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其
の
六
十
七

瀬戸内・石積み練り塀の祝
いわい

島
し ま

　

波
高
い
周
防
灘
。
そ
の
東
端
に
位
置
す
る
祝
島
は
山
口
県
上か

み
の

関せ
き

町
ち
ょ
う

の
孤
島
で
あ
る
。
周
囲
約
十
三
キ
ロ
の
島
に
四
百
五
十
人
程
が
住
み
、

漁
業
と
農
業
で
生
活
を
支
え
て
い
る
。
こ
の
島
は
古
代
か
ら
海
上
を

行
き
交
う
船
の
安
全
を
守
る
神
の
島
と
し
て
崇あ

が

め
ら
れ
て
き
た
と
島

民
は
語
る
。
島
の
南
側
は
黒
潮
に
洗
わ
れ
、
巨
岩
や
奇
岩
が
雄
大
な

ス
ケ
ー
ル
の
光
景
を
見
せ
て
美
し
い
。
海
岸
は
岩
礁
が
な
く
、
タ
イ
、

サ
ヨ
リ
、
ヒ
ラ
メ
、
タ
コ
な
ど
の
魚
類
の
宝
庫
で
も
あ
る
。

　

港
か
ら
数
十
メ
ー
ト
ル
も
歩
け
ば
、
石
積
み
の
練
り
塀
が
眼
に
飛

び
込
み
、
漁
家
の
家
並
み
を
一
層
引
き
立
て
て
く
れ
る
。
私
は
日
本

列
島
の
街
並
み
を
取
材
し
続
け
て
い
る
が
、
石
と
漆し

っ
く
い喰
が
練
り
合
わ

さ
れ
た
造
形
美
に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
冬
季
の
強
い
季
節
風

を
防
ぐ
た
め
ば
か
り
か
、
防
火
、
防
潮
の
役
割
を
果
た
す
の
だ
と
い

う
。
未
来
に
残
し
た
い
漁
業
漁
村
の
歴
史
文
化
財
産
百
選
に
入
っ
て

い
る
が
、
さ
ら
に
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
る
よ
う
、

上
関
町
教
育
委
員
長
の
橋
部
好
明
さ
ん
は
「
こ
れ
か
ら
文
化
財
と
し

て
も
貴
重
で
す
か
ら
申
請
を
出
し
た
い
」
と
語
る
。

（
写
真
・
文　

樋
口
健
二
） 
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「
に
っ
ぽ
ん
百
名
山
」
と
い
う
テ
レ
ビ
番
組
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
が
あ
る
。
地
元

の
ガ
イ
ド
が
一
泊
二
日
程
度
の
行
程
で
山
の
見
ど
こ
ろ
を
案
内
し
て
く
れ

る
。
時
々
、
趣
味
の
延
長
線
上
で
山
小
屋
の
管
理
を
引
き
受
け
て
い
る

山
好
き
も
登
場
す
る
。
彼
ら
は
日
本
の
山
の
美
し
さ
を
自
分
の
こ
と
と

し
て
喜
ん
で
い
る
。
本
格
的
な
山
歩
き
が
難
し
く
な
っ
た
私
も
、
番
組

を
見
て
自
然
が
豊
か
な
日
本
を
誇
り
に
思
う
こ
と
が
で
き
る
。「
に
っ
ぽ

ん
百
名
山
」
と
い
う
番
組
自
体
は
、ど
の
程
度
の
観
光
客
が
見
込
め
る
か
、

と
い
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
に
は
無
関
心
で
あ
る
。

　

観
光
学
で
、「
観
光
資
源
」
と
は
開
発
さ
れ
観
光
業
の
商
品
と
な
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
も
の
と
の
解
釈
が
あ
る
。
同
定
義
に
従
え
ば
、
観
光

客
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
観
光
資
源
と
し
て
価
値
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
捉
え
方
は
、
入
込
客
数
の
減
っ
て
き
た
観
光
地
で
観
光
業
に
携
わ

る
方
の
思
い
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
余
裕
の
あ
る
観
光
地
な
ら
、
持

続
可
能
な
観
光
を
唱
え
将
来
の
観
光
客
に
も
評
価
し
て
も
ら
え
る
よ
う

に
、
観
光
資
源
の
保
全
に
配
慮
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

場
合
も
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
変
化
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
観
光

地
は
将
来
に
わ
た
っ
て
同
じ
や
り
方
で
観
光
業
を
営
め
る
こ
と
に
関
心

が
あ
る
。

　

人
は
地
球
に
少
な
く
と
も
あ
と
数
千
年
は
存
在
し
続
け
る
は
ず
だ
が
、

将
来
の
世
代
も
観
光
の
よ
う
な
行
動
は
と
る
で
あ
ろ
う
し
、
現
在
の
観

光
業
の
よ
う
な
観
光
支
援
サ
ー
ビ
ス
業
も
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
た

だ
、
余
暇
の
過
ご
し
方
、
利
用
可
能
な
交
通
・
情
報
通
信
手
段
な
ど
が

違
う
の
で
、
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
今
と
は
違
う
は
ず
で
あ
る
。
直

近
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
普
及
の
前
と
後
で
は
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は

変
わ
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
百
年
で
上
場
企
業
の
ほ
と
ん
ど
が
入
れ
替

わ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
も
変

化
し
て
い
く
中
で
、
現
在
の
観
光
業
の
都
合
で
観
光
資
源
の
価
値
を
決

め
て
し
ま
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　

観
光
資
源
を
捉
え
直
す
上
で
、環
境
経
済
学
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
「
間

接
利
用
価
値
」「
遺
贈
価
値
」
が
参
考
に
な
る
。
間
接
利
用
価
値
と
は
他

者
の
直
接
利
用
を
テ
レ
ビ
番
組
、
写
真
集
な
ど
で
間
接
的
に
追
体
験
す

る
楽
し
み
を
指
し
、
遺
贈
価
値
と
は
将
来
の
世
代
が
直
接
利
用
し
て
得

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
満
足
感
を
指
す
。
環
境
経
済
学
は
現
代
世
代
の
直
接

利
用
価
値
だ
け
で
環
境
を
評
価
す
る
こ
と
が
過
小
評
価
に
な
る
と
警
告

す
る
。

　

遺
贈
価
値
の
高
い
観
光
資
源
と
し
て
は
、
現
在
は
交
通
が
不
便
で
近

づ
け
な
い
資
源
、
将
来
解
明
さ
れ
た
ら
興
味
深
い
で
あ
ろ
う
自
然
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
や
文
化
の
由
来
を
持
つ
資
源
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え

ば
、
交
通
が
不
便
な
南
米
ギ
ア
ナ
高
地
に
は
新
種
の
生
物
が
多
数
生
息

し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
の
流
氷
の
下
で
繰
り
広

げ
ら
れ
る
生
物
食
物
連
鎖
の
不
思
議
、
弘
前
城
で
見
栄
え
を
犠
牲
に
し

て
桜
の
古
木
を
残
そ
う
と
す
る
樹
木
医
の
美
意
識
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
ら
観
光
資
源
は
さ
ら
な
る
価
値
が
付
加
さ
れ
て
よ
り
輝
き
を
増
す
。

　
〝
美
し
き
日
本
〞
に
も
遺
贈
価
値
の
高
い
観
光
資
源
が
た
く
さ
ん
存

在
し
て
い
る
。

（
ね
も
と　

と
し
の
り
）

後世に残したい美しき日本
一橋大学大学院商学研究科教授　　根本　敏則

巻　頭　言

1 巻頭言
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観
光
資
源
評
価
研
究

「
美
し
き
日
本 

旅
の
風
光
」

「
日
本
に
お
け
る
観
光
資
源
の
評
価
に
関
す
る
研
究
」
成
果
の
一
部
を
、

写
真
集
「
美
し
き
日
本 
旅
の
風
光
」
と
し
て
と
り
ま
と
め
、
五
月
に
出
版
し
ま
し
た
。

今
回
の
特
集
で
は
、
写
真
集
の
発
刊
を
機
に
あ
ら
た
め
て
観
光
資
源
評
価
の
枠
組
み
や

日
本
の
美
し
さ
の
根
源
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の

研
究
者
お
よ
び
当
財
団
研
究
員
の
論
考
か
ら
考
察
し
ま
す
。

特 集

2

調査研究専門機関50周年記念事業

「美しき日本―旅の風光」発刊にあたって
　本書は、公益財団法人日本交通公社が長年取り組んでまいりました「日本における観光資源の評価に関する研究」の
成果を、調査研究専門機関として50周年を迎えたのにあたり、写真集「美しき日本 旅の風光」としてとりまとめたものです。
1999年に当財団から「美しき日本｜いちどは訪れたい日本の観光資源」を発刊いたしましたが、この趣旨を継承しつつも、
本書では、この間の観光動向及び観光行動の変化に合わせ、評価のあり方を再検証し、抜本的に改訂いたしました。
　現在、日本は観光立国を目指し、また2020年の東京オリンピックに向け、多くの外国人観光客を迎え入れようとしており
ます。こうした時期にあって、本書では「美しき日本とは」「日本の魅力の原点とは」といった、観光を考える上での根源的な
問いかけに今一度立ち返り、全国の数多くの観光資源を丹念に再評価し、再選定いたしました。
　読者の皆様が、本書を通じ、日本の魅力を語り合い、時には外国の方にご紹介いただき、さらには新たな魅力を再発
見・再発掘することによって、より豊かな「観光文化」を醸成いただく契機となれば幸いです。（後略）

2014年5月　公益財団法人日本交通公社　会長　志賀典人
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風
景
は
人
間
が
つ
く
る

自
然
は
何
も
言
わ
な
い
。
人
が
自
然
に

接
し
感
動
し
て
、
素
晴
ら
し
い
風
景
だ
と

い
う
。
そ
の
風
景
に
多
く
の
人
が
共
感
す

る
と
、
自
然
の
一
部
が
観
光
対
象
資
源
に

な
り
、
そ
の
風
景
を
見
る
た
め
に
、
人
は

わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

当
初
、
自
然
は
何
に
利
用
さ
れ
る
か
分

か
ら
な
い
資
源
で
あ
っ
て
、
湖
で
あ
れ
ば

私
な
ら
全
て
観
光
資
源
と
考
え
る
が
、
他

の
人
に
は
湖
は
飲
料
水
と
し
て
の
上
水
資

源
、
あ
る
い
は
人
に
よ
っ
て
は
魚
介
類
を

取
る
漁
業
資
源
に
な
っ
た
り
す
る
。
日
本

で
コ
メ
の
増
産
が
必
要
だ
っ
た
時
代
、
日

本
第
二
位
の
大
き
さ
の
湖
だ
っ
た
秋
田
県

八
郎
潟
が
干
拓
さ
れ
て
農
地
に
変へ

ん
ぼ
う貌

し
て

し
ま
っ
た
。
当
時
、
八
郎
潟
は
、
農
業
資

源
が
観
光
資
源
よ
り
も
価
値
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

東
京
電
力
に
と
っ
て
尾
瀬
ヶ
原
は
水
力

発
電
に
絶
好
の
地
で
、
こ
こ
に
ダ
ム
を
つ

く
る
計
画
が
戦
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。

し
か
し
、
地
元
の
人
々
や
植
物
学
者
な
ど

こ
の
風
景
を
貴
重
と
す
る
多
く
の
人
た
ち

の
反
対
で
、
計
画
は
実
現
さ
れ
ず
、
近
年

よ
う
や
く
、
そ
の
計
画
は
破
棄
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

風
景
の
見
方

自
然
の
一
部
が
人
間
に
よ
っ
て
切
り
取

ら
れ
、
そ
れ
が
素
晴
ら
し
い
風
景
と
言

わ
れ
る
に
は
、
湖
と
か
山
の
よ
う
に
、
資

源
の
範
囲
が
明
確
な
も
の
は
、
そ
の
対
象

へ
の
感
動
の
度
合
い
を
評
価
し
や
す
い
が
、

農
村
風
景
と
か
河
川
の
よ
う
に
広
範
囲
の

も
の
は
、
普
通
の
人
に
は
ど
こ
が
優
れ
て

い
る
か
捉
え
に
く
い
。
北
海
道
美び

瑛え
い

町
の

農
村
・
農
業
景
観
（
写
真
１
）
に
今
で
は

多
く
の
人
々
が
魅
入
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
写
真
家
前
田
真
三
の
眼
で
美
瑛
の
風
景

を
切
り
取
っ
て
、
風
景
写
真
と
し
て
世
に

紹
介
し
て
か
ら
注
目
を
浴
び
、
彼
の
価
値

1

3 特集◉観光資源評価研究　「美しき日本　旅の風光」
特集1 観光資源、観光地の魅力評価の系譜——誰が評価してきたのか

観
光
資
源
、
観
光
地
の

魅
力
評
価
の
系
譜

―
―
誰
が
評
価
し
て
き
た
の
か

帝
京
大
学
経
済
学
部
教
授

溝
尾  

良
隆

写真1		美しいと捉える価値観から切り取られた美瑛町の農業景観（筆者撮影）
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観
に
人
々
が
共
感
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
ま
で
観
光
客
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た

美
瑛
は
、
今
で
は
ペ
ン
シ
ョ
ン
や
民
宿
が

約
四
十
五
軒
も
集
ま
る
観
光
地
と
な
っ
た

（
筆
者
は
一
九
六
九
年
七
月
、
バ
ス
で
こ
こ

を
通
過
す
る
と
き
「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
畑
、
麦

畑
が
丘
の
斜
面
に
み
ご
と
な
ス
ロ
ー
プ
を

描
く
」
と
記
録
し
て
い
る
）。

同
じ
く
高
知
県
四
万
十
川
は
昔
か

ら
存
在
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ヌ

ー
イ
ス
ト
の
野
田
知と

も
す
け佑
が
「
日
本
一
の

清
流
の
川
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、

一
九
八
三
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
四
万
十
川
を
取

り
上
げ
、「
日
本
最
後
の
清
流
」
と
放
送

し
て
か
ら
、
観
光
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
。

日
本
交
通
公
社
の
『
交
通
公
社
の
新
日
本

ガ
イ
ド
』
を
見
る
と
、
初
版
の
一
九
七
四

年
に
は
、
四
万
十
川
の
文
字
は
ど
こ
に
も

見
当
た
ら
な
い
が
、
一
九
九
〇
年
に
な
る

と
、
横
書
き
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
特
別
に

別
枠
の
縦
書
き
に
し
、
十
二
字
×
二
十
七

行
で
紹
介
し
て
い
る
（
筆
者
は
単
な
る
川

好
き
で
、
一
九
六
二
年
に
土
佐
中
村
か
ら

江
川
崎
ま
で
バ
ス
で
四
万
十
川
を
さ
か
の

ぼ
っ
て
い
っ
た
）。
専
門
的
な
立
場
か
ら
、

前
田
・
野
田
の
両
者
が
、
風
景
の
見
方
を

一
般
人
に
教
え
た
の
で
あ
る
。

国
木
田
独
歩
や
徳
冨
蘆
花
は
武
蔵
野
に

住
み
、
武
蔵
野
の
自
然
の
時
間
的
季
節
的

変
化
を
観
察
し
た
著
書
が
評
価
さ
れ
た
が
、

彼
ら
と
て
、
ロ
シ
ア
文
学
か
ら
の
影
響
を

受
け
、
何
の
変
哲
も
な
い
よ
う
な
自
然
に

対
し
、
そ
の
見
方
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

普
遍
的
な
評
価
の
難
し
さ

自
然
資
源
、
人
文
資
源
を
問
わ
ず
、

全
て
が
観
光
対
象
と
な
る
が
、
そ
こ
に
は

そ
れ
ぞ
れ
に
優
劣
の
度
合
い
が
あ
る
。
観

光
対
象
資
源
の
嗜し

好こ
う

に
は
個
人
差
が
あ

り
、
特
に
人
文
資
源
に
そ
の
差
は
大
き
く

な
る
。

建
造
物
、
庭
園
な
ど
の
人
文
資
源
は
、

人
間
が
精
魂
を
込
め
て
芸
術
作
品
に
仕

上
げ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
の
心
を
打

つ
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
し
か
し
、
優
れ

て
い
る
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
も
、
芸

術
家
の
作
品
を
一
般
の
人
が
理
解
す
る
の

に
は
時
間
が
か
か
る
。
当
然
、
作
品
に
は

巧
拙
が
あ
る
た
め
、
人
に
与
え
る
感
動
の

度
合
い
に
強
弱
が
生
じ
る
。

し
か
も
、
庭
園
に
見
る
よ
う
に
、
フ

ラ
ン
ス
、
中
国
、
日
本
と
国
に
よ
っ
て
そ

の
作
り
方
が
違
う
し
、
そ
の
国
の
人
々
の

嗜
好
が
異
な
る
。
山
岳
に
対
し
て
も
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
日
本
で
も
、
中
国
で
も
、

見
方
が
異
な
っ
て
い
た
し
、
そ
れ
が
時
代

に
よ
り
変
化
し
て
き
て
い
る
。

雪
の
よ
う
に
、
積
雪
地
域
で
は
身
近
な

雪
が
場
合
に
よ
っ
て
は
害
と
見
る
の
に
対

し
、
普
段
雪
に
接
す
る
機
会
が
な
い
九
州

や
沖
縄
の
人
々
、
あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア

の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
雪
を
見
る
の
が

憧
れ
の
観
光
資
源
で
あ
る
、
と
い
っ
た
よ

う
に
、
同
じ
雪
を
見
て
も
両
者
の
見
方
は

異
な
る
。

事
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
観
光
資
源
を
評

価
し
、
そ
の
評
価
を
万
人
が
納
得
す
る
の

は
難
し
い
。

観
光
対
象
資
源
の

評
価
の
系
譜

そ
れ
で
は
、
日
本
を
中
心
に
奈
良
時

代
か
ら
現
代
ま
で
、
誰
が
何
を
評
価
し
て
、

そ
れ
を
人
々
が
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て

い
っ
た
の
か
を
概
観
す
る
。

奈
良
時
代
～
室
町
時
代

奈
良
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
は
残

さ
れ
た
文
字
を
読
む
と
い
う
こ
と
か
ら
、

上
流
階
級
の
人
々
の
間
で
憧
れ
の
地
が
知

れ
わ
た
る
わ
け
で
、
国
家
的
事
業
で
あ
っ

た
古
事
記
と
日
本
書
紀
に
登
場
す
る
場

所
、
古
今
集
・
新
古
今
集
に
代
表
さ
れ

る
「
歌
枕
」
の
地
、
小
説
で
は
源
氏
物
語

に
よ
る
明
石
・
須
磨
・
宇
治
な
ど
が
思
い

浮
か
ぶ
、
人
気
の
地
で
あ
っ
た
。　
　
　

万
葉
集
は
古
今
集
よ
り
も
早
く
編
ま

れ
、
古
今
集
の
歌
人
た
ち
に
は
影
響
を
与

え
た
が
、
古
今
集
・
新
古
今
集
の
陰
に
隠

れ
、
そ
の
存
在
が
再
評
価
さ
れ
た
の
は
江

戸
時
代
中
期
で
、
国
民
に
広
く
知
れ
わ
た

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
に
正

岡
子
規
が
世
に
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え

て
か
ら
で
あ
る
。

「
歌
枕
」
と
は
、
多
く
の
歌
人
た
ち
に

よ
っ
て
和
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
名な

所ど
こ
ろ

で
、

『
能
因
歌
枕
』
に
よ
れ
ば
、
国
別
の
歌
枕

の
場
所
数
は
、
山
城
に
八
十
六
、
大
和
に

四
十
三
、
そ
れ
に
続
い
て
陸
奥
（
み
ち
の

く
）
に
も
四
十
二
と
ほ
ぼ
大
和
と
同
じ
数

に
な
っ
て
い
る
。

陸
奥
は
京
の
貴
人
た
ち
は
、
実
際
に
は

行
く
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
、
塩
釜
・
松

島
な
ど
に
憧
れ
を
抱
い
て
、
歌
に
採
り
入

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
歌
枕
で
は
サ
ク

ラ
は
吉
野
、
モ
ミ
ジ
は
龍た

つ

田た

と
い
う
場
所

の
決
め
つ
け
が
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

4
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旅
人
は
寺
社
へ
の
参
詣
が
旅
の
主
目
的

