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江
上
津
直
と
、津
直
よ
り
五
歳
年
下
の
井
上

甚
十
郎
は
、多
感
な
青
年
期
を
横
井
小
楠
の
塾
で

学
び
、実
学
党
の
薫
陶
を
受
け
る
。実
学
と
は「
実

際
に
役
に
立
つ
学
問
こ
そ
が
最
も
大
事
で
あ
り
、

民
の
立
場
に
た
っ
た
政
治
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」と
い
う
小
楠
の
進
取
開
明
的
な
考
え
方

で
、こ
の
思
想
が
二
人
の
一
生
を
決
定
付
け
た
。

二
人
は
、学
舎
を
設
け
、児
童
教
育
の
普
及
に

尽
力
し
た
ほ
か
、製
糸
や
製
茶
、清
酒
醸
造
の
改

良
を
行
い
、山
鹿
や
近
隣
の
地
域
の
殖
産
興
業
に

努
め
た
。特
に
私
財
を
投
じ
て
山
鹿
温
泉
の
大
改

築
を
行
い
、熊
本
県
一
の
温
泉
場
と
し
て
発
展
さ

せ
た
。

二
人
の
思
想
は
、そ
の
あ
と
、彼
ら
の
息
子
の

江
上
定
雄
や
井
上
明
四
郎
に
引
き
継
が
れ
、彼
ら

を
中
心
に
本
格
的
な
劇
場
の「
八
千
代
座
」や「
鹿

本
鉄
道
」の
建
設
に
至
っ
た
。
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平へ
い
天て
ん
下か

」
が
ど
う
し
た
ら
実
現
で
き
る
の
か
、
農
民
の
困こ
ん
窮き
ゅ
うを
救
う
た
め
に

は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
『
時じ

務む

策さ
く
』
を
書
い
て
、
肥
後
（
現
在
の
熊
本

県
）
藩は
ん

政せ
い

を
批ひ

判は
ん

し
、
「
御み

国く
に

中ち
ゅ
う

士し

民み
ん

の
利り

益え
き

に
な
る
道
」
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
肥
後
藩は
ん
政せ
い
が
目
指
し
た
も
の
は
、
藩
の
財
政
の
安
定
「
い
か

に
し
て
藩
主
の
収
入
を
増
や
す
か
」
で
あ
り
、
民
の
立
場
に
立
っ
た
「
士
民

（
武
士
と
庶
民
）
の
利り

益え
き
に
な
る
」
政
治
を
提て
い
唱し
ょ
うし
た
小
楠
の
思
想
は
、
こ

れ
か
ら
先
の
津
直
と
甚
十
郎
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
二
人
の
生
き
方
を
決

定
付
け
ま
し
た
。

山
鹿
温
泉
の
大
改
築

幕ば
く
末ま
つ
の
肥ひ

後ご

藩は
ん
に
は
、
学が
っ
校こ
う
党と
う
、
勤き
ん
王の
う
党と
う
、
実じ
つ
学が
く
党と
う
の
三
つ
の
学
統
が
あ

り
ま
し
た
。
学
校
党
は
藩は
ん
校こ
う
時じ

習し
ゅ
う

館か
ん
を
中
心
と
す
る
肥
後
藩
の
主
流
で
保ほ

守し
ゅ
・
佐さ

幕ば
く
派は

、
勤き
ん
王の
う
党と
う
は
林は
や
し

桜お
う
園え
ん
の
流
れ
を
汲く

む
攘じ
ょ
う

夷い

派は

、
実
学
党
は
横
井

小
楠
を
中
心
と
す
る
進し
ん
取し
ゅ
開か
い
明め
い
的て
き
な
グ
ル
ー
プ
で
し
た
。

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
五
月
、
藩は
ん
知ち

事じ

が
細ほ
そ
川か
わ
韶よ
し
邦く
に
か
ら
護も
り
久ひ
さ
に
替
わ

る
と
、
直た
だ
ち
に
首し
ゅ
脳の
う
人
事
が
断だ
ん
行こ
う
さ
れ
ま
し
た
。
今
ま
で
は
、
学
校
党
が
藩

政
の
中ち
ゅ
う

枢す
う
に
い
ま
し
た
が
、
横
井
小
楠
門
下
の
実
学
党
が
そ
れ
に
入
れ
替
わ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

