
17 特集◉ホテル・旅館の歴史に見る交流機能と文化表現の変遷
特集4 近代旅館の発展過程における接遇（もてなし）文化の変遷

さ
せ
て
き
た
。

　

明
治
期
に
旅
館
が
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
と
し
て
成
立
し
た
後
、
現
代
に
至
る

ま
で
の
機
能
と
形
態
の
変
化
、
特
に
旅
館

の
「
も
て
な
し
」
文
化
に
焦
点
を
当
て
る
。

近
代
旅
館
の
発
達
過
程

　

明
治
維
新
以
前
、
江
戸
時
代
に
は
、
政

治
の
長
期
安
定
を
背
景
に
、
多
く
の
旅
人

が
街
道
を
往
来
し
て
、
庶
民
に
至
る
ま
で

豊
か
な
旅
文
化
が
発
達
し
た
。
そ
の
旅
人

の
た
め
の
「
宿
」
は
幕
府
の
政
治
的
意
図

か
ら
、
立
地
や
用
途
に
合
わ
せ
て
細
か
な

規
制
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

例
え
ば
主
要
な
街
道
に
は
大
名
に
よ

る
参
勤
交
代
を
主
に
受
け
入
れ
る
「
本

陣
」
と
、
下
級
武
士
や
庶
民
の
た
め
の

「
旅は

た
ご籠

」
が
存
在
し
た
が
、
「
本
陣
」
は

門
・
玄
関
な
ど
を
備
え
た
格
式
高
い
設
備

を
提
供
す
る
だ
け
で
、
宿
泊
者
で
あ
る
大

名
へ
の
食
事
や
人
的
接
待
は
基
本
的
に
大

名
側
で
賄
わ
れ
て
い
た
。
一
方
「
旅
籠
」

で
は
、
一
七
世
紀
中
こ
ろ
か
ら
一
泊
に
つ

き
二
食
（
夕
・
朝
食
）
を
提
供
し
て
お
り
、

そ
れ
が
旅
の
楽
し
み
の
一
つ
と
さ
れ
て
い

た
。
さ
ら
に
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
酒
食

の
接
待
役
と
し
て
「
飯め

し
も
り盛
女お

ん
な」
を
抱
え
る

旅
籠
も
登
場
し
て
い
る
。

　

ま
た
湯
治
場
に
は
、
療
養
を
目
的
と
し

た
「
湯
治
場
宿
」
が
存
在
し
、
そ
こ
で
は

身
分
の
区
別
な
く
自
炊
を
し
な
が
ら
長

期
滞
在
す
る
た
め
の
仕
組
み
が
作
ら
れ
て

い
た
。

　

そ
の
ほ
か
厳
密
に
は
「
宿
」
で
は
な
い

も
の
の
、
都
市
で
は
飲
食
を
提
供
す
る
場

と
し
て
の
「
料
亭
」
や
「
茶
屋
」
が
発
達

し
、
高
級
な
酒
食
が
庶
民
の
楽
し
み
に
加

え
ら
れ
て
い
た
。

　

旅
館
は
江
戸
時
代
に
発
達
し
た
各
種

の
「
宿
」
が
保
持
し
て
い
た
機
能
を
統
合

し
て
明
治
期
に
完
成
し
た
、
日
本
独
自
の

宿
泊
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　

そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
確
立
し
た
背

景
に
は
、
江
戸
か
ら
明
治
と
い
う
ド
ラ
ス

チ
ッ
ク
な
社
会
変
革
と
、
明
治
政
府
が
推

し
進
め
た
近
代
化
、
特
に
鉄
道
敷
設
と
外

国
人
対
応
の
必
要
性
、
ま
た
そ
れ
に
伴
い

進
め
ら
れ
た
旅
行
業
に
よ
る
旅
館
の
商
品

化
な
ど
が
あ
る
。

　

ま
た
そ
の
後
も
度
重
な
る
戦
争
や
経

済
状
況
の
変
化
な
ど
、
社
会
か
ら
の
需
要

の
変
遷
に
合
わ
せ
て
旅
館
は
そ
の
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
や
接
遇
の
形
態
を
大
き
く
変
化

