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温
泉
の
保
養
効
果
を
求
め
る
の

は
日
本
人
特
有
の
意
識

日
本
人
は
本
当
に
温
泉
が
好
き
な
民

族
で
す
。
風
呂
も
好
き
だ
け
れ
ど
、
温

泉
に
は
風
呂
と
は
違
っ
た
魅
力
を
感
じ

て
い
ま
す
。
温
泉
は
火
山
活
動
が
活
発

な
場
所
に
湧
き
ま
す
か
ら
、
何
も
日
本

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
海
外
に
も

た
く
さ
ん
の
温
泉
地
が
あ
り
ま
す
。
温

泉
に
薬
事
効
果
が
あ
る
こ
と
は
昔
か
ら

知
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
温
泉
を
即
利
的
と
い
う
か
実
利

的
に
と
ら
え
、
病
人
を
治
療
す
る
た
め

の
病
院
付
属
施
設
と
し
て
発
達
さ
せ
ま

し
た
。
逆
に
日
本
で
は
、
そ
う
い
う
発

達
の
仕
方
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
日
本
人

が
﹁
温
泉
が
好
き
﹂
と
い
う
場
合
に
は
、

必
ず
し
も
薬
湯
効
果
に
か
ぎ
っ
て
い
な

い
の
で
、
海
外
の
傾
向
か
ら
見
る
と
、

﹁
な
ぜ
？
﹂
と
い
う
疑
問
が
涌
く
で
し

ょ
う
。

清
浄
な
水
の
冬
版

ひ
と
こ
と
で
温
泉
と
言
っ
て
も
、
発

達
の
仕
方
は
い
ろ
い
ろ
で
す
。
そ
の
中

で
一
番
大
き
な
要
因
は
、
日
本
人
の

﹁
水
感
覚
﹂
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
﹁
水
垢
離

み

ず

ご

り

を
と
る
﹂
と
か

﹁
湯
祓

ゆ

ば

ら

い
を
す
る
﹂
と
い
う
の
は
、
神

仏
に
祈
願
す
る
前
に
水
を
浴
び
て
、
身

を
清
め
る
象
徴
的
な
儀
式
で
す
。

さ
ら
に
、
水
に
は
浄
化
力
が
あ
る
と

日
本
人
は
思
っ
て
い
る
。
揚
子
江
や
ド

ナ
ウ
川
を
見
て
、
水
に
浄
化
力
が
あ
る

と
は
と
て
も
思
え
な
い
で
し
ょ
う
。
最

初
は
、
急
峻
な
岩
場
を
落
ち
て
く
る
滝

の
よ
う
な
水
に
、
我
々
は
浄
化
力
を
見

出
し
た
の
で
し
ょ
う
。
や
が
て
そ
の
意

識
は
、
溜
ま
っ
て
い
る
水
や
汲
ん
で
き

た
水
に
も
浄
化
力
が
あ
る
と
感
じ
る
ま

で
に
発
展
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
禊
ぎ
に

水
を
使
う
意
味
が
出
て
き
た
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
日
本
の
冬
は
寒
い
で
す
よ

ね
。
そ
こ
で
、
冬
場
に
穢
れ
を
祓
う
対

策
と
し
て
、
湯
を
使
う
。
し
か
も
、
湯

祓
い
は
入
浴
だ
け
で
な
く
、
呪
術
者
が

笹
や
榊
を
湯
に
浸
し
て
祓
う
。
こ
こ
に

日
本
人
の
縮
小
文
化
と
い
う
か
、
し
た

た
か
な
応
用
力
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

宗
教
に
拘
束
さ
れ
な
い
大
ら
か
さ
で
も

っ
て
、
要
は
、
夏
用
仕
立
て
の
水
に
対

し
て
、
冬
用
仕
立
て
の
湯
が
あ
る
の
で

す
。私

は
温
泉
と
い
う
の
は
、
ど
う
も

﹁
清
浄
な
水
の
冬
バ
ー
ジ
ョ
ン
﹂
と
い

う
意
味
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

だ
か
ら
我
々
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ

う
な
科
学
的
な
療
養
で
は
な
く
、
精
神

的
な
再
生
作
用
を
温
泉
に
求
め
て
い
ま

す
。
温
泉
に
浸
る
こ
と
に
よ
っ
て
穢
れ

が
消
え
、
元
の
気
が
戻
る
と
い
う
再
生

作
用
を
託
し
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

温
泉
に
入
る
と
気
持
ち
が
よ
く
な
っ

て
﹁
さ
っ
ぱ
り
し
た
﹂
と
言
う
で
し
ょ
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う
。
外
国
人
は
温
泉
に
入
っ
て
も
、
そ

う
は
言
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
人
の

水
を
清
浄
視
す
る
文
化
が
、
湯
に
も
転

じ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、

水
垢
離
の
変
型
と
し
て
温
泉
浴
を
捉
え

る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

農
村
社
会
の
保
養

農
閑
期
の
湯
治
も
、
温
泉
を
と
ら
え

る
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
行

事
で
す
。

民
俗
行
事
に
、
﹁
泥
落
と
し
﹂
や

﹁
鍬
洗
い
﹂
、
﹁
鎌
洗
い
﹂
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
稲
作
文
化
か
ら

