
「
観
光
地
づ
く
り
3.0
」

の
時
代

　

わ
が
国
の
観
光
地
づ
く
り
は
、
旅
館
、

土
産
品
な
ど
自
ら
の
事
業
体
の
経
営
、
発

展
や
業
界
の
利
益
を
最
大
化
し
よ
う
と
い

う
「
観
光
地
づ
く
り
1.0
」
の
時
代
か
ら
、

観
光
に
関
連
す
る
複
数
の
業
界
が
連
携

し
、
行
政
も
巻
き
込
み
な
が
ら
観
光
振

興
を
図
る
2.0
の
時
代
を
経
て
、
今
や
住
民

を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
が
共
通
の
ビ
ジ

ョ
ン
の
も
と
で
協
働
し
、
自
ら
考
え
、
行

動
し
、
自
立
し
て
い
く
「
観
光
地
づ
く
り

3.0
」
の
時
代
を
迎
え
て
い
る
（
注
）。

　

観
光
地
づ
く
り
を
支
援
す
る
わ
れ
わ
れ

の
業
務
も
、
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
行
わ
れ

て
い
た
観
光
診
断
の
時
代
か
ら
地
域
の
観

光
計
画
策
定
支
援
の
時
代
を
経
て
、
ど
う

ビ
ジ
ョ
ン
を
実
現
さ
せ
て
い
く
か
…
…
、

合
意
形
成
と
と
も
に
実
現
化
の
経
験
、
ノ

ウ
ハ
ウ
が
問
わ
れ
る
時
代
を
迎
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
自
身
も
「
観
光
地
づ

く
り
3.0
」
の
時
代
に
対
応
し
た
知
見
と
能

力
、
そ
し
て
不
断
の
努
力
が
な
け
れ
ば
鼎

か
な
え

の
軽
重
が
問
わ
れ
る
時
代
と
な
っ
て
い
る
。

観
光
地
づ
く
り
の

本
質
と
は
…
…

1
「
観
光
は
ま
ち
づ
く
り
の
総
仕
上
げ
」

は
観
光
地
づ
く
り
の
理
念

　

本
号
の
特
集
１
で
、
当
財
団
の
調
査
研

究
分
野
を
五
十
年
以
上
に
わ
た
り
ご
指
導

い
た
だ
い
て
い
る
鈴
木
忠
義
氏
（
東
京
工

業
大
学
名
誉
教
授
）
が
言
い
続
け
て
お
ら

れ
る「
観
光
は
ま
ち
づ
く
り
の
総
仕
上
げ
」

と
い
う
考
え
方
は
、
観
光
地
づ
く
り
の
理

論
で
あ
り
、
ま
さ
に
理
念
で
あ
る
。
つ
ま

り
地
域
を
磨
き
上
げ
る
「
ま
ち
づ
く
り
」

を
疎お

ろ
そか

に
し
、
目
先
の
商
売
を
優
先
す
る

あ
ま
り
、
誘
客
や
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
ば

か
り
傾
注
し
て
き
た
観
光
地
に
対
す
る
問

題
提
起
で
も
あ
る
。

　

観
光
地
づ
く
り
は
、
訪
れ
た
い
、
暮
ら

し
て
み
た
い
“
あ
こ
が
れ
の
地
域
”、
あ

る
い
は
“
ま
た
来
た
い
と
思
わ
せ
る
魅
力

あ
る
地
域
”
を
ど
う
や
っ
て
創
り
上
げ
る

か
で
あ
る
。
ま
ち
づ
く
り
の
結
果
が
観
光

に
結
び
つ
き
、
地
域
の
産
業
が
潤
う
と
い

う
幸
せ
の
好
循
環
が
地
域
の
な
か
で
ど
う

創
り
上
げ
ら
れ
る
か
で
あ
る
が
、
こ
う
し

た
真
っ
当
な
考
え
方
が
近
年
忘
れ
ら
れ
つ

つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

多
様
な
目
的
を
持
っ
た
旅
行
者
を
受

け
入
れ
る
の
が
「
観
光
地
」
で
あ
る
が
、

狭
義
の
観
光
目
的
だ
け
で
は
な
く
な
っ
て

き
て
お
り
、
必
ず
し
も
旅
行
者
の
目
的

が
達
成
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に

既
存
観
光
地
の
低
迷
理
由
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
既
存
の
観
光
地
に
つ
い

