
（上）大谿川と柳の並木、古い木造建築の宿が
印象的な城崎温泉。「共存共栄」の精神から
外湯の利用を促している　撮影：藤牧徹也
（下）須雲川沿いに宿が建ち並ぶ箱根の湯本
温泉。江戸時代後期、幕府に「一夜（いちや）湯
治」が認められ発展した　撮影：大平正美

表紙：酸ヶ湯温泉の名物、
総ヒバ造りの「ヒバ千人風
呂」。広さ160畳の混浴大
浴場。昔から人びとが湯
治場として利用してきた　
撮影：藤牧徹也
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水の文化 72号　ひとしずく 2

「
北
海
道
の
屋
根
」
と
も
い
わ
れ
る

大
雪
山
系
。
20
以
上
の
山
々
か
ら
な

り
手
つ
か
ず
の
壮
大
な
大
自
然
が
広

が
り
ま
す
。
主
峰
・
旭あ
さ
ひ
だ
け岳

の
麓ふ

も
と

に

兄
が
経
営
す
る
温
泉
旅
館
「
湯
元 

湧ゆ
こ
ま
ん
そ
う

駒
荘
」
が
あ
り
ま
す
。
私
が
小
学

校
５
年
生
の
こ
ろ
に
両
親
が
経
営
を

始
め
現
在
に
至
り
ま
す
。

　
私
が
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
を
始
め
た
の

も
そ
の
こ
ろ
な
の
で
旭
岳
温
泉
と
私

の
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
人
生
は
深
く
つ
な

が
り
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

旅
館
か
ら
勇ゆ
こ
ま
ん
べ
つ
じ
ん
じ
ゃ

駒
別
神
社
ま
で
の
坂
道

は
、
初
心
者
だ
っ
た
私
に
と
っ
て
ハ

イ
ク
を
し
な
が
ら
練
習
を
す
る
最
高

な
場
所
で
あ
り
、
今
と
な
っ
て
は
思

い
出
の
場
所
の
一
つ
で
す
。
初
詣
に

行
く
た
び
に
、
懐
か
し
く
初
心
を
思

い
出
さ
せ
て
も
く
れ
ま
す
。

　
旅
館
に
は
敷
地
内
に
そ
れ
ぞ
れ
泉

質
の
異
な
る
５
つ
の
源
泉
と
湧
水
が

あ
り
、
絶
え
間
な
く
湧
出
し
て
い
ま

す
。
豊
富
な
源
泉
は
加
温
や
加
水
を

必
要
と
し
な
い
ち
ょ
う
ど
い
い
湯
加

減
な
の
で
、
贅
沢
に
そ
の
ま
ま
17
の

浴
槽
に
か
け
流
し
ま
す
。
浴
槽
内
の

温
度
は
33
度
～
42
度
と
比
較
的
ぬ
る

め
の
湯
温
が
多
く
、
ゆ
っ
く
り
と
じ

っ
く
り
と
温
泉
を
楽
し
む
こ
と
で
き
、

湯
あ
た
り
も
し
な
い
や
さ
し
い
温
泉

で
す
。

　
そ
れ
を
証
明
す
る
よ
う
に
お
客
さ

ま
の
忘
れ
物
を
保
管
す
る
場
所
に
、

よ
く
登
山
用
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
ポ
ー

ル
（
ス
ト
ッ
ク
）
が
あ
り
ま
す
。
登
山

で
疲
れ
き
っ
た
体
が
温
泉
で
癒
さ
れ

て
、
ス
ト
ッ
ク
を
忘
れ
て
し
ま
う
ほ

ど
い
い
湯
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
湧
水

と
料
理
の
相
性
は
よ
く
、
出だ

汁し

が
お

い
し
く
て
私
は
い
つ
も
食
べ
す
ぎ
て

し
ま
い
ま
す
。

　
旭
岳
温
泉
の
繁
忙
期
は
夏
か
ら
秋

に
か
け
て
と
な
り
ま
す
。
登
山
や
北

海
道
観
光
、
そ
し
て
紅
葉
と
毎
日
満

心
と
体
を
癒
や
す
場
所

ひ
と
し
ず
く

竹
内
智
香

ス
ノ
ー
ボ
ー
ド

ア
ル
ペ
ン
選
手



心と体を癒やす場所3

室
に
近
い
稼
働
と
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
夏
は
基
本
的
に
シ
ー
ズ
ン
オ
フ

と
な
る
こ
と
が
多
い
私
も
、
家
族
や

ス
タ
ッ
フ
の
方
と
一
緒
に
働
く
こ
と

が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
布
団
敷
き
や

薪
割
り
、
洗
い
場
と
い
っ
た
裏
方
仕

事
は
も
ち
ろ
ん
、
お
料
理
の
配
膳
や

フ
ロ
ン
ト
な
ど
お
客
さ
ま
と
接
す
る

仕
事
も
経
験
し
ま
し
た
。

　
ア
ス
リ
ー
ト
と
し
て
過
ご
す
日
常

で
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
経
験
を

旅
館
で
は
た
く
さ
ん
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
し
、
旭
岳
温
泉
で
出
会
っ

た
た
く
さ
ん
の
方
か
ら
い
た
だ
い
た

温
か
い
応
援
の
声
が
何
よ
り
の
力
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
旭
岳
で
は
四
季
を
通
じ
て
登
山
、

ス
キ
ー
、
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
、
ク
ロ
ス

カ
ン
ト
リ
ー
、
ハ
イ
ク
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
こ
と
が
で

き
、
自
然
か
ら
多
く
の
学
び
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
豊

富
な
温
泉
は
、
私
の
心
と
体
を
癒
や

し
て
く
れ
る
か
け
が
え
の
な
い
場
所

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド

を
始
め
た
こ
ろ
か
ら
過
ご
し
て
い
る

旭
岳
温
泉
は
私
の
原
点
で
あ
り
、
遠

征
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
疲
労
を
回
復

さ
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。

竹内 智香（たけうち ともか）
1983 年（昭和 58）北海道旭川市生まれ。中学生の時にスノーボード競技に取り組む。2002 年ソルトレークシティ五輪 22 位、2006 年トリノ五輪 9 位。
2007 年に練習拠点をスイスに移し、5 年間スイスチームとトレーニングを積む。2012 年 12 月の誕生日にワールドカップ初優勝。2014 年 2 月、ソチ五輪
スノーボード女子パラレル大回転で銀メダルを獲得。2015 年世界選手権で 3 位。著書に『私、勝ちにいきます　自分で動くから、人も動く』がある。

大雪山連峰の主峰かつ北海道の最高峰「 旭岳 」（ 標高 2291m ）に抱かれるようにある旭岳温泉エリア 撮影：大塚友記憲
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源泉総数　全国27,970本
温泉地数　全国2,934カ所

都道府県別の温泉地数と源泉総数（2020年度）
出典：環境省「令和2年度温泉利用状況」（令和3年3月末時点）

（注）温泉地数は宿泊施設のある場所を計上

（注）源泉総数は利用源泉数と未利用源泉数の合計

特
集 

温
泉
の
湯
悦

4人びとを惹きつけてやまない温泉。その魅力とは何か（黒川温泉「山の宿 新明館」）

か
す
か
な
硫
黄
の
匂
い
を
感
じ
な
が
ら
湯
船
に
浸

か
る
と
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
幸
福
感
に
包
ま
れ
る
。

温
泉
は
な
ぜ
心
地
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
国
に
は
古
来
「
湯
治
」
と
い
う
文
化
が
あ
る
。

貴
族
も
武
将
も
庶
民
も
温
泉
に
浸
か
り
、
傷
を
癒

や
し
、
身
も
心
も
ほ
ぐ
し
た
。
時
代
が
下
る
と
、
湯

治
か
ら
保
養
、
そ
し
て
観
光
へ
と
温
泉
は
徐
々
に
レ

ジ
ャ
ー
的
要
素
を
強
め
て
い
く
。

し
か
し
、
今
で
も
湯
治
や
外
湯
（
共
同
湯
）
を
楽
し
む

文
化
は
あ
り
、
混
浴
も
な
く
な
ら
な
い
。
生
活
様
式

が
大
き
く
変
わ
っ
た
現
代
で
、
温
泉
に
浸
か
る
と
い

う
行
為
は
昔
の
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
楽
し
め
る

稀
有
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

温
泉
の
起
源
、
湯
治
か
ら
観
光
地
へ
の
移
り
変
わ
り
、

現
代
の
温
泉
地
の
試
み
な
ど
を
見
つ
め
、
地
中
か
ら

湧
き
出
る
温
か
い
水
＝
温
泉
が
日
本
人
を
癒
し
、
惹

き
つ
け
る
根
源
的
な
力
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
。
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5

北海道
001	愛山渓	あいざんけい	 上川町
002	阿寒湖	あかんこ	 釧路市
003	ウトロ	 斜里町
004	川湯	 弟子屈町
005	北湯沢	 伊達市
006	定山渓	じょうざんけい	 札幌市
007	白金	 美瑛町
008	層雲峡	 上川町
009	大雪高原	 上川町
010	洞爺湖	とうやこ	 洞爺湖町
011	十勝川	 音更町
012	ニセコ温泉郷	 ニセコ町
013	登別	のぼりべつ	 登別市
014	平磯	ひらいそ	 小樽市
015	湯の川	 函館市
青森
016	浅虫	あさむし	 青森市
017	黄金崎不老ふ死	深浦町
018	酸ヶ湯	すかゆ	 青森市
019	蔦	つた	 十和田市
岩手
020	一関温泉郷	 一関市
021	鶯宿	おうしゅく	 雫石町
022	つなぎ	 盛岡市
023	花巻温泉郷	 花巻市
宮城
024	秋保	あきう	 仙台市
025	作並	さくなみ	 仙台市
026	遠刈田	とおがった	 蔵王町
027	鳴子	なるこ	 大崎市
秋田
028	玉川	 仙北市
029	乳頭温泉郷	 仙北市
山形
030	あつみ	 鶴岡市
031	かみのやま	 上山市
032	銀山	 尾花沢市
033	蔵王	 山形市
034	天童	てんどう	 天童市
035	湯野浜	 鶴岡市
福島
036	芦ノ牧	 会津若松市
037	穴原	あなばら	 福島市
038	飯坂	いいざか	 福島市
039	いわき湯本	 いわき市
040	高湯	たかゆ	 福島市
041	岳	だけ	 二本松市
042	土湯	つちゆ	 福島市
043	野地	のぢ	 福島市
044	磐梯熱海	 郡山市
045	東山	 会津若松市
046	母畑	ぼばた	 石川町
栃木
047	板室	いたむろ	 那須塩原市
048	奥鬼怒	おくきぬ	 日光市
049	鬼怒川・川治	 日光市
050	塩原	 那須塩原市
051	那須	 那須町
052	日光湯元	 日光市
053	湯西川	ゆにしがわ	 日光市

群馬
054	伊香保	いかほ	 渋川市
055	草津	 草津町
056	四万	しま	 中之条町
057	万座	まんざ	 嬬恋村
058	みなかみ18湯	 みなかみ町
神奈川
059	箱根十七湯	 箱根町
060	湯河原	 湯河原町
新潟
061	越後湯沢	 湯沢町
062	瀬波	 村上市
063	月岡	 新発田市
064	松之山	 十日町市
富山
065	宇奈月	うなづき	 黒部市
石川
066	片山津	かたやまづ	 加賀市
067	山代	 加賀市
068	山中	 加賀市
069	和倉	 七尾市
070	輪島温泉郷	 輪島市
福井
071	あわら	 あわら市
山梨
072	石和	いさわ	 笛吹市
073	河口湖	 富士河口湖町
074	下部	しもべ	 身延町
075	西山	 早川町
076	湯村	 甲府市
長野
077	上諏訪	 諏訪市
078	白骨	しらほね	 松本市
079	戸倉上山田	 千曲市
080	扉	とびら	 松本市
081	野沢	 野沢温泉村
082	昼神	ひるがみ	 阿智村
083	別所	 上田市
084	湯田中渋温泉郷	山ノ内町
岐阜
085	奥飛騨温泉郷	 高山市
086	下呂	げろ	 下呂市
087	長良川	 岐阜市
088	飛騨高山	 高山市
静岡
089	熱川	あたがわ	 東伊豆町
090	熱海	 熱海市
091	伊東	 伊東市
092	稲取	 東伊豆町
093	観音	 下田市

094	下賀茂	しもがも	 南伊豆町
095	下田	 下田市
096	修善寺	 伊豆市
097	堂ヶ島	 西伊豆町
098	長岡	 伊豆の国市
099	浜名湖かんざんじ	浜松市
100	北川	ほっかわ	 東伊豆町
三重
101	榊原	さかきばら	 津市
102	志摩温泉郷	 志摩市
103	鳥羽温泉郷	 鳥羽市
104	長島	 桑名市
105	湯の山	 菰野町
滋賀
106	おごと	 大津市
兵庫
107	有馬	 神戸市
108	城崎	きのさき	 豊岡市
109	洲本	すもと	 洲本市
110	湯村	 新温泉町
奈良
111	十津川	とつかわ	 十津川村
和歌山
112	熊野本宮温泉郷	田辺市
113	白浜	 白浜町
114	南紀勝浦	 那智勝浦町
115	龍神	りゅうじん	 田辺市
鳥取
116	皆生	かいけ	 米子市
117	三朝	みささ	 三朝町
島根
118	玉造	たまつくり	 松江市
119	松江しんじ湖	 松江市
120	温泉津	ゆのつ	 大田市
岡山
121	湯郷	ゆのごう	 美作市
山口
122	長門湯本	 長門市
123	湯田	 山口市

徳島
124	祖谷	いや	 三好市
香川
125	こんぴら	 琴平町
愛媛
126	道後	どうご	 松山市
福岡
127	原鶴	はらづる	 朝倉市
128	脇田	 宮若市
佐賀
129	嬉野	うれしの	 嬉野市
130	武雄	たけお	 武雄市
長崎
131	雲仙	 雲仙市
132	小浜	おばま	 雲仙市
熊本
133	阿蘇温泉郷	 阿蘇市
134	黒川	 南小国町
135	杖立	つえたて	 小国町
136	人吉	 人吉市
137	山鹿・平山	 山鹿市
大分
138	長湯	 竹田市
139	別府八湯	 別府市
140	由布院	 由布市
鹿児島
141	指宿	いぶすき	 指宿市
142	霧島	 霧島市
143	妙見	みょうけん	 霧島市

全国の主な温泉地
観光経済新聞社主催「にっぽんの温泉100選」（1987年度より1年
に1回実施）のうち、2012〜2021年度に選ばれた温泉地を掲載した
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共
同
湯
を
核
と
し
た

温
泉
地
域
共
同
体

日
本
列
島
に
住
む
私
た
ち
に
と
っ
て

温
泉
は
と
て
も
身
近
な
も
の
で
す
。
痕

跡
こ
そ
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
縄

文
人
も
入
浴
や
煮
炊
き
な
ど
に
使
っ
て

い
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

文
献
に
初
め
て
登
場
す
る
温
泉
地
は

「
伊い
よ
の
ゆ

余
湯
」、
伊
予
国
の
道ど

う

後ご

温
泉
（
愛

媛
）
で
す
。
７
１
２
年
（
和
銅
5
）
成
立
と

伝
わ
る
『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、「
温
泉
」
と
い
う
言
葉
が
初

め
て
使
わ
れ
た
の
は
７
３
３
年
（
天
平
5
）

に
完
成
し
た
『
出
雲
国
風
土
記
』。
玉た

ま

造つ
く
り温

泉
（
島
根
）
な
ど
５
カ
所
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
の
『
万
葉
集
』

に
も
い
く
つ
か
温
泉
の
言
及
が
あ
り
、

平
安
時
代
に
は
物
語
や
日
記
な
ど
で
温

泉
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
出
て
き
ま
す
。

そ
し
て
、
仏
教
の
伝
来
は
温
泉
地
の

形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

奈
良
時
代
の
行
基
、
そ
し
て
平
安
時
代

初
期
の
空
海
、
こ
の
二
人
が
温
泉
を
開

い
た
と
い
う
伝
説
が
各
地
に
残
っ
て
い

ま
す
。
二
人
と
も
社
会
事
業
に
携
わ
っ

て
い
た
こ
と
、
空
海
は
山
岳
修
験
者
と

し
て
各
地
を
巡
っ
て
い
た
こ
と
、
鉱
物

資
源
や
水
、
温
泉
な
ど
の
あ
り
か
に
詳

し
い
と
い
っ
た
点
で
共
通
し
て
い
ま
す

が
、
す
べ
て
が
そ
う
だ
っ
た
と
は
考
え

に
く
い
。
後
を
継
い
だ
修
行
僧
や
聖ひ
じ
りら

に
よ
っ
て
開
か
れ
た
泉

や
温
泉
に
つ
い
て
も
高

名
な
二
人
の
名
が
つ
け

ら
れ
た
。
そ
れ
が
実
際

の
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

室
町
時
代
に
な
る
と
、

「
惣そ
う

湯ゆ

」
と
呼
ば
れ
る
共

同
湯
を
核
と
し
た
温
泉

場
が
形
成
さ
れ
ま
す
。
代
表
例
が
石
川

県
の
山
中
温
泉
。『
山
中
温
泉
縁
起
絵
巻
』

に
は
、
屋
根
を
掛
け
た
泉
源
に
老
若
男

女
が
湯
ふ
ん
ど
し
や
湯ゆ

も

じ
文
字
（
注
1
）
な

ど
の
湯
具
を
着
け
て
混
浴
し
て
い
る
様

子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
中
世
に
は
、

温
泉
や
水
、
山
林
を
天
与
の
恵
み
と
考

え
、
皆
で
管
理
し
て
使
う
惣
村
的
な
温

泉
地
域
共
同
体
が
発
展
し
ま
す
。

平
和
中
立
地
帯
だ
っ
た

日
本
と
欧
州
の
温
泉
場

戦
国
時
代
に
は
「
隠
し
湯
」
が
現
れ

ま
す
。
有
名
な
の
は
武
田
信
玄
で
、
山

梨
県
の
下し
も
べ部
温
泉
や
増ま

す
と
み富
ラ
ジ
ウ
ム
温

泉
な
ど
「
信
玄
の
隠
し
湯
」
と
呼
ば
れ

る
温
泉
場
が
残
っ
て
い
ま
す
。
戦
国
武

将
は
農
閑
期
に
領
内
の
農
民
を
兵
士
と

し
て
雇
っ
て
戦
を
し
て
い
ま
し
た
。
現

代
よ
り
人
口
が
少
な
い
当
時
、
兵
士
が

傷
を
負
う
と
戦
力
が
低
下
し
ま
す
し
、

そ
う
し
た
傷
病
者
を
放
置
す
れ
ば
「
あ

ん
な
目
に
遭
わ
さ
れ
た
ら
た
ま
ら
な

い
」
と
農
民
た
ち
が
領
内
か
ら
逃ち
ょ
う
さ
ん散す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
療
養
の

場
と
し
て
領
内
に
温
泉
を
整
備
し
ま
し

た
。
隠
し
湯
は
傷
病
兵
士
た
ち
の
温
泉

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
だ
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
有
名
な
温
泉
場
は
湯
治

（
注
2
）
で
人
が
集
ま
る
の
で
、
隠
し
湯
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
信
玄
は
草
津

温
泉
（
群
馬
）
を
１
カ
月
間
「
貸
し
切
り

湯
」
に
す
る
よ
う
命
じ
ま
す
。
温
泉
場

と
戦
に
は
そ
ん
な
関
係
も
あ
り
ま
し
た
。

興
味
深
い
の
は
、
昔
か
ら
温
泉
は
誰

も
が
安
ら
げ
る
場
所
と
し
て
「
平
和
」

が
保
障
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
山
中

温
泉
は
柴
田
勝
家
が
制
圧
し
た
加
賀
一

向
一
揆
の
一
拠
点
だ
っ
た
の
で
す
が
、

取
り
潰
し
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
勝
家
は
自
ら
の
軍
勢
に
温
泉

場
に
お
け
る
乱
暴
狼
藉
を
厳
し
く
禁
じ

ま
す
。
戦
乱
の
時
代
で
も
、
温
泉
は
敵

味
方
な
く
傷
を
癒
や
し
、
安
ら
げ
る
場

所
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い

た
証
で
す
。

そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
同
じ
で
、
18

世
紀
中
期
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
プ
ロ
イ

セ
ン
と
の
間
で
行
な
わ
れ
た
「
七
年
戦

温泉地は今も昔も
「平和のアジール  」
日本は世界でも有数の温泉国だ。宿泊施設を備えた温泉
地数は全国で約3000、著名な温泉地だけで660あるという。
温泉は昔から保養や療養などに利用され、戦乱期には戦い
で負った傷の治療にも使われた。農民たちの田植えが一段

落したときの「泥落とし」や収穫した後など農閑期の湯治は
「日常生活からの解放」でもあった。『温泉の日本史』を上
梓し、日本温泉地域学会会長も務める温泉評論家の石川
理夫さんに、日本における温泉の歴史についてお聞きした。

Michio Ishikawa
外資系出版社などを経て温泉評論
家に転身。2004年から環境省中央
環境審議会温泉小委員会専門委員
を務める。『温泉で、なぜ人は気持ちよ
くなるのか』『温泉法則』『温泉巡礼』

『温泉の平和と戦争』『本物の名湯
ベスト100』『温泉の日本史』など著
書多数。近刊に『一生に一度は行き
たい温泉100選』。

インタビュー

石川理夫さん

温泉評論家
日本温泉地域学会 会長

（注1）湯文字

腰巻あるいは身に巻きつける布のこと。女性が入浴
のときに身につけた単（ひとえ）、湯具を指す。

（注2）湯治

病気や傷の治癒を目的として温泉や薬湯に浸かる、あるいは石風呂
（蒸し風呂）で汗を流すこと。のちには温泉宿に滞在して自炊しなが
ら保養することをいう。「湯」は薬湯、「治」は治療を意味する。

（聖域） 日本の温泉略史

【概説】

水の文化 72号　特集　温泉の湯悦
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争
」
で
は
、
傷
病
将
兵
の
リ
ハ
ビ
リ
の

た
め
、
カ
ル
ロ
ヴ
ィ
・
ヴ
ァ
リ
な
ど
４

つ
の
温
泉
地
を
国
際
協
定
で
平
和
中
立

地
帯
と
し
ま
し
た
。

敵
味
方
な
く
互
い
に
安
ら
げ
る
場
と

し
て
の
温
泉

―
こ
れ
は
温
泉
を
考
え

る
う
え
で
、
湯
に
浸
か
る
喜
び
と
並
ん

で
と
て
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る

温
泉
地
の
魅
力

戦
乱
が
治
ま
り
江
戸
時
代
に
な
る
と
、

温
泉
好
き
な
大
名
は
自
分
専
用
の
湯
殿

を
つ
く
っ
た
り
「
御
茶
屋
」
を
設
け
た

り
し
ま
す
。
た
だ
し
自
分
で
独
占
す
る

こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
の
湯
は

藩
主
専
用
、
二
の
湯
は
重
要
な
家
臣
た

ち
、
三
の
湯
は
庶
民
が
入
っ
て
よ
い
と

し
ま
す
。
こ
れ
は
身
分
秩
序
に
厳
し
い

西
日
本
の
大
名
に
多
く
て
、
東
日
本
の

大
名
は
そ
う
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

幕
府
が
倒
れ
明
治
時
代
を
迎
え
る
と
、

鉄
道
を
は
じ
め
と
す
る
交
通
機
関
が
急

速
に
発
達
し
ま
す
。
す
る
と
、
か
つ
て

は
湯
治
や
保
養
の
場
だ
っ
た
温
泉
地
が

「
観
光
温
泉
地
」
に
変
わ
り
、
温
泉
地

を
訪
ね
る
人
が
増
え
る
の
で
旅
館
も
大

型
化
し
、
客
が
宿
で
入
れ
る
内
湯
を
求

め
る
よ
う
に
な
る
。
掘
削
や
引
き
湯
の

技
術
が
発
達
し
た
た
め
、
各
宿
が
泉
源

を
探
し
て
掘
削
を
行
な
う
と
、
そ
も
そ

も
温
泉
は
天
水
が
も
と
の
有
限
資
源
で

す
か
ら
湧
出
量
が
減
っ
た
り
、
ひ
ど
い

と
枯
渇
す
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
ま
す
。

さ
ら
に
時
代
が
下
り
新
幹
線
や
道
路

網
が
整
備
さ
れ
る
と
、
特
急
列
車
の
停

車
駅
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
の
に
新
幹

線
が
通
じ
て
素
通
り
さ
れ
、
経
営
に
苦

し
む
温
泉
地
も
現
れ
ま
す
。

で
は
ど
う
す
る
か
？ 

好
例
は
峠
の

下
を
通
る
ト
ン
ネ
ル
が
開
通
し
た
土つ
ち

湯ゆ

峠と
う
げ温
泉
郷
（
福
島
）。
自
然
は
豊
か
で
泉

質
も
い
い
し
、
源
泉
か
け
流
し
で
す
。

「
う
ち
は
秘
湯
で
す
」
と
不
便
さ
を
逆

に
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
に
切
り
替
え
ま

し
た
。
有
名
な
黒
川
温
泉
（
熊
本
）
に
し

ろ
由
布
院
温
泉
（
大
分
）
に
し
ろ
、
自
分

た
ち
の
特
色
、
魅
力
を
つ
く
っ
た
か
ら

人
が
来
る
。

温
泉
地
の
魅
力
と
は
、
未
来
永
劫
変

わ
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

混
浴
の
誤
解
を
正
し

皆
で
楽
し
め
る
場
へ

今
、
日
本
の
温
泉
文
化
を
ユ
ネ
ス
コ

の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
し
よ
う
と
い

う
動
き
が
あ
り
ま
す
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

式
サ
ウ
ナ
は
２
０
２
０
年
に
登
録
さ
れ

ま
し
た
が
、
国
民
が
サ
ウ
ナ
を
愛
し
て

大
事
に
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日

本
人
は
み
ん
な
温
泉
が
大
好
き
な
は
ず

な
の
に
、
な
ん
と
な
く
温
泉
を
「
娯

楽
」
や
「
遊
び
」
と
捉
え
て
い
る
感
じ

が
し
ま
す
。
例
え
ば
私
が
「
国
民
保
養

温
泉
地
」
の
調
査
で
現
地
を
訪
ね
た
と

き
、
同
行
者
は
「
昼
間
か
ら
温
泉
に
浸

か
る
の
は
…
…
」
と
人
の
目
を
気
に
し

て
入
浴
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
残
念
な

こ
と
で
す
。

古
来
、
温
泉
は
疲
れ
た
体
を
回
復
さ

せ
る
場
で
あ
り
、
敵
味
方
な
く
傷
を
癒

や
し
た
平
和
な
聖
域
で
あ
り
、
戦
時
中

に
子
ど
も
た
ち
が
疎
開
し
た
場
所
で
も

あ
る
。
そ
れ
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

混
浴
に
関
す
る
誤
解
も
温
泉
が
軽
ん

じ
ら
れ
る
理
由
の
一
つ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。『
山
中
温
泉
縁
起
絵

巻
』
で
は
、
男
性
は
湯

ふ
ん
ど
し
、
女
性
は
湯

文
字
な
ど
を
着
用
し
和

気
あ
い
あ
い
と
混
浴
し

て
い
ま
す
。「
混
浴
は
裸

で
入
る
の
が
伝
統
だ
」

な
ど
と
主
張
す
る
人
も

い
ま
す
が
、
裸
で
入
る

方
が
実
は
歴
史
は
浅
い
。

湯
あ
み
着
を
着
用
す
れ

ば
、
た
と
え
体
に
傷
が

あ
る
人
も
入
湯
し
や
す

い
で
す
し
、
ジ
ェ
ン
ダ

ー
レ
ス
の
時
代
に
も
そ

ぐ
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
コ
ロ
ナ

禍
で
不
便
な
生
活
を
強

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
テ

レ
ワ
ー
ク
で
自
宅
に
こ
も
る
と
ス
ト
レ

ス
が
た
ま
り
が
ち
で
す
が
、
温
泉
は
硫

化
水
素
な
ど
有
毒
ガ
ス
の
問
題
が
あ
る

た
め
、
換
気
に
は
十
分
注
意
し
て
い
ま

す
の
で
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
と
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
の
場
と
し
て
温
泉
を
積
極
的
に
楽
し

ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
２
２
年
８
月
８
日
／

リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

石川さんお気に入りの霊場温泉
「姥子（うばこ）温泉」（箱根）。湯
治場と山岳信仰の起源を今に
伝える 提供：姥子温泉秀明館

山中温泉開湯の伝承をまとめた絵巻物『山中温泉縁起絵巻』。泉源浴場の
周囲に物売りや琵琶法師も集まり、店や宿ができる 山中温泉医王寺蔵

My favorite         hot spring    

【概説】

温泉地は今も昔も「平和のアジール（聖域）」
――日本の温泉略史



療養泉の一般的適応症（浴用）

掲示用泉質 浴用 飲用

※上記の泉質で2つ以上に該当する場合、該当するすべての適応症

単純温泉 自律神経不安定症、
不眠症、うつ状態

きりきず、冷え性、
末梢循環障害、
うつ状態、皮膚乾燥症

きりきず、冷え性、
末梢循環障害、
自律神経不安定症

アトピー性皮膚炎、
尋常性乾癬、
耐糖能異常（糖尿病）、
表皮化膿症

アトピー性皮膚炎、
尋常性乾癬、
慢性湿疹、
表皮化膿症
（硫化水素型については、
末梢循環障害を加える）

高尿酸血症（痛風）、
関節リウマチ、
強直性脊椎炎など

耐糖能異常（糖尿病）、
高コレステロール血症

胃腸機能低下

鉄欠乏性貧血―

高コレステロール血症

―

―

―

―

きりきず、冷え性、
末梢循環障害、
皮膚乾燥症

きりきず、
末梢循環障害、
冷え性、うつ状態、
皮膚乾燥症

胆道系機能障害、
高コレステロール血症、
便秘

胃十二指腸潰瘍、
逆流性食道炎、
耐糖能異常（糖尿病）、
高尿酸血症（痛風）

萎縮性胃炎、
便秘

炭酸水素塩泉

硫酸塩泉

二酸化炭素泉

含鉄泉

酸性泉

含よう素泉

硫黄泉

放射能泉

塩化物泉

・筋肉もしくは関節の慢性的な痛み、またはこわばり
（関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、
打撲、捻挫などの慢性期）
・運動麻痺における筋肉のこわばり
・冷え性、末梢循環障害
・胃腸機能の低下（胃がもたれる、腸にガスがたまるなど）
・軽症高血圧
・耐糖能異常（糖尿病）
・軽い高コレステロール血症
・軽い喘息、または肺気腫
・痔の痛み
・自律神経不安定症、ストレスによる諸症状
  （睡眠障害、うつ状態など）
・病後回復期
・疲労回復、健康増進

療養泉の泉質別適応症

出典：環境省「温泉法第18条第１項の規定に基づ
く禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の
基準」及び「鉱泉分析法指針（平成26年改訂）」

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

A
泉
質
の
前
に
「
療
養
泉
」
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
ね
。

　

療
養
泉
と
は
「
特
に
療
養
に
役
立

つ
泉
質
を
も
つ
温
泉
」
を
指
し
ま
す
。

そ
し
て
、
療
養
泉
に
は
泉
質
を
問
わ

な
い
「
一
般
的
適
応
症
」
と
、
泉
質

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
泉
質
別
適

応
症
」
が
あ
り
ま
す
。
適
応
症
と
は
、

温
泉
療
養
を
行
な
う
こ
と
で
効
果
を

現
す
症
状
の
こ
と
で
す
。

　

一
般
的
適
応
症
に
は
、「
筋
肉
、
関

節
の
慢
性
的
な
痛
み
、
こ
わ
ば
り
」

「
冷
え
性
、
末
梢
循
環
障
害
」「
軽
い

喘
息
、
肺
気
腫
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
泉
質
別
適
応
症
は
、「
単
純

温
泉
」
な
ら
ば
「
自
律
神
経
不
安
症
、

不
眠
症
、う
つ
状
態
」
が
、「
塩
化
物

泉
」
な
ら
「
き
り
き
ず
、
冷
え
性
、

末
梢
循
環
障
害
、
う
つ
状
態
、
皮
膚

乾
燥
症
」
が
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
ら
れ
ま

す
。（
い
ず
れ
も
浴
用
）

　

泉
質
は
、
温
泉
に
含
ま
れ
る
成
分

と
量
に
よ
っ
て
10
種
類
に
分
か
れ
て

い
ま
す
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
泉
質
に
よ

っ
て
特
徴
も
違
う
の
で
知
っ
て
お
く

と
よ
い
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
「
炭
酸

水
素
塩
泉
」
は
皮
膚
の
角
質
を
軟
化

す
る
作
用
が
あ
る
た
め
、「
美
人
の

湯
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

ま
た
、
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
改
善

に
は
「
酸
性
泉
」
と
「
硫
黄
泉
」
が

よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
泉
質
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

「
成
分
濃
度
」
も
か
な
り
重
要
で
す
。

一
般
的
に
濃
度
が
高
い
方
が
療
養
効

果
は
得
や
す
い
と
考
え
て
よ
い
で
し

ょ
う
。
た
だ
し
、
な
か
に
は
成
分
が

濃
す
ぎ
る
源
泉
も
あ
る
た
め
、
そ
う

い
う
温
泉
で
は
沢
水
を
入
れ
て
湯
あ

た
り
や
肌
荒
れ
を
起
こ
し
に
く
い
よ

う
に
濃
度
を
調
整
し
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
２
０
１
４
年
（
平
成
26
）

に
温
泉
禁
忌
・
注
意
事
項
が
大
き
く

改
訂
さ
れ
ま
し
た
。
１
９
８
２
年

（
昭
和
57
）
策
定
の
も
の
か
ら
病
名
を

わ
か
り
や
す
く
記
し
、
ま
た
最
新
の

医
学
的
知
見
を
踏
ま
え
て
修
正
さ
れ

て
い
ま
す
。

A
温
泉
は
１
９
４
８
年
（
昭
和
23
）

に
制
定
さ
れ
た
「
温
泉
法
」

に
よ
っ
て
、「
地
中
か
ら
湧
出
す
る
温

水
、
鉱
水
お
よ
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
、
温
度
ま
た
は
物
質
を

有
す
る
も
の
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
ず
「
温
度
」
で
す
が
、「
温
泉
源

か
ら
採
取
さ
れ
た
と
き
の
温
度
が
摂

氏
25
度
以
上
」
で
す
。
戦
前
は
「
熱

い
湯
は
温
泉
」
と
の
認
識
で
、
温
度

は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

な
ぜ
25
度
に
し
た
の
か
と
い
う
と
、

日
本
統
治
時
代
の
台
湾
の
年
平
均
気

温
が
24
・
９
度
で
、
当
時
の
国
内
で

は
最
も
気
温
が
高
か
っ
た
か
ら
で
す
。

24
・
９
度
よ
り
高
い
温
度
の
水
な
ら

ば
、
そ
れ
は
気
温
だ
け
で
な
く
地
下

の
熱
源
の
影
響
を
少
し
で
も
受
け
て

い
る
と
い
え
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
温

泉
水
だ
と
い
う
論
理
で
、
25
度
以
上

が
基
準
に
な
り
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
は
「
物
質
（
成
分
）」
で

す
。「
通
常
の
水
よ
り
も
特
定
の
成
分

が
高
い
水
」
が
基
準
で
す
。
た
だ
し
、

成
分
は
ど
ん
な
も
の
で
も
よ
い
わ
け

で
は
な
く
、
医
学
的
に
体
に
よ
い
と

さ
れ
る
成
分
で
18
種
類
あ
り
ま
す
。

ナ
ト
リ
ウ
ム
や
カ
リ
ウ
ム
な
ど
水
に

も
含
ま
れ
る
一
般
的
な
成
分
は
除
外

し
ま
す
。
メ
タ
け
い
酸
も
あ
り
ふ
れ

た
成
分
で
す
が
、
体
に
重
要
な
成
分

と
見
な
さ
れ
18
種
類
に
含
ま
れ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
温
泉
水
１
㎏
の
な
か
に

「
ガ
ス
を
除
く
溶
存
物
質
が
１
０
０

０
㎎
（
１
ｇ
）
以
上
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
」
も
条
件
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。

　

や
や
こ
し
い
の
は
、
温
度
が
25
度

未
満
で
も
成
分
を
含
ん
で
い
れ
ば
温

泉
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
冷
鉱
泉
」
と

呼
ぶ
こ
と
で
す
。
25
度
以
上
な
ら
温

泉
、
25
度
未
満
な
ら
冷
鉱
泉
で
す
。

　

ま
と
め
る
と
、
地
中
か
ら
湧
出
し

た
と
き
の
温
度
が
25
度
以
上
あ
れ
ば

温
泉
で
す
し
、
温
度
が
25
度
未
満
で

も
定
め
ら
れ
た
物
質
の
１
つ
以
上
が

規
定
量
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
も

温
泉
で
す
。
さ
ら
に
、
あ
る
条
件
を

満
た
せ
ば
水
蒸
気
や
ガ
ス
も
温
泉
と

な
り
ま
す
。

温
泉
と
は
何
か
？

温

泉の定義や泉質、効

能

温
泉
の
定
義
と
は
？

泉
質
に
つい
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

私
た
ち
は
つ
い
親
し
げ
に
「
温
泉
」
と
呼
ん
で
し
ま
う
が
、
そ

の
定
義
を
問
わ
れ
る
と
答
え
に
窮
す
る
。
知
っ
て
い
る
よ
う
で

知
ら
な
い
温
泉
の
泉
質
や
効
能
な
ど
を
、『
温
泉
の
科
学
』
の
著

者
で
あ
る
佐
々
木
信
行
さ
ん
に
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
。

8水の文化 72号　特集　温泉の湯悦



温泉の一般的禁忌症（浴用）
・病気の活動期（特に熱のあるとき）
・活動性の結核、進行した悪性腫瘍または高度の貧血など
身体衰弱の著しい場合
・少し動くと息苦しくなるような重い心臓または肺の病気、
むくみのあるような重い腎臓の病気
・消化管出血、目に見える出血があるとき
・慢性の病気の急性増悪期
※禁忌症とは、「１回の温泉入浴または飲用でも身体に悪い影響をきたす可
能性がある病気・病態」のこと。ただし、禁忌症にあたる場合でも、専門的知識
を有する医師の指導のもとに温泉療養を行なうことは妨げない　※平成26
年の改正により、術後や治療後の落ち着いた病態の悪性腫瘍や妊娠中（特
に初期と末期）は削除された。また、飲用の一般的禁忌症は「なし」となった

出典：環境省「温泉法第18条第１項の規定に基づ
く禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の
基準」及び「鉱泉分析法指針（平成26年改訂）」

Ｑ

Ｑ

Ｑ
A
掘
削
し
た
も
の
も
含
め
て
、

地
下
か
ら
自
然
に
湧
い
て

い
て
、
温
度
や
成
分
を
満
た
し
て
い

れ
ば
天
然
温
泉
で
す
。
そ
れ
に
対
し

て
人
工
温
泉
と
は
成
分
を
満
た
し
て

い
な
い
も
の
で
す
。
井
戸
水
を
沸
か

し
た
も
の
は
温
泉
で
は
な
い
で
す
。

銭
湯
も
そ
う
で
す
ね
。

　

加
温
し
て
も
い
い
ん
で
す
。
温
泉

の
条
件
は
25
度
以
上
で
す
か
ら
、
入

浴
に
適
し
た
40
度
前
後
に
す
る
に
は

温
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

も
と
も
と
含
ん
で
い
る
成
分
と
は

別
の
成
分
を
足
し
て
も
よ
い
で
す
。

例
え
ば
「
湯
の
花
」
と
呼
ば
れ
る
温

泉
特
有
の
沈
殿
物
が
あ
り
ま
す
ね
。

湯
の
花
は
温
泉
の
不
溶
性
成
分
が
析

出
・
沈
殿
し
た
も
の
で
す
が
、
沈
殿

物
が
あ
る
と
浴
槽
が
汚
れ
や
す
い
う

え
、
配
管
も
詰
ま
り
や
す
く
な
る
。

で
す
か
ら
沈
殿
を
起
こ
さ
な
い
よ
う

に
薬
剤
を
入
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。

薬
剤
の
使
用
を
嫌
が
る
人
も
い
ま
す

が
、
大
勢
が
使
う
温
泉
だ
っ
た
ら
し

か
た
な
い
ん
で
す
。

　

