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地域の底力
日
本
一
の
自
然
湧
出
量
と
素
晴
ら
し
い
泉
質
を
誇
る
、

大
地
の
恵
み
「
草
津
温
泉
」
を
授
か
り
、

湯
治
場
と
し
て
栄
え
て
き
た
群
馬
県
吾
妻
郡
草
津
町
。

バ
ブ
ル
期
を
経
て
大
き
く
時
代
が
変
わ
っ
た
今
、

町
の
人
々
の
思
い
は
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
り
、

観
光
地
と
し
て
の
さ
ら
な
る
進
化
を
目
指
す
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

草津温泉の景色の要となる湯畑。中央、
桝目のように並んだ四角い箱は、80 ～
90 度の源泉を冷ますための湯樋だ。

群
馬
県
吾あ
が
つ
ま妻

郡
草
津
町

え
る

「
温
泉
し
か
な
い
」

 

そ
の
思
い
が

「
温
泉
の
王
者
」を
支
え
る
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歴
史
と
泉
質
が
培
っ
た 

「
王
者
草
津
」
の
名
声

　
草
津
よ
い
と
こ
、
一
度
は
お
い
で
。

　

草
津
と
聞
い
て
、
お
そ
ら
く
多
く
の

方
が
民
謡
「
草
津
節
」
の
フ
レ
ー
ズ
を

思
い
出
す
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
歌
わ

れ
る
草
津
温
泉
が
あ
る
の
は
、
群
馬
県

北
西
部
に
位
置
す
る
吾
妻
郡
。
源
頼
朝
、

奈
良
時
代
の
僧
・
行ぎ

ょ
う
き基

、
は
た
ま
た
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
が
開
湯
し
た
と
も
言
わ
れ

る
ほ
ど
、
歴
史
は
古
い
。

　
文
献
に
登
場
す
る
の
は
、
室
町
末
期
。

江
戸
時
代
に
は
既
に
湯
治
場
と
し
て
に

ぎ
わ
い
、
徳
川
吉
宗
が
湯
を
気
に
入
っ

て
江
戸
ま
で
運
ば
せ
た
と
い
う
逸
話
も

後
に
生
ま
れ
た
。
明
治
時
代
に
は
ド
イ

ツ
の
医
師
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ベ

ル
ツ
に
よ
り
、
高
原
の
保
養
地
と
し
て

世
界
に
そ
の
名
が
広
ま
っ
た
。

　

現
代
に
お
い
て
も
、
そ
の
支
持
の
高

さ
は
変
わ
ら
な
い
。
旅
行
業
界
の
専
門

紙
「
観
光
経
済
新
聞
」
主
催
の
「
に
っ

ぽ
ん
の
温
泉
１
０
０
選
」
で
は
、
一
一

年
連
続
で
ト
ッ
プ
。「
日
本
経
済
新
聞
」

ほ
か
、
各
種
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
読
者
ア

ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
も
軒
並
み
一
位
に
選

ば
れ
、
業
界
で
は
「
王
者
草
津
」
と
も

呼
ば
れ
て
い
る
。

　

人
口
約
七
○
○
○
人
の
町
の
行
政
を

司
る
の
は
、
二
七
年
に
及
ぶ
町
会
議
員

の
経
験
を
経
て
五
年
前
に
町
長
に
就
任

し
た
黒
岩
信
忠
氏
だ
。
草
津
温
泉
の
人

気
の
秘
密
と
、
そ
の
背
景
を
伺
っ
て
み

た
。

　
「
こ
れ
ま
で
来
訪
客
が
最
大
だ
っ
た
の

は
バ
ブ
ル
の
時
代
で
、
年
間
三
○
○
万

人
で
し
た
。
そ
の
後
、
二
七
○
万
人
を

切
っ
た
も
の
の
、
現
在
は
二
八
○
万
人

を
超
え
て
右
肩
上
が
り
に
な
っ
て
い
ま

す
」

　

バ
ブ
ル
期
に
お
け
る
事
業
の
拡
大
や

そ
の
後
の
不
況
が
影
響
し
、
今
も
低
迷

に
悩
む
温
泉
地
は
少
な
く
な
い
が
、
こ

の
地
の
来
訪
者
が
一
割
程
度
の
減
少
に

収
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

　
「
や
は
り
、
長
い
歴
史
あ
る
温
泉
地
の

底
力
だ
と
思
い
ま
す
」

　

と
は
い
え
行
政
サ
イ
ド
が
、
過
去
の

遺
産
だ
け
に
頼
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な

い
。　

　

