
と
い
っ
た
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
言
葉
や
表
現
は
少
し
ず
つ
ニ

ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
が
、
必
ず
し
も
意
識

的
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
基
本
的
に

視
覚
を
通
し
た
身
の
回
り
の
環
境
に
対
す

る
認
知
、
認
識
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
明

確
に
分
離
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
定
義
や

厳
密
な
概
念
的
枠
組
み
に
つ
い
て
述
べ
る

つ
も
り
は
な
い
が
、
各
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
の
差
異
に
象
徴
さ
れ
る
温
泉
地
整
備
の

異
な
る
側
面
（
諸
相
）
に
つ
い
て
認
識
し

て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
そ
こ
で
、
あ
え
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差

異
を
強
調
し
て
書
き
分
け
る
と
表
１
の
よ

う
な
整
理
と
な
る
。

温
泉
地
整
備
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ら
の

諸
相
を
総
合
的
に
計
画
・
整
備
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
状
で
は
「
景
観
」

的
側
面
に
関
し
て
は
理
解
が
進
ん
で
き

て
い
る
も
の
の
、「
風
景
」「
空
間
」
の
側

面
に
関
し
て
は
、
そ
の
意
義
や
重
要
性
が

必
ず
し
も
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。
そ
の
た
め
快
適
で
整
っ
た
景

観
整
備
は
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、「
遊
楽

空
間
（
遊
ん
だ
り
楽
し
ん
だ
り
す
る
場
）」

に
求
め
ら
れ
る
「
異
界
性
」
の
演
出
が
十

分
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。

異
界
性
の
演
出
の
効
用

後
述
す
る
よ
う
に
、三
廻ま

わ

り
（
三
週
間
）

の
滞
在
が
一
般
的
で
あ
っ
た
近
世
の
温
泉

地
は
、
こ
う
し
た
異
界
が
形
成
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
世
の
遊
郭

や
芝
居
街
、
そ
し
現
代
に
お
い
て
も
優
れ

た
テ
ー
マ
パ
ー
ク
や
リ
ゾ
ー
ト
な
ど
の
遊

楽
空
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
性
格
は
異
な
る

も
の
の
基
本
的
に
強
い
「
異
界
性
」
を
有

し
て
い
る
。

来
訪
者
に
寛
い
だ
長
期
滞
在
を
促
す

た
め
に
は
、
日
常
を
忘
れ
さ
せ
る
と
と
も

に
、
そ
の
滞
在
が
快
適
で
楽
し
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
期
待
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
温
泉
地
も
ま
た
「
快
適
で
楽
し
く

過
ご
せ
る
異
界
」
を
印
象
づ
け
る
こ
と
が

各
地
の
温
泉
地
に
お
い
て
、
ま
ち
の
空

間
整
備
や
景
観
づ
く
り
に
関
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

来
訪
者
が
寛く

つ
ろ
い
で
温
泉
街
を
歩
け
る

ま
ち
づ
く
り
や
、
野
趣
に
富
ん
だ
温
泉
地

の
雰
囲
気
づ
く
り
、
歴
史
的
な
施
設
や
景

観
を
保
全
・
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
な
ど

な
ど
、
温
泉
地
に
お
い
て
も
街
の
風
景
や

景
観
に
配
慮
し
屋
外
で
の
滞
在
環
境
を

整
え
る
ま
ち
づ
く
り
の
重
要
性
が
理
解
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

温
泉
地
整
備
の
諸
相

こ
う
し
た
温
泉
地
の
整
備
や
計
画
に

際
し
て
は
、「
景
観
」「
空
間
」「
風
景
」
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表1 温泉地整備に関わる言葉の概念（差異を強調）

