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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
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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
。

19

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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 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