て
旅
行
者
は
、「
観
光
地
化
し
て
い
る
こ

と
に
対
す
る
安
心
感
（
一
定
の
サ
ー
ビ
ス

が
受
け
ら
れ
る
）」
と
同
時
に
、「
観
光
地

化
し
た
地
域
に
対
す
る
嫌
悪
感
（
均
一
化

さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
し
か
受
け
ら
れ
な
い
）」

も
感
じ
て
お
り
、
観
光
地
化
す
る
こ
と
の

是
非
を
「
人
間
の
本
質
」
と
い
う
原
点
に

立
ち
返
っ
て
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

2
地
域
の
「
心
」
で
あ
る

遺
伝
子
を
つ
な
ぐ

　

今
号
の
巻
頭
言
を
お
願
い
し
た
倉
敷
、

そ
し
て
特
集
２
〜
４
で
取
り
上
げ
た
由
布

院
、
草
津
、
阿
寒
湖
。
そ
れ
ぞ
れ
わ
が
国

を
代
表
す
る
都
市
観
光
地
、
温
泉
観
光
地

で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
地
域
に
も
“
住
民

誰
も
が
共
有
で
き
る
分
か
り
や
す
い
ビ
ジ

ョ
ン
”が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

　

天
領
・
倉
敷
は
、
高た

か
は
し梁

川
流
域
で
取

れ
た
年
貢
米
な
ど
の
一
大
集
積
地
（
内
陸
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視
座特集テーマからの
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港
）
と
し
て
発
展
し
た
が
、
現
在
の
美
観

地
区
に
並
ぶ
蔵
は
当
時
の
商
人
ら
に
よ
っ

て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
倉
敷
の
実

業
家
、
社
会
事
業
家
大
原
孫
三
郎
の
長

男
と
し
て
生
ま
れ
、
ド
イ
ツ
視
察
の
経
験

を
持
つ
大
原
総
一
郎
は
、一
九
三
八
年
（
昭

和
十
三
年
）
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
を
参
考
と

し
て
倉
敷
の
「
街
並
み
保
存
」
と
い
う
概

念
（
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
構
想
）
を
打
ち
出

し
た
。
そ
の
遺
伝
子
が
語
り
継
が
れ
、
戦

後
の
近
代
化
一
色
の
時
代
に
「
倉
敷
都
市

美
協
会
」
が
結
成
さ
れ
、
全
国
の
街
並
み

保
存
運
動
へ
と
発
展
し
て
い
く
、
そ
の
先

駆
け
と
な
っ
た
の
が
倉
敷
で
あ
る
。

　

由
布
院
温
泉
は
、
古
く
は
別
府
十
湯
の

一
つ
で
あ
っ
た
が
、
行
政
界
の
変
更
に
よ

っ
て
外
さ
れ
、
奥
別
府
と
い
わ
れ
て
い
た
。

別
府
温
泉
近
代
化
の
祖
・
油
屋
熊
八
が
亀

の
井
ホ
テ
ル
の
別
荘
と
し
て
金き

ん
り
ん隣

湖こ

に
隣

接
し
て
建
て
た
の
が
亀
の
井
別
荘
で
あ
る
。

そ
の
油
屋
ら
が
招

し
ょ
う

聘へ
い

し
た
の
が
ド
イ
ツ
留

学
か
ら
帰
国
し
た
東
京
大
学
の
本
多
静
六

博
士
で
あ
っ
た
。
一
九
二
四
年
、
町
主
催

の
『
由
布
院
温
泉
発
展
策
』
と
い
う
講
演

を
行
い
、
保
養
滞
在
型
の
温
泉
地
を
目
指

す
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
が
町
民
に
示
さ
れ
た
。

そ
の
講
演
の
内
容
は
小
学
生
の
教
科
書
の

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
気
が
か
り

で
あ
る
。

3
「
時
間
」と「
空
間
」の
デ
ザ
イ
ン
︱︱

求
め
ら
れ
る
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の

バ
ラ
ン
ス

　