す
り
鉢
状
に
な
っ
た
草
津
の
温
泉
街

の
要
は
、
温
泉
が
湧
き
あ
ふ
れ
る
湯
畑
。

そ
こ
に
面
す
る
一
角
に
は
、
江
戸
時
代

か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
実
在
し
た
温

泉
施
設
「
御
座
之
湯
」
が
二
〇
一
三
年

に
復
元
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
四
年
夏

に
は
「
湯
路
広
場
」
も
完
成
し
、
か
つ

て
の
殺
風
景
な
駐
車
場
は
、
ベ
ン
チ
も

設
け
ら
れ
、
今
や
憩
い
の
場
へ
と
変
身
。

「
美
し
い
景
観
が
町
を
活
性
化
さ
せ
る
」

と
い
う
、
代
々
の
町
長
の
思
い
が
継
が

れ
た
歳
月
が
実
っ
た
。

　

そ
ん
な
湯
畑
の
ま
わ
り
は
昼
夜
を
問

わ
ず
人
で
に
ぎ
わ
う
。
そ
こ
を
黒
岩
氏

は
足
繁
く
訪
れ
、
周
囲
の
声
に
耳
を
傾

け
る
そ
う
だ
。

　
「
草
津
っ
て
変
わ
っ
て
き
た
ね
、
き
れ

い
に
な
っ
た
ね
、
な
ど
と
い
う
会
話
が

聞
こ
え
て
く
る
ん
で
す
よ
」

　

一
帯
に
は
若
い
人
の
姿
も
多
く
見
ら

れ
た
が
、
実
際
、
若
年
層
、
こ
と
に
女

性
の
来
訪
客
が
増
え
て
い
る
と
も
い
う
。

　
「
若
い
女
性
を
対
象
に
、
草
津
を
選
ん

だ
理
由
を
調
査
し
た
ん
で
す
。
そ
の
一

長野新幹線（北陸新幹線）

吾妻
線

前橋

高崎安中

軽井沢

草津
本白根山

▲

上
越
新
幹
線

上
越
線

関
越
自
動
車
道

　長野県

「
長
年
湯
治
場
と
し
て
の
歴
史
を
紡
い
で
き
た
草
津

の
人
に
は
、
お
も
て
な
し
の
心
が
D
N
A
レ
ベ
ル

で
継
が
れ
て
い
る
」
と
話
す
町
長
の
黒
岩
信
忠
氏
。

上／ 1878 年に草津を初めて訪
れ、温泉と自然環境を高く評価し
たエルヴィン・フォン・ベルツ博
士の像。左／湯畑近くの草津山に
建つ「光泉寺」は、1300 年近い
歴史を有し、その薬師堂は行基が
721 年に開基したともいわれる。
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番
の
理
由
は
、
温
泉
の
効
能
が
す
ば
ら

し
い
か
ら
。
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
」

　
草
津
温
泉
は
、
硫
黄
を
含
む
強
酸
性
。

湯
に
入
れ
ば
、
じ
わ
じ
わ
と
肌
に
し
み
、

し
か
と
癒
や
さ
れ
る
感
が
あ
る
。
自
然

湧
出
量
は
、
毎
分
三
万
二
三
○
○
リ
ッ

ト
ル
と
日
本
一
。
し
か
も
、
な
ん
と
五

○
○
○
年
先
ま
で
尽
き
な
い
そ
う
だ
。

負
の
遺
産
を
断
ち
切
っ
た

大
胆
な
財
政
改
革

　

と
は
い
え
、
町
の
人
口
は
減
少
傾
向

に
あ
り
、
日
本
創
成
会
議
が
発
表
し
た

「
消
滅
可
能
性
都
市
」
に
も
含
ま
れ
て
い

る
。

　
「
草
津
町
の
定
住
人
口
は
減
っ
て
い
ま

す
が
、
就
労
人
口
の
数
は
逆
に
伸
び
て

い
る
。
商
店
や
旅
館
の
数
も
増
え
て
い

ま
す
。
今
、
草
津
町
は
人
手
不
足
な
ん

で
す
」

　

就
労
人
口
イ
コ
ー
ル
定
住
人
口
と
い

か
な
い
の
は
、
短
期
間
で
働
く
人
も
い

れ
ば
、
嬬つ
ま
ご
い恋

を
は
じ
め
近
隣
か
ら
通
う

人
も
多
い
か
ら
だ
そ
う
だ
。

　
「
人
口
減
は
市
町
村
が
成
り
立
た
な

く
な
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
し
か
し
、

草
津
町
の
経
済
圏
は
、
温
泉
が
湧
く
限

り
し
ぼ
む
こ
と
は
な
い
と
判
断
し
て
い

る
ん
で
す
」

　

そ
う
話
す
黒
岩
氏
は
、
草
津
活
性
化

の
政
策
に
打
っ
て
出
る
た
め
、
町
長
就

任
後
に
大
胆
な
財
政
改
革
も
行
っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
草
津
町
が
オ
ー
ナ
ー

