
大
場

修

京
都
府
立
大
学
人
間
環
境
学
部
教
授

１
９
５
５
年
生
ま
れ
。
京
都
府
立
大
学
生
活
科
学
部

住
居
学
科
卒
業
。
九
州
芸
術
工
科
大
学
大
学
院
芸
術

工
学
科
修
了
。
日
本
建
築
史
専
攻
。

主
な
著
書
に
『
風
呂
の
は
な
し
』
『
阪
神
・
淡
路
大

震
災
と
歴
史
的
建
造
物
』（
共
著
）『
洛
北
探
訪
』（
共

著
）
他
。

風
呂
は
ハ
レ
空
間
だ
っ
た

12

風
呂
の
歴
史

―
ま
ず
、
風
呂
の
歴
史
に
つ
い
て
、

大
き
な
流
れ
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す

か
。日

本
は
高
温
多
湿
で
汗
を
か
く
し
、

風
呂
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
古
来
か
ら
あ

り
ま
し
た
。
自
然
が
豊
か
、
水
も
豊
富

と
い
う
条
件
も
揃
っ
て
は
い
ま
す
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
昔
か
ら
日
常
的
に
た

く
さ
ん
の
お
湯
を
使
っ
て
風
呂
に
入
れ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

少
量
の
水
で
効
果
的
に
風
呂
に
入
ろ

う
と
思
え
ば
、
や
は
り
蒸
し
風
呂
に
な

り
ま
す
。
風
呂
の
原
型
は
、
日
本
の
場

合
は
や
は
り
蒸
し
風
呂
で
す
。
蒸
し
風

呂
の
さ
ら
に
原
始
的
な
形
は
何
か
と
い

う
と
、
柳
田
国
男
は
『
風
呂
の
起
源
』

と
題
す
る
小
論
の
中
で
、「
風
呂
」
は
、

も
と
は
「
ム
ロ
（
室
）」
だ
と
言
っ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
、
洞
窟
の
中
の
よ
う

に
非
常
に
閉
鎖
的
な
所
で
火
を
焚
い
た
、

石
風
呂
の
よ
う
な
も
の
が
ル
ー
ツ
と
し

て
想
定
さ
れ
る
と
言
う
わ
け
で
す
。
つ

ま
り
、
も
と
も
と
は
自
然
の
一
部
を
利

用
し
て
、
蒸
し
風
呂
で
汗
を
落
と
し
て

い
く
の
が
風
呂
の
原
型
で
あ
る
と
。

日
本
の
場
合
は
、
温
泉
に
浸
か
る
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
温
泉
の
歴
史

は
奈
良
時
代
に
ま
で
遡
り
、
有
馬
温
泉

と
か
道
後
温
泉
と
か
は
歴
史
も
古
く
、

そ
こ
に
み
な
が
湯
治
に
行
く
。
し
か
し
、

こ
の
「
温
泉
」
と
「
蒸
し
風
呂
」
は
な

か
な
か
交
わ
ら
ず
に
江
戸
時
代
ま
で
独

自
に
発
展
し
ま
す
。
そ
し
て
、
や
っ
と

近
代
・
明
治
時
代
に
な
り
、
銭
湯
の
中

で
「
改
良
風
呂
」
と
い
う
も
の
が
登
場

し
ま
す
。
こ
の
改
良
風
呂
で
は
、
温
泉

的
な
入
り
方
を
導
入
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
初
め
て
温
泉
の
文
化
と
蒸
し
風
呂
の

文
化
が
一
体
と
な
っ
て
い
く
と
言
っ
て

よ
い
と
思
い
ま
す
。
湯
と
風
呂
の
関
係

を
見
て
も
、
言
葉
と
し
て
「
風
呂
」
は

残
り
ま
す
が
、
近
代
に
は
湯
浴
み
の
形

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

一
方
、
潔
斎
沐
浴
と
い
う
か
、
身
を

浄
め
る
行
為
が
あ
り
ま
す
。
天
皇
は
毎

朝
湯
浴
み
を
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
蒸

し
風
呂
に
入
る
の
で
は
な
く
、
湯
を
と

っ
て
浴
び
る
わ
け
で
す
。
身
を
浄
め
る

た
め
の
沐
浴
と
、
よ
り
広
く
は
蒸
し
風

呂
で
汗
を
流
し
垢
を
落
と
す
こ
と
が
同

時
に
並
行
し
、
近
代
に
一
つ
の
形
に
な

る
。
そ
し
て
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
入

浴
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
、
銭
湯
は
そ
の

現
代
の
入
浴
ス
タ
イ
ル
は
、
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う

復元された釜風呂。高さ180cmほど。内部は畳み
三畳ほどで、床には石を平たく敷き詰めている。

天然の岩山をくりぬいて作った愛媛県今治市桜井
の石風呂。表側はコンクリートで補強されている。
今治市産業部観光課提供
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ま
ま
続
い
て
い
る
し
、
家
庭
風
呂
は
よ

り
発
達
し
た
形
で
残
っ
て
い
る
。
風
呂

の
変
遷
は
、
ご
く
大
き
な
見
取
り
図
と

し
て
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
な
る
と
思

い
ま
す
。

1
3
0
年
前
ま
で
は
、

蒸
し
風
呂
が
普
通

鎌
倉
時
代
に
は
「
湯
銭
」
と
い
う
言

葉
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
公
衆
の
浴
場
の

よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
り

ま
す
ね
。「
八
瀬
の
釜
風
呂
」
は
伝
説

的
に
は
古
く
、
6
7
2
年
の
壬
申
の
乱

の
時
に
大
海
人
皇
子
が
傷
を
癒
し
た
と

い
う
故
事
が
あ
る
ほ
ど
で
す
が
、
蒸
し

風
呂
が
実
際
に
、
ど
こ
ま
で
時
代
を
遡

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
定
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

蒸
し
風
呂
は
生
木
を
燃
や
し
、
蒸
散

作
用
で
薬
用
効
果
の
よ
う
な
も
の
を
期

待
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
愛
媛
県
今

治
の
桜
井
の
石
風
呂
で
は
、
海
草
を
敷

い
て
焚
か
れ
ま
す
。
実
際
の
効
果
の
程

は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
。
一
定

の
薬
用
効
果
を
念
頭
に
置
い
た
、
つ
ま

り
、
温
泉
と
同
じ
様
な
入
り
方
を
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
2
〜
3