で
あ
っ
た
。
熊
野
詣
で
は
平
安
時
代
前
期

の
九
〇
七
年
に
宇
多
上
皇
に
始
ま
る
と

さ
れ
る
が
、
本
格
化
さ
れ
る
の
は
平
安
時

代
後
期
、
一
〇
九
〇
年
か
ら
十
二
回
の
熊

野
行
幸
を
行
っ
た
白
河
上
皇
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
後
、
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
鳥
羽
上

皇
が
二
十
一
回
、
後
白
河
上
皇
が
三
十
三

回
、
後
鳥
羽
上
皇
が
二
十
八
回
も
熊
野
詣

で
を
行
っ
て
い
る
。

一
二
二
一
年
承
久
の
乱
で
、
後
鳥
羽
上

皇
の
倒
幕
が
失
敗
し
て
か
ら
熊
野
は
武
士

の
参
詣
地
と
な
り
、
室
町
時
代
に
は
庶

民
の
参
詣
も
盛
ん
に
な
っ
た
。
伊
勢
神
宮
、

金こ

と

ひ

ら

刀
比
羅
宮ぐ

う

、
善
光
寺
へ
の
参
拝
も
、
鎌

倉
時
代
に
は
庶
民
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。

鎌
倉
に
武
家
政
権
が
確
立
し
て
か
ら
、

鎌
倉
と
京
を
結
ぶ
東
海
道
の
往
来
が
盛

ん
に
な
る
に
つ
れ
、
著
さ
れ
た
数
々
の
書

物
の
中
で
、
人
気
の
高
か
っ
た
『
伊
勢
物

語
』
を
踏
襲
し
つ
つ
、
富
士
山
を
見
た
喜

び
を
含
め
て
東
海
道
の
名
所
の
地
が
繰
り

返
し
記
述
さ
れ
た
。

江
戸
時
代
―
旅
行
の
隆
盛
と
観
光
地

選
定

五
街
道
（
東
海
道
、
日
光
街
道
、
奥

州
街
道
、
中
山
道
、
甲
州
街
道
）
が
整

備
さ
れ
、
参
勤
交
代
制
度
が
実
施
さ
れ
る

と
、
日
本
の
主
要
道
路
の
往
来
が
に
ぎ
や

か
に
な
っ
て
き
た
。

庶
民
の
間
で
も
、
湯
治
や
寺
社
参
詣

の
目
的
で
旅
を
す
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ

て
、
旅
に
関
す
る
情
報
も
庶
民
に
届
く

よ
う
に
な
っ
た
。
葛
飾
北
斎
の
「
東
海
道

五
十
三
次
」、
安
藤
広
重
の
「
名
所
江
戸

百
景
」
や
「
東
海
道
五
十
三
次
」
が
、
名

所
の
人
気
を
高
め
る
の
に
寄
与
し
て
い
る
。

今
で
は
紀
行
文
の
代
表
で
あ
る
芭
蕉
の

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
、
当
時
、
紀
行
文
の

位
置
づ
け
が
低
く
、
芭
蕉
も
紀
行
文
は

趣
味
の
世
界
で
出
版
す
る
気
は
な
か
っ
た

ほ
ど
で
あ
る
。
俳
諧
の
確
立
を
目
指
し
た

芭
蕉
の
没
後
六
十
年
く
ら
い
経
っ
て
か
ら

芭
蕉
の
一
連
の
紀
行
文
も
読
ま
れ
る
よ
う

に
な
り
、
以
降
、
俳
句
の
道
を
志
す
人
た

ち
は
、「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
読
み
、
芭
蕉

の
跡
を
た
ど
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
五
〇
〇
年
、
室
町
時
代
に
選
定
さ
れ

た
近
江
八
景
が
江
戸
時
代
に
定
着
し
、
そ

れ
に
合
わ
せ
て
全
国
各
地
に
八
景
が
誕
生

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
日
ま
で
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
「
日
本
三
景
」
は
、儒
学
者・

林
羅
山
の
息
子
、
林
春
斎
が
一
六
四
三
年

に
発
表
し
た
と
き
は
「
三
処
の
奇
観
」
と

い
っ
た
。
後
、
海
内
三
景
、
三
勝
景
と
言

わ
れ
た
り
し
な
が
ら
、
五
十
年
後
に
「
日

本
三
景
」
に
定
着
し
た
。
三
景
は
、
島
ま

た
は
半
島
の
水
景
を
主
と
し
、
寺
社
を
配

し
た
風
景
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、

一
六
九
〇
年
に
俳
人・大
淀
三み

ち千
風か

ぜ

が「
本

朝
十
二
景
」
を
選
ん
で
い
る
。
江
戸
時
代

後
半
と
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
「
歌
枕
」

の
よ
う
に
想
像
上
の
地
域
で
な
く
て
、
実

際
に
そ
の
地
を
訪
れ
て
、
旅
（
旅
行
）
の

対
象
地
を
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
が
、地
理
学
者・古
川
古こ

松し
ょ
う

軒け
ん

の
『
西

遊
雑
記
』『
東
遊
雑
記
』
で
あ
り
、
医
師
・

橘
南な

ん
け
い谿

の
『
東
西
遊
記
』、
画
家
・
谷
文ぶ

ん

晁ち
ょ
うの『

日
本
名
山
図
会
』で
あ
る
。
古
川
は
、

日
本
の
観
光
資
源
・
観
光
地
を
五
段
階
に

分
け
て
評
価
し
（
表
１
）、
橘
も
名
山
を

五
段
階
に
分
け
て
い
る
（
表
２
）。
谷
は
、

日
本
の
名
山
九
十
座
を
選
ん
で
い
る
。

明
治
時
代
～
現
代

明
治
時
代
に
な
る
と
、
日
本
国
内
を

自
由
に
往
来
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
出
版

物
や
新
聞
、
ラ
ジ
オ
、
戦
後
に
は
テ
レ
ビ

と
、
情
報
手
段
が
発
達
す
る
と
、
観
光
資

5 特集◉観光資源評価研究　「美しき日本　旅の風光」
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表2  橘南谿が選ぶ日本の名山（1795年）

注：橘南谿『東西遊記１』平凡社197pより著者作成

大山、妙義山は未だ見ず　桜島山は景色無双なる
＊信濃　＊＊石鎚山

	 1	 富士山
	 2	 白山
	 3	 立山
	 4	 霧島山	 雲仙岳	 駒ヶ岳＊	鳥海山
	 	 月山	 岩城山	 岩鷲山
	 5	 彦山	 阿蘇山	 久住山	 姥ヶ岳
	 	 海門岳	 高峯＊＊	 恵那岳	 御嶽
	 	 伊吹山	 妙高山	 戸隠山	 地蔵岳
	 	 筑波山	 幸田山	 御駒ヶ岳

表1  古川古松軒の評価（1788年）
	 1	 日本第一	 富士山・田子浦及び清見ガ関・三保ガ崎
	2	 ４、５目下	 松島
	3	 松島の８、９目下	 坊の津の海辺　天の橋立
	4	 先ばかり劣らんか	 箱崎の海面・海の中道　須磨浦・明石より淡路島眺望
	5	 人びと好む所
	 	 勝劣を論ずべからず

和歌浦、厳島、象潟、住吉浦、桜島、佐賀の関、肥後玉島川、
虹ヶ浜の風景、門司ガ関、柳ガ関、赤間関、鳥海山、月山、
岩城山の雪景、雲州三保ガ関、弓の浜の海上、二見浦、
鞆の津より伊予路の詠め、琵琶湖の浦うら、淀、浜川の浦、
八幡、山崎、伏見の詠めより、長柄・難波津の景色

注1：彼は、「山で富士に越ゆるものなく、景においては松島にまさるものなし」という
注2：古川古松軒『東遊雑記』東洋文庫27（平凡社）245pより著者作成。

すべてに国名がついているが、わかりにくい地名のみに付記する

なが
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源
の
評
価
は
、
特
定
個
人
、
全
国
民
に
よ

る
投
票
、
専
門
機
関
あ
る
い
は
専
門
家
を

集
め
た
委
員
会
で
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
は

評
価
が
世
界
的
な
規
模
で
な
さ
れ
、
日
本

の
観
光
資
源
の
評
価
に
影
響
す
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
。

明
治
時
代
、
関
所
が
廃
止
さ
れ
、
大

井
川
な
ど
河
川
に
橋
が
架
け
ら
れ
、
人
の

往
来
が
自
由
に
な
っ
た
。
一
八
七
二
年（
明

治
五
年
）
に
、
わ
が
国
に
初
め
て
鉄
道
が

登
場
し
て
か
ら
、
国
鉄
、
民
鉄
が
急
ピ
ッ

チ
で
鉄
道
を
建
設
し
、
一
九
二
二
年
（
大

正
十
一
年
）
に
鉄
道
の
全
国
網
は
ほ
ぼ
完

成
す
る
。
そ
の
お
陰
で
、
こ
れ
ま
で
歌
枕

の
地
で
あ
っ
た
東
北
地
方
や
、
未
知
の
北

海
道
が
、
大
町
桂け

い
げ
つ月

ら
作
家
た
ち
に
よ
る

紀
行
文
で
紹
介
さ
れ
、
層
雲
峡
や
奥
入

瀬
渓
流
が
世
に
知
れ
わ
た
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
期
、
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
の
ウ

ェ
ス
ト
ン
や
イ
ギ
リ
ス
人
技
師
の
ガ
ウ
ラ

ン
ド
（
ゴ
ー
ラ
ン
ド
）
ら
の
外
国
人
に
よ

る
山
岳
記
録
か
ら
影
響
を
受
け
た
地
理

学
者
・
志
賀
重し

げ
た
か昂

が
、
一
八
九
四
年
（
明

治
二
十
七
年
）に
著
し
た『
日
本
風
景
論
』

の
与
え
た
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。
こ
の
書

で
は
こ
れ
ま
で
人
気
の
高
か
っ
た
、
温
和

な
優
し
い
日
本
三
景
的
な
景
観
を
否
定
し
、

信
仰
対
象
か
ら
登
山
対
象
に
山
岳
を
切

り
替
え
て
、
山
岳
の
よ
う
な
規
模
の
大
き

い
観
光
資
源
こ
そ
、
日
本
が
誇
る
も
の
だ

と
力
説
し
た
。

林
春
斎
、
志
賀
重
昂
の
よ
う
な
特
定

個
人
の
評
価
が
、
国
民
に
影
響
を
及
ぼ

す
の
は
難
し
く
な
っ
て
い
く
が
、
戦
後
、

一
九
六
四
年
に
作
家
で
登
山
家
の
深
田
久

弥
が
選
ん
だ
「
日
本
百
名
山
」
は
今
日
で

も
、
多
く
の
人
の
登
山
選
定
の
バ
イ
ブ
ル

に
な
っ
て
い
る
。

国
民
の
投
票
に
よ
る
選
出
で
最
も
大

規
模
だ
っ
た
の
は
、
一
九
二
七
年
の
「
日

本
八
景
」
選
出
で
あ
る
。
は
が
き
に
よ

る
投
票
枚
数
は
九
千
七
百
万
枚
を
超
え

る
と
い
う
過
熱
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し

こ
の
と
き
、
わ
ざ
わ
ざ
「
日
本
三
景
は
除

け
」
と
い
う
条
件
を
出
し
、「
富
士
山
は

別
格
で
選
定
の
対
象
に
し
な
い
」「
昭
和

の
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
く
、
こ
れ
ま
で
の

個
人
の
一
部
の
趣
味
に
片
寄
っ
た
鑑
賞
で

定
め
ら
れ
て
い
る
日
本
人
の
風
景
観
を
改

め
る
」
と
い
う
名
目
で
あ
っ
た
。
日
本
三

景
は
、
新
し
い
昭
和
の
時
代
に
は
ふ
さ
わ

し
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
国
民
投
票
は
、
戦
後
も
た
び

た
び
行
わ
れ
た
が
、
影
響
が
あ
っ
た
の
は

一
九
五
〇
年
の
「
新
日
本
観
光
地
百
選
」

が
最
後
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
全
国
一
位

に
な
っ
た
蔵
王
山
が
脚
光
を
浴
び
、
観
光

地
の
仲
間
入
り
を
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

一
九
三
四
年
か
ら
の
国
立
公
園
の
選
定

に
見
る
よ
う
に
、
専
門
家
を
集
め
て
審

議
し
て
全
国
の
中
か
ら
、
そ
の
基
準
に
合

6

っ
た
資
源
を
選
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
戦

後
に
、
国
が
文
化
財
保
護
法
（
一
九
五
〇

年
）
に
基
づ
い
て
、
国
宝
、
重
要
文
化
財
、

天
然
記
念
物
、
名
勝
、
史
跡
な
ど
を
選

定
し
た
。

同
種
の
も
の
は
戦
前
に
も
あ
っ
た
が
、

国
宝
な
ど
の
選
定
基
準
に
あ
い
ま
い
さ
が

表3  日本の世界遺産

資料：環境省・文化庁ホームページを基に公益財団法人日本交通公社にて作成

	 登録名称 所在地	

	 1	 屋久島	 鹿児島県
	 2	 白神山地	 青森県・秋田県
	 3	 知床	 北海道
	 4	 小笠原諸島	 東京都
	 1	 法隆寺地域の仏教建造物	 奈良県
	 2	 姫路城	 兵庫県
	 3	 古都京都の文化財	 京都府・滋賀県
	 4	 白川郷・五箇山の合掌造り集落	 岐阜県・富山県
	 5	 原爆ドーム	 広島県
	 6	 厳島神社	 広島県
	 7	 古都奈良の文化財	 奈良県
	 8	 日光の社寺	 栃木県
	 9	 琉球王国のグスク及び関連遺産群	 沖縄県
	10	 紀伊山地の霊場と参詣道	 三重県・奈良県・和歌山県
	11	 石見銀山遺跡とその文化的景観	 島根県
	12	 平泉–仏国土（浄土）を表す建築・庭園
	 	 及び考古学的遺跡群	 岩手県

	13	 富士山–信仰の対象と芸術の源泉	 静岡県・山梨県
	14	 富岡製糸場と絹産業遺産群	 群馬県

登録年月

1993年12月
1993年12月
2005年7月
2011年6月
1993年12月
1993年12月
1994年12月
1995年12月
1996年12月
1996年12月
1998年12月
1999年12月
2000年12月
2004年7月
2007年6月

2011年6月

2013年6月
2014年6月

自然遺産

文化遺産

2014年6月現在
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あ
り
、
戦
後
に
見
直
し
を
図
っ
た
の
で
あ

る
。
選
定
の
目
的
は
貴
重
な
資
源
を
保

護
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
国
が
選
定
し

た
こ
と
で
権
威
づ
け
と
な
り
、
そ
の
地
を

旅
行
者
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
り
、
保
護

資
源
が
観
光
対
象
と
な
っ
て
い
く
。
町
並

み
な
ど
の
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

（
一
九
七
五
年
制
度
発
足
）も
同
様
で
あ
る
。

世
界
基
準
に
よ
る
日
本
の

観
光
資
源
評
価

情
報
が
世
界
中
に
伝
わ
る
よ
う
に
な

る
と
、
外
国
の
機
関
が　

日
本
の
資
源
を

評
価
し
た
り
、
世
界
規
模
の
評
価
の
中
に

日
本
の
資
源
が
選
定
さ
れ
た
り
す
る
よ
う

に
な
っ
て
く
る
。

ミ
シ
ュ
ラ
ン
は
、
ホ
テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ

ン
、
観
光
地
の
選
定
と
ラ
ン
ク
付
け
を
、

自
国
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
始
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
各
国
に
広
げ
、
二
〇
〇
五
年
に
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
へ
、
二
〇
〇
七
年
に
東
京
を
評
価

対
象
地
域
に
選
ん
だ
。
同
時
に
観
光
地
の

評
価
も
行
わ
れ
、
高
尾
山
が
三
ツ
星
に
な

り
、
日
本
人
だ
け
で
な
く
外
国
人
が
訪
れ

る
地
に
も
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
強
い
権
威
付
け
と
な
っ
た
の
が
、

ユ
ネ
ス
コ
が
登
録
す
る
世
界
遺
産
で
あ
る
。

一
九
七
二
年
の
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自

然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
（
世
界
遺

産
条
約
）
採
択
後
、
わ
が
国
は
二
十
年
も

経
っ
た
一
九
九
二
年
、
百
二
十
六
番
目
と

い
う
遅
い
批
准
国
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

は
、
世
界
遺
産
を
学
ぶ
大
学
の
学
科
が
新

設
さ
れ
た
り
、
世
界
遺
産
検
定
試
験
（
民

間
資
格
、
二
〇
〇
六
年
開
始
）
が
実
施
さ

れ
た
り
す
る
な
ど
、
国
民
の
関
心
は
高
く

な
っ
て
い
る
。

海
外
旅
行
の
商
品
で
は
、
世
界
遺
産

が
何
カ
所
含
ま
れ
て
い
る
か
が
集
客
に
影

響
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
現
在
、

日
本
に
は
自
然
遺
産
が
四
カ
所
、
今
年
六

月
に
「
富
岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
産
群
」

が
新
た
に
登
録
さ
れ
て
、
文
化
遺
産
が

十
四
カ
所
存
在
す
る
（
表
３
）。

客
観
的
評
価
へ
の

取
り
組
み
と

風
景
の
見
方・見
せ
方

評
価
を
客
観
化
す
る
手
法
を
求
め
て

筆
者
は
か
つ
て
観
光
資
源
評
価
の
客

観
化
に
取
り
組
ん
だ
。
風
景
の
見
方
、
評

価
は
主
観
に
よ
る
も
の
だ
と
い
つ
ま
で
も

言
っ
て
い
る
と
、
な
ぜ
八
郎
潟
は
潰
し
て

た
。ｙ
に
あ
た
る
外
的
基
準
に
つ
い
て
は
、

筆
者
が
専
門
家
と
言
わ
れ
る
人
十
五
名
に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
作
成
し
、
ｘ
の
要
因

を
考
え
、
各
要
因
の
重
み
ａ
と
で
計
算
し

て
い
く
。
重
み
が
分
か
り
、
要
因
が
分
か

れ
ば
、ｙ
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

湖
の
評
価
に
は
、
周
囲
の
景
観
、
透
明

度
、
接
近
性
の
三
要
因
で
評
価
で
き
る
こ

と
を
結
論
付
け
た
。

観
光
対
象
資
源
を
よ
り
よ
く
見
せ
る

観
光
対
象
と
な
る
資
源
を
よ
り
よ
く

見
せ
る
の
が
大
切
で
あ
る
の
に
、
来
訪
者

に
よ
り
近
く
で
よ
く
見
せ
よ
う
と
競
い
合

い
、
逆
に
観
光
関
連
の
宿
泊
施
設
や
飲
食

施
設
が
利
益
優
先
の
あ
ま
り
に
、
観
光
対

象
に
接
近
し
す
ぎ
て
本
来
の
評
価
を
低

め
て
い
る
例
が
多
い
。
そ
の
施
設
か
ら
風

景
の
対
象
が
美
し
く
見
え
て
も
、
他
の
施

設
か
ら
見
る
と
、
そ
の
施
設
が
前
景
に
入

っ
て
し
ま
い
、
せ
っ
か
く
の
対
象
資
源
の

景
観
を
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

観
光
対
象
周
辺
に
施
設
が
乱
立
す
る
と
、

世
の
人
は
「
あ
そ
こ
は
俗
化
し
た
」
と
か

「
観
光
化
し
す
ぎ
た
」
と
い
っ
て
、
本
来
の

価
値
へ
の
評
価
よ
り
も
低
く
め
て
し
ま
う
。

も
よ
く
て
、
尾
瀬
ヶ
原
は
駄
目
だ
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
で
は
、
他
の