観
光
地
と
し
て
は
、
何
を
目
的
に
人
は

来
て
く
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
来
て
も
ら

う
た
め
に
は
何
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か

を
追
求
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
観
光
地
づ
く

り
の
要よ

う
て
い諦
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
旅
行
者
を

取
り
巻
く「
空
間
」、す
な
わ
ち
ハ
ー
ド
と
、

旅
行
者
が
持
っ
て
い
る
「
時
間
」、
す
な

わ
ち
ソ
フ
ト
と
を
ど
う
デ
ザ
イ
ン
し
て
提

供
す
る
か
が
観
光
地
づ
く
り
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

近
年
、
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
バ
ラ
ン
ス

は
明
ら
か
に
崩
れ
て
い
る
。
一
九
五
〇
年

代
後
半
か
ら
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
約

三
十
年
間
続
い
た
「
ハ
ー
ド
」
中
心
の
時

代
か
ら
、
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
た
一
九
九
〇

年
代
前
半
か
ら
現
在
に
至
る
「
ソ
フ
ト
」

重
視
の
約
二
十
年
間
を
経
て
、
よ
う
や
く

振
れ
す
ぎ
て
い
た
振
り
子
の
針
が
戻
ろ
う

と
し
て
い
る
。
こ
の
二
十
年
間
で
「
舞
台
」

と
し
て
の
観
光
地
は
、
都
市
に
比
べ
て
空

間
の
劣
化
が
激
し
く
、
豊
か
さ
を
感
じ
さ

せ
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。

　

人
が
離
合
集
散
す
る
観
光
地
は
、
美
し

く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
混こ

ん
と
ん沌

と
し
た
ア

ジ
ア
的
な
生
活
空
間
も
魅
力
的
で
は
あ
る

が
、
い
ざ
と
い
う
と
き
（
例
え
ば
サ
ミ
ッ

ト
開
催
な
ど
）、
風
格
の
あ
る
観
光
地
や
リ

ゾ
ー
ト
の
存
在
は
、
そ
こ
に
住
む
国
民
の

民
度
に
深
く
関
わ
る
。
一
定
の
規
律
や
ル

ー
ル
に
基
づ
い
た
自
律
し
た
美
し
い
観
光

地
づ
く
り
が
全
国
で
実
践
さ
れ
る
こ
と
こ

そ
が
、国
際
競
争
力
の
強
化
に
つ
な
が
る
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
ハ
ー
ド
か
ソ
フ
ト
か
と

い
う
二
者
択
一
的
な
政
策
で
は
な
く
、
両

者
は
車
の
両
輪
で
あ
り
、
両
者
が
そ
ろ
っ

て
初
め
て
生
き
て
く
る
と
い
う
こ
の
二
十

年
間
の
教
訓
か
ら
“
バ
ラ
ン
ス
”
を
大
切

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

特
集
で
取
り
上
げ
た
由
布
院
温
泉
で

は
湯
の
坪
街
道
の
電
柱
地
中
化
な
ど
景

観
整
備
が
進
め
ら
れ
、
草
津
温
泉
で
は
積

年
の
課
題
で
あ
っ
た
「
湯
畑
」
周
辺
の
整

備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
阿
寒
湖

温
泉
で
は
湖
畔
公
園
の
整
備
が
進
む
き
っ

か
け
と
し
て
あ
る
ホ
テ
ル
跡
地
の
活
用
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
緊
縮

財
政
の
な
か
で
予
算
が
な
い
か
ら
と
「
空

間
」の
デ
ザ
イ
ン
か
ら
逃
げ
な
い
姿
勢
が
、

副
読
本
と
し
て
印
刷
さ
れ
、
今
で
も
地
元

の
子
供
た
ち
に
読
み
継
が
れ
て
い
る
。

　

草
津
温
泉
の
歴
史
は
神
話
の
時
代
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
ら
し
い
が
、
一
八
八
〇

