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l 論考

日
本
温
泉
文
化
の
精
神
世
界

〜
「い
の
ち
の
再
生
」
と
「共
存
」
を
め
ぐ
っ
て
〜

日
下
　
裕
弘

は
じ
め
に

日
本
人
は
古
代
か
ら
、
「循
環
」と
「共
存
」
の
精
神
的
風
土
を
基
底
に
、
道
教
や
仏
教

や
儒
教
、
西
欧
の
思
想
な
ど
を
重
層
的
に
混
清
・習
合
し
、
独
自
の
文
化
と
習
俗
を
形
成

し
て
き
た
。
日
本
の
温
泉
文
化
に
お
い
て
も
、
同
様
に
、
気
候
・風
土
、地
質
学
的
条
件
や

自
然
信
仰
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
考
え
方
を
土
台
に
、
中
国
の
精
神
的
風
土
と
し
て
の
道
教

（タ
オ
イ
ズ
ム
）・気
の
思
想
・陰
陽
五
行
説
。本
草
学
、
仏
教
、
儒
教
、
西
欧
の
思
想
・

哲
学
・科
学
・医
学
な
ど
を
重
層
的
に
混
清
・習
合
し
、
独
自
の
温
泉
文
化
と
習
俗
を
形

成
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
日
本
の
温
泉
文
化
史
に
一貫
し
て
通
底
し
て
い
る
の
は
、
温
泉
浴
の
醍
醐
味

で
あ
る
「気
持
ち
の
い
い
身
体
感
覚
」と
温
泉
文
化
の
真
髄
と
し
て
の
「い
の
ち
の
再
生
」

と
「共
存
」
の
価
値
で
あ
る
。

一　
日
本
の
「ゆ
」の
起
源
と
深
層
の
意
味
（い
の
ち
の
再
生
）

折
口
信
夫
に
よ
れ
ば
、
「ゆ
」の
起
源
は
古
代
に
遡
り
、
「斎
（ゆ
）」、即
ち
、神
聖
な
「楔

（み
そ
ぎ
）」を
す
る
た
め
に
沐
浴
す
る
川
の
水
「斎
川
水
（ゆ
か
わ
み
ず
）」
の
略
語
で
あ

る
。
従
っ
て
本
来
は
冷
水
を
指
す
の
で
あ
る
が
、自
然
に
湧
い
て
出
る
温
泉
（い
づ
る
湯
）

が
最
も
「神
聖
な
楔
ぎ
の
水
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
古
代
人
に
と
っ
て
「楔

ぎ
」
は
、
「誕
生
」
「復
活
」
「環
魂
」を
意
味
し
、
そ
の
温
水
は
「常
世
の
国
」か
ら
来
た

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「湯
」
に
沐
浴
す
る
と
「人
は
す
べ
て
始
め
に
戻
る
」と
信
じ
ら

れ
て
い
た
。

生
命
の
維
持
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
水
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
「神
霊
の
存
す
る
場
所
」

で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
水
を
「
一切
の
存
在
可
能
性
の
根
源
」
で
あ
り
、
「再
生
」と

「復
活
」を
意
味
す
る
と
、
ま
た
、
ノ
イ
マ
ン
は
、
水
を
「生
命
の
最
初
の
子
宮
」
で
あ
り
、

多
く
の
神
話
で
は
、
意
識
下
の
深
き
と
こ
ろ
か
ら
「生
命
が
誕
生
す
る
」と
述
べ
る
。
ま

た
、
萩
野
恕
二
郎
も
、
水
が
「万
物
の
始
原
。
一切
の
子
宮
・母
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
イ
ン
モ
ー
ス
は
、
日
本
に
古
来
か
ら
伝
わ
る
儀
式
で
あ
る
「湯
立
神
事
」
の
深

層
の
意
味
に
つ
い
て
、
水
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
の
象
徴
で
あ
り
、
湯
立
て
す
る
た
め
の

「火
」は
、
水
の
可
能
性
に
「形
」を
、
つ
ま
り
「生
命
に
不
可
欠
な
暖
か
さ
」を
与
え
る

も
の
で
あ
り
、
こ
の
２
つ
の
宇
宙
力
の
「聖
な
る
結
婚
」が
、
農
耕
社
会
の
「原
型
」で
あ

り
、
そ
れ
が
や
が
て
「作
物
の
豊
穣
」
へ
と
つ
な
が
る
、
と
解
釈
し
て
い
る
。

一一　
人
間
の
生
（い
の
ち
・生
活
）の
全
体
性
〜
「聖
・俗
・遊
（レ
ジ
ヤ
ー
）」の

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ブ
か
ら
〜

人
間
の
生
（い
の
ち
。生
活
）は
、
宗
教
や
理
想
な
ど
の
望
ま
し
い
価
値
の
世
界
と
し

て
の
「聖
」
の
領
域
、
利
害
関
係
や
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
が
支
配
的
な
現
実
と
し
て

