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温
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す
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温
泉
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と
そ
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聞
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

一
　
わ
が
国
民
生
活
の
中
に
お
け
る
温
泉
の
利
用
は
、
古
く
か
ら
国
民
の
日
常
生
活
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
ま
た
最
近
は
、
温
泉
が
資
本
財
と

な
る
に
至
っ
て
そ
の
社
会
的
経
済
的
重
要
性
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
温
泉
に
関
す
る
法
律
関
係
は
き
わ
め
て
不
明
確
、
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

完
全
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
温
泉
に
つ
い
て
の
法
律
関
係
と
し
て
は
、
温
泉
の
掘
さ
く
、
温
泉
の
利
用
等
を
規
制
す
る
温
泉
行
政
の
公
法
的
面
と
、
温
泉
権
を
財
産
権
と

し
て
法
律
上
保
障
す
る
私
法
的
面
と
が
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
三
年
に
制
定
を
み
た
温
泉
法
が
あ
る
が
、
そ
の
規
制
規
定
が
あ
ま

り
に
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
濫
掘
規
制
に
役
立
た
な
い
と
の
批
判
が
強
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
判
例
は
あ
る
が
い
ま
だ

な
ん
ら
立
法
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
法
的
保
障
は
き
わ
め
て
不
完
全
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
温
泉
の
所
有
・
利
用
を
め
ぐ
る
複
雑
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な
問
題
を
生
じ
て
お
り
、
温
泉
権
の
保
護
を
は
か
る
立
法
が
切
実
に
要
望
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
温
泉
に
つ
い
て
の
立
法
の
お
く
れ
て
い
る
理
由
を
川
島
教
授
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
ω
　
温
泉
権
秩
序
の
多
く
は
旧
慣
上

の
も
の
で
あ
る
。
回
　
旧
慣
上
の
温
泉
権
は
多
様
な
地
方
差
が
あ
る
。
⑲
　
旧
慣
温
泉
権
は
近
代
法
の
中
に
お
い
て
解
体
・
変
化
し
て
き
て
お

り
、
権
利
内
容
が
多
種
多
様
で
あ
る
。
⑭
　
近
時
旧
慣
温
泉
権
と
異
質
な
近
代
法
の
下
に
お
け
る
温
泉
権
が
多
く
発
生
し
て
き
て
い
る
が
、
原

理
を
異
に
す
る
両
者
の
調
整
が
困
難
で
あ
る
。
困
　
権
利
主
体
者
の
利
害
が
複
雑
で
あ
る
。
以
上
の
事
情
に
よ
っ
て
温
泉
に
つ
い
て
の
権
利
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

係
を
統
一
し
た
法
的
規
制
に
服
せ
し
む
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
今
日
、
温
泉
権
を
め
ぐ
る
対
抗
関
係
と
し
て
は
、
旧
慣
温
泉
権
と
近
代
法
的
温
泉
権
と
の
対
抗
関
係
と
、
近
代
法
的
温
泉
権
相
互
の
対
抗
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゴ
ロ

係
の
二
重
の
対
抗
関
係
が
み
ら
れ
る
。

　
も
と
も
と
、
温
泉
の
利
用
と
支
配
は
、
自
然
湧
出
泉
を
部
落
住
民
が
共
同
風
呂
と
し
て
利
用
・
管
理
し
た
も
の
が
慣
行
と
な
っ
て
温
泉
権
秩
序

を
形
成
し
て
ぎ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
旧
慣
上
の
温
泉
権
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
明
治
に
な
っ
て
、
土
地
所
有
権
を
中
核
と
す
る
近
代
法
体

系
が
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
旧
慣
温
泉
権
は
旧
慣
に
よ
る
他
の
権
利
と
同
じ
よ
う
に
、
法
体
系
の
下
に
正
当
な
位
置
を
も
た
な
い
こ
と
と
、

そ
れ
を
支
え
る
社
会
経
済
的
条
件
の
推
移
の
た
め
に
、
近
代
法
の
下
に
お
け
る
土
地
所
有
権
お
よ
び
私
的
温
泉
権
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
、

漸
次
変
質
解
体
の
運
命
を
た
ど
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
時
に
な
っ
て
、
観
光
ブ
ー
ム
を
う
け
て
温
泉
場
が
急
激
に
発
展
し
、

旅
館
、
ホ
テ
ル
業
者
が
増
大
し
た
こ
と
か
ら
、
資
本
投
下
に
よ
る
大
規
模
の
温
泉
掘
さ
く
、
濫
掘
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
、
旧
慣
温
泉
権

は
も
と
よ
り
、
私
的
温
泉
権
を
有
す
る
従
来
の
温
泉
営
業
者
と
の
対
抗
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の

温
泉
権
に
関
す
る
対
抗
関
係
を
解
決
す
る
法
的
規
定
が
不
備
不
明
確
の
た
め
に
、
法
外
的
な
社
会
的
経
済
的
力
関
係
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い

る
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
こ
に
温
泉
権
に
関
す
る
現
実
の
規
範
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
意
義
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
温
泉
権
の

規
範
関
係
を
み
る
の
に
、
南
九
州
の
温
泉
地
帯
に
お
け
る
温
泉
権
の
実
態
を
通
じ
て
、
ま
ず
旧
慣
温
泉
権
と
近
代
法
的
温
泉
権
と
の
対
抗
関
係

を
、
つ
い
で
、
近
代
法
的
温
泉
権
相
互
の
対
抗
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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二
　
南
九
州
に
お
け
る
代
表
的
な
温
泉
地
で
あ
る
霧
島
温
泉
地
帯
と
指
宿
温
泉
地
帯
に
つ
い
て
の
実
態
調
査
を
行
な
っ
て
み
て
、
そ
の
権
利
形

態
の
多
様
性
と
複
雑
性
と
に
遭
遇
す
る
。
二
つ
の
地
帯
と
も
、
古
く
か
ら
著
名
な
温
泉
地
で
あ
る
が
、
最
近
の
レ
ジ
ャ
ー
ブ
ー
ム
・
観
光
ブ
ー

ム
に
の
っ
て
急
速
に
拡
張
発
展
し
、
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
新
築
が
相
つ
ぎ
、
そ
れ
に
つ
れ
て
新
泉
源
の
掘
さ
く
が
な
さ
れ
、
従
来
湯
量
の
豊
富
な