景 観

風 景

空 間

実体としての視覚像に焦点を当てた概念で、構成要素
の操作を通して来訪者の行動や印象をデザインし、快
適な滞在体験を提供しようとする際に用いられる。

生活文化的側面が強く、視覚像だけでなくその背景に
ある地域の自然・社会環境の特質や、歴史、生業などを
も一体的に包含した概念として用いられる。

三次元的（空間）イメージの側面が強く、温泉地全体を
俯
ふ

瞰
かん

的に捉える上で有効な概念である。

（筆者作成）
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特集5 異界としての温泉地づくり

重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
図
１
）。

以
下
に
、
快
適
で
楽
し
く
過
ご
せ
る
異

界
と
し
て
の
温
泉
地
整
備
に
向
け
て
、
景

観
、
空
間
、
風
景
の
各
側
面
の
ポ
イ
ン
ト

に
触
れ
て
お
き
た
い
。

温
泉
街
の「
景
観
」
づ
く
り

温
泉
街
に
お
け
る
景
観
整
備
の
具
体

的
な
方
策
と
し
て
は
、
電
柱
や
看
板
な
ど

煩
雑
な
要
素
の
整
理
、
緑
地
や
水
辺
環
境

の
保
全
と
活
用
、
安
全
で
快
適
な
歩
行
環

境
整
備
、
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
や
眺
望
景
観

の
演
出
、
旅
館
や
商
店
の
フ
ァ
サ
ー
ド
の

修
景
な
ど
、
温
泉
街
を
構
成
す
る
景
観

要
素
の
修
景
や
、
要
素
相
互
の
関
係
調
整

が
要
点
と
な
っ
て
い
る
。

自
然
と
一
体
化
し
た
清
潔
で
整
っ
た
景

観
の
中
で
、
街
に
歓
迎
さ
れ
て
快
適
な
滞

在
を
期
待
さ
せ
る
景
観
デ
ザ
イ
ン
は
広
く

受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
少
し
違
っ
た
側
面

「
楽
し
さ
の
演
出
」
と
い
う
観
点
か
ら
景

観
づ
く
り
を
補
完
し
て
お
き
た
い
。

快
適
な
滞
在
で
あ
る
と
と
も
に
、「
楽
し

い
」
滞
在
を
期
待
さ
せ
る
こ
と
も
遊
楽
空

間
の
景
観
整
備
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
る
。

そ
の
際
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
人
」
で
あ
ろ

う
。
温
泉
街
に
お
い
て
「
人
」
も
重
要
な

景
観
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
来
訪
客
が
楽

し
そ
う
に
滞
在
し
て
い
る
姿
を
見
せ
る
こ

と
も
重
要
な
演
出
で
あ
る
。
人
々
が
そ
ぞ

ろ
歩
き
、
店
を
の
ぞ
い
た
り
、
軽
飲
食
を

楽
し
み
な
が
ら
歓
談
し
て
い
る
様
子
が
見

ら
れ
、
適
度
な
賑に

ぎ

わ
い
の
雰
囲
気
が
感
じ

ら
れ
る
演
出
が
求
め
ら
れ
る
。

街
に
人
の
賑
わ
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
街
と
個
々
の
宿
や
商
店
と
が
相
互
に

支
え
合
い
な
が
ら
共
存
し
て
い
る
証
し
に

他
な
ら
な
い
。
来
訪
客
は
そ
こ
に
豊
か
な

地
域
社
会
を
見
い
だ
し
、
楽
し
み
つ
つ
寛

ぐ
。
浴
客
が
街
に
出
る
こ
と
を
促
し
、
宿

や
商
店
と
街
と
の
結
び
つ
き
を
見
せ
る
と

と
も
に
、
歩
行
速
度
と
視
線
交
錯
に
変
化

を
つ
け
る
景
観
デ
ザ
イ
ン
が
重
要
で
あ
る
。

人
が
通
り
に
出
た
く
な
る
仕
掛
け

通
り（
街
）の
賑
わ
い
に
と
っ
て
、人
が

一
定
の
速
度
で
通
過
し
単
な
る
通
路
と
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

移
動
だ
け
で
な
く
滞
留
を
促
し
、
人
の
動

き
に
緩
急
を
つ
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
は
道
路
の
デ
ザ
イ
ン
だ
け
で
実
現

