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日
頃
よ
り
、
当
財
団
の
活
動
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を
賜
り
、
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
ま
た
、
当
財
団
機
関
誌
『
観
光
文
化
』
を
ご
愛
読
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
た
び
、
当
誌
の
内
容
・
構
成
の
見
直
し
に
よ
る
編
集
方
針
の
刷
新
を
行
い
、

本
号
よ
り
新
た
な
誌
面
で
発
行
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
発
行
を
年
四

回（
季
刊
）に
改
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
、併
せ
て
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

『
観
光
文
化
』の
歴
史
は
古
く
、一
九
七
六
年
（
昭
和
五
十
一
年
）
十
二
月
に
創
刊
、

第
１
号
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
以
降
、
今
年
で
三
十
六
年
目
を
迎
え
、
本
号
で

２
１
５
号
を
数
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
専
門
家
の
方
々

に
ご
寄
稿
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
多
く
の
方
か
ら
内
容
や
テ
ー
マ
等
を
中
心
に

ご
意
見
や
ご
感
想
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第

で
す
。

こ
れ
ま
で
の『
観
光
文
化
』は
、主
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
観
光
の
ト
ピ
ッ

ク
を
特
集
テ
ー
マ
に
据
え
、
各
テ
ー
マ
に
造
詣
の
深
い
方
々
に
執
筆
を
お
願
い
す

る
形
で
ま
と
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
多
様
で
深
奥
な
知
見
が
凝

縮
さ
れ
た
冊
子
と
し
て
高
い
評
価
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
文
字
通
り
わ
が
国
の
観

光
文
化
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
も
の
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

今
回
の
刷
新
で
は
、
こ
の
理
念
を
継
承
し
つ
つ
も
、
こ
れ
ま
で
の
皆
様
か
ら
の

ご
指
導
に
よ
り
蓄
積
さ
れ
て
き
ま
し
た
当
財
団
の
知
見
に
基
づ
く
論
考
・
提
言
を

発
表
す
る
場
と
し
て
位
置
付
け
る
方
針
と
い
た
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
当
財

団
研
究
員
の
研
究
・
事
業
活
動
を
基
に
特
集
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
研
究
員
自
ら
が

執
筆
に
当
た
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
外
部
専
門
家
の
方
々
か
ら
ご
寄
稿
を
い
た
だ

き
、
わ
が
国
の
観
光
文
化
発
展
の
た
め
の
問
題
提
起
、
情
報
提
供
、
交
流
の
場
と

な
る
よ
う
な
誌
面
づ
く
り
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ほ

か
、
公
益
財
団
法
人
と
し
て
の
公
益
活
動
を
幅
広
く
お
伝
え
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

研
究
成
果
や
活
動
内
容
の
紹
介
、「
旅
の
図
書
館
」
か
ら
の
ご
案
内
の
充
実
等
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

折
し
も
、
創
業
百
周
年
お
よ
び
公
益
財
団
法
人
へ
の
移
行
と
い
う
節
目
で
の
刷

新
と
な
り
ま
し
た
が
、
今
後
も
わ
が
国
の
観
光
文
化
の
振
興
を
目
指
し
、『
観
光

文
化
』
の
ま
す
ま
す
の
内
容
充
実
お
よ
び
価
値
向
上
に
努
め
る
所
存
で
す
。
ぜ
ひ

と
も
、
刷
新
第
一
号
と
な
る
本
号
に
対
し
、
幅
広
い
ご
意
見
・
ご
感
想
を
賜
れ
ば

幸
い
で
す
。

引
き
続
き
、『
観
光
文
化
』
ご
愛
読
の
ほ
ど
、よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
し
が　

の
り
ひ
と
）

『
観
光
文
化
』の
編
集
方
針
と
誌
面
の
刷
新
に
つ
い
て

公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社   

会
長　
　

志
賀  

典
人



私
が
住
む
倉
敷
の
美
観
地
区
（
市
条
例
）
は
「
観
光
地
」
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
大
原
美
術
館
も
「
観
光
資
源
」
と
呼
ば
れ
る

事
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
倉
敷
は
毎
年
多
く
の
観
光
客
を
迎
え
、
大
原

美
術
館
で
は
世
界
各
地
か
ら
の
お
客
様
が
充
実
し
た
時
間
を
楽
し
ん
で

お
ら
れ
る
。
観
光
関
連
の
仕
事
で
生
活
し
て
い
る
市
民
も
少
な
く
な
い
。

こ
こ
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
観
光
地
」
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、私
た
ち
は
、倉
敷
が
外
見
の
み
を
飾
っ

た
「
観
光
業
の
た
め
の
観
光
地
」
に
な
っ
た
り
、
大
原
美
術
館
が
「
町

の
集
客
装
置
と
し
て
の
観
光
資
源
」に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、

厳
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
街
に
多
く
の
お
客
様
を
迎
え
る
の
は
嬉
し
い
こ
と

で
あ
る
。
私
た
ち
が
愛
で
育
て
た
も
の
に
親
し
ん
で
い
た
だ
き
、
美
し
い

街
の
美
し
い
暮
ら
し
を
共
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
も
大
き
な
喜
び

で
あ
る
。

ま
た
、
お
客
様
へ
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
ビ
ジ
ネ
ス
が
繁

栄
す
る
こ
と
も
地
元
に
と
っ
て
は
大
変
重
要
で
、
少
し
で
も
多
く
の
お

客
様
を
こ
の
地
に
迎
え
て
、
良
い
時
間
を
過
ご
し
て
い
た
だ
く
た
め
の

努
力
と
工
夫
を
怠
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
を
自
己
目
的
化
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
、
私
た
ち
は
自

戒
し
て
い
る
。
集
客
を
全
て
に
優
先
さ
せ
、
街
自
体
の
価
値
や
、
市
民

の
誇
り
と
生
活
を
な
お
ざ
り
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
生
活
と
文
化
が
「
観

光
の
下
僕
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
倉
敷
も
大
原
美
術
館
も
、
そ
の

日
か
ら
劣
化
し
は
じ
め
る
に
違
い
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
私
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
「
入
込
み
客
数
」
は
、「
二

番
目
に
重
要
な
指
標
」
だ
と
考
え
た
い
と
思
う
。
一
番
重
要
な
の
は
、
こ

の
街
の
価
値
と
市
民
の
生
活
の
美
し
さ
で
あ
る
。
大
原
美
術
館
に
と
っ

て
も
、
館
の
価
値
と
使
命
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
。
お
客
様
の
数
は

も
ち
ろ
ん
重
要
だ
が
、
そ
れ
は
、
一
番
で
は
な
く
、
二
番
目
に
重
要
な
こ

と
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て
は
じ
め
て
、
街
も
、
美
術
館
も
、
魅
力
を
薄

れ
さ
せ
ず
に
永
続
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

観
光
事
業
は
、国
の
姿
を
問
い
、地
元
の
誉
れ
を
高
め
る
事
業
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、「
観
光
地
」
に
暮
ら
す
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
自
ら

の
姿
を
常
に
問
い
な
お
し
、
本
当
の
地
元
の
誉
れ
を
磨
く
こ
と
こ
そ
が
一

番
大
切
な
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
は
、
そ
う
心
得
て
、
日
々
自
ら
を
省

み
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
お
お
は
ら　

け
ん
い
ち
ろ
う
）

倉敷−−「まち」の価値と市民生活の美しさ
〜お客様の数は二番目に大切な指標と考えたい〜

公益財団法人大原美術館理事長   倉敷商工会議所名誉会頭　　大原  謙一郎
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当
時
東
京
都
建
設
局
長
の
石
川
栄ひ

で
あ
き耀
先

生
（
注
２
）
の
講
義
に
感
銘
を
受
け
ま
し

た
。
ま
た
、
大
学
の
授
業
に
農
学
部
か
ら

い
ら
し
て
い
た
加
藤
誠せ

い
へ
い平
先
生
（
注
３
）
に

も
大
変
お
世
話
に
な
り
、
僕
自
身
は
こ
の

道
に
入
る
縁
が
で
き
ま
し
た
。

観
光
の
知
の
体
系
化
と

人
づ
く
り

―
―
観
光
の
知
の
体
系
化
の
試
み
は
、
ど

の
よ
う
な
形
で
始
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。

【
鈴
木
】 

昭
和
二
十
四
年
、
東
大
農
学
部

林
学
科
造
園
学
教
室
（
研
究
室
）
に
就

職
し
て
か
ら
十
二
年
半
の
間
に
、
趣
味
と

　

観
光
の
体
系
化
に
早
く
か
ら
取
り
組

ん
で
こ
ら
れ
た
日
本
観
光
研
究
学
会
の
初

代
会
長
・
鈴
木
忠
義
氏
（
東
京
工
業
大

学
名
誉
教
授
）
に
、
長
年
に
わ
た
る
実
践

を
通
し
て
育
ん
で
こ
ら
れ
た
観
光
地
づ
く

り
の
基
調
と
な
る
考
え
方
に
つ
い
て
語
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

終
戦
後
の
「
観
光
立
国
」

―
―
観
光
と
の
出
会
い
は
、
い
つ
、
ど
の

よ
う
な
時
代
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

【
鈴
木
】 

も
と
も
と
好
奇
心
や
探
究
心
が

強
く
て
写
真
や
旅
行
が
好
き
だ
っ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
が
、
終
戦
後
「
観
光
立
国
」

が
盛
ん
に
い
わ
れ
て
い
た
昭
和
二
十
三
年
、

僕
が
東
京
大
学
土
木
工
学
科
三
年
生
の

時
に
、
新
聞
広
告
で
見
つ
け
て
東
京
都
総

務
局
観
光
課
に
よ
る
観
光
講
座
「
観
光
の

理
論
と
実
際
」
を
受
講
し
た
の
が
観
光
と

の
出
会
い
で
す
。
当
時
の
有
識
者
た
ち
が

講
師
陣
（
図
１
）
で
六
日
間
の
講
座
を
六

年
間
、
東
京
都
は
本
当
に
真
剣
に
や
っ
て

い
ま
し
た
。
観
光
と
い
う
の
は
、
こ
れ
く

ら
い
本
腰
を
入
れ
て
考
え
る
べ
き
も
の
な

の
で
す
。
昭
和
二
十
五
年
に
朝
鮮
戦
争
が

始
ま
っ
た
途
端
に
工
業
が
優
先
と
な
り
観

光
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
て
、
や
が
て
閉

講
と
な
り
ま
し
た
が
、
講
師
で
い
ら
し
て

い
た
林
学
博
士
の
田
村
剛つ

よ
し

先
生
（
注
１
）、

観光地づくりの本質を探る
 ――観光まちづくりの「心」とは

観光地づくりの本質とは何か？

観光地におけるまちづくり＝観光まちづくりの成果は、単に観光客数だけでは測れません。
では、その「心」とは何でしょうか。当財団と長くお付き合いいただいている鈴木忠義氏へ
のインタビューと３つの観光地の事例を通じて、“地域が自ら考え、行動する自立した観光
地”へと構造を変えていく観光地づくりの本質について探ります。

人
間
の「
喜
び
」と「
生
き
が
い
」を
生
む

観
光
地
づ
く
り

東
京
工
業
大
学   

名
誉
教
授

鈴
木  

忠
義

2
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実
益
を
兼
ね
て
観
光
関
係
の
調
査
・
研
究
、

写
真
を
蓄
積
し
、
昭
和
三
十
六
年
に
工
学

部
専
任
講
師
着
任
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
『
観

光
開
発
を
ど
う
考
え
る
か
』（
発
行
：
日

本
観
光
協
会
、
現
・
社
団
法
人
日
本
観

光
振
興
協
会
）
を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
が

僕
の
観
光
に
関
す
る
考
察
の
原
点
で
あ
り
、

そ
の
後
の
講
義
の
ベ
ー
ス
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。
目
次（
図
２
）を
チ
ェ
ッ
ク
す
れ
ば
、

観
光
の
構
造
を
考
え
る
上
で
本
質
的
な

も
の
が
そ
ろ
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
冒
頭

の「
１ 

観
光
活
動
の
社
会
的
背
景
」や「
２ 

だ
れ
が
観
光
旅
行
を
し
て
い
る
か
」
の
部

分
で
は
、
一
人
あ
た
り
の
所
得
及
び
個
人

消
費
支
出
の
推
移
な
ど
を
説
得
力
あ
る

デ
ー
タ
で
示
し
ま
し
た
が
、
全
体
と
し
て

は
フ
ォ
ト
エ
ッ
セ
ー
風
で
「
美
し
く
な
い

と
観
光
地
は
人
が
来
な
い
」
と
い
う
こ
と

を
写
真
に
語
ら
せ
ま
し
た
。

―
―
観
光
分
野
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
心
が
け
て
き
ま
し
た
か
。

【
鈴
木
】 
新
た
な
分
野
を
切
り
開
い
て
い
く

時
に
は
、
活
躍
で
き
る
人
材
を
育
て
る

こ
と
が
大
事
で
す
。
木
を
一
本
一
本
植
え

て
森
を
つ
く
っ
て
い
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、

社
会
的
要
請
を
考
え
つ
つ
着
実
に
一
人
ず

つ
と
い
う
方
針
で
育
て
て
き
ま
し
た
。
そ

の
人
材
が
、
社
会
及
び
個
人
に
と
っ
て
意

義
あ
る
こ
と
を
や
っ
て
い
る
と
思
え
る
環

境
を
整
え
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
つ
も
り

で
い
ま
す
。

　
「
学
」
と
は
「
知
の
体
系
化
」
で
す
。

観
光
は
後
発
の
学
問
か
つ
広
汎
で
、
そ
の

体
系
化
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
観

光
学
」
と
い
う
分
野
と
し
て
立
ち
行
く

た
め
に
は
、
経
済
学
や
文
学
、
心
理
学

な
ど
他
の
分
野
か
ら
学
び
な
が
ら
、
概
念

（
観
光
と
は
何
か
）
と
意
味
論
（
観
光
に

は
ど
の
よ
う
な
効
用
が
あ
る
か
）
を
確

立
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
上
で

人
材
育
成
の
た
め
の
良
い
教
科
書
を
つ
く

る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
財
団
が
主
体
的
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
だ

と
思
い
ま
す
。

「
観
光
」
が

目
指
す
べ
き
も
の

人
間
の
好
奇
心
や
探
究
心
に
応
え

「
喜
び
」
や
「
生
き
が
い
」
に
資
す
る

―
―
こ
れ
か
ら
「
観
光
」
が
目
指
す
べ
き

こ
と
は
、
何
で
し
ょ
う
か
。

3 特集◉観光地づくりの本質を探る——観光まちづくりの「心」とは
特集１ 人間の「喜び」と「生きがい」を生む観光地づくり

図1　第１回観光講座（昭和23年）の講義プログラム
Ⅰ. 総論
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 ２	観光産業論　木村禧八郎（参議院議員）
Ⅱ. 観光事業の理論
 １	観光事業概論　新井堯爾（全日本観光連盟  副会長）
 ２	観光資源論　田村剛（林学博士）
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	 ２	アメリカの印象　高田市太郎（毎日新聞  欧米部長）
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図2 『観光開発をどう考えるか』目次

	 1	 観光活動の社会的背景
	 2	 だれが観光旅行をしているか
	 3	 なにが観光の対象になっているか
	 4	 観光のしかたはどうなっているか
	 5	 観光消費はなにを意味するか　Ⅰ
	 6	 観光消費はなにを意味するか　Ⅱ
	 7	 観光活動とは
	 8	 観光開発と立地条件
	 9	 観光開発の留意点
	10	 風景の保護と育成
	11	 風致の造成と破壊
	12	 産業と風景
	13	 各種事業の観光開発への協力
	14	 文化財と観光
	15	 交通施設
	16	 宿泊施設
	17	 園地と小施設
	18	 休憩舎・便所・展望台
	19	 売店・食堂
	20	 総合休憩施設
	21	 スポーツ・レクリエーション施設
	22	 観覧施設

出典：東京都総務局観光課「観光の理論と実際」（第１回観光講座全集）昭和24年発行出典：鈴木忠義著・日本観光協会		昭和36年発行



【
鈴
木
】 

小
さ
い
子
供
が
バ
ス
や
電
車
に
乗

る
と
す
ぐ
に
窓
の
外
を
見
た
が
り
ま
す
。

そ
の
好
奇
心
や
探
究
心
は
「
観
光
」
の
原

点
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
人
間
が

本
来
持
つ
好
奇
心
や
探
究
心
に
応
え
、
人

間
の
「
喜
び
」
や
「
生
き
が
い
」
に
資
す
る

こ
と
が
「
観
光
」
の
本
質
だ
と
考
え
ま
す
。

人
間
の
生
活
に
は
経
済
基
盤
が
な
い
と
困

り
ま
す
が
、
経
済
は
あ
く
ま
で
も
手
段
で

あ
っ
て
、真
に
求
め
て
い
る
の
は「
喜
び
」や

「
生
き
が
い
」
な
の
で
す
。
心
理
学
の
対
象

は
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
や
精
神
疾
患
な
ど
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
な
要
素
の
こ
と
が
多
く
て
、
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
要
素
で
あ
る
「
喜
び
」
に
関
す
る
部

分
は
十
七
分
の
一（
約
六
％
）
し
か
な
い
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
（
注
４
）。
観
光
と
は
ま

さ
に
そ
の
貴
重
な
部
分
を
担
わ
せ
て
も
ら

っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
、「
喜
び
の

心
理
学
」
の
基
礎
研
究
も
必
要
で
し
ょ
う
。

―
―
「
喜
び
」
や
「
生
き
が
い
」
と
い
う

の
は
人
間
が
「
観
光
」
に
求
め
る
普
遍
的

な
も
の
な
の
で
す
ね
。
一
方
で
、「
観
光
」

の
対
象
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ

て
い
き
ま
す
よ
ね
。

【
鈴
木
】 

ま
さ
に
そ
う
な
の
で
す
。「
観
光
」

の
対
象
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
述

の
観
光
の
概
念
と
意
味
（
効
用
）
論
も
時

代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と

で
す
。
だ
か
ら
、
観
光
に
携
わ
る
人
々
は

変
化
を
前
提
と
し
て
研
鑽
を
積
み
、
普
遍

的
な
部
分
は
大
切
に
し
な
が
ら
も
み
ん
な

が
納
得
で
き
る
説
明
が
で
き
る
よ
う
に
努

め
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、「
観
光
」
に
求
め
る
意
味
（
効

用
）
は
、
主
体
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す

の
で
主
体
別
に
考
え
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

私
は
常
々
三
つ
の
主
体
で
考
え
て
い
ま
す
。

第
一
主
体
は
観
光
客
、
第
二
主
体
は
地
域

（
住
民
＋
行
政
）、
第
三
主
体
は
そ
の
他

の
観
光
関
係
者
で
、
財
団
の
よ
う
な
専
門

家
集
団
は
第
三
主
体
に
含
ま
れ
ま
す
。
第

三
主
体
の
人
に
は
、
第
一
主
体
と
第
二
主

体
が
求
め
る
こ
と
を
十
分
踏
ま
え
た
上
で
、

近
江
商
人
の
商
道
徳
で
あ
る “
売
り
手
よ

し
、
買
い
手
よ
し
、
世
の
中
よ
し
”
な
ら

ぬ
“
三
方
よ
し
”
を
求
め
て
よ
り
良
い
方

向
性
を
提
案
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か

ら
益
々
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

 

「
喜
び
」
や
「
生
き
が
い
」

の
創
出
に
資
す
る

「
観
光
地
づ
く
り
」
と
は

観
光
地
づ
く
り
は

演
劇
や
音
楽
の
よ
う
な
「
時
間
芸
術
」

―
―
こ
こ
か
ら
は
、
人
間
の
本
質
で
あ
る

「
喜
び
」
や
「
生
き
が
い
」
を
追
求
す
る「
観

光
地
づ
く
り
」
に
つ
い
て
考
え
を
聞
か
せ

て
く
だ
さ
い
。

【
鈴
木
】 

人
間
の
「
喜
び
」
や
「
生
き
が
い
」

を
追
求
す
る
と
い
う
の
は
、
演
劇
や
音
楽

の
よ
う
な
「
時
間
芸
術
」
と
同
様
な
の
で
、

置
き
換
え
て
考
え
て
み
る
と
面
白
い
で
す

（
図
３
）。「
ど
う
い
う
舞
台
に
す
る
か
」
と

い
う
こ
と
は
「
ど
う
い
う
観
光
地
に
す
る

か
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
舞
台
の

上
で
、「
観
光
客
（
第
一
主
体
）」
に
「
地

域
（
住
民+

行
政
）（
第
二
主
体
）」
と
共

に
「
役
者
」
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
も

ら
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め

に
は
、「
稽
古
」
を
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、「
観
光
客
」
に
と

っ
て
は
感
動
で
き
る
よ
う
に
日
々
自
分
を

磨
く
こ
と
、「
地
域
」
に
と
っ
て
は
「
観
光

客
」
と
自
ら
が
「
喜
び
」
を
感
じ
ら
れ
る

よ
う
技
と
価
値
観
を
高
め
る
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
良
い
舞
台
に
は
良
い
大
道
具
・

小
道
具
が
欠
か
せ
な
い
よ
う
に
、「
大
道

具
」
と
し
て
の
「
地
域
が
有
す
る
観
光
資

源
（
自
然
・
歴
史
・
文
化
）」
が
ベ
ー
ス
に

な
っ
て
、「
小
道
具
」
と
し
て
の
「
観
光
魅

力
を
創
出
す
る
た
め
の
取
組
み
」
も
生
き

て
く
る
の
で
す
。「
小
道
具
」
だ
け
を
考
え

て
い
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
ま
た
、
あ

4
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鈴木忠義（すずき ただよし）
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ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
「
所
作
」
と
し
て
の

「
も
て
な
し
の
サ
ー
ビ
ス
」
が
き
ち
ん
と
し

て
い
な
い
と
、「
役
者
」
も
「
大
道
具
」
も

「
小
道
具
」
も
生
き
て
は
き
ま
せ
ん
。
そ
の

上
で
、「
時
間
芸
術
」
な
の
で
す
か
ら
、
時

間
要
素
を
加
味
し
て
ど
う
い
う
順
序
で
組

み
立
て
て
見
せ
て
い
く
か
も
重
要
で
す
。

―
―
観
光
地
づ
く
り
の
ベ
ー
ス
に
な
る

「
大
道
具
」
と
し
て
の
「
地
域
が
有
す
る

観
光
資
源
（
自
然
・
歴
史
・
文
化
）」
を

考
え
る
時
に
、
気
を
つ
け
る
べ
き
こ
と
は

何
で
す
か
。

【
鈴
木
】 

肖
像
画
は
背
景
で
描
く
と
も
い
う

よ
う
に
、
背
景
が
悪
い
と
良
い
舞
台
は
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
お
か
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
日
本
の
田
園
風

景
は
、
人
の
手
が
入
る
こ
と
で
そ
の
魅
力

を
維
持
し
て
い
け
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ

は
地
域
の
み
ん
な
が
取
り
組
ま
な
い
と
成

り
立
ち
ま
せ
ん
。
そ
う
や
っ
て
み
ん
な
で

手
を
か
け
て
地
域
の
風
景
と
そ
の
基
盤
に

あ
る
生
業
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
「
ま
ち

づ
く
り
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
目
の
当
た
り

に
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
で
育
つ
子
供
た
ち

の
教
育
や
躾し

つ
けに
も
つ
な
が
り
ま
す
。

―
―
「
大
道
具
」
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
舞

台
に
い
ろ
い
ろ
な「
小
道
具
」と
し
て
の「
観

光
魅
力
を
創
出
す
る
た
め
の
取
組
み
」
を

し
つ
ら
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う

な
考
え
方
が
大
切
で
す
か
。

【
鈴
木
】 

や
は
り
古
代
ロ
ー
マ
の
時
代
か
ら

い
わ
れ
て
い
る
「
用
・
強
・
美
」
の
三
位

一
体
と
「
聖
」
が
人
間
の
文
明
・
文
化
を

つ
く
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
基
本

で
す
（
図
４
）。「
用
」
は
機
能
を
満
た
し

役
に
立
つ
こ
と
。「
強
」
は
安
全
で
丈
夫

で
長
持
ち
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
美
し
く

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。「
聖
」
は
、
演
劇

へ
の
置
き
換
え
で
は
主
に
「
大
道
具
」
に

相
当
す
る
部
分
と
な
り
ま
す
が
、「
小
道

具
」
を
し
つ
ら
え
て
い
く
時
に
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
鎮
守
の
森
や
東
京

の
飛
鳥
山
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
て
も
ら
え

た
ら
分
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
地
域
の
人

に
と
っ
て
「
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
」
で
あ
り
、

観
光
客
を
も
惹ひ

き
つ
け
る
大
切
な
場
な
の

で
す
。

 

