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本
報
告
は
江
戸
時
代
、
西
日
本
の
名
湯
と
し
て
人
気
を
二
分
し

た
有
馬
温
泉
と
城
崎
温
泉
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
温
泉
案
内
書
と
温

泉
医
学
害
を
中
心
的
な
史
料
と
し
な
が
ら
、
江
戸
時
代
の
温
泉
の

医
療
の
場
、
こ
と
に
梅
毒
治
療
の
場
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
論

じ
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
医
療
に
お
い
て
、
湯
治
が
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
っ
た
の
か
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
来
の
温
泉
史
研
究
は
経
済
史
や
文
学
史
的
な
分
析
が
中
心

で
、
温
泉
の
医
療
と
し
て
の
側
面
か
ら
の
研
究
は
軽
視
さ
れ
て
き

た
き
ら
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
地
場
産
業
と
し
て
の
温
泉
の
経
済

効
果
や
、
温
泉
地
で
詠
ま
れ
た
詩
歌
な
ど
の
紹
介
が
主
で
、
そ
の

結
果
、
遊
興
の
地
と
し
て
の
温
泉
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
温
泉
を
め
ぐ
る
医
学
的
な
史
料
を
分
析
し
て
い
く

と
、
こ
れ
ら
と
は
ま
た
異
な
る
江
戸
時
代
の
温
泉
の
側
面
が
見
え

て
ノ
、
る
。
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江
戸
時
代
の
温
泉
と
梅
毒

鈴
木

則

子

な
お
数
少
な
い
温
泉
医
療
史
研
究
は
殆
ど
戦
前
の
も
の
で
、
し

か
も
こ
れ
ら
は
近
代
医
学
の
視
点
か
ら
近
世
温
泉
治
療
の
有
効
性

を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
研
究
の
掲
げ
る
、
江
戸

時
代
の
人
々
に
と
っ
て
湯
治
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
課
題
に
応
え
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
ず
、
江
戸
時
代
前
半
に
書
か
れ
た
有
馬
温
泉
の
温
泉
案
内
書

の
記
載
を
見
て
い
く
と
、
そ
れ
ま
で
温
泉
の
効
能
を
霊
泉
證
に
よ

っ
て
説
い
て
い
た
の
が
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け

て
、
医
学
的
な
説
明
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
背

景
に
は
博
物
学
の
流
行
や
人
々
の
養
生
へ
の
関
心
の
高
ま
り
、
温

泉
数
の
増
加
に
よ
る
温
泉
地
間
の
競
争
の
激
化
と
い
う
事
情
が
指

摘
で
き
る
。

一
方
城
崎
温
泉
の
温
泉
案
内
書
は
、
一
八
世
紀
に
大
き
な
変
化

を
見
せ
る
。
城
崎
に
は
計
七
つ
の
湯
壺
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
異

な
る
効
能
を
持
つ
こ
と
を
温
泉
の
特
徴
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら

の
湯
壺
の
内
、
梅
毒
に
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
た
湯
が
、
人
気
を
集

め
始
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
動
き
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
、
元
禄
期
に
城
崎
温

泉
で
臨
床
実
験
を
繰
り
返
し
た
後
藤
艮
山
・
香
川
修
庵
師
弟
で
あ
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イ0

る
。
後
に
後
藤
艮
山
は
日
本
で
初
め
て
の
温
泉
医
学
書
三
本
堂

薬
選
続
編
」
を
出
版
し
、
そ
の
書
の
中
で
城
崎
温
泉
を
梅
毒
を
治

癒
す
る
湯
と
し
て
称
揚
し
、
有
馬
の
湯
を
か
え
っ
て
そ
れ
を
悪
化

さ
せ
る
と
批
判
し
た
。
こ
の
書
の
影
響
力
は
非
常
に
大
き
く
、
西

日
本
の
湯
治
客
の
流
れ
は
確
実
に
有
馬
か
ら
城
崎
へ
移
っ
て
い
っ

た
。
温
泉
医
学
が
庶
民
の
温
泉
選
択
の
基
準
と
し
て
大
き
な
力
を

た
。
温
泉
医
学
が
｛

持
っ
た
の
で
あ
る
。

客
の
減
っ
た
有
馬
温
泉
は
、
起
死
回
生
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

自
ら
に
有
利
な
新
た
な
温
泉
医
学
理
論
を
医
師
柘
植
彰
常
と
と
も

に
展
開
し
、
幕
末
に
『
温
泉
論
』
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
報
告
者
は
江
戸
時
代
の
温
泉
地
が
当
時
の
人
々
に
と
っ

て
、
娯
楽
の
場
と
し
て
の
側
面
を
強
め
つ
つ
あ
る
こ
と
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
が
、
有
馬
と
城
崎
の
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、
本

質
的
に
は
温
泉
医
学
に
基
づ
い
た
治
療
の
場
で
あ
っ
た
と
考
え

る
。
ま
た
江
戸
時
代
の
民
衆
の
医
療
環
境
に
お
い
て
は
、
俗
信
よ

り
も
医
学
的
知
が
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
医
学
的
知
、
医
療
情
報
は
、
書
物
と
い

う
形
態
で
人
々
に
伝
達
さ
れ
、
ま
た
そ
の
こ
と
自
体
が
情
報
に
大

き
な
権
威
を
付
与
し
た
。
梅
毒
と
い
う
近
世
に
蔓
延
し
て
い
っ
た

新
興
感
染
症
が
、
社
会
の
様
々
な
側
面
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
大
き

さ
も
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
奈
良
女
子
大
学
）


