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温
泉
と
は
何
か
？

地
下
水
と
し
て
の
温
泉
保
全
に
つ
い

て
話
す
前
に
、
箱
根
や
湯
河
原
を
例
に

挙
げ
て
、
温
泉
の
仕
組
み
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。

温
泉
と
は
、
地
下
に
浸
透
し
た
雨
水

な
ど
が
、
ゆ
っ
く
り
と
地
下
の
深
い
所

を
循
環
し
て
、
熱
や
成
分
を
獲
得
し
た

も
の
で
す
。
こ
れ
に
は
数
年
か
ら
数
万

年
か
か
り
ま
す
。
水
が
ど
の
よ
う
に
与

え
ら
れ
る
か
、
熱
の
源
が
何
か
に
よ
っ

て
、
温
泉
は
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

温
泉
は
﹁
火
山
性
温
泉
﹂
︵
第
四
紀

︵
二
百
万
年
以
後
︶
の
火
山
活
動
で
形

成
さ
れ
る
温
泉
︶
と
、
﹁
非
火
山
性
温

泉
﹂
に
分
か
れ
ま
す
。
非
火
山
性
温
泉

は
、
﹁
深
層
地
下
水
型
﹂
と
﹁
化
石
海

水
型
﹂
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

火
山
性
温
泉
は
、
地
下
に
あ
る
マ
グ

マ
溜
ま
り
か
ら
火
山
性
の
ガ
ス
が
上
が

っ
て
き
て
、
近
く
の
地
下
水
に
火
山
の

恵
み
で
熱
や
成
分
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

温
泉
の
も
と
に
な
る
﹁
水
﹂
は
９
割
以

上
が
雨
で
す
。
箱
根
、
湯
河
原
は
火
山

性
温
泉
で
す
。

丹
沢
山
地
の
中
川
温
泉
は
、
非
火
山

性
温
泉
の
一
例
で
す
。
昔
マ
グ
マ
だ
っ

た
も
の
が
固
ま
っ
た
﹁
高
温
岩
体
﹂
と

呼
ば
れ
る
も
の
が
ま
だ
地
下
に
残
っ
て

い
て
、
そ
の
余
熱
で
温
度
が
上
が
り
ま

す
。
箱
根
の
よ
う
に
80
度
に
は
な
り
ま

せ
ん
が
、
40
度
ぐ
ら
い
に
は
な
り
ま
す
。

ま
た
﹁
高
温
岩
体
﹂
が
な
く
て
も
、

地
中
は
温
度
が
地
下
に
行
く
に
し
た
が

い
、
地
熱
で
１
０
０
m
あ
た
り
２
〜
３

度
上
が
る
の
で
、
１
５
０
０
m
程
掘
れ

ば
60
度
に
な
る
計
算
で
す
。
ち
な
み
に
、

最
近
増
え
て
い
る
大
深
度
温
泉
と
い
う

の
は
、
こ
の
部
類
に
入
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
昔
の
海
の
水
が
閉
じ
こ

め
ら
れ
て
い
る
﹁
化
石
海
水
﹂
を
汲
み

上
げ
て
い
る
温
泉
も
あ
り
ま
す
。

次
に
泉
質
で
す
が
、
火
山
性
温
泉
は
、

火
山
性
蒸
気
と
雨
水
の
混
合
具
合
で
泉

質
が
違
い
ま
す
。
ほ
ぼ
同
じ
地
区
で
、

火
山
起
源
の
成
分
と
地
下
水
流
動
の
状

況
が
同
じ
な
ら
ば
、
温
泉
も
同
じ
で
す

し
、
ど
ち
ら
か
が
異
な
れ
ば
泉
質
も
温

度
も
違
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
火
山
性

温
泉
は
本
当
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん

で
い
ま
す
。

化
石
海
水
型
で
し
た
ら
、
ナ
ト
リ
ウ

ム
‐
塩
化
物
泉
、
つ
ま
り
ほ
と
ん
ど
が

食
塩
泉
で
す
。

よ
く
茶
色
の
湯
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
昔
の
植
物
由
来
の
腐
植
質
が
溶
け

