
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
い
づ
る
源
泉
、

そ
れ
は
躍
動
す
る
自
然
が
与
え
て
く
れ
る
恵
み
。

世
界
的
に
も
ま
れ
な
地
質
構
造
を
有
す
る
山
梨
な
ら
で
は
の

多
様
な
泉
質
の
温
泉
は
、い
つ
も
そ
の
時
代
を
生
き
る
人
々
と
共
に
あ
っ
た
。

古
か
ら
守
ら
れ
、受
け
継
が
れ
て
き
た
温
泉
郷
、

そ
の
ゆ
か
し
き
風
情
を
訪
ね
て
。

03
｜

山
梨
の
温
泉
郷

04
｜

湯
け
む
り
の
向
こ
う
に

悠
久
の
歴
史
あ
り
。

CONTENTS VOL. 14
温
泉
の
郷
、山
梨
に

癒
や
し
を
求
め
て

｜特 集｜

『
山
梨
て
く
て
く
』は

歩
く
速
さ
で
じ
っ
く
り
と

山
梨
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
、多
様
な
泉
質
を
有
す
る
山
梨
の
温
泉
は
、

甲
斐
の
国
主
・
武
田
信
玄
は
も
と
よ
り
、文
豪
や
文
化
人
の

癒
や
し
の
場
、時
に
は
交
流
の
場
と
し
て
親
し
ま
れ
、

今
日
ま
で
守
ら
れ
、受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

今
回
は
個
性
豊
か
な
温
泉
郷
の
魅
力
と

歴
史
を
ひ
も
と
き
な
が
ら『
て
く
て
く
』。

こ
ん
な
山
梨
が
あ
っ
た
ん
だ
、と
思
え
る
発
見
や
感
動
を

見
つ
け
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

﹇ 

て
く
て
く 

〝
食
〞 ﹈

温
泉
郷
の
ゆ
っ
た
り
気
分
に
満
た
さ
れ
な
が
ら

新
名
物「
ラ
ー
ほ
ー
」を
楽
し
ん
で
。

12
｜ ﹇ 

て
く
て
く 

〝
伝
〞 ﹈

千
年
の
時
を
超
え

名
湯
が
物
語
る
幽
玄
の
世
界

10
｜

四
季
折
々
の
風
情
と
と
も
に

楽
し
め
る
温
泉
郷

08
｜﹇ 

て
く
て
く 

〝
住
〞 ﹈

母
な
る
富
士
山
に
抱
か
れ
る
温
泉
郷
か
ら

山
梨
の
魅
力
を
発
信

14
｜﹇ 

て
く
て
く 

甲
斐
の
口くに  

﹈

下
部
温
泉
駅

16
｜

FE ATUR E

Kofu
Isawaonsen

to Tokyo

to Nagano

to Shizuoka

Otsuki

Kawaguchiko

Shimobeonsen

山
梨
の
温
泉
郷

古
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
、

そ
の
ゆ
か
し
き
風
情
。

い
に
し
え

大池ホテル

春日居
びゅーほてる

下部温泉郷

西山温泉
慶雲館
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　温
泉
場
の
大
衆
化
は
さ
ら
に
進
み
、温
泉
の
効
能
も

口
づ
て
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。そ
ん
な
中
で
町
中

の
湯
場
は
庶
民
の
日
々
の
楽
し
み
の
場
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
す
。明
治
以
降
、例
え
ば
深
町（
現
在
の
甲

府
市
城
東
）で
は
、湯
場
が
次
々
と
開
業
。夏
に
な
る
と

農
作
業
を
終
え
た
人
た
ち
が
湯
で
汗
を
流
し
、お
す
し

を
食
べ
て
映
画
を
見
に
行
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い

た
そ
う
で
す
。湯
場
の
周
り
に
は
屋
台
が
出
て
、と
こ

ろ
て
ん
や
、枇
杷
葉
湯（
枇
杷
の
葉
な
ど
を
煎
じ
た

ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
の
よ
う
な
も
の
）な
ど
が
売
ら
れ
て
い

て
、湯
上
り
客
が
浴
衣
姿
で
世
間
話
を
し
た
り
、将
棋

を
指
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。ま
た
、隣
接
す
る
料
理

屋
の
2
階
広
間
で
は
義
太
夫
や
笛
・
尺
八
を
披
露
し
合

う
な
ど
、湯
場
は
夏
の
庶
民
の
楽
し
み
の
場
と
し
て
大

層
に
ぎ
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

　こ
の
よ
う
に
温
泉
場
の
大
衆
化
が
進
む
一
方
で
、県

内
の
閑
静
な
温
泉
郷
は
、太
宰
治
ら
文
豪
た
ち
の
創
作

意
欲
を
か
き
立
て
る
文
化
創
造
の
場
と
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。山
梨
各
地
の
温
泉
は
そ
の
ひ
な
び
た
風
情
や