近
代
旅
館
の
発
展
過
程
に
お
け
る

接
遇（
も
て
な
し
）文
化
の
変
遷

常
葉
大
学
経
営
学
部
教
授

大
久
保 

あ
か
ね 4

接遇機能

入浴機能

飲食機能

宿泊機能

旅　館

・門・玄関・床の間など格式ある設備

・1泊につき2食（夕・朝食）の提供

・女性（飯盛女）による接待

・温泉での療養を目的とした滞在

・高級な食事を提供する飲食店

本陣　 ……大名、公家、外国人

旅籠　　    ……下級武士、庶民

飯盛旅籠　……下級武士、庶民

湯治場宿　　……身分制限なし

茶屋・料亭　……身分制限なし

図1　各種の「宿」から「旅館」に
引き継がれた機能
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江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
細
か
く
統
制
さ
れ

て
き
た
こ
れ
ら
の
「
宿
」
に
対
す
る
規
制

が
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
各
々
が
保
持
し
て
い
た
機
能

が
図
１
の
よ
う
に
集
約
さ
れ
完
成
し
た
の

が
、
近
代
の
旅
館
で
あ
る
。

　

そ
の
成
立
背
景
に
は
、
江
戸
時
代
の

街
道
が
鉄
道
敷
設
に
よ
っ
て
衰
退
し
、
本

陣
・
旅
籠
の
経
営
が
成
り
立
た
な
く
な
っ

た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
街
道

か
ら
、
新
た
な
流
通
拠
点
を
鉄
道
駅
に
移

し
た
際
に
、
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と

し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
が
旅
館
で
あ
り
、

そ
の
営
業
ス
タ
イ
ル
が
温
泉
地
の
宿
泊
施

設
に
波
及
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う（
図
２
）。

温
泉
地
に
お
け
る
旅
館
の

接
遇
態
勢
の
変
化

　

明
治
後
期
、
鉄
道
が
全
国
に
普
及
し

始
め
た
こ
ろ
か
ら
大
正
・
昭
和
初
期
に
至

る
約
五
十
年
の
間
、
多
く
の
温
泉
地
で
は
、

利
便
性
を
高
め
た
新
交
通
を
利
用
し
て
一

泊
、
二
泊
の
短
期
滞
在
を
楽
し
む
遊
覧
客

と
、
療
養
の
た
め
長
期
滞
在
す
る
湯
治
客

が
混
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
温

泉
地
の
宿
で
は
ど
ち
ら
の
タ
イ
プ
の
顧
客

に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
新
た
な
旅
館

式
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
取
り
入
れ
始
め
た
。

温
泉
地
で
の
旅
館
の
誕
生
で
あ
る
。

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
よ
る

役
割
の
変
化

　

そ
の
こ
ろ
発
行
さ
れ
た
旅
行
案
内
書

『
療
養
本
位
温
泉
案
内
』（
一
九
二
七=

昭

和
二
年
）
や
『
伊
豆
の
温
泉
』（
一
九
三
〇

=

昭
和
五
年
）、『
鐵
道
省
旅
客
課
・
名
勝

旅
程
案
内
』（
一
九
三
七=

昭
和
十
二
年
）

な
ど
に
は
、「
一
泊
」「
一
泊
二
食
付
き
」「
一

泊
三
食
付
き
」
な
ど
多
様
な
料
金
形
態
に

加
え
、
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
「
女

中
」
の
契
約
料
金
も
表
示
さ
れ
、
こ
の

時
点
の
「
接
遇
機
能
」
は
希
望
者
に
対

す
る
個
別
契
約
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。

　

江
戸
時
代
か
ら
湯
治
場
宿
で
は
客
の

到
着
を
出
迎
え
て
挨
拶
し
、
お
茶
と
お
菓

子
を
呈
し
、
館
内
を
案
内
す
る
と
い
う
接

遇
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
接
遇
を

担
当
し
た
の
は
、
宿
の
主
人
ま
た
は
番
頭
、

小
僧
な
ど
で
あ
る
。
特
に
宿
の
主
人
の
人

脈
は
宿
の
経
営
を
左
右
す
る
た
め
、
主
人

が
接
遇
の
中
心
を
担
っ
て
い
た
と
さ
れ
て

い
る
。

　

一
方
、
女
性
は
宿
の
経
営
者
家
族
で

あ
っ
て
も
宿
の
表
に
は
出
る
こ
と
が
な

く
、
客
と
は
接
点
を
持
た
な
い
の
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
客
の
身
の
回
り

