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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）
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【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
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