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多
く
の
温
泉
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
温
泉
発
見
の
由
来
を
語
っ
た
伝
説
は
、
早

く
か
ら
注
目
を
集
め
て
分
類
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
に
示
さ
れ
た
温
泉

発
見
伝
説
の
分
類
案
に
は
動
物
の
関
わ
る
も
の
が
共
通
し
て
み
ら
れ
る
た
め
、
動

物
の
関
わ
る
伝
説
は
発
見
伝
説
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
白
猿
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
鉛
温
泉
を
取

り
上
げ
、
開
湯
の
歴
史
や
伝
承
を
辿
っ
た
。
そ
の
結
果
、
温
泉
発
見
伝
説
の
背
後

に
落
人
伝
説
が
あ
る
こ
と
や
、
一
族
の
族
祖
伝
承
に
関
わ
る
形
で
発
見
伝
説
が
語

ら
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

世
界
で
も
有
数
の
温
泉
国
で
あ
る
我
が
国
で
は
、
多
く
の
温
泉
地
に
温
泉
発
見

の
経
緯
や
由
来
を
語
っ
た
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
温
泉
発
見
伝
説
は
民

俗
学
で
も
早
く
か
ら
注
目
を
集
め
、
最
も
早
い
も
の
で
は
高
木
敏
雄
が
『
日
本
伝

説
集⑴

』
の
「
縁
起
伝
説
」
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
柳
田
國
男
も
『
山
島
民
譚

集⑵

』
や
『
日
本
伝
説
名
彙⑶

』
等
で
動
物
名
の
付
い
た
温
泉
と
そ
の
由
来
に
つ
い
て

記
し
、
白
鷺
や
鹿
等
は
古
来
霊
物
で
あ
り
、
神
主
や
僧
侶
が
発
見
者
の
場
合
に
は

土
地
の
神
仏
の
使
者
伝
令
と
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

一
方
『
温
泉
大
鑑⑷

』
の
中
で
「
温
泉
の
信
仰
と
伝
説
」
を
記
し
た
加
藤
玄
智
と

宮
坂
光
次
は
、「
発
見
伝
説
」
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。
一
つ
は
「
猟
師
・

樵
夫
・
亡
命
者
等
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
温
泉
」、
ま
た
「
鳥
獣
に
教
え
ら
れ
て

発
見
し
た
温
泉
」「
神
仏
に
導
か
れ
て
発
見
し
た
温
泉
」「
高
僧
に
発
見
さ
れ
た
温

泉
」「
偉
人
に
発
見
開
湯
さ
れ
た
温
泉
」「
山
姥
・
天
狗
等
変
化
物
の
湯
」「
温
泉

の
冷
却
と
移
動
に
関
す
る
伝
説
」
と
い
う
よ
う
に
、
内
容
に
よ
っ
て
詳
細
に
七
分

類
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
鳥
獣
に
教
え
ら
れ
て
発
見
し
た
温
泉
」
で
は
、「
鳥
獣

な
ど
に
も
、
自
然
泉
や
温
泉
を
め
が
け
て
集
ま
り
、
好
ん
で
こ
れ
に
浴
す
る
風
習

の
あ
る
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
の
な
い
事
実
で
あ
る
」
と
述
べ
、
信
心
深
い
昔
の
人
は

そ
れ
を
鳥
獣
の
習
性
と
は
考
え
ず
に
神
仏
の
使
者
や
化
現
と
考
え
た
と
指
摘
し
て
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い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
鳥
獣
が
自
然
泉
や
温
泉
に
浴
す
る
の
は
習
性
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
本
能
に
基
づ
く
行
動
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
も
山
口
貞
夫
の
四
分
類⑸

を
始
め
、
い
く
つ
か
の
分
類
案
が
示
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
に
は
共
通
し
て
「
動
物
が
教
え
た
」、
あ
る
い
は
「
導
い
た
」
と

す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
動
物
の
関
わ
る
伝
説
が
温
泉
発
見
伝
説
の
中

で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
い
。
筆
者
は
こ
の
温
泉
発
見

伝
説
と
動
物
と
の
関
係
を
み
て
い
く
こ
と
で
、
動
物
に
対
す
る
人
々
の
思
考
の
歴

史
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
数
年
来
調
査
を
進
め
て
き
た
岩
手
県
花
巻
市
に
あ
る
鉛
温
泉
を
取

り
上
げ
る
。
鉛
温
泉
は
盛
岡
藩
主
が
湯
治
に
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
歴
史
あ
る
温
泉

で
あ
り
、
風
光
明
媚
な
情
景
を
描
い
た
画
帖
『
鉛
村
八
景
』
も
残
さ
れ
て
い
る
。

大
木
の
根
元
に
湧
く
湯
で
白
猿
が
傷
を
癒
し
て
い
た
と
伝
わ
る
鉛
温
泉
の
発
見
伝

説
に
つ
い
て
、
湯
の
歴
史
を
辿
り
な
が
ら
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　

二
、
湯
口
の
概
況
と
鉛
温
泉

　

現
在
は
花
巻
市
湯
口
区
に
あ
る
鉛
温
泉
だ
が
、
古
く
は
稗
貫
郡
湯
口
村
に
属
し

て
い
た
。
こ
の
湯
口
区
の
北
西
部
は
奥
羽
山
脈
に
連
な
る
山
間
地
に
当
た
り
、
南

東
部
の
平
坦
地
に
は
農
村
が
広
が
っ
て
い
る
。
町
に
は
北
上
川
支
流
の
豊
沢
川
が

南
東
流
し
、
そ
の
川
に
沿
っ
て
い
く
つ
か
の
温
泉
が
湧
き
出
て
い
る
。
花
巻
駅
寄

り
に
順
に
み
れ
ば
、
松
倉
温
泉
、
志
戸
平
温
泉
、
大
沢
温
泉
、
山
の
神
温
泉
、
高

倉
山
温
泉
、
鉛
温
泉
、
新
鉛
温
泉
と
な
る
。
鉛
温
泉
と
新
鉛
温
泉
の
中
間
に
は
、

昭
和
四
十
七
年
ま
で
は
西
鉛
温
泉
も
あ
っ
た⑹

。
こ
の
他
に
近
年
新
た
に
湧
出
し
た

温
泉
も
あ
り
、
奥
羽
山
脈
の
渓
谷
沿
い
に
点
在
す
る
温
泉
地
帯
を
総
じ
て
花
巻
温

泉
郷
と
呼
ん
で
い
る
。

　

豊
沢
川
沿
い
に
湧
く
湯
の
中
で
も
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
志
戸
平
温

泉
と
大
沢
温
泉
、
そ
し
て
今
回
取
り
上
げ
る
鉛
温
泉
で
あ
る
。
こ
の
鉛
温
泉
に
は

藤
三
旅
館
と
い
う
一
軒
宿
の
み
が
あ
り
、
旅
館
は
自
炊
部
と
旅
館
部
の
二
つ
に
分

か
れ
て
い
る
（
図
１
・
２
）。
湯
治
部
の
姿
が
古
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
旅
館
部
の

建
物
も
昭
和
十
六
年
に
建
て
ら
れ
た
、
総
欅
造
り
の
三
階
建
て
の
木
造
建
築
で
あ

る
。
こ
れ
に
新
館
と
、
昨
年
建
て
ら
れ
た
洋
風
の
別
邸
か
ら
藤
三
旅
館
は
構
成
さ

れ
て
い
る
。

　

鉛
温
泉
の
名
に
あ
る
鉛
は
、
近
在
に
金
山
や
銅
山
が
あ
っ
た
た
め
に
あ
え
て
付

け
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る⑺

。
鉱
山
へ
の
山
師
達
の
出
入
り
を
阻
止
す
る

た
め
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
一
攫
千
金
を
ね
ら
う
人
々
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
。

　

現
在
の
浴
場
は
、
白
猿
の
湯
、
銀
の
湯
、
白
糸
の
湯
の
三
つ
だ
が
、
昨
年
の
改

築
前
に
は
伝
説
に
ち
な
ん
だ
桂
の
湯
も
あ
っ
た
。
湯
か
ら
見
え
る
白
糸
の
滝
は
、

農
業
用
水
か
ら
で
き
た
滝
で
あ
っ
た
た
め
に
、
元
は
沢
田
尻
の
滝
と
呼
ば
れ
て
い

た⑻

。

　
「
白
猿
の
湯
」
は
昔
な
が
ら
の
浴
場
で
あ
り
、
湯
船
の
深
さ
か
ら
立
位
浴
の
形

を
と
る
珍
し
い
も
の
で
あ
る（
図
３
）。古
い
形
態
の
温
泉
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

図１　藤三旅館正面入口　木立の中に木造
三階建ての建物が聳える
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湯
が
下
か
ら
自
然
湧
出
す
る
浴
槽
は
、
豊
沢
川
の
水
位
に
関
連
し
て
低
い
位
置
に