こ
と
を
誇
っ
て
い
た
こ
の
温
泉
地
域
に
も
、
湧
出
量
の
減
少
、
温
度
の
低
下
と
い
う
現
象
が
生
じ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
温
泉
権
相
互
の
間
に

対
立
衝
突
を
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
温
泉
地
に
お
け
る
と
同
様
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
、
指
宿
に
は
、
次
の
よ
う
な
特
異
な
温
泉
利
用
法
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
地
の
温
泉
権
の
対
抗
関
係

は
さ
ら
に
複
雑
な
様
相
を
呈
ず
る
に
至
っ
て
い
る
。
指
宿
で
は
、
そ
の
豊
富
な
自
然
湧
出
温
泉
を
利
用
し
て
、
大
正
の
初
期
か
ら
泉
熱
利
用
の
製

塩
と
園
芸
作
物
促
成
栽
培
が
始
め
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
に
な
っ
て
掘
さ
く
技
術
の
進
歩
と
泉
熱
利
用
法
の
開
発
が
進
む
に
つ
れ
て
、
浴
用
以
外

の
産
業
用
と
し
て
温
泉
の
有
利
性
が
認
め
ら
れ
、
産
業
用
温
泉
の
掘
さ
く
開
発
が
大
々
的
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
影
響
を
う
け

て
、
一
地
区
ほ
と
ん
ど
全
て
の
温
泉
源
が
澗
渇
ま
た
は
使
用
不
能
の
状
態
に
陥
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
後
昭
和
二
十
二
年
頃
か

ら
広
範
囲
の
地
域
に
わ
た
っ
て
、
泉
熱
製
塩
業
が
大
量
の
湯
量
を
得
る
た
め
に
、
無
秩
序
な
掘
さ
く
と
動
力
採
湯
を
行
な
っ
た
た
め
に
、
さ
ら

に
濫
掘
の
悪
影
響
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
三
十
五
年
頃
に
な
る
と
製
塩
業
も
漸
く
下
火
に
な
り
、
そ
れ
に
代
っ
て
泉
熱

利
用
の
園
芸
作
物
の
促
成
栽
培
と
熱
帯
植
物
栽
培
に
転
用
さ
れ
る
も
の
が
多
く
な
っ
た
。
ま
た
、
製
塩
利
用
か
ら
の
転
用
と
し
て
も
っ
と
も
特

異
な
も
の
に
配
湯
業
が
あ
る
。
指
宿
に
お
い
て
は
戦
前
か
ら
町
営
の
温
泉
配
給
所
が
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
十
八
年
に
製
塩
業
か
ら
転
換
し
た
二

っ
の
民
間
配
湯
業
が
開
業
し
て
、
指
宿
の
温
泉
界
に
大
き
な
変
動
を
ま
き
起
し
た
。
そ
の
温
泉
権
を
め
ぐ
る
対
抗
関
係
は
複
雑
で
あ
る
。

　
両
温
泉
地
域
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
現
在
的
間
題
を
蔵
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
前
提
と
し

て
、
ま
ず
、
こ
の
両
地
域
に
お
け
る
古
く
か
ら
の
温
泉
規
範
と
し
て
の
旧
慣
温
泉
権
の
実
態
を
調
査
し
、
こ
の
前
近
代
的
な
温
泉
規
範
が
、
近

代
的
法
体
系
の
下
で
ど
の
よ
う
な
変
化
を
と
げ
る
か
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
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二

旧
慣
に
よ
る
温
泉
権

一
　
横
瀬
温
泉
ー
姶
良
郡
牧
園
町
u
横
瀬
部
落
共
同
湯

　
霧
島
火
山
地
域
の
新
川
漢
谷
地
区
に
分
布
し
て
い
る
温
泉
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
大
正
時
代
ま
で
は
中
津
川
温
泉
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
慶

応
元
年
（
一
八
六
五
年
）
の
古
記
録
に
中
津
川
温
泉
の
名
が
出
て
い
る
が
、
こ
の
辺
の
開
田
が
約
二
〇
〇
年
前
の
享
保
時
代
で
あ
る
の
で
、
そ
の

頃
か
ら
部
落
民
に
よ
っ
て
共
同
風
呂
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
部
落
湯
の
あ
る
一
帯
は
、
中
津
川
に
沿
っ
て
、
ま
た
そ

の
河
川
敷
地
か
ら
随
所
に
自
然
湧
出
の
温
泉
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
部
落
は
、
か
っ
て
は
国
分
か
ら
霧
島
の
硫
黄
谷
へ
通
ず
る
幹
線

道
路
に
面
し
て
お
り
、
人
馬
の
交
通
が
多
く
、
中
津
川
温
泉
を
た
ず
ね
て
、
部
落
民
以
外
の
他
部
落
か
ら
の
湯
治
客
も
多
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
大
正
三
年
、
霧
島
に
通
ず
る
県
道
が
こ
の
部
落
を
外
れ
て
開
通
し
た
た
め
に
、
旧
道
は
裏
街
道
と
な
り
、
他
か
ら
の
湯
治
客
も
減

少
、
現
在
は
部
落
民
だ
け
が
利
用
す
る
部
落
共
同
湯
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
理
的
な
条
件
の
た
め
に
、
交
通
機
関
の
利
便
を
享
け
る
こ
と
の
な

い
不
便
な
温
泉
地
は
、
明
治
期
以
降
に
お
い
て
も
温
泉
営
業
の
発
達
を
み
る
こ
と
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
温
泉
の
近
代
化
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
反
面
に
お
い
て
、
部
落
の
旧
慣
秩
序
が
変
質
解
体
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
旧
慣
温
泉
権
の
古
典
的
形
態
を
存
続
せ
し
め
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
横
瀬
温
泉
に
お
い
て
、
部
落
集
団
に
よ
る
温
泉
の
共
同
支
配
共
同
利
用
の
形
態
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ω
　
泉
源
の
地
盤
所
有
権
　
　
明
治
初
年
の
地
租
改
正
に
と
も
な
っ
て
、
旧
桑
原
郡
踊
郷
上
中
津
川
村
の
区
有
と
し
て
台
帳
に
記
載
さ
れ
、

