
潮
社
、
２
０
０
４
︶
で
は
、
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
温
泉

地
に
成
長
し
た
秘
密
が
読
み
取
れ
る
。
地
元
の
若
手
を
中
心
に

﹁
地
域
が
よ
く
な
ら
な
い
く
て
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な

い
。
地
域
あ
っ
て
こ
そ
観
光
地
業
は
成
り
立
つ
﹂
と
、
生
活
文

化
観
光
地
の
精
神
を
貫
い
て
き
た
。
古
い
慣
習
を
破
り
、﹁
湯

布
院
映
画
祭
﹂﹁
ゆ
ふ
い
ん
音
楽
祭
﹂﹁
牛
喰
い
絶
叫
大
会
﹂
等

を
開
催
し
、
マ
ス
コ
ミ
に
大
い
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
湯
布
院

に
ゴ
ル
フ
場
の
建
設
が
持
ち
上
が
っ
た
と
き
は
、
町
ぐ
る
み
の

運
動
で
阻
止
し
た
。
さ
ら
に
１
９
７
１
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ

ー
デ
ン
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
等
の
健
康
保
養
地
を
50
日
間
も
訪
れ
、
町

に
と
っ
て
大
切
な
も
の
は
緑
、
空
間
、
静
け
さ
の
３
要
素
で
あ

る
こ
と
を
学
び
、
そ
の
こ
と
を
今
日
ま
で
由
布
院
温
泉
の
ま
ち

づ
く
り
の
哲
学
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
は
多
く
の
観
光

客
で
静
け
さ
が
脅
か
さ
れ
、
模
索
は
続
く
。

全
国
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
黒
川
温
泉
は
久
住
と
阿
蘇
の
中

間
地
に
位
置
す
る
。
熊
本
日
日
新
聞
情
報
文
化
セ
ン
タ
ー
編

﹃
黒
川
温
泉
−
﹁
急
成
長
﹂
を
読
む
﹄︵
熊
本
日
日
新
聞
社
、
２

０
０
０
︶
に
よ
る
と
、
24
の
旅
館
主
た
ち
は
由
布
院
温
泉
に
学

び
﹁
自
分
の
旅
館
だ
け
良
く
し
よ
う
と
し
て
も
、
黒
川
は
良
く

な
ら
な
い
。
黒
川
全
体
の
魅
力
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

と
、
地
域
づ
く
り
に
共
同
体
意
識
が
大
切
な
こ
と
に
気
づ
く
。

そ
し
て
、
川
沿
い
に
露
天
風
呂
を
造
り
、
そ
の
周
囲
に
雑
木
の

植
林
を
ほ
ど
こ
し
、
看
板
な
ど
人
工
的
な
も
の
は
全
て
撤
去
し
、

桃
源
郷
の
よ
う
な
情
緒
あ
る
景
観
を
創
り
だ
し
た
。
黒
川
温
泉

の
旅
館
に
は
、
不
思
議
と
入
り
婿
が
多
い
。
温
泉
経
営
に
適
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

１
９
４
８
年
︵
昭
和
23
︶﹁
温
泉
法
﹂
が
制
定
さ
れ
た
。
こ

の
法
律
は
定
義
、
保
護
、
利
用
に
関
す
る
規
定
が
主
で
、
温
泉

の
権
利
関
係
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
、
北
條
浩
著
﹃
温
泉
の

法
社
会
学
﹄
︵
御
茶
ノ
水
書
房
、
２
０
０
０
︶
は
指
摘
す
る
。

村
落
共
同
体
湯
と
し
て
温
泉
は
発
足
し
た
こ
と
か
ら
、
旧
慣
温

泉
権
に
お
け
る
権
利
に
つ
い
て
明
確
に
し
、
こ
の
よ
う
な
温
泉

権
は
村
落
者
全
員
が
利
用
し
、
支
配
し
て
い
る
場
合
は
総
有
と

認
め
る
べ
き
だ
と
論
じ
る
。

さ
ら
に
、
松
田
忠
徳
ほ
か
著
﹃
温
泉
の
未
来
﹄︵
く
ま
ざ
さ

出
版
社
、
２
０
０
５
︶
に
は
、
１
９
５
５
年
︵
昭
和
30
︶、
城

崎
温
泉
で
の
内
湯
が
認
め
ら
れ
る
判
決
が
下
さ
れ
、
温
泉
が
地

域
財
産
権
か
ら
個
人
財
産
権
へ
移
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
こ

