
念
を
言
い
表
し
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
草

津
町
の
歴
代
町
長
も
み
な
、
こ
の
町
民
憲

章
の
言
葉
に
深
く
共
感
し
、
時
に
言
葉
の

意
味
を
再
確
認
し
な
が
ら
、
施
策
の
基
本

理
念
に
お
い
て
き
ま
し
た
。 

草
津
町
の
概
況 

　

面
積
約
五
十
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
約

七
〇
％
が
上
信
越
高
原
国
立
公
園
内
に
位

置
し
て
い
ま
す
。
平
均
標
高
千
二
百
メ
ー

ト
ル
。
年
間
平
均
気
温
七
℃
、
夏
季
（
七

〜
九
月
）
十
八
℃
。
人
口
約
七
千
五
十
人
。

入
込
客
数
約
二
百
八
十
万
人
、
宿
泊
客
数

百
八
十
万
人
。
人
口
は
、
昭
和
五
十
年
代

の
約
九
千
五
百
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
、

過
疎
化
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
就
労
人
口

を
合
わ
せ
る
と
九
千
人
以
上
に
な
り
、
労

働
力
に
関
し
て
は
、
人
口
が
流
失
し
た
分

を
近
隣
か
ら
の
就
労
と
短
期
の
住
み
込
み

に
よ
る
雇
用
に
よ
っ
て
賄
っ
て
い
る
状
況
で

す
。
入
込
客
数
は
、
平
成
六
年
と
十
七
年

の
約
三
百
万
人
が
最
も
多
く
、
昭
和
六
十

年
代
は
二
百
五
十
万
人
、
そ
の
後
増
減
が

あ
り
、
昨
年
は
二
百
七
十
万
人
と
な
り
、
近

年
の
七
〜
八
年
間
は
ピ
ー
ク
時
よ
り
約
一

割
減
少
。
宿
泊
客
数
も
同
様
に
平
成
十
年

代
中
ご
ろ
の
二
百
万
人
よ
り
約
一
割
の
減

少
と
な
っ
て
い
ま
す
。
宿
泊
施
設
数
は
、
旅

館
組
合
会
員
数
百
十
軒
、
他
ペ
ン
シ
ョ
ン
・

民
宿
を
加
え
る
と
、
約
百
五
十
軒
に
な
り

ま
す
。
概
算
で
は
あ
り
ま
す
が
、
宿
泊
施

設
の
収
容
総
数
が
約
一
万
五
千
人
と
さ
れ

て
い
る
の
で
、
昨
年
の
百
八
十
万
人
で
割
る

と
、
定
員
稼
働
率
、
約
三
三
％
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、こ
の
数
字
に
は
寮
、保
養
所
、

リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
宿
泊
は
含
ま
れ

て
い
な
い
の
で
、
実
際
に
は
、
宿
泊
人
員
は

も
っ
と
多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

草
津
温
泉
の
歴
史

︱
ベ
ル
ツ
博
士
の
功
績

　

草
津
温
泉
の
始
ま
り
に
つ
い
て
、
ど

こ
の
土
地
に
も
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
古

く
か
ら
の
言
い
伝
え
は
い
く
つ
も
あ
り
ま

す
が
、
史
実
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、

一
一
九
三
年
に
源
頼
朝
が
温
泉
に
入
浴
に

訪
れ
た
、
と
い
う
記
録
か
ら
で
す
。
そ
の

後
戦
国
期
に
は
多
く
の
武
将
や
文
人
が

訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
実
際
に
温

泉
地
と
し
て
確
立
す
る
の
は
、
江
戸
期
に

入
り
、
幕
府
直
轄
の
天
領
と
な
っ
て
か
ら

で
し
た
。
政
局
が
安
定
し
、「
天
下
泰
平
」

の
世
に
な
っ
て
、
庶
民
生
活
・
文
化
の
発

達
に
よ
り
来
浴
客
が
年
間
一
万
人
を
超
え

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

 