山
鹿
の
町
で
も
実
学
党
の
津
直
と
甚
十
郎
が
抜ば
っ
擢て
き
さ
れ
、
津
直
は
小し
ょ
う

属ぞ
く
に
、

甚
十
郎
は
山
鹿
の
町
の
里り

正せ
い
に
な
り
ま
し
た
。

藩
知
事
の
護
久
は
、
藩
の
財
政
を
立
て
直
す
た
め
に
率そ
っ
先せ
ん
し
て
、
自
ら
の

家か

禄ろ
く
の
半
分
を
管
内
の
費
用
に
あ
て
た
い
と
中
央
政
府
に
願
い
出
て
、
禄ろ
く
制せ
い

の
改か

い
革か

く
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
藩
の
機き

構こ
う

改か
い

革か
く

に
も
着
手
し
、
千
五
百
の

役
職
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

地
方
で
は
手て

永な
が
制せ
い
度ど

が
改
め
ら
れ
、
郡ぐ
ん
代だ
い
・
総そ
う
庄じ
ょ
う

屋や

・
庄し
ょ
う

屋や

が
廃は
い
止し

さ
れ
、

里り

正せ
い
・
与く
み
長ち
ょ
うが
置
か
れ
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、
津
直
と
甚
十
郎
は
、
自
分
た
ち
も
家か

禄ろ
く
を
返へ
ん
還か
ん
し
て
、
身し
ん
代だ
い

生
い
立
ち

江え

上が
み
津つ

直な
お
は
、
幕
末
の
文ぶ
ん
政せ
い
十
年
（
一
八
二
七
）
に
父
為た

右め

衛え

門も
ん
、
母
綱つ
な

子こ

の
間
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
温お
ん
厚こ
う
な
人ひ
と
柄が
ら
で
、
言
葉
数
は
少
な
か
っ
た
が
、

一い
っ
旦た
ん
、
こ
う
と
決
め
た
ら
す
ぐ
に
実
行
に
移
す
人
で
し
た
。

井い
の
上う
え
甚じ
ん
十じ
ゅ
う

郎ろ
う
は
、
津
直
よ
り
五
歳
年
下
で
、
天て
ん
保ぽ

四
年
（
一
八
三
三
）
に

生
ま
れ
、
父
を
善ぜ
ん
太た

郎ろ
う
、
母
を
て
る
と
い
い
ま
し
た
。
甚
十
郎
の
姉
嘉か

知ち

子こ

は
、
津
直
の
妻
で
、
甚
十
郎
と
津
直
は
義ぎ

兄き
ょ
う

弟だ
い
で
し
た
。

甚
十
郎
は
文ぶ
ん
武ぶ

両り
ょ
う

道ど
う
に
秀ひ
い
で
、
幼

い
と
き
は
祖
父
の

井い
の
上う
え
観か
ん
山ざ
ん
か
ら
読

書
を
、
小お

川が
わ
周し
ゅ
う

平へ
い

に
は
習
字
を
教
わ

り
ま
し
た
。
青
年

期
に
な
る
と
、
福ふ
く

田だ

春し
ゅ
ん

蔵ぞ
う
の
塾
に
入

門
し
、
こ
こ
で
和わ

漢か
ん
の
学
を
修お
さ
め
ま
す
。
ま
た
、
武ぶ

術じ
ゅ
つに
お
い
て
も
研け
ん
鑽さ
ん
を
積
み
、
体
術
や
馬

術
な
ど
に
励は
げ
み
ま
し
た
。

横
井
小
楠
の
薫く

ん

陶と
う

を
受
け
る

青
年
期
に
受
け
た
教
育
は
一
生
を
左
右
す
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
二
人
は

多
感
な
青
年
時
代
に
横よ
こ
井い

小し
ょ
う

楠な
ん
の
塾じ
ゅ
くで
学
び
、
小
楠
の
思
想
に
傾け
い
倒と
う
し
ま
し

た
。幕

末
の
こ
ろ
、
世
の
中
は
す
っ
か
り
行
き
詰
っ
て
、
百ひ
ゃ
く

姓し
ょ
う

一
揆
が
頻ひ
ん
発ぱ
つ
し

て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
小
楠
は
孔こ

う
子し

、
孟も
う
子し

の
い
う
「
修し
ゅ
う

身し
ん
斉さ
い
家か

治ち

国こ
く

横井小楠
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限
り
の
献け
ん
金き
ん
を
し
、
藩
の
財
政
を
助
け
た
い
と
願
い
出
ま
す
。