あ
る
。
そ
の
た
め
、
入
口
か
ら
す
ぐ
に
長
い
階
段
を
下
っ
て
い
く
。
一
つ
は
女
性

用
に
、
ま
た
も
う
一
つ
は
男
性
用
の
入
口
に
な
っ
て
い
る
。
昔
か
ら
続
く
混
浴
の

浴
場
で
あ
る
。

　

鉛
温
泉
の
泉
源
は
、
昭
和
四
十
八
年
に
は
上
の
湯
（
目
の
湯
）
と
中
の
湯
（
白

銀
の
湯
）、
桂
の
湯
（
白
猿
の
湯
）、
下
の
湯
、
藤
の
湯
の
五
つ
が
あ
っ
た
。
こ
の

う
ち
白
猿
の
湯
が
唯
一
の
自
然
湧
出
で
あ
り
、
他
は
動
力
揚
湯
で
あ
る
。
ま
た
、

多
く
の
湯
が
四
十
五
度
前
後
の
泉
温
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
下
の
湯
は
少
し
高
い

五
十
六
度
で
あ
っ
た
。
地
域
一
帯
に
は
流
紋
岩
と
み
ら
れ
る
熱
源
岩
の
分
布
が
認

め
ら
れ
、
湯
の
泉
質
は
主
と
し
て
弱
ア
ル
カ
リ
性
単
純
高
温
泉
と
な
っ
て
い
る⑼

。

湯
の
主
な
効
能
は
、
リ
ウ
マ
チ
性
疾
患
や
神
経
痛
、
神
経
麻
痺
等
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
鉛
温
泉
の
変
遷

　

こ
こ
で
、
い
く
つ
か
の
資
料
や
聞
書
き
を
元
に
昔
の
鉛
温
泉
の
様
子
を
探
る
こ

と
に
す
る
。

　

鉛
温
泉
の
最
も
古
い
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、画
帖
「
鉛
村
八
景
」
に
な
る
。

「
鉛
八
景
画
帖
」
と
も
呼
ば
れ
る⑽

。
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
春
に
、
藩
主
で

あ
る
南
部
四
十
世
利
綱
公
が
湯
治
の
た
め
鉛
温
泉
を
訪
れ
た
際
に
作
ら
せ
た
画
帖

で
あ
る
。
い
つ
も
は
台
温
泉
へ
湯
治
に
出
か
け
て
い
た
利
綱
だ
が
、
こ
の
年
は
手

に
怪
我
を
負
っ
て
い
た
た
め
に
、
傷
に
良
い
と
い
う
評
判
の
鉛
に
湯
治
に
来
た
の

で
あ
る⑾

。

　
「
鉛
村
八
景
」
は
、
同
行
し
た
文
人
等
の
侍
臣
と
共
に
利
綱
公
が
鉛
温
泉
附
近

の
景
勝
地
を
八
つ
選
び
、そ
れ
に
因
ん
だ
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
序
に
続
い
て
、

図２　豊沢川から見た湯治部

図３　白猿の湯　広い空間の中に楕円形の
浴槽が佇む。深い湯船では立位浴の形をと
る。近年は女性客専用の時間帯が設定され
ている
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烏
帽
子
森
紅
葉
、
鉛
村
炊
烟
、
高
倉
山
夕
立
、
大
森
山
清
水
、
梭
橋
行
人
、
豊
澤

川
薪
流
、
澤
田
澤
飛
滝
、
阿
弥
陀
巌
残
雪
の
八
景
が
、
落
ち
着
い
た
色
調
で
描
か

れ
て
い
る
。

　

絵
は
盛
岡
藩
お
抱
え
の
狩
野
休
意
と
金
谷
桃
渓
の
二
人
が
四
景
ず
つ
担
当
し
、

「
鉛
村
炊
烟
」は
休
意
の
筆
に
よ
る
。背
後
に
高
く
山
が
聳
え
、遠
く
に
樹
々
が
煙
っ

て
み
え
る
。
い
く
つ
か
の
平
屋
の
建
物
の
間
か
ら
湯
煙
の
上
る
、
風
情
あ
る
情
景

で
あ
る
。
絵
の
右
手
に
は
、
多
く
の
人
が
訪
れ
る
様
を
詠
ん
だ
将
在
の
「
湯
あ
み

人
絶
え
ぬ
も
し
る
く
お
き
つ
も
の　

な
ま
り
の
む
ら
に
た
ゝ
て
る
け
ぶ
り
」
の
歌

も
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
鉛
村
八
景
」
は
、
案
内
を
勤
め
た
安
浄
寺
が
懇
請
し

て
拝
領
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る⑿

。

　

少
し
時
代
が
下
っ
た
明
治
時
代
の
鉛
温
泉
を
描
い
た
絵
が
あ
る
（
図
４
）。
手

前
に
流
れ
る
川
と
背
後
に
聳
え
る
山
と
の
間
に
、
多
く
の
建
物
が
ひ
し
め
く
よ
う

に
建
っ
て
い
る
。
建
物
の
多
さ
は
「
鉛
村
八
景
」
に
み
た
絵
と
は
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。
三
十
年
間
の
変
化
で
あ
ろ
う
か
。
中
央
に
あ
る
二
階
建
て
の
建
物
は
、

白
猿
の
湯
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
建
物
を
取
り
囲
む
よ
う
に
し
て
い
く
つ
も
の
宿
が

並
ん
で
い
る⒀

。

　

そ
の
後
時
間
が
流
れ
て
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
年
に
な
る
と
、
花
巻
温
泉

電
気
鉄
道
が
花
巻
駅
か
ら
西
鉛
温
泉
ま
で
開
通
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
旅
客
を
運

ぶ
手
段
は
電
車
へ
と
大
き
く
変
わ
る
が
、
電
気
鉄
道
は
昭
和
四
十
四
年
ま
で
運
行

さ
れ
、
そ
の
後
は
バ
ス
が
こ
れ
に
代
わ
っ
て
い
る⒁

。

　

図
５
は
昭
和
初
期
の
鉛
温
泉
の
様
子
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
豊
沢
川
沿
い
に

建
物
が
並
び
、
茅
葺
き
の
建
物
も
み
え
る
。
手
前
に
あ
る
木
造
の
橋
は
、
僅
か
に

丸
み
を
帯
び
て
太
鼓
橋
の
よ
う
で
あ
る
。
多
く
の
人
が
行
き
交
っ
て
い
る
。
図
６

の
方
は
豊
沢
川
か
ら
み
た
藤
三
旅
館
で
あ
る
。
裏
側
に
当
た
る
が
、
三
階
建
て
の

大
き
な
建
物
で
あ
る
の
が
わ
か
る
。
豊
沢
川
の
様
子
か
ら
察
す
る
に
、
あ
ま
り
水

量
の
多
く
な
い
時
期
の
よ
う
だ
。

　

図
７
は
、
写
真
と
同
時
期
の
鉛
温
泉
の
建
物
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。
旅
館
に

長
く
勤
め
て
い
た
女
性
か
ら
の
聞
書
き
に
よ
る⒂

。
図
が
示
す
通
り
、
駅
か
ら
見
て

左
手
に
あ
る
藤
三
旅
館
の
他
に
、
藤
友
旅
館
と
藤
徳
旅
館
、
ま
た
安
浄
寺
の
旅
館

の
四
軒
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
見
て
も
、
白
猿
の
湯
を
取
り
巻
く
よ
う

に
建
て
ら
れ
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
藤
三
旅
館
が
本
家
に
当
た
り
、
初
代
か
ら
の

分
家
と
二
代
目
か
ら
の
分
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
藤
友
旅
館
と
藤
徳
旅
館
に
な
る
。
安

浄
寺
旅
館
が
あ
る
の
は
、
藩
主
湯
治
の
時
の
功
に
よ
っ
て
土
地
と
鉱
泉
権
が
与
え

ら
れ
た
た
め
と
伝
わ
る
。

　

大
正
一
五
年
の
資
料
に
拠
れ
ば⒃

、
藤
三
旅
館
が
八
畳
五
十
室
、
藤
徳
旅
館
が

四
十
二
室
、
藤
友
旅
館
が
九
室
、
安
浄
寺
旅
館
が
二
十
五
室
と
な
り
、
こ
れ
ら
四

図４　鉛温泉場之図（『岩手県鉱泉誌』国立国会図書館蔵・デジタ
ルコレクションから）。默堂写とある
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軒
の
収
容
力
は
、
合
わ
せ
て
一
一
四
五
人
に
の
ぼ
る
。
土
用
の
丑
の
日
に
は
湯
の

効
能
が
高
ま
る
と
の
こ
と
か
ら
、
殊
の
外
多
く
の
客
が
集
ま
っ
た
よ
う
だ
。
部
屋

に
は
入
れ
ず
、
廊
下
の
ゴ
ザ
の
上
に
ご
ろ
寝
を
す
る
人
も
出
た
ほ
ど
だ
っ
た
と
い

う
。
客
人
は
県
内
の
遠
野
や
沿
岸
方
か
ら
が
多
数
を
占
め
、
農
閑
期
に
は
長
期
の

滞
在
者
も
み
ら
れ
た
。

　