週
間
、
近
傍
に
泊
ま
り
込
ん
で
1
日
に

何
回
も
入
り
ま
す
。
八
瀬
の
釜
風
呂
も

そ
う
で
す
し
、
瀬
戸
内
一
帯
に
あ
る
石

風
呂
、
岩
風
呂
も
そ
う
で
す
ね
。

釜
風
呂
、
石
風
呂
は
、
瀬
戸
内
・
四

国
・
九
州
と
西
日
本
に
か
な
り
広
域
に

広
が
っ
て
い
ま
す
ね
。
時
代
も
下
り
江

戸
時
代
1
7
1
5
年
に
、
洛
中
洛
外
の

風
呂
屋
・
湯
屋
の
数
が
調
べ
ら
れ
て
い

る
文
書
が
あ
り
、
湯
屋
、
風
呂
、
塩
風

呂
、
釜
風
呂
と
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

釜
風
呂
は
八
瀬
の
釜
風
呂
。
塩
風
呂
は

八
瀬
の
釜
風
呂
を
模
し
た
も
の
で
す
。

塩
を
ま
い
て
、
海
水
と
同
じ
効
果
を
期

待
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
ど
う
も

姿
形
も
同
じ
よ
う
な
も
の
ら
し
い
。
風

呂
は
蒸
し
風
呂
の
こ
と
で
、
湯
屋
は
真

ん
中
に
浴
槽
が
あ
り
、
そ
こ
に
入
っ
た

か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ

か
ら
取
り
湯
を
し
て
か
け
る
と
い
う
形

の
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い

ろ
な
タ
イ
プ
の
風
呂
が
市
中
に
多
数
あ

り
、
そ
れ
が
使
い
分
け
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

―
蒸
気
浴
が
湯
浴
み
に
な
っ
て
い

く
の
は
、
い
つ
頃
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

銭
湯
の
歴
史
は
入
浴
史
の
大
き
な
流

れ
に
な
り
ま
す
が
、
銭
湯
も
古
く
は
蒸

し
風
呂
で
す
。
し
か
し
、
大
勢
の
人
を

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

湯
船
に
深
さ
1
尺
ほ
ど
の
お
湯
を
入
れ
、

周
囲
を
閉
鎖
的
に
取
り
囲
む
。
下
は
お

湯
に
浸
か
っ
て
い
る
が
上
半
身
は
蒸
し

風
呂
状
態
と
い
う
、
両
方
の
良
さ
を
う

ま
く
ミ
ッ
ク
ス
し
た
も
の
に
し
ま
す
。

こ
れ
が
、
江
戸
の
銭
湯
で
柘
榴

ざ
く
ろ

風
呂
と

呼
ば
れ
る
も
の
に
応
用
さ
れ
ま
す
。
そ

の
深
さ
が
だ
ん
だ
ん
と
深
く
な
っ
て
現

代
に
至
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
基
本
形

は
蒸
し
風
呂
で
す
よ
。

戸
棚
風
呂
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
戸

棚
の
よ
う
な
空
間
に
入
り
、
蓋
を
し
め

て
蒸
気
浴
を
し
ま
す
。
た
だ
、
戸
棚
風

呂
の
よ
う
に
入
り
口
が
引
き
違
い
で
は

戸
を
開
け
た
時
に
蒸
気
が
逃
げ
て
し
ま

う
の
で
、
多
人
数
の
入
浴
に
は
適
し
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、「
柘
榴
口
」
と
呼
ぶ

入
り
口
を
低
い
所
に
置
き
、
浴
室
の
蒸

気
を
逃
が
さ
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
れ

が
柘
榴
風
呂
で
す
。
で
す
か
ら
、
湯
浴

み
は
、
や
は
り
近
代
に
な
っ
て
か
ら
と

考
え
て
も
、
間
違
い
で
は
な
い
で
し
ょ

う
ね
。

施
浴
の
習
慣

鎌
倉
時
代
、
平
重
衡
に
よ
っ
て
焼
き

討
ち
さ
れ
た
東
大
寺
の
復
興
の
た
め
に
、

重
源

ち
ょ
う
げ
ん

上
人
が
大
活
躍
し
ま
す
。
現
在
の

南
大
門
な
ど
は
、
こ
の
時
に
建
て
ら
れ

た
も
の
で
す
が
、
重
源
上
人
は
入
浴
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
、

日
本
の
入
浴
史
に
特
筆
す
べ
き
人
物
で

す
。
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
山
口
県
の

周
防
。
こ
こ
の
東
大
寺
の
荘
園
か
ら
用

材
を
確
保
す
る
た
め
に
、
重
源
が
自
ら

現
地
に
行
っ
て
職
人
を
集
め
、
木
を
切

り
出
さ
せ
、
そ
の
職
人
の
た
め
の
保
養

と
し
て
風
呂
を
ふ
る
ま
っ
た
と
い
い
ま

す
。
や
は
り
蒸
し
風
呂
で
す
。

東
大
寺
に
は
施
浴
を
行
う
た
め
の
大

湯
屋
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
蒸
し

洗うを洗う　風呂はハレ空間だった

上：辻風呂、荷ひ風呂
花吹一男著『江戸入浴百姿』より

下：江戸の湯舟
『廣文庫』十九冊より
金沢兼光編『和漢船用集』明治3年刊に
「湯船、武州江戸よりあり、舟より浴室を
居え、湯銭を取って浴せしむる風呂屋舟也」
とある。

右：写真は伊賀上野忍者屋敷に展示されて
いる「ふごぶろ」別名「飛び込み風呂」。
イラストは佐渡の「おろけ」。ともに笠を
滑車で吊し上げ下げするが、「おろけ」は
下部から熱する方式ではなく、熱湯を注い
だ後に入る。