て
い
る
も
の
で
、
フ
ミ
ン
酸
が
主
で
す
。

こ
の
場
合
は
ナ
ト
リ
ウ
ム
‐
炭
酸
水
素

塩
泉
、
重
曹
泉
で
す
ね
。
平
野
部
は
だ

い
た
い
こ
ん
な
も
の
で
、
火
山
性
温
泉

に
比
べ
る
と
検
討
が
つ
け
易
い
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
温
泉
法
に
基
づ
い
て
温

泉
分
析
を
し
て
、
温
泉
分
析
書
を
つ
く

り
ま
す
。
環
境
省
の
基
準
で
、
泉
質
に

応
じ
て
記
す
項
目
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
効
能
は
、
正
直
い
っ
て
断

地下水としての温泉保全入門

神奈川県温泉地学研究所

菊川城司
きくがわじょうじ

神奈川県温泉地学研究所主任研究員

板寺一洋
いたでらかずひろ

神奈川県温泉地学研究所主任研究員
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I酸性硫酸塩泉　<3pH
箱根火山の頂上付近では、大湧谷の

ような噴気活動があり、その周辺は

酸性の硫酸塩泉が主体となる。

II重炭酸塩硫酸塩泉 6～8pH
I帯の硫酸塩泉が岩石と反応して中

和すると重炭酸塩硫酸塩泉となる。

III塩化物泉　7～8.5pH
火山の地下深所から湧き出る高温の

熱水が最初に水と反応して塩化物泉

をつくる。

IV混合型　7～9pH
IIと IIIの温泉が混じり合って塩化

物重炭酸塩硫酸塩泉となる。

深層地下水型 I
高温岩体（とどまった

マグマ）から断層を通

って上昇する熱水

深層地下水型 II
帯水層（水が流れやす

い層）の水が地熱で温

められたもの

化石海水型
大昔の海水が地中に閉

じ込められたもの

非火山性温泉がある温泉は火山性温泉 と

箱根『七湯の枝折』
江戸時代、1811年（文化８）に文窓、弄花という２人の人物が『七湯の枝折』

という箱根温泉の案内本を出版し、各温泉の性質と効能を述べている。

湯元　　冷湯、気味なし　　脚気、すぢけ、骨痛、痔疾、瘡毒、タムシ、など

塔之沢　温湯、辰砂湯、気味かろし

中風、脚気、筋痛、冷症、頭痛、打身、など

堂が島　（性質の記載なし） 痰痛、脚気、痔、頭痛、めまひ、すぢけ、など

宮ノ下　温湯、気味しほはゆし（塩けが多い）

頭痛、腰痛、脚気、しっつり、中風、疝気、など

底倉　　熱湯、気味至而鹹し　　痔疾、淋病、疝気、中風、打身、帯下、など

木賀　　温湯、気味鹹し、又酸みあり

（上湯）気血不順、気虚、胸騒ぎ、すぢけ、など

芦之湯　冷湯、気味酸し

（達磨湯）眼丹、ただれ目、濕眼、つき目、熱、ムシ歯、など

言
で
き
ま
せ
ん
。
﹁
温
泉
の
何
が
効
く

ん
で
す
か
？
﹂
と
問
わ
れ
れ
ば
、
﹁
温

熱
効
果
が
あ
る
﹂
、
﹁
身
体
が
浮
く
﹂
、

﹁
成
分
が
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
る

の
で
は
﹂、﹁
転
地
効
果
で
リ
ラ
ッ
ク
ス

す
る
﹂
程
度
ま
で
は
答
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
﹁
○
○
が
こ
れ
だ
け
入
っ
て