と
な
る
第
三
セ
ク
タ
ー
「
草
津
観
光
公

社
」
の
建
て
直
し
だ
。

　
「
観
光
公
社
が
、
赤
字
か
ら
脱
却
で

き
な
い
温
泉
施
設
を
持
ち
悩
ん
で
い
た

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
耐
震
強
度
の
問
題

で
保
育
園
の
建
て
替
え
の
話
が
持
ち
上

が
っ
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
た

め
に
も
建
て
替
え
は
優
先
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
が
、
費
用
は
四
億
円
も
か
か

る
。
そ
こ
で
、
耐
震
上
は
問
題
が
無
い

そ
の
温
泉
施
設
を
再
利
用
す
る
こ
と
に

し
た
ん
で
す
。
結
果
、
改
装
費
は
一
億

円
で
済
み
、公
社
の
赤
字
増
大
の
ス
ト
ッ

プ
と
工
事
費
用
の
軽
減
と
い
う
一
挙
両

得
と
な
り
ま
し
た
」　

　

大
胆
な
財
政
改
革
は
、
切
り
詰
め
だ

け
で
な
い
。
ほ
か
で
は
例
の
な
い
、
固

定
資
産
税
の
負
担
軽
減
も
断
行
し
た
。

「
固
定
資
産
税
は
、
町
の
税
収
の
約

六
五
％
を
占
め
る
。
し
か
し
温
泉
で
も

う
け
て
温
泉
で
損
を
す
る
と
言
わ
れ
る

く
ら
い
、
草
津
の
建
物
は
劣
化
し
や
す

い
。
強
酸
性
の
泉
質
の
影
響
を
受
け
る

ん
で
す
ね
。
町
民
経
済
の
浮
揚
を
考
え
、

減
免
し
た
ん
で
す
よ
」

　

減
免
の
根
拠
を
得
る
べ
く
一
年
か
け

た
科
学
的
検
証
で
、実
際
に
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
温
泉
に
つ
け
た
と
こ
ろ
、
わ
ず
か

一
カ
月
で
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
。
も
ち
ろ
ん
、

固
定
資
産
税
一
億
三
〇
〇
〇
万
円
の
減

収
に
は
反
対
意
見
が
多
か
っ
た
が
、
地

方
交
付
税
制
度
等
を
利
用
す
れ
ば
、
国

か
ら
の
補
て
ん
を
含
め
て
財
政
に
大
き

な
穴
を
あ
け
る
こ
と
が
な
い
の
を
黒
岩

氏
は
確
認
し
て
実
行
し
た
。

　

財
政
の
大
き
な
負
担
だ
っ
た
「
草
津

観
光
公
社
」
の
現
状
を
伺
っ
た
の
は
、

代
表
取
締
役
社
長
の
長
井
英
二
氏
だ
。

　
「
観
光
公
社
が
所
有
し
て
い
る
の
は
、

ス
キ
ー
場
と
ゴ
ル
フ
場
と
道
の
駅
。
そ

し
て
三
軒
の
日
帰
り
温
泉
。
草
津
の
場

合
、
こ
の
ド
ル
箱
の
温
泉
施
設
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
ほ
か
の
施
設
を
維
持
で
き

る
ん
で
す
」

　

前
出
の
「
御
座
之
湯
」
は
、
そ
の
ド

ル
箱
の
ひ
と
つ
。
さ
ら
に
従
来
か
ら
人

気
施
設
だ
っ
た
「
大
滝
乃
湯
」
も
、
一

昨
年
の
改
築
で
前
年
比
三
六
％
の
増
収

と
大
成
功
を
遂
げ
た
。
残
る
「
西
の
河

原
公
園
」
も
ま
た
、
散
策
道
路
の
雪
を

温
泉
熱
で
溶
か
す
設
備
が
整
え
ら
れ
る

等
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、

今
後
に
期
待
が
か
け
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
今
も
公
社
の
売
上
の
半
分

を
担
う
の
は
、
バ
ブ
ル
時
代
の
ピ
ー
ク

に
八
〇
万
人
だ
っ
た
来
場
者
が
、
今
や

長野新幹線（北陸新幹線）

吾妻
線

前橋

高崎安中

軽井沢

草津
本白根山

▲

上
越
新
幹
線

上
越
線

関
越
自
動
車
道

　長野県

（株）草津観光公社代表取締役社長の長井英二氏。「草津国際
スキー場」のゲレンデ頂上から好天の日に望遠鏡をのぞくと、

「東京スカイツリー」も見えるほど見晴らしがいいとか。

14 年に復元された「御座
之湯」の名は、この地で
源頼朝が腰を掛けたとの
言い伝えに由来する。

山
間
と
い
う
町
の
立
地
を
活
か
し
て
「
湯
路
広
場
」
の

一
画
は
段
々
畑
の
よ
う
に
設
計
さ
れ
、
景
観
に
心
地

よ
い
ア
ク
セ
ン
ト
を
も
た
ら
す
。
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二
〇
万
人
に
ま
で
激
減
し
た
と
い
う
ス