豊
か
な
自
然
が
文
学
と
融
合
し
多
く
の
文
豪
に
愛
さ

れ
た
よ
う
で
す
。

　昭
和
36（
1
9
6
1
）年
に
は
石
和
温
泉
が
湧
出
し

ま
し
た
。果
樹
園
か
ら
噴
き
出
し
た
湯
は
近
く
の
川
に

流
れ
込
み
、地
元
の
人
々
に「
青
空
温
泉
」と
し
て
親
し

ま
れ
ま
し
た
。や
が
て
、都
心
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
の
良

瘡毒（そうどく）・皮癬（ひぜん）

冷え

疝癪（せんしゃく）・火傷

留飲・腹痛

打ち身・切り傷・でもの

のぼせ・眼病・諸病

冷え・痔疾（じしつ）・不妊

甲府市湯村

甲府市御岳町

韮崎市円野町

早川町湯島

身延町下部

山梨市三富川浦

甲州市塩山上於曽

所　在 起源・由緒など 効　能温泉名

湯　村

黒　平

御座石

湯　島

下　部

川　浦

塩　山

弘法大師などが発見、信玄・勝頼が入湯

近世初期に発見、金桜神社が経営

近世後期に整備、くみ湯専用

8～9世紀に発見、徳川家康が入湯

836年、熊野の神が出現して湧出、家康が入湯

1193年、源頼朝の巻狩がきっかけで発見

1380年、向嶽寺開山の僧・抜隊得勝が発見

日
蓮
聖
人
の
時
代
に
は
、湯
治
と
い
う

ス
タ
イ
ル
が
確
立
さ
れ
て
い
た

FE ATUR E

湯
け
む
り
の
向
こ
う
に

悠
久
の
歴
史
あ
り
。

　山
梨
は
、4
つ
の
プ
レ
ー
ト
が
入
り
組
む
複
雑
な
地

質
構
造
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、多
様
な
泉
質
の
温
泉
に

恵
ま
れ
て
い
ま
す
。大
き
な
温
泉
郷
が
な
い
た
め
、温
泉

県
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
あ
ま
り
な
い
の
で
す
が
、実
は

山
梨
は
日
本
で
も
有
数
の
温
泉
の
宝
庫
で
あ
り
、大
変

古
い
歴
史
を
有
し
て
い
ま
す
。温
泉
は
人
々
の
病
や
傷

を
癒
や
し
た
り
、文
化
を
育
む
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
憩
い

の
場
で
も
あ
っ
た
り
と
、い
つ
の
世
も
人
々
の
営
み
と

共
に
あ
り
ま
し
た
。1
3
0
0
年
を
超
え
る
古
い
時
代
の

伝
説
も
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
正
式
な
文

献
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
が
、建
治
4（
1
2
7
8
）年

に
書
か
れ
た
日
蓮
聖
人
の
書
状
で
す
。当
時
、身
延
山
久

遠
寺
を
開
山
し
た
日
蓮
聖
人
が
蒙
古
襲
来
を
予
言
し
た

と
い
う
名
声
を
聞
い
て
、一
度
会
っ
て
み
た
い
と
思
っ

た
人
々
が
久
遠
寺
を
訪
れ
た
そ
う
で
す
。と
こ
ろ
が
よ

く
聞
い
て
み
る
と
、下
部
温
泉
に
来
た
つ
い
で
に
興
味

本
位
で
会
い
に
来
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
、多
く
の

人
々
を
追
い
返
し
た
と
い
う
内
容
の
も
の
で
す
。こ
の

文
献
か
ら
日
蓮
聖
人
の
時
代
に
は
下
部
温
泉
は
か
な
り

有
名
で
あ
り
、湯
治
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
温
泉
を
訪
れ

る
人
が
す
で
に
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

武
田
家
の
御
用
温
泉
か
ら

庶
民
の
湯
治
場
と
な
っ
た「
湯
村
温
泉
」

　戦
国
時
代
に
な
る
と
武
田
信
玄
や
将
兵
た
ち
が
温

泉
で
傷
を
癒
や
し
、療
養
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、武
田
家
の
領
国
内
に
あ
っ
た
い
く
つ
も
の
温
泉

が
、後
に「
信
玄
の
隠
し
湯
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。『
甲
陽
軍
鑑
』で
は
、天
文
17（
１
５
４
８
）年
、

