
和
倉
温
泉

日
本
を
代
表
す
る
、
海
の
温
泉

地
の
ひ
と
つ
和
倉
温
泉
は
、今
年
、

開
湯
１
２
０
０
年
を
迎
え
た
。

今
日
、
温
泉
街
に
は
、
高
層
ホ

テ
ル
や
近
代
的
な
和
風
旅
館
が
立

ち
並
び
、
観
光
バ
ス
が
往
来
し
て

い
る
。

こ
の
、
能
登
観
光
の
拠
点
と
し

て
多
く
の
浴
客
で
賑
わ
う
和
倉
温

泉
は
、
先
人
た
ち
が
築
き
あ
げ
て

き
た
魅
力
を
大
切
に
継
承
す
る
と

と
も
に
、
時
代
に
合
わ
せ
た
設
備

の
近
代
化
な
ど
を
進
め
て
き
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
り
、
温
泉
客
の

ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
発
展
し
続
け
て

い
る
。

観
光
拠
点
へ

和
倉
温
泉
が
、
現
在
の
よ
う
に

温
泉
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
明
治
期
以
降
で
あ
る
。
そ
れ

以
前
は
、
遊
興
で
の
入
浴
は
禁
止

さ
れ
、
湯
治
で
の
利
用
に
限
ら
れ

て
い
た
。

明
治
５
年
、
約
２
０
０
年
に
渡

り
湯
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
湯
番

頭
か
ら
和
倉
に
湯
の
権
利
が
移
っ

た
こ
と
で
、
観
光
地
と
し
て
和
倉

の
発
展
が
始
ま
っ
た
。

こ
の
発
展
に
よ
り
、
明
治
42
年

に
は
、
当
時
、
皇
太
子
で
あ
っ
た

大
正
天
皇
が
皇
族
と
し
て
初
め
て

和
倉
を
行
啓
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ

た
。
こ
の
と
き
、
殿
下
の
御
駐
泊

所
と
し
て
建
て
ら
れ
た
の
が
、
御ご

便
殿

べ
ん
で
ん

で
あ
る
。

御
便
殿
の
周
囲
に
は
桜
が
多
く

御
便
殿
の
桜

と
、
和
倉
八
景

に
数
え
ら
れ
た
。

ま
た
、
大
正
５
年
、
皇
太
子
で

あ
っ
た
昭
和
天
皇
な
ど
、
皇
族
の

方
々
が
御
便
殿
に
お
立
ち
寄
り
に

な
ら
れ
て
い
る
。

御
便
殿
へ
の
道

当
時
の
面
影
を
求
め
て
和
倉
温

泉
街
を
訪
ね
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
和
倉
温
泉
駅
か
ら
県
道
和

倉
・
和
倉
停
車
場
線
を
北
に
進
む

と
、
和
倉
温
泉
口
南
交
差
点
へ
で

る
。
こ
の
交
差
点
を
旧
県
道
和

倉
・
和
倉
停
車
場
線
（
市
道
和
倉

72
号
線
）
へ
と
左
折
し
、
和
倉
温

泉
観
光
会
館
前
を
過
ぎ
て
し
ば
ら

く
進
む
と
道
は
二
手
に
分
か
れ

る
。
こ
こ
を
左
手
へ
と
直
進
す
る

と
、
普
通
自
動
車
が
交
差
す
る
の

が
や
っ
と
と
い
っ
た
狭
い
道
（
市

道
和
倉
17
号
線
）
に
な
る
。

か
つ
て
、
こ
の
通
り
に
は
、
木

賃
宿
が
立
ち
並
び
、
多
く
の
湯
治

客
な
ど
で
賑
わ
っ
て
い
た
。ま
た
、

御
便
殿
や
、
白
崎
海
岸
へ
向
か
う

人
々
も
こ
の
通
り
を
往
来
し
て
い

た
そ
う
で
、
当
時
は
、
主
要
道
路

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
通
り
を
進
ん
で
い
く
と
、

左
手
に
神
社
が
見
え
て
く
る
。
和

倉
の
守
り
神
と
さ
れ
て
い
る
少
す
く
な

比
古
ひ

こ

那な

神
社
で
あ
る
。社
伝
に
は
、

和
倉
温
泉
の
始
ま
り
で
あ
る
と
さ

れ
る
湯
の
谷
に
温
泉
が
湧
き
出
し

た
こ
と
を
神
に
感
謝
し
て
祠
を
建

て
た
の
が
、
神
社
の
始
ま
り
と
あ
る
。

も
と
は
薬
師
堂
と
言
わ
れ
て
い

た
そ
う
で
、
温
泉
に
関
す
る
言
い

伝
え
も
残
っ
て
い
る
。
こ
の
神
社

の
裏
手
の
階
段
を
上
っ
て
い
く
と

湯
の
谷
へ
と
向
か
う
こ
と
が
で
き

る
。神

社
の
前
の
道
を
さ
ら
に
進
む

と
、
左
手
に
湯
の
谷
へ
と
続
く
上

り
坂
が
現
れ
る
。
こ
の
坂
の
上
り

口
に
御
便
殿
が
建
っ
て
い
た
跡
が

あ
る
。
こ
の
場
所
に
御
便
殿
が
あ

っ
た
頃
に
は
、
近
隣
の
児
童
な
ど

が
遠
足
に
訪
れ
て
い
た
。
現
在
で

も
、
道
の
両
側
に
桜
の
木
々
が
並

び
、
和
倉
八
景
の
面
影
を
残
し
て

い
る
。

御
便
殿

御
便
殿
は
、
寝
殿
風
総
檜
造
り

の
本
殿
と
附
属
建
物
の
便
殿
か
ら

な
る
建
物
で
あ
っ
た
。
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建
設
に
は
宮
内
庁
の
配
慮
に
よ