護
久
は
、
そ
の
志
こ
こ
ろ
ざ
しを
褒ほ

め
た
た
え
た
も
の
の
、
「
公
益
事
業
に
全
力
を
尽つ

く
し
な
さ
い
」
と
二
人
を
諭さ
と
し
、
そ
の
願
い
は
却き
ゃ
っ

下か

さ
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
、

横
井
小
楠
門
下
の
内な
い
藤と
う
泰た
い
吉き
ち
か
ら
山や
ま
鹿が

温お
ん
泉せ
ん
大だ
い
改か
い
築ち
く
の
勧す
す
め
を
受
け
、
「
自

分
た
ち
が
や
る
べ
き
こ
と
は
こ
れ
だ
」
と
さ
っ
そ
く
、
参さ
ん
事じ

の
山や
ま
田だ

武た
け
甫と
く
に

相
談
し
て
、
山
鹿
温
泉
を
改
築
し
た
い
と
藩
知
事
に
申
し
出
ま
し
た
。
明
治

三
年
秋
に
、
藩
庁
の
許
可
が
下
り
、
山
鹿
温
泉
大
改
築
に
着
手
し
ま
し
た
。

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
秋
、
藩
知
事
の
護
久
は
、
山
鹿
に
赴お
も
むき
、

直じ
き
々じ
き
に
津
直
と
甚
十
郎
の
家
を
訪
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
回
の
山
鹿
温
泉

の
大
改
築
は
山
鹿
の
住
民
を
幸
福
に
し
、
健
康
増
進
と
熊
本
県
や
国
家
の
繁は
ん

栄え
い
に
つ
な
が
る
一
大
事
業
で
あ
る
と
褒ほ

め
た
た
え
、
二
人
を
激げ
き
励れ
い
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
護
久
は
、
温
泉
の
敷
地
と
、
官か
ん
山ざ
ん
の
木
材
や
石
材
を
こ
の
事
業
に
与

え
ま
し
た
。

津
直
と
甚
十
郎
は
藩
知
事
の
言
葉
や
敷
地
・
資
材
の
提て
い
供き
ょ
うに
深
く
感か
ん
銘め
い
し
、

藩は
ん
札さ
つ
一い
っ
千せ
ん
貫か
ん
（
今
の
お
金
に
換か
ん
算さ
ん
す
る
と
二
〇
〇
万
円
〜
六
〇
〇
万
円
）
の

大
金
を
改
築
費
と
し
て
寄
付
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
町
民
も
感
激
し
、

こ
ぞ
っ
て
応
分
の
資
金
を
提
供
し
ま
し
た
。

甚
十
郎
は
山
鹿
温
泉
改
築
の
主し
ゅ
宰さ
い
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
津
直
は
工
事
の

万ば
ん
全ぜ
ん
を
期き

す
る
た
め
に
、
な
っ
た
ば
か
り
の
小
属
を
辞や

め
山
鹿
に
帰
り
、
甚

十
郎
と
力
を
合
わ
せ
、
朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
、
町
民
を
励は
げ
ま
し
な
が
ら

大
事
業
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

木
材
は
官
山
の
法ほ
っ
華け

寺じ

山
か
ら
切
り
出
さ
れ
、
い
か
だ
に
乗
せ
て
岩
野
川

を
下
り
、
鍋な
べ
田た

橋ば
し
の
と
こ
ろ
で
陸り
く
揚あ

げ
さ
れ
て
、
町
民
が
そ
れ
を
担か
つ
ぎ
、
そ

れ
が
延え
ん
々え
ん
と
列
を
な
し
ま
し
た
。
石
材
も
志し

じ々

岐き

の
涅ね

槃は
ん
か
ら
い
か
だ
に
乗

せ
ら
れ
て
運
ば
れ
ま
し
た
。

山
鹿
郡
内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
菊
池
郡
や
山
本
郡
か
ら
も
多
く
の
人
夫