年
、
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
ツ
博
士
に
よ
り
『
日

本
鉱
泉
論
』
が
発
刊
、
草
津
の
名
と
欧
州

で
は
湧
出
し
な
い
強
酸
性
の
泉
質
の
素
晴

ら
し
さ
が
世
界
に
伝
え
ら
れ
た
。
自
ら
も

温
泉
研
究
所
と
療
養
所
を
建
設
す
る
た

め
に
土
地
を
購
入
し
た
が
、
そ
の
計
画
は

実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
ベ
ル
ツ
マ

イ
ン
ド
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
草
津
を
温

泉
療
養
と
高
原
リ
ゾ
ー
ト
と
し
て
発
展
さ

せ
る
方
向
性
を
示
し
、
そ
れ
が
住
民
に
も

理
解
浸
透
し
て
い
っ
た
。

　

阿
寒
湖
温
泉
は
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
経
験

を
持
つ
前
田
正
名
が
遺
し
た
広
大
な
土
地

と
森
林
を
、
次
男
の
正
次
、
そ
の
妻
の
光
子

が
継
承
し
、
前
田
一
歩
園
を
財
団
法
人
化
し

て
、
阿
寒
湖
周
辺
の
自
然
を
永
続
的
に
後

世
に
伝
え
、
観
光
地
と
し
て
発
展
さ
せ
る

こ
と
の
重
要
性
を
地
域
住
民
に
伝
え
た
。

　

こ
う
し
た
地
域
の
方
向
性
や
ビ
ジ
ョ
ン

に
関
す
る
遺
伝
子
の
存
在
こ
そ
が
、
地
域

の
「
心
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
素
晴
ら
し
い
遺
伝
子
が
あ
り
な
が

ら
、
上
記
観
光
地
で
も
少
し
ず
つ
忘
れ
去



観
光
地
の
高
質
化
に
寄
与
す

る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
か
ら
の

観
光
地
づ
く
り
に

向
け
て
︱︱

特
集
に
学
ぶ

　

今
回
の
特
集
で
取
り
上
げ
た

観
光
地
の
よ
う
に
「
長
く
生
き

続
け
る
観
光
地
」
に
こ
そ
、
観
光
地
づ
く

り
の
本
質
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

に
は
、
鈴
木
氏
が
指
摘
す
る
人
間
の
本
質

で
あ
る
「
喜
び
」
と
「
生
き
が
い
」
の
追

求
が
底
辺
に
流
れ
て
お
り
、
由
布
院
、
草

津
、
そ
し
て
阿
寒
湖
に
お
い
て
も
真し

ん

摯し

に

「
人
間
の
本
質
」に
向
き
合
い
続
け
て
き
た
。

　

ま
ち
や
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ

り
、
個
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
伸
ば
そ
う
と

い
う
の
が
観
光
で
あ
る
。
普
遍
的
な
セ
オ

リ
ー
が
使
え
る
部
分
も
あ
ろ
う
が
、
深
い

部
分
は
決
し
て
一
般
化
、
共
通
化
で
き
な

い
。
そ
れ
ほ
ど
地
域
は
浅
薄
で
は
な
く
、

ま
ち
づ
く
り
や
地
域
づ
く
り
の
“
マ
ニ
ュ

ア
ル
”
に
は
載
っ
て
い
な
い
「
何
か
」
が

あ
る
の
が
地
域
で
あ
る
。
そ
れ
は
卓
越
し

た
人
材
で
あ
っ
た
り
、
誰
も
知
ら
な
い
優

れ
た
地
域
資
源
で
あ
っ
た
り
、
歴
史
と
伝

統
に
裏
付
け
ら
れ
た
文
化
や
作
法
で
あ
っ

た
り
…
…
。
そ
の
意
味
で
「
地
域
に
入

る
と
き
の
作
法
」
を
常
に
わ
れ
わ
れ
は
意

識
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
日
々
の
営
み
の

な
か
に
地
域
が
脈
々
と
紡
い
で
き
た
「
遺

伝
子
」
の
存
在
を
垣
間
見
る
の
で
あ
る
。

　

観
光
地
づ
く
り
は
、
地
域
の
将
来
目
標

（
ど
う
い
う
「
ま
ち
」
に
し
た
い
か
）
を
住

民
が
共
有
し
、
語
り
継
ぐ
こ
と
、
そ
し
て

地
域
の
遺
伝
子
を
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
認
識
す
る
こ
と
が
、
地
域
の
「
心
」
と