の
世
話
を
す
る
職
業
と
し
て
、
草
津
で
は

「
老ば

ば女
」
、
熱
海
で
は
「
地
元
の
年
を
取

っ
た
女
性
を
紹
介
す
る
『
雇
い
女
』
」
と

呼
ば
れ
る
「
女
中
」
が
存
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
旅
館
は
女
中
を
紹
介
す
る
だ
け

に
と
ど
ま
り
、
契
約
は
顧
客
と
女
中
と
の

間
で
直
接
交
わ
さ
れ
て
い
た
（
注
１
）
。

　

ま
た
常
連
に
な
る
と
、
客
は
旅
館
で
は

な
く
女
中
と
直
接
連
絡
を
取
り
、
宿
泊
手

配
を
女
中
経
由
で
依
頼
す
る
こ
と
も
多
か

っ
た
よ
う
だ
。

　
女
中
た
ち
は
常
連
客
の
体
格
に
合

わ
せ
た
専
用
の
浴
衣
を
縫
い
、
好
み

に
合
わ
せ
た
料
理
を
手
配
す
る
な
ど

き
め
細
や
か
に
接
遇
し
た
。（
注
２
）

　

つ
ま
り
、
こ
の
時
代
の
「
接
遇
機
能
」

の
主
役
は
旅
館
の
従
業
員
で
は
な
く
、
必

要
と
す
る
顧
客
が
手
配
す
る
女
中
で
あ
っ

た
。
ま
た
そ
の
報
酬
は
「
茶
代
」
も
し
く

は
「
心
付
け
」
と
し
て
旅
館
を
通
さ
ず
直

接
支
払
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

図2　旅館の成立過程とその社会背景

旅館機能の確立
◎宿泊機能の高度化
　1870（明治3）年 本陣廃止 玄関・門などの設営
◎入浴機能の内部化
　大正～昭和初期 温泉の内湯化
◎飲食機能の内部化
　鉄道敷設・公共交通の整備 1泊2食対応
◎接遇機能の内部化
　1872（明治5）年 飯盛女の解放 女性従業員の雇用

旅館の商品化
◎クーポン式遊覧券
　1925（大正14）年 鐵道省
◎単独旅館券
　1932（昭和7）年 ジャパン・ツーリスト・ビューロー

「旅館」という呼称
◎○○旅館
　屋号として利用 時刻表・地図に表示
◎○○旅館という名称
　一般名詞として定着 文学作品に登場

旅 館の成 立

+

+
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接
遇
機
能
と
女
性
の
役
割

　
「
茶
代
」
と
は
、
宿
泊
料
金
以
外
に
接

待
す
る
担
当
者
に
渡
す
も
の
で
あ
り
、
位

置
付
け
と
し
て
は
海
外
に
お
け
る
チ
ッ
プ

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
正
期
に
入

る
と
旅
行
案
内
書
や
鉄
道
時
刻
表
に
「
茶

代
廃
止
」
と
い
う
表
現
が
登
場
す
る
。
こ

れ
は
、＂
良
い
接
遇
を
促
す
た
め
に
支
払

わ
れ
て
い
た
「
茶
代
」
が
な
く
て
も
良
い

接
遇
を
約
束
す
る
＂、ま
た
＂
客
を
公
平

に
扱
う
＂
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
茶
代
廃
止
」
が
宣
伝
文

句
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
が
新
し
い
概
念
で
、
顧
客
訴
求
力
が

あ
る
と
判
断
さ
れ
た
社
会
背
景
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
茶
代

廃
止
」
は
徐
々
に
一
般
化
し
、
並
行
し
て

「
接
遇
機
能
」
が
旅
館
に
組
み
込
ま
れ
て

い
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
宿
の
仕
事
の
う
ち
顧
客
接

点
を
持
た
な
い
掃
除
、
洗
濯
、
食
事
の
支

度
な
ど
は
従
前
か
ら
女
性
が
担
当
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
城
崎
温
泉
（
兵
庫

県
）
西
村
屋
に
は
、
従
業
員
を
娘
の
よ
う

に
か
わ
い
が
り
、
嫁
入
り
の
時
に
は
嫁
入

り
道
具
を
贈
っ
て
い
た
と
の
記
録
が
あ
る

（
注
３
）。
同
様
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
熱
川
温
泉

（
静
岡
県
）
旧
福
島
屋
旅
館
な
ど
で
も
語

ら
れ
、
一
定
以
上
の
格
式
を
持
つ
旅
館
は

家
事
や
作
法
見
習
い
の
場
と
し
て
も
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