土
地
登
記
簿
に
は
こ
の
泉
源
の
敷
地
一
九
坪
を
鉱
泉
地
と
し
て
、
所
有
権
者
は
中
津
川
区
と
し
て
登
記
さ
れ
て
あ
っ
た
。
昭
和
一
九
年
七
月
、

部
落
有
財
産
統
一
の
過
程
に
お
い
て
町
所
有
に
移
転
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
温
泉
の
管
理
、
利
用
に
つ
い
て
は
従
前
の
旧
慣

上
の
温
泉
権
秩
序
が
貫
か
れ
て
お
り
、
地
盤
所
有
権
者
た
る
町
は
そ
の
所
有
権
に
基
づ
く
支
配
を
主
張
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
部
落
畏
も
温

泉
権
は
依
然
と
し
て
部
落
の
も
の
と
い
う
意
識
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
土
地
所
有
権
者
た
る
町
と
温
泉
権
を
有
す
る
部
落
と

の
間
に
土
地
使
用
に
関
す
る
契
約
も
締
結
さ
れ
て
い
な
い
。
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部
落
有
財
産
を
町
村
有
に
移
管
統
一
す
る
政
策
は
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
”
昭
和
を
通
じ
て
太
平
洋
戦
終
結
に
至
る
ま
で
わ
が
国
政
府
の
皿

貫
し
た
政
策
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
部
落
有
の
林
野
を
「
部
落
よ
り
も
経
営
能
力
の
一
層
強
大
で
あ
る
市
町
村
に
所
有
権
を
移
す
」
こ
と
に
よ
っ

て
、
国
策
遂
行
の
末
端
機
関
た
る
市
町
村
の
財
政
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
統
一
政
策
に
よ
っ
て
部
落
有
の
入
会
林
野
の
入
会
権
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

整
理
、
否
認
さ
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

　
中
津
川
部
落
有
（
区
有
）
で
あ
っ
た
泉
源
地
盤
所
有
権
も
、
同
じ
町
内
の
旧
宿
窪
田
区
の
塩
浸
温
泉
と
と
も
に
昭
和
一
九
年
町
有
に
移
さ
れ

た
が
、
そ
れ
ま
で
の
部
落
の
旧
慣
秩
序
の
弱
化
も
し
く
は
解
体
と
い
う
形
態
の
変
化
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
（
－
）
中
津

川
部
落
の
旧
慣
上
の
温
泉
秩
序
が
部
落
民
の
日
常
生
活
の
中
に
密
着
し
て
い
る
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
（
”
1
1
）
　
泉
源
地
の
所
有
権
を
実

質
的
に
も
町
に
移
す
こ
と
に
よ
る
町
財
政
へ
の
経
済
的
利
益
が
な
ん
ら
存
し
な
い
こ
と
の
二
つ
が
、
林
野
の
場
合
と
ち
が
っ
て
旧
慣
を
そ
の
ま

ま
の
形
態
で
存
続
し
て
き
た
事
情
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
＠
　
管
理
、
利
用
形
態
　
　
旧
中
津
川
村
は
横
瀬
・
健
崎
・
溝
口
・
荒
瀬
の
四
部
落
よ
り
な
っ
て
お
り
、
共
同
湯
は
長
く
こ
の
四
部
落
で
共

同
管
理
し
て
い
た
。
古
い
時
代
に
あ
っ
て
は
自
然
湧
出
の
野
天
風
呂
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
建
物
を
建
て
屋
根
を
葺
ぎ
浴
槽
を
作
る
よ
う
に
な
る

と
、
そ
の
管
理
・
利
用
方
法
に
つ
き
慣
習
に
よ
る
秩
序
が
成
立
し
て
き
た
。
そ
の
後
社
会
的
．
経
済
的
変
化
に
対
応
し
て
多
少
の
変
化
は
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
横
瀬
温
泉
に
あ
っ
て
は
、
部
落
集
団
に
よ
る
総
有
的
支
配
形
態
が
存
続
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
管
理
に
つ
い
て
の
明
文
化
さ
れ
た
規
約
は
な
い
が
、
現
在
次
の
よ
う
な
方
法
が
慣
習
化
さ
れ
て
い
る
。
決
議
機
関
と
し
て
は
、
各
部
落
か
ら

選
出
さ
れ
た
役
員
に
よ
っ
て
共
同
湯
維
持
費
、
建
物
の
修
理
な
ど
の
問
題
を
決
定
し
て
い
る
。
電
灯
料
・
修
理
代
・
掃
除
の
た
め
の
人
件
費

（
浴
槽
が
四
つ
あ
り
毎
日
二
槽
ず
っ
掃
除
）
な
ど
の
経
営
費
を
要
す
る
の
で
、
そ
の
維
持
費
を
部
落
民
か
ら
毎
月
徴
収
し
て
い
る
。
建
物
の
修

理
の
場
合
に
は
部
落
有
林
が
二
町
歩
、
神
社
有
林
が
一
町
歩
あ
る
の
で
そ
の
伐
採
材
木
を
使
っ
て
ぎ
た
。
と
こ
ろ
が
昭
和
二
十
七
年
建
物
修
理

に
当
っ
て
、
建
設
費
の
各
戸
負
担
金
額
を
め
ぐ
っ
て
部
落
間
に
意
見
が
対
立
、
そ
の
調
整
が
つ
か
な
い
で
、
溝
口
部
落
と
荒
瀬
部
落
が
そ
れ
ま

で
の
共
同
集
団
か
ら
離
脱
し
た
の
で
、
現
在
は
、
横
瀬
（
一
六
〇
戸
）
と
健
崎
（
三
〇
戸
）
二
部
落
で
管
理
し
て
い
る
。
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共
同
湯
の
利
用
は
、
温
泉
維
持
費
を
納
入
し
て
い
る
部
落
民
は
入
浴
料
を
要
し
な
い
共
同
利
用
で
あ
る
が
、
部
落
民
以
外
の
入
浴
者
は
一
回

一
〇
円
の
入
浴
料
を
入
口
の
箱
の
中
に
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
部
落
民
に
よ
る
温
泉
の
共
同
管
理
と
共
同
入
浴
の
関
係
は
、
山
林
原
野
に
対
す
る
入
会
権
と
同
様
の
総
有
の
法
的
性
質
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
学
者
は
こ
の
旧
慣
に
よ
る
温
泉
利
用
権
を
「
温
泉
入
会
権
」
と
呼
ん
で
い
る
。
自
然
湧
出
す
る
温
泉
の
利
用
は
、
天
然

