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昔
か
ら
日
本
人
は
温
泉
が
好
き

　

11
月
に
な
る
と
い
よ
い
よ
本
格
的
な
冬
の
季
節
と
な
り

ま
す
。
現
代
人
は
木
枯
ら
し
に
吹
か
れ
て
寒
い
中
、
家
路

に
つ
い
て
も
直
ぐ
暖
房
で
体
を
温
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
で
は
、
古
代
の
人
々
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
？

竪
穴
住
居
に
は
囲
炉
裏
や
カ
マ
ド
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
屋
根
は
茅
葺
き
の
た
め
、
火
で
屋
内
を
温
め
よ
う
と

し
て
も
大
き
な
火
力
を
使
う
と
火
事
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
時
折
、
火
事
に
な
っ
て
し
ま
い
、
家
財
道
具
（
主
に

残
っ
て
い
る
の
は
土
器
な
ど
で
す
が
）
が
置
か
れ
た
ま
ま

で
出
土
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
以
前
、
食
事
を
し
て
い

た
時
に
火
事
に
な
っ
た
の
か
、
５
人
分
と
想
定
さ
れ
る
土

器
が
家
の
中
に
ほ
ぼ
車
座
に
置
か
れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ

た
住
居
跡
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
失
火
で
す
。

ま
た
、
こ
れ
は
推
測
と
な
り
ま
す
が
竪
穴
住
居
で
は
、
暖

を
と
る
た
め
や
明
か
り
と
り
、
そ
の
ほ
か
茅
葺
き
屋
根
を

長
く
持
た
せ
る
た
め
な
ど
か
ら
ほ
ぼ
継
続
的
に
カ
マ
ド
や

囲い

ろ

り
炉
裏
に
火
が
灯
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

時
代
が
少
し
下
っ
て
鎌
倉
時
代
頃
の
遺
跡
か
ら
直
径
30

～
40
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
の
素
焼
き
の
火
鉢
が
市

内
で
も
出
土
し
ま
す
。
最
近
ほ
と
ん
ど
火
鉢
を
見
る
こ
と

が
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
日
本
人
は
お
よ
そ
８
０
０
年
、

炭
と
火
鉢
を
使
っ
て
暖
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
自

治
医
科
大
学
の
南
側
の
住
宅
地
の
開
発
に
伴
う
調
査
で
中

世
の
下し

も
ふ
る
だ
て

古
舘
遺
跡
か
ら
は
「
温お
ん
じ
ゃ
く石」
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
葉
書
く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
厚
さ
３
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
程
度
の
耐
火
性
石
材
の
上
部
に
直
径
約
1
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
穴
が
開
い
て
い
ま
す
。
火
鉢
な
ど
で
温
め
て

布
の
袋
に
入
れ
て
懐
に
入
れ
暖
を
と
る
た
め
に
使
用
し

ま
す
。「
懐か

い
せ
き石

料
理
」
の
懐
石
と
は
こ
の
石
の
こ
と
を
指

し
ま
す
。
で
は
、
ほ
か
に
暖
を
と
る
た
め
に
ど
ん
な
方
法

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
残
念
な
が
ら
古
代
の
出
土
遺
物

で
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
都
内
な
ど
の
遺
跡
か
ら
は
、

江
戸
時
代
の
陶
器
製
の
湯
た
ん
ぽ
が
出
土
し
ま
す
。
ま
た
、

こ
た
つ
に
使
用
し
た
瓦が

し
つ質

の
四
角
い
火
鉢
な
ど
も
見
つ
か

り
ま
す
。
戦
前
の
民
具
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
ほ

ぼ
同
じ
も
の
が
江
戸
時
代
の
後
半
頃
か
ら
使
用
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。
出
土
資
料
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
文
献

史
料
で
は
約
１
２
０
０
年
前
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
出
雲
国

風
土
記
』
に
当
時
、
温
泉
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
大
約
す
る
と
「
河
の
ほ
と
り
と
海
辺
に
温

泉
が
あ
り
、
男
も
女
も
老
人
も
子
供
も
温
泉
に
毎
日
道
路

に
列
を
な
す
ほ
ど
人
が
集
ま
る
の
で
、
市
が
立
つ
ほ
ど
の

盛
況
で
お
湯
に
つ
か
る
と
き
れ
い
に
な
り
病
気
も
た
ち
ま

ち
治
り
、
皆
酒
宴
を
開
い
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
中
著
名
な
温
泉
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
例
え
ば

愛
媛
県
松
山
市
の
道
後
温
泉
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
記
さ

れ
て
お
り
、
兵
庫
の
有
馬
温
泉
は
神
代
の
頃
か
ら
知
ら
れ

て
お
り
秀
吉
も
よ
く
訪
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
県
内

で
は
義
経
の
家
来
で
あ
る
源
有
綱
が
再
起
を
図
る
た
め
に

潜
ん
で
い
ま
し
た
が
、
米
の
磨
ぎ
汁
で
発
見
さ
れ
て
し
ま

っ
た
「
源
三
窟
」
で
有
名
な
塩
原
温
泉
も
あ
り
ま
す
。
き

っ
と
傷
を
癒
し
た
の
で
し
ょ
う
。
歴
史
的
に
著
名
な
温
泉

で
あ
る
道
後
温
泉
や
群
馬
県
草
津
温
泉
、
長
野
県
諏
訪
温

泉
の
付
近
で
は
縄
文
時
代
の
遺
跡
も
発
見
さ
れ
お
り
、
か

な
り
昔
か
ら
温
泉
は
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
『
駿

す
る
が
の
く
に
し
ょ
う
ぜ
い
ち
ょ
う

河
国
正
税
帳
・
正
倉
院
文
書
』
天
平
10
年
（
７
３
８
）

の
記
録
に
は
、
平
城
京
居
住
の
従
四
位
下
小
野
朝
臣
牛
養

（
貴
族
階
級
の
人
）
が
病
気
療
養
と
し
て
那
須
の
温
泉
に

行
く
た
め
駿
河
国
（
静
岡
県
）
を
通
過
し
た
際
、
従
者
を

12
名
連
れ
て
お
り
駿
河
国
の
六
郡
を
通
過
す
る
の
に
お
よ

そ
６
日
か
か
る
の
で
78
人
日
分
の
食
料
を
支
給
す
る
よ
う

請
求
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
当
時
の
貴
族
は
大
勢

の
供
を
引
き
連
れ
、
東
海
道
の
各
国
（
今
な
ら
県
）
に
旅

費
・
経
費
を
要
求
し
て
那
須
ま
で
保
養
に
来
て
い
た
訳
で

す
。
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
で
す
ね
。