観
光
資
源
は
ど
う
な
る
の
か
。
優
れ
た
観

光
対
象
と
な
る
資
源
を
保
護
す
る
た
め

に
も
、
あ
る
い
は
旅
行
者
の
誘
致
力
を
測

定
す
る
た
め
に
も
、
観
光
資
源
の
客
観
的

評
価
の
確
立
が
望
ま
れ
て
い
た
。

筆
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
観
光
資
源

を
客
観
的
に
評
価
す
る
手
法
を
考
察
し

た
か
。

誤
解
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
単
純

化
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
式
を
想
定
す
る
。

専
門
家
が
評
価
し
た
よ
う
に
、
い
く
つ

か
の
要
因
か
ら
観
光
資
源
が
評
価
で
き
な

い
か
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
研
究
で
あ
っ

7 特集◉観光資源評価研究　「美しき日本　旅の風光」
特集1 観光資源、観光地の魅力評価の系譜——誰が評価してきたのか

y＝b+a₁x₁+・・・・・+aｎxｎ
yは、専門家が評価した外的基準である。
xnはyを評価するいくつかの要因で、anは
各要因の重みである。bは定数項である。
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8

富
士
山
が
自
然
遺
産
の
登
録
で
は
無

理
だ
っ
た
の
で
、
文
化
遺
産
に
切
り
替
え

た
の
も
そ
う
し
た
例
で
あ
る
。

富
士
山
に
し
て
も
、
蔵
王
山
、
十
和
田

湖
に
し
て
も
、
自
然
資
源
が
都
道
府
県

の
境
界
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
県
間
の

競
争
に
な
っ
て
、
乱
開
発
が
生
じ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
地
域
は
国
立
公
園
、
国
定
公
園

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
国
が
一
体
的
、
総

合
的
な
整
備
や
開
発
を
す
る
の
が
合
理
的

で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
ど
の
地
点
で
観
光
資
源
を
見

せ
る
か
と
い
う
、
見
せ
方
の
問
題
も
重
要

で
あ
る
。
滝
で
あ
れ
ば
、
落
差
の
高
さ
一・

五
～
二
倍
の
距
離
を
滝
か
ら
と
り
、
滝
の

中
央
よ
り
や
や
下
部
に
観
瀑
台
が
あ
る

と
い
い
と
言
わ
れ
る
。
滝
つ
ぼ
で
は
水
量

の
す
ご
さ
は
感
じ
て
も
、
滝
の
全
体
像
が

分
か
ら
な
い
。
滝
の
上
流
部
を
見
せ
て
し

ま
う
と
幻
滅
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ナ
イ
ア
ガ
ラ
の
滝
や
イ
グ
ア

ス
の
滝
の
よ
う
に
、
も
の
す
ご
い
水
量
で

落
下
す
る
の
は
、
上
流
か
ら
見
て
も
迫
力

が
あ
る
。

十
和
田
湖
に
は
、
発は

っ

荷か

峠
や
御お

鼻は
な

部べ

山
な
ど
十
和
田
湖
を
見
る
眺
望
地
点
が

数
カ
所
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
あ
る
風

景
が
味
わ
え
る
が
、
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う

に
見
せ
る
か
、
ど
の
眺
望
地
点
が
優
れ
て

い
る
か
は
、
地
元
で
旅
行
者
に
知
ら
せ
る

以
外
に
な
い
。

同
じ
よ
う
に
、
松
島
を
訪
れ
る
人
の
ほ

と
ん
ど
は
、
塩
釜
港
か
ら
松
島
海
岸
ま
で

船
の
遊
覧
で
松
島
を
観
賞
し
て
い
る
。
船

向
か
っ
て
歩
く
の
が
よ
い
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
上
流
部
に
向
か
っ
て
歩
く
と
、
川
の

流
れ
が
目
線
と
同
じ
高
さ
に
な
り
、
川
を

中
心
と
し
た
周
辺
の
渓
谷
の
風
景
が
よ
く

見
え
る
。
上
流
部
か
ら
歩
く
と
、
川
の
流

れ
に
押
さ
れ
る
よ
う
で
せ
わ
し
く
な
る
し
、

眼
前
に
川
は
な
く
、
川
の
方
が
低
く
な
り
、

上
の
旅
行
者
と
、
江
戸
時
代
か
ら
の
四
大

観
、
現
在
さ
ら
に
好
展
望
地
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
三
カ
所
か
ら
の
松
島
を
俯
瞰

し
た
旅
行
者
と
は
、
同
じ
松
島
の
風
景
を

見
た
と
い
っ
て
も
評
価
は
異
な
る
だ
ろ
う
。

筆
者
が
鳴
子
峡
と
奥
入
瀬
渓
流
を
訪

れ
て
、
渓
谷
は
、
下
流
部
か
ら
上
流
部
に

写真2		御神体「那智の滝」と夏・年末の2回張り替えられる注
し め

連縄/JTB	Photo

222特集1.indd   8 14/07/02   18:35



9 特集◉観光資源評価研究　「美しき日本　旅の風光」
特集1 観光資源、観光地の魅力評価の系譜——誰が評価してきたのか

見
下
ろ
さ
な
い
と
駄
目
に
な
る
。
渓
谷
を

こ
う
し
た
見
せ
方
に
し
て
い
る
か
ど
う
か

で
あ
る
。

自
然
資
源
と
人
文
資
源
と
の
関
係

最
後
に
観
光
対
象
資
源
の
評
価
の
際

に
留
意
す
る
こ
と
を
述
べ
た
い
。
山
と
湖

は
一
体
的
に
評
価
す
る
と
そ
の
度
合
い
は

高
く
な
る
。
北
海
道
の
駒
ヶ
岳
と
大
沼
は
、

ど
ち
ら
が
欠
け
て
も
駄
目
で
あ
る
。
富
士

五
湖
、
そ
れ
ぞ
れ
の
湖
の
評
価
で
も
、
富

士
山
が
な
か
っ
た
ら
、
ど
れ
だ
け
の
評
価

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

観
光
資
源
の
評
価
は
、
特
集
３
の
表
２

（
22
ペ
ー
ジ
）に
見
る
よ
う
に
、
普
通
は
自

然
資
源
と
人
文
資
源
と
に
分
け
る
が
、
自

然
資
源
に
人
文
資
源
的
要
素
が
入
っ
て
い

る
し
、
人
文
資
源
に
自
然
資
源
的
要
素

が
入
っ
て
い
る
点
を
考
慮
し
て
評
価
す
る

の
が
重
要
で
あ
る
。

例
え
ば
、
日
本
の
山
岳
は
、
明
治
期
に

入
る
ま
で
は
、
立
山
、
白
山
、
御お

ん
た
け
さ
ん

嶽
山
の

よ
う
に
信
仰
の
対
象
の
山
、
つ
ま
り
人
文

資
源
的
な
評
価
を
さ
れ
て
き
た
の
で
、
自

然
景
観
と
と
も
に
宗
教
対
象
の
山
で
あ

る
こ
と
を
評
価
に
加
え
る
。
那
智
の
滝
は
、

自
然
資
源
的
評
価
も
優
れ
る
が
、
さ
ら
に

滝
そ
の
も
の
が
御
神
体
で
あ
る
と
分
か
れ

ば
、
那
智
の
滝
の
奥
深
さ
が
理
解
で
き
よ

う
（
写
真
２
）

 

。

同
じ
よ
う
に
、
巨
岩
は
自
然
資
源
で

あ
る
が
、
巨
岩
が
神
の
磐い

わ
く
ら座

に
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
も
多
く
、
人
文
資
源
的
要
素
を

加
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
エ
ア
ー
ズ
ロ
ッ
ク
と

呼
ば
れ
て
い
た
巨
岩
は
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の

聖
な
る
地
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
し
て
元
々

の
ウ
ル
ル
に
戻
さ
れ
た
。

そ
れ
は
一
般
人
に
は
、
世
界
で
二
番
目

に
大
き
い
単
一
岩
が
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
た

赤
い
岩
と
し
て
、
感
動
す
る
自
然
資
源
で

あ
る
が
、
昔
か
ら
そ
の
地
に
暮
ら
し
て
き

た
ア
ボ
リ
ジ
ニ
は
ウ
ル
ル
と
呼
び
、
神
聖

な
聖
地
で
あ
り
岩
に
登
る
な
ん
て
と
て
も

許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
ア
ボ
リ

ジ
ニ
が
評
価
す
れ
ば
、
人
文
資
源
的
な
評

価
に
な
ろ
う
。

庭
園
は
人
文
資
源
に
入
っ
て
い
る
が
、

元
々
は
理
想
的
な
自
然
景
観
を
人
間
の
手

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
の
が
庭
園
で
あ
る

か
ら
、
庭
園
に
は
自
然
資
源
的
な
評
価
が

必
要
な
の
で
あ
る
。
庭
園
の
今
日
的
問
題

は
、
東
京
の
諸
庭
園
に
見
る
よ
う
に
、
周

辺
が
高
層
ビ
ル
に
囲
ま
れ
て
、
こ
れ
ら
の

刊
行
し
て
ほ
し
い
。
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
評
価

は
、
利
用
者
か
ら
の
多
く
の
評
価
が
集
ま

り
、
再
審
査
も
考
慮
に
入
れ
て
い
る
か
ら

信
頼
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
観
光
資
源

の
ミ
シ
ュ
ラ
ン
版
を
確
立
し
て
ほ
し
い
。

こ
れ
ま
で
、
日
本
の
優
れ
た
資
源
を

守
っ
て
き
た
の
は
、
環
境
省
と
文
化
庁
で

あ
る
。
日
本
政
府
は
、
美
し
い
日
本
、
文

化
力
の
あ
る
日
本
を
創
造
す
る
た
め
に
も
、

両
省
庁
の
位
置
づ
け
を
も
っ
と
高
く
す
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。（

み
ぞ
お　

よ
し
た
か
）

［
参
考
文
献
］

 ・
溝
尾
良
隆『
観
光
学
と
景
観
』（
古
今
書
院
、二
〇一一
）

ビ
ル
群
に
圧
迫
さ
れ
て
庭
園
に
広
が
り
が

感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

京
都
な
ど
で
も
借
景
式
庭
園
の
背
後
の

自
然
が
開
発
さ
れ
た
り
、
背
後
に
ビ
ル
な

ど
の
人
工
物
が
入
り
こ
ん
だ
り
し
て
、
庭

園
本
来
の
価
値
が
減
じ
て
し
ま
っ
て
い
る

点
で
あ
る
。

日
本
の
素
晴
ら
し
い

観
光
資
源
を
遺
す
た
め
に

今
回
、
公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社

で
発
行
し
た
『
美
し
き
日
本 

旅
の
風
光
』

は
、
日
本
全
体
の
優
れ
て
い
る
観
光
資
源

の
大
筋
を
紹
介
し
た
も
の
で
、
こ
の
資
源

が
な
ぜ
入
っ
て
い
る
か
、
な
ぜ
あ
の
資
源

が
入
っ
て
い
な
い
か
と
疑
問
を
持
つ
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
で
あ
ろ
う
。
理
解
を
深
め

る
た
め
に
、
当
財
団
と
し
て
は
、
な
ぜ
こ

れ
ら
の
風
景
が
素
晴
ら
し
い
の
か
と
い
う

カ
ル
テ
を
作
成
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

全
都
道
府
県
か
ら
、
今
回
取
り
上
げ

た
対
象
と
同
等
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ

以
上
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
写
真
と
評
価
内

容
を
い
た
だ
い
て
再
検
討
す
る
。
そ
れ
ら

を
三
年
く
ら
い
か
け
て
、
日
本
の
優
れ
た

風
景
を
解
説
し
た
最
終
評
価
の
書
籍
を

溝尾良隆（みぞお よしたか）
　帝京大学経済学部地域経済学科教授、学科長。理学博士。公
益財団法人日本交通公社理事。群馬県出身、東京教育大学理学
部地理学専攻卒業。1964年株式会社日本交通公社外人旅行部に
入社、1968年財団法人日本交通公社へ移籍。1989年立教大学社
会学部観光学科教授。観光学部教授、観光学部長、日本観光研
究学会会長を歴任。
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た
。
そ
う
し
た
経
験
か
ら
、
彼
ら
が
残
し

て
く
れ
た
「
全
国
観
光
資
源
台
帳
」
の
お

か
げ
で
、
つ
ま
り
、＂
過
去
の
蓄
積
＂
で

仕
事
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
⋮
⋮
と
い

う
感
謝
の
気
持
ち
を
ず
っ
と
抱
い
て
き
た
。

こ
の
前
提
と
な
る「「
観
光
資
源
」の
評

価
に
関
す
る
調
査
研
究
」
は
、
一
九
六
八

年（
昭
和
四
十
三
年
）
の
﹁
観
光
資
源
調

査
の
手
法
﹂（
当
財
団
自
主
研
究
）
な
ど

を
契
機
と
し
て
、
全
国
の
観
光
資
源
の
客

観
的
、
総
合
的
評
価
の
必
要
性
が
指
摘
さ

れ
、
旧
建
設
省
道
路
局
か
ら
の
委
託
に
よ

る
一
九
七
一
年
度（
昭
和
四
十
六
年
度
）～

一
九
七
三
年
度（
昭
和
四
十
八
年
度
）の﹁
観

光
交
通
資
源
調
査
・
観
光
行
動
調
査
﹂
に

よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
評
価
結
果
が

「
全
国
観
光
資
源
台
帳
」（
当
財
団
）で
あ
る
。

あ
る
と
き
、
某
県
の
観
光
基
本
計
画

策
定
の
中
間
報
告
会
で
、
県
内
の
観
光

資
源
評
価
に
つ
い
て
説
明
し
た
と
き
、「
我

が
町
の
歴
史
あ
る
○
○
が
な
ぜ
Ｂ
級
な
の

か
、
あ
な
た
方
交
通
公
社
は
我
々
の
味
方

で
は
な
い
の
か
」
と
町
の
観
光
課
長
に
怒

鳴
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
懇
切
丁
寧
に

観
光
資
源
評
価
の
体
系
に
つ
い
て
説
明
し
、

理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
努
め
た
が
、
残
念

な
が
ら
納
得
は
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と

記
憶
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
経
験
か
ら
、諸
先
輩
方
の「
観

光
資
源
評
価
」
も
必
ず
し
も
唯
一
絶
対
的

な
も
の
で
は
な
く
、
評
価
に
対
す
る
考
え

方
は
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、

私
が
新
米
研
究
員
と
し
て
当
財
団
に

入
社
し
た
頃
、
地
域
の
仕
事
と
い
え
ば
、

ま
ず
は
「
観
光
資
源
の
分
布
図
」
を
作
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
作
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
今

で
言
う
ア
ナ
ロ
グ
な
作
業
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
通
じ
て
地
域
の
観
光
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

が
理
解
で
き
た
。

例
え
ば
図
１
は
、全
国
の
観
光
資
源︹
特

Ａ
級
資
源
の
み
・
従
来
の
評
価
基
準
に
よ

る
︺
の
分
布
で
あ
る
が
、
首
都
圏
周
辺
で

は
東
京
都
心
や
日
光
周
辺
、
富
士
山
、
北

ア
ル
プ
ス
周
辺
等
の
観
光
資
源
集
積
が
高

い
と
い
う
こ
と
が
駆
け
出
し
で
も
よ
く
分

か
っ
た
。
そ
し
て
、
観
光
計
画
策
定
の
要

諦
は
、＂
当
該
地
域
の
観
光
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

の
把
握
に
あ
り
＂
と
諸
先
輩
か
ら
教
わ
っ

梅
川  

智
也 2

「
観
光
資
源
」の
評
価
と
観
光
計
画

―
―
我
々
は「
観
光
資
源
評
価
」を
ど
う
活
用
し
て
き
た
か

公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
　
理
事
・
観
光
政
策
研
究
部
長

10

評
価
の
軸
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
こ

そ
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
。

過
去
四
十
年
間
、我
々
は

観
光
資
源
評
価
を

ど
う
活
用
し
て
き
た
か

我
々
が
、
こ
れ
ま
で
観
光
資
源
の
評
価

を
、
観
光
計
画
を
は
じ
め
と
す
る
観
光

関
連
調
査
で
ど
う
活
用
し
て
き
た
の
か
は
、

当
財
団
が
直
接
間
接
に
関
与
し
た
も
の
だ

け
を
対
象
に
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
タ
イ

プ
に
分
類
で
き
る
。

＜参考＞観光資源・観光地などのヒエラルキー

観光資源
◦日光杉並木
◦東照宮
◦華厳の滝
◦中禅寺湖 など

観光地

日光

観光地域

日光・鬼怒川
地域

観光ブロック

北関東

＜ ＜ ＜
＜例＞

観光地域

観光地

観光資源

観光ブロック

出典：財団法人日本交通公社
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11 特集◉観光資源評価研究　「美しき日本　旅の風光」
特集 2「観光資源」の評価と観光計画 ― 我々は「観光資源評価」をどう活用してきたか

東京

横浜
川崎 千葉

仙台

札幌

名古屋

大阪神戸
京都

広島

北九州福岡

琉球諸島

日本海

オホーツク海

太平洋

東シナ海

奈良市

1

14
15

2

345

6

7
89

10

1112

13

1617

18

26

27

2829

31

32
33

34

30

35

36

37

№ 特Ａ級

摩周湖
（弟子屈町）さっぽろ雪まつり（札幌市）

奥入瀬（十和田市）
白神山地のブナ原生林（深浦町他）

北山崎（田野畑村）

十和田湖（小坂町他）

尾瀬ヶ原（片品村他）

華厳の滝（日光市）

日光杉並木街道（日光市他）

東照宮（日光市）

国立歴史民俗博物館（佐倉市）

東京国立博物館（台東区）

黒部峡谷（富山市他）

穂高連峰（松本市他）

富士山（富士宮市他）

皇大神宮(伊勢神宮内宮)（伊勢市）

式年遷宮（伊勢市）

延暦寺（大津市）

19 修学院離宮庭園

22 桂離宮庭園

20

21 京都国立博物館

国立民族学博物館（吹田市）

姫路城（姫路市）

法隆寺（斑鳩町）

24東大寺

23東大寺二月堂修二会（お水取り）

25奈良国立博物館

高野山
（高野町）

隠岐諸島（隠岐の島町他）

出雲大社（出雲市）

厳島神社（廿日市市）

広島平和記念資料館（広島市）

秋芳洞・秋吉台
（美祢市）

阿蘇山と外輪山
（阿蘇市他）

屋久島／屋久杉の原始林
（屋久島町他）

西表島
（竹富町）

京都市

東京東京

横浜横浜
川崎川崎 千葉千葉

仙台

札幌札幌

名古屋名古屋

大阪大阪大阪大阪大阪神戸神戸
京都京都京都京都京都京都

広島広島

北九州北九州福岡福岡

琉球諸島

日本海

オホーツク海

太平洋

東シナ海

奈良市

1

141414
15

2

345

6

7
89

101010

11121212

1313

16161617

181818

26262626

272727

282828282929292929

313131

3232323232
33333333

3434343434

30303030

353535

36363636

373737

№№ 特Ａ級

摩周湖摩周湖
（弟子屈町）（弟子屈町）（弟子屈町）さっぽろ雪まつり（札幌市）さっぽろ雪まつり（札幌市）

奥入瀬（十和田奥入瀬（十和田市）
白神山地のブナ原生林（深浦町他）他）他）

北山崎（田野畑村）

十和田湖（小坂町他）十和田湖（小坂町他）十和田湖（小坂町他）十和田湖（小坂町他）十和田湖（小坂町他）十和田湖（小坂町他）

尾瀬ヶ原（片品村他）尾瀬ヶ原（片品村他）尾瀬ヶ原（片品村他）

華厳の滝（日光市）華厳の滝（日光市）華厳の滝（日光市）華厳の滝（日光市）華厳の滝（日光市）

日光杉並木街道（日光市他）日光杉並木街道（日光市他）日光杉並木街道（日光市他）日光杉並木街道（日光市他）日光杉並木街道（日光市他）

東照宮（日光市）

国立歴史民俗博物館（佐倉市）国立歴史民俗博物館（佐倉市）国立歴史民俗博物館（佐倉市）

東京国立博物館（台東区）

黒部峡谷（黒部峡谷（黒部峡谷（黒部峡谷（黒部峡谷（富山市富山市富山市富山市富山市他）他）他）

穂高連峰（穂高連峰（松本市松本市松本市松本市松本市松本市松本市他）他）

富士山（富士宮市他）富士山（富士宮市他）富士山（富士宮市他）

皇大神宮(伊勢神宮内宮)（伊勢市）皇大神宮(伊勢神宮内宮)（伊勢市）皇大神宮(伊勢神宮内宮)（伊勢市）皇大神宮(伊勢神宮内宮)（伊勢市）

式年遷宮（伊勢市）

延暦寺（大津市）延暦寺（大津市）延暦寺（大津市）延暦寺（大津市）延暦寺（大津市）延暦寺（大津市）延暦寺（大津市）延暦寺（大津市）延暦寺（大津市）延暦寺（大津市）延暦寺（大津市）