左：滋賀県湖北地方から北陸にかけて見ら
れた木製密閉型の「むぎぶろ」。写真は近
江八幡市立歴史民俗博物館の展示。イラス
トは風土紀の丘資料館より。

上：戸棚風呂の銭湯　客の背中を流す湯女（ゆな）
の姿も見える。名古屋城対面所上段の間御殿障子
腰張り絵

下：右は戸棚風呂。奥村政信書『日本風俗史講座』
第十巻　雄山閣より。左は伊勢路の居風呂。曲亭
馬琴著『羇旅漫録』。ともに引き違いの戸を持つ。
戸棚風呂の半風呂半湯浴方式の出現が、それまで
の風呂と湯との区別を不明瞭にする契機となった。

塩風呂
高さ9尺ほどで、八瀬
の釜風呂よりやや大き
いが、焚き方、入り方
は釜風呂とほぼ同様で
ある。枯れた松枝を焚
いて、その跡に塩水で
濡らした草筵（くさむ
しろ）を敷く。喜田川
季荘著『守貞漫稿』類
聚近世風俗志下より。

資料の写真・図版はす
べて大場修著『物語ー
ものの建築史ー風呂の
はなし』鹿島出版会
1986より
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風
呂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
あ
る
建
物

は
も
う
少
し
新
し
い
も
の
で
す
が
、
中

の
大
き
な
湯
釜
は
重
源
上
人
が
1
1
9

7
年
に
造
っ
た
と
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

も
の
で
す
。
大
変
古
い
釜
で
す
。
施
浴

を
描
い
た
絵
が
あ
り
ま
す
が
、
釜
が
あ

っ
て
湯
を
焚
い
て
い
る
。
鉄
釜
が
あ
っ

て
、
そ
の
周
り
で
み
ん
な
が
身
体
を
洗

い
、
実
際
に
入
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う

姿
も
あ
る
こ
と
は
あ
る
わ
け
で
す
が
、

数
と
し
て
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

ん
な
に
お
湯
を
使
え
ま
せ
ん
か
ら
。

施
浴
は
、
功
徳
を
積
む
と
い
う
意
味

で
僧
の
修
行
と
い
う
宗
教
行
為
の
一
環

で
す
。
近
世
に
な
る
と
、
寺
で
風
呂
に

入
れ
さ
せ
る
こ
と
が
活
発
だ
っ
た
よ
う

で
す
ね
。
そ
れ
ほ
ど
、
入
浴
の
機
会
が

少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。

京
都
の
妙
心
寺
で
は
明
智
風
呂
と
い

っ
て
、
明
智
光
秀
が
死
ん
だ
命
日
に
、

そ
れ
を
弔
う
と
い
う
こ
と
で
風
呂
を
ふ

る
ま
う
行
事
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
う

い
う
施
浴
の
習
慣
は
、
各
お
寺
で
い
ろ

い
ろ
な
縁
日
に
因
ん
で
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

い
ろ
い
ろ
な
風
呂

個
人
の
家
の
中
に
風
呂
を
造
る
と
き

の
ス
タ
イ
ル
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、

蒸
し
風
呂
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
据
え

風
呂
的
な
も
の
も
あ
る
。

据
え
風
呂
と
い
う
の
は
、
据
え
置
い

た
浴
槽
に
実
際
に
お
湯
を
溜
め
て
、
ド

ボ
ン
と
入
る
も
の
。
木
桶
型
の
風
呂
で

す
。
鉄
砲
風
呂
と
か
へ
そ
風
呂
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
を
し
ま
す
。
据
え

風
呂
は
誰
が
考
え
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
か
つ
い
で
持
っ
て
い
く
こ
と
が
可

能
で
す
。
い
わ
ば
移
動
式
銭
湯
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
町
の
辻

に
臨
時
に
据
え
風
呂
を
置
い
て
、
そ
こ

で
金
を
取
っ
て
入
ら
せ
る
。
そ
う
い
う

の
を
辻
風
呂
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
を
船

に
乗
せ
る
と
、
船
風
呂
。
こ
の
よ
う
に

据
え
風
呂
は
大
活
躍
し
ま
し
た
。

こ
れ
と
対
比
さ
れ
る
の
が
五
右
衛
門

風
呂
で
、
関
西
に
多
い
ス
タ
イ
ル
で
す
。

漆
喰
で
周
囲
を
固
め
る
の
で
、
保
温
性

は
良
い
の
で
す
が
、
作
り
つ
け
に
な
り

ま
す
。

近
代
に
な
る
と
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ

た
よ
う
に
、
改
良
風
呂
が
出
て
き
ま
す
。

改
良
風
呂
と
い
う
の
は
、
今
の
銭
湯
と

同
じ
で
、
浴
槽
を
床
に
沈
め
て
首
ま
で

浸
か
れ
る
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、

柘
榴
風
呂
で
す
か
ら
、
蒸
し
風
呂
の
蒸

気
を
外
に
逃
が
さ
な
い
よ
う
に
、
閉
鎖

的
に
造
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
要
か

ら
、
中
は
真
っ
暗
で
す
。
不
衛
生
だ
し
、

風
紀
的
に
も
問
題
が
あ
っ
て
、
明
治
中

頃
に
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

地
方
で
は
相
当
後
ま
で
残
り
ま
す
。
明

治
40
年
こ
ろ
ま
で
は
残
っ
て
い
た
よ
う

で
す
ね
。
と
に
か
く
不
衛
生
と
い
う
こ

と
で
、
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
り
ま

し
た
。

農
村
部
で
は
、
基
本
的
に
は
蒸
し
風

呂
の
ス
タ
イ
ル
で
す
。
た
と
え
ば
、
小

さ
な
カ
プ
セ
ル
の
桶
の
よ
う
な
も
の
に

入
り
、
汗
を
流
し
垢
を
取
る
。「
む
ぎ

ぶ
ろ
」
と
か
、
佐
渡
で
は
「
お
ろ
け
」

な
ど
と
言
い
ま
す
。
垢
は
底
に
貯
ま
り
、

こ
れ
を
肥
料
と
し
て
使
う
。
で
す
か
ら
、

逆
に
お
湯
も
な
か
な
か
取
り
替
え
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
農
業
生
産
の
一
貫

