
湯本
塔之澤

宮城野

二ノ平

大平台

堂ヶ島

芦之湯

宮ノ下
底倉
木賀

　七湯  江戸時代

蛸川

十二湯  明治時代～戦前

芦ノ湖

小涌谷
湯ノ花沢

強羅

仙石原

十七湯  戦後（現在）

姥子

芦ノ湖

箱根

拡大図

小田
原→

三
島
↓

←御殿場

国
道
１
号

国道138号

旧東
海道

（県
道7
32
号）

須雲
川

早川

歌川広重（初代）による浮世絵『箱根七湯図会 湯もと』。早川と須雲川の合流地点に位
置する江戸時代の湯本温泉場の様子が描かれている 箱根町立郷土資料館蔵

人びとで賑わう箱根湯本駅前

「
東
海
道
」至
近
の

温
泉
場
が
玄
関
口
に

　

休
み
を
温
泉
に
浸
か
っ
て
過
ご
そ
う

と
い
う
観
光
客
で
箱
根
湯
本
駅
周
辺
は

ご
っ
た
返
し
て
い
た
。
早
川
沿
い
の
景

観
は
毎
年
正
月
の
大
学
生
の
駅
伝
大
会

で
も
お
な
じ
み
だ
。
そ
の
駅
か
ら
徒
歩

５
分
の
箱
根
町
立
郷
土
資
料
館
に
は
、

箱
根
温
泉
の
歴
史
が
凝
縮
し
て
展
示
さ

れ
て
い
る
。

「
中
世
の
箱
根
は
『
地
獄
』
で
し
た
。

そ
も
そ
も
火
山
で
で
き
た
土
地
で
す
か

ら
、
大お
お

涌わ
く

谷だ
に

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
荒

涼
と
し
た
風
景
が
広
が
り
、
山
伏
た
ち

が
修
行
の
場
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
箱
根
は
決
し
て
温
泉
を
楽

し
み
に
出
向
く
よ
う
な
場
所
で
は
な
く
、

病
気
療
養
が
大
き
な
目
的
だ
っ
た
は
ず

で
す
」

　

そ
う
語
る
の
は
館
長
の
鈴
木
康
弘
さ

ん
。
箱
根
温
泉
の
歴
史
は
古
く
、
伝
承

で
は
奈
良
時
代
に
湯
本
が
開
湯
し
、
鎌

倉
時
代
に
は
湯
治
場
が
あ
っ
た
こ
と
が

史
料
か
ら
確
認
で
き
る
と
い
う
。

　

今
、
箱
根
温
泉
は
17
の
温
泉
場
で
構

成
さ
れ
る
が
、
江
戸
時
代
初
期
は
湯
本
、

塔
之
澤
、
堂
ヶ
島
、
宮
ノ
下
、
底
倉
、

木
賀
、
芦
之
湯
の
７
つ
の
温
泉
場
が
あ

り
、「
箱
根
七な
な

湯ゆ

」
と
呼
ば
れ
た
。「
地

獄
」
だ
っ
た
箱
根
が
賑
わ
う
の
は
、
江

戸
時
代
後
期
以
降
。
お
伊
勢
参
り
や
富

士
講
な
ど
を
理
由
と
す
る
庶
民
の
旅
が

と
う　
　
　
　
　
　

じ

江
戸
時
代
後
期
、
そ
れ
ま
で
の
病
気

治
療
を
目
的
と
す
る
長
期
に
わ
た
る

湯
治
は
、
各
地
で
少
し
ず
つ
娯
楽
を

含
む
短
期
の
観
光
旅
行
へ
と
変
わ
っ
て

い
く
。
な
か
で
も
江
戸
か
ら
徒
歩
で
２

日
目
に
は
到
着
で
き
る
箱
根
温
泉
は
、

東
海
道
に
近
い
湯
本
、
塔
之
澤
両
地

区
を
中
心
に
人
び
と
が
立
ち
寄
り
活

況
を
呈
し
た
。
全
国
的
に
も
名
の
通
っ

た
温
泉
地
だ
が
、
決
し
て
順
風
満
帆

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
昔
も
今
も
時

代
の
流
れ
を
読
ん
で
手
を
打
っ
て
い
る
。

だ
っ
た
温
泉
地

で
花
開
く

箱
根
温
泉
の
時
代
に
応
じ
た
施
策

「
寄
り
道
」

〈
一い

ち

夜や

湯
治
〉

【見て歩いて温泉街】

早川沿いに広がる箱根の湯本温泉と、箱根湯本駅に入線するロマンスカー
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三
枚
橋箱根湯本駅