い
る
か
ら
、
○
○
に
効
く
﹂
等
と
は
、

我
々
で
は
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
ち
ら

は
、
温
泉
療
養
を
専
門
に
し
て
い
る
人

に
質
問
し
て
く
だ
さ
い
。

温
泉
の
性
格
は

熱
と
地
下
水
の
収
支
で
決
ま
る

温
泉
も
地
下
水
で
あ
る
と
考
え
る
と
、

そ
の
集
水
域
が
決
ま
り
ま
す
。
箱
根
は

一
つ
の
集
水
域
で
閉
じ
て
い
ま
す
か
ら
、

箱
根
だ
け
を
考
え
る
な
ら
ば
、
平
野
と

の
関
係
は
考
え
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。

湯
河
原
も
閉
じ
た
集
水
域
と
し
て
考
え

ま
す
。

温
泉
が
枯
渇
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

あ
る
井
戸
の
水
位
と
温
度
が
一
定
な
の

か
、
そ
れ
と
も
下
が
っ
て
い
く
の
か
を

計
測
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

温
泉
は
雨
水
と
火
山
性
蒸
気
が
混
じ

り
合
っ
て
で
き
て
い
る
の
で
、
雨
量
が

減
れ
ば
湧
出
量
も
減
り
ま
す
し
、
雨
水

か
ら
く
る
地
下
水
の
流
れ
が
一
系
統
で

は
な
く
複
数
系
統
あ
れ
ば
、
そ
の
系
統

間
の
や
り
と
り
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
場
所
に
よ
り
異
な
る
の
で
、

特
定
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。

こ
の
系
統
を
、
簡
単
に
い
え
ば
﹁
水

脈
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
ま
す
が
、

水
脈
と
い
っ
て
も
地
下
に
川
の
流
れ
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
な
も
の
の
中

を
、
地
下
水
が
ゆ
っ
く
り
と
動
い
て
い

る
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ

う
。
箱
根
、
湯
河
原
で
、
ど
こ
に
ど
う

い
う
水
脈
が
あ
る
か
は
、
な
か
な
か
は

っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
の
が
現
状
で
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、
深
い

所
に
は
熱
く
て
成
分
も
濃
い
水
が
あ
り
、

浅
い
所
ほ
ど
雨
水
に
近
い
薄
く
て
温
度

の
低
い
水
が
あ
る
と
考
え
て
み
て
く
だ

さ
い
。
そ
の
水
が
層
に
な
っ
て
重
な
っ

て
い
る
の
で
す
。
ど
こ
か
で
温
泉
を
過

剰
に
汲
む
と
、
そ
の
部
分
の
湯
が
無
く

な
る
た
め
、
上
か
ら
冷
た
い
水
が
入
っ

て
き
易
く
な
り
、
結
果
的
に
湯
の
温
度

が
下
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

も
し
お
湯
と
水
と
の
間
に
互
い
に
や
り

と
り
が
な
け
れ
ば
、
お
湯
を
汲
ん
で
も

湯
の
温
度
が
下
が
ら
ず
に
、
単
に
湯
量

が
減
る
だ
け
で
す
。
ま
た
、
上
の
冷
た

い
水
も
や
が
て
は
温
泉
に
な
る
と
考
え

た
場
合
は
、
冷
た
い
水
を
汲
む
と
温
泉

も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ
ー
ン
が
考

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
現
状
と
し
て
お
お
ま

か
な
状
況
は
お
話
で
き
ま
す
が
、
現
在

は
あ
る
場
所
の
あ
る
源
泉
が
ど
の
よ
う

な
パ
タ
ー
ン
に
相
当
す
る
の
か
を
、
見

極
め
よ
う
と
調
査
し
て
い
る
段
階
で
す
。
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姥子温泉

蛇骨温泉

雨が降ったら

すぐに涌き出してしまう

姥子温泉は浅層地下水のため、

湧出量が降水に敏感に反応する。

渇水期には枯渇し、豊水期には

急増する。

雨が降ってから

長い時間を経て涌き出す

蛇骨温泉（底倉温泉）は深層地

下水。降水に対する湧出量の反

応は小さく、渇水、豊水に関わ

らず湧出量の変化は少ない。

温泉の湧出量と降水量の関係は、地域特性で違いがある
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モ
ニ
タ
リ
ン
グ

温
泉
地
学
研
究
所
の
主
要
な
活
動
の

一
つ
に
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
あ
り
ま
す
。

定
点
観
測
を
し
て
経
年
変
化
を
調
べ
、

問
題
が
起
き
れ
ば
さ
ら
に
調
査
し
ま
す
。

定
点
観
測
地
点
は
箱
根
で
８
ヶ
所
設
け

て
い
ま
す
。

ま
た
、
日
常
の
観
測
と
は
別
に
、
ス

ポ
ッ
ト
で
調
査
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

箱
根
で
は
群
発
地
震
が
起
き
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
伴
い
温
泉
の
温