き
た
言
葉
で
す
。
集
約
的
な
共
同
作
業

で
行
な
わ
れ
る
稲
作
は
、
雨
が
降
る
時

期
に
一
気
に
田
植
え
を
す
る
し
、
霜
が

降
り
る
前
に
一
気
に
刈
入
れ
を
し
ま
す
。

こ
う
し
た
共
同
作
業
は
、
親
族
や
﹁
結
﹂

や
﹁
講
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
集

落
内
の
集
団
で
行
な
わ
れ
た
た
め
、
作

業
が
終
わ
っ
て
一
段
落
し
た
後
に
、
今

風
に
言
え
ば
﹁
さ
あ
、
打
ち
上
げ
を
し

よ
う
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
手
近
な

保
養
施
設
で
あ
る
近
く
の
温
泉
に
行
く
、

と
い
う
の
は
、
ご
く
自
然
な
成
り
行
き

だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
列
島
は
火
山
帯
の
上
に
乗
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
自
然
の
条
件
と
し
て
、

温
泉
が
各
地
に
分
布
し
て
い
て
、
行
き

や
す
い
と
い
う
条
件
も
そ
ろ
っ
て
い
ま

し
た
。
ま
あ
、
稲
刈
り
の
後
は
祭
り
や

冬
へ
の
備
え
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
や
は

り
行
事
化
す
る
の
は
田
植
え
の
後
に
な

る
で
し
ょ
う
。

で
は
、
同
じ
稲
作
文
化
圏
で
あ
る
他

の
地
域
に
、
日
本
の
農
村
の
よ
う
な
温

泉
保
養
が
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

東
南
ア
ジ
ア
で
は
二
期
作
が
可
能
な

た
め
、
作
業
の
時
期
が
少
々
ず
れ
て
も

収
穫
に
そ
れ
ほ
ど
影
響
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
日
本
の
よ
う
な
共
同
作
業

の
発
達
が
な
く
、
み
ん
な
で
一
斉
に
保

養
に
行
く
と
い
う
形
態
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
中
国
の
雲
南
省
あ
た
り
は
気

候
条
件
が
日
本
と
近
い
の
で
す
が
、
残

念
な
が
ら
温
泉
場
が
少
な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
日
本
で
農
事
と
温
泉
が
結
び
つ

い
た
こ
と
に
は
、
好
条
件
が
そ
ろ
っ
た

と
い
う
理
由
が
あ
る
の
で
す
。

温
泉
場
が
、
歩
い
て
半
日
程
の
所
に

あ
る
地
域
で
は
、
こ
れ
が
大
い
に
発
達

し
ま
す
。
誰
が
家
に
残
っ
て
、
誰
が
温

泉
に
行
く
か
と
い
う
の
は
家
族
構
成
に

よ
り
、
決
し
て
家
長
だ
け
に
行
く
資
格

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

家
長
制
が
厳
し
く
な
っ
た
の
は
、
近
世

以
降
の
こ
と
で
す
か
ら
。
特
に
冬
の
寒

さ
が
厳
し
い
東
北
、
温
泉
場
が
多
い
中

部
、
四
国
山
地
、
九
州
山
地
で
は
、
田

植
え
後
の
泥
落
と
し
が
盛
ん
に
行
な
わ

れ
ま
し
た
。

温
泉
に
行
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
毎
日

酒
を
飲
む
わ
け
で
も
な
く
、
治
療
の
た

め
に
入
る
わ
け
で
も
な
い
。
労
働
を
休

み
、
共
同
で
保
養
す
る
。
私
の
記
憶
で

い
う
と
、
昭
和
50
年
代
の
秋
田
県
・
玉

川
温
泉
、
後
生
掛

ご
し
ょ
が
け

温
泉
で
は
ま
だ
こ
の

よ
う
な
保
養
で
訪
れ
る
人
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
昭
和
50
年
代
と
い
え

ば
、
つ
い
最
近
の
こ
と
で
す
。

湯
船
は
あ
る
け
れ
ど
、
排
水
が
下
を

流
れ
て
い
る
の
で
、
オ
ン
ド
ル
形
式
で

す
ね
。
そ
の
上
に
筵

む
し
ろ

を
敷
い
て
、
み
ん

な
自
炊
で
泊
ま
り
込
ん
で
い
ま
し
た
。

気
の
合
っ
た
者
で
飲
み
な
が
ら
、
お
ば

さ
ん
た
ち
は
ご
ろ
ご
ろ
寝
て
い
る
。
そ

れ
が
一
つ
の
集
落
の
泥
落
と
し
だ
っ
た

り
す
る
。﹁
若
い
の
、
こ
っ
ち
お
い
で
﹂

と
、
僕
も
何
回
か
つ
き
あ
い
ま
し
た
。

５
日
も
10
日
も
そ
う
や
っ
て
い
る
の

で
、
こ
れ
を
宴
会
と
い
え
る
か
ど
う
か
。

つ
ま
み
だ
っ
て
、
ス
ル
メ
や
鯵
を
焼
く

程
度
だ
し
、
御
飯
を
炊
い
て
、
野
菜
の

味
噌
汁
と
漬
け
物
で
食
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
家
か
ら
離
れ
て
、
労
働
と

休
養
、
ケ
と
ハ
レ
の
区
別
を
つ
け
て
き

た
の
が
湯
治
の
大
き
な
役
割
で
す
。

温
泉
リ
ゾ
ー
ト
は

上
層
階
級
の
転
地
療
養

も
ち
ろ
ん
、
皮
膚
病
な
ど
の
病
理
的

な
治
療
を
温
泉
に
求
め
る
例
も
あ
り
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
か
な
り
上
層
階