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
か
ら
。

た
だ
、
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
一

般
的
で
は
な
く
、
や
は
り
行
水
程
度
で

す
ね
。
丸
竹
を
畳
一
畳
程
度
並
べ
た

「
す
の
こ
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
、
井
戸

か
ら
汲
ん
で
き
た
水
を
か
け
る
。
そ
れ

が
庶
民
の
風
呂
で
す
。

風
呂
は
ハ
レ
の
場

庶
民
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
た
ま
っ
て

風
呂
に
入
る
と
い
う
の
は
ハ
レ
向
け
の

行
為
で
す
の
で
、
ハ
レ
向
け
の
空
間
で

あ
り
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
銭
湯
の
玄
関
に
は
唐か
ら

破は

風ふ

が
つ
き
ま
し
た
。

こ
う
い
う
様
式
は
庶
民
の
家
に
は
あ

り
ま
せ
ん
。
奢
侈
禁
止
の
時
代
で
す
か

ら
、
御
法
度
の
対
象
で
す
。
こ
う
い
う

分
不
相
応
の
も
の
は
造
っ
て
は
い
け
な

い
の
で
す
。
銭
湯
の
玄
関
に
は
、
貴
族

層
の
建
築
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
書
院
造

り
の
玄
関
の
モ
チ
ー
フ
が
使
わ
れ
ま
し

た
。
銭
湯
に
は
、
こ
う
い
っ
た
ス
タ
イ

ル
が
い
ち
早
く
取
り
込
ま
れ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
今
の
銭
湯
と
同
じ
イ
メ
ー

ジ
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
の
終
わ
り
〜

大
正
・
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ

ま
で
は
、
町
屋
同
然
の
建
物
で
し
た
。

た
だ
、
柘
榴
風
呂
の
場
合
に
お
い
て
も
、

柘
榴
口
の
入
り
口
の
み
を
、
華
や
か
な

唐
破
風
に
し
て
、
下
に
い
ろ
い
ろ
な
絵

を
描
く
よ
う
な
例
は
あ
り
ま
し
た
。
他

に
装
飾
は
な
い
が
、
柘
榴
口
に
の
み
一

点
集
中
し
て
装
飾
を
す
る
。
非
常
に
晴

れ
が
ま
し
く
飾
り
立
て
る
。
で
す
か
ら
、

風
呂
に
入
る
と
い
う
の
は
、
ハ
レ
に
対

す
る
精
神
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
入
り
口

に
現
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

こ
れ
が
や
が
て
、
銭
湯
の
外
観
へ
と
発

展
し
て
い
き
ま
し
た
。

明
治
以
降
に
は
洋
風
の
銭
湯
も
出
て

き
て
、
こ
れ
は
全
国
的
な
傾
向
で
す
。

思
い
っ
き
り
飛
び
抜
け
て
洋
風
の
形
、

例
え
ば
、
ロ
ー
マ
風
呂
的
な
発
想
で
、

ロ
マ
ネ
ス
ク
的
な
モ
チ
ー
フ
で
銭
湯
が

造
ら
れ
ま
し
た
。
や
は
り
、
晴
れ
が
ま

し
い
行
為
が
風
呂
の
建
築
の
発
想
の
原

点
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

そ
の
後
、
高
度
成
長
期
を
経
て
、
銭

湯
が
一
時
す
た
れ
て
、
現
在
は
ス
ー
パ

ー
銭
湯
の
よ
う
な
も
の
が
も
て
は
や
さ

れ
て
い
ま
す
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
銭

湯
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、

や
は
り
、
非
日
常
的
な
空
間
を
求
め
て

き
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
風
呂
の

持
っ
て
い
る
本
来
の
精
神
性
は
、
今
も

形
を
変
え
て
続
い
て
い
る
の
で
は
な
い

東大寺大湯屋の浴室内部　浴室の中央東寄り
に唐破風を持つ風呂屋形が据えられている。

東大寺大湯屋の鉄湯船　1197年（建久8年）の銘が
刻まれている。

東大寺大湯屋外観　建物は妻入りで西に面し、屋根の前面を入母屋造、後面を切
妻造とし、前面一間を吹き放している。湯屋の遺構中最大の規模を持っている。
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で
し
ょ
う
か
。