ま
た
、
水
道
水
と
同
じ
よ
う
に
、

温
泉
に
も
消
毒
の
た
め
に
塩
素
を
加

え
ま
す
。
細
菌
が
人
体
に
入
る
と
よ

く
な
い
の
で
、
塩
素
や
銀
イ
オ
ン
を

入
れ
る
の
で
す
。
保
健
所
が
塩
素
消

毒
す
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
ま
す
か

ら
ね
。

　

こ
れ
も
嫌
が
る
人
は
い
ま
す
が
、

私
は
さ
ほ
ど
気
に
な
り
ま
せ
ん
。
湯

に
浸
か
っ
た
と
き
、「
体
の
芯
ま
で
温

ま
っ
た
な
」
と
、
薬
剤
な
ど
よ
り
も

温
泉
の
成
分
の
効
き
め
の
方
が
実
感

で
き
る
か
ら
で
す
。

A
水
源
と
し
て
は
雨
水
が
多

い
で
す
。
た
だ
し
地
下
の

マ
グ
マ
か
ら
の
水
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

温
泉
に
は
地
表
（
雨
水
）
と
地
下
、

２
つ
の
起
源
が
あ
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
無
秩
序
に
掘
削
す
る

と
生
活
水
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と

に
な
る
。
だ
か
ら
掘
り
過
ぎ
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
温
泉
も
限
ら
れ
た
資
源

で
す
か
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ

て
循
環
ろ
過
方
式
が
考
案
さ
れ
た
の

で
す
。

「
源
泉
か
け
流
し
」
の
温
泉
が
も
て

は
や
さ
れ
る
風
潮
で
す
が
、
私
は
な

ん
で
も
か
ん
で
も
新
し
い
湯
が
い
い

と
は
思
い
ま
せ
ん
。
汲
み
上
げ
す
ぎ

て
地
下
水
が
足
り
な
く
な
っ
た
り
、

地
下
水
圧
が
下
が
っ
て
水
不
足
に
な

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

「
源
泉
か
け
流
し
」
と
言
っ
て
も
、

源
泉
を
そ
の
ま
ま
湯
船
に
入
れ
て
い

る
温
泉
は
稀
で
す
。
入
湯
客
の
た
め

に
ち
ょ
う
ど
い
い
温
度
、
適
し
た
成

分
濃
度
に
す
る
た
め
に
沢
水
を
入
れ

た
り
と
い
ろ
い
ろ
調
整
し
て
い
ま
す

か
ら
ね
。

A
「
火
山
性
温
泉
」
は
火
山
活

動
や
噴
気
現
象
な
ど
の
火

山
作
用
に
伴
っ
て
で
き
た
温
泉
の
総

称
で
す
。
マ
グ
マ
に
よ
っ
て
ガ
ス
や

水
が
温
め
ら
れ
て
出
て
き
た
も
の
で
、

硫
黄
泉
が
多
い
で
す
ね
。
ご
存
じ
の

よ
う
に
火
山
帯
に
は
温
泉
が
多
く
、

日
本
の
温
泉
は
か
つ
て
火
山
性
温
泉

が
主
流
で
し
た
。

「
非
火
山
性
温
泉
」
は
、
平
野
部
や

海
岸
近
く
に
湧
く
も
の
で
、
近
年
の

掘
削
に
よ
っ
て
出
現
し
て
い
る
温
泉

は
大
部
分
が
こ
れ
で
す
。
塩
化
物
泉

が
主
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
比
較

的
最
近
の
海
水
が
起
源
の
場
合
や
、

古
い
地
質
時
代
の
海
水
（
化
石
海
水
）

を
起
源
と
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
熱

水
の
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
高
濃

度
の
温
泉
も
存
在
し
ま
す
。

　

火
山
性
温
泉
に
は
噴
火
の
リ
ス
ク

も
あ
り
ま
す
。
雲
仙
・
普
賢
岳
の
噴

火
活
動
に
よ
る
火
砕
流
で
１
９
９
１

年
（
平
成
３
）
に
大
き
な
被
害
が
出
ま

し
た
。
私
は
そ
の
前
に
現
地
を
訪
ね

て
温
泉
水
を
採
取
し
た
の
で
す
が
、

従
来
に
比
べ
て
成
分
濃
度
が
異
常
に

高
か
っ
た
。「
な
ん
だ
、
こ
れ
は
？
」

と
驚
い
て
い
た
ら
、
半
年
後
に
火
砕

流
が
起
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
２
０
１
１
年（
平
成
23
）に
東

日
本
大
震
災
が
発
生
し
ま
し
た
。
そ

の
１
週
間
後
に
、
香
川
県
の
美み

霞か

洞ど

温
泉
の
湯
が
突
然
白
く
濁
り
ま
し
た
。

震
源
地
か
ら
は
相
当
離
れ
て
い
ま
す

が
、
断
層
を
通
じ
て
影
響
を
受
け
た

よ
う
で
す
。
源
泉
の
温
度
が
下
が
り
、

そ
の
た
め
通
常
の
温
度
な
ら
溶
け
て

透
明
な
ケ
イ
酸
分
が
溶
け
に
く
く
な

り
、
析
出
し
て
白
濁
し
た
の
で
す
。

　

も
し
も
温
泉
水
の
こ
う
し
た
変
化

を
事
前
に
つ
か
む

こ
と
が
で
き
れ
ば
、

火
山
噴
火
や
地
震

の
予
知
に
つ
な
が

る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。

　

そ
も
そ
も
地
球

の
活
動
に
よ
っ
て

温
泉
の
成
分
濃
度

が
変
わ
る
こ
と
は

よ
く
あ
る
こ
と
な

ん
で
す
。
例
え
ば

塩
化
物
泉
は
、
塩

化
物
イ
オ
ン
の
濃

度
が
薄
ま
る
と
単
純
温
泉
に
な
る
。

日
本
の
温
泉
は
単
純
温
泉
と
塩
化
物

泉
が
非
常
に
多
い
の
で
、泉
質
が
入
れ

替
わ
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
の
で
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
温
泉
は
ま
る
で

生
き
も
の
の
よ
う
で
す
。
貴
重
な
天

然
資
源
で
あ
る
温
泉
を
大
事
に
し
て

い
き
た
い
で
す
ね
。

（
２
０
２
２
年
９
月
６
日
／

リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

天
然
温
泉
と
人
工
温
泉
の
違
い
と
は
？

温
泉
は
雨
水
が
浸
透
し
た
も
の
と
考
え
て
い
い
？

火
山
性
温
泉
と
非
火
山
性
温
泉
の
違
い
と
は
？

Nobuyuki Sasaki
1952年香川県生まれ。東京大学
理学部卒業。東京大学大学院理
学系研究科博士課程修了。博士
（理学）。日本大学講師、香川大学
教授などを歴任。著書に『温泉の
科学』『資源論入門』などがある。

インタビュー

佐 木々信行さん

香川大学名誉教授
日本温泉科学会代議員

9 温泉とは何か？―温泉の定義や泉質、効能
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持
っ
て
き
た
杖
を
忘
れ

帰
っ
て
し
ま
っ
た
湯
治
客

酸す

か

ゆ
ヶ
湯
温
泉
旅
館
の
湯
治
棟
に
は
共

同
の
炊
事
場
が
あ
る
。
八
甲
田
山
由
来

の
冷
涼
な
山
水
が
流
れ
出
る
「
冷
や
し

槽
」
に
野
菜
が
浮
か
ん
で
い
た
。
連
泊

で
自
炊
し
て
い
る
湯
治
客
の
食
材
だ
。

い
ま
や
温
泉
は
す
っ
か
り
１
泊
２
日

の
観
光
旅
と
な
っ
た
が
、
青
森
県
の
酸

ヶ
湯
温
泉
は
か
つ
て
の
湯
治
場
の
佇
ま

い
を
残
し
、
少
な
く
な
っ
た
と
は
い
え

今
も
湯
治
客
を
迎
え
て
い
る
。

田
ん
ぼ
に
水
を
張
っ
て
ひ
と
息
つ
く

７
～
８
月
と
、
収
穫
の
終
わ
っ
た
10
～

11
月
に
、
農
作
業
の
疲
れ
を
癒
す
た
め

温
泉
に
長な
が
と
う
り
ゅ
う

逗
留
す
る
。
そ
れ
が
こ
の
地

の
伝
統
的
な
湯
治
の
慣
習
だ
っ
た
。

「
湯
治
見
舞
い
」
と
い
っ
て
、
子
や
孫

が
差
し
入
れ
な
ど
に
訪
れ
、
そ
の
ま
ま

泊
ま
っ
て
い
く
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

「
私
が
こ
こ
に
勤
め
は
じ
め
た
20
年
ほ

ど
前
は
、
ご
自
身
で
つ
く
っ
た
野
菜
な

ど
を
持
ち
こ
ん
で
10
泊
く
ら
い
す
る
お

青
森
県
の
八
甲
田
山
に
あ
る
酸す

か

ゆ
ヶ
湯
温
泉
。
酸
ヶ
湯
温
泉
は
豪
雪
時
の

ニ
ュ
ー
ス
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
１
９
５
４
年
（
昭
和
29
）
に
環
境
が

整
っ
た
優
れ
た
温
泉
地
と
し
て
「
国
民
保
養
温
泉
地
第
１
号
」
に
指
定
さ

れ
た
。
酸
ヶ
湯
温
泉
の
名
物
と
い
え
ば
、
総
ヒ
バ
造
り
、
１
６
０
畳
も
の

広
さ
を
誇
る
混
浴
大
浴
場
「
ヒ
バ
千
人
風
呂
」（
以
下
、
千
人
風
呂
）
だ
。
千
人

風
呂
は
一
つ
の
浴
室
に
異
な
る
源
泉
の
浴
槽
が
あ
る
。
温
泉
療
養
相
談
室

で
温
泉
の
利
用
に
つ
い
て
指
導
も
し
て
い
る
酸
ヶ
湯
温
泉
を
訪
ね
た
。

秋田県 岩手県

青森県
青森

秋田
盛岡

大館
久慈

十和田

むつ

能代

つがる

弘前
八戸

酸ヶ湯温泉

十和田八幡平
国立公園

北秋田鹿角

八幡平

かつての湯治文化を
今に伝える温泉宿

湯治棟も備えた酸ヶ湯温泉

【ゆったり浸かって「湯治」】

水の文化 72号　特集　温泉の湯悦
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年
寄
り
の
湯
治
客
同
士
が
、
漬
物
な
ど

の
お
か
ず
を
交
換
し
て
い
る
の
は
よ
く

見
か
け
る
光
景
で
し
た
」　　

そ
う
振
り
返
る
の
は
酸
ヶ
湯
温
泉
株

式
会
社
管
理
部
部
長
の
田
島
克
己
さ
ん
。

10
泊
と
い
う
の
は
「
３
日
一
廻ま
わ

り
、

三
廻
り
10
日
」
が
酸
ヶ
湯
温
泉
の
湯
治

の
流
儀
だ
か
ら
。
初
日
に
１
回
入
り
、

異
常
が
な
か
っ
た
ら
２
日
目
に
入
浴
回

数
を
増
や
す
と
３
日
目
は
悪
い
と
こ
ろ

が
出
て
き
て
ぐ
っ
た
り
す
る
の
で
１
日

休
む

―
そ
れ
を
３
回
繰
り
返
す
と
体

の
悪
い
と
こ
ろ
が
い
つ
の
間
に
か
よ
く

な
っ
た
感
じ
に
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。

総
ヒ
バ
造
り
の
大
浴
場
「
千
人
風

呂
」
に
は
、
足
元
か
ら
源
泉
が
湧
く
41

度
の
「
熱ね
つ

の
湯ゆ

」
と
43
度
の
「
四
分
六

分
の
湯
」
の
浴
槽
が
あ
る
。
こ
の
名
称

が
表
す
の
は
、
湯
の
温
度
で
は
な
く
、

体
の
温
ま
り
具
合
。
ぬ
る
め
の
「
熱
の

湯
」
の
方
が
長
時
間
ぬ
く
も
り
が
持
続

し
、
温
度
の
高
い
湯
は
、
そ
れ
よ
り
四

分
か
六
分
の
温
ま
り
具
合
に
な
る
。

「
３
日
一
廻
り
、
三
廻
り
10
日
」
の
湯

治
療
養
は
、
海
抜
９
０
０
ｍ
の
高
地
気

候
も
効
い
て
い
る
は
ず
。
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
に
適
し
た
散
策
路
も
あ
る
。「
来
る
と

き
に
杖
を
つ
い
て
い
た
お
年
寄
り
が
、

湯
治
を
終
え
た
ら
杖
を
忘
れ
て
帰
っ

た
」
の
は
実
話
だ
と
田
島
さ
ん
は
言
う
。

自
炊
客
こ
そ
減
っ
た
も
の
の
、
温
泉

宿
を
拠
点
に
し
て
ス
キ
ー
や
ス
ノ
ー
ボ

ー
ド
を
楽
し
む
方
々
が
「
旅
館
食
」
よ

り
品
数
は
少
な
い
が
ヘ
ル
シ
ー
で
十
分

に
満
足
感
が
得
ら
れ
る
「
湯
治
食
」
付

き
の
お
手
ご
ろ
料
金
で
湯
治
棟
に
連
泊

す
る
。
こ
れ
も
今
の
湯
治
な
の
だ
ろ
う
。

混
浴
文
化
を
守
る
た
め

「
湯
あ
み
着
の
日
」実
施

狩
人
が
仕
留
め
損
な
っ
た
鹿
を
山
で

見
つ
け
た
ら
、
深
傷
を
負
っ
た
は
ず
な

の
に
岩
場
を
駆
け
上
が
っ
て
逃
げ
た
。

不
思
議
に
思
っ
て
あ
た
り
を
探
る
と
温

泉
が
湧
い
て
い
た
。
薬
効
が
あ
る
に
違

い
な
い
と
名
づ
け
た
の
が
「
鹿
の
湯
」。

１
６
８
４
年
（
貞
享
元
）
の
出
来
事
と
伝
え

ら
れ
る
こ
の
温
泉
の
始
ま
り
だ
。
ま
た
、

湯
を
な
め
る
と
酸
っ
ぱ
い
の
で
「
酢
ヶ

湯
」、
転
じ
て
「
酸
ヶ
湯
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

江
戸
か
ら
明
治
、
大
正
と
湯
治
客
で

賑
わ
い
、
数
カ
所
の
源
泉
の
「
湯
主
」

が
そ
れ
ぞ
れ
小
屋
を
建
て
組
合
方
式
で

運
営
し
て
い
た
が
、
１
９
３
３
年
（
昭
和

８
）
に
株
式
会
社
と
し
て
統
合
。
１
９

５
４
年
（
昭
和
29
）、
全
国
の
温
泉
の
モ

デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
「
国
民
保
養
温
泉

地
（
注
）
第
１
号
」
の
指
定
を
受
け
た
。

酸
ヶ
湯
を
愛
し
た
著
名
人
の
一
人
が

版
画
家
の
棟
方
志
功
。
湯
治
を
し
な
が

ら
書
や
絵
な
ど
の
作
品
を
手
が
け
た
。

60
年
間
も
酸
ヶ
湯
に
勤
務
し
、
八
甲
田

総ヒバ造りの大浴場「ヒバ千人風呂」

1野菜が浮かんでいる湯治
棟にある「冷やし槽」。湯治
客は自炊しながら連泊する 
2湯治棟の廊下。年月を感
じさせる雰囲気がある 3湯
治客のための客室。入浴し
たら横たわって回復を待つた
め、布団は敷きっぱなしにす
るのが習わし

かつての湯治文化を今に伝える温泉宿――湯治棟も備えた酸ヶ湯温泉

23 1

（注）国民保養温泉地
温泉利用の効果が期待され、健全な保養地として活用される温
泉地のこと。1954年から指定が始まり、現在は全国で79カ所。
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山
の
案
内
人
を
務
め
「
仙

人
」
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
た

鹿
内
辰
五
郎
と
懇
意
に
し
て

お
り
、
二
人
で
写
っ
た
楽
し

げ
な
写
真
も
館
内
に
掲
示
し

て
あ
る
。

同
じ
く
館
内
に
あ
っ
た
昭
和
初
期
の

千
人
風
呂
の
写
真
を
見
る
と
、
女
性
は

湯
あ
み
着
、
男
性
は
褌
ふ
ん
ど
しを

つ
け
、
仲
よ

く
混
浴
し
て
い
る
。
も
と
も
と
千
人
風

呂
は
混
浴
だ
っ
た
。
今
で
も
そ
う
な
の

だ
が
、
抵
抗
が
あ
る
人
も
い
る
の
で
、

女
性
専
用
の
入
浴
時
間
を
設
け
て
い
る
。

そ
の
千
人
風
呂
で
、
２
０
２
１
年

（
令
和
３
）
11
月
に
５
日
間
だ
け
、
10
時

か
ら
15
時
の
間
は
す
べ
て
の
男
女
が
湯

あ
み
着
を
着
用
し
て
一
緒
に
入
浴
す
る

「
湯
あ
み
着
の
日
」
を
設
け
た
。

十
和
田
八
幡
平
国
立
公
園
に
多
く
残

る
湯
治
・
混
浴
文
化
の
伝
統
を
守
る
こ

と
を
目
指
し
た
環
境
省
「
10
年
後
の
混

浴
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
受
け
て
の
取
り

組
み
だ
。「
今
後
も
続
け
ま
す
」
と
宿
泊

営
業
課
営
業
チ
ー
ム
主
任
の
高
田
新
太

郎
さ
ん
は
話
す
。

「
古
く
は
、
神
聖
な
温
泉
に
は
裸
で
入

ら
な
い
と
か
、
刀
傷
の
あ
る
武
士
が
気

兼
ね
な
く
入
れ
る
配
慮
で
あ
っ
た
り
と

か
、
調
べ
て
み
る
と
湯
あ
み
着
の
歴
史

は
古
い
ん
で
す
。『
湯
あ
み
着
の
日
』
は
、

み
ん
な
で
一
緒
に
楽
し
く
入
れ
る
思
い

や
り
の
空
間
づ
く
り
で
す
。
温
泉
を
通

じ
て
、
や
さ
し
い
世
の
中
に

な
れ
ば
い
い
で
す
よ
ね
」
と

言
う
高
田
さ
ん
。
勤
務
８
年

目
の
高
田
さ
ん
自
身
、
学
生

時
代
か
ら
温
泉
に
は
親
し
ん

で
き
た
が
、
湯
治
と
混
浴
の

文
化
は
酸
ヶ
湯
で
働
い
て
か
ら
知
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
価
値
を
も
っ
と
広

め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

療
養
相
談
室
で

温
泉
利
用
の
指
導
も

酸
ヶ
湯
温
泉
旅
館
に
は
「
療
養
相
談

室
」
が
あ
る
。
看
護
師
で
温
泉
利
用
指

導
者
主
任
の
畑
田
素
子
さ
ん
が
常
駐
し
、

利
用
者
の
相
談
に
応
じ
て
い
る
。

「
持
病
や
体
調
に
応
じ
た
入
浴
の
し
か

た
を
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
血

圧
が
高
め
な
ら
、
千
人
風
呂
の
熱
い
方

の
『
四
分
六
分
の
湯
』
に
い
き
な
り
入

ら
な
い
で
、
心
臓
か
ら
遠
い
足
元
か
ら

順
に
掛
け
湯
を
し
て
か
ら
、
ぬ
る
め
の

『
熱
の
湯
』
に
ゆ
っ
く
り
と
入
っ
て
く

だ
さ
い
、
と
い
う
ふ
う
に
」
と
畑
田
さ

ん
は
語
る
。

酸
ヶ
湯
温
泉
は
酸
性
（
ｐＨ
１
・
５
～
１
・
８
）

の
硫
黄
泉
で
、
主
な
効
能
は
神
経
痛
、

リ
ウ
マ
チ
、
切
り
傷
な
ど
。

「
強
酸
性
の
お
湯
に
は
消
毒
効
果
が
あ

り
、
硫
黄
泉
は
体
内
に
浸
透
す
る
の
で

洗
い
流
し
て
も
効
能
が
続
き
ま
す
。

水の文化 72号　特集　温泉の湯悦

酸ヶ湯温泉で販売している
「湯あみ着」　
提供：酸ヶ湯温泉株式会社

酸ヶ湯温泉株式会社管理部部
長を務める田島克己さん。先輩
社員から昔の話を多く聞いている

宿泊営業課営業チーム主任の
高田新太郎さん。「湯あみ着の
日」などプロジェクトを動かす

入浴に関する利用者の相談に
応じ、指導する温泉利用指導者
主任の畑田素子さん

45
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『
３
日
一
廻
り
、
三
廻
り
10
日
』
の
湯

治
で
は
初
日
に
１
回
だ
け
入
り
、
慣
れ

て
き
た
ら
２
～
３
回
と
増
や
し
て
い
き

ま
す
。
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
置
く
の
は
、

人
に
よ
り
疲
労
感
や
倦
怠
感
が
出
る
こ

と
も
あ
る
『
湯
あ
た
り
』
対
策
で
す
」

と
畑
田
さ
ん
。

体
調
が
悪
い
の
に
無
理
し
て

入
っ
た
り
、
熱
い
湯
に
我
慢
し

て
長
く
浸
か
る
の
は
よ
く
な
い
。

ほ
ど
よ
い
頃
合
い
で
体
を
温
め

る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

適
切
に
温
泉
入
浴
す
る
と
血

行
が
よ
く
な
っ
て
体
温
が
上
が

り
、
免
疫
力
も
高
ま
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
畑
田
さ
ん
自
身
、
８
年
前

こ
の
職
に
就
き
、
酸
ヶ
湯
温
泉
に
入
る

よ
う
に
な
っ
て
、
平
熱
が
35
度
台
の
低

体
温
ぎ
み
だ
っ
た
の
が
、
36
度
台
に
上

が
っ
た
と
い
う
。

湯
治
食
付
き
で
長
期
療
養
し
て
い
る

宿
泊
客
に
出
会
え
た
。
石
崎
聖
一
さ
ん

（
72
歳
）
は
「
青
森
県
お
出
か
け
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」
の
割
引
宿
泊
で
平
日
５
日
間

を
酸
ヶ
湯
温
泉
で
過
ご
し
、
週
末
は
青

森
市
内
の
自
宅
に
帰
る
生
活
を
３
カ
月

以
上
続
け
て
い
る
。
温
泉
に
浸
か
り
な

が
ら
ス
ト
レ
ッ
チ
体
操
を
し
た
ら
、
両

足
が
し
び
れ
て
歩
く
の
も
困
難
だ
っ
た

脊せ
き
ち
ゅ
う
か
ん
き
ょ
う
さ
く
し
ょ
う

柱
管
狭
窄
症
が
、
だ
い
ぶ
緩
和
さ
れ

て
き
た
と
い
う
。「
お
か
げ
で
趣
味
の

オ
ペ
ラ
鑑
賞
に
東
京
へ
出
か
け
ら
れ
ま

す
」
と
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
酸
ヶ
湯

で
は
山
あ
い
の
豊
か
な
自
然
環
境
も
相

ま
っ
て
「
湯
治
し
て
い
る
な
と
い
う
没

入
感
が
あ
る
」
と
石
崎
さ
ん
。

多
く
の
人
が
ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
生
活

を
送
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
湯
治
文
化
を

伝
え
る
酸
ヶ
湯
の
よ
う
な
保
養
地
と
し

て
の
温
泉
の
魅
力
と
価
値
を
再
発
見
す

る
こ
と
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

（
２
０
２
２
年
８
月
23
～
24
日
取
材
）

41933年（昭和8）当時の「ヒバ千人風呂」。女性は湯あみ着、男性は褌をつけて混浴
している 51897年（明治30）当時の様子。湯が湧いている箇所に小屋を建てて利用
されていた 6「仙人」と呼ばれていた鹿内辰五郎さん 7炊事場で調理する湯治客。
食べものを分け合い世間話で盛り上がる 8かつての診療所。今の療養相談室のよう
に利用者へ入浴指導などを行なっていた 4～8提供：酸ヶ湯温泉株式会社

湯治場で体験した
カルチャーショック
民俗学者　神崎宣武さん

　若いころから全国を旅していますが、西日本
生まれの私にとって酸ヶ湯温泉はカルチャー
ショックを受けた場所でした。
　一つめは「混浴」が歴然と残っていたこと。
ちょうど今（６月）は田植えを終えて２週間ほ
どちょっと暇が出る「泥落とし」の時期。行事
も少ないので、10日間くらいの湯治は珍しく
なかったんですね。朝から湯に浸かり、夕方
になると女性たちは七輪で煮炊きをし、男性
たちは酒盛りです。滞在中、昼ごはんと酒は
すべてご馳走になりました。貧乏旅行をして
いた若者には大変ありがたかったです。
　カルチャーショックの二つめは「言葉」で
す。酸ヶ湯温泉を初めて訪れたのは昭和40
年代前半ですが、何を話されているのか半分く
らいしかわからなかった。ところが10年後に
訪ねると、俗にいう共通語になっていて、だい
たいわかるようになっていました。テレビが普
及したからです。
　藩政だった江戸時代、各藩は独自の文化を
もっていました。つまりこの国は、いわば連合
国家。細長い日本列島で文化や風習が一律で
あるわけがないんですね。
　やはり昭和40年代に静岡県の梅ヶ島温泉
を訪ねたときのこと。旅館の主人が私の足の
裏を触って「あんたは長湯しちゃだめだ」と言
いました。さらに「痛いところがあるんじゃな
いかい？」と聞くのです。腰に痛みが……と伝
えると「湯に10分浸かったら５分出る。それを
３回やりなさい」と。ご主人は、昔は各温泉場
にいた、医師ではないけれど入浴を指導する
「見立て医」だったのです。
　このように、私たちが思っているよりも温泉
の文化は幅広くて奥深いものです。今、湯治
客はどれくらいいるのでしょうか。若い人たち
に日本人の「温泉好き」文化がどう伝わって
いるのか、とても興味があります。
（2022年6月17日取材）

Noritake Kanzaki

1944 年（昭和 19）岡
山県生まれ。民俗学
者・宮本常一の薫陶を
受け、武蔵野美術大
学在学中から国内外
の民俗調査・研究に携
わる。岡山県宇佐八幡
神社の宮司でもある。

column
    

【ゆったり浸かって「湯治」】

かつての湯治文化を今に伝える温泉宿――湯治棟も備えた酸ヶ湯温泉

湯治食付きで長期療養している
石崎聖一さん

八甲田の山中にある酸ヶ湯温泉

68 7
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「
七
日
で
一
巡
り
」を

３
回
繰
り
返
す

昔
か
ら
温
泉
を
利
用
す
る
人
た
ち
の

一
番
の
目
的
は
「
湯
治
」
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
医
学
が
発
達
す
る
以
前
は
、

病
に
か
か
る
、
傷
を
負
う
と
頼
る
手
段

が
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
最
終
的
に

は
温
泉
に
頼
る
以
外
に
道
は
な
か
っ
た

わ
け
で
す
。
温
泉
に
浸
か
っ
て
療
養
す

る
こ
と
で
、
病
が
治
り
や
す
い
、
傷
が

早
く
治
る
と
い
う
こ
と
を
経
験
則
と
し

て
知
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

湯
治
は
「
七
日
一
巡
り
で
、
三
巡
り

を
要
す
」
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
７
日

間
を
１
ク
ー
ル
と
し
て
、
３
回
繰
り
返

す
と
よ
い
と
い
う
意
味
で
す
。
江
戸
時

代
の
人
が
湯
治
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て

い
た
の
か
は
い
く
つ
か
の
史
料
・
書
籍

か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

貝か
い
ば
ら原

益え
き
け
ん軒

の
『
養
生
訓
』
は
江
戸
中

期
の
１
７
１
３
年
（
正
徳
3
）
に
出
た
大

衆
衛
生
書
で
す
。
貝
原
は
「
病
気
に
よ

っ
て
入
っ
て
よ
い
の
と
悪
い
の
と
が
あ

る
」「
湯
治
し
て
よ

い
病
気
は
外
傷
で
、

内
臓
の
病
気
に
は

温
泉
は
合
わ
な
い
」

「
温
泉
を
飲
ん
で
は

い
け
な
い
」「
湯
治

が
合
わ
ず
他
の
病

気
が
お
き
て
死
ん

だ
人
も
多
い
」
な

ど
、
湯
治
が
万
病
に
効
く
と
思
う
の
は

誤
り
だ
と
警
告
し
て
い
ま
す
。
ま
た
湯

治
に
お
け
る
入
浴
は
、
一
日
に
３
回
以

上
入
る
の
は
い
け
な
い
、
体
の
弱
い
人

は
日
に
１
～
２
回
で
よ
い
と
記
し
て
い

ま
す
。

一
方
、
八や

隅す
み

蘆ろ
う
あ
ん庵
が
１
８
１
０
年

（
文
化
7
）
に
著
し
た
『
旅
行
用
心
集
』

で
は
、「
症
状
に
合
う
温
泉
を
う
ま
く

使
え
ば
万
病
に
効
き
、
医
者
も
薬
も
か

な
わ
な
い
」
と
し
て
、
湯
治
を
す
る
人

は
温
泉
の
効
き
目
を
信
じ
て
大
切
に
使

う
べ
き
と
説
い
て
い
ま
す
。
入
浴
方
法

は
、
最
初
の
１
～
２
日
は
１
日
に
つ
き

３
～
４
回
に
留
め
、
体
に
合
う
よ
う
な

ら
５
～
７
回
ま
で
は
入
っ
て
も
い
い
と

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
湯
治
を
し
て
い

る
間
は
、
食
べ
す
ぎ
、
飲
み
す
ぎ
、
性

行
為
、
冷
た
い
食
べ
も
の
な
ど
は
控
え

る
こ
と
と
も
記
し
て
い
ま
す
。

貝
原
と
八
隅
で
は
１
０
０
年
の
隔
た

り
が
あ
り
ま
す
か
ら
違
い
も
あ
り
ま
す

し
、
今
読
む
と
「
？
」
と
い
う
部
分
も

多
い
で
す
が
、
温
泉
お
よ
び
湯
治
へ
の

興
味
関
心
の
高
さ
が
わ
か
り
ま
す
。

湯
治
客
で
回
る

「
小
さ
な
経
済
」

で
は
、
江
戸
時
代
の
庶
民
は
ど
ん
な

湯
治
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

長
岡
藩
領
の
庄
屋
の
家
の
者
が
湯
治

旅
を
し
た
と
き
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
が
『
栃
尾
俣
入
湯
ニ
付
入
用

并
諸
事
覚
書
』。
こ
れ
は
１
８
５
５
年

（
安
政
2
）
７
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
栃

尾
又
温
泉
（
新
潟
県
魚
沼
市
）
で
湯
治
を

し
た
中
村
新
平
・
政
次
兄
弟
の
記
録
で

す
。
こ
の
兄
弟
は
庄
屋
の
息
子
で
、
７

月
３
日
未
明
に
荷
役
の
2
名
を
伴
い
出

発
、
同
日
夕
方
に
は
栃
尾
又
温
泉
の
宿

に
着
き
、
入
湯
し
て
い
ま
す
。

兄
弟
は
茶
碗
、
飯
椀
な
ど
を
運
び
込

み
、
鍋
釜
は
借
り
た
よ
う
で
す
。
夜
着

や
胴
着
な
ど
の
衣
類
か
ら
煙
草
入
、
下

駄
ま
で
し
っ
か
り
準
備
し
て
お
り
、
食

材
は
現
地
で
調
達
し
た
よ
う
で
す
ね
。

湯
治
場
で
親
し
く
な
っ
た
者
た
ち
と
の

会
合
に
用
い
た
と
み
ら
れ
る
出
費
も
あ

り
ま
す
。
弟
の
政
次
が
21
日
間
の
湯
治

を
終
え
て
先
に
帰
り
、
兄
の
新
平
は
33

日
間
滞
在
し
て
家
に
戻
り
ま
す
。

こ
の
間
の
滞
在
費
は
二
人
合
わ
せ
て

一
両
一
分
銭
四
貫
三
八
五
文
で
し
た
。

江
戸
時
代
の
お
金
を
現
代
の
貨
幣
に
換

算
す
る
の
は
難
し
い
で
す
が
、
数
十
万

円
か
か
っ
て
い
る
と
み
て
い
い
で
し
ょ

う
。
こ
れ
は
庶
民
が
簡
単
に
用
意
で
き

る
金
額
で
は
な
い
。
庄
屋
の
息
子
た
ち

だ
か
ら
で
き
た
湯
治
旅
で
す
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
湯
治
客
は
食
材

や
生
活
用
品
を
現
地
で
よ
く
買
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
彼
ら
に
野
菜
や
総
菜
を
売

る
こ
と
は
、
地
元
の
農
民
に
と
っ
て
貴

重
な
現
金
収
入
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
あ
ま
り
裕
福
で
は
な
い
普
通

の
農
民
に
関
す
る
湯
治
の
記
録
は
残
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
農
閑
期
に
近
所
の
温

泉
へ
行
っ
て
骨
休
み
す
る
程
度
で
あ
れ

ば
さ
ほ
ど
お
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
江

戸
時
代
に
は
か
な
り
の
数
の
農
民
も
湯

治
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
２
０
２
２
年
８
月
４
日
取
材
）

Katsutoshi Asai
1963年神奈川県生まれ。早稲
田大学第一文学部史学（日本
史）卒業。2000年に開館した新
潟県立歴史博物館で研究員とし
て働き現在に至る。専門は日本
古代史。2019年度冬季企画展

「越後佐渡の温泉文化」を企画。
温泉ソムリエマスター（一つ星温
泉ソムリエ）。

インタビュー

浅井勝利さん

新潟県立歴史博物館
学芸課 課長

　　　大正時代から昭和初
期の栃尾又温泉。湯治場の
雰囲気が色濃く漂う 　　栃
尾又温泉３宿の共同浴場「し
たの湯」。約 36 度のぬる湯
に長時間浸かるのが伝統的
な入浴法。浅井さんも通う
提供：栃尾又温泉 自在館

江
戸
時
代
の
湯
治
旅

温
泉
と
湯
治
に
対
す
る
興
味
関
心

新
潟
県
に
は
温
泉
が
多
く
、
30
市
町
村
す
べ
て
に
必
ず
１
つ
は
温
泉
場
が
あ
る
。

２
０
１
９
年
度
に
「
越
後
佐
渡
の
温
泉
文
化
」
を
企
画
し
た
浅
井
勝
利
さ
ん
に
、

江
戸
時
代
の
湯
治
へ
の
認
識
と
湯
治
場
の
様
子
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

中村新平・政次兄弟の湯治旅を記録した『栃尾俣入湯ニ付入用并諸事覚書』　
長岡市立中央図書館文書資料室蔵
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伝
統
的
リ
ゾ
ー
ト

だ
っ
た
温
泉
地

湯
が
湧
く
場
所
に
人
が
集
ま
り
、
そ

の
人
（
湯
治
客
）
の
た
め
に
宿
泊
で
き
る

小
屋
や
商
店
な
ど
が
で
き
、
徐
々
に
温

泉
地
と
い
う
空
間
構
造
が
つ
く
ら
れ
て

い
き
ま
す
。
自
然
に
憧
れ
る
西
欧
ロ
マ

ン
主
義
の
影
響
で
、
明
治
中
期
か
ら
人

が
自
然
の
な
か
へ
入
る
よ
う
に
な
る
と
、

温
泉
地
は
「
自
然
を
楽
し
む
観
光
滞
在

拠
点
」
の
色
を
強
め
て
い
く
の
で
す
。

も
と
も
と
湯
治
客
は
３
週
間
を
基
本

と
し
て
長
期
で
滞
在
し
ま
す
か
ら
、
温

泉
地
も
そ
れ
に
対

応
す
る
形
に
、
長

い
時
間
か
け
て
変

わ
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
結
果
、
温
泉

地
は
日
本
の
伝
統

的
な
リ
ゾ
ー
ト
と

し
て
確
立
し
た
ん
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
特
に
戦
後
の
高

度
経
済
成
長
期
、
１
９
６
０
年
ご
ろ
か

ら
宿
泊
施
設
の
ビ
ル
化
が
象
徴
す
る
よ

う
に
温
泉
地
は
ど
ん
ど
ん
無
秩
序
に
広

が
り
、
備
え
て
い
た
空
間
構
造
が
壊
れ

て
し
ま
っ
て
リ
ゾ
ー
ト
と
し
て
の
条
件

を
失
い
ま
す
。
そ
れ
が
近

代
に
お
け
る
温
泉
地
の
経

緯
で
す
。

自
然
発
生
的
な

空
間
デ
ザ
イ
ン

実
は
、
東
京
デ
ィ
ズ
ニ

ー
ラ
ン
ド
と
空
間
構
造
が

希
薄
化
す
る
前
の
温
泉
地

は
よ
く
似
て
い
る
ん
で
す
。
外
部
と
は

切
り
離
さ
れ
た
「
別
世
界
」
で
、
空
間

構
造
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
し
た
。

も
し
も
砂
漠
に
一
人
放
り
出
さ
れ
た

ら
不
安
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
目
印
が
な

く
空
間
や
方
向
が
認
識
で
き
な
い
か
ら
。

し
か
し
、
山
に
囲
ま
れ
て
い
た
り
川
が

流
れ
て
い
れ
ば
お
お
よ
そ
の
位
置
が
わ

か
る
の
で
不
安
に
は
な
ら
な
い
。
空
間

構
造
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う
の

は
、
人
が
く
つ
ろ
ぐ
う
え
で
重
要
な
ん

で
す
。
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
で
い

え
ば
シ
ン
デ
レ
ラ
城
が
真
ん
中
に
あ
り
、

周
囲
は
盛
り
土
と
植
栽
で
外
側
が
見
え

な
い
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

温
泉
地
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

空
間
構
造
で
重
要
な
の
は
「
中
心
性
」

と
「
方
向
性
」
と
「
領
域
性
」
で
す
。
今

回
取
材
さ
れ
た
城
崎
温
泉
で
い
え
ば
、

中
心
性
と
し
て
は
真
ん
中
に
川
が
流
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
川
の
上
手
と
下
手
で

方
向
性
が
わ
か
り
、
周
囲
に
山
が
迫
っ

て
い
る
の
で
領
域
性
も
把
握
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
旅
館
や
商
店
、
社
寺
、
外
湯

な
ど
の
構
成
要
素
が
絡
ん
で
構
造
性
を

強
化
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
要
素
を
各
地

の
温
泉
地
絵
図
で
分
析
す
る
と
、
位
置

関
係
に
、
あ
る
秩
序
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
自
然
環
境
に
対
応
し
た
多
く
の

人
び
と
の
活
動
の
歴
史
的
集
積
で
生
ま

れ
た
も
の
で
す
。

つ
ま
り
、
そ
う
し
た
構
造
性
を
感
じ

さ
せ
る
温
泉
地
は
一
人

の
天
才
が
設
計
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
快
適
に

長
期
滞
在
す
る
た
め
に

名
も
な
き
人
た
ち
が
長

い
時
間
か
け
て
最
適
化

し
て
い
っ
た
ア
ノ
ニ
マ

ス
デ
ザ
イ
ン
（
注
）
だ

っ
た
わ
け
で
す
。

目
に
し
た
も
の
で

誘
発
さ
れ
る

私
は
風
景
計
画
が
専
門
で
す
が
、
皆

さ
ん
が
考
え
て
い
る
以
上
に
人
は
「
視

覚
情
報
」
に
影
響
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、

目
の
前
に
あ
る
塀
の
高
さ
が
膝
く
ら
い

な
の
か
目
の
位
置
ま
で
あ
る
の
か
で
、

次
の
行
動
は
ま
っ
た
く
変
わ
る
。
学
生

た
ち
に
写
真
を
見
せ
な
が
ら
聞
く
と
、

並
木
道
で
友
だ

ち
と
す
れ
違
っ

た
と
き
に
並
木

が
10
ｍ
間
隔
の

ケ
ー
ス
で
は
立

ち
止
ま
っ
て
話

を
し
た
い
と
思

う
が
、
７
ｍ
間

隔
の
場
合
は
挨

拶
だ
け
に
す
る

学
生
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
人
の
行
動
や
感
情
は

見
え
て
い
る
も
の
で
誘
発
さ
れ
ま
す
。

温
泉
地
に
お
け
る
整
備
で
は「
景
観
」

「
空
間
」「
風
景
」と
い
う
３
つ
の
言
葉
が

よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
今
、
私
が
懸
念
し

て
い
る
の
は
ま
ち
を
美
し
く
整
え
よ
う

と
や
や
人
工
的
か
つ
強
引
な「
景
観
」づ

く
り
に
重
き
を
置
く
地
域
が
あ
る
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
温
泉
地
を
俯
瞰
的
に