信
濃
塩
尻
峠（
長
野
県
）に
お
け
る
合
戦
で
負
傷
し
た

武
田
信
玄
が
、し
ま
の
湯（
現
在
の
湯
村
温
泉
）で
湯
治

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
川
浦
温
泉
に
は
、永

禄
4（
１
５
６
１
）年
に
武
田
信
玄
が
、そ
こ
を
管
理
し

て
い
た
恵
林
寺
に
宛
て
て
、温
泉
施
設
の
修
繕
の
た
め

の
お
金
を
集
め
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
が
分
か
る

資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

信
玄
の
隠
し
湯
伝
説
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　湯
村
温
泉
の
歴
史
は
古
く
、そ
の
起
源
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
伝
承
が
あ
り
ま
す
が
、記
録
と
し
て
は
16
世

紀
前
半
ご
ろ
か
ら
現
れ
始
め
ま
す
。武
田
家
は
湯
村
に

「
御
湯
座
敷
」と
称
す
る
施
設
を
持
っ
て
い
た
と
記
さ

れ
た
古
文
書
も
あ
り
、御
用
温
泉
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。京
の
公
家
な
ど
も
利

用
し
て
い
た
と
さ
れ
、湯
治
中
に
は
、武
田
氏
の
居
館

で
あ
っ
た
躑
躅
が
崎
館（
現
在
の
武
田
神
社
）で
歌
会

が
催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、湯
村
温
泉
は
文
化
サ

ロ
ン
の
よ
う
な
存
在
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　武
田
家
滅
亡
後
も
、歴
代
領
主
た
ち
は
湯
村
温
泉

の
整
備
・
保
護
に
努
め
、時
に
は
幕
閣
の
中
枢
に
あ
る

寺
社
奉
行
も
湯
治
に
訪
れ
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、享
保

9（
1
7
2
4
）年
に
幕
府
直
轄
領
と
な
っ
た
こ
と
で

領
主
不
在
と
な
り
、温
泉
の
管
理
・
運
営
は
地
元
の

人
々
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。庶
民

が
運
営
・
利
用
す
る
湯
治
場
と
な
っ
た
湯
村
温
泉
は
、

城
下
近
郊
で
あ
っ
た
こ
と
や
、平
場
の
た
め
季
節
を
問

わ
ず
利
用
で
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
、甲
斐
国
随
一
の
集

客
を
誇
り
ま
し
た
。敷
地
内
に
は
牛
馬
専
用
の「
野
湯
」

と
呼
ば
れ
る
温
泉
も
あ
り
、農
耕
や
運
送
に
使
っ
て
い

た
牛
馬
も
入
っ
て
い
た
そ
う
で
、当
時
、牛
馬
を
と
て

も
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　山
梨
の
温
泉
は
冷
泉
が
多
く
、盆
地
の
暑
い
夏
を
し

の
ぐ
の
に
適
し
て
い
ま
し
た
。現
在
は
営
業
し
て
い
ま

せ
ん
が
、か
つ
て
金
峰
山
参
詣
客
や
甲
府
の
人
々
に
滞

在
型
の
温
泉
と
し
て
親
し
ま
れ
た
黒
平
温
泉
が
あ
り

ま
し
た
。江
戸
時
代
の
町
人
で
旅
籠
屋
を
営
む
傍
ら
俳

人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
鈴
木
調
之
の
日
記
に
は
、

甲
府
の
商
家
の
旦
那
衆
が
商
売
が
暇
に
な
る
時
期
を

見
計
ら
っ
て
、仲
間
と
湯
治
と
称
し
て
黒
平
温
泉
に
滞

在
し
、大
宴
会
を
繰
り
返
し
た
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。旦
那
衆
は
7
日
間
く
ら
い
を
療
治
目
的
で
は
な
く

日
常
か
ら
の
開
放
感
に
浸
る
た
め
の
楽
し
み
と
し
て

過
ご
し
、家
に
帰
る
と
今
度
は
女
性
た
ち
が
、向
嶽
寺

門
前
に
湧
出
し
、冷
え
や
不
妊
な
ど
に
効
く
と
知
ら
れ

て
い
た
塩
山
温
泉
に
湯
治
に
向
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

葛飾北斎 《勝景奇覧  甲州湯村》 江戸時代（東京国立博物館蔵）

日蓮聖人立像（身延山奥之院）

昭和初期の湯村温泉（『写真集 山梨百年』より）（左） 昭和30年ごろの下部温泉（若林賢明氏 撮影）（右）

江戸時代における甲斐国内の主な温泉

さ
か
ら
高
度
経
済
成
長
の
中
で
発
展
し
て
歓
楽
街
も

に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。昭
和
の
懐
か
し
さ
が
残
る
レ
ト
ロ

な
歓
楽
街
は
、今
で
は
石
和
温
泉
の
味
わ
い
の
一
つ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　山
梨
に
は
ま
だ
ま
だ
個
性
的
な
温
泉
が
数
多
く
あ