れ
以
降
、
泉
源
枯
渇
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
欠
如
が

問
題
と
な
っ
た
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の
回
復
策
に
つ
い
て
提
言

す
る
。

ウ
ラ
デ
ィ
ミ
ー
ル
・
ク
リ
チ
ェ
ク
著
﹃
世
界
温
泉
文
化
史
﹄

︵
国
文
社
、
１
９
９
４
︶
は
、
古
代
ロ
ー
マ
、
エ
ジ
プ
ト
、
ロ

シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
の
温
泉
を
概
観
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

温
泉
地
は
キ
リ
ス
ト
教
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
、
石
の
浴
室
に

お
け
る
療
養
方
法
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
池
内
紀
編
著
﹃
西

洋
温
泉
事
情
﹄︵
鹿
島
出
版
会
、
１
９
９
８
︶
に
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
を
中
心
に
ト
ル
コ
や
東
欧
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
ま
で
の
温
泉

を
め
ぐ
る
。
い
ず
れ
も
豪
華
な
石
造
り
の
ホ
テ
ル
は
森
に
囲
ま

れ
、
長
逗
留
の
保
養
客
が
多
い
。
温
泉
地
を
巡
り
な
が
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
建
築
史
も
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

終
わ
り
に
、
竹
国
友
康
著
﹃
韓
国
温
泉
物
語
﹄︵
岩
波
書
店
、

２
０
０
４
︶
で
、
日
朝
沐
浴
の
文
化
を
た
ど
っ
て
み
る
。
日
本

人
が
前
を
タ
オ
ル
で
隠
し
て
入
る
作
法
は
江
戸
時
代
の
男
女
混

浴
に
由
来
す
る
。
韓
国
の
人
は
前
を
隠
さ
な
い
。
儒
教
精
神
が

強
く
、
混
浴
は
固
く
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
脱
衣
し
た
と
き
異
性

の
視
線
を
意
識
す
る
こ
と
が
な
く
、
隠
す
必
要
は
な
く
な
っ
た

と
あ
る
。

以
上
、
日
本
、
西
欧
、
韓
国
と
温
泉
文
化
に
つ
い
て
概
観
し

て
き
た
。﹁
城
の
崎
の
湯
に
浴
む
と
き
は
う
つ
し
世
の
愁
ひ
か

な
し
み
す
べ
て
わ
す
る
る
﹂
と
吉
井
勇
は
詠
っ
て
い
る
。
こ
の

安
ら
ぎ
は
万
人
共
通
の
感
情
で
あ
ろ
う
。
こ
の
感
情
が
あ
る
限

り
、
温
泉
文
化
は
発
展
し
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。
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テ
ー
マ
セ
ッ
シ
ョ
ン

菅
豊
氏
は
民
俗
学
の
立
場
か
ら
、
﹁
脅

威
・
障
害
を
経
験
的
、
伝
承
的
に
認
知
し
、

そ
の
到
来
を
事
前
予
測
し
、
危
険
を
共
同

体
で
最
小
化
し
、
生
活
を
保
障
し
維
持
す

る
﹂
と
い
う
在
地
リ
ス
ク
管
理
の
考
え
方

が
、
水
防
に
つ
い
て
も
行
な
わ
れ
て
き
た

こ
と
を
紹
介
し
、
現
代
で
も
復
活
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
安

全
を
資
源
と
し
て
管
理
す
る
た
め
に
は
、

公
共
私
が
バ
ラ
ン
ス
良
く
連
携
し
た
コ
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
仕
組
み
を
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
と
強
調
し
、
そ
れ
が
新
た
な
里
を