級
に
限
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

京
都
の
貴
族
が
有
馬
温
泉
に
行
っ
た

と
い
う
伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。
水
と

空
気
が
き
れ
い
で
、
景
色
も
良
い
場
所

に
行
っ
て
気
分
転
換
す
る
と
い
う
転
地

に
意
味
が
あ
り
、
お
付
き
の
人
間
が
つ

き
従
っ
て
、
何
不
自
由
な
い
生
活
を
す

る
わ
け
で
す
か
ら
、
今
の
言
葉
で
言
え

ば
温
泉
リ
ゾ
ー
ト
で
す
ね
。
そ
れ
が
で

き
る
の
は
上
層
階
級
で
、
庶
民
が
有
馬

へ
行
き
始
め
る
の
は
江
戸
時
代
か
ら
で
、

寺
社
詣
で
が
ら
み
の
周
遊
旅
行
が
登
場

し
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
温
泉
利
用
の
中
に
上
層

の
療
養
と
、
農
村
の
保
養
が
長
ら
く
並

行
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
の

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

た
に
日
本
人
観
光
客
を
誘
致
し
よ
う
と

努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

台
湾
は
一
周
旅
行
が
主
流
で
す
が
、

そ
こ
に
知
本

ち
ぽ
ん

温
泉
を
コ
ー
ス
に
組
み
込

み
始
め
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
、
す
ぐ

に
ブ
レ
ー
ク
す
る
で
し
ょ
う
。

温
泉
周
遊
旅
行
の
成
立

江
戸
時
代
も
元
禄
以
降
に
な
る
と
、

世
情
が
安
定
し
ま
す
。
年
貢
の
徴
収
率

も
７
分
３
分
か
ら
３
分
７
分
に
逆
転
し

て
、
個
人
の
所
得
が
増
え
ま
し
た
。
個

人
の
所
得
が
増
え
る
と
使
い
途
は
だ
い

た
い
決
ま
っ
て
い
て
、
旅
行
な
ん
で
す

ね
。江

戸
時
代
は
、
旅
館
と
食
事
と
が
結

び
つ
い
て
、
一
泊
二
食
の
旅
と
い
う
概

念
が
定
着
す
る
時
代
で
す
。
温
泉
の
な

い
所
で
旅
館
を
や
ろ
う
と
す
る
と
、
水

代
と
薪
代
に
経
費
が
か
か
っ
て
高
く
つ

く
。
や
は
り
温
泉
旅
館
と
い
う
の
が
、

経
営
上
で
も
都
合
が
よ
か
っ
た
。

で
は
な
ぜ
、
旅
館
と
食
事
が
結
び
つ

く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
江

戸
時
代
に
は
、
旅
人
を
一
括
管
理
す
る

制
度
、
﹁
宿
改
め
﹂
が
あ
り
ま
し
た
。

暮
れ
四
つ
︵
午
後
８
時
︶
に
宿
改
め
を

し
た
と
き
、
一
人
で
も
外
出
し
て
い
る

と
宿
の
主
人
の
責
任
に
な
っ
て
営
業
停

止
に
も
な
り
ま
し
た
。
こ
の
宿
改
め
は

抜
き
打
ち
で
行
な
わ
れ
た
の
で
、
旅
人

を
外
で
飲
み
食
い
さ
せ
る
わ
け
に
は
い

か
ず
、
宿
で
食
事
を
用
意
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。
一
泊
二
食
の
ス
タ
イ

ル
が
生
ま
れ
、
み
ん
な
が
四
六
時
中
同

じ
顔
を
つ
き
あ
わ
せ
て
食
べ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
、
﹁
ま
ぁ
今
日
ぐ
ら
い

は
パ
ー
っ
と
や
ろ
う
﹂
と
、
宴
会
が
始

ま
る
の
も
自
然
な
流
れ
で
す
。
そ
し
て
、

宴
会
の
開
始
時
間
を
そ
ろ
え
る
た
め
に

も
、
大
き
な
浴
槽
で
一
気
に
入
浴
さ
せ

て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
合
理
的
な
考

え
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

温
泉
湯
治
と
い
い
な
が
ら
、
実
は
温

泉
立
ち
寄
り
旅
行
が
行
な
わ
れ
て
い
た

の
が
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
で
す
。
湯

量
が
あ
り
、
風
光
明
媚
、
人
口
の
集
住

地
や
主
要
街
道
に
近
い
所
に
旅
館
街
が

発
達
し
ま
す
。
そ
う
な
る
と
温
泉
湯
治

も
、
１
週
間
も
10
日
も
滞
在
す
る
と
い

う
性
格
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、

江
戸
か
ら
伊
勢
参
宮
し
て
、
帰
り
に
は

中
山
道
を
通
り
温
泉
に
寄
っ
て
い
こ
う

と
な
る
。
温
泉
は
１
泊
２
日
で
多
目
的

旅
行
の
一
つ
に
な
り
、
夜
に
は
ハ
イ
ラ

イ
ト
と
し
て
宴
会
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
当
時
の
周
遊
旅
行
成
立
の
裏
に