り
、そ
の
泉
質
や
景
色
、地
元
な
ら
で
は
の
味
や
人
情

に
触
れ
ら
れ
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。湯
け
む
り
の
向

こ
う
に
広
が
る
歴
史
ロ
マ
ン
を
感
じ
な
が
ら
、湯
の
町

の
情
緒
に
触
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

し
も 

べ

つ
つ
じ
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　温
泉
場
の
大
衆
化
は
さ
ら
に
進
み
、温
泉
の
効
能
も

口
づ
て
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。そ
ん
な
中
で
町
中

の
湯
場
は
庶
民
の
日
々
の
楽
し
み
の
場
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
す
。明
治
以
降
、例
え
ば
深
町（
現
在
の
甲

府
市
城
東
）で
は
、湯
場
が
次
々
と
開
業
。夏
に
な
る
と

農
作
業
を
終
え
た
人
た
ち
が
湯
で
汗
を
流
し
、お
す
し

を
食
べ
て
映
画
を
見
に
行
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い

た
そ
う
で
す
。湯
場
の
周
り
に
は
屋
台
が
出
て
、と
こ

ろ
て
ん
や
、枇
杷
葉
湯（
枇
杷
の
葉
な
ど
を
煎
じ
た

ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
の
よ
う
な
も
の
）な
ど
が
売
ら
れ
て
い

て
、湯
上
り
客
が
浴
衣
姿
で
世
間
話
を
し
た
り
、将
棋

を
指
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。ま
た
、隣
接
す
る
料
理

屋
の
2
階
広
間
で
は
義
太
夫
や
笛
・
尺
八
を
披
露
し
合

う
な
ど
、湯
場
は
夏
の
庶
民
の
楽
し
み
の
場
と
し
て
大

層
に
ぎ
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

　こ
の
よ
う
に
温
泉
場
の
大
衆
化
が
進
む
一
方
で
、県

内
の
閑
静
な
温
泉
郷
は
、太
宰
治
ら
文
豪
た
ち
の
創
作

意
欲
を
か
き
立
て
る
文
化
創
造
の
場
と
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。山
梨
各
地
の
温
泉
は
そ
の
ひ
な
び
た
風
情
や

豊
か
な
自
然
が
文
学
と
融
合
し
多
く
の
文
豪
に
愛
さ

れ
た
よ
う
で
す
。

　昭
和
36（
1
9
6
1
）年
に
は
石
和
温
泉
が
湧
出
し

ま
し
た
。果
樹
園
か
ら
噴
き
出
し
た
湯
は
近
く
の
川
に

流
れ
込
み
、地
元
の
人
々
に「
青
空
温
泉
」と
し
て
親
し

ま
れ
ま
し
た
。や
が
て
、都
心
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
の
良

瘡毒（そうどく）・皮癬（ひぜん）

冷え

疝癪（せんしゃく）・火傷

留飲・腹痛

打ち身・切り傷・でもの

のぼせ・眼病・諸病

冷え・痔疾（じしつ）・不妊

甲府市湯村

甲府市御岳町

韮崎市円野町

早川町湯島

身延町下部

山梨市三富川浦

甲州市塩山上於曽

所　在 起源・由緒など 効　能温泉名

湯　村

黒　平

御座石

湯　島

下　部

川　浦

塩　山

弘法大師などが発見、信玄・勝頼が入湯

近世初期に発見、金桜神社が経営

近世後期に整備、くみ湯専用

8～9世紀に発見、徳川家康が入湯

836年、熊野の神が出現して湧出、家康が入湯

1193年、源頼朝の巻狩がきっかけで発見

1380年、向嶽寺開山の僧・抜隊得勝が発見

日
蓮
聖
人
の
時
代
に
は
、湯
治
と
い
う

ス
タ
イ
ル
が
確
立
さ
れ
て
い
た
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湯
け
む
り
の
向
こ
う
に