度
が
上
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
地
震

火
山
活
動
と
の
か
か
わ
り
を
調
べ
る
た

め
に
、
温
泉
デ
ー
タ
を
集
め
る
の
で
す
。

最
近
で
は
２
０
０
１
年
に
温
度
上
昇
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
観
測
業
務
と
は
別
に
、

県
民
か
ら
の
相
談
を
受
け
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
温
泉
宿
の
ご
主
人

か
ら
﹁
い
ま
ま
で
透
明
だ
っ
た
け
ど
、

何
か
沈
殿
物
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

泉
質
が
変
わ
っ
た
の
か
？
﹂
と
か
﹁
今

ま
で
無
臭
だ
っ
た
の
に
、
臭
い
が
す
る
﹂

﹁
量
が
減
っ
て
き
た
け
ど
、
隣
で
何
か

や
っ
て
い
る
の
で
は
﹂
等
と
い
っ
た
こ

と
で
す
。
沈
殿
物
が
あ
る
と
い
う
相
談

で
す
が
、
こ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
温

泉
か
ら
で
は
な
く
、
清
掃
や
管
理
が
不

十
分
で
、
藻
な
ど
の
有
機
物
が
発
生
す

る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

湯
量
が
減
る
場
合
、
我
々
が
ま
ず
疑

う
の
は
井
戸
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
さ
れ

要
は
、
水
収
支
バ
ラ
ン
ス
と
、
下
か

ら
の
火
山
蒸
気
の
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
が
、

ど
の
よ
う
な
連
鎖
で
関
係
し
て
い
る
か

が
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
か
な
か
わ
か
り

ま
せ
ん
。

量
の
変
動
と
い
っ
て
も

温
泉
の
湧
出
量
は
水
収
支
と
関
係
し

て
い
ま
す
か
ら
、
降
雨
量
の
影
響
が
出

易
い
温
泉
と
、
す
ぐ
に
は
出
な
い
温
泉

が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
自
然
に
湧
い

て
い
る
温
泉
︵
湧
泉
︶
の
中
に
は
大
雨

が
降
る
と
３
日
後
に
湧
水
量
が
増
え
る

場
所
が
あ
り
ま
す
。
逆
に
、
降
雨
に
ほ

と
ん
ど
左
右
さ
れ
な
い
温
泉
も
あ
り
、

個
々
の
個
性
が
あ
り
ま
す
。
箱
根
で
は
、

姥
子
温
泉
は
こ
う
し
た
影
響
が
出
や
す

い
温
泉
で
す
。
通
常
汲
み
上
げ
て
い
る

よ
う
な
掘
削
井
戸
で
は
、
目
に
見
え
る

よ
う
な
大
き
な
影
響
は
出
て
こ
な
い
で

す
ね
。

た
だ
し
、
年
単
位
で
長
期
的
に
見
る

と
、
汲
み
上
げ
量
や
収
支
の
バ
ラ
ン
ス

が
崩
れ
、
だ
ん
だ
ん
量
が
減
っ
て
き
て

い
る
と
い
う
源
泉
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら

に
収
支
以
外
に
も
、
例
え
ば
火
山
活
動

が
活
発
に
な
っ
た
り
す
る
と
温
度
が
上

が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

研
究
所
は
何
を
し
て
い
る
か

当
研
究
所
は
１
９
６
１
年
︵
昭
和
36
︶

に
、
神
奈
川
県
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
当
初
は
温
泉
研
究
所
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
が
、
後
に
地
震
や
地
下
水

