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初
旅
は
名
所
巡
り
と 

グ
ル
メ
と
名
湯
を
楽
し
む 

<

そ
の
一> 

コ
ウ
ノ
ト
リ
が 

豊
岡
の
名
を
持
っ
て
き
た 

 

令
和
二
年
の
初
旅
は
北
近
畿

の
豊
岡
～
天
橋
立
～
城
崎
で
あ

る
。
ま
ず
豊
岡
を
紹
介
し
ま
し

よ
う
。 

コ
ウ
ノ
ト
リ
を
デ
ザ
イ
ン
し
た

駅
舎
の
近
く
で
レ
ン
タ
ー
カ
ー

を
し
、
手
始
め
に
「
カ
バ
ン
の

豊
岡
」
の
一
店
に
立
ち
寄
っ

た
。
す
れ
違
っ
た
市
バ
ス
は
車

体
全
体
に
カ
バ
ン
の
絵
が
描
か

れ
て
い
る
。
次
が
「
コ
ウ
ノ
ト

リ
の
郷
公
園
」
で
あ
る
。 

         

1
9
5
5

年
保
護
運
動
展
開
、

2
組
4
羽
か
ら
始
ま
っ
た
コ

ウ
ノ
ト
リ
が
今
で
は
約
１
８
０

羽
、
８
羽
が
園
内
で
飼
育
さ
れ

て
、
放
鳥
さ
れ
た
中
、
韓
国
に

も
渡
っ
た
記
録
が
あ
る
。
周
辺

の
住
民
の
薬
剤
制
限
や
湿
地
帯

の
保
護
な
ど
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に

他
な
ら
な
い
。 

         
郷
公
園
で
は
園
内
の
８
羽
の
為

に
、
10
時
に
餌
を
撒
か
れ
る

の
で
、
近
辺
で
生
活
す
る
コ
ウ

ノ
ト
リ
も
お
こ
ぼ
れ
に
あ
や
か

ろ
う
と
里
帰
り
す
る
か
ら
、
良

い
写
真
が
撮
れ
ま
す
よ
と
、
古

い
茶
店
の
お
じ
い
さ
ん
が
教
え

て
く
れ
た
。 

10
時
に
来
る
と
は
ち
ょ
っ
と

無
理
か
。
グ
ル
メ
１
号
、
こ
こ

の
お
ば
あ
さ
ん
が
作
る
あ
ご
だ

し
汁
の
卵
う
ど
ん
が
ほ
っ
こ
り

と
体
の
芯
か
ら
温
め
て
く
れ

た
。 

 
 

        

豊
岡
の
郊
外
に
あ
る
沢
庵
寺
は

正
式
な
名
は
宗
鏡
寺
（
す
き
ょ

う
じ
）
、1

39
2

年
山
名
氏
に

よ
り
開
祖
、
山
陰
随
一
の
伽
藍

を
誇
っ
て
い
た
が
、
信
長
に
よ

る
平
定
で
荒
廃
、
後
に
三
代
将

軍
家
光
の
近
侍
し
た
沢
庵
和
尚

が1
6
16

年
、
廃
寺
近
く
に
な

っ
て
い
た
当
寺
を
再
興
さ
せ

た
。
そ
の
時
に
出
し
た
大
根
貯

え
漬
け
を
家
光
が
喜
び
、
「
た

く
わ
ん
」
と
名
付
け
た
と
伝
わ

る
。
今
も
地
元
の
小
学
生
と
冬

に
沢
庵
づ
く
り
が
行
事
に
な
っ

て
い
る
。 

          

現
代
の
黄
色
い
沢
庵
で
は
な
か

っ
た
筈
。
こ
の
寺
は
山
全
体
が

庭
か
境
内
か
判
ら
ぬ
ほ
ど
広

く
、
立
派
で
あ
る
。
和
尚
は
作

庭
の
名
士
で
も
あ
り
、
鶴
亀
の

庭
、
夢
見
の
鐘
、
秀
吉
の
家
来

の
志
野
侘
助
が
朝
鮮
か
ら
持
ち

帰
っ
た
椿
の
侘
助
の
原
木
が
あ

る
。
豊
岡
市
出
石
の
城
主
だ
っ

た
仙
石
家
の
菩
提
寺
で
も
あ

り
、
和
尚
の
死
後
、
慕
わ
れ
て

江
戸
よ
り
故
郷
で
あ
る
当
寺
に

墓
所
が
作
ら
れ
た
。
今
も
墓
石

が
静
か
に
出
石
を
見
守
っ
て
い

る
。 

 
 
 

<

そ
の
二> 

信
州
よ
り
仙
石
家
が 

出
石
に
蕎
麦
文
化
を
呼
ん
だ 

 

豊
岡
市
内
か
ら
自
動
車
で 

約
30
分
、
市
内
な
が
ら
全
く

別
文
化
を
持
つ
但
馬
の
小
京
都

と
言
わ
れ
る
出
石
町
が
あ
る
。

1706

年
信
州
よ
り
国
替
え
と

な
っ
た
仙
石
家
の
居
城
は
山
の

上
に
あ
っ
た
が
、
後
に
平
地
の

出
石
城
を
造
っ
た
。
明
治
4

年
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
出
石

県
、
豊
岡
県
を
経
て
、
兵
庫
県

に
編
入
。
そ
の
城
も
明
治
政
府

に
よ
る
廃
城
命
令
で
今
は
な

く
、
城
跡
公
園
の
近
く
に
、
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
で
良
く
紹
介
さ
れ