キ
ー
場
だ
。
日
本
の
民
間
ス
キ
ー
場

と
し
て
最
初
に
リ
フ
ト
が
か
け
ら
れ
、

一
三
年
に
は
百
周
年
を
迎
え
た
由
緒
あ

る
施
設
。
標
高
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級

の
雄
大
な
景
観
も
楽
し
め
る
ゲ
レ
ン
デ

は
、
国
内
で
も
稀
な
存
在
だ
。

　
「
リ
フ
ト
や
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
の
大
改
修

を
行
い
、
ゲ
レ
ン
デ
も
整
備
し
た
の
で
、

今
後
お
客
さ
ん
に
魅
力
を
感
じ
て
も
ら

え
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
も
と
よ

り
、
か
つ
て
の
よ
う
に
若
い
人
が
日
帰

り
で
来
て
が
ん
が
ん
滑
る
の
で
は
な
く
、

温
泉
と
絡
め
て
泊
ま
り
で
ゆ
っ
く
り
来

て
も
ら
う
場
所
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

ゴ
ル
フ
場
も
同
じ
。
あ
ま
り
欲
は
出
し

て
な
い
ん
で
す
」

　

自
身
も
大
の
ス
キ
ー
愛
好
家
で
あ
る

長
井
氏
に
よ
れ
ば
、
ス
キ
ー
人
口
は
底

を
打
ち
、
最
近
で
は
緩
や
か
な
増
加
傾

向
に
あ
る
と
か
。
温
泉
と
い
う
支
え
を

受
け
、
草
津
の
楽
し
み
方
と
し
て
こ
れ

か
ら
先
も
訪
れ
る
人
の
記
憶
を
彩
る
こ

と
だ
ろ
う
。

官
も
民
も
一
丸
と
な
り 

町
の
活
性
化
に
励
む

　

町
の
未
来
を
考
え
て
い
る
の
は
、
も

ち
ろ
ん
行
政
サ
イ
ド
だ
け
で
は
な
い
。

草
津
を
巡
っ
て
印
象
深
か
っ
た
の
は
、

官
民
関
係
な
く
一
体
と
な
っ
た
絆
の
強

さ
を
感
じ
た
こ
と
に
あ
る
。
四
五
○
軒

の
会
員
を
抱
え
る
草
津
町
商
工
会
で
は
、

会
長
・
武
藤
義
徳
氏
が
草
津
の
魅
力
を

率
直
に
語
っ
て
く
れ
た
。

　
「
イ
ベ
ン
ト
を
は
じ
め
何
か
あ
る
と
、

皆
が
ま
と
ま
る
。
山
の
中
の
小
さ
い
町

で
す
し
、
明
治
時
代
に
温
泉
場
の
大
半

が
燃
え
た
大
火
を
経
験
し
て
い
る
の
で
、

皆
で
手
を
つ
な
ぎ
合
っ
て
い
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
、
草
津
は
と
て
も
生
き
て

い
き
や
す
い
町
だ
と
思
う
ん
で
す
」

　

ほ
か
の
温
泉
地
へ
視
察
に
訪
れ
、
そ

こ
の
湯
に
入
っ
て
も
、「
帰
り
の
車
の
な

か
で
は
、
早
く
草
津
に
帰
っ
て
風
呂
に

入
り
た
い
と
思
う
」
と
冗
談
め
か
し
た

武
藤
氏
の
笑
顔
に
、
町
へ
の
愛
情
が
う

か
が
い
し
れ
て
う
れ
し
く
な
っ
た
。

　

一
○
年
か
ら
始
ま
り
、
商
工
会
も
力

を
注
ぐ
の
は
「
街
な
み
環
境
整
備
事
業
」

だ
。
温
泉
街
地
区
、
外
周
の
高
原
地
区

を
は
じ
め
町
を
五
つ
の
エ
リ
ア
に
分
け

て
場
所
に
応
じ
た
協
定
が
結
ば
れ
、
景

観
の
た
め
の
改
修
に
は
補
助
金
が
出
さ

れ
る
。
副
会
長
の
堀
田
洋
一
氏
い
わ
く
、

町
は
確
実
に
情
緒
あ
る
景
色
を
取
り
戻

し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
自
分
た
ち
の
地
域
を
知
る
た
め
、
皆