た
だ
、
江
戸
の
銭
湯
を
考
え
る
と
き
、

「
晴
れ
が
ま
し
さ
」
と
「
不
衛
生
さ
」

が
、
な
ぜ
同
居
し
て
い
た
の
か
と
い
う

疑
問
は
確
か
に
残
り
ま
す
。
日
本
人
は

清
潔
好
き
で
、
町
に
ゴ
ミ
一
つ
落
ち
て

い
な
い
と
、
江
戸
に
来
た
外
人
が
驚
い

て
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
清
潔
感
覚
と
、

銭
湯
の
持
っ
て
い
る
実
質
的
な
不
衛
生

と
い
う
の
は
、
確
か
に
私
は
そ
ぐ
わ
な

い
感
じ
は
し
ま
す
ね
。

ハ
レ
を
表
わ
す
建
築
様
式

―
海
外
の
公
衆
浴
場
も
、
や
は
り

ハ
レ
の
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
の
で
す

か
。古

代
ロ
ー
マ
の
カ
ラ
カ
ラ
浴
場
な
ど

は
、
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
ま
た
、
以
前

ト
ル
コ
に
行
っ
て
屈
強
な
男
3
人
程
に

垢
を
こ
す
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
こ

こ
も
ま
さ
に
そ
う
で
す
ね
。
空
間
全
体

が
ス
チ
ー
ム
サ
ウ
ナ
の
よ
う
な
所
で
寝

そ
べ
っ
て
入
り
ま
す
。
日
本
の
銭
湯
は
、

貴
族
や
武
家
の
格
式
を
表
現
す
る
た
め

の
書
院
造
り
な
の
に
、
ト
ル
コ
の
公
衆

浴
場
の
外
観
は
、
宗
教
建
築
で
す
。
イ

ス
ラ
ム
の
モ
ス
ク
の
よ
う
で
し
た
。

―
ハ
レ
の
意
味
合
い
が
、
ト
ル
コ

の
場
合
は
、
宗
教
建
築
と
な
っ
て
現
れ

て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
の
書
院

造
り
と
い
う
の
は
、
貴
族
層
、
武
家
層

の
住
宅
で
す
。
支
配
さ
れ
る
側
の
住
宅

は
、
そ
れ
と
は
区
別
し
て
民
家
と
呼
び

ま
す
で
し
ょ
う
。

民
家
、
例
え
ば
、
京
都
の
町
屋
は
千

年
以
上
の
歴
史
が
あ
っ
て
、
最
初
か
ら

町
屋
で
す
。
京
の
町
屋
的
な
も
の
は
近

世
に
全
国
の
城
下
町
に
広
が
っ
て
い
く
。

と
に
か
く
、
民
家
は
武
家
の
住
宅
と
は

ま
っ
た
く
違
う
の
で
す
。
農
家
は
竪
穴

住
居
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
す
。
寺
社

や
神
社
も
ま
た
違
う
。
用
途
と
誰
が
住

む
か
に
よ
っ
て
、
日
本
の
木
造
建
築
と

い
う
の
は
い
く
つ
も
の
系
譜
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
が
ほ
と
ん
ど
交
わ
る
こ
と
な
く
、

推
移
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
が
近
世
に
な
っ
て
、
庶
民
住
宅

が
書
院
造
り
の
系
譜
を
座
敷
の
中
に
取

り
込
ん
で
い
き
ま
す
。
座
敷
を
ハ
レ
化

し
て
い
く
と
き
に
、
書
院
造
り
を
導
入

す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
都
市
の
施
設

の
場
合
は
、
銭
湯
に
書
院
風
の
も
の
を

取
り
込
ん
で
い
く
。
ハ
レ
向
け
の
所
に
、

よ
り
ハ
イ
ス
タ
イ
ル
の
書
院
造
り
を
入

れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

で
も
、
す
べ
て
の
民
族
で
こ
の
方
式

が
用
い
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
違
う
。

例
え
ば
、
韓
国
や
中
国
に
目
を
向
け
て

み
ま
し
ょ
う
。
中
国
の
漢
民
族
の
住
ま

い
は
四
合
院

し
ご
う
い
ん

の
形
式
で
、
漢
民
族
の
農

家
も
都
市
の
住
宅
も
こ
の
形
で
す
。
い

わ
ゆ
る
紫
禁
城
も
、
基
本
的
に
は
四
合

院
形
式
で
す
。
規
模
が
大
き
く
て
も
、

こ
の
四
合
院
を
つ
な
い
で
い
く
わ
け
で

右は大黒湯の外観（東京都足立区千住寿町32-6）豪華な総欅造、昭和4年の建築。
左は脱衣場。天井のひとつひとつの四角に絵が描き込まれている。

柘榴口　東大寺大湯屋の唐破風の
流れを見てとれる。

妙心寺の浴室（明智風呂）の外観　正面に唐破風の
庇屋根を配した端正な外観。

す
。
つ
ま
り
、
庶
民
の
住
宅
も
貴
族

層
の
住
宅
も
、
形
式
は
基
本
的
に
同

じ
な
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
て

も
、
そ
の
よ
う
な
例
は
多
い
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
は
、
社
会
の
上

層
と
下
層
の
建
築
様
式
が
違
い
、
な

お
か
つ
相
互
に
交
流
が
な
い
ま
ま
時

を
経
る
。
で
す
か
ら
、
ハ
レ
向
け
に
、

自
分
た
ち
の
く
ら
し
の
世
界
と
は
違

う
も
の
を
作
る
と
き
に
、
上
層
か
ら

取
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。

一
方
、
四
合
院
の
場
合
は
た
だ
装
飾

を
に
ぎ
や
か
に
し
、
規
模
を
大
き
く

す
る
だ
け
で
、
住
宅
の
形
式
と
し
て

は
同
じ
な
わ
け
で
す
。

同
じ
日
本
人
で
あ
り
な
が
ら
、
異

な
っ
た
様
式
で
、
か
た
や
ご
く
一
部

の
支
配
者
層
の
住
宅
が
寝
殿
造
り
か

ら
書
院
造
り
と
変
遷
す
る
わ
け
で
す

が
、
そ
の
他
の
九
割
以
上
の
人
間
は

竪
穴
の
住
宅
様
式
を
延
々
と
持
ち
続

け
る
。
今
で
も
郊
外
に
行
く
と
、
い

わ
ゆ
る
田
舎
普
請
の
農
家
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
民

家
の
系
譜
の
延
長
線
上
に
あ
る
形
で

す
。
そ
し
て
、
座
敷
ま
わ
り
だ
け
が

書
院
造
り
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
階
層
毎
の
建
築
様

式
が
相
互
に
交
わ
ら
な
い
で
歴
史
を

辿
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
的
に
も

あ
ま
り
例
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
ほ

っ
た
て
柱
か
ら
、
礎
石
建
て
へ
と
、

住
宅
建
築
が
堅
牢
に
な
っ
て
い
く
流

れ
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
江
戸
時

代
の
中
頃
以
降
の
話
で
す
。
少
な
く

と
も
室
町
時
代
ま
で
は
確
実
に
そ
う

で
、
近
世
前
期
ま
で
は
竪
穴
住
居
と

そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
で
す
か
ら
、

庶
民
の
住
宅
の
歴
史
は
そ
れ
以
前
に

は
遡
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
近
世

に
な
っ
て
、
急
激
に
建
築
的
に
整
っ

て
い
く
の
が
庶
民
の
住
宅
で
す
。
非

常
に
短
い
時
期
に
、
現
在
重
要
文
化

財
で
残
っ
て
い
る
よ
う
な
巨
大
な
農

家
が
で
き
た
た
め
、
民
家
に
は
地
域

性
が
あ
り
、
地
域
毎
の
個
性
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
書
院
造
り
は
個
性

が
な
い
。
ど
こ
に
造
っ
て
も
型
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
規
模
の
違
い