は
、
﹁
御
師

お

し

﹂
の
存
在
が
あ
り
ま
す
。

御
師
と
は
寺
社
詣
で
を
手
配
す
る
総
合

旅
行
業
の
よ
う
な
も
の
で
、
自
分
の
縄

張
り
を
持
ち
、
各
寺
社
ご
と
に
系
列
化

し
て
い
ま
し
た
。
遠
隔
地
を
ま
と
め
る

頻
度
は
少
な
い
け
れ
ど
、
範
囲
は
ほ
ぼ

青
森
か
ら
鹿
児
島
ま
で
広
が
っ
て
い
ま

し
た
。
例
え
ば
伊
勢
神
宮
の
門
前
に
は
、

最
盛
期
で
６
７
０
人
ほ
ど
の
御
師
職
が

い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
今
で
い
え
ば
６

７
０
の
旅
行
業
者
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

彼
ら
は
全
国
に
出
向
い
て
、
伊
勢
講

を
つ
く
ら
せ
ま
し
た
。
講
費
を
積
立
て

さ
せ
、
講
費
の
中
か
ら
３
人
と
か
５
人

を
輪
番
で
、
あ
る
い
は
４
つ
５
つ
の
村

を
合
わ
せ
て
20
人
、
30
人
ぐ
ら
い
の
団

体
に
し
て
お
伊
勢
参
り
を
企
画
し
ま
し

た
。
こ
う
い
う
庶
民
の
旅
が
発
達
す
る

背
景
に
は
、
旅
行
業
者
の
営
業
力
が
あ

り
ま
す
。

関
東
か
ら
で
す
と
、
伊
勢
参
宮
に
は

ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
て
も
往
復
で
40
日
か

か
り
ま
し
た
。
し
か
し
伊
勢
ま
で
行
っ

て
、
真
っ
直
ぐ
帰
る
人
は
い
な
い
で
し

ょ
う
。
金
比
羅
様
ま
で
足
を
延
ば
す
人

も
い
た
よ
う
で
す
が
、
多
く
は
京
都
に

行
っ
て
、
中
山
道
で
帰
っ
て
く
る
。
そ

う
す
る
と
大
体
50
日
く
ら
い
か
か
り
ま

す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
、
農
閑
期

に
行
っ
て
来
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

﹁
宿
改
め
﹂
は
間
接
管
理

少
し
話
題
が
逸
れ
ま
す
が
、
﹁
宿
改

め
﹂
は
城
下
町
で
は
町
奉
行
所
が
、
小

さ
な
宿
場
で
は
代
官
所
が
行
な
い
ま
し

大
衆
浴

そ
れ
か
ら
浴
槽
の
大
き
さ
も
、
温
泉

に
魅
力
を
感
じ
る
大
切
な
条
件
の
一
つ

に
な
り
ま
す
ね
。
日
本
人
は
、
温
泉
と

い
う
と
大
浴
場
で
な
い
と
納
得
し
ま
せ

ん
。
内
湯
で
は
入
っ
た
気
が
し
な
い
の

で
す
。
つ
ま
り
、
大
衆
浴
と
温
泉
が
結

び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
結
び
つ
き
の
背

景
に
は
、
日
本
特
有
の
湿
気
と
仏
教
の

影
響
が
あ
り
ま
す
。

現
在
残
る
寺
に
は
、
坊
さ
ん
た
ち
が

入
っ
た
沐
浴
堂
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
﹁
一
遍
聖
絵
﹂
な
ど
を
見
る
と
、

坊
さ
ん
が
逗
留
し
、
人
々
を
教
化
す
る

た
め
に
踊
り
念
仏
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ

な
イ
ベ
ン
ト
を
催
し
て
い
ま
す
。
そ
の

一
つ
と
し
て
、
湧
か
し
た
湯
を
樋
で
流

し
、
沐
浴
堂
へ
入
れ
、
そ
こ
に
信
者
を

浸
か
ら
せ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
仏
教
の

布
教
の
中
に
は
、
念
仏
を
唱
え
る
だ
け

で
は
な
く
、
中
世
ま
で
は
薬
事
療
法
や

入
浴
療
法
が
一
体
と
な
っ
て
い
た
わ
け

で
す
。
そ
の
沐
浴
は
、
同
時
に
何
人
も

入
る
大
衆
浴
で
し
た
。

去
年
の
10
月
に
韓
国
の
温
泉
視
察
に

出
か
け
た
の
で
す
が
、
お
隣
の
国
な
の

に
日
本
と
韓
国
で
は
、
大
衆
浴
へ
の
意

識
が
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
韓
国
で
は
、

他
人
と
一
緒
に
風
呂
に
入
る
習
慣
は
一

部
の
社
会
を
除
い
て
は
な
く
、
温
泉
も

例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
の
温

泉
好
き
は
海
外
で
も
有
名
で
、
韓
国
で

信州長野の善光寺、その参道に並ぶ店々には「全国

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

す
が
、
年
に
一
回
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

と
き
ち
ゃ
ん
と
し
て
い
な
い
と
営
業
停

止
と
な
り
ま
す
の
で
、
宿
の
主
人
に
と

っ
て
は
怖
い
こ
と
で
し
た
。

幕
府
の
施
策
は
、
こ
の
よ
う
な
間
接

管
理
が
上
手
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
宿
屋

の
主
人
に
責
任
を
負
わ
せ
て
し
ま
う
。

こ
の
他
に
も
、
村
の
坊
さ
ん
に
は
戸
籍

管
理
を
さ
せ
、
年
貢
の
徴
収
は
庄
屋
や

名
主
に
、
警
察
は
十
手
持
ち
に
さ
せ
る
。

江
戸
時
代
が
長
く
続
い
た
の
は
、
権
力

者
が
末
端
ま
で
出
て
こ
な
い
こ
と
に
一

因
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
は

逆
に
、
全
部
お
上
任
せ
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
本
来
、
日
本
的
な
規
範