つ
く
る
契
機
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
述

べ
た
。

中
谷
内
一
也
氏
は
、
社
会
心
理
学
の
立

場
か
ら
﹁
個
人
の
リ
ス
ク
認
知
は
話
し
合

え
ば
変
化
す
る
と
い
う
の
は
誤
り
﹂
と
、

合
意
形
成
の
前
提
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。

ミツカン水の文化
交流フォーラム2005

「リスクに強い水利都市～水循環がつくる21世紀の里〈都市〉とは～」

2005年11月29日 開催

水害、地震、火災、温暖化ー現代都市の快適さの裏には、さまざま

なリスクが存在しています。都市生活における水利用も、こうしたリ

スクと裏腹の関係にありますが、住民はそのようなリスクに立ち向か

うことができるのでしょうか？　水利の面から安心できる都市像につ

いて討議しました。

【テーマセッション】

「これからの里〈都市〉居住におけるリスク回避の方向性」

菅　豊　東京大学東洋文化研究所助教授

「リスク認知と合意形成」

中谷内一也　帝塚山大学心理福祉学部教授

「夢ではない木造文化の水利都市」

大窪健之　京都大学大学院地球環境学堂助教授

「都市の水循環と安全を守る水利」

沖 大幹　東京大学生産技術研究所助教授

【パネルディスカッション】

「安心水利で21世紀の里〈都市〉をつくる文化とは」

コーディネーター：鳥越皓之　早稲田大学人間科学学術院教授

千
歳
川
放
水
路
計
画
白
紙
撤
回
に
至
る
事

例
を
紹
介
し
、
利
害
関
係
者
は
最
初
か
ら

最
後
ま
で
意
見
を
変
え
ず
、
キ
ャ
ス
テ
ィ

ン
グ
ボ
ー
ト
を
握
っ
た
の
は
一
般
の
世
論

だ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
リ
ス
ク

認
知
に
影
響
を
与
え
る
の
は
信
頼
で
あ
り
、

信
頼
は
相
手
の
専
門
性
や
公
正
性
を
評
価

し
た
結
果
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
と
相
手

の
価
値
観
が
似
て
い
る
と
い
う
﹁
価
値
の

類
似
性
﹂
に
影
響
さ
れ
る
と
い
う
。
し
た

が
っ
て
、
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

で
は
、
人
々
の
価
値
に
配
慮
す
る
こ
と
が

大
事
と
な
る
が
、
そ
の
価
値
の
折
り
合
い

を
つ
け
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
ず
、
結

局
合
意
形
成
は
難
し
い
と
結
論
づ
け
た
。

建
築
学
を
専
門
と
す
る
大
窪
健
之
氏
は
、

自
ら
取
り
組
む
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹁
木
造
文

化
都
市
﹂
の
考
え
方
と
実
践
例
を
紹
介
し

た
。
木
造
建
築
は
文
化
的
多
様
性
を
担
保

す
る
資
産
で
あ
り
、
更
新
し
や
す
い
が
、

燃
え
や
す
い
と
い
う
リ
ス
ク
が
あ
る
。
こ

れ
を
維
持
す
る
に
は
、
自
然
水
利
で
す
ぐ

に
消
火
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
︵
こ
の
水
利

を
環
境
防
災
水
利
と
い
う
︶
と
、
今
の
法

律
基
準
や
都
市
の
生
活
様
式
に
合
わ
せ
た

木
造
建
築
を
つ
く
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

環
境
防
災
水
利
に
つ
い
て
は
、
京
都
の
産

寧
坂
重
要
伝
統
的
建
造
物
保
存
地
区
で
、

市
民
が
日
頃
か
ら
自
分
た
ち
で
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
・
操
作
で
き
る
例
等
を
紹
介
し
た
。

そ
し
て
、
身
近
な
水
の
あ
る
安
全
な
環
境

と
木
質
建
築
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
再

生
す
る
こ
と
が
21
世
紀
の
里
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
提
言
し
た
。