捉
え
る
三
次
元
な「
空
間
」づ
く
り
も
、

地
域
の
生
活
文
化
や
歴
史
、
生な

り
わ
い業
な
ど

が
読
み
と
れ
る「
風
景
」づ
く
り
も
、
景

観
に
負
け
ず
劣
ら
ず
重
要
で
す
。
ぜ
ひ

そ
ち
ら
に
も
目
を
向
け
て
、
無
秩
序
な

開
発
で
壊
れ
て
し
ま
っ
た
日
本
の
温
泉

地
を
復
活
さ
せ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

（
２
０
２
２
年
８
月
31
日
／

リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

温
泉
地
は
ア
ノ
ニ
マ
ス
デ
ザ
イ
ン

空
間
構
造
と
視
覚
情
報

温
泉
地
を
「
空
間
」
と
し
て
見
た
場
合
に
ど
ん

な
特
徴
が
あ
る
の
か
。
人
び
と
が「
心
地
い
い
」

と
感
じ
る
温
泉
地
の
条
件
に
つ
い
て
、
風
景
計

画
を
研
究
す
る
下
村
彰
男
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
。

図 温泉地における空間構成モデル

他の共同湯
その他社寺
その他の宿や商店
広小路（広場）

出典：下村彰男（1992）『わが国における温泉地
　　　の空間構成に関する研究』

総湯（惣湯、大湯）
中心的社寺
有力な湯宿や商店
自然レクリエーション資源

Akio Shimomura
1955年兵庫県生まれ。東京大
学農学部林学科卒業。東京大
学大学院農学生命科学研究科
教授などを経て2020年4月より
現職。専門分野は造園学、風景
計画、観光計画など。「全国温泉
地サミット」コーディネーターや

「自然等の地域資源を活かした
温泉地の活性化に関する有識
者会議」座長も務める。

インタビュー

下村彰男さん

國學院大學 
観光まちづくり学部教授

㊤ 1300 年前に奈良時代の高僧・行基が発見したと伝わる山中温泉の総湯
「菊の湯（男湯）」 ㊦山中漆器や九谷焼などの店が軒を連ねる「ゆげ街道」。
下村さんは山中温泉の空間構成も気に入っている 提供：山中温泉観光協会
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湯本
塔之澤

宮城野

二ノ平

大平台

堂ヶ島

芦之湯

宮ノ下
底倉
木賀

　七湯  江戸時代

蛸川

十二湯  明治時代～戦前

芦ノ湖

小涌谷
湯ノ花沢

強羅

仙石原

十七湯  戦後（現在）

姥子

芦ノ湖

箱根

拡大図

小田
原→

三
島
↓

←御殿場

国
道
１
号

国道138号

旧東
海道

（県
道7
32
号）

須雲
川

早川

歌川広重（初代）による浮世絵『箱根七湯図会 湯もと』。早川と須雲川の合流地点に位
置する江戸時代の湯本温泉場の様子が描かれている 箱根町立郷土資料館蔵

人びとで賑わう箱根湯本駅前

「
東
海
道
」至
近
の

温
泉
場
が
玄
関
口
に

　

休
み
を
温
泉
に
浸
か
っ
て
過
ご
そ
う

と
い
う
観
光
客
で
箱
根
湯
本
駅
周
辺
は

ご
っ
た
返
し
て
い
た
。
早
川
沿
い
の
景

観
は
毎
年
正
月
の
大
学
生
の
駅
伝
大
会

で
も
お
な
じ
み
だ
。
そ
の
駅
か
ら
徒
歩

５
分
の
箱
根
町
立
郷
土
資
料
館
に
は
、

箱
根
温
泉
の
歴
史
が
凝
縮
し
て
展
示
さ

れ
て
い
る
。

「
中
世
の
箱
根
は
『
地
獄
』
で
し
た
。

そ
も
そ
も
火
山
で
で
き
た
土
地
で
す
か

ら
、
大お
お

涌わ
く

谷だ
に

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
荒

涼
と
し
た
風
景
が
広
が
り
、
山
伏
た
ち

が
修
行
の
場
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
箱
根
は
決
し
て
温
泉
を
楽

し
み
に
出
向
く
よ
う
な
場
所
で
は
な
く
、

病
気
療
養
が
大
き
な
目
的
だ
っ
た
は
ず

で
す
」

　

そ
う
語
る
の
は
館
長
の
鈴
木
康
弘
さ

ん
。
箱
根
温
泉
の
歴
史
は
古
く
、
伝
承

で
は
奈
良
時
代
に
湯
本
が
開
湯
し
、
鎌

倉
時
代
に
は
湯
治
場
が
あ
っ
た
こ
と
が

史
料
か
ら
確
認
で
き
る
と
い
う
。

　

今
、
箱
根
温
泉
は
17
の
温
泉
場
で
構

成
さ
れ
る
が
、
江
戸
時
代
初
期
は
湯
本
、

塔
之
澤
、
堂
ヶ
島
、
宮
ノ
下
、
底
倉
、

木
賀
、
芦
之
湯
の
７
つ
の
温
泉
場
が
あ

り
、「
箱
根
七な
な

湯ゆ

」
と
呼
ば
れ
た
。「
地

獄
」
だ
っ
た
箱
根
が
賑
わ
う
の
は
、
江

戸
時
代
後
期
以
降
。
お
伊
勢
参
り
や
富

士
講
な
ど
を
理
由
と
す
る
庶
民
の
旅
が

と
う　
　
　
　
　
　

じ

江
戸
時
代
後
期
、
そ
れ
ま
で
の
病
気

治
療
を
目
的
と
す
る
長
期
に
わ
た
る

湯
治
は
、
各
地
で
少
し
ず
つ
娯
楽
を

含
む
短
期
の
観
光
旅
行
へ
と
変
わ
っ
て

い
く
。
な
か
で
も
江
戸
か
ら
徒
歩
で
２

日
目
に
は
到
着
で
き
る
箱
根
温
泉
は
、

東
海
道
に
近
い
湯
本
、
塔
之
澤
両
地

区
を
中
心
に
人
び
と
が
立
ち
寄
り
活

況
を
呈
し
た
。
全
国
的
に
も
名
の
通
っ

た
温
泉
地
だ
が
、
決
し
て
順
風
満
帆

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
昔
も
今
も
時

代
の
流
れ
を
読
ん
で
手
を
打
っ
て
い
る
。

だ
っ
た
温
泉
地

で
花
開
く

箱
根
温
泉
の
時
代
に
応
じ
た
施
策

「
寄
り
道
」

〈
一い

ち

夜や

湯
治
〉

【見て歩いて温泉街】

早川沿いに広がる箱根の湯本温泉と、箱根湯本駅に入線するロマンスカー

16水の文化 72号　特集　温泉の湯悦



三
枚
橋箱根湯本駅

早雲寺
弥栄橋

当時の湯本温泉

早川
早川

須雲川

旧東海道
（県道7

32号）

箱根新
道

国道1
号

国道1号

箱根登山鉄道

塔ノ沢駅 三
枚
橋箱根湯本駅

早雲寺
弥栄橋

当時の湯本温泉

早川
早川

須雲川

旧東海道
（県道7

32号）

箱根新
道

国道1
号

国道1号

箱根登山鉄道

塔ノ沢駅

湯本
塔之澤

宮城野

二ノ平

大平台

堂ヶ島

芦之湯

宮ノ下
底倉
木賀

　七湯  江戸時代

蛸川

十二湯  明治時代～戦前

芦ノ湖

小涌谷
湯ノ花沢

強羅

仙石原

十七湯  戦後（現在）

姥子

芦ノ湖

箱根

拡大図

小田
原→

三
島
↓

←御殿場

国
道
１
号

国道138号

旧東
海道

（県
道7
32
号）

須雲
川

早川

箱根七湯へ湯治に訪れた人たちの様子を記す黄表紙本『文武
二道万国通』（1788年［天明8］刊） 箱根町立郷土資料館蔵

箱根町立郷土資料館の館
長を務める鈴木康弘さん

難所だった箱根旧街
道で江戸時代から

営業を続ける「箱根
甘酒茶屋」

旧東海道と当時の湯本温泉の位置関係
箱根町教育委員会『箱根探訪ハンドブック 湯本・塔之澤
温泉場コース』などを参考に編集部作成

箱根七湯から十七湯への変遷
箱根町教育委員会『箱根の歴史と文化 箱
根温泉の歴史』などを参考に編集部作成

盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
だ
。
箱
根
に
は

「
東
海
道
が
近
い
」
地
の
利
が
あ
っ
た
。

「
特
に
湯
本
は
東
海
道
か
ら
数
百
ｍ
で
、

寄
り
道
す
る
に
は
う
っ
て
つ
け
で
し
た
。

小
田
原
か
ら
来
る
と
早
雲
寺
付
近
で
曲

が
り
須す

雲く
も

川が
わ

を
越
え
る
と
温
泉
場
で
す
。

時
間
が
あ
る
人
は
湯
本
の
上
に
あ
る
塔

之
澤
、
宮
ノ
下
も
回
れ
ま
す
し
、
堂
ヶ

島
、
底
倉
、
木
賀
、
芦
之
湯
を
巡
っ
て

芦
ノ
湖
付
近
で
東
海
道
に
戻
る
人
も
増

え
て
い
き
ま
し
た
」
と
鈴
木
さ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
湯
本
を
玄
関
口
と
し
て

箱
根
の
温
泉
場
を
巡
る
人
び
と
が
増
え

て
い
く
と
思
わ
ぬ
事
態
が
勃
発
す
る
。

争
論
に
な
っ
た

「
一
夜
湯
治
事
件
」

　

江
戸
時
代
、
旅
人
は
街
道
筋
に
あ
る

宿
場
に
泊
ま
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い

て
、
宿
場
と
宿
場
の
間
に
あ
る
「
間
あ
い
の

村む
ら

」
へ
の
宿
泊
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
宿
場
で
は
な
い
湯
本
で
は
湯

治
目
的
な
ら
許
さ
れ
る
と
い
う
現
実
も

あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
争
論
が
起
き
た
。

　

街
道
筋
で
は
な
い
箱
根
温
泉
に
泊
ま

る
旅
人
が
増
え
た
た
め
、
湯
本
の
東
に

あ
る
小
田
原
宿
、
西
に
あ
る
箱
根
宿
は

宿
泊
客
が
減
り
困
窮

し
た
。
箱
根
宿
と
小

田
原
宿
は
、
１
８
０

５
年
（
文
化
２
）
７
月
、

道
中
奉
行
に
「
湯
本
が
『
一い

ち

夜や

湯
治
』

と
称
し
て
団
体
を
宿
泊
さ
せ
て
い
る
の

で
取
り
締
ま
っ
て
ほ
し
い
」
と
訴
え
た

の
だ
。

　

鈴
木
さ
ん
は
「
湯
本
側
は
『
一
夜
湯

治
』
に
つ
い
て
、
も
と
も
と
１
つ
の
温

泉
場
に
長
期
滞
在
す
る
の
で
は
な
く
、

箱
根
の
各
温
泉
場
を
巡
る
こ
と
で
湯
治

を
か
な
え
る
と
説
明
。
道
中
奉
行
に

『
湯
本
は
古
く
か
ら
旅
人
を
泊
め
て
い

る
』『
売
り
上
げ
に
応
じ
た
湯
運
上
金
も

以
前
か
ら
納
め
て
い
る
』
と
直
談
判
し

て
対
抗
し
ま
し
た
」
と
言
う
。

　

結
果
的
に
道
中
奉
行
は
「
一
夜
湯
治

苦
し
か
ら
ず
」
と
し
て
、
宿
場
以
外
で

の
宿
泊
を
公
的
に
認
め
た
。

「『
一
夜
湯
治
事
件
』
と
呼
ん
で
い
ま

す
が
、
前
々
か
ら
進
ん
で
い
た
旅
の
変

化
を
幕
府
も
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
結
果
が
今
の
短
期
滞
在
温
泉
観
光

化
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
」

温
泉
場
が
一
丸
と
な
っ
て

「
寄
り
道
」か
ら「
目
的
地
」へ

　

江
戸
か
ら
向
か
う
と
箱
根
温
泉
は

「
箱
根
関
所
」
の
手
前
。
つ
ま
り
関
所

手
形
を
も
た
ず

に
訪
ね
ら
れ
る
。

活
況
を
呈
し
た

箱
根
温
泉
で
、
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1811年（文化8）に成立した『七湯の枝折』2巻より「湯本の全図」。早川と須雲川の合流地点に位置する江戸時代の湯
本の温泉場の様子がわかる。手前の川が早川で、左奥の須雲川の橋を渡ると東海道へ至る 箱根町立郷土資料館蔵

（上）1886年（明治19）に開通した湯本から塔之澤に至る
車道 嶋写真店蔵　（下）富士屋ホテル本館前に集う外国
人たち 箱根町立郷土資料館蔵

１
８
１
１
年
（
文
化
８
）
に
温
泉
場
の
案

内
書
『
七な
な

湯ゆ

の
枝し

折お
り

』
と
い
う
温
泉
絵

巻
（
全
10
巻
）
が
成
立
す
る
。
湯
宿
や
効

能
の
み
な
ら
ず
、
名
所
旧
跡
も
網
羅
さ

れ
て
い
る
う
え
、
す
べ
て
の
温
泉
場
の

旅
館
が
こ
れ
を
備
え
て
い
た
。

「
今
で
い
う
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
す
。
七

湯
が
ま
と
ま
っ
て
『
箱
根
温
泉
』
の
評

判
を
高
め
て
い
こ
う
と
の
意
思
の
発
露

が
窺
え
ま
す
。
さ
ら
に
１
８
４
３
年

（
天
保
14
）
に
は
、
温
泉
宿
同
士
で
行
き

過
ぎ
た
客
の
取
り
合
い
を
や
め
よ
う
と

営
業
協
定
を
結
び
ま
す
。
こ
れ
も
箱
根

全
体
で
ま
と
ま
っ
て
発
展
し
よ
う
と
い

う
考
え
か
ら
で
し
ょ
う
」
と
鈴
木
さ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
幕
府
が
倒
れ
明
治
政
府
が

成
立
す
る
と
、
箱
根
温
泉
を
揺
る
が
す

出
来
事
が
相
次
ぐ
。
関
所
制
度
や
宿
駅

制
度
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
街
道
沿
い
が

廃
れ
た
。
１
８
８
９
年
（
明
治
22
）
に
は

東
海
道
幹
線
鉄
道
が

北
西
の
御
殿
場
経
由

で
開
通
（
現
在
の
御
殿
場

線
）
し
た
こ
と
で
、

箱
根
温
泉
は
通
過
点

に
す
ら
な
ら
な
く
な

る
危
険
が
生
じ
た
。

「
そ
う
な
る
と
温
泉

場
の
力
で
人
び
と
を

引
っ
張
っ
て
く
る
し

か
な
い
。
１
８
７
５

年
（
明
治
８
）
以
降
、

湯
本
の
福
住
正ま
さ

兄え

ら
が
軸
と
な
っ
て
小

田
原
か
ら
湯
本
へ
新
た
な
道
路
を
つ
く

り
、
さ
ら
に
塔
之
澤
、
宮
ノ
下
へ
と

『
温
泉
場
』
の
人
び
と
が
資
金
を
出
し

合
い
つ
な
い
で
い
く
。
さ
ら
に
箱
根
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
東

海
道
線
国
府
津
駅
か
ら
小
田
原
経
由
で

湯
本
ま
で
馬
車
鉄
道
を
開
通
さ
せ
た
の

で
す
」
と
鈴
木
さ
ん
は
語
る
。

　

文
明
開
化
に
し
た
が
っ
て
水
力
発
電

で
旅
館
や
ホ
テ
ル
で
電
灯
を
と
も
し
、

擬ぎ

洋よ
う

風ふ
う

建
築
も
採
用
、
外
国
人
サ
ー
ビ

ス
も
始
め
る
な
ど
、
新
し
い
時
代
に
対

応
す
る
事
業
を
温
泉
場
が
中
心
と
な
っ

て
進
め
た
。
か
つ
て
の
小
さ
な
７
つ
の

湯
治
場
が
「
寄
り
道
」
か
ら
発
展
し
、

全
国
に
知
ら
れ
る
一
大
温
泉
観
光
地
と

な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
思

い
き
り
の
い
い
施
策
を
打
っ
た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

い
ま
再
び
追
求
す
る

「
Ａ
Ｌ
Ｌ
箱
根
」

　

で
は
、
箱
根
温
泉
の
現
状
は
ど
う
な

の
だ
ろ
う
か
。

　

２
年
間
に
も
及
ぶ
議
論
の
末
、
箱
根

Ｄ
Ｍ
Ｏ
（
一
般
財
団
法
人 

箱
根
町
観
光
協
会
）
が

設
立
し
た
の
は
２
０
１
８
年
（
平
成
30
）

４
月
。
発
足
当
初
の
使
命
は
「
官
民
一

体
Ａ
Ｌ
Ｌ
箱
根
の
構
造
で
箱
根
町
の
観

光
経
済
を
拡
大
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
」。

１
９
５
６
年
（
昭
和
31
）
に
湯
本
町
、
温

泉
村
、
宮
城
野
村
、
仙
石
原
村
、
箱
根

町
の
５
カ
町
村
が
合
併
し
、
新
た
に
箱

根
町
と
な
っ
た
が
、
今
あ
え
て
「
官
民

一
体
Ａ
Ｌ
Ｌ
箱
根
」
を
掲
げ
る
と
い
う

こ
と
は
、
か
つ
て
の
一
体
感
が
薄
れ
て

い
る
の
か
。

　

箱
根
Ｄ
Ｍ
Ｏ
専
務
理
事
の
佐
藤
守
さ

ん
は
「
少
な
く
と
も
近
年
は
バ
ラ
バ
ラ

な
方
向
を
見
て
い
ま
し
た
」
と
分
析
す

る
。
箱
根
に
は
10
も
の
観
光
協
会
が
あ

る
け
れ
ど
う
ま
く
連
動
で
き
て
い
な
い

―
―
佐
藤
さ
ん
の
目
に
は
そ
う
映
っ
た
。

　

逆
に
「
箱
根
ブ
ラ
ン
ド
」
が
強
い
が

ゆ
え
の
弊
害
も
あ
る
。
２
０
１
９
年

（
令
和
元
）
10
月
の
台
風
19
号
で
一
部
の

温
泉
で
供
給
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
と
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
が
「
箱
根
の
温
泉
が
止
ま
っ

た
！
」
と
一
斉
に
報
じ
た
。
実
際
に
は

強ご
う

羅ら

と
仙せ

ん

石ご
く

原は
ら

の
一
部
が
止
ま
っ
た
だ
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箱根ＤＭＯ（箱根町
観光協会）専務理事
の佐藤守さん（上）と、
塔之澤温泉の旅館

「福住楼」五代目の
澤村吉之さん（下）

築100年を超え
る塔之澤温泉の

旅館「福住楼」

石
畳
が
残
る「
箱
根
旧
街
道
」。

江
戸
時
代
に
徳
川
幕
府
が
整
備
し
た
東
海
道
に
あ
た
る

け
な
の
に
、
箱
根
の
温
泉
が
す
べ
て
ダ

メ
に
な
っ
た
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
た
。

「
強
羅
と
仙
石
原
以
外
は
問
題
な
い
の

で
、
湯
本
な
ど
他
の
温
泉
場
に
来
て
も

ら
う
た
め
に
き
ち
ん
と
情
報
提
供
し
ま

し
た
。
互
い
に
不
利
益
を
被
ら
な
い
よ

う
に
し
た
た
め
、
そ
れ
以
降
は
エ
リ
ア

と
し
て
の
一
体
感
が
出
て
き
て
い
る
と

思
い
ま
す
」
と
佐
藤
さ
ん
。

　

関
東
近
郊
の
温
泉
地
が
魅
力
を
高
め

る
な
か
、「
箱
根
ら
し
さ
」
を
歴
史
や
自

然
教
育
か
ら
つ
く
り
だ
そ
う
と
、
箱
根

Ｄ
Ｍ
Ｏ
は
箱
根
町
立
郷
土
資
料
館
の
鈴

木
さ
ん
た
ち
と
東
海
道
の
跡
を
示
す
石

畳
を
活
用
し
よ
う
と
動
い
て
も
い
る
。

知
名
度
に
頼
ら
ず

水
面
下
で
も
が
く

　

外
部
か
ら
出
向
中
の
佐
藤
さ
ん
か
ら

見
た
箱
根
の
強
み
と
は
何
か
。

「
人
が
い
る
こ
と
で
す
。
頭
脳
明
晰
な

地
場
の
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
経
営
者
が
多

い
。
こ
れ
は
大
き
な
強
み
で
す
」

　

そ
の
一
人
が
澤
村
吉
之
さ
ん
だ
。
塔

之
澤
温
泉
で
１
８
９
０
年
（
明
治
23
）
に

創
業
し
た
温
泉
旅
館
「
福ふ
く

住ず
み

楼ろ
う

」
の
五

代
目
で
あ
る
。
福
住
楼
は
築
１
０
０
年

を
超
え
る
、
風
格
あ
る
木
造
建
造
物
だ
。

　

今
は
７
～
８
軒
の
宿
が
営
業
す
る
塔

之
澤
温
泉
は
、
戦
後
の
復
興
期
、
高
度

経
済
成
長
期
で
も
宿
の
数
も
建
物
も
さ

ほ
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
澤
村
さ
ん
は

「
不
便
な
地
域
な
ん
で
す
」
と
明
か
す
。

「
ま
ず
土
地
が
狭
い
。
上
水
道
が
開
通

し
た
の
も
ほ
ん
の
５
年
前
で
す
。
塔
之

澤
の
宿
は
基
本
的
に
山
の
湧
水
を
引
い

て
い
る
の
で
、
飲
み
水
は
も
ち
ろ
ん
約

60
度
の
源
泉
に
加
え
る
水
の
量
も
限
ら

れ
ま
す
か
ら
、
景
気
が
い
い
か
ら
と
い

っ
て
大
き
な
建
物
に
建
て
替
え
る
こ
と

は
し
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

「
箱
根
ブ
ラ
ン
ド
」
が
効
い
て
経
営
は

順
風
満
帆
か
と
思
い
き
や
、「
厳
し
い
と

き
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
り
ま
す
」
と
澤

村
さ
ん
は
苦
笑
す
る
。
そ
も
そ
も
澤
村

さ
ん
は
、
稼
働
率
３
割
ま
で
落
ち
込
ん

だ
福
住
楼
の
債
務
を
整
理
し
、
建
物
を

残
し
て
く
れ
る
人
に
譲
る
つ
も
り
で
戻

っ
て
き
た
。
し
か
し
海
外
の
旅
行
サ
イ

ト
と
提
携
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
文
化
が

感
じ
ら
れ
る
建
物
の
雰
囲
気
と
あ
い
ま

っ
て
人
気
が
集
ま
り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
前

は
宿
泊
客
の
８
割
が
欧
米
中
心
の
外
国

人
に
。「
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で

き
た
こ
と
か
も
」
と
笑
う
が
、
ベ
ジ
タ

リ
ア
ン
や
グ
ル
テ
ン
フ
リ
ー
に
対
応
し

た
食
事
も
用
意
し
て
い
る
。「
箱
根
ブ
ラ

ン
ド
」
だ
け
で
人
が
集
ま
る
時
代
で
は

な
い
。

「『
箱
根
は
い
い
よ
ね
』
と
同
業
者
か

ら
も
よ
く
言
わ
れ
る
ん
で
す
が
、
知
名

度
に
頼
っ
て
努
力
し
な
け
れ
ば
経
営
は

す
ぐ
傾
き
ま
す
。
例
え
ば
宿
泊
料
。
若

干
高
い
で
す
が
、
箱
根
町
は
神
奈
川
県

な
の
で
地
域
別
最
低
賃
金
は
東
京
都
と

１
円
し
か
変
わ
ら
な
い
た
め
、
ど
う
し

て
も
高
値
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
」

　

澤
村
さ
ん
に
も
箱
根
の
一
体
感
に
つ

い
て
尋
ね
る
と
、「
５
カ
町
村
そ
れ
ぞ
れ

の
地
元
意
識
が
強
い
」
と
言
う
。
た
だ

し
、
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
の
東
日
本

大
震
災
、
２
０
１
５
年
（
平
成
27
）
の
大

涌
谷
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
の
引
き
上
げ
、

そ
し
て
箱
根
登
山
鉄
道
の
線
路
が
一
部

流
出
し
た
２
０
１
９
年
の
台
風
19
号
な

ど
を
経
験
し
、
ま
た
箱
根
Ｄ
Ｍ
Ｏ
の
取

り
組
み
も
あ
っ
て
、
以
前
よ
り
一
体
感

は
増
し
て
き
て
い
る
そ
う
だ
。

　

困
難
が
地
域
の
結
束
を
強
め
る
の
は
、

昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
。
か
つ
て
の

『
七
湯
の
枝
折
』
の
よ
う
に
、
地
域
全

体
の
魅
力
を
高
め
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
温

泉
場
の
特
徴
を
出
す
こ
と
で
、
箱
根
は

新
た
な
層
を
呼
び
込
め
る
は
ず
だ
。

（
２
０
２
２
年
８
月
12
日
、
９
月
７
日
取
材
）

【見て歩いて温泉街】
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兵庫県
京都府

京都

神戸
大阪

姫路

岡山

鳥取
福知山

豊岡

舞鶴
琵琶湖

城崎温泉

養父

京丹後

丹波

丹波篠山

伊根町

三木

20

大
正
時
代
の
大
震
災
で

ま
ち
を
つ
く
り
直
す

情
緒
あ
ふ
れ
る
大お

お
た
に
が
わ

谿
川
沿
い
の
柳
並

木
は
、
城き
の
さ
き崎

温
泉
を
象
徴
す
る
風
景
だ

ろ
う
。
Ｊ
Ｒ
城
崎
温
泉
駅
か
ら
５
分
ほ

ど
歩
く
と
こ
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
が

あ
り
、
川
の
両
側
に
古
い
木
造
建
築
の

宿
が
建
ち
並
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
商
店
も

軒
を
連
ね
る
。
川
に
か
か
る
い
く
つ
も

の
太
鼓
橋
で
は
、
観
光
客
が
浴
衣
姿
で

楽
し
そ
う
に
写
真
を
撮
り
合
っ
て
い
た
。

現
在
の
こ
の
街
並
み
は
、
１
９
２
５

年
（
大
正
14
）、
城
崎
温
泉
に
壊
滅
的
な

被
害
を
も
た
ら
し
た
北
但
大
震
災
の
復

７
１
７
年
（
養
老
元
）
に
当
地
へ
や
っ
て
き
た
僧
侶
、
道ど

う
ち
し
ょ
う
に
ん

智
上
人
が
難
病
の
人
々
を

救
う
た
め
千
日
間
の
修
行
を
行
っ
た
末
、
７
２
０
年
（
養
老
４
）
に
温
泉
が
湧
き
出

し
た

―
そ
れ
が
城き

の
さ
き崎

温
泉
開
湯
の
い
わ
れ
だ
。
西
の
名
湯
と
し
て
有
馬
温
泉

と
と
も
に
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
お
り
、
明
治
時
代
ま
で
湯
治
客
が
多
か
っ
た
。

山
あ
い
を
流
れ
る
川
沿
い
の
小
さ
な
温
泉
街
は
、
ど
の
よ
う
に
魅
力
を
維
持
し

て
き
た
の
か
？ 
「
共
存
共
栄
」
を
旗
印
と
す
る
名
湯
の
今
昔
を
見
る
。

大谿川に沿って延びる城崎温泉の中心部。浴衣を着た人の比率が非常に高い

集
中
管
理
の「
湯
」が
支
え
る

浴
衣
で
楽
し
む「
外
湯
巡
り
」

昔
な
が
ら
の
温
泉
情
緒
を
保
つ
城
崎
温
泉

【見て歩いて温泉街】
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興
事
業
に
よ
る
も
の
だ
。

「
震
災
で
ま
ち
が
ぺ
し
ゃ
ん
こ
に
な
り

ま
し
た
が
、
当
時
の
都
市
計
画
に
基
づ

い
た
区
画
整
備
を
行
な
い
、
防
災
の
観

点
か
ら
川
幅
や
道
路
を
広
げ
ま
し
た
。

み
ん
な
で
寄
付
し
合
っ
て
な
ん
と
か
木

造
の
ま
ち
を
復
活
さ
せ
た
の
が
、
今
の

城
崎
温
泉
の
ス
タ
ー
ト
で
す
」

そ
う
話
す
の
は
、
城
崎
温
泉
観
光
協

会
文
化
部
長
の
片
岡
大
介
さ
ん
。
片
岡

さ
ん
は
創
業
３
０
０
年
の
宿
「
三
木
屋
」

の
十
代
目
だ
。
城
崎
温
泉
の
名
が
初
め
て

文
書
に
登
場
す
る
の
は
『
古
今
和
歌
集
』。

江
戸
時
代
に
は
、
医
師
の
香
川
修し
ゅ
う
と
く徳

が

城
崎
を
「
日
本
一
の
温
泉
」
と
評
価
し

た
こ
と
で
、
湯
治
場
と
し
て
人
気
が
高

ま
り
、
多
く
の
客
を
集
め
た
と
い
う
。

片
岡
さ
ん
に
よ
る
と
、
城
崎
の
湯
は

皮
膚
病
に
効
く
と
さ
れ
て
お
り
、
町
内

に
複
数
あ
っ
た
外
湯
（
共
同
浴
場
）
は
、
泉

質
が
最
も
よ
い
も
の
が
「
上
等
湯
」、
そ

し
て
「
二
番
湯
」「
三
番
湯
」
な
ど
ラ
ン

ク
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
江
戸
時
代
に
は

身
分
の
違
い
で
入
れ
る
風
呂
が
分
か
れ

て
い
た
、
と
い
う
話
も
あ
る
。

集
中
管
理
方
式
で

温
泉
を
一
括
管
理

城
崎
温
泉
の
醍
醐
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ

趣
の
異
な
る
７
つ
の
外
湯
を
巡
る
「
七

湯
巡
り
」
だ
。
そ
し
て
今
日
、
そ
れ
を

支
え
て
い
る
の
は
「
湯
」
を
集
中
管
理

す
る
独
自
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

湧
出
量
に
限
り
が
あ
っ
た
城
崎
温
泉

に
は
、
昔
か
ら
温
泉
を
共
有
財
産
と
考

え
る
「
共
存
共
栄
」
の
精
神
が
あ
る
。

各
旅
館
に
は
、
内
湯
や
売
店
を
設
け
な

い
の
が
暗
黙
の
ル
ー
ル
だ
っ
た
。
内
湯

を
つ
く
れ
る
の
は
財
力
の
あ
る
宿
だ
け
。

ロープウェイの山頂駅から城崎温泉を望む。山にはさまれ
た細長い地形だ。奥を流れるのは一級河川の円山川

城崎温泉観光協会の文化部長を務める片岡大介さん（右）。
志賀直哉ゆかりの宿「三木屋」の十代目旅館「錦水」の店主、大将伸介さん（左）。城崎町湯島財産区の
議員を務めている

城崎温泉に７つある
外湯のうち、中心的存

在の「一の湯」

集中管理の「湯」が支える 浴衣で楽しむ「外湯巡り」――昔ながらの温泉情緒を保つ城崎温泉
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そ
う
す
る
と
格
差
が
出
て
し
ま
う
。
売

店
が
な
い
の
は
、
観
光
客
に
街
な
か
の

商
店
を
使
っ
て
も
ら
い
た
い
か
ら
だ
。

そ
の
た
め
宿
泊
客
が
宿
だ
け
に
留
ら
ず
、

城
崎
温
泉
は
い
つ
も
街
な
か
が
賑
わ
っ

て
い
た
。

と
こ
ろ
が
大
正
時
代
に
な
り
湯
治
客

が
減
少
す
る
と
、
経
営
に
か
げ
り
が
見

え
は
じ
め
る
。
他
の
温
泉
地
に
客
を
奪

わ
れ
な
い
よ
う
に
「
内
湯
を
つ
く
ろ

う
」
と
い
う
声
も
出
た
。
そ
れ
が
当
時

の
三
木
屋
の
当
主
、
片
岡
さ
ん
の
曽
祖

父
だ
っ
た
。

当
然
ま
ち
側
は
反
対
し
、
１
９
２
７

年
（
昭
和
２
）
に
訴
訟
（
注
１
）
に
ま
で
発
展

す
る
。
戦
争
を
は
さ
み
１
９
５
０
年

（
昭
和
25
）
に
和
解
が
成
立
。
宿
の
収
容

人
数
に
応
じ
て
浴
槽
の
大
き
さ
に
制
限

を
設
け
る
こ
と
で
、
内
湯
の
設
置
が
認

め
ら
れ
た
。
し
か
し
内
湯
は
と
て
も
小

さ
な
も
の
な
の
で
、「
外
湯
中
心
」
で
あ

る
こ
と
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

和
解
成
立
後
に
新
た
な
泉
源
を
開
発

し
て
生
ま
れ
た
の
が
城
崎
独
自
の
「
温

泉
集
中
管
理
方
式
」
だ
。
湯
の
維
持
管

理
を
城
崎
町
湯
島
財
産
区
（
注
２
）
が
一

括
し
て
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

「
町
内
に
あ
る
３
つ
の
泉
源
か
ら
湧
き

出
し
た
湯
を
、
い
っ
た
ん
タ
ン
ク
に
集

め
て
温
度
を
安
定
さ
せ
ま
す
。
そ
こ
か

ら
道
路
下
に
埋
め
た
パ
イ
プ
で
各
旅
館

や
７
つ
の
外
湯
に
配
湯
し
ま
す
。
使
わ

れ
な
か
っ
た
湯
は
ま
た
タ
ン
ク
に
戻
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
泉
質
は
ど
こ

も
同
じ
。
城
崎
は
湧
出
量
の
問
題
も
あ

っ
た
の
で
、
少
な
い
資
源
を
有
効
活
用

す
る
目
的
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
、

旅
館
「
錦き
ん
す
い水

」
で
20
年
以
上
店
主
を
務

め
る
大た
い
し
ょ
う将伸

介
さ
ん
。
城
崎
町
湯
島
財

産
区
の
議
員
で
も
あ
る
。

な
お
、
配
湯
パ
イ
プ
の
通
っ
て
い
な

い
エ
リ
ア
に
は
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
な

ど
車
を
用
い
て
湯
を
配
る
。
２
０
１
６

年
（
平
成
28
）、
城
崎
に
開
業
し
た
「
大
江

戸
温
泉
物
語 

き
の
さ
き
」
も
そ
の
一

つ
だ
。「
当
初
は
大
手
の
進
出
に
危
機

感
も
あ
り
ま
し
た
が
、
昔
か
ら
の
城
崎

の
ル
ー
ル
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ

を
尊
重
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
新
た
な
層
の
集
客
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
」
と
片
岡
さ
ん
は
言
う
。

「
浴
衣
」や「
文
学
」で

城
崎
ら
し
さ
の
創
出

城
崎
な
ら
で
は
の
仕
掛
け
の
一
つ
に
、

「
浴
衣
で
の
ま
ち
歩
き
」
が
あ
る
。
宿
に

チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
し
た
ら
ま
ず
好
き
な
浴

衣
を
選
ん
で
も
ら
い
、
そ
れ
に
着
替
え

て
外
湯
を
巡
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。

カ
ラ
フ
ル
な
浴
衣
姿
で
歩
く
人
を
多
く

見
か
け
る
の
は
、
こ
の
た
め
だ
。

こ
れ
は
女
性
が
安
心
し
て
滞
在
で
き

る
温
泉
地
を
目
指
し
、
30
年
ほ
ど
前
か

ら
全
館
で
始
め
た
取
り
組
み
で
、
こ
れ

に
よ
り
日
本
文
化
を
体
験
し
た
い
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
も
増
え
た
。
一
般
的
に
浴
衣

は
館
内
着
の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
、
城

崎
の
よ
う
に
か
わ
い
ら
し
い
浴
衣
で
ま

ち
歩
き
が
で
き
る
温
泉
地
は
珍
し
い
。

外
国
人
観
光
客
も
、
こ
こ
な
ら
み
ん
な

浴
衣
だ
か
ら
堂
々
と
歩
け
る
。

し
か
も
浴
衣
の
柄
で
宿
が
わ
か
る
よ

う
に
な
っ
て
お
り
、
仮
に
財
布
を
忘
れ

て
飲
み
に
行
っ
て
も
、
部
屋
番
号
を
申

告
す
れ
ば
ツ
ケ
が
効
く
ら
し
い
。
な
ん

と
も
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
だ
。

２
０
１
３
年
（
平
成
25
）
に
は
、「
本
と

温
泉
」
と
い
う
地
域
密
着
の
出
版
レ
ー

ベ
ル
を
立
ち
上
げ
た
。
城
崎
温
泉
と
い

え
ば
冬
場
の
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
料
理
が
名
物

だ
が
、
カ
ニ
以
外
で
Ｐ
Ｒ
で
き
る
も
の

を
、
と
打
ち
出
し
た
の
が
「
文
学
」
だ

っ
た
。
城
崎
は
作
家
の
志
賀
直
哉
が
ケ

13つの泉源から集めた湯を溜める配湯タンク。180㎥と
100㎥の2基がある 2配湯タンクから湯を取り出し、配湯
パイプの通っていないエリアに湯を運ぶトラック 3城崎温
泉の道路にある配湯パイプの点検口。中心街には配湯パ
イプが張り巡らされている 4三木屋が宿泊客に貸与して
いる色とりどりの浴衣。宿によって柄が異なる 1

（注2）財産区

財産区とは、市町村の一部で財産や公の施設などの
管理を行なう特別地方公共団体。城崎温泉の場合、
温泉の利用権はすべて「城崎町湯島財産区」にある。

（注1）訴訟

「城崎温泉内湯訴訟事件」。当時、老舗旅館・西村屋の当主が
町長を務めていたことから、西村屋を代表するまち対三木屋の
形となり、戦前から戦後まで20年以上続く裁判に発展する。

3

5
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ガ
の
養
生
で
訪
れ
て
以
来
、
生
涯
に
わ

た
り
足
を
運
ん
だ
場
所
だ
。
か
の
有
名

な
『
城
の
崎
に
て
』
は
、
三
木
屋
の
一

室
で
執
筆
さ
れ
た
。

「
本
と
温
泉
」
か
ら
は
４
冊
が
出
版
さ

れ
て
い
る
。
毎
回
城
崎
温
泉
に
縁
の
あ

る
作
家
が
、
城
崎
を
テ
ー
マ
に
書
き
下

ろ
す
。
実
際
に
足
を
運
ん
で
も
ら
い
た

い
の
で
、
販
売
は
城
崎
温
泉
限
定
。
い

ず
れ
の
作
品
も
、
ま
た
城
崎
の
街
を
歩

い
て
み
た
い
と
思
わ
せ
る
内
容
だ
。

こ
う
し
た
仕
掛
け
を
中
心
と
な
っ
て

考
え
る
の
は
、
片
岡
さ
ん
や
大
将
さ
ん

な
ど
各
旅
館
の
若
手
経
営
者
で
構
成
さ

れ
る
「
城
崎
温
泉
旅
館
経
営
研
究
会
」

（
通
称
「
二
世
会
」）
の
メ
ン
バ
ー
だ
。
片
岡

さ
ん
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

「
決
し
て
豊
富
で
は
な
い
温
泉
を
共
有

財
産
と
考
え
て
き
た
城
崎
で
は
、
無
理

に
旅
館
を
大
型
化
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
の
高
度
経
済
成
長
期
や
バ
ブ
ル
の