の
「俗
」
の
領
域
、
そ
し
て
、
自
由
で
気
ま
ま
な
レ
ジ
ヤ
ー
と
し
て
の
「遊
」
の
領
域
に
大

別
で
き
る
。
「聖
」は
、
そ
の
厳
粛
さ
に
お
い
て
「俗
」を
超
越
し
、
望
ま
し
か
ら
ざ
る
現

実
を
批
判
し
、
律
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「遊
（レ
ジ
ャ
ー
）」
は
、
そ
の
気
楽
な
自
由
さ

に
お
い
て
現
実
を
離
脱
し
、
そ
れ
自
体
の
世
界
を
生
成
し
、
○
計【Ｂ
（気
晴
ら
し
・心
の
解

放
）か
ら
∽ｏ，ｏ一①
（自
己
開
発
・自
己
実
現
）ま
で
の
自
分
ら
し
い
ｒ一「①
を
国ユ
ｏく
す
る
。

そ
う
し
て
、
あ
る
角
度
と
距
離
を
も
っ
て
現
実
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
「遊
（レ
ジ
ヤ
ー
）」

は
ま
た
、
聖
な
る
旅
（お
伊
勢
参
り
な
ど
）の
帰
り
道
の
物
見
遊
山
や
温
泉
巡
り
な
ど
の

よ
う
に
、
「聖
」と
「俗
」
の
間
に
あ
っ
て
、
両
者
を
媒
介
す
る
。
聖
な
る
世
界
だ
け
に
身

を
捧
げ
る
人
間
は
僧
侶
、俗
な
る
世
界
だ
け
に
固
執
す
る
人
間
は
守
銭
奴
、そ
し
て
遊
（レ

ジ
ャ
ー
）の
世
界
だ
け
に
没
頭
し
す
ぎ
て
現
実
の
世
界
に
戻
れ
な
く
な
っ
た
人
間
は
狂
気

で
あ
る
。
人
間
は
人
間
ら
し
く
生
き
れ
ば
い
い
し
、
事
実
、
ど
の
時
代
の
人
間
も
そ
れ
な

り
に
人
間
ら
し
く
生
き
て
き
た
。
「聖
」「俗
」「遊
（レ
ジ
ャ
ー
）」の
３
つ
の
生
（い
の
ち
・

生
活
）の
領
域
を
行
き
つ
戻
り
つ
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
、
そ
の
人
な
り
の
調
和
を
も
っ
て
生

き
て
き
た
。
こ
れ
ら
３
つ
の
価
値
領
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
自
他
を
相
対
化
し
あ
い
な
が
ら
、

人
間
の
「生
（い
の
ち
・生
活
）の
全
体
性
」を
構
成
す
る
。

ヽ
，ノ
パヽ″じ′

′
√



論考  I

三
　
温
泉
史
に
見
る
「い
の
ち
」の
「聖
・俗
・遊
（レ
ジ
ヤ
ー
）」

１
　
古
代
の
温
泉
（聖
な
る
「い
の
ち
」）

古
代
の
人
々
は
海
や
川
で
水
浴
し
た
。
と
す
れ
ば
、
地
下
の
水
が
温
か
い
火
に
よ
っ
て

熱
せ
ら
れ
、
地
中
の
上
を
通
っ
て
湧
き
出
で
る
温
泉
は
さ
ぞ
か
し
不
思
議
な
存
在
だ
っ
た

ろ
う
し
、
こ
れ
に
か
か
わ
り
を
も
っ
た
こ
と
、
利
用
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
イ

ノ
シ
シ
、
シ
ヵ
、
ク
マ
、
サ
ル
、
シ
ラ
サ
ギ
・
・
・な
ど
が
温
泉
で
暖
を
と
り
、
傷
を
癒
す

姿
を
発
見
し
、
古
代
人
が
こ
の
「自
然
の
め
ぐ
み
」に
浴
し
だ
こ
と
は
世
界
中
い
た
る
と

こ
ろ
に
鳥
獣
伝
説
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
原
始
の
日
本
人
も
湧
き
出
で

る
「あ
り
が
た
い
」自
然
の
恵
み
を
発
見
し
、
そ
こ
に
集
ま
り
、
皆
で
暖
を
と
り
、
療
養
・

保
養
な
ど
に
活
用
し
て
い
た
。

伊
予
国
の
道
後
温
泉
で
は
、
大
己
貴
命
（お
お
な
む
ち
の
み
こ
と
）が
別
府
温
泉
か
ら

引
い
て
き
た
温
泉
で
少
彦
名
命
（す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と
）を
湯
浴
み
さ
せ
、
い
の
ち

を
再
生
さ
せ
た
と
い
う
神
話
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
２
人
の
命
は
、
現
在
で
も
各
地
の
温