が
歩
き
ま
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
出

し
合
い
な
が
ら
討
論
を
重
ね
た
。
住
民

が
当
事
者
と
し
て
景
観
を
考
え
、
そ
の

歴
史
や
文
化
を
学
び
直
し
た
か
ら
こ
そ
、

結
果
に
つ
な
が
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

　

ま
た
、
将
来
を
見
込
ん
だ
と
き
に
、

外
国
人
観
光
客
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
へ
の
対
応
が
必
要
だ
と
話
す
の
は
、

同
じ
副
会
長
の
後
藤
文
雄
氏
だ
。
こ
と

に
海
外
で
は
ご
く
日
常
的
な
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
が
あ
ま
り
使
え
な
い
草
津
の

現
状
を
変
え
る
べ
く
、
商
工
会
は
先
頭

に
立
っ
て
動
い
て
い
る
。

　
「
外
国
人
客
は
面
倒
。
言
葉
が
通
じ
な

い
か
ら
要
ら
な
い
。そ
ん
な
こ
と
は
言
っ

草
津
町
は
町
役
場
が
全
国
で
二
番
の
標
高
に
位
置
す
る
自
治
体
。
温
泉

だ
け
で
は
な
く
、
眺
望
を
楽
し
め
る
「
白
根
火
山
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
」
や

ト
レ
ッ
キ
ン
グ
の
楽
し
み
も
待
ち
受
け
る
。

草津町商工会でお話を伺ったのは、右から建設業を営む会長の武藤義
徳氏、建設業ほか食堂や旅館を経営する副会長の後藤文雄氏、同じく
副会長で土産物の卸、販売業の堀田洋一氏。業種は異なれど、草津を
思う心はひとつ。 

草津町の魅力の原点である「泉質主義」
を掲げたのは 13 年前のこと。
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て
い
ら
れ
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

草
津
は
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
観
光
で
成

り
立
っ
て
い
る
町
で
す
か
ら
、
そ
の
あ

た
り
に
つ
い
て
は
皆
さ
ん
、
理
解
し
て

く
れ
て
い
ま
す
」

　

観
光
に
特
化
し
た
町
だ
け
に
、
訪
れ

る
人
々
を
実
際
に
出
迎
え
、
も
て
な
す

の
は
温
泉
旅
館
。
そ
の
代
表
と
し
て
最

初
に
お
会
い
し
た
の
は
、「
望
雲
」
の
代

表
取
締
役
で
あ
り
、「
草
津
温
泉
旅
館
協

同
組
合
」
の
理
事
長
を
務
め
る
黒
岩
裕

喜
男
氏
だ
。

　
「
バ
ブ
ル
以
降
も
急
激
な
落
ち
込
み
が

な
か
っ
た
一
番
の
理
由
は
、
首
都
圏
の

一
角
に
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
昔
か
ら

気
軽
に
来
ら
れ
る
温
泉
場
だ
っ
た
の
が
、

草
津
の
強
み
で
す
」

　

出
発
地
で
も
っ
と
も
多
い
の
は
東
京

都
。
続
い
て
、
埼
玉
県
、
群
馬
県
内
。

リ
ピ
ー
ト
率
は
約
六
割
だ
。

　
組
合
で
は
一
三
年
前
に
、基
本
に
帰
っ

た
テ
ー
マ
「
泉
質
主
義
」（
注
）
を
打
ち

出
し
た
。
草
津
温
泉
の
よ
さ
を
、
誰
し

も
が
ひ
と
言
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
す

る
の
が
目
的
だ
。

　
「
こ
れ
ま
で
各
時
代
の
人
た
ち
が
い
ろ

い
ろ
な
試
み
を
取
り
入
れ
て
、
草
津
の

町
を
維
持
し
て
き
ま
し
た
。
我
々
の
世

代
は
、
そ
れ
を
継
ぐ
た
め
の
努
力
を
皆

で
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
皆
で
努

力
す
る
う
え
で
は
、
草
津
に
は
江
戸
時

代
か
ら
温
泉
を
公
平
に
分
け
合
っ
て
き

た
不
文
律
が
あ
る
の
は
大
き
い
で
す
ね
。

約
九
五
％
が
町
の
管
理
。
温
泉
の
恵
み

で
食
べ
て
い
る
こ
と
を
、
昔
か
ら
感
じ

て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

限
ら
れ
た
人
が
権
利
を
持
っ
て
い
る

温
泉
地
で
は
、
後
か
ら
の
参
入
者
が
苦

労
し
、
ト
ラ
ブ
ル
の
一
因
に
な
る
こ
と

も
あ
る
よ
う
だ
。

　

草
津
の
旅
館
、
民
宿
の
数
は
寮
や
保

養
所
を
合
わ
せ
て
、
約
一
五
〇
軒
ほ
ど
。

来
訪
客
は
増
え
て
い
る
が
、
稼
働
率
は

決
し
て
高
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
ん
な
な
か
、
明
る
い
未
来
を
感
じ