ま
た
こ
の
時
の
花
嫁
修
業
は
女
性
従

業
員
の
教
育
や
指
導
を
含
め
、
旅
館
の
バ

ッ
ク
ヤ
ー
ド
を
取
り
仕
切
る
女
将
の
存
在

が
う
か
が
え
る
。

　

花
嫁
修
業
は
隠
居
女お

か
み将

が
担
当

し
、
そ
れ
は
そ
れ
は
厳
し
い
も
の
だ

っ
た
。（
注
２
）

　

こ
の
よ
う
な
社
会
変
化
の
な
か
で
、
旅

館
の
機
能
を
踏
ま
え
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

が
確
立
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
旅
館
の
バ
ッ

ク
ヤ
ー
ド
に
い
た
女
性
た
ち
が
表
舞
台
で

顧
客
接
遇
を
担
う
役
割
を
果
た
す
よ
う

に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

旅
館
に
お
け
る

「
も
て
な
し
」の
構
造

　

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
し
て
確
立

し
た
旅
館
の
機
能
を
、「
も
て
な
し
」
と

い
う
視
点
で
組
み
替
え
る
と
、
そ
こ
に
は

「
支
度
」
「
し
つ
ら
い
」
「
仕
掛
け
」
（
注

４
）
と
い
う
三
つ
の
柱
（
図
３
）
が
見
え
て

く
る
。

支
度

　
「
支
度
」
と
は
、
客
を
迎
え
る
た
め
の

準
備
で
あ
る
。「
誰
で
も
喜
ぶ
も
の
」
で

は
な
く
、
「
想
定
さ
れ
た
客
の
た
め
だ

け
」
に
準
備
を
整
え
る
こ
と
に
価
値
を
置

く
の
が
、
日
本
の
も
て
な
し
の
原
点
で
あ

ろ
う
。
か
つ
て
顧
客
専
用
の
浴
衣
を
縫
っ

た
女
中
の
よ
う
に
、
客
が
「
自
分
の
た
め

に
」
と
喜
ぶ
こ
と
を
考
え
、
準
備
す
る
こ

と
が
第
一
と
考
え
ら
れ
る
。
京
都
な
ど
で

現
在
も
「
一い

ち
げ
ん見
さ
ん
お
断
り
」
と
い
う
慣

習
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
初
め
て
の
客
は
、

（
知
ら
な
い
の
で
好
み
に
合
わ
せ
て
）
も

て
な
せ
な
い
た
め
断
る
」
と
い
う
意
味
が

含
ま
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
。
旅
館
で

は
「
も
て
な
せ
な
い
」
と
客
を
断
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
の
、「
客
を
知
っ
て
、

も
て
な
す
べ
き
」
と
い
う
考
え
方
は
共
通

し
て
い
る
。

し
つ
ら
い

　

次
に
「
し
つ
ら
い
」、つ
ま
り
客
を
迎
え

る
空
間
（
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
）
を
作
る
こ
と
が

二
本
目
の
柱
で
あ
る
。
地
勢
や
気
候
を
含

め
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
、
そ
の
季
節
な

ら
で
は
の
感
覚
を
表
現
す
る
こ
と
で
「
も

て
な
し
」
の
舞
台
設
定
を
整
え
る
こ
と
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。
利
休
七
則
（
注
５
）
の

「
花
は
野
に
あ
る
よ
う
に
」
に
あ
る
よ
う

に
、
で
き
る
だ
け
作
為
な
く
見
せ
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
由
布
院
温
泉
（
大
分
県
）