泉
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
出
雲
の
玉
造
温
泉
で
は
、
国
司
が
朝
廷
に
出
向
く
と

き
に
温
泉
で
「楔
ぎ
」を
し
て
い
る
。
「盟
神
探
湯
（く
が
た
ち
）」は
、
湯
を
も
ち
い
た

神
聖
な
裁
判
だ
っ
た
。
古
代
人
は
、
高
く
噴
き
上
が
る
火
山
を
「御
神
火
」と
呼
び
、
湧
き

出
で
る
温
泉
を
「御
神
湯
」と
称
し
、
「神
の
力
Ｈ
霊
験
」と
し
て
こ
れ
を
崇
め
た
。
古
代

の
温
泉
は
、
「聖
な
る
い
の
ち
の
恵
み
」だ
っ
た
。

２
，
中
世
の
温
泉
（聖
か
ら
俗
へ
）

（ｌ
）
天
皇
の
温
泉
行
き

伊
予
風
土
記
に
は
、
景
行
・仲
哀
両
天
皇
、
お
よ
び
聖
徳
太
子
が
道
後
温
泉
に
入
湯
し

た
と
す
る
記
録
が
あ
り
、
日
本
書
記
、
万
葉
集
、
続
日
本
書
記
に
は
、
有
馬
、
伊
予
、
紀
伊

な
ど
の
温
泉
に
、
欽
明
、
舒
明
、
斎
明
、
天
智
、
天
武
、
持
統
の
諸
天
皇
が
入
湯
し
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
天
皇
の
温
泉
行
き
は
、
大
勢
の
付
き
人
を
同
行
し
た
、
き
わ
め
て
長
期
間

の
「湯
治
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
は
「療
養
」と
い
う
聖
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
し

か
し
そ
こ
に
は
、
天
皇
が
「温
泉
に
行
幸
さ
れ
る
。遊
ば
さ
れ
る
」と
い
う
と
き
の
「旅

に
よ
る
現
実
か
ら
の
離
脱
」と
い
う
「遊
（レ
ジ
ヤ
ー
）」
の
機
能
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
天
皇
は
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ
の
両
面
に
お
い
て
「い
の
ち
の
洗
濯
」を
さ
れ
た
と
い
っ

て
い
い
ｃ

（２
）
仏
教
の
伝
来
と
温
泉
へ
の
影
響

奈
良
時
代
に
仏
教
は
国
家
宗
教
に
な
っ
た
。
仏
教
に
は
沐
浴
を
説
く
「仏
説
温
室
法
浴

衆
僧
経
」や
「四
分
律
経
」と
い
っ
た
経
典
が
あ
り
、
「七
病
を
除
去
し
、
七
福
を
得
る
」

と
さ
れ
て
い
る
。
沐
浴
を
経
典
で
推
奨
す
る
宗
教
は
仏
教
の
み
で
あ
る
。
大
安
寺
、
唐
招

提
寺
、
法
隆
寺
、
東
大
寺
、
法
華
寺
な
ど
に
は
、
「大
湯
屋
」や
「浴
堂
」と
呼
ば
れ
る
沐
浴

場
を
設
け
、
「仏
像
」と
「湯
維
那
」と
い
う
管
理
僧
を
置
き
、
供
養
の
目
的
で
「浴
像
」

も
し
た
。
こ
の
浴
場
で
は
、僧
侶
の
み
で
は
な
く
、寒
さ
に
震
え
る
庶
民
や
病
人
へ
の
「医

療
的
施
し
」と
し
て
の
「施
浴
」が
行
わ
れ
た
。
こ
の
施
浴
は
、
仏
教
の
普
及
と
共
に
次
第

に
各
地
に
広
ま
っ
た
。
日
本
人
の
風
呂
・温
泉
好
き
の
習
俗
に
与
え
た
仏
教
の
影
響
は
極

め
て
大
き
い
。
行
基
を
始
め
と
す
る
多
く
の
仏
僧
は
、
全
国
を
行
脚
し
、
温
泉
が
近
く
に

あ
る
人
々
に
そ
の
医
療
的
効
能
を
説
き
、
温
泉
浴
を
奨
励
し
た
。
か
く
し
て
神
仏
習
合
の

こ
の
時
代
に
、
「神
社
」と
「薬
師
堂
」が
温
泉
場
に
設
置
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
宗
教
や
医
療
と
い
っ
た
「聖
な
る
い
の
ち
」を
象
徴
し
て
い
る
。