191919 修学院離宮庭園

2222222222 桂離宮庭園

2020202020

212121 京都国立博物館

国立民族学博物館（吹田市）

姫路城（姫路市）姫路城（姫路市）姫路城（姫路市）姫路城（姫路市）姫路城（姫路市）姫路城（姫路市）姫路城（姫路市）姫路城（姫路市）

法隆寺（斑鳩町）法隆寺（斑鳩町）法隆寺（斑鳩町）法隆寺（斑鳩町）法隆寺（斑鳩町）法隆寺（斑鳩町）法隆寺（斑鳩町）法隆寺（斑鳩町）法隆寺（斑鳩町）

2424242424東大寺

2323232323東大寺二月堂修二会（お水取り）東大寺二月堂修二会（お水取り）

252525奈良国立博物館

高野山高野山高野山
（高野町）（高野町）（高野町）

隠岐諸島（隠岐の島町他）町他）

出雲大社（出雲市）

厳島神社（廿日市市）

広島平和記念資料館（広島市）

秋芳洞・秋吉台秋芳洞・秋吉台
（美祢市美祢市））

阿蘇山と外輪山阿蘇山と外輪山阿蘇山と外輪山阿蘇山と外輪山阿蘇山と外輪山
（阿蘇（阿蘇（阿蘇市市他）

屋久島／屋久杉の原始林
（屋久島町他）

西表島
（竹富町）（竹富町）

京都市

図1 全国の観光資源の分布（特A級資源）＜旧評価基準による＞

1.「観光資源」の定義
○「観光資源」・・・「観光地の魅力を構成する要素の一つ」

定義・・・『「見る」観光の対象となりうる風景や文化的景観であり、現代
の金や技術では簡単につくることのできない固有性、独自性を持つもの
であり、代替性がきかないもの』

○（参考）全国観光資源調査による「観光資源」の定義
－「利用者がそれを見ることにより、美しさ、珍しさ、偉大さ、深遠さ等を
感じ、『自己発見』へといざなうもの。つまり日常生活とは異なった空間
へ行き、『自らを知る』手がかりを与えるもの。」

2.「観光資源」の要素
①美しさ、②珍しさ、③大きさ（長さ、高さ）、④古さ、⑤静けさ、⑥地方色
　→６尺度評価

3.「観光資源」の分類
①自然資源－山岳、高原、原野、湿原、湖沼、渓谷、滝、河川、海岸、岬、島

嶼、岩石・洞窟、動物、植物、自然現象の15分類
②人文資源－史跡、社寺、城趾・城郭、庭園・公園、歴史景観、地域景観、

年中行事、歴史的建造物、現代建造物、博物館・美術館の10分類
4.「観光資源」の評価と基準

●特A級－わが国を代表する資源で、世界にも誇示しうるもの。わが国の
イメージ構成の基調となりうるもの

例：富士山、摩周湖、法隆寺、姫路城、祇園祭りなど
●A級－特Ａ級に準じ、その誘致力は全国的なもの、わが国の人は一生の

うち一度は見る価値のあるもの
例：乗鞍岳、琵琶湖、清水寺、松本城、阿波踊りなど

●B級－地方スケールの誘致力を持ち、地方のイメージ構成の基調となる
もの

例：筑波山、浜名湖、柴又帝釈天、津和野城跡、長崎ペーロンなど

これまでの「観光資源の分類と評価」

出典：財団法人日本交通公社
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（
１
）
国
土
開
発
・
国
土
計
画
か
ら

観
光
開
発
計
画
へ
の
活
用

観
光
資
源
の
評
価
に
取
り
組
み
始
め

た
時
代
は
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
か
ら
の

高
度
経
済
成
長
を
ベ
ー
ス
と
し
た
国
土
開

発
・
国
土
計
画
、
特
に
観
光
開
発
計
画
で

の
活
用
を
想
定
し
て
行
わ
れ
、
全
国
の
高

速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
交
通
計
画
に

も
活
用
さ
れ
た
。
当
時
の
地
域
解
析
の
代

表
的
な
手
法
と
し
て
「
メ
ッ
シ
ュ
・
ア
ナ

リ
シ
ス
」（
注
１
）
が
導
入
さ
れ
、
観
光
資
源

の
分
布
が
デ
ー
タ
と
し
て
客
観
的
に
可
視

化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

当
時
の
代
表
的
な
調
査
研
究
と
し
て

は
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る（
図
２
）。

・﹁
山
形
県
総
合
観
光
基
本
計
画
﹂

（
一
九
七
四
、
山
形
県
・
日
本
交
通
公
社
）

・﹁
メ
ッ
シ
ュ
・
ア
ナ
リ
シ
ス
と
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

適
地
の
検
索
﹂（
一
九
七
六
、当
財
団
職
員
助
成

研
究
）

・﹁
観
光
開
発
計
画
の
手
法
︱
観
光
立
地
条
件

調
査
﹂（
一
九
七
八
、
当
財
団
自
主
研
究
）

（
２
）﹁
観
光
地
﹂
評
価
へ
の
活
用

「（
国
土
の
）
正
し
い
保
護
・
開
発
の
促

進
の
た
め
に
は
観
光
資
源
・
観
光
地
の
評

価
が
必
要
で
あ
る
⋮
⋮
」
と
い
う
鈴
木
忠

義
東
京
工
業
大
学
名
誉
教
授
（
当
財
団

評
議
員
）
の
指
導
に
よ
り
、
観
光
資
源
の

評
価
と
同
時
に
「
観
光
地
」
の
評
価
に
も

取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
た
。
観
光
資
源
は

＂
観
光
地
の
魅
力
を
構
成
す
る
要
素
の
一

つ
＂で
あ
る
が
、観
光
地
を
評
価
す
る「
軸
」

は
多
彩
で
あ
り
、
時
代
を
超
え
て
取
り
組

ま
れ
て
い
る
。

一
九
七
〇
年
前
後
「
新
全
総
の
時
代
」

は
、
観
光
地
と
し
て
の
開
発
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
（
魅
力
）
の
マ
ク
ロ
的
把
握
の
研
究
が

行
わ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
代
表
的
な
調
査

研
究
と
し
て
は
、

・﹁
観
光
地
の
評
価
手
法
﹂

（
一
九
七
〇
〜
七
二
、（
財
）日
本
交
通
公
社
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
観
光
資
源
評
価
の

六
尺
度
を
さ
ら
に
細
分
化
し
て
三
十
六
尺

度
と
し
、
六
十
五
観
光
地
に
対
し
て
、
主

軸
法
、
セ
ン
ト
ロ
イ
ド
法
、
バ
リ
マ
ッ
ク

ス
法
な
ど
の
手
法
を
用
い
て
、
評
価
尺

度
の
因
子
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、

一
九
八
〇
年
代
中
頃
ま
で
の
「
三
全
総
の

時
代
」
に
は
、
石
油
危
機
以
降
全
国
的
に

開
発
意
欲
が
低
減
し
た
時
代
で
あ
り
、「
地

方
の
時
代
」
と
言
わ
れ
た
も
の
の
、
ほ
と

ん
ど
こ
う
し
た
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
、「
四
全
総
」

以
降
に
な
る
と
、
観
光
交
通
分
野
で
の
研

究
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
目
的
地
選
択
、

周
遊
行
動
分
析
の
一
環
と
し
て
観
光
地
魅

力
の
定
量
化
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
代
表
的

な
調
査
研
究
が
以
下
で
あ
る
。

・﹁
新
時
代
の
国
内
観
光
﹂︱
観
光
地
の
魅
力
度

評
価
の
試
み（
一
九
九
八
、（
財
）
運
輸
政
策
研

究
機
構
）

本
研
究
は
、
当
財
団
が
協
力
し
、
観

光
地
の
魅
力
度
評
価
を
次
の
よ
う
に
体

系
化
し
た
う
え
で
、
具
体
的
な
観
光
地
の

評
価
を
行
っ
て
い
る
。

①
賦
存
資
源（
観
光
資
源
）⋮
資
源
性

／
多
様
性
／
集
積
度

②
活
動
メ
ニ
ュ
ー
⋮
メ
ニ
ュ
ー
の
豊
富

さ
／
独
自
性
・
地
域
性

③
宿
泊
施
設
⋮
サ
ー
ビ
ス
水
準
／
多

様
性
／
話
題
性

④
空
間
快
適
性
⋮
ア
メ
ニ
テ
ィ
／
雰

囲
気

12

「観光資源」
の評価

（１） 国土開発・国土計画から観光開発計画への活用

（２）「観光地」評価への活用

（３） マクロな観光需要推計への活用

（４） 観光レクリエーション適地選定への活用

（５） 広域観光計画・広域観光ルート設定での活用

（６） 評価手法の海外での応用

（７） 観光資源の総合的な現状把握への活用

（８） 被災した観光資源の現況調査への活用

（９） 観光資源そのものの魅力向上への活用

（10） 新しい観光資源の発掘・評価への活用

（11） 持続可能な観光地づくりへの活用

（12） 消費者の旅行需要喚起への活用

「観光資源評価」の主な活用タイプ
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13 特集◉観光資源評価研究　「美しき日本　旅の風光」
特集 2「観光資源」の評価と観光計画 ― 我々は「観光資源評価」をどう活用してきたか

図2 『山形県総合観光基本計画』における観光資源評価の活用事例

●自然資源を中心とした広域観光ルート

●観光資源分布

●人文資源を中心とした広域観光ルート

出典：『山形県総合観光基本計画』山形県・財団法人日本交通公社　1974年3月

（注）メッシュ・アナリシスによって地域の
観光ポテンシャルを可視化している。
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14

こ
の
研
究
の
さ
ら
な
る
進
化
を
目
指
し

た
の
が
、

・﹁
観
光
地
づ
く
り
に
向
け
た
魅
力
度
評
価
手
法

に
関
す
る
研
究
﹂（
二
〇
〇
〇
、（
財
）運
輸
政
策

研
究
機
構
）

で
あ
り
、
当
財
団
が
（
財
）
運
輸
政
策

研
究
機
構
か
ら
の
委
託
に
よ
っ
て
研
究
が

行
わ
れ
た
。

（
３
）
マ
ク
ロ
な
観
光
需
要
推
計

へ
の
活
用

観
光
資
源
評
価
を
地
域
単
位
で
数
量

化
し
、
観
光
需
要
の
予
測
に
活
用
す
る
と

い
う
調
査
研
究
も
一
九
七
〇
年
代
頃
盛
ん

に
行
わ
れ
た
。
そ
の
代
表
例
が
以
下
で
あ

り
、
当
財
団
が
作
業
を
受
託
し
て
い
る
。

・﹁
観
光
の
需
要
予
測
﹂

（
一
九
七
六
〜
七
八
、（
社
）日
本
観
光
協
会
）

手
法
に
つ
い
て
は
、
数
量
化
理
論
Ⅰ
類
、

Ⅱ
類
、
シ
ス
テ
ム
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
な
ど

が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
観
光
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
発
生
量
の
推
計
、
県
際
Ｏ
Ｄ
（
注
２
）

推
計
、
県
内
地
域
別
入
込
量
な
ど
の
他
、

観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
策
の
効
果
測

定
モ
デ
ル
な
ど
も
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
説
明
変
数
と
し
て
、
数
値
化
さ
れ
た
観

光
資
源
の
評
価
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
適
地

選
定
へ
の
活
用

観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
開
発
の
適
地

選
定
に
も
、
観
光
資
源
評
価
が
活
用
さ

れ
た
。
な
か
で
も
林
野
庁
に
よ
る
国
有
林

野
の
「
総
合
森
林
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・

エ
リ
ア
整
備
事
業
」
に
お
い
て
は
、
観
光

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
土
地
利
用
（
計
画
）

の
考
え
方
と
し
て
、「
観
光
資
源
の
集
積

性
」
に
よ
っ
て
開
発
の
方
向
性
を
定
め
て

い
る
。
具
体
的
に
は
観
光
資
源
が
集
積
す

る
観
光
拠
点
を
避
け
て
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
適
地
を
選
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
観
光

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
交
通
（
計
画
）
で
は
、

広
域
観
光
周
遊
ル
ー
ト
設
定
に
観
光
資

源
分
布
を
活
用
し
て
い
る
。

草
津
、
知
床
、
伊
豆
、
栗
駒
、
ニ
セ
コ

積
丹
な
ど
多
く
の
エ
リ
ア
で
、
当
財
団
は

基
礎
調
査
を
受
託
し
た
が
、
代
表
的
な

も
の
と
し
て
は
、
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・﹁
支
笏
・
定
山
渓
地
域
総
合
森
林
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
・
エ
リ
ア
整
備
事
業
基
礎
調
査
﹂

（
一
九
七
八
、
林
野
庁
札
幌
営
林
局
）

（
５
）
広
域
観
光
計
画
・
広
域
観
光

ル
ー
ト
設
定
で
の
活
用

一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
当
財
団
で

は
複
数
県
、
複
数
市
町
村
に
ま
た
が
る
広

域
観
光
計
画
の
策
定
業
務
を
多
数
受
託

し
た
。
そ
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、「
観

光
資
源
の
分
布
と
集
積
」
を
基
礎
調
査

と
し
て
実
施
し
、
そ
の
状
況
を
踏
ま
え
て

広
域
観
光
ル
ー
ト
の
設
定
を
行
っ
て
い
る
。

特
に
本
四
架
橋
の
開
通
に
伴
う
中
四
国

地
方
や
高
速
交
通
体
系
の
整
備
が
進
ん

だ
東
北
地
方
、
九
州
地
方
で
広
域
観
光
ル

ー
ト
設
定
に
関
す
る
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。

提
案
内
容
の
中
に
は
、
団
体
客
に
対

応
す
る
「
広
域
周
遊
」
ル
ー
ト
、
個
人
客

に
対
応
す
る
「
滞
在
＋
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ

ン
」
ル
ー
ト
な
ど
、
当
時
、
台
頭
す
る
個

人
客
に
対
す
る
工
夫
も
見
ら
れ
た
。

・﹁
東
北
観
光
の
問
題
点
と
誘
客
の
た
め
の
方

策
﹂（
一
九
八
五
、（
財
）東
北
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
）

・﹁
二
十
一
世
紀
駿
河
路
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
業

務
﹂（
一
九
九
六
〜
九
七
、（
財
）静
岡
総
合
研
究

機
構
）

・﹁
三
大
架
橋
に
係
わ
る
広
域
観
光
ル
ー
ト
策
定

調
査
﹂（
一
九
九
五
〜
九
六
、（
株
）日
本
交
通

事
業
社
）

（
６
）
評
価
手
法
の
海
外
で
の
応
用

観
光
資
源
評
価
の
手
法
を
海
外
に
応

用
し
た
の
が
以
下
の
研
究
で
あ
り
、
当
時
、

増
加
が
予
想
さ
れ
る
中
国
へ
の
日
本
人
観

光
客
へ
の
対
応
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

・﹁
中
国
の
観
光
資
源
評
価
の
試
み
﹂

（
一
九
八
二
、
当
財
団
職
員
助
成
研
究
）

さ
ら
に
、
現
在
の
（
独
）
国
際
協
力
機

構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
に
よ
る
海
外
で
の
国
際

協
力
事
業
に
参
画
し
、
途
上
国
に
お
け
る

総
合
開
発
計
画
の
中
の
観
光
開
発
分
野

を
担
当
し
た
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、

日
本
の
観
光
資
源
評
価
の
手
法
が
応
用

さ
れ
、
計
画
策
定
の
基
礎
資
料
と
な
っ
た
。

・﹁
中
国
海
南
島
総
合
開
発
計
画
調
査
﹂

（
一
九
八
七
、（
財
）国
際
開
発
セ
ン
タ
ー
）

（
７
）
観
光
資
源
の
総
合
的
な

現
況
把
握
へ
の
活
用

観
光
資
源
自
体
だ
け
で
は
な
く
、ア
ク

セ
ス
や
管
理
・
運
営
の
状
況
な
ど
周
辺
を

含
め
た
総
合
的
な
現
況
把
握
を
実
施
す
る

と
い
う
、過
去
に
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

詳
細
な
実
態
調
査
が
行
わ
れ
た
。
し
か
も

八
年
後
に
も
同
様
に
実
施
さ
れ
、
そ
の
間

の
整
備
状
況
や
管
理
運
営
状
況
を
比
較

検
討
す
る
と
い
う
業
務
を
受
託
し
て
い
る
。

・﹁
青
森
県
観
光
総
合
評
価
調
査
﹂

（
一
九
八
九
、
青
森
県
）

・﹁
第
二
次
青
森
県
観
光
総
合
評
価
調
査
﹂

（
一
九
九
七
、
青
森
県
）
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・﹁
彩
の
国
観
光
振
興
行
動
計
画
策
定
調
査
﹂

（
一
九
九
七
、
埼
玉
県
）

（
８
）
被
災
し
た
観
光
資
源
の

現
況
調
査
へ
の
活
用

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
大
津
波
な
ど

に
よ
っ
て
被
災
し
た
陸
中
海
岸
地
域
の
観

光
資
源
の
状
況
把
握
を
目
的
に
行
わ
れ

た
の
が
以
下
の
調
査
で
あ
る
。

震
災
発
生
か
ら
約
二
カ
月
後
に
当
財

団
研
究
員
を
派
遣
し
、
観
光
資
源
評
価

を
踏
ま
え
た
目
視
に
よ
る
現
況
調
査
を
実

施
し
た
。
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
十
三
年
）

六
月
に
は
報
告
書
と
し
て
取
り
ま
と
め
、

当
財
団
の
「
旅
の
図
書
館
」
や
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
な
ど
で
情
報
公
開
し
た
。