「
歩
み
入
る
者
に
や
す
ら
ぎ
を
、

去
り
ゆ
く
人
に
し
あ
わ
せ
を
」 

　

こ
れ
は
、
昭
和
五
十
四
年
に
制
定
さ
れ

た
、
草
津
町
の
町
民
憲
章
で
す
。
こ
の
言

葉
は
草
津
温
泉
を
よ
く
訪
れ
て
い
た
東
山

魁
夷
画
伯
が
ド
イ
ツ
・
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク

市
の
城
壁
の
門
に
刻
ま
れ
て
い
る
ラ
テ
ン

語
を
翻
訳
し
、
当
町
へ
贈
っ
て
く
れ
た
も

の
で
す
。
中
世
の
城
塞
都
市
で
使
わ
れ
た

意
味
合
い
と
は
、
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
観
光
業
が
経
済

の
大
き
な
支
柱
で
あ
る
草
津
温
泉
に
と
っ

て
、
非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
、
あ
る
べ
き
理

「
泉
質
主
義
」を
貫
き
、時
代
を
紡
ぐ

草
津
温
泉

―
―
次
世
代
へ
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
が
責
務

草
津
温
泉
旅
館
協
同
組
合
理
事
長

黒
岩  

裕
喜
男 3
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科
学
的
に
調
査
・
分
析
し
、
草
津
温
泉
の

医
学
的
有
効
性
を
評
価
し
ま
し
た
。
そ
の

結
果
を
基
に
温
泉
の
効
能
を
生
か
す
入
浴

法
に
つ
い
て
の
指
導
も
行
っ
た
の
で
す
。 

　

ベ
ル
ツ
博
士
は
、「
草
津
に
は
、
無
比

の
温
泉
以
外
に
日
本
で
最
上
の
山
の
空
気

と
、全
く
理
想
的
な
飲
料
水
が
あ
る
」「
も

し
こ
ん
な
土
地
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
た

と
し
た
ら
、
カ
ル
ロ
ヴ
ィ
・
ヴ
ァ
リ
（
チ

ェ
コ
に
あ
る
温
泉
）
よ
り
も
に
ぎ
わ
う
こ

と
だ
ろ
う
」
と
称
賛
し
、
素
晴
ら
し
い
温

泉
保
養
地
と
し
て
、
広
く
世
界
に
紹
介
し

ま
し
た
。
ま
た
、
当
時
の
町
の
有
識
者
た

ち
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
温
泉
保
養
地
を
紹

介
し
、
そ
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
る
方
法
も

指
導
し
ま
し
た
。
町
と
し
て
す
ぐ
に
そ
の

よ
う
な
開
発
や
変
革
に
着
手
し
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
で
言
う
「
リ
ゾ
ー

ト
」
の
概
念
が
初
め
て
導
入
さ
れ
た
大
き

な
転
換
期
で
し
た
。　

・
大
正
か
ら
昭
和
へ

　

そ
の
後
、
大
正
初
年
の
ス
キ
ー
導
入
、

信
越
本
線
開
通
に
よ
る
物
流
、
そ
し
て
、

い
ち
早
く
観
光
客
の
輸
送
を
目
的
に
し
た

草
軽
電
鉄
（
草
津
〜
軽
井
沢
間
）
の
開
設

（
大
正
十
五
年
全
線
開
通
）
な
ど
。
ま
た
、

戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
十
三
年
の
日
本
で

最
初
の
邦
人
用
ス
キ
ー
リ
フ
ト
の
架
設
な

ど
、
草
津
が
温
泉
保
養
地
と
し
て
発
展
し

て
い
っ
た
根
幹
に
は
、
ベ
ル
ツ
博
士
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
概
念
が
脈
々
と
受
け

継
が
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

 ・
戦
後
か
ら
現
在
へ

　