「
観
光
人
」
は
感
受
性
と

先
見
性
を
持
っ
た
「
目
利
き
」
で
あ
れ

―
―
「
観
光
地
づ
く
り
」
に
携
わ
る
人
間

は
ど
う
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

【
鈴
木
】 

人
間
は
常
に
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」

を
追
求
し
、
文
明
の
力
を
享
受
し
な
が
ら

生
活
を
豊
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
生
き

物
な
の
で
、観
光
に
携
わ
る「
観
光
人
」（
第

三
主
体
）
に
は
感
受
性
と
先
見
性
が
必
須

で
す
。
一
方
で
古
い
も
の
や
良
い
も
の
の

中
に
「
聖
」
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
本
質
を

見
抜
く
高
度
な
セ
ン
ス
を
持
っ
た
「
目
利

き
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
広

く
見
聞
し
て
、
そ
の
地
域
で
は｢

何
が
人

間
の
『
喜
び
』
に
つ
な
が
る
の
か｣

「
何

が
『
生
き
が
い
』
と
な
り
う
る
の
か
」
を

的
確
に
捉
え
、「
観
光
地
づ
く
り
」
に
つ

5 特集◉観光地づくりの本質を探る——観光まちづくりの「心」とは
特集１ 人間の「喜び」と「生きがい」を生む観光地づくり

図3 「観光地づくり」構成要素～演劇要素との対比から

観光客
（第一主体）

地域（住民+行政）
（第二主体）

地域が有する観光資源
（自然・歴史・文化）大道具

役者 稽古

喜びの
「空間」づくり

小道具

所作

観光魅力を創出する
ための取組み

もてなしのサービス

観光地舞台

鈴木忠義氏の説明を基に作成

出典：財団法人日本交通公社「平成14〜17年度		観光基礎講座			鈴木忠義氏レジュメ」

図4　観光魅力を創出する時に考えるべき要素

強（耐久） 用（機能）

美（美しさ）

✚　聖（心のよりどころ）



地
域
の
固
有
の
素
質
、
良
い
と
こ
ろ
を
伸

ば
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
ま
ず
大
切
で
す
。

観
光
で
は
、観
光
客
が
わ
ざ
わ
ざ
「
時
間
」

と
「
お
金
」
を
か
け
て
来
訪
す
る
だ
け
の

価
値
が
地
域
に
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観

点
か
ら
考
え
ま
す
。
一
日
二
十
四
時
間
の

う
ち
観
光
有
効
時
間
は
お
よ
そ
八
時
間
。

こ
の
時
間
内
に
お
い
て
観
光
の
「
密
度

価
値
（
資
源
の
集
積
度
）」
と
「
変
化
価
値

（
資
源
の
多
様
性
）」（
図
５
）を
最
大
化
さ

せ
る
た
め
に
、
ど
う
創
り
上
げ
て
い
く
か

と
い
う
こ
と
で
す
。

概
念
を
共
有
し
、
行
動
を
一
貫
さ
せ
、

住
民
の
「
喜
び
」
や
「
生
き
が
い
」
に

つ
な
げ
る

―
―
例
え
ば
、
長
年
に
わ
た
っ
て
現
場
で

指
導
し
て
い
る
川
場
村
（
群
馬
県
）
で
は

ど
の
よ
う
に
進
め
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

【
鈴
木
】 

川
場
村
と
は
世
田
谷
区
の
区
民

健
康
村
づ
く
り
事
業
「
第
二
の
ふ
る
さ

と
」
構
想
の
場
所
選
定
で
川
場
村
に
決
め

る
前
か
ら
の
関
わ
り
で
、
三
十
五
年
に
な

り
ま
す
。「
わ
が
村
、
わ
が
庭
」
を
合
言

葉
に
「
健
康
で
幸
せ
に
長
生
き
し
よ
う
」

と
言
い
続
け
て
い
ま
す
。
堅
い
言
葉
で
言

え
ば
概
念
を
共
有
し
、
一
貫
し
た
行
動
を

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
の
よ
う

な
考
え
方
で
、
何
に
価
値
を
置
く
か
を
明

確
に
し
て
、
関
係
者
み
ん
な
が
共
有
す
る

こ
と
が
大
切
で
、
そ
れ
を
一
丸
と
な
っ
て

行
動
に
移
し
て
い
け
ば
長
続
き
す
る
の
で

す
。
時
間
は
か
か
り
ま
す
が
、
迎
え
る
住

民
も
納
得
し
て
観
光
客
を
迎
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
、
良
い
お

も
て
な
し
に
つ
な
が
り
ま
す
。「
人
と
の

つ
な
が
り
」
の
楽
し
さ
を
実
感
し
、
そ
れ

が
来
訪
者
と
住
民
の
「
喜
び
」
や
「
生
き

が
い
」
と
な
り
、
次
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ

な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。
人
が
地
域
に
来

訪
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
は
素
晴
ら
し
い

こ
と
で
、
人
だ
け
で
な
く
、
お
金
も
物
も

情
報
も
入
っ
て
き
て
、
新
し
い
仕
組
み
も

生
ま
れ
る
の
で
す
。

―
―
三
十
五
年
も
の
間
と
な
る
と
関
わ
る

人
も
変
わ
る
と
思
い
ま
す
が
、
続
い
て
い

る
要
因
は
何
で
し
ょ
う
か
？

【
鈴
木
】 
ま
ず
経
済
的
に
う
ま
く
い
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
農

作
物
等
を
介
し
て
観
光
客
と
の
交
流
が

生
ま
れ
、そ
れ
が
住
民
の
「
喜
び
」
や
「
生

き
が
い
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
も
大

き
い
と
思
い
ま
す
。
物
ま
ね
や
付
け
焼
き

刃
で
は
な
く
、「
川
場
村
な
ら
で
は
の
価

値
」
を
地
域
の
人
々
と
一
緒
に
追
求
し
て

き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
一
番
の
課
題
は

滞
留
時
間
を
延
ば
す
こ
と
で
す
。
二
時
間

滞
留
す
れ
ば
必
ず
飲
食
す
る
の
で
経
済

効
果
が
出
て
き
ま
す
し
、
観
光
客
と
住
民

と
の
接
点
、
交
流
も
増
え
て
相
互
に
「
喜

び
」
や
「
生
き
が
い
」
も
増
す
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
川
場
村
で
は
歩
い
て
楽

し
め
る
路
傍
の
景
観
づ
く
り
と
し
て
、
村

の
各
所
に
「
喜
び
の
空
間
」
を
つ
く
っ
て

い
こ
う
と
話
し
て
い
ま
す
。

観
光
は
ま
ち
づ
く
り
の
総
仕
上
げ

―
―
「
喜
び
の
空
間
づ
く
り
」
と
は
、
ど
の

よ
う
に
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

【
鈴
木
】  「
づ
く
り
」
と
い
う
言
葉
に
は
空

間
な
り
資
源
な
り
を
う
ま
く
運
用
し
て
い

く
ソ
フ
ト
も
含
ま
れ
、
ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド

が
相
互
に
関
係
し
合
い
な
が
ら
混
然
一
体

と
し
て
魅
力
的
な
「
場
」
を
つ
く
っ
て
い

く
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
例
え
ば
、
造
園

関
係
の
人
に
は
「
飛
び
出
せ
造
園
」
と
い

っ
て
い
ま
す
が
、「
園
」
の
中
に
と
ど
ま

ら
ず
、
人
間
が
生
活
す
る
空
間
全
体
を
対

な
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

―
―
そ
の
秘
訣
は
何
で
し
ょ
う
か
？

【
鈴
木
】 「
観
光
地
づ
く
り
」
で
は
、
人
間

の
子
供
を
育
て
る
の
と
同
じ
よ
う
に
そ
の

6

図5　観光の密度価値と変化価値

✚ 最大化
＊観光有効時間内において

観光の密度価値
（資源の集積度）

観光の変化価値
（資源の多様性）

鈴木忠義氏の説明を基に作成
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象
に
し
て
伝
統
的
な
造
園
技
術
を
応
用

し
て
「
場
」
を
創
造
す
る
こ
と
が
必
要
と

い
う
意
味
で
す
。
ま
た
、
川
場
村
の
よ
う

に
史
跡
が
乏
し
い
と
こ
ろ
は
各
地
に
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
地
域
ほ
ど
生
活
文

化
の
魅
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
生
活
の
基
本
的
な
要
素
で
あ
る

「
衣
・
食
・
住
」
に
つ
い
て
、
文
化
を
構

成
す
る
「
学
問
・
芸
術
・
教
育
」
と
い
う

観
点
か
ら
考
え
て
質
を
高
め
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
ま
ち
づ
く
り
、
村

づ
く
り
の
母
体
に
な
り
ま
す
。
一
見
足
り

な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
地
域
の
創
意
工

夫
で
補
え
る
も
の
な
の
で
す
。

　

そ
う
や
っ
て
、
ま
ち
づ
く
り
、
村
づ
く
り

を
き
ち
ん
と
や
っ
て
「
喜
び
の
空
間
」
を

つ
く
っ
て
い
き
、
最
終
的
に
は
地
域
の
生

活
文
化
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
一
番

大
切
な
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
外
の
人
を

惹ひ

き
つ
け
、
地
域
の
人
に
も
観
光
客
に
も

「
喜
び
」
と
「
生
き
が
い
」
を
生
む
息
の
長

い
「
観
光
地
づ
く
り
」
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

（
す
ず
き　

た
だ
よ
し
）

聞
き
手
：
研
究
調
査
部　

梅
川
智
也

石
山
千
代

＊
二
〇
一
二
年
七
月
二
日
（
月
）、
八
月
六
日
（
月
）

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
基
に
構
成

（
注
１
）田
村
剛
（
一
八
九
〇
～
一
九
七
九
）
林
学
博
士
。

日
本
の
造
園
学
の
確
立
、
国
立
公
園
、
海
中
公
園
制

度
の
確
立
に
尽
力
。『
造
園
概
論
』（
一
九
一
八
）
等
。

（
注
２
）石
川
栄
耀
（
一
八
九
三
～
一
九
五
五
）
東
京
都

建
設
局
長
を
務
め
、
日
本
都
市
計
画
学
会
の
設

立
に
深
く
関
与
。
『
都
市
計
画
及
び
国
土
計
画
』

（
一
九
四
一
）
等
。

（
注
３
）加
藤
誠
平
（
一
九
〇
六
～
一
九
六
九
）
東
京
大
学

農
学
部
林
学
科
名
誉
教
授（
森
林
利
用
学
）。『
橋
梁

美
学
』（
一
九
三
六
）
、
鈴
木
忠
義
と
の
共
著
『
観
光

道
路
』（
一
九
五
五
）
等
。
上
高
地
の
二
代
目
河
童
橋

の
景
観
設
計
。

（
注
４
）参
考
：『
感
情
力
』（
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ル
ロ
ー
ル
、

ク
リ
ス
ト
フ
・
ア
ン
ド
レ
共
著
、
高
野
優 

訳
、
紀
伊

國
屋
書
店
、
二
〇
〇
五
）

〈
参
考
〉

鈴
木
忠
義
氏
の
考
え
方
を
端
的
に

表
現
し
た
レ
ジ
ュ
メ
を
紹
介
し
ま
す
。

　

地
域
に
生
活
し
て
い
る
人
々
が
、

発
見
の
喜
び
・
創
造
の
喜
び
・
守
る

喜
び
・
参
加
の
喜
び
（
こ
れ
ら
は
生

き
が
い
感
）
に
浸
り
つ
つ
、
地
域
を

美
し
く
磨
き
上
げ
て
い
く
と
き
、
他

の
地
域
か
ら
多
く
の
人
（々
観
光
客
）

が
そ
の
「
光
」
を
「
観
に
」
訪
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
観
光
は
成
立
す
る
。
そ

の
と
き
多
岐
に
わ
た
り
、
相
互
に
社

会
的
、経
済
的
な
効
果
が
発
生
す
る
。

出
典
：
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
「
平
成
17
年
度

観
光
実
践
講
座
　
鈴
木
忠
義
氏
レ
ジ
ュ
メ
（
は
じ

め
に
）」

図6　鈴木忠義氏が中山間地において35年にわたり愛用している童謡唱歌をモチーフとした
「喜びの空間」のイラスト（大橋清二氏・画）



・
い
ま
由
布
院
の
観
光
ま
ち
づ
く
り
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か

　

こ
れ
ら
三
つ
の
観
点
か
ら
、
観
光
ま
ち

づ
く
り
の
核
心
に
迫
っ
て
み
た
い
。

由
布
院
は
観
光
地
を

志
向
し
て
き
た
の
か

　　

観
光
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
て
ゆ
く
前

提
と
し
て
、
由
布
院
が
こ
れ
ま
で
観
光
地

を
志
向
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
ま
ず
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
四
十
年

間
だ
け
で
見
て
も
、
三
十
数
軒
し
か
な

か
っ
た
宿
泊
施
設
が
百
三
十
軒
以
上
に
増

え
、
観
光
客
数
も
百
万
人
か
ら
四
百
万

人
近
く
に
増
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
観
光
地
と
し
て
大
き
く
成
長
し

て
き
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
で
も
そ

も
そ
も
由
布
院
は
観
光
地
を
志
向
し
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、
由
布
院
の
観
光
ま

ち
づ
く
り
に
お
い
て
エ
ポ
ッ
ク

メ
イ
キ
ン
グ
で
あ
っ
た
「
明
日

の
由
布
院
を
考
え
る
会
」で
は
、

『
花
水
樹
』
と
い
う
雑
誌
を
地

域
住
民
自
ら
（
創
刊
時
は
「
由

布
院
の
自
然
を
守
る
会
」）（
写

真
１
）
が
編
集
し
一
九
七
〇
年

か
ら
発
刊
し
て
き
た
。
そ
の
創

刊
号
の
な
か
で
企
画
担
当
の
中

谷
健
太
郎
氏
は
、「
由
布
院
の
町
が
ど
ん
な

産
業
を
持
ち
、
ど
ん
な
文
化
を
形
成
し
う

る
か
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
私
た
ち

由
布
院
に
住
む
者
が
、
あ
な
た
が
、
私
が
、

ど
ん
な
産
業
を
望
み
、
ど
ん
な
家
に
住
み

た
い
と
思
い
、
ど
ん
な
食
べ
物
を
美
味
し

い
と
感
じ
、
ど
ん
な
生
き
方
を
好
ま
し
い

と
考
え
る
か
、
要
す
る
に
私
た
ち
が
ど
の

よ
う
に
生
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
思

う
の
で
す
。
そ
う
い
う
町
民
全
体
の
真
剣

な
意
思
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
み
が
き
ぬ
か

れ
し
て
、
ひ
と
つ
の
具
体
的
な
指
向
を
持

ち
始
め
た
時
、
は
じ
め
て
そ
れ
が
行
政
と

い
う
機
関
を
通
し
て
実
現
す
る
の
で
す
。

鯨
の
よ
う
な
果
敢
な
動
物
で
も
潮
が
な
け

れ
ば
泳
げ
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
有
能
な
行
政

者
で
も
、
民
意
と
い
う
文
化
の
海
が
豊
か

　

本
号
の
特
集
テ
ー
マ
は
「
観
光
ま
ち
づ

く
り
の『
心
』
と
は
」
で
あ
る
。
由
布
院
が

観
光
ま
ち
づ
く
り
の
先
進
事
例
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ

う
し
た
ス
タ
ン
ス
は
ま
ず
と
っ
て
い
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
由
布
院
だ
け
が
特
別
な
存
在

で
あ
る
わ
け
で
な
く
、
今
も
多
く
の
課
題

を
抱
え
な
が
ら
現
在
進
行
形
で
観
光
ま
ち

づ
く
り
を
実
践
し
て
い
る
地
域
の
一
つ
に
す

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
由
布
院
と
い

う
地
域
だ
け
が
経
験
し
て
き
た
こ
と
も
数

多
く
、そ
う
し
た
足
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、

・
由
布
院
は
観
光
地
を
志
向
し
て
き
た
の
か

・
由
布
院
の
観
光
ま
ち
づ
く
り
の
旗
印
は

何
か

観
光
と
ま
ち
づ
く
り
の
間
に
あ
る
も
の

―
―
由
布
院
の
四
十
年
の
足
跡
か
ら
見
え
る
こ
と

愛
媛
大
学
法
文
学
部
総
合
政
策
学
科
講
師

元
由
布
院
観
光
総
合
事
務
所
事
務
局
長

米
田  

誠
司

8

写
真
１  

『
花
水
樹
』創
刊
号
の
表
紙

2
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に
拡
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
充
分
の
航
行
は

で
き
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の『
花
水
樹
』

と
い
う
雑
誌
は
そ
の
海
を
造
る
た
め
に
発

行
さ
れ
る
も
の
で
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
「
民
意
と
い
う
文
化
の
海
」
と
い
う

言
葉
は
、
自
分
た
ち
が
日
々
暮
ら
す
地
域

を
正
面
か
ら
捉
え
、
観
光
業
に
限
ら
ず
多

く
の
職
業
を
持
っ
た
住
民
の
手
で
地
域
を

つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
意
思
を
表
し
た
も

の
で
あ
り
、
観
光
地
と
し
て
だ
け
発
展
さ

せ
る
と
い
う
意
図
を
こ
の
段
階
で
ま
ず
持

っ
て
い
な
か
っ
た
。

出
会
い
や
交
流
の
場
と
し
て

　

ま
た
バ
ブ
ル
経
済
に
よ
る
大
型
開
発
の

波
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
一
九
九
〇
年
が
由

布
院
に
と
っ
て
節
目
の
年
で
あ
る
が
、
こ

の
年
、
湯
布
院
町
は
開
発
抑
制
と
成
長
の

管
理
を
謳う

た

っ
た
「
潤
い
の
あ
る
町
づ
く
り

条
例
」
を
制
定
し
、
由
布
院
温
泉
観
光

協
会
と
由
布
院
温
泉
旅
館
組
合
は
観
光

ま
ち
づ
く
り
の
拠
点
と
し
て
由
布
院
観
光

総
合
事
務
所
を
設
立
し
た
。
湯
布
院
町

は
こ
の
条
例
の
基
本
理
念
で
「
美
し
い
自

然
環
境
、
魅
力
あ
る
景
観
、
良
好
な
生

活
環
境
は
湯
布
院
町
の
か
け
が
え
の
な
い

資
産
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
同
年
の
観

光
協
会
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
花
咲
か
せ
る

よ
り
も
、
根
を
肥
ら
せ
よ
う
」
で
あ
り
、

ビ
ジ
ョ
ン
も
「
市
場
（
バ
ザ
ー
ル
）
の
あ

る
温
泉
リ
ゾ
ー
ト
村
」
で
あ
っ
た
。
こ
の

当
時
、
由
布
院
と
い
う
地
域
そ
の
も
の
の

価
値
を
前
面
に
打
ち
出
し
な
が
ら
、
そ
の

上
で
市
場
（
バ
ザ
ー
ル
）
の
よ
う
に
人
や

モ
ノ
が
出
会
い
、
交
流
で
き
る
場
を
目
指

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
〇
一
二

年
の
観
光
協
会
の
事
業
計
画
の
柱
で
は
、

「
由
布
院
盆
地
の
観
光
文
化
を
尊
び
、
生な

り

業わ
い

の
見
え
る
ま
ち
へ
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
四
十
年
に
わ
た
っ

て
単
に
観
光
地
を
志
向
す
る
の
で
は
な

く
、
自
分
た
ち
が
暮
ら
す
町
の
持
つ
価
値

を
ま
ず
認
識
し
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た

上
で
住
み
よ
い
町
を
つ
く
り
、
そ
し
て
出

会
い
や
交
流
の
場
と
し
て
の
観
光
ま
ち
づ

く
り
を
実
践
し
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

地
域
に
お
け
る
生
業
の
必
要
性

　

さ
ら
に
こ
こ
で
二
つ
の
点
に
つ
い
て
触

れ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
由
布
院
が
独

自
の
価
値
を
守
り
な
が
ら
も
、
地
域
で
生

き
ゆ
く
術す

べ

と
し
て
あ
る
い
は
手
段
と
し
て

「
生な

り
わ
い業
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
地
域
そ
の
も

の
を
よ
く
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
思
は
貫

か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
地
域
を
閉
じ
た
も

の
に
せ
ず
、
で
も
観
光
を
目
的
化
せ
ず
、

あ
く
ま
で
も
大
切
な
生
業
と
し
て
観
光
を

考
え
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
こ

う
し
て
地
域
の
暮
ら
し
を
前
提
と
す
る
た

め
、
過
去
に
お
い
て
外
部
か
ら
の
大
型
開

発
計
画
に
対
し
て
町
を
挙
げ
て
反
対
運

動
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
も
、
自
分
た
ち

の
暮
ら
し
や
生
業
と
相
い
れ
な
い
規
模
の

経
済
が
地
域
に
入
っ
て
く
る
こ
と
を
よ
し

と
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
地
域
イ
コ
ー
ル

自
治
体
で
は
な
い
と
認
識
し
て
き
た
こ
と

で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
住
民
の
真
剣
な
意

思
が
積
み
重
な
っ
て
民
意
が
形
成
さ
れ
る

こ
と
や
住
民
自
身
の
活
動
が
重
要
で
あ

り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
行
政
が
自
治
体
運

営
す
る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
今

後
の
観
光
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
上
で
大

切
な
視
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
公

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

由
布
院
の
観
光
ま
ち

づ
く
り
の
旗
印
は
何
か

　

ま
ず
こ
の
四
十
年
に
つ
い
て
振
り
返

っ
て
み
た
が
、
由
布
院
の
観
光
ま
ち
づ

く
り
の
起
源
は
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

一
九
二
四
年
に
行
わ
れ
た
東
京
帝
国
大
学

の
本
多
静
六
博
士
に
よ
る
「
由
布
院
温
泉

発
展
策
」
と
い
う
講
演
に
端
を
発
す
る
。

わ
が
国
で
最
初
の
林
学
博
士
で
あ
る
本
多

博
士
は
、
こ
の
講
演
の
な
か
で
、

　
「
町
の
中
に
公
園
を
つ
く
ら
ず
、
公
園

の
中
に
町
が
あ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」

　
「
杉
や
檜ひ

の
き

な
ど
の
針
葉
樹
ば
か
り
で
な

く
、
紅
葉
や
山
桜
な
ど
の
広
葉
樹
も
交
ぜ

て
森
林
を
形
成
す
る
こ
と
」

　
「
金き

ん
り
ん鱗
湖こ

は
由
布
院
盆
地
の
中
心
と
な

る
景
色
の
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
完

全
な
設
計
が
で
き
る
ま
で
手
を
つ
け
な
い

こ
と
」

　

な
ど
と
具
体
的
に
述
べ
て
お
り
、
さ
ら

に
「
ド
イ
ツ
の
バ
ー
デ
ン
・
バ
ー
デ
ン
の

よ
う
に
森
林
が
美
し
く
整
備
さ
れ
、
温
泉

保
養
施
設
や
劇
場
を
備
え
た
滞
在
型
の

町
」
を
目
指
す
よ
う
提
言
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
滞
在
型

温
泉
保
養
地
に
学
ぶ

　

こ
の
講
演
か
ら
戦
争
を
挟
ん
で
三
十
五

年
後
の
一
九
六
九
年
に
初
代
湯
布
院
町
長

で
あ
る
岩
男
頴ひ

で
か
ず一
氏
が
、
そ
し
て
そ
の
二



年
後
の
一
九
七
一
年
に
前
述
の
中
谷
健
太

郎
氏
、
溝
口
薫く

ん
ぺ
い平
氏
、
志し

で手
康こ

う

二じ

氏
の
三

氏
が
バ
ー
デ
ン
・
バ
ー
デ
ン
を
訪
ね
た
。

ま
た
ド
イ
ツ
各
地
の
温
泉
保
養
地
を
視

察
し
た
三
氏
は
、
中
で
も
バ
ー
デ
ン
・
ヴ

ァ
イ
ラ
ー
で
「
緑
・
空
間
・
静
け
さ
」
の

重
要
性
を
感
得
し
、
現
地
に
学
ぶ
と
と
も

に
由
布
院
の
資
源
と
可
能
性
に
気
づ
い
て

戻
り
、
由
布
院
の
観
光
ま
ち
づ
く
り
の
活

動
は
深
化
し
て
い
っ
た
。
ま
た
こ
の
研
修

旅
行
の
な
か
か
ら
、
滞
在
型
保
養
温
泉

地
と
し
て
「
ク
ア
オ
ル
ト
構
想
」（
注
）
が

そ
の
後
湯
布
院
町
の
施
策
と
し
て
も
位
置

づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、「
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
。」
と
い

う
こ
と
が
提
唱
さ
れ
た
が
、
こ
れ
こ
そ
が

一
九
七
一
年
に
掲
げ
ら
れ
た
由
布
院
の
観

光
ま
ち
づ
く
り
の
旗
印
で
あ
る
。
八
十
八

年
前
に
由
来
し
四
十
一
年
前
に
掲
げ
ら
れ

た
旗
印
が
由
布
院
の
観
光
ま
ち
づ
く
り
の

背
骨
を
構
成
し
て
お
り
、
二
〇
〇
一
年
か

ら
六
年
か
け
て
由
布
院
温
泉
観
光
協
会

で
若
手
後
継
者
へ
の
世
代
交
代
が
図
ら
れ

た
が
、
こ
の
旗
印
は
彼
ら
に
よ
っ
て
今
で

も
明
確
に
掲
げ
続
け
ら
れ
て
い
る
。

10

由
布
院
温
泉
の
人
々
〜「
自
分
の
言
葉
」で
語
り
、つ
な
がっ
て
、夢
に
近
づ
く

桑
野  

和
泉
氏 

　
株
式
会
社
玉
の
湯  

代
表
取
締
役
社
長  

由
布
院
温
泉
観
光
協
会
長

人
コ
ラ
ム

　

自
分
の
町
に
つ
い
て
自
分
の
言
葉
で
語

れ
る
こ
と
が
由
布
院
人
の
特
徴
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
人
に
語
る
こ
と
で
気
づ
き
が
あ

り
ま
す
し
、
語
る
と
な
る
と
昔
の
自
分
の

夢
と
か
を
思
い
出
し
て
未
来
に
近
づ
け
て

い
く
話
を
し
ま
す
。
立
派
な
こ
と
を
言
っ

て
い
る
と
だ
ん
だ
ん
恥
ず
か
し
く
な
っ
て

く
る
か
ら
自
分
の
な
か
で
ち
ゃ
ん
と
し
て

く
る
の
で
す
。

　

聞
い
て
く
だ
さ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る

お
か
げ
で
も
あ
り
、
由
布
院
は
外
の
方
と
の

つ
な
が
り
の
な
か
で
人
が
育
ち
や
す
い
環

境
だ
と
思
い
ま
す
。
映
画
を
始
め
と
し
て

ど
の
分
野
で
も
「
目
利
き
」
が
い
て
、
そ
の

こ
と
が
ま
ち
の
信
頼
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

地
域
内
だ
け
で
ず
っ
と
や
っ
て
い
く
の

は
し
ん
ど
さ
が
あ
り
ま
す
が
、
外
か
ら

の
方
を
お
迎
え
す
る
な
か
な
の
で
、
ま
ち

の
人
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
つ
な
が

り
、
自
分
た
ち
に
責
任
が
伴
う
「
ち
ょ
っ

と
先
の
未
来
」
を
目
指
し
て
新
た
な
も
の

を
生
み
出
し
て
い
け
ま
す
。
例
え
ば
花
籠

で
町
を
飾
る
と
な
る
と
普
段
は
ご
一
緒
す

る
こ
と
の
少
な
い
鉄
工
所
や
花
屋
さ
ん
が

一
緒
に
作
業
を
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
観
光

業
と
い
う
壁
は
な
く
「
地
域
」
そ
の
も
の

な
の
で
す
。
由
布
院
と
い
う
ス
テ
ー
ジ
を

求
め
て
新
し
い
人
た
ち
も
入
っ
て
き
て
い

ま
す
が
、
金き

ん
り
ん鱗

湖こ

の
清
掃
と
な
る
と
急
な

連
絡
で
も
た
く
さ
ん
が
参
加
し
て
一
緒
に

作
業
を
し
ま
す
。

　

ま
だ
出
番
を
待
っ
て
い
る
人
が
い
る
と

思
い
ま
す
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
女
性
で

す
。
女
性
の
役
割
は
、
日
本
の
観
光
地
域

づ
く
り
の
な
か
で
は
ま
だ
見
え
て
き
て
い

ま
せ
ん
。
地
域
の
な
か
で
女
性
た
ち
が
さ

ま
ざ
ま
な
ス
テ
ー
ジ
を
持
ち
活
躍
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
外
の
方
々
を
迎
え
る
観
光