産
出
物
（
人
問
の
資
本
や
労
働
の
投
下
な
し
に
産
出
さ
れ
る
も
の
）
と
し
て
私
的
所
有
の
対
象
と
な
る
こ
と
な
く
「
み
な
の
も
の
」
と
認
め
ら

れ
、
部
落
内
の
林
野
に
お
け
る
雑
草
・
秣
草
・
薪
炭
用
雑
木
等
の
天
然
産
物
を
採
取
す
る
慣
習
上
の
権
利
と
同
じ
よ
う
に
、
部
落
集
団
の
総
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

的
支
配
の
も
と
に
お
か
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
泉
源
地
盤
の
所
有
権
が
慣
習
上
の
温
泉
支
配
権
の
主
体
た
る
部
落
集
団
で
あ
る
場
合
に
は
温
泉
権

と
土
地
所
有
権
と
の
矛
盾
は
生
じ
な
い
が
、
泉
源
地
盤
所
有
権
が
部
落
以
外
の
者
に
帰
属
し
た
場
合
に
は
、
地
盤
所
有
権
の
主
体
と
温
泉
権
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

主
体
と
が
分
離
し
対
立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
近
代
的
土
地
所
有
権
と
旧
慣
温
泉
権
と
が
衝
突
す
る
場
合
、
近
代
法
と
し
て
の
民
法
体
系
の
も
と

で
は
土
地
所
有
権
の
支
配
が
優
先
す
る
の
で
、
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
は
変
形
解
体
の
運
命
を
た
ど
る
に
至
る
こ
と
は
、
林
野
入
会
に
お
け
る
と

　
　
　
　
（
七
）

同
様
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
横
瀬
温
泉
に
あ
っ
て
は
、
泉
源
地
所
有
権
が
町
に
帰
属
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
慣
に
よ
る
温
泉
の
管
理
利
用
関
係
が
依
然

と
し
て
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
さ
き
に
ω
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
こ
ら
　
　
　

ひ
が
し
か
た
　
　
　

ぬ
り

二
　
河
原
湯
ー
指
宿
市
東
方
n
木
ノ
下
・
温
湯
・
田
之
畑
・
中
福
良
部
落
共
同
湯

　
薩
摩
半
島
の
南
端
に
位
置
す
る
指
宿
温
泉
地
区
は
温
泉
と
し
て
の
歴
史
は
古
く
、
三
国
名
勝
図
会
に
も
「
凡
そ
指
宿
の
地
は
、
田
野
の
間
湯

気
甚
だ
多
し
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
旧
幕
時
代
に
藩
主
島
津
氏
の
行
館
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
殿
様
湯
と
し
て
そ
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。
ま

た
温
泉
の
湧
出
範
囲
は
海
岸
線
数
キ
ρ
に
わ
た
っ
て
お
り
、
ど
こ
を
掘
っ
て
も
湯
が
湧
く
と
い
う
豊
富
な
湯
量
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え

て
、
南
国
情
趣
に
富
ん
だ
風
物
を
生
か
し
て
、
最
近
は
観
光
温
泉
地
と
し
て
急
速
に
発
展
し
、
外
来
資
本
に
よ
る
ホ
テ
ル
旅
館
の
建
築
が
相
つ

ぎ
、
温
泉
地
と
し
て
の
性
格
が
著
し
い
変
貌
を
み
つ
つ
あ
る
。
戦
前
ま
で
は
、
近
傍
の
住
民
の
休
息
の
場
所
と
し
て
の
ひ
な
び
た
湯
治
温
泉
地
で
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あ
っ
た
指
宿
も
、
別
府
と
な
ら
ぶ
観
光
温
泉
地
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
古
い
形
態
の
部
落
共
同
湯
も
、
そ
の
姿
を
消
し
た
も
の
、
ま
た
は
も

と
の
名
称
は
残
っ
て
い
て
も
、
温
泉
権
が
市
有
と
な
り
市
営
温
泉
と
な
っ
た
も
の
、
個
人
有
と
な
り
公
衆
浴
場
と
し
て
経
営
さ
れ
て
い
る
も
の

あ
り
、
古
典
的
共
同
湯
の
形
態
は
、
多
く
の
も
の
が
解
体
・
変
形
し
て
き
た
。
し
か
し
、
な
お
古
い
管
理
、
利
用
形
態
を
残
し
て
い
る
部
落
共

同
湯
が
い
く
つ
か
あ
る
が
そ
の
一
つ
と
し
て
河
原
湯
が
あ
る
。
河
原
湯
は
、
二
月
田
温
泉
と
と
も
に
指
宿
の
山
手
側
の
温
泉
地
区
に
位
置
す
る

が
、
現
在
の
泉
源
は
明
治
初
年
に
発
見
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
お
り
、
以
来
、
東
方
の
う
ち
、
道
上
・
中
福
良
・
田
之
畑
・
温
湯
・
木
下
・

宮
の
六
部
落
の
共
同
湯
と
し
て
、
管
理
利
用
さ
れ
て
き
て
、
そ
の
形
態
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。

　
ω
　
泉
源
地
盤
の
所
有
権
　
　
湯
口
お
よ
び
建
物
敷
地
一
畝
一
四
歩
の
土
地
を
鉱
泉
地
と
し
て
登
記
、
所
有
権
は
上
述
六
部
落
に
属
す
る
の

で
あ
る
が
所
有
名
義
は
小
園
助
市
外
三
名
の
共
有
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
建
物
に
つ
い
て
は
未
登
記
で
あ
る
。
泉
源
地
盤
の
所
有
権
と
温

泉
権
の
主
体
が
い
ず
れ
も
部
落
集
団
に
帰
属
し
て
き
て
い
る
た
め
に
、
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
が
解
体
変
形
を
う
け
る
こ
と
は
な
く
、
今
日
ま
で

そ
の
形
態
を
存
続
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
河
原
湯
は
指
宿
の
山
の
手
の
畑
地
帯
の
中
に
あ
っ
て
海
岸
線
か
ら
約
三
キ
ロ
離
れ
て
い
る
の
で
、