沖
大
幹
氏
は
、
２
０
０
５
年
の
台
風
14

号
に
よ
り
東
京
・
神
田
川
水
系
で
発
生
し

た
都
市
型
洪
水
を
紹
介
し
、
特
定
都
市
河

川
浸
水
被
害
対
策
法
や
雨
水
浸
透
の
促
進

な
ど
の
行
政
機
関
の
取
り
組
み
を
紹
介
し

た
。
そ
の
上
で
、
都
市
と
い
う
の
は
土
地

利
用
・
水
循
環
の
上
か
ら
も
、
高
密
度
と

指
摘
。
昔
な
が
ら
の
水
利
や
住
ま
い
方
を

学
ぼ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
コ
ン
パ
ク

ト
シ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
高
層
の

住
宅
が
低
密
度
に
あ
り
、
周
囲
に
は
緑
地

や
水
辺
を
配
し
、
洪
水
の
と
き
に
は
一
旦

流
出
を
溜
め
ら
れ
る
よ
う
な
都
市
が
求
め

ら
れ
、
人
口
が
緩
や
か
に
減
少
し
て
い
く

今
が
考
え
る
好
機
と
述
べ
た
。

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
鳥
越
皓
之
氏
が
、

フ
ロ
ア
か
ら
の
質
問
も
紹
介
し
な
が
ら
、

議
論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

フ
ロ
ア
か
ら
は
陣
内
秀
信
氏
︵
法
政
大

学
教
授
︶
が
、
大
窪
氏
に
対
し
て
、
木
製

の
町
家
を
開
発
す
る
と
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン

し
て
夜
間
人
口
が
少
な
く
な
る
可
能
性
が

あ
る
が
ど
う
考
え
る
か
等
の
質
問
が
出
さ

れ
ま
し
た
。

ま
た
、
同
じ
く
フ
ロ
ア
か
ら
嘉
田
由
紀

子
氏
︵
京
都
精
華
大
学
教
授
、
琵
琶
湖
博

物
館
研
究
顧
問
、
水
と
文
化
研
究
会
代
表
︶

か
ら
中
谷
内
氏
と
沖
氏
に
対
し
、﹁
住
民
の

意
見
と
い
っ
て
も
自
治
会
の
会
合
や
家
の

中
で
の
発
言
な
ど
場
面
に
よ
っ
て
意
見
が

変
わ
る
。
例
え
ば
﹃
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
川

が
美
し
い
﹄
と
い
う
意
見
も
、
個
人
の
経

験
な
の
か
、
共
同
の
水
害
経
験
か
ら
く
る

の
か
を
分
解
し
な
い
と
、
人
々
の
意
見
を

反
映
し
た
政
策
を
つ
く
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
﹂
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

都
市
・
水
利
・
リ
ス
ク
と
い
う
テ
ー
マ

は
、
い
ま
ま
で
な
か
な
か
手
が
つ
け
ら
れ

な
か
っ
た
領
域
で
し
た
。
し
か
し
、
論
者

か
ら
も
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
発
言
が
出
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
鳥
越
氏
が
述
べ
た
よ
う

に
﹁
住
民
が
持
っ
て
い
る
資
源
を
も
う
一

度
見
直
そ
う
。
そ
し
て
、
現
場
と
い
う
も

の
は
地
域
社
会
で
生
き
て
い
く
限
り
自
分

の
思
い
ど
お
り
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、

結
局
み
ん
な
で
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
制
限
の
中
で
私
た
ち
は
ど

の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
く
の
か
が
今
問

わ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
問
題
意
識
が
共
通

だ
っ
た
か
ら
で
す
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
当

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

ア
ン
ケ
ー
ト
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト

◆
都
市
に
水
と
緑
と
土
を
回
復
す
る
べ
き
だ
と
思

う
。

◆
﹁
都
市
﹂
と
い
う
も
の
に
水
の
問
題
を
埋
没
し

て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
新
し
い
都
市
の
あ
り
方
を

考
え
る
上
で
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
。

◆
今
回
の
内
容
は
、
現
代
社
会
の
も
っ
と
も
弱
い

点
の
一
つ
で
は
な
い
か
。

◆
木
造
の
都
市
と
い
う
の
は
興
味
深
か
っ
た
。

◆
わ
れ
わ
れ
の
身
近
な
イ
ン
フ
ラ
に
は
計
画
担
当

者
が
興
味
本
位
で
築
造
し
た
も
の
も
多
い
が
、
報

告
者
が
市
民
や
住
民
の
声
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
共
通
し
て
織
り
込