早雲寺
弥栄橋

当時の湯本温泉

早川
早川

須雲川

旧東海道
（県道7

32号）

箱根新
道

国道1
号

国道1号

箱根登山鉄道

塔ノ沢駅 三
枚
橋箱根湯本駅

早雲寺
弥栄橋

当時の湯本温泉

早川
早川

須雲川

旧東海道
（県道7

32号）

箱根新
道

国道1
号

国道1号

箱根登山鉄道

塔ノ沢駅

湯本
塔之澤

宮城野

二ノ平

大平台

堂ヶ島

芦之湯

宮ノ下
底倉
木賀

　七湯  江戸時代

蛸川

十二湯  明治時代～戦前

芦ノ湖

小涌谷
湯ノ花沢

強羅

仙石原

十七湯  戦後（現在）

姥子

芦ノ湖

箱根

拡大図

小田
原→

三
島
↓

←御殿場

国
道
１
号

国道138号

旧東
海道

（県
道7
32
号）

須雲
川

早川

箱根七湯へ湯治に訪れた人たちの様子を記す黄表紙本『文武
二道万国通』（1788年［天明8］刊） 箱根町立郷土資料館蔵

箱根町立郷土資料館の館
長を務める鈴木康弘さん

難所だった箱根旧街
道で江戸時代から

営業を続ける「箱根
甘酒茶屋」

旧東海道と当時の湯本温泉の位置関係
箱根町教育委員会『箱根探訪ハンドブック 湯本・塔之澤
温泉場コース』などを参考に編集部作成

箱根七湯から十七湯への変遷
箱根町教育委員会『箱根の歴史と文化 箱
根温泉の歴史』などを参考に編集部作成

盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
だ
。
箱
根
に
は

「
東
海
道
が
近
い
」
地
の
利
が
あ
っ
た
。

「
特
に
湯
本
は
東
海
道
か
ら
数
百
ｍ
で
、

寄
り
道
す
る
に
は
う
っ
て
つ
け
で
し
た
。

小
田
原
か
ら
来
る
と
早
雲
寺
付
近
で
曲

が
り
須す

雲く
も

川が
わ

を
越
え
る
と
温
泉
場
で
す
。

時
間
が
あ
る
人
は
湯
本
の
上
に
あ
る
塔

之
澤
、
宮
ノ
下
も
回
れ
ま
す
し
、
堂
ヶ

島
、
底
倉
、
木
賀
、
芦
之
湯
を
巡
っ
て

芦
ノ
湖
付
近
で
東
海
道
に
戻
る
人
も
増

え
て
い
き
ま
し
た
」
と
鈴
木
さ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
湯
本
を
玄
関
口
と
し
て

箱
根
の
温
泉
場
を
巡
る
人
び
と
が
増
え

て
い
く
と
思
わ
ぬ
事
態
が
勃
発
す
る
。

争
論
に
な
っ
た

「
一
夜
湯
治
事
件
」

　

江
戸
時
代
、
旅
人
は
街
道
筋
に
あ
る

宿
場
に
泊
ま
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い

て
、
宿
場
と
宿
場
の
間
に
あ
る
「
間
あ
い
の

村む
ら

」
へ
の
宿
泊
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
宿
場
で
は
な
い
湯
本
で
は
湯

治
目
的
な
ら
許
さ
れ
る
と
い
う
現
実
も

あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
争
論
が
起
き
た
。

　