ま
ち
づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
女
性
や
子
供

の
目
線
が
入
っ
て
時
間
と
空
間
の
質
の
向

上
に
つ
な
げ
て
い
け
ま
す
。
私
自
身
の
活

動
の
源
も
、
地
域
の
な
か
で
子
供
た
ち
が

安
全
で
安
心
に
育
つ
環
境
、
女
性
が
働
き

や
す
い
環
境
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
そ

の
夢
を
よ
り
現
実
に
近
づ
け
て
い
け
た
ら

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。 （

く
わ
の　
い
ず
み
）

 （
二
〇
一
二
年
八
月
三
十
一
日
談
）

聞
き
手
：
梅
川
智
也
・
石
山
千
代



11 特集◉観光地づくりの本質を探る——観光まちづくりの「心」とは
特集２ 観光とまちづくりの間にあるもの——由布院の四十年の足跡から見えること

い
ま
由
布
院
の

観
光
ま
ち
づ
く
り
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

　

こ
の
話
題
に
入
る
前
に
、
由
布
院
に
お

け
る
人
々
の
関
係
性
に
つ
い
て
少
し
触
れ

て
お
き
た
い
。
前
述
の
三
氏
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
は
由
布
院
の
観
光
ま
ち
づ
く
り
の

方
向
性
を
指
し
示
す
上
で
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
が
、
と
同
時
に
、
リ
ー
ダ
ー
を

取
り
巻
く
地
域
の
メ
ン
バ
ー
が
発
揮
し
た

フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
も
重
要
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
由
布
院
で
は
、
人
口
一
万
人
規

模
の
地
域
と
思
え
な
い
ほ
ど
数
多
く
の
取

り
組
み
や
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
「
こ
の
指
と
ま
れ
方
式
」
が
採

用
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
事
業
を
行
う
時
、

そ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
最
も
能
力
と
情
熱

を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
人
物
を
そ
の

テ
ー
マ
の
リ
ー
ダ
ー
に
担
ぐ
こ
と
で
、
そ

の
人
物
の
能
力
を
遺
憾
な
く
発
揮
さ
せ
て

き
た
。
ま
た
そ
の
際
に
周
囲
の
メ
ン
バ
ー

は
、
そ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
フ
ォ
ロ
ワ
ー

シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
リ
ー
ダ
ー
を
支
え
て

進
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
仕
組
み
が
重
層
的
に
あ
る
い
は
多
面
的

に
展
開
さ
れ
、
ま
さ
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ

ピ
タ
ル
と
で
も
い
う
べ
き
地
域
内
に
網
目

状
に
ま
ち
づ
く
り
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
展

開
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
地
域
の
な
か
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
や
対
立
も
巻
き
起
こ

る
が
、
そ
う
し
た
時
、
対
立
を
恐
れ
ず
意

見
を
闘
わ
せ
て
き
た
の
も
由
布
院
の
人
々

で
あ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
対
立
の
根
底

に
は
地
域
に
お
け
る
信
頼
関
係
が
存
在
す

る
と
い
う
「
対
立
的
信
頼
関
係
」
と
い
う

概
念
も
中
谷
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
実

践
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
古
く
か
ら
公
民
館

活
動
が
湯
布
院
町
で
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と

や
移
住
者
も
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
参
画
し

て
い
る
こ
と
も
、
由
布
院
の
観
光
ま
ち
づ

く
り
に
厚
み
を
与
え
て
い
る
（
写
真
２
）。

　

観
光
ま
ち
づ
く
り
に
不
可
欠
な

第
１
次
・
第
２
次
産
業

　

た
だ
こ
こ
へ
き
て
、
由
布
院
の
観
光
ま

ち
づ
く
り
も
大
き
な
岐
路
に
立
た
さ
れ
て

い
る
。
ま
ず
観
光
客
数
が
近
年
落
ち
込
ん

で
い
る
。
ま
た
湯
布
院
町
に
お
け
る
産
業

別
就
業
者
数
の
構
成
比
を
こ
の
三
十
年
で

比
較
し
て
も
、
例
え
ば
同
規
模
の
町
で
あ

る
長
野
県
小
布
施
町
が
、
果
樹
を
中
心

と
し
た
農
業
と
菓
子
製
造
業
や
酒
造
業
、

サ
ー
ビ
ス
業
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
維
持
し
て

き
た
の
に
対
し
て
、
湯
布
院
町
で
は
、
サ

ー
ビ
ス
業
が
主
産
業
で
あ
る
も
の
の
、
そ

れ
だ
け
が
大
き
く
突
出
し
た
偏
っ
た
産
業

構
成
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
図
１
）。

　

さ
ら
に
第
１
次
産
業
と
し
て
も
、
地
域

の
景
観
形
成
に
お
い
て
も
、
中
心
部
の
水

田
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、
そ

う
し
た
水
田
が
ス
プ
ロ
ー
ル
さ
れ
る
宅
地

化
が
続
い
て
い
る
。
ま
た
一
九
九
八
年
か

ら
ゆ
ふ
い
ん
料
理
研
究
会
加
盟
の
旅
館
や

農
家
に
よ
り
野
菜
の
地
場
流
通
が
実
践
さ

れ
、
旅
館
組
合
で
由
布
院
盆
地
の
米
を
一

定
の
価
額
で
買
い
上
げ
る
「
盆
地
米
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」（
写
真
３
）
も
行
わ
れ
て
い

る
が
、
農
業
・
農
村
を
守
っ
て
い
く
抜
本

的
な
対
策
が
今
こ
そ
必
要
で
あ
る
。
一
方

写真２   由布院で観光まちづくりを実践する皆さん

図1　産業別就業者数の構成比の比較

大分県湯布院町
（現在は大分県由布市）

長野県小布施町

1975年

1975年

2005年

2005年

35%

24%

27%

7%

31%

28%

13%

8%

34%

48%

60%

85%

第1次産業

第2次産業

第3次産業

（昭和50年・平成17年国勢調査による）
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で
一
九
七
〇
年
当
時
の
よ
う
に
、
観
光
業

に
限
ら
ず
住
民
で
手
を
携
え
て
ま
ち
づ
く

り
に
取
り
組
む
機
会
や
一
緒
に
学
ん
で
い

く
場
面
が
減
っ
て
い
た
が
、
今
夏
に
発
生

し
た
水
害
の
災
害
復
旧
や
、
ひ
と
夏
続
い

た
ゆ
ふ
い
ん
の
森
号
の
災
害
運
休
の
運
転

再
開
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
を
挙
げ
た
取

り
組
み
が
行
わ
れ
、
由
布
院
の
底
力
は
い

ま
だ
健
在
で
あ
る
。

観
光
と
ま
ち
づ
く
り
の

間
に
あ
る
も
の

　

こ
こ
ま
で
由
布
院
の
観
光
ま
ち
づ
く
り

の
足
跡
を
見
て
き
た
が
、
最
後
に
観
光
ま

ち
づ
く
り
の
課
題
と
可
能
性
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
ま
ず
観
光
地
に
限
ら
ず
、

地
域
住
民
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
動
き
も

近
年
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
そ
う
し

た
普
通
の
町
の
ま
ち
づ
く
り
も
、
イ
ベ
ン

ト
や
ガ
イ
ド
な
ど
、
地
域
住
民
だ
け
で
な

く
来
訪
者
も
意
識
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が

多
く
な
っ
た
。
要
は
普
通
の
町
も
地
域
を

開
き
始
め
た
の
で
あ
る
。さ
ら
に
言
え
ば
、

地
域
で
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
こ
と
は
当
た

り
前
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
レ
ベ

ル
は
加
速
度
的
に
上
が
っ
て
き
て
い
る
。

第
一
の
課
題
は
、
観
光
地
の
観
光
ま
ち
づ

く
り
の
レ
ベ
ル
が
、
果
た
し
て
そ
う
し
た

ま
ち
づ
く
り
の
レ
ベ
ル
に
比
肩
し
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
次
の
課
題
と
し
て
、
観
光
ま
ち
づ

く
り
そ
の
も
の
が
、
そ
ろ
そ
ろ
次
の
ス
テ

ー
ジ
を
目
指
す
べ
き
時
に
き
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
観
光
と
ま
ち
づ
く
り

を
相
反
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
の
で
は

な
く
、
長
く
て
数
日
し
か
地
域
に
い
な
い

観
光
と
、
ず
っ
と
地
域
に
定
住
し
て
行
う

ま
ち
づ
く
り
の
間
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能

性
が
あ
る
こ
と
も
見
て
い
き
た
い
。
例
え

ば
、
一
～
三
週
間
程
度
の
「
滞
在
」
が
こ

れ
か
ら
の
旅
の
一
つ
の
柱
に
な
っ
て
い
く

可
能
性
が
あ
る
こ
と
や
、
一
～
三
カ
月
程

度
「
短
期
居
住
」
す
る
人
々
が
、
新
た
に

ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
に
な
る
よ
う
な
こ

と
ま
で
想
定
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。

ま
た
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
み
た
時
、

観
光
自
体
は
生
業
と
し
て
、
ま
た
地
域
の

生
業
を
束
ね
た
大
事
な
産
業
と
し
て
、
も

っ
と
明
快
な
産
業
政
策
と
再
投
資
財
源
を

持
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
そ
の
政
策
形
成
と
実
行
の
担
い

手
は
、
自
治
体
や
業
界
だ
け
で
な
く
、
地

域
の
な
か
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
が
参
画

で
き
る
場
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
地
域
は
そ
こ
に
住
む
住
民
だ
け
で

構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
地
域
で
生

業
を
営
む
企
業
も
大
事
な
主
体
で
あ
り
、

住
民
参
加
も
す
る
が
、
企
業
も
参
加
し
、

そ
し
て
行
政
参
加
で
き
る
よ
う
な
場
を
目

指
し
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
が
ど
う
「
地
域
経
営
」
し
て
い
く
の

か
が
大
切
な
観
点
と
な
り
、
そ
う
し
た
場

こ
そ
「
公
」
と
呼
べ
る
も
の
に
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
滞

在
者
」
や
「
短
期
居
住
者
」
も
観
光
ま

ち
づ
く
り
の
担
い
手
に
な
り
得
る
と
す
れ

ば
、「
地
域
自
治
」
は
新
た
な
局
面
を
迎

え
る
こ
と
と
な
る
。

　

最
後
に
、観
光
ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
、

よ
っ
て
立
つ
地
域
を
ど
の
範
囲
で
設
定
す

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

市
町
村
合
併
が
進
み
、
道
州
制
が
叫
ば

れ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
地
域
は
自
治

体
の
規
模
を
大
き
く
す
る
こ
と
ば
か
り
に

目
が
向
い
て
い
る
が
、
観
光
ま
ち
づ
く
り

の
地
域
の
範
囲
は
よ
り
小
さ
く
捉
え
て
、

地
域
が
一
番
光
り
輝
く
範
囲
を
単
位
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
地
域
性
や
取
り

組
み
の
内
容
に
応
じ
て
、
そ
れ
ら
が
連
合

し
あ
る
い
は
重
層
的
に
構
成
さ
れ
る
よ
う

な
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
仕
組
み
や
方
向
性

を
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
観

光
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

（
よ
ね
だ　

せ
い
じ
）

（
注
）
ク
ア
オ
ル
ト
構
想
：
温
泉
、
芸
術
文
化
、
自
然
環

境
と
い
っ
た
生
活
環
境
を
整
え
、
住
民
の
暮
ら
し

を
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
し
な
が
ら
、
地
域
に
来

訪
者
を
迎
え
、
と
も
に
健
康
増
進
に
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
滞
在
型
保
養
温
泉
地
を
目
指
し
て
い

く
構
想
。

米
田
誠
司
（
よ
ね
だ 

せ
い
じ
）

　
一
九
六
三
年
福
岡
県
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
大
学
院

修
士
課
程
修
了
後
、
東
京
都
庁
入
庁
。
多
摩
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
開
発
な
ど
を
手
掛
け
る
。
そ
の
後
、
由
布
院
観
光

事
務
所
事
務
局
長
の
全
国
公
募
で
由
布
院
温
泉
へ
。
昨

年
、
熊
本
大
学
大
学
院
博
士
課
程
を
修
了
し
、
現
職
に

至
る
。

写
真
３  

由
布
岳
を
望
む
田
園
風
景



念
を
言
い
表
し
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
草

津
町
の
歴
代
町
長
も
み
な
、
こ
の
町
民
憲

章
の
言
葉
に
深
く
共
感
し
、
時
に
言
葉
の

意
味
を
再
確
認
し
な
が
ら
、
施
策
の
基
本

理
念
に
お
い
て
き
ま
し
た
。 

草
津
町
の
概
況 

　

面
積
約
五
十
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
約

七
〇
％
が
上
信
越
高
原
国
立
公
園
内
に
位

置
し
て
い
ま
す
。
平
均
標
高
千
二
百
メ
ー

ト
ル
。
年
間
平
均
気
温
七
℃
、
夏
季
（
七

〜
九
月
）
十
八
℃
。
人
口
約
七
千
五
十
人
。

入
込
客
数
約
二
百
八
十
万
人
、
宿
泊
客
数

百
八
十
万
人
。
人
口
は
、
昭
和
五
十
年
代

の
約
九
千
五
百
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
、

過
疎
化
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
就
労
人
口

を
合
わ
せ
る
と
九
千
人
以
上
に
な
り
、
労

働
力
に
関
し
て
は
、
人
口
が
流
失
し
た
分

を
近
隣
か
ら
の
就
労
と
短
期
の
住
み
込
み

に
よ
る
雇
用
に
よ
っ
て
賄
っ
て
い
る
状
況
で

す
。
入
込
客
数
は
、
平
成
六
年
と
十
七
年

の
約
三
百
万
人
が
最
も
多
く
、
昭
和
六
十

年
代
は
二
百
五
十
万
人
、
そ
の
後
増
減
が

あ
り
、
昨
年
は
二
百
七
十
万
人
と
な
り
、
近

年
の
七
〜
八
年
間
は
ピ
ー
ク
時
よ
り
約
一

割
減
少
。
宿
泊
客
数
も
同
様
に
平
成
十
年

代
中
ご
ろ
の
二
百
万
人
よ
り
約
一
割
の
減

少
と
な
っ
て
い
ま
す
。
宿
泊
施
設
数
は
、
旅

館
組
合
会
員
数
百
十
軒
、
他
ペ
ン
シ
ョ
ン
・

民
宿
を
加
え
る
と
、
約
百
五
十
軒
に
な
り

ま
す
。
概
算
で
は
あ
り
ま
す
が
、
宿
泊
施

設
の
収
容
総
数
が
約
一
万
五
千
人
と
さ
れ

て
い
る
の
で
、
昨
年
の
百
八
十
万
人
で
割
る

と
、
定
員
稼
働
率
、
約
三
三
％
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、こ
の
数
字
に
は
寮
、保
養
所
、

リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
宿
泊
は
含
ま
れ

て
い
な
い
の
で
、
実
際
に
は
、
宿
泊
人
員
は

も
っ
と
多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

草
津
温
泉
の
歴
史

︱
ベ
ル
ツ
博
士
の
功
績

　

草
津
温
泉
の
始
ま
り
に
つ
い
て
、
ど

こ
の
土
地
に
も
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
古

く
か
ら
の
言
い
伝
え
は
い
く
つ
も
あ
り
ま

す
が
、
史
実
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、

一
一
九
三
年
に
源
頼
朝
が
温
泉
に
入
浴
に

訪
れ
た
、
と
い
う
記
録
か
ら
で
す
。
そ
の

後
戦
国
期
に
は
多
く
の
武
将
や
文
人
が

訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
実
際
に
温

泉
地
と
し
て
確
立
す
る
の
は
、
江
戸
期
に

入
り
、
幕
府
直
轄
の
天
領
と
な
っ
て
か
ら

で
し
た
。
政
局
が
安
定
し
、「
天
下
泰
平
」

の
世
に
な
っ
て
、
庶
民
生
活
・
文
化
の
発

達
に
よ
り
来
浴
客
が
年
間
一
万
人
を
超
え

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

 

「
歩
み
入
る
者
に
や
す
ら
ぎ
を
、

去
り
ゆ
く
人
に
し
あ
わ
せ
を
」 

　

こ
れ
は
、
昭
和
五
十
四
年
に
制
定
さ
れ

た
、
草
津
町
の
町
民
憲
章
で
す
。
こ
の
言

葉
は
草
津
温
泉
を
よ
く
訪
れ
て
い
た
東
山

魁
夷
画
伯
が
ド
イ
ツ
・
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク

市
の
城
壁
の
門
に
刻
ま
れ
て
い
る
ラ
テ
ン

語
を
翻
訳
し
、
当
町
へ
贈
っ
て
く
れ
た
も

の
で
す
。
中
世
の
城
塞
都
市
で
使
わ
れ
た

意
味
合
い
と
は
、
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
観
光
業
が
経
済

の
大
き
な
支
柱
で
あ
る
草
津
温
泉
に
と
っ

て
、
非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
、
あ
る
べ
き
理

「
泉
質
主
義
」を
貫
き
、時
代
を
紡
ぐ

草
津
温
泉

―
―
次
世
代
へ
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
が
責
務

草
津
温
泉
旅
館
協
同
組
合
理
事
長

黒
岩  

裕
喜
男 3

13 特集◉観光地づくりの本質を探る——観光まちづくりの「心」とは
特集３「泉質主義」を貫き、時代を紡ぐ草津温泉——次世代へのバトンタッチが責務



科
学
的
に
調
査
・
分
析
し
、
草
津
温
泉
の

医
学
的
有
効
性
を
評
価
し
ま
し
た
。
そ
の

結
果
を
基
に
温
泉
の
効
能
を
生
か
す
入
浴

法
に
つ
い
て
の
指
導
も
行
っ
た
の
で
す
。 

　

ベ
ル
ツ
博
士
は
、「
草
津
に
は
、
無
比

の
温
泉
以
外
に
日
本
で
最
上
の
山
の
空
気

と
、全
く
理
想
的
な
飲
料
水
が
あ
る
」「
も

し
こ
ん
な
土
地
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
た

と
し
た
ら
、
カ
ル
ロ
ヴ
ィ
・
ヴ
ァ
リ
（
チ

ェ
コ
に
あ
る
温
泉
）
よ
り
も
に
ぎ
わ
う
こ

と
だ
ろ
う
」
と
称
賛
し
、
素
晴
ら
し
い
温

泉
保
養
地
と
し
て
、
広
く
世
界
に
紹
介
し

ま
し
た
。
ま
た
、
当
時
の
町
の
有
識
者
た

ち
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
温
泉
保
養
地
を
紹

介
し
、
そ
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
る
方
法
も

指
導
し
ま
し
た
。
町
と
し
て
す
ぐ
に
そ
の

よ
う
な
開
発
や
変
革
に
着
手
し
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
で
言
う
「
リ
ゾ
ー

ト
」
の
概
念
が
初
め
て
導
入
さ
れ
た
大
き

な
転
換
期
で
し
た
。　

・
大
正
か
ら
昭
和
へ

　

そ
の
後
、
大
正
初
年
の
ス
キ
ー
導
入
、

信
越
本
線
開
通
に
よ
る
物
流
、
そ
し
て
、

い
ち
早
く
観
光
客
の
輸
送
を
目
的
に
し
た

草
軽
電
鉄
（
草
津
〜
軽
井
沢
間
）
の
開
設

（
大
正
十
五
年
全
線
開
通
）
な
ど
。
ま
た
、

戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
十
三
年
の
日
本
で

最
初
の
邦
人
用
ス
キ
ー
リ
フ
ト
の
架
設
な

ど
、
草
津
が
温
泉
保
養
地
と
し
て
発
展
し

て
い
っ
た
根
幹
に
は
、
ベ
ル
ツ
博
士
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
概
念
が
脈
々
と
受
け

継
が
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

 ・
戦
後
か
ら
現
在
へ

　

そ
し
て
、
戦
後
の
経
済
成
長
期
の
国
民

的
レ
ジ
ャ
ー
ブ
ー
ム
に
よ
る
観
光
客
の
激

増
、
宿
泊
施
設
の
大
型
化
、
団
体
客
時

代
の
到
来
、
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
乱
開

発
の
時
代
、
旅
行
形
態
の
多
様
化
、
平
成

以
降
の
長
引
く
不
況
、
ま
た
は
そ
の
常
態

化
等
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
時
代
の
変

遷
の
な
か
、他
の
多
く
の
観
光
地
と
同
様
、

苦
し
み
な
が
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
に

迫
ら
れ
な
が
ら
、現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

草
津
温
泉
・
近
年
の

観
光
地
づ
く
り
の

取
り
組
み

・『
草
津
温
泉
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
計
画
』

（
平
成
九
〜
十
一
年
）

　

平
成
初
年
以
降
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に

よ
る
低
迷
期
が
続
く
な
か
、
も
う
一
度
観

光
地
と
し
て
の
魅
力
に
磨
き
を
か
け
直
そ

う
と
、
観
光
協
会
の
主
導
の
も
と
に
財
団

法
人
日
本
交
通
公
社
と
と
も
に
取
り
組

み
ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
、
当
時
結
成
さ

れ
て
間
も
な
か
っ
た
旅
館
組
合
の
女
将
の

会
（
現
、
湯
の
華
会
）
や
、
商
工
会
・
旅

館
組
合
両
青
年
部
が
新
た
に
将
来
に
向

け
て
行
動
を
開
始
で
き
る
よ
う
な
勉
強

会
、
検
討
会
の
開
催
な
ど
、
計
画
の
策
定

の
過
程
を
重
視
し
た
も
の
で
し
た
。
第
一

年
次
に
は
、
計
画
に
携
わ
る
メ
ン
バ
ー
が

共
通
認
識
で
き
る
目
標
と
し
て
、「
も
う

一
泊
し
た
く
な
る
、草
津
温
泉
」
を
設
定
。

第
二
年
次
に
は
、
ベ
ル
ツ
博
士
が
提
唱
し

・
明
治
時
代

　

明
治
期
に
入
り
、
東
京
医
学
校
（
現
、

東
京
大
学
医
学
部
）
で
教
鞭
を
と
り
、
明

治
天
皇
・
大
正
天
皇
の
侍
医
で
も
あ
っ
た

ド
イ
ツ
人
医
学
者
の
ベ
ル
ツ
博
士
（
注
）（
写

真
１
）
が
明
治
十
一
年
に
初
め
て
草
津
を

訪
れ
ま
し
た
。
ベ
ル
ツ
博
士
は
、
草
津
温

泉
の
量
、質
、自
然
環
境
の
良
さ
、そ
し
て
、

長
年
培
わ
れ
て
き
た
入
浴
法
や
温
泉
療
法

に
注
目
し
、
そ
の
後
し
ば
し
ば
訪
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
泉
質
や
「
時
間
湯
」
と
呼
ば

れ
る
草
津
独
特
の
入
浴
法
の
効
能
な
ど
を

14

写
真
１  

エ
ル
ヴ
ィ
ン・フ
ォ
ン・ベ
ル
ツ
博
士

（
草
津
ベ
ル
ツ
記
念
館
所
蔵
）
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た
「
国
際
的
な
温
泉
・
高
原
リ
ゾ
ー
ト
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
、
勉
強
会
を
催
し
ま
し

た
。
最
終
年
に
は
、
ベ
ル
ツ
博
士
の
意
志

を
酌
み
、
草
津
温
泉
が
歴
史
的
に
培
っ
て

き
た
温
泉
文
化
を
見
直
し
、
現
代
に
新
し

い
感
覚
の
「
湯
治
場
」 

を
再
現
す
る
こ
と

が
、「
国
際
的
な
高
原
・
温
泉
リ
ゾ
ー
ト

と
し
て
の
草
津
温
泉
」
の
実
現
に
資
す
る

と
の
結
論
に
至
り
ま
し
た
。 

　

こ
の
よ
う
な
三
年
間
の
計
画
策
定
の
過

程
に
お
い
て
、「
湯
の
華
会
」
で
は
、
代

表
的
な
名
所
の
一
つ
で
あ
る
湯
畑
周
辺
の

魅
力
ア
ッ
プ
、
草
津
の
道
の
研
究
、
白
根

神
社
（
草
津
で
最
も
由
緒
あ
る
神
社
で

あ
る
が
普
段
は
参
拝
客
が
少
な
い
）
の
研

究
を
テ
ー
マ
に
勉
強
会
を
重
ね
ま
し
た
。

温
泉
街
の
街
歩
き
や
周
辺
の
ハ
イ
キ
ン
グ

等
、
実
際
に
観
光
客
の
目
線
で
歩
き
、
そ

の
体
験
を
も
と
に
「
お
か
み
さ
ん
お
す
す

め
お
散
歩
マ
ッ
プ
」（
図
１
）
を
作
成
し

ま
し
た
。
こ
の
地
図
は
、
坂
の
傾
斜
度
や

階
段
、ゆ
っ
く
り
歩
い
た
時
の
所
要
時
間
、

カ
ロ
リ
ー
計
算
な
ど
も
盛
り
込
ま
れ
て
お

り
、
改
訂
を
重
ね
て
現
在
で
も
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
。 

　

ま
た
両
青
年
部
で
は
、
合
同
で
新
し
い

協
議
会
を
立
ち
上
げ
、
年
間
行
わ
れ
て
い

図１  「おかみさんおすすめお散歩マップ」（草津温泉  湯の華会）



る
各
イ
ベ
ン
ト
を
見
直
し
、
今
後
の
課
題

を
検
討
し
て
、
そ
の
結
果
を
各
イ
ベ
ン
ト

主
催
者
に
提
案
。
さ
ら
に
、
自
ら
も
積
極

的
に
関
わ
っ
て
い
く
と
い
う
機
運
も
生
ま

れ
ま
し
た
。
折
し
も
、
当
時
、
開
催
が
迫

っ
て
い
た
日
韓
共
催
の
サ
ッ
カ
ー
・
ワ
ー
ル

ド
カ
ッ
プ
の
キ
ャ
ン
プ
地
へ
の
立
候
補
と
い

う
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も
挑
戦
し
ま

し
た
。
こ
の
取
り
組
み
は
、
参
加
国
と
の

調
整
が
つ
か
ず
、
誘
致
の
成
功
に
は
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ス
ポ
ー
ツ
の
で
き
る
温

泉
地
と
し
て
の
認
知
度
ア
ッ
プ
に
つ
な
が

り
ま
し
た
。
実
際
、
そ
の
活
動
を
通
し
て
、

当
時
草
津
の
旅
館
や
飲
食
店
で
働
き
な
が

ら
群
馬
県
社
会
人
リ
ー
グ
に
参
加
し
て
い

た
選
手
た
ち
と
交
流
が
で
き
、
そ
れ
が
日

本
サ
ッ
カ
ー
協
会
の
目
に
と
ま
り
、
こ
れ

が
温
泉
地
発
と
し
て
全
国
的
に
も
例
を
見

な
い
、Ｊ
リ
ー
グ
チ
ー
ム
「
ザ
ス
パ
草
津
」

の
誕
生
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。
ま
た
、
そ
の
ザ
ス
パ
草
津
の
誕
生
に