湯
は
、
空
気
に
触
れ
た
瞬
間
に
変
わ
る
生
き
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
。
季
節
や
天

候
に
よ
っ
て
変
化
し
、
一
昔
前
の
白
猿
の
湯
は
、
一
日
の
う
ち
に
緑
や
青
、
赤
と

い
っ
た
よ
う
に
七
色
に
変
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
朝
六
時
に

白
い
湯
が
出
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
時
に
は
宿
で
は
カ
ラ
ン
カ
ラ
ン
と
鐘
を
鳴
ら

し
な
が
ら
、「
あ
ー
、
薬
湯
が
出
た
よ
」
と
部
屋
を
回
っ
て
知
ら
せ
て
い
た⒄

。
ま

た
夜
に
も
温
泉
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
、
や
は
り
客
を
起
こ
し
て
入
ら
せ
る
こ
と

も
あ
っ
た
と
い
う⒅

。
客
人
の
滞
在
を
よ
り
良
い
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
宿
の
心
意

気
を
感
じ
る
。

　

地
震
の
後
に
も
温
泉
の
色
は
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
、
白
猿
の
湯
は
銀
色
の
よ
う

な
色
に
見
え
た
り
、
牛
乳
風
呂
の
よ
う
な
色
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

銀
の
湯
で
も
硫
黄
分
が
多
く
出
る
変
化
が
起
き
て
い
る⒆

。
温
泉
と
地
層
と
の
つ
な

が
り
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
現
象
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
湯
の
効
能
に
加
え
て
、
女
将
自
作
の
漬
け
物
が
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
た

図６　昭和初期の藤三旅館（藤三旅館提供）
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図７　昭和初期の鉛温泉全体像

図５　昭和初期の鉛温泉（藤三旅館提供）
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の
も
、
人
気
を
集
め
た
要
因
の
一
つ
だ
っ
た
よ
う
だ
。
多
く
の
人
を
も
て
な
し
て

き
た
鉛
温
泉
を
大
き
く
変
え
た
の
は
、
昭
和
十
三
年
の
大
火
だ
っ
た
。

　

火
事
に
よ
っ
て
藤
三
旅
館
側
が
全
焼
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
関
係
者
が
相
談
を

重
ね
た
末
に
旅
館
は
株
式
会
社
と
し
て
一
つ
に
ま
と
ま
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和

十
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
前
年
に
再
建
さ
れ
て
い
た
建
物
を
中
心
と
し
た
、
本
家

の
藤
三
の
名
前
を
引
き
継
い
だ
今
の
藤
三
旅
館
が
誕
生
す
る
。
な
お
、
こ
の
時
に

安
浄
寺
は
旅
館
業
を
廃
業
し
、
そ
れ
以
後
は
関
与
し
て
い
な
い⒇

。
安
浄
寺
は
、
八

世
円
誓
の
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
に
花
巻
市
鍛
冶
町
に
移
っ
て
い
る
。

　

再
建
間
も
な
い
、
昭
和
二
十
年
頃
の
鉛
温
泉
の
様
子
を
記
し
た
一
文
が
あ
る
。

釜
石
か
ら
家
族
と
や
っ
て
来
た
旅
人
が
、
花
巻
か
ら
一
時
間
余
り
電
車
に
揺
ら
れ

て
駅
に
降
り
立
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

駅
の
前
面
豊
沢
川
の
渓
流
に
添
つ
て
全
く
夢
想
だ
に
し
な
か
つ
た
三
層
楼
の
大

き
な
旅
舘
が
眼
を
奪
う
。
出
迎
え
の
番
頭
さ
ん
に
荷
物
を
頼
ん
で
、
だ
ら
〳
〵
坂

を
下
り
表
玄
関
に
案
内
を
乞
う
）

マ
マ

先
着
の
姉
に
迎
え
ら
れ
て
指
定
の
部
屋
に
通
さ

れ
た
が
、
大
部
屋
を
改
造
し
た
と
思
わ
れ
仕
切
は
壁
の
な
い
板
張
り
で
二
間
の
押

入
と
炉
が
切
つ
て
あ
る
十
畳
敷
で
床
の
間
も
な
い
殺
風
景
な
部
屋
で
あ
つ
た
。
八

畳
間
に
四
五
人
も
入
込
み
さ
れ
る
新
舘
の
自
炊
部
と
比
較
す
れ
ば
天
地
の
相
違
で

あ
り
階
上
に
新
設
し
た
鷹
の
湯
に
近
く
、
目
の
湯
、
藤
の
湯
の
中
間
に
あ
る
玄
関

側
の
庭
園
に
面
し
た
東
南
向
の
日
当
り
の
よ
い
場
所
に
あ
つ
て
、
た
ま
〳
〵
電
車

の
騒
音
と
浴
客
の
出
入
が
邪
摩マ

マ

に
な
る
程
度
で
靜
養
に
は
支
障
は
な
い
と
思
つ
た
。

　

三
層
楼
の
大
き
な
建
物
が
強
い
印
象
を
与
え
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
鉛
温
泉
の

名
前
か
ら
抱
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
大
き
く
違
っ
た
よ
う
だ
。
階
上
に
設
け
ら

れ
た
鷹
の
湯
に
、
目
の
湯
や
藤
の
湯
も
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。
旅
館
部
の
部
屋
は

自
炊
部
に
比
べ
て
ゆ
っ
た
と
り
し
て
い
た
よ
う
だ
。
鉛
温
泉
の
客
層
や
設
備
に
つ

い
て
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

一
泊
千
金
を
投
げ
る
Ｈ
温
泉
と
違
い
湯
治
客
の
殆
ど
が
肉
体
的
に
故
障
の
あ
る

連
中
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、此
所
に
は
人
間
的
に
差
別
も
階
級
意
識
も
な
く
、

富
め
る
も
の
も
貧
し
き
も
の
も
一
視
同
仁
、
全
く
の
民
主
的
な
療
養
本
意
に
作
ら

れ
た
所
で
あ
り
、
周
囲
に
は
二
軒
の
雑
貨
店
と
一
軒
の
そ
ば
や
と
民
家
が
二
三
あ

る
だ
け
で
一
見
不
自
由
な
土
地
に
思
う
が
、
旅
舘
内
に
あ
る
四
カ
所
の
売
店
と
理

髪
店
、
郵
便
局
も
廊
下
伝
い
に
利
用
出
来
る
し
溫
泉
医
学
研
究
所
に
は
医
師
が
出

張
し
て
何
時
で
も
診
察
が
し
て
も
ら
え
る
行
届
い
た
施
設
が
あ
る
の
で
安
心
し
て

保
養
が
出
来
る
。

　

旅
舘
部
三
十
室
、
自
炊
部
百
三
十
室
、
外
に
会
議
室
娛
楽
演
芸
場
が
あ
つ
て
定

期
的
に
映
画
の
上
映
も
あ
り
東
北
巡
業
の
芸
能
人
が
屢
々
保
養
と
慰
安
の
興
行
が

催
さ
れ
、
浪
花
節
、
漫
談
、
シ
ョ
ウ
に
楽
団
演
奏
、
芝
居
映
画
と
今
月
に
這
入
つ

て
六
回
も
公
開
さ
れ
た
。
こ
れ
は
舘
主
の
特
別
な
配
慮
に
よ
る
も
の
で
演
芸
場
の

使
用
料
か
ら
出
演
者
の
宿
泊
料
ま
で
一
切
無
料
で
サ
ー
ビ
ス
す
る
た
め
に
最
近
競

つ
て
此
ん
な
草
深
い
土
地
へ
訪
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
言
う
。

　

鉛
温
泉
は
療
養
の
た
め
の
宿
で
あ
り
、
客
の
間
に
階
級
意
識
は
な
い
と
あ
る
。

皆
が
体
の
故
障
を
治
癒
す
る
た
め
に
滞
在
し
て
い
る
、
湯
治
宿
本
来
の
姿
が
み
え

る
。
売
店
や
理
髪
店
、
ま
た
郵
便
局
が
揃
っ
て
い
る
の
は
、
昭
和
初
期
か
ら
の
よ

う
で
あ
る
。
先
の
図
７
と
比
較
し
て
変
化
が
み
ら
れ
る
の
は
、
温
泉
医
学
研
究
所

と
い
う
医
師
の
診
察
が
受
け
ら
れ
る
診
療
所
が
で
き
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
旅
館
に

滞
在
す
る
人
々
が
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
集
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

自
炊
部
の
方
が
旅
館
部
よ
り
も
圧
倒
的
に
規
模
が
大
き
い
の
は
、
自
炊
し
な
が

ら
療
養
す
る
人
々
が
そ
れ
だ
け
多
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
娯
楽
演
芸
場

で
は
定
期
的
に
映
画
の
上
映
や
催
し
物
が
出
さ
れ
、
長
期
滞
在
者
の
興
を
惹
い
て

い
た
よ
う
だ
。
演
芸
場
の
使
用
や
宿
泊
代
を
サ
ー
ビ
ス
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
芸