な
り
、理
念
と
な
る
。そ
し
て
こ
れ
か
ら
は
、

そ
う
し
た
遺
伝
子
を
人
か
ら
人
へ
と
つ
な

い
で
い
く
知
恵
が
求
め
ら
れ
る
。
わ
れ
わ

れ
の
役
割
は
、
地
域
の
遺
伝
子
を
探
り
出

し
、
そ
の
「
心
」
を
具
体
的
な
理
念
と
し

て
「
形
」
に
し
て
表
現
し
、
少
し
で
も
実

現
に
向
け
た
手
助
け
を
し
て
差
し
上
げ
る

こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

（
う
め
か
わ　

と
も
や
）

（
注
）
観
光
地
づ
く
り
3.0
：
観
光
分
野
の
こ
う
し
た
段
階
、

発
展
論
に
学
術
的
な
定
義
は
な
く
、
あ
く
ま
で
分
か

り
や
す
く
す
る
た
め
の
筆
者
の
個
人
的
見
解
。
技
術

や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
進
展
を
示
す
表
現
方
法
の
一
つ
で
あ

り
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ピ
ン
ク
の
『
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
3.0
』

や
テ
ィ
ム
・
オ
ラ
イ
リ
ー
ら
に
よ
る
『
Ｗ
ｅ
ｂ
2.0
』

な
ど
が
有
名
。
組
織
論
や
音
楽
理
論
な
ど
で
も
応
用

さ
れ
て
い
る
。
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視
座特集テーマからの

「
観
光
地
づ
く
り
」と「
観
光
ま
ち
づ
く
り
」

　

ど
ち
ら
も
学
術
的
に
定
説
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。「
観
光
地
づ
く
り
」
は
か
つ
て

の
ハ
ー
ド
中
心
の
観
光
地
開
発
、
観
光
地
整

備
に
続
く
ソ
フ
ト
も
含
め
た
概
念
と
し
て
使

わ
れ
て
き
た
が
、「
観
光
ま
ち
づ
く
り
」
は

二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
都
市
計
画
の
分
野
で
使

わ
れ
始
め
、
一
時
は
国
の
事
業
と
し
て
も
位

置
づ
け
ら
れ
た
。
ま
ち
づ
く
り
か
ら
観
光
に

向
か
う
タ
イ
プ
と
観
光
か
ら
ま
ち
づ
く
り
に

向
か
う
タ
イ
プ
の
二
つ
が
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。特
に
後
者
が
本
号
で
対
象
と
し
た「
観

光
地
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
」
で
、
近
年
の

ハ
ー
ド
か
ら
ソ
フ
ト
重
視
の
時
代
の
な
か
で

全
国
の
観
光
地
で
盛
ん
に
実
践
さ
れ
た
。

＊「観光まちづくり」を“観光地におけるまちづくり”とした場合の関係性
（注）「観光まちづくり」には地域住民の参画が必須
出典：「観光まちづくりはどこに向かうのか」梅川智也：『都市計画　No.295』