最
近
の
観
光
温
泉
ブ
ー
ム
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
、
戦
前
の
ま
ま
の
ひ
な
び
た
部
落
共
同
風
呂
と
し
て
部
落
民
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
＠
　
管
理
、
利
用
形
態
　
　
明
治
初
年
（
二
〇
年
頃
）
か
ら
上
記
六
部
落
の
共
同
湯
と
し
て
所
有
、
管
理
、
利
用
さ
れ
て
お
り
、
部
落
集
団
に

よ
る
総
有
的
支
配
形
態
を
と
る
古
典
的
温
泉
入
会
権
で
あ
る
。
ま
ず
管
理
形
態
に
つ
い
て
は
、
泉
源
地
盤
の
所
有
権
が
、
登
記
簿
上
は
部
落
住

民
の
数
名
の
共
有
名
義
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
な
る
名
目
上
の
も
の
で
、
管
理
は
六
部
落
か
ら
選
出
さ
れ
た
六
名
の
委
員
（
現
在
は
各

部
落
の
公
民
館
長
が
兼
任
）
が
集
合
し
て
管
理
方
法
、
必
要
経
費
等
の
事
項
を
協
議
決
定
す
る
。
昭
和
一
二
年
に
改
築
さ
れ
る
ま
で
は
湯
つ
ぼ

に
板
囲
い
を
し
屋
根
は
か
や
ぶ
き
の
建
物
で
あ
っ
て
、
修
理
は
部
落
民
が
現
物
を
持
ち
よ
っ
て
な
し
、
湯
守
に
支
払
う
費
用
な
ど
の
維
持
費

は
、
各
戸
か
ら
麦
（
一
升
）
、
粟
（
五
合
）
を
徴
収
し
て
あ
て
て
い
た
。
　
昭
和
一
二
年
建
物
の
改
築
と
同
時
に
そ
れ
ま
で
の
穀
物
収
納
に
か
え

て
金
銭
で
徴
収
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
金
額
は
上
記
の
委
員
が
毎
年
年
度
毎
に
必
要
経
費
（
湯
守
の
給
料
・
電
気
料
金
・
施
設
の
修
理
更

新
費
等
）
に
応
じ
て
年
二
回
に
分
け
て
徴
収
す
る
。
、
ち
な
み
に
、
今
年
（
昭
和
四
三
年
）
の
前
期
分
は
、
一
戸
当
、
一
人
世
帯
は
二
〇
〇
円
、
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二
人
以
上
の
世
帯
は
四
〇
〇
円
ず
つ
の
割
当
と
な
っ
て
い
る
。

　
共
同
湯
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
維
持
費
を
納
入
し
て
い
る
部
落
民
と
そ
の
家
族
に
つ
い
て
は
入
浴
料
は
要
ら
な
い
が
、
部
落
外
の
人
か
ら
は

入
湯
料
を
と
り
、
そ
れ
は
湯
守
の
別
途
収
入
と
し
て
い
る
。
河
原
湯
は
古
く
か
ら
「
痔
」
に
効
く
と
い
う
こ
と
で
戦
前
は
遠
近
か
ら
湯
治
客
が

多
く
、
こ
れ
ら
の
部
落
民
以
外
の
湯
治
客
の
入
湯
料
は
湯
守
に
と
っ
て
相
当
な
収
入
と
な
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
最
近
は
湯
治
客
も

な
く
な
っ
て
そ
の
収
入
も
ほ
と
ん
ど
な
い
実
情
で
あ
る
。
ま
た
戦
前
は
、
こ
の
共
同
湯
を
利
用
す
る
部
落
に
お
い
て
は
、
内
湯
の
禁
止
、
新
掘

さ
く
の
禁
止
が
部
落
の
慣
習
秩
序
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
戦
後
は
、
部
落
慣
習
に
よ
る
統
制
秩
序
は
弱
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
泉
熱
利
用

の
園
芸
促
成
栽
培
・
熱
帯
植
物
栽
培
の
た
め
掘
さ
く
許
可
を
得
て
、
そ
の
余
湯
を
内
湯
と
し
て
利
用
し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
部
落
湯
か

ら
距
っ
て
い
る
こ
と
や
、
部
落
湯
の
設
備
が
古
く
粗
末
な
こ
と
を
嫌
っ
て
、
自
宅
に
配
湯
業
者
（
後
述
）
か
ら
温
泉
の
配
給
を
受
け
て
い
る
も

の
、
ま
た
は
普
通
の
沸
し
風
呂
を
設
け
る
も
の
な
ど
が
増
え
て
、
共
同
湯
に
加
入
し
て
い
な
い
部
落
民
が
増
え
て
ぎ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、

共
同
湯
の
経
営
が
こ
の
頃
苦
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
も
な
お
こ
の
共
同
湯
は
六
部
落
の
み
な
の
も
の
と
い

う
考
え
に
支
え
ら
れ
て
、
部
落
集
団
の
総
有
的
支
配
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
温
泉
入
会
権
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
温
泉
権
の
主
体

は
部
落
集
団
で
あ
っ
て
、
部
落
民
と
し
て
の
資
格
に
も
と
づ
い
て
共
同
湯
を
管
理
し
利
用
し
て
ぎ
た
。

　
以
上
、
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
が
古
い
形
態
の
ま
ま
で
残
っ
て
い
る
部
落
共
同
湯
の
例
と
し
て
、
横
瀬
温
泉
と
河
原
湯
の
二
つ
の
部
落
湯
の
実

態
を
述
べ
て
ぎ
た
。
い
ず
れ
も
自
然
湧
出
泉
を
、
部
落
み
ん
な
の
も
の
と
し
て
、
部
落
民
が
古
く
か
ら
現
実
に
共
同
で
支
配
・
利
用
し
て
き
た

事
実
に
も
と
づ
い
て
、
慣
習
上
の
支
配
秩
序
が
生
じ
、
そ
の
古
典
的
形
態
が
解
体
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
部
落
集
団
に
よ
る
総
有
的
支
配
関
係
は
、
林
野
に
お
け
る
入
会
権
と
類
似
す
る
共
同
体
的
権
利
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
温
泉
入
会
権
」
と
規

定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
明
治
前
期
ま
で
の
わ
が
国
の
各
地
の
温
泉
は
原
則
と
し
て
こ
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
明
治
四
年
の
地
租
改
正
に
よ
る
土
地
私
有
制
度
の
成
立
、
明
治
一
三
年
の
民
法
施
行
に
よ
る
所
有
権
を
中
心
と
す
る
近
代
国
家
法
体
系
が