（３
）
修
験
者
と
温
泉

９
世
紀
に
入
る
と
、
神
道
、
仏
教
、
陰
陽
五
行
説
な
ど
が
渾
然
一体
と
な
っ
た
「密
教
」

が
成
立
し
、
そ
れ
を
基
礎
に
「修
験
者
」が
現
れ
た
。
草
津
で
は
す
で
に
１２
世
紀
に
は
修

験
者
が
古
白
根
山
を
「霊
場
」と
し
て
修
行
を
し
た
。
山
の
中
腹
に
あ
る
「富
貴
原
池
」

で
楔
ぎ
を
し
、
「祈
祷
壇
」を
設
け
、
「自
根
明
神
」を
祀
っ
て
修
行
を
し
た
。
噴
火
回
の
温

泉
湖
に
「笹
塔
婆
」を
投
げ
入
れ
、
山
神
の
た
め
、
母
の
た
め
、
女
性
一般
の
た
め
に
祈
祷

し
た
。
修
験
者
は
、
凹
地
に
湧
出
す
る
温
泉
を
発
見
し
、
薬
師
仏
の
功
徳
と
し
て
こ
れ
を

祀
り
、沐
浴
し
て
身
を
清
め
た
。
彼
ら
は
、温
泉
の
「い
の
ち
」
へ
の
功
徳
を
人
々
に
説
き
、

宣
伝
し
た
。

（４
）
貴
族
・中
央
官
僚
と
温
泉
（「俗
」と
「遊
（レ
ジ
ヤ
ー
）」
の
始
ま
り
）

平
安
時
代
の
貴
族
や
中
央
官
僚
に
と
っ
て
、
温
泉
は
「湯
に
よ
る
療
養
」が
主
た
る
目

的
で
あ
っ
て
、
「湯
治
」と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
始
め
た
。
そ
れ
は
、
古
今
和
歌
集
、
枕
草

子
、
竹
取
物
語
、
藤
原
氏
に
代
表
さ
れ
る
中
央
官
僚
の
「日
誌
」な
ど
に
示
さ
れ
た
温
泉

浴
に
関
す
る
和
歌
、
文
章
、
物
語
、
記
録
等
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
上
流
階
層
の
人
々

に
と
っ
て
温
泉
行
き
は
あ
た
り
ま
え
の
習
俗
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
平
安
の
歌
人
は
「花
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I 論考

鳥
風
月
」を
愛
し
、
生
け
る
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
日
本
的

自
然
観
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
は
も
と
よ
り
、
温
泉
、
山
々
、
樹
木
、
鳥
の
声

と
い
っ
た
自
然
を
「い
の
ち
」あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
「生
命
的
自
然
観
」で
あ
る
。

人
間
と
自
然
と
の
間
に
は
も
と
も
と
生
命
体
と
し
て
の
感
応
関
係
が
あ
り
、
そ
の
感
応
道

交
の
中
に
生
の
理
想
が
求
め
ら
れ
た
。
温
泉
行
き
は
、
湯
に
浸
か
っ
て
心
身
を
療
養
・保

養
し
、
「自
然
と
の
共
存
」を
満
喫
す
る
レ
ジ
ャ
ー
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
献
に
は
、

庶
民
の
姿
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
。

戦
国
の
武
士
は
、命
を
か
け
た
戦
い
か
ら
温
泉
場
に
逃
げ
込
み
、敵
の
気
づ
か
な
い
「か

く
し
湯
」に
入
り
、
安
全
。安
心
な
環
境
で
心
身
を
癒
し
、
傷
を
癒
し
た
。
そ
れ
は
、
温
泉

に
近
い
庶
民
の
「骨
休
め
」
の
湯
治
・温
泉
浴
と
同
様
に
、
「聖
な
る
い
の
ち
の
癒
し
」で

あ
っ
た
。

３
　
近
世
（江
戸
時
代
）と
温
泉
（「俗
」か
ら
「遊
」
へ
一遊
興
化
・享
楽
化
）

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
戦
乱
は
落
ち
着
き
、
人
々
の
経
済
力
も
増
大
し
、
五
街
道
を
含

む
交
通
の
便
も
良
く
な
っ
た
。
こ
の
世
を
困
難
や
苦
し
み
の
多
い
「憂
き
世
」と
す
る
生

活
観
が
う
す
れ
、
無
常
な
こ
の
世
だ
か
ら
こ
そ
む
し
ろ
楽
し
ん
で
し
ま
え
と
い
う
「う
き

世
」観
も
形
成
さ
れ
た
。
厳
し
い
修
行
を
通
じ
て
悟
り
を
開
く
仏
教
も
、
特
に
、葬
式
仏
教

を
通
じ
て
先
祖
崇
拝
と
結
び
つ
き
「世
俗
化
」し
、
人
々
に
広
ま
っ
た
。

か
く
し
て
、
日
本
独
自
の
「湯
治
」
の
習
俗
が
形
成
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
１
回
り
７
日