汚
染
も
研
究
範
囲
に
含
め
、
今
は
温
泉

地
学
研
究
所
と
名
乗
っ
て
い
ま
す
。
地

質
構
造
の
解
明
、
温
泉
保
護
の
対
策
、

地
下
水
の
保
全
、
地
震
活
動
の
監
視
と

い
う
４
部
門
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

温
泉
は
、
昭
和
30
年
代
に
よ
り
深
く
、

よ
り
多
く
お
湯
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
全
国
的
に
温
泉

の
乱
開
発
が
起
き
ま
し
た
。
ボ
ー
リ
ン

グ
技
術
が
発
達
し
、
汲
み
上
げ
ポ
ン
プ

の
性
能
が
良
く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

こ
の
２
つ
の
技
術
性
能
の
向
上
が
、
過

剰
掘
削
に
拍
車
を
か
け
、
問
題
化
し
て

い
き
ま
し
た
。

箱
根
、
湯
河
原
な
ど
県
内
の
既
存
温

泉
に
も
影
響
が
出
て
、
こ
の
ま
ま
で
は

枯
渇
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
危
機
感
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

温
泉
の
保
全
を
目
的
に
、
当
研
究
所
が

つ
く
ら
れ
た
の
で
す
。

温
泉
研
究
所
が
で
き
る
ま
で
は
、
温

泉
に
か
か
わ
る
こ
と
は
保
健
所
が
担
当

し
て
お
り
、
箱
根
の
湯
量
が
減
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。

﹁
そ
れ
は
多
分
掘
り
す
ぎ
た
か
ら
﹂
程

度
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
が
、
本
格
的
に
温
泉
保
護
の
た
め
の

研
究
を
始
め
た
の
は
１
９
６
１
年
︵
昭

和
36
︶
以
降
で
す
。
自
治
体
レ
ベ
ル
で

の
取
り
組
み
と
し
て
は
全
国
で
も
非
常

に
早
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
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て
い
る
か
ど
う
か
で
す
。
長
く
使
っ
て

い
る
と
、
井
戸
の
管
内
に
湯
垢
︵
ス
ケ

ー
ル
︶
が
付
着
し
た
り
、
ポ
ン
プ
の
能

力
が
落
ち
て
き
ま
す
。
ス
ケ
ー
ル
を
除

去
し
、
そ
れ
で
も
戻
ら
な
け
れ
ば
、
湯

量
が
経
年
的
に
減
っ
て
い
る
の
か
を
調

べ
ま
す
。
井
戸
毎
に
源
泉
の
温
度
、
量

の
デ
ー
タ
は
集
め
て
い
ま
す
の
で
、
そ

れ
ら
を
並
べ
て
判
断
し
ま
す
。

温
泉
保
全
の
考
え
方

現
在
箱
根
、
湯
河
原
の
湧
出
量
は
落

ち
着
い
て
い
ま
す
が
、
高
度
成
長
期
に

は
、
温
泉
の
開
発
は
さ
ら
に
進
み
、
枯

渇
化
が
深
刻
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
神
奈
川
県
で
は
、
１
９
６
７

年
︵
昭
和
42
︶
に
﹁
温
泉
保
護
対
策
要

綱
﹂
を
つ
く
り
、
新
た
な
掘
削
の
禁
止

や
、
汲
み
上
げ
量
の
上
限
を
定
め
ま
し

た
。
こ
れ
に
効
果
が
あ
っ
て
、
湧
出
量

低
下
に
歯
止
め
が
か
か
り
ま
し
た
。

こ
の
対
策
要
綱
で
は
、
ま
ず
保
護
地

域
を
定
め
ま
し
た
。
﹁
特
別
温
泉
保
護

地
域
﹂﹁
温
泉
保
護
地
域
﹂﹁
温
泉
準
保

護
地
域
﹂
の
３
つ
に
ラ
ン
ク
分
け
し
、

箱
根
は
大
部
分
が
温
泉
準
保
護
地
域
と

世界の温泉分布

温泉分布は火山の分布にほぼ等しい。

上：温泉井戸の管内に付着したり、沈殿した

湯垢（スケール）。

左：神奈川県の「ナマズの会」が定期的に温

泉の水位を計測している器具。相対的な水位

の上下動を測定するため、基準を任意に設定

できる。
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江戸の箱根七湯時代から明治の中ごろまでは、源泉数が 30 程度。
箱根温泉の開発気運は、電車時代の開幕や丹那トンネル開通など
の「交通の発達」および「景気の上昇時代」に訪れた。数度の温泉開
発ブームを経て、現在では 360 余りの源泉がある。