り
木
曽
御
料
材
を
使
用
し
、
土
木

作
業
に
は
地
元
民
が
奉
仕
し
た
。

御
便
殿
建
設
に
当
時
の
金
額
で

１
万
５
千
円
（
一
般
の
家
は
千
円

で
建
て
る
こ
と
が
で
き
た
そ
う
で

あ
る
）
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
こ
の
奉
迎
が
和
倉
に
と

っ
て
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
御
便
殿
は
、
高
所
に
造

ら
れ
、
そ
の
下
方
に
は
、
当
時
、

海
水
浴
場
で
あ
っ
た
白
崎
海
岸
が

あ
る
な
ど
、
と
て
も
見
晴
ら
し
の

良
い
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

も
あ
っ
て
、
多
く
の
人
々
が
訪
れ

て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

そ
の
後
、
和
倉
公
民
館
と
し
て

も
使
わ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
51
年

修
築
を
機
会
に
青
林

せ
い
り
ん

寺じ

に
移
築
さ

れ
た
。

御
便
殿
の
姿
を
見
に
、
青
林
寺

を
訪
れ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

御
便
殿
跡
前
の
坂
道
を
登
っ
て

い
く
と
、
和
倉
温
泉
の
始
ま
り
の

場
所
と
さ
れ
て
い
る
湯
の
谷
が
あ

る
。
永
承
３
年
（
１
０
４
８
）
に

地
殻
変
動
の
た
め
、
湯
口
が
海
中

に
移
る
ま
で
は
湯
が
湧
い
て
い
た

と
い
わ
れ
て
い
る
湯
の
谷
は
、
ひ

っ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い
る
。

湯
の
谷
前
を
過
ぎ
る
と
、
道
は

細
く
な
り
、
下
り
坂
に
な
る
。
こ

の
坂
を
下
っ
た
所
に
青
林
寺
が
あ

っ
た
。

白
巖
山

は
く
が
ん
ざ
ん

青
林
寺

石
造
り
の
階
段
を
上
っ
て
い
く

と
、
山
門
が
迎
え
て
く
れ
る
。
山

門
の
先
に
は
本
堂
が
あ
り
、
そ
の

右
手
に
あ
る
庫
裏
く

り

部
分
が
御
便
殿

の
本
殿
で
あ
っ
た
建
物
で
あ
る
。

青
林
寺
の
裏
山
や
境
内
は
、
ツ

ツ
ジ
の
名
所
で
、
和
倉
八
景
の
ひ

と
つ
に

白
巖
山
の
つ
つ
じ

と

し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
裏

山
は
、
和
み
の
丘
公
園
と
し
て
整

備
さ
れ
て
お
り
、
参
道
に
は
新
西

国
三
十
三
ヶ
所
の
観
世
音
の
石
仏

も
安
置
さ
れ
て
い
る
。

お
寺
の
方
に
お
願
い
し
て
御
便

殿
の
中
を
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
た
。

部
屋
は
、
和
風
の
落
ち
着
い
た

感
じ
で
、
天
井
が
高
く
手
の
込
ん

だ
造
り
に
な
っ
て
お
り
、
障
子
戸

で
仕
切
ら
れ
た
奥
と
右
手
に
は
縁

側
が
あ
る
。
こ
の
障
子
戸
も
、
通

常
の
1.5
倍
ほ
ど
の
幅
の
あ
る
も
の

で
、
中
央
に
外
が
見
え
る
よ
う
に

す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
ガ
ラ
ス

が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。

縁
側
は
、
ガ
ラ
ス
戸
で
囲
ま
れ

て
お
り
、
寺
の
庭
が
見
渡
せ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
移
築
さ
れ
る

前
は
、
こ
の
縁
側
や
、
部
屋
の
中

か
ら
七
尾
湾
の
景
色
を
ゆ
っ
く
り

と
楽
し
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
部
は
信し
ん

行
ぎ
ょ
う

寺じ

に
も
移
築
さ
れ

て
い
る
と
伺
い
、
こ
の
部
屋
か
ら

眺
め
る
海
や
能
登
島
な
ど
の
姿
を

思
い
浮
か
べ
な
が
ら
青
林
寺
を
後

に
信
行
寺
へ
向
か
っ
た
。

渓
雲
山

け
い
う
ん
ざ
ん

信
行
寺

信
行
寺
は
、
青
林
寺
の
す
ぐ
近

く
に
あ
り
、
こ
こ
も
ま
た
、
和
倉

八
景
に

渓
雲
山
の
展
望

と
数

え
ら
れ
た
場
所
で
あ
る
。
展
望
は

寺
の
裏
山
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
岩
に
覆
わ
れ
た
裏
山
が
、
か

つ
て
の
海
岸
で
あ
っ
た
と
も
い
わ

れ
る
。

信
行
寺
に
移
築
さ
れ
た
御
便
殿

は
、
附
属
建
物
で
あ
っ
た
便
殿
の

一
部
で
、
二
つ
の
座
敷
が
続
い
て

い
る
。
こ
の
座
敷
は
御
便
殿
に
あ

っ
た
頃
に
貸
座
敷
に
使
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
今
で
は
、
多

く
の
温
泉
旅
館
に
大
広
間
が
あ
る

が
、
ま
だ
少
な
か
っ
た
頃
に
は
、

こ
の
貸
座
敷
を
利
用
し
て
い
た
そ

う
で
あ
る
。

こ
の
座
敷
で
和
倉
の
も
て
な
し

の
心
が
育
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

御
便
殿
は
、
和
倉
温
泉
の
原
型

と
も
い
え
る
姿
を
し
て
い
た
。
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