で
は
、
土
地
の
こ
と
は
土
地
で
管
理
す

る
も
の
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
日
本
社
会
で
は
、
﹁
長
﹂

と
い
う
役
に
つ
く
こ
と
は
、
リ
ス
ク
の

大
き
い
こ
と
で
し
た
。
よ
く
地
主
と
小

作
の
対
立
と
い
う
け
れ
ど
、
言
わ
れ
る

ほ
ど
の
対
立
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ

ん
地
主
は
大
き
な
家
に
住
ん
で
使
用
人

も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
年
貢
の
徴
収

は
地
主
が
代
理
管
理
し
て
い
た
か
ら
、

払
え
な
い
者
が
出
れ
ば
そ
の
帳
尻
は
持

ち
出
し
で
補
填
し
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
菅
江

す

が

え

真
澄

ま

す

み

︵
１
７
５
４
？

〜
１
８
２
９
︶
や
、
古
川

ふ
る
か
わ

古
松
軒

こ
し
ょ
う
け
ん

︵
１

７
２
６
〜
１
８
０
７
︶
な
ど
、
当
時
の

文
人
墨
客
の
旅
日
記
を
見
る
と
、
泊
ま

る
の
は
庄
屋
や
名
主
の
家
で
す
。
宿
泊

中
の
負
担
を
庄
屋
は
全
部
賄
い
、
出
立

す
る
と
き
は
簡
単
な
路
銭
を
渡
し
て
送

り
出
す
。
だ
か
ら
、
日
本
中
ど
こ
へ
行

っ
て
も
、
掛
け
軸
や
ふ
す
ま
絵
や
額
が

残
っ
て
い
ま
す
。
今
で
言
う
企
業
メ
セ

ナ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
顔
役
が
や

っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
サ
ロ

ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
た
こ
と
も

旅
行
文
化
の
背
景
と
し
て
考
え
て
お
く

べ
き
で
し
ょ
う
ね
。

庶
民
は
、
時
代
劇
で
出
て
く
る
よ
う

な
が
ん
じ
が
ら
め
の
拘
束
は
な
く
、
団

体
で
泥
落
と
し
に
行
っ
た
り
、
伊
勢
参

宮
し
た
り
と
い
う
こ
と
が
、
規
模
に
見

合
っ
た
形
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

治
水
家
と
し
て
も
有
名
な
田
中
休
愚

き
ゅ
う
ぐ

と
い
う
幕
府
の
役
人
が
書
い
た
﹃
民
間

省
要
﹄
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
お

上
の
側
か
ら
建
て
前
と
し
て
書
い
て
い

る
の
で
す
が
、
﹁
旅
に
出
て
は
な
ら
ん
、

遊
ん
で
は
な
ら
ん
﹂
と
書
い
た
あ
と
に
、

﹁
た
だ
し
回
国
修
業
と
し
て
巡
礼
、
信

仰
の
旅
に
出
る
者
多
数
あ
り
﹂
と
記
し
、

さ
ら
に
﹁
農
民
は
労
働
の
後
の
湯
治
あ

り
﹂
と
書
い
て
い
る
。
結
局
、
公
に
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
寺
社

詣
で
と
温
泉
湯
治
は
、
黙
認
さ
れ
る
２

つ
の
方
便
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

江
戸
時
代
の
制
度
は
、
間
接
統
治
と

連
帯
責
任
で
す
が
、
そ
れ
に
沿
っ
て
い

れ
ば
、
反
乱
を
起
こ
さ
な
い
限
り
旅
は

許
さ
れ
た
。
そ
れ
で
閑
期
に
団
体
で
旅

に
出
て
、
ガ
ス
抜
き
が
で
き
た
と
い
う

わ
け
で
す
。

湯
女
の
登
場

﹁
行
く
の
地
蔵
に
帰
り
の
観
音
﹂
と
い

う
く
ら
い
で
、
行
く
時
は
団
体
を
崩
さ

ず
に
伊
勢
ま
で
行
き
、
帰
り
は
ば
ら
ば

ら
で
遊
び
た
い
奴
は
遊
ぶ
。
宿
場
町
は

風
俗
が
規
制
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

１
つ
の
旅
篭
に
飯
盛
り
女
が
２
人
、
と

決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
温
泉
地
は
そ
の
法
規
制
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
箱
根
の
湯
本

と
か
有
馬
、
諏
訪
と
い
っ
た
大
き
な
温

泉
宿
場
に
は
垢
擦
り
を
す
る
女
性
が
現

れ
ま
し
た
。
﹁
湯
女

ゆ

な

﹂
と
い
う
女
性
が

男
に
つ
い
て
湯
殿
に
入
り
、
背
中
を
流

し
垢
を
落
と
す
。
こ
れ
も
日
本
の
特
徴

で
す
ね
。
こ
れ
は
時
々
禁
止
も
さ
れ
ま

す
が
、
形
を
変
え
て
、
ま
た
営
業
が
再

会
さ
れ
る
。
で
、
馴
染
め
ば
当
然
話
が

そ
う
い
う
風
に
も
な
る
わ
け
で
、
膝
枕

で
お
酒
を
飲
ん
だ
り
と
。

湯
女
が
禁
止
さ
れ
る
と
男
の
垢
擦
り

が
登
場
し
、
こ
れ
が
﹁
三
助
﹂
で
す
。

軍
隊
と
宴
会
・
温
泉

温
泉
に
つ
い
て
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
明
治
時
代
の
風
俗
に
は
、
軍
隊