を
３
回
り
で
２‐
日
と
い
う
長
期
間
、
温
泉
に
浸
か
り
、
規
則
正
し
い
生
活
に
心
が
け
、
仲

間
と
楽
し
く
療
養
・保
養
す
る
（「共
存
」
の
習
俗
）と
い
う
民
間
療
法
が
隆
盛
し
た
。
特

に
地
方
に
は
、
こ
う
し
た
療
養
一筋
の
湯
治
場
が
多
か
っ
た
。

こ
の
湯
治
を
盛
ん
に
し
た
重
要
な
要
因
に
は
、
日
本
独
自
の
温
泉
医
学
の
発
達
が
あ

る
。
日
本
の
温
泉
医
学
は
も
と
も
と
中
国
の
薬
草
医
学
で
あ
る
「本
草
」に
習
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
江
戸
の
医
学
者
は
、
わ
が
国
の
多
種
多
様
で
豊
富
な
温
泉
を
つ
ぶ
さ
に
調
査

研
究
し
、
実
証
を
重
ね
、
き
わ
め
て
緻
密
な
温
泉
医
学
を
発
達
さ
せ
た
。
例
え
ば
、
稲
生
若

水
、
藤
原
長
治
、
貝
原
益
軒
、
河
合
章
尭
、
後
藤
艮
山
、
香
川
修
徳
、
山
村
通
庵
、
・
・
・

宇
田
川
裕
篭
ら
が
、
具
体
的
な
経
験
を
通
じ
た
緻
密
な
温
泉
医
学
（効
能
や
種
類
、
入
浴

法
な
ど
）を
展
開
し
た
。特
に
、香
川
修
徳
の
「
一本
堂
薬
選
続
編
」に
は
、
「温
泉
は
「気
』

を
助
け
、
体
を
温
め
、
「悪
血
を
除
い
て
』
『血
の
め
ぐ
り
を
良
く
し
』肌
の
き
め
を
良
く

し
、
関
節
に
利
く
」と
あ
り
、
現
在
の
温
泉
医
学
の
根
本
で
あ
る
『血
行
」と
『代
謝
』を

良
く
し
、
『自
然
治
癒
力
』を
増
大
さ
せ
る
と
す
る
考
え
方
が
す
で
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
「気
の
思
想
の
日
本
化
」が
見
て
取
れ
る
。

だ
が
し
か
し
、
十
返
舎
一九
の
滑
稽
本
「東
海
道
膝
栗
毛
」
の
流
行
が
示
す
よ
う
に
、

こ
の
時
代
、
庶
民
に
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
温
泉
の
旅
は
、
温
泉
本
来
の
聖
な
る
意
味
を
超

え
て
、
「物
見
遊
山
」
の
色
彩
を
濃
く
し
て
い
く
。
そ
の
好
例
が
「
一夜
湯
治
」
で
あ
る
。

関
東
の
庶
民
は
、村
人
の
代
表
者
を
定
め
、集
団
（「講
」）を
つ
く
り
、
一生
に
一度
の
「お

伊
勢
参
り
」に
出
か
け
た
。
行
き
も
帰
り
も
命
を
か
け
た
長
旅
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
伊

勢
神
社
ま
で
の
行
き
は
真
面
目
な
聖
な
る
旅
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
お
伊
勢
参
り
が
終
わ
る

と
、
各
地
の
名
所
。旧
跡
や
神
社
・仏
閣
を
巡
り
歩
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
帰
り
は
一転

し
て
「物
見
遊
山
」
の
旅
と
な
っ
た
。
東
海
道
の
帰
り
道
、
「箱
根
七
湯
」を
「
一夜
の
湯

治
」と
称
し
て
、
飲
め
や
唄
え
の
「団
体
宴
会
型
一泊
温
泉
旅
行
」を
楽
し
ん
だ
。
各
地
の

大
き
な
温
泉
場
に
は
「の
む
。う
つ
。か
う
」と
い
っ
た
良
か
ら
ぬ
危
険
な
入
り
口
に
誘

う
「湯
女
」も
多
く
、
「浮
か
れ
た
客
」を
待
っ
て
い
た
。
江
戸
時
代
の
温
泉
は
遊
興
化
・

享
楽
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
傾
向
は
、
江
戸
の
温
泉
番
付
に
載
っ
て
い
る
名
だ
た
る
温
泉

場
に
著
し
い
。
貴
族
や
武
士
も
例
外
で
は
な
い
。
僧
侶
も
温
泉
宿
の
経
営
を
す
る
よ
う
に

な
り
、
温
泉
宿
の
経
済
発
展
に
一役
か
う
よ
う
に
な
っ
た
。

４
　
近
。現
代
と
温
泉
（「俗
」と
「遊
」
の
進
展
）

明
治
期
以
降
、
西
欧
の
合
理
的
精
神
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
医
学
が
盛
ん
に
取
り
入
れ
ら