が
加か

勢せ
い
に
来
ま
し
た
。
ま
た
、
藩
知
事
の
護
久
も
何
度
も
工
事
現
場
に
出
向

き
、
町
民
た
ち
を
激
励
し
ま
し
た
。

土
木
主
任
は
吉よ
し
田だ

俊し
ゅ
ん

太た

郎ろ
う
、
大
工
の
棟と
う
梁り
ょ
うは
古こ

閑が

丸ま
る
三さ
ぶ
郎ろ
う
、
森も
り
山や
ま
弥や

八は
ち
、

大改修後の山鹿温泉（明治初期）
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森も
り
山や
ま
恒つ
ね
次つ
ぐ
で
、
明
治
維い

新し
ん
直
後
の
政
情
不
安
の
中
で
の
官
民
あ
げ
て
の
一
大

事
業
で
し
た
。

工
事
は
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
一
月
に
上
じ
ょ
う

棟と
う

式し
き
を
行
い
、
着
工
か
ら
一
年
半
の
歳
月
を
要
し
て
、
翌
年
の
春
、
め
で
た
く

完
成
し
ま
し
た
。

湧わ

き
い
だ
す
千ち

代よ

も
つ
き
せ
ぬ
山
の
湯
は
湯
の
里
の
み
な
ら
ぬ

国
の
と
み
な
り

こ
の
歌
は
、
藩
知
事
の
護
久
が
、
山
鹿
温
泉
大
改
築
の
功こ
う
績せ
き
を
讃た
た
え
て
詠よ

ん
だ
も
の
で
す
。

完
成
後
、
町
は
喜よ
ろ
こび
に
沸わ

き
、
一
カ
月
以
上
に
も
わ
た
り
祝
い
の
祭
り
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
藩
で
は
二
人
の
功こ
う
績せ
き
を
賞
し
て
、
温
泉
敷
地
と
建
物
一い
っ
切さ
い

を
二
人
に
与
え
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
二
人
は
こ
れ
を
辞じ

退た
い
し
、
山
鹿
町
に

も
ら
い
た
い
と
願
い
出
た
の
で
、
こ
れ
が
許
さ
れ
山
鹿
温
泉
は
町
有
と
な
り

ま
し
た
。
藩
知
事
は
二
人
に
ま
す
ま
す
感
心
し
、
江
上
家
に
柔じ
ゅ
う

遠え
ん
堂ど
う
、
井
上

家
に
混こ
ん
々こ
ん
堂ど
う
の
称し
ょ
う

号ご
う
を
贈
り
ま
し
た
。

当
時
、
山
鹿
町
の
戸
数
は
七
百
戸
で
あ
っ
た
の
で
、
「
七
百
戸
持
ち
の
温

泉
」
と
い
わ
れ
、
町
役
場
に
は｢

松ま
つ
岡お
か
仁じ
ん
三ざ
ぶ
郎ろ
う
外
、
七
百
人
持
ち
の
温
泉｣

と

記
録
さ
れ
ま
し
た
。

大
改
修
に
よ
り
浴
場
は
き
ち
ん
と
区
切
ら
れ
庭
園
も
整
備
さ
れ
、
清せ
い
潔け
つ
と

な
り
、
男
女
混
浴
の
習
慣
も
数
年
後
に
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

入
湯
料
の
有
料
化
と
二
度
目
の

　
　
　
　
　
　

山
鹿
温
泉
大
改
築

町
民
は
そ
れ
ま
で
入に
ゅ
う

湯と
う
料り
ょ
うは
無
料
で
し
た
が
、
建
物
の
修
理
費
、
改
築
費

に
当
て
る
た
め
に
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
か
ら
入
湯
料
（
一
日
一
回

二
厘り

ん
）
を
と
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
は
七
百
戸
持
ち
の
温
泉
と
し

て
町
民
は
無
料
で
自
由
に
は
い
れ
た
の
を
、
入
湯
料
を
取
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
で
、
町
中
に
反
対
の
声
が
あ
が
り
、
た
だ
な
ら
ぬ
情
勢
と
な
り
ま
し
た
。

