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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
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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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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。



北上川

旧北上川

鳴瀬川

名取川

栗駒山

荒雄岳

船形山

牡鹿半島

仙台湾

松島湾

女川湾

志津川湾

気仙沼湾

金華山
仙台

仙山線

陸羽東線

石巻線

仙石線

東
北
本
線

大船渡線

東
北
新
幹
線

仙台空港

石巻

古川

女川

気仙沼

利府

村田JCT

気仙沼線

古川市

三本木町
松山町

鹿島台町

岩出山町

鳴子町

鳴
子
温
泉

鬼首温泉

東
鳴
子
温
泉

川
渡
温
泉

中
山
平
温
泉

山形県

秋田県 岩手県

田尻町

26

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。