悠
久
の
歴
史
あ
り
。

　山
梨
は
、4
つ
の
プ
レ
ー
ト
が
入
り
組
む
複
雑
な
地

質
構
造
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、多
様
な
泉
質
の
温
泉
に

恵
ま
れ
て
い
ま
す
。大
き
な
温
泉
郷
が
な
い
た
め
、温
泉

県
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
あ
ま
り
な
い
の
で
す
が
、実
は

山
梨
は
日
本
で
も
有
数
の
温
泉
の
宝
庫
で
あ
り
、大
変

古
い
歴
史
を
有
し
て
い
ま
す
。温
泉
は
人
々
の
病
や
傷

を
癒
や
し
た
り
、文
化
を
育
む
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
憩
い

の
場
で
も
あ
っ
た
り
と
、い
つ
の
世
も
人
々
の
営
み
と

共
に
あ
り
ま
し
た
。1
3
0
0
年
を
超
え
る
古
い
時
代
の

伝
説
も
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
正
式
な
文

献
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
が
、建
治
4（
1
2
7
8
）年

に
書
か
れ
た
日
蓮
聖
人
の
書
状
で
す
。当
時
、身
延
山
久

遠
寺
を
開
山
し
た
日
蓮
聖
人
が
蒙
古
襲
来
を
予
言
し
た

と
い
う
名
声
を
聞
い
て
、一
度
会
っ
て
み
た
い
と
思
っ

た
人
々
が
久
遠
寺
を
訪
れ
た
そ
う
で
す
。と
こ
ろ
が
よ

く
聞
い
て
み
る
と
、下
部
温
泉
に
来
た
つ
い
で
に
興
味

本
位
で
会
い
に
来
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
、多
く
の

人
々
を
追
い
返
し
た
と
い
う
内
容
の
も
の
で
す
。こ
の

文
献
か
ら
日
蓮
聖
人
の
時
代
に
は
下
部
温
泉
は
か
な
り

有
名
で
あ
り
、湯
治
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
温
泉
を
訪
れ

る
人
が
す
で
に
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

武
田
家
の
御
用
温
泉
か
ら

庶
民
の
湯
治
場
と
な
っ
た「
湯
村
温
泉
」

　戦
国
時
代
に
な
る
と
武
田
信
玄
や
将
兵
た
ち
が
温

泉
で
傷
を
癒
や
し
、療
養
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、武
田
家
の
領
国
内
に
あ
っ
た
い
く
つ
も
の
温
泉

が
、後
に「
信
玄
の
隠
し
湯
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。『
甲
陽
軍
鑑
』で
は
、天
文
17（
１
５
４
８
）年
、

信
濃
塩
尻
峠（
長
野
県
）に
お
け
る
合
戦
で
負
傷
し
た

武
田
信
玄
が
、し
ま
の
湯（
現
在
の
湯
村
温
泉
）で
湯
治

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
川
浦
温
泉
に
は
、永

禄
4（
１
５
６
１
）年
に
武
田
信
玄
が
、そ
こ
を
管
理
し

て
い
た
恵
林
寺
に
宛
て
て
、温
泉
施
設
の
修
繕
の
た
め

の
お
金
を
集
め
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
が
分
か
る

資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

信
玄
の
隠
し
湯
伝
説
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　湯
村
温
泉
の
歴
史
は
古
く
、そ
の
起
源
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
伝
承
が
あ
り
ま
す
が
、記
録
と
し
て
は
16
世

紀
前
半
ご
ろ
か
ら
現
れ
始
め
ま
す
。武
田
家
は
湯
村
に

「
御
湯
座
敷
」と
称
す
る
施
設
を
持
っ
て
い
た
と
記
さ

れ
た
古
文
書
も
あ
り
、御
用
温
泉
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。京
の
公
家
な
ど
も
利

用
し
て
い
た
と
さ
れ
、湯
治
中
に
は
、武
田
氏
の
居
館

で
あ
っ
た
躑
躅
が
崎
館（
現
在
の
武
田
神
社
）で
歌
会

が
催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、湯
村
温
泉
は
文
化
サ

ロ
ン
の
よ
う
な
存
在
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　武
田
家
滅
亡
後
も
、歴
代
領
主
た
ち
は
湯
村
温
泉

の
整
備
・
保
護
に
努
め
、時
に
は
幕
閣
の
中
枢
に
あ
る

寺
社
奉
行
も
湯
治
に
訪
れ
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、享
保

9（
1
7
2
4
）年
に
幕
府
直
轄
領
と
な
っ
た
こ
と
で

領
主
不
在
と
な
り
、温
泉
の
管
理
・
運
営
は
地
元
の

人
々
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。庶
民

が
運
営
・
利
用
す
る
湯
治
場
と
な
っ
た
湯
村
温
泉
は
、

城
下
近
郊
で
あ
っ
た
こ
と
や
、平
場
の
た
め
季
節
を
問

わ
ず
利
用
で
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
、甲
斐
国
随
一
の
集

客
を
誇
り
ま
し
た
。敷
地
内
に
は
牛
馬
専
用
の「
野
湯
」

と
呼
ば
れ
る
温
泉
も
あ
り
、農
耕
や
運
送
に
使
っ
て
い

た
牛
馬
も
入
っ
て
い
た
そ
う
で
、当
時
、牛
馬
を
と
て

も
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　山
梨
の
温
泉
は
冷
泉
が
多
く
、盆
地
の
暑
い
夏
を
し