温泉保護対策要綱の策定
温泉保護のため温泉保護地域
などを定め、新規掘削の制限
と影響調査の方法などが盛り
込まれた。

温泉法の制定
温泉審議会という第三者機関
が審議するということ以外、
基本的には取締規則の基準と
同様の内容であった。

温泉保護対策要綱の改定
温泉保護地域の拡大と保護規
制の強化をはかり、温泉汲み
上げ量の制限を設けるなど大
幅な改定が行なわれた。

飲泉の許可
飲泉の許可基準
が設けられ、温
泉利用の新たな
展開が始まる。

回転式・トリコンビット堀
岩盤を砕きながら掘削するトリコン
ビットは掘削時間を大幅に短縮した。

湯本温泉では 1944 年ごろから掘削
が盛んになってきたが、温泉水位の低
下は著しく、1965年、自噴していた温
泉が停止した。その後も毎年 0.8m づ
つ水位が低下している。

移動が簡便な水中ポンプの開
発が進み、低下する温泉水位
に対応している。耐圧性の向
上がさらに深所からの汲み上
げを可能にした。

圧縮した空気を送り込み、泡
と一緒に温泉を汲み上げるエ
アーリフト方式は昭和20年
代から使われ始めた。能力が
高く、構造が簡単なのが特徴。
温泉の利用量が増大し、水位
の低下が激しくなる。

回転式・コアー堀
深さ500mまでが限界で
あった衝撃式に変わり、回
転式が登場してきたのが
昭和40年代。
掘り出されたコアーによ
り、箱根の地質構造が明ら
かになり、温泉の科学や成
因モデルに影響を与える。

水中ポンプエアーリフトポンプ

温泉法（衛生行政） 県による要綱行政の時代

上昇景気の時代 温泉ブームの時代

年 昭和35年 昭和55年 平成12年

神武景気
1955

岩戸景気
1959～1961

バブル景気 バブル不況いざなぎ景気
1966～1970

オイルショック
1973　1978-

る

環境庁の所管となる

温泉法とは
1948年（昭和23）に制定。温泉法で、温泉とは「地中からゆう出する温水、

鉱水及び水蒸気その他のガス（炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。）」

で、「別表に掲げる温度又は物質を有するもの」とされている。別表は、以

下のとおり

１　温度（温泉源から採取されるときの温度とする）摂氏25度以上

２　物質（次に掲げるもののうち、いづれか一）
物質名 含有量（１kg中）

溶存物質（ガス性のものを除く）総量1000mg以上

遊離炭酸 250mg以上

リチウムイオン 1mg以上

ストロンチウムイオン 10mg以上

バリウムイオン 5mg以上

フエロ又はフエリイオン 10mg以上

第１マンガンイオン 10mg以上

水素イオン 1mg以上

臭素イオン 5mg以上

沃素イオン 1mg以上

ふつ素イオン 2mg以上

ヒドロひ酸イオン 1.3mg以上

メタ亜ひ酸 1mg以上

総硫黄 1mg以上

メタほう酸 5mg以上

メタけい酸 50mg以上

重炭酸そうだ 340mg以上

ラドン 20（100億分の１キュリー単位）以上

ラヂウム塩 1億分の1mg以上

つまり、「温度が25度以上」か、上に挙げた物質のどれか１つを基準量以

上充たしていれば、法律上は温泉となる。このあまりにも幅の広い温泉の定

義が、温泉法の評判がよくない理由の一つとなっている。

また、温泉の成分等の表示については、温泉法第14条で「温泉を公共の浴

用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるとこ

ろにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければ

ならない」とされており、その掲示項目は、温泉法施行規則第６条で以下の

とおり定められている。

１　源泉名

２　温泉の泉質

３　源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度

４　温泉の成分

５　温泉の成分の分析年月日

６　登録分析機関の名称及び登録番号

７　温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

８　温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

９　温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨（ろ過を実施している場合は、
その旨を含む。）及びその理由

10 温泉に入浴剤（着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。
ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。）を加え、又は温泉を
消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