そ
し
て
、
戦
後
の
経
済
成
長
期
の
国
民

的
レ
ジ
ャ
ー
ブ
ー
ム
に
よ
る
観
光
客
の
激

増
、
宿
泊
施
設
の
大
型
化
、
団
体
客
時

代
の
到
来
、
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
乱
開

発
の
時
代
、
旅
行
形
態
の
多
様
化
、
平
成

以
降
の
長
引
く
不
況
、
ま
た
は
そ
の
常
態

化
等
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
時
代
の
変

遷
の
な
か
、他
の
多
く
の
観
光
地
と
同
様
、

苦
し
み
な
が
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
に

迫
ら
れ
な
が
ら
、現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

草
津
温
泉
・
近
年
の

観
光
地
づ
く
り
の

取
り
組
み

・『
草
津
温
泉
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
計
画
』

（
平
成
九
〜
十
一
年
）

　

平
成
初
年
以
降
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に

よ
る
低
迷
期
が
続
く
な
か
、
も
う
一
度
観

光
地
と
し
て
の
魅
力
に
磨
き
を
か
け
直
そ

う
と
、
観
光
協
会
の
主
導
の
も
と
に
財
団

法
人
日
本
交
通
公
社
と
と
も
に
取
り
組

み
ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
、
当
時
結
成
さ

れ
て
間
も
な
か
っ
た
旅
館
組
合
の
女
将
の

会
（
現
、
湯
の
華
会
）
や
、
商
工
会
・
旅

館
組
合
両
青
年
部
が
新
た
に
将
来
に
向

け
て
行
動
を
開
始
で
き
る
よ
う
な
勉
強

会
、
検
討
会
の
開
催
な
ど
、
計
画
の
策
定

の
過
程
を
重
視
し
た
も
の
で
し
た
。
第
一

年
次
に
は
、
計
画
に
携
わ
る
メ
ン
バ
ー
が

共
通
認
識
で
き
る
目
標
と
し
て
、「
も
う

一
泊
し
た
く
な
る
、草
津
温
泉
」
を
設
定
。

第
二
年
次
に
は
、
ベ
ル
ツ
博
士
が
提
唱
し

・
明
治
時
代

　

明
治
期
に
入
り
、
東
京
医
学
校
（
現
、

東
京
大
学
医
学
部
）
で
教
鞭
を
と
り
、
明

治
天
皇
・
大
正
天
皇
の
侍
医
で
も
あ
っ
た

ド
イ
ツ
人
医
学
者
の
ベ
ル
ツ
博
士
（
注
）（
写

真
１
）
が
明
治
十
一
年
に
初
め
て
草
津
を

訪
れ
ま
し
た
。
ベ
ル
ツ
博
士
は
、
草
津
温

泉
の
量
、質
、自
然
環
境
の
良
さ
、そ
し
て
、

長
年
培
わ
れ
て
き
た
入
浴
法
や
温
泉
療
法

に
注
目
し
、
そ
の
後
し
ば
し
ば
訪
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
泉
質
や
「
時
間
湯
」
と
呼
ば

れ
る
草
津
独
特
の
入
浴
法
の
効
能
な
ど
を

14

写
真
１  

エ
ル
ヴ
ィ
ン・フ
ォ
ン・ベ
ル
ツ
博
士

（
草
津
ベ
ル
ツ
記
念
館
所
蔵
）
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た
「
国
際
的
な
温
泉
・
高
原
リ
ゾ
ー
ト
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
、
勉
強
会
を
催
し
ま
し

た
。
最
終
年
に
は
、
ベ
ル
ツ
博
士
の
意
志

を
酌
み
、
草
津
温
泉
が
歴
史
的
に
培
っ
て

き
た
温
泉
文
化
を
見
直
し
、
現
代
に
新
し

い
感
覚
の
「
湯
治
場
」 

を
再
現
す
る
こ
と

が
、「
国
際
的
な
高
原
・
温
泉
リ
ゾ
ー
ト

と
し
て
の
草
津
温
泉
」
の
実
現
に
資
す
る

と
の
結
論
に
至
り
ま
し
た
。 

　