だ
け
が
あ
り
、
間
取
り
も
決
ま
っ
て

い
て
、
そ
の
形
式
性
が
重
要
な
の
で

す
か
ら
、
地
域
差
は
少
な
い
。
農
家

も
次
第
に
書
院
造
り
を
取
り
込
ん
で

い
き
ま
す
が
、
そ
の
座
敷
は
東
北
の

農
家
も
九
州
の
農
家
も
、
ど
こ
へ
行

四
合
院
の
形
式
　
南
北
軸
を
軸
線
と
し
て
対
象
に
建
物

を
配
置
し
、
玄
関
を
東
南
隅
に
配
置
す
る
。『
絵
で
見
る

中
国
の
伝
統
民
居
』
学
芸
出
版
社
1
9
9
2
よ
り
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っ
て
も
同
じ
で
す
よ
。

中
国
の
四
合
院
で
ハ
レ
の
様
式
を
持

ち
込
も
う
と
す
る
と
、
階
層
の
上
下
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
規
模
を
拡

大
し
て
い
き
ま
す
。
2
段
に
も
3
段
に

も
四
合
院
を
連
結
さ
せ
、
装
飾
も
手
が

混
ん
で
い
く
。

日
本
の
場
合
、
確
か
に
、
庶
民
に
は

身
分
不
相
応
の
も
の
、
床
の
間
、
書
院

造
り
は
建
て
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う

法
度
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
梁
の
長
さ

で
建
物
の
規
模
を
規
制
し
て
い
ま
し
た
。

三
間
梁
と
言
い
ま
し
て
、
梁
は
3
間
を

超
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
江

戸
時
代
初
頭
か
ら
徹
底
さ
せ
る
わ
け
で

す
ね
。
規
模
と
イ
ン
テ
リ
ア
を
規
制
し

て
い
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
法
的
な
規

制
は
な
か
っ
た
そ
れ
以
前
で
も
、
書
院

造
り
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
庶
民
層
が
書
院
造
り
を
建
て
る
ほ

ど
の
財
力
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
見

る
の
が
正
し
い
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
、
日
本
の
住
宅
が
ブ
レ
ー

ク
ス
ル
ー
、
一
気
に
底
上
げ
さ
れ
る
の

は
近
世
前
半
で
す
ね
。
庄
屋
層
が
規
模

の
大
き
な
住
居
を
造
り
、
特
に
関
西
は

本
百
姓
が
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

全
体
が
底
上
げ
さ
れ
て
、
あ
ま
り
貧
相

な
住
宅
は
な
く
な
り
ま
す
。
東
北
の
場

合
は
、
そ
の
格
差
が
か
な
り
あ
り
、
そ

れ
が
近
代
ま
で
続
き
ま
す
。

そ
し
て
、
近
代
と
い
っ
て
も
明
治
は

江
戸
の
延
長
で
す
か
ら
。
明
治
末
期
〜

大
正
に
か
け
て
、
次
の
発
展
期
に
入
る

わ
け
で
す
。

銭
湯
が
広
が
る
江
戸
時
代
前
半
、
そ

し
て
、
日
本
全
国
に
改
良
風
呂
が
行
き

渡
る
の
が
明
治
の
終
わ
り
頃
で
す
か
ら
、

そ
の
意
味
で
は
、
住
宅
の
発
展
と
風
呂
、

公
衆
浴
場
の
革
新
は
軌
を
一
に
し
て
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
般
論
で
は
語
れ
ぬ風

呂
事
情

一
般
に
、
江
戸
に
は
銭
湯
が
多
い
と

言
わ
れ
ま
す
。
内
風
呂
が
経
済
的
で
は

な
く
、
防
火
の
点
で
も
危
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
銭
湯
が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
間
違
い
で
は
な
い
と

は
思
い
ま
す
。
た
だ
、
地
方
都
市
を
調

べ
て
い
く
と
、
必
ず
し
も
銭
湯
ば
か
り

に
解
決
を
求
め
る
と
は
言
え
な
い
例
が

見
ら
れ
ま
す
。

滋
賀
県
の
長
浜
に
幕
末
の
史
料
が
あ

り
、
52
町
の
内
、
44
町
分
の
一
軒
一
軒

の
間
取
り
が
そ
の
資
料
に
描
か
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
全
部
つ
な
い
で
地
図
を

作
り
ま
す
と
、
銭
湯
が
見
あ
た
ら
な
い
。

幕
末
の
長
浜
に
は
銭
湯
が
あ
ま
り
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
近
世
は
銭

湯
の
時
代
だ
」
と
言
っ
て
い
た
わ
け
で

す
が
、
事
実
と
し
て
は
そ
う
と
は
言
い

き
れ
な
い
地
域
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
ど

う
理
解
し
た
ら
い
い
の
か
。

長
浜
に
限
ら
ず
、
琵
琶
湖
の
周
辺
と

い
う
の
は
、
意
外
と
水
事
情
が
悪
い
。

井
戸
を
掘
っ
て
も
良
質
な
水
が
出
て
こ

な
い
。
こ
の
た
め
、
上
水
道
が
江
戸
時

代
の
早
い
時
期
か
ら
発
達
し
ま
す
。
か

な
り
深
い
共
同
井
戸
、
70
〜
80
メ
ー
ト

ル
も
あ
る
よ
う
な
も
の
を
掘
っ
て
水
を

汲
み
上
げ
、
各
家
々
に
給
水
し
て
い
ま

し
た
。
竹
の
管
を
道
の
下
に
通
し
て
会

所
で
枝
分
け
す
る
。
台
所
の
脇
に
は
、

そ
こ
か
ら
流
れ
て
き
て
溜
ま
っ
た
水
を

貯
え
る
水
桶
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

こ
の
1
つ
の
井
戸
か
ら
水
を
利
用
し
て

い
る
家
の
グ
ル
ー
プ
を
「
井
戸
組
」
と

い
う
の
で
す
が
、「
町
組
」
と
い
う
既

存
の
自
治
組
織
と
は
違
う
、
も
う
一
つ

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
が
あ
り
、
今
も

現
役
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
要
す

る
に
、
水
事
情
が
悪
い
、
だ
か
ら
こ
そ

共
同
で
井
戸
を
掘
っ
て
水
を
確
保
す
る
、

と
い
う
仕
組
み
が
近
世
の
早
い
時
期
に

で
き
た
た
め
に
、
内
風
呂
が
普
及
し
た

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
内
風
呂
を
中
心

と
し
た
入
浴
習
慣
が
長
浜
に
は
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
内
風
呂
の
普
及
率