伴
い
、町
に
よ
る
グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備
が
進
み
、

そ
れ
ま
で
も
催
さ
れ
て
い
た
サ
ッ
カ
ー
大

会
の
参
加
者
も
増
加
し
、
今
で
は
、
少
年
・

少
女
・
女
子
・
学
生
等
の
大
会
数
も
増
え
、

七
、八
月
の
二
カ
月
間
に
約
一
万
五
千
人
を

集
客
す
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。 
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草
津
温
泉
の
人
々
〜
ベル
ツ
マ
イ
ン
ド
を
伝
え
続
け
て
い
く

市
川  

薫
氏 

　
ホ
テ
ル
一
井  

女
将
・
湯
の
華
会
初
代
会
長

人
コ
ラ
ム

　

い
ま
の
日
本
人
は
人
間
関
係
が
希
薄
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
草
津
は
濃
い
の
で
す
。

昔
、隣
の
家
の
子
を
叱
っ
た
の
に
近
い
も
の

が
残
っ
て
い
ま
す
。
お
互
い
ル
ー
ツ
も
分
か

っ
て
い
て
普
通
な
ら
放
っ
て
お
く
こ
と
を
言

っ
て
く
れ
る
の
は
あ
り
が
た
い
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
草
津
の
人
は
国
際
的
で
す
。
山

の
中
の
七
千
人
の
小
さ
な
町
で
す
が
姉
妹

都
市
が
五
つ
あ
り
五
十
年
に
わ
た
る
交
流

を
続
け
て
い
ま
す
し
、
草
津
夏
期
国
際
音

楽
ア
カ
デ
ミ
ー
＆
フ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ル
も

三
十
三
回
目
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
言
葉

が
通
じ
な
く
と
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
成
り
立
つ
と
こ
ろ
が
す
ご
い
の
で
す
。

そ
し
て
、
外
か
ら
見
た
草
津
の
良
さ
を
実

感
し
て
、
子
供
た
ち
に
伝
え
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
ベ
ル
ツ
博
士
（
注
）
に
由
来
す
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
明
治
時
代
の
草
津
町
民

に
と
っ
て
は
、
温
泉
は
あ
っ
て
当
た
り
前

で
し
た
が
、
博
士
は
何
度
も
草
津
に
来
て

く
れ
て
長
い
時
は
一
カ
月
く
ら
い
逗と

う

留り
ゅ
うし

て
、
お
い
し
い
水
と
澄
ん
だ
空
気
、
温
泉

は
天
与
の
恵
み
で
大
切
に
す
べ
き
と
い
う

こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
町
民
は
ベ
ル
ツ
マ
イ
ン
ド
を
脈
々
と

伝
え
、
明
治
以
降
少
し
ず
つ
形
に
し
て
き

ま
し
た
。
そ
の
現
在
の
象
徴
が
「
泉
質
主

義
」
で
す
。
温
泉
に
軸
が
あ
る
か
ら
何
を

す
る
に
も
ぶ
れ
ま
せ
ん
。
町
長
が
変
わ
ろ

う
と
も
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
し
て
、
湯
畑
を

守
り
守
ら
れ
な
が
ら
や
っ
て
き
ま
し
た
。

温
泉
へ
の
感
謝
と
謙
虚
さ
が
原
点
で
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
四
百
年
た
っ
て
も
未

完
成
な
教
会
が
あ
り
ま
す
が
「
文
化
は
未

完
成
で
あ
る
べ
き
で
、
次
の
世
代
に
も
未

完
成
の
も
の
を
伝
え
、
人
類
が
続
く
限
り

そ
れ
が
続
い
て
い
く
こ
と
で
伝
わ
る
」
と

聞
い
て
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う

い
う
こ
と
を
草
津
の
人
は
海
外
に
行
き
ど

こ
か
で
学
ん
で
い
て
、
そ
の
よ
う
な
感
覚

が
で
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
湯

畑
も
常
に
動
い
て
い
て
未
来
永え

い
ご
う劫

未
完

成
。
だ
か
ら
、
次
に
テ
ー
マ
を
つ
く
っ
て

取
り
組
み
、伝
え
続
け
て
い
け
る
の
で
す
。

（
い
ち
か
わ　

か
お
る
）

（
二
〇
一
二
年
七
月
二
十
四
日
談
）

聞
き
手
：
梅
川
智
也
・
石
山
千
代
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さ
ま
ざ
ま
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
ブ
ラ

ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
計
画
で
し
た
が
、
三
年
間

を
通
し
て
の
一
番
の
収
穫
は
、
そ
れ
ま
で

団
体
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
た
、
地
域
の
活

性
化
や
そ
の
取
り
組
み
・
イ
ベ
ン
ト
な
ど

に
、
ど
こ
が
主
催
で
あ
れ
、
観
光
協
会
、

旅
館
組
合
、
商
工
会
、
行
政
、
議
会
ま
で

も
、
草
津
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。 

　

 ・『
草
津
の
冬
を
考
え
る
会
』

（
平
成
十
三
年
度
） 

　

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
計
画
に
も
一
区
切

り
つ
く
と
、
今
度
は
Ｊ
Ｔ
Ｂ
旅
館
ホ
テ
ル

連
盟
の
草
津
地
区
会
が
主
体
と
な
っ
て
財

団
法
人
日
本
交
通
公
社
と
と
も
に
取
り

組
ん
だ
の
が
、「
草
津
の
冬
を
考
え
る
会
」

で
し
た
。
こ
れ
は
、
ス
キ
ー
需
要
の
低
迷・

激
減
に
伴
い
、
年
間
の
最
オ
フ
期
に
な
っ

た
冬
（
十
二
〜
二
月
）
の
誘
客
を
何
と
か

し
よ
う
と
始
ま
っ
た
会
で
す
。
メ
ン
バ
ー

は
Ｊ
Ｔ
Ｂ
旅
ホ
連
の
他
に
各
団
体
の
任
意

の
メ
ン
バ
ー
で
話
し
合
い
を
重
ね
ま
し
た
。

し
か
し
、
な
か
な
か
「
冬
を
売
る
、
冬
が

売
れ
る
」
よ
う
な
効
果
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア

が
ま
と
ま
ら
ず
、
最
終
的
に
「
草
津
は
季

節
を
問
わ
ず
、
売
り
は
温
泉
そ
の
も
の
」

と
い
う
原
点
回
帰
的
な
ご
く
シ
ン
プ
ル
な

も
の
に
な
り
ま
し
た
。「
そ
れ
で
は
、
我
々

自
身
が
も
う
一
度
草
津
の
温
泉
に
つ
い
て

勉
強
し
直
し
、
泉
質
や
効
能
、
入
浴
法
な

ど
町
民
の
だ
れ
も
が
胸
を
張
っ
て
観
光
客

ま
た
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
人
に
説
明
で
き

る
よ
う
に
し
よ
う
」
と
い
う
考
え
か
ら
、

平
成
十
三
年
十
二
月
に
は
、「
泉
質
主
義
」

を
宣
言
（
図
２
）。
草
津
の
温
泉
つ
い
て
の

冊
子
を
五
連
で
作
り
、
誇
れ
る
「
泉
質
」

の
良
さ
を
訴
求
し
ま
し
た
。
こ
の
「
泉
質

主
義
」
は
、
十
年
以
上
経
て
、
現
在
で
も

大
き
く
掲
げ
ら
れ
、
草
津
温
泉
の
代
名
詞

で
あ
る
か
の
ご
と
く
定
着
し
て
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
皆
が
草
津
温
泉
を

誇
り
を
持
っ
て
語
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ブ

ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
の
ア
ッ
プ
に
も
大
き
く

貢
献
す
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。 

・『
草
津
温
泉
歩
き
た
く
な
る
観
光
地
づ

く
り
』（
平
成
十
五
年
） 

　

こ
れ
は
、
町
行
政
主
導
の
事
業
で
財
団

法
人
日
本
交
通
公
社
と
一
緒
に
取
り
組
み

ま
し
た
。
広
く
全
町
民
に
参
加
を
呼
び
か

け
、
約
百
人
の
参
加
者
と
と
も
に
行
わ
れ

ま
し
た
。
数
多
く
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

行
い
、
長
年
の
懸
案
で
あ
る
温
泉
街
へ
の

車
両
規
制
に
も
取
り
組
み
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
イ
ー
ク
、
お
盆
、
秋
季
の
連
休
な
ど
に

は
、
交
通
社
会
実
験
（
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ

イ
ド
）
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
パ
ー
ク

ア
ン
ド
ラ
イ
ド
は
国
の
補
助
金
事
業
と
な

り
、
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
実
施
さ
れ
ま

し
た
。
残
念
な
が
ら
、
車
両
規
制
は
、
全

員
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
ず
常
態
化

は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
将
来
に
一
石
を

投
じ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の

事
業
の
結
果
と
し
て
、
路
地
裏
や
歩
道
の

整
備
が
進
め
ら
れ
、現
在
も
進
行
中
で
す
。 

草
津
温
泉・現
在
の

取
り
組
み

・『
草
津
観
光
立
町
基
本
計
画
』

（
平
成
二
十
一
年
） 

　

草
津
町
議
会
で
は
、
平
成
十
九
年
に
草

津
町
観
光
立
町
推
進
基
本
条
例
を
定
め
、

そ
の
実
現
の
た
め
に
こ
の
計
画
が
策
定
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
条
例
の
定
め
に
従
い
、

今
ま
で
の
取
り
組
み
や
町
民
憲
章
な
ど
を

踏
ま
え
た
計
画
で
、
こ
れ
か
ら
の
草
津
の

指
針
と
な
る
も
の
で
す
。
こ
の
計
画
と
同

時
に
景
観
法
に
基
づ
い
た
景
観
計
画
の
策

定
と
現
在
の
景
観
条
例
の
改
正
を
目
標

に
、
平
成
二
十
一
年
に
は
景
観
行
政
団
体

が
発
足
。
温
泉
街
を
五
つ
の
地
区
に
分
け
、

順
次
話
し
合
い
を
行
い
、
景
観
ま
ち
づ
く

り
協
定
（
街
並
み
の
ル
ー
ル
）
が
締
結
で

き
た
地
区
よ
り
社
会
資
本
整
備
交
付
金
の

補
助
を
受
け
て
、平
成
二
十
三
年
度
よ
り
、

通
り
に
面
し
た
店
舗
の
改
装
や
看
板
の
か

け
直
し
、
壁
の
塗
装
な
ど
に
一
定
の
補
助

金
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
事
業
は
開
始
よ
り
十
五
年
間
継
続
さ

れ
る
も
の
で
、
少
し
ず
つ
色
調
も
整
っ
て

き
ま
し
た
。
さ
ら
に
よ
り
歩
き
た
く
な
る

温
泉
街
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。 

・『
湯
畑
の
再
開
発
』

（
平
成
二
十
四
年
〜
） 

　

最
後
に
今
年
度
よ
り
草
津
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
る
湯
畑
の
再
開
発
が
着
手
さ
れ
ま
し

た（
図
３
）。
今
年
度
は
総
湯「
御
座
の
湯
」

図
２  

泉
質
主
義
宣
言
と
泉
質
主
義
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
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が
建
て
ら
れ
、
来
年

に
は
多
目
的
に
使
え

る
広
場
の
整
備
、
三

年
目
に
は
「
湯
も
み
」

の
シ
ョ
ー
が
行
わ
れ

る
「
熱
の
湯
」（
図
４
）

の
建
て
替
え
が
行
わ

れ
る
予
定
と
な
っ
て

い
ま
す
。
街
並
み
整

備
の
進
行
と
あ
い
ま

っ
て
、
観
光
地
と
し

て
の
魅
力
の
ア
ッ
プ

に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
大
き
な
期
待
を

寄
せ
て
い
ま
す
。 

魅
力
あ
る
草
津
を

次
世
代
に
継
承
す
る
責
任

　

い
ろ
い
ろ
と
草
津
に
つ
い
て
書
い
て
き

ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
例
に
挙
が
ら
な
か

っ
た
失
敗
例
や
継
続
で
き
な
か
っ
た
事
業

は
、
私
が
知
る
だ
け
で
も
、
こ
の
何
倍
も

あ
り
ま
す
。
た
だ
い
え
る
こ
と
は
、成
功・

失
敗
は
問
わ
ず
、
先
人
や
先
輩
方
が
、
そ

の
時
々
の
時
代
の
変
化
に
対
応
し
、
い
ろ

い
ろ
模
索
し
、
果
敢
に
挑
戦
し
て
き
た
結

果
、
今
の
草
津
温
泉
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。現
在
も
問
題
は
山
積
し
て
い
ま
す
。

草
津
町
の
概
況
で
記
し
た
よ
う
に
、
旅
館

の
定
員
稼
働
率
が
三
〇
％
程
度
で
、
皆
生

き
残
っ
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、

観
光
を
支
え
る
人
材
が
ど
ん
ど
ん
減
少
し

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
今
の
時
代
を

担
う
我
々
の
年
代
に
と
っ
て
、
時
代
の
変

化
に
さ
ま
ざ
ま
に
対
応
し
な
が
ら
、
先
人

た
ち
よ
り
受
け
継
い
だ
も
の
を
維
持
し
、

子
供
た
ち
が
戻
っ
て
き
た
く
な
る
よ
う
な

魅
力
と
雇
用
の
あ
る
町
を
保
ち
、
次
世
代

へ
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
最
小
限
の

責
務
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

（
く
ろ
い
わ　

ゆ
き
お
）

（
注
）エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
フ
ォ
ン・ベ
ル
ツ（
一
八
四
九
〜
一
九
一
三
）

草
津
温
泉
を
評
価
し
世
界
に
紹
介
し
た
明
治
政
府

の
お
雇
い
外
国
人
の
ド
イ
ツ
人
医
師
。
東
京
医
学

校
教
授
、
明
治
天
皇
や
皇
太
子
の
侍
医
を
務
め
る
。

「
日
本
鉱
泉
論
」（
明
治
十
三
年
）
、
草
津
の
時
間

湯
に
つ
い
て
の
「
熱
水
浴
療
論
」（
明
治
二
十
九

年
）
等
を
記
す
。
草
津
町
は
町
制
施
行
百
周
年
を

記
念
し
て
「
ベ
ル
ツ
記
念
館
」
を
開
館
。
草
津
町
と

博
士
の
生
ま
れ
故
郷
の
ビ
ー
テ
ィ
ヒ
ハ
イ
ム
・
ビ
ッ

シ
ン
ゲ
ン
は
姉
妹
都
市
交
流
五
十
周
年
。

黒
岩
裕
喜
男
（
く
ろ
い
わ 

ゆ
き
お
）

　

一
九
六
三
年
草
津
町
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
卒
業

後
、
家
業
の
旅
館
・
望
雲
（
創
業
一
五
九
九
年
）
を
継

ぐ
。
二
〇
〇
一
年
社
長
就
任
（
十
五
代
目
）
。
二
〇
一
二

年
五
月
、
草
津
温
泉
旅
館
協
同
組
合
理
事
長
に
就
任

し
、
現
在
に
至
る
。

図3   草津  湯源湯路街 『草津めぐり  世界の名所「草津温泉郷」の歩き方』（草津町）

図4   熱の湯 『草津めぐり  世界の名所「草津温泉郷」の歩き方』（草津町）



こ
の
十
年
間
の
観
光
客
数
は
、
時
計
の
針

を
ほ
ぼ
四
十
〜
五
十
年
、
逆
戻
り
し
た
よ

う
な
激
変
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

　

私
が
上
司
に
同
道
し
て
初
め
て
阿
寒

湖
を
訪
れ
た
の
は
、
一
九
九
九
年
十
月

二
十
四
日
日
曜
日
の
こ
と
で
し
た
。
将
来

の
阿
寒
湖
温
泉
に
危
機
感
を
感
じ
て
い

た
町
長
を
始
め
と
す
る
関
係
者
の
方
々

が
、
今
後
の
方
針
を
検
討
す
る
会
議
に
休

日
を
返
上
し
て
集
ま
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
日
を
契
機
に
十
年
以
上
に
及
ぶ
阿
寒

湖
の
皆
さ
ん
と
当
財
団
と
の
お
付
き
合
い

が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
私
が
常
々
紹
介
し
た
い
と
思

っ
て
い
た
組
織
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
一

般
財
団
法
人
前
田
一
歩
園
財
団
。
日
本
型

ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
と
も
い
う
べ
き
組

織
で
、
阿
寒
湖
周
辺
に
約
三
千
九
百
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
土
地
を
所
有
、
土
地
の
貸
付
と

温
泉
の
販
売
な
ど
で
広
大
な
森
林
を
管
理

し
、
阿
寒
湖
の
自
然
を
守
り
続
け
て
い
ま

す
。
全
国
的
に
見
て
も
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク

な
活
動
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
組
織
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
先
日
、
二
時
間
以
上
に
わ

た
り
前
田
三
郎
理
事
長
（
写
真
１
）
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
今
、
改

め
て
思
う
こ
と
は
、
阿
寒
湖
の
“
自
然
”

だ
け
で
な
く
、“
人
々
の
生
活
”
を
も
守
っ

て
き
た
前
田
家
の
「
志
」
の
高
さ
、
そ
し

て
深
さ
で
す
。
前
田
正
名
、
正

し
ょ
う

次じ

、
光み

つ

子こ

の
三
氏
、
そ
し
て
現
在
の
三
郎
氏
が
引
き

継
い
で
き
た
前
田
一
歩
園
の
理
念
を
、
こ

れ
か
ら
も
“
阿
寒
湖
の
遺
伝
子
”
と
し
て

次
世
代
に
紡
い
で
い
っ
て
も
ら
い
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

前
田
正
名
と
い
う
「
人
」

　

今
年
（
二
〇
一
二
年
）一
月
の
宝
塚
雪
組

公
演
『Sam

urai

』（
原
作・月
島
総
記
『
巴

里
の
侍
』）
は
、
二
十
歳
で
フ
ラ
ン
ス
に
留

学
し
、
普
仏
戦
争
（
注
１
）
に
巻
き
込
ま
れ

　
「
北
海
道
の
名
付
け
親
」
と
称
さ
れ
る

松
浦
武
四
郎
が
六
回
目
の
蝦
夷
地
踏
査

で
阿
寒
の
地
を
訪
れ
た
の
は
、
一
八
五
八

年
（
安
政
五
年
）
の
こ
と
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
ほ
ぼ
五
十
年
後
の

一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
年
）、
明
治

新
政
府
の
経
済
閣
僚
・
前
田
正ま

さ

名な

に
よ
っ

て
初
め
て
阿
寒
湖
畔
の
開
発
が
着
手
さ
れ
、

一
九
一
一
年
（
明
治
四
十
四
年
）、
最
初
の

温
泉
旅
館
が
山
浦
政
吉
に
よ
っ
て
開
設
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
の
約
百
年
が
阿
寒
湖

に
お
け
る
観
光
地
づ
く
り
の
歴
史
と
な
り

ま
す
。

　

観
光
客
は
一
時
を
除
き
、
ほ
ぼ
順
調
に

推
移
し
て
き
た
も
の
と
推
察
さ
れ
ま
す
が
、

地
域
が
ビ
ジョン
を
つ
く
り
、実
行
す
る

阿
寒
湖
温
泉

―
―
前
田
一
歩
園
の
理
念
を
生
か
す

公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社

研
究
調
査
部
長

梅
川  

智
也 4

19 特集◉観光地づくりの本質を探る——観光まちづくりの「心」とは
特集４地域がビジョンをつくり、実行する阿寒湖温泉——前田一歩園の理念を生かす

写
真
１   

前
田
三
郎
理
事
長

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
日
時
：
二
〇
一
二
年
八
月
三
日
）
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た
若
き
日
の
前
田
正
名
を
描
い
た
も
の
で
、

私
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
宝
塚
観
劇
で
し

た
。
そ
れ
は
冒
頭
、「
阿
寒
湖
を
自
然
の

ま
ま
に
守
る
」
と
い
う
正
名
の
志
を
引
き

継
い
だ
光
子
（
元
タ
カ
ラ
ジ
ェ
ン
ヌ
）
が

登
場
す
る
印
象
的
な
シ
ー
ン
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。

　

薩
摩
藩
の
貧
し
い
漢
方
医
の
六
男
と
し

て
生
ま
れ
た
正
名
は
、
十
六
歳
で
長
崎
に

留
学
（
藩
費
）、
そ
の
後
、
坂
本
龍
馬
か

ら
最
も
文
明
の
進
ん
だ
国
と
し
て
紹
介
さ

れ
た
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
す
る
た
め
、
和
訳

英
辞
書
、
通
称
「
薩
摩
辞
書
」（
写
真
２
）

を
編へ

ん
さ
ん纂
、
当
時
は
日
本
に
印
刷
技
術
が
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
上
海
で
印
刷
し
、
そ
の

辞
書
を
売
っ
た
資
金
を
元
手
に
一
八
六
九

年
（
明
治
二
年
）、
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
コ

ン
ト
・
モ
ン
ブ
ラ
ン
の
随
行
と
し
て
横
浜

を
出
発
し
た
の
で
す
。

　

正
名
は
普
仏
戦
争
に
参
加
す
る
と
い

う
貴
重
な
体
験
を
通
じ
て
、
西
欧
文
明

に
対
す
る
劣
等
感
か
ら
解
放
さ
れ
、
日
本

文
化
の
貴
重
性
と
近
代
化
の
方
向
性
（
殖

産
興
業
政
策
）
を
確
信
す
る
に
至
り
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
い
き
な
り
西
欧
か
ら
移

植
さ
れ
た
大
工
場
中
心
の
産
業
政
策
か

ら
始
め
る
の
で
は
な
く
、
生
糸
や
茶
、
絹

織
物
な
ど
わ
が
国
の
在
来
産
業
の
振
興

と
直
輸
出
に
よ
る
流
通
の
近
代
化
に
よ

っ
て
地
方
産
業
の
振
興
か
ら
始
め
る
べ

き
と
い
う
考
え
方
で
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
う
し
た
考
え
方
は
時
の
政
府
・

松
方
正
義
ら
と
対
立
し
、
農
商
務
次
官

を
最
後
に
四
十
一
歳
で
退
官
し
て
し
ま

い
ま
す
。
西
欧
の
最
新
産
業
経
済
事
情

を
背
景
と
し
て
輸
出
産
業
の
保
護
・
育

成
と
直
輸
出
を
主
張
し
た
『
興
業
意
見
』

の
編
纂
は
正
名
最
大
の
功
績
の
一
つ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

北
海
道
へ
の
関
わ
り

　

正
名
と
北
海
道
と
の
つ
な
が
り
は
、
退

官
後
の
一
八
九
二
年
か
ら
始
ま
る
全
国
行

脚
（
前
田
行
脚
と
い
わ
れ
る
）
の
一
環
で
、

翌
年
の
北
海
道
遊
説
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
後
一
八
九
九
年
（
明
治
三
十
二
年
）、

釧
路
・
天て

ん
ね
い寧
に
前
田
製
紙
合
資
会
社
を
設

立
、
一
九
〇
六
年
に
は
北
海
道
国
有
未
開

地
処
分
法
に
基
づ
き
阿
寒
湖
周
辺
の
広
大

な
土
地
を
取
得
し
ま
し
た
。
私
が
注
目
し

た
い
の
は
、
当
初
は
“
耕
作
と
牧
畜
植
林

に
供
す
る
た
め
”
の
目
的
で
、
国
か
ら
土

地
の
払
い
下
げ
を
受
け
て
農
場
・
牧
場
の

経
営
に
乗
り
出
し
た
の
で
す
が
、
西
欧
へ

の
留
学
経
験
の
あ
る
正
名
は
、
阿
寒
湖
一

帯
の
濃
い
針
葉
樹
と
マ
リ
モ
が
生
息
す
る

湖
と
の
調
和
に
魅
せ
ら
れ
「
ス
イ
ス
に
勝

る
と
も
劣
ら
ぬ
景
観
」
と
感
嘆
し
、「
こ

の
山
は
切
る
山
で
は
な
く
、
観
る
山
に
す

べ
き
で
あ
る
」
と
観
光
地
へ
の
展
望
を
洞

察
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

そ
の
後
、
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
）

に
自
然
公
園
法
の
前
身
で
あ
る
国
立
公
園

法
が
施
行
さ
れ
、
一
九
三
四
年
（
昭
和
九

年
）
に
阿
寒
湖
、
摩
周
湖
、
屈く

っ

斜し
ゃ

路ろ

こ湖

を
含
む
約
九
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
阿
寒
国
立

公
園
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
指

定
請
願
が
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
の
は
、

正
名
没
年
の
一
九
二
一
年
（
大
正
十
年
）

で
し
た
。

　

現
在
、“
阿
寒
国
立
公
園
の
父
”
と
い

わ
れ
て
い
る
の
は
、
最
初
に
そ
の
景
勝
を

紹
介
し
た
松
浦
武
四
郎
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
前
田
正
名
は
国
立
公
園
指
定
に
向
け

た
も
う
一
人
の
父
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。

前
田一
歩
園
の
由
来
、

そ
し
て
前
田
光
子
の

自
然
観

　

正
名
は
地
方
産
業
振
興
の
一
環
と
し
て

茶
業
や
酒
造
業
、
商
工
会
、
農
協
な
ど

実
業
界
の
組
織
化
運
動
を
展
開
し
て
い
く

一
方
で
、
全
国
各
地
で
模
範
と
な
る
よ
う

牧
畜
、
果
樹
園
、
林
業
な
ど
の
事
業
を
興

し
て
い
き
ま
し
た
。「
神
戸
オ
リ
ー
ブ
園
」

や
「
播
州
ブ
ド
ウ
園
」
な
ど
で
す
が
、
そ

の
事
業
体
に
付
け
た
名
称
が
「
地
名
＋
前

田
一
歩
園
」
で
し
た
。
こ
の
一
歩
園
の
名

称
は
、
正
名
の
座
右
の
銘
「
も
の
ご
と
万

事
に
一
歩
が
大
切
」
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

し
か
も
一
歩
を
踏
み
出
す
と
き
に
、
ど
う

い
う
方
向
に
、
ど
う
い
う
方
法
で
踏
み

写
真
２   

薩
摩
辞
書
（
前
田
一
歩
園
財
団
所
蔵
）
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出
す
の
か
、
そ
れ
が
最
も
大
事
な
の
だ
と
。