こ
の
よ
う
な
三
年
間
の
計
画
策
定
の
過

程
に
お
い
て
、「
湯
の
華
会
」
で
は
、
代

表
的
な
名
所
の
一
つ
で
あ
る
湯
畑
周
辺
の

魅
力
ア
ッ
プ
、
草
津
の
道
の
研
究
、
白
根

神
社
（
草
津
で
最
も
由
緒
あ
る
神
社
で

あ
る
が
普
段
は
参
拝
客
が
少
な
い
）
の
研

究
を
テ
ー
マ
に
勉
強
会
を
重
ね
ま
し
た
。

温
泉
街
の
街
歩
き
や
周
辺
の
ハ
イ
キ
ン
グ

等
、
実
際
に
観
光
客
の
目
線
で
歩
き
、
そ

の
体
験
を
も
と
に
「
お
か
み
さ
ん
お
す
す

め
お
散
歩
マ
ッ
プ
」（
図
１
）
を
作
成
し

ま
し
た
。
こ
の
地
図
は
、
坂
の
傾
斜
度
や

階
段
、ゆ
っ
く
り
歩
い
た
時
の
所
要
時
間
、

カ
ロ
リ
ー
計
算
な
ど
も
盛
り
込
ま
れ
て
お

り
、
改
訂
を
重
ね
て
現
在
で
も
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
。 

　

ま
た
両
青
年
部
で
は
、
合
同
で
新
し
い

協
議
会
を
立
ち
上
げ
、
年
間
行
わ
れ
て
い

図１  「おかみさんおすすめお散歩マップ」（草津温泉  湯の華会）



る
各
イ
ベ
ン
ト
を
見
直
し
、
今
後
の
課
題

を
検
討
し
て
、
そ
の
結
果
を
各
イ
ベ
ン
ト

主
催
者
に
提
案
。
さ
ら
に
、
自
ら
も
積
極

的
に
関
わ
っ
て
い
く
と
い
う
機
運
も
生
ま

れ
ま
し
た
。
折
し
も
、
当
時
、
開
催
が
迫

っ
て
い
た
日
韓
共
催
の
サ
ッ
カ
ー
・
ワ
ー
ル

ド
カ
ッ
プ
の
キ
ャ
ン
プ
地
へ
の
立
候
補
と
い

う
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も
挑
戦
し
ま

し
た
。
こ
の
取
り
組
み
は
、
参
加
国
と
の

調
整
が
つ
か
ず
、
誘
致
の
成
功
に
は
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ス
ポ
ー
ツ
の
で
き
る
温

泉
地
と
し
て
の
認
知
度
ア
ッ
プ
に
つ
な
が

り
ま
し
た
。
実
際
、
そ
の
活
動
を
通
し
て
、

当
時
草
津
の
旅
館
や
飲
食
店
で
働
き
な
が

ら
群
馬
県
社
会
人
リ
ー
グ
に
参
加
し
て
い

た
選
手
た
ち
と
交
流
が
で
き
、
そ
れ
が
日

本
サ
ッ
カ
ー
協
会
の
目
に
と
ま
り
、
こ
れ

が
温
泉
地
発
と
し
て
全
国
的
に
も
例
を
見

な
い
、Ｊ
リ
ー
グ
チ
ー
ム
「
ザ
ス
パ
草
津
」

の
誕
生
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。
ま
た
、
そ
の
ザ
ス
パ
草
津
の
誕
生
に

伴
い
、町
に
よ
る
グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備
が
進
み
、

そ
れ
ま
で
も
催
さ
れ
て
い
た
サ
ッ
カ
ー
大

会
の
参
加
者
も
増
加
し
、
今
で
は
、
少
年
・

少
女
・
女
子
・
学
生
等
の
大
会
数
も
増
え
、

七
、八
月
の
二
カ
月
間
に
約
一
万
五
千
人
を

集
客
す
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。 
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草
津
温
泉
の
人
々
〜
ベル
ツ
マ
イ
ン
ド
を
伝
え
続
け
て
い
く