れ
た
。
人
間
が
自
然
を
支
配
す
る
世
の
中
に
な
り
、
人
間
と
自
然
と
経
済
の
諸
価
値
が
拮

抗
・対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
・大
正
。昭
和
を
通
じ
て
、
近
代
化
に
伴
う
資
本

主
義
経
済
や
交
通
網
の
発
達
、
中
産
階
層
の
台
頭
に
よ
っ
て
温
泉
浴
は
さ
ら
に
大
衆
化

（「俗
化
」）し
て
い
っ
た
。
温
泉
は
「外
湯
」か
ら
「内
湯
」
へ
と
推
移
し
、
か
つ
て
の
「木

賃
宿
」は
「湯
宿
」
「旅
籠
」
「巨
大
ホ
テ
ル
」
へ
と
変
貌
し
た
。
少
人
数
で
の
「聖
な
る
湯

治
」は
地
方
の
ひ
な
び
た
温
泉
場
に
残
り
つ
つ
も
、
特
に
都
会
に
近
い
温
泉
場
は
「観
光

地
化
」
「歓
楽
化
」し
て
い
っ
た

掘
削
に
よ
る
温
泉
地
開
発
が
急
速
に
進
み
、
現
在
で
は
、
温
泉
地
数
は
約
二
千
、
宿
泊

施
設
数
は
約
一万
三
千
、
年
間
延
宿
泊
者
数
は
約
一億
二
千
万
人
に
増
加
し
た
。
温
泉
の

湧
出
量
に
お
け
る
「自
噴
」と
「動
力
」
の
割
合
は
約
１
対
３
で
、
掘
削
温
泉
の
ほ
う
が

´
`´
、
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讐
菫

圧
倒
的
に
多
い
。
温
泉
旅
行
の
理
由
は
、
自
然
環
境
、
温
泉
情
緒
、
温
泉
そ
の
も
の
、
観
光

施
設
、
宿
の
施
設
、
温
泉
浴
場
。露
天
風
呂
、
宿
泊
料
金
、
療
養
効
果
、
交
通
の
便
、
や
す

ら
ぎ
、
味
覚
、
・
・
・
の
順
に
多
く
、
「遊
」
の
側
面
が
顕
著
で
あ
る
。

一方
、
昭
和
５
年
に
「日
本
温
泉
協
会
」、
昭
和
１０
年
に
「日
本
温
泉
気
候
学
会
」が
設

立
さ
れ
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
西
欧
の
温
泉
医
学
に
基
づ
い
て
温
泉
と
温
泉
地
そ
し
て

温
泉
文
化
が
経
営
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「聖
」
「俗
」
「遊
」
の
調
和
が
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
西
欧
の
湯
治
場
・
ク
ア
ハ
ウ
ス
が
、
日
本
の
温
泉
の
あ
り
方
の
ひ
と
つ

の
モ
デ
ル
と
も
な
っ
て
き
て
い
る
。
平
成
の
経
済
低
成
長
期
を
迎
え
、
「こ
こ
ろ
の
時
代
」

が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
聖
な
る
「国
民
保
養
温
泉
地
」
の
年
間
延
宿
泊
者
数
も
約

一千
万
人
に
ま
で
伸
び
て
き
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
の
影
響
も
収
束
し
つ
つ
あ
る
現
在
で
は
、

大
衆
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
伴
っ
て
、
温
泉
地
の
個
性
を
生
か
し
た
温
泉
地
づ
く
り
が
課

題
と
な
っ
て
い
る
。
「新
し
い
湯
治
」
の
あ
り
方
も
模
索
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。
日
本
の
誇
る
べ
き
温
泉
文
化
の
本
質
で
あ
る
「い
の

ち
の
再
生
」と
「共
存
」と
い
う
精
神
的
伝
統
を
―

四
　
自
然
の
理
法
（こ
と
わ
り
）に
「瀞
ぶ
『い
の
ち
』」
〜
「瀞
」か
ら
「聖
」
へ
〜

世
俗
を
離
れ
て
温
泉
地
に
遊
び
、
湯
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
心
地
よ
く
あ
た
た
ま
り
、
仲
間

と
共
に
規
則
正
し
い
生
活
を
楽
し
み
、
い
の
ち
を
再
生
さ
せ
る
。
日
本
の
湯
治
に
典
型
的

に
見
ら
れ
る
こ
の
習
俗
と
身
体
感
覚
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
温
泉
の
本
質
で
あ
り
醍

醐
味
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
「自
然
済
」と
呼
ば
う
。
日
本
の
自
然
済
に
は
、
そ
の
深
層
に
、
「道
教
（タ
オ