確
立
さ
れ
て
く
る
と
、
旧
慣
上
の
権
利
が
国
家
法
体
系
の
下
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
形
態
に
大
き
な
変
化
を
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生
じ
て
き
た
。
第
一
、
旧
慣
に
よ
る
入
会
権
た
る
温
泉
権
は
国
家
法
体
系
の
中
に
明
文
に
よ
る
明
確
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

が
っ
て
国
家
法
に
よ
る
法
的
保
護
を
う
け
る
こ
と
が
薄
い
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
第
二
に
土
地
所
有
権
を
中
心
と
す
る
民
法
の
も
と
に
お
い
て

は
、
温
泉
権
の
、
湧
出
口
地
盤
所
有
権
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
旧
慣
温
泉
権
の
主
体
た
る
部
落
集
団
が
泉
源
地
盤
所
有
権
を
も
有
す
る

場
合
に
は
矛
盾
が
な
か
っ
た
が
、
泉
源
地
盤
所
有
権
が
部
落
集
団
以
外
の
者
に
帰
属
し
た
場
合
に
は
、
国
家
法
上
の
土
地
所
有
権
の
主
体
と
慣

習
温
泉
権
の
主
体
と
が
分
離
し
対
立
す
る
。
そ
の
矛
盾
、
対
抗
の
具
体
的
姿
は
、
地
盤
所
有
権
の
帰
属
者
が
、
国
、
県
ま
た
は
市
町
村
、
個
人

の
い
ず
れ
で
あ
る
か
、
ま
た
は
そ
の
温
泉
地
の
条
件
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
土
地
所
有
権
の
自
由
が
す
す
ん
で
く
る
と
、
強
力
な
土
地
所
有
権

の
支
配
に
お
さ
れ
て
旧
慣
温
泉
権
は
変
質
し
、
あ
る
い
は
解
体
す
る
に
至
る
。
と
こ
ろ
が
、
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
秩
序
が
強
固
で
あ
る
か
、
ま

た
は
、
地
盤
所
有
権
者
が
所
有
権
に
も
と
づ
く
支
配
を
主
張
す
る
利
益
が
な
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
旧
慣
温
泉
権
が
そ
の
形
態
を
存
続
さ
せ

て
お
り
、
そ
れ
は
、
と
く
に
ひ
な
び
た
温
泉
地
に
す
く
な
く
な
い
。

　
横
瀬
温
泉
の
場
合
、
地
盤
の
所
有
権
が
町
に
帰
属
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
慣
に
よ
る
古
典
的
管
理
支
配
形
態
が
存
続
し
て
き
た
の
は
、

そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
河
原
湯
の
場
合
は
、
旧
慣
温
泉
権
の
主
体
た
る
部
落
集
団
が
地
盤
の
所
有
権
を
保

持
し
て
き
た
の
で
、
土
地
所
有
権
と
の
対
立
矛
盾
を
生
ず
る
こ
と
な
く
現
在
ま
で
旧
慣
温
泉
を
存
続
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
既
に

述
べ
た
よ
う
に
、
旧
慣
温
泉
権
は
国
家
法
の
中
に
明
確
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
戦
後
特
に
部
落
集
団
の
統
制
力
が
弱
ま
る

の
に
対
応
し
て
、
温
存
さ
れ
て
き
た
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
秩
序
も
解
体
、
変
質
の
運
命
を
た
ど
る
こ
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
の
で
あ
る
。

三

旧
慣
温
泉
権
の
解
体

前
近
代
的
な
旧
慣
温
泉
権
も
、
近
代
化
の
影
響
を
う
け
る
こ
と
の
少
な
い
条
件
の
も
と
に
お
い
て
は
、
な
お
そ
の
古
典
的
形
態
を
残
し
て
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員冊

い
る
が
、
社
会
的
、
経
済
的
条
件
の
資
本
主
義
的
近
代
化
が
す
す
ん
で
く
る
と
、
旧
慣
温
泉
権
は
そ
の
近
代
法
体
系
の
も
と
で
変
質
解
体
の
過

程
を
と
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
山
林
・
原
野
に
対
す
る
旧
慣
に
よ
る
入
会
権
が
、
近
代
法
の
も
と
に
お
い
て
解
体
の
過
程
に
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

類
似
の
次
の
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ω
　
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
近
代
的
所
有
権
制
度
の
導
入
に
よ
る
地
盤
所
有
権
と
旧
慣
に
よ
る
総
有
的
温
泉
権
と
の
対
抗
関
係
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
、
源
泉
地
盤
所
有
権
を
有
す
る
者
が
、
そ
の
土
地
か
ら
湧
出
す
る
温
泉
も
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
工
掘
さ
く
に
よ
る
温
泉
の

私
的
支
配
が
す
す
む
に
つ
れ
て
、
天
然
湧
出
泉
の
支
配
に
基
づ
く
旧
慣
温
泉
権
は
大
き
な
脅
威
を
う
け
る
。
さ
ら
に
、
掘
さ
く
技
術
の
進
歩
、

交
通
機
関
の
発
達
に
伴
う
温
泉
旅
館
営
業
の
発
展
に
よ
る
多
量
の
温
泉
採
取
に
お
さ
れ
て
、
旧
慣
に
よ
る
部
落
の
温
泉
権
は
解
体
の
み
ち
を
た

ど
る
。
こ
の
場
合
、
従
来
の
旧
慣
温
泉
権
の
権
利
保
護
は
、
近
代
法
の
土
地
所
有
権
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
劣
弱
で
あ
る
。

＠
　
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
は
、
部
落
民
の
入
会
的
共
同
利
用
と
部
落
集
団
に
よ
る
共
同
管
理
の
温
泉
秩
序
が
部
落
の
慣
習
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
部
落
集
団
の
統
制
力
が
弱
ま
る
の
に
対
応
し
て
、
部
落
秩
序
と
結
び
つ
い
て
い
る
旧
慣
秩
序
も
解
体
の
道
を
あ
ゆ
む
。
新

掘
さ
く
・
内
湯
禁
止
の
部
落
秩
序
の
無
視
、
共
同
浴
場
の
共
同
管
理
体
制
の
弛
緩
、
浴
場
の
建
物
施
設
の
老
朽
化
、
利
用
者
の
減
少
等
に
ょ
っ