人
を
こ
の
地
に
呼
び
込
ん
だ
、
宿
主
の
知
恵
が
窺
え
る
。
先
を
み
よ
う
。

�

�
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土
用
の
丑
の
日
の
入
浴
が
最
も
効
目
が
あ
る
と
言
う
慣
わ
し
で
此
の
日
を
期
し

て
村
の
靑
年
や
主
婦
達
の
主
催
す
る
宴
会
が
本
舘
の
広
間
や
新
舘
で
二
三
組
も
あ

り
、
朝
か
ら
賑
か
な
太
鼓
の
音
に
合
せ
て
郷
土
色
豊
か
な
盆
踊
り
や
田
植
踊
り
で

底
抜
け
騒
ぎ
を
や
つ
て
い
る
。
夕
日
が
沈
ん
で
庭
の
ボ
ン
ボ
リ
に
灯
が
入
る
頃
野

ら
帰
り
の
お
百
姓
さ
ん
や
勤
人
が
一
日
の
汗
と
疲
れ
を
目
の
湯
や
桂
の
湯
で
一
掃

し
て
行
く
た
め
か
「
汚
れ
た
手
足
は
キ
レ
イ
に
洗
つ
て
か
ら
入
浴
し
て
下
さ
い
」

と
か
「
便
所
の
下
駄
を
持
ち
出
さ
ぬ
よ
う
に
」
と
珍
ら
し
い
注
意
書
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
の
を
見
て
も
浴
客
の
階
層
が
う
か
ゞ
わ
れ
る
。

 

（
中
略
） 

滞
在
二
週
間
の
内
、
賑
や
か
な
酒
宴
の
歌
声
を
聞
か
ぬ
日
は
珍
ら
し
く
Ｋ
町
の
消

防
団
、
Ｉ
市
の
民
生
委
員
会
、
Ｍ
村
の
土
地
改
良
委
員
等
々
、
連
日
宴
会
が
続
く
。

　

前
述
し
た
通
り
、
土
用
の
丑
の
日
に
は
湯
の
効
能
が
高
ま
る
と
い
わ
れ
た
こ
と

か
ら
、
村
の
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
や
っ
て
来
て
い
た
よ
う
だ
。
地
元
の
青
年
や
主
婦

達
の
宴
会
が
催
さ
れ
て
、
盆
踊
り
や
田
植
踊
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
村
人
に
関
わ

ら
ず
、
賑
や
か
な
酒
宴
は
連
日
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
お
り
、
湯
に
入
り
馳
走
を
食

し
て
楽
し
む
人
々
の
様
子
が
み
て
取
れ
る
。

　

目
の
湯
は
川
沿
い
に
離
れ
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
野
良
仕
事
帰
り
の
人
も
多
く
利

用
し
た
よ
う
だ
。
現
在
も
敷
地
の
一
画
に
地
元
の
人
へ
の
無
料
の
温
泉
場
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。昔
か
ら
地
域
の
人
々
に
開
か
れ
た
、ま
た
親
し
ま
れ
た
旅
館
で
あ
っ

た
の
が
わ
か
る
。

　

旅
人
に
は
あ
ま
り
に
賑
や
か
で
、
静
か
な
療
養
は
叶
わ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、

次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　

真
面
目
に
自
炊
生
活
を
し
て
い
る
人
達
か
ら
受
け
る
人
情
の
美
し
さ
に
は
こ
れ

を
補
つ
て
な
お
余
り
あ
る
も
の
が
あ
つ
た
。
此
所
で
は
社
会
的
な
地
位
も
身
分
も

一
文
の
値
打
が
な
く
、
富
め
る
も
貧
し
き
も
多
少
の
相
違
は
あ
つ
て
も
同
じ
間
代

を
払
い
同
じ
食
事
を
取
つ
て
同
じ
浴
場
に
通
つ
て
い
る
。
お
米
が
無
け
れ
ば
互
に

譲
り
合
い
、
お
菜
も
飯
物
も
分
け
あ
つ
て
愉
快
な
生
活
を
営
む
共
助
の
精
神
は
自

炊
生
活
を
通
し
て
の
み
味
わ
え
る
境
地
で
あ
る
と
思
つ
た
（
後
略
）。

　

湯
と
共
に
触
れ
る
人
情
は
、
旅
の
醍
醐
味
で
も
あ
る
。
一
軒
宿
だ
け
に
人
々
が

一
所
に
集
中
し
、
賑
わ
い
も
増
幅
さ
れ
て
い
た
鉛
温
泉
だ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、

助
け
合
い
な
が
ら
自
炊
生
活
を
楽
し
ん
で
い
た
人
々
の
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
　
　

四
、
鉛
温
泉
の
発
見
と
歴
史

　

藤
三
旅
館
は
温
泉
発
見
の
由
来
を
、
次
の
よ
う
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

今
か
ら
六
〇
〇
年
程
前
、
当
館
・
藤
井
家
の
遠
い
祖
先
が
高
倉
山
山
麓
で
キ
コ

リ
を
し
て
い
る
時
に
、
岩
窟
か
ら
出
て
き
た
一
匹
の
白
猿
が
、
カ
ツ
ラ
の
木
の
根

元
か
ら
湧
出
す
る
泉
で
手
足
の
傷
を
癒
し
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
れ
が
温
泉
の
湧

出
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
一
四
四
三
年
頃
に
仮
小
屋
を
建
て
、
一
族
が
天
然
風
呂

と
し
て
開
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
大
衆
の
浴
場
と
す
る
べ
く
一
七
八
六
年
に
長
屋
の
浴
場
を
建
て
温
泉

旅
館
と
し
て
開
業
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
温
泉
開
湯
当
時
の
状
況
か
ら
「
白
猿
の
湯
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

藤
三
旅
館
の
遠
祖
が
高
倉
山
山
麓
で
樵
を
し
て
い
た
時
に
、
白
猿
が
桂
の
木
の

元
か
ら
湧
く
泉
で
手
足
の
傷
を
癒
し
て
い
る
の
を
見
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と

あ
る
。
初
め
は
一
族
の
天
然
風
呂
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
湯
は
、
三
百
年
余
り

後
に
大
衆
浴
場
へ
と
姿
を
変
え
る
。
一
七
八
六
年
に
長
屋
の
浴
場
が
建
て
ら
れ
、
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伝
説
に
ち
な
ん
で
「
白
猿
の
湯
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
の
が
わ
か
る
。

　

こ
の
白
猿
を
祀
っ
た
白
猿
神
社
が
、
白
猿
の
湯
の
浴
場
近
く
に
あ
る
（
図
８
）。

小
祠
と
猿
の
木
像
は
、
旅
館
の
関
係
者
が
京
都
か
ら
取
り
寄
せ
て
祀
っ
た
も
の
で

あ
り
、
祠
の
上
に
は
温
泉
の
由
来
を
記
し
た
扁
額
も
掛
け
ら
れ
て
い
る
（
図
９
）。

こ
れ
ら
の
二
つ
は
、鉛
温
泉
の
来
歴
を
人
々
に
知
ら
せ
る
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。

扁
額
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

鉛
温
泉
の
伝
説
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
文
献
に
も
確
認
が
で
き
た
。
一
つ
は
、

明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
岩
手
県
鉱
泉
誌
』 

で
あ
る
。
近
隣

の
四
つ
の
温
泉
に
つ
い
て
記
し
た
温
泉
記
で
あ
る
。
鉛
温
泉
に
つ
い
て
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

　

鉛
温
泉

鉛
温
泉
は
寶
暦
年
間
邑
人
藤
井
三
右
衛
門
な
る
者
發み

い
た見

せ
し
と
い
ふ
然
れ
と
も
未

た
浴
場
を
設
け
さ
り
し
に
其
子
三
之
助
天
明
六
年
に
誤
て
負
傷
せ
し
こ
と
あ
り
試

に
雨
露
を
凌し

の
くの

仮
小
屋
を
設
け
此
の
湯
に
浴
せ
し
に
竒き

き
め效

あ
り
て
創き

ず傷
忽
ち
癒
れ

り
茲
に
初
め
て
浴
場
を
創ひ

ら
く開

の
志
あ
り
越
て
天
明
八
年
に
家
屋
を
構つ

く
り造

寛
政
元
年

に
湯
壺
を
改
良
し
同
六
年
に
家
屋
を
改
造
せ
し
と
言
ふ
後
寛
政
十
二
年
五
月
三
之

助
の
子
三
右
衛
門
な
る
者
浴
場
の
東
七
十
坪
の
土
地
を
安
浄
寺
へ
寄
附
し
享
和
元

�

図８　小祠に祀られた猿　伝説の象徴的な存在となっている
（2012年撮影）

図９　温泉の由来が知るされた扁額　絵も描かれており目を引く

図10　小祠の薬師如来像　温泉神社が雪で倒壊したために薬師如
来像がこちらに移された。以前祠に納められていた木造の猿は、祠
の右側に置かれている（2015年撮影）。猿よりも薬師如来像の方が
重要視されているのが面白い
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年
に
三
之
助
の
弟
徳
之
丞
に
浴
場
の
東
南
十
五
坪
餘
の
土
地
を
與
へ
て
分
家
せ
し