市
川  

薫
氏 

　
ホ
テ
ル
一
井  

女
将
・
湯
の
華
会
初
代
会
長

人
コ
ラ
ム

　

い
ま
の
日
本
人
は
人
間
関
係
が
希
薄
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
草
津
は
濃
い
の
で
す
。

昔
、隣
の
家
の
子
を
叱
っ
た
の
に
近
い
も
の

が
残
っ
て
い
ま
す
。
お
互
い
ル
ー
ツ
も
分
か

っ
て
い
て
普
通
な
ら
放
っ
て
お
く
こ
と
を
言

っ
て
く
れ
る
の
は
あ
り
が
た
い
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
草
津
の
人
は
国
際
的
で
す
。
山

の
中
の
七
千
人
の
小
さ
な
町
で
す
が
姉
妹

都
市
が
五
つ
あ
り
五
十
年
に
わ
た
る
交
流

を
続
け
て
い
ま
す
し
、
草
津
夏
期
国
際
音

楽
ア
カ
デ
ミ
ー
＆
フ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ル
も

三
十
三
回
目
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
言
葉

が
通
じ
な
く
と
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
成
り
立
つ
と
こ
ろ
が
す
ご
い
の
で
す
。

そ
し
て
、
外
か
ら
見
た
草
津
の
良
さ
を
実

感
し
て
、
子
供
た
ち
に
伝
え
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
ベ
ル
ツ
博
士
（
注
）
に
由
来
す
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
明
治
時
代
の
草
津
町
民

に
と
っ
て
は
、
温
泉
は
あ
っ
て
当
た
り
前

で
し
た
が
、
博
士
は
何
度
も
草
津
に
来
て

く
れ
て
長
い
時
は
一
カ
月
く
ら
い
逗と

う

留り
ゅ
うし

て
、
お
い
し
い
水
と
澄
ん
だ
空
気
、
温
泉

は
天
与
の
恵
み
で
大
切
に
す
べ
き
と
い
う

こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
町
民
は
ベ
ル
ツ
マ
イ
ン
ド
を
脈
々
と

伝
え
、
明
治
以
降
少
し
ず
つ
形
に
し
て
き

ま
し
た
。
そ
の
現
在
の
象
徴
が
「
泉
質
主

義
」
で
す
。
温
泉
に
軸
が
あ
る
か
ら
何
を

す
る
に
も
ぶ
れ
ま
せ
ん
。
町
長
が
変
わ
ろ

う
と
も
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
し
て
、
湯
畑
を

守
り
守
ら
れ
な
が
ら
や
っ
て
き
ま
し
た
。

温
泉
へ
の
感
謝
と
謙
虚
さ
が
原
点
で
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
四
百
年
た
っ
て
も
未

完
成
な
教
会
が
あ
り
ま
す
が
「
文
化
は
未

完
成
で
あ
る
べ
き
で
、
次
の
世
代
に
も
未

完
成
の
も
の
を
伝
え
、
人
類
が
続
く
限
り

そ
れ
が
続
い
て
い
く
こ
と
で
伝
わ
る
」
と

聞
い
て
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う

い
う
こ
と
を
草
津
の
人
は
海
外
に
行
き
ど

こ
か
で
学
ん
で
い
て
、
そ
の
よ
う
な
感
覚

が
で
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
湯

畑
も
常
に
動
い
て
い
て
未
来
永え

い
ご
う劫

未
完

成
。
だ
か
ら
、
次
に
テ
ー
マ
を
つ
く
っ
て

取
り
組
み
、伝
え
続
け
て
い
け
る
の
で
す
。

（
い
ち
か
わ　

か
お
る
）

（
二
〇
一
二
年
七
月
二
十
四
日
談
）

聞
き
手
：
梅
川
智
也
・
石
山
千
代



17 特集◉観光地づくりの本質を探る——観光まちづくりの「心」とは
特集３「泉質主義」を貫き、時代を紡ぐ草津温泉——次世代へのバトンタッチが責務

　