ん
で
お
り
安
心
し
た
。

◆
都
市
化
は
都
会
の
み
な
ら
ず
地
方
に
お
い
て
も

宅
地
化
等
が
進
行
し
て
い
る
。
重
要
な
テ
ー
マ
だ
。

◆
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
な
か
っ
た
分
野
で
、

初
め
て
聞
い
た
こ
と
が
多
か
っ
た
。

◆
手
加
減
の
な
い
議
論
が
と
て
も
よ
か
っ
た
。

◆
リ
ス
ク
と
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
観
点
か
ら
の
議
論

が
ほ
し
か
っ
た
。

◆
水
利
と
防
災
の
結
合
は
、
新
し
い
観
点
だ
と
思

う
。

◆
﹁
人
が
生
き
る
社
会
﹂
と
い
う
も
の
を
考
え
な

え
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
と
、
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

◆
誰
に
と
っ
て
の
リ
ス
ク
か
明
確
に
し
て
ほ
し
い
。
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■水の文化23号予告

特集「水市場と水商売」（仮）

我々の生活経済を支えているのは

農業用水、工業用水、水道といった

安価な水です。

さらに、水商売というように、

カネが流れる商売のイメージが、

時代の世相をも映します。

水をタネにした商売の世界、歴史を見直して

「水市場の文化」を探ります。

『水の文化』に関する情報をお寄せください

本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水との関わり」に焦点

を当てた活動や調査・研究などを紹介していきます。

ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる地域に根差

した調査や研究などの情報がありましたら、自薦・他薦を問いません

ので、事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合せ欄をご利用ください

http://www.mizu.gr.jp/

水の文化バックナンバーをホームページで

本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。

すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用ください。

里川研究掲示板ニュース

◆共同研究里川も開始後３年を迎え、9月に里川に関する本を出版す

る予定です。われわれが考える里川とは何か？　ご期待ください。

◆次回の里川対談は劇作家の平田オリザさんと、嘉田由紀子さん（京

都精華大学教授、琵琶湖博物館研究顧問、水と文化研究会代表）によ

る「川をめぐる物語はなぜ生まれるか」です。次号掲載予定。ご期待

ください。

編
集
後
記

◆

﹁
お
し
ず
か
に
・
・
・
﹂
野
沢
の
外
湯
で
、
湯
上
り
に
交
わ

さ
れ
る
、﹁
で
は
お
先
に
失
礼
﹂
的
な
、
湯
仲
間
同
士
の
挨
拶
で

あ
る
。
決
し
て
注
意
喚
起
的
で
な
く
、
他
へ
の
気
遣
い
を
感
じ
さ

せ
る
、
自
然
な
挨
拶
だ
。
こ
ん
な
日
常
の
中
に
も
、
代
々
受
け
継

が
れ
て
き
た
、
温
泉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
た
。︵
新
︶

◆

温
泉
の
歴
史
を
た
ど
り
、
意
外
と
自
由
だ
っ
た
江
戸
の
庶
民

の
知
恵
や
楽
し
み
を
知
る
。
身
近
な
共
有
資
源
を
守
り
活
用
す
る

庶
民
の
知
恵
は
日
本
人
の
得
意
技
。
い
つ
ま
で
も
楽
し
め
る
も
の

に
す
る
の
は
、
現
代
に
課
せ
ら
れ
た
宿
題
。
温
泉
好
き
の
日
本
人

な
ら
で
は
の
答
え
を
探
し
た
い
。︵
福
︶

◆

温
泉
は
、
自
身
を
静
め
・
癒
し
・
治
し
、
周
囲
の
人
々
と
集

い
、
語
ら
い
、
近
づ
く
場
所
で
す
。
皆
さ
ん
温
泉
で
は
、
た
く
さ

ん
の
良
い
思
い
出
を
お
持
ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
温

泉
で
の
私
の
夢
は
、
お
猿
と
一
緒
に
お
湯
に
つ
か
る
事
で
す
！
！

無
理
か
な
・
・
・
？
︵
武)

