
開
湯
１
２
０
０
年

今
年
、
開
湯
１
２
０
０
年
を
迎

え
た
和
倉
温
泉
。
現
在
、
国
内
外

か
ら
訪
れ
る
、
年
間
１
０
０
万
人

を
超
え
る
浴
客
で
賑
わ
っ
て
い

る
。し

か
し
、
こ
の
温
泉
街
も
か
つ

て
は
、

涌
浦

わ

く

ら

涌
浦

わ

く

ら

と
家
な
ら
七
つ

嶋
に
湯
が
で
に
ゃ
誰
行
こ
や

と
さ
び
し
い

ま
ち
の
様
子
を

詠
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
あ
っ

た
。
和
倉
温
泉

の
、
ほ
ぼ
中
央

部
に
位
置
す

る
、
弁
天
崎
公
園
に
あ
る
「
涌
浦

開
発
七
士
賛
美
之
碑
」
に
、
こ
の

歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。

弁
天
崎
公
園

弁
天
崎
公
園
は
、
も
と
は
小
さ

な
島
で
あ
っ
た
も
の
が
和
倉
温
泉

の
開
発
に
よ
っ
て
埋
立
て
ら
れ
、

地
続
き
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

園
内
を
散
策
す
る
と
、
か
つ
て

波
に
さ
ら
さ
れ
て
削
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
岩
の
姿
に
、
島
だ
っ
た
頃

の
面
影
が
残
っ
て
い
る
。

公
園
の
中
心
は
、
和
倉
温
泉
の

守
り
神
と
も
い
わ
れ
る
、
和
倉
弁

天
社
で
、
朱
色
の
柱
が
目
に
と
ま

る
。
ま
た
、
薬
師
如
来
堂
や
湯
呑

場
、
い
く
つ
も
の
石
碑
が
建
っ
て

い
る
。

こ
の
記
念
碑
の
中
に
は
、
和
倉

温
泉
が
全
国
に
そ
の
名
を
博
し
て

い
る
こ
と
を
示
す
、
著
名
な
文
人

の
訪
れ
た
足
跡
と
し
て
、
詩
歌
の

刻
ま
れ
た
も
の
が
あ
る
。

高
浜
　
虚き
ょ

子し

そ
の
ひ
と
つ
、
御
影
石
で
造
ら

れ
た
句
碑
に
は
、

家
持
の
　
妻
恋
舟
か春

の
海

虚
　
子

と
刻
ま
れ
て
い
る
。こ
の
句
は
、

昭
和
24
年
４
月
、
能
登
各
地
を
来

遊
し
た
高
浜
虚
子
が
、
和
倉
に
宿
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泊
し
た
翌
日
（
26
日
）
、
旅
館
で