さ
ま
ざ
ま
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
ブ
ラ

ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
計
画
で
し
た
が
、
三
年
間

を
通
し
て
の
一
番
の
収
穫
は
、
そ
れ
ま
で

団
体
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
た
、
地
域
の
活

性
化
や
そ
の
取
り
組
み
・
イ
ベ
ン
ト
な
ど

に
、
ど
こ
が
主
催
で
あ
れ
、
観
光
協
会
、

旅
館
組
合
、
商
工
会
、
行
政
、
議
会
ま
で

も
、
草
津
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。 

　

 ・『
草
津
の
冬
を
考
え
る
会
』

（
平
成
十
三
年
度
） 

　

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
計
画
に
も
一
区
切

り
つ
く
と
、
今
度
は
Ｊ
Ｔ
Ｂ
旅
館
ホ
テ
ル

連
盟
の
草
津
地
区
会
が
主
体
と
な
っ
て
財

団
法
人
日
本
交
通
公
社
と
と
も
に
取
り

組
ん
だ
の
が
、「
草
津
の
冬
を
考
え
る
会
」

で
し
た
。
こ
れ
は
、
ス
キ
ー
需
要
の
低
迷・

激
減
に
伴
い
、
年
間
の
最
オ
フ
期
に
な
っ

た
冬
（
十
二
〜
二
月
）
の
誘
客
を
何
と
か

し
よ
う
と
始
ま
っ
た
会
で
す
。
メ
ン
バ
ー

は
Ｊ
Ｔ
Ｂ
旅
ホ
連
の
他
に
各
団
体
の
任
意

の
メ
ン
バ
ー
で
話
し
合
い
を
重
ね
ま
し
た
。

し
か
し
、
な
か
な
か
「
冬
を
売
る
、
冬
が

売
れ
る
」
よ
う
な
効
果
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア

が
ま
と
ま
ら
ず
、
最
終
的
に
「
草
津
は
季

節
を
問
わ
ず
、
売
り
は
温
泉
そ
の
も
の
」

と
い
う
原
点
回
帰
的
な
ご
く
シ
ン
プ
ル
な

も
の
に
な
り
ま
し
た
。「
そ
れ
で
は
、
我
々

自
身
が
も
う
一
度
草
津
の
温
泉
に
つ
い
て

勉
強
し
直
し
、
泉
質
や
効
能
、
入
浴
法
な

ど
町
民
の
だ
れ
も
が
胸
を
張
っ
て
観
光
客

ま
た
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
人
に
説
明
で
き

る
よ
う
に
し
よ
う
」
と
い
う
考
え
か
ら
、

平
成
十
三
年
十
二
月
に
は
、「
泉
質
主
義
」

を
宣
言
（
図
２
）。
草
津
の
温
泉
つ
い
て
の

冊
子
を
五
連
で
作
り
、
誇
れ
る
「
泉
質
」

の
良
さ
を
訴
求
し
ま
し
た
。
こ
の
「
泉
質

主
義
」
は
、
十
年
以
上
経
て
、
現
在
で
も

大
き
く
掲
げ
ら
れ
、
草
津
温
泉
の
代
名
詞

で
あ
る
か
の
ご
と
く
定
着
し
て
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
皆
が
草
津
温
泉
を

誇
り
を
持
っ
て
語
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ブ

ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
の
ア
ッ
プ
に
も
大
き
く

貢
献
す
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。 

・『
草
津
温
泉
歩
き
た
く
な
る
観
光
地
づ

く
り
』（
平
成
十
五
年
） 

　