の
ぐ
の
に
適
し
て
い
ま
し
た
。現
在
は
営
業
し
て
い
ま

せ
ん
が
、か
つ
て
金
峰
山
参
詣
客
や
甲
府
の
人
々
に
滞

在
型
の
温
泉
と
し
て
親
し
ま
れ
た
黒
平
温
泉
が
あ
り

ま
し
た
。江
戸
時
代
の
町
人
で
旅
籠
屋
を
営
む
傍
ら
俳

人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
鈴
木
調
之
の
日
記
に
は
、

甲
府
の
商
家
の
旦
那
衆
が
商
売
が
暇
に
な
る
時
期
を

見
計
ら
っ
て
、仲
間
と
湯
治
と
称
し
て
黒
平
温
泉
に
滞

在
し
、大
宴
会
を
繰
り
返
し
た
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。旦
那
衆
は
7
日
間
く
ら
い
を
療
治
目
的
で
は
な
く

日
常
か
ら
の
開
放
感
に
浸
る
た
め
の
楽
し
み
と
し
て

過
ご
し
、家
に
帰
る
と
今
度
は
女
性
た
ち
が
、向
嶽
寺

門
前
に
湧
出
し
、冷
え
や
不
妊
な
ど
に
効
く
と
知
ら
れ

て
い
た
塩
山
温
泉
に
湯
治
に
向
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

葛飾北斎 《勝景奇覧  甲州湯村》 江戸時代（東京国立博物館蔵）

日蓮聖人立像（身延山奥之院）

昭和初期の湯村温泉（『写真集 山梨百年』より）（左） 昭和30年ごろの下部温泉（若林賢明氏 撮影）（右）

江戸時代における甲斐国内の主な温泉

さ
か
ら
高
度
経
済
成
長
の
中
で
発
展
し
て
歓
楽
街
も

に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。昭
和
の
懐
か
し
さ
が
残
る
レ
ト
ロ

な
歓
楽
街
は
、今
で
は
石
和
温
泉
の
味
わ
い
の
一
つ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　山
梨
に
は
ま
だ
ま
だ
個
性
的
な
温
泉
が
数
多
く
あ

り
、そ
の
泉
質
や
景
色
、地
元
な
ら
で
は
の
味
や
人
情

に
触
れ
ら
れ
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。湯
け
む
り
の
向

こ
う
に
広
が
る
歴
史
ロ
マ
ン
を
感
じ
な
が
ら
、湯
の
町

の
情
緒
に
触
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

し
も 

べ

つ
つ
じ
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温
泉
場
の
大
衆
化
は
さ
ら
に
進
み
、温
泉
の
効
能
も

口
づ
て
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。そ
ん
な
中
で
町
中

の
湯
場
は
庶
民
の
日
々
の
楽
し
み
の
場
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
す
。明
治
以
降
、例
え
ば
深
町（
現
在
の
甲

府
市
城
東
）で
は
、湯
場
が
次
々
と
開
業
。夏
に
な
る
と

農
作
業
を
終
え
た
人
た
ち
が
湯
で
汗
を
流
し
、お
す
し

を
食
べ
て
映
画
を
見
に
行
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い

た
そ
う
で
す
。湯
場
の
周
り
に
は
屋
台
が
出
て
、と
こ

ろ
て
ん
や
、枇
杷
葉
湯（
枇
杷
の
葉
な
ど
を
煎
じ
た

ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
の
よ
う
な
も
の
）な
ど
が
売
ら
れ
て
い

て
、湯
上
り
客
が
浴
衣
姿
で
世
間
話
を
し
た
り
、将
棋

を
指
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。ま
た
、隣
接
す
る
料
理

屋
の
2
階
広
間
で
は
義
太
夫
や
笛
・
尺
八
を
披
露
し
合

う
な
ど
、湯
場
は
夏
の
庶
民
の
楽
し
み
の
場
と
し
て
大

層
に
ぎ
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
温
泉
場
の
大
衆
化
が
進
む
一
方
で
、県

内
の
閑
静
な
温
泉
郷
は
、太
宰
治
ら
文
豪
た
ち
の
創
作

意
欲
を
か
き
立
て
る
文
化
創
造
の
場
と
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。山
梨
各
地
の
温
泉
は
そ
の
ひ
な
び
た
風
情
や

豊
か
な
自
然
が
文
学
と
融
合
し
多
く
の
文
豪
に
愛
さ

れ
た
よ
う
で
す
。

　
昭
和
36（
1
9
6
1
）年
に
は
石
和
温
泉
が
湧
出
し

ま
し
た
。果
樹
園
か
ら
噴
き
出
し
た
湯
は
近
く
の
川
に

流
れ
込
み
、地
元
の
人
々
に「
青
空
温
泉
」と
し
て
親
し

ま
れ
ま
し
た
。や
が
て
、都
心
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
の
良
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戦
国
時
代
に
な
る
と
武
田
信
玄
や
将
兵
た
ち
が
温