・﹁
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
後
の
陸
中
海
岸
地

域
に
お
け
る
観
光
資
源
の
状
況
把
握
調
査
﹂

（
二
〇
一
一
、
当
財
団
自
主
研
究
）

（
９
）
観
光
資
源
そ
の
も
の
の

魅
力
向
上
へ
の
活
用

市
町
村
レ
ベ
ル
の
観
光
計
画
に
お
い
て

は
、
観
光
資
源
を
よ
り
魅
力
あ
る
も
の
に

し
て
い
く
た
め
の
計
画
が
多
数
提
案
さ
れ

て
い
る
が
、
ハ
ー
ド
を
含
め
て
実
現
化
さ

せ
た
例
は
多
く
な
い
。

次
の
業
務
は
、
Ａ
級
観
光
資
源
に
付
随

す
る
駐
車
場
の
ア
プ
ロ
ー
チ
道
路
を
本
来

あ
る
べ
き
姿
に
移
設
す
る
と
と
も
に
、
資

源
の
見
せ
方
も
ピ
ス
ト
ン
型
か
ら
周
遊
型

へ
と
改
良
し
て
滞
在
時
間
の
延
長
を
図
る

目
的
で
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際

に
は
駐
車
場
の
移
設
と
ア
プ
ロ
ー
チ
道
路

の
変
更
の
み
が
実
現
し
た
が
、
整
備
の
た

め
の
補
助
事
業
（
電
力
移
出
県
等
交
付

金
）の
選
定
か
ら
導
入
を
含
め
て
当
財
団

が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
例
で
あ
る（
図
３
）。

・﹁
大
内
・
中
山
地
区
整
備
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
﹂

（
一
九
九
六
、
福
島
県
下
郷
町
）

（
10
）
新
し
い
観
光
資
源
の

発
掘
・
評
価
へ
の
活
用

全
国
一
律
の
基
準
に
基
づ
い
た
観
光
資

源
評
価
だ
け
で
な
く
、
そ
の
地
域
な
ら
で

は
の
優
れ
た
資
源
を
持
つ
地
域
は
少
な
く

な
い
。
そ
う
し
た
地
域
資
源
に
光
を
当
て
、

独
自
の
資
源
と
し
て
発
掘
・
活
用
し
た
事

例
が
以
下
の
調
査
で
あ
る
。

人
文
資
源
の「
歴
史
的
建
造
物
」か「
近

代
的
建
造
物
」
の
ど
ち
ら
か
の
範
疇
に

入
る
「
橋
」
で
あ
る
が
、
四
万
十
川
流
域

に
お
い
て
は
地
域
独
自
の
「
沈ち

ん

下か

橋ば
し

」
を

新
し
い
観
光
資
源
と
し
て
位
置
づ
け
た
り
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
地
方
部
を
想
定
し
た

観
光
資
源
評
価
で
あ
る
が
、
東
京
都
に
お

い
て
は
、
大
都
市
の
観
光
資
源
評
価
を
改

め
て
見
直
し
、「
都
市
観
光
資
源
」
と
し

て
新
し
い
評
価
軸
を
構
築
し
た
り
、
半
島

地
域
と
い
う
特
殊
な
地
域
の
観
光
資
源

の
あ
り
方
を
検
討
し
た
以
下
の
よ
う
な
業

務
も
受
託
し
て
い
る
。

・﹁
四
万
十
川
流
域
振
興
計
画
﹂（
一
九
八
六
〜
八
七
、

（
財
）
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
）

・﹁
東
京
都
新
観
光
資
源
調
査
﹂（
一
九
九
七
、東
京
都
）

・﹁
半
島
地
域
の
観
光
資
源
及
び
活
用
状
況
等

に
関
す
る
調
査
﹂（
二
〇
一
〇
、
国
土
交
通
省
）

（
11
）
持
続
可
能
な
観
光
地
づ
く
り

へ
の
活
用

持
続
可
能
な
観
光
地
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
に
は
、
各
地
域
で
の
バ
ラ
ン
ス

の
取
れ
た
観
光
客
の
受
入
と
多
様
な
利
用

体
験
機
会
の
創
出
が
重
要
と
な
る
。
沖
縄

県
で
は
、
県
全
体
の
観
光
利
用
や
観
光
資

源
の
状
況
な
ど
を
統
一
的
に
把
握
し
た
上

で
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
観
光
拠
点
の
あ

り
方
と
観
光
地
受
入
容
量
の
定
量
化
手

法
の
研
究
を
当
財
団
に
委
託
し
て
実
施
し

て
お
り
、
観
光
拠
点
台
帳
の
作
成
に
観
光

資
源
評
価
の
考
え
方
を
導
入
し
て
い
る
。

・﹁
持
続
可
能
な
観
光
地
づ
く
り
支
援
事
業
（
調

査
研
究
）﹂（
二
〇
〇
八
〜
〇
九
、沖
縄
県
）

（
12
）
消
費
者
の
旅
行
需
要
喚
起

へ
の
活
用

円
高
に
よ
る
海
外
旅
行
の
隆
盛
や
バ
ブ

ル
経
済
の
崩
壊
な
ど
に
よ
っ
て
「
国
内
観

光
の
空
洞
化
」
が
叫
ば
れ
た
一
九
九
〇
年

代
、
国
内
旅
行
の
需
要
喚
起
を
目
的
と
し

図3 A級資源の魅力向上を目的とした「観光計画」策定の例

現在（当財団の提案によって実現）

本陣

大内宿

重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区

移設

観光客の動線のイメージ

過去

本陣

大内宿

重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区

＜ピストン型＞

将来計画（当財団の提案）

本陣

大内宿

重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区

移設

＜周遊型＞

体験
施設

農地

そば打ち体験

散策路

会津西街道

＊滞在時間の延長
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て
、「
観
光
資
源
評
価
」
を
活
用
し
た
写

真
集
が
製
作
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
十
五
年
を
経
て
、
海
外
か
ら

の
旅
行
客
が
一
千
万
人
を
超
え
、二
〇
二
〇

年
（
平
成
三
十
二
年
）の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
決
定
し
た
時
期
に

当
財
団
五
〇
周
年
記
念
事
業
と
し
て
出
版

さ
れ
た
の
が
今
回
の
写
真
集
で
あ
る
。

・﹃
美
し
き
日
本
～
い
ち
ど
は
訪
れ
た
い
日
本

の
観
光
資
源
﹄（
一
九
九
九
、
当
財
団
）

・﹃
美
し
き
日
本 

旅
の
風
光
﹄（
二
〇
一
四
、

（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
、
当
財
団
監
修
）

「
観
光
資
源
」評
価
を

巡
る
い
く
つ
か
の
論
点

「
観
光
資
源
の
評
価
」
を
巡
る
論
点
は

い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
三
点

に
つ
い
て
言
及
す
る
。

①﹁﹁
見
る
﹂対
象
と
し
て
の
観
光
資
源
﹂

か
ら
の
脱
却

②﹁
空
間（
開
発
）の
た
め
の
評
価
﹂と

﹁
時
間（
利
用
）の
た
め
の
評
価
﹂の

バ
ラ
ン
ス

③﹁
資
源
﹂単
体
の
評
価
か
ら

﹁
面
﹂﹁
管
理
運
営
﹂等
も
含
め
た

評
価
の
可
能
性

（
１
）﹁﹁
見
る
﹂
対
象
と
し
て
の

観
光
資
源
﹂
か
ら
の
脱
却

︱
﹁
感
動
﹂
の
変
化

旅
行
の
楽
し
み
は
、
未
知
の
も
の
を
見

る
こ
と
、体
験
す
る
こ
と
に
よ
る
「
感
動
」

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
観
光
資
源
評
価

は
、「
見
て
感
動
す
る
、
見
て
学
ぶ
」
資
源
、

す
な
わ
ち
「
見
る
」
こ
と
に
比
重
が
置
か

れ
て
き
た
。

い
つ
の
時
代
も
「
見
る
」
こ
と
を
基
本

と
し
た
周
遊
観
光
の
楽
し
さ
は
普
遍
的
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
近
年
、
特
に
感
じ

る
の
は
テ
レ
ビ
や
映
画
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
映
像
の
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
可

視
化
に
よ
っ
て
、「
実
際
に
（
リ
ア
ル
に
）

見
て
感
動
す
る
」
こ
と
が
相
対
的
に
低
下

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。

国
内
は
も
と
よ
り
、
世
界
各
地
の
映
像
が

毎
日
の
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
て
は
、
未
知

の
も
の
は
限
り
な
く
少
な
く
な
る
。

「
感
動
」
は
図
４
に
示
す
よ
う
に
、
五

感-

視
覚
、
聴
覚
、
味
覚
、
嗅
覚
、
触
覚

-

で
感
じ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
う
ち
、
視

覚
と
聴
覚
は
テ
レ
ビ
や
オ
ー
デ
ィ
オ
機
器
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な

ど
の
発
達
に
よ
り
、

そ
れ
で
人
が
感
動

す
る
こ
と
は
難
し

く
な
っ
て
き
て
い
る
。

む
し
ろ
現
地
に

行
か
な
い
と
体
感

で
き
な
い
も
の-

味
覚
、
嗅
覚
、
触

覚-

こ
れ
ら
が
新

し
い
感
動
を
生
む

の
で
は
な
い
か
。
つ

ま
り
「
リ
ア
リ
テ

ィ
の
あ
る
実
体
験
」

で
あ
る
。

テ
レ
ビ
や
雑
誌
で
紹
介
さ
れ
た
地
域
の

食
べ
物
や
体
験
・
経
験
な
ど
を
味
覚
、
嗅

覚
、
触
覚
で
確
認
し
て
、
期
待
通
り
、
あ

る
い
は
期
待
を
上
回
っ
た
こ
と
に
感
動
す

る
、
つ
ま
り
＂
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
と
リ

ア
ル
な
現
実
と
を
再
認
識
し
、
確
認
す
る

こ
と
こ
そ
が
「
感
動
」＂
な
の
か
も
知
れ

な
い
。

（
２
）﹁
空
間（
開
発
）の
た
め
の
評
価
﹂
と

﹁
時
間（
利
用
）の
た
め
の
評
価
﹂
の

バ
ラ
ン
ス
︱
二
つ
の
評
価
軸

観
光
資
源
、
そ
し
て
観
光
資
源
評
価

は
、
二
つ
の
側
面
か
ら
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
「
空
間
」
と
「
時
間
」

で
あ
り
、
人
々
を
感
動
さ
せ
る
「
空
間
」、

感
動
さ
せ
る
「
時
間
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
観
光
資
源
の
評
価

に
は
、

・﹁
開
発
﹂（
国
土
）の
た
め
の
評
価
軸

・﹁
利
用
﹂（
旅
行
）の
た
め
の
評
価
軸

が
あ
り
、
観
光
資
源
の
評
価
に
関
す

る
研
究
が
始
ま
っ
た
一
九
六
〇
年
代
か
ら

こ
う
し
た
論
点
は
あ
っ
た
も
の
と
推
察
で

き
る
。

前
者
は
、「
誘
致
圏
、
誘
致
力
」（
ど

こ
か
ら
人
を
呼
べ
る
か
）
が
重
要
で
あ
り
、

図4 五感と「感動」の変化

場に浸ることによってのみ体験できる
ローカル化

映像と音声の
グローバル化

旅の楽しみ
「感動」

五感

リアリティ

バーチャル

場に浸ることによってのみ体験できる

味覚

視覚 聴覚

場に浸ることによってのみ体験できる場に浸ることによってのみ体験できる

嗅覚

場に浸ることによってのみ体験できる場に浸ることによってのみ体験できる

触覚
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「（
観
光
資
源
の
）
空
間
的
な
分
布
」
が
国

土
開
発
・
国
土
計
画
に
と
っ
て
重
要
で
あ

る
。
一
方
、
後
者
で
重
要
な
の
は
「
訪
問

価
値
」（
訪
れ
る
価
値
が
あ
る
か
）で
あ
り
、

「（
観
光
資
源
に
ま
つ
わ
る
）
物
語
」
が
旅

行
の
価
値
を
決
定
づ
け
る
。

図
５
は
、
観
光
資
源
・
観
光
資
源
評

価
が
持
つ
二
つ
の
視
点
・
側
面
に
つ
い
て

整
理
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
六
〇
年

代
は
明
ら
か
に
前
者
で
あ
り
、
現
代
は
後

者
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
際

に
は
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち

ら
の
視
点
も
重
要
で
あ
り
、
時
代
に
応
じ

て
重
視
さ
れ
る
視
点
が
異
な
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

（
３
）﹁
資
源
﹂
単
体
の
評
価
か
ら

﹁
面
的
な
管
理
運
営
﹂
等
も

含
め
た
評
価
の
可
能
性

我
々
の
観
光
資
源
評
価
は
、
観
光
的

な
視
点
に
よ
り
観
光
資
源
評
価
委
員
会

が
合
議
に
よ
っ
て
評
価
し
た
、い
わ
ば
「
絶

対
評
価
」
で
あ
る
。

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
や
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ア

ン
ド
・
プ
ア
ー
ズ
、
フ
ィ
ッ
チ
な
ど
の
格

付
け
機
関
、
あ
る
い
は
百
年
以
上
の
歴
史

を
持
つ
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
レ
ス
ト
ラ
ン
評
価
・

観
光
地
評
価
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
。
無
論
、

我
々
に
瑕か

し疵
が
あ
れ
ば
、
見
直
し
も
あ
り

得
る
し
、
さ
ら
な
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ

も
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

一
方
で
、「
観
光
資
源
を
ど
う
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
す
る
か
」、「
観
光
資
源
の
保
護
や

活
用
」
と
い
っ
た
視
点
か
ら
す
る
と
、「
ど

う
す
れ
ば
、
評
価
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
」
と
い
う
発
想
が
地
域
や
管
理
主

体
な
ど
か
ら
出
て
く
る
の
も
必
然
で
あ
ろ

う
。
資
源
単
体
で
は
な
く
、
周
辺
も
含

め
た
面
的
な
環
境
や
管
理
運
営
の
状
態
な

ど
も
含
め
て
の
評
価
で
あ
れ
ば
、
世
界
遺

産
の
よ
う
に
改
善
努
力
を
組
み
込
む
よ

う
な
仕
組
み
も
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
我
々
の
評
価
は
、
地
域
か
ら

の
申
請
方
式
で
は
な
く
、
い
わ
ば
全
国
を

対
象
と
し
た
悉し

っ
か
い皆
調
査
方
式
で
あ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
四
十
年
以
上
の
知
見
の
蓄

積
を
踏
ま
え
た
手
法
で
あ
り
、
妥
当
な

評
価
方
式
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

観
光
資
源
と
こ
れ
か
ら
の

「
観
光
計
画
」

＂
資
源
は
一
流
だ
け
れ
ど
、
観
光
地
と

し
て
は
二
流
で
あ
る
＂、＂
資
源
に
あ
ぐ
ら

を
か
い
て
、
活
用
の
た
め
の
努
力
を
し
て

い
な
い
＂
な
ど
と
言
わ
れ
る
資
源
も
あ
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
観
光
資
源
単
体
で
は
素

晴
ら
し
く
と
も
、
資
源
に
至
る
ア
ク
セ
ス

や
資
源
周
辺
の
環
境
、
管
理
運
営
な
ど
に

魅
力
が
欠
け
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
怠

っ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
に
よ
る
。
そ

れ
は
、
地
域
全
体
と
し
て
の
「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
必
要
性
」
を
、「
管
理
運
営
主
体
」

が
理
解
し
、
実
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

観
光
資
源
を
含
め
た
地
域
全
体
と
し

て
保
存
と
活
用
に
関
す
る
基
本
的
な
理

念･

方
針
（
ビ
ジ
ョ
ン
）
を
打
ち
出
し
、

持
続
可
能
な
戦
略
と
戦
術
（
施
策
）
を
、

管
理
運
営
主
体
（
行
政
を
含
む
地
域
コ

図5「観光資源」・「観光資源評価」が有する2つの視点・側面

観光資源評価の
目的

観光資源評価の
視点

観光資源の
捉え方

求められる
時代背景

重視される
視点

必要とされる
計画

「観光地」を構成する
魅力要素（空間）の一つ

「開発」（国土開発）の
ための評価

空間軸

地域振興
地域活性化

観光立国

供給側
マクロな視点
地域の側から

＜誘致力、誘致圏＞
世界から、全国から

「開発」の時代
ディベロップメント

（観光資源の）
分布

「旅行」を構成する
魅力要素（時間）の一つ

観光（地）計画

「利用」（旅行促進）の
ための評価

時間軸

豊かな旅、旅行
人生を楽しく

国民福祉

需要側
ミクロな視点
人間の側から

＜訪問価値＞
一生に一度は･･･

「管理運営」の時代
マネジメント

（観光資源にまつわる）
物語

生涯旅行計画
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ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
と
の
関
係
性
を
踏
ま
え
て
、

提
示
す
る
の
が
こ
れ
か
ら
の「
観
光
計
画
」

で
あ
る
。
な
お
、観
光
資
源
を
生
か
す「
観

光
計
画
」
の
役
割
は
、
図
６
に
示
す
通
り
、

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

（
１
）
地
域
と
し
て
の
魅
力
づ
く
り

の
必
要
性

「
観
光
資
源
」
自
体
の
保
護
・
保
存
や

維
持
管
理
は
、
将
来
の
世
代
に
引
き
継

い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課

題
で
あ
り
、「
地
域
と
し
て
の
魅
力
づ
く

り
」
が
近
年
ま
す
ま
す
そ
の
意
義
が
問
わ

れ
て
い
る
。
資
源
単
体
の
魅
力
に
よ
る
誘

客
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
地
域
総
体
と
し

て
、
あ
る
い
は
あ
る
一
定
の
空
間
的
広
が

り
と
し
て
の
魅
力
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
観
光
地
と
し
て
の
総
合
的
な
魅
力

向
上
を
目
的
と
し
た
「
観
光
計
画
」
が
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

（
２
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
密
接
な

関
係
の
構
築

「
観
光
資
源
」
の
適
切
な
保
護
と
利
用

に
向
け
て
、
観
光
資
源
に
対
す
る
地
元
住

民
の
理
解
や
誇
り
の
醸
成
が
不
可
欠
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
、
行
政
や
観
光
関
連

組
織
、
住
民
を
含
め
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
と
の
密
接
な
関
係
の
構
築
が
肝
要
と
な

っ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、「
観
光
客
が
訪
れ
て
み

た
い
「
ま
ち
」
は
、
地
域
の
住
民
が
住
ん

で
み
た
い
「
ま
ち
」
で
あ
る
と
の
認
識
の

も
と
、
従
来
は
必
ず
し
も
観
光
地
と
し

て
は
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
地
域
も
含

め
、
当
該
地
域
の
持
つ
自
然
、
文
化
、
歴

史
、
産
業
等
あ
ら
ゆ
る
資
源
を
最
大
限

に
活
用
し
、
住
民
や
来
訪
者
の
満
足
度
の

継
続
、
資
源
の
保
全
等
の
観
点
か
ら
持
続

的
に
発
展
で
き
る
「
観
光
ま
ち
づ
く
り
」

を
、「
観
光
産
業
中
心
」
に
偏
る
こ
と
な

く
、「
地
域
住
民
中
心
」
に
軸
足
を
置
き

な
が
ら
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
」（「
今
後

の
観
光
政
策
の
基
本
的
な
方
向
に
つ
い

て
」
二
〇
〇
〇
、
観
光
政
策
審
議
会
答
申

第
三
九
号
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
地
域

と
し
て
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
住
民
を
含
め

た
協
働
型
の
管
理
運
営
が
こ
れ
か
ら
ま
す

ま
す
大
切
に
な
る
。
そ
れ
ら
を
規
定
す
る

の
が
「
観
光
計
画
」
で
あ
る
。 

（
３
）
地
域
の
自
律
性
と

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

︱
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
必
要
性

「
観
光
計
画
」
を
策
定
す
る
と
き
、
地

域
と
し
て
の
理
念
、
戦
略
が
問
わ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
無
秩
序
な
開
発
や
発
展
が
許