が
大
き
い
影
響
力
を
持
ち
ま
し
た
。

女
遊
び
で
も
、
お
金
と
時
間
の
無
駄

と
も
見
え
る
消
費
が
粋
だ
っ
た
わ
け
で
、

江
戸
の
遊
郭
・
吉
原
の
大
店
で
は
、
３

回
上
が
ら
な
い
と
手
も
足
も
出
せ
ま
せ

十四代将軍徳川家茂夫人となった皇女和宮（静寛院宮）が静

養した箱根塔ノ沢の環翠楼。銘木を使い、数寄屋をはじめ、

総もたせなど建築的にも重文クラス。夏には、前に流れる早

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

い
期
間
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ

が
軍
隊
が
客
に
な
る
こ
と
で
、
宴
会
の

形
式
が
変
わ
り
、
宴
会
の
手
順
も
簡
略

化
さ
れ
ま
し
た
。

岡
山
に
中
島
遊
郭
と
い
う
所
が
あ
り
、

そ
こ
の
楼
主
が
江
戸
時
代
生
ま
れ
で
、

明
治
期
を
す
ご
し
て
料
理
屋
兼
置
屋
を

や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
日
記
に
も

﹁
明
治
で
は
、
役
人
と
軍
人
が
い
ば
る
﹂

と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

日
清
・
日
露
戦
争
の
勝
ち
戦
を
経
て
、

官
僚
閥
、
軍
閥
が
力
を
持
っ
て
い
く
過

程
で
、
宴
会
が
非
常
に
多
く
な
り
ま
し

た
。
出
兵
、
凱
旋
と
、
何
か
に
つ
け
て

宴
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
無
礼
講
と
い

う
の
は
、
礼
講
が
あ
っ
て
成
り
立
つ
言

葉
で
す
が
、
す
べ
て
が
無
礼
講
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

飲
酒
の
習
慣
も
、
軍
隊
に
行
っ
た
人

が
帰
郷
す
る
こ
と
で
全
国
に
広
ま
り
ま

し
た
。
も
と
も
と
農
村
社
会
で
は
酒
は

行
事
の
と
き
し
か
飲
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
が
日
常
的
に
飲
ま
れ
る
よ
う
に
な

り
、
さ
ら
に
鉄
道
が
で
き
て
酒
の
商
品

流
通
も
発
達
し
ま
す
。

日
本
の
酒
造
量
は
、
明
治
30
年
代
に

急
速
に
増
え
て
い
ま
す
。
祭
り
の
と
き

の
酒
は
自
家
醸
造
で
す
か
ら
、
村
人
相

手
に
酒
を
つ
く
っ
て
も
商
売
に
な
ら
な

か
っ
た
の
に
、
戦
争
を
機
に
、
全
国

津
々
浦
々
に
酒
蔵
が
で
き
た
の
で
す
。

た
だ
、
こ
う
い
う
軍
人
の
宴
会
と
無

縁
だ
っ
た
遠
隔
地
の
温
泉
は
、
古
く
か

ら
の
農
民
の
保
養
場
と
し
て
の
泥
落
と

し
が
近
年
ま
で
残
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
明
治
の
文
明
開
化
に

よ
っ
て
、
温
泉
地
も
変
わ
る
所
と
、
変

わ
ら
な
い
所
に
分
か
れ
て
き
ま
す
。

外
国
人
向
け
リ
ゾ
ー
ト

温
泉
の
も
う
一
つ
の
新
し
い
ス
タ
イ

ル
は
、
外
国
人
向
け
の
リ
ゾ
ー
ト
地
で

す
。
明
治
政
府
が
つ
く
っ
た
ツ
ー
リ
ス

ト
ビ
ュ
ー
ロ
ー
は
、
﹁
外
国
の
要
人
た

ち
を
庶
民
社
会
に
混
入
さ
せ
な
い
﹂
た

め
に
、
外
国
要
人
向
け
の
特
殊
な
高
級

リ
ゾ
ー
ト
地
を
つ
く
っ
て
隔
離
す
る
機

能
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
観
光
立
国

の
意
味
あ
い
と
は
、
ま
っ
た
く
違
い
ま

す
。
当
時
は
箱
根
や
日
光
、
湘
南
、
関

西
で
い
う
と
堺
の
海
岸
、
芦
屋
、
宮
島

な
ど
が
開
発
さ
れ
、
洋
式
ホ
テ
ル
が
造

ら
れ
ま
し
た
。
温
泉
で
外
国
人
観
光
客

向
け
の
保
養
地
と
な
っ
た
所
に
、
今
日

で
も
品
格
を
持
っ
た
温
泉
旅
行
に
耐
え

る
ホ
テ
ル
が
残
っ
て
い
ま
す
。

東
京
の
近
辺
で
い
い
ま
す
と
、
日
光

の
金
谷
ホ
テ
ル
、
箱
根
の
奈
良
屋
ホ
テ

ル
、
富
士
屋
ホ
テ
ル
。
共
通
し
て
い
る

の
は
、
国
立
博
物
館
の
よ
う
な
建
物
で

す
ね
。

ま
た
、
ツ
ー
リ
ス
ト
ビ
ュ
ー
ロ
ー
は
、

温
泉
地
だ
け
で
な
く
近
辺
を
外
国
要
人

向
け
に
別
荘
分
譲
も
し
ま
し
た
か
ら
、

格
上
の
別
荘
地
と
し
て
残
っ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
温
泉
は
、
い
く
つ
か
の

要
素
が
重
な
っ
て
発
展
、
変
遷
を
経
ま

し
た
が
、
農
家
の
泥
落
と
し
か
ら
な
る

温
泉
は
連
綿
と
続
い
て
い
て
、
情
報
化

時
代
に
入
る
と
﹁
秘
湯
﹂
と
し
て
取
り

挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の

契
機
が
、
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
で

し
た
。

デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン

デ
ィ
ス
カ
バ
ー
ジ
ャ
パ
ン
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
︵
１
９
７
０
︶
の
特
徴
は
、
女
性