が
高
い
町
も
あ
り
、
近
世
は
必
ず
し
も

銭
湯
文
化
だ
け
で
は
な
い
の
だ
な
と
は

思
い
ま
し
た
ね
。

水
事
情
が
悪
い
所
ほ
ど
、
水
が
出
に

く
い
の
で
深
く
掘
り
ま
す
。
結
果
、
た

長浜井戸組分布図　
長浜市教育委員会『長浜のまちなみ・北国街道を中心として』1995年より。
斜線部分が井戸組の範囲。近隣でまとまる町組とは分布が異なる。

鉄砲風呂　右：愛知県大府立民族資料館所蔵
左：愛媛県砥部物産館所蔵

明治時代の改良風呂
平出鑑二郎著『東京風俗史』中の巻　原書房より
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く
さ
ん
の
家
に
分
配
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
逆
に
水
事
情
の
良
い
所
は
、
浅

い
井
戸
か
ら
少
数
の
家
に
分
配
す
る
。

長
浜
の
中
心
部
は
水
事
情
が
悪
い
の
で
、

ま
る
で
ア
メ
ー
バ
の
よ
う
に
井
戸
組
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。
水
は
生
活
の
基
本

で
、
井
戸
組
が
そ
こ
を
押
さ
え
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
単

位
と
し
て
は
実
態
と
し
て
強
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
水
帳
が
あ
り
、
1
戸
あ
た

り
の
負
担
金
は
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

水
事
情
が
悪
い
か
ら
こ
そ
、
井
戸
を
掘

っ
て
上
水
を
整
備
し
、
そ
の
結
果
と
し

て
内
風
呂
が
発
達
す
る
。

で
も
、
江
戸
も
神
田
上
水
、
玉
川
上

水
と
か
な
り
上
水
道
は
整
備
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
、
人
口
密
集
地
と
し
て
の

都
市
部
だ
っ
た
の
で
防
火
の
た
め
等
も

あ
り
、
内
風
呂
が
流
行
ら
な
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
ね
。

水
の
条
件
が
同
じ
で
も
、
そ
こ
か
ら

生
じ
る
「
内
風
呂
か
銭
湯
か
」
と
い
う

文
化
的
な
現
象
は
異
な
る
わ
け
で
す
。

水
が
充
分
で
な
い
所
は
銭
湯
が
多
い
と

い
う
一
般
論
は
、
必
ず
し
も
正
解
で
は

な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

風
呂
の
現
代
化

住
宅
の
一
設
備
、
水
周
り
設
備
と
し

て
で
き
る
だ
け
一
箇
所
に
固
め
て
、
コ

ン
パ
ク
ト
に
家
の
中
に
配
置
し
よ
う
と

い
う
の
が
、
現
在
の
風
呂
設
置
の
考
え

方
で
す
。
こ
れ
は
、
時
代
的
に
は
大
正

以
降
の
話
で
す
。
明
治
時
代
の
住
宅
改

善
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
水
周
り
で
、
特
に

ト
イ
レ
と
風
呂
は
不
衛
生
と
い
う
こ
と

で
改
良
の
目
標
に
な
っ
て
い
ま
す
。

基
本
的
に
は
、
不
衛
生
だ
か
ら
母
屋

か
ら
離
す
と
い
う
こ
と
を
し
ま
す
。
そ

れ
を
廊
下
で
つ
な
ぐ
場
合
も
あ
り
ま
す

が
、
屋
外
に
ポ
ツ
ン
と
あ
る
場
合
も
あ

る
。
農
家
な
ど
は
そ
う
で
す
ね
。
お
そ

ら
く
、
風
呂
の
住
宅
設
備
と
し
て
の
位

置
づ
け
が
非
常
に
希
薄
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
。
風
呂
と
い
う
も
の
が
、
も
と
も

と
住
宅
の
一
設
備
と
い
う
よ
り
は
、
ま

と
ま
っ
た
建
物
、
施
設
で
あ
っ
て
自
己

完
結
し
て
い
た
。
そ
れ
が
な
か
な
か
住

宅
の
中
に
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う

歴
史
が
あ
っ
て
、
大
正
時
代
ま
で
き
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

お
そ
ら
く
、
明
治
の
人
々
は
母
屋
と
風

呂
を
別
立
て
で
考
え
て
い
く
ほ
う
が
、

む
し
ろ
自
然
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
座

敷
の
脇
に
風
呂
を
作
る
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
、
座
敷
の
中
に
組
み
入
れ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
座
敷
に
隣
接

し
て
作
る
と
い
う
感
覚
で
す
。

住
宅
設
備
と
な
る
の
は
大
正
か
ら
で

す
が
、
基
本
的
に
は
五
右
衛
門
風
呂
が

住
宅
の
中
に
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
五
右
衛
門
風
呂
は
保
温
性
に
優