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
隣
接
す
る
宿
や

商
店
が
歩
い
て
い
る
人
の
足
を
止
め
、
欲

を
言
え
ば
前
面
に
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
る
な

ど
滞
留
さ
せ
る
仕
掛
け
が
重
要
で
あ
る
。

建
物
と
通
り
と
の
一
体
化
に
留
意
し
、
両

者
の
間
で
人
が
自
由
に
流
動
し
、
視
線
が

交
錯
す
る
デ
ザ
イ
ン
が
重
要
で
あ
る
。

古
い
時
代
の
旅
館
は
構
造
上
街
に
開
い

て
お
り
、
宿
か
ら
も
人
の
気
配
や
視
線
が

通
り
に
滲に

じ

み
出
し
、
相
互
に
や
り
と
り
が

あ
っ
た
（
図
２
）。
建
物
が
近
代
化
す
る

過
程
で
、
宿
と
通
り
と
の
関
係
が
希
薄
に

な
っ
て
お
り
、
景
観
デ
ザ
イ
ン
を
通
し
て

回
復
さ
せ
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

伝
統
に
学
ぶ「
空
間
」構
造

全
国
の
温
泉
地
に
残
さ
れ
て
い
る
温
泉

地
絵
図
に
は
当
時
の
温
泉
地
の
姿
が
描
か

れ
て
い
る
が
、
明
治
期
ご
ろ
ま
で
の
温
泉

地
の
様
子
に
は
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。

一
つ
は
旅
館
や
商
店
な
ど
の
建
築
物
、

共
同
湯
、
社
寺
、
そ
し
て
周
辺
の
山
々
や

河
川
等
、
描
か
れ
る
要
素
は
ど
こ
も
同
じ

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
二
つ
目
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
は

図2 明治期の伊香保石段街

出典：大槻文彦『伊香保志（上巻）』1882年

図1 異界性演出の考え方と装置

（筆者作成）

異界性
（別世界性）

＜考え方＞ ＜装置＞

空間の内外を明確にし空間の
イメージ・アビリティを高める 境界

階層性（重畳）

「導入」装置

「繁・華」装置

遊楽活動に向けて日常生活か
らの気持ちの切り替えを図る

華やかさや楽しさなどにより
非日常的な雰囲気を演出する
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バ
ラ
バ
ラ
に
立
地
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
全
体
的
に
あ
る
種
の
秩
序
が
見
ら
れ

る
点
で
あ
る（
図
３
）。こ
う
し
た
秩
序
は
、

温
泉
地
に
暮
ら
す
、
あ
る
い
は
訪
れ
る
多

く
の
人
々
の
活
動
の
歴
史
的
集
積
に
よ
っ

て
、
結
果
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

温
泉
地
の
空
間
イ
メ
ー
ジ
に
鮮
明
さ
（
イ

メ
ー
ジ・ア
ビ
リ
テ
ィ
）
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

空
間
が
鮮
明
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と

で
、
人
は
そ
の
温
泉
地
の
中
に
居
る
こ
と

を
強
く
意
識
す
る
と
と
も
に
、
異
界
（
別

世
界
）
で
あ
る
温
泉
地
に
も
居
場
所
を

見
つ
け
寛
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
「
空
間
に
定て

い

位い

（
：
オ
リ
エ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
）
す
る
」
と
言
わ
れ
る
行
為
で

あ
る
。

広
い
砂
漠
や
荒
野
に
一
人
で
放
り
出
さ

れ
た
際
の
不
安
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
分
か

る
よ
う
に
、
人
は
自
身
を
空
間
の
中
に
定

位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
気
持
ち
が
安
定
し

て
、
寛
ぐ
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

寛
げ
る
温
泉
地
の
空
間
的
秩
序

そ
し
て
、
か
つ
て
の
伝
統
的
な
温
泉
地

の
様
子
か
ら
は
、
空
間
を
よ
り
鮮
明
に
イ

メ
ー
ジ
づ
け
る
た
め
の
考
え
方
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
な
方
策
は
各