た
だ
、
正
名
の
模
範
事
業
は
、
各
地
で
随

分
と
苦
労
し
た
よ
う
で
す
。「
前
田
家
の

財
産
は
全
て
公
共
事
業
の
財
産
と
す
」
と

い
う
家
憲
を
遺
し
て
他
界
、
最
後
ま
で
残

っ
た
阿
寒
前
田
一
歩
園
を
次
男
で
あ
る
正

次
に
託
し
た
の
で
し
た
。

　

二
代
目
園
主
正
次
は
「
雄
大
な
阿
寒

湖
畔
の
自
然
を
、
後
世
に
わ
た
り
存
続
さ

せ
た
い
」
と
い
う
父
の
遺
志
を
固
く
守
り
、

阿
寒
国
立
公
園
指
定
に
努
力
し
、“
切
る

山
か
ら
観
る
山
”
を
実
現
す
べ
く
湖
畔
を

本
格
的
な
観
光
地
と
し
て
発
展
さ
せ
る
こ

と
を
目
指
し
ま
す
。
そ
し
て
友
人
で
あ
る

石
坂
泰
三
（
元
経
団
連
会
長
）
や
武
見
太

郎
（
元
日
本
医
師
会
会
長
）
ら
周
囲
の
反

対
を
押
し
切
っ
て
、
こ
れ
か
ら
地
域
の
住

民
が
旅
館
や
住
宅
な
ど
を
建
設
す
る
だ
ろ

う
か
ら
、
そ
の
た
め
の
木
材
が
必
要
だ
と

一
九
五
四
年
、
㈱
前
田
一
歩
園
製
材
所
を

設
立
す
る
の
で
す
。

　

阿
寒
の
自
然
に
永
く

　
“
守
ら
れ
る
”
た
め
の
光
子
の
知
恵

　

一
九
五
七
年
、
正
次
没
後
、
そ
の
妻
・

光
子
が
前
田
一
歩
園
三
代
目
園
主
と
な
り

ま
す
。
光
子
最
大
の
功
績
と
い
え
ば
、
自

分
が
亡
く
な
っ
た
ら
間
違
い
な
く
阿
寒
の

土
地
と
森
林
は
切
り
売
り
さ
れ
て
し
ま

う
と
い
う
危
機
感
か
ら
、
ほ
ぼ
十
年
を
か

け
て
構
想
し
て
き
た
前
田
一
歩
園
の
財
団

法
人
化
を
一
九
八
三
年
に
実
現
し
、
全
て

の
財
産
を
寄
付
し
て
阿
寒
の
美
し
い
自
然

を
後
世
に
残
そ
う
と
し
た
こ
と
で
す
。
光

子
の
自
然
観
は
「
自
然
は
最
高
の
師
な

り
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
女
自
身
が
起

草
し
た
次
の
財
団
設
立
趣
意
書
に
端
的

に
表
れ
て
い
ま
す
。

　
「
…
…
自
然
保
護
と
言
う
人
間
の
思
い

上
が
り
で
す
。
自
然
を
保
護
す
る
の
で
は

な
く
、
大
き
く
自
然
の
保
護
を
受
け
て
い

る
こ
と
が
真
の
自
然
保
護
で
あ
り
、
私
達

の
生
命
の
糧
と
わ
き
ま
え
て
、
如
何
に
こ

の
大
切
な
も
の
を
永
存
す
べ
き
か
を
深
く

考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
」

　

ま
た
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
へ
の
思
い
も

深
く
、
天
性
の
芸
術
的
才
能
で
あ
る
木
彫

に
よ
っ
て
自
立
の
道
を
歩
め
る
よ
う
土
地

な
ど
を
無
償
で
提
供
し
ま
し
た
。
そ
れ
が

現
在
の
ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
の
基
礎
と
な
っ
て

い
ま
す
。
一
九
八
三
年
、
七
十
一
歳
で
亡

く
な
っ
た
光
子
で
す
が
、
そ
の
後
も
「
阿

寒
の
母
」と
慕
わ
れ
、今
で
も
地
元
の
方
々

か
ら
そ
の
人
柄
が
し
の
ば
れ
て
い
ま
す
。

阿
寒
湖
観
光
へ
の
危
機
感

と
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
『
再
生

プ
ラ
ン
２
０
１
０
』

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
阿
寒
湖
の
観
光
客

数
は
二
〇
世
紀
中
は
順
調
に
推
移
し
て
き

ま
し
た
が
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は

激
変
に
見
舞
わ
れ
ま
す
。
団
体
客
か
ら

個
人
客
へ
の
変
化
、
航
空
政
策
の
自
由
化
、

有う

す珠
山
の
噴
火
な
ど
外
部
環
境
の
変
化
も

あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
阿
寒
湖
温
泉

全
体
が
こ
れ
ま
で
の
成
功
体
験
か
ら
そ
う

し
た
急
速
な
環
境
変
化
に
対
応
で
き
な
か

っ
た
こ
と
が
要
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
お

客
さ
ま
は
本
当
に
阿
寒
湖
が
目
的
で
来
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
旅
行
会
社
の
ツ
ア

ー
に
た
ま
た
ま
入
っ
て
い
た
の
で
泊
ま
っ

て
い
る
の
か
…
…
ど
う
や
ら
、
後
者
の

ほ
う
が
多
い
よ
う
だ
」
と
い
う
、
将
来
に

向
け
た
不
安
や
危
機
感
が
当
時
の
関
係
者

の
共
通
す
る
認
識
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
当
財
団
と
協
働
し
て
再
生
に
取

り
組
む
阿
寒
湖
温
泉
で
の
ま
ち
づ
く
り
が

二
〇
〇
〇
年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

住
民
参
加
を
軸
足
に
据
え
て

　

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
地
域
共
通
の
目
標

と
な
る
十
年
後
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
を
住
民

参
加
型
で
策
定
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
そ

こ
か
ら
構
造
改
革
に
向
け
た
取
り
組
み
を

始
め
ま
し
た
。
観
光
客
や
住
民
意
識
な
ど

各
種
調
査
や
関
係
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調

査
、
そ
し
て
四
つ
の
部
会
に
分
か
れ
て
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
な
が
ら
計
画
づ
く

り
を
進
め
ま
し
た
。
ま
た
、
阿
寒
湖
の
ラ

イ
バ
ル
を
し
っ
か
り
学
ぼ
う
と
い
う
こ
と

で
、
カ
ナ
ダ
の
湖
畔
観
光
地
へ
の

視
察
に
も
出
掛
け
ま
し
た
。
そ
の

メ
ン
バ
ー
十
数
名
が
そ
の
後
の
ま

ち
づ
く
り
の
担
い
手
と
な
っ
て
く

れ
た
こ
と
は
望
外
の
喜
び
で
し
た
。

　

そ
う
し
て
二
カ
年
を
か
け
て

二
〇
〇
一
年
度
末
、
策
定
し
た
の

が
『
阿
寒
湖
温
泉
再
生
プ
ラ
ン

２
０
１
０
』（
写
真
３
）で
す
。「
心
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地
よ
い
湖
畔
、
ゆ
っ
く
り
温
泉
・
阿
寒
湖

〜
二
泊
三
日
で
き
る
湖
畔
観
光
地
を
目
指

し
て
」
を
将
来
目
標
と
し
、
五
十
三
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

な
か
に
は
、
前
田
一
歩
園
の
理
念
や
ア
イ

ヌ
の
人
々
の
生
活
文
化
な
ど
を
織
り
込
ん

だ
阿
寒
湖
の
ま
ち
づ
く
り
規
範
『
ま
り
も

家
族
憲
章
』
も
入
っ
て
い
ま
す
。
報
告
書

は
机
の
上
で
飾
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分

た
ち
が
参
画
し
て
創
り
上
げ
た
活
性
化
の

処
方
箋せ

ん

で
あ
り
、
バ
イ
ブ
ル
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
ま
ち
づ
く
り
の
核
と
な
る
人
々
は

章
ご
と
に
付
箋
を
付
け
、
背
表
紙
が
ぼ
ろ

ぼ
ろ
に
な
る
ま
で
読
み
込
ん
で
使
っ
て
く

れ
ま
し
た
。

地
元
の
方
々
に
寄
り
添
う
当
財
団
の
活
動

　

わ
れ
わ
れ
の
業
務
は
、
調
査
や
計
画
が

出
来
上
が
っ
て
終
了
と
な
る
こ
と
が
通
常

で
す
が
、
地
元
の
方
々
に
と
っ
て
は
実
は

そ
こ
か
ら
が
ス
タ
ー
ト
に
な
り
ま
す
。
そ

こ
で
２
０
１
０
プ
ラ
ン
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
現
に
向
け
た
支
援

を
わ
れ
わ
れ
の
役
割
で
あ
る
と
定
め
、
研

究
会
の
立
ち
上
げ
か
ら
国
の
補
助
事
業

導
入
ま
で
具
体
的
か
つ
真し

ん

摯し

に
、
地
元
の

方
々
と
と
も
に
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
し

阿
寒
湖
温
泉
の
人
々
〜
大
自
然
の
厳
し
さ
が
結
束
力
の
強
さ
に

小
林  

一
志
氏 

　
㈱
阿
寒
観
光
汽
船
代
表
取
締
役
社
長
・
阿
寒
観
光
協
会
ま
ち
づ
く
り
推
進
機
構
副
理
事
長

小
林  

恵
美
子
氏 

　
ま
り
も
倶
楽
部
部
長

人
コ
ラ
ム

　

前
田
光
子
さ
ん
は
阿
寒
湖
の
自
然
だ

け
で
な
く
、
い
つ
も
私
た
ち
住
民
を
温

か
く
守
っ
て
く
れ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ま

す
。
毎
年
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
ご
自
宅
に

子
供
た
ち
を
招
い
て
一
人
一
人
に
プ
レ
ゼ

ン
ト
を
く
れ
ま
し
た
し
、
阿
寒
湖
小
学
校

と
中
学
校
に
ピ
ア
ノ
も
贈
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
ご
自
身
に
お
子
様
が
い
な
か
っ
た
の

で
、
子
供
の
こ
と
は
い
つ
も
気
に
か
け
て

く
れ
ま
し
た
。
そ
の
ピ
ア
ノ
は
も
う
三
十

年
以
上
も
た
つ
の
に
ま
だ
弾
け
る
こ
と
が

分
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

　

阿
寒
湖
の
人
々
の
結
束
力
は
強
い
で

す
。
特
に
そ
れ
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
お

葬
式
で
す
ね
。
五
つ
の
町
が
あ
る
の
で
す

が
、
町
内
で
き
っ
ち
り
役
割
分
担
が
決
め

ら
れ
、
整
然
と
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
奥
様

方
の
炊
き
出
し
は
見
事
な
も
の
で
す
。
一

方
、競
争
意
識
も
半
端
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

年
に
一
度
の
運
動
会
で
は
応
援
も
含
め
て

熾し

烈れ
つ

な
競
争
を
し
ま
す
。
残
念
な
が
ら
最

近
で
は
そ
こ
ま
で
元
気
は
な
く
な
り
ま
し

た
が
…
…（
笑
）。
阿
寒
湖
の
自
然
が
厳
し

い
だ
け
に
団
結
し
な
い
と
生
き
て
い
け
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
ま
さ
に
運
命
共

同
体
で
す
が
、
逆
に
“
し
が
ら
み
”
だ
ら

け
と
い
う
面
も
な
い
こ
と
は
な
い
で
す
。

　

近
年
、人
口
が
減
っ
て
高
齢
化
が
進
み
、

ま
ち
な
か
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
で
き
な
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
阿
寒

湖
を
国
立
公
園
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

世
界
遺
産
登
録
も
見
据
え
て
、
よ
り
美
し

く
保
つ
た
め
の
組
織
体
制
づ
く
り
が
大
切

で
す
ね
。　

 
 （

こ
ば
や
し　
か
ず
し
・
え
み
こ
）

 （
二
〇
一
二
年
八
月
三
日
談
）

聞
き
手
：
梅
川
智
也
・
後
藤
健
太
郎

ま
り
も
倶
楽
部
／
二
〇
〇
一
年
に
創
設
さ
れ
た
女
性
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ
。
農
林
水
産
省
、
釧
路
新

聞
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
表
彰
を
受
け
て
い
る
。

今
後
の
阿
寒
湖
を
担
う︱︱

小
林
一
志
・
恵
美
子
さ
ん
ご
夫
妻
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た
。
十
年
以
上
が
経
過
し
、
改
め
て
思
う

こ
と
は
、「
人
」、
つ
ま
り
リ
ー
ダ
ー
と
カ

ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
、
そ
し
て
外
部
有
識
者

に
恵
ま
れ
た
こ
と
。
地
域
の
意
志
決
定
機

関
で
あ
る
「
組
織
」
づ
く
り
が
戦
略
的
に

行
え
た
こ
と
。
環
境
省
、
国
土
交
通
省
、

そ
し
て
釧
路
市
な
ど
行
政
か
ら
の
温
か
い

協
力
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
実
現
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
考
え

て
い
ま
す
（
注
２
）。

こ
れ
か
ら
の
『
創ビ

ジ

ョ

ン

生
計
画

２
０
２
０
』、
そ
し
て

百
年
後
を
目
指
し
て

　　
『
再
生
プ
ラ
ン
２
０
１
０
』
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
（
注
３
）
に
基
づ
い
て
、
三
年

ご
と
に
二
回
の
見
直
し
を
行
い
、常
に
“
生

き
た
計
画
”
と
し
て
ブ
ラ
ッ
シ
ュ

ア
ッ
プ
し
て
き
ま
し
た
。
毎
年
一
回

開
催
す
る
「
阿
寒
湖
温
泉
グ
ラ
ン

ド
デ
ザ
イ
ン
懇
談
会
」（
注
４
）
に
は
、

一
歩
園
の
前
田
三
郎
理
事
長
が
必

ず
出
席
し
、
わ
れ
わ
れ
の
取
り
組

み
を
叱し

っ

咤た

激
励
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

二
〇
一
一
年
六
月
か
ら
は
、
次
の

十
年
を
見
据
え
た
『
阿
寒
湖
温

泉
・
創ビ

ジ

ョ

ン

生
計
画
２
０
２
０
』
が
ス
タ
ー
ト

し
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
の
優
先
課
題
は
、

二
〇
〇
八
年
に
閉
鎖
さ
れ
た
あ
る
ホ
テ

ル
の
跡
地
・
約
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
活
用
で

す
。
こ
こ
は
、
先
述
し
た
二
代
目
・
正
次

が
地
元
の
人
々
の
た
め
に
設
立
し
た
㈱
前

田
一
歩
園
製
材
所
の
跡
地
で
も
あ
る
の
で

す
。
当
初
想
定
し
て
い
た
ほ
ど
木
材
需
要

が
伸
び
ず
、
後
を
引
き
継
い
だ
光
子
も
そ

の
経
営
に
は
随
分
と
苦
労
し
た
よ
う
で
す
。

二
〇
一
二
年
秋
、
三
十
数
年
ぶ
り
に
広
大

な
更
地
と
な
っ
て
前
田
一
歩
園
財
団
に
返

還
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
温
泉

街
の
ほ
ぼ
中
心
部
に
位
置
し
、
国
道
と
も

接
す
る
広
大
な
土
地
を
ど
う
有
効
活
用

し
て
い
く
か
は
、“
阿
寒
湖
温
泉
百
年
の

計
”
と
し
て
英
知
を
集
め
て
検
討
し
て
い

く
べ
き
課
題
だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。　

　

阿
寒
湖
の
魅
力

――
自
然
と
文
化
の
承
継

　

ま
た
「
阿
寒
湖
の
マ
リ
モ
」
が
一
九
五
二

年
（
昭
和
二
十
七
年
）
に
国
の
特
別
天
然

記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
か
ら
六
十
周
年

を
迎
え
ま
し
た
。
釧
路
市
教
育
委
員
会
マ

リ
モ
研
究
室
の
若
菜
勇
学
芸
員
が
「
北
半

球
各
地
に
生
息
す
る
マ
リ
モ
は
、
日
本
起

源
の
可
能
性
が
高
い
」
と
の
研
究
成
果
を

発
表
し
た
こ
と
か
ら
、
阿
寒
湖
の
世
界
自

然
遺
産
登
録
を
目
指
す
取
り
組
み
が
活

発
化
し
て
い
ま
す
。
世
界
遺
産
登
録
の
意

味
と
阿
寒
湖
で
取
り
組
む
意
義
を
再
確

認
し
、
こ
れ
も
百
年
の
計
と
し
て
適
切
に

進
め
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

前
田
理
事
長
は
、
阿
寒
湖
の
魅
力
は
、

“「
火
山
と
森
と
湖
」
が
織
り
な
す
美
し
い

自
然
景
観
”
が
基
本
で
あ
り
、
そ
の
上
で

の
マ
リ
モ
や
ア
イ
ヌ
文
化
な
ど
で
あ
ろ
う

と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
も
ま
さ
に
同

感
で
あ
り
、
子
々
孫
々
、
こ
の
阿
寒
湖
の

自
然
と
文
化
を
伝
え
残
し
て
い
く
、
そ
し

て
阿
寒
湖
に
住
む
人
々
を
大
切
に
す
る
前

田
一
歩
園
の
理
念
を
、“
地
域
の
心
”“
ま

ち
づ
く
り
の
遺
伝
子
”
と
し
て
語
り
継
い

で
い
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
も
の
で
す
。

　

最
後
に
、
前
田
正
名
の
遺
訓
を
ご
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
後
の
世
の
春
を
た
の
み
て

　
　
　
植
え
お
き
し

人
の
心
の
桜
を
ぞ
み
る
」 

【
謝
辞
】

　

本
稿
執
筆
に
当
た
り
、（
一
財
）
前
田
一
歩

園
財
団　

前
田
三
郎
理
事
長
、
並
び
に
新
井

田
利
光
常
務
理
事
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

（
う
め
か
わ　

と
も
や
）

（
注
１
）一
八
七
〇
〜
一
八
七
一
年
、
プ
ロ
イ
セ
ン
対
フ
ラ

ン
ス
の
戦
争
。

（
注
２
）
阿
寒
湖
温
泉
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
は
、
当
財
団
発
行
『
自
主
研
究
レ
ポ
ー

ト
』
や
日
本
観
光
研
究
学
会
学
術
論
文
集
等
を
ご
参

照
く
だ
さ
い
。

（
注
３
）Plan

（
計
画
）、Do

（
実
施
・
実
行
）、Check

（
点

検
・
評
価
）、Action

（
処
置
・
改
善
）の
四
つ
の
段
階

を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
の
目
標
を
達

成
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
、
手
法
。

（
注
４
）『
再
生
プ
ラ
ン
２
０
１
０
』、そ
し
て『
創ビ

ジ

ョ

ン

生
計
画

２
０
２
０
』
の
進し

ん

捗ち
ょ
く

状
況
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
計
画
の

適
切
な
進
行
管
理
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
外
部

有
識
者
等
か
ら
な
る
会
議
。

［
参
考
文
献
等
］

・
人
物
叢
書
『
前
田
正
名
』

一
九
七
三
年
一
月　

祖
田
修
著
、
吉
川
弘
文
館
刊

・『
前
田
一
歩
園
財
団　

10
年
の
歩
み
』

一
九
九
二
年
十
月
（
財
）
前
田
一
歩
園
財
団

・『
前
田
一
歩
園
財
団　

20
年
の
歩
み
』

二
〇
〇
三
年
十
月
（
財
）
前
田
一
歩
園
財
団

・『
前
田
理
事
長
講レ

ジ
ュ
メ話

』

二
〇
一
二
年
二
月
（
一
財
）
前
田
一
歩
園
財
団

理
事
長  

前
田
三
郎

写真4  『阿寒湖温泉・創
ビ ジ ョ ン

生計画2020』



「
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

24

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

公益財団法人日本交通公社　研究調査部長　　梅川  智也

視
座特集テーマからの



25 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

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
……
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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
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本
研
究
で
は
、
国
立
公
園
の
よ
り
良
い
利
用
の
あ
り

方
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
知
床
、奥
日
光
、上
高
地
、

立
山
を
訪
れ
た
観
光
客
を
対
象
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
、各
公
園
の
利
用
実
態
・
意
識
を
他
公
園

と
比
較
可
能
な
形
で
把
握
し
た
。

各
公
園
の
利
用
者
属
性
・

利
用
形
態
・
利
用
者
意
識

知
床

他
公
園
に
比
べ
て
三
十
〜
四
十
代
が
多
く
、
子
供

連
れ
が
多
い
。
集
客
圏
が
広
く
、
初
来
訪
者
が
多
い
こ

と
も
特
徴
で
あ
る
。
周
辺
で
の
宿
泊
率
は
高
い
が
、
自

然
散
策
時
間
は
短
い
。
活
動
タ
イ
プ
は
、「
観
光
型（
食

事
、
買
い
物
、
温
泉
、
観
光
施
設
見
学
等
を
中
心
と

し
た
活
動
）」が
八
割
を
占
め
、「
自
然
型（
ハ
イ
キ
ン
グ
、

植
物
・
動
物
観
察
等
を
中
心
と
し
た
活
動
）」
は
二
割

に
と
ど
ま
る
。

訪
問
動
機
は
「
原
生
的
な
自
然
に
ふ
れ
た
い
」
が
八・

五
割
を
占
め
、
他
地
域
と
比
べ
て
よ
り
大
き
な
動
機
と

な
っ
て
い
る
。
活
動
に
つ
い
て
は
「
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
参

加
（
有
料
）」
の
評
価
が
最
も
高
い
こ
と
が
特
徴
。
不

満
は
「
特
に
な
か
っ
た
」
と
い
う
回
答
が
四・五
割
を

占
め
る
も
の
の
、
自
由
記
述
で
は
「
駐
車
場
の
混
雑
・

不
足
」
に
関
す
る
意
見
が
複
数
挙
げ
ら
れ
た
。

奥
日
光

九
割
が
関
東
か
ら
の
観
光
客
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

日
帰
り
が
多
く
、
五
回
目
以
上
の
ハ
ー
ド
リ
ピ
ー
タ
ー

が
七
割
を
占
め
る
特
徴
的
な
構
成
で
あ
る
。
活
動
タ
イ

プ
は
、「
観
光
型
」
の
比
率
が
六
割
を
占
め
、「
自
然
型
」

国
立
公
園
の

利
用
者
意
識
に
関
す
る
研
究

公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
　
観
光
調
査
部
研
究
員

五
木
田  

玲
子

研究成果の紹介

＊1  調査地点周辺　知床：ウトロ、岩尾別、羅臼／奥日光：日光湯元温泉、中禅寺湖畔／上高地：上高地内（山小屋含む）／立山：アルペンルート内（山小屋含む）
＊2 活動タイプ　公園内で行った活動の対応分析より得た因子得点を利用し、クラスター分析によって公園利用者を以下の3タイプに分類した。自然型：ハイキング、植物・動物観察等を中心 とした活動／登山型：登山、キャンプを中心とした活動／観光型：食事、買い物、温泉、観光施設見学等を中心とした活動

原生的な自然にふれたい85.1%
美しいものを見たい83.8%
仲間や家族との時間を楽しみたい

59.7%

美しいものを見たい76.9%
原生的な自然にふれたい68.1%
仲間や家族との時間を楽しみたい

62.2%

美しいものを見たい87.5%
原生的な自然にふれたい80.6%
仲間や家族との時間を楽しみたい

58.8%

美しいものを見たい87.5%
原生的な自然にふれたい72.3%
仲間や家族との時間を楽しみたい

59.3%

ガイドツアー参加
　（有料）52.5%
景色を見る49.0%
登山41.9%

景色を見る46.7%
ハイキング40.9%
温泉39.7%

景色を見る53.9%
ハイキング42.8%
登山41.7%

景色を見る47.5%
参拝44.7%
登山40.8%

特になかった46.1%
他の利用者のマナー不足11.3%
案内・説明板のわかり
　づらさ11.1%

特になかった39.2%
他の利用者のマナー
　不足14.7%
施設の不衛生14.7%

特になかった33.2%
歩道・通路の混雑23.7%
他の利用者のマナー
　不足18.9%

特になかった41.9%
他の利用者のマナー
　不足16.7%
歩道・通路の混雑16.3%

22.6%
（晴れのみ

　26.4%）

21.1%
（晴れのみ

　24.2%）

33.1%
（晴れのみ

　37.9%）

27.5%
（晴れのみ

　32.8%）

27.1%
（晴れのみ

　34.8%）

20.2%
（晴れのみ

　25.5%）

28.9%
（晴れのみ

　38.7%）

28.9%
（晴れのみ

　41.3%）

26.9%
（晴れのみ

　33.8%）

23.0%
（晴れのみ

　29.7%）

30.6%
（晴れのみ

　40.7%）

26.9%
（晴れのみ

　40.3%）

動機
（複数回答）

活動評価
（大変満足の割合）

不満
（複数回答）

感動
（大変感動の割合）

総合満足
（大変満足の割合）

効用（自分の人生
を豊かにするか）
（大変そう思うの割合）

調査対象地
（調査地点）

調査方法

調査項目

調査期間

調査規模

・知床国立公園知床地域（知床五湖高架木道
出入り口）

・日光国立公園奥日光地域（華厳の滝、赤沼駐
車場（戦場ヶ原自然研究路入り口）、三本松駐
車場（戦場ヶ原展望台））

・中部山岳国立公園上高地地域（上高地バス
ターミナル）

・中部山岳国立公園立山地域（室堂ターミナル）
＊調査対象地の選択にあたっては、利用者の属性・

行動の多様性、調査対象地の資源の多様性、エリ
ア設定の容易さを考慮。

調査員による調査票の手渡し配布、郵送による
回収

公園利用者の基本属性、旅行内容、利用者意
識など（約30問）

2011年7～8月、9～10月の2期

配布：18,800件、回収：6,006件、
回収率：31.9%

調査概要



29 研究成果の紹介◉国立公園の利用者意識に関する研究

っ
た
。
な
お
、
満
足
、
感
動
は
、
晴
れ
る
と
評
価
が
高

ま
り
、
雨
が
降
る
と
著
し
く
評
価
が
下
が
る
が
、
効
用

は
天
気
の
影
響
を
受
け
に
く
い
。訪
問
動
機
と
し
て
は
、

「
美
し
い
も
の
を
見
た
い
」「
原
生
的
な
自
然
に
ふ
れ
た

い
」
が
八
割
を
超
え
る
。
活
動
評
価
に
つ
い
て
は
、
四

地
域
の
中
で
最
も
「
景
色
を
見
る
」
に
対
す
る
評
価
が

高
く
、大
変
満
足
の
割
合
が
五
割
を
超
え
る
。
不
満
は
、

四
地
域
の
中
で
「
特
に
な
か
っ
た
」
の
比
率
が
最
も
低

く
、「
歩
道
・
通
路
の
混
雑
」
や
「
他
の
利
用
者
の
マ

ナ
ー
不
足
」
に
対
す
る
意
見
が
目
立
っ
た
。

立
山

山
岳
公
園
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
利
用
者
属
性
・

形
態
に
つ
い
て
は
上
高
地
と
似
た
構
成
で
あ
る
。
た
だ

し
、
自
然
散
策
時
間
は
上
高
地
と
異
な
り
二
時
間
未

満
と
短
い
人
が
多
く
、
そ
の
一
方
で
、
長
い
人
も
多
い
。

活
動
タ
イ
プ
は
、「
自
然
型
」
五
割
、「
登
山
型
」
一
割
、

「
観
光
型
」
四
割
で
あ
っ
た
。

天
候
を
晴
れ
の
み
に
限
っ
た
場
合
、
四
地
域
の
中
で

感
動
の
度
合
い
が
最
も
高
い
の
が
立
山
で
あ
っ
た
。
活

動
評
価
に
つ
い
て
は
、「
参
拝
」
が
上
位
を
占
め
て
お
り
、

他
地
域
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
的
な
結
果
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
「
雄
山
登
山
＝
雄
山
神
社
参
拝
」
と
捉
え
て
い