る
辰
鼓
楼
が
あ
る
。 

       

明
治
4
年
よ
り
街
の
時
計
台

と
し
て
そ
の
四
代
目
が
今
も
時

を
刻
む
。
近
く
に
家
老
屋
敷
を

再
現
し
、
当
時
の
大
名
行
列
の

道
具
や
不
意
の
襲
撃
に
備
え
た

隠
し
二
階
の
構
造
を
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
町
内
に
は
近
畿
最

古
の
芝
居
小
屋
（
明
治
34
年

創
建
）
「
永
楽
館
」
が
当
時
の

ま
ま
に
復
元
さ
れ
て
お
り
、
地

域
の
人
達
の
造
詣
の
深
さ
を
感

じ
た
。
去
年
も
片
岡
愛
之
助
の

公
演
が
こ
ち
ら
で
催
さ
れ
た
。 

出
石
と
言
え
ば
全
国
か
ら
蕎
麦

フ
ァ
ン
が
や
っ
て
く
る
町
で
あ

る
。
私
達
が
着
い
た
の
は
ち
ょ

う
ど
昼
時
、
そ
ば
店
の
店
先
に

列
を
な
し
て
い
る
。
町
内
に
は

約
５０
軒
あ
る
ら
し
い
が
、
正

月
明
け
で
休
ん
で
い
る
店
が
多

く
、
心
配
し
た
が
、
老
舗
が
開

い
て
い
た
。 

注
文
は
勿
論
、
皿
そ
ば
。 

         

小
皿
に
入
っ
た
美
味
し
そ
う
な

蕎
麦
5
皿
に
玉
子
と
薬
味
に

程
よ
い
濃
さ
の
つ
け
汁
で
、
あ

っ
と
い
う
間
に
い
た
だ
く
。
主

人
は
2
皿
追
加
。
食
後
、
街

を
散
策
、
気
が
付
け
ば
昼
時
ソ

バ
店
に
並
ん
で
い
た
人
達
は
ど

こ
へ
行
っ
た
の
か
、
街
中
は
閑

散
と
し
て
い
た
。 

 

豊
岡
か
ら
一
路
、
天
橋
立
へ

ド
ラ
イ
ブ
、
早
速
モ
ノ
レ
ー
ル

で
展
望
ス
ポ
ッ
ト
へ
の
ぼ
り
、

古
来
よ
り
絶
景
を
眺
め
る
ス
タ

イ
ル
の
股
覗
き
で
飛
龍
観
を
見

る
。
約
3.6

Km
の
天
橋
立
は
昔

と
変
わ
り
な
い
事
を
た
し
か
め

た
だ
け
で
、
麓
に
あ
る
智
恩
寺

は904

年
創
建
の
日
本
三
文
珠

の
一
つ
、
こ
の
歳
に
し
て
さ
ら

に
智
恵
を
授
か
る
よ
う
参
拝
し

た
。
多
宝
塔
は
室
町
時
代
の
建

造
物
で
国
の
重
要
文
化
財
と
い

う
か
ら
有
難
い
。
そ
の
夜
は
湯

の
町
カ
ニ
料
理
の
町
「
城
崎
」

に
宿
を
と
る
。
約1400

年
前

に
コ
ウ
ノ
ト
リ
が
傷
を
癒
し
て

い
た
と
伝
わ
る
湯
の
町
は
最
近

浴
衣
姿
で
街
中
を
湯
め
ぐ
り
で

散
策
す
る
姿
が
イ
ン
ス
タ
映
え

す
る
こ
と
で
、
人
気
が
で
て
い

る
。
だ
が
我
が
孫
と
そ
の
友
達

は
旅
館
内
の
ゲ
ー
ム
と
カ
ラ
オ

ケ
に
興
じ
て
い
た
。
ま
あ
目
の

届
く
範
囲
で
行
動
し
て
い
る
の

で
安
心
か
と
大
人
は
気
持
ち
よ

く
床
に
入
っ
た
。 

 
 

       

正
月
明
け
の
二
日
間
、
雪
を

心
配
し
た
計
画
だ
っ
た
が
一
片

も
雪
ら
し
い
景
色
は
見
な
い
楽

な
旅
だ
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
回
り

切
れ
な
か
っ
た
玄
武
洞
、
竹
田

城
、
舞
鶴
、
伊
根
・
・
・
に
思

い
を
残
し
て
JR
高
槻
に
向
か

っ
た
。 記

・
写
真
：
上
村
サ
ト
子 

会
員
だ
よ
り 

コウノトリのデザインの 

豊岡駅舎 

コウノトリの郷公園舎 連帯感かゆったりと 

過ごすコウノトリたち 

沢庵和尚の木像

 出石の辰鼓楼 

出石名物皿蕎麦 

基本二人分 

城崎湯の町  大ひろ川

の両脇に老舗の旅館と

外湯めぐり 


