
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
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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
 １	観光立国論　高田寛（参議院議員  日本交通公社理事長）
 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）
 ３	観光と都市計画　石川栄耀（東京都建設局長）
 ４	観光東京の今昔譚　安藤直方（東京都史編纂委員）
Ⅲ. 観光事業の経営
	 １	観光事業経営論　小林新（早稲田大学教授  商学博士）
	 ２	サービス論　徳川義親
	 ３	観光宣伝論　新保民八（株式会社花王  常務取締役）
	 ４	見返品と観光物産　宮田勝善（観光物産連合会  理事）
	 ５	新たに発展を予想される観光事業の話　武部英治
    （全日本観光連盟  事務局長）
	 ６	観光施設論　間島大治郎（運輸省観光課長）
	 ７	接客の実際　高久甚之助（日本ホテル協会  理事長）
Ⅳ. 国際観光一般
	 １	戦後の海外観光事情　春山行夫（雄鶏通信  編集人）
	 ２	アメリカの印象　高田市太郎（毎日新聞  欧米部長）
	 ３	欧州旅日記　渡邊紳一郎（朝日新聞  編集局総務室）
	 ４	観光と自然　松方義三郎（共同通信  編集局長）
	 ５	ガイド商売往来　殖栗文夫（リーダースダイジェスト日本支社）
	 ６	日本風土記　中村孝也（文学博士）

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

白板を活用してインタビューに応える鈴木忠義氏

鈴木忠義（すずき ただよし）
　東京大学、東京工業大学、東京農業大学にて教鞭
を執る。観光開発・景観工学・地域開発を関連づけて
研究する。㈱世田谷川場ふるさと公社社長として35年
間にわたって交流事業を推進。公益財団法人日本交
通公社専門委員、理事、評議員（現在）として約50年
にわたり指導。大正13年東京生まれ。



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
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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）
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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）