泉
で
傷
を
癒
や
し
、療
養
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、武
田
家
の
領
国
内
に
あ
っ
た
い
く
つ
も
の
温
泉

が
、後
に「
信
玄
の
隠
し
湯
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。『
甲
陽
軍
鑑
』で
は
、天
文
17（
１
５
４
８
）年
、

信
濃
塩
尻
峠（
長
野
県
）に
お
け
る
合
戦
で
負
傷
し
た

武
田
信
玄
が
、し
ま
の
湯（
現
在
の
湯
村
温
泉
）で
湯
治

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
川
浦
温
泉
に
は
、永

禄
4（
１
５
６
１
）年
に
武
田
信
玄
が
、そ
こ
を
管
理
し

て
い
た
恵
林
寺
に
宛
て
て
、温
泉
施
設
の
修
繕
の
た
め

の
お
金
を
集
め
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
が
分
か
る

資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

信
玄
の
隠
し
湯
伝
説
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
湯
村
温
泉
の
歴
史
は
古
く
、そ
の
起
源
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
伝
承
が
あ
り
ま
す
が
、記
録
と
し
て
は
16
世

紀
前
半
ご
ろ
か
ら
現
れ
始
め
ま
す
。武
田
家
は
湯
村
に

「
御
湯
座
敷
」と
称
す
る
施
設
を
持
っ
て
い
た
と
記
さ

れ
た
古
文
書
も
あ
り
、御
用
温
泉
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。京
の
公
家
な
ど
も
利

用
し
て
い
た
と
さ
れ
、湯
治
中
に
は
、武
田
氏
の
居
館

で
あ
っ
た
躑
躅
が
崎
館（
現
在
の
武
田
神
社
）で
歌
会

が
催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、湯
村
温
泉
は
文
化
サ

ロ
ン
の
よ
う
な
存
在
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
武
田
家
滅
亡
後
も
、歴
代
領
主
た
ち
は
湯
村
温
泉

の
整
備
・
保
護
に
努
め
、時
に
は
幕
閣
の
中
枢
に
あ
る

温
泉
は
い
つ
も

人
々
の
近
く
に
あ
る
憩
い
の
場

こ
れ
か
ら
も
温
泉
は
人
々
を
癒
や
し

歴
史
を
重
ね
て
い
く

寺
社
奉
行
も
湯
治
に
訪
れ
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、享
保

9（
1
7
2
4
）年
に
幕
府
直
轄
領
と
な
っ
た
こ
と
で

領
主
不
在
と
な
り
、温
泉
の
管
理
・
運
営
は
地
元
の

人
々
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。庶
民

が
運
営
・
利
用
す
る
湯
治
場
と
な
っ
た
湯
村
温
泉
は
、

城
下
近
郊
で
あ
っ
た
こ
と
や
、平
場
の
た
め
季
節
を
問

わ
ず
利
用
で
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
、甲
斐
国
随
一
の
集

客
を
誇
り
ま
し
た
。敷
地
内
に
は
牛
馬
専
用
の「
野
湯
」

と
呼
ば
れ
る
温
泉
も
あ
り
、農
耕
や
運
送
に
使
っ
て
い

た
牛
馬
も
入
っ
て
い
た
そ
う
で
、当
時
、牛
馬
を
と
て

も
大
切
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
山
梨
の
温
泉
は
冷
泉
が
多
く
、盆
地
の
暑
い
夏
を
し

の
ぐ
の
に
適
し
て
い
ま
し
た
。現
在
は
営
業
し
て
い
ま

せ
ん
が
、か
つ
て
金
峰
山
参
詣
客
や
甲
府
の
人
々
に
滞

在
型
の
温
泉
と
し
て
親
し
ま
れ
た
黒
平
温
泉
が
あ
り

ま
し
た
。江
戸
時
代
の
町
人
で
旅
籠
屋
を
営
む
傍
ら
俳

人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
鈴
木
調
之
の
日
記
に
は
、

甲
府
の
商
家
の
旦
那
衆
が
商
売
が
暇
に
な
る
時
期
を

見
計
ら
っ
て
、仲
間
と
湯
治
と
称
し
て
黒
平
温
泉
に
滞

在
し
、大
宴
会
を
繰
り
返
し
た
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。旦
那
衆
は
7
日
間
く
ら
い
を
療
治
目
的
で
は
な
く