◆

学
生
時
代
に
ス
キ
ー
に
夢
中
だ
っ
た
私
。
シ
ー
ズ
ン
の
ス
タ

ー
ト
合
宿
は
野
沢
の
お
隣
、
戸
狩
だ
っ
た
。
以
来
久
々
に
冬
の
野

沢
温
泉
に
訪
れ
た
が
、
野
沢
菜
の
味
は
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

蔵
王
温
泉
に
も
お
世
話
に
な
っ
た
。
玉
こ
ん
に
ゃ
く
の
美
味
し
か

っ
た
こ
と
。
冷
え
た
カ
ラ
ダ
を
温
め
て
く
れ
た
温
泉
。
あ
の
頃
は

癒
し
と
い
う
よ
り
は
毎
日
の
生
活
そ
の
も
の
。
今
、
癒
し
を
第
一

に
求
め
る
の
は
は
ト
シ
の
せ
い
か
。︵
ゆ
︶

◆

T
V
を
見
る
と
﹁
温
泉
紀
行
番
組
﹂
花
盛
り
。
誰
も
が
温
泉

に
は
通
に
な
る
。
語
り
尽
く
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
た
場
で
、
温
泉

の
文
化
資
源
管
理
と
い
う
未
踏
の
場
所
を
掘
る
と
、
熱
湯
が
湧
き

出
て
き
た
。
地
域
づ
く
り
の
知
恵
が
つ
ま
っ
て
お
り
、
泉
質
も
素

晴
ら
し
い
。︵
中
︶

◆

﹁
温
泉
に
入
り
ま
し
た
﹂
と
答
え
た
と
こ
ろ
、﹁
い
た
だ
き
ま

し
た
と
言
い
な
さ
い
﹂
と
自
然
の
恵
み
を
い
た
だ
く
大
切
さ
を
説

か
れ
た
。
久
し
ぶ
り
の
説
教
に
、
お
年
寄
り
が
健
在
で
あ
る
野
沢

温
泉
の
人
的
財
産
を
思
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
我
が
町
の
温
泉

場
の
老
若
男
女
の
傍
若
無
人
ぶ
り
。
改
革
は
こ
こ
か
ら
か
。︵
賀
︶

水の文化
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表紙上：露天の人気は、衰えることを知らない。生まれたままの姿で自然の懐に抱かれる経験は、
他ではかなえられないからなのか。運がよければ、露天の魅力に雪見という福が加わることがある。

表紙下：木材は化学物質による腐食に強いから、今でも温泉地では木樋が健在。

裏表紙上：例年にない大雪の日でも、普段通り麻釜（おがま）に青菜を茹でに来たおばあさん。ここは、かつては麻の茎や
アケビ細工に使う蔓を茹でた場所でもある。野沢温泉のアケビ細工は、物産展で何度も賞を取ったほどの出来栄えだ。

裏表紙下左：野沢温泉の共同湯では、脱いだ服は棚に入れる。
都会の銭湯でも昔は脱衣籠を使っていたが、鍵付きロッカーに変身してしまったのは一体いつごろだったのだろう。

中：野沢温泉の外湯は無料で入ることができる。入口中央に備えられているのは、賽銭箱。
使用料としてではなく、感謝の気持ちで、薬師如来に賽銭をあげる。

右：排湯の熱を排雪に利用しない手はないが、周辺への影響を考慮しなければならない。
温泉成分によって滑って転倒したり、河川に流れ込んで生態系を崩したりする恐れもある。
お湯を直接使うのではなく、熱交換して利用するのが理想的だが、コストが高くなるというデメリットもあって難しい。
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