さ
せ
た
の
は
、
客
足
が
落
ち
る
冬
場
の

状
況
だ
。

　
「
外
国
の
お
客
様
が
増
え
て
い
る
ん
で

す
。
雪
の
あ
る
冬
の
温
泉
と
い
う
の
が
、

魅
力
的
な
ん
で
し
ょ
う
」

　

積
極
的
な
外
国
人
客
へ
の
対
応
と
し

て
は
、
商
工
会
で
も
話
題
に
な
っ
た
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
加
え
、
Wi-

Fi
の

環
境
整
備
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

町
が
一
丸
と
な
っ
た
、
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
へ
の
対
応
も
、
宿
泊
客
を
誘
う
大
き

な
支
え
だ
。

　
「
観
光
課
や
観
光
協
会
の
皆
さ
ん
を

は
じ
め
町
全
体
が
メ
デ
ィ
ア
の
方
々
を

快
く
迎
え
、
丁
寧
に
案
内
し
て
く
れ
る
。

そ
の
積
み
重
ね
が
、
さ
ら
な
る
取
材
に

つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
非
常

に
あ
り
が
た
い
で
す
ね
」

　

ニ
ュ
ー
ス
や
温
泉
紀
行
な
ど
、
草
津

に
は
年
間
七
○
〜
八
○
件
ほ
ど
の
テ
レ

ビ
取
材
が
入
る
。
飲
食
店
や
土
産
物
店

は
飛
び
込
み
の
依
頼
で
も
厭
わ
な
い
た

め
、「
困
っ
た
と
き
の
草
津
頼
み
」
と
も

い
わ
れ
る
そ
う
だ
。

　

そ
の
も
て
な
し
の
力
は
、
一
四
年
公

開
の
映
画
『
テ
ル
マ
エ
・
ロ
マ
エ
Ⅱ
』

の
ロ
ケ
地
に
選
ば
れ
た
際
も
最
大
限
発

「熱の湯」では湯の温度を下げる草津独自の「湯もみ」を、「草津節」
とともに披露。14 年秋から改築工事が始まり、15 年春には大
正ロマンをテーマにした建物に生まれ変わる。下／完成予想図。

草津温泉旅館協同組合理事長の黒岩裕喜男氏。若手
を含め世代を超えてイベントにも取り組める、風通
しの良さが組合内にはあるという。

（
注 
）
草
津
温
泉
は
、以
下
三
点

を
掲
げ
泉
質
を
大
切
に
し

て
い
る
。
①
自
然
湧
出
泉

と
し
て
湯
量
日
本
一
、
②

源
泉
か
け
流
し
の
天
然
温

泉
、
③
強
力
な
殺
菌
力
を

誇
る
温
泉
。
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揮
さ
れ
た
。
い
い
Ｐ
Ｒ
に
な
る
、
町
を

あ
げ
て
全
面
的
に
協
力
し
よ
う
と
の
流

れ
は
早
々
に
決
ま
り
、
大
勢
の
エ
キ
ス

ト
ラ
の
要
請
に
関
し
て
は
、
役
場
は
も

ち
ろ
ん
、
観
光
協
会
や
商
工
会
、
旅
館

組
合
に
ま
で
集
合
指
令
が
飛
ん
だ
。

　

帝
政
ロ
ー
マ
時
代
の
設
計
技
師
が
、

日
本
の
温
泉
地
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す

る
物
語
は
大
ヒ
ッ
ト
に
。
作
品
の
公
開

直
後
か
ら
、
草
津
へ
の
来
訪
客
数
は
明

ら
か
に
増
え
て
き
た
。　
　
　
　

豊
か
に
湧
き
出
る
温
泉
が

草
津
に
あ
る
限
り

　

各
施
設
を
み
れ
ば
、
創
業
五
〇
年
の

「
草
津
ハ
イ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
」
の
食
の
面

か
ら
の
改
革
に
も
心
惹
か
れ
た
。
あ
ら

た
に
考
案
し
た
「
草
津
味
（
く
さ
つ
み
）

料
理
」
に
つ
い
て
、
代
表
取
締
役
の
宮

崎
謹
一
氏
が
説
明
す
る
。

　
「
草
つ
み
（
自
然
食
）
と
草
津
を
か
け

た
ん
で
す
。
旅
館
に
来
て
宴
会
を
、
と

い
う
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
健
康
志

向
の
お
客
様
に
向
け
、
湯
治
場
と
い
う

草
津
温
泉
の
原
点
を
考
え
、
体
の
外
か

ら
も
中
か
ら
も
健
や
か
に
と
の
発
想
で

し
た
」

　