る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
不
満
に
つ
い
て
は
、「
他
の

利
用
者
の
マ
ナ
ー
不
足
」「
歩
道・通
路
の
混
雑
」
の
他
、

自
由
記
入
で
は
「
団
体
客
・
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
の
存
在
」

に
つ
い
て
不
満
の
声
が
多
く
挙
げ
ら
れ
た
。

の
四
割
を
や
や
上
回
る
。

活
動
評
価
の
上
位
に
、四
地
域
の
中
で
唯
一
「
温
泉
」

が
含
ま
れ
た
。
不
満
に
つ
い
て
は
、
四
割
が
「
特
に
な

か
っ
た
」も
の
の
、自
由
記
述
で
は「
施
設
の
不
衛
生（
ト

イ
レ
）」
を
不
満
と
し
て
挙
げ
る
声
が
多
数
見
ら
れ
た
。

な
お
、奥
日
光
は
調
査
地
点
を
三
カ
所
設
け
て
お
り
、

地
点
ご
と
に
特
徴
的
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。
華
厳
の
滝

を
訪
れ
る
人
の
多
く
が
日
光
山
内
に
も
立
ち
寄
る
が
、

戦
場
ヶ
原
ま
で
足
を
延
ば
す
人
は
半
数
に
至
ら
な
い
。

一
方
、
戦
場
ヶ
原
自
然
研
究
路
入
り
口
に
位
置
す
る
赤

沼
を
訪
れ
る
人
は
、
小
田
代
原
や
戦
場
ヶ
原
を
中
心
に

回
り
、
華
厳
の
滝
や
日
光
山
内
に
も
立
ち
寄
る
人
は
三

割
弱
に
と
ど
ま
っ
た
。
各
地
点
で
の
大
変
満
足
の
割
合

は
、
華
厳
の
滝
一
四・六
％
、
赤
沼
二
九・七
％
、
三
本

松
二
二・四
％
で
あ
り
、
赤
沼
を
訪
れ
た
人
、
つ
ま
り
、

戦
場
ヶ
原
や
小
田
代
原
の
自
然
に
触
れ
な
が
ら
散
策

す
る
人
は
、
他
地
点
に
比
べ
て
よ
り
満
足
し
て
い
る
。

上
高
地

夫
婦
旅
行
が
最
も
多
い
客
層
で
は
あ
る
が
、
友
人

旅
行
も
多
い
の
が
特
徴
。
添
乗
員
付
き
旅
行
が
三
割

を
占
め
る
。
上
高
地
内
で
の
宿
泊
率
は
三
割
に
と
ど
ま

る
が
、
自
然
散
策
時
間
は
長
い
。
活
動
タ
イ
プ
は
、
四

地
域
で
最
も「
自
然
型
」の
比
率
が
高
く
六
割
を
占
め
、

「
登
山
型
」
一
割
、「
観
光
型
」
三
割
で
あ
っ
た
。

天
候
が
晴
れ
の
時
の
み
に
限
っ
た
場
合
、
総
合
満

足
、
効
用
と
も
に
四
地
域
の
中
で
最
も
高
い
評
価
と
な

＊1  調査地点周辺　知床：ウトロ、岩尾別、羅臼／奥日光：日光湯元温泉、中禅寺湖畔／上高地：上高地内（山小屋含む）／立山：アルペンルート内（山小屋含む）
＊2 活動タイプ　公園内で行った活動の対応分析より得た因子得点を利用し、クラスター分析によって公園利用者を以下の3タイプに分類した。自然型：ハイキング、植物・動物観察等を中心 とした活動／登山型：登山、キャンプを中心とした活動／観光型：食事、買い物、温泉、観光施設見学等を中心とした活動

表１　各公園の利用者属性、利用形態、利用者意識

知床
（N=414）

奥日光
（N=2,225）

上高地
（N=1,842）

立山
（N=1,525）

男性49.1%
女性50.9%

男性46.4%
女性53.6%

男性42.6%
女性57.4%

男性41.8%
女性58.2%

～20代 8.8%
30～40代 38.2%
50代 24.3%
60代～ 28.7%

～20代 5.1%
30～40代 21.5%
50代 22.6%
60代～ 50.9%

～20代 6.2%
30～40代 25.6%
50代 22.7%
60代～ 45.5%

～20代 5.5%
30～40代 22.8%
50代 21.8%
60代～ 49.8%

関東35.5%
道内35.0%
近畿7.8%

（3地域計87.3%）

関東88.1%
東北3.3%
東海2.7%

（3地域計94.1%）

関東43.0%
近畿19.9%
東海18.6%

（3地域計81.5%）

関東33.1%
近畿18.7%
東海14.0%

（3地域計65.8%）

初来訪者52.5%
リピーター47.5%

（5回目以上10.2%）

初来訪者5.6%
リピーター94.4%

（5回目以上66.9%）

初来訪者27.9%
リピーター72.1%

（5回目以上33.3%）

初来訪者40.8%
リピーター59.2%

（5回目以上18.8%）

夫婦旅行36.2%
子供連れ家族旅行21.4%
大人の家族旅行13.8%

（3タイプ計71.4%）

夫婦旅行43.6%
子供連れ家族旅行16.1%
大人の家族旅行16.1%

（3タイプ計75.8%）

夫婦旅行31.3%
友人旅行18.1%
大人の家族旅行16.0%

（3タイプ計65.4%）

夫婦旅行33.3%
友人旅行21.1%
大人の家族旅行13.8%

（3タイプ計68.2%）

日帰り32.8%
宿泊67.2%

日帰り70.1%
宿泊29.9%

日帰り65.9%
宿泊34.1%

日帰り65.7%
宿泊34.3%

～2時間 55.6%
2～4時間 26.6%
4時間～ 17.8%

～2時間 39.4%
2～4時間 34.1%
4時間～ 26.5%

～2時間 26.2%
2～4時間 32.7%
4時間～ 41.2%

～2時間 44.2%
2～4時間 22.6%
4時間～ 33.2%

自然型２
観光型８

自然型４
観光型６

自然型６
登山型１
観光型３

自然型５
登山型１
観光型４

知床峠60.0%
道の駅うとろ・シリエトク52.5%
知床五湖（高架木道のみ

散策）51.8%

戦場ヶ原70.8%
中禅寺湖65.8%
竜頭の滝57.3%

河童橋91.6%
大正池62.9%
田代池・田代湿原48.8%

室堂98.2%
みくりが池72.3%
黒部ダム71.3%

性別 年代 発地 来訪回数 同行者 調査地点周辺で
の滞在種別＊1 自然散策時間 活動タイプ

比率＊2
訪問場所

（複数回答）
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て
い
る
。
若
者
は
、
国
立
公
園
と
し
て
認
知
し
さ
え
す

れ
ば
、
つ
ま
り
、
国
立
公
園
と
し
て
の
魅
力
が
伝
わ
り

さ
え
す
れ
ば
、
む
し
ろ
他
の
世
代
よ
り
も
積
極
的
に
国

立
公
園
を
訪
れ
る
傾
向
が
強
い
と
言
え
る
。

国
立
公
園
の
相
対
的
位
置
付
け

か
ら
見
え
て
く
る
も
の

こ
れ
ま
で
国
内
の
複
数
の
公
園
に
つ
い
て
統
一
的
か

つ
継
続
的
な
調
査
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
対
処

す
べ
き
課
題
が
発
生
し
た
際
に
各
公
園
で
独
自
に
調

査
票
を
設
計
し
て
実
施
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
、
多
く
の
公
園
・
地
域
で
統
一
的
な
調
査
が
実
施
さ

れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
自
地
域
の
特
性
を
他
の
地
域
や

過
去
の
状
況
と
比
較
し
、
そ
の
相
対
的
な
位
置
付
け

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

ま
た
、
利
用
者
属
性
、
利
用
形
態
お
よ
び
利
用
者

意
識
は
、
各
公
園
・
各
地
域
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。

今
、
自
分
た
ち
の
公
園
・
地
域
に
は
ど
う
い
う
人
が
来

て
い
る
の
か
と
い
う
相
対
的
な
位
置
付
け
を
知
る
こ
と

は
、
ど
う
い
う
人
に
来
て
ほ
し
い
の
か
、
ど
う
い
う
公

園
・
地
域
に
な
り
た
い
の
か
、
と
い
う
方
向
性
を
検
討

す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
た
め
、
地
域
ご
と
に
利

用
者
デ
ー
タ
を
的
確
に
収
集
す
る
こ
と
が
非
常
に
重

要
に
な
っ
て
く
る
。個
性
を
生
か
し
た
魅
力
あ
る
公
園・

地
域
を
つ
く
る
た
め
に
、
統
一
的
な
調
査
の
実
施
が
望

ま
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ご
き
た　

れ
い
こ
）

国
立
公
園
と
し
て
の

認
知
度

次
に
、国
立
公
園
と
し
て
の
認
知
度
を
見
る
と
、「
知

っ
て
い
た
」
と
い
う
回
答
は
七
九・九
％
、
初
来
訪
者

に
絞
る
と
六
〇・一
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
国
立
公

園
を
訪
れ
て
い
る
人
に
対
し
て
行
っ
た
調
査
で
あ
る
こ

と
、
さ
ら
に
、
今
回
の
調
査
対
象
地
は
い
ず
れ
も
国
立

公
園
の
中
で
も
さ
ら
に
日
本
を
代
表
す
る
公
園
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
必
ず
し
も
高
い
数
字
と
は
言
え
な

い
。
認
知
度
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず

年
齢
が
想
定
さ
れ
る
が
、
三
十
代
以
下
の
認
知
度
は
六

割
を
下
回
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
三
十
代
以
下
の
初
来
訪

者
に
絞
る
と
四
割
を
下
回
る
。
こ
の
よ
う
に
、
若
年
層

ほ
ど
そ
の
観
光
地
を
国
立
公
園
と
し
て
認
知
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

図
１
は
、
年
齢
に
加
え
、
地
域
、
来
訪
経
験
別
に

認
知
度
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
知
床
は
九
一・三
％

と
年
齢
・
来
訪
経
験
に
か
か
わ
ら
ず
国
立
公
園
と
し
て

の
認
知
度
が
高
い
地
域
で
あ
る
の
に
対
し
、
奥
日
光
は

認
知
度
八
七・二
％
と
高
い
も
の
の
、
初
来
訪
者
に
限

る
と
著
し
く
低
下
す
る
。
上
高
地
、
立
山
は
と
も
に
認

知
度
は
七
割
強
で
あ
り
、
二
十
〜
三
十
代
の
初
来
訪
者

は
四
割
未
満
と
な
っ
た
。

一
方
、
国
立
公
園
で
あ
る
こ
と
が
旅
行
先
を
選
ぶ
理

由
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
回
答
し
た
人
は
三・五
割
、
年

代
別
に
見
る
と
二
十
代
の
比
率
が
四・五
割
と
高
く
な
っ

図１　国立公園としての認知度

＊回答数30未満のため読み取りには注意が必要

100%

80%

60%

40%

20%

0%
初来訪者

知床（91.3%） 奥日光（87.2%） 上高地（72.5%） 立山（74.9%）
初来訪者 初来訪者 初来訪者リピーター リピーター リピーター リピーター

＊

＊

＊
＊

＊

＊

＊

＊

～20代 30代 40代 50代 60代 70代～
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当
財
団
は
、一
九
六
三
年（
昭
和
三
十
八

年
）に
㈱
日
本
交
通
公
社
（
現
㈱
ジ
ェ
イ

テ
ィ
ー
ビ
ー
）
を
分
離
し
た
後
、「
旅
行

及
び
観
光
の
健
全
な
発
達
を
期
し
、
観
光

関
係
事
業
の
向
上
発
展
を
図
る
」（
旧
寄

附
行
為
）
こ
と
を
目
的
に
、
公
益
事
業
に

主
体
的
に
取
り
組
む
組
織
へ
と
生
ま
れ
変

わ
り
ま
し
た
。
以
降
、
こ
の
目
的
を
達
成

す
べ
く
、
今
日
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

事
業
活
動
に
従
事
し
て
い
ま
す
。

当
財
団
の
事
業
は
、
大
き
く
次
の
二
本

の
柱
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
観
光
文
化
振
興
事
業
（
自
主
事
業
）

当
財
団
の
独
自
財
源
を
活
用
し
、
自

主
研
究
の
推
進
、
主
催
セ
ミ
ナ
ー
・
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、「
旅
の
図
書
館
」
の

運
営
、
機
関
誌
『
観
光
文
化
』
や
研
究

成
果
を
ま
と
め
た
出
版
物
の
発
行
、
観
光

政
策
相
談
室
の
運
営
、
賛
助
会
員
事
業
、

大
学
で
の
寄
付
講
座
（
寄
付
講
義
）
の
設

置
、
学
会
で
の
研
究
成
果
の
公
表
な
ど
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
自
主
研
究
に
つ
い
て
は
、

二
〇
一
一
年
度
（
平
成
二
十
三
年
度
）
に
お

い
て
、
主
に
以
下
の
研
究
を
行
い
ま
し
た
。

・
旅
行
者
動
向
調
査

（『
旅
行
者
動
向
２
０
１
１
』
と
し
て
出
版
）

・
海
外
旅
行
市
場
調
査
（『
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン

サ
イ
ト
２
０
１
１
』
と
し
て
出
版
）

・
旅
行
市
場
構
造
分
析
研
究
会

・
温
泉
ま
ち
づ
く
り
研
究
会

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
活
動
状
況
を
公
開
）

・
地
域
に
お
け
る
戦
略
的
な
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
推

進
に
関
す
る
研
究
（『
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
推
進
の

ツ
ボ
２
』
と
し
て
出
版
）

・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
先
行
的
ト
レ
ン
ド
研
究

（「
先
読
み
！
マ
ー
ケ
ッ
ト
ト
レ
ン
ド
」と
し
て

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
）

・
観
光
・
交
流
に
対
す
る
住
民
意
識
に
関
す
る

研
究

・
観
光
地
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
研
究

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
活
動
状
況
を
公
開
）

・
観
光
資
源
評
価
に
関
す
る
研
究

・
利
用
者
の
観
点
に
立
っ
た
自
然
公
園
の
管
理

運
営
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究

・
持
続
可
能
な
観
光
地
づ
く
り
（
キ
ャ
リ
ン
グ
・

キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
）
に
関
す
る
研
究
（
沖
縄
県

那
覇
市
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
）

・
東
日
本
大
震
災
発
生
後
一
年
間
に
お
け
る
旅

行
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
対
す
る
影
響
研
究

・
東
北
の
観
光
復
興
状
況
に
関
す
る
調
査

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
調
査
結
果
を
公
表
）

Ｊ
Ｔ
Ｂ
Ｆ
通
信

財
団
活
動
の
い
ま
…

「
公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
」
の
活
動
概
要

観光文化の振興を目指す公益財団法人です

公益財団法人
日本交通公社

旅行・観光の健全かつ持続的な発展に寄与するとともに、
旅行・観光に関わる事業全般の向上を図ることにより、社会に貢献します。

「旅の図書館」
運営

自主研究 受託調査

セミナー・
シンポジウム

受託研修

機関誌・出版

●総合研究課題
●個別研究課題
●自主研究発表会

●旅行市場・マーケットに関する調査
●観光政策並びに地域のビジョン・

計画の策定
●観光施設、宿泊施設の整備・

事業計画の策定
●海外の観光関連調査

●海外旅行動向シンポジウム（毎年7月）
●旅行動向シンポジウム（毎年12月）
●観光基礎講座（毎年6月）
●観光実践講座（毎年11月） ●シンポジウム・セミナー等の

受託
●ホスピタリティ研修への

講師派遣
●定期刊行物／観光文化、

旅行年報、旅行者動向など
●書籍／観光読本、
「エコツーリズム さあ、はじめよう！」など

観光文化振興事業
（自主事業）

調査研修事業
（受託事業）



間
を
取
り
戻
す
プ
ラ
ス
の〝
キ
ー
ワ
ー
ド
〟

で
あ
り
、
一
人
を
楽
し
む
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
を
身
に
付
け
た
自
立
し
た
女
性
が
増

え
て
い
る
こ
と
」
な
ど
が
浮
か
び
上
が
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
議
論
で
は
、「
現

在
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
『
お
ひ
と
り
さ

ま
』
は
旅
館
に
と
っ
て
も
有
望
な
マ
ー
ケ

ッ
ト
に
な
り
得
る
」、「
旅
館
も
、
一
人
客

と
い
え
ば
自
分
の
趣
味
探
求
を
楽
し
み

に
旅
行
す
る
中
高
年
（
主
に
男
性
）
や
訳

あ
り
の
女
性
の
一
人
客
と
い
っ
た
従
来
の

イ
メ
ー
ジ
を
引
き
ず
る
の
で
は
な
く
、
新

し
い
顧
客
層
『
お
ひ
と
り
さ
ま
』
の
出
現

に
気
づ
き
対
応
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
」

と
、
確
認
し
合
い
ま
し
た
。

今
後
も
温
泉
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
で

は
、
会
員
温
泉
地
と
当
財
団
が
温
泉
地
・

旅
館
の
将
来
に
つ
い
て
熱
く
深
く
徹
底
的

に
議
論
を
行
い
、
議
論
か
ら
見
え
て
き
た

普
遍
的
な
価
値
を
世
の
中
に
発
信
し
、
広

く
温
泉
地
の
魅
力
づ
く
り
に
役
立
て
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
主
任
研
究
員
　
吉
澤
清
良
）

＊
温
泉
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
の
詳
細
は
、
同
研
究
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。http://onm

achi.jp/

＊『
二
〇
一
一
年
度 

温
泉
ま
ち
づ
く
り
研
究
会 

デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
記
録
』
な
ど
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能

で
す
。
ぜ
ひ
ご
一
読
く
だ
さ
い
。

・
陸
中
海
岸
地
域
の
観
光
復
興
に
関
す
る
基
礎

調
査
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
調
査
結
果
を
公
表
）

・
田
野
畑
村
の
観
光
復
興
に
か
か
る
支
援
事
業

②
調
査
研
修
事
業
（
受
託
事
業
）

国
や
地
域
の
観
光
振
興
、地
域
活
性
化
、

観
光
人
材
育
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

各
種
事
業
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

二
〇
一一
年
度（
平
成
二
十
三
年
度
）は
、

国（
観
光
庁
、国
土
交
通
省
、内
閣
府
、経

済
産
業
省
、環
境
省
）、都
道
府
県
（
青
森

県
、東
京
都
、長
野
県
、三
重
県
、鳥
取
県
、

沖
縄
県
）、市
区
町
村（
神
奈
川
県
箱
根
町
、

新
潟
県
胎
内
市
、岐
阜
県
白
川
村
、三
重

県
鳥
羽
市
、長
崎
県
佐
世
保
市
、大
分
県

由
布
市
、奄
美
群
島
広
域
事
務
組
合
）、各

種
団
体
、民
間
企
業
等
の
事
業
に
参
画
し

ま
し
た
。

＊
こ
れ
ま
で
の
調
査
研
修
実
績
一
覧
は
当
財
団
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
〇
一
二
年
（
平
成
二
十
四
年
）
四
月
の

「
公
益
財
団
法
人
」
へ
の
移
行
後
も
基
本
方

針
は
変
わ
る
こ
と
な
く
、「
旅
行
及
び
観
光

の
健
全
な
発
達
と
観
光
関
係
事
業
の
向
上

発
展
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
我
が
国
の

観
光
文
化
の
振
興
に
寄
与
す
る
」（
定
款
）

こ
と
を
目
的
に
活
動
し
て
い
く
所
存
で
す
。

そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
今
年
度
、
今
後

「
東
日
本
大
震
災
以
降
、
温
泉
地
・
旅
館

に
求
め
ら
れ
て
い
る
社
会
的
価
値
（
意

味
）」
を
、
ま
た
九
月
に
は
「
温
泉
地
・

旅
館
の
長
期
滞
在
へ
の
対
応
」
に
つ
い
て
、

真
剣
に
議
論
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
二
月

に
は
、
研
究
会
の
開
催
地
を
栃
木
県
那
須

塩
原
市
板
室
温
泉「
大
黒
屋
」に
変
え
、「
ア

ー
ト
の
精
神
で
取
り
組
む
旅
館
経
営
」
に

つ
い
て
学
び
、議
論
し
ま
し
た
。

二
〇
一
二
年
度
は
六
月
に
、
第
一
回
研

究
会
を
、
多
く
の
旅
館
が
敬
遠
し
が
ち

な
「
お
ひ
と
り
さ
ま
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
。

第
二
次
お
ひ
と
り
さ
ま
ブ
ー
ム
の
背
景
や

他
業
種
の
対
応
、
旅
館
の
取
り
組
み
事

例
、
利
用
者
の
実
態
等
の
調
査
結
果
を
も

と
に
、
温
泉
地
や
温
泉

旅
館
の
今
後
の
対
応
に

つ
い
て
意
見
を
交
わ
し

ま
し
た
。

各
種
の
調
査
結
果
か

ら
は
、「
社
会
全
体
に

女
性
の
お
ひ
と
り
さ
ま

を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
評
価

す
る
傾
向
が
生
ま
れ
て

い
る
こ
と
」、「
お
ひ
と

り
さ
ま
は
今
や
負
で
は

な
く
、
自
分
自
身
の
時
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の
具
体
的
な
組
織
運
営
お
よ
び
事
業
の
あ

り
方
を
探
る
べ
く
、
十
年
後
の
組
織
の
姿

を
見
据
え
た
ビ
ジ
ョ
ン
お
よ
び
次
期
中
期

経
営
計
画
の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

（
企
画
課
長
　
牧
野
博
明
）

観
光
文
化
事
業
部

温
泉
地
・
温
泉
旅
館
の

将
来
を
考
え
る

「
温
泉
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
」
の
運
営

観
光
文
化
事
業
部
で
は
、
研
究
調
査

部
と
と
も
に
、
日
本
で
も
有
数
の
温
泉

地
（
阿
寒
湖
、草
津
、鳥
羽
、有
馬
、由
布

院
、
黒
川
）
が
当
財
団
に
一
堂

に
会
し
、
共
通
の
課
題
に
つ
い

て
語
り
合
い
、
そ
の
方
向
性
を

探
る
「
温
泉
ま
ち
づ
く
り
研

究
会
」
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

二
〇
一
一
年
度
か
ら
は
、
特
に

「
半
歩
先
ゆ
く
テ
ー
マ
の
設
定

と
徹
底
的
な
議
論
、
そ
し
て
ア

ク
シ
ョ
ン
、
検
証
」
と
い
っ
た

サ
イ
ク
ル
の
実
践
を
重
視
し
、

研
究
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

二
〇
一
一
年
度
は
、
六
月
に

ＪＴＢＦ通信　財団活動のいま…
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Ｊ
Ｒ
水
郡
線
は
郡
山
を
発
つ
と
、
広
い
郡
山
盆
地
を
南
に
進
む
。「
い
わ
き
も
り

や
ま
」「
い
わ
き
い
し
か
わ
」「
い
わ
き
た
な
く
ら
」、そ
の
あ
と
は
「
ひ
た
ち
だ
い
ご
」

「
ひ
た
ち
お
お
み
や
」「
ひ
た
ち
お
お
た
」
と
変
わ
り
、こ
の
路
線
が
旧
の
磐い

わ

城き

と
常ひ

た
ち陸

を
結
ん
で
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
朝
六
時
台
が
始
発
で
、
つ
ぎ
が
七
時
十
一
分
、

そ
の
あ
と
は
二
時
間
お
き
に
一
本
。
た
だ
常
陸
太
子
と
水
戸
間
は
便
数
が
倍
に
な
る
。

同
じ
路
線
で
も
利
用
の
ぐ
あ
い
が
大
き
く
ち
が
う
ら
し
い
。

そ
の
少
な
い
方
に
揺
ら
れ
て
い
た
。
目
ざ
す
「
い
わ
き
た
な
く
ら
」
ま
で
は
五
十
キ

ロ
あ
ま
り
、
十
二
の
駅
を
一
時
間
か
け
て
走
る
。
こ
の
程
度
の
ス
ピ
ー
ド
が
人
間
に
は

い
ち
ば
ん
心
地
よ
い
ら
し
く
、
少
し
眠
い
よ
う
な
夢
見
ご
こ
ち
に
つ
つ
ま
れ
る
。
初
夏

の
こ
ろ
で
、
田
も
山
も
一
面
の
緑
。
ゆ
る
や
か
な
丘
陵
が
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
空
が
広

い
。
農
家
の
白
壁
と
神
社
の
杜
。
こ
う
い
っ
た
景
観
は
日
本
人
に
と
っ
て
「
原
風
景
」

に
あ
た
る
よ
う
で
、
な
に
や
ら
懐
か
し
い
思
い
が
し
て
く
る
。
わ
ず
か
東
五
十
キ
ロ
の

海
岸
の
原
発
事
故
で
、
多
く
の
人
が
町
を
捨
て
た
な
ど
と
想
像
も
つ
か
な
い
。

福
島
県
東
白
川
郡
棚た

な

倉ぐ
ら

町ま
ち

。
旅
好
き
の
友
人
に
た
ず
ね
て
も
、「
た
な
ぐ
ら
？
」

と
首
を
か
し
げ
た
か
ら
、
知
る
人
は
少
な
い
の
だ
ろ
う
。
古
め
か
し
い
駅
舎
に
中
年

の
駅
員
が
ひ
と
り
。
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
が
な
い
と
わ
か
り
思
案
し
て
い
る
と
、
よ
け