温
泉
地
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
大

き
く
は
、

①
温
泉
地
の
境
界
が
意
識
さ
れ
る
こ
と

②
中
心
と
な
る
シ
ン
ボ
ル
や
エ
リ
ア
が
意

識
さ
れ
る
こ
と

③
空
間
の
方
向
性
が
意
識
さ
れ
る
こ
と

に
整
理
さ
れ
る
。

先
述
し
た
旅
館

や
社
寺
、
外
湯
、
そ

し
て
河
川
や
山
な
ど

の
要
素
が
、
相
互
の

位
置
関
係
に
領
域

性
、
中
心
性
、
方
向

性
を
意
識
さ
せ
る
明

瞭
な
秩
序
を
有
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

現
在
の
温
泉
地

か
ら
は
、
こ
う
し
た
空
間
秩
序
を
感
じ
取

る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

特
に
、
戦
後
、
温
泉
地
が
近
代
化
そ
し
て

需
要
増
に
応
じ
て
拡
張
す
る
過
程
で
、
空

間
形
態
面
で
の
秩
序
が
徐
々
に
失
わ
れ
て

い
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
図
４
）。

こ
の
回
復
は
温
泉
地
を
よ
り
優
れ
た
癒

や
し
の
場
と
す
る
た
め
に
必
要
な
課
題
で

あ
る
。
た
だ
、
社
会
状
況
が
大
き
く
変
わ

っ
て
お
り
、
空
間
構
造
に
影
響
を
与
え
る

要
素
も
変
化
し
て
い
る
し
、
空
間
規
模
も

大
き
く
な
っ
て
お
り
、
容
易
で
は
な
い
。

し
か
し
一
方
で
建
設
技
術
が
進
展
し
、

素
材
の
可
能
性
も
広
が
っ
て
お
り
、計
画・

設
計
の
自
由
度
は
高
ま
っ
て
い
る
。
現
代

に
お
け
る
主
要
な
景
観
要
素
等
を
活
用

し
て
空
間
構
造
の
充
実
を
図
る
と
と
も

に
、
周
辺
の
山
々
が
見
え
る
な
ど
空
間
構

造
を
認
識
す
る
う
え
で
有
効
な
視
点
や
、

温
泉
地
の
空
間
構
造
を
全
体
的
に
俯ふ

瞰か
ん

で
き
る
視
点
に
誘
導
す
る
な
ど
、
来
訪

者
に
温
泉
地
の
空
間
構
造
を
よ
り
明
瞭

に
把
握
で
き
る
よ
う
に
整
備
を
進
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
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図4 構造化の仕組みの変遷傾向

要素複合の弱化
宿泊施設の外部立地化

時期区分

変遷傾向と要因

街並要素の宿泊施設への内部化

外湯の衰退

引湯、自家ボーリングの進展

社寺の影響力の低下

交通機関の発達による外延化

観光活動の外部化

境界域の流動化

外湯の衰退

集落部のスプロール

中心社寺の影響力の低下

周辺骨格自然の不可視化

外部資本の流入

車への対応

街並要素の宿泊施設への内部化
奥行の弱化

中心核形成の弱化

要所布石の弱化

方向性の弱化

境界明示の弱化

構
造
形
成
期

保
養
地
化
期

広
域
連
携
期

観
光
地
化
期

復
興
期

明
20

大
15

昭
20

昭
50

漸変期 進展期

出典：下村彰男（1992）『わが国における温泉地の空間構成に関する研究』

図3 温泉地における空間構成モデル

総湯（惣湯、大湯）
中心的社寺
有力な湯宿や商店
自然レクリエーション資源

他の共同湯
その他社寺
その他の宿や商店
広小路（広場）

出典：下村彰男（1992）『わが国における温泉地の
空間構成に関する研究』
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31 特集◉温泉地における不易流行を考える―温泉地、温泉旅館の課題と展望
特集5 異界としての温泉地づくり

温
泉
地
の
個
性
的
な
「
風
景
」

二
〇
〇
三
年
（
平
成
十
五
年
）
の
「
美

し
い
国
づ
く
り
政
策
大
綱
」
や
二
〇
〇
四

年
（
平
成
十
六
年
）
の
「
景
観
法
」
に
お

い
て
、「
地
域
の
個
性
」
の
重
要
性
が
明

示
さ
れ
て
以
来
、
地
域
個
性
に
対
す
る
関

心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

温
泉
地
に
お
い
て
も
、
よ
り
強
く
異
界

を
印
象
づ
け
る
う
え
で
各
地
の
温
泉
地
が

そ
れ
ぞ
れ
の
温
泉
ら
し
さ
を
有
し
て
差
別

化
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
と
し
て
整
理
さ
れ
る
よ
う
な
共
通

解
、
一
般
解
だ
け
で
は
、
ど
の
温
泉
地
も

似
た
よ
う
な
風
景
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。

し
か
し
な
が
ら
地
域
個
性
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
、
ど
の
よ
う
に
扱
う
と
よ
い
の