玄
米
菜
食
の
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク

も
合
わ
せ
、
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
が
多
い
海

外
か
ら
の
客
を
も
見
据
え
た
展
開
だ
。

　

若
女
将
・
西
場
貴
子
氏
も
メ
ン
バ
ー

で
あ
る
、
女
将
会
の
存
在
も
興
味
深
い
。

　
「
ほ
か
の
地
域
に
も
あ
り
ま
す
が
、
草

津
の
女
将
会
の
活
動
は
活
発
で
す
ね
。

温
泉
の
権
利
が
平
等
な
の
が
、
仲
の
良

さ
を
支
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

女
将
会
で
考
案
し
た
化
粧
品
は
、
売

れ
行
き
好
調
。
女
将
た
ち
が
勢
ぞ
ろ
い

し
た
、
華
や
ぎ
あ
る
ポ
ス
タ
ー
も
町
で

た
び
た
び
見
か
け
た
。
多
忙
な
皆
さ
ん

が
時
間
を
合
わ
せ
る
の
は
、
容
易
で
は

な
か
っ
た
は
ず
と
い
う
言
葉
に
、
宮
崎

氏
が
う
な
ず
く
。

　
「
町
ぐ
る
み
で
や
れ
る
の
が
、
や
は

り
い
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
よ
そ
に
は
農

業
を
は
じ
め
観
光
以
外
の
産
業
が
あ
り

ま
す
が
、
草
津
は
観
光
一
本
で
す
か
ら
、

ま
と
ま
り
や
す
い
ん
で
す
よ
」

　

結
束
力
の
強
さ
は
、
創
業
三
〇
〇
余

年
の
「
ホ
テ
ル
一
井
」
常
務
取
締
役
の

市
川
祥
史
氏
の
話
か
ら
も
感
じ
ら
れ
た
。

　
「
ほ
か
で
は
お
客
の
奪
い
合
い
の
よ
う

な
話
も
聞
く
の
で
す
が
、
草
津
で
は
仲

間
と
い
う
意
識
が
強
い
。
ラ
イ
バ
ル
と

い
う
言
葉
も
聞
き
ま
せ
ん
ね
」

　

市
川
氏
は
も
と
も
と
東
京
で
広
告
業

に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
八
年
前
の
結
婚

を
機
に
町
の
一
員
と
な
っ
た
。
町
に
来

て
草
津
の
四
季
の
変
化
に
感
動
し
た
と

い
う
。

　
「
一
番
好
き
な
季
節
は
春
。
本
当
に
芽

生
え
の
香
り
が
す
る
ん
で
す
よ
。
夏
は

涼
し
く
、
秋
に
は
紅
葉
が
見
ら
れ
ま
す
。

冬
は
雪
を
見
な
が
ら
露
天
風
呂
に
入
れ

る
の
が
幸
せ
。
五
感
に
訴
え
る
も
の
が
、

草
津
に
は
十
分
あ
る
。
雪
や
寒
さ
を
味

方
に
し
て
集
客
に
つ
な
げ
ら
れ
た
ら
、

面
白
い
と
思
う
ん
で
す
」

　

訪
れ
た
人
の
五
感
に
訴
え
る
の
は
、

欧
州
か
ら
著
名
な
演
奏
家
を
招
き
、
コ

ン
サ
ー
ト
と
レ
ッ
ス
ン
が
行
わ
れ
る
、

「草津ハイランドホテル」代表取締役の宮崎謹一氏と、
娘さんで若女将の西場貴子氏。ホテル創業と宮崎夫
妻の結婚は 1964 年。14 年はともに 50 周年を迎え、
記念すべき年になった。

創業 300 余年。草津でもっとも古い歴史を誇る
宿泊施設のひとつ、「ホテル一井」常務取締役の
市川祥史氏。「一井」の名は一番井戸の意。

観光客が散策を楽しめるように
と、温泉街の各所に道しるべが
設けられているが、景観を邪魔
しない奥ゆかしさがある。

湯畑のまわりの欄干に
は、歴史上の人物から
名だたる政治家まで、
草津を訪れた 100 人の
名前が刻まれている。
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「
草
津
夏
期
国
際
音
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
＆

フ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ル
」
も
ま
た
然
り
。

一
九
八
○
年
か
ら
続
け
ら
れ
、
国
内
外

で
の
評
価
も
高
い
が
、
理
事
の
中
澤
敬

氏
は
当
初
の
苦
労
を
振
り
返
る
。

　
「
当
時
、地
元
に
は
、温
泉
と
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
は
関
係
な
い
と
い
う
反
対
意
見

が
あ
り
ま
し
た
。
県
を
は
じ
め
い
ろ
い

ろ
な
方
々
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
、
な
ん

と
か
実
現
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
が
、
始

ま
っ
て
一
〇
年
ほ
ど
は
毎
年
、
来
年
は

ど
う
な
る
か
不
安
で
た
ま
り
ま
せ
ん
で

し
た
」

　