て
部
落
湯
の
経
営
維
持
が
困
難
と
な
っ
て
き
た
た
め
に
、
温
泉
権
を
個
人
営
業
者
も
し
く
は
地
元
町
村
に
売
り
渡
す
か
、
あ
る
い
は
廃
湯
と
な

る
も
の
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。

二
　
営
業
者
へ
の
売
り
渡
し
に
よ
る
旧
慣
温
泉
権
の
解
体
ー
指
宿
目
中
小
路
部
落
湯
の
場
合

　
指
宿
市
湯
の
里
に
あ
る
公
衆
浴
場
「
朝
日
湯
」
は
も
と
中
小
路
部
落
の
共
同
湯
で
あ
っ
た
も
の
を
、
戦
後
昭
和
二
十
五
年
現
在
の
営
業
者
に

売
り
渡
し
た
も
の
で
あ
る
。
部
落
民
の
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
共
同
湯
は
も
と
個
人
所
有
の
営
業
湯
で
あ
っ
た
も
の
を
部
落
で
買
取
っ
て
部
落
湯

と
し
た
も
の
だ
と
い
う
が
、
こ
の
近
隣
に
あ
る
他
の
部
落
湯
と
同
じ
よ
う
に
、
元
来
は
古
く
か
ら
の
部
落
共
同
湯
で
あ
っ
た
も
の
が
、
明
治
期
に

土
地
の
有
力
者
の
所
有
に
帰
し
た
の
を
再
び
部
落
の
手
に
買
戻
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
指
宿
市
の
山
手
寄
り
の
玉
利
・
秋
元
．
柳
田
・
高

野
原
・
中
小
路
・
小
田
・
片
野
田
・
丈
六
・
向
吉
の
部
落
は
、
自
部
落
内
に
泉
源
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
、
天
然
湧
出
温
泉
地
帯
の
海
岸
沿
い
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の
部
落
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
部
落
の
、
ま
た
は
他
部
落
と
の
共
同
湯
を
、
あ
る
い
は
そ
の
所
在
部
落
と
の
共
同
湯
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら

の
部
落
湯
は
、
現
在
三
つ
が
そ
の
温
泉
権
を
部
落
外
に
譲
渡
処
分
し
、
三
つ
が
現
在
も
共
同
湯
と
し
て
そ
の
形
態
を
存
続
し
て
い
る
。
中
小
路

の
部
落
湯
は
そ
の
温
泉
権
を
処
分
し
て
旧
慣
上
の
温
泉
権
を
解
体
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
中
小
路
部
落
が
そ
の
部
落
共
同
湯
を
処
分
し
た
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
戦
後
、
湯
の
里
部
落
は
泉
熱
利
用
製
塩
業
の
た
め
大

量
の
濫
掘
と
動
力
揚
湯
が
行
な
わ
れ
た
た
め
、
こ
の
部
落
共
同
湯
の
天
然
湧
出
量
の
減
退
、
温
泉
温
度
の
低
下
を
生
じ
た
が
、
そ
の
こ
と
よ
り

も
、
戦
後
の
個
人
主
義
思
想
の
ひ
ろ
が
り
、
国
民
経
済
生
活
の
窮
乏
も
加
わ
っ
て
、
部
落
集
団
の
統
制
力
が
弱
化
す
る
と
と
も
に
、
部
落
の
旧

慣
秩
序
に
よ
る
共
同
浴
場
の
管
理
・
運
営
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
き
た
。
部
落
民
か
ら
の
維
持
費
の
納
入
状
況
も
悪
く
、
浴
場
の
建
物
は
戦
後

の
台
風
に
よ
っ
て
破
損
し
て
い
た
が
そ
れ
を
修
理
す
る
財
源
も
な
く
、
部
落
湯
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
が
い
ち
じ
る
し
く
困
難
と
な
っ
た
。
そ

こ
で
部
落
の
役
員
会
で
部
落
湯
の
処
分
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
浴
場
施
設
が
荒
廃
し
た
状
態
に
あ
っ
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
無
償

に
近
い
価
格
で
譲
渡
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三
　
公
営
移
転
に
よ
る
旧
慣
温
泉
権
の
解
体
f
指
宿
目
摺
ケ
浜
部
落
湯
の
場
合

　
摺
ケ
浜
は
海
岸
沿
い
に
広
範
囲
に
高
温
の
温
泉
が
自
然
湧
出
し
て
い
る
地
域
で
、
殿
様
湯
の
跡
も
あ
る
古
く
か
ら
の
温
泉
地
で
あ
り
、
最
近

は
旅
館
・
ホ
テ
ル
・
公
衆
浴
場
が
も
っ
と
も
多
く
集
ま
っ
て
い
る
一
帯
で
あ
る
。
こ
の
地
区
に
市
営
浴
場
と
市
営
砂
浴
場
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

い
ず
れ
も
、
も
と
摺
ヶ
浜
を
含
む
五
部
落
の
共
同
浴
場
と
共
同
砂
む
し
場
で
あ
っ
た
も
の
が
、
戦
後
昭
和
二
一
年
に
当
時
の
指
宿
町
有
に
移
転

さ
れ
て
公
営
と
な
り
現
在
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ト

　
摺
ヶ
浜
は
古
く
は
漁
村
部
落
で
あ
っ
た
が
、
山
手
寄
り
の
片
野
田
、
丈
六
、
向
吉
、
下
里
の
四
部
落
と
共
同
で
二
つ
の
共
同
浴
場
　
（
元
湯
と

新
湯
）
と
一
つ
の
砂
む
し
場
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
地
域
一
帯
は
昔
か
ら
天
然
湧
出
の
湯
量
が
豊
富
で
あ
っ
た
の
で
、
自
部
落
内
に
泉
源
を
も

た
な
い
他
の
四
部
落
の
共
同
加
入
を
認
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
当
時
は
五
部
落
集
団
が
平
等
の
共
同
支
配
利
用
権
を
も
っ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
昭
和
期
に
な
っ
て
、
温
泉
旅
館
業
、
個
人
有
公
衆
浴
場
が
発
展
進
出
し
て
く
る
と
、
従
来
の
旧
慣
に
よ
る
部
落
共
同
湯
の
経
営
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説論