二
人
は
熱
心
に
町
民
を
説
得
し
ま
す
。
そ
し
て
、
温
泉
の
大
功
労
者
の
二

人
を
前
に
し
て
、
誰
も
文
句
を
言
う
人
は
い
な
く
な
り
ま
し
た
。
当
時
、
津

直
は
七
十
一
歳
、
甚
十
郎
は
六
十
六
歳
で
し
た
。

こ
の
問
題
が
解
決
す
る
と
、
山
鹿
温
泉
大
改
築
が
再
び
行
わ
れ
ま
し
た
。

伊い

予よ

の
道ど
う
後ご

湯ゆ

町ま
ち
（
愛
媛
県
松
山
市)

か
ら
道
後
温
泉
を
建
設
し
た
大だ
い
工く

棟と
う

梁り
ょ
うの
坂さ
か
本も
と
又ま
た
八は
ち
郎ろ
う
を
招
い
て
、
設
計
を
依
頼
し
、
二
階
建
て
の
休
き
ゅ
う
憩け
い
所じ
ょ
（
松し
ょ
う

桜湯内部（『水絵にのこす山鹿』大代寅次郎画集から）



近代の山鹿の
偉人たちシリーズ
020

5

風ふ
う
館か
ん
）
と
松ま
つ
の
湯ゆ

、
紅も
み
じ葉
湯ゆ

、
桜さ
く
ら

湯ゆ

の
整
備
を
行
い
ま
し
た
。
工
事

は
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）

七
月
に
着
工
し
、
翌
年
七
月
に
完

成
し
ま
し
た
。

山
鹿
町
で
は
二
人
の
こ
れ
ま
で

の
功こ
う
労ろ
う
を
表ひ
ょ
うし
、
同
年
二
月
の
町

会
（
町
議
会
）
に
お
い
て
江
上
津

直
・
井
上
甚
十
郎
両
氏
（
本
人
死

亡
の
場
合
は
そ
の
相
続
人
）
の
山

鹿
温
泉
無
料
入
浴
の
件
が
会
議
に

か
け
ら
れ
、
満ま
ん
場じ
ょ
う

一い
っ
致ち

で
承し
ょ
う

認に
ん
さ

れ
ま
し
た
。

山
鹿
町
や
近
郊
の
殖
産
興
業
に
尽
力

二
人
は
、
近
代
山
鹿
温
泉
の
生
み
の
親
で

あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
山
鹿
や
近き
ん
隣り
ん
の
地

方
の
産
業
開
発
や
商
工
・
教
育
の
振し
ん
興こ
う
に
も

貢こ
う
献け
ん
し
ま
し
た
。

津
直
は
、
荒あ
れ
地ち

を
切
り
拓ひ
ら
い
て
、
果か

樹じ
ゅ
や

櫨は
ぜ
の
木
な
ど
を
植
え
、
産
業
振
興
の
基き

礎そ

を

作
り
ま
し
た
。

ま
た
、
絹
織
物
業
で
は
、
自
ら
蚕さ
ん

室し
つ

を

造
っ
て
蚕か
い
こ
を
養
い
、
養よ
う

蚕さ
ん

技
術
の
改
良
に

努
め
ま
し
た
。
製
糸
業
で
は
、
長
男
の
定さ
だ
雄お

を
連
れ
て
先
進
地
を
視
察
し
、
研
究
を
重
ね
、

後
年
に
は
定
雄
ら
が
製
糸
会
社
を
設
立
し
ま

し
た
。
そ
の
ほ
か
、
甚
十
郎
と
共
同
で
酒
造

り
の
改
良
に
尽
力
し
ま
し
た
。
津
直
は
、
清
酒
の
本
場
で
あ
る
兵
庫
県
の
灘な
だ

に
自
ら
出
向
き
、
そ
の
技
術
を
取し
ゅ
得と
く
し
て
帰
り
、
山
鹿
の
清
酒
の
質
を
向
上

さ
せ
ま
し
た
。
山
鹿
郡
村
誌
に
よ
る
と
、
明
治
十
二
年
山
鹿
町
に
は
二
十
二

戸
の
酒
造
場
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
津
直
は
教
育
や
医
学
の
分
野
で
も
力
を
発
揮
、
特
に
医
学
に