し
か
し
、
主
催
者
の
ひ
と
り
で
あ
り

講
師
と
し
て
も
ア
カ
デ
ミ
ー
を
支
え
て

き
た
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
遠
山
慶
子
氏
が

美
智
子
妃
殿
下
に
ピ
ア
ノ
を
教
え
て
い

た
縁
で
、
や
が
て
天
皇
皇
后
ご
夫
妻
が

毎
年
、
訪
れ
る
と
い
う
栄
誉
に
も
あ
ず

か
っ
た
。

　
「
三
五
年
間
も
続
い
て
き
た
理
由
は
や

は
り
、
草
津
が
素
晴
ら
し
い
か
ら
。
非

常
に
快
適
に
過
ご
せ
る
と
、
演
奏
家
の

方
た
ち
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
バ

ブ
ル
期
に
は
各
地
で
音
楽
祭
が
生
ま
れ

ま
し
た
が
、
宿
泊
施
設
が
な
い
と
こ
ろ

で
は
続
か
な
い
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。

財
政
難
で
、
多
く
の
先
で
中
止
に
も
な

り
ま
し
た
。
草
津
の
場
合
は
、
町
と
県

に
理
解
が
あ
り
、
音
楽
祭
と
温
泉
街
と

の
連
携
プ
レ
ー
も
良
く
な
っ
て
い
ま
す
」

　

九
一
年
に
は
、
本
格
的
な
「
草
津
音

楽
の
森
国
際
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
」
も

誕
生
し
た
。
そ
の
周
囲
は
、豊
か
な
木
々

の
緑
に
彩
ら
れ
て
い
る
。

　

草
津
は
実
は
、
土
地
価
格
が
群
馬
県

内
で
三
番
目
に
高
い
。
町
が
元
気
な
証

し
で
あ
る
一
方
で
、
七
○
％
が
国
有
林

で
民
地
が
限
ら
れ
る
の
も
大
き
い
。
こ

の
不
利
な
環
境
も
、
観
光
に
全
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
注
ぐ
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
草
津
は
お
客
様
が
来
な
け
れ
ば
、
経

済
が
回
ら
な
い
。
観
光
業
だ
け
で
は
な

く
、
建
設
業
も
商
工
業
も
皆
一
緒
で
す
。

で
す
か
ら
、
議
論
は
と
こ
と
ん
し
て
も
、

意
思
決
定
し
た
ら
皆
で
同
じ
方
向
を
向

く
ん
で
す
」
と
話
し
て
い
た
黒
岩
町
長

の
言
葉
を
思
い
出
し
た
。

草津町地域の底力

草津町の憲章「歩み入る者にやすらぎ
を 去りゆく人にしあわせを」は、ドイ
ツ・ローテンブルク市の門に刻まれた
言葉を東山魁

かい

夷
い

画伯が翻訳したもの。

　

町
長
を
先
頭
に
行
政
、
議
会
、
観
光

協
会
、
商
工
会
、
旅
館
組
合
、
女
将
会

の
ト
ッ
プ
が
、
東
京
の
大
手
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
回
り
を
行
う
「
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
」

は
、そ
の
真
骨
頂
だ
ろ
う
。「
王
者
草
津
」

は
決
し
て
、
そ
の
座
に
甘
ん
じ
て
い
な

い
。

　

取
材
か
ら
の
帰
り
し
な
、
湯
畑
を
眺

め
な
が
ら
「
ホ
テ
ル
一
井
」
の
市
川
氏

の
言
葉
が
胸
を
よ
ぎ
る
。

　
「
仕
事
で
迷
い
が
あ
る
と
、
湯
畑
を
見

に
行
く
ん
で
す
。
ふ
つ
ふ
つ
と
湯
が
あ

ふ
れ
て
い
る
の
を
眺
め
て
い
る
と
、
細

か
い
こ
と
は
気
に
な
ら
な
く
な
る
」

　

温
泉
と
と
も
に
そ
の
温
も
り
に
つ
な

が
れ
た
町
の
人
々
の
熱
い
思
い
も
ま
た
、

草
津
で
は
そ
こ
か
し
こ
か
ら
湧
き
出
て

い
る
に
違
い
な
い
。

観光客の楽しみに限らず、湯畑の眺めはこの町に暮らす
人々にとっても心の拠り所になっている。

草津温泉観光協会の会長も務める
中澤敬氏は、かつては草津町町長
として行政に携わった。また、国
土交通省が中心となって選定した

「観光カリスマ」のひとりでもある。

「草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル」が開催され
る「草津音楽の森コンサートホール」は 608 名を収容できる。