さ
れ
て
い
い
の
か
、
環
境
に
対
す
る
取
り

組
み
方
針
は
ど
う
か
な
ど
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
自
律
性
が
、持
続
的
な
地
域（
観

光
地
）
の
発
展
を
促
す
こ
と
と
な
る
。
具

体
的
に
は
、
環
境
容
量
（
入
込
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
＝
空
間
）
と
成
長
管
理
（
開
発
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
＝
時
間
）
の
二
つ
が
大
き

い
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
カ
ナ
ダ
の
バ
ン
フ
国
立
公
園

（
写
真
）で
は
、
以
下
の
三
原
則
を
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
決
め
て
い
る
。

観光資源を生かす
「観光計画」の役割

図6 観光資源を生かす「観光計画」の役割

計画策定の目的 計画の内容

①「観光資源」の保護・保存

②「観光資源」の育成・復元

③「観光資源」の見せ方・体験
（演出の工夫）

④「観光資源」の活用ルール
づくり

⑤「観光資源」の地域全体での
マネジメント

観光資源の価値を損ねない
持続的に維持させるための計画

被災した観光資源を再び観光
対象化するための計画

ガイドによる案内等観光資源を
より魅力あるものにするための計画

過度な利用の集中などを避ける
ための計画

観光資源を有するコミュニティが
誇りと思い、維持管理に参画して
いくための計画
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19 特集◉観光資源評価研究　「美しき日本　旅の風光」
特集 2「観光資源」の評価と観光計画 ― 我々は「観光資源評価」をどう活用してきたか

①
人
口
は
増
や
さ
な
い

②
宿
泊
容
量
は
増
や
さ
な
い

③
開
発
エ
リ
ア
は
増
や
さ
な
い

自
ら
の
地
域
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
さ

ら
に
魅
力
を
高
め
て
い
く
「
し
た
た
か
な

戦
略
」
を
自
ら
が
宣
言
し
、
地
域
と
し
て

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
践
し
て
い
る
。

（
４
）
観
光
計
画
と
資
源
管
理
計
画

と
の
綿
密
な
連
携

「
観
光
計
画
」
は
、
残
念
な
が
ら
法
的

な
担
保
が
な
い
。
観
光
立
国
推
進
基
本
法

に
お
い
て
も
明
確
に
観
光
計
画
策
定
に
つ

い
て
は
規
定
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

適
切
な
資
源
の
保
存
管
理
計
画
と
の
連

携
が
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
も
の
の
、
そ

の
連
携
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。

「
自
然
資
源
」
に
つ
い
て
は
、
自
然
公

園
法
に
基
づ
く
国
立
公
園
制
度
の
中
で

「
公
園
計
画
」
が
策
定
さ
れ
て
お
り
、
公

園
ご
と
に
「
管
理
計
画
書
」
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。
観
光
計
画
は
、「
利
用
に
関
す

る
方
針
」
を
理
解
し
つ
つ
、
利
用
者
サ
イ

ド
か
ら
の
提
言
・
提
案
が
求
め
ら
れ
る
。

「
人
文
資
源
」
に
つ
い
て
は
、文
化
財
保

護
法
に
基
づ
く
「
保
存
活
用
計
画
」、文
化

庁
に
よ
る
「
歴
史
文
化
基
本
構
想
」、都
市

計
画
法
に
基
づ
く
「
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
」、
歴
史
ま
ち
づ
く
り
法
（
通
称
）

に
基
づ
く「
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
」

な
ど
を
理
解
し
つ
つ
、
観
光
計
画
の
策
定

を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
世
界
遺
産
地
域

に
つ
い
て
も
、「
世
界
遺
産
地
域
管
理
計

画
」
に
基
づ
く
「
適
正
な
利
用
」
を
踏
ま

え
た
観
光
計
画
の
策
定
が
求
め
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
保
護
と
利
用
が

個
別
に
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
否
め
ず
、

そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
踏
ま
え
た
計
画
策
定
と

地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
こ
そ
が
「
観

光
計
画
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
（
図
７
）。

当
財
団
と
し
て
は
、
観
光
資
源
の
評
価
、

そ
し
て
観
光
資
源
の
保
存
と
活
用
に
関

す
る
知
見
を
生
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
「
観

光
計
画
」
の
あ
り
方
を
始
め
と
す
る
各
種

「
観
光
研
究
」
を
進
め
て
参
り
た
い
。

（
う
め
か
わ　

と
も
や
）

（
注
１
）国
土
を一定
の
ル
ー
ル
に
従
って
隙
間
な
く
網
の
目

（
メ
ッ
シ
ュ
）の
区
域
に
分
割
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
区

域
毎
に
デ
ー
タ
を
集
め
て
数
値
化
し
、地
域
解

析
を
行
う
分
析
手
法
。近
年
で
は「
地
域
メッ
シ

ュ
統
計
」と
言
わ
れ
、総
務
省
統
計
局
を
は
じ

め
と
す
る
国
の
行
政
機
関
に
よ
っ
て「
標
準
地

域
メッ
シュ
」が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

（
注
２
）Ｏ
︱O

rigin

（
出
発
地
）、Ｄ
︱D

estination

（
目

的
地
）

［
参
考
文
献
］

・
鈴
木
忠
義
、原
重一「
観
光
旅
行
と
観
光
資
源
」一九
九
九
、

写
真
集﹃
美
し
き
日
本
﹄（
財
）日
本
交
通
公
社

・
梅
川
智
也「「
評
価
元
年
」︱
観
光
地
の
評
価・格
付

け
は
定
着
す
る
か
／
座
談
会
を
終
え
て
」一九
九
九
、

﹃
観
光
文
化
１
３
６
号
﹄（
財
）日
本
交
通
公
社

・
梅
川
智
也「
環
境
資
源
の
持
続
的
利
用
に
つ
い
て
︱

  

観
光
的
側
面
か
ら
」二
〇
〇
一、﹃
富
士
山
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
２
０
０
１
／
セ
ッ
シ
ョン
５
：
富
士
山
の
環
境
資
源

と
そ
の
活
用
﹄、山
梨
県
環
境
科
学
研
究
所

観光資源（カスケード山）をアイストップに（カナダ・バンフ）

図7「観光資源」をより魅力あるものとするための方策の例

保
護
・
保
存

利
用
・
活
用

ハード施策

ソフト施策

植栽等
周辺環境整備

園地化・見通し伐採

見せ方・演出工夫

防護柵設置

利用ルール

入場規制・制限 パンフレット

土地利用の見直し

協力金、財源づくり

交通体系の見直し 展望台設置

駐車場整備

ガイド

情報提供
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観
光
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
の

変
化

観
光
活
動
の
多
様
化

物
見
遊
山
の
周
遊
型
観
光
が
中
心
で

あ
っ
た
時
代
か
ら
、
現
在
は
「
見
る
」
だ

け
で
な
く
、「
体
験
す
る
」
こ
と
に
も
観

光
活
動
の
範
囲
は
広
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、直
感
的
に
認
識
で
き
る
「
感
性
」

的
側
面
だ
け
で
な
く
、
そ
の
背
景
に
あ
る

歴
史
や
生
活
文
化
等
の
「
知
性
」
的
側

面
へ
と
興
味
関
心
が
広
が
っ
て
き
た
。

さ
ら
に
、
何
げ
な
い
日
常
の
営
み
や
街

並
み
、
独
自
の
風
景
が
織
り
成
す
地
域
の

歴
史
・
風
土
へ
の
注
目
も
高
ま
っ
て
い
る
。

テ
レ
ビ
の
高
画
質
化
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
技
術
の
進
展
に
よ
り
、
画
面
を
通
し
て

観
光
資
源
に
接
す
る
機
会
が
増
加
し
た

が
、
そ
の
反
面
、
実
際
に
そ
こ
に
「
居
る

こ
と
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
体
験
が
重
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
観
光
資
源
の
「
周

囲
の
雰
囲
気
や
環
境
」
が
重
要
な
要
素
と

な
っ
て
い
る
。

海
外
旅
行
経
験
率
の
上
昇

日
本
人
の
海
外
旅
行
の
経
験
率
が
上

昇
し
、
海
外
の
観
光
資
源
に
触
れ
た
人
が

増
加
し
た
。
そ
の
た
め
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
海
外
の
観
光
資
源
に
触
れ
た
旅
行

者
は
、
国
内
の
観
光
資
源
に
対
す
る
評

価
も
よ
り
厳
し
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、

日
本
の
文
化
、
生
活
感
と
い
っ
た
日
本
人

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
日
本
ら

し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
観
光
資
源
を
重
視

す
る
意
識
が
高
ま
っ
て
い
る
。

外
国
人
旅
行
者
数
の
増
加

二
〇
〇
三
年
（
平
成
十
五
年
）
に
観

光
立
国
を
標

ひ
ょ
う

榜ぼ
う

し
て
以
降
、
二
〇
一
三

年
（
平
成
二
十
五
年
）
に
初
め
て
一
千
万

人
を
超
え
る
等
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者

数
は
大
き
く
拡
大
し
た
。
ま
た
ア
ジ
ア
圏

を
中
心
に
リ
ピ
ー
タ
ー
率
が
増
加
す
る
に

つ
れ
て
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
た
。
こ
う
し

た
訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
数
や
ニ
ー
ズ
は
、

二
〇
二
〇
年
（
平
成
三
十
二
年
）
の
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催

に
向
け
て
、
さ
ら
に
大
き
く
変
化
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
日
本
の
誇
る
べ
き
文
化
と

し
て
ど
の
よ
う
な
観
光
資
源
を
紹
介
す
る

べ
き
か
と
い
っ
た
、
国
際
的
な
視
野
も
よ

り
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

既
存
研
究
か
ら
の
変
更
点

評
価
対
象
と
す
る
観
光
活
動
の
拡
充

観
光
活
動
の
多
様
化
を
受
け
、「
見
る

こ
と
」
に
加
え
、「
居
る
こ
と
」「
体
験
す

る
こ
と
」
も
評
価
対
象
と
し
た
。

そ
の
場
に
立
っ
て
、
周
囲
の
雰
囲
気
に

感
じ
入
る
こ
と
も
代
表
的
な
観
光
行
為

調
査
研
究
専
門
機
関
と
し
て
五
〇
周

年
を
迎
え
る
こ
と
を
契
機
と
し
、
当
財

団
が
長
年
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
き
た

「
全
国
観
光
資
源
台
帳
（
一
九
七
四
年
・

一
九
九
九
年
）」
の
趣
旨
を
継
承
し
つ
つ
、

今
日
の
観
光
動
向
お
よ
び
観
光
活
動
の
変

化
を
勘
案
し
た
「
評
価
の
枠
組
み
の
再
構

築
」と「
観
光
資
源
の
再
評
価
」を
行
っ
た
。

“
今
日
的
”の
意
味
合
い

「
全
国
観
光
資
源
台
帳
」
が
作
成
さ
れ

た
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
観
光
を

取
り
巻
く
社
会
環
境
の
変
化
を
概
観
し
、

評
価
の
枠
組
み
を
再
構
築
す
る
に
あ
た

り
、
次
の
よ
う
な
点
に
着
目
し
た
。

20

五
木
田  

玲
子

中
野  

文
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観
光
資
源
の

今
日
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価
値
基
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の
研
究

公
益
財
団
法
人
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通
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部
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光
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特集 3 観光資源の今日的価値基準の研究

で
あ
り
、
独
自
の
風
景
が
織
り
な
す
地
域

の
歴
史
・
風
土
を
感
じ
る
こ
と
は
、
今
日

的
な
観
光
を
考
え
る
上
で
は
非
常
に
重
要

な
視
点
で
あ
る
。

観
光
資
源
種
別
の
拡
充
・
統
廃
合

観
光
活
動
の
多
様
化
に
伴
い
、
評
価

対
象
と
す
る
観
光
資
源
種
別
に
「
テ
ー
マ

公
園
・
テ
ー
マ
施
設
」「
温
泉
」「
食
」「
芸

能
・
興
行
・
イ
ベ
ン
ト
」
を
加
え
た
。

「
テ
ー
マ
公
園
・
テ
ー
マ
施
設
」
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
人
の
手
で
作
り
出
せ

る
も
の
で
あ
る
と
し
て
評
価
対
象
と
し
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
開
業
か
ら
一
定

程
度
の
年
数
が
経
過
し
て
い
る
も
の
、
普

遍
的
ま
た
は
特
徴
的
な
テ
ー
マ
性
を
有
し
、

そ
れ
ら
が
統
一
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も

の
、
そ
れ
を
深
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
評
価
対
象
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

「
温
泉
」「
食
」
は
、
こ
れ
ま
で
は
「
見

る
」
観
光
資
源
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
評
価
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、「
入
浴
す
る
」「
食
べ
る
」
な
ど
の

体
験
は
、
そ
の
場
所
で
し
か
果
た
す
こ
と

の
で
き
な
い
、
地
域
性
に
触
れ
る
観
光
行

為
で
あ
り
、「
温
泉
」「
食
」
は
誘
引
力
を

発
揮
す
る
観
光
資
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

評
価
対
象
に
加
え
た
。

伝
統
芸
能
や
ス
ポ
ー
ツ
、
イ
ベ
ン
ト
な

ど
も
感
動
の
源
泉
と
な
り
う
る
観
光
資

源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
芸
能
・
興
行
・

イ
ベ
ン
ト
」
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
た
だ

し
、
内
容
だ
け
で
な
く
場
所
の
必
然
性
も

重
視
し
、
場
所
と
演
目
と
を
合
わ
せ
た
資

源
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
評
価
対
象

と
し
て
い
る
（
例
：
○
○
（
場
所
）
で
上

演
さ
れ
る
△
△
（
演
目
））。

こ
れ
ま
で
の「
歴
史
景
観
」「
地
域
景
観
」

の
区
分
は
、
歴
史
的
街
並
み
や
現
代
都
市

な
ど
か
ら
な
る
「
集
落
・
街
」
と
、
地
域

風
土
が
織
り
な
す
人
と
の
営
み
が
う
か
が

え
る
「
郷
土
景
観
」
に
整
理
し
た
。

「
集
落
・
街
」
は
、
日
本
ら
し
さ
や
地

域
の
特
色
を
表
し
て
い
る
現
代
都
市
を
中

心
に
評
価
対
象
資
源
を
拡
充
し
た
。

「
郷
土
景
観
」
に
つ
い
て
は
、
人
が
織

り
な
す
風
景
や
そ
の
土
地
の
産
業
景
観
な

ど
を
中
心
と
し
て
、
評
価
対
象
資
源
を
大

幅
に
拡
充
し
て
い
る
。

「
神
社
・
寺
院
・
教
会
」
は
、
そ
の
範

囲
を
再
整
理
し
た
。
既
存
研
究
で
は
、
社

寺
の
庭
園
は
社
寺
と
切
り
離
し
て
庭
園
・

公
園
と
し
て
評
価
し
て
い
た
が
、
社
寺
は
、

仏
像
、
建
物
、
庭
園
、
植
物
な
ど
の
要

素
の
複
合
物
で
あ
り
、
一
体
的
な
空
間
と

し
て
人
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

社
寺
に
含
め
て
評
価
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
同
様
の
考
え
か
ら
、
塔
頭
も
本
坊

に
含
め
て
評
価
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ

に
伴
い
、「
庭
園
・
公
園
」
の
範
囲
に
つ

い
て
も
再
整
理
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
「
高
原
」「
湿
原
」「
原
野
」、

「
河
川
」「
渓
谷
」、「
海
岸
」「
岬
」
に
つ

い
て
は
、
資
源
の
特
徴
や
評
価
の
視
点
に

共
通
点
が
多
か
っ
た
た
め
、「
高
原
・
湿

原
・
原
野
」、「
河
川
・
渓
谷
」、「
海
岸
・
岬
」

と
し
て
統
合
し
た
。

「
島
」
に
つ
い
て
は
、
観
光
地
と
し
て

の
評
価
に
な
っ
て
い
た
た
め
種
別
を
廃
止

し
、
島
内
に
あ
る
個
別
資
源
を
評
価
対

象
と
し
た
。

評
価
の
視
点
の
拡
充

既
存
研
究
の
観
光
資
源
評
価
の
視
点

は
、「
美
し
さ
」「
大
き
さ
」「
静
け
さ
」「
古

さ
」「
珍
し
さ
」「
地
方
色
」
の
六
つ
で
あ

っ
た
が
、
観
光
活
動
の
多
様
化
や
観
光

市
場
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、「
日
本

ら
し
さ
」「
住
民
と
の
つ
な
が
り
の
深
さ
」

を
加
え
た
八
つ
と
し
た
。
い
ず
れ
も
、
直

感
的
に
認
識
で
き
る
「
感
性
的
側
面
」
と
、

知
識
や
丁
寧
な
解
説
な
ど
か
ら
認
識
で

き
る
「
知
性
的
側
面
」
の
両
側
面
を
意
識

し
て
い
る
。

観
光
資
源
評
価
の
枠
組
み

こ
う
し
た
今
日
的
価
値
基
準
の
着
眼
点

を
基
に
、
観
光
資
源
の
考
え
方
、
観
光
資

源
ラ
ン
ク
、
観
光
資
源
種
別
、
評
価
の
視

点
と
い
っ
た
観
光
資
源
評
価
の
枠
組
み
を

再
構
築
し
た
。

観
光
資
源
の
考
え
方

観
光
資
源
、
観
光
活
動
、
魅
力
あ
る

観
光
資
源
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
既
存
研

究
を
継
承
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
定
義
づ

け
を
行
っ
た
。
ま
た
、
評
価
対
象
と
し
た

観
光
資
源
に
つ
い
て
も
明
文
化
し
た
。

【
観
光
資
源
の
定
義
】

観
光
資
源
と
は
、
人
々
の
観
光
活

動
の
た
め
に
利
用
可
能
な
も
の
で
あ
り
、

観
光
活
動
が
も
た
ら
す
感
動
の
源
泉

と
な
り
得
る
も
の
、
人
々
を
誘
引
す
る

源
泉
と
な
り
得
る
も
の
の
う
ち
、
観
光

活
動
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
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観
光
活
動
と
は
、見
る
こ
と
や
、そ
の

場
に
身
を
置
く
こ
と
、体
験
す
る
こ
と

に
よ
り
、感
性
や
知
性
を
通
し
て
観
光

資
源
の「
素
晴
ら
し
さ
」
を
感
じ
る
こ

と
で
、人
生
が
豊
か
な
も
の
に
な
り
、人

間
的
な
成
長
を
促
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。

魅
力
あ
る
観
光
資
源
と
は
、
自
然

や
人
間
が
長
い
時
間
を
か
け
て
創
り
出

し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
お
金
や
技

術
で
容
易
に
は
創
り
出
す
こ
と
が
で
き

な
い
「
固
有
性
」
や
「
土
着
性
」、「
独

自
性
」
を
持
ち
、
他
に
「
代
替
」
が
き

か
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
資
源
が
本

来
有
し
て
い
る
魅
力
に
加
え
、
そ
の
整

備
状
況
も
評
価
の
対
象
と
し
、
資
源
の

現
在
の
あ
り
様
を
評
価
対
象
と
す
る
。

た
だ
し
、
ア
ク
セ
ス
の
容
易
さ
の
よ
う

に
、
資
源
の
あ
り
様
と
関
係
の
薄
い
要

因
に
よ
っ
て
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る

こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
観
光
資
源
の
魅

力
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

【
評
価
対
象
と
し
た
観
光
資
源
】

・
観
光
資
源
の
定
義
を
満
た
す
も
の
で
、

ス
ポ
ー
ツ
の
よ
う
に
特
別
な
技
能
を
要

さ
な
い
、
ご
く
一
般
的
な
利
用
方
法
に

よ
っ
て
認
識
で
き
る
部
分
を
評
価
対
象

と
す
る
。

・
観
光
地
は
複
数
種
類
の
観
光
資
源
や

観
光
施
設
が
集
積
し
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。
今
回
の
評
価
対
象
と
し
て
取
り
上