形
態
で
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
ぎ
た
の
で
、
昭
和
一
二
年
、
組
合
組
織
に
組
織
替
え
し
て
組
合
に
よ
る
近
代
的
温
泉
経
営

に
改
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
従
来
の
五
部
落
集
団
に
よ
る
総
有
的
支
配
形
態
を
解
体
し
て
、
部
落
民
、
あ
る
い
は
部
落
外
の
も
の
の

出
資
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
組
合
（
法
人
格
を
も
た
な
い
民
法
上
の
組
合
）
を
つ
く
っ
て
、
温
泉
の
維
持
管
理
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
五
部
落
の
意
見
調
整
が
な
ら
ず
、
摺
ケ
浜
以
外
の
四
部
落
は
脱
退
し
て
、
下
里
部
落
内
に
泉
源
を
求
め
て
昭
和
一
二
年
に
四
部
落
共
同
浴

場
と
し
て
四
郷
湯
（
四
部
落
湯
の
意
）
を
設
け
た
。
か
く
し
て
摺
ヶ
浜
部
落
民
を
主
要
組
合
員
と
し
て
組
合
有
の
温
泉
が
発
足
し
た
こ
と
に
よ
つ

て
、
古
く
か
ら
続
い
た
五
部
落
に
よ
る
旧
慣
温
泉
権
は
解
体
し
た
。

　
摺
ケ
浜
組
合
有
温
泉
は
改
組
に
よ
っ
て
一
時
は
経
営
・
管
理
に
改
善
さ
れ
た
し
る
し
も
あ
っ
た
が
、
組
合
員
が
摺
ケ
浜
部
落
民
が
主
体
で
あ

っ
た
た
め
に
、
組
合
員
の
出
資
も
思
う
よ
う
に
い
か
ず
、
ま
た
そ
の
管
理
法
も
旧
慣
を
引
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
経
営
の
近
代
化
も

進
ま
ず
、
周
辺
の
営
業
温
泉
に
対
抗
し
て
存
続
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
戦
後
の
昭
和
二
一
年
、
組
合
有
の
温
泉
権
を
、
地

盤
所
有
権
、
浴
場
建
物
、
砂
む
し
場
の
温
泉
権
（
砂
む
し
場
の
使
用
敷
地
は
公
有
水
面
で
あ
る
の
で
、
国
の
使
用
許
可
を
得
て
い
る
。
）
と
一
切

の
温
泉
権
を
指
宿
町
（
現
在
指
宿
市
）
に
移
転
し
、
町
営
温
泉
（
後
に
市
営
温
泉
）
と
し
て
町
が
温
泉
と
砂
浴
場
の
管
理
を
お
こ
な
う
よ
う
に

な
っ
た
。
指
宿
町
は
こ
れ
よ
り
先
、
昭
和
一
二
年
に
、
湯
乃
里
と
、
摺
ケ
浜
に
、
業
者
に
よ
る
濫
掘
を
防
止
し
、
旅
館
等
に
配
湯
す
る
た
め
に

町
宮
の
温
尿
配
給
所
を
設
け
て
お
り
、
町
営
温
泉
の
管
理
に
つ
い
て
は
積
極
的
で
あ
り
、
そ
の
経
営
に
つ
い
て
も
可
成
り
の
実
績
を
も
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
摺
ヶ
浜
部
落
共
同
湯
の
旧
慣
温
泉
権
は
、
か
く
し
て
公
営
温
泉
へ
と
転
換
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
町
営
（
現
在
市
営
）
温
泉
の

使
用
関
係
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
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（
一
）

（
二
）

溝
水
澄
・
鉱
泉
法
の
制
定
を
望
む
「
温
泉
」
二
巻
六
号

川
島
武
宜
・
近
代
法
の
体
系
と
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
・
法
協
七
六
巻
四
号

川
島
・
潮
見
・
渡
辺
編
・
温
泉
権
の
研
究
一
頁



南九州の温泉権に関する研究（石神）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
）

（
七
）

（
八
）

（
九
）

渡
辺
・
日
本
の
社
会
と
法
一
二
七
頁

川
島
・
潮
見
・
渡
辺
・
入
会
権
の
解
体
1
・
H

渡
辺
・
慣
習
法
と
国
家
法
・
私
法
二
〇
号

穂
積
忠
夫
・
入
会
権
に
関
す
る
戦
後
判
例
の
検
討
　
法
律
時
報
三
一
巻
一
二
号

中
尾
英
俊
・
林
野
法
の
研
究
　
六
二
頁
以
下

川
島
武
宜
・
近
代
法
の
体
系
と
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
（
法
協
七
六
巻
四
号
）

川
島
・
潮
見
・
渡
辺
編
・
温
泉
権
の
研
究

渡
辺
・
日
本
の
社
会
と
法
　
一
二
六
頁
以
下

渡
辺
・
日
本
の
社
会
と
法
　
一
二
八
頁

温
泉
権
と
泉
源
地
盤
所
有
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
　
我
妻
教
授
は
二
つ
の
型
に
舟
橋
教
授
は
三
つ
の
型
に
分
け
ら
れ
る
。

我
妻
・
判
民
昭
和
一
五
年
度
九
三
事
件
評
釈

舟
橋
・
物
権
法
　
二
六
八
頁

川
島
．
近
代
法
の
体
系
と
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
　
七
六
頁

川
島
．
近
代
法
の
体
系
と
旧
慣
に
よ
る
温
泉
権
　
七
六
頁
以
下

判
例
は
は
じ
め
旧
慣
に
よ
る
温
泉
に
つ
い
て
物
権
的
妨
害
排
除
請
求
権
を
否
定
し
た
（
大
審
判
明
豪
・
三
三
。
）

し
か
し
昭
七
．
八
．
δ
の
大
審
院
判
決
（
新
聞
三
四
垂
号
ヨ
頁
）
を
先
例
と
し
て
総
有
的
温
泉
に
つ
い
て
妨
害
排
除
請
求
権
を
承
認
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。川

島
・
潮
見
・
渡
辺
・
入
会
権
の
解
体
1
、
H
、
温
泉
権
の
研
究

和
座
一
清
・
温
泉
入
会
権
の
解
体
過
程
に
お
け
る
温
泉
の
利
用
　
契
約
法
大
系
W
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