れ
ば
預
か
る
と
の
こ
と
。
こ
れ
幸
い
と
リ
ュ
ッ
ク
を
預
け
、
手
に
カ
メ
ラ
一
つ
。
こ
と

の
つ
い
で
に
城
跡
へ
の
道
を
た
ず
ね
る
と
、「
国
道
を
左
に
す
す
む
と
見
え
て
く
る
」。

な
る
ほ
ど
、
す
ぐ
に
う
っ
そ
う
と
し
た
古
木
と
濠
の
わ
き
に
来
た
。

「
そ
こ
そ
こ
」の
哲
学 
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棚
倉
藩
六
万
石
。
慶
長
八
年
（
一
六
○
三
）、
初
代
丹に

羽わ

長な
が
し
げ重

が
入
っ
た
と
き
は

一
万
石
で
、
二
十
年
後
に
棚
倉
城
を
築
い
た
と
き
は
五
万
石
。
豊
か
な
土
地
柄
を

実
証
し
た
わ
け
だ
。
初
代
が
城
の
完
成
前
に
白
河
へ
移
り
、
壁
が
ま
だ
荒
土
の
ま
ま

だ
っ
た
の
で
「
新あ

ら
つ
ち土
城
」
と
呼
ば
れ
た
そ
う
だ
。

二
代
目
城
主
に
近
江
の
内
藤
氏
が
入
り
、
つ
い
で
太
田
氏
、
松
平
氏
、
小
笠
原
氏
、

井
上
氏
、
松
平
氏
、
阿
部
氏
と
め
ま
ぐ
る
し
く
か
わ
っ
た
。
お
濠
の
亀
が
水
面
に
浮

く
と
城
主
が
か
わ
る
と
噂
に
な
り
、
俗
に
亀
ケ
城
と
も
い
っ
た
。
そ
う
い
え
ば
ヘ
ン

な
記
述
を
見
か
け
た
。

「
失
脚
譜
代
大
名
の
左
遷
地
の
様
相
も
」（『
幕
末
・
維
新
全
藩
事
典
』
人
文
社
）

浜
松
藩
主
井
上
正ま

さ
も
と甫

は
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）、
十
代
城
主
と
し
て
棚
倉
移
封

を
指
示
さ
れ
た
が
、
病
気
と
称
し
て
浜
松
を
動
か
ず
、
幕
府
の
お
役
を
や
め
て
ま
で

移
動
を
拒
ん
だ
。
棚
倉
城
に
は
蛇
が
多
い
か
ら
イ
ヤ
だ
と
言
っ
た
と
か
。
十
二
代

松
平
康や

す
ち
か爵
は
石
見
・
浜
田
藩
の
藩
主
だ
っ
た
が
、
密
貿
易
が
発
覚
し
て
毛
利
家
以
来

の
由
緒
あ
る
土
地
か
ら
棚
倉
転
封
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
道
中
は
犯
罪
人
扱
い
で
、

宿し
ゅ
くや

本
陣
で
宿
泊
を
拒
ま
れ
、
寺
泊
り
の
旅
を
し
た
と
い
う
。「
失
脚
譜
代
大
名
の

左
遷
地
」
と
い
っ
た
見
方
は
、
こ
の
こ
ろ
に
定
着
し
た
ら
し
い
。

本
丸
を
囲
ん
で
六
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
土
塁
、ま
わ
り
に
内
濠
。
か
つ
て
は
土
塁
の

上
に
多
門
と
呼
ば
れ
る
長
屋
の
よ
う
な
囲か

こ
いが
あ
っ
て
、壁
に
矢
、鉄
砲
を
打
つ
峡ざ

間ま

が

四
百
あ
ま
り
。
角す

み

櫓や
ぐ
らは

二
階
式
が
東
西
南
北
に
一
つ
ず
つ
、外
濠
に
面
し
て
追
手
門
、
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北
門
、
南
門
な
ど
が
あ
っ
た
。

外
濠
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
が
本
丸
跡
は
よ
く
残
っ
て
い
て
、
土
塁
の
長

さ
約
六
百
メ
ー
ト
ル
、
グ
ル
リ
と
一
周
で
き
る
。
古
木
が
て
い
て
い
と
枝

を
の
ば
し
、
眼
下
は
深
い
濠
で
、
涼
し
い
風
が
吹
い
て
く
る
。
本
丸
屋
敷

跡
の
古
風
な
建
物
は
図
書
館
だ
っ
た
が
、
新
し
く
よ
そ
に
つ
く
ら
れ
て

取
り
壊
し
に
な
る
。
隣
合
っ
て
資
料
館
が
あ
っ
た
が
、
３
・
11
の
大
地
震

で
半
壊
、
ひ
と
足
先
に
撤
去
さ
れ
た
。
北
寄
り
が
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
で
、

老
人
が
ひ
と
り
黙
々
と
球
を
こ
ろ
が
し
て
い
る
。
城
内
で
見
か
け
た
の

は
、こ
の
方
お
ひ
と
り
。
土
塁
は
格
好
な
散
歩
コ
ー
ス
と
思
え
る
の
だ
が
、

ベ
ン
チ
一
つ
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
ら
し
い
。

「
昔
日
の
浪
漫
あ
ふ
れ
る
城
下
町
」

絵
地
図
に
大
き
く
掲
げ
て
あ
っ
て
、
町
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
よ

う
だ
。「
豊
か
な
自
然
と
歴
史
に
恵
ま
れ
た
六
万
石
の
城
下
町
」「
ス
ポ
ー

ツ
と
文
化
と
健
康
を
テ
ー
マ
に
し
た
体
験
型
リ
ゾ
ー
ト
地
」
と
も
あ
る
。

「
―
― 

さ
あ
“
た
な
ぐ
ら
”
で
思
い
っ
き
り
深
呼
吸
し
て
下
さ
い
」。

西
南
に
は
八や

溝み
ぞ

山
、
東
は
阿
武
隈
高
地
、
郡
名
に
「
白
川
」
を
も
つ
よ
う
に
水
が

豊
か
で
、
大
ら
か
な
山
河
に
恵
ま
れ
空
気
が
う
ま
い
。
町
に
は
都つ

つ々

古こ

別わ
け

神
社
と
い

っ
て
日や

ま
と本

武た
け
る尊

に
ま
つ
わ
る
古
社
が
上
の
宮
、
中
の
宮
、
下
の
宮
と
三
つ
あ
り
、
お

い
し
い
空
気
と
水
の
地
に
古
く
か
ら
人
が
住
ん
で
き
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
郊

外
の
一
つ
を
訪
ね
る
に
は
タ
ク
シ
ー
が
必
要
だ
が
、
あ
い
に
く
大
き
な
葬
式
が
あ
っ

て
出
払
っ
て
い
る
。
町
内
の
詰
所
の
お
ば
さ
ん
が
テ
キ
パ
キ
と
無
線
を
と
ば
し
、
一

台
が
会
葬
の
あ
い
ま
に
抜
け
て
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
の
ん
び
り
し
た
町
で
す
ね
」

お
茶
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
。
今
年
（
平
成
二
十
四
年
）
現

在
で
、
人
口
一
万
五
千
と
ち
ょ
っ
と
、「
へ
り
も
せ
ず
ふ
え
も
せ
ず
と
い
う
と
こ
」
だ

そ
う
だ
。
お
ば
さ
ん
に
よ
る
と
、「
そ
こ
そ
こ
」
に
暮
ら
し
て
い
る
と
、
暮
ら
し
て
い

け
る
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
地
道
に
暮
ら
す
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

「
食
べ
物
屋
も
飲
み
屋
も
安
い
で
す
ヨ
」

ボ
ッ
た
り
は
決
し
て
し
な
い
。
利
益
は
そ
こ
そ
こ
に
し
て
つ
づ
け
て
い
る
と
、

ち
ゃ
ん
と
立
ち
ゆ
く
。
欲
を
出
す
店
は
つ
ぶ
れ
て
い
く
。
お
ば
さ
ん
の
目
は
、
小
さ

な
町
の
あ
り
方
と
モ
ラ
ル
を
正
確
に
見
つ
め
て
い
る
。

南
の
郊
外
の
八や

槻つ
き

都
々
古
別
神
社
は
拝
殿
、
本
殿
と
も
雄
大
で
美
し
い
。
農
の
神

と
さ
れ
て
き
て
、
四
百
年
つ
づ
く
伝
統
行
事
の
御
田
植
祭
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
都
々

古
別
三
社
の
中
の
宮
に
あ
た
り
、こ
と
の
つ
い
で
に
西
の
郊
外
の
上
の
宮
、
馬
場
都
々

古
和
気
神
社
に
寄
っ
て
も
ら
っ
た
。
唐
破
風
の
拝
殿
が
壮
麗
で
、
樹
齢
数
百
年
の
大

木
が
ま
わ
り
を
取
り
巻
き
、
陸
奥
一
ノ
宮
の
風
格
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
。

同
じ
「
こ
わ
け
」
で
も
、上
の
宮
は
古
和
気
、中
の
宮
は
古
別
。
そ
も
そ
も
「
つ

つ
こ
わ
け
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。

「
さ
あ
、
な
ん
の
こ
と
で
す
か
な
ァ
」

右
・
中
央
や
や
下
に
棚
倉
藩
。『
大
日
本
行
程
大
繪
図
』（
天
保
十
四
年
刊
）よ
り
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タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
は
顎
を
撫
で
な
が
ら
、
の
ん
び
り
と
答
え
た
。
こ
の
辺
り
は

「
つ
つ
こ
わ
け
」
が
神
社
の
本
筋
だ
そ
う
だ
。

町
内
に
は
弘
法
大
師
ゆ
か
り
の
山
本
不
動
尊
を
は
じ
め
、
宇う

か迦
神
社
、
白
河
国

の
開
拓
に
か
か
わ
る
地
蔵
尊
、
僧
行
基
が
刻
ん
だ
観
音
菩
薩
を
い
た
だ
く
常
隆
寺
、

さ
ら
に
蓮
生
寺
、
長
久
寺
、
蔵
光
寺
…
…
。
城
下
町
に
お
な
じ
み
で
、
寺
が
ち
ら

ば
っ
て
い
る
。「
紫し

え衣
事
件
」
と
い
っ
て
、
紫
衣
着
用
の
勅
許
を
め
ぐ
り
幕
府
と
朝
廷

が
対
立
し
た
際
、
幕
府
に
抗
議
し
た
玉

ぎ
ょ
く

室し
つ

和
尚
が
流
罪
に
な
り
、
棚
倉
藩
に
配
流
さ

れ
た
と
き
の
謫た

っ
き
ょ居
跡
も
あ
る
。

Ｊ
Ｒ
の
線
路
を
は
さ
ん
で
西
側
を
歴
史
エ
リ
ア
と
す
る
と
、
東
側
は
現
代
エ
リ
ア

で
、
文
化
セ
ン
タ
ー
、
総
合
体
育
館
、
町
民
プ
ー
ル
の
ほ
か
、
第
三
セ
ク
タ
ー
リ
ゾ

ー
ト
「
ル
ネ
サ
ン
ス
棚
倉
」
が
ゆ
る
や
か
な
丘
陵
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
い
わ
く
、「
ス

ポ
ー
ツ
も
カ
ル
チ
ャ
ー
も
保
養
も
研
修
も
す
べ
て
引
き
受
け
る
超
多
才
テ
ー
マ
パ

ー
ク
」。

さ
し
あ
た
り
車
で
一
巡
し
た
が
、
お
そ
ろ
し
く
広
い
。
レ
ス
ト
ラ
ン
、
売
店
を
そ

な
え
た
ホ
テ
ル
を
中
心
に
、
イ
ン
ド
ア
温
水
プ
ー
ル
、
ク
ア
ハ
ウ
ス
、
野
外
ス
テ
ー
ジ
、

コ
テ
ー
ジ
１
号
・
２
号
、バ
ン
ケ
ッ
ト
ル
ー
ム
、客
室
、宴
会
場
つ
き
新
館
パ
ル
テ
ノ
ン
。

乗
馬
施
設
は
野
外
コ
ー
ス
の
ほ
か
、
八
百
平
方
の
イ
ン
ド
ア
乗
馬
コ
ー
ス
も
そ
な
え

て
い
る
。
テ
ニ
ス
場
は
イ
ン
ド
ア
コ
ー
ト
を
含
め
て
全
三
十
面
。
人
口
一
万
五
千
規

模
の
町
で
、
は
た
し
て
こ
れ
だ
け
巨
大
な
施
設
を
維
持
で
き
る
も
の
か
？

「
そ
こ
そ
こ
に
や
っ
て
る
よ
う
で
す
」

運
転
手
に
よ
れ
ば
、
高
校
や
大
学
の
体
育
団
体
が
研
修
、
合
宿
に
や
っ
て
く
る
。

パ
ル
テ
ノ
ン
で
は
会
議
、
結
婚
式
、
パ
ー
テ
ィ
。
た
だ
乗
馬
施
設
は
馬
に
手
を
焼
い

て
い
る
。
コ
ー
ス
は
整
備
し
た
が
、
馬
の
世
話
ま
で
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
―
―
。

「
ル
ネ
サ
ン
ス
」の
名
づ
け
は
共
同
出
資
の
社
名
か
ら
だ
が
、
町
と
し
て
は
「
再
生

（
ル
ネ
サ
ン
ス
）
の
意
味
」
を
こ
め
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
リ
ゾ
ー
ト
と
ス
ポ
ー
ツ
、
さ
ら

に
カ
ル
チ
ャ
ー
と
ゴ
ル
フ
と
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
を
併
合
さ
せ
た
。
文
化
セ
ン
タ
ー
は
「
倉

美
館
」
と
い
っ
て
、目
を
む
く
よ
う
に
大
き
い
。
レ
ス
ト
ラ
ン
で
玉
ど
ん
を
い
た
だ
き
、

棚倉町・現代エリア
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ク
ア
ハ
ウ
ス
の
湯
に
つ
か
り
つ
つ
、
六
万
石
城
下
町
と
現
代
版
再
生
シ
ス
テ
ム
共
存
の

難
し
さ
を
思
い
や
っ
た
。

十
代
城
主
が
幕
府
内
の
出
世
を
棒
に
振
っ
て
ま
で
棚
倉
を
拒
ん
だ
の
は
、
遠

と
お
と
う
み江

浜
松
か
ら
す
る
と
、
北
の
陸
奥
は
地
の
涯
の
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

十
二
代
の
松
平
は
、
た
し
か
に
不
祥
事
で
浜
田
か
ら
転
封
に
な
っ
た
が
、
密
貿
易
は

当
時
、
西
国
・
九
州
の
藩
は
ど
こ
も
や
っ
て
い
た
こ
と
、
隠
密
に
見
つ
か
っ
た
の
が

不
運
に
す
ぎ
な
い
。
浜
田
は
六
万
一
千
石
、
そ
の
こ
ろ
の
棚
倉
は
六
万
四
百
石
、
禄

高
も
ほ
と
ん
ど
へ
ら
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
運
を
変
え
る
つ
も
り
が
あ
っ
た
の
か
、

藩
主
松
平
は
山
本
不
動
尊
に
開
運
祈
願
の
石
灯
籠
を
寄
進
。
そ
の
せ
い
か
三
代
の

ち
の
十
五
代
城
主
の
と
き
、
め
で
た
く
川
越
に
移
っ
た
。
こ
の
と
き
棚
倉
の
禄
高

八
万
四
百
四
十
三
石
。
幕
末
最
後
の
阿
部
氏
は
十
万
石
で
城
主
と
な
っ
て
い
る
。

水
ゆ
た
か
で
丘
陵
は
開
拓
し
や
す
く
、
蛇
が
多
い
ど
こ
ろ
か
、
い
ろ
い
ろ
な
産
物

の
み
の
る
土
地
な
の
だ
。

そ
の
伝
統
は
い
ま
な
お
脈
々
と
生
き
て
お
り
、
棚
倉
町
物
産
振
興
会
発
行
の
「
物

産
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
に
は
、「
自
然
と
歴
史
に
育
ま
れ
た
自
慢
の
逸
品
」
が
つ
ま
っ
て

い
る
。
つ
ぶ
あ
ん
で
あ
ま
み
を
お
さ
え
た
玉
屋
の
大
福
、
素
材
に
こ
だ
わ
っ
た
甘か

ん
せ
い盛

堂
の
い
ち
ご
大
福
、
昔
な
つ
か
し
い
丸
石
の
お
ば
け
せ
ん
べ
い
、
創
業
文
化
年
間
、

伝
統
の
味
は
久く

桁げ
た

屋や

入
野
堂
の
羊
羹
、
ほ
ど
よ
い
甘
さ
、
お
ば
ま
や
の
ま
つ
た
け

最
中
。
辛
党
に
は
今
年
が
創
業
百
年
、
藤
田
屋
本
店
の
福ふ

く

賑に
ぎ
わ
い栄

、
自
然
の
風
味
そ
の

ま
ま
、
大
木
酒
店
の
粕
漬
。
ほ
か
に
家
伝
「
つ
る
り
ん
蒟こ

ん

」
の
小
松
屋
本
家
、
山
里

の
味
、
金
子
の
じ
ね
ん
じ
ょ
、
変
わ
り
種
に
は
日
本
メ
グ
ス
リ
ノ
キ
本
舗
謹
製
、
落

葉
高
木
メ
グ
ス
リ
ノ
キ
を
原
材
料
に
し
た
健
康
茶
「
肝か

ん
も
く目

メ
グ
ス
リ
ノ
キ
茶
」。

平
和
な
町
だ
が
、
幕
末
は
大
き
く
揺
れ
た
。
水
戸
で
旗
上
げ
し
た
天
狗
党
が
筑
波

山
に
こ
も
っ
た
と
き
、
棚
倉
藩
も
出
兵
、
八
溝
山
へ
逃
れ
て
き
た
残
党
を
西
の
山
間

で
処
刑
し
た
。
幕
府
の
命
令
で
余
儀
な
く
の
思
い
が
あ
っ
た
の
か
、
藩
主
は
三
界
万

霊
塔
を
建
立
し
て
弔
っ
た
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
戊ぼ

辰し
ん

戦
争
に
あ
た
り
、
東

北
の
大
半
の
藩
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
去
就
に
苦
慮
し
た
。
は
じ
め
は
官
軍
に
兵

棚倉町・歴史エリア
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を
出
し
た
が
奥お

う

羽う

越え
つ

列
藩
同
盟
が
成
立
す
る
や
こ
れ
に
加
わ
り
、
白
河
城
を
中
心
に

し
て
激
し
く
戦
い
、
多
数
の
死
者
を
出
し
た
。
つ
い
で
官
軍
の
棚
倉
城
総
攻
撃
。
城

は
落
ち
、
周
辺
の
古
町
を
焼
失
。

し
か
し
、
遠
い
昔
ば
な
し
で
あ
る
。
城
跡
の
南
が
旧
の
町
筋
で
、
そ
こ
そ
こ
の
哲
学

を
商
い
に
生
か
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
に
も
な
ら
ず
、
昔
な
が
ら
の

店
が
健
在
で
あ
る
。
ど
こ
か
で
見
た
こ
と
の
あ
る
建
物
だ
と
思
っ
た
ら
、川
越
の
「
時

の
鐘
」
を
模
し
た
も
の
。
川
越
市
と
友
好
都
市
を
結
ん
だ
記
念
と
い
う
が
、
大
よ
ろ

こ
び
で
去
っ
て
い
っ
た
藩
主
の
移
り
先
と
友
好
を
結
ぶ
と
こ
ろ
が
な
ご
や
か
で
あ
る
。

初
夏
な
の
で
め
だ
た
な
い
が
、い
た
る
と
こ
ろ
に
桜
の
古
木
が
列
を
つ
く
っ
て
い
る
。

中
世
に
館
の
あ
っ
た
公
園
、棚
倉
城
跡
、一
里
塚
に
添
え
ら
れ
た
し
だ
れ
桜
、所
々
方
々

の
神
社
や
仏
閣
、
春
に
な
る
と
町
中
が
薄
紅
色
に
染
ま
る
に
ち
が
い
な
い
。

お
よ
そ
知
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
町
だ
が
、
観
光
ズ
レ
し
て
い
な
く
て
、
観
光
ス

ポ
ッ
ト
に
あ
た
る
と
こ
ろ
も
、
ご
く
自
然
の
ま
ま
に
の
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
矛
盾

し
た
こ
と
を
言
う
よ
う
だ
が
、
せ
め
て
駅
に
は
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
、
城
跡
に
は
ベ
ン
チ
、

要
所
に
簡
単
な
道
し
る
べ
が
欲
し
い
も
の
だ
。
現
代
エ
リ
ア
の
何
百
分
の
一
か
の
予

算
で
歴
史
エ
リ
ア
が
活
気
づ
き
、
そ
の
活
力
が
「
自
慢
の
逸
品
」
に
も
及
ぶ
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

車
を
と
め
、
自
動
販
売
機
で
ジ
ュ
ー
ス
を
買
っ
た
若
い
男
女
が
、
ス
ト
ロ
ー
で
ジ
ュ

ー
ス
を
飲
み
な
が
ら
、
大
き
な
絵
地
図
を
見
上
げ
て
い
た
。

「
ム
カ
シ
ビ
の
…
…
」

男
が
言
い
か
け
、
女
性
が
「
セ
キ
ジ
ツ
」
と
訂
正
し
た
。

「
つ
ぎ
は
？
」

「
ロ
マ
ン
か
な 

―
― 

た
ぶ
ん
」

苦
心
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
だ
ろ
う
が
、
格
式
が
高
す
ぎ
て
、
い
ま
の
若
い
人
に

は
少
々
無
理
な
よ
う
で
あ
る
。

午
後
の
便
で
郡
山
へ
出
る
つ
も
り
で
早
目
に
駅
に
も
ど
っ
て
き
た
。
預
か
っ
て
も

ら
っ
た
リ
ュ
ッ
ク
の
お
礼
を
述
べ
て
い
る
と
、駅
員
が
心
配
げ
に
空
を
見
上
げ
て
い
る
。

い
つ
の
ま
に
か
黒
雲
に
覆
わ
れ
て
い
て
、
や
お
ら
大
つ
ぶ
の
雨
が
落
ち
て
き
た
。
た

ち
ま
ち
そ
れ
が
、
し
の
つ
く
よ
う
な
雨
に
な
っ
た
。

駅
舎
に
い
る
の
で
、
と
き
な
ら
ぬ
大
雨
を
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
る
と
、
そ
ん
な
場

合
で
は
な
い
と
い
う
。
今
朝
早
く
に
も
い
ち
ど
豪
雨
が
あ
っ
て
、
土
が
湿
っ
て
い
る
。

線
路
の
冠
水
と
運
転
中
止
が
心
配
だ 

―
―
。

ま
さ
か
と
思
っ
た
。
改
札
口
の
上
の
表
示
は
、
電
車
が
一
つ
手
前
の
駅
に
着
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
た
。
あ
と
五
分
も
す
れ
ば
や
っ
て
く
る
。
し
の
つ
く
雨
と
は
い
え
、

こ
れ
ぐ
ら
い
で
運
転
を
止
め
て
い
た
ら
、
の
べ
つ
中
止
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に

そ
う
だ
が
、
棚
倉
近
く
は
冠
水
常
習
地
で
、
ど
こ
か
が
つ
か
っ
た
ら
最
後
、
運
転

で
き
な
い
と
い
う
。

電
車
が
来
た
。
雨
を
払
っ
て
と
び
乗
っ
た
。
心
配
げ
に
雨
を
見
上
げ
て
い
る
駅

員
を
の
こ
し
て
、
こ
と
も
な
く
発
車
。
や
み
は
し
な
い
が
、
ひ
ど
く
も
な
ら
な
い
。

心
配
症
の
駅
員
さ
ん 

―
― 

と
思
い
か
け
た
矢
先
、
車
内
放
送
で
運
転
中
止
が
告
げ

ら
れ
た
。
冠
水
の
個
所
を
超
ス
ロ
ー
で
通
過
し
て
、
磐
城
石
川
駅
ど
ま
り
。
Ｊ
Ｒ
が

用
意
す
る
タ
ク
シ
ー
に
乗
り
換
え
て
ほ
し
い
。

そ
れ
で
わ
か
っ
た
が
、
乗
客
の
う
ち
一
般
客
は
四
人
だ
け
で
、
あ
と
は
通
学
の
高

校
生
だ
っ
た
。
中
途
運
休
に
は
慣
れ
っ
こ
の
よ
う
で
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
聞
き
流
し
て

お
し
ゃ
べ
り
に
余
念
が
な
い
。

そ
ん
な
わ
け
で
見
知
ら
ぬ
人
と
タ
ク
シ
ー
相
乗
り
で
、
国
道
１
１
８
号
を
北
に

走
っ
た
。
お
か
げ
で
途
中
に
猫ね

こ
な
き啼

と
い
う
奇
妙
な
名
前
の
温
泉
が
あ
る
の
を
知
っ
た
。

相
乗
り
し
た
男
性
に
よ
る
と
、
和
泉
式
部
の
ペ
ッ
ト
に
ち
な
む
そ
う
だ
。
木
に
つ

な
い
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
猫
が
な
き
つ
づ
け
、
そ
の
木
の
根
か
た
か
ら
湯
が
湧

き
出
し
た
と
い
う
。

「
ま
、
た
し
か
な
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
ネ
」

そ
の
人
は
少
し
上
手
の
母ぼ

畑ば
た

温
泉
が
猫
啼
よ
り
も
好
き
だ
そ
う
だ
。
そ
こ
そ
こ

の
旅
の
終
わ
り
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
何
や
ら
得
を
し
た
気
分
だ
っ
た
。

（
い
け
う
ち　

お
さ
む
）



　ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
個
性
派
宿
の
追
い
風
に

　
以
前
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
宿
」
と
題
し
て
書
い
た
時
、取
り
上
げ
た
宿
が
あ
る
。

タ
ン
ザ
ニ
ア
、
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
山
麓
に
あ
る
「
マ
ウ
ン
ト
・
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
・
ビ

ュ
ー
・
ロ
ッ
ジ
」
だ
。
そ
の
名
の
通
り
、
朝
に
夕
に
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
霊
峰
が
よ
く

見
え
る
絶
景
の
宿
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
出
会
い
か
ら
、
私
が
こ
の
宿
に
宿
泊
し
た
の
は
、

二
〇
〇
九
年
七
月
の
こ
と
だ
。
開
業
は
二
〇
〇
六
年
と
い
う
が
、
当
時
は
、
ま
だ
ま
だ

お
客
が
少
な
く
、
私
と
同
行
の
カ
メ
ラ
マ
ン
は
、
貸
し
切
り
状
態
の
な
か
、
開
業
以

来
二
度
目
の
日
本
人
客
と
し
て
、
最
大
級
の
も
て
な
し
を
受
け
た
の
だ
っ
た
。

地
球
の
裏
側
か
ら
来
た
客
が
よ
ほ
ど
う
れ
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
最
後
の
夜
、
太