街
道
筋
で
は
な
い
箱
根
温
泉
に
泊
ま

る
旅
人
が
増
え
た
た
め
、
湯
本
の
東
に

あ
る
小
田
原
宿
、
西
に
あ
る
箱
根
宿
は

宿
泊
客
が
減
り
困
窮

し
た
。
箱
根
宿
と
小

田
原
宿
は
、
１
８
０

５
年
（
文
化
２
）
７
月
、

道
中
奉
行
に
「
湯
本
が
『
一い

ち

夜や

湯
治
』

と
称
し
て
団
体
を
宿
泊
さ
せ
て
い
る
の

で
取
り
締
ま
っ
て
ほ
し
い
」
と
訴
え
た

の
だ
。

　

鈴
木
さ
ん
は
「
湯
本
側
は
『
一
夜
湯

治
』
に
つ
い
て
、
も
と
も
と
１
つ
の
温

泉
場
に
長
期
滞
在
す
る
の
で
は
な
く
、

箱
根
の
各
温
泉
場
を
巡
る
こ
と
で
湯
治

を
か
な
え
る
と
説
明
。
道
中
奉
行
に

『
湯
本
は
古
く
か
ら
旅
人
を
泊
め
て
い

る
』『
売
り
上
げ
に
応
じ
た
湯
運
上
金
も

以
前
か
ら
納
め
て
い
る
』
と
直
談
判
し

て
対
抗
し
ま
し
た
」
と
言
う
。

　

結
果
的
に
道
中
奉
行
は
「
一
夜
湯
治

苦
し
か
ら
ず
」
と
し
て
、
宿
場
以
外
で

の
宿
泊
を
公
的
に
認
め
た
。

「『
一
夜
湯
治
事
件
』
と
呼
ん
で
い
ま

す
が
、
前
々
か
ら
進
ん
で
い
た
旅
の
変

化
を
幕
府
も
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
結
果
が
今
の
短
期
滞
在
温
泉
観
光

化
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
」

温
泉
場
が
一
丸
と
な
っ
て

「
寄
り
道
」か
ら「
目
的
地
」へ

　

江
戸
か
ら
向
か
う
と
箱
根
温
泉
は

「
箱
根
関
所
」
の
手
前
。
つ
ま
り
関
所

手
形
を
も
た
ず

に
訪
ね
ら
れ
る
。

活
況
を
呈
し
た

箱
根
温
泉
で
、

17 〈一夜湯治〉で花開く「寄り道」だった温泉地―箱根温泉の時代に応じた施策



1811年（文化8）に成立した『七湯の枝折』2巻より「湯本の全図」。早川と須雲川の合流地点に位置する江戸時代の湯
本の温泉場の様子がわかる。手前の川が早川で、左奥の須雲川の橋を渡ると東海道へ至る 箱根町立郷土資料館蔵

（上）1886年（明治19）に開通した湯本から塔之澤に至る
車道 嶋写真店蔵　（下）富士屋ホテル本館前に集う外国
人たち 箱根町立郷土資料館蔵

１
８
１
１
年
（
文
化
８
）
に
温
泉
場
の
案

内
書
『
七な
な

湯ゆ

の
枝し

折お
り

』
と
い
う
温
泉
絵

巻
（
全
10
巻
）
が
成
立
す
る
。
湯
宿
や
効

能
の
み
な
ら
ず
、
名
所
旧
跡
も
網
羅
さ

れ
て
い
る
う
え
、
す
べ
て
の
温
泉
場
の

旅
館
が
こ
れ
を
備
え
て
い
た
。

「
今
で
い
う
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
す
。
七

湯
が
ま
と
ま
っ
て
『
箱
根
温
泉
』
の
評

判
を
高
め
て
い
こ
う
と
の
意
思
の
発
露

が
窺
え
ま
す
。
さ
ら
に
１
８
４
３
年

（
天
保
14
）
に
は
、
温
泉
宿
同
士
で
行
き

過
ぎ
た
客
の
取
り
合
い
を
や
め
よ
う
と

営
業
協
定
を
結
び
ま
す
。
こ
れ
も
箱
根

全
体
で
ま
と
ま
っ
て
発
展
し
よ
う
と
い

う
考
え
か
ら
で
し
ょ
う
」
と
鈴
木
さ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
幕
府
が
倒
れ
明
治
政
府
が