11 浴用又は飲用の禁忌症

12 浴用又は飲用の方法及び注意

この内、１から６及び11、12が従来の掲示項目、７から10は2005年２月に

改正され追加されたものだ。改正された背景には、2004年に各地で問題にな

った温泉偽装問題や、循環ろ過式入浴施設で起きたレジオネラ肺炎感染の頻

発がある。

左表：神奈川県温泉地学研究所ロビーの展

示を作図したもの。

上：コアー掘りの先端、人造ダイアのビッ

トが回転して、土でも岩盤でもすべて円柱

状（写真中の手前）にして掘り出す。ある

程度掘り進むとコア（中身）を取り出すた

めに、先端部分を地上まで引き上げなけれ

ばならない。そのピストン運動をなくして

大幅に能率を上げたのが、３つのビットで

岩盤を砕くトリコンビットだ。（写真下）粉

砕物は、水と一緒に引き出されるが、その

泥水が、温泉水脈の細孔を目詰まりさせて

しまうこともある。
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な
り
ま
し
た
。

温
泉
準
保
護
地
域
に
お
け
る
新
規
掘

削
井
戸
に
つ
い
て
、
箱
根
は
１
分
間
に

70
リ
ッ
ト
ル
以
上
を
、
湯
河
原
は
１
分

間
に
60
リ
ッ
ト
ル
以
上
を
汲
み
上
げ
禁

止
に
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
要
綱
が

で
き
る
前
の
井
戸
に
つ
い
て
は
既
得
権

と
し
て
、
い
ま
ま
で
汲
ん
で
い
た
分
は

認
め
て
い
ま
す
。
特
別
温
泉
保
護
地
域

と
温
泉
保
護
地
域
は
新
た
に
掘
っ
て
は

い
け
な
い
地
域
で
す
。

こ
れ
を
定
め
て
か
ら
、
湧
出
量
の
減

り
方
が
だ
ん
だ
ん
緩
や
か
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
な
ん
と
か
現
状

維
持
で
き
る
程
度
ま
で
に
は
回
復
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
、
源
泉
掛
け
流
し
が
ブ
ー
ム
で
す

が
、
実
際
問
題
と
し
て
現
在
の
箱
根
の

収
容
人
員
分
を
掛
け
流
し
で
使
お
う
な

ど
と
い
う
の
は
無
理
な
話
で
、
湯
量
不

足
を
補
う
た
め
に
循
環
さ
せ
て
温
泉
を

利
用
し
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て

実
際
の
﹁
汲
み
上
げ
量
﹂
と
﹁
利
用
量
﹂

は
、
乖
離
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

温
泉
の
保
全
は
地
下
水
の
保
全
と
同

じ
で
す
。
雨
水
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
が
地

下
水
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
何
パ
ー
セ

ン
ト
が
温
泉
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
知

っ
た
上
で
、
使
う
温
泉
量
を
決
め
る
べ

き
で
す
。
こ
れ
は
平
野
に
あ
る
工
場
が

地
下
水
の
揚
水
量
を
決
め
る
の
と
同
じ

理
屈
で
す
。

た
だ
し
、
温
泉
成
分
は
変
動
し
ま
す
。

２
ヶ
月
前
に
測
っ
た
湯
と
、
今
測
っ
た

湯
は
、
似
て
い
る
け
れ
ど
ま
っ
た
く
同

じ
成
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
雨
水
の
涵

養
状
況
が
温
泉
の
濃
度
と
か
か
わ
る
の

で
、
量
の
保
全
と
質
の
維
持
は
並
行
し

て
行
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
温
泉
地
に
よ
っ
て
は

死
活
問
題
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
温
度
は
25
度
以
上
あ
る
け
れ

ど
も
、
温
泉
法
で
定
め
ら
れ
た
成
分
の

容
存
物
質
総
量
が
１
０
０
０
mg
／
kg
未

満
だ
と
、
何
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
と

﹁
単
純
温
泉
﹂
と
一
括
り
に
さ
れ
、
越

え
て
い
れ
ば
﹁
塩
類
泉
﹂
と
さ
れ
ま
す
。

こ
の
境
目
に
あ
る
温
泉
は
、
水
の
量
に

よ
っ
て
区
分
け
が
変
わ
る
し
、
そ
の
変

動
は
雨
量
な
ど
の
自
然
変
動
に
よ
る
部

分
と
、
人
為
的
な
汲
み
す
ぎ
に
よ
る
な

ど
、
複
数
の
要
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
在
の
制
度
で
は
、
10
年
に
１
回
程