と
謂
ふ
然
る
に
文
化
八
年
七
月
二
日
浴
場
に
祝
融
の
災
あ
り
舊
記
ハ
概
ね
燒や

け
う
せ亡

て

今
原

た
つ
ぬ
るに

由
な
し

　

宝
暦
年
間
に
邑
人
の
藤
井
三
右
衛
門
が
湯
を
発
見
し
た
と
あ
る
。
宝
暦
は

一
七
五
一
年
か
ら
一
七
六
三
年
の
頃
で
あ
る
。
発
見
の
経
緯
に
つ
い
て
の
記
載
は

な
い
。
そ
の
後
湯
に
関
わ
る
こ
と
な
く
時
が
過
ぎ
、
そ
の
子
に
当
た
る
三
之
助
が

負
傷
し
た
こ
と
か
ら
、
試
み
に
仮
小
屋
を
設
け
て
湯
に
浴
し
た
と
こ
ろ
、
傷
が
忽

ち
癒
え
た
の
で
、
湯
の
効
能
を
知
っ
た
と
い
う
。
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
こ

と
で
あ
る
。
藤
井
氏
の
本
家
で
は
、
長
男
が
三
右
衛
門
と
三
之
助
の
二
つ
の
名
を

順
に
襲
名
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
藤
三
旅
館
の
名
は
、
藤
井
の
藤
と
長
男
の
名

の
三
か
ら
付
け
ら
れ
た
名
称
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
は
浴
場
を
開
く
家
屋
を
造
り
、
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）
に
湯
壺
の
改
良
、
ま
た
同
六
年
（
一
七
九
四
）
に
は
家
屋
の
改
造

を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
六
年
後
の
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
は
、
三
之
助
の

子
で
あ
る
三
右
衛
門
が
、浴
場
の
東
七
〇
坪
の
土
地
を
安
浄
寺
へ
寄
付
し
て
い
る
。

理
由
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
が
安
浄
寺
旅
館
に
繋
が
る
の
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
は
、
三
之
助
の
弟
の
徳
之
丞
に
浴
場
の

東
南
一
五
坪
余
の
土
地
を
与
え
て
分
家
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
が
後
の
藤
徳
旅
館
で

あ
り
、
こ
の
頃
に
鉛
温
泉
は
大
き
く
発
展
し
て
い
っ
た
の
が
わ
か
る
。
藤
友
旅
館

に
関
わ
る
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
七
月
二
日
に
祝
融

の
災
、
す
な
わ
ち
火
災
が
発
生
し
た
た
め
、
舊
記
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

　

本
書
に
は
ま
た
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

一
説
に
在む

か
し昔

此
地
に
大
な
る
桂
樹
あ
り
因
て
桂
の
湯
と
い
ふ
一あ

る
ひ日

白
猿
傷き

ず
つ
き
き
た
り

来
て

浴ゆ
あ
みせ

し
に
忽
癒
に
去
り
し
よ
り
白さ

る猿
の
湯
と
も
唱
へ
り
然
る
に
地

と
こ
ろ
の
ひ
と

士
照
井
大
學
の

女む
す
め
う
ま
れ
つ
き
し
つ
か

性
静
淑
な
る
を
好
ミ
浴
客
の
日
に
多
き
を
厭
鶏
卵
を
以
て
湧
口
を
塞
た
る
よ

り
客
も
亦
来
ら
さ
り
し
に
多
く
の
星と

し霜
を
経
て
地
主
藤
井
三
之
助
な
る
も
の
再
ひ

湧
口
を
尋
ね
得
て
天
明
七
年
安
浄
寺
の
應
専
和
尚
に
就
き
郡
代
に
請
ふ
て
得
て
浴

場
を
開
き
た
り
と
言
ふ

　

温
泉
発
見
の
伝
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。
桂
の
大
木
が
あ
り
、
白
猿
が
来
て
浴
し

た
と
こ
ろ
傷
が
忽
ち
癒
え
た
の
で
、
桂
の
湯
と
も
白
猿
の
湯
と
も
い
う
と
あ
る
。

一
つ
の
湯
を
長
ら
く
二
つ
の
名
で
呼
ん
で
い
た
の
は
、
こ
の
伝
説
に
拠
る
の
が

は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

　

地
元
の
人
照
井
大
學
の
娘
が
浴
客
の
喧
し
い
の
を
厭
い
、
湯
の
湧
き
口
を
鶏
卵

で
塞
い
だ
と
こ
ろ
客
が
来
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
『
温
泉
大
鑑
』
の
分
類

に
あ
っ
た
「
温
泉
の
冷
却
と
移
動
に
関
す
る
伝
説
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
客
が
来
な
く
な
っ
た
の
か
は
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
に

「
多
く
の
星
霜
を
経
て
地
主
藤
井
三
之
助
が
再
び
涌
口
を
尋
ね
得
」
た
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
温
泉
の
湧
出
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
湯
の

湧
出
す
る
場
所
を
故
意
に
汚
し
て
湯
を
止
め
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

鉛
温
泉
の
湯
が
止
ま
っ
た
と
い
う
話
は
他
の
文
献
に
は
な
い
た
め
、
突
然
一
つ

の
伝
説
が
付
加
さ
れ
た
よ
う
な
違
和
感
が
あ
る
。
鉛
温
泉
が
芸
人
の
集
ま
る
温
泉

地
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、他
所
の
話
が
入
っ
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

地
元
に
多
く
み
ら
れ
る
照
井
の
名
前
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
旅
館

に
直
接
関
わ
ら
な
い
近
在
者
の
喧
噪
へ
の
思
い
が
、
こ
の
伝
説
に
は
表
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

湧
口
を
見
つ
け
た
藤
井
三
之
助
が
天
明
七
年
に
安
浄
寺
の
應
専
和
尚
に
就
い
た

と
記
述
に
は
あ
る
が
、
安
浄
寺
に
よ
れ
ば
、
藤
井
氏
が
住
職
に
就
い
た
と
い
う
事

実
は
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
こ
の
年
号
は
、
先
の
記
述
に
あ
っ
た
温
泉
開
湯
の
前

年
に
当
た
る
た
め
、
郡
代
の
許
可
を
得
た
と
い
う
点
で
は
不
自
然
さ
は
な
い
。

　

で
は
、
安
浄
寺
と
藤
井
氏
と
の
つ
な
が
り
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。
実
は
『
岩
手
県
鉱
泉
誌
』
に
は
ま
だ
続
き
が
あ
っ
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

�



（ 1 0 ）温泉発見伝説 ―岩手県花巻市鉛温泉と猿―

— 63 —

論

　説

慶
應
二
年
に
盛
岡
の
士ひ

と

杤
内
達
吉
氏
来
り
浴
せ
し
と
き
温
泉
に
題
せ
し
も
の
あ
り

開は
じ
め始

を
識
る
の
一
端
と
も
な
る
へ
け
レ
ハ
茲
に
記
さ
ん

　

題
鉛
郷
温
泉

　

自
府
城
南
不
遇
十
里
至
彊キ

ョ
ク上

有
一
支
城
稱
花
巻
即
藩
屏
之
一
也
城
西
里
程
若
干

有
村
曰
鉛
温
泉
出
馬
俗
稱
曰
鉛
湯
此
地
昔
有
一
桂
樹
因
或
稱
曰
桂
湯
一
日
白
猿
被

傷
来
浴
不
日
而
愈
去
故
又
有
白
猿
湯
之
目
當
時
来
試
疾
者
莫
不
有
験
也
地
士
照
井

大
學
者
有
一
少
女
性
貞
静
節
好
浴
客
日
多
以
鶏
卵
塞
泉
眼
自
此
絶
而
客
亦
不
来
也

後
經
星
霜
幾
而
微
見
泉
眼
地
主
三
之
助
者
欲
再
得
其
泉
而
探
討
備
至
遂
得
之
于
時

真
宗
安
浄
寺
十
一
世
應
専
羅
疝
久
馬
乃
来
浴
得
其
驗
應
専
者
始
祖
藤
井
氏
（
自
註

略
）
者
其
眷
屬
也
（
後
略
）

　

慶
応
二
年
に
盛
岡
の
士
杤
内
達
吉
氏
が
鉛
温
泉
に
来
た
時
に
記
し
た
と
あ
る
。

慶
応
二
年
と
い
え
ば
、
利
綱
公
が
鉛
温
泉
で
湯
治
し
た
年
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の

人
物
は
「
鉛
村
八
景
」
の
序
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
利
綱
公
の
来
湯
の
折
り

に
温
泉
の
由
来
や
鶏
卵
の
伝
説
を
知
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
前
掲
の
「
一
説
に
」