か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
手
探
り
の
状

態
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
比
較
的
分

か
り
や
す
い
の
は
、「
由
布
院
の
由
布
岳
」

や
、「
修
善
寺
の
独と

っ

鈷こ

の
湯ゆ

」
の
よ
う
に
、

山
や
外
湯
、
社
寺
な
ど
地
域
を
象
徴
す

る
景
観
要
素
が
各
所
か
ら
見
ら
れ
た
り
、

強
く
意
識
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
の

他
、
草
津
の
湯
畑
の
よ
う
に
中
心
が
明
確

な
場
合
や
伊
香
保
の
石
段
街
の
よ
う
に
軸

線
が
明
確
な
温
泉
地
な
ど
、
空
間
構
造
に

特
徴
が
あ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

地
域
の
生
活
文
化
が
生
み
出
す

個
性
的
風
景

た
だ
、
個
性
的
な
風
景
と
は
こ

の
よ
う
に
分
か
り
や
す
い
も
の
だ

け
で
な
く
、
何な

に

気げ

な
く
目
に
し
て

い
る
風
景
か
ら
も
個
性
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
城
崎
や
玉
造
、
銀
山
な
ど
川

幅
の
狭
い
河
川
沿
い
の
両
側
に
立
地
す
る

温
泉
地
で
は
多
く
の
橋
が
存
在
し
、
祭
時

な
ど
で
は
河
川
と
一
体
化
し
て
広
場
の
よ

う
な
使
わ
れ
方
を
す
る
。
こ
の
橋
の
密
度

や
形
態
は
川
幅
や
周
辺
地
形
、
旅
館
や
商

店
と
の
位
置
関
係
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お

り
地
域
な
ら
で
は
の
特
徴
を
表
し
て
い
る

し
、
城
崎
の
特
徴
的
な
石
造
の
太
鼓
橋
は

水
害
の
記
憶
と
も
結
び
つ
い
て
お
り
地
域

の
歴
史
を
語
る
材
料
と
な
る
（
写
真
１
）。

こ
の
よ
う
に
身
の
回
り
の
何
気
な
い
風

景
の
中
に
は
、
地
域
に
お
け
る
自
然
の
特

質
や
人
々
の
生
活
様
式
と
の
関
わ
り
、
そ

し
て
地
域
の
歴
史
や
文
化
な
ど
が
刻
み
込

ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
域
の
物
語
と

一
体
化
し
た
風
景
は
、
温
泉
地
を
よ
り
強

く
印
象
づ
け
る
。

地
域
の
生
活
文
化
や
歴
史
と
密
接
に

結
び
つ
い
た
個
性
的
な
風
景
こ
そ
が
、
温

泉
地
整
備
や
ま
ち
づ
く
り
の
重
要
な
資
源

と
な
り
得
る
。
温
泉
地
に
暮
ら
す
人
々
が
、

自
ら
の
ま
ち
を
再
認
識
・
再
評
価
す
る
手

掛
か
り
や
拠よ

り
所ど

こ
ろ
に
な
る
と
と
も
に
、
来

訪
者
に
と
っ
て
も
非
常
に
魅
力
的
な
観
光

資
源
と
な
る
。
ガ
イ
ド
や
紹
介
文
を
上
手

に
活
用
し
、
地
域
の
物
語
を
伝
え
な
が
ら

風
景
を
見
せ
て
い
く
計
画
が
必
要
で
あ
る
。

居
心
地
の
よ
い
異
界
＝
温
泉
地

「
観
光
ま
ち
づ
く
り
」
の
言
葉
や
概
念

は
徐
々
に
定
着
し
て
き
て
お
り
、
観
光
地

と
し
て
の
温
泉
地
整
備
に
も
新
た
な
考
え

方
で
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。

住
民
、
観
光
客
の
両
者
を
視
野
に
入

れ
、
温
泉
地
の
自
然
や
歴
史
、
生
活
文
化

を
象
徴
す
る
資
源
を
保
全
・
活
用
し
、
交

流
型
・
自
立
型
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
総
合
的
に
整
備

を
進
め
、
快
適
で
楽
し
く
滞
在
で
き
る
異

界
を
目
指
し
て
温
泉
地
づ
く
り
を
進
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
し
も
む
ら　

あ
き
お
）
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写真１  河川に架かる橋の状況には温泉地ごと
に特徴がある。上：銀山温泉（1990年） 
下：城崎温泉（1987年）（筆者撮影）
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