度
の
成
分
検
査
で
、
単
純
温
泉
か
塩
類

泉
か
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
そ
の
間
に
変

動
が
あ
っ
て
も
、
10
年
間
は
そ
の
ま
ま

で
す
。
つ
ま
り
、
温
泉
と
い
う
も
の
は

量
も
質
も
地
下
の
水
収
支
に
よ
り
常
に

変
動
し
て
い
る
も
の
で
す
が
、
実
状
は

そ
れ
に
対
応
し
て
い
な
い
の
で
す
。

地
下
水
の
流
動
は
、
原
因
が
わ
か
ら

な
い
こ
と
が
多
く
、
ま
だ
ま
だ
調
べ
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
根
気
よ
く
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
こ

と
で
、
温
泉
の
健
全
な
資
源
利
用
に
役

立
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

手掘りの掘削
は主に横穴で、
奥行きが数m
から数十m。
それ以上の掘
削は困難だっ
た。

衝撃式掘削
1923年、木賀で「上総堀り」
による掘削により、深さ
150m から温泉が大量に湧
き出た。この開発の成功が
きっかけとなり、箱根全体
に機械掘削が広がる。

温泉地区取締規則（県）
新規に温泉が掘れるのは、既存の温泉から110m以上離す
などの距離制限と、影響を与えぬことが定められた。掘削し
た温泉を埋め戻すなど厳しい処置もあったが、取締に一貫
性がなかったといわれ、温泉に関する係争が度々起きた。

温泉の開発と利用に関する規則は、1930年の警察による取締規則
にはじまり、温泉法制定後は衛生行政が引き継ぐ。1967 年に神奈
川県の要綱が制定され、1980 年に抜本改正された。温泉開発の技
術発達が著しく、依然として温泉の涸渇化が進行している。

機械による温泉の掘削によって、温泉は深さを持ち、ポンプによ
る汲み上げが必要となった。しかし、その汲み上げが温泉水位の
低下を招き、周辺の温泉の量にまで影響を及ぼすようになる。
渦巻きポンプは温泉水位が低下していくと、徐々に汲み上げ量
が下がり、水位の深さが10mを超えると汲み上げることができ
なくなった。また、温泉の温度や化学成分によって腐食や固形物
の付着といった欠点がある。

自然湧泉は、100～200年
以上前に発見されたもの
が各地にあり、長い間、枯
渇することもなく利用さ
れてきた。

手掘りによって掘削した温泉は自噴したが、
機械によって数 10m 以上も掘られた温泉
は、ポンプによる汲み上げが必要となった。
ポンプによる汲み上げは周囲の温泉の水位
低下を招き、さらに深く温泉を掘り、より強
力なポンプを使うという悪循環が、温泉の
枯渇を一層進めることとなった。

社会状況

温泉行政

掘削技術

汲み上げ技術

人力車などの時代

自然湧泉の発見 手掘り掘削 機械による掘削

渦巻きポンプ

警察による取締行政

自然湧泉・掘削自噴泉

文部省・全国温泉調査 内務省による温泉調査の時代

馬車の時代 電車バスの時代

車道開削
1880 湯本 - 小田原
1881 湯本 - 塔ノ沢
1887 塔ノ沢 - 宮之下
1904 宮之下 - 芦之湯 - 箱根町
1912 宮之下 - 仙石原 - 御殿場
1932 箱根峠 - 熱海
1935 元箱根 - 湖尻 - 大湧谷 - 小湧谷

馬車鉄道開通
1888 国府津 - 湯本

電車開通
1900 国府津 - 湯本

登山電車開通
1919 湯本 - 強羅

小田急開通
1927 新宿 - 小田原

世界恐慌
1930

昭和15年明治13年 明治33年 大正9年

太平洋戦争
1941～1945

丹那トンネル開通
1934 東海道新線
　　　交通が便利になり
　　　温泉開発が進む

富士箱根が国立公園に指定される
1936

箱根温泉の開発史

厚生省の所管となる内務省の所管となる