公益財団法人日本都市計画学会（2012年2月）

＜観光地づくりと観光まちづくりの関係＞

・宿泊施設の整備
・観光施設の建設
・二次交通の整備
・案内標識の整備
・多言語対応
……

・観光統計の整備
・マーケティング
・プロモーション
・イベント開催
・ICT対応
……

・観光推進組織づくり
・案内所の運営
・パンフレットやマップの作成
・行政との連携
・広域観光
……

観光地づくり

観光まちづくり

・宝探し—着地型旅行
商品づくり
・体験メニュー
・ガイド育成
・まちなか環境整備
・住民の合意形成
・物産、食開発
・コミュニティービジネス
……



27 特集テーマからの視座◉観光地づくりの新たな視座・視点——特集テーマに学ぶ理論と実践

倉敷

・1930年（昭和5年）大原孫三郎
により大原美術館設立（日本最
初の西洋美術中心の私立美術
館）

・1938年（昭和13年）11月大原総
一郎氏帰朝第一声「倉敷を日
本のローテンブルクに！」（ローテ
ンブルク構想）

・1948年（昭和23年）倉敷民芸館
開館

・1949年（昭和24年）倉敷都市美
協会設立（民芸運動が端緒）

・1950年（昭和25年）倉敷考古館
開館

・1968年（昭和43年）倉敷市伝
統美観保存条例
倉敷川畔保存委員会設立

・1969年（昭和44年）上記条例に
よる保存計画により、倉敷川畔
美観地区・同特別美観地区・
保存家屋ならびに保存記念物
指定

・1973年（昭和48年）倉敷紡績の
工場を改修して、観光施設アイ
ビースクエアとして再生

・1978年（昭和53年）文化財保護
法に基づく「倉敷市伝統的建
造物群保存地区保存条例」を
制定

・1979年（昭和54年）都市計画法
に基づく「倉敷市伝統的建造
物群保存地区」の区域決定

・1981年（昭和56年）大原美術
館・川島虎次郎記念館完成

・1988年（昭和63年）瀬戸大橋
完成・JR瀬戸大橋線開業

・1991年（平成3年）大原美術館
本館増設

・1997年（平成9年）倉敷チボリ
公園開園　　

・2002年（平成14年）「倉敷屏風
祭」が復活開催

・2004年（平成16年）「倉敷市観
光振興アクションプラン 観光
都市『くらしき』の復活を目指し
て！～滞在型観光推進に向け
た感動体験のまち『くらしき』づ
くり」策定

・2005年（平成17年）「地産地消」
がテーマのくらしき朝市「三斎
市」開始

・2005年（平成17年）美観地区夜
間景観照明事業を３カ年計画
で実施

・2008年（平成20年）倉敷チボリ
公園閉園

・2008年（平成20年）倉敷まちづ
くり株式会社設立（倉敷市・倉
敷商工会議所・地元金融機関
等が出資）

・2009年（平成21年）倉敷物語
館開館

・2010年（平成22年）倉敷市中心
市街地活性化基本計画「世界
に誇る伝統文化  居心地のよい
まち  くらしき」内閣府認定

・2011年（平成23年）チボリ公園
跡地に倉敷みらい公園・三井ア
ウトレットパーク倉敷・アリオ倉
敷開業

・2012年（平成24年）美観地区に
「林源十郎商店・倉敷生活デザ
インマーケット」開業（倉敷まち
づくり株式会社）

由布院温泉

・1924年（大正13年）10月11日
本多静六博士による「由布院温泉発
展策」講演

・1925（大正14年）由布院～別府間に
亀の井バスが運行開始

・1925（大正14年）大湯線（現久大線）
南由布駅～北由布駅（現由布院駅）
間開通

・1952年（昭和27年）由布院盆地ダム
建設計画発表　　　　　　　　

・1955年（昭和30年）湯平村と由布院
町が合併して湯布院町に

・1959年（昭和34年）国民保養温泉地
指定

・1970年（昭和45年）8月猪の瀬戸湿原
ゴルフ場建設計画発表、「由布院の
自然を守る会」準備会発足

・1970年（昭和45年）12月町造り雑誌
「花水樹」創刊（「由布院の自然を守
る会」準備会の機関誌）

・1971年（昭和46年）3月「由布院の自
然を守る会」から「明日の由布院を考
える会」へと改組

・1971年（昭和46年）欧州研修旅行を
経て最初の観光まちづくりの哲学「由
布院は大きくなることを追いかけるこ
とをやめて、小さいままの豊かさを追
いかけよう。主役は地域である。」が
提唱される。「クアオルト構想」の発芽