由
布
院
玉
の
湯
は
現
在
の
場
所
に
移
転

す
る
際
、
自
然
そ
の
ま
ま
の
雑
木
林
を
再

現
す
る
た
め
に
深
さ
三
メ
ー
ト
ル
分
の
土

を
入
れ
替
え
て
い
る
が
（
注
６
）、
こ
れ
も

図3　旅館の「もてなし」の担い手の変化
明治～戦前
業態の成立

高度成長期
大衆化＆大型化

現在
個性化＆多様化

支度
（客を迎える
準備）

（客に合わせた
個別対応）

（土地・建物、
食材の調達）

（女将を含め、
女性は裏方）

（接客対応の
シンボル化）

（生け花、清掃など
施設の内装）

（表舞台に）

（顧客の期待に
合わせて2極化）

（再び地域性が
重視されつつある）

（新たな仕掛けの開発・
温泉再発見など）

しつらい
（空間設計）

仕掛け
（客と主人が
楽しむ
ゲーム）

女中

主人

主人

女将

女将 主人

主人

女将

主人
＋

女将

システム化

＋
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空
間
形
成
の
た
め
の
投
資
と
い
え
よ
う
。

仕
掛
け

　

最
後
の
「
仕
掛
け
」
は
い
わ
ゆ
る
コ
ン

セ
プ
ト
・
メ
ー
キ
ン
グ
で
あ
る
。
ゲ
ー
ム

や
謎
解
き
の
よ
う
に
、
客
と
一
緒
に
仕
掛

け
を
楽
し
む
こ
と
で
、
つ
ま
り
仕
掛
け
を

理
解
で
き
る
（
楽
し
め
る
）
客
を
絞
り
込

む
タ
ー
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
も
つ
な
が
る
。

　
玄
関
や
ロ
ビ
ー
、
廊
下
の
掛
け
軸

や
絵
画
、
陶
器
、
花
に
も
意
味
が
あ

り
、
謎
解
き
を
楽
し
め
る
よ
う
に
配

置
し
て
い
る
。（
注
７
）

　

有
馬
温
泉（
兵
庫
県
）陶
泉
御
所
坊
で
は
、

ま
さ
に
ゲ
ー
ム
を
楽
し
む
感
覚
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
支
度
」「
し
つ
ら
い
」

「
仕
掛
け
」
と
い
う
「
も
て
な
し
」
の
構

造
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
時
代

背
景
や
経
営
形
態
、
顧
客
の
変
化
、
ニ
ー

ズ
の
変
化
等
に
応
じ
て
変
化
す
る
。

女
将
の
存
在
と

「
も
て
な
し
」の
変
化

　

旅
館
が
最
も
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た

の
は
、
昭
和
三
十
年
代
～
四
十
年
代
の
い

わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長
期
で
あ
る
。
こ
の

時
期
に
は
好
景
気
を
反
映
し
て
、
企
業
の

慰
安
旅
行
と
い
う
団
体
旅
行
が
急
増
し
、

拡
大
し
た
旅
行
マ
ー
ケ
ッ
ト
ニ
ー
ズ
の
受

け
皿
と
し
て
旅
館
は
大
き
な
変
革
を
求
め

ら
れ
た
。

　

団
体
旅
行
を
前
提
と
し
た
旅
館
は
、

二
百
人
～
三
百
人
の
団
体
客
を
想
定
し

て
設
計
さ
れ
た
。
当
時
の
団
体
旅
行
は
全

員
が
同
時
に
到
着
し
、
短
時
間
で
入
浴
を

済
ま
せ
、
宴
会
、
そ
の
後
二
次
会
、
就
寝
、

早
朝
バ
ス
で
出
発
と
い
う
画
一
化
さ
れ
た

形
式
で
あ
っ
た
。
し
か
も
膨
大
な
市
場
が

予
測
さ
れ
た
た
め
、
旅
館
は
団
体
旅
行
の

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
合
わ
せ
た
施
設
を
考

案
し
た
。

　

顧
客
層
も
そ
れ
以
前
の
常
連
客
を
中

心
と
し
た
個
別
対
応
か
ら
、
膨
大
な
数

の
初
回
訪
問
客
に
変
化
し
た
た
め
、
接
遇

も
顧
客
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
が
重
視
さ

れ
た
。
大
勢
の
「
同
質
な
顧
客
」
に
対
し

て
「
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
平
等
に
接
客
す

る
」
と
い
う
接
遇
形
態
で
あ
る
。

女
将
の
役
割
が
表
舞
台
に

　
一
方
で
「
旅
館
の
女
将
」
に
対
す
る
期

待
が
醸
成
さ
れ
た
の
も
同
時
期
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
に
テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
た
『
細