成
立
す
る
と
、
箱
根
温
泉
を
揺
る
が
す

出
来
事
が
相
次
ぐ
。
関
所
制
度
や
宿
駅

制
度
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
街
道
沿
い
が

廃
れ
た
。
１
８
８
９
年
（
明
治
22
）
に
は

東
海
道
幹
線
鉄
道
が

北
西
の
御
殿
場
経
由

で
開
通
（
現
在
の
御
殿
場

線
）
し
た
こ
と
で
、

箱
根
温
泉
は
通
過
点

に
す
ら
な
ら
な
く
な

る
危
険
が
生
じ
た
。

「
そ
う
な
る
と
温
泉

場
の
力
で
人
び
と
を

引
っ
張
っ
て
く
る
し

か
な
い
。
１
８
７
５

年
（
明
治
８
）
以
降
、

湯
本
の
福
住
正ま
さ

兄え

ら
が
軸
と
な
っ
て
小

田
原
か
ら
湯
本
へ
新
た
な
道
路
を
つ
く

り
、
さ
ら
に
塔
之
澤
、
宮
ノ
下
へ
と

『
温
泉
場
』
の
人
び
と
が
資
金
を
出
し

合
い
つ
な
い
で
い
く
。
さ
ら
に
箱
根
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
東

海
道
線
国
府
津
駅
か
ら
小
田
原
経
由
で

湯
本
ま
で
馬
車
鉄
道
を
開
通
さ
せ
た
の

で
す
」
と
鈴
木
さ
ん
は
語
る
。

　

文
明
開
化
に
し
た
が
っ
て
水
力
発
電

で
旅
館
や
ホ
テ
ル
で
電
灯
を
と
も
し
、

擬ぎ

洋よ
う

風ふ
う

建
築
も
採
用
、
外
国
人
サ
ー
ビ

ス
も
始
め
る
な
ど
、
新
し
い
時
代
に
対

応
す
る
事
業
を
温
泉
場
が
中
心
と
な
っ

て
進
め
た
。
か
つ
て
の
小
さ
な
７
つ
の

湯
治
場
が
「
寄
り
道
」
か
ら
発
展
し
、

全
国
に
知
ら
れ
る
一
大
温
泉
観
光
地
と

な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
で
思

い
き
り
の
い
い
施
策
を
打
っ
た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

い
ま
再
び
追
求
す
る

「
Ａ
Ｌ
Ｌ
箱
根
」

　

で
は
、
箱
根
温
泉
の
現
状
は
ど
う
な

の
だ
ろ
う
か
。

　

２
年
間
に
も
及
ぶ
議
論
の
末
、
箱
根

Ｄ
Ｍ
Ｏ
（
一
般
財
団
法
人 

箱
根
町
観
光
協
会
）
が

設
立
し
た
の
は
２
０
１
８
年
（
平
成
30
）

４
月
。
発
足
当
初
の
使
命
は
「
官
民
一

体
Ａ
Ｌ
Ｌ
箱
根
の
構
造
で
箱
根
町
の
観

光
経
済
を
拡
大
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
」。

１
９
５
６
年
（
昭
和
31
）
に
湯
本
町
、
温

泉
村
、
宮
城
野
村
、
仙
石
原
村
、
箱
根

町
の
５
カ
町
村
が
合
併
し
、
新
た
に
箱

根
町
と
な
っ
た
が
、
今
あ
え
て
「
官
民

一
体
Ａ
Ｌ
Ｌ
箱
根
」
を
掲
げ
る
と
い
う

こ
と
は
、
か
つ
て
の
一
体
感
が
薄
れ
て

い
る
の
か
。

　