つ
い
て
は
洋
医
学
を
奨し
ょ
う

励れ
い
し
、
元げ
ん
治じ

元
年
（
一
八
六
四
）
、
資
金
を
提
供
し

て
洋
医
者
を
養
成
す
る
な
ど
し
て
、
山
鹿
町
に
い
ち
早
く
病
院
を
開
業
さ
せ

ま
し
た
。

甚
十
郎
は
、
山や
ま
鹿が

紙し

楮こ
う
ぞ

会か
い
所し
ょ
の
役
員
と
な
り
製
紙
改
良
に
努
め
ま
し
た
。

ま
た
、
元げ
ん
治じ

元
年
、
宇う

治じ

（
京
都
府
）
か
ら
講
師
を
招
き
、
山
鹿
郡
多た

久く

（
山
鹿
市
鹿
北
町
多
久
）
に
製
茶
講
習
所
を
設
け
て
、
製
茶
の
振
興
を
図
り

ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
慶け
い
応お
う
三
年
（
一
八
六
七
）
、
自
宅
に
大
阪
よ
り
講
師

を
招
い
て
寒か
ん
天て
ん
の
製
造
法
の
普
及
に
尽
力
、
輸
出
を
推
進
し
ま
し
た
。
酒
造

に
つ
い
て
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
、
鍋
田
の
旧
紙
楮
会
所
跡
を
買
収

し
、
酒
造
場
を
設
け
、
講
師
を
灘な
だ
（
兵
庫
県
）
な
ど
か
ら
招
き
、
津
直
と
協

同
で
清
酒
改
良
に
努
力
し
ま
し
た
。

松風館（昭和初期）

ちょっとコラム①
投銭箱と温泉の有料化

昭和四十年ころに郷土史家の木
き

村
むら

祐
ゆう

章
しょう

が発見

した投
なげ

銭
せん

箱
ばこ

が山鹿市立博物館にあります。これ

には、「一日一回二厘の入浴料を旅館に泊まっ

た者は宿主に、通行人はこの箱に投
なげ

銭
せん

するよう

に　明治八年八月」と書かれていて、町外の人

から入湯料を取っていました。

また、鹿北町多久の髙
たか

木
ぎ

熊
くま

太
た

日記には「明治

十八年六月十五日　今日より山鹿町の温泉湯銭

をとる。但し一度金二厘宛、明く十六日宇
う

野
の

吉
きっ

平
ぺい

より噺
はな

す也」と書かれており、投銭ではな

く、山鹿町以外の人からはっきり入湯料をとる

ようになったのは明治十八年からのようです。

山鹿町の人たちが入湯料を払うようになった

のは明治三十一

年からであり、

有料化に対して

大きな反対運動

が 起 こ り ま し

た。しかし、津

直、甚十郎が仲
ちゅう

裁
さい

に入り、これ

より有料となり

ました。
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四
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一
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七
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）

明
治
五
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一
八
七
二
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明
治
九
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▼

（
一
八
七
六
）

明
治
三
一
年 

▼

（
一
八
九
八
）

　　
    

〃　

   

▼

明
治
三
二
年 
▼

（
一
八
九
九
）

　　

    

〃　

   