う
で
繁
盛
記
』（
よ
み
う
り
テ
レ
ビ
制
作
、

主
演
・
新
珠
三
千
代
）
の
影
響
で
、
旅
館

女
将
が
接
客
応
対
を
象
徴
す
る
イ
メ
ー

ジ
が
固
定
化
さ
れ
た
。

　

旅
館
女
将
へ
の
調
査
（
二
〇
〇
二
年
実

施
（
注
８
）
）
に
よ
る
と
、『
細
う
で
繁
盛

記
』
の
み
な
ら
ず
、
一
九
八
〇
年
代
に
量

産
さ
れ
た
テ
レ
ビ
旅
行
番
組
で
女
将
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま

で
縁
の
下
の
力
持
ち
的
存
在
だ
っ
た
「
女

将
」
が
表
舞
台
に
出
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
と
の
返
答
も
多
か
っ
た
。

　

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た

「
旅
館
の
接
遇
＝
女
将
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
継
続
し
て
い
る
。

も
て
な
し
の
主
役

　

そ
の
一
方
で
、
旅
館
成
立
時
に
は
接
遇

の
中
核
を
担
っ
て
い
た
女
中
の
役
割
は
、

団
体
旅
行
の
拡
大
以
降
、
接
遇
要
員
と
し

て
の
期
待
が
二
極
分
化
し
つ
つ
あ
る
。
個

人
客
に
対
す
る
よ
り
個
別
化
さ
れ
た
丁

寧
な
接
遇
と
、
最
低
限
の
需
要
を
満
た
す

均
一
化
（
平
等
）
に
徹
し
た
接
遇
で
あ
る
。

顧
客
の
期
待
を
ど
ち
ら
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
か
は
、
旅
館
全
体
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
、

宿
泊
料
金
体
系
な
ど
の
諸
条
件
と
連
動

す
る
。
例
え
ば
和
倉
温
泉
（
石
川
県
）
の

加
賀
屋
で
は
、
徹
底
し
て
前
者
の
接
遇
に

こ
だ
わ
る
こ
と
で
旅
館
の
評
価
を
確
立
す

る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
。

（
お
お
く
ぼ　

あ
か
ね
）

（
注
１
）草
津
町
史
、
熱
海
市
史
な
ど
よ
り
。

（
注
２
）二
〇
〇
四
年
八
月
に
伊
東
温
泉
暖
香
園
社
長
、

北
岡
貴
人
氏
に
実
施
し
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
よ
り
。

（
注
３
）神
戸
新
聞
但
馬
総
局
編『
城
崎
物
語
』と
、
西

村
屋
社
長
（
当
時
）
西
村
肇
氏
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

（
二
〇
〇
二
年
十
月
実
施
）、西
村
氏
か
ら
ご
提

供
い
た
だ
い
た
資
料
よ
り
。

（
注
４
）詳
細
は
、
リ
ク
ル
ー
ト
ワ
ー
ク
ス
編
集
部
編

『
お
も
て
な
し
の
源
流
』65
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
注
５
）茶
の
湯
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
基
本
と
な
る
七
つ

の
心
得
。

（
注
６
）ゆ
ふ
い
ん
と
玉
の
湯
の
歩
み 

溝
口
薫
平
が
語
る

第
三
話
よ
り
。

http://w
w
w
.tam
anoyu.co.jp/m

agazine/
back/history/03/ayum

i_3.htm
l

（
注
７
）二
〇
〇
七
年
八
月
に
陶
泉
御
所
坊
社
長
、
金
井

啓
修
氏
に
実
施
し
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
よ
り
。

（
注
８
）詳
細
は
、前
田
勇
編
著『
21
世
紀
の
観
光
学
』

２
２
３
～
２
２
６
ペ
ー
ジ
参
照
。

大
久
保
あ
か
ね
（
お
お
く
ぼ　

あ
か
ね
）

　

常
葉
大
学
経
営
学
部
教
授
。
名
古
屋
市
出
身
。
奈

良
女
子
大
学
卒
業
後
、
株
式
会
社
リ
ク
ル
ー
ト
勤
務

を
経
て
一
九
九
八
年
立
教
大
学
大
学
院
観
光
学
研
究

科
に
入
学
、
二
〇
〇
三
年
博
士
号
取
得
。
研
究
テ
ー
マ

は
観
光
文
化
論
・
宿
泊
産
業
論
。
日
本
観
光
研
究
学

会
等
所
属
。