イ
ズ
ム
）の
世
界
」が
あ
る
。

福
永
光
司
に
よ
れ
ば
、
道
教
は
、
日
本
の
古
代
か
ら
現
在
ま
で
の
思
想
・文
化
を
貫
流

す
る
基
底
的
思
想
で
あ
る
。
道
教
は
中
国
南
部
の
人
々
の
様
々
な
信
仰
や
も
の
の
考
え

方
・習
俗
等
が
融
合
し
、
老
子
と
荘
子
の
い
わ
ゆ
る
老
荘
思
想
と
し
て
結
実
し
た
世
界
観

で
あ
る
。
儒
教
の
説
く
仁
、
義
、
忠
、
孝
な
ど
の
人
倫
の
秩
序
は
北
部
支
配
層
の
理
想
で

あ
っ
て
、
当
時
の
中
国
の
庶
民
の
現
実
は
戦
争
・分
断
・対
立
・差
別
と
い
っ
た
苦
し
み

の
絶
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
老
荘
思
想
は
、
儒
教
の
こ
う
し
た
偽
り
の
思
想
に
対
抗
す

る
形
で
形
成
さ
れ
た
。
人
間
が
人
為
的
に
作
っ
た
知
識
や
思
想
は
あ
さ
は
か
な
も
の
で
あ

る
。
真
実
は
、
そ
う
し
た
人
為
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
越
し
た
「自
然
の
こ

と
わ
り
（理
法
・摂
理
）」
の
中
に
あ
る
。
根
源
に
あ
る
「い
の
ち
の
自
然
の
は
た
ら
き
」

こ
そ
が
万
物
の
真
実
で
あ
る
と
説
く
。
大
い
な
る
宇
宙
の
こ
の
究
極
的
な
こ
の
真
実
を

「道
（タ
オ
）」と
い
う
。
道
か
ら
「宇
宙
（マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
）」が
で
き
、
「天
」と
「地
」

に
な
っ
た
。
人
間
も
含
め
て
森
羅
万
象
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
（ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
）は
そ
れ

ぞ
れ
の
理
法
に
従
っ
て
「あ
る
が
ま
ま
」
に
生
き
、
「感
応
」し
合
う
。
こ
れ
こ
そ
が
真
実

だ
と
す
る
。
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
は
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
あ
た
か
も
二

重
に
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
そ
れ
ら
は
通
じ
て
一
つ
で
あ
る
。
道
の
本
性
が
具

現
化
し
て
森
羅
万
象
の
形
と
な
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
老
荘
思
想
の
中
で
も
老
子

は
現
実
社
会
に
お
け
る
政
治
や
人
間
の
生
き
方
を
も
重
視
す
る
。

一方
、
荘
子
は
徹
底
し
た
厭
世
思
想
で
、
自
然
の
こ
と
わ
り
の
な
す
が
ま
ま
に
、
現
実

を
超
越
し
て
、
道
に
従
っ
て
、
自
由
に
、
純
粋
に
、
生
き
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
荘
子
の
道

は
、
ま
さ
に
「遊
ぶ
い
の
ち
の
哲
学
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
荘
子
の
哲
学
が
描
く
道

の
ィ
メ
ー
ジ
は
こ
う
で
あ
る
。
「鳶
（と
ん
び
）が
風
に
遊
ぶ
。
池
の
鯉
は
水
に
済
ぶ
。‥
・

人
間
は
文
化
に
遊
ぶ
、
温
泉
に
浙
ぶ
。」。
自
然
の
理
法
（こ
と
わ
り
）の
な
す
が
ま
ま
に

自
由
に
、
ゆ
っ
た
り
と
遊
ぶ
こ
の
す
が
た
を
荘
子
は
「逍
逢
遊
」と
呼
ん
だ
。
逍
逢
遊
と

は
、と
ら
わ
れ
の
な
い
自
由
な
の
び
の
び
と
し
た
境
地
に
心
を
遊
ば
せ
る
（楽
し
ま
せ
る
）

こ
と
で
あ
る
。
現
実
を
離
れ
、
自
然
の
こ
と
わ
り
に
従
っ
て
、
安
心
し
て
、
お
お
ら
か
な
心

の
ま
ま
に
、
自
由
を
楽
し
ん
で
遊
ぶ
。
無
為
（人
為
を
無
く
し
）自
然
に
、
道
と
と
も
に
あ

る
が
ま
ま
を
楽
し
ん
で
生
き
る
。
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
は
、
大
は
大
な
り
に
、
小
は

小
な
り
に
本
来
の
自
然
に
生
か
さ
れ
て
生
き
る
。
こ
の
真
実
は
万
物
に
共
通
す
る
。
万
物

斉
同
（み
な
同
じ
）で
あ
る
ｃ
大
小
、
貧
富
、
重
軽
・
・
・と
い
っ
た
差
別
は
、
道
に
お
い

て
は
一切
無
い
。
森
羅
万
象
す
べ
て
が
道
の
も
と
に
同
一
で
あ
る
。
「
一
つ
の
自
然
性
に

帰
一
」す
る
。
「道
枢
（道
の
中
心
）」に
通
じ
て
い
る
。

久
野
昭
は
、
こ
の
自
然
性
を
「人
為
を
包
み
込
み
、
呑
み
込
ん
で
、
人
為
を
溶
解
し
て

し
ま
う
よ
う
な
自
然
」「自
己
が
無
に
な
る
こ
と
を
通
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
自
然
」
「自
然