を
動
員
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に

箱根宮之下の富士屋ホテル。外国

人から見た日本趣味の和洋折衷建

築。ホテルの周りには、古伊万里

や刀剣を扱う骨董屋が立ち並ぶ。

若
い
女
の
子
が
動
い
た
こ
と
が
、
温
泉

地
を
大
き
く
変
え
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
も
女
性
が
温
泉
に
行
っ
て

は
い
た
。
た
だ
、
大
ら
か
だ
っ
た
江
戸

時
代
よ
り
も
、
む
し
ろ
﹁
婦
人
は
銃
後

の
守
り
﹂
と
い
う
厳
し
い
教
育
が
さ
れ

た
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
前
半
の
ほ
う

が
女
性
と
っ
て
厳
し
い
時
代
で
し
た
。

そ
れ
が
高
度
成
長
期
に
入
る
と
、
女

性
の
動
員
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
温
泉
で
く
つ
ろ
い
で
い
る
女
性
の

写
真
が
い
た
る
所
で
目
に
つ
く
よ
う
に

な
る
と
、
男
性
も
つ
ら
れ
て
温
泉
地
へ

行
く
か
ら
入
り
込
み
客
︵
注
︶
が
も
の

す
ご
く
増
え
る
。
そ
れ
で
設
備
投
資
が

進
ん
で
、
温
泉
旅
館
の
大
規
模
化
、
立

て
直
し
が
進
み
ま
し
た
。

ま
た
、
企
業
の
招
待
旅
行
と
い
う
の

は
新
し
い
形
で
し
た
ね
。
例
え
ば
、
家

電
メ
ー
カ
ー
が
全
国
の
小
売
店
を
招
待

し
て
温
泉
地
に
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

や
は
り
経
済
の
高
度
成
長
は
日
本
の
温

泉
地
を
が
ら
り
と
変
え
た
大
き
な
要
素

に
な
り
ま
し
た
ね
。

交
通
が
発
達
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が

一
泊
旅
行
に
な
っ
て
、
そ
の
日
の
晩
に

宴
会
を
開
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

温
泉
旅
行
イ
コ
ー
ル
宴
会
と
な
る
の
は
、

１
９
７
０
年
代
か
ら
で
す
よ
。
温
泉
旅

館
が
、
ど
ん
ど
ん
温
泉
観
光
ホ
テ
ル
に

︵
注
︶
入
り
込
み
客

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

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

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

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

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
リ
ン
ク
し
出
し
た
、

象
徴
的
な
き
っ
か
け
が
デ
ィ
ス
カ
バ
ー

ジ
ャ
パ
ン
で
し
た
。

マ
ス
コ
ミ
と
つ
な
が
る
よ
う
に
な
る

と
、
料
理
も
不
必
要
に
贅
沢
に
な
る
。

旅
館
で
あ
れ
ば
日
常
の
料
理
よ
り
は
手

が
か
か
っ
て
い
て
、
一
汁
一
菜
で
な
い

の
は
当
然
で
す
が
、
高
度
成
長
期
の
温

泉
旅
館
は
不
必
要
な
ま
で
に
料
理
を
膨

張
さ
せ
ま
し
た
。
二
の
膳
が
普
通
に
な

り
、
十
品
以
上
が
基
準
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
日
本
の
庶
民
の
食
習
慣
に
は
無

か
っ
た
こ
と
。
要
す
る
に
成
り
上
が
っ

た
だ
け
で
、
個
人
で
泊
ま
れ
ば
１
泊
２

万
円
、
３
万
円
に
も
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
延
び

る
か
で
す
が
、
料
理
の
こ
け
お
ど
し
の

時
代
は
も
う
終
わ
っ
た
で
し
ょ
う
。
飽

食
の
時
代
で
す
か
ら
、
飽
食
以
上
の
料

理
を
出
そ
う
と
す
れ
ば
品
数
と
見
栄
え

し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
味
と

い
う
文
化
は
遅
れ
を
と
っ
た
。
温
泉
旅

行
で
本
当
に
味
で
売
り
出
せ
る
所
が
ど

れ
ほ
ど
あ
る
か
。
期
待
は
、
こ
れ
か
ら

で
は
な
い
で
す
か
。

温
泉
に
対
す
る
共
同
幻
想
を

ど
う
維
持
す
る
か

現
在
の
日
本
の
場
合
、
薬
湯
と
い
う

の
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
成
分
に
は

あ
ま
り
依
存
し
ま
せ
ん
。
滞
留
期
間
が

短
い
で
す
か
ら
、
一
晩
入
っ
た
か
ら
と

日本温泉文化史

変
わ
る
ん
で
す
。

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
の
は
、
そ
の
土
地
に
お
け
る
温
泉
の