こ
ろ
、
み
ん
な
本
心
で
は
建
て
替
え
て

規
模
を
拡
大
し
た
か
っ
た
と
思
う
の
で

す
が
、
共
存
共
栄
を
守
っ
た
か
ら
今
が

あ
る
。
無
秩
序
な
開
発
を
し
な
か
っ
た

こ
と
で
希
少
価
値
の
高
い
木
造
３
階
建

て
の
温
泉
宿
が
多
く
残
り
、
そ
れ
が
魅

力
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、

つ
な
ぐ
べ
き
も
の
は
つ
な
い

で
、
新
た
な
価
値
も
打
ち
出

し
て
い
け
れ
ば
」

城
崎
の
街
を
歩
い
て
い
る

と
、
カ
ラ
ン
コ
ロ
ン
と
い
う

下
駄
の
音
が
心
地
よ
く
耳
に

響
く
。
訪
れ
た
際
は
、
浴
衣

で
そ
ぞ
ろ
歩
き
を
楽
し
ん
で

ほ
し
い
。

（
２
０
２
２
年
８
月
29
〜
30
日
取
材
）

5「本と温泉」が発刊した書籍。作家
の万城目学や湊かなえなどが城崎温
泉を舞台にした小説を執筆。凝った装
釘も楽しい 6志賀直哉が『城の崎に
て』を執筆した旅館「三木屋」の古写
真。北但大震災以前のもの 提供：三
木屋 7志賀直哉が好んで泊まった
三木屋の一室

奇跡や奇譚を求める
人の心と開湯伝説
天理大学文学部教授　齊藤 純さん
　城崎温泉は道智上人が開いたと伝わっていますが、道智上
人そのものは実在したのかはっきりしないそうです。城崎温泉
と同じように日本各地に開湯に関する伝説・伝承があります。
人物としては弘法大師（空海）や行基、北陸では親鸞といった
高僧、武将では源頼朝、武蔵坊弁慶などが挙げられます。
　開湯にまつわる人物に共通するのは、身分や立場が上の人
で、しかもその土地の人ではないこと。どこかからやってきて、
どこかへ去っていくんですね。柳田國男は「もともとは神様
だったのだろう」と考えます。それが、時が経つにつれて忘れ
られ、ちょっとただならぬ雰囲気をもつ旅の人に置き換えられ
たのではないかと。
　一方、「動物」に導かれて温泉を発見したという伝承も多
いです。これに付随するのは、傷を負った落人が白いサルや
シカに導かれたという話。誰も通らない山奥で温泉を見つけ
るのは普通の人ではない、戦に負けて逃げていた敗残兵だ。
そう考えたのでしょう。
　導いた動物の多くが「白い」のも興味深い。普通のサルや
シカでいいのに、わざわざ自然界では希少なアルビノにする
のは、どこかで神秘性をもたせたい、もたせなきゃいけないと
いう気持ちが働いている気がします。
　温泉に限らず湧き水や井戸もそうですが、人びとはやはり
奇跡や奇譚を求めているのだと思います。特に温泉の効能に
ついては、外科治療はさほど発達していない時代に、薬では
どうしても治らず「もう温泉に行くしかない」という切実な気
持ちがあった。それゆえに合理的な効果以上のものを温泉に
求めたのかもしれません。
　たしかに、地の底から温かい水が湧いてくる現象というの
は理解しがたいものです。温泉をレクリエーションの一つと
思いがちな現代の私たちとは違って、かつては「水に関係し
た別世界が地の底にはある」という考えを、昔の人たちはみん
なもっていたのではないか。そんな風に私は考えています。
(2022年６月16日／
リモートインタビュー）

Jun Saito

1958年京都府生まれ。1986年筑
波大学大学院修士課程修了。兵庫
県立歴史博物館学芸員などを経て
2006年から現職。専門分野は博物
館学、日本民俗学。
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【見て歩いて温泉街】

集中管理の「湯」が支える 浴衣で楽しむ「外湯巡り」――昔ながらの温泉情緒を保つ城崎温泉
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温
泉
な
ら
で
は

健
康
増
進
効
果

温
泉
が
健
康
に
及
ぼ
す
効
能
に
つ
い

て
考
え
る
に
は
、
ま
ず
、
ふ
だ
ん
の
入

浴
の
健
康
効
果
を
踏
ま
え
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。
今
の
医
学
で
は
、
湯
船
に
浸

か
る
入
浴
に
次
の
よ
う
な
作
用
が
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

❶
温
熱
作
用 

体
が
温
ま
る
と
血
管
が

拡
張
し
心
臓
の
動
き
が
強
ま
り
、
血
流

が
増
え
新
陳
代
謝
が
促
さ
れ
ま
す
。
温

熱
は
神
経
の
過
敏
性
を
抑
え
る
た
め
、

神
経
痛
な
ど
の
慢
性
的
な
痛
み
や
肩
こ

り
な
ど
を
ほ
ぐ
す
効
果
も
あ
り
ま
す
。

❷
静
水
圧
作
用 

湯
の
水
圧
で
全
身
が

締
め
つ
け
ら
れ
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
さ
れ
た

よ
う
な
状
態
に
な
り
、
温
熱
作
用
と
同

じ
く
血
流
の
改
善
効
果
が
あ
り
ま
す
。

❸
浮
力
作
用 

水
中
で
は
体
重
が
10
分

の
１
程
度
に
な
る
の
で
重
力
か
ら
解
放

さ
れ
、
関
節
や
筋
肉
の
緊
張
が
ゆ
る
み

リ
ラ
ッ
ク
ス
状
態
に
な
り
ま
す
。

❹
清
浄
作
用 

湯
に
し
っ
か
り
浸
か
る

と
毛
穴
が
開
き
汚
れ
や
皮
脂
が
流
れ
出

ま
す
。
シ
ャ
ワ
ー
よ
り
全
身
す
み
ず
み

ま
で
の
洗
浄
効
果
が
高
い
で
す
。

❺
蒸
気
作
用 

鼻
や
の
ど
の
粘
膜
は
乾

燥
す
る
と
免
疫
力
の
低
下
を
招
き
や
す

い
の
で
、
浴
槽
に
浸
か
り
湯
気
で
湿
り

気
を
与
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

❻
粘
性
・
抵
抗
性
作
用 

水
中
で
体
を

動
か
し
た
と
き
の
負
荷
は
陸
上
の
約
３

～
４
倍
。
入
浴
中
に
体
操
や
ス
ト
レ
ッ

チ
な
ど
で
筋
肉
に
刺
激
を
与
え
れ
ば
手

軽
に
運
動
療
法
効
果
を
得
ら
れ
ま
す
。

❼
開
放
・
密
室
作
用 

自
分
だ
け
の
時

空
を
体
感
で
き
る
入
浴
で
日
常
か
ら
解

放
さ
れ
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
温
泉
で
は
、
こ
れ
ら
に
「
転

地
効
果
」
が
加
わ
る
の
で
す
。
温
泉
の

効
果
は
決
し
て
湯
に
浸
か
る
こ
と
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
周
辺
の
美
し
い
自

然
、
す
が
す
が
し
い
空
気
、
湯
の
街
の

佇
ま
い
、
お
い
し
い
山
海
の
幸
…
…
。

ス
ト
レ
ス
の
多
い
日
常
か
ら
切
り
離
さ

れ
温
泉
地
の
環
境
全
体
に
癒
さ
れ
る
。

こ
れ
を
医
学
的
に
は
温
泉
の
「
総
合
的

生
体
調
整
作
用
」
と
呼
び
、
さ
ま
ざ
ま

な
健
康
増
進
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

１
泊
で
も
効
く

「
積
極
的
ぼ
ん
や
り
」

環
境
省
で
は
２
０
１
８
年
（
平
成
30
）

か
ら
全
国
の
温
泉
地
の
協
力
を
得
て

「
全
国
『
新
・
湯
治
』
効
果
測
定
調
査
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

湯
治
と
は
長
期
間
滞
在
す
る
温
泉
療

養
の
こ
と
で
す
が
、
多
忙
な
現
代
人
に

現
実
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

今
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
っ
た
温
泉

地
で
の
過
ご
し
方
を
環
境
省
は
「
新
・

湯
治
」
と
し
て
提
案
し
て
い
ま
す
。

３
年
分
、
ア
ン
ケ
ー
ト
件
数
１
万
１

８
３
０
件
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
お

お
む
ね
温
泉
地
滞
在
後
は
、
心
身
に
よ

い
変
化
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
と
り
わ
け

注
目
し
た
い
の
は
次
の
２
点
で
す
。

第
１
に
、
温
泉
で
た
だ
湯
に
浸
か
る

だ
け
で
な
く
、
ゴ
ル
フ
や

登
山
な
ど
の
運
動
、
周
辺

の
観
光
や
食
べ
歩
き
、
マ
ッ

サ
ー
ジ
や
エ
ス
テ
な
ど
の
ア

ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
し
た
人

ほ
ど
、
よ
り
よ
い
心
身
の

変
化
を
自
覚
し
た
こ
と
。

第
２
に
、
長
期
間
の
温

泉
地
滞
在
で
は
な
く
て
も
、

日
帰
り
や
１
泊
２
日
で
も

心
身
へ
の
よ
い
影
響
が
見

ら
れ
、
年
間
を
通
し
て
高

頻
度
で
温
泉
を
訪
れ
る
人

ほ
ど
、
そ
の
傾
向
が
強
い

こ
と
。

こ
れ
ら
の
調
査
結
果
か

ら
、
転
地
効
果
に
よ
る
総

合
的
生
体
調
整
作
用
が
働

い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、

必
ず
し
も
昔
な
が
ら
の
長

期
間
の
湯
治
で
な
く
て
も
、

温
泉
地
滞
在
は
心
身
へ
よ
い
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
が
示
唆
さ
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
こ
れ
は
温
泉
そ
の
も
の

の
効
果
に
か
か
わ
る
研
究
で
す
が
、
静

岡
県
熱
海
市
で
、
介
護
保
険
の
デ
ー
タ

に
紐
づ
け
て
３
年
ほ
ど
遡
っ
た
私
た
ち

の
調
査
で
は
「
自
宅
に
温
泉
を
引
い
て

い
る
人
ほ
ど
介
護
状
態
が
悪
く
な
り
に

く
い
」
と
い
う
結
果
を
得
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

温
泉
地
滞
在
の
効
果
を
最
大
に
高
め

る
方
法
は
「
積
極
的
ぼ
ん
や
り
」
で
す
。

意
識
的
に
ぼ
ん
や
り
し
て
余
計
な
外
部

刺
激
を
脳
に
与
え
な
い
。
温
泉
地
に
来

た
と
き
ぐ
ら
い
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な

ど
に
触
れ
ず
、
急
き
立
て
ら
れ
る
よ
う

な
情
報
過
多
の
ふ
だ
ん
の
生
活
か
ら
自

由
に
な
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

（
２
０
２
２
年
８
月
26
日
／

リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

Shinya Hayasaka
1968年生まれ。宮城県出身。自治医科大学医
学部卒業、自治医科大学大学院医学研究科修
了後、浜松医科大学准教
授、大東文化大学教授など
を経て現職。風呂・温泉と健
康の関係を医学的に研究。
一般財団法人日本健康開
発財団温泉医科学研究所
所長。博士（医学）。温泉療
法専門医。著書に『最高の
入浴法』などがある。

インタビュー

早坂信哉さん

東京都市大学 人間科学部
学部長・教授／医師

湯けむりたなびく大分県の鉄輪温泉。
早坂さんは何度も足を運んでいる
提供：別府市

医学からみた温泉の効果
日帰りや１泊でもよい影響が

温泉に浸かると心身にどのような影響があるのだろうか。「温
泉による心と体への効果」について、風呂・温泉と健康の関係
を医学的に研究している早坂信哉さんに解説していただいた。

出典：全国「新・湯治」効果測定調査プロ
ジェクト3カ年調査結果概要報告(環境省)

図 １年間の温泉地訪問回数と滞在
前後の心身の主観的変化の関連
（有意差のあったものを抜粋）

より健康を
感じるように
なった

ぐっすりとした
よい睡眠がとれる
ようになった

年１回 年2~3回 年4~5回 年6回
以上

年１回 年2~3回 年4~5回 年6回
以上

75.3%

77.5％ 77.7％

82.7％

75.2%

79.1％ 79.1％

82.9％

My favorite         hot spring    
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「
ソ
ロ
温
泉
」が

必
要
な
現
代
人

温
泉
は
誰
か
と
行
く
も
の
と
思
い
込

ん
で
い
ま
せ
ん
か
。
私
が
ぜ
ひ
お
勧
め

し
た
い
の
が
「
ソ
ロ
温
泉
」
で
す
。

「
ソ
ロ
温
泉
」
と
は
文
字
通
り
、
一
人

で
行
く
温
泉
旅
行
。
そ
の
目
的
は
「
何

も
し
な
い
空
白
の
時
間
」
を
つ
く
る
こ

と
で
す
。

忙
し
い
現
代
人
は
日
々
仕
事
に
追
わ

れ
、
ス
ト
レ
ス
に
さ
ら
さ
れ
て
、
心
身

を
休
め
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
ま

の
休
み
も
つ
い
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
ス
マ

ホ
を
い
じ
っ
た
り
し
て
、
常
に
頭
は
働

い
て
い
る
状
態
で
す
。
そ
こ
で
、
半
ば

強
制
的
に
日
常
の
ス
イ
ッ
チ
を
オ
フ
に

す
る
「
ソ
ロ
温
泉
」
が
有
効
な
の
で
す
。

一
人
で
温
泉
に
行
く
と
、
湯
浴
み
以
外

何
も
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
ゆ
っ
く

り
自
分
と
向
き
合
い
、
心
と
体
を
休
め

て
鋭
気
を
養
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
は
昔
、
出
版
社
で
編
集
者
と
し
て

働
い
て
い
ま
し
た
。
仕
事
は
嫌
で
は
な

か
っ
た
け
れ
ど
、
と
に
か
く
多
忙
で
寝

る
時
間
も
な
か
っ
た
。
あ
る
時
い
よ
い

よ
疲
れ
果
て
て
、
初
め
て
１
週
間
有
休

を
取
っ
て
群
馬
県
の
沢さ

わ
た
り渡

温
泉
に
行
き

ま
し
た
。
共
同
浴
場
が
一
つ
と
宿
が
10

軒
く
ら
い
あ
る
鄙ひ

な

び
た
温
泉
地
で
す
。

ま
だ
ス
マ
ホ
は
な
い
時
代
で
、
ひ
た
す

ら
本
を
読
み
、
温
泉
に
入
っ
て
、
仕
事

の
こ
と
、
将
来
の
こ
と
、
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
そ
う
し
て
こ
の

時
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
な
る
こ
と
を
決

意
し
た
の
で
す
。
自
分
の
こ
と
だ
け
を

考
え
る
時
間
が
た
っ
ぷ
り
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
そ
ん
な
決
断
が
で
き
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

以
来
、
私
は
時
間
を
つ
く
っ
て
は
、

「
ソ
ロ
温
泉
」
に
出
か
け
て
い
ま
す
。

温
泉
と
自
身
に

向
き
合
う
時
間

「
ソ
ロ
温
泉
」
に
向
い
て
い
る
の
は
、

沢
渡
温
泉
の
よ
う
な
小
さ
な
温
泉
地
で

す
。
初
心
者
の
方
に
は
、
も
う
少
し
温

泉
街
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
長
野
県

の
渋
温
泉
や
野
沢
温
泉
な
ど
も
お
勧
め

で
す
。
た
だ
し
、
人
出
の
多
い
大
き
な

温
泉
街
は
、
一
人
だ
と
気
後
れ
す
る
の

で
避
け
た
方
が
無
難
で
す
。
仕
事
は
決

し
て
持
ち
込
ま
ず
、
ス
マ
ホ
の
使
用
も

最
低
限
に
と
ど
め
ま
し
ょ
う
。
電
波
の

届
か
な
い
宿
を
選
ぶ
の
も
一
つ
の
方
法

で
す
。

参
考
ま
で
に
、
私
の
「
ソ
ロ
温
泉
」

の
過
ご
し
方
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

当
日
は
早
め
に
現
地
に
行
っ
て
、
チ

ェ
ッ
ク
イ
ン
と
同
時
に
宿
に
入
り
、
ま

ず
は
誰
も
い
な
い
温
泉
を
楽
し
み
ま
す
。

そ
れ
か
ら
本
を
読
ん
だ
り
昼
寝
を
し
た

り
し
て
、
夕
飯
前
に
再
び
湯
へ
。

食
後
は
だ
ら
だ
ら
し
て
、
も
う

ひ
と
風
呂
浴
び
て
早
め
に
寝
ま

す
。
テ
レ
ビ
も
ス
マ
ホ
も
一
切

見
ま
せ
ん
。
翌
朝
は
早
起
き
し

て
朝
風
呂
へ
。
朝
食
後
は
チ
ェ

ッ
ク
ア
ウ
ト
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
部

屋
で
く
つ
ろ
ぎ
、
で
き
れ
ば
も

う
一
度
温
泉
に
入
り
ま
す
。
周
辺
の
観

光
も
せ
ず
、
た
だ
た
だ
温
泉
と
一
人
の

時
間
に
集
中
す
る
、
こ
れ
ぞ
贅
沢
な
楽

し
み
で
す
。

温
泉
地
で
仕
事
を
す
る

一
方
、
温
泉
地
に
滞
在
し
な
が
ら
仕

事
を
す
る
新
し
い
働
き
方
の
提
案
が
、

「
温
泉
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
で
す
。

「
温
泉
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョン
」
は
連
泊
が
基

本
。
最
低
で
も
３
泊
、
で
き
れ
ば
１
週
間

ほ
ど
温
泉
地
に
滞
在
す
る
こ
と
で
、
腰
を

据
え
て
仕
事
に
臨
む
こ
と
が
で
き
、
温

泉
の
効
果
も
し
っ
か
り
享
受
で
き
ま
す
。

「
温
泉
＋
仕
事
」
に
は
、
た
く
さ
ん
の

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
朝
、
温
泉
に

入
れ
ば
シ
ャ
キ
ッ
と
目
が
覚
め
た
状
態

で
仕
事
を
始
め
ら
れ
、
行
き
詰
ま
っ
た

と
き
に
は
温
泉
が
い
い
気
分
転
換
に
な

る
。
仕
事
終
わ
り
の
温
泉
は
一
日
の
疲

れ
を
癒
や
す
格
別
な
時
間
で
す
。
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ブ
な
仕
事
な
ら
、
温
泉
の
リ

ラ
ッ
ク
ス
効
果
で
い
い
ア
イ
デ
ィ
ア
が

浮
か
ぶ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

長
逗
留
が
前
提
の
、
昔
な
が
ら
の
湯

治
場
な
ら
１
泊
３
０
０
０
円
も
し
な
い

宿
が
あ
り
ま
す
。
１
週
間
滞
在
し
て
も

２
万
円
程
度
で
す
。
温
泉
地
は
土
日
が

ピ
ー
ク
で
平
日
は
が
ら
が
ら
な
の
で
、

平
日
に
仕
事
を
兼
ね
て
訪
れ
る
人
が
増

え
れ
ば
、
温
泉
地
も
活
性
化
し
て
一
挙

両
得
で
す
。

家
族
や
友
人
、
恋
人
と
に
ぎ
や
か
に

観
光
し
た
り
宿
の
食
事
を
楽
し
ん
だ
り

す
る
、
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
温
泉
も
も

ち
ろ
ん
魅
力
的
で
す
。
で
も
、
じ
っ
く

り
と
温
泉
と
向
き
合
う
時
間
を
大
切
に

す
る
「
ソ
ロ
温
泉
」
や
「
温
泉
ワ
ー
ケ

ー
シ
ョ
ン
」
の
よ
う
な
新
し
い
温
泉
と

の
付
き
合
い
方
が
も
っ
と
注
目
さ
れ
て

も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
２
０
２
２
年
８
月
10
日
／

リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

㊤高橋さんがフリーランスになる決意をした沢渡
温泉。山間の静かな環境は「ソロ温泉」に向
いている ㊦約 800 年前から湯治場だった沢渡
温泉の共同浴場。皮膚にやさしい「美肌の湯」
とも称えられる 提供：沢渡温泉組合

温泉との新たな付き合い方
ソロ温泉＆温泉ワーケーションのススメ

Kazuki Takahashi
1976年千葉県生まれ。上智大
学卒業後、ビジネス系出版社に
入社し、雑誌や書籍の編集に携
わる。南紀白浜温泉「崎の湯」か
らの絶景に感動し、温泉巡りを始
める。温泉好きが高じて会社を辞
め、「日本一周3000湯の旅」へ
出発。386日かけて3016湯を踏
破。2021年1月、東京から札幌
へ移住。著書に『ソロ温泉―空
白の時間を愉しむ―』『日本一周
3016湯』などがある。

インタビュー

高橋一喜さん
温泉ライター

湯治から観光へ―温泉の楽しみ方は時代とともに変わっているが、
今さらに新しい楽しみ方を提唱している人がいる。温泉ライターの高橋
一喜さんに「ソロ温泉」と「温泉ワーケーション」についてお聞きした。

My favorite         hot spring    

column
    

Hot Spring Column
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一
つ
の
旅
館
の
よ
う
な

山
間
の
温
泉
地

熊
本
空
港
か
ら
車
で
１
時
間
強
、
阿

蘇
・
外
輪
山
の
北
方
に
位
置
す
る
黒
川

温
泉
を
訪
れ
た
。
泉
源
が
豊
富
で
、
一
つ

の
温
泉
地
に
７
種
の
異
な
る
泉
質
が
存

在
す
る
全
国
で
も
珍
し
い
ス
ポ
ッ
ト
だ
。

せ
っ
か
く
な
の
で
、
黒
川
温
泉
名
物

の
湯
め
ぐ
り
を
体
験
す
る
こ
と
に
し
た
。

旅
館
組
合
・
風
の
舎
で
「
入
湯
手
形
」

か
つ
て
「
半
農
半
営
」
の
湯
治
場
だ
っ

た
熊
本
県
の
黒
川
温
泉
。
交
通
の
便
が

悪
く
、
同
じ
阿
蘇
地
域
に
あ
る
杖つ

え
た
て立

温

泉
や
内う

ち
の
ま
き
　

牧
温
泉
と
比
べ
て
も
無
名
だ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
一
人
の
カ
リ
ス
マ
に
影

響
を
受
け
、
景
観
な
ど
を
含
め
て
「
黒

川
ら
し
さ
」
を
演
出
す
る
と
、
全
国
屈

指
の
人
気
温
泉
地
と
な
る
。
そ
こ
に
至

る
創
意
工
夫
、
そ
し
て
そ
れ
を
土
台
と

し
な
が
ら
も
現
状
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な

く
新
た
な
魅
力
を
積
み
重
ね
よ
う
と
す

る
若
い
世
代
に
焦
点
を
当
て
る
。

黒川温泉の名を広めた「山の宿 新明館」の後藤哲也さんが設計した風呂。日本の温泉は10種の泉質が定められているが、
黒川温泉には「単純温泉」「塩化物泉」「炭酸水素塩泉」「硫酸塩泉」「含鉄泉」「酸性泉」「硫黄泉」の７種がある

宮崎県

熊本県

大分県

福岡県
福岡

熊本

大分

天草

阿蘇
島原

久留米
別府

八代
延岡

黒川温泉

由布

阿蘇くじゅう
国立公園

〈第三世代〉が重ねる試行錯誤
「地域の力」で知名度上げた黒川温泉

水の文化 72号　特集　温泉の湯悦

【過去に縛られない未来】



27

を
買
う
と
、
26
軒
あ
る
旅
館
の
な
か
か

ら
好
み
の
露
天
風
呂
を
３
カ
所
選
ん
で

入
浴
で
き
る
。
温
泉
の
効
能
を
見
比
べ

て
、
ど
の
露
天
風
呂
に
し
よ
う
か
と
迷

う
の
が
楽
し
い
。
旅
館
に
入
っ
て
入
湯

手
形
を
見
せ
る
と
、
宿
泊
客
で
な
く
て

も
と
て
も
温
か
く
迎
え
て
く
れ
る
。

黒
川
温
泉
の
中
心
部
は
、
30
分
も
あ

れ
ば
歩
い
て
回
れ
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
大

き
さ
。
素
朴
な
田
舎
の
風
景
以
外
、
特

別
に
目
を
引
く
も
の
は
な
い
が
、
温
泉

の
は
し
ご
を
し
て
小
路

を
行
っ
た
り
来
た
り
す

る
う
ち
に
、
懐
か
し
い

故
郷
に
い
る
よ
う
な
愛

着
を
感
じ
は
じ
め
る
。

次
に
ま
た
来
た
ら
、

「
お
帰
り
な
さ
い
」
と

言
っ
て
も
ら
え
そ
う
な

こ
の
雰
囲
気
こ
そ
、
黒

川
温
泉
の
魅
力
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

江
戸
時
代
か
ら
湯
治
場
と
し
て
知
ら

れ
て
い
た
集
落
に
、
組
合
組
織
と
し
て

黒
川
温
泉
観
光
旅
館
協
同
組
合
が
設
立

さ
れ
た
の
は
１
９
６
１
年
（
昭
和
36
）
だ

っ
た
。
し
か
し
、
黒
川
温
泉
が
全
国
区

で
有
名
に
な
っ
た
の
は
こ
こ
数
十
年
の

こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
訪
れ
る
観
光
客

も
少
な
く
、
地
図
に
名
前
す
ら
載
っ
て

い
な
い
よ
う
な
山
奥
の
さ
び
れ
た
温
泉

地
だ
っ
た
。

そ
ん
な
黒
川
温
泉
が
変
わ
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
が
、
後
に
観
光
の
カ
リ

ス
マ
と
し
て
名
を
遺
す
「
山
の
宿 

新し
ん

明め
い
か
ん館
」
の
後
藤
哲
也
さ
ん
だ
。
若
い
こ

ろ
か
ら
独
学
で
観
光
を
学
び
、「
来
る

人
を
驚
か
せ
る
温
泉
を
つ
く
り
た
い
」

と
自
ら
ノ
ミ
を
ふ
る
っ
て
敷
地
内
の
岩

山
を
削
り
、
10
年
か
け
て
洞
窟
風
呂
を

完
成
さ
せ
た
。
ま
た
、
田
舎
ら
し
い
風

景
に
こ
だ
わ
り
、
宿
の
周
り
に
わ
ざ
わ

ざ
山
の
雑
木
を
移
植
す
る
。
周
囲
の
目

は
冷
や
や
か
だ
っ
た
が
、

こ
の
洞
窟
風
呂
が
口
コ

ミ
で
話
題
と
な
り
、
新

明
館
は
１
９
７
０
年
代
、

閑
古
鳥
の
鳴
く
黒
川
温

泉
で
唯
一
、
客
足
の
途

絶
え
な
い
宿
と
な
っ
た
。

１
９
８
０
年
代
に
な

る
と
、
第
二
世
代
と
呼

ば
れ
る
青
年
部
の
若
者

た
ち
が
、
後
藤
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
の

も
と
、
黒
川
温
泉
の
変
革
に
乗
り
出
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
宿
が
趣
向
を
凝
ら
し
た
露

天
風
呂
を
新
設
し
、「
露
天
風
呂
の
黒

川
温
泉
」
を
打
ち
出
し
た
が
、
敷
地
の

制
約
で
ど
う
し
て
も
露
天
風
呂
が
つ
く

れ
な
い
旅
館
が
２
軒
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
２
軒
の
宿
泊
客
も
露
天
風
呂
を
楽

し
め
る
よ
う
に
「
入
湯
手
形
」
を
発
案
。

そ
れ
が
「
黒
川
温
泉
一い
ち

旅
館
」
と
い
う

地
域
理
念
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

第
二
世
代
が
つ
く
っ
た

素
朴
な
景
観

浴
衣
を
着
た
カ
ッ
プ
ル
や
親
子
づ
れ

が
、
田
の
原
川
に
架
か
る
丸
鈴
橋
の
上

で
足
を
止
め
、
景
色
を
楽
し
ん
で
い
る
。

黒
川
温
泉
の
街
並
み
は
、
ど
こ
を
歩
い

て
も
緑
が
多
く
、
ま
る
で
山
の
風
景
を

切
り
取
っ
た
絵
の
よ
う
だ
。
実
は
こ
れ

1中部地方から黒川温泉
を初めて訪れた女性たち。
田の原川に架かる丸鈴橋
でどこの露天風呂を巡る
かを相談していた 2東京
に住む両親（後列）を黒川
温泉に招待したという福
岡暮らしの夫婦 3後藤哲
也さんがノミをふるい、10
年かけて完成させた「山の
宿 新明館」の洞窟風呂 
4黒川温泉の「入湯手形」

（1300円）。26軒ある旅館
のなかから３カ所の露天風
呂に入れる 5人が行き交
う丸鈴橋。周囲の木々は
山の雑木を移植したもの。
言われなければわからない
ほど風景によくなじんでいる

〈第三世代〉が重ねる試行錯誤
「地域の力」で知名度上げた黒川温泉

5

〈第三世代〉が重ねる試行錯誤――「地域の力」で知名度上げた黒川温泉

2

4

13
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ら
の
木
々
は
す
べ
て
地
域
の
人
の
手
で

植
栽
さ
れ
た
も
の
だ
と
聞
い
て
驚
い
た
。

「
今
の
黒
川
温
泉
の
世
界
観
は
、
第
二

世
代
の
先
輩
方
が
苦
労
し
て
つ
く
り
出

し
た
も
の
で
す
」
と
、
黒
川
温
泉
観
光
旅

館
協
同
組
合
事
務
局
長
の
北
山
元は
じ
めさ

ん
。

１
９
８
６
年
（
昭
和
61
）、
第
二
世
代

が
中
心
と
な
っ
て
旅
館
組
合
の
組
織
を

再
編
し
、
黒
川
温
泉
の
景
観
づ
く
り
を

本
格
的
に
開
始
。
上
の
世
代
の
猛
反
発

を
受
け
な
が
ら
も
、
乱
立
し

て
い
た
派
手
な
看
板
を
撤
去

し
て
、
統
一
デ
ザ
イ
ン
の
共

同
看
板
を
導
入
。
近
隣
の
裏

山
に
あ
る
雑
木
を
、
あ
え
て

不
揃
い
な
ま
ま
植
栽
し
、
あ

た
か
も
そ
こ
に
昔
か
ら
自
然

に
生
え
て
い
た
よ
う
な
木
立

を
形
成
し
た
。
こ
う
し
て
一

つ
ひ
と
つ
手
を
か
け
、
素
朴

な
が
ら
美
し
い
、
黒
川
温
泉

な
ら
で
は
の
景
観
を
つ
く
り
上
げ
て
い

っ
た
の
だ
。

秘
湯
ブ
ー
ム
も
あ
り
、
入
湯
手
形
が

メ
デ
ィ
ア
で
も
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら

れ
る
と
、「
露
天
風
呂
の
黒
川
温
泉
」
の

名
は
全
国
に
知
れ
渡
り
、
多
く
の
観
光

客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ピ
ー
ク

の
２
０
０
３
年
（
平
成
15
）
に
は
宿
泊
者

数
40
万
人
、
推
定
入
込
客
数
１
２
０
万

人
を
記
録
。
入
湯
手
形
の
販
売
数
も
最

大
で
約
22
万
枚
と
な
っ
た
。

「
黒
川
の
旅
館
組
合
は
、
入
湯
手
形
の

事
業
収
益
を
柱
に
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
や
自
治
体
の
補
助
金
に
頼
ら
ず
、
経

済
的
に
自
立
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
主

体
的
に
自
由
な
活
動
が
で
き
る
の
が
強

み
で
す
」
と
北
山
さ
ん
は
言
う
。

第
三
世
代
を
突
き
動
か
す

将
来
へ
の
不
安

今
、
黒
川
温
泉
を
担
っ
て
い
る
の
は
、

30
代
か
ら
40
代
の
第
三
世
代
。
そ
の
中

心
人
物
の
一
人
で
あ
る
老
舗
旅
館
「
御お

客き
ゃ
く
や屋

」
代
表
取
締
役
の
北き

た
ざ
と里

有ゆ
う
き紀

さ
ん

は
１
９
９
８
年
（
平
成
10
）、
21
歳
の
時

に
黒
川
へ
戻
り
家
業
に
入
っ
た
。
同
時

期
に
同
級
生
た
ち
が
続
々
と
地
元
に
戻

っ
て
き
て
、
皆
で
集
ま
る
こ
と
が
増
え
、

青
年
部
の
地
域
活
動
が
活
発
に
な
っ
て

い
く
。

若
い
力
に
期
待
し
た
第
二
世
代
は
、

早
い
段
階
で
旅
館
組
合
の
役
職
を
第
三

世
代
の
若
者
た
ち
へ
譲
り
渡
す
。
北
里

さ
ん
は
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
に
初
め
て

組
合
の
理
事
の
職
に
つ
き
、
２
０
１
５

年
（
平
成
27
）
に
理
事
長
に
選
任
さ
れ
る
。

「
こ
の
こ
ろ
、
黒
川
は
賑
わ
っ
て
い
る

よ
う
で
し
た
が
、
実
際
に
は
客
足
に
か

げ
り
が
見
え
は
じ
め
て
い
ま
し
た
。
若

い
仲
間
た
ち
の
『
何
か
や
っ
て
や
ろ

う
』
と
い
う
勢
い
の
裏
に
は
、
黒
川
温

泉
は
こ
の
ま
ま
で
生
き
残
れ
る
の
か
と

黒川温泉に変革をもたらした後藤哲也さ
んの人柄について教えてくれた「山の宿 
新明館」支配人の川上謙一さん

黒川温泉観光旅館協同組合の事務局
長を務める北山元さん

第三世代の中心人物の一人である旅館
「御客屋」代表取締役の北里有紀さん

6

ヒューマンスケールな
路地巡りも黒川温泉
の楽しみの一つ

水の文化 72号　特集　温泉の湯悦
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い
う
、
将
来
へ
の
漠
然
と
し

た
不
安
が
あ
り
ま
し
た
」
と

北
里
さ
ん
は
当
時
の
心
境
を

明
か
す
。

特
に
そ
の
危
機
感
を
強
く

し
た
の
が
、
２
０
１
６
年

（
平
成
28
）
の
熊
本
地
震
だ
っ

た
。
旅
館
の
被
害
は
小
さ
か

っ
た
も
の
の
、
道
路
の
寸
断

や
風
評
被
害
な
ど
も
あ
り
、

観
光
客
が
一
時
期
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
。

旅
館
経
営
に
と
っ
て
も
痛
手
だ
っ
た
が
、

組
合
の
理
事
長
だ
っ
た
北
里
さ
ん
は
、

地
域
の
業
者
へ
の
支
払
い
が
激
減
し
て

い
る
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
た
。

「
観
光
業
に
は
衣
食
住
の
す
べ
て
が
含

ま
れ
て
い
て
、
そ
の
先
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
取
引
先
が
あ
り
ま
す
。
も
し
旅
館
が

な
く
な
っ
た
ら
、
５
年
後
、
10
年
後
に

こ
の
地
域
の
人
び
と
の
暮
ら
し
は
ど
う

な
る
の
か
。
自
分
た
ち
は
地
域
経
済
を

支
え
て
い
る
の
だ
と
、
責
任
を
痛
感
し

ま
し
た
」

黒
川
ら
し
さ
と
は

変
わ
り
つ
づ
け
る
こ
と

黒
川
温
泉
を
次
の
世
代
へ

引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
は
、

世
の
中
の
変
化
に
合
わ
せ
、

旅
館
の
あ
り
方
も
ま
た
変
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

黒
川
温
泉
だ
か
ら
こ
そ
打
ち
出
せ
る
価

値
と
は
何
か
考
え
、
導
き
出
し
た
一
つ

の
答
え
が
「
食
」
を
軸
と
し
た
地
域
の

循
環
シ
ス
テ
ム
だ
。

「
地
域
の
環
境
や
経
済
の
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
と
、
食
を
通
じ
た
一
人
ひ
と
り

の
健
康
や
幸
福
。
こ
の
両
者
を
横
断
し

て
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

循
環
の
し
く
み
を
、
黒
川
温
泉
か
ら
発

信
し
て
い
き
た
い
」
と
言
う
北
里
さ
ん
。

黒
川
温
泉
は
２
０
３
０
年
ビ
ジ
ョ
ン

と
し
て
、「
日
本
の
里
山
の
豊
か
さ
が

循
環
す
る
温
泉
地
」
を
目
指
す
こ
と
を

宣
言
し
た
。
具
体
的
な
取
り
組
み
と
し

て
、
旅
館
で
出
る
食
品
残
さ
（
生
ご
み
）

か
ら
つ
く
っ
た
堆
肥
で
野
菜
を
育
て
、

旅
館
の
料
理
と
し
て
提
供
す
る
「
黒
川

温
泉
一
帯
地
域
コ
ン
ポ
ス
ト
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
や
、
地
元
産
の
あ
か
牛
を
地
元

で
消
費
す
る
こ
と
で
阿
蘇
の
草
原
を
保

全
し
、
地
域
の
畜
産
と
農
業
の
循
環
を

守
る
「
あ
か
牛
つ
ぐ
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
な
ど
新
し
い
試
み
も
動
き
は
じ
め

て
い
る
。

も
う
一
つ
、
力
を
入
れ
て
い
る
の
が

人
材
育
成
だ
。
黒
川
温
泉
の
旅
館
従
業

員
は
、
20
代
、
30
代
の
若
者
が
多
い
。

「
旅
館
業
は
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
が
描
き

に
く
く
、
残
念
な
が
ら
離
職
率
が
高
い

業
種
で
す
。
と
に
か
く
宿
に
と
っ
て
一

番
大
切
な
の
は
人
材
で
す
。『
地
域
が

人
を
つ
く
り
、
人
が
宿
を
つ
く
る
』
と

い
う
信
条
の
も
と
、
私
た
ち
は
各
旅
館

任
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
と
し

て
キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
ま

す
」
と
北
里
さ
ん
。

次
世
代
リ
ー
ダ
ー
を
育
成
す
る
「
黒

川
塾
」
は
、
各
旅
館
従
業
員
の
若
手
リ

ー
ダ
ー
候
補
を
対
象
に
、
地
域
の
こ
と

を
深
く
学
び
な
が
ら
、
仕
事
の
な
か
で

自
ら
あ
り
た
い
姿
を
見
い
だ
す
た
め
の

研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
。
今
年
３
年
目
に
入

っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
う
ま
く
い
く
こ
と
ば
か
り

で
は
な
い
。
例
え
ば
、
外
部
の
人
と
の

関
係
を
拡
大
し
た
い
と
考
え
、
地
域
づ

く
り
へ
の
貢
献
に
応
じ
て
特
典
を
付
与

す
る
「
第
二
村
民
構
想
」
を
打
ち
立
て

た
が
、
人
の
思
い
を
ル
ー
ル
化
す
る
の

は
難
し
く
、
こ
の
制
度
は
休
止
し
た
。

「
ほ
か
に
も
、
消
え
て
い
っ
た
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
で
も

頭
で
考
え
て
で
き
な
い
理
由
を
並
べ
る

よ
り
、
と
に
か
く
や
っ
て
み
て
、
そ
こ

か
ら
柔
軟
に
次
の
方
向
を
見
極
め
る
の

が
、
黒
川
ら
し
い
や
り
方
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
」

こ
の
北
里
さ
ん
の
言
葉
の
よ
う
に
、

若
い
世
代
が
変
化
を
恐
れ
ず
に
挑
戦
し

つ
づ
け
る
黒
川
温
泉
。
観
光
カ
リ
ス
マ
・

後
藤
哲
也
さ
ん
の
精
神
を
受
け
継
い
だ

そ
の
姿
勢
に
、
こ
れ
か
ら
の
温
泉
地
の

可
能
性
を
見
た
気
が
し
た
。

（
２
０
２
２
年
９
月
４
～
５
日
取
材
）

6「山の宿 新明館」で露天風呂を楽しみ、自分たちが泊まる
宿に戻る家族 7森のなかにうずもれているような黒川温泉
の風景 89第三世代が旅館従業員の次世代リーダーを育
てるために開講した「黒川塾」
89提供：黒川温泉観光旅館協同組合

第二世代が導入した共同
看板。風景に溶け込むよう
にデザインを統一した

7

89

軒先に干してあるトウモロコシ。
昔ながらの風景を再現

【過去に縛られない未来】

〈第三世代〉が重ねる試行錯誤――「地域の力」で知名度上げた黒川温泉
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６
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５