こ
れ
は
、
町
行
政
主
導
の
事
業
で
財
団

法
人
日
本
交
通
公
社
と
一
緒
に
取
り
組
み

ま
し
た
。
広
く
全
町
民
に
参
加
を
呼
び
か

け
、
約
百
人
の
参
加
者
と
と
も
に
行
わ
れ

ま
し
た
。
数
多
く
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

行
い
、
長
年
の
懸
案
で
あ
る
温
泉
街
へ
の

車
両
規
制
に
も
取
り
組
み
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
イ
ー
ク
、
お
盆
、
秋
季
の
連
休
な
ど
に

は
、
交
通
社
会
実
験
（
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ

イ
ド
）
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
パ
ー
ク

ア
ン
ド
ラ
イ
ド
は
国
の
補
助
金
事
業
と
な

り
、
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
実
施
さ
れ
ま

し
た
。
残
念
な
が
ら
、
車
両
規
制
は
、
全

員
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
ず
常
態
化

は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
将
来
に
一
石
を

投
じ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

事
業
の
結
果
と
し
て
、
路
地
裏
や
歩
道
の

整
備
が
進
め
ら
れ
、現
在
も
進
行
中
で
す
。 

草
津
温
泉・現
在
の

取
り
組
み

・『
草
津
観
光
立
町
基
本
計
画
』

（
平
成
二
十
一
年
） 

　

草
津
町
議
会
で
は
、
平
成
十
九
年
に
草

津
町
観
光
立
町
推
進
基
本
条
例
を
定
め
、

そ
の
実
現
の
た
め
に
こ
の
計
画
が
策
定
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
条
例
の
定
め
に
従
い
、

今
ま
で
の
取
り
組
み
や
町
民
憲
章
な
ど
を

踏
ま
え
た
計
画
で
、
こ
れ
か
ら
の
草
津
の

指
針
と
な
る
も
の
で
す
。
こ
の
計
画
と
同

時
に
景
観
法
に
基
づ
い
た
景
観
計
画
の
策

定
と
現
在
の
景
観
条
例
の
改
正
を
目
標

に
、
平
成
二
十
一
年
に
は
景
観
行
政
団
体

が
発
足
。
温
泉
街
を
五
つ
の
地
区
に
分
け
、

順
次
話
し
合
い
を
行
い
、
景
観
ま
ち
づ
く

り
協
定
（
街
並
み
の
ル
ー
ル
）
が
締
結
で

き
た
地
区
よ
り
社
会
資
本
整
備
交
付
金
の

補
助
を
受
け
て
、平
成
二
十
三
年
度
よ
り
、

通
り
に
面
し
た
店
舗
の
改
装
や
看
板
の
か

け
直
し
、
壁
の
塗
装
な
ど
に
一
定
の
補
助

金
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
事
業
は
開
始
よ
り
十
五
年
間
継
続
さ

れ
る
も
の
で
、
少
し
ず
つ
色
調
も
整
っ
て

き
ま
し
た
。
さ
ら
に
よ
り
歩
き
た
く
な
る

温
泉
街
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。 

・『
湯
畑
の
再
開
発
』

（
平
成
二
十
四
年
〜
） 

　

最
後
に
今
年
度
よ
り
草
津
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
る
湯
畑
の
再
開
発
が
着
手
さ
れ
ま
し

た（
図
３
）。
今
年
度
は
総
湯「
御
座
の
湯
」

図
２  

泉
質
主
義
宣
言
と
泉
質
主
義
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
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が
建
て
ら
れ
、
来
年

に
は
多
目
的
に
使
え

る
広
場
の
整
備
、
三

年
目
に
は
「
湯
も
み
」

の
シ
ョ
ー
が
行
わ
れ

る
「
熱
の
湯
」（
図
４
）

の
建
て
替
え
が
行
わ

れ
る
予
定
と
な
っ
て

い
ま
す
。
街
並
み
整

備
の
進
行
と
あ
い
ま

っ
て
、
観
光
地
と
し

て
の
魅
力
の
ア
ッ
プ

に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
大
き
な
期
待
を

寄
せ
て
い
ま
す
。 

魅
力
あ
る
草
津
を

次
世
代
に
継
承
す
る
責
任

　