・1975年（昭和50年）4月大分県中部
地震発生

・1975年（昭和50年）7月辻馬車運行開
始、8月第1回ゆふいん音楽祭、10月第
1回牛喰い絶叫大会開催

・1976年（昭和51年）第1回湯布院映画
祭開催

・1981年（昭和56年）国民保健温泉地
指定

・1982年（昭和57年）百日シンポジウム
開催　　　

・1986年（昭和61年）クアオルト構想推
進委員会答申提出

・1989年（平成元年）特急「ゆふいんの
森」号運行開始

・1990年（平成2年）由布院駅舎完成
（磯崎新設計）
・1990年（平成2年）由布院観光総合

事務所発足
・1990年（平成2年）「市場（バザール）

のある温泉リゾート村構想」発表
・1990年（平成2年）「潤いのある町づく

り条例」制定
・1990年（平成2年）「健康温泉館ク

アージュゆふいん」開館
・1996年（平成8年）「由布院温泉観光

基本計画」発表
・1998年（平成10年）ゆふいん料理研

究会発足
・2000年（平成12年）3月「ゆふいん建

築・環境デザインガイドブック『ムラ』
の風景をつくる」作成

・2002年（平成14年）湯布院・いやしの
里の歩いて楽しいまちづくり交通実
験の実施

・2005年（平成17年）10月狭間町・庄内
町・湯布院町が合併し、由布市発足

・2006年（平成18年）「観光環境容量・
産業連関分析調査及び地域由来型
観光モデル事業」実施

・2008年（平成20年）由布市景観条例
施行

・2011年（平成23年）由布市観光基
本計画策定「由布市・観光発展策～

“懐かしき未来”の創造」

草津温泉

・1878年（明治11年）ベルツ博士、初めて草津を
訪れる

・1880年（明治13年）ベルツ博士『日本鉱泉論』
発刊

・1896年（明治29年）草津の時間湯に関する
『熱水浴療論』（ベルツ）発刊
・1913年（大正2年）内堀判次によりスキー伝来
・1914年（大正3年）スキークラブ開設
・1919年（大正8年）「草津町温泉使用条例」制定
・1926年（大正15年）軽井沢～草津間 草軽電

鉄全線開通

・1948年（昭和23年）日本で最初の邦人用ス
キーリフト架設

・1949年（昭和24年）上信越高原国立公園指定
・1950年（昭和25年）草津観光協会設立
・1960年（昭和35年）白根火山ロープウエー完成
・1960年（昭和35年）湯もみショー開始
・1962年（昭和37年）「草津高原開発計画」