１
９
７
６
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９
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９
７
０
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９
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９
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９
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９
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０
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０
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８
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８
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８
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８
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８
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０
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８
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８
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８
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８
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１
８
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２
頃

１
８
１
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１
８
０
９

１
８
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５

１
７
３
８

１
７
２
６

１
７
１
３

１
７
０
２

１
６
９
５

１
６
８
５

１
６
８
４

１
６
３
６

１
６
０
４

１
５
９
７

１
５
９
０

１
５
７
６

１
５
６
１

１
４
７
２

１
２
８
０

１
１
９
３

１
１
９
１

１
１
７
６

１
１
２
８

１
１
０
９

１
０
９
７

１
０
４
２

１
０
０
０
頃

８
世
紀
頃

７
５
７
７
３
８

７
３
３

７
２
４
７
２
０

６
５
８

６
４
７
６
３
１
５
９
６

５
３
８

６
０
０
以
前

４
世
紀
頃

西
暦

令
和
2

平
成
29

平
成
18

平
成
17

昭
和
51

昭
和
50

昭
和
46

昭
和
45

昭
和
36

昭
和
29

昭
和
23

昭
和
14

昭
和
9

昭
和
6

昭
和
4

大
正
14

大
正
12

大
正
11

大
正
6

明
治
39

明
治
38

明
治
31

明
治
30

明
治
28

明
治
26

明
治
19

明
治
18

明
治
13

明
治
6

弘
化
2

天
保
8

文
政
10

文
化
8

文
化
6

文
化
2

元
文
3

享
保
11

正
徳
3

元
禄
15

元
禄
8

貞
享
2

貞
享
元

寛
永
13

慶
長
9

慶
長
2

天
正
18

天
正
4

永
禄
4

文
明
4

弘
安
3

建
久
4

建
久
2

安
元
2

大
治
3

天
仁
元

永
長
2

長
久
3

天
平
宝
字
元

天
平
10

天
平
5

神
亀
元

養
老
4

斉
明
天
皇
4

大
化
3

舒
明
天
皇
3

推
古
天
皇
4

宣
化
天
皇
3

和
暦

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ−

19
）が
世
界
的
に
流
行
。移
動
の
制

限
や
旅
行
控
え
の
動
き
が
生
じ
、日
本
人
一
人
当
た
り
の
国
内
宿
泊
旅
行
の
回

数
は
０・７
回
に（
２
０
１
９
年
は
１・４
回
）。温
泉
地
も
厳
し
い
状
況
に

環
境
省
が
有
識
者
会
議
に
よ
り
現
代
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
っ
た
温
泉
地
の

過
ご
し
方「
新・湯
治
︱ONSEN stay

」を
提
案

12
月
に
観
光
立
国
推
進
基
本
法
が
成
立
。翌
年
1
月
施
行

温
泉
偽
装
問
題
を
受
け
て
、温
泉
法
が
一
部
改
正
。加
水
、加
温
、循
環
装
置
の

使
用
の
有
無
、入
浴
剤
添
加
や
消
毒
処
理
に
つ
い
て
の
表
示
が
義
務
化

日
本
温
泉
気
候
物
理
医
学
会
が「
温
泉
療
法
医
」を
初
認
定

日
本
秘
湯
を
守
る
会
が
発
足
。１
９
７
７
年
に『
日
本
の
秘
湯
』を
創
刊

温
泉
行
政
が
厚
生
省
か
ら
環
境
庁（
現・環
境
省
）に
移
管
さ
れ
る

国
鉄
が
観
光
キ
ャ
ンペ
ー
ン「
ディ
ス
カ
バ
ー・ジ
ャ
パン
」を
ス
タ
ー
ト
。爆
発
的
な

人
気
と
な
り
、若
い
女
性
を
は
じ
め
個
人
旅
行
が
広
が
り
は
じ
め
る

６
軒
の
旅
館
に
よ
っ
て
黒
川
温
泉
観
光
旅
館
協
同
組
合
が
設
立
。「
露
天
風
呂

を
集
め
た
温
泉
街
」の
取
り
組
み
始
ま
る

「
国
民
保
養
温
泉
地
」第
一
号
と
し
て
酸
ヶ
湯（
青
森
）、日
光
湯
元（
栃
木
）、四
万

（
群
馬
）が
指
定
さ
れ
る

「
温
泉
法
」が
制
定

全
国
各
地
の
温
泉
地
が
疎
開
先
と
な
る

日
本
温
泉
科
学
学
会（
現・一
般
社
団
法
人
日
本
温
泉
科
学
会
）発
足

日
本
温
泉
気
候
学
会（
現・一
般
社
団
法
人
日
本
温
泉
気
候
物
理
医
学
会
）発
足

国
立
公
園
法
が
施
行

九
州
大
学
温
泉
治
療
学
研
究
所（
現・九
州
大
学
病
院
別
府
病
院
）開
設

日
本
温
泉
協
会
設
立

北
但
大
震
災（
北
但
馬
地
震
）で
城
崎
温
泉
が
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
る

関
東
大
震
災
発
生
。多
く
の
温
泉
地
が
被
害
を
受
け
る

若
山
牧
水
が
長
野
、群
馬
、栃
木
を
回
り
、の
ち
に『
み
な
か
み
紀
行
』と
し
て
発
刊

志
賀
直
哉『
城
の
崎
に
て
』を
発
表

夏
目
漱
石
が『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』を
発
表
。作
中
の
温
泉
は
道
後
温
泉
と
さ
れ
る

カ
ル
ル
ス
温
泉
が
旭
川
陸
軍
予
備
病
院
の
療
養
所
と
な
る

徳
冨
蘆
花
が
伊
香
保
温
泉
へ
。伊
香
保
を
舞
台
と
す
る『
不
如
帰
』を
発
表

尾
崎
紅
葉
が『
金
色
夜
叉
』の
連
載
を
開
始

城
崎
町
誕
生
。湯
島
財
産
区
を
設
置

正
岡
子
規
が
東
北（
飯
坂
温
泉
や
作
並
温
泉
、湯
田
温
泉
峡
な
ど
）を
歩
き
、の
ち
に

『
は
て
知
ら
ず
の
記
』と
し
て
発
表

内
務
省
衛
生
局
が『
日
本
鉱
泉
誌
』発
行

地
図
の
温
泉
マ
ー
ク
が
定
め
ら
れ
る
。当
時
は
湯
け
む
り
３
本
が
温
泉
、湯
け

む
り
２
本
は
冷
泉
と
区
別
さ
れ
た

ド
イ
ツ
人
医
師
、ベ
ル
ツ
が『
日
本
鉱
泉
論
』を
著
す
。西
洋
医
学
の
見
地
か
ら
鉱

泉
の
効
能
を
解
説
し
、伊
香
保
や
熱
海
な
ど
温
泉
場
の
整
備
を
提
案

文
部
省
が
各
地
の
温
泉
の
効
能
な
ど
を
調
査

松
浦
武
四
郎
、登
別
温
泉
に
立
ち
寄
る

宇
田
川
榕
菴
が
日
本
初
の
化
学
書『
舎
密
開
宗（
せ
い
み
か
い
そ
う
）』の
訳
述
を

開
始
。独
自
に
温
泉（
鉱
泉
）の
化
学
分
析
も
行
な
う

水
戸
藩
士
・
小
宮
山
楓
軒
が
川
渡
温
泉
、鳴
子
温
泉
で
湯
治
を
試
み「
浴
陸
奥

温
泉
記
」を
記
す

温
泉
番
付
の
一
つ「
諸
国
温
泉
功
能
鑑
」出
版
。西
の
大
関
が
有
馬
温
泉
、東
の

大
関
が
草
津
温
泉

箱
根
七
湯
が
湯
治
場
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る『
七
湯
の
枝
折
』成
立

柘
植
叔
順
が『
温
泉
論
』を
著
し
、香
川
修
徳
の
温
泉
評
価
を
覆
そ
う
と
す
る

箱
根・小
田
原
両
宿
場
が
湯
本
温
泉
の
宿
泊
取
り
締
ま
り
を
道
中
奉
行
に
訴
え

る
が
、湯
本
側
は「
一
夜
湯
治
」を
主
張
。事
実
上
公
認
さ
れ
る

香
川
修
徳
が
日
本
初
の
温
泉
医
学
書『
一
本
堂
薬
選 

続
編
』を
著
し
、温
泉
や

食
養
を
論
じ
る

８
代
将
軍
吉
宗
、熱
海
か
ら
湯
樽
を
運
ば
せ
る

貝
原
益
軒
に
よ
る
大
衆
衛
生
書『
養
生
訓
』成
立

松
尾
芭
蕉
の『
奥
の
細
道
』刊
行
。石
川
県
の
山
中
温
泉
や
山
形
県
の
湯
殿
山
な

ど
で
温
泉
に
ま
つ
わ
る
句
を
詠
む

熱
海
の
遊
覧
と
湯
治
の
手
引
き「
豆
州
熱
海
湯
治
道
知
辺
」出
版

有
馬
温
泉
の
歴
史
を
つ
づ
っ
た
文
献『
有
馬
山
温
泉
小
鑑
』刊
行

手
負
い
の
シ
カ
を
追
っ
て
山
に
入
っ
た
狩
人
が「
鹿
の
湯
」（
酸
ヶ
湯
温
泉
）を
発
見

松
山
藩
主・松
平
定
行
が
道
後
温
泉
の
施
設
改
修
に
着
手

徳
川
家
康
が
熱
海
で
湯
治

秀
吉
、前
年
の
慶
長
伏
見
地
震
で
被
害
を
受
け
た
有
馬
温
泉
の
改
修
工
事
開
始

豊
臣
秀
吉
が
有
馬
温
泉
で
湯
治
。茶
会
を
催
す

武
田
勝
頼
が
真
田
昌
幸
に
将
兵
の
療
養
所
の
造
成
を
命
じ
る（
伊
香
保
温
泉
）

武
田
信
玄
、川
浦
温
泉
の
造
成
進
め
る

蓮
如
上
人
が
草
津
温
泉
を
訪
ね
る

歌
人・飛
鳥
井
雅
有
が
自
著『
春
の
深
山
路
』で
箱
根
温
泉
に
つ
い
て
記
述

源
頼
朝
が
狩
り
の
途
中
に
草
津
温
泉
を
訪
ね
る

仁
西
上
人
が
大
洪
水
で
壊
滅
状
態
だ
っ
た
有
馬
温
泉
を
再
興

後
白
河
法
皇
と
建
春
門
院
、有
馬
温
泉
へ
行
幸

白
河
法
皇
、有
馬
温
泉
へ
行
幸

藤
原
宗
忠
の
一
行
が
湯
の
峰
温
泉
を
訪
ね
る

有
馬
温
泉
が
大
洪
水
に
よ
り
壊
滅
状
態
に

関
白
藤
原
頼
通
が
有
馬
温
泉
で
湯
治

清
少
納
言
が『
枕
草
子
』で
３
つ
の
温
泉
を
称
賛

こ
の
こ
ろ『
万
葉
集
』成
立
。温
泉
地
に
ま
つ
わ
る
歌
が
収
録
さ
れ
る

万
巻
上
人
が
箱
根
に
入
山
。山
岳
信
仰
の
霊
場
と
な
る

白
山
の
僧
泰
澄
が
箱
根
湯
本
に
白
山
権
現
を
勧
請
し
、温
泉
が
湧
き
出
す

現
存
す
る
風
土
記
で
唯
一
の
完
本『
出
雲
国
風
土
記
』成
立
。玉
造
温
泉
は
病
気

を
治
癒
す
る「
神
湯
」と
い
う
記
述
あ
り

高
僧・行
基
が
有
馬
温
泉
を
再
興

道
智
上
人
が
城
崎
温
泉「
ま
ん
だ
ら
湯
」発
見

斉
明
天
皇
や
中
大
兄
皇
子
が「
紀
温
湯（
き
の
ゆ
）」（
白
浜
温
泉
）へ
温
泉
行
幸
。そ

の
間
に
有
間
皇
子
が
謀
反
企
て
る
も
処
刑
さ
れ
る

孝
徳
天
皇
、左
大
臣
と
右
大
臣
な
ど
を
引
き
連
れ
有
馬
温
泉
に
82
日
間
滞
在

舒
明
天
皇
が
有
馬
温
泉
に
86
日
間
滞
在
。６
３
８
年
に
再
訪
し
た
記
録
も

聖
徳
太
子
、「
伊
豫
温
湯（
い
よ
の
ゆ
）」（
道
後
温
泉
）へ
行
幸

百
済
の
聖
明
王
か
ら
日
本
に
初
め
て
仏
教
が
伝
え
ら
れ
る（
仏
教
公
伝
）。５
５

２
年
の
説
も
あ
る

二
ツ
岳
の
爆
裂
と
と
も
に
、伊
香
保
温
泉
湧
出

熊
野
の
国
造
、大
阿
刀
足
尼
が
湯
の
峰
温
泉
を
発
見

出
来
事

日
本
の
温
泉

略
年
表

出
典
：
熊
野
本
宮
観
光
協
会
Ｈ
Ｐ
、渋
川
伊
香
保
温
泉
観
光
協

会
Ｈ
Ｐ
、〈
カ
ラ
ー
シ
リ
ー
ズ・
日
本
の
自
然
〉第
５
巻『
日
本
の
火

山
』、『
温
泉
―
自
然
と
文
化
』（
日
本
温
泉
協
会
）、有
馬
温
泉
観

光
協
会
Ｈ
Ｐ
、国
立
国
会
図
書
館
Ｈ
Ｐ
、城
崎
温
泉
観
光
協
会
Ｈ

Ｐ
、『
箱
根
の
歴
史
と
文
化 

箱
根
温
泉
の
歴
史
』（
箱
根
町
）、姥
子

温
泉
史（
現
地
看
板
）、中
村
昭「
日
本
温
泉
史
ノ
ー
ト（
そ
の
２
、

そ
の
４
、そ
の
６
）」、『
歴
史
と
地
理（
５
２
４
号
、５
２
７
号
）』、草

津
温
泉
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
Ｈ
Ｐ
、道
後
温
泉
事
務
所
Ｈ
Ｐ
、酸
ヶ
湯

温
泉
Ｈ
Ｐ
、箱
根
町
立
郷
土
資
料
館
、登
別
温
泉
Ｈ
Ｐ
、黒
川
温
泉

観
光
旅
館
協
同
組
合
Ｈ
Ｐ
、佐
々
木
信
行『
温
泉
の
科
学
』、『
明

治
・
大
正
家
庭
史
年
表
』、『
昭
和
・
平
成
家
庭
史
年
表（
増
補
版
）』

知
っ
て
い
る
よ
う
で

実
は
知
ら
な
い

　

温
泉
の
成
分
が
付
着
し
て
石
化
し
て
い

る
湯
口
か
ら
と
ぽ
と
ぽ
と
湯
が
流
れ
込
む
。

そ
れ
を
横
目
に
わ
が
身
を
湯
船
に
浸
す
と
、

じ
わ
っ
と
体
に
温
泉
が
染
み
入
る
―
―
。

何
と
も
言
え
な
い
ひ
と
時
で
あ
る
。

　

日
本
人
は
温
泉
が
大
好
き
だ
と
い
わ
れ

る
。
今
回
の
特
集
で
は
、
温
泉
が
人
を
癒

し
、
惹
き
つ
け
る
根
源
的
な
力
に
つ
い
て
、

温
泉
に
一い
っ
か家

言げ
ん

も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の

方
々
に
お
話
を
聞
き
、
ま
た
い
く
つ
か
の

温
泉
場
を
巡
っ
て
考
え
た
。

「
ゆ
っ
た
り
浸
か
っ
て
『
湯
治
』」
で
は

温
泉
が
も
つ
効
能
を
、「
見
て
歩
い
て
温
泉

街
」
で
は
時
代
の
流
れ
と
変
遷
を
、「
過
去

に
縛
ら
れ
な
い
未
来
」
で
は
有
名
な
温
泉

地
で
若
い
世
代
が
新
し
い
価
値
を
ど
う
つ

く
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
着
目
し
た
。

　

そ
の
過
程
で
感
じ
た
の
は
、
私
た
ち
は

温
泉
に
つ
い
て
実
は
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な

い
と
い
う
こ
と
。
25
度
以
上
な
ら
ば
温
泉
、

25
度
未
満
な
ら
冷
鉱
泉
と
呼
ぶ
こ
と
も
そ

う
だ
し
、
温
泉
の
成
分
は
未
来
永
劫
同
じ

で
は
な
く
、
今
は
「
塩
化
物
泉
」
だ
っ
た

と
し
て
も
塩
化
物
イ
オ
ン
の
濃
度
が
薄
ま

れ
ば
「
単
純
温
泉
」
に
切
り
替
わ
る
こ
と

も
あ
る
。
温
泉
に
は
水
道
水
と
同
じ
よ
う

に
消
毒
の
た
め
に
塩
素
や
銀
イ
オ
ン
を
加

え
て
い
る
し
、
湯
の
花
が
発
生
し
に
く
く

な
る
薬
剤
を
入
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　

温
泉
地
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
温

泉
地
の
在
り
様
は
時
代
と
と
も
に
大
き
く

変
わ
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
そ
の
と

き
ど
き
の
私
た
ち
人
間
の
欲
求
が
色
濃
く

反
映
さ
れ
た
結
果
な
の
だ
。

　

そ
の
一
方
で
、
温
泉
と
い
う
存
在
が
も

つ
神
秘
性
や
人
び
と
を
惹
き
つ
け
る
強
い

磁
力
は
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
し
、
そ
こ
に

は
水
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
改

め
て
知
っ
た
。

大
衆
の
欲
求
を
受
け
と
め

変
わ
り
つ
づ
け
る
温
泉
地

　

過
去
に
遡
る
と
、
温
泉
地
は
人
び
と
が

病
や
傷
を
癒
や
す
湯
治
場
だ
っ
た
。
そ
の

後
の
街
道
整
備
、
鉄
道
敷
設
、
自
家
用
車

の
普
及
で
、
温
泉
地
は
徐
々
に
レ
ジ
ャ
ー

的
要
素
を
帯
び
て
い
く
。
人
が
押
し
寄
せ

る
の
で
旅
館
を
大
型
化
し
、
サ
ー
ビ
ス
も

新
た
に
考
え
た
。
す
べ
て
は
、
あ
れ
が
や

り
た
い
、
こ
れ
も
し
た
い
と
い
う
人
び
と

の
欲
望
を
か
な
え
る
た
め
だ
っ
た
。

　

バ
ブ
ル
経
済
の
こ
ろ
、
温
泉
地
で
は
会

合
と
称
す
る
宴
会
が
毎
晩
盛
大
に
開
か
れ

た
。
温
泉
は
も
は
や
そ
っ
ち
の
け
で
、
飲

め
や
歌
え
の
大
宴
会
場
と
化
し
て
い
た
。

今
で
は
考
え
に
く
い
こ
の
状
況
は
、
わ
ず

か
30
年
ほ
ど
前
の
こ
と
。
団
体
旅
行
か
ら

個
人
旅
行
へ
と
人
び
と
の
ニ
ー
ズ
が
変
わ

り
、
す
た
れ
た
温
泉
地
は
あ
る
け
れ
ど
、

ち
ゃ
ん
と
対
応
し
た
温
泉
地
も
あ
る
。

　

時
代
に
よ
っ
て
変
化
を
求
め
ら
れ
て
も
、

過
去
に
縛
ら
れ
て
新
た
に
挑
め
な
い
も
の

が
多
い
こ
の
社
会
で
、
温
泉
地
は
そ
の
つ

ど
挑
ん
で
か
た
ち
を
変
え
、
残
っ
て
き
た
。

温
泉
に
は
そ
れ
だ
け
の
力
が
あ
り
、
ま
た

日
本
人
の
温
泉
に
対
す
る
深
い
愛
情
が
あ

っ
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

温
泉
地
を
成
り
立
た
せ
る

「
温
泉
」と「
水
」

　

地
中
か
ら
温
か
い
水
＝
温
泉
が
湧
き
出

る
。
こ
れ
は
人
間
が
窺
い
知
る
こ
と
が
で

日
本
の
温
泉
文
化
は

発
展
途
上
―
―
私
た
ち
の
欲
求
が
温
泉
を
変
え
る

編
集
部

【文化をつくる】
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平成時代 昭和時代 大正時代 明治時代 江戸時代　 　江戸時代 安土桃山時代 室町時代 鎌倉時代 平安時代 奈良時代 飛鳥時代 古墳時代

２
０
２
０

２
０
１
７

２
０
０
６

２
０
０
５

１
９
７
６

１
９
７
５

１
９
７
１

１
９
７
０

１
９
６
１

１
９
５
４

１
９
４
８

戦
時
中
１
９
３
９

１
９
３
４

１
９
３
１

１
９
２
９

１
９
２
５

１
９
２
３

１
９
２
２

１
９
１
７

１
９
０
６

１
９
０
５

１
８
９
８

１
８
９
７

１
８
９
５

１
８
９
３

１
８
８
６

１
８
８
５

１
８
８
０

１
８
７
３

１
８
４
５

１
８
３
７

１
８
２
７

１
８
１
２
頃

１
８
１
１

１
８
０
９

１
８
０
５

１
７
３
８

１
７
２
６

１
７
１
３

１
７
０
２

１
６
９
５

１
６
８
５

１
６
８
４

１
６
３
６

１
６
０
４

１
５
９
７

１
５
９
０

１
５
７
６

１
５
６
１

１
４
７
２

１
２
８
０

１
１
９
３

１
１
９
１

１
１
７
６

１
１
２
８

１
１
０
９

１
０
９
７

１
０
４
２

１
０
０
０
頃

８
世
紀
頃

７
５
７
７
３
８

７
３
３

７
２
４
７
２
０

６
５
８

６
４
７
６
３
１
５
９
６

５
３
８

６
０
０
以
前

４
世
紀
頃

西
暦

令
和
2

平
成
29

平
成
18

平
成
17

昭
和
51

昭
和
50

昭
和
46

昭
和
45

昭
和
36

昭
和
29

昭
和
23

昭
和
14

昭
和
9

昭
和
6

昭
和
4

大
正
14

大
正
12

大
正
11

大
正
6

明
治
39

明
治
38

明
治
31

明
治
30

明
治
28

明
治
26

明
治
19

明
治
18

明
治
13

明
治
6

弘
化
2

天
保
8

文
政
10

文
化
8

文
化
6

文
化
2

元
文
3

享
保
11

正
徳
3

元
禄
15

元
禄
8

貞
享
2

貞
享
元

寛
永
13

慶
長
9

慶
長
2

天
正
18

天
正
4

永
禄
4

文
明
4

弘
安
3

建
久
4

建
久
2

安
元
2

大
治
3

天
仁
元

永
長
2

長
久
3

天
平
宝
字
元

天
平
10

天
平
5

神
亀
元

養
老
4

斉
明
天
皇
4

大
化
3

舒
明
天
皇
3

推
古
天
皇
4

宣
化
天
皇
3

和
暦

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ−

19
）が
世
界
的
に
流
行
。移
動
の
制

限
や
旅
行
控
え
の
動
き
が
生
じ
、日
本
人
一
人
当
た
り
の
国
内
宿
泊
旅
行
の
回

数
は
０・７
回
に（
２
０
１
９
年
は
１・４
回
）。温
泉
地
も
厳
し
い
状
況
に

環
境
省
が
有
識
者
会
議
に
よ
り
現
代
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
っ
た
温
泉
地
の

過
ご
し
方「
新・湯
治
︱ONSEN stay

」を
提
案

12
月
に
観
光
立
国
推
進
基
本
法
が
成
立
。翌
年
1
月
施
行

温
泉
偽
装
問
題
を
受
け
て
、温
泉
法
が
一
部
改
正
。加
水
、加
温
、循
環
装
置
の

使
用
の
有
無
、入
浴
剤
添
加
や
消
毒
処
理
に
つ
い
て
の
表
示
が
義
務
化

日
本
温
泉
気
候
物
理
医
学
会
が「
温
泉
療
法
医
」を
初
認
定

日
本
秘
湯
を
守
る
会
が
発
足
。１
９
７
７
年
に『
日
本
の
秘
湯
』を
創
刊

温
泉
行
政
が
厚
生
省
か
ら
環
境
庁（
現・環
境
省
）に
移
管
さ
れ
る

国
鉄
が
観
光
キ
ャ
ンペ
ー
ン「
ディ
ス
カ
バ
ー・ジ
ャ
パン
」を
ス
タ
ー
ト
。爆
発
的
な

人
気
と
な
り
、若
い
女
性
を
は
じ
め
個
人
旅
行
が
広
が
り
は
じ
め
る

６
軒
の
旅
館
に
よ
っ
て
黒
川
温
泉
観
光
旅
館
協
同
組
合
が
設
立
。「
露
天
風
呂

を
集
め
た
温
泉
街
」の
取
り
組
み
始
ま
る

「
国
民
保
養
温
泉
地
」第
一
号
と
し
て
酸
ヶ
湯（
青
森
）、日
光
湯
元（
栃
木
）、四
万

（
群
馬
）が
指
定
さ
れ
る

「
温
泉
法
」が
制
定

全
国
各
地
の
温
泉
地
が
疎
開
先
と
な
る

日
本
温
泉
科
学
学
会（
現・一
般
社
団
法
人
日
本
温
泉
科
学
会
）発
足

日
本
温
泉
気
候
学
会（
現・一
般
社
団
法
人
日
本
温
泉
気
候
物
理
医
学
会
）発
足

国
立
公
園
法
が
施
行

九
州
大
学
温
泉
治
療
学
研
究
所（
現・九
州
大
学
病
院
別
府
病
院
）開
設

日
本
温
泉
協
会
設
立

北
但
大
震
災（
北
但
馬
地
震
）で
城
崎
温
泉
が
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
る

関
東
大
震
災
発
生
。多
く
の
温
泉
地
が
被
害
を
受
け
る

若
山
牧
水
が
長
野
、群
馬
、栃
木
を
回
り
、の
ち
に『
み
な
か
み
紀
行
』と
し
て
発
刊

志
賀
直
哉『
城
の
崎
に
て
』を
発
表

夏
目
漱
石
が『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』を
発
表
。作
中
の
温
泉
は
道
後
温
泉
と
さ
れ
る

カ
ル
ル
ス
温
泉
が
旭
川
陸
軍
予
備
病
院
の
療
養
所
と
な
る

徳
冨
蘆
花
が
伊
香
保
温
泉
へ
。伊
香
保
を
舞
台
と
す
る『
不
如
帰
』を
発
表

尾
崎
紅
葉
が『
金
色
夜
叉
』の
連
載
を
開
始

城
崎
町
誕
生
。湯
島
財
産
区
を
設
置

正
岡
子
規
が
東
北（
飯
坂
温
泉
や
作
並
温
泉
、湯
田
温
泉
峡
な
ど
）を
歩
き
、の
ち
に

『
は
て
知
ら
ず
の
記
』と
し
て
発
表

内
務
省
衛
生
局
が『
日
本
鉱
泉
誌
』発
行

地
図
の
温
泉
マ
ー
ク
が
定
め
ら
れ
る
。当
時
は
湯
け
む
り
３
本
が
温
泉
、湯
け

む
り
２
本
は
冷
泉
と
区
別
さ
れ
た

ド
イ
ツ
人
医
師
、ベ
ル
ツ
が『
日
本
鉱
泉
論
』を
著
す
。西
洋
医
学
の
見
地
か
ら
鉱

泉
の
効
能
を
解
説
し
、伊
香
保
や
熱
海
な
ど
温
泉
場
の
整
備
を
提
案

文
部
省
が
各
地
の
温
泉
の
効
能
な
ど
を
調
査

松
浦
武
四
郎
、登
別
温
泉
に
立
ち
寄
る

宇
田
川
榕
菴
が
日
本
初
の
化
学
書『
舎
密
開
宗（
せ
い
み
か
い
そ
う
）』の
訳
述
を

開
始
。独
自
に
温
泉（
鉱
泉
）の
化
学
分
析
も
行
な
う

水
戸
藩
士
・
小
宮
山
楓
軒
が
川
渡
温
泉
、鳴
子
温
泉
で
湯
治
を
試
み「
浴
陸
奥

温
泉
記
」を
記
す

温
泉
番
付
の
一
つ「
諸
国
温
泉
功
能
鑑
」出
版
。西
の
大
関
が
有
馬
温
泉
、東
の

大
関
が
草
津
温
泉

箱
根
七
湯
が
湯
治
場
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る『
七
湯
の
枝
折
』成
立

柘
植
叔
順
が『
温
泉
論
』を
著
し
、香
川
修
徳
の
温
泉
評
価
を
覆
そ
う
と
す
る

箱
根・小
田
原
両
宿
場
が
湯
本
温
泉
の
宿
泊
取
り
締
ま
り
を
道
中
奉
行
に
訴
え

る
が
、湯
本
側
は「
一
夜
湯
治
」を
主
張
。事
実
上
公
認
さ
れ
る

香
川
修
徳
が
日
本
初
の
温
泉
医
学
書『
一
本
堂
薬
選 

続
編
』を
著
し
、温
泉
や

食
養
を
論
じ
る

８
代
将
軍
吉
宗
、熱
海
か
ら
湯
樽
を
運
ば
せ
る

貝
原
益
軒
に
よ
る
大
衆
衛
生
書『
養
生
訓
』成
立

松
尾
芭
蕉
の『
奥
の
細
道
』刊
行
。石
川
県
の
山
中
温
泉
や
山
形
県
の
湯
殿
山
な

ど
で
温
泉
に
ま
つ
わ
る
句
を
詠
む

熱
海
の
遊
覧
と
湯
治
の
手
引
き「
豆
州
熱
海
湯
治
道
知
辺
」出
版

有
馬
温
泉
の
歴
史
を
つ
づ
っ
た
文
献『
有
馬
山
温
泉
小
鑑
』刊
行

手
負
い
の
シ
カ
を
追
っ
て
山
に
入
っ
た
狩
人
が「
鹿
の
湯
」（
酸
ヶ
湯
温
泉
）を
発
見

松
山
藩
主・松
平
定
行
が
道
後
温
泉
の
施
設
改
修
に
着
手

徳
川
家
康
が
熱
海
で
湯
治

秀
吉
、前
年
の
慶
長
伏
見
地
震
で
被
害
を
受
け
た
有
馬
温
泉
の
改
修
工
事
開
始

豊
臣
秀
吉
が
有
馬
温
泉
で
湯
治
。茶
会
を
催
す

武
田
勝
頼
が
真
田
昌
幸
に
将
兵
の
療
養
所
の
造
成
を
命
じ
る（
伊
香
保
温
泉
）

武
田
信
玄
、川
浦
温
泉
の
造
成
進
め
る

蓮
如
上
人
が
草
津
温
泉
を
訪
ね
る

歌
人・飛
鳥
井
雅
有
が
自
著『
春
の
深
山
路
』で
箱
根
温
泉
に
つ
い
て
記
述

源
頼
朝
が
狩
り
の
途
中
に
草
津
温
泉
を
訪
ね
る

仁
西
上
人
が
大
洪
水
で
壊
滅
状
態
だ
っ
た
有
馬
温
泉
を
再
興

後
白
河
法
皇
と
建
春
門
院
、有
馬
温
泉
へ
行
幸

白
河
法
皇
、有
馬
温
泉
へ
行
幸

藤
原
宗
忠
の
一
行
が
湯
の
峰
温
泉
を
訪
ね
る

有
馬
温
泉
が
大
洪
水
に
よ
り
壊
滅
状
態
に

関
白
藤
原
頼
通
が
有
馬
温
泉
で
湯
治

清
少
納
言
が『
枕
草
子
』で
３
つ
の
温
泉
を
称
賛

こ
の
こ
ろ『
万
葉
集
』成
立
。温
泉
地
に
ま
つ
わ
る
歌
が
収
録
さ
れ
る

万
巻
上
人
が
箱
根
に
入
山
。山
岳
信
仰
の
霊
場
と
な
る

白
山
の
僧
泰
澄
が
箱
根
湯
本
に
白
山
権
現
を
勧
請
し
、温
泉
が
湧
き
出
す

現
存
す
る
風
土
記
で
唯
一
の
完
本『
出
雲
国
風
土
記
』成
立
。玉
造
温
泉
は
病
気

を
治
癒
す
る「
神
湯
」と
い
う
記
述
あ
り

高
僧・行
基
が
有
馬
温
泉
を
再
興

道
智
上
人
が
城
崎
温
泉「
ま
ん
だ
ら
湯
」発
見

斉
明
天
皇
や
中
大
兄
皇
子
が「
紀
温
湯（
き
の
ゆ
）」（
白
浜
温
泉
）へ
温
泉
行
幸
。そ

の
間
に
有
間
皇
子
が
謀
反
企
て
る
も
処
刑
さ
れ
る

孝
徳
天
皇
、左
大
臣
と
右
大
臣
な
ど
を
引
き
連
れ
有
馬
温
泉
に
82
日
間
滞
在

舒
明
天
皇
が
有
馬
温
泉
に
86
日
間
滞
在
。６
３
８
年
に
再
訪
し
た
記
録
も

聖
徳
太
子
、「
伊
豫
温
湯（
い
よ
の
ゆ
）」（
道
後
温
泉
）へ
行
幸

百
済
の
聖
明
王
か
ら
日
本
に
初
め
て
仏
教
が
伝
え
ら
れ
る（
仏
教
公
伝
）。５
５

２
年
の
説
も
あ
る

二
ツ
岳
の
爆
裂
と
と
も
に
、伊
香
保
温
泉
湧
出

熊
野
の
国
造
、大
阿
刀
足
尼
が
湯
の
峰
温
泉
を
発
見

出
来
事
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き
な
い
地
球
活
動
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
弘
法
大
師
や
行
基
な
ど
高
僧

に
よ
る
開
湯
伝
説
と
い
う
物
語
が
各
地
に

生
ま
れ
た
。
燃
料
が
薪
や
炭
し
か
な
く
湯

を
沸
か
す
の
が
大
変
だ
っ
た
時
代
、
勝
手

に
湧
き
出
る
温
泉
は
貴
重
だ
っ
た
か
ら
地

域
の
財
産
と
し
て
大
切
に
さ
れ
た
。

　

日
本
は
温
泉
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

深
く
掘
れ
ば
出
る
、
の
だ
。

　

１
９
８
８
年
（
昭
和
63
）
か
ら
１
９
８
９

年
（
平
成
元
）
に
か
け
て
全
国
３
０
０
０
超

の
市
町
村
に
一
律
１
億
円
が
交
付
さ
れ
た
。

こ
れ
は
当
時
の
竹
下
登
内
閣
に
よ
る
地
方

創
生
政
策
「
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
」
で
、

使
い
道
は
自
由
だ
っ
た
た
め
、
温
泉
掘
削

に
取
り
組
む
自
治
体
も
多
か
っ
た
。
１
９

９
３
年
（
平
成
５
）
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の

は
、
１
億
円
を
用
い
て
温
泉
を
掘
っ
た
自

治
体
は
２
５
２
市
町
村
あ
り
、
掘
削
中
を

除
く
２
１
５
市
町
村
が
温
泉
を
掘
り
当
て

た
と
い
う
事
実
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

費
用
が
重
く
の
し
か
か
る
。
平
成
の
大
合

併
後
に
事
業
が
見
直
さ
れ
、
閉
鎖
さ
れ
た

と
こ
ろ
も
多
い
。
特
に
日
帰
り
入
浴
の
み

の
温
泉
に
そ
の
傾
向
が
強
い
。
付
け
焼
刃

で
は
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
点
、
昔
か
ら
の
温
泉
地
は
「
融

通
」
し
合
う
の
で
や
は
り
強
い
。
城き
の
さ
き崎

温

泉
は
湧
出
量
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え

に
、
３
つ
の
源
泉
を
１
カ
所
に
集
め
て
配

湯
す
る
集
中
管
理
方
式
で
運
営
し
て
い
る
。

箱
根
町
の
塔と
う

之の

澤さ
わ

温
泉
も
旅
館
同
士
で
融

通
し
合
っ
て
営
業
し
て
い
る
と
聞
い
た
。

　

一
方
、
温
泉
地
は
温
泉
だ
け
で
も
成
り

立
た
な
い
。「
水
」
が
大
事
な
の
だ
。
塔
之

澤
温
泉
「
福ふ
く

住ず
み

楼ろ
う

」
五
代
目
の
澤
村
吉
之

さ
ん
が
話
し
て
く
れ
た
よ
う
に
、
温
泉
宿

で
は
熱
い
源
泉
を
適
温
に
す
る
た
め
に
加

え
る
水
、
そ
し
て
宿
泊
客
が
飲
ん
だ
り
洗

面
に
使
う
水
、
さ
ら
に
調
理
用
の
水
も
必

要
だ
。
ま
た
、
温
泉
水
を
調
査
・
研
究
し

て
い
る
人
の
な
か
に
は
、
温
泉
の
成
分
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
温
泉
に
加
え
る
水
が

重
要
だ
と
主
張
す
る
人
も
い
る
。

　

温
泉
と
水
。
こ
の
二
つ
が
あ
る
か
ら
こ

そ
温
泉
地
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
し
か
も

温
泉
の
質
に
水
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
視
点
は
、
今
回
の

取
材
で
学
ん
だ
こ
と
の
一
つ
だ
。

温
泉
地
を
支
え
る

さ
ま
ざ
ま
な
商
い

「
湯
治
場
」。
こ
の
言
葉
は
昭
和
を
生
き

た
人
間
に
と
っ
て
甘
美
に
響
く
。
古
き
良

き
日
本
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
か
ら
だ
。

　

こ
こ
に
２
枚
の
古
写
真
が
あ
る
。
い
ず

れ
も
大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
の
も
の
だ
。

新
潟
県
の
栃と
ち

尾お

又ま
た

温
泉
で
、
江
戸
時
代
か

ら
の
湯
治
文
化
を
継
承
す
る
自
在
館
か
ら

お
借
り
し
た
。

　

１
枚
目
は
中
央
に
三
味
線
を
弾
き
な
が

ら
唄
を
う
た
っ
て
い
る
女
性
が
い
て
、
周

り
の
人
は
そ
れ
を
見
つ
め
て
い
る
。
三
味

線
を
弾
い
て
い
る
の
は
「
瞽ご

女ぜ

」
だ
そ
う

だ
。
瞽
女
と
は
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初
期

ご
ろ
ま
で
三
味
線
を
手
に
、
語
り
も
の
や

は
や
り
唄
を
う
た
っ
て
旅
を
し
て
歩
い
た

目
の
不
自
由
な
女
性
た
ち
の
こ
と
。
新
潟

県
は
瞽
女
の
一
大
拠
点
だ
っ
た
。

　

も
う
１
枚
は
、
地
べ
た
に
並
ん
だ
野
菜

を
湯
治
客
が
品
定
め
し
て
い
る
様
子
を
写

し
た
も
の
。
か
つ
て
湯
治
客
は
米
や
み
そ
、

漬
物
な
ど
を
持
ち
込
ん
で
、
野
菜
な
ど
は
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浴衣をまとって城崎温泉をそぞろ歩く人びと。温泉
文化の未来は私たちが何を望むかにかかっている

露
店
で
買
い
込
ん
で
自
炊
し
た
。
地
元
の
農

家
に
と
っ
て
は
、
数
少
な
い
現
金
収
入
の
手

段
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
温
泉
場
に
は
昔
か
ら
そ
の

地
域
を
支
え
る
小
さ
な
経
済
が
回
っ
て
い
た
。

箱
根
の
塔
之
澤
温
泉
で
は
別
の
商
売
で
成
功

し
た
人
が
温
泉
宿
を
始
め
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ

た
。
黒
川
温
泉
の
御お
き
ゃ
く
や

客
屋
七
代
目
の
北
里
有

紀
さ
ん
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
客
足
が
途
絶
え
た

と
き
、
宿
に
出
入
り
す
る
地
域
の
業
者
へ
の

支
払
う
金
額
が
一
桁
減
っ
て
い
る
の
を
見
て

「
自
分
た
ち
は
地
域
経
済
を
支
え
て
い
た
の

だ
」
と
責
任
の
重
さ
に
愕
然
と
し
た
と
話
し

て
い
た
。

　