げ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
個
々
の
観
光
資

源
で
あ
り
、
観
光
地
は
評
価
対
象
と

は
な
ら
な
い
。

・
視
点
場
は
評
価
対
象
と
な
ら
な
い
。
感

動
の
源
泉
と
な
り
人
々
を
誘
引
す
る
源

泉
と
な
る
の
は
、
視
対
象
で
あ
る
た
め

で
あ
る
。

・
一
時
期
の
社
会
的
流
行
や
風
潮
に
よ
ら

ず
、
資
源
が
本
来
有
し
て
い
る
魅
力
を

評
価
す
る
た
め
、
社
会
的
に
評
価
が

定
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
資
源
を

評
価
対
象
と
し
、
観
光
対
象
と
な
っ
て

か
ら
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
20
～
30

年
程
度
が
経
過
し
た
も
の
を
中
心
に

評
価
を
行
う
。

観
光
資
源
ラ
ン
ク

日
本
の
各
地
に
立
地
す
る
数
多
く
の

観
光
資
源
の
中
か
ら
、
と
り
わ
け
魅
力
が

あ
る
も
の
を
選
定
す
る
た
め
、
以
下
の
２

つ
の
ラ
ン
ク
を
設
け
た
︵
表
１
︶。

観
光
資
源
種
別

観
光
資
源
は
、「
自
然
資
源
」
と
「
人

文
資
源
」
の
二
つ
に
大
き
く
区
分
し
、
そ

れ
ぞ
れ
十
種
類
、
十
四
種
類
、
計
二
十
四

種
類
に
分
類
し
た
︵
表
２
︶。

評
価
の
視
点

「
美
し
さ
」「
大
き
さ
」「
古
さ
」「
珍
し

さ
」「
静
け
さ
」「
日
本
ら
し
さ
」「
地
方

ら
し
さ
」「
住
民
と
の
つ
な
が
り
の
深
さ
」

の
八
つ
を
評
価
の
視
点
と
し
た
︵
表
３
︶。

ま
た
、
観
光
資
源
種
別
ご
と
の
特
徴

を
踏
ま
え
た
個
別
の
評
価
の
視
点
も
設

定
し
て
お
り
、
参
考
と
し
て
表
６
に
掲
載

し
た
。観

光
資
源
の
評
価

前
述
の
枠
組
み
を
用
い
、
観
光
資
源
の

再
評
価
を
行
っ
た
。
評
価
方
法
と
評
価
結

果
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

評
価
方
法

長
年
に
わ
た
っ
て
観
光
の
現
場
を
見

続
け
て
き
た
観
光
研
究
者
や
観
光
実
務

の
専
門
家
な
ど
有
識
者
七
名
に
よ
る
「
観

光
資
源
評
価
委
員
会
」
を
設
置
し
、
評

価
の
枠
組
み
の
構
築
と
評
価
を
行
っ
た

︵
表
４
︶。

ま
た
、
研
究
の
過
程
で
は
、
日
本
の
自

22

表2 観光資源の種別

11  史跡
12  神社・寺院・教会
13  城跡・城郭・宮殿
14  集落・街
15  郷土景観

16  庭園・公園
17  建造物
18  年中行事
19  動植物園・水族館
20  博物館・美術館

21  テーマ公園・テーマ施設
22  温泉
23  食
24  芸能・興行・イベント

01  山岳
02  高原・湿原・原野
03  湖沼
04  河川・峡谷
05  滝

06  海岸・岬
07  岩石・洞窟
08  動物
09  植物
10  自然現象

自然資源（10種別） 人文資源（14種別）

表1 観光資源ランクの定義

わが国を代表する資源であり、世界にも誇示しうるもの。日本人の誇り、日本のアイデンティティを強く示すもの。人生のうちで一度は訪れたいもの。

特A級に準じ、わが国を代表する資源であり、日本人の誇り、日本のアイデンティティを示すもの。人生のうちで一度は訪れたいもの。

定義資源ランク

特A級

A級

自然資源 人文資源 合計

特A級 15 40 55

A級 143 253 396

合計 158 293 451
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23 特集◉観光資源評価研究　「美しき日本　旅の風光」
特集 3 観光資源の今日的価値基準の研究

然
や
文
化
、
観
光
へ
の
造
詣
が
深
い
国
内

外
の
有
識
者
を
専
門
委
員
と
し
て
迎
え
、

助
言
を
得
た
。

観
光
資
源
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
一

つ
一
つ
の
観
光
資
源
を
委
員
会
で
丁
寧
に

議
論
し
、
前
述
し
た
評
価
の
視
点
を
組
み

合
わ
せ
た
総
合
的
な
判
断
の
下
、
特
Ａ
級
、

Ａ
級
資
源
を
決
定
し
た
。

評
価
結
果

今
回
改
訂
し
た
「
全
国
観
光
資
源
台

帳
」
は
、
一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
年
）

の
資
源
台
帳
（
特
Ａ
級
、
Ａ
級
、
Ｂ
級
の

約
二
千
件
）
に
、
新
規
種
別
の
資
源
（
テ

ー
マ
公
園
・
テ
ー
マ
施
設
、
温
泉
、
食
、

芸
能
・
興
行
・
イ
ベ
ン
ト
）
を
中
心
に

評
価
委
員
会
委
員
や
専
門
委
員
か
ら
の

推
薦
、
各
種
文
献
等
か
ら
抽
出
し
た
約

三
千
五
百
件
を
加
え
、
合
計
約
五
千
五
百

件
と
な
っ
た
。

こ
の「
全
国
観
光
資
源
台
帳
」
か
ら
、

特
Ａ
級
・
Ａ
級
資
源
と
し
て
、四
百
五
十
一

件
を
決
定
し
た
︵
表
７
参
照
︶。そ
の
内
訳

は
、自
然
資
源
で
は
、特
Ａ
級
十
五
件
、Ａ

級
百
四
十
三
件
、人
文
資
源
で
は
、特
Ａ

級
四
十
件
、
Ａ
級
二
百
五
十
三
件
で
あ
る
。

（
な
か
の  

ふ
み
ひ
こ
／
ご
き
た  

れ
い
こ
）

表5 観光資源種別ごとの特A級、A級観光資源数

表3 観光資源評価の視点

美しさ

大きさ

古さ

珍しさ

日本らしさ

地方らしさ

住民とのつながり
の深さ

静けさ

視覚的な美しさをもつ資源が評価される。
たとえば、鮮やかな色彩や洗練された造
形、繊細な細工、調和のとれた景観は美しさ
を感じさせる。美しさは総合評価の性格も
有し、雄大さ（山岳など）や季節感（植物な
ど）、日本らしさ（年中行事）などと結びつくと
評価が高まる

視覚的な大きさ、雄大さ、迫力をもつ資源が
評価される。また、山岳の形成史（造山運動）
など、視覚的にとらえられなくても背景のテー
マに物理的な大きさがあれば評価が高まる

資源の形成された年代が古い資源が評価
される。また、古いだけではなく、日本の歴史
や地域の歴史、伝統にとって重要なものは
評価が高まる

希少性をもつ資源が評価される。解説によ
って理解が増大する珍しさが一般的だが、
視覚的にもその珍しさが理解できるものは
評価が高まる

日本の自然や歴史、文化、日本人の心情が反
映され、継承されてきた資源が評価される

地方独自の自然や歴史や文化、風土を感じ
させ継承されてきた資源が評価される

今なお住民の生活に組み込まれていたり、誇
りに思われているなど、地域住民のアイデンテ
ィティの一部となっているものが評価される

資源と対峙するときに、資源の存在を強調
（神秘性や荘厳さ）するような静かな環境
や雰囲気をもつ資源が評価される。一方で、
観光資源の種類によっては、賑わいや猥雑
さが評価を高める場合もある

自然資源
01
山岳

02
高原・湿
原・原野

03
湖沼

04
河川・
峡谷

05
滝

06
海岸・岬

07
岩石・
洞窟

08
動物

09
植物

10
自然現象 合計

特A級 5 1 1 2  3   3  15

A級 32 13 13 18 5 22 6 11 14 9 143

合計 37 14 14 20 5 25 6 11 17 9 158

人文資源
11
史跡

12
神社・寺
院・教会

13
城跡・城
郭・宮殿

14
集落・街

15
郷土景観

16
庭園・
公園

17
建造物

18
年中行事

19
動植物園・
水族館

20
博物館・
美術館

21
テーマ公園・
テーマ施設

22
温泉

23
食

24
芸能・興行・
イベント

合計

特A級 1 13 4 3 2 1  5  4 1 2 2 2 40

A級 6 59 14 19 20 12 13 26 3 15 4 31 19 12 253

合計 7 72 18 22 22 13 13 31 3 19 5 33 21 14 293

表4 『観光資源評価委員会』構成員および専門委員

＜委員＞
梅川 智也 公益財団法人日本交通公社理事・観光政策研究部長
楓 　千里  株式会社JTBパブリッシング執行役員
志賀 典人 ＊委員長  公益財団法人日本交通公社会長
寺崎 竜雄  公益財団法人日本交通公社理事・観光文化研究部長
林 　　清  元・公益財団法人日本交通公社常務理事
日比野 健  株式会社ジェイティービー代表取締役専務
溝尾 良隆  公益財団法人日本交通公社理事（非常勤）／帝京大学教授

＜特別顧問＞
今井 久吾 元・公益財団法人日本交通公社会長
小林 　清 元・公益財団法人日本交通公社会長
新倉 武一 前・公益財団法人日本交通公社会長

家田 　仁 東京大学大学院教授
石川 理夫 日本温泉地域学会会長／温泉評論家
グラハム ミラー サリー大学教授
小磯 修二 北海道大学公共政策大学院特任教授
島田 崇志 京のまつり研究会代表
下地 芳郎 琉球大学教授
下村 彰男 東京大学大学院教授
白幡 洋三郎 国際日本文化研究センター名誉教授
進士 五十八 東京農業大学名誉教授・前東京農業大学学長
西村 幸夫 東京大学先端科学技術研究センター教授
根本 敏則 一橋大学大学院教授
橋爪 紳也 大阪府立大学21世紀科学研究機構教授・観光産業戦略研究所長
本保 芳明 元・観光庁長官／首都大学東京教授
安島 博幸 立教大学教授
安田 亘宏 西武文理大学教授

【『観光資源評価委員会』構成員】

【専門委員】

役職名は2014年4月1日時点のもの（五十音順・敬称略）
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なものは、評価が高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国または
その土地の自然や歴史、文化に由来すること
がらが顕著にみられ、深く感じることができ
るものは、評価が高い。
◦保存状態：城跡・城郭の築城技術に独自性
が高いものは、評価が高い。その資源が状
態良く保存・復元され、真正性の良いものは、
評価が高い。

14．集落・街
【定義】
・農山漁村や歴史的街並み、繁華街、商店街な
どにより、その土地の自然や歴史、文化を表
す特徴的な集落・街区を構成している地区

◦容姿：面的または線的な広がりを持ち、各要
素が調和して一体感のあるものは、評価が
高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国もしく
はその土地の自然や歴史、文化に由来するこ
とがらが顕著にみられ、深く感じることがで
きるものは、評価が高い。
◦保存状態：その土地の歴史や文化を知るこ
とのできる資源が、状態良く保存されている
ものは、評価が高い。
◦人の織りなす雰囲気：静けさ、賑やかさなど、
人が織りなす雰囲気があると、評価が高い。

15．郷土景観
【定義】
◦その土地の産業、生業や風習、人の織りなす
風景など、その土地の自然環境や歴史、文化
を表す特徴的な景観を構成している地区

◦容姿：面的または線的な広がりを持ち、各要
素が調和して一体的なテーマを構成してい
るものは、評価が高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国もしく
はその土地の自然や歴史、文化に由来するこ
とがらが顕著にみられ、深く感じることがで
きるものは、評価が高い。
◦地域とのつながり：その土地の歴史や文化
を知ることのできる資源が、状態良く保存さ
れているものは、評価が高い。

16．庭園・公園
【定義】
◦鑑賞や散策などのために作庭および造成さ
れた庭園・公園。社寺、城郭等に含まれるも
の、自然公園は対象外。体験要素の強い公
園は「テーマ公園」に区分

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、大き
く迫力のあるものは評価が高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国もしく
はその土地の自然や歴史、文化に由来するこ
とがらが顕著にみられ、深く感じることがで
きるものは、評価が高い。

17．建造物
【定義】
◦建物、橋、塔などの建築物や構築物（社寺、

城郭に含まれるものを除く）。複数の建造物
が集積しているものは、「集落・街」または「郷
土景観」に区分

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高
い。雰囲気やたたずまいの優れているもの
は、評価が高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国もしく
はその土地の自然や歴史、文化に由来するこ
とがらが顕著にみられ、深く感じることがで
きるものは、評価が高い。

18．年中行事
【定義】
◦社寺や市町村あるいは各種団体が開催日を
決めて定例的に催す祭りや伝統行事

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、大き
く迫力のあるもの、特徴的なものは評価が
高い
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国または
その土地の自然環境や地域文化に由来する
ことがらが顕著にみられ、深く感じることが
できるものは、評価が高い。地域住民の生
活と深く結び付いているものは評価が高い。

19．動植物園・水族館
【定義】
◦動植物を収集、飼育、展示する施設

◦展示物の容姿：展示している動植物または
その群れの姿・形が美しいもの、雄大なもの、
大きく迫力のあるものは評価が高い。
◦展示方法：動植物の生態や生息・生育環境を
深く感じることができるものは、評価が高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国または
その土地の自然環境や歴史、文化に由来す
ることがらが顕著にみられ、深く感じること
ができるものは、評価が高い。

20．博物館・美術館
【定義】
◦歴史的資料・科学的資料や芸術作品（絵画、
彫刻、工芸品等）を収集、保存、展示する施
設。および歴史的事象などの記録、保存等
のために作られた園地

◦展示物の容姿：展示品の姿・形が美しいも
の、大きく迫力のあるもの、規模が大きいも
のは、評価が高い。
◦展示方法：展示品のテーマや意義などを深
く感じることができるものは、評価が高い。
◦展示物の価値：展示品の歴史的、文化的価
値が高いもの、著名な作者によるものは、評
価が高い。
◦展示施設：施設そのものや付随する建造物
の歴史的・文化的価値が高いものは、評価
が高い。

21．テーマ公園・テーマ施設
【定義】
◦特徴的な概念（テーマ）を表現し、それを体

験するために造られた園地や施設

◦施設：その資源の規模が大きいもの、多様な
施設を有するものは評価が高い。その資源
の歴史的・文化的価値が高いものは、評価
が高い。
◦施設テーマ：そのテーマが普遍的または特
徴的なものであり、それらが統一的に表現さ
れていること、それを深く感じることができる
ものは評価が高い。
◦地域とのつながり：その土地の自然環境や地
域文化に由来することがらが顕著にみられ、
深く感じることができるものは、評価が高い。

22．温泉
【定義】
◦温泉湧出現象、源泉の活用（入浴）法と施設、
温泉文化、情緒を表す温泉場の環境

◦湧出現象、お湯そのもの：泉質や湯量、色、
温度などお湯そのものに特色のあるものは、
評価が高い。
◦浴場・建物：浴場や建物が優れているもの
は、評価が高い。
◦入浴環境（眺望など）：浴場からの眺望など
入浴環境が優れているものは、評価が高い。
◦温泉文化：わが国またはその土地の温泉文
化（入浴方法、飲泉方法、利用方法、歴史的
背景等）や自然、歴史に由来することがらが
顕著にみられ、深く感じることができるもの
は、評価が高い。
◦街並み：温泉街が整っているもの、特徴的な
ものは、評価が高い。

23．食
【定義】
◦その土地の自然や歴史、文化を表す特徴的
な食事や食文化、食事環境

◦地域とのつながり：食事や食文化として、そ
の土地の自然や歴史、文化に由来することが
らが顕著にみられ、深く感じることができる
ものは、評価が高い。
◦人の織りなす雰囲気：食事環境として、賑や
かさ、猥雑さ、祝祭性など、人が織りなす雰
囲気があると、評価が高い。

24．芸能・興行・イベント
【定義】
◦地域の歴史、文化を表す興行や芸能、イベ
ント

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、大き
く迫力のあるもの、特徴的なものは評価が
高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国もしく
はその土地の地域文化に由来することがら
が顕著にみられ、深く感じることができるも
のは、評価が高い。その興行・芸能とつなが
りの深い場所で上演されているものは、評
価が高い。
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25 特集◉観光資源評価研究　「美しき日本　旅の風光」
特集 3 観光資源の今日的価値基準の研究

01．山岳
【定義】
◦2万5千分の1の地形図に山岳として名称が
記載されているもの。山頂、山腹、山麓・裾野
を含めた範囲

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い
（遠景から認識できる特徴ある山容等）。
◦林内景観：山岳が有する自然（高原、湿原、
湖沼、滝等）を含め、山岳に踏み入る（登る、
眺める、浸る）ことによって、特徴的な四季の
変化（高原植物等の群落、紅葉等）を見るこ
とができる等、総合的な魅力があるものは、
評価が高い。
◦眺望：山頂または登山道からの眺望が特に
美しいもの、雄大なもの、特徴的な魅力があ
るものは評価が高い。
◦地域とのつながり：その土地の自然環境や地
域文化に由来することがらが顕著にみられ、
深く感じることができるものは、評価が高い。

02．高原・湿原・原野
【定義】
◦2万5千分の1の地形図に、名称が記載され
ている高原、原野。またはこれに類するもの
と、沼沢以外の湿原

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
◦動植物：特徴的な植物や珍しい動物などが、
集積または高頻度で観察できるものは評価
が高い。
◦地域とのつながり：その土地の自然環境（動
植物、鳥類の生態等）や地域文化に由来す
ることがらが顕著にみられ、深く感じること
ができるものは、評価が高い。

03．湖沼
【定義】
◦2万5千分の1の地形図に湖沼として名称が記
載されているもの。またはそれに類するもの。
自然地形を活かして造成されたダム湖も含む

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
◦地域とのつながり：その土地の自然環境や地
域文化に由来することがらが顕著にみられ、
深く感じることができるものは、評価が高い。

4．河川・峡谷
【定義】
◦河川風景（河川＋周辺）および一般的に○○
峡、○○峡谷、○○谷と呼ばれるもの。同一
河川であっても、上流と中流・下流で、それぞ
れ観光的に異なる魅力がある場合は別資源

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
水質が良好なものは評価が高い。
◦周辺環境：植生、地形などの周辺環境に特
色のあるものは評価が高い。

◦地域とのつながり：その土地の自然環境や地
域文化に由来することがらが顕著にみられ、
深く感じることができるものは、評価が高い。

05．滝
【定義】
◦2万5千分の1の地形図に滝もしくは諸瀑とし
て名称が記載されているもの

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
◦地域とのつながり：その土地の自然環境や
地域文化を深く感じることができるものは、
評価が高い。