以
下
の
文
は
、
こ
の
「
題
鉛
郷
温
泉
」
に
拠
っ
た
の
が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
れ
ら

を
紹
介
し
た
人
物
は
、
案
内
を
務
め
た
安
浄
寺
当
主
で
あ
る
。

　

本
文
で
注
意
を
引
く
の
は
、藤
井
氏
が
眷
属
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

眷
属
に
は
従
者
、
家
来
の
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
う
一
つ
の
資
料
で
あ
る
『
湯

口
郷
土
誌
』
を
み
よ
う
。
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

由
来

　

今
か
ら
凡
そ
五
〇
〇
余
年
前
、
当
温
泉
主
藤
井
家
の
遠
祖
が
高
倉
山
麓
に
お
い

て
薪
樵
の
折
、
白
猿
が
岩
窟
か
ら
出
て
桂
の
木
の
根
元
か
ら
湧
き
出
て
い
る
湯
で

手
足
の
傷
を
癒
し
て
い
る
の
を
発
見
し
、
こ
れ
が
温
泉
の
湧
き
出
で
あ
る
こ
と
を

知
り
、
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
の
頃
に
仮
小
屋
を
建
て
、
一
族
が
天
然
風
呂
と

し
て
用
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

因
に
藤
井
家
の
遠
祖
稗
貫
城
主
藤
原
千
夜
又
丸
の
三
男
兼
忠
公
が
円
万
寺
膝
立

村
を
賜
り
、
膝
立
藏
人
と
名
乗
り
、
そ
の
子
膝
立
弾
正
輝
忠
公
（
後
の
花
巻
安
浄

寺
の
開
祖
）
の
郎
党
で
輝
忠
公
が
永
享
十
二
年
（
一
四
四
〇
）
江
刺
勢
と
私
闘
し

て
利
あ
ら
ず
、
当
鉛
村
に
敗
走
し
て
来
て
、
寺
小
屋
を
開
塾
し
、
ま
た
そ
の
郎
党

は
附
近
の
林
野
を
開
拓
し
、
木
樵
百
姓
な
ど
に
変
じ
世
を
忍
ぶ
生
活
を
営
ん
で
い

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
宝
暦
年
間
（
一
七
五
〇
年
頃
）、
子
孫
の
三
右

エ
門
が
大
衆
の
浴
場
と
す
べ
く
安
浄
寺
住
職
の
は
か
ら
い
で
役
司
の
許
可
を
得
、

当
時
の
大
飢
饉
・
震
災
等
の
苦
難
を
克
服
し
な
が
ら
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の

代
と
な
っ
て
初
め
て
長
屋
を
建
て
、温
泉
旅
館
業
を
開
始
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

先
に
み
た
記
述
よ
り
古
い
温
泉
発
見
で
あ
る
。
白
猿
の
関
わ
る
経
緯
は
同
じ
だ

が
、
発
見
は
約
五
〇
〇
年
余
り
前
で
あ
り
、
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
頃
に
仮
小

屋
を
建
て
て
一
族
が
天
然
風
呂
と
し
て
用
い
て
い
た
と
あ
る
。
藤
三
旅
館
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
に
あ
っ
た
年
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
く
似
た
内
容
の
資
料
が
も
う

一
つ
あ
る
。
次
に
示
す
。

　

鉛
温
泉
の
由
来

今
か
ら
約
五
百
余
年
前
、

当
温
泉
主
藤
井
家
の
遠
祖
が
高
倉
山
麓
に
於
て
薪
樵
の
折

白
猿
が
岩
窟
の
中
よ
り
出
で
桂
の
木
の
根
元
か
ら
湧
出
ず
る
泉
で

手
足
の
傷
を
癒
し
て
居
る
を
發
見
、
こ
れ
が
温
泉
の
湧
出
で
あ
る

こ
と
を
知
り
、
嘉
吉
三
年
の
頃
假
小
屋
を
建
て
ゝ
一
族
が
天
然
風
呂

と
し
て
用
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

因
に
、
藤
井
家
の
遠
祖
は
稗
貫
城
主
藤
原
子マ

マ

夜
叉
丸
の
三
男

業
忠
公
が
円
満
寺
膝
立
村
を
賜
り
膝
立
蔵
人
と
名
乗
り
其
の
子

膝
立
弾
正
輝
忠
公
（
後
の
花
巻
安
浄
寺
開
基
）
の
郎
党
で

輝
忠
公
永
享
十
二
年
江
刺
勢
と
私
闘
し
利
非
ず
し
て
当
鉛
村
に
敗
走

�
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来
り
寺
小
屋
を
開
塾
し
、
ま
た
そ
の
郎
黨
は
附
近
の
林
野
を
開
拓
し

木
樵
・
百
姓
等
に
変
じ
て
世
を
忍
ぶ
生
活
を
営
ん
で
い
た
も
の
と
い
う
。

其
の
後
宝
暦
年
間
子
孫
の
三
右
エ
門
が
大
衆
の
浴
場
と
な
す
べ
く

安
浄
寺
住
僧
の
は
か
ら
い
に
て
役
司
の
許
し
を
得
当
時
の

大
飢
饉
・
震
災
等
の
苦
難
を
克
服
し
天
明
六
年
子
三
之
助

の
代
と
な
り
初
め
て
長
屋
を
建
て
温
泉
旅
舘
業
を
開
始

せ
り
と
い
う
。

こ
れ
が
即
ち
薬
泉
霊
湯
と
し
て
世
に
名
聲
の
高
い

鉛
温
泉
天
然
風
呂
「
桂
乃
湯
」
別
名
「
白
猿
の
湯
」

の
由
来
で
あ
る

　
　

天
保
十
二
年
九
月　

客
人 

那
須
川
義
武
之
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
浄
寺
膝
立
泰
全
師
述 

よ
り
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
二
十
六
年
七
月　
　

聡
禎
書

　

こ
れ
は
、
藤
三
旅
館
の
支
配
人
を
務
め
て
い
た
人
物
が
、
昭
和
二
十
六
年
に
安

浄
寺
の
巻
物
を
写
し
て
扁
額
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
巻
物
の
所
在
は
詳
ら
か

で
は
な
い
。
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
の
年
号
と
客
人
那
須
川
義
武
の
名
も
み

え
る
が
、
詳
細
は
不
明
だ
。『
湯
口
郷
土
誌
』
の
内
容
と
ほ
ぼ
等
し
い
の
は
、
本

書
が
こ
の
巻
物
、
も
し
く
は
写
し
に
拠
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
藤
井
家
遠
祖
に
ま
つ
わ
る
記
述

で
あ
る
。
遠
祖
は
稗
貫
城
主
藤
原
千
夜
又
丸
の
三
男
業
忠
公
の
よ
う
に
も
読
め
る

が
、
円
万
寺
膝
立
村
を
賜
っ
た
膝
立
藏
人
の
子
膝
立
弾
正
輝
忠
公
の
郎
党
と
も
読

め
る
。
輝
忠
公
は
、
後
の
花
巻
安
浄
寺
の
開
祖
と
あ
る
。

　

永
享
十
二
年
（
一
四
四
〇
）
に
江
刺
勢
と
私
闘
し
た
後
に
鉛
村
に
敗
走
し
、
輝

忠
公
は
寺
小
屋
を
開
塾
す
る
。
ま
た
そ
の
郎
党
は
附
近
の
林
野
を
開
拓
し
て
、
木

樵
百
姓
な
ど
に
身
を
変
じ
世
を
忍
ぶ
生
活
を
営
ん
で
い
た
と
あ
る
。
こ
れ
ま
で
み

て
き
た
伝
説
に
鑑
み
れ
ば
、藤
井
家
の
遠
祖
は
輝
忠
公
の
郎
党
と
理
解
で
き
よ
う
。

木
樵
と
は
、
身
を
や
つ
し
た
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
資
料
に
も
あ
っ
た
安

浄
寺
で
は
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。縁
起
の
前
半
部
を
次
に
示
す
。

縁
起
（
安
浄
寺
）

抑
々
安
浄
寺
開
基
弘
教
坊
ハ
藤
原
氏
ニ
シ
テ
山
陰
中
納
言
藤
原
為
家
朝
臣
ノ
三
男

三
河
中
納
言
二
位
中
山
五
郎
稗
貫
為
重
公
第
七
世
ノ
苗
裔
稗
貫
千
夜
叉
丸
ガ
孫
也

始
メ
千
夜
叉
丸
ガ
三
男
業
忠
殿
円
満
寺
膝
立
村
ヲ
賜
ハ
リ
膝
立
蔵
人
ト
云
ヘ
リ

其
ノ
嫡
男
弾
正
輝
忠
事
ニ
由
リ
江
刺
氏
ト
争
ヒ
利
非
ヅ
シ
テ
鉛
ニ
走
ル

無
情
転
変
ノ
ア
リ
サ
マ
ヲ
観
ジ
世
上
栄
利
ノ
交
リ
ヲ
厭
ヒ
頻
リ
ニ
浮
沈
ヲ
遁
レ
ン

ト
ス
サ
レ
ド
モ

未
ダ
有
縁
ノ
知
識
ヲ
求
ム
ル
ニ
由
ナ
ク
空
シ
ク
年
月
ヲ
送
リ
ケ
リ

（
熊
谷
章
一
『
花
巻
市
史
（
寺
院
篇
）』
傍
線
筆
者
）

　