城
崎
温
泉
で
旅
館
の
浴
衣
を
着
て
共
同
湯

（
外
湯
）
に
浸
か
り
、
ほ
て
っ
た
体
を
冷
ま
し

な
が
ら
商
店
街
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
き
、
昼
は
ソ

フ
ト
ク
リ
ー
ム
を
、
夜
は
地
ビ
ー
ル
を
買
い

求
め
、
大お
お

谿た
に

川が
わ

の
ほ
と
り
の
ベ
ン
チ
で
味
わ

っ
た
の
は
至
福
の
時
間
だ
っ
た
。
そ
れ
も
温

泉
宿
が
自
分
た
ち
だ
け
で
客
を
囲
い
込
ま
な

い
よ
う
に
内
湯
を
小
さ
く
小
さ
く
つ
く
り
、

で
き
る
だ
け
外
湯
を
使
う
よ
う
に
そ
っ
と
促

し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

自
分
だ
け
栄
え
て
も
仕
方
が
な
い
。
そ
の

精
神
は
、
生
き
馬
の
目
を
抜
く
よ
う
な
今
の

社
会
の
な
か
で
と
て
も
大
き
な
意
味
を
も
つ

の
で
は
な
い
か
。

温
泉
が
も
つ

類
ま
れ
な
る
力

　

さ
て
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
湯
治
場
が
短
期

の
観
光
温
泉
地
と
な
り
、
旅
館
が
大
型
化
し

て
内
湯
が
増
え
、
人
び
と
が
外
に
繰
り
出
さ

な
く
な
り
、
周
辺
の
飲
食
店
が
地
盤
沈
下
し

た
結
果
、
温
泉
街
と
し
て
の
魅
力
が
損
な
わ

れ
る
…
…
。
そ
の
悪
循
環
が
よ
う
や
く
断
ち

切
れ
そ
う
な
気
配
が
す
る
。

　

温
泉
地
が
大
衆
の
欲
求
に
よ
っ
て
形
を
変

え
て
く
れ
る
の
な
ら
ば
、
私
た
ち
が
こ
れ
か

ら
温
泉
と
温
泉
地
を
ど
う
考
え
、
何
を
望
む

か
が
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

近
年
、
温
泉
に
関
し
て
は
「
源
泉
か
け
流

し
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
つ
い

つ
い
「
こ
こ
の
温
泉
、
源
泉
か
け
流
し
な
ん

だ
っ
て
！
」
と
喜
ん
で
し
ま
う
が
、
温
泉
を

地
域
の
資
源
と
考
え
た
場
合
、
果
た
し
て
そ

れ
は
よ
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
込
ん

で
し
ま
う
。

　

地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
資
源
は
有
限
で
あ
る

こ
と
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
現
代
、
温
泉

も
ま
た
有
限
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
と
思
う
。
実
際
に
泉
質
が
変
わ
っ
て
し

ま
っ
て
「
温
泉
」
の
看
板
を
下
ろ
さ
な
け
れ

ば
い
け
な
く
な
っ
た
温
泉
宿
も
あ
る
し
、
あ

る
日
突
然
温
泉
が
枯
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
の

だ
か
ら
、
過
度
に
使
わ
な
い
よ
う
に
、
や
た

ら
と
掘
ら
な
い
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い

だ
ろ
う
。

　

古
く
か
ら
保
養
や
療
養
に
用
い
ら
れ
て
き

た
温
泉
の
価
値
は
、
現
代
で
も
変
わ
ら
な
い
。

温
泉
の
も
つ
成
分
や
入
浴
に
よ
る
温
熱
作
用
、

周
辺
の
自
然
や
環
境
な
ど
が
総
合
的
に
は
た

ら
き
、
療
養
効
果
が
あ
る
こ
と
は
単
な
る
迷

信
で
は
な
く
、
公
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
だ
。

　

人
び
と
を
惹
き
つ
け
る
力
を
も
っ
た
温
泉

は
、
地
球
が
も
た
ら
す
奇
跡
と
も
い
え
る
存

在
な
の
で
あ
る
。

こ
の
国
の
温
泉
文
化
は

ま
だ
発
展
途
上

　

そ
ん
な
堅
苦
し
い
こ
と
を
抜
き
に
し
て
も
、

温
泉
は
楽
し
い
。
都
市
近
郊
に
増
え
て
い
る

温
泉
セ
ン
タ
ー
も
捨
て
が
た
い
。
近
所
に
手

足
を
伸
ば
し
て
の
び
の
び
入
れ
る
温
泉
が
あ

る
の
は
幸
せ
だ
。
し
か
し
、
温
泉
に
は
転
地

療
養
と
い
う
効
果
も
あ
る
よ
う
だ
か
ら
、
で

き
れ
ば
遠
出
し
て
み
よ
う
。
酸
ヶ
湯
温
泉
の

よ
う
に
周
辺
の
山
を
登
っ
て
も
い
い
し
、
渓

流
釣
り
な
ど
趣
味
を
楽
し
ん
で
も
い
い
。
そ

し
て
そ
の
土
地
の
温
泉
に
浸
か
る
。
そ
の
間
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
を
で
き
る
だ

け
触
ら
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
ま
さ
に
極
上

の
デ
ジ
タ
ル
デ
ト
ッ
ク
ス
だ
。

　

人
の
少
な
い
温
泉
地
に
一
人
で
行
く
「
ソ

ロ
温
泉
」
も
興
味
深
い
。
温
泉
に
そ
っ
と
浸

か
っ
て
自
分
と
向
き
合
う
の
は
、
ス
ト
レ
ス

フ
ル
な
現
代
に
お
け
る
湯
治
と
い
え
る
。
人

と
話
し
た
く
な
っ
た
ら
、
湯
船
で
一
緒
に
な

っ
た
人
に
声
を
か
け
れ
ば
い
い
。
地
元
の
人

で
あ
れ
ば
「
い
い
お
湯
で
す
ね
」
と
泉
質
に

ふ
れ
て
み
る
。
旅
人
っ
ぽ
い
雰
囲
気
だ
っ
た

ら
「
山
登
り
で
す
か
？
」
と
か
「
ど
ち
ら
か

ら
？
」
だ
け
で
い
い
。
話
が
弾
め
ば
楽
し
い

し
、
弾
ま
な
く
て
も
ひ
と
時
の
こ
と
だ
か
ら

さ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
温
泉
地
で

は
他
人
に
深
入
り
し
な
い
、
少
し
ド
ラ
イ
な

く
ら
い
の
関
係
が
ち
ょ
う
ど
い
い
。

　

も
と
も
と
温
泉
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
楽
し
み

が
あ
っ
た
は
ず
。
そ
れ
が
こ
こ
数
十
年
で

「
稼
ぐ
」
た
め
に
特
化
し
た
こ
と
で
、
温
泉

の
も
つ
本
来
の
楽
し
み
を
狭
め
て
し
ま
っ
た

面
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ
て
文
豪

が
温
泉
宿
に
逗
留
し
て
作
品
を
書
い
た
の
は
、

現
代
の
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
近
い
行
為
だ
。

　

こ
れ
か
ら
の
温
泉
、
そ
し
て
温
泉
地
は
さ

ら
に
多
様
化
す
る
の
で
は
な
い
か
。
集
客
力

に
優
れ
た
大
型
ホ
テ
ル
が
ひ
し
め
く
温
泉
地

も
あ
れ
ば
、
泉
質
を
大
事
に
し
た
小
さ
な
宿

が
数
軒
集
ま
る
だ
け
の
温
泉
地
も
い
い
。
オ

ー
ベ
ル
ジ
ュ
の
よ
う
な
料
理
を
セ
ー
ル
ス
ポ

イ
ン
ト
に
し
た
一
軒
家
的
な
温
泉
宿
も
注
目

さ
れ
つ
つ
あ
り
、
す
べ
て
の

部
屋
に
内
湯
が
あ
る
ホ
テ
ル

も
あ
る
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に

特
化
し
た
温
泉
地
だ
っ
て
あ

り
得
る
だ
ろ
う
。
外
国
人
観

光
客
は
長
期
滞
在
が
基
本
な

の
で
徐
々
に
日
本
食
に
飽
き
、

夕
食
は
外
で
済
ま
せ
る
傾
向

が
強
い
と
取
材
で
聞
い
た
。

と
す
れ
ば
地
域
全
体
で
取
り

組
め
ば
新
た
な
商
機
が
あ
る
。

温
泉
地
が
「
十
湯
十
色
」
の

様
相
を
呈
す
る
。
そ
ん
な
未

来
を
夢
描
く
。

　

地
下
で
起
き
た
現
象
か
ら

湧
き
出
る
温
泉
に
浸
か
り
、

湯
気
と
熱
い
湯
に
愉
悦
を
感

じ
な
が
ら
、
自
分
は
温
泉
に

何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
温
泉
地
だ

っ
た
ら
ま
た
来
よ
う
と
思
う
の
か
、
海
外
か

ら
来
た
人
は
温
泉
の
ど
ん
な
点
に
興
味
を
も

つ
の
か
―
―
思
い
を
巡
ら
せ
た
い
。

　

日
本
の
温
泉
文
化
は
ま
だ
ま
だ
発
展
途
上
。

「
こ
れ
か
ら
」
を
つ
く
る
の
は
、
今
を
生
き

る
私
た
ち
だ
。

【文化をつくる】
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き
れ
い
な
湖
の
水
は
、
晴
れ
た
空
や
山
々
を
映
し
出
す
鏡
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
も
う

一
つ
、
世
界
各
国
の
水
利
用
の
状
況
は
、
そ
の
国
の
社
会
経
済
を
映
す
鏡
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
は
タ
ン
カ
ー
マ
フ
ィ
ア
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？ 

今
日
、

開
発
途
上
国
の
多
く
の
都
市
で
は
、
十
分
な
水
が
供
給
さ
れ
な
い
た
め
水
の
奪
い
合
い
が
生

じ
て
い
ま
す
。
水
道
事
業
者
が
供
給
で
き
る
水
量
は
、
都
市
の
水
需
要
の
ご
く
一
部
し
か
満

た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
社
会
的
地
位
が
高
い
人
は
24
時
間
給
水
を
受
け
る
一
方
で
、
所
得
や

社
会
階
層
が
低
い
人
々
は
わ
ず
か
な
時
間
や
水
量
し
か
給
水
さ
れ
ず
、
水
売
り
に
高
い
料
金

を
払
っ
て
水
を
買
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
タ
ン
カ
ー
マ
フ
ィ
ア
と
呼

ば
れ
る
人
は
、
水
道
管
か
ら
違
法
に
水
を
抜
き
取
っ
て
高
値
で
住
民
に
売
る
こ
と
で
、
水
の

支
配
を
拡
大
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
水
道
が
世
界
に
誇
れ
る
点
は
、
低
い
漏ろ
う

水す
い

率
や
高
度
な
水
処
理
技
術
な
ど
い
ろ
い

ろ
と
あ
り
ま
す
が
、
も
っ
と
も
誇
れ
る
の
は
水
の
平
等
性
で
す
。
同
じ
都
市
に
住
む
人
は
、

所
得
や
社
会
的
な
地
位
に
関
係
な
く
水
道
を
い
つ
で
も
利
用
可
能
で
、
同
じ
料
金
表
に
従
っ

て
水
道
料
金
を
支
払
い
ま
す
。
日
本
人
に
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
世
界
の
多
く
の
都

市
で
は
、
こ
の
当
た
り
前
が
実
現
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
反
対
に
、
社
会
経
済
の
不
平
等
の
拡

大
と
と
も
に
、
水
の
不
平
等
も
拡
大
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
世
界
の
多
く
の
都
市
で
人
口

増
加
と
と
も
に
水
需
要
が
増
大
す
る
た
め
、
水
不
足
は
さ
ら
に
深
刻
に
な
り
ま
す
。

　

水
の
不
平
等
に
対
し
て
私
た
ち
が
ま
ず
で
き
る
こ
と
は
、
水
の
日
や
防
災
の
日
に
近
く
の

給
水
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
20
Ｌ
の
ポ
リ
タ
ン
ク
に
水
を
汲く

ん
で
自
宅
ま
で
運
ぶ
こ
と
で
す
。
水

を
運
ぶ
と
い
う
行
為
が
い
か
に
大
変
か
、
こ
れ
が
毎
日
続
く
と
し
た
ら
ど
れ
だ
け
の
時
間
と

労
力
が
か
か
る
の
か
を
実
感
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

水
の
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
が
取
り
組
む
べ
き
多
く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。

水の余話
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Satoshi Takizawa
東京大学大学院工学系研究
科 教授。1983年東京大学工
学部都市工学科卒、同大大
学院博士課程修了。長岡技術
科学大学助手、建設省（当時）
土木研究所主任研究員、東京
大学工学部助教授、アジア工
科大学助教授（JICA派遣）な
どを経て2006 年から現職。

豊かな地下水を汲み上げ、いつでも誰でも飲めるようにしてある公共の井戸。
水が平等に配られる国はあまりない

水
は
社
会
を
映
す
鏡
で
あ
る

滝
沢 

智
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地
図
・
絵
図
・
デ
ー
タ
で
見
る
地
球
温
暖
化

　

地
球
温
暖
化
は
、
大
干
ば
つ
、
熱
波
襲
来
、
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
な
ど
の

ほ
か
、
水
を
育
む
森
林
の
火
災
、
氷
河
の
減
少
、
海
面
上
昇
、
暴
風
雨
の
襲
来
、

大
洪
水
な
ど
、
水
に
関
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

カ
ー
ス
チ
ン
・
ダ
ウ
／
ト
ー
マ
ス
・
ダ
ウ
ニ
ン
グ
共
著
『
温
暖
化
の
世
界
地
図

（
第
２
版
）』（
丸
善
出
版
・
２
０
１
２
）
で
は
、
変
化
の
兆
候
、
変
わ
り
つ
つ
あ
る
気
候
、

気
候
変
化
を
駆
動
す
る
も
の
、
想
定
さ
れ
る
結
果
、
変
化
へ
の
対
応
、
国
際
的
な

行
動
及
び
活
動
、
解
決
策
へ
の
約
束
、
気
候
変
化
の
デ
ー
タ
を
掲
げ
る
。

　

Ｋ
・
Ｓ
・
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
・
文
『
気
温
が
１
度
上
が
る
と
、
ど
う
な
る
の
？ 
地

球
の
未
来
を
考
え
る
―
気
候
変
動
の
し
く
み
』（
西
村
書
店
・
２
０
２
１
）
は
人
間
の
活

動
に
よ
っ
て
気
温
が
１
℃
上
が
る
と
、
生
活
に
不
都
合
が
生
じ
て
く
る
と
唱
え
る
。

　

ダ
ン
・
フ
ッ
カ
ー
著
『
地
球
が
あ
ぶ
な
い
！ 

地
図
で
見
る
気
候
変
動
の
図
鑑
』

（
創
元
社
・
２
０
２
１
）
は
、
気
候
変
動
の
原
因
を
人
口
の
増
加
、
化
石
燃
料
を
燃
や

す
、
農
業
か
ら
の
炭
素
の
排
出
、
森
林
の
減
少
、
自
動
車
・
飛
行
機
の
利
用
を
挙

げ
、
現
象
は
異
常
気
象
、
北
極
・
南
極
の
氷
の
減
少
、
海
水
温
の
上
昇
、
サ
ン
ゴ

礁
の
消
滅
、
山
火
事
の
増
加
と
記
す
。
こ
れ
ら
の
気
候
変
動
へ
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
は
、
太
陽
・
風
力
の
利
用
、
森
林
の
再
生
、
生
活
の
仕
方
を
変
え
る
、
政
治

を
変
え
て
い
く
、
地
球
に
や
さ
し
い
食
事
を
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
こ
の
よ
う
な

活
動
の
変
化
が
地
球
を
救
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。

　

渡
部
雅
浩
著
『
絵
で
わ
か
る
地
球
温
暖
化
』（
講
談
社
・
２
０
１
８
）
は
、
人
間
活
動

が
起
こ
す
気
候
変
化
の
科
学
的
な
し
く
み
が
わ
か
る
よ
う
に
、
気
象
・
気
候
の
基

礎
知
識
か
ら
最
先
端
研
究
の
課
題
ま
で
解
説
す
る
。
三
冬
社
編
・
発
行
『
地
球
温

暖
化
＆
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
総
合
統
計
』（
２
０
２
１
）
は
、
世
界
の
年
平
均
気
温
偏
差

の
経
年
変
化
、
日
本
の
年
平
均
気
温
偏
差
の
経
年
変
化
、
主
要
先
進
国
温
室
効
果

ガ
ス
排
出
量
な
ど
を
記
載
す
る
。

海
の
温
暖
化

　

海
は
膨
大
な
熱
や
物
質
を
蓄
え
、
輸
送
し
大
気
と
の
間
で
交
換
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
気
候
の
維
持
と
変
化
に
本
質
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
海
も

ま
た
温
暖
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

　

日
本
海
洋
学
会
編
『
海
の
温
暖
化
―
変
わ
り
ゆ
く
海
と
人
間
活
動
の
影
響
』（
朝

倉
書
店
・
２
０
１
７
）
で
は
、
人
類
が
産
業
活
動
に
よ
っ
て
排
出
し
た
二
酸
化
炭
素

の
一
部
が
海
に
溜
ま
る
こ
と
で
、
海
水
の
酸
性
化
が
地
球
規
模
で
進
ん
で
い
る
と

記
す
。
酸
性
化
に
よ
っ
て
、
甲
殻
類
や
貝
な
ど
の
生
物
が
育
た
な
く
な
っ
て
く
る
。

海
洋
酸
性
化
に
よ
っ
て
海
の
生
物
多
様
性
は
低
く
な
り
、
海
の
生
態
系
が
も
つ
さ

ま
ざ
ま
な
価
値
や
機
能
が
下
が
る
。
北
極
海
で
は
、
温
暖
化
に
よ
る
海
氷
融
解
や

水
温
上
昇
に
よ
っ
て
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
一
次
生
産
や
物
質
循
環
が
変
化
し
て

お
り
、
そ
の
影
響
は
地
球
規
模
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ラ
ッ
シ
ュ
著
『
海
が
や
っ
て
く
る
』（
河
出
書
房
新
社
・
２
０
２
１
）

は
、
温
暖
化
に
よ
る
海
面
上
昇
を
も
た
ら
し
た
崩
壊
の
風
景
を
描
く
。
野
崎
義
行

著
『
地
球
温
暖
化
と
海
―
炭
素
の
循
環
か
ら
探
る
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
１
９
９
４
）

も
あ
る
。

　

Ｅ
Ｕ
は
世
界
の
海
洋
環
境
保
護
を
リ
ー
ド
す
る
。
佐
藤
智
恵
著
『
Ｅ
Ｕ
海
洋
環

境
法
』（
信
山
社
・
２
０
２
１
）
に
よ
る
と
、
Ｅ
Ｕ
の
環
境
政
策
は
、
発
生
源
に
お
い
て

除
か
れ
る
べ
き
こ
と
、
汚
染
者
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
原
則
を
基

礎
と
し
て
い
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
洋
上
風
力
発
電
に
か
か
わ
る
海
洋
環
境
保

護
の
必
要
性
を
説
く
。
大
塚
直
編
『
環
境
法
研
究 

第
13
号
』（
信
山
社
・
２
０
２
１
）

は
、
気
候
変
動
の
適
応
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
中
国
の
各
国

の
法
制
と
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
と
循
環
型
社
会
と
い
う
２
つ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
い

る
。

　

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
大
手
企
業
が
、
北
海
道
檜
山
管
内
沖
な
ど
の

４
海
域
で
、
国
内
最
大
級
風
力
発
電
所
計
４
０
０
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
洋
上
風
力
発

電
所
を
建
設
す
る
計
画
が
進
ん
で
い
る
。

異
常
気
象
と
温
暖
化

　

地
球
温
暖
化
に
伴
っ
て
、
気
候
変
動
か
ら
急
激
な
異
常
気
象
を
起
こ
し
て
い
る
。

そ
れ
は
ス
ー
パ
ー
台
風
、
豪
雪
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
、
線
状
降
水
帯
の
発
生
や
猛
暑
だ
。

古賀 邦雄
  こが  くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会
1967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、日本河川協会、ふくお
かの川と水の会に所属。2008年5月
に収集した書籍を所蔵する「古賀河
川図書館」を開設。
平成 26年公益社団法人日本河川協
会の河川功労者表彰を受賞。

地
球
温
暖
化・気
候
危
機・

気
候
崩
壊
を
論
じ
る
（
下
）

水
の
文
化
書
誌 

62



地球温暖化・気候危機・気候崩壊を論じる（下）35

気
候
変
動
に
よ
る
水
害
研
究
会
著
『
水
害
列
島
日
本
の
挑
戦
』（
日
経
Ｂ
Ｐ
・
２
０
２

０
）
は
、
西
日
本
豪
雨
、
東
日
本
台
風
、
令
和
２
年
７
月
豪
雨
を
捉
え
る
。

　

河
宮
未
知
生
監
修
『
異
常
気
象
と
温
暖
化
が
わ
か
る
―
ど
う
な
る
？ 

気
候
変
動

に
よ
る
未
来
』（
技
術
評
論
社
・
２
０
１
６
）
は
、
地
球
ク
ラ
イ
シ
ス
異
常
気
象
の
猛
威

が
世
界
を
襲
う
と
し
て
、
２
０
１
５
年
（
平
成
27
）
台
風
13
号
が
台
湾
や
中
国
に
大

被
害
を
及
ぼ
し
、
同
年
イ
ン
ド
で
は
連
日
40
℃
を
超
え
る
猛
暑
日
が
続
き
、
熱
波

が
道
路
の
ペ
ン
キ
を
も
溶
か
し
た
。
同
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
大
干
ば
つ
で
農

地
が
干
上
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
未
来
の
地
球
を
取
り
戻
す
緩
和
策
と

し
て
、
大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
を
減
ら
す
こ
と
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
と
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
拡
大
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
新
し
い
気
候
に
合
わ

せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
農
作
物
や
木
材
、
水
産
物
、
家
畜
な
ど
を
、
温
暖
化
し
た

地
球
で
も
育
つ
よ
う
に
品
種
改
良
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　

異
常
気
象
に
関
す
る
書
と
し
て
、
森 

朗
著
『
異
常
気
象
は
な
ぜ
増
え
た
の
か
―

ゼ
ロ
か
ら
わ
か
る
天
気
の
し
く
み
』（
祥
伝
社
新
書
・
２
０
１
７
）。
川
瀬
宏
明
著
『
極

端
豪
雨
は
な
ぜ
毎
年
の
よ
う
に
発
生
す
る
の
か
』（
化
学
同
人
・
２
０
２
１
）。
日
本
気

象
協
会
編
『
ト
コ
ト
ン
や
さ
し
い
異
常
気
象
の
本
』（
日
刊
工
業
新
聞
社
・
２
０
１
７
）。

ゴ
ム
ド
リ
ｃ
ｏ
．
文
『
異
常
気
象
の
サ
バ
イ
バ
ル
１
』（
朝
日
新
聞
出
版
・
２
０
１
０
）、

同
『
異
常
気
象
の
サ
バ
イ
バ
ル
２
』（
朝
日
新
聞
出
版
・
２
０
１
０
）
が
あ
る
。

食
糧
の
安
全
保
障

　

穀
物
、
豆
類
、
野
菜
、
果
樹
な
ど
の
作
物
栽
培
、
牛
や
豚
や
鶏
な
ど
の
畜
産
と

い
っ
た
食
糧
生
産
の
営
み
も
、
気
候
・
気
象
を
含
む
環
境
条
件
に
依
存
し
て
い
る
。

大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
濃
度
の
増
加
と
気
候
変
動
は
、
栽
培
適
地
の
変
化
、
収
穫

の
変
化
、
家
畜
の
成
長
な
ど
、
日
本
に
お
い
て
も
農
業
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。

　

２
０
２
０
年
（
令
和
２
）
時
点
、
日
本
の
自
給
率
は
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
に
お
い
て

37
％
に
落
ち
込
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
主
要
先
進
国
の
な
か
で
も
最
低
の
水
準
で
あ

る
。
わ
が
国
の
食
糧
安
全
保
障
は
、
地
球
温
暖
化
に
伴
い
さ
ら
に
憂
慮
さ
れ
る
。

　

行
友 

弥
編
『
気
候
変
動
下
の
食
料
安
全
保
障
』（
農
政
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
会
・
２
０

２
０
）、
国
立
研
究
開
発
法
人 

農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
編
『
地
球
温

暖
化
と
日
本
の
農
業
―
気
温
上
昇
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
食
べ
物
が
変
わ
る
!?
』（
成

山
堂
書
店
・
２
０
２
０
）
は
、
地
球
温
暖
化
が
進
む
と
暖
か
い
地
方
の
特
産
品
が
北
国

で
と
れ
る
こ
と
に
も
な
り
、
水
稲
で
は
高
温
耐
性
品
種
、
適
期
植
え
付
け
、
深
耕

の
技
術
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
農
山
漁
村
文
化
協
会
編
・
発
行
『
ど
う
考
え

る
？ 「
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦
略
」』（
２
０
２
１
）
も
挙
げ
て
お
く
。

気
候
温
暖
化
へ
の
対
応
策

　

ア
メ
リ
カ
の
環
境
法
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
、
辻
雄
一
郎
ほ
か
編
著
『
ア
メ
リ
カ
気
候
変
動
法
と
政
策
』（
勁
草
書
房
・
２

０
２
１
）
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
気
候
変
動
防
止
政
策
の
制
度
的
条
件
、

ア
メ
リ
カ
の
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
お
け
る
気
候
変
動
影
響
評
価
、
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
の
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
電
源
１
０
０
％
政
策
―
日
本
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
政

策
へ
の
示
唆
を
求
め
て
、
気
候
正
義
と
訴
訟
、
ア
メ
リ
カ
気
候
変
動
訴
訟
の
意
義

と
市
民
・
自
治
体
の
役
割
を
論
じ
る
。
日
本
に
と
っ
て
は
有
意
義
な
提
案
で
あ
る
。

　

炭
素
税
に
つ
い
て
は
、
吉
田
文
和
・
池
田
元
美
編
著
『
持
続
可
能
な
低
炭
素
社

会
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
・
２
０
０
９
）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ノ
ー
ド
ハ
ウ
ス
著
『
気
候
カ

ジ
ノ
―
経
済
学
か
ら
見
た
地
球
温
暖
化
問
題
の
最
適
解
』（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
・
２
０
１
５
）、

巽 

直
樹
著
『
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
―
も
う
ひ
と
つ
の
“
新
し
い
日
常
”
へ
の

挑
戦
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
・
２
０
２
１
）
が
あ
る
。

　

ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
著
『
地
球
が
燃
え
て
い
る
』（
大
月
書
店
・
２
０
２
０
）
は
、
気

候
崩
壊
か
ら
人
類
を
救
う
た
め
に
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
提
言
を
行
な
う
。
平
田

仁
子
著
『
気
候
変
動
と
政
治
―
気
候
政
策
統
合
の
到
達
点
と
課
題
』（
成
文
堂
・
２
０

２
１
）
は
、
地
球
温
暖
化
の
解
決
策
に
政
治
力
の
大
切
さ
を
探
究
す
る
。

　

ポ
ー
ル
・
ホ
ー
ケ
ン
編
著
『
ド
ロ
ー
ダ
ウ
ン
―
地
球
温
暖
化
を
逆
転
さ
せ
る
１

０
０
の
方
法
』（
山
と
渓
谷
社
・
２
０
２
１
）
で
は
、
気
候
変
動
の
解
決
策
を
集
め
、
包

括
的
な
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
排
出
の
削
減
・
大
気
中
の
炭
素
を
隔
離
す
る
方
法
を

分
析
す
る
。
環
境
保
全
型
農
業
、
微
生
物
農
業
、
水
素
・
ホ
ウ
素
核
融
合
・
二
酸

化
炭
素
の
直
接
空
気
回
収
を
論
じ
る
。
マ
イ
ケ
ル
・
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
／
カ
ー

ル
・
ポ
ー
プ
共
著
『
Ｈ
Ｏ
Ｐ
Ｅ
―
都
市
・
企
業
・
市
民
に
よ
る
気
候
変
動
総
力

戦
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
・
２
０
１
８
）
が
あ
る
。

気
候
変
動
に
立
ち
向
か
う
世
界
の
子
ど
も
た
ち

　

ア
ク
シ
ャ
ー
ト
・
ラ
ー
テ
ィ
著
『
気
候
変
動
に
立
ち
む
か
う
子
ど
も
た
ち
―
世

界
の
若
者
60
人
の
作
文
集
』（
太
田
出
版
・
２
０
２
１
）
で
は
、
政
治
家
た
ち
は
権
力
や

お
金
じ
ゃ
な
く
て
市
民
の
命
を
優
先
す
る
べ
き
だ
よ
、
と
訴
え
る
。
国
際
環
境
Ｎ

Ｇ
Ｏ 

Ｆ
ｏ
Ｅ 

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
編
『
気
候
変
動
か
ら
世
界
を
ま
も
る
30
の
方
法
』（
合
同
出

版
・
２
０
２
１
）、
高
橋
真
樹
著
『
こ
ど
も
気
候
変
動
ア
ク
シ
ョ
ン
30
』（
か
も
が
わ
出

版
・
２
０
２
２
）
が
あ
る
。
マ
レ
ー
ナ
・
エ
ル
ン
マ
ン
ほ
か
著
『
グ
レ
タ
た
っ
た
ひ

と
り
の
ス
ト
ラ
イ
キ
』（
海
と
月
社
・
２
０
１
９
）、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ナ
・
マ
ッ
ツ
ァ
著

『
グ
レ
タ
・
ト
ゥ
ー
ン
ベ
リ
』（
金
の
星
社
・
２
０
２
０
）
の
環
境
活
動
家
の
書
が
あ
る
。

　

最
後
に
、
辻 

信
一
監
修
『
ハ
チ
ド
リ
の
ひ
と
し
ず
く
―
い
ま
、
私
に
で
き
る
こ

と
』（
光
文
社
・
２
０
０
５
）
を
掲
げ
る
。
こ
の
書
は
、
森
の
火
事
に
対
し
て
た
っ
た
一

羽
、
水
の
し
ず
く
を
落
と
し
つ
づ
け
る
ハ
チ
ド
リ
を
見
て
、
森
の
動
物
た
ち
は
そ

ん
な
こ
と
を
し
て
何
に
な
る
か
と
笑
う
。
ハ
チ
ド
リ
は
私
に
で
き
る
こ
と
を
し
て

い
る
だ
け
と
答
え
る
。
こ
の
ハ
チ
ド
リ
の
物
語
は
、
南
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
に
伝

わ
る
話
で
あ
る
。

　

地
球
温
暖
化
の
解
決
に
は
、
世
界
中
の
一
人
ひ
と
り
が
自
身
に
で
き
る
こ
と
を

行
な
う
こ
と
に
尽
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
地
球
温
暖
化
は
水
問
題
と

密
接
に
結
び
つ
く
課
題
で
も
あ
る
。
１
冊
で
も
よ
い
か
ら
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。

　

 
〈
Ｃ
Ｏ
２

出
さ
な
い
国
が
水
没
し
出
し
て
い
る
の
に
自
覚
な
き
国
〉（
熊
本
直
弘
）　
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調
査
か
ら
み
え
て
き
た

２
つ
の
テ
ー
マ

私
た
ち
は
、
毎
月
の
調
査
に
加
え
、

７
月
30
日
〜
８
月
２
日
ま
で
３
泊
４
日

の
調
査
合
宿
を
実
施
し
た
。
朝
9
時
か

ら
夕
方
ま
で
真
鶴
を
歩
き
回
っ
て
聞
き

と
り
を
行
い
、
宿
に
戻
っ
て
か
ら
は
得

ら
れ
た
デ
ー
タ
を
持
ち
寄
っ
て
の
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
。
深
夜

ま
で
連
日
議
論
は
白
熱

し
た
。

真
鶴
町
役
場
お
よ
び

地
元
住
民
の
み
な
さ
ん

の
多
大
な
ご
協
力
を
い

た
だ
き
、
刺
激
的
な
デ

ー
タ
を
得
る
こ
と
が
で

き
た
。
今
回
は
そ
れ
ら

に
つ
い
て
述
べ
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

本
研
究
の
関
心
に
つ

い
て
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
大
き
く
は

２
つ
あ
る
。

前
号
で
論
じ
た
よ
う
に
、「
美
の
条

例
」
制
定
（
1
9
9
3
年
）
の
出
発
点
と
な

っ
た
の
は
、
真
鶴
町
の
抱
え
る
「
水
」

問
題
に
あ
っ
た
。

真
鶴
町
は
全
町
民
の
暮
ら
し
を
ま
か

な
え
る
だ
け
の
自
主
水
源
を
も
っ
て
お

ら
ず
、
バ
ブ
ル
期
の
強
大
な
開
発
圧
力

に
抗
い
な
が
ら
、
水
の
供
給
量
に
応
じ

真鶴の人のつながりを支える「社会的仕掛け」「となり組」と「社会的オヤ」

地
域
が
抱
え
る
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
に
か
か
わ
る
課
題
を
、
若
者

た
ち
が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
議
論
し
、
そ
の

解
決
策
を
提
案
す
る
研
究
活
動
「
み
ず
・

ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
。
２
年
目
は

神
奈
川
県
の
「
真ま

な
づ
る
ま
ち

鶴
町
」
を
舞
台
に
研
究

活
動
を
進
め
て
い
ま
す
。

４
月
に
初
め
て
真
鶴
を
訪
問
し
た
学
生
12

名
は
、
５
月
に
も
各
グ
ル
ー
プ
で
真
鶴
を

訪
れ
、
６
月
か
ら
は
ミ
ツ
カ
ン
の
若
手
社
員

３
名
も
加
わ
り
、
毎
月
真
鶴
へ
調
査
に
通

い
な
が
ら
、
ゼ
ミ
で
議
論
す
る
日
々
を
過
ご

し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
７
月
30
日
か
ら
８
月

２
日
の
３
泊
４
日
で
調
査
の
た
め
の
ゼ
ミ

合
宿
を
実
施
し
ま
し
た
。

素
朴
で
あ
り
な
が
ら
も
美
し
さ
が
感
じ
ら

れ
る
真
鶴
町
の
生
活
景
観
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
惹
か
れ
て
移
り
住
ん
だ
人
た
ち
は
、
既

存
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
溶
け
込
み
、
さ
ら
に

地
域
活
動
に
も
積
極
的
に
携
わ
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。

か
じ
取
り
役
で
あ
る
法
政
大
学
現
代
福
祉

学
部
准
教
授
の
野
田
岳
仁
さ
ん
に
、
夏
の

ゼ
ミ
合
宿
を
経
て
見
え
て
き
た
真
鶴
町
の

地
域
性
に
つ
い
て
記
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

月に一度の「真鶴なぶら市」が行なわれた快晴の真鶴港

野田岳仁さん指導のもと
夏の合宿で真鶴町を調査
したゼミ生たち

水の文化 72号　みず・ひと・まちの未来モデル

未来
みず

モデ
ル
20
22

ひと

第2
回

真
鶴
編

まち
の
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37 真鶴の人のつながりを支える「社会的仕掛け」―「となり組」と「社会的オヤ」―

た
ま
ち
づ
く
り
の
あ
り
方
を
模
索
す
る

必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

水
不
足
か
ら
町
民
の
暮
ら
し
を
守
る
手

段
と
し
て
、「
美
の
条
例
」
は
つ
く
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
真
鶴
町
の
未
来
モ
デ

ル
の
根
底
に
あ
る
の
は
「
水
」
で
あ
る

こ
と
が
み
え
て
き
た
。
そ
こ
で
私
た
ち

は
、「
水
」
を
切
り
口
に
真
鶴
町
を
捉
え

直
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
。
こ
れ
が
ひ

と
つ
目
の
関
心
で
あ
る
。

調
査
を
重
ね
る
と
、
水
源
が
な
い
と

い
わ
れ
る
真
鶴
町
に
は
意
外
な
ほ
ど
豊

か
な
湧
き
水
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
そ
れ
は
岩
地
区
で
あ
る
。

岩
地
区
で
は
、
近
隣
住
民
で
水
道
組
合

を
運
営
し
て
お
り
、
そ
の
一
部
は
現
在

も
存
続
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
岩
地
区
に
は
な
ぜ
水

道
組
合
が
存
続
し
て
い
る
の
か
、

そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
し
た
。

真
鶴
町
は
、
１
９
５
６
年

（
昭
和
31
）
に
旧
真
鶴
町
と
旧
岩
村

が
合
併
し
て
発
足
し
た
自
治
体
で
あ
る
。

両
地
域
は
文
化
的
に
も
住
民
の
気
質
に

も
違
い
が
あ
る
と
よ
く
語
ら
れ
る
の
だ

が
、
こ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
旧
真
鶴
町
に
比
べ
れ
ば
目
立
つ
こ

と
が
少
な
か
っ
た
岩
地
区
（
旧
岩
村
）
の

地
域
的
な
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
は
前
号
で
展

開
し
た
関
心
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、「
美
の
条
例
」
制
定
か

ら
30
年
を
経
て
、
美
し
い
生

活
景
観
や
人
に
会
い
に
行
く
「
暮
ら
し

観
光
」
が
注
目
さ
れ
、
神
奈
川
県
唯
一

の
「
過
疎
地
域
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

若
い
世
代
の
移
住
に
結
び
つ
く
よ
う
に

な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
２
０
１
９
年
度

（
令
和
元
）
に
は
町
の
人
口
が
初
め
て
社

会
増
に
転
じ
た
。

移
住
者
数
の
急
増
に
目
を
奪
わ
れ
が

ち
に
な
る
が
、
移
住
者
が
地
域
活
動
や

ま
ち
づ
く
り
の
中
心
的
存
在
を
担
っ
て

い
る
こ
と
に
こ
そ
注
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

と
い
う
の
も
、
過
疎
地
域
の
移
住
を

め
ぐ
る
政
策
的
課
題
と
は
、
い
か
に
移

住
者
を
増
や
す
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

移
住
者
に
ど
の
よ
う
に
地
域
に
馴
染
ん

で
も
ら
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
と

し
て
い
か
に
人
間
関
係
を
つ
く
っ
て
も

ら
う
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ

る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
地
方
移
住
が
注
目
さ

れ
、
実
際
に
人
口
が
増
加
し
た
自
治
体

も
あ
る
が
、
別
荘
地
で
人
が
増
え
て
い

た
り
、
地
域
活
動
と
は
距
離
を
と
る
場

合
が
多
く
、
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
地
域

の
担
い
手
に
な
る
ケ
ー
ス
は
想
像
以
上

に
少
な
い
。

で
は
な
ぜ
真
鶴
町
で
は
、
移
住
者
が

地
道
な
地
域
活
動
に
加
わ
り
、
ま
ち
づ

く
り
の
中
心
的

な
担
い
手
と
し

て
活
躍
で
き
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
、
真
鶴

と
い
う
地
域
社
会
に
は
、
移
住
者
が
地

域
に
溶
け
込
め
る
よ
う
な
「
社
会
的
な

仕
掛
け
」
が
幾
重
に
も
ち
り
ば
め
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

そ
こ
で
、
地
域
に
潜
ん
で
い
る
「
社

会
的
な
仕
掛
け
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
、

過
疎
地
域
で
の
政
策
的
な
応
用
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
２
つ
の
関
心
は
、
結
果
的
に
真

鶴
と
い
う
地
域
の
歴
史
的
性
格
を
あ
ぶ

り
だ
す
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

岩
地
区
の
豊
か
な
水
と

「
と
な
り
組
」

私
た
ち
は
岩
地
区
の
歴
史
と
文
化
に

詳
し
い
竹
林
初
江
さ
ん
の
案
内
で
岩
地

区
を
歩
く
機
会
に
恵
ま
れ
た
。

岩
地
区
を
歩
き
回
り
、
湧
き
水
の
利

用
が
残
っ
て
い
る
場
所
や
現
在
も
地
下

水
を
利
用
し
て
い
る
松
本
農
園
や
芦
澤

石
材
店
な
ど
を
訪
れ
、
利
用
者
や
管
理

東海道
本線

東
海
道
新
幹
線

真
鶴
道
路

真鶴駅

岩漁港真鶴出版

松本農園

●
真鶴町役場

草柳商店

貴船神社

葵すし●
井戸端●
真鶴
　　港
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者
に
聞
き
と
り
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
わ