06．海岸・岬
【定義】
◦砂浜、砂丘、砂州、岩礁、断崖などによって構
成される海岸風景（後背地も含める）。およ
び容易に見ることができる海中景観

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
◦動植物：特徴的な植物や珍しい動物などが、
集積または高頻度で観察できるものは評価
が高い。
◦地域とのつながり：その土地の自然環境や地
域文化に由来することがらが顕著にみられ、
深く感じることができるものは、評価が高い。

07．岩石・洞窟
【定義】
◦岩柱、洞窟、洞穴、岩門、鍾乳洞、溶岩流、溶
岩原、賽の河原、断崖、岸壁、岩礁、海蝕崖、
海蝕洞などの地質および地形上の興味対象

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
◦地球活動のダイナミズム：造山運動の大き
さや時間経過の長さを深く感じることがで
きるものは評価が高い。
◦地域とのつながり：その土地の自然環境や地
域文化に由来することがらが顕著にみられ、
深く感じることができるものは、評価が高い。

08．動物
【定義】
◦動物、およびその生息地。生息地が定まら
ないもの、見ることが偶然性に左右されるも
の、動物園などで活動範囲を限定して保護・
飼育されているものは対象外

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
◦集積度：面的な広がりがあるもの、密集して
いるものは評価が高い。
◦地域とのつながり：その土地の自然環境（生
息環境等）や地域文化に由来することがら
が顕著にみられ、深く感じることができるも
のは、評価が高い。

09．植物
【定義】
・森林や樹木や並木、植物や植物群落

・容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
・集積度：面的、または線的に密集しているも
のは評価が高い。
・地域とのつながり：その土地の自然（生育環
境等）や地域文化を深く感じることができる
ものは、評価が高い。

10．自然現象
【定義】
・火山現象（噴火・泥火山現象、地獄現象な
ど）、潮流現象（渦流、潮流など）、気象現象
（樹氷、霧氷、流氷など）などの自然現象

・容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
・集積度：面的な広がりがあるもの、密集して
いるものは評価が高い。
・地域とのつながり：その土地の自然（生息・
生育環境等）や地域文化に由来することが
らが顕著にみられ、深く感じることができる
ものは、評価が高い。

11．史跡
【定義】
・生活、祭、信仰、政治、教育学芸、社会事業、
産業土木などに関する遺跡（城跡は除く）。
当時の建造物が残っており、建造物として利
用されているものは「建造物」に区分

・容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大
なもの、大きく迫力のあるものは評価が高い。
・日本らしさ、地域とのつながり：わが国または
その土地の自然や歴史、文化に由来すること
がらが顕著にみられ、深く感じることができ
るものは、評価が高い。

12．神社・寺院・教会
【定義】
◦由緒ある社寺等、建築的に優れた社寺等、
文化財を所蔵もしくは付帯する社寺等、境内
（庭園を含む）が優れている社寺等

◦容姿：その資源または付随する庭園や文化
財などの姿・形が美しいもの、雄大なものは
評価が高い。雰囲気やたたずまいの優れて
いるものは、評価が高い。
◦日本らしさ、地域とのつながり：わが国やわ
が国の宗教の成り立ち、地域文化に由来す
ることがらが顕著にみられ、深く感じること
ができるものは、評価が高い。

13．城跡・城郭・宮殿
【定義】
◦近世に至る軍事や行政府等の目的で建造さ
れた城跡・城郭・宮殿（庭園を含む）

◦容姿：その資源の姿・形が美しいもの、雄大

表6 観光資源種別の定義および個別の評価の視点
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01
山岳

特A級

大雪山 北海道
立山 富山
富士山 山梨・静岡
穂高岳 長野・岐阜
阿蘇山 熊本

A級

利尻山 北海道
羊蹄山 北海道
駒ヶ岳 北海道
十勝岳連山 北海道
斜里岳 北海道
岩木山 青森
八甲田山 青森
岩手山 岩手
鳥海山 山形・秋田
月山 山形
飯豊山 福島・他
男体山 栃木
谷川岳 群馬・新潟
妙高山 新潟
剱岳 富山
薬師岳 富山
白山 石川・岐阜
白峰三山 山梨
甲斐駒ヶ岳 山梨・長野
仙丈ヶ岳 山梨・長野
浅間山 長野・群馬
白馬三山 長野・富山
八ヶ岳 長野・山梨
常念岳 長野
木曽駒ヶ岳・宝剣岳 長野
槍ヶ岳 長野・岐阜
乗鞍岳 長野・岐阜
御嶽山 長野・岐阜
赤石岳 長野・静岡
大山 鳥取
宮之浦岳 鹿児島
桜島 鹿児島

02
高原・
湿原・
原野

特A級 尾瀬ヶ原 群馬・福島

A級

サロベツ原野 北海道
釧路湿原 北海道
霧多布湿原 北海道
雨竜沼湿原 北海道
八幡平 岩手
雄国沼湿原 福島
戦場ヶ原 栃木
鬼怒沼湿原 栃木
苗場山頂周辺の湿原 新潟・長野
雲ノ平 富山
大台ヶ原山 三重・奈良
草千里 熊本
久住高原・飯田高原 大分

03
湖沼

特A級 十和田湖 青森・秋田

A級

摩周湖 北海道
屈斜路湖 北海道
支笏湖 北海道
洞爺湖 北海道
大沼 北海道
阿寒湖沼群 北海道
知床五湖 北海道

裏磐梯湖沼群 福島
中禅寺湖 栃木
芦ノ湖 神奈川
三方五湖 福井
富士五湖 山梨
琵琶湖 滋賀

04
河川・
峡谷

特A級
奥入瀬渓流 青森
黒部峡谷 富山

A級

層雲峡 北海道
天塩川 北海道
石狩川 北海道
北上川 岩手
鳴子峡 宮城
最上川 山形
阿賀野川 新潟
西沢渓谷 山梨
昇仙峡 山梨
大杉谷 三重
瀞峡 和歌山
三段峡 広島
仁淀川 愛媛・高知
四万十川 高知
菊池渓谷 熊本
耶馬渓 大分
高千穂峡 宮崎
浦内川 沖縄

05
滝 A級

三条ノ滝 福島・新潟
袋田の滝 茨城
華厳滝 栃木
称名滝 富山
那智滝 和歌山

06
海岸・岬

特A級
北山崎 岩手
瀬戸内海の多島景観 広島・他
慶良間諸島の海岸 沖縄

A級

知床半島の海岸 北海道
仏ヶ浦 青森
浄土ヶ浜 岩手
松島 宮城
南島 東京
英虞湾 三重
天橋立 京都
鳥取砂丘 鳥取
国賀海岸 島根
足摺岬 高知
九十九島 長崎
大瀬崎断崖 長崎
浅茅湾 長崎
大金久海岸・百合ケ浜 鹿児島
はての浜 沖縄
川平湾 沖縄
与那覇前浜 沖縄
東平安名岬 沖縄
波照間島の海岸 沖縄
伊平屋島・伊是名島
の海岸（野甫米岬・二
見ヶ浦)

沖縄

沖縄本島中部から北
部にかけた西側の砂
浜群

沖縄

新城島の海岸 沖縄

07
岩石・
洞窟

A級

龍泉洞 岩手
鬼押出 群馬
三原山溶岩群 東京
秋芳洞・秋吉台 山口
普賢岳溶岩流 長崎
玉泉洞 沖縄

08
動物 A級

釧路湿原の
タンチョウヅル 北海道

蕪島のウミネコ 青森
小笠原のクジラ 東京
御蔵島のイルカ 東京
佐渡のトキ 新潟
立山のライチョウ 富山
地獄谷野猿公苑のサル 長野
豊岡のコウノトリ 兵庫
奈良のシカ 奈良
出水のツル 鹿児島
永田いなか浜の
ウミガメ 鹿児島

09
植物

特A級
日光杉並木 栃木
吉野山のサクラ 奈良
屋久島の森 鹿児島

A級

礼文島の
高山植物群落 北海道

弘前城のサクラ 青森
白神山地のブナ原生林 青森・秋田
北上市立公園展勝地
のサクラ 岩手

三春滝ザクラ 福島
千鳥ヶ淵・牛ヶ淵の
サクラ 東京

青木ヶ原の樹海 山梨
霧ヶ峰の
ニッコウキスゲ 長野

高遠のサクラ 長野
御室のサクラ 京都
大船山の
ミヤマキリシマ 大分

霧島のミヤマキリシマ 鹿児島・宮崎
仲間川流域の
植物群落 沖縄

やんばるの植物群落 沖縄

10
自然現象 A級

オホーツク海沿岸の
流氷 北海道

八甲田山の樹氷 青森
蔵王の樹氷 山形・宮城
雲竜渓谷の氷瀑 栃木
富山湾の蜃気楼 富山
竹田城の雲海 兵庫
鳴門の渦潮 徳島・兵庫
肱川あらし

（肱川の朝霧、雲海） 愛媛

八重干瀬 沖縄

11
史跡

特A級
百舌鳥・古市古墳群

（仁徳天皇陵、応神天
皇陵）

大阪

A級

三内丸山遺跡 青森
一乗谷朝倉氏遺跡 福井
平城宮跡 奈良
吉野ヶ里遺跡 佐賀
臼杵石仏 大分
西都原古墳群 宮崎

表7　特A級・A級観光資源一覧（1）　種別01〜11
種別 評価 資源 都道府県 種別 評価 資源 都道府県 種別 評価 資源 都道府県
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12
神社・
寺院・
教会

特A級

中尊寺 岩手
東照宮 栃木
伊勢神宮（皇大神宮・
豊受大神宮） 三重

延暦寺 滋賀
清水寺 京都
鹿苑寺（金閣寺） 京都
平等院 京都
東大寺 奈良
法隆寺 奈良
高野山 和歌山
熊野三山（熊野那智
大社・熊野速玉大社・
熊野本宮大社・青岸
渡寺・補陀洛山寺）

和歌山

出雲大社 島根
嚴島神社 広島

A級

毛越寺 岩手
瑞厳寺 宮城
立石寺（山寺） 山形
出羽三山神社 山形
鹿島神宮 茨城
輪王寺大猷院霊廟 栃木
成田山新勝寺 千葉
明治神宮 東京
浅草寺 東京
建長寺 神奈川
円覚寺 神奈川
高徳院（鎌倉大仏） 神奈川
鶴岡八幡宮 神奈川
弥彦神社 新潟
那谷寺 石川
永平寺 福井
久遠寺 山梨
善光寺 長野
諏訪大社 長野
熱田神宮 愛知
園城寺 滋賀
日吉大社 滋賀
大徳寺 京都
教王護国寺（東寺） 京都
真宗本廟（東本願寺） 京都
本願寺（西本願寺） 京都
蓮華王院（三十三間堂）京都
南禅寺 京都
東福寺 京都
鞍馬寺 京都
慈照寺（銀閣寺） 京都
平安神宮 京都
西芳寺（苔寺） 京都
龍安寺 京都
円通寺 京都
酬恩庵（一休寺） 京都
天龍寺 京都
醍醐寺 京都
妙心寺 京都
八坂神社 京都
浄瑠璃寺 京都
四天王寺 大阪
住吉大社 大阪

室生寺 奈良
春日大社 奈良
興福寺 奈良
薬師寺 奈良
唐招堤寺 奈良
長谷寺 奈良
三徳山三佛寺 鳥取
神魂神社 島根
吉備津神社 岡山
金刀比羅宮 香川
太宰府天満宮 福岡
祐徳稲荷神社 佐賀
大浦天主堂 長崎
長崎の教会群 長崎
宇佐神宮 大分
斎場御嶽 沖縄

13
城跡・
城郭・
宮殿

特A級

江戸城跡 東京
桂離宮 京都
京都御所 京都
姫路城 兵庫

A級

五稜郭 北海道
若松城（鶴ヶ城） 福島
丸岡城 福井
松本城 長野
名古屋城 愛知
彦根城 滋賀
二条城 京都
大阪城（大阪城公園） 大阪
松江城 島根
松山城 愛媛
高知城 高知
熊本城 熊本
首里城（首里城公園） 沖縄
今帰仁城 沖縄

14
集落・街

特A級
原宿 東京
白川郷合掌造り集落 岐阜
祇園界隈 京都

A級

函館市元町末広町の
街並み 北海道

角館武家屋敷 秋田
大内宿 福島
川越の街並み 埼玉
銀座通り 東京
五箇山合掌造り集落 富山
金沢のひがし茶屋街 石川
奥能登の黒瓦の
集落群 石川

高山三町の街並み 岐阜
木曽川の輪中集落 岐阜
伊根の舟屋群 京都
美山町北山村集落 京都
産寧坂の街並み 京都
道頓堀 大阪
神戸北野異人館群 兵庫
今井町の街並み 奈良
倉敷川畔の街並み 岡山
知覧武家屋敷 鹿児島
竹富島の赤瓦葺き民
家群 沖縄

15
郷土景観

特A級
築地市場 東京
小笠原の見送り 東京

A級

函館山からの
函館市街地の夜景 北海道

美瑛の丘の農村風景 北海道
恐山の霊場景観と
湯小屋群 青森

板柳のりんご畑の風景 青森
旧富岡製糸場 群馬
隅田川橋梁群 東京
輪島白米千枚田 石川
甲府盆地の桃畑 山梨
高山の朝市 岐阜
長良川の鵜飼 岐阜
牧之原の茶畑 静岡
大井川鐵道のSL列車 静岡
丸山千枚田 三重
和束町の茶畑 京都
熊野古道 和歌山・三重
宍道湖のシジミ漁 島根
お遍路さんのお接待 徳島・他
有田焼窯元群 佐賀
軍艦島 長崎
牧志公設市場 沖縄

16
庭園・
公園

特A級 修学院離宮庭園 京都

A級

大通公園 北海道
モエレ沼公園 北海道
偕楽園 茨城
新宿御苑 東京
浜離宮恩賜庭園 東京
兼六園 石川
仙洞御所 京都
後楽園 岡山
栗林公園 香川
水前寺成趣園 熊本
磯庭園（仙巌園） 鹿児島
識名園 沖縄

17
建造物 A級

東京スカイツリー 東京
東京タワー 東京
国会議事堂 東京
東京駅 東京
黒部第四ダム 富山
大阪市中央公会堂 大阪
太陽の塔 大阪
明石海峡大橋 兵庫
閑谷学校跡 岡山
しまなみ海道諸橋 広島・愛媛
瀬戸大橋 香川・岡山
錦帯橋 山口
旧グラバー住宅 長崎

18
年中行事

特A級

青森のねぶた・ねぷた 青森
式年遷宮 三重
祇園祭 京都
阿波踊 徳島
博多祇園山笠 福岡

A級

さっぽろ雪まつり 北海道
仙台七夕まつり 宮城
竿燈まつり 秋田
大曲の花火 秋田

表7　特A級・A級観光資源一覧（2）　種別12〜18
種別 評価 資源 都道府県 種別 評価 資源 都道府県 種別 評価 資源 都道府県

27 特集◉観光資源評価研究　「美しき日本　旅の風光」
特集3 観光資源の今日的価値基準の研究
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18
年中行事 A級

花笠まつり 山形
相馬野馬追 福島
秩父夜祭 埼玉
三社祭 東京
おわら風の盆 富山
城端曳山祭 富山
御柱祭 長野
高山祭 岐阜
郡上おどり 岐阜
尾張津島天王祭り

（津島祭り） 愛知

葵祭 京都
時代祭 京都
天神祭 大阪
岸和田地車祭 大阪
東大寺二月堂修二会

（お水取り） 奈良

会陽（裸祭り） 岡山
壬生の花田植 広島
長崎くんち 長崎
高千穂夜神楽 宮崎
沖縄のエイサー 沖縄
那覇大綱挽まつり 沖縄
八重山の豊年祭 沖縄

19
動植物園・
水族館

A級
旭川市旭山動物園 北海道
上野動物園 東京
沖縄美ら海水族館 沖縄

20
博物館・
美術館

特A級

東京国立博物館 東京
京都国立博物館 京都
広島平和記念公園 広島
沖縄平和祈念公園 沖縄

A級

鉄道博物館 埼玉
国立歴史民俗博物館 千葉
国立西洋美術館 東京
国立科学博物館 東京
東京国立近代美術館 東京
根津美術館 東京
金沢21世紀美術館 石川
国立民族学博物館 大阪
奈良国立博物館 奈良
足立美術館 島根
大原美術館 岡山
大塚国際美術館 徳島
ベネッセアートサイト 香川
九州国立博物館 福岡
平和公園 長崎

21
テーマ
公園・
テーマ
施設

特A級 東京ディズニー
リゾート 千葉

A級

三鷹の森
ジブリ美術館 東京

博物館明治村 愛知
東映太秦映画村 京都
ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン 大阪

22
温泉 特A級

草津温泉の湯畑自然
湧出泉源広場と温泉
街、共同湯と時間湯

群馬

別府温泉郷(八湯)の湯
けむり景観と鉄輪地
獄、伝統的共同浴場群
と入浴法(泥湯、砂湯)

大分

A級

登別温泉の地獄谷と
多様な泉質の自然
湧出源泉、浴場群

北海道

酸ケ湯温泉の
ヒバ造り千人風呂 青森

蔦温泉の泉源浴舎 青森

鳴子温泉の潟沼、
温泉神社、滝の湯 宮城

玉川温泉の「大噴」
泉源と岩盤浴、
強酸性泉湯治法

秋田

乳頭温泉郷の
源泉浴場群 秋田

後生掛温泉の泥火山、
箱蒸し、泥湯、
オンドル湯治

秋田

銀山温泉の旅館街と
共同浴場群 山形

蔵王温泉の酸性泉と
源泉浴場群 山形

那須湯本温泉の「鹿の
湯」と高温源泉浴 栃木

伊香保温泉の
石段街と小間口で
引湯された浴場群

群馬

万座温泉の湯畑と
源泉浴場群 群馬

四万温泉の日向見
薬師堂、伝統的旅館
建築と元禄の湯

群馬

尻焼温泉の天然「川湯」 群馬

箱根大涌谷の噴気
泉源地帯と天然岩盤
湯壺「姥子の湯」

神奈川

山中温泉の総湯広場
と温泉街 石川

山代温泉の「湯の曲
輪(がわ)」・総湯広場 石川

野沢温泉の麻釜と
大湯などの外湯群 長野

渋温泉の石畳温泉街
と外湯巡り 長野

奥飛騨温泉郷の
大露天風呂群 岐阜

修善寺温泉の川畔
旅館街と「独鈷の湯」、
修禅寺

静岡

城崎温泉の街並みと
外湯巡り 兵庫

有馬温泉の歴史的
泉源群と温泉街(温泉
寺、湯泉神社)、入初式

兵庫

湯村温泉の荒湯 兵庫

湯の峰温泉の
つぼ湯と湯筒 和歌山

南紀白浜温泉の
「崎の湯」と海沿いの
外湯巡り

和歌山

道後温泉の道後温泉
本館 愛媛

雲仙温泉の雲仙地獄
と源泉浴場群 長崎

由布院温泉の
金鱗湖と下ん湯 大分

指宿温泉郷
(指宿、山川伏目海岸)
の砂蒸し風呂群

鹿児島

霧島温泉郷の
噴煙地帯と温浴場群 鹿児島

23
食

特A級
江戸前の寿司 東京
京懐石 京都

A級

ビール園のビールと
ジンギスカン 北海道

札幌ラーメン 北海道
盛岡市のわんこそば 岩手
秋田県北部地方の
きりたんぽ鍋 秋田

築地市場の海鮮料理 東京
横浜中華街の中華料理 神奈川
戸隠そば（信州そば） 長野
浜松のうなぎ料理 静岡
松阪牛のすき焼き 三重
川床の京料理 京都
大阪のたこ焼き 大阪
山陰の松葉ガニ料理 兵庫