れ
て
い
る
し
、
防
火
の
面
で
も
良
い
。

ど
こ
に
行
っ
て
も
古
い
家
の
内
風
呂
は

五
右
衛
門
風
呂
で
す
ね
。
こ
の
普
及
は

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
住
宅
改
善

の
一
環
で
し
ょ
う
。
洗
い
場
と
い
う
空

間
が
用
意
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
頃
に
な

っ
て
か
ら
で
す
。

現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
す
る

家
庭
風
呂
は
、
こ
の
時
期
に
用
意
さ
れ

た
と
考
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
ね
。

温
泉
の
共
有
と
囲
い
込
み

今
、
温
泉
ブ
ー
ム
で
す
ね
。
ち
ょ
う

ど
、
私
の
研
究
室
で
は
各
地
の
温
泉
を

い
ろ
い
ろ
調
べ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ

れ
も
な
か
な
か
面
白
い
。
温
泉
と
い
う

の
は
外
湯
で
す
。
外
湯
を
核
に
温
泉
町

が
発
達
し
ま
す
。
外
湯
の
姿
、
形
な
ど

は
銭
湯
と
基
本
的
に
一
緒
で
す
。
江
戸

時
代
の
外
湯
は
掘
っ
た
て
小
屋
の
よ
う

な
も
の
で
、
湯
治
場
だ
か
ら
姿
形
は
ど

う
で
も
い
い
。
そ
れ
が
明
治
に
な
っ
て

御
殿
化
し
て
い
き
ま
す
。
銭
湯
の
発
展

と
ま
っ
た
く
一
緒
の
流
れ
で
す
。
今
調

査
し
て
い
る
兵
庫
県
の
城
之
崎
温
泉
な

ど
も
、
ま
さ
に
良
い
例
で
す
。
書
院
造

り
へ
の
憧
れ
が
、
明
治
に
な
っ
て
自
分

た
ち
の
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
湯
治
と
し
て

の
温
泉
だ
け
で
は
な
く
、
レ
ジ
ャ
ー
と

し
て
の
温
泉
が
登
場
し
て
、
鉄
道
省
な

ど
が
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
は
り
、
各
地
の

温
泉
を
Ｐ
Ｒ
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

城
之
崎
温
泉
や
群
馬
県
の
草
津
温
泉

な
ど
は
、
外
湯
が
現
在
で
も
そ
の
ま
ま

の
形
で
残
っ
て
い
ま
す
。
温
泉
の
株
を

み
ん
な
で
持
っ
て
お
り
、
そ
の
人
々
が

自
前
で
温
泉
を
運
営
し
て
い
る
。
旅
館

は
自
前
で
温
泉
を
持
た
な
い
で
、
基
本

的
に
は
外
湯
に
行
っ
て
も
ら
う
。

と
こ
ろ
が
、
静
岡
県
伊
豆
の
修
善
寺

温
泉
で
は
外
湯
は
絶
滅
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
今
ま
た
、
新
し
く
復
活
し
て
い

ま
す
が
、
基
本
的
に
旅
館
が
内
風
呂
を

抱
え
て
し
ま
い
、
入
浴
客
を
外
に
出
さ

な
い
。
こ
う
い
う
対
称
的
な
温
泉
町
の

あ
り
よ
う
が
存
在
し
ま
す
。

外
湯
を
軸
に
し
た
町
と
い
う
の
は
、

旅
館
は
み
な
平
等
な
わ
け
で
す
。
そ
ん

な
に
、
規
模
の
大
小
は
な
い
。
城
之
崎

の
家
並
み
と
い
う
の
は
、
京
都
の
町
屋

が
並
ん
で
い
る
よ
う
に
間
口
が
3
間
〜

5
間
の
も
の
が
並
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
修
善
寺
は
全
然
違
う
。
非
常
に
大

き
な
温
泉
旅
館
が
林
立
し
て
い
る
。
屋

敷
を
構
え
て
、
建
物
を
い
く
つ
も
造
っ

て
い
る
。
外
湯
が
、
旅
館
の
中
の
内
風

呂
と
し
て
建
物
を
構
え
て
い
る
。
旅
館

の
中
が
一
つ
の
温
泉
町
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
大
き
な
所

は
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す

し
、
小
さ
な
所
は
廃
れ
て
い
く
。
寡
占

状
態
で
す
。
こ
う
い
う
温
泉
町
に
は
、

激
し
い
温
泉
旅
館
の
淘
汰
の
歴
史
が
あ

り
ま
す
。
内
風
呂
を
構
え
て
大
規
模
化

す
る
温
泉
町
と
、
外
湯
を
核
に
し
て
み

ん
な
が
同
じ
よ
う
に
並
ぶ
温
泉
町
の
二

つ
に
分
か
れ
る
わ
け
で
す
。

別
府
も
今
調
査
し
て
い
ま
す
が
、
あ

そ
こ
は
竹
瓦
と
か
、
い
く
つ
か
の
温
泉

町
が
合
わ
さ
り
別
府
と
い
う
町
を
造
っ

て
い
る
。
竹
瓦
温
泉
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク

な
書
院
造
り
の
建
物
を
造
っ
て
、
朝
5

時
頃
か
ら
せ
っ
せ
と
み
ん
な
入
浴
す
る
。

1
つ
の
巨
大
な
外
湯
を
中
心
に
し
た
町

で
は
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
昨
今
は
、

内
風
呂
に
お
湯
を
引
く
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
旅
館
が
ど
ん
ど
ん
肥
大

化
し
て
い
ま
す
。

―
温
泉
の
権
利
は
基
本
的
に
入
会

権
で
す
ね
。
そ
れ
を
囲
い
込
ん
で
い
く

所
と
、
共
同
で
発
展
す
る
所
が
あ
る
わ

け
で
す
か
。

そ
う
で
す
ね
。
箱
根
な
ど
は
、
囲
い

込
み
型
で
し
ょ
う
。
今
、
こ
う
し
て
い

く
つ
か
の
温
泉
地
を
調
べ
、
類
型
化
で

き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
外
湯
は
銭

湯
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

外
湯
が
最
初
か
ら
な
い
温
泉
場
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。
湯
治
場
で
温
泉
を
持
っ

て
い
た
宿
が
そ
の
ま
ま
旅
館
化
し
て
い

く
、
群
馬
県
の
四
万
温
泉
の
よ
う
な
ケ

ー
ス
で
す
ね
。
外
湯
の
あ
り
よ
う
が
町

の
構
成
を
変
え
て
い
く
わ
け
で
す
。

ま
た
、
こ
の
違
い
は
、
温
泉
場
で
の

過
ご
し
方
を
質
的
に
違
っ
た
も
の
に
し

ま
す
。
修
善
寺
な
ど
の
場
合
は
、
大
き

な
旅
館
の
中
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
温
泉
町

と
し
て
機
能
し
て
、
旅
館
内
で
す
べ
て

が
完
結
し
て
し
ま
う
。
ど
っ
ち
が
良
い

は
一
概
に
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
け
れ

ど
、
た
い
へ
ん
現
代
的
な
温
泉
の
あ
り

よ
う
と
は
思
い
ま
す
。

洗うを洗う　風呂はハレ空間だった