に
お
い
て
自
己
が
お
の
ず
か
ら
無
に
な
る
」
「原
自
然
へ
の
私
意
な
き
か
か
わ
り
」と
表

現
す
る
。
こ
の
自
然
は
、
そ
れ
を
対
象
化
し
、
能
動
的
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
心
に
は
感

，４

、



じ
ら
れ
な
い
。
「身
体
が
無
意
識
的
に
感
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
動
的
に
、
お
の
ず
と

あ
ら
わ
れ
て
く
る
自
然
」
で
あ
る
。
こ
の
自
然
と
の
遊
び
を
久
野
は
、
「自
然
遊
」と
名
づ

け
た
。

昔
か
ら
日
本
人
は
温
泉
に
ゆ
っ
た
り
と
首
ま
で
浸
か
っ
て
身
体
の
芯
ま
で
温
ま
り
、

「気
」持
ち
よ
く
入
浴
す
る
こ
と
を
好
ん
で
き
た
。
そ
の
湯
浴
感
覚
の
最
も
良
い
例
が
「温

泉
大
国
日
本
の
露
天
風
呂
」
で
あ
る
。
温
泉
に
は
、
少
彦
名
命
と
い
う
神
様
が
神
社
に
鎮

座
し
て
い
る
し
、
薬
師
如
来
と
い
う
仏
様
が
い
る
。
だ
か
ら
温
泉
に
湯
浴
す
る
人
々
に
修

行
や
術
は
い
ら
な
い
。
身
分
や
貧
富
の
差
・男
女
の
別
…
。そ
う
し
た
差
別
は
一切
無
い
。

ひ
と
つ
の
い
の
ち
と
し
て
皆
、
平
等
（
一
つ
）で
あ
る
。
湯
浴
す
る
人
々
は
世
俗
を
離
れ

て
の
ん
び
り
と
温
泉
に
つ
か
り
、
浮
く
。
湧
き
出
で
る
湯
が
や
さ
し
く
わ
が
身
を
包
み
、

に
じ
ん
で
く
る
。
「あ
〜
あ
、
い
い
湯
だ
な
。
『気
』持
ち
が
い
い
。」煩
わ
し
い
こ
と
は
何

も
無
い
。
目
を
つ
ぶ
り
、
こ
こ
ろ
を
「空
っ
ぽ
」
に
し
て
ゆ
っ
た
り
と
湯
に
身
を
ゆ
だ
ね

る
。
ま
る
で
桃
源
郷
に
い
る
み
た
い
だ
。
極
楽
、
極
楽
・
・。
周
り
の
景
色
や
草
木
も
、
湯

も
、
そ
し
て
わ
が
身
も
、
同
じ
自
然
態
で
一
つ
で
あ
る
。
人
為
的
な
俗
世
間
か
ら
無
為
自

然
の
世
界
へ
逍
逢
す
る
。
温
泉
は
、
大
自
然
の
「水
」
（雨
水
）と
「火
」
（マ
グ
マ
熱
）と

「土
」
（地
下
の
土
の
成
分
）が
解
け
合
っ
て
湧
出
し
、
人
間
の
血
液
の
循
環
と
代
謝
を
良

く
し
、
人
間
が
も
っ
て
い
る
「自
然
治
癒
力
」
の
は
ら
た
き
を
活
発
化
さ
せ
、
元
気
に
し

て
く
れ
る
。
「皮
膚
感
覚
」や
「身
体
内
部
感
覚
」を
超
え
、
人
体
の
自
律
神
経
に
お
け
る

「深
部
感
覚
」即
ち
「生
命
維
持
回
路
」
に
つ
な
が
っ
て
、
い
の
ち
を
再
生
さ
せ
る
。
そ
れ

は
自
然
の
気
と
人
間
の
気
と
が
ふ
れ
あ
い
、
か
か
わ
り
あ
い
、
「感
応
」す
る
こ
と
、
自
然

の
理
法
に
従
っ
て
、
な
さ
れ
る
が
ま
ま
に
瀞
び
戯
れ
る
こ
と
、
無
為
の
状
態
で
原
点
に
も

ど
り
、
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ
の
自
然
の
は
た
ら
き
を
と
り
も
ど
す
「自
然
瀞
」
で
あ
る
。
そ

れ
は
「人
間
と
自
然
と
の
共
存
」で
あ
り
、
は
る
か
な
る
「道
枢
」
（「道
の
原
理
」と
し
て

の
「聖
な
る
自
然
の
こ
と
わ
り
」）に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
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