日
常
か
ら
の
開
放
感
に
浸
る
た
め
の
楽
し
み
と
し
て

過
ご
し
、家
に
帰
る
と
今
度
は
女
性
た
ち
が
、向
嶽
寺

門
前
に
湧
出
し
、冷
え
や
不
妊
な
ど
に
効
く
と
知
ら
れ

て
い
た
塩
山
温
泉
に
湯
治
に
向
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

並山日記（山梨県立博物館蔵） 江戸時代の塩山温泉が描かれている
なみやま

昭和初期の塩山温泉（『写真集 山梨百年』より）

昭和36年ごろ、「青空温泉」として親しまれていた石和温泉
（『写真集 山梨百年』より）

甲斐名所寿古六（山梨県立博物館蔵） 幕末の甲州の名所や特産が分かる貴重な資料。左下に当時の湯村温泉が描かれている

さ
か
ら
高
度
経
済
成
長
の
中
で
発
展
し
て
歓
楽
街
も

に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。昭
和
の
懐
か
し
さ
が
残
る
レ
ト
ロ

な
歓
楽
街
は
、今
で
は
石
和
温
泉
の
味
わ
い
の
一
つ
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
山
梨
に
は
ま
だ
ま
だ
個
性
的
な
温
泉
が
数
多
く
あ

り
、そ
の
泉
質
や
景
色
、地
元
な
ら
で
は
の
味
や
人
情

に
触
れ
ら
れ
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。湯
け
む
り
の
向

こ
う
に
広
が
る
歴
史
ロ
マ
ン
を
感
じ
な
が
ら
、湯
の
町

の
情
緒
に
触
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

の   
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ろ
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ら
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や
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ょ
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農
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食
べ
て
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画
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し
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そ
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場
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り
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台
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こ

ろ
て
ん
や
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杷
葉
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枇
杷
の
葉
な
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煎
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ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
の
よ
う
な
も
の
）な
ど
が
売
ら
れ
て
い
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、湯
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り
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浴
衣
姿
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間
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り
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指
し
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す
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2
階
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間
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義
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ど
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場
は
夏
の
庶
民
の
楽
し
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場
と
し
て
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ぎ
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た
よ
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す
。
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で
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宰
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作

意
欲
を
か
き
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創
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な
っ
て
い
き

ま
し
た
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梨
各
地
の
温
泉
は
そ
の
ひ
な
び
た
風
情
や

豊
か
な
自
然
が
文
学
と
融
合
し
多
く
の
文
豪
に
愛
さ

れ
た
よ
う
で
す
。

　
昭
和
36（
1
9
6
1
）年
に
は
石
和
温
泉
が
湧
出
し

ま
し
た
。果
樹
園
か
ら
噴
き
出
し
た
湯
は
近
く
の
川
に

流
れ
込
み
、地
元
の
人
々
に「
青
空
温
泉
」と
し
て
親
し

ま
れ
ま
し
た
。や
が
て
、都
心
か
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の
ア
ク
セ
ス
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良
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戦
国
時
代
に
な
る
と
武
田
信
玄
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将
兵
た
ち
が
温

泉
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傷
を
癒
や
し
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養
し
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さ
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い
る
こ
と
か

ら
、武
田
家
の
領
国
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に
あ
っ
た
い
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つ
も
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温
泉
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隠
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湯
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呼
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れ
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な
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甲
陽
軍
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17（
１
５
４
８
）年
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信
濃
塩
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県
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し
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田
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現
在
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湯
村
温
泉
）で
湯
治
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と
伝
え
ら
れ
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ま
す
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た
川
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温
泉
に
は
、永

禄
4（
１
５
６
１
）年
に
武
田
信
玄
が
、そ
こ
を
管
理
し

て
い
た
恵
林
寺
に
宛
て
て
、温
泉
施
設
の
修
繕
の
た
め

の
お
金
を
集
め
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
が
分
か
る

資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

信
玄
の
隠
し
湯
伝
説
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
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村
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泉
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史
は
古
く
、そ
の
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に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
伝
承
が
あ
り
ま
す
が
、記
録
と
し
て
は
16
世

紀
前
半
ご
ろ
か
ら
現
れ
始
め
ま
す
。武
田
家
は
湯
村
に

「
御
湯
座
敷
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称
す
る
施
設
を
持
っ
て
い
た
と
記
さ

れ
た
古
文
書
も
あ
り
、御
用
温
泉
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。京
の
公
家
な
ど
も
利

用
し
て
い
た
と
さ
れ
、湯
治
中
に
は
、武
田
氏
の
居
館

で
あ
っ
た
躑
躅
が
崎
館（
現
在
の
武
田
神
社
）で
歌
会

が
催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、湯
村
温
泉
は
文
化
サ

ロ
ン
の
よ
う
な
存
在
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
武
田
家
滅
亡
後
も
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領
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ち
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湯
村
温
泉
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努
め
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る

温
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人
々
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近
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憩
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場
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史
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湯
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1
7
2
4
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れ
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湯
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節
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と
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し
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が
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が
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ま
す
。
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