か
っ
た
こ
と
は
岩
地
区
が
豊
か
な
水
に

恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
瀧
り
ゅ
う
も
ん門
寺じ

前
や
清
水
沢
と
い
う
小こ

字あ
ざ
め
い名

が
残
る
道

筋
に
は
現
在
も
洗
い
場
や
水
場
が
残
さ

れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
も
驚
い
た
の
は
、
湧
き

水
を
水
源
と
し
た
水
道
組
合
の
存
在
で

あ
る
。
設
立
者
で
長
ら
く
世
話
人
を
務

め
て
き
た
佐
藤
清せ
い

次じ

さ
ん
の
名
を
と
っ

て
「
佐
藤
清
次
水
道
組
合
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
水
道
組
合
の
通
帳
の
記
録
に

よ
れ
ば
、
水
道
組
合
の
設
立
は
１
９
６

１
年
（
昭
和

36
）
で
あ
る
。

旧
岩
村
に

は
１
９
２
４

年
（
大
正
13
）

に
簡
易
水
道

が
導
入
さ
れ

て
い
た
が
、

供
給
区
域
は

限
ら
れ
て
い

た
。
供
給
区

域
の
外
側
が
開
発
さ
れ
、
そ
こ
に
暮
ら

す
住
民
た
ち
は
、
湧
き
水
に
頼
っ
た
そ

う
で
あ
る
。

清
次
さ
ん
の
長
男
の
妻
で
あ
る
佐
藤

満み
つ

枝え

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
旧
岩
小
学
校
前

の
湧
き
水
を
天
秤
棒
で
水
桶
を
担
い
で

運
ん
だ
そ
う
だ
。
そ
れ
は
重
労
働
で
あ

り
、「
と
な
り
組
」
を
母
体
に
16
軒
で
費

用
を
出
し
合
っ
て
組
合
を
結
成
し
、
山

際
の
湧
き
水
を
水
槽
に
貯
め
、
そ
こ
か

ら
各
家
に
ポ
ン
プ
で
引
き
込
む
よ
う
に

し
た
。
そ
の
後
、
岩
地
区
に
町
営
水
道

が
導
入
さ
れ
る
と
半
数
は
脱
退
し
た
と

い
う
。

現
在
の
組
合
員
は
２
軒
で
あ
る
が
、

遠
方
か
ら
汲
み
に
来
る
利
用
者
も
10
名

ほ
ど
い
る
そ
う
で
あ
る
。
水
槽
の
泥
を

か
き
だ
す
大
掃
除
は
年
に
２
回
行
い
、

現
在
の
世
話
人
で
あ
る
湯
川
久
雄
さ
ん

が
屋
根
の
修
理
な
ど
日
常
的
な
管
理
を

担
っ
て
い
る
。
町
は
毎
月
水
質
検
査
を

行
う
。

話
を
聞
い
て
興
味
深
く
思
っ
た
の
は
、

水
道
組
合
の
管
理
主
体
に
あ
る
。「
と

な
り
組
」
と
い
う
近
隣
集
団
が
水
道
組

合
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
互

助
の
基
盤
と
な
っ
て
い
そ
う
だ
と
い
う

こ
と
だ
。

岩
地
区
で
調
査
を
し
て
い
る
と
、
地

元
住
民
か
ら
口
癖
の
よ
う
に
「
岩
地
区

は
人
の
つ
な
が
り
が
強
い
」
と
誇
ら
し

げ
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
相
次
い
で
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、「
と
な
り
組
」
の
働
き
と

無
関
係
で
は
な
さ
そ
う
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
。

人
の
つ
な
が
り
の

強
さ
の
正
体

こ
こ
か
ら
は
、
地
域
の
基
礎
的
な
生

活
の
単
位
で
あ
る
「
町
内
会
」
に
目
を

向
け
て
み
よ
う
。
現
在
の
真
鶴
町
の
自

治
会
組
織
は
、
９
つ
（
旧
真
鶴
町
６
・
旧
岩
村

３
）
に
再
編
さ
れ
て
い
る
。

岩
地
区
の
中
心
と
な
る
岩
中
央
自
治

会
（
以
下
、
岩
中
央
）
は
、
古
く
か
ら
の

「
む
ら
（
村
落
）」
を
継
承
し
た
も
の
と
み

ら
れ
る
。

地
元
住
民
が
岩
地
区

の
つ
な
が
り
の
強
さ
に

言
及
す
る
際
は
、
岩
中

央
の
範
域
を
指
し
て
い

る
こ
と
が
多
く
、
じ
っ

さ
い
に
、
自
治
会
の
加

入
率
を
み
る
と
、
２
０
２
１
年
時
点
の

９
自
治
会
の
加
入
率
は
平
均
で
42
・
2

％
と
低
い
が
、
岩
中
央
で
は
74
・
11
％

と
突
出
し
て
い
る
（
２
０
０
９
年
時
点
の
平
均

加
入
率
は
54
・
5
％
で
加
入
世
帯
数
の
減
少
は
顕
著
で

あ
る
）。

自
治
会
組
織
は
通
常
い
く
つ
か
に
区

分
さ
れ
る
。
各
世
帯
を
複
数
に
わ
け
た

グ
ル
ー
プ
を
「
班
」
や
「
組
」
と
呼
ぶ
の

が
一
般
的
で
あ
る
。
岩
中
央
を
除
け
ば
、

各
町
内
会
の
「
と
な
り
組
」
の
役
割
は
、

回
覧
板
を
回
し
た
り
、
ゴ
ミ
収
集
所
の 真鶴駅

山ゆり自治会

城北自治会 山ゆり自治会

岩中央
自治会

城口自治会 土肥道自治会
丸山自治会

西自治会
東自治会

みさき自治会

■真鶴町 自治会マップ

1岩地区のまち歩きをはじめ、さまざ
まな地域住民も紹介してくれた竹林
初江さん 2松本農園の松本茂さん。
祖父の雲舟（赳）さんは真鶴町の初
代町長。「井戸があったからここに移
り住んだと聞いている」と話す 3小
松石の加工に井戸水を使っている
有限会社 芦澤石材の芦澤潤さんと
お母さん。潤さんの祖父が水を探し
て居を定めたと言う 4真鶴町自治
会連合会会長で岩中央自治会長を
務める朝倉隆さん 4提供：真鶴町

高台から岩中央地区を望む青色が旧岩村、
赤色が旧真鶴町

5岩地区に残る湧き水を水源とする「佐藤清
次水道組合」の水槽 6「佐藤清次水道組
合」の経緯について話す佐藤満枝さん（左）。
右は湯川久雄さんの夫人、律子さん 7水場
の管理をつかさどる世話人の湯川久雄さん

3

1

2

4

5

67

水の文化 72号　みず・ひと・まちの未来モデル
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管
理
が
主
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
岩
中
央
の
「
と

な
り
組
」で
は
生
活
互
助
に
か
か
わ
る
次

の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
。

真
鶴
町
自
治
会
連
合
会
会
長
で
岩
中

央
自
治
会
長
を
務
め
る
朝
倉
隆
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
冠
婚
葬
祭
、
児ち

ご子
神
社
の
祭

祀
、
灯
籠
流
し
の
運
営
は
組
単
位
で
行

い
、
溝
掃
除
（
３
、
８
、
９
組
）、
水
道
組

合
（
10
組
）、
弁
天
様
の
お
世
話
（
６
組
）、

か
つ
て
の
無
尽
講
や
稲
荷
講
も
「
と
な

り
組
」
を
母
体
と
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

象
徴
的
な
こ
と
は
、「
地
区
防
災
計

画
」
策
定
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
真
鶴

町
は
県
内
で
高
齢
化
率
が
も
っ
と
も
高

い
こ
と
か
ら
、
防
災
に
つ
い
て
町
役
場

も
町
内
会
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
国
は

２
０
１
３
年
（
平
成
25
）
の
災
害
対
策
基
本

法
改
正
に
お
い
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
自
主
的
な
防
災
計
画
を
推
進
す
る

た
め
地
区
防
災
計
画
制
度
を
つ
く
っ
た
。

真
鶴
町
で
い
え
ば
、
町
内
会
レ
ベ
ル

で
の
防
災
計
画
の
策
定
が
求
め
ら
れ
る

の
だ
が
、
驚
く
こ
と
に
、
岩
中
央
で
は

朝
倉
会
長
を
中
心
に
「
と
な
り
組
」
の
単

位
で
細
か
く
策
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

災
害
時
は
、
平
常
時
の
人
の
つ
な
が

り
の
濃
淡
が
生
存
を
左
右
し
か
ね
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
岩
中
央
の
人
び
と
の
も

っ
と
も
基
礎
的
な
生
活
の
単
位
で
あ
る

「
と
な
り
組
」
を
基
盤
と
し
て
策
定
し

た
の
で
あ
る
。

岩
中
央
は
、「
む
ら
（
村
落
）」
の
「
村

組
」
あ
る
い
は
「
近
隣
組
」
を
引
き
継

い
だ
も
の
と
想
定
さ
れ
る
が
、
人
び
と

が
誇
ら
し
げ
に
語
る
「
つ
な
が
り
の
強

さ
」
と
は
、
も
っ
と
も
身
近
な
生
活
互

助
の
単
位
で
あ
る
「
と
な
り
組
」
が
機

能
し
て
い
る
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。

弱
体
化
し
た
と
は
い
え
、「
と
な
り

組
」
を
母
体
と
す
る
水
道
組
合
の
管
理

も
人
の
つ
な
が
り
を
支
え
続
け
て
い
る

の
で
あ
る
。

移
住
者
を
溶
け
込
ま
せ
る

「
社
会
的
な
仕
掛
け
」

も
う
ひ
と
つ
の
関
心
は
、
移
住
者
を

地
域
に
溶
け
込
ま
せ
る
「
社
会
的
な
仕

掛
け
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は

そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
に
基
づ
き
移
住
者
チ

ー
ム
と
地
元
住
民
チ
ー

ム
の
２
チ
ー
ム
を
つ
く

り
、
双
方
へ
の
聞
き
と

り
調
査
を
重
ね
た
。

26
組
の
移
住
者
の
入

り
口
と
な
っ
て
い
る
真

鶴
出
版
の
來き

し住
友と

も

美み

さ

ん
が
移
住
者
の
心
得
を

教
え
て
く
れ
た
。
い
わ

く
、「
ま
ち
の
人
た
ち

の
気
持
ち
を
波
立
て
な

い
で
、
ま
ち
の
人
た
ち

が
つ
く
っ
て
く
れ
た
流
れ
に
乗
る
こ

と
」
な
の
だ
と
い
う
。

移
住
者
は
転
校
生
の
よ
う
な
存
在
で

あ
り
、
ま
ず
は
移
住
者
が
ど
ん
な
人
な

の
か
を
地
元
住
民
に
見
極
め
て
も
ら
う

必
要
が
あ
る
そ
う
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、

自
然
と
い
ろ
ん
な
誘
い
が
き
た
り
、
人

の
縁
が
つ
な
い
で
く
れ
る
よ
う
な
の
で

あ
る
。

本
研
究
で
は
、
こ
の
「
流
れ
」
を
生

み
だ
す
源
流
に
あ
た
る
も
の
を
「
社
会

的
な
仕
掛
け
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
真
鶴
と
い
う
地
域
の

固
有
性
を
ふ
ま
え
た
２
つ
の
仕
掛
け
を

と
り
あ
げ
た
い
。

地
域
の
人
間
関
係
を

紹
介
す
る「
ま
ち
歩
き
」

移
住
希
望
者
に
向
け
た
ユ
ニ
ー
ク
な

取
り
組
み
が

あ
る
。
そ
れ

は
「
ま
ち
歩

き
」
で
あ
る
。

考
案
し
た

の
は
、
真
鶴
出
版
の
川
口
瞬
さ
ん
、
來

住
さ
ん
夫
妻
で
あ
る
。
宿
泊
客
に
対
し

て
ま
ち
歩
き
を
行
な
っ
て
お
り
、
そ
れ

が
じ
つ
に
効
果
が
あ
る
よ
う
な
の
だ
。

町
役
場
に
よ
る
移
住
体
験
施
設
「
く

ら
し
か
る
真
鶴
」
の
運
営
は
真
鶴
出
版

が
担
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
も
「
ま
ち
歩

き
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

移
住
希
望
者
は
、
夫
妻
の
案
内
で
ま

ち
を
歩
く
。
と
い
っ
て
も
た
だ
名
所
を

歩
く
わ
け
で
は
な
い
。
建
築
に
興
味
が

あ
っ
た
り
、
空
き
家
を
探
し
て
い
た
り
、

移
住
希
望
者
の
関
心
に
あ
わ
せ
て
歩
く

コ
ー
ス
を
変
え
る
が
、
真
鶴
で
の
暮
ら

し
を
体
感
す
る
こ
と
は
共
通
す
る
。

生
活
商
店
街
を
め
ぐ
れ
ば
、
鮮
魚
店
、

青
果
店
、
精
肉
店
を
訪
れ
、
店
主
に
移

住
希
望
者
を
紹
介
し
て
い
く
。
そ
し
て
、

観
光
案
内
所
な
ら
ぬ
関
係
案
内
所
と
し

て
も
知
ら
れ
る
「
草
柳
商
店
」
で
は
、

そ
こ
で
居
合
わ
せ
た
地
元
住
民
と
移
住

希
望
者
が
他
愛
も
な
い
話
を
し
な
が
ら

お
互
い
を
知
り
合
う
機
会
を
つ
く
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

移
住
希
望
者
に
向
け
た
「
ま
ち
歩
き
」

8毎月最終日曜日に真鶴港で開か
れる「真鶴なぶら市」。鮮魚や干物な
ど港町ならではの食材から、農産物、
雑貨、キッチンカーも集う。「人が交
流する場」をつくるのが目的 9「真
鶴なぶら市」で真鶴出版の來住友美
さん（右）に話を聞くゼミ生たち �地
元住民と移住希望者が知り合う「関
係案内所」となっている草柳商店

8
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と
は
ま
ち
の
人
と
知
り
合
う
た
め
の
も

の
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
ま
ち
歩
き
の
な

か
に
「
人
間
関
係
」
を
紹
介
す
る
し
く

み
を
入
れ
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
移
住
希
望
者
は
、
移

住
後
の
生
活
が
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で

き
る
の
だ
ろ
う
。
相
談
相
手
と
な
っ
て

く
れ
そ
う
な
人
は
い
る
だ
ろ
う
か
。
紹

介
さ
れ
た
人
た
ち
と
仲
良
く
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
。

そ
し
て
見
逃
せ
な
い
こ
と
は
、
こ
れ

が
結
果
的
に
は
、
地
域
が
移
住
者
を
選

ぶ
よ
う
な
し
く
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と

だ
。
前
号
で
は
こ
れ
を
真
鶴
の
暮
ら
し

の
根
底
に
あ
る
「
フ
ィ
ル
タ
ー
」
と
し

て
表
現
し
た
。
こ
れ
が
あ
る
種
の
移
住

者
選
別
機
能
を
果
た
し
て
い
そ
う
な
の

だ
。
真
鶴
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
濃
密
な
人

の
付
き
合
い
方
に
適
合
す
る
人
だ
け
が

移
住
に
つ
な
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

移
住
者
は
し
ば
ら
く
「
流
れ
」
に
身

を
任
せ
て
い
る
と
、
多
方
面
か
ら
声
が

か
か
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
地
元
住

民
か
ら
の
町
内
会
や
消
防
団
の
入
会
の

誘
い
だ
っ
た
り
す
る
。
あ
る
い
は
、
地

元
住
民
と
移
住
者
の
交
流
会
・
通
称

「
辰
巳
会
」
や
「
草
柳
商
店
」
で
の
角か
く

打う

ち
の
誘
い
だ
っ
た
り
す
る
。
そ
こ
で
、

移
住
者
は
、
貴
船
祭
り
の
執
行
部
か
ら

担
い
手
が
少
な
い
か
ら
参
加
し
て
は
ど

う
か
と
勧
誘
さ
れ
た
り
す
る
。
移
住
者

は
「
流
れ
」
に
身
を
任
せ
な
が
ら
、
町

内
会
や
商
工
会
な
ど
既
存
の
社
会
組
織

に
ひ
と
つ
は
入
会
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
流
れ
に
身
を
任
せ
て

い
れ
ば
、「
関
係
性
の
波
」
が
迫
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
真
鶴
に
は
こ
の
波
が
い

く
え
に
も
重
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
人

の
つ
な
が
り
の
豊
か
さ
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

移
住
者
を
支
え
る

「
社
会
的
オ
ヤ
」

も
う
ひ
と
つ
は
、
親
分
と
子
分
に
よ

っ
て
な
り
た
つ
社
会
関
係
の
こ
と
で
あ

る
。「
社
会
的
オ
ヤ
」
と
は
、
生
み
の
オ

ヤ
と
は
別
に
地
域
の
ル
ー
ル
や
暮
ら
し

の
作
法
を
教
え
る
な
ど
地
域
で
面
倒
を

み
て
く
れ
る
存
在
を
指
す
。
社
会
学
で

は
、
社
会
的
に
上
位
に
あ
る
実
力
者

（
親
分
）
と
社
会
的
に
不
安
定
な
位
置
に

あ
る
者
（
子
分
）
の
二
者
間
に
庇
護
と
奉

仕
の
関
係
を
見
い
だ
し
て
き
た
。
農
山

漁
村
地
域
で
は
か
つ
て
は
よ
く
み
ら
れ

た
。
こ
こ
で
は
２
組
紹
介
し
よ
う
。

一
組
目
は
、「
草
柳
商
店
」
の
あ
ー
ち

ゃ
ん
こ
と
草
柳
文ふ
み

江え

さ
ん
と
絵
描
き
の

山
田
将ま
さ

志し

さ
ん
で
あ
る
。
山
田
さ
ん
は

「
真
鶴
ま
ち
な
ー
れ
」（
注
1
）
に
参
加
す

る
作
家
の
一
人
と
し
て
真
鶴
に
縁
を
も

っ
た
。
は
じ
め
て
真
鶴
を
一
人

で
訪
れ
る
と
、「
草
柳
商
店
」
の

明
か
り
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
か

の
よ
う
に
ふ
ら
り
と
立
ち
寄
っ

た
そ
う
だ
。
そ
こ
で
し
げ
さ
ん

（
草
柳
重
成
さ
ん
）

や
あ
ー
ち
ゃ
ん

と
知
り
合
い
、

結
果
的
に
移
り

住
む
こ
と
に
な

っ
た
。

あ
ー
ち
ゃ
ん

は
、
移
住
し
て

き
た
ば
か
り
で

生
活
基
盤
の
な
か
っ
た
山
田
さ
ん
を
オ

ヤ
の
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
き
た
。
具

体
的
に
は
、
家
探
し
か
ら
、
山
田
さ
ん

の
妻
の
仕
事
の
紹
介
、
結
婚
の
保
証
人

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
社
会
的
オ

ヤ
」
の
役
割
の
典
型
と
さ
れ
る
。
一
方
、

山
田
さ
ん
は
あ
ー
ち
ゃ
ん
を
「
真
鶴
の

お
母
さ
ん
」
と
慕
い
、
あ
ー
ち
ゃ
ん
の

仕
事
を
手
伝
っ
た
り
、
一
緒
に
出
掛
け

れ
ば
傍
ら
を
歩
い
た
り
、
家
族
の
よ
う

な
さ
り
げ
な
い
気
遣
い
を
み
せ
る
。

も
う
一
組
は
、
岩
地
区
の
竹
林
さ
ん

と
山
下
拓た
く

未み

さ
ん
で
あ
る
。

山
下
さ
ん
は
移
住
へ
向
け
た

準
備
段
階
で
あ
る
が
、
岩
地

区
で
築
40
年
の
空
き
家
を
改

修
し
、
宿
泊
も
で
き
る
コ
ワ

ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
や
カ
フ

ェ
を
運
営
し
て
い
る
。
竹
林
さ
ん
は
事

業
を
は
じ
め
た
山
下
さ
ん
を
応
援
し
、

外
部
か
ら
の
新
規
参
入
者
が
抱
え
が
ち

な
ト
ラ
ブ
ル
を
解
消
し
た
り
、
地
元
の

業
者
や
住
民
と
の
橋
渡
し
に
一
役
買
っ

て
い
る
。
一
方
の
山
下
さ
ん
は
竹
林
さ

ん
の
畑
仕
事
を
手
伝
っ
た
り
、
毎
週
水

曜
日
を
竹
林
さ
ん
と
地
元
の

女
性
た
ち
の
井
戸
端
会
議
の

た
め
に
ス
ペ
ー
ス
を
開
放
し

て
い
る
。
じ
っ
さ
い
に
山
下

さ
ん
は
事
業
を
開
始
し
た
当

初
は
地
元
住
民
に
挨
拶
を
し

（注1）「真鶴まちなーれ」
2014年から不定期で開催されるアートと交流を楽しむアート
プロジェクト。実行委員は地元住民の有志で結成されている。

�「真鶴ピザ食堂KENNY（ケニー）」を経営する向井研介さんと日香（にちか）さん夫妻。
2016年6月に真鶴へ移住。当初は別の場所で営業していたが、向井さんが地域活動に取り
組んでいる姿が認められ、真鶴駅前の一等地にある空き店舗を借りることができた �真鶴駅
前に店を構える「真鶴ピザ食堂KENNY」。干物を使ったピザ、塩辛を用いたパスタなど港町な
らではのメニューが並ぶ �「まち歩き」とは関係なく、東京東部から移住してきた玉田麻里さん。
一般社団法人 真鶴未来塾の代表理事を務め、「コミュニティ真鶴」内のコワーキングスペース
の運営、空き家バンクの窓口業務、体験学習やイベントなど子どもたちに関する事業などを行な
う。「真鶴に住んでいると自分に本当に必要なものが見えてくる」と語る

12

11

13

水の文化 72号　みず・ひと・まちの未来モデル



41 真鶴の人のつながりを支える「社会的仕掛け」―「となり組」と「社会的オヤ」―

　
　

　猛暑に見舞われた今夏の合宿。初日はまだチー
ムごとに戸惑いがあるようでしたが、２日目の夕
方、調査を終えてホテルに戻ってきたゼミ生たちの
顔は実に晴れ晴れとしていました。
「こんな人に出会えた」「この情報は深く探るとお
もしろくなりそう！」―そういう手ごたえを各チー
ムがつかんだからです。
　聞き取りを行ないつつ、人から人へ、あるいは見
学先から住民を紹介してもらい、それが思わぬ情
報を得ることにつながった場面は多 あ々りました。
　岩地区の水チームは「水場」に着目することに
よって「住民同士の強いつながり」を見つけまし
た。真鶴の移住者チームと地元住民チームは、真
鶴出版の「まち歩き」経由ではない移住者を探し出
します。また、自分たちの力で地域のキーパーソン
を引き寄せ、図書館にこもって地域の論理を裏づけ
る貴重な史料も発見しました。
　３泊４日の合宿は長いようで短いです。残り時間
を考えてチーム内で手分けして、「この人こそ！」と
見定めて深く聞き込んでいく。がむしゃらに、でもと
きには冷静に……。４日間で大きく成長していく若
者たちの姿を、編集部は目の当たりにしました。
　真鶴町役場のご厚意により、研究成果発表会
の日程も決まりました。お世話になった地域の方々
に、その成果をお伝えする日はもうまもなくです。

日を追うごとに
成長するゼミ生たち

て
も
そ
っ
け
な
い
態
度
を

と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

そ
う
だ
が
、
竹
林
さ
ん
を

介
す
る
こ
と
で
そ
の
関
係

性
は
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
り
、

山
下
さ
ん
を
応
援
す
る
住

民
が
増
え
た
。

こ
の
関
係
性
は
人
に
よ

っ
て
濃
淡
が
あ
る
も
の
の
、

「
社
会
的
オ
ヤ
」
と

で
も
呼
べ
る
よ
う
な

存
在
が
い
る
移
住
者

は
少
な
く
な
い
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。

前
号
（
71
号
）
で
紹
介

し
た
町
役
場
の
卜う
ら

部べ

直
也

さ
ん
は
、
ミ
ッ
キ
ー
さ
ん

の
愛
称
で
多
く
の
移
住
者

に
慕
わ
れ
る
岩
本
幹
彦
さ

ん
に
「
社
会
的
オ
ヤ
」
と
し
て
公
私
に

わ
た
っ
て
支
え
て
も
ら
っ
て
い
る
こ
と

を
話
し
て
く
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、「
社
会
的

オ
ヤ
」
と
い
う
存
在
は
移
住
者
が
増
え

は
じ
め
た
近
年
に
み
ら
れ
る
新
し
い
現

象
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

じ
つ
は
歴
史
的
に
み
る
と
、
真
鶴
に
は

「
社
会
的
オ
ヤ
」
が
根
付
い
て
い
た
よ

う
な
の
だ
。

郷
土
史
『
真
鶴
』
の
１
９
６
７
年
（
昭

和
42
）
の
記
述
に
み
る
。
そ
こ
で
は
、

「
む
ら
（
村
落
）」
の
若
者
組
に
あ
た
る
青

年
会
（
後
の
青
年
団
、
現
在
は
解
散
）
の
入
会
条

件
に
保
証
人
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が

述
べ
ら
れ
、「
保
証
人
は
親
方
と
い
っ

て
第
二
の
親
に
な
る
わ
け
で
あ
る
」
と

あ
る
。
続
け
て
、「
近
所
の
人
に
付
き

添
わ
れ
て
親
方
の
家
に
行
き
、
親
子
の

た
め
の
盃
を
し
て
も
ら
っ
た
。
当
時
、

親
分
、
子
分
の
関
係
は
青
年
会
入
会
の

た
め
の
、
形
式
的
な
も
の
で
な
く
て
、

両
家
の
つ
き
合
い
の
上
に
、
深
く

密
接
な
つ
な
が
り
を
作
っ
た
も
の

だ
」
と
（
注
2
）。

も
ち
ろ
ん
当
時
の
「
社
会
的
な

オ
ヤ
」
と
は
家
の
つ
な
が
り
が
弱
ま
る

な
ど
随
分
と
か
た
ち
は
変
わ
っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
機
能
は
共
通
し
て
い

る
。
当
時
の
青
年
会
の
働
き
は
現
在
で

い
え
ば
、
多
様
な
ま
ち
づ
く
り
活
動
を

担
う
移
住
者
の
姿
と
重
な
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
真
鶴
と
い
う

地
域
社
会
は
、
若
者
や
移
住
者
と
い
っ

た
不
安
定
な
位
置
に
あ
る
者
を
「
社
会

的
オ
ヤ
」
が
支
え
る
歴
史
的
性
格
を
帯

び
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
真
鶴
に
は
、

こ
の
よ
う
な
し
く
み
が
潜
在
的
に
あ
り
、

あ
る
条
件
の
も
と
で
立
ち
あ
ら
わ
れ
て

く
る
。
そ
の
よ
う
な
「
社
会
的
な
仕
掛

け
」
な
の
で
あ
る
。

移
住
者
の
取
り
組
み
は
、
と
も
す
れ

ば
、
で
る
杭
と
し
て
打
た
れ
た
り
、
地

域
で
の
摩
擦
を
引
き
起
こ

し
か
ね
な
い
も
の
だ
。
け

れ
ど
も
、
真
鶴
で
は
、
２

つ
の
地
域
固
有
の
「
社
会

的
な
仕
掛
け
」
に
よ
っ
て
、
移
住
者
が

地
域
の
中
心
的
な
担
い
手
と
し
て
活
躍

で
き
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
２
０
２
２
年
７
月
30
日
〜
８
月
２
日
取
材
）

（注2）
与野与志（1967）「『若い衆』の思い出①」『真鶴』第1号、
郷土を知る会（『真鶴』復刻版所収）

�「真鶴まちなーれ」をきっかけに真鶴へ移住
した絵描きの山田将志さん（右）と草柳文江さ
ん（左）。実の親子のように仲がいい �草柳
商店に人びとが集う様子を描いた山田さんの
作品 �一般社団法人 地域間交流支援機構

（略称：ロコラボ）の代表理事を務める山下拓
未さん。「竹林さんに受けた恩は、これから岩
地区にかかわる別の誰かに返したい」と語る 
�山下拓未さんが活動拠点とする岩地区の

「Rockin' Village」。コワーキングスペースや
ゲストルーム、カフェなどを運営 �「ミッキーさ
ん」と呼ばれ親しまれている岩本幹彦さん。町
役場に長く勤めた。「真鶴のローカルルールを
知って来てくれる人は大歓迎」と話す �真鶴
町政策推進課の卜部直也さん。岩本さんには
公私にわたってさまざまな相談をしている

フィールドワークで得たことをチームごとに
分析し、発表し合う夜の討議。「問い」から
ずれていないか、論理をどう組み立てるの
かなど深い議論を行なった

141617

1819

15
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えごは味つけを施さない場合、酢みそやしょうゆで味わう。右奥はくるみを刻んで表面に飾りのように散らしたほんのり甘いえご

素
潜
り
漁
で
採
る

笠
島
の
「
え
ご
」

　

新
潟
県
で
は
家
族
が
集
ま
る
お
盆
に
「
え
ご
」
を
食
べ
る
。
え
ご

は
海
藻
で
あ
る
「
エ
ゴ
ノ
リ
（
え
ご
草
）」
を
煮
て
溶
か
し
、
練
り
固
め

て
、
羊
か
ん
の
よ
う
に
厚
く
切
っ
た
も
の
に
酢
み
そ
や
し
ょ
う
ゆ
を

つ
け
て
味
わ
う
郷
土
料
理
だ
。

　

え
ご
は
、
新
潟
県
以
外
で
も
日
本
海
側
の
一
部
の
地
域
で
食
さ
れ

て
い
る
。
地
域
に
よ
っ
て
、
呼
び
方
や
食
べ
方
、
食
べ
る
時
期
も
異

な
る
。

　

え
ご
食
文
化
に
詳
し
い
新
潟
県
立
歴
史
博
物
館
主
任
研
究
員
の

大だ
い
ら
く楽

和
正
さ
ん
に
よ
る
と
、
え
ご
は
江
戸
時
代
ご
ろ
に
は
す
で
に
食

べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

「
１
６
８
１
年
（
天
和
元
）
の
史
料
に
、
上
越
地
方
か
ら
長
野
に
え
ご

が
運
ば
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
現
時
点
で
は
こ
れ
が
も
っ

と
も
古
い
情
報
で
す
」

　

新
潟
県
内
で
え
ご
草
漁
を
行
な
う
地
域
の
一
つ
、
柏
崎
市
笠
島
を

訪
ね
た
。
海
に
面
し
た
笠
島
で
は
、
古
く
か
ら
海
女
が
素
潜
り
で
海

藻
を
採
る
。
え
ご
草
は
海
底
の
岩
に
は
自
生
せ
ず
、
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
と

い
う
海
藻
に
付
着
し
て
成
長
す
る
。

「
笠
島
で
え
ご
草
と
い
え
ば
、〈
お
じ
え
ご
（
エ
ゴ
ノ
リ
）〉
と
〈
お
ば
え

ご
（
ア
ミ
ク
サ
）〉
の
２
種
類
を
指
し
ま
す
。
お
じ
え
ご
に
お
ば
え
ご
を

少
し
混
ぜ
る
と
、
プ
ル
ン
と
よ
く
固
ま
る
ん
で
す
」
と
教
え
て
く
れ

た
の
は
、
笠
島
で
30
年
以
上
素
潜
り
漁
を
続
け
る
田
村
さ
い
子
さ
ん
。

え
ご
草
は
、
採
っ
た
ら
す
ぐ
に
天
日
干
し
し
て
ご
み
（
他
の
海
藻
な
ど
）

を
取
り
除
く
必
要
が
あ
り
、
晴
れ
た
日
に
し
か
漁
は
で
き
な
い
。

手
間
ひ
ま
を
惜
し
ま
な
い

家
庭
の
味

　

笠
島
の
郷
土
料
理
が
味
わ
え
る
カ
フ
ェ
「
海
辺
の
キ
ッ
チ
ン
倶

楽
部 

も
く
」
で
、
え
ご
づ
く
り
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
き
れ
い

に
洗
っ
た
え
ご
草
を
鍋
に
入
れ
て
火
に
か
け
、
ひ
た
す
ら
木
杓
子

で
練
る
。
こ
の
「
練
り
」
が
重
要
で
、
練
る
ほ
ど
に
弾
力
と
滑
ら

か
さ
が
増
す
。

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を
訪

ね
る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
読
者
か

ら
情
報
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
新
潟
県
の

「
え
ご
」
。
海
藻
を
煮
込
み
、
練
り
固
め

て
お
盆
に
味
わ
う
郷
土
料
理
で
す
。

ミ
ネ
ラ
ル
た
っ
ぷ
り
！

夏
の
風
物
詩 

え
ご

え
ご
（
新
潟
県
柏
崎
市
） 18

水の文化 72号　食の風土記
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｢海辺のキッチン倶楽部 もく」
で味わえる「笠島満喫ランチ」。
笠島特有の味つけえごも付く

　

昔
は
お
盆
が
近
づ
く
と
え
ご
草
を
買

っ
て
き
て
、
各
家
庭
で
練
る
習
慣
が
あ

っ
た
。
笠
島
の
え
ご
は
、
砂
糖
や
し
ょ

う
ゆ
、
だ
し
な
ど
で
味
つ
け
す
る
の
が

特
徴
で
、
く
る
み
な
ど
を
加
え
る
こ
と

も
あ
る
。

「
味
つ
け
方
法
も
家
ご
と
に
違
っ
た
の

で
、
え
ご
は
ま
さ
に
家
庭
の
味
。
少
し

甘
め
の
笠
島
の
え
ご
は
、
甘
い
も
の
が

な
か
っ
た
時
代
に
貴
重
だ
っ
た
ん
で
す

よ
」
と
、
も
く
の
代
表
を
務
め
る
黒
﨑

朝
子
さ
ん
。
え
ご
が
「
海
辺
に
住
む

人
々
の
ミ
ネ
ラ
ル
の
と
り
方
の
一
つ
だ

っ
た
」
と
も
話
し
て
く
れ
た
。

　

初
め
て
食
べ
た
え
ご
は
、
も
ち
っ
と

弾
力
が
あ
り
、
寒
天
に
も
似
た
食
感
。

海
藻
特
有
の
く
せ
は
な
く
、
ほ
ん
の
り

磯
の
香
り
が
し
た
。

え
ご
を
次
世
代
に
つ
な
ぐ

さ
ま
ざ
ま
な
活
動

　

お
盆
の
食
卓
の
定
番
だ
っ
た
え
ご
だ

が
、
30
年
ほ
ど
前
か
ら
消
費
量
が
落
ち
、

え
ご
を
練
る
家
も
今
は
少
な
い
。

「
食
生
活
や
家
族
構
成
の
変
化
に
伴
い
、

特
に
若
い
人
が
食
べ
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。
受
け
継
が
れ
て
き
た
食
文
化
な
の

で
、
な
ん
と
か
し
た
い
と
思
っ
た
」

　

こ
う
話
す
の
は
、
２
０
１
３
年
（
平
成

25
）
に
「
越
後
え
ご
保
存
会
」
を
立
ち
上

げ
た
猪い
の
か
い貝

克
浩
さ
ん
。
大
楽
さ
ん
も
保

存
会
の
メ
ン
バ
ー
だ
。

　

保
存
会
で
は
、
月
に
一
度
の
茶
話
会

や
広
報
物
の
発
行
、
え
ご
練
り
体
験
、

講
習
会
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行

な
っ
て
い
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
イ
ヤ
ー

に
合
わ
せ
て
４
年
に
一
度
、
え
ご
の
食

べ
比
べ
や
販
売
、
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
な

ど
を
行
な
う
祭
典
「
え
ご
リ
ン
ピ
ッ

ク
」
も
保
存
会
が
主
催
す
る
。

　

会
員
数
は
80
人
ほ
ど
で
、
年
齢
層
は

30
〜
80
代
と
幅
広
い
。
メ
ン
バ
ー
も
多

彩
で
、
活
気
が
あ
る
。
あ
る
男
性
３
人

組
は
、
え
ご
の
歴
史
や
文
化
を
と
こ
と

ん
調
べ
よ
う
と
、
青
森
か
ら
鳥
取
ま
で

現
地
調
査
を
行
な
っ
た
。「
え
ご
づ
く
り

名
人
」
と
呼
ば
れ
る
男
性
は
、
え
ご
づ

く
り
の
体
験
会
を
年
に
数
回
開
く
。
ま

た
、
料
理
研
究
家
の
女
性
ら
が
中
心
と

な
っ
て
開
発
し
た
の
は
、
越
後
の
米
飴

と
え
ご
を
組
み
合
わ
せ
た
お
菓
子
「
え

ご
お
き
な
」。
若
い
人
に
も
え
ご
食
文

化
の
間
口
を
広
げ
た
い
と
、
お
菓
子
の

開
発
に
乗
り
出
し
た
と
い
う
。

「
最
初
は
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
の
よ
う
な
感

じ
で
し
た
が
、
今
は
そ
の
枠
を
超
え
、

各
自
が
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
な
っ
て
活
動
し

て
い
ま
す
」
と
猪
貝
さ
ん
は
語
る
。

　

え
ご
は
買
う
と
高
い
う
え
、
つ
く
る

手
間
も
か
か
る
の
で
、
会
員
が
練
っ
て

プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
と
と
て
も
喜
ば
れ
る

そ
う
だ
。
自
慢
の
食
文
化
の
魅
力
が
、

次
世
代
に
も
届
い
て
ほ
し
い
。

（
２
０
２
２
年
８
月
５
日
取
材
）

1笠島から日本海を望む。笠島ではえご草が大量に採れたが、
5〜6年前から少なくなってきている 2かつては海辺に民宿
がひしめき観光客の絶えなかった笠島 3天日干ししたえご
草。不純物を何度もとり除く 4田村さい子さん（左）は現役
の海女。「海辺のキッチン倶楽部 もく」代表の黒﨑朝子さん
（中央）と夫の裕人さん 5茶話会では各自で練ったえごを
試食 6「越後えご保存会」のメンバー。前列右が代表の猪
貝克浩さん 7保存会が月1回発行する「えごだより」

えごのつくり方
えご草（1回で50gくらいが適量）を水洗いする。この時点でも砂やごみ
をとり、水がきれいになったらざるに上げる
えご草と1000ml（えご草に対して20倍）の水を鍋に入れ、強火にかける
沸騰したら弱火に。木杓子で鍋底をこするようにして絶えずかき混ぜな
がら、あくやごみが浮いてきたらそのつどとり除く
味つけをする場合はこの時点で。滑らかになり、もったりしてきたら火を
止める。容器に流し入れ、冷蔵庫で一晩以上冷やせば固まる

1 
2
3
4

2 1

1

2

3

4

4

56

7

3
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お
盆
明
け
の
こ
ろ
か
ら
の
川
の
出
水

を
秋あ
き

出で

水み
ず

と
呼
ぶ
そ
う
で
す
。
訪
れ
た

時
の
十
勝
川
は
ま
さ
に
秋
出
水
。
大
雨

の
後
で
川
の
水
か
さ
が
増
え
濁
っ
て
い

ま
し
た
。
十
勝
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い

風
景
は
こ
こ
１
０
０
年
の
間
に
生
ま
れ

た
も
の
で
、
以
前
は
あ
ま
り
切
り
開
か

れ
て
い
な
い
泥
炭
の
湿
地
や
密
林
地
帯

で
し
た
。
大
雨
の
時
に
十
勝
川
が
濁
る

様
子
は
土
砂
が
流
れ
出
し
た
も
の
で
、

開
拓
時
の
泥
炭
を
ゆ
す
い
で
い
る
こ
と

を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。

坂本クンと行く川巡り  第23回  
Go ! Go ! 109水系

開
拓
で
成
長
し
て
い
っ
た

大
樹
の
か
た
ち

十
勝
川

川
系
男
子 

坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内

で
、
編
集
部
の
面
々
が
全
国
の
一
級

河
川
「
１
０
９
水
系
」
を
巡
り
、川
と

人
と
の
か
か
わ
り
を
探
り
な
が
ら
、

川
の
個
性
を
再
発
見
し
て
い
く
連
載
。

今
回
は
北
海
道
の
十
勝
地
方
を
流
れ

る
大
河
「
十
勝
川
」
で
す
。

音更（おとふけ）町の十勝が丘展望台から望む十勝川

水の文化 72号　Go!Go!109水系 44



（注）報徳のおしえ
①至誠（真心を持ち明るい人）、
②勤労（進んで働き努力する人）、
③分度（よく考え、決まりを守る人）、
④推譲（譲り合い、助け合う人）
をうたっている。