発表
・1964年（昭和39年）「草津町温泉使用条例」

制定　　　         　　　　
・1966年（昭和41年）バスターミナル開業
・1968年（昭和43年）「草津観光開発基本計

画」発表
・1972年（昭和47年）「草津町再開発計画」（岡

本太郎による）これに基づき、1974年（昭和49
年）湯畑改造

・1974年（昭和49年）万代鉱温泉給湯開始
・1976年（昭和51年）「草津町社会開発計画」

発表
・1979年（昭和54年）草津町民憲章「歩み入る

者にやすらぎを、去りゆく人にしあわせを」
制定

・1980年（昭和55年）草津夏期国際音楽アカデ
ミー＆フェスティヴァル開始

・1983年（昭和58年）町営・大滝乃湯開業
・1984年（昭和59年）和風村開業
・1989年（昭和63年）「群馬リフレッシュ高原リ

ゾート構想」の13の重点整備地区の一つに指
定されリゾート開発が進む（音楽の森スキー
場、温泉資料館完成）

・1990年（平成2年）シズカ山スキー場完成
・1992年（平成4年）「リゾートマンション建設凍

結」を宣言
・1993年（平成5年）「草津町景観条例」制定
・1996年（平成8年）草津温泉女将会湯の華会

設立
・1997年（平成9年）～1999年（平成11年）観光

協会・旅館協同組合が中心となり「草津温泉
ブラッシュアップ計画策定調査」「古さと新し
さを兼ね備えた新湯治場」

・2000年（平成12年）ベルツ記念館開館
・2001年（平成13年）「草津の冬を考える会」

発足
・2001年（平成13年）「草津温泉  泉質主義

宣言」　　　　　　　　　　　　　
・2002年（平成14年）「草津温泉歩きたくなる

観光地づくり基本計画」策定
・2003年（平成15年）～「草津温泉歩きたくな

る観光地づくり社会実験」実施
・2004年（平成16年）「草津町温泉使用条例」

最終改正
・2007年（平成19年）「草津町観光立町推進基

本条例」制定
・2008年（平成20年）～2010年（平成22年）「新

草津温泉ブラッシュアップ事業」実施
・2009年（平成21年）「草津観光立町基本計

画」策定
・2009年（平成21年）景観行政団体に移行、
「いで湯の里草津」景観プロジェクトスタート
アップ事業開始

・2010年（平成22年）「迷い車プロジェクト」
（カーナビ調査）実施
・2011年（平成23年）4月18日草津町観光安全

宣言
・2012年（平成24年）湯畑周辺の再整備着工
（「御座の湯」新築、2013年度「湯路広場」、

2014年度湯もみショー会場「熱の湯」新築の
予定）

阿寒湖温泉

・1858年（安政5年）松浦武四郎が阿寒を探検
・1897年（明治30年）マリモ発見
・1899年（明治32年）前田正名が釧路・天寧に

前田製紙合資会社設立
・1906年（明治39年）前田正名が阿寒湖畔の開

発に着手
・1910年（明治43年）正名、「前田家の財産は全

て公共事業の財産とす」家憲を立てる
・1921年（大正10年）前田正名逝去
・1934年（昭和9年）阿寒湖・摩周湖・屈斜路湖

を含む地域（約9万ha）阿寒国立公園に指定

・1949年（昭和24年）阿寒観光協会設立
・1950年（昭和25年）第１回まりも祭り開催
・1951年（昭和26年）足寄～阿寒湖畔間に定期

バス運行開始
・1952年（昭和27年）マリモ特別天然記念物に

指定
・1954年（昭和29年）株式会社前田一歩園製材

所設立
・1954年（昭和29年）阿寒遊覧船株式会社設立
・1956年（昭和31年）第１回阿寒スピードスケー

ト大会開催
・1961年（昭和36年）チュウルイ島にマリモ観覧

施設開設　　　　　　
・1963年（昭和38年）阿寒湖畔スキー場開設
・1965年（昭和40年）阿寒湖畔バスセンター設置
・1968年（昭和43年）阿寒湖畔ビジターセンター

開館
・1971年（昭和46年）第１回阿寒湖氷上まつり

開催
・1977年（昭和52年）阿寒湖畔新野営場開設
・1978年（昭和53年）チュウルイ島にマリモ展示

観察センター開設
・1979年（昭和54年）第１回阿寒湖氷上フェス

ティバル開催
・1983年（昭和58年）財団法人前田一歩園財

団設立　
・1983年（昭和58年）「阿寒の母」前田光子逝去
・1984年（昭和59年）阿寒湖ビジターセンター新

装開設
・1986年（昭和61年）阿寒湖畔特定環境保全

公共下水道完成　

・2000年（平成12年）阿寒湖観光協会 財団
法人日本交通公社と共同で長期計画「阿寒
湖温泉活性化基本計画」（通称 再生プラン
2010）着手

・2000年（平成12年）～2001年（平成13年）度
「再生プラン 2010」策定　
・2001年（平成13年）6月「阿寒湖温泉まちづくり

協議会」設立
・2001年（平成13年）7月カナダ（バンフ、ジャス

パー）国立公園視察
・2001年（平成13年）11月女性だけのまちづくり

の会「まりも倶楽部」設立
・2002年（平成14年）「阿寒湖温泉再生プラン

2010」策定
・2002年（平成14年）阿寒湖畔エコミュージアム

センター完成　　　
・2005年（平成17年）1月「阿寒観光協会」と「阿

寒湖温泉まちづくり協議会」が統合され「阿
寒観光協会まちづくり推進機構」設立

・2005年（平成17年）7月「特定非営利活動法
人阿寒観光協会まちづくり推進機構」設立

・2005年（平成17年）10月釧路市・阿寒町・音別
町が合併し、新「釧路市」発足

・2007年（平成19年）「特定非営利活動法人阿
寒観光協会まちづくり推進機構」役員改選、
組織改編

・2008年（平成20年）阿寒湖まりむ館開館
・2011年（平成23年）「阿寒湖温泉・創生計画

2020」開始
・2012年（平成24年）「阿寒湖温泉アイヌシア

ターイコロ」開館

戦
前

昭
和
20
年
～

平
成

倉敷・由布院温泉・草津温泉・阿寒湖温泉の観光地づくりの主な経緯

出典：各種資料から公益財団法人日本交通公社作成