傍
線
箇
所
を
み
よ
う
。千
夜
叉
丸
の
三
男
業
忠
殿
が
円
満
寺
膝
立
村
を
賜
っ
て
、

膝
立
蔵
人
と
名
乗
っ
た
と
あ
る
。
そ
の
嫡
男
で
あ
る
弾
正
輝
忠
が
、
江
刺
氏
と
争

い
破
れ
そ
う
に
な
っ
て
鉛
に
敗
走
し
た
と
い
う
の
は
、『
湯
口
郷
土
誌
』
や
扁
額

の
内
容
と
違
う
と
こ
ろ
は
な
い
。
も
っ
と
も
本
縁
起
は
、
安
浄
寺
開
基
四
五
〇
年

忌
に
当
た
っ
て
昭
和
一
五
年
に
作
ら
れ
た
新
し
い
も
の
で
あ
る
。

　

資
料
に
あ
っ
た
千
夜
叉
丸
だ
が
、
稗
貫
千
夜
叉
丸
と
い
う
人
物
の
名
が
史
実
に

見
え
る
。
瀬
川
稗
貫
氏
の
系
図
で
は
、
輝
忠
の
別
名
を
持
つ
政
直
の
名
も
あ
る
。

花
巻
市
湯
口
の
円
満
寺
の
鐘
銘
に
は
、
稗
貫
の
郡
主
と
し
て
千
夜
叉
丸
の
名
が
記

さ
れ
て
い
る
が
、
系
図
で
は
少
し
異
な
っ
て
お
り
、
早
世
し
た
と
あ
る
。
千
夜
叉

丸
と
い
う
人
物
は
確
か
に
実
在
し
た
よ
う
だ
が
、
幼
名
で
あ
る
点
等
か
ら
子
孫
を

残
し
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

現
在
藤
三
旅
館
の
当
主
を
勤
め
る
藤
井
祥
端
氏
は
、
十
二
代
目
に
当
た
る
。
実

際
に
聞
き
伝
え
聞
い
て
い
る
伝
説
は
次
の
通
り
だ
と
い
う
。

�

�

�

�

�
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鉛
温
泉
の
由
来

　

な
ぜ
そ
こ
ま
で
辿
り
つ
い
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
あ
た
り
は
稗
貫
郡
で
し

た
。
う
ち
、
藤
井
と
い
い
ま
す
が
、
昔
稗
貫
城
主
の
三
男
の
方
の
家
臣
を
し
て
い

て
、
江
刺
軍
と
戦
っ
て
負
け
た
の
で
逃
げ
て
、
一
時
は
こ
こ
湯
口
地
区
に
あ
る
円

満
寺
っ
て
、
円
満
寺
の
近
く
に
流
れ
て
来
て
、
ま
た
奥
に
と
い
う
こ
と
で
こ
の
鉛

地
区
に
流
れ
て
、
三
男
を
守
る
た
め
に
土
着
し
た
と
い
う
。

　

殿
様
を
守
り
な
が
ら
、
樵
を
し
な
が
ら
い
る
時
に
、
こ
の
豊
沢
川
で
傷
つ
い
た

手
を
猿
が
癒
し
て
い
た
の
で
、
何
だ
ろ
う
な
と
見
た
ら
、
温
泉
が
湧
き
出
て
い
た

の
が
ル
ー
ツ
。
白
い
猿
と
い
う
の
を
取
っ
て
「
白
猿
の
湯
」
に
。

　

十
三
、四
年
前
に
二
、三
匹
の
白
猿
が
現
わ
れ
た
の
を
当
時
の
区
長
さ
ん
が
ビ
デ

オ
に
撮
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
白
猿
の
子
孫
な
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
た
り
し
て

い
た
。

　

発
見
し
た
湯
は
、
自
分
達
の
湯
と
し
て
使
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
を
広

め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
創
業
が
、
宿
と
し
て
「
藤
三
長
屋
」
と
し
て
始
め
た
ら

し
い
ん
で
す
け
ど
。
そ
れ
が
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）。
花
巻
の
商
工
会
議
所
の

営
業
登
録
で
い
え
ば
、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
調
べ
て

わ
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
。

　

安
浄
寺
さ
ん
の
名
字
が
膝
立
と
い
う
ん
で
す
が
、
円
満
寺
の
近
く
に
膝
立
っ
て

地
名
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
な
と
。
長
屋
時
代
に
は

安
浄
寺
旅
館
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
今
の
湯
治
部
の
側
で
営
業
し
て
い
た

ん
で
す
。

　

安
浄
寺
の
住
職
は
、
膝
立
の
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
湯
口
郷
土
誌
』

や
安
浄
寺
縁
起
等
に
あ
っ
た
「
輝
忠
公
は
円
万
寺
膝
立
村
を
賜
り
、
膝
立
藏
人
と

名
乗
り
」
の
通
り
に
な
る
。
鉛
地
区
に
多
く
み
ら
れ
る
藤
井
氏
は
、
稗
貫
城
主
の

三
男
を
守
る
た
め
に
鉛
の
地
に
逃
れ
付
い
た
家
臣
の
姓
で
あ
り
、
そ
の
後
主
人
を

敵
か
ら
守
り
な
が
ら
樵
に
身
を
や
つ
し
て
い
る
時
に
、
白
猿
を
見
か
け
て
湯
の
湧

出
を
知
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
稗
貫
城
主
の
三
男
が
千
夜
叉
丸
な

の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
主
人
と
共
に
鉛
の
地
に
隠
れ
住
ん
で
い
た
の
は
確
か

な
よ
う
だ
。
仮
小
屋
を
建
て
た
の
が
嘉
吉
三
年
と
あ
っ
た
の
は
、
鉛
地
区
に
住
み

つ
い
た
当
時
の
年
を
指
し
て
い
る
よ
う
だ
。
移
り
住
ん
で
間
も
な
く
湯
の
湧
出
を

知
っ
た
の
か
、
一
族
の
歴
史
を
記
憶
に
留
め
る
た
め
に
こ
の
年
号
を
伝
え
て
い
る

の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
三
之
助
の
子
で
あ
る
三
右
衛
門
が
、

浴
場
の
東
七
〇
坪
の
土
地
を
安
浄
寺
へ
寄
付
し
た
と
あ
っ
た
の
も
、
単
に
経
営
権

取
得
の
礼
だ
け
で
は
な
く
、
長
く
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
と
考
え
ら
れ

る
。
鉛
温
泉
で
藤
井
氏
一
族
と
安
浄
寺
が
共
に
宿
を
営
ん
で
い
た
の
は
、
主
と
家

臣
と
い
う
強
い
繋
が
り
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
理
解
で
き
る
。

　
　
　

五
、
ま
と
め

　

多
く
の
温
泉
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
温
泉
発
見
伝
説
だ
が
、
こ
れ
ま
で
示
さ
れ

て
き
た
温
泉
発
見
伝
説
の
分
類
に
は
動
物
の
関
わ
る
も
の
が
共
通
し
て
み
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
動
物
の
関
わ
る
伝
説
は
発
見
伝
説
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
回
、
白
猿
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
岩
手
県
花
巻
市
の
鉛
温
泉
の
歩
み
を
文

献
や
聞
書
き
に
よ
っ
て
分
析
し
た
結
果
、
藤
井
氏
が
一
族
で
営
ん
で
き
た
鉛
温
泉

の
背
景
に
は
、
思
わ
ぬ
落
人
伝
説
が
隠
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
山
深
い
地

で
主
を
守
り
な
が
ら
身
を
潜
ま
せ
る
生
活
の
中
で
、
初
め
て
温
泉
の
発
見
が
可
能

に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
一
見
す
る
と
樵
が
登
場
す
る
普
通
の
伝
説
と
見
做
し
が

ち
だ
が
、
詳
細
に
辿
る
こ
と
で
藤
井
氏
一
族
の
族
祖
伝
承
で
も
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
本
稿
は
、
鉛
温
泉
の
発
見
伝
説
の
深
層
に
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
光

を
当
て
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
温
泉
発
見
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
傷
つ
い
た
猿
と
の
出
合
い
で
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あ
っ
た
。
白
猿
の
白
は
霊
威
の
強
調
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、一
方
で
ア
ル
ビ
ノ
や
、

年
老
い
た
猿
の
姿
の
場
合
も
あ
る
。
多
く
の
動
物
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
老
い

た
猿
の
体
毛
も
次
第
に
白
色
化
し
て
い
く
。
当
主
の
話
で
は
、
十
三
、四
年
前
に

も
旅
館
近
く
で
二
、三
匹
の
白
猿
が
目
撃
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、こ
れ
を
見
た
人
々