箱
根
Ｄ
Ｍ
Ｏ
専
務
理
事
の
佐
藤
守
さ

ん
は
「
少
な
く
と
も
近
年
は
バ
ラ
バ
ラ

な
方
向
を
見
て
い
ま
し
た
」
と
分
析
す

る
。
箱
根
に
は
10
も
の
観
光
協
会
が
あ

る
け
れ
ど
う
ま
く
連
動
で
き
て
い
な
い

―
―
佐
藤
さ
ん
の
目
に
は
そ
う
映
っ
た
。

　

逆
に
「
箱
根
ブ
ラ
ン
ド
」
が
強
い
が

ゆ
え
の
弊
害
も
あ
る
。
２
０
１
９
年

（
令
和
元
）
10
月
の
台
風
19
号
で
一
部
の

温
泉
で
供
給
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
と
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
が
「
箱
根
の
温
泉
が
止
ま
っ

た
！
」
と
一
斉
に
報
じ
た
。
実
際
に
は

強ご
う

羅ら

と
仙せ

ん

石ご
く

原は
ら

の
一
部
が
止
ま
っ
た
だ
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箱根ＤＭＯ（箱根町
観光協会）専務理事
の佐藤守さん（上）と、
塔之澤温泉の旅館

「福住楼」五代目の
澤村吉之さん（下）

築100年を超え
る塔之澤温泉の

旅館「福住楼」

石
畳
が
残
る「
箱
根
旧
街
道
」。

江
戸
時
代
に
徳
川
幕
府
が
整
備
し
た
東
海
道
に
あ
た
る

け
な
の
に
、
箱
根
の
温
泉
が
す
べ
て
ダ

メ
に
な
っ
た
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
た
。

「
強
羅
と
仙
石
原
以
外
は
問
題
な
い
の

で
、
湯
本
な
ど
他
の
温
泉
場
に
来
て
も

ら
う
た
め
に
き
ち
ん
と
情
報
提
供
し
ま

し
た
。
互
い
に
不
利
益
を
被
ら
な
い
よ

う
に
し
た
た
め
、
そ
れ
以
降
は
エ
リ
ア

と
し
て
の
一
体
感
が
出
て
き
て
い
る
と

思
い
ま
す
」
と
佐
藤
さ
ん
。

　

関
東
近
郊
の
温
泉
地
が
魅
力
を
高
め

る
な
か
、「
箱
根
ら
し
さ
」
を
歴
史
や
自

然
教
育
か
ら
つ
く
り
だ
そ
う
と
、
箱
根

Ｄ
Ｍ
Ｏ
は
箱
根
町
立
郷
土
資
料
館
の
鈴

木
さ
ん
た
ち
と
東
海
道
の
跡
を
示
す
石

畳
を
活
用
し
よ
う
と
動
い
て
も
い
る
。

知
名
度
に
頼
ら
ず

水
面
下
で
も
が
く

　

外
部
か
ら
出
向
中
の
佐
藤
さ
ん
か
ら

見
た
箱
根
の
強
み
と
は
何
か
。

「
人
が
い
る
こ
と
で
す
。
頭
脳
明
晰
な

地
場
の
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
経
営
者
が
多

い
。
こ
れ
は
大
き
な
強
み
で
す
」

　

そ
の
一
人
が
澤
村
吉
之
さ
ん
だ
。
塔

之
澤
温
泉
で
１
８
９
０
年
（
明
治
23
）
に

創
業
し
た
温
泉
旅
館
「
福ふ
く

住ず
み

楼ろ
う

」
の
五

代
目
で
あ
る
。
福
住
楼
は
築
１
０
０
年

を
超
え
る
、
風
格
あ
る
木
造
建
造
物
だ
。

　