大
樹
の
よ
う
な

十
勝
川
流
域

　

道
東
の
十
勝
地
方
（
以
下
、
十
勝
）
の
風

景
に
溶
け
込
ん
で
い
る
ハ
ル
ニ
レ
の
木

を
知
っ
て
い
ま
す
か
？ 

広
大
な
大
地

の
な
か
、
太
い
幹
が
す
っ
と
伸
び
、
放

射
状
に
き
れ
い
に
広
が
る
枝
葉
は
北
の

大
樹
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
様さ
ま

で
す
。

こ
の
ハ
ル
ニ
レ
の
大
樹
の
よ
う
な
形
の

十
勝
川
流
域
は
、
ほ
と
ん
ど
の
と
こ
ろ

が
酪
農
や
畑
作
の
大
農
業
地
帯
で
、
日

本
屈
指
の
食
糧
基
地
で
す
。
ど
こ
ま
で

も
つ
づ
く
大
農
業
地
帯
の
パ
ノ
ラ
マ
風

景
に
爽
や
か
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
。

　

本
州
か
ら
や
っ
て
き
た
人
々
は
、
十

勝
川
の
河
口
か
ら
川
を
遡
り
な
が
ら
十

勝
の
最
奥
ま
で
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
開
拓
の
面
影
を
追
っ
て
私
た
ち
も

十
勝
川
の
各
支
流
に
入
り
ま
し
た
が
、

同
じ
流
域
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
支
流
ご
と

に
産
業
も
文
化
も
異
な
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　

今
回
は
十
勝
川
と
そ
の
四
方
に
広
が

る
支
流
を
旅
し
な
が
ら
大
樹
の
流
域
が

開
か
れ
て
い
く
様
を
探
り
ま
し
た
。

河
口
の
開
拓
と

報
徳
の
お
し
え

　

開
拓
が
始
ま
っ
た
河
口
の
豊と

よ

頃こ
ろ

町ち
ょ
う。

十
勝
発
祥
の
地
と
い
わ
れ
る
河
口
の
ま

ち
大
津
に
は
ひ
っ
そ
り
と
碑
が
建
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
大
津
、
今
は
静
か
な
ま
ち
で
す

が
開
拓
の
始
ま
っ
た
当
初
は
活
気
が
あ

っ
た
そ
う
で
す
。
豊
頃
町
教
育
委
員
会

郷
土
資
料
調
査
員
の
佐
藤
信
勝
さ
ん
に

開
拓
の
様
子
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
明
治
に
入
り
、
本
格
的
な
開
拓
が
北

海
道
各
地
で
始
ま
り
ま
し
た
。
十
勝
の

内
陸
に
入
る
道
路
が
な
か
っ
た
た
め
、

川
が
開
拓
の
軸
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の

拠
点
と
し
て
、
河
口
の
大
津
は
発
展
し

て
い
き
ま
す
」

　

大
津
は
港
町
と
し
て
人
や
物
資
の
往

来
、
そ
し
て
サ
ケ
漁
の
中
心
と
し
て
も

栄
え
て
い
き
ま
す
。
絵
図
『
北ほ
っ

海か
い

立り
っ

志し

図ず

録ろ
く

』
に
は
、
漁
場
、
牧
場
、
旅
人
宿

な
ど
も
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
十
勝
の

開
拓
黎
明
期
の
活
気
が
窺
え
ま
す
。

　

人
び
と
が
開
拓
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

に
し
た
の
が
「
報
徳
の
お
し
え
」

（
注
）
で
し
た
。
豊
頃
町
教
育
委
員
会

の
森
直
史
さ
ん
に
解
説
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

「
報
徳
の
お
し
え
と
は
、
豊
頃
町
開
拓

の
祖
で
あ
る
二
宮
尊た
か

親ち
か

の
祖
父
、
尊
徳

が
う
た
っ
た
思
想
で
、
社
会
に
貢
献
す

れ
ば
い
ず
れ
自
分
に
還
元
さ
れ
る
と
い

う
修
身
を
説
い
た
も
の
で
す
」

　

本
州
か
ら
移
り
住
み
、
厳
し
い
自
然

環
境
の
な
か
、
新
た
に
開
拓
し
て
い
っ

た
人
び
と
が
心
折
れ
ず
に
が
ん
ば
れ
た

1 0 9水系
1964年（昭和39）に制定された新河川法では、分水界や大河川の本流と支流で行
政管轄を分けるのではなく、中小河川までまとめて治水と利水を統合した水系として一
貫管理する方針が打ち出された。その内、「国土保全上又は国民経済上特に重要な
水系で政令で指定したもの」（河川法第4条第1項）を一級水系と定め、全国で109
の水系が指定されている。

川名の由来【十勝川】
アイヌ語のトカプチ（トカㇷ゚・ウㇱイ）に由来
し意味は諸説あるが、「乳房・ある・所」が
有力である。河口が東西二口に分かれ、乳
が出るがごとく流れが途絶えることがなかっ
たためといわれる。

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高校生にな
ってから下校途中の遠賀川へ寄り道をするようになり、川に興味
をもちはじめ、川に青春を捧げる。全国の河川市民団体に関する
研究や川を活かしたまちづくりの調査研究活動を行なっている。
筑波大学大学院システム情報工学研究科修了。白川直樹研究
室「川と人」ゼミ出身。博士（工学）。国立研究開発法人土
木研究所自然共生研究センター専門研究員を経て2021年10
月から現職。手取川が流れる石川県白山市の白峰集落に移住。

坂本 貴啓 
さかもと  たかあき

東京大学 地域未来社会連携研究機構 
北陸サテライト 特任助教
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台

十
勝
岳

大
雪
山

帯
広
空
港

根室本線
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大
津

十
勝
発
祥
の
地

興
復
社
事
務
所
跡

千
代
田
堰
堤

相
生
中
島
上
流
湿
地

豆資料館
（ビーンズ邸）

本別町歴史民俗資料館

ひがし大雪自然館

千
代
田
分
流
堰

大
津

十
勝
発
祥
の
地

興
復
社
事
務
所
跡

千
代
田
堰
堤

千
代
田
分
流
堰

相
生
中
島
上
流
湿
地

豆資料館
（ビーンズ邸）

本別町歴史民俗資料館

ひがし大雪自然館

の
も
、
報
徳
の
お
し
え
に
よ
る
精
神
性

と
尊
親
と
い
う
優
れ
た
指
導
者
が
身
近

に
い
た
か
ら
で
、
開
拓
時
の
不
安
や
葛

藤
を
乗
り
越
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

今
で
も
豊
頃
の
地
で
は
報
徳
の
お
し
え

が
受
け
継
が
れ
、
地
元
の
小
中
学
生
に

教
育
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
域
の
精

神
性
を
継
承
す
る
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

　
　
急
勾
配
の
支
流
を
利
用

　
　
盛
ん
に
な
っ
た
木
材
産
業

　

河
口
か
ら
は
じ
ま
っ
た
開
拓
は
川
を

伝
っ
て
上
流
に
進
ん
で
い
き
、
最
初
に

ぶ
つ
か
る
大
き
な
支
流
「
利と
し

別べ
つ

川が
わ

」
に

行
き
着
き
ま
す
。
農
業
と
並
ぶ
十
勝
の

大
き
な
産
業
は
林
業
で
す
。
山
に
囲
ま

れ
た
十
勝
は
森
林
資
源
に
恵
ま
れ
、
木

を
伐
り
出
す
木
材
加
工
が
盛
ん
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。

　

集
め
ら
れ
た
木
は
銃
床
（
ク
ル
ミ
）
、マ

ッ
チ
の
軸
木
（
ド
ロ
ヤ
ナ
ギ
）
、
タ
ン
ニ
ン

（
カ
シ
ワ
の
樹
皮
）
、
線
路
の
枕
木
や
下
駄

（
バ
ッ
コ
ヤ
ナ
ギ
）
な
ど
の
材
料
と
し
て
使

わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
大
正
期
に
入
る
と
、

利
別
川
沿
い
の
本ほ
ん

別べ
つ

に
は
岡
崎
公
一
の

誘
致
に
よ
り
パ
ル
プ
工
場
が
つ
く
ら
れ
、

木
材
産
業
の
発
展
に
貢
献
し
ま
し
た
。

原
木
の
供
給
、
造
材
、
搬
入
な
ど
の
事

業
を
一
手
に
担
い
、
森
林
資
源
の
開
発

は
急
速
に
進
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。

　

輸
送
手
段
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
の
時

 十勝川
 水系番号 ： 13
 都道府県 ： 北海道
 源流 ： 十勝岳（2077 ｍ） 
 河口 ： 太平洋  
 本川流路延長 ： 156 km 17位／109
 支川数 ： 209河川 18位／109
 流域面積 ： 9010 km2 6位／109
 流域耕地面積率 ： 25.3 ％ 8位／109
 流域年平均降水量 ： 921.6 mm 106位／109
 基本高水流量 ： 15200 m3/ s 13位／109
 河口換算の
 基本高水流量※ ： 16685 m3/ s 18位／109

 流域内人口 ： 33万7127人 35位／109
 流域人口密度 ： 37人 / km2 96位／109
（基本高水流量観測地点：茂岩〈河口から21.1km地点〉）
※河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点
の集水面積）　
※各水系の比較のため公式発表諸元をもとに坂本貴啓さん作成
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏
面）　流域内人口 ＝ 国土交通省「一級水系における流域等の面積、総人
口、一般資産額等について（流域）」を参照（最終閲覧日2013年4月）

【十勝川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成21年）、流域界データ（昭和
52 年）、行政区域（令和3）、鉄道データ（令和3年）、高速道路時系列デ
ータ（令和3年）」より編集部で作図

1十勝川の河口付近　2十勝川の河口、開拓発祥の地に広がる大津の街並み　3「十勝発祥之地」の碑
4豊頃町開拓の祖、二宮尊親の像　5豊頃町教育委員会の教育課長、森直史さん（右）と郷土資料調査
員を務める佐藤信勝さん（左）　6十勝川から遡って開かれた豊頃町の広大な農地 2

1

34

6 5

興復社事務所跡（二宮構造改善センター）敷地内にそびえる
ハルニレの大木。二宮尊親たちの開拓を見守ってきた
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利と
し
べ
つ別
川

河口

音
おとふけ

更川

代
、
山
奥
で
伐
り
出
し
た
木
を
ど
う
や

っ
て
運
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
本
別
町

歴
史
民
俗
資
料
館
の
田た

野の

美
妃
さ
ん
に

話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

「
山
奥
で
伐
り
出
し
た
木
を
運
ぶ
時
に

は
『
修
羅
場
』
と
い
う
場
所
を
使
い
ま

し
た
。
修
羅
と
は
、
丸
太
を
ト
イ
の
よ

う
に
組
ん
で
滑
り
落
と
す
し
く
み
で
す
。

斜
面
を
滑
ら
せ
る
時
、
木
が
摩
擦
で
熱

を
も
つ
の
で
、
燃
え
な
い
よ
う
に
水
を

か
け
な
が
ら
お
ろ
し
ま
し
た
」

　

余
談
で
す
が
「
帰
っ
た
ら
修
羅
場
だ

…
…
」
な
ど
人
と
人
と
の
摩
擦
を
表
す

言
葉
は
ど
う
や
ら
こ
こ
か
ら
き
て
い
る

よ
う
で
す
。
ま
た
、
川
も
木
材
輸
送
に

活
躍
し
た
と
田
野
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

「
比
較
的
、
川
か
ら
近
い
と
こ
ろ
で
伐

り
出
さ
れ
た
木
は
『
流
送
』
し
ま
し
た
。

流
送
と
は
、
川
沿
い
ま
で
運
ん
だ
木
材

を
受
堤
と
呼
ば
れ
る
ダ
ム
を
つ
く
っ
て

せ
き
止
め
、
雪
解
け
水
で
あ
る
程
度
水

が
溜
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
堤
を
切
っ
て
、

水
の
勢
い
で
押
し
流
し
て
運
ぶ
こ
と
で

す
。
最
後
は
網あ

場ば

と
呼
ば
れ
る
場
所
で

木
材
を
溜
め
、
引
き
上
げ
た
木
材
は
近

く
の
木
材
加
工
場
に
運
び
ま
し
た
」

　

修
羅
場
や
流
送
は
、
山
や
川
を
活
か

し
て
木
材
を
集
め
る
開
拓
時
の
工
夫
と

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
川
で
探
し
、磨
く

　
　
火
山
の
宝
石「
十
勝
石
」

　

利
別
川
の
支
流
か
ら
大
雪
山
の
あ
る

西
方
面
に
向
か
う
と
「
音お
と

更ふ
け

川が
わ

」
に
た

ど
り
着
き
ま
す
。
こ
の
川
で
は
「
十と

勝か
ち

石い
し

」
と
呼
ば
れ
る
黒
曜
石
が
見
つ
か
り

ま
す
。
石
を
割
る
と
黒
光
り
す
る
輝
き

を
放
ち
、
宝
石
の
よ
う
で
す
。
石
の
使

わ
れ
方
に
つ
い
て
ひ
が
し
大
雪
自
然
館

の
乙お
っ
ぱ
た幡

康
之
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
古
く
は
石
器
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た

黒
曜
石
で
す
が
、
『
十
勝
石
』
と
特
別

に
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代

ご
ろ
で
、
松
浦
武
四
郎
の
十
勝
日
記
に

は
、
『
十
勝
石
あ
り
…
…
』
と
出
て
き

ま
す
。
磨
く
と
光
る
こ
と
か
ら
、
今
で

も
宝
飾
品
と
し
て
需
要
が
あ
り
ま
す
」

　

な
ぜ
、
音
更
川
沿
い
に
こ
の
石
が
多

く
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

「
音
更
川
の
源
流
域
の
十
勝
三
股
で
は
、

２
１
０
万
年
ほ
ど
前
に
火
山
が
噴
火
し

て
十
勝
石
を
つ
く
る
溶
岩
が
流
れ
出
ま

し
た
。
そ
の
後
、
十
勝
石
が
川
で
運
ば

れ
た
た
め
、
音
更
川
沿
い
で
は
各
所
で

拾
う
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　

実
際
、
私
も
音
更
川
の
河
原
に
行
き

ま
し
た
が
、
５
分
も
し
な
い
う
ち
に
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
実
は
本

別
な
ど
音
更
川
沿
い
以
外
に
も
、
十
勝

石
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
の
浸
食

な
ど
で
流
路
を
変
え
、
今
の
流
路
に
落

ち
着
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。
十

勝
石
が
発
見
さ
れ
る
河
川
を
調
べ
れ
ば
、

川
が
ど
う
流
れ
て
い
た
か
も
推
察
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

乙
幡
さ
ん
た
ち
は
、
十
勝
石
マ
ッ
プ

を
つ
く
り
、
マ
ー
カ
ー
と
し
て
過
去
の

地
形
の
推
定
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

川
で
拾
う
石
が
は
る
か
昔
の
地
形
を
推

定
す
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
て
い

て
、
な
ん
だ
か
ロ
マ
ン
が
あ
り
ま
す
。

7芽登川を下る流送作業員たち　8山奥で伐り出した木を運ぶ修羅場（大正末期）。木が摩擦で燃えないように水をかけながらおろした　9本別林業の功労者で
ある岡崎公一。木材を製紙会社へ供給するシステムを確立した7 8 9本別町歴史民俗資料館蔵　10本別町歴史民俗資料館で館長を務める田野美妃さん
11本別町の広域的な林業発展に寄与した利別川　12ひがし大雪自然館の学芸員、乙幡康之さん　13「十勝石」と呼ばれる黒曜石が数多くある音更川
14「十勝石」を探す坂本さんと探し当てた「十勝石」

7

14 13

12

11 10 9

8
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札
さつない

内川

　
　
扇
状
地
な
ら
で
は
の

　
　
恵
み
と
苦
労

　

十
勝
川
を
遡
り
、
最
初
に
出
て
く
る

大
き
な
支
流
は
利
別
川
、
次
は
音
更
川
、

そ
し
て
、
も
う
一
つ
「
札さ
つ

内な
い

川が
わ

」
で
す
。

十
勝
川
に
は
南
か
ら
合
流
し
ま
す
。
訪

れ
た
日
の
札
内
川
は
大
雨
の
後
で
濁
っ

て
い
ま
し
た
が
、
徐
々
に
水
が
引
き
、

い
つ
も
の
礫れ
き

河が

原わ
ら

が
顔
を
出
し
は
じ
め

て
い
ま
し
た
。

　

札
内
川
が
山
間
か
ら
出
て
く
る
と
、

扇
状
地
が
広
が
り
ま
す
。
こ
の
札
内
川

沿
い
で
開
拓
時
か
ら
代
々
農
業
を
営
む

中な
か

札さ
つ

内な
い

村む
ら

の
三
上
農
場
・
３
代
目
の
三

上
清
志
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
中
札
内
で
は
、
手て

亡ぼ
う

（
白
い
豆
）
、
大

豆
、
じ
ゃ
が
い
も
、
い
な
き
び
な
ど
を

開
拓
時
か
ら
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。
じ

ゃ
が
い
も
は
で
ん
ぷ
ん
工
場
で
加
工
さ

れ
ま
す
が
、
扇
状
地
に
浸
み
込
ん
で
い

る
き
れ
い
な
伏
流
水
が
あ
る
か
ら
こ
そ

成
り
立
つ
加
工
業
で
す
。
当
時
は
水
車

を
回
し
て
で
ん
ぷ
ん
工
場
を
動
か
し
て

い
た
そ
う
で
す
が
、
水
車
の
動
力
に
は

札
内
川
に
注
ぐ
支
川
の
表
流
水
が
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
」

　

札
内
川
の
水
を
活
か
し
た
農
業
が
行

な
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
扇
状
地
だ
け

に
苦
労
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

「
扇
状
地
は
川
が
つ
く
っ
た
地
形
で
す

か
ら
、
畑
の
な
か
に
も
河
原
の
石
が
ご

ろ
ご
ろ
し
て
い
て
、
石
拾
い
に
苦
労
し

ま
し
た
。
ま
た
、
砂
利
が
多
く
、
す
ぐ

水
が
地
下
に
浸
み
込
む
た
め
に
干
ば
つ

も
多
く
、
札
内
川
ダ
ム
が
で
き
る
ま
で

は
苦
労
の
連
続
で
し
た
」

　

扇
状
地
な
ら
で
は
の
開
拓
の
苦
労
を

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

苦
労
は
あ
っ
て
も
札
内
川
の
水
の
美

し
さ
や
気
持
ち
よ
さ
は
格
別
だ
と
三
上

さ
ん
は
言
い
ま
す
。
昔
は
札
内
川
に
よ

く
「
川
狩
り
」
に
行
っ
た
そ
う
で
す
。

十
勝
特
有
の
、
川
で
の
野
営
や
ピ
ク
ニ

ッ
ク
を
「
川
狩
り
」
や
「
炊
事
遠
足
」

と
言
う
そ
う
で
す
。
川
で
魚
を
釣
っ
た

り
、
河
原
で
焚
火
を
し
て
調
理
し
た
り

と
自
分
た
ち
で
食
べ
る
こ
と
を
楽
し
み

ま
す
。
た
し
か
に
こ
の
広
大
な
札
内
川

の
礫
河
原
の
風
景
を
見
て
い
る
と
、
川

を
日
常
的
に
楽
し
み
た
く
な
る
の
も
よ

く
わ
か
り
ま
す
。

　
　
失
わ
れ
た
も
の
を

　
　
取
り
返
す
十
勝
川
の
今

　

十
勝
川
が
開
拓
の
道
筋
に
な
っ
て
い

く
の
に
合
わ
せ
て
、十
勝
川
の
治
水
も
行

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
開
拓

後
の
十
勝
川
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省

北
海
道
開
発
局
帯
広
開
発
建
設
部
治
水

課
の
天あ
も
う羽
淳
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
十
勝
川
は
今
年
（
２
０
２
２
年
）
で
治
水

事
業
１
０
０
年
を
迎
え
ま
す
。
昔
の
十

勝
川
周
辺
は
泥
炭
地
層
で
、
じ
ゅ
く
じ

ゅ
く
し
た
湿
地
帯
で
し
た
。
農
業
を
発

展
さ
せ
る
た
め
に
も
畑
の
水
は
け
を
よ

く
す
る
必
要
が
あ
り
、
十
勝
川
の
堤
防

整
備
な
ど
の
治
水
を
進
め
ま
し
た
」

　

開
拓
に
と
っ
て
治
水
が
不
可
欠
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
治
水
が
進
む
に
つ
れ
て

出
て
き
た
課
題
も
あ
り
ま
す
。
河
川
管

理
者
と
連
携
し
て
活
動
を
行
な
っ
て
い

る
十
勝
川
中
流
部
市
民
協
働
会
議
（
以

下
、
十
中
協
）
の
和
田
哲
也
さ
ん
、
室
瀬

秋
宏
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
開
拓
時
の
１
０
０
年
前
と
土
地
利
用

に
比
べ
る
と
、十
勝
川
流
域
の
湿
地
帯
は

90
％
減
少
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
」

　

土
地
利
用
の
変
遷
図
を
見
る
と
た
し

か
に
ほ
と
ん
ど
の
湿
地
が
消
失
し
て
い

て
、
当
時
の
川
の
姿
と
は
大
き
く
変
わ

っ
て
い
ま
す
。
湿
地
は
魚
類
、
昆
虫
類
、

15前 日々の豪雨による出水で川幅が広がった札内川。ふだんは清流として知られる　16 道の駅「な
かさつない」に隣接する「豆資料館（ビーンズ邸）」　17豆資料館に展示されている豆類。中札内村の
開拓を支えた　18中札内村で農業を営む三上清志さん。中札内村グリーン・ツーリズム推進住民会議
の代表も務める　19中札内村の高台に広がる広大な畑。枝豆が収穫間近だった

15

16

1718

19
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ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
と
ダ
ム

　
札
内
川
で
は「
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
」と
い
う
固
有
の
ヤ

ナ
ギ
を
た
く
さ
ん
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
の
ヤ
ナ

ギ
、競
争
に
弱
く
、礫
河
原
の
よ
う
な
植
物
間
の
競
争

の
少
な
い
と
こ
ろ
で
な
い
と
生
育
で
き
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
礫
河
原
が
減
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、札
内

川
ダ
ム
の
水
を
一
気
に
流
し
て
河
原
環
境
を
維
持
す
る

「
フ
ラ
ッ
シ
ュ
放
流
」が
毎
年
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
出
水
期
で
ダ
ム
の
水
位
を
下
げ
て
お
く
必
要
も
あ

る
６
月
中
旬
ご
ろ
、ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
が
生
育
し
や
す

い
環
境
を
整
え
る
た
め
に
、水
を
放
流
す
る
こ
と
に
よ

り
河
道
を
ほ
ぐ
し
自
然
の
力
で
礫
河
原
を
増
や
す
取

り
組
み
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

十勝川の今

爬
虫
類
、
両
生
類
、
鳥
類
、
哺
乳
類
と

多
く
の
生
物
が
利
用
す
る
場
で
あ
り
、

生
息
場
を
失
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

「
せ
め
て
広
い
河
川
空
間
の
な
か
だ
け

で
も
湿
地
を
創
出
し
よ
う
と
、相
生
中
島

上
流
湿
地
の
継
続
的
な
維
持
管
理
を
始

め
て
10
年
に
な
り
ま
す
」

　

十
中
協
で
は
、
湿
地
再
生
の
効
果
を

測
る
た
め
生
物
種
数
の
調
査
や
Ｃ
Ｏ
２

削
減
量
の
試
算
な
ど
定
量
的
な
調
査
を

地
元
の
帯
広
農
業
高
校
の
生
徒
た
ち
と

一
緒
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
開
拓
に

よ
り
生
ま
れ
た
豊
か
さ
が
あ
る
半
面
、

失
わ
れ
た
豊
か
さ
も
あ
り
、
そ
の
回
復

に
向
け
た
取
り
組
み
で
す
。

　

ま
た
、
川
に
少
し
で
も
関
心
あ
る
人

を
増
や
し
て
い
こ
う
と
い
う
気
運
も
高

ま
っ
て
い
て
、
こ
こ
十
勝
で
は
「
十
勝

川
か
わ
た
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
、

川
を
活
用
し
た
官
民
連
携
の
地
域
づ
く

り
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

天
羽
さ
ん
は
、
「
川
を
活
か
し
て
地

域
の
賑
わ
い
づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
こ

う
と
、
地
域
住
民
や
民
間
事
業
者
と
一

緒
に
『
か
わ
た
び
』
を
テ
ー
マ
と
し
た

地
域
づ
く
り
も
進
め
て
い
ま
す
」

　

官
民
で
最
近
開
発
し
た
と
い
う
「
川

ブ
レ
ン
ド
コ
ー
ヒ
ー
」
を
天
羽
さ
ん
に

淹
れ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
川
の
そ
ば
で

飲
む
と
そ
の
味
は
格
別
で
す
。

　

治
水
が
行
な
わ
れ
て
１
０
０
年
経
っ

た
今
、
川
の
環
境
を
復
元
さ
せ
る
こ
と

は
、
生
物
だ
け
で
な
く
、
人
に
と
っ
て

も
重
要
で
、
こ
れ
か
ら
は
治
水
と
環
境

の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
十
勝
川
の
姿
が

模
索
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

十
勝
川
に
沿
っ
て

遡
っ
た
開
拓
の
熱

　

開
拓
に
十
勝
川
が
使
わ
れ
な
が
ら
産

業
や
暮
ら
し
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
サ

ケ
を
採
り
、
木
を
伐
り
、
原
野
を
開
い

て
営
農
し
、
地
域
の
生な
り
わ
い業
を
発
展
さ
せ

な
が
ら
豊
か
な
十
勝
を
つ
く
り
あ
げ
て

き
ま
し
た
。
い
ま
や
十
勝
だ
け
で
も
生

活
が
成
り
立
つ
と
い
え
る
ほ
ど
で
す
。

　

河
口
か
ら
始
ま
っ
た
開
拓
の
熱
気
は
、

川
を
ど
ん
ど
ん
遡
り
、
支
流
域
の
資
源

を
運
び
出
し
な
が
ら
、
川
沿
い
に
街
を

築
き
つ
つ
、
帯
広
を
中
心
と
す
る
十
勝

の
繁
栄
を
つ
く
っ
て
き
た
こ
と
を
、
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
（
２
０
２
２
年
８
月
17
～
19
日
取
材
）

20洪水対策として十勝川下流につくられた「千代田分流堰」。この日は大雨により水位上昇中のため、転倒式ゲートが稼働。また、サケなどの魚
類が上流へ行けるように魚道も設置されている　21 十勝川中流部市民協働会議の和田哲也さん（左）と室瀬秋宏さん（右）　22十勝川中流
部市民協働会議が維持管理している相生中島上流湿地　23「かわたびほっかいどう」のペナントを手にする国土交通省北海道開発局帯広開
発建設部治水課の天羽淳さん　24十勝の自家焙煎珈琲店3店が、音更川、札内川、十勝川をイメージして開発した「川ブレンドコーヒー」

十勝川下流域の1922年（大正11）と1983年
（昭和58）の土地利用。湿原が失われ、耕地に
なっていることがわかる提供：北海道開発局

札内川の礫河原とそこに生える「ケショウヤナギ」

20

21

23

24

22大正11年 河川・湖沼
湿原
耕地
市街地

昭和58年

開拓で成長していった大樹のかたち 十勝川49



水の文化 72号　センター活動報告 50

　2022年9月にアドバイザー会議を実施しました。3名
のアドバイザーに本年度前半の活動について報告。また、
2023年度の活動計画案をお伝えしたうえで、活発な意
見交換を行ないました。
　ご参加いただいた沖大幹さん、陣内秀信さん、鳥越皓
之さんからは、さまざまな視点でセンター活動全般に関
するアドバイスをいただきました。
　アドバイザーの方々の貴重なご意見を参考に、2023
年度以降のセンター活動をより有意義なものにするよ
う努めてまいります。

　2022年9月、ミツカングループ社員向けの新企画として「ミツカ
ンの水づかいプロジェクト」を実施しました。
　講師に水ジャーナリストの橋本淳司さんを迎え、オンライン講演
（9月5日）と、ミツカン最大の食酢生産量を誇る栃木工場でのワー
クショップ（9月22日）の2回構成で実施しました。
　オンライン講演には約150名が参加し、「企業にとっての水リス
ク」「流域の水循環」「ウォーターポジティブの考え方」などを学び
ました。

　ワークショップには20名が参加し、「栃木工場の水づかいを循
環型・持続可能なものにするためにはどうしたらいいか？」を、さま
ざまな部門の社員が考え、チームごとに発表する貴重な機会とな
りました。
　このような、社員が自社の事業活動における「水」の重要性を再
認識し、「水」に関する視野を広げる企画を継続していくことで、
「人と社会と地球の健康」の実現に向かう「水づかい」につなげて
まいります。

　1995年に調査を開始した「水にかかわ
る生活意識調査」は、日常生活と水のかか
わりや意識を明らかにすることを目的とした
定点調査です。28回目を迎えた2022年度
は、東京圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）、大
阪圏（大阪、兵庫、京都）、中京圏（愛知、三
重、岐阜）の在住者1500名を対象に実施し、
集計結果をHPで公開しています。
　近年は生活者と水の距離が遠くなってい
る傾向が見られるため、今回の調査では水
への関心や感謝、水に関する体験や経験な
ど、水そのものに対する意識と実態を把握す
るため、生活者の水への関心度をより浮き
彫りにする設問を追加するなど設問構成を
見直しました。また、調査結果に関して、今回
も当センターのアドバイザーである沖大幹さ
んに解説していただきました。
　まだご覧になったことがない方には、ぜひ
一度目を通していただければと思います。

センター活動報告

「水にかかわる生活意識調査」HPで公開中
会議

イベント

調査

アドバイザー会議を実施しました！

「ミツカンの水づかいプロジェクト～栃木工場篇～」開催

https://www.mizu.gr.jp/
chousa/ishiki/2022.html

3 

水への意識 
 

Ｑ.水への関心度は︖（6択） 
Ｑ.水は⼤切だと思うか︖（6択） 
Ｑ.水のありがたさを感じているか︖（6択） 
◇水への意識は、⼤切さ＞ありがたさ＞関心。 
まず、水にどの程度関心があるか聞いたところ、「とても関心がある」10.7％、「関心がある」23.5％、「やや関心が
ある」30.4％となり、これらを合計した“関心あり層”は64.6％でした。 
次に、水は⼤切だと思うかをたずねたところ、「とてもそう思う」（55.8％）が半数を超え、「そう思う」（27.5％）、
「ややそう思う」（11.3％）を合わせた“⼤切だと思っている人”は、全体の94.6％を占めました。 
また、水のありがたさを⽇々の⽣活で感じているかについては、「とても感じている」（33.7％）、「感じている」
（31.5％）、「やや感じている」（21.3％）を合計した“ありがたさを感じている人”が86.5％でした。 
これらの結果を⾒⽐べると、⼤切さは⼤多数の人が認識しているものの、「ありがたさ」という感謝の気持ちになると
若⼲減少、関心がある人はさらに少なくなり、“⼤切さ＞ありがたさ＞関心”といった傾向がみられました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ.水について関心がある事柄は︖（29択+その他+あてはまるものはない） 
◇「水道料⾦」と「節水や水の再利⽤」が2⼤関心事。 
水に関するさまざまな事柄を選択肢にあげ、関心があることを選んでもらったところ、1位「水道料⾦」（46.3％）、
2位「節水や水の再利用」（46.2％）が、ともに4割を超える2⼤関心事となり、以下は3位「水道水の味」
（31.5％）、4位「水による災害」（26.5％）、5位「水道水の成分や安全性」（25.5％）と続きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ.水に関する体験や経験の有無は︖（それぞれ2択） 
◇「水辺でよく遊んだ」「水の⼤切さを教わった」が4割台。 
水にまつわる体験や経験に関する項目について、それ
ぞれの体験・経験有無をたずねたところ、「はい」が最
も多かったのは、「⾃宅の水道料⾦を把握している」
（63.5％）で、「子どもの頃に水辺でよく遊んだ」
（46.9％）や「子どもの頃に授業や家庭で水の⼤
切さについて教わってきた」（43.9％）が4割台、
「川や海の清掃など水に関する活動に参加したことが
ある」（21.9％）や「⾃分の家庭で使っている水の
水源地を訪ねたことがある」（20.1％）は2割程度
でした。また、「断水や渇水を経験したことがある」人は
38.1％、「被災により水で困った経験がある」人は
16.7％となりました。 

とても関心がある

10.7%

関心がある
23.5%

やや関心がある
30.4%

あまり関心

がない
24.6%

関心がない
4.8%

全く関心がない

6.0%

水への関心度
（単数回答／単位：％） N=1,500（全体）

とてもそう思う
55.8%

そう思う
27.5%

ややそう思う
11.3%

あまりそう思わない
3.2%

そう思わない
0.8%

全くそう思わない
1.4%

水は大切だと思うか
（単数回答／単位：％） N=1,500（全体）

とても感じている
33.7%

感じている
31.5%

やや感じている
21.3%

あまり感じていない
10.1%

感じていない
1.8% 全く感じていない

1.6%

水のありがたさを感じているか
（単数回答／単位：％） N=1,500（全体）

46.3 46.2

31.5
26.5 25.5 23.2 20.5 18.3 18.0 17.9 17.5
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全
性

川
や
海
、
池
な
ど

の
水
質

上
下
水
道
な
ど

水
に
関
す
る
イ
ン

フ
ラ
の
老
朽
化

上
下
水
道
の

し
く
み

自
然
の
水(

飲
用

の
井
戸
水
・
湧
き

水
・
渓
流
の
水
）

水
辺
の
生
態
系

あ
て
は
ま
る
も
の

は
な
い

関心があるもの※上位１１項目 （複数回答／単位：％） N＝1,500（全体）

16.7

20.1

21.9

24.3

34.2

38.1

39.0

43.9

46.9

63.5

83.3

79.9

78.1

75.7

65.8

61.9

61.0

56.1

53.1

36.5

0% 100%

被災により水で困った経験がある

自分の家庭で使っている水の水源

地を訪ねたことがある

川や海の清掃など水に関する活動

に参加したことがある

水にかかわる趣味（釣り、水泳、マリ

ンスポーツなど）がある

川や海の近くに住んでいる（住んで

いたことがある）

断水や渇水を経験したことがある

ニュースやSNS、書籍などから水に
関する情報を得たことがある

子どもの頃に授業や家庭で水の大

切さについて教わってきた

子どもの頃に水辺でよく遊んだ

自宅の水道料金を把握している

水に関する体験や経験 （単数回答／単位：％） N=1,500（全体）

はい いいえ

ミツカン東京ヘッドオフィスで実施したアドバイザー会議

栃木工場でのワークショップと栃木工場の見学。円内は講師をお願いした水ジャーナリストの橋本淳司さん



編
集
後
記

温
度
が
25
度
で
も
温
泉
。
皆
様
は
温
泉
の
定
義
、
ご
存
知
で
し
た

か
？　

私
は
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
全
国
に
数
多
あ
る
温
泉
の
中
、

今
回
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
ほ
ん
の
一
部
で
は
あ
り
ま
す
が
、

温
泉
の
魅
力
と
と
も
に
、「
へ
ぇ
、
そ
う
な
ん
だ
。」
と
、
人
に
話
し

た
く
な
る
よ
う
な
小
ネ
タ
も
お
届
け
で
き
る
一
冊
に
な
っ
て
い
れ
ば
、

と
思
い
ま
す
。（
今
）

今
号
の
取
材
を
通
じ
て
、
温
泉
も
限
ら
れ
た
資
源
で
あ
る
と
い
う
当

た
り
前
の
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
ま
た
、
湯
あ
み
着
の
着
用
で
、
多

様
な
人
が
温
泉
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
配
慮
が
古
く
か
ら
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
驚
い
た
。
持
続
可
能
性
・
多
様
性
…
…
古
来
、
国
民

的
な
人
気
を
得
続
け
て
い
る
温
泉
に
は
、
今
必
要
と
さ
れ
て
い
る
精

神
が
ギ
ュ
ッ
と
詰
ま
っ
て
い
る
の
だ
な
、
と
感
慨
も
新
た
に
、
久
し

ぶ
り
に
温
泉
に
行
き
た
い
な
～
（
松
）

過
去
に
暮
ら
し
て
い
た
地
方
に
は
「
温
泉
団
地
」
な
る
も
の
が
あ
り
、

温
泉
付
き
分
譲
住
宅
地
で
し
た
。し
か
し
そ
こ
に
住
む
知
人
曰
く
、給

湯
器
が
温
泉
の
成
分
で
普
通
よ
り
も
早
く
傷
む
な
ど
、
維
持
管
理
は

少
し
大
変
と
い
う
話
で
し
た
。
個
人
宅
の
お
風
呂
場
で
大
変
な
の
だ

か
ら
、
温
泉
宿
な
ど
は
も
っ
と
維
持
管
理
が
大
変
な
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
旅
先
の
大
浴
場
や
露
天
風
呂
を
気
持
ち
よ
く
使
わ
せ
て
い

た
だ
け
る
事
に
改
め
て
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。（
飯
）

温
泉
の
こ
と
を
知
ら
な
す
ぎ
た
ら
し
い
。
３
万
近
く
あ
る
源
泉
、
そ

れ
に
伴
う
温
泉
地
が
３
千
弱
、
そ
れ
ら
が
47
都
道
府
県
全
て
に
存
在

す
る
こ
と
に
ま
ず
驚
い
た
。
沖
縄
や
伊
豆
諸
島
な
ど
の
離
島
に
も
あ

る
。
こ
れ
は
火
山
列
島
で
あ
る
日
本
な
ら
で
は
な
の
か
、
世
界
と
比

べ
て
知
り
た
い
と
こ
ろ
だ
。
温
泉
の
効
能
に
し
て
も
眉
唾
だ
と
思
っ

て
い
た
こ
と
が
医
学
的
な
裏
付
け
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
行
っ
て

み
た
い
温
泉
地
も
見
つ
か
っ
た
し
、
充
実
し
た
特
集
で
し
た
。（
力
）

渓
流
釣
り
の
後
に
よ
く
訪
れ
る
南
会
津
の
湯
ノ
花
温
泉
。
４
つ
あ
る

共
同
湯
の
う
ち
混
浴
の
２
つ
は
敬
遠
し
て
い
た
が
、
あ
る
日
、
お
気

に
入
り
の
湯
が
大
混
雑
。
試
し
に
混
浴
共
同
湯
を
覗
く
と
誰
も
い
な

い
。
そ
っ
と
入
り
、
熱
々
の
湯
を
堪
能
し
て
い
る
と
老
婦
人
が
戸
を

開
け
た
。
慌
て
て
出
よ
う
と
す
る
私
を
制
し
て
「
子
ど
も
の
頃
か
ら

混
浴
な
の
で
気
に
な
り
ま
せ
ん
よ
」
と
言
い
、
気
づ
く
と
湯
船
に
浸

か
っ
て
い
る
。
そ
の
滑
ら
か
な
所
作
に
温
泉
文
化
を
感
じ
た
。（
前
）
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今号の取材で巡った温泉地のお土産
を抽選で9名の読者に差し上げます。
右の「72号アンケート」にWebから回
答のうえ、ご応募ください。なお、お土
産への応募期限は2022年12月31日
（土）とさせていただきます。

③黒川温泉「よもぎ石鹸＆入浴剤」

3名

https://forms.office.com/r/JvjWraauss

皆さまからの感想、
情報をお待ちしています ！

温泉地取材のお土産をプレゼント！
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②城崎温泉麦わら細工の「しおり」

3名

①酸ヶ湯温泉「酸ヶ湯 温泉石けん＆入浴剤」

3名



（上）大谿川と柳の並木、古い木造建築の宿が
印象的な城崎温泉。「共存共栄」の精神から
外湯の利用を促している　撮影：藤牧徹也
（下）須雲川沿いに宿が建ち並ぶ箱根の湯本
温泉。江戸時代後期、幕府に「一夜（いちや）湯
治」が認められ発展した　撮影：大平正美

表紙：酸ヶ湯温泉の名物、
総ヒバ造りの「ヒバ千人風
呂」。広さ160畳の混浴大
浴場。昔から人びとが湯
治場として利用してきた　
撮影：藤牧徹也
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