は
白
猿
の
子
孫
な
の
で
は
な
い
か
と
語
っ
て
い
た
。
鉛
温
泉
の
人
々
に
と
っ
て
、

白
猿
は
身
近
な
隣
人
と
も
い
え
る
存
在
の
よ
う
だ
。
野
生
の
猿
が
湯
に
入
る
様
子

は
、
今
日
で
も
長
野
県
の
地
獄
谷
温
泉
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

猿
の
湯
浴
み
を
見
て
人
々
は
温
泉
の
あ
り
か
を
知
り
、
猿
が
こ
れ
を
教
え
て
く

れ
た
と
考
え
た
よ
う
だ
。
感
謝
の
念
を
い
つ
ま
で
も
記
憶
に
留
め
る
よ
う
に
と
、

長
く
湯
の
名
前
に
白
猿
を
付
し
て
き
た
。
桂
の
湯
と
あ
っ
た
の
も
、
こ
れ
と
同
じ

考
え
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
温
泉
は
自
然
か
ら
の
恩
恵
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
思

い
が
こ
こ
に
は
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
鉛
温
泉
の
発
見
伝
説
は
鉛
温
泉
を
守
っ

て
き
た
藤
井
家
の
族
祖
伝
承
で
あ
る
と
共
に
、
自
然
界
の
動
物
や
樹
木
と
人
と
の

素
朴
な
繋
が
り
を
、
今
に
伝
え
て
く
れ
る
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
。

［
註
］

⑴ 

高
木
敏
雄
『
日
本
伝
説
集
』
郷
土
研
究
社
一
九
一
三
。
後
に
宝
文
館
出
版
（
山
田
野
理

夫
編
一
九
九
〇
）
等
か
ら
も
復
刻
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
同
書
一
八
二
〜
一
八
六
頁
。

⑵ 

柳
田
國
男
『
山
島
民
譚
集
』
甲
寅
叢
書
刊
行
所
一
九
一
四
。
後
に
『
柳
田
國
男
全
集
』

第
二
巻
（
筑
摩
書
房
一
九
九
七
）
等
に
収
録
。
同
書
三
九
六
頁
。

⑶ 

柳
田
國
男
『
日
本
伝
説
名
彙
』（
日
本
放
送
協
会
編
・
日
本
放
送
出
版
会
一
九
五
〇
）

二
五
三
〜
二
五
六
頁
。

⑷ 

日
本
温
泉
協
会
編
・
刊『
温
泉
大
鑑
』一
九
三
五
。
後
に
改
題
改
訂
版
の『
日
本
温
泉
大
鑑
』

（
博
文
館
一
九
四
一
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。
同
書
六
五
六
〜
六
八
一
頁
。

⑸ 

山
口
貞
夫
「
温
泉
発
見
の
伝
説
」（「
旅
と
伝
説
」
第
一
〇
巻
一
一
号
一
九
三
七
）
一
三

〜
一
九
頁
。

⑹ 

湯
口
郷
土
誌
編
集
委
員
会
編
『
湯
口
郷
土
誌
』（
湯
口
村
誌
改
訂
増
補　

花
巻
市
湯
口
公

民
館
一
九
八
九
）
二
五
五
頁
。

⑺ 

二
〇
一
二
年
七
月
一
八
日
現
地
調
査
。

⑻ 

二
〇
一
二
年
七
月
一
八
日
現
地
調
査
。

⑼ 

『
鉛
温
泉
・
西
鉛
温
泉
お
よ
び
新
鉛
温
泉
地
域
温
泉
綜
合
科
学
調
査
報
告
書
（
昭
和
四
八

年
度
）』（
岩
手
県
・
花
巻
市
一
九
七
三
）
六
・
七
・
一
三
頁
。

⑽ 

『
第
３
回
企
画
展　

花
巻
の
文
人
達
―
歌
人
と
俳
人
』（
花
巻
新
渡
戸
記
念
館
一
九
九
二
）

四
〇
頁
。

⑾ 

前
掲
書
に
同
じ
。
利
綱
公
は
翌
年
三
月
に
も
鉛
温
泉
で
湯
治
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
逍

遙
し
た
大
沢
温
泉
も
気
に
入
っ
て
、「
大
沢
八
景
」
を
作
っ
て
い
る
。
鉛
温
泉
は
傷
に
よ

く
効
く
湯
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
た
め
、
旧
傷
が
癒
え
な
い
利
綱
公
は
前
年
に
続
け
て

再
び
湯
治
に
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

⑿ 

前
掲
書
註
10
の
文
献
に
同
じ
。

⒀ 

鈴
木
守
三
『
岩
手
県
鉱
泉
誌
』
河
北
堂
一
八
九
五
。
内
題
に
は
『
岩
手
県
鉱
泉
誌
内　

志
戸
平
大
沢
鉛
西
鉛
温
泉
記
』
と
あ
る
。
出
典
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
に
拠
る
。

⒁ 

前
掲
書
註
６
の
文
献
に
同
じ
。

⒂ 

二
〇
一
二
年
七
月
一
八
日
現
地
調
査
。

⒃ 

『
東
北
の
温
泉
』（
仙
台
鉄
道
局
運
輸
課
編
・
刊
一
九
二
六
）
三
〇
・
三
一
頁
。

⒄ 

同
県
北
上
市
に
あ
る
夏
油
温
泉
の
大
湯
で
も
、
同
じ
現
象
が
み
ら
れ
る
。
早
朝
は
湯
が

白
濁
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
時
間
の
経
過
と
共
に
湯
は
透
明
に
変
化
し
て
い
く
。

⒅ 

二
〇
一
五
年
七
月
二
八
日
現
地
調
査
。

⒆ 

二
〇
一
一
年
八
月
一
〇
日
現
地
調
査
。
同
年
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災
の
時
に
は
大
地

が
ズ
キ
ン
と
揺
れ
、
後
に
全
て
の
湯
の
色
が
茶
色
に
な
っ
た
と
い
う
。

⒇ 

二
〇
一
五
年
七
月
二
八
日
現
地
調
査
。
藤
井
家
は
宮
沢
賢
治
の
母
の
出
た
家
で
あ
り
、

旅
館
の
土
地
の
一
部
は
現
在
も
宮
沢
家
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
。

� 

熊
谷
章
一
『
花
巻
市
史
（
寺
院
篇
）』 （
花
巻
市
教
育
委
員
会
一
九
六
二
）
九
三
頁
。

� 

若
林
榮
治
「
鉛
温
泉
」（「
雑
文
ク
ラ
ブ
」
第
三
巻
第
七
号　

雑
文
ク
ラ
ブ
一
九
五
一
所
載
）

三
〇
〜
三
二
頁
。
以
下
の
引
用
は
全
て
こ
れ
に
拠
る
。
著
者
は
、
釜
石
で
電
気
機
械
商

店
を
営
む
人
物
で
あ
る
。

� 
前
掲
書
註
13
の
文
献
に
同
じ
。
以
下
の
引
用
も
全
て
こ
れ
に
拠
る
。
八
丁
表
・
八
丁
裏
。

� 

二
〇
一
四
年
九
月
二
八
日
聞
き
取
り
調
査
。

� 

前
掲
書
註
６
の
文
献
に
同
じ
。

� 

二
〇
一
一
年
八
月
一
〇
日
現
地
調
査
。

� 

前
掲
書
註
21
の
文
献
に
同
じ
。
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論

　説

� 

『
稗
貫
氏
探
訪　

稗
貫
氏
八
百
年
顕
彰
記
念
誌
』（
稗
貫
氏
八
〇
〇
年
記
念
事
業
実
行
委

員
会
編
・
刊
一
九
九
五
）
一
〇
九
頁
。
な
お
本
書
で
は
政
直
の
没
年
は
天
正
三
年
と
あ
り
、

五
代
前
の
祖
先
道
隆
の
兄
千
夜
叉
丸
は
、
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
に
亡
く
な
っ
た
と

あ
る
。

� 

金
子
定
一
「
稗
貫
家
の
研
究
（
一
）」（『
猿
ケ
石
叢
書
』
第
四
三
巻
第
三
八
輯　

東
和
郷

土
研
究
会
一
九
六
五
所
載
）
一
七
頁
。
松
井
道
圓
『
和
賀
稗
貫
郡
村
志
』（「
早
池
峰
文
化
」

第
一
二
号
大
迫
町
教
育
委
員
会
編
・
刊
二
〇
〇
〇
所
載
）
七
三
頁
等
。

� 

二
〇
一
五
年
七
月
二
八
日
現
地
調
査
。

［
附
記
］

鉛
温
泉
の
調
査
で
は
、
藤
三
旅
館
の
藤
井
祥
端
氏
と
藤
井
裕
子
氏
、
安
浄
寺
の
膝

立
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
お

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
照
井
マ
ツ
様
に
は
、
感
謝
と
共
に
心
か
ら
ご
冥
福
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。