▼

明
治
三
八
年 

▼

（
一
九
〇
五
）

　
明
治
三
九
年 

▼

（
一
九
〇
六
）

江
上
津
直
、
山
鹿
市
に
て
父
為
右
衛
門
、
母
綱
子
の
間
に
生
ま
れ
る

井
上
甚
十
郎
、
山
鹿
市
山
鹿
に
て
父
善
太
郎
、
母
て
る
の
間
に
生

ま
れ
る

津
直
・
甚
十
郎
は
、
実
学
党
の
横
井
小
楠
の
塾
で
学
ぶ

津
直
、
資
金
を
提
供
し
て
洋
医
者
を
養
成

甚
十
郎
、
製
茶
講
習
所
を
鹿
北
町
多
久
に
設
け
、
製
茶
振
興
を
図
る

甚
十
郎
、
寒
天
の
製
造
の
普
及
に
尽
力
し
輸
出
を
推
進

津
直
・
甚
十
郎
は
山
鹿
温
泉
の
大
改
築
に
取
り
掛
か
る

津
直
は
小
属
に
、
甚
十
郎
は
山
鹿
町
の
里
正
に
抜
擢
さ
れ
る

甚
十
郎
、
旧
会
所
内
に
学
舎
を
設
け
、
学
問
を
子
供
た
ち
に
教
え
る

山
鹿
温
泉
が
竣
工

津
直
、
甚
十
郎
、
県
会
議
員
に
当
選

山
鹿
温
泉
の
湯
銭
有
料
化
。
津
直
と
甚
十
郎
が
町
民
を
説
得

津
直
・
甚
十
郎
は
、
道
後
温
泉
を
建
築
し
た
大
工
棟
梁
の
坂
本
又

八
郎
を
招
き
、
再
び
山
鹿
温
泉
大
改
築
に
着
手

二
度
目
の
大
改
築
、
山
鹿
温
泉
が
竣
工

津
直
・
甚
十
郎
（
二
人
が
死
亡
し
た
場
合
は
そ
の
相
続
人
）
の
山

鹿
温
泉
入
浴
料
無
料
が
町
会
に
お
い
て
満
場
一
致
で
承
認
さ
れ
る

津
直
、
七
十
九
歳
で
永
眠

甚
十
郎
、
七
十
四
歳
で
永
眠
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は
ち 

ろ
う

ま
た
、
津
直
と
同
様
に
、
甚
十
郎
は
教
育
の
分
野
に
も
力
を
注
ぎ
、
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
の
権ご
ん
小し
ょ
う

属ぞ
く
に
在
任
中
は
、
児
童
教
育
の
必
要
性
を
説
き
、
旧
会
所

内
に
学
舎
を
設
け
、
学
問
を
教
え
ま
し
た
。

津
直
は
何
か
を
や
ろ
う
と
す
る
と
き
、
甚
十
郎
に
自
分
の
考
え
を
打
ち
明
け
、

二
人
力
を
合
わ
せ
て
事
業
に
当
た
り
ま
し
た
。
津
直
の
な
す
と
こ
ろ
に
甚
十
郎
あ

り
、
甚
十
郎
の
背
後
に
は
常
に
津
直
が
い
ま
し
た
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
、

県
会
議
員
選
挙
の
と
き
も
、
二
人
仲
良
く
当
選
し
ま
し
た
。

津
直
は
晩
年
、
短
歌
、
読
書
、
園
芸
な
ど
に
い
そ
し
み
、
悠ゆ

う
々ゆ
う
自じ

適て
き
の
毎
日
を

送
り
、
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
、
七
十
九
歳
で
没
し
ま
し
た
。
甚
十
郎
は

翌
年
の
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
、
七
十
四
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
津
直

の
墓
は
長ち
ょ
う

源げ
ん
寺じ

に
、
甚
十
郎
の
墓
は
光こ
う
顕け
ん
寺じ

に
あ
り
ま
す
。

ちょっとコラム②
温泉番付、山鹿温泉は西前頭五枚目

明治四十二年に作られた「ものしり天
てん

狗
ぐ

番
ばん

付
づけ

百
ひゃく

種
しゅ

」（大阪・岡本増進堂）に温
おん

泉
せん

番
ばん

付
づけ

が

あります。

それによると山鹿温泉は西
にし

前
まえ

頭
がしら

五枚目にあ

げられています。熱
あた

海
み

・箱
はこ

根
ね

・伊
い

香
か

保
ほ

が行司

で、熊野の本
ほん

宮
ぐう

・新
しん

宮
ぐう

が勧
かん

進
じん

元
もと

です。西の大
おお

関
ぜき

は有
あり

馬
ま

、関
せき

脇
わけ

は城
き

の崎
さき

、小
こ

結
むすび

は道
どう

後
ご

、前
まえ

頭
がしら

は山
やま

中
なか

・雲
うん

仙
ぜん

・阿
あ

蘇
そ

・霧
きり

島
しま

、そして、山
やま

鹿
が

の

順となっています。別
べっ

府
ぷ

は十九枚目、桜
さくら

島
じま

は二十枚目、武
たけ

雄
お

は三十三枚目、日
ひ

奈
な

久
ぐ

は

三十四枚目、県内の温泉はほかには出ていま

せん。