鼓
を
ボ
ン
ゴ
ボ
ン
ゴ
と
た
た
き
な
が
ら
「
ユ
ミ
と
タ
ケ
シ（
カ
メ
ラ
マ
ン
の
名
前
）
を

た
た
え
る
歌
」
を
即
興
で
歌
っ
て
く
れ
た
感
動
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

短
い
滞
在
だ
っ
た
が
、
宿
の
主
人
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
、
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
メ
ー
ル

を
く
れ
た
。
一
度
は
金
の
無
心
を
さ
れ
困
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
無
視

し
て
い
る
と
、
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
「
ジ
ャ
ン
ボ（
こ
ん
に
ち
は
）！
」
と

ま
た
メ
ー
ル
を
よ
こ
す
の
だ
っ
た
。

や
り
と
り
は
、い
つ
し
か
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
移
行
し
た
。
新
年
の
挨
拶
、
大
震
災

の
際
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
思
い
出
し
た
よ
う
に
「
ジ
ャ
ン
ボ
！
」
と
連
絡
を
よ
こ
し
た
。

当
時
、
お
客
の
少
な
い
ロ
ッ
ジ
は
、
村
人
の
た
ま
り
場
に
な
っ
て
い
て
、
た
き
火

に
あ
た
り
な
が
ら
彼
ら
と
よ
く
話
を
し
た
。
ロ
ッ
ジ
で
手
配
し
て
く
れ
た
コ
ー
ヒ
ー

農
園
の
村
と
滝
を
巡
る
エ
コ
ツ
ア
ー
に
も
大
勢
の
村
人
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
つ
い
て
き
た
。

そ
の
メ
ン
バ
ー
の
中
に
エ
リ
サ
ン
テ
と
い
う
若
者
が
い
た
。
ト
ウ
キ
ョ
ウ
で
は
、
三
分

お
き
に
電
車
が
走
る
と
い
う
話
を
し
た
ら
目
を
丸
く
し
て
い
た
。

帰
国
後
、フ
ィ
リ
ッ
プ
よ
り
も
頻
繁
に
メ
ー
ル
を
よ
こ
し
た
の
は
、
こ
の
エ
リ
サ
ン
テ

だ
っ
た
。
彼
は
、そ
の
年
の
秋
か
ら
麓
の
町
の
カ
レ
ッ
ジ
に
入
学
し
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

近
況
を
報
告
し
な
が
ら
、
三
回
に
一
回
は
、
遠
回
し
に
金
の
無
心
を
す
る
。
で
も
、

こ
ち
ら
が
取
り
合
わ
な
い
と
、
ま
た
忘
れ
た
よ
う
に
別
の
話
題
を
振
っ
て
く
る
。

キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
麓
か
ら
時
々
届
く
便
り
に
劇
的
な
変
化
が
訪
れ
た
の
は
、
今
年

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。

ト
リ
ッ
プ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
R
で
マ
ウ
ン
ト
・
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
・
ビ
ュ
ー
・
ロ
ッ
ジ
が

国
立
公
園
内
の
十
一
軒
の
宿
の
中
で
一
位
に
な
っ
た
と
の
知
ら
せ
が
届
い
た
の
で
あ
る
。

口
コ
ミ
旅
行
サ
イ
ト
の
ト
リ
ッ
プ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
、
近
年
、
急
成
長
し
て
い
る
。

投
稿
に
よ
る
評
価
は
必
ず
し
も
当
た
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
世
界
の
少
な
か

ら
ぬ
旅
人
が
、
旅
行
の
計
画
を
立
て
る
時
、
こ
れ
を
参
考
に
す
る
。
私
も
そ
の
例
外

で
は
な
い
。

ト
リ
ッ
プ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
で
一
位
に
な
る
宿
は
、
必
ず
し
も
有
名
な
高
級
ホ
テ
ル

と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
京
都
で
は
、ぶ
っ
ち
ぎ
り
の
一
位
を
キ
ー
プ
し
て
い
る
の
は
、

三
年
後
の
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
か
ら

旅
行
作
家　
　
　
　

山
口
　
由
美

連載Ⅱ
ホスピタリティーの

手触り72
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ホ
テ
ル 

ム
メ
と
い
う
祇
園
に
あ
る
た
っ
た
四
室
し
か
な
い
デ
ザ
イ
ン
ホ
テ
ル
で
あ
る
。

い
つ
も
三
カ
月
く
ら
い
先
ま
で
空
室
が
な
い
ほ
ど
、
混
ん
で
い
る
。

マ
ウ
ン
ト
・
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
・
ビ
ュ
ー
・
ロ
ッ
ジ
も
そ
う
し
た
人
気
宿
の
仲
間
入
り

を
果
た
し
た
の
だ
。
三
年
前
、お
客
の
い
な
い
が
ら
ん
と
し
た
ダ
イ
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
で
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
と
テ
ー
ブ
ル
を
囲
み
な
が
ら
、
ど
う
や
っ
て
こ
の
宿
の
存
在
を
知
ら
せ

た
ら
い
い
か
と
、
真
剣
な
表
情
で
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

も
と
も
と
手
作
り
の
小
ぎ
れ
い
な
コ
テ
ー
ジ
は
居
心
地
よ
く
、
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ

の
絶
景
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
写
真
の
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
出

来
も
よ
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
を
広
く
告
知
す
る
方
法
だ
け
が
な
か
っ
た
の
だ
。
昨

今
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
は
、
そ
ん
な
彼
の
悩
み
を
解
決
し
た
の
で
あ
る
。

誇
ら
し
げ
に
報
告
す
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
、
も
う
金
を
無
心
し
て
き
た
こ
ろ
の
彼
で

は
な
か
っ
た
。

カ
レ
ッ
ジ
を
卒
業
し
た
エ
リ
サ
ン
テ
か
ら
も
報
告
が
届
い
た
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
ロ
ッ
ジ

が
成
功
を
収
め
た
の
を
見
て
の
決
心
な
の
か
、
エ
コ
ツ
ア
ー
の
会
社
を
始
め
た
と

の
こ
と
だ
っ
た
。

つ
い
先
日
も
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
マ
ウ
ン
ト
・
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
・
ビ
ュ
ー
・ロ
ッ
ジ
の

ペ
ー
ジ
を
設
け
た
と
の
連
絡
が
あ
っ
た
。
今
や
世
界
七
十
五
カ
国
か
ら
の
ゲ
ス
ト
が

い
る
と
い
う
。
せ
っ
か
く
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
宿
の
ホ
ス
ピ
タ
リ

テ
ィ
ー
を
も
っ
と
高
め
な
け
れ
ば
、
と
の
決
意
が
熱
く
語
ら
れ
て
い
た
。
私
は
三
年

の
月
日
を
改
め
て
感
慨
深
く
思
っ
た
。

今
年
の
ロ
ン
ド
ン
五
輪
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
普
及
し
た
初
め
て
の
五
輪
と

い
わ
れ
た
。
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
通
し
て
の
選
手
の
生
の
声
は
、
新
鮮

な
感
動
を
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
た
。
一
方
、
不
適
切
な
発
言
で
選
手
が
追
放
さ
れ

る
事
件
も
あ
っ
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
功
と
罪
を
映
し
出
す
結
果
と
な
っ
た
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
産
業
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
功
と
罪
は
何
な
の

か
。
こ
の
答
え
は
こ
れ
か
ら
姿
を
現
す
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
個
性
的
で

良
心
的
な
小
さ
な
宿
に
と
っ
て
、
追
い
風
に
な
る
こ
と
は
確
か
だ
。
エ
リ
サ
ン
テ
の

会
社
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
も
始
動
し
た
。
さ
ら
に
三
年
後
、
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
麓
の

「
友
だ
ち
」
は
ど
ん
な
未
来
を
つ
か
む
の
だ
ろ
う
か
。

（
や
ま
ぐ
ち　

ゆ
み
）
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本
書
『
新
た
な
集
客
に
挑
む
！ 

イ
ン
バ
ウ
ン
ド 

Ｂ
Ｕ
Ｓ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
』（
日
本
観
光
振
興
協
会
）

は
、
外
国
人
旅
行
者
へ
の
対
応
の
多
様
な
事
例
を
紹
介
し
、
そ
の
ヒ
ン
ト
を
国
内
の
観
光
産
業
は

じ
め
広
く
産
業
界
に
提
供
し
、
産
業
連
携
に
よ
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
市
場
拡
大
の
重
要
性
を
編
集
コ

ン
セ
プ
ト
と
し
て
い
る
。
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ-

１
で
は
、
今
後
の
観
光
振
興
に
重
要
な
役
割
を
担
う
、
流

通
・
飲
食
等
を
含
む
二
十
五
の
組
織
へ
の
取
材
で
取
り
組
み
事
例
が
紹
介
さ
れ
、
各
組
織
の
ビ

ジ
ネ
ス
の
ポ
イ
ン
ト
は
参
考
に
な
る
。
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ-

２
で
は
、
実
際
に
お
客
様
と
接
す
る
際
の
基

本
が
簡
潔
に
表
現
さ
れ
、
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ-

３
は
国
・
地
域
別
に
宗
教
・
国
民
性
等
の
留
意
す
べ
き
ポ

イ
ン
ト
を
解
説
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
や
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
が
口
に
で
き
な
い
食
材
の
記
述
は
「
食
」
の

関
係
者
に
参
考
に
な
る
。
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ-

４
資
料
編
（
付
録
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
収

録
）
の
Ｐ
Ｏ
Ｐ
や
メ
ニ
ュ
ー
表
作
成
の

た
め
の
四
カ
国
語
（
英・韓・中
〔
簡
体・

繁
体
〕）の
ツ
ー
ル
か
ら
は
、受
け
入
れ

環
境
を
よ
り
良
く
し
た
い
と
い
う
発

行
者
の
意
図
が
う
か
が
え
る
。（
片
桐
）

全
国
各
地
で
観
光
を
通
じ
た
地
域
振
興
の
取
り
組
み
が
進
む
な
か
、
町
の
歴
史
を
伝
え
る
土

蔵
も
貴
重
な
観
光
資
源
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
時
代
を
迎
え
て
い
る
。
喜
多
方
市
や
栃
木
市
、

川
越
市
な
ど
に
お
け
る
近
年
の
取
り
組
み
は
、
地
元
の
風
土
や
歴
史
の
上
に
成
り
立
つ
生な

り
わ
い業

や

暮
ら
し
こ
そ
が
、
地
域
観
光
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

『
京
都
土
壁
案
内
』（
塚
本
由
晴
・
森
田
一
弥
著
、
学
芸
出
版
社
）は
、
書
名
の
通
り
、
京
都
の

町
を
歩
き
な
が
ら
、
寺
社
や
茶
室
か
ら
土
塀
に
至
る
ま
で
、
長
い
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
土
壁
の

魅
力
を
ひ
も
と
く
京
都
の
建
築
・
街
歩
き
ガ
イ
ド
だ
。
東
本
願
寺
の
な
ま
こ
壁
や
京
都
御
所
の

筋
塀
、
祇
園
・
一
力
亭
の
赤
土
壁
な
ど
と
と
も
に
、
下
御
霊
神
社
の
土
蔵
に
つ
い
て
も
丁
寧
に

説
明
さ
れ
て
い
る
。
聚じ

ゅ
ら
く楽

土
、
稲
荷

山
黄
土
、
九
条
土
、
桃
山
土
、
浅あ

さ

葱ぎ

土
、

錆さ
び

土
な
ど
、
豊
か
な
土
に
恵
ま
れ
た

京
都
な
ら
で
は
の
ユ
ニ
ー
ク
な
土
壁
文

化
を
知
る
こ
と
は
、
各
地
で
土
蔵
を

見
る
楽
し
み
も
深
め
て
く
れ
そ
う
だ
。      

（
挑
全
） 

B5判　180ページ
定価　1,300円
日本観光振興協会

A5判   144ページ
定価   1,900円
学芸出版社
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東京駅からのまち歩き
2012年10月1日（月）〜2012年11月30日（金）

　2007年にキャッチフレーズ「東京駅が、街になる。」で始ま
った東京駅再開発事業が、2012年10月に一つの大きな節目
を迎える。1914年に開業した東京駅丸の内駅舎（赤レンガ
本駅舎）の保存『復原』がいよいよ完成するのだ。同駅舎の
完成は「東京の玄関口が生まれ変わる」「東京に新しい風
景が誕生する」「かつてないほどの規模で歴史的建造物が
復元される」等のさまざまな意味合いを持つが、普段何げな
く通り過ぎてしまう駅構内やその周辺をじっくりと探索する、
またとない機会になるだろう。
　本展では、「東京駅からのまち歩き」をキーワードに、東京
駅とその周辺地域（丸の内、八重洲、日本橋等）の歴史、建
築、街並み、宿泊施設等、さまざまな切り口から選んだ図書
や稀

き

覯
こう

書を展示します（『鉄道と街・東京駅』（三島富士夫
著、大正出版）、『東京駅の建築家 辰野金吾伝』（東秀紀
著、講談社）、『大名小路から丸の内へ』（玉野惣次郎著、菱
芸出版）等。ぜひ当館を訪れて「東京駅からのまち歩き」に
お出掛けください。

新
着
図
書
紹
介

　日本政府観光局（JNTO）の方が来館。JNTOニューヨーク
（NY）事務所60周年記念の記事のため、当時一体だったJTB
のNY事務所とJNTO=JTA日本観光宣伝事務所の写真等の
情報をお探しとのこと。社の50年史と70年史をご案内したが、
後日倉庫より、社の米国法人の20年史と写真も見つかった。他
にはない情報が、旅の図書館にならある、という蓄積の重要さ。
東京、そしてNYで、インバウンド観光に従事した忙しい日々 がよ
みがえった。

館 長 の つ ぶ や き

ベストリーダー （2012年4〜8月）

当図書館への来館者によく閲覧されている本を紹介。
【旅行ガイドブック部門】

海外旅行では、
・『地球の歩き方フランス2012-13』（ダイヤモンド・ビッグ社）
・『地球の歩き方MOOKパリの歩き方2012‐13』（同）
・『るるぶフランス2012-13』（JTBパブリッシング）
国内旅行では、

・『まっぷる秋田2013』（昭文社）
【一般読み物部門】
・『日本の聖地ベスト100』（植島啓司著、集英社新書）
・『LCCの使いかた』（イカロス出版）
・『ろばのいる村』（西出真一郎著、作品社）

利用状況 特別展示のご案内

旅の図書館 掲示板

＊詳細は、ホームページhttp://www.jtb.or.jp/旅の図書館・インフォメーションへ



本
書
『
新
た
な
集
客
に
挑
む
！ 

イ
ン
バ
ウ
ン
ド 

Ｂ
Ｕ
Ｓ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
』（
日
本
観
光
振
興
協
会
）

は
、
外
国
人
旅
行
者
へ
の
対
応
の
多
様
な
事
例
を
紹
介
し
、
そ
の
ヒ
ン
ト
を
国
内
の
観
光
産
業
は

じ
め
広
く
産
業
界
に
提
供
し
、
産
業
連
携
に
よ
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
市
場
拡
大
の
重
要
性
を
編
集
コ

ン
セ
プ
ト
と
し
て
い
る
。
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ-

１
で
は
、
今
後
の
観
光
振
興
に
重
要
な
役
割
を
担
う
、
流

通
・
飲
食
等
を
含
む
二
十
五
の
組
織
へ
の
取
材
で
取
り
組
み
事
例
が
紹
介
さ
れ
、
各
組
織
の
ビ

ジ
ネ
ス
の
ポ
イ
ン
ト
は
参
考
に
な
る
。
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ-

２
で
は
、
実
際
に
お
客
様
と
接
す
る
際
の
基

本
が
簡
潔
に
表
現
さ
れ
、
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ-

３
は
国
・
地
域
別
に
宗
教
・
国
民
性
等
の
留
意
す
べ
き
ポ

イ
ン
ト
を
解
説
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
や
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
が
口
に
で
き
な
い
食
材
の
記
述
は
「
食
」
の

関
係
者
に
参
考
に
な
る
。
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ-

４
資
料
編
（
付
録
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
収

録
）
の
Ｐ
Ｏ
Ｐ
や
メ
ニ
ュ
ー
表
作
成
の

た
め
の
四
カ
国
語
（
英・韓・中
〔
簡
体・

繁
体
〕）の
ツ
ー
ル
か
ら
は
、受
け
入
れ

環
境
を
よ
り
良
く
し
た
い
と
い
う
発

行
者
の
意
図
が
う
か
が
え
る
。（
片
桐
）

■
地
域
の“
と
が
っ
た
”
に
学
ぶ 

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
推
進
の
ツ
ボ
②

昨
年
発
行
の
『
地
域
の″
と
が
っ
た
〟
に
学
ぶ 

イ
ンバ
ウ
ン

ド
推
進
の
ツ
ボ
』
の
続
編
。
今
回
は
主
に
資
源
の
見
つ
け

方
や
生
か
し
方
に
関
す
る″
と
が
っ
た
〟
を
中
心
に
取
り

上
げ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
二
年
五
月
発
行
。

■
訪
れ
る
に
値
す
る
価
値
を
自
ら
創
る  

　
　

〜
今
、
求
め
ら
れ
る
ビ
ジ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ニ
ン
グ
発
想

当
財
団
主
催
「
第
二
十一回
旅
行
動
向
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
採

録
集
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、「
イ
ン
ス
ブ
ルッ
ク
長
期
滞

在
の
旅
」
と
い
う
三
十
日
間一カ
所
滞
在
型
の
旅
行
商
品

を
成
功
さ
せ
た
㈱
ワ
ー
ル
ド
航
空
サ
ー
ビ
ス・
菊
間
潤
吾

社
長
、
日
本
に
キ
ャニ
オ
ニン
グ
と
い
う
自
然
を
生
か
し
た

新
し
い
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー
を
導
入
し
た
㈱
キ
ャニ
オ
ン
ズ
な

ど
の
事
例
か
ら
見
え
て
く
る
時
代
の
読
み
方
、価
値
創
造
の
知
恵
や
発
想
の
方
法
につい
て
、

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
コン
サ
ル
タ
ン
ト
の
谷
口
正
和
氏
に
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
重
要

な
の
は
、
観
光
に
関
わ
る一人
ひ
と
り
が
、
人
生
と
い
う″
時
間
〟
に
もっと
もっと
敏
感
に
な

り
、
旅
を
通
し
て
す
て
き
な
時
間
の
過
ご
し
方
や
生
き
方
を
提
示
し
、
訪
れ
る
に
値
す
る

価
値
を
創
り
出
す″
ビ
ジ
ッ
ト
デ
ザ
イ
ニ
ン
グ
〟
発
想
で
す
。
二
〇
一
二
年
六
月
発
行
。

■
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン
サ
イ
ト 

２
０
１
２
（
日
本
人
海
外
旅
行
市
場
の
動
向
）
最
新
刊

日
本
人
海
外
旅
行
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
構
造
的
な
変
化
と
そ
の

要
因
を
詳
細
に
解
説
し
た
レ
ポ
ー
ト
。
二
〇
一
一
年
の
最

新
市
場
動
向
を
カ
バ
ー
。
当
財
団
の
独
自
調
査
を
基
に
、

変
化
の
下
に
働
く
中
・
長
期
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
明
ら
か

に
し
て
い
ま
す
。
日
本
語
版
、
英
語
版
あ
り
。
二
〇
一
二

年
七
月
発
行
。

■
自
主
研
究
レ
ポ
ー
ト
２
０
１
１
／
２
０
１
２

当
財
団
が
自
主
事
業
の一環
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
自

主
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
論
文
集
。
観
光
を
取
り
巻

く
領
域
は
さ
ら
に
広
が
り
、
多
様
な
観
点
か
ら
の
議
論
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
流
れ
を
反
映
し
、
温
泉
地

の
住
民
意
識
を
通
し
て
今
後
の
温
泉
地
の
在
り
方
を
探

る
研
究
や
、
観
光
地
を
訪
れ
た
観
光
客
の
「
感
情
」
や

満
足
度
の
調
査
を
競
争
力
の
高
い
観
光
地
づ
く
り
につ
な
げ
る
研
究
な
ど
、新
し
い
ア
プ
ロ
ー

チ
を
試
み
た
研
究
も
収
録
。
併
せ
て
当
財
団
が
主
催
す
る
研
修
事
業
（
セ
ミ
ナ
ー
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
等
）
や
出
版
・
広
報
の
概
要
につい
て
も
紹
介
。
二
〇
一
二
年
八
月
発
行
。

※ 

当
財
団
出
版
物
の
ご
注
文
は
ホ
ー
ムペー
ジ
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

　

担
当
：
公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社 

観
光
文
化
事
業
部

　
　
　

電
話 

０
３・５
２
５
５
・６
０
７
３ http://w

w
w

.jtb.or.jp

◆一
月
、四
月
、七
月
、十
月
の
季
刊
誌
と
し
て
の
改
訂
版

「
観
光
文
化
」
第
一
号
を
お
届
け
し
ま
し
た
。

◆
当
財
団
が
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
地

域
の
方
々
か
ら
の
ご
寄
稿
や
イ
ン
タ
ビュー
を
通
じ
て
、

地
域
活
性
化
につ
な
が
る
概
念
と
さ
れ
る
「
観
光
ま

ち
づ
く
り
」「
観
光
地
づ
く
り
」
につい
て
考
察
す
る

特
集
に
し
ま
し
た
。「
特
集
テ
ーマ
か
ら
の
視
座
」
で

研
究
調
査
部
梅
川
が
担
当
と
し
て
考
え
を
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
、
研
究
員
が
交
代
で

担
当
分
野
か
ら
特
集
を
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

◆「
研
究
成
果
の
紹
介
」
で
は
調
査
研
究
を
通
じ
て
当

財
団
研
究
員
が
知
り
得
た
知
見
の一
部
を
ご
紹
介
、

「
Ｊ
Ｔ
Ｂ
Ｆ
通
信  

財
団
活
動
の
い
ま
…
」
で
は
当

財
団
の
最
近
の
活
動
状
況
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。「
旅
の
図
書
館
掲
示
板
」上
で
、

新
着
本
紹
介
に
加
え
、
旅
専
門
の
当
館

が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
、
普

段
目
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
稀き

觀こ
う

本
を
ご

覧
い
た
だ
く
特
別
展
示（
二
カ
月
間
）の

企
画
等
を
紹
介
し
ま
す
。

◆
表
紙
写
真
や
「
風
致
探
訪
」（
次
号
以

降
に
掲
載
）で
写
真
家
樋
口
健
二
氏
に
、

レン
ズ
を
通
し
た
各
地
の
素
晴
ら
し
い
風

景
を
文
と
と
も
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。
連
載
Ⅰ「
あ
の
町
こ
の
町
」で
は
、

ド
イ
ツ
文
学
者
・エッ
セ
イ
ス
ト
池
内
紀

氏
が
各
地
に
足
を
運
ば
れ
る
一
歩
一
歩

か
ら
見
え
感
じ
た
こ
と
を
、
歴
史
に
も

触
れ
な
が
ら
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

連
載
Ⅱ「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
の
手
触
り
」

の
旅
行
作
家
山
口
由
美
氏
は
、
日
本
・

世
界
各
地
を
訪
れ
て
自
身
の
感
性
か
ら

気
づい
た
こ
と
や
経
験
を
通
じ
て
、
人
々

に
とって
の
心
地
よ
さ
につ
な
が
る
ヒ
ン
ト

を
示
唆
し
て
く
れ
ま
す
。　

   （
片
桐
）

●

観
光
地
の
競
合
環
境
の
グ
ロ
ー
バル
化
が
進
む
状
況
下
、
よ
り
効
果
的
・

効
率
的
な
観
光
施
策
を
展
開
す
る
た
め
に
、
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ

る
観
光
政
策
や
観
光
地
の
状
態
の
客
観
評
価
（
指
標
の
利
用
）
が
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。
持
続
可
能
性
指
標
の
活
用
に
つい
て
は
、
海
外
を

中
心
に
研
究
と
実
践
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
国
内
で
の
実
績

は
皆
無
に
等
し
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
次
号
の
特
集
で
は
、
そ
の
方
法

論
を
探
り
、
有
用
性
の
検
証
を
試
み
ま
す
。

編
集
後
記

次

号

予

告

当
財
団
か
ら
の
お
し
ら
せ

公益財団法人  日本交通公社  出版物のご案内

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム・セ
ミ
ナ
ー
開
催
の
ご
案
内
」

●

平
成
24
年
度 

観
光
実
践
講
座

「
人
を
活
か
し
、ま
ち
を
活
か
す
観
光
の
考
え
方
〜
見
え
な
い
価
値
を

見
せ
る『
ま
ち
歩
き
』の
実
践
」

二
〇
一
二
年
十
一
月
八
日（
木
）〜
九
日
（
金
）

会
場
：
当
財
団
大
会
議
室（
朝
日
生
命
大
手
町
ビ
ル
17
階
）

今
年
は
各
地
で
人
気
が
高
ま
る「
ま
ち
歩
き
」に
着
目
し
ま
す
。そ
れ

は
単
に
点
か
ら
点
への
移
動
で
は
な
く
、
ガ
イ
ド
さ
ん
と
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
き

な
が
ら
地
元
の
人
と
話
し
、食
べ
、笑
う
︱︱
そ
の
時
間
、そ
の
空
間（
ま

ち
）を
楽
し
ん
で
も
ら
う
観
光
で
す
。特
別
講
師
に「
長
崎
さ
る
く
博
」

「
大
阪
あ
そ
歩
」（
第
４
回
観
光
庁
長
官
表
彰
受
賞
）を
仕
掛
け
た
プ
ロ

デュー
サ
ー
の
茶
谷
幸
治
氏
を
招
き
、ま
た
、住
民
主
体
の
各
地
の
ま
ち

歩
き
事
例
を
取
り
上
げ
ま
す
。“
見
え
な
い
価
値
を
見
せ
る「
ま
ち
歩

き
」〟の
意
味
を一緒
に
考
え
、実
践
に
役
立
つ
ヒ
ン
ト
を
お
持
ち
帰
り

く
だ
さ
い
。「
ま
ち（
都
市
）」限
定
で
は
な
く
中
山
間
地
に
も
応
用
で

き
る
内
容
で
す
。
詳
し
く
は
当
財
団
ホ
ー
ムペ
ー
ジ
へ
。

●

第
22
回
旅
行
動
向
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

二
〇
一
二
年
十
二
月
十
二
日（
水
）午
後

会
場
：
フ
ク
ラ
シ
ア
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
朝
日
生
命
大
手
町
ビ
ル
５
階
）

二
〇
一
三
年
の
旅
行
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
見
通
し
を
発
表
す
る
年
末
恒
例
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
す
。
テ
ー
マ
等
の
詳
細
が
決
定
し
ま
し
た
ら
当
財
団

ホ
ー
ムペ
ー
ジ
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。

当
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｕ
Ｒ
Ｌ　

http://w
w
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