い
ろ
い
ろ
と
草
津
に
つ
い
て
書
い
て
き

ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
例
に
挙
が
ら
な
か

っ
た
失
敗
例
や
継
続
で
き
な
か
っ
た
事
業

は
、
私
が
知
る
だ
け
で
も
、
こ
の
何
倍
も

あ
り
ま
す
。
た
だ
い
え
る
こ
と
は
、成
功・

失
敗
は
問
わ
ず
、
先
人
や
先
輩
方
が
、
そ

の
時
々
の
時
代
の
変
化
に
対
応
し
、
い
ろ

い
ろ
模
索
し
、
果
敢
に
挑
戦
し
て
き
た
結

果
、
今
の
草
津
温
泉
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。現
在
も
問
題
は
山
積
し
て
い
ま
す
。

草
津
町
の
概
況
で
記
し
た
よ
う
に
、
旅
館

の
定
員
稼
働
率
が
三
〇
％
程
度
で
、
皆
生

き
残
っ
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、

観
光
を
支
え
る
人
材
が
ど
ん
ど
ん
減
少
し

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
今
の
時
代
を

担
う
我
々
の
年
代
に
と
っ
て
、
時
代
の
変

化
に
さ
ま
ざ
ま
に
対
応
し
な
が
ら
、
先
人

た
ち
よ
り
受
け
継
い
だ
も
の
を
維
持
し
、

子
供
た
ち
が
戻
っ
て
き
た
く
な
る
よ
う
な

魅
力
と
雇
用
の
あ
る
町
を
保
ち
、
次
世
代

へ
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
最
小
限
の

責
務
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

（
く
ろ
い
わ　

ゆ
き
お
）

（
注
）エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
フ
ォ
ン・ベ
ル
ツ（
一
八
四
九
〜
一
九
一
三
）

草
津
温
泉
を
評
価
し
世
界
に
紹
介
し
た
明
治
政
府

の
お
雇
い
外
国
人
の
ド
イ
ツ
人
医
師
。
東
京
医
学

校
教
授
、
明
治
天
皇
や
皇
太
子
の
侍
医
を
務
め
る
。

「
日
本
鉱
泉
論
」（
明
治
十
三
年
）
、
草
津
の
時
間

湯
に
つ
い
て
の
「
熱
水
浴
療
論
」（
明
治
二
十
九

年
）
等
を
記
す
。
草
津
町
は
町
制
施
行
百
周
年
を

記
念
し
て
「
ベ
ル
ツ
記
念
館
」
を
開
館
。
草
津
町
と

博
士
の
生
ま
れ
故
郷
の
ビ
ー
テ
ィ
ヒ
ハ
イ
ム
・
ビ
ッ

シ
ン
ゲ
ン
は
姉
妹
都
市
交
流
五
十
周
年
。

黒
岩
裕
喜
男
（
く
ろ
い
わ 

ゆ
き
お
）

　

一
九
六
三
年
草
津
町
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
卒
業

後
、
家
業
の
旅
館
・
望
雲
（
創
業
一
五
九
九
年
）
を
継

ぐ
。
二
〇
〇
一
年
社
長
就
任
（
十
五
代
目
）
。
二
〇
一
二

年
五
月
、
草
津
温
泉
旅
館
協
同
組
合
理
事
長
に
就
任

し
、
現
在
に
至
る
。

図3   草津  湯源湯路街 『草津めぐり  世界の名所「草津温泉郷」の歩き方』（草津町）

図4   熱の湯 『草津めぐり  世界の名所「草津温泉郷」の歩き方』（草津町）