行
な
わ
れ
た
句
会
で
披
露
し
た
五

句
の
な
か
の
一
つ
で
あ
る
。

虚
子
の
『
喜き

寿じ
ゅ

艶え
ん

』
（
創
元
社

刊
）
に
、
こ
の
句
に
つ
い
て
の
記

述
が
載
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
万
葉
歌
人
大お
お

伴
と
も
の

家や
か

持も
ち

が
越
中
国
国
司
で
あ
っ
た
時
代

（
７
４
６
〜
７
５
１
年
）
に
妻
を

恋
し
が
っ
て
詠よ

ん
だ
と
さ
れ
る
歌

妹い
も

に
逢
は
ず
　

久
し
く
な
り
ぬ

饒に
ぎ

石し

川か
は

清
き
瀬
ご
と
に

水
占

み
な
う
ら

は
へ
て
な

万
葉
集
巻
17
（
４
０
２
８
）

と
と
も
に
、
「
能
登
七
尾
湾
の

ほ
と
り
に
た
た
ず
む
と
、
能
登
島

を
控
え
た
物
淋
し
い
湾
の
中
に
、

た
だ
１
隻
の
船
が
浮
か
ん
で
い
る

の
が
目
に
と
ま
っ
た
」
と
書
か
れ

て
い
る
。

七
尾
湾
の
ほ
と
り
と
は
、
旅
館

の
近
く
の
海
辺
で
あ
ろ
う
か
。
当

時
75
歳
の
虚
子
に
は
、
春
の
穏
や

か
な
海
に
浮
か
ぶ
１
隻
の
船
に
、

若
き
家
持
が
京
の
妻
を
想
い
な
が

ら
船
路
を
進
む
情
景
が
浮
か
ん
だ

の
で
あ
ろ
う
。

和
倉
温
泉
で
の
宿
泊
で
、
心
身

と
も
に
和
ん
だ
翌
朝
に
見
る
、
鏡

の
よ
う
に
穏
や
か
な
春
の
海
と
新

緑
の
能
登
島
。
こ
の
景
色
が
、
ホ

ト
ト
ギ
ス
派
の
主
宰
と
し
て
俳
壇

の
最
高
峰
と
敬
わ
れ
て
い
た
虚
子

が
秀
句
と
し
て
自
選
の
『
虚
子
百

句
』
に
収
め
た
こ
の
句
を
詠
ま
せ

た
の
で
あ
ろ
う
。

句
碑
は
、
こ
の
年
の
８
月
に
造

ら
れ
た
。
碑
文
は
虚
子
の
揮き

毫ご
う

で

あ
る
。

こ
の
句
を
眺
め
て
い
る
と
、
家

持
の
詠
ん
だ

香
島
よ
り
　

熊く
ま

来き

を
指
し
て

漕
ぐ
舟
の

楫か
じ

取
る
間
な
く都

し
思
ほ
ゆ

万
葉
集
巻
17
（
４
０
２
８
）

の
歌
を
思
い
出
す
。

佐
佐
木
　
信
綱

の
ぶ
つ
な

弁
天
崎
公
園
に
は
、
も
う
一
つ

家
持
を
偲
ん
で
詠
ん
だ
詩
歌
が
刻

ま
れ
た
碑
が
建
っ
て
い
る
。

こ
の
伊
予
石
で
造
ら
れ
た
碑

は
、
佐
佐
木
信
綱
の
歌
碑
で
、
昭

和
31
年
９
月
に
建
て
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。

信
綱
本
人
の
揮
毫
に
よ
る
碑
文

に
は
、

宇う

た
人
の
　
国
守

く
に
の
か
み

巡
り

見
し
日
に
も

山
き
よ
ら
に
　
海

志
つ
か
な
り
け
む

和
倉
に
て
　
信
綱

と
刻
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
歌
は
、昭
和
４
年
５
月
頃
、

信
綱
が
和
倉
を
来
遊
し
た
際
に
詠

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
四

首
、
和
倉
温
泉
に
ち
な
ん
だ

歌
を
詠
ん
で
い
る
。

文
学
の
ま
ち
和
倉

偶
然
で
あ
ろ
う
か
、
弁
天

崎
公
園
に
は
、
当
時
の
俳
句

と
短
歌
の
両
巨
頭
が
、
同
じ

人
物
を
題
材
と
し
同
じ
地
で

詠
ん
だ
詩
歌
の
碑
が
並
び
建

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
他
に
も
、
昭
和
４
年

５
月
泉
鏡
花
が
和
倉
温
泉
へ

来
て
『
山
海
評
判
記
』
を
書

い
て
い
る
。
こ
の
本
に
は
当

時
の
和
倉
温
泉
の
情
景
が
書

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
古
く

は
十
辺
舎
一

じ
っ
ぺ
ん
し
ゃ
い
っ

九く

が
著
あ
ら
わ

し
た

『
方む

言だ

修し
ゅ

行
ぎ
ょ
う

金
草
鞋

か
ね
の
わ
ら
じ

』
の

中
に
も
記
述
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
ほ
か
、
多
く
の
著
名
な

作
家
が
こ
の
地
を
訪
れ
て
い

る
。和

倉
温
泉
の
魅
力
、
高
温

で
豊
富
な
湯
量
を
誇
る
良
好

な
泉
質
と
心
温
ま
る
も
て
な

し
で
、
心
身
と
も
に
和
ん
だ

後
に
見
る
景
色
は
、
文
人
を

は
じ
め
多
く
の
人
に
筆
を
持

た
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

和
倉
温
泉
は
癒
し
と
と
も

に
、
ひ
そ
か
に
文
学
の
ま
ち

で
も
あ
る
。
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