今
は
７
～
８
軒
の
宿
が
営
業
す
る
塔

之
澤
温
泉
は
、
戦
後
の
復
興
期
、
高
度

経
済
成
長
期
で
も
宿
の
数
も
建
物
も
さ

ほ
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
澤
村
さ
ん
は

「
不
便
な
地
域
な
ん
で
す
」
と
明
か
す
。

「
ま
ず
土
地
が
狭
い
。
上
水
道
が
開
通

し
た
の
も
ほ
ん
の
５
年
前
で
す
。
塔
之

澤
の
宿
は
基
本
的
に
山
の
湧
水
を
引
い

て
い
る
の
で
、
飲
み
水
は
も
ち
ろ
ん
約

60
度
の
源
泉
に
加
え
る
水
の
量
も
限
ら

れ
ま
す
か
ら
、
景
気
が
い
い
か
ら
と
い

っ
て
大
き
な
建
物
に
建
て
替
え
る
こ
と

は
し
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

「
箱
根
ブ
ラ
ン
ド
」
が
効
い
て
経
営
は

順
風
満
帆
か
と
思
い
き
や
、「
厳
し
い
と

き
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
り
ま
す
」
と
澤

村
さ
ん
は
苦
笑
す
る
。
そ
も
そ
も
澤
村

さ
ん
は
、
稼
働
率
３
割
ま
で
落
ち
込
ん

だ
福
住
楼
の
債
務
を
整
理
し
、
建
物
を

残
し
て
く
れ
る
人
に
譲
る
つ
も
り
で
戻

っ
て
き
た
。
し
か
し
海
外
の
旅
行
サ
イ

ト
と
提
携
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
文
化
が

感
じ
ら
れ
る
建
物
の
雰
囲
気
と
あ
い
ま

っ
て
人
気
が
集
ま
り
、
コ
ロ
ナ
禍
の
前

は
宿
泊
客
の
８
割
が
欧
米
中
心
の
外
国

人
に
。「
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で

き
た
こ
と
か
も
」
と
笑
う
が
、
ベ
ジ
タ

リ
ア
ン
や
グ
ル
テ
ン
フ
リ
ー
に
対
応
し

た
食
事
も
用
意
し
て
い
る
。「
箱
根
ブ
ラ

ン
ド
」
だ
け
で
人
が
集
ま
る
時
代
で
は

な
い
。

「『
箱
根
は
い
い
よ
ね
』
と
同
業
者
か

ら
も
よ
く
言
わ
れ
る
ん
で
す
が
、
知
名

度
に
頼
っ
て
努
力
し
な
け
れ
ば
経
営
は

す
ぐ
傾
き
ま
す
。
例
え
ば
宿
泊
料
。
若

干
高
い
で
す
が
、
箱
根
町
は
神
奈
川
県

な
の
で
地
域
別
最
低
賃
金
は
東
京
都
と

１
円
し
か
変
わ
ら
な
い
た
め
、
ど
う
し

て
も
高
値
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
」

　

澤
村
さ
ん
に
も
箱
根
の
一
体
感
に
つ

い
て
尋
ね
る
と
、「
５
カ
町
村
そ
れ
ぞ
れ

の
地
元
意
識
が
強
い
」
と
言
う
。
た
だ

し
、
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
の
東
日
本

大
震
災
、
２
０
１
５
年
（
平
成
27
）
の
大

涌
谷
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
の
引
き
上
げ
、

そ
し
て
箱
根
登
山
鉄
道
の
線
路
が
一
部

流
出
し
た
２
０
１
９
年
の
台
風
19
号
な

ど
を
経
験
し
、
ま
た
箱
根
Ｄ
Ｍ
Ｏ
の
取

り
組
み
も
あ
っ
て
、
以
前
よ
り
一
体
感

は
増
し
て
き
て
い
る
そ
う
だ
。

　

困
難
が
地
域
の
結
束
を
強
め
る
の
は
、

昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
。
か
つ
て
の

『
七
湯
の
枝
折
』
の
よ
う
に
、
地
域
全

体
の
魅
力
を
高
め
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
温

泉
場
の
特
徴
を
出
す
こ
と
で
、
箱
根
は

新
た
な
層
を
呼
び
込
め
る
は
ず
だ
。

（
２
０
２
２
年
８
月
12
日
、
９
月
７
日
取
材
）

【見て歩いて温泉街】

19 〈一夜湯治〉で花開く「寄り道」だった温泉地―箱根温泉の時代に応じた施策