役
割
が
変
わ
る
こ
と
で
す
。

ど
ぼ
ん
と
温
泉
に
浸
か
っ
て
宴
会
す

る
の
は
以
前
と
同
じ
で
す
が
、
業
者
が

儲
け
て
も
、
そ
の
土
地
へ
の
分
配
、
還

元
は
増
え
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
エ
ン
タ

ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
称
し
て
、
温
泉
や

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
す
べ
て
の
商
売
を
、

自
分
の
宿
・
土
地
の
中
に
囲
い
こ
ん
で

し
ま
う
。
朝
市
ま
で
も
、
自
分
の
所
の

ロ
ビ
ー
で
開
く
。
そ
う
い
う
宿
泊
施
設

の
大
型
化
の
蔭
で
、
消
え
て
い
く
旅
館

も
出
て
き
ま
し
た
。

飯
坂
温
泉
が
い
い
例
で
す
。
昭
和
60

年
代
の
調
査
で
は
、
１
０
０
年
の
歴
史

を
持
っ
た
旅
館
で
生
き
延
び
た
の
は
約

６
割
で
し
た
。
外
部
資
本
が
入
り
、
設

備
投
資
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
、
潰
れ
て

い
き
ま
し
た
。
全
体
の
入
り
込
み
客
数

は
増
え
て
い
る
の
で
、
大
き
い
所
に
集

中
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

一
方
、
今
で
も
小
さ
な
旅
館
が
た
く

さ
ん
残
っ
て
い
る
温
泉
地
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
所
が
生
き
延
び
た
の
は
、
不

便
で
入
り
込
み
客
が
少
な
い
か
ら
で
す
。

そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
不
便
な
と
こ
ろ

に
は
マ
ス
コ
ミ
も
取
材
に
行
か
な
い
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
マ
ス
コ
ミ
の
付
加
価

値
に
注
目
が
集
ま
り
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

に
ど
う
露
出
す
る
か
が
生
き
延
び
の
課

題
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き

い
っ
て
そ
れ
が
効
く
と
は
誰
も
思
っ
て

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
﹁
温
泉
に
入
っ

て
癒
さ
れ
た
﹂
と
は
思
っ
て
い
る
。

日
本
人
の
温
泉
好
き
と
い
う
の
は
、

言
っ
て
み
れ
ば
共
同
幻
想
で
す
。
だ
か

ら
湧
出
量
よ
り
も
、
む
し
ろ
﹁
温
泉
と

い
う
共
同
幻
想
を
い
か
に
持
続
さ
せ
る

か
﹂
が
大
事
な
こ
と
で
す
。

江
戸
時
代
に
も
温
泉
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
が
あ
っ
て
、
そ
の
本
が
共
同
幻
想
を

相
当
膨
ら
ま
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
科

学
的
な
情
報
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
提

供
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
癒
さ
れ
た
と
み
ん
な
が
思
っ
て
い

ま
す
。
厚
生
省
︵
当
時
︶
が
決
め
た
基

準
が
あ
っ
て
も
、
温
泉
に
行
っ
て
そ
れ

を
確
か
め
て
い
る
人
は
い
ま
せ
ん
で
し

ょ
。
つ
ま
り
、
癒
し
と
い
う
意
味
で
の

共
同
幻
想
は
江
戸
時
代
か
ら
ず
っ
と
続

い
て
お
り
、
﹁
日
本
人
の
温
泉
好
き
﹂

と
い
う
形
で
今
ま
で
維
持
さ
れ
て
き
た

こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

温
泉
は
非
戦
闘
文
化

こ
う
し
て
み
て
い
く
と
、
温
泉
と
い

う
概
念
や
現
在
の
温
泉
地
が
、
一
言
で

語
ら
れ
に
く
い
理
由
が
わ
か
っ
て
き
ま

す
。
つ
ま
り
、
初
め
に
求
め
ら
れ
た
機

能
も
違
え
ば
、
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
も
多

様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
混
じ
り
あ
っ
て

今
の
姿
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
逆

に
言
え
ば
、
温
泉
そ
の
も
の
は
変
ら
ず

に
あ
っ
て
、
回
り
を
取
り
巻
く
我
々
の

思
惑
や
利
用
の
形
態
が
変
化
し
た
た
め

に
、
温
泉
の
性
格
が
多
様
化
し
た
と
い

う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

そ
う
し
た
意
味
か
ら
い
え
ば
、
温
泉

は
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
変
化
す
る
可

能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
日
本
人
の
大
衆
浴
文
化
が

世
界
に
広
ま
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は

な
い
で
し
ょ
う
。
裸
で
他
人
と
接
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
非
戦
闘
文
化
の
賜
物

で
、
海
外
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
裸
で
交

わ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
例
は
あ
り

ま
す
が
、
あ
れ
は
自
分
に
敵
意
の
な
い

こ
と
を
表
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
裸

を
見
せ
あ
っ
て
議
論
を
し
、
議
会
運
営

を
す
る
。
そ
れ
と
、
日
本
の
温
泉
は
根

本
的
に
違
い
ま
す
か
ら
ね
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
日
本
人
は
、
戦

闘
心
と
か
敵
愾
心
が
少
な
い
と
い
う
、

き
わ
め
て
不
思
議
な
民
族
で
す
。
早
い

時
代
に
一
言
語
に
統
一
さ
れ
た
こ
と
が

大
き
な
原
因
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
の

参
勤
交
代
は
、
文
化
の
均
質
化
に
非
常

に
貢
献
し
て
い
ま
す
。
言
語
が
違
っ
た

ら
警
戒
し
て
、
こ
う
は
い
か
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
。

そ
れ
と
似
た
状
況
が
現
代
の
中
国
で
、

十
数
億
人
が
一
つ
の
言
語
で
話
し
つ
つ

あ
る
。
脅
威
的
な
こ
と
で
す
よ
。
そ
れ

を
日
本
は
江
戸
時
代
に
、
期
せ
ず
し
て

見
事
に
や
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

岩が刳り貫かれた、伊豆は大滝温泉の

天城荘「子宝の湯」。温泉の効用の一つ

として、子供が授かるようにという期

待は大きかった。




