
14

「
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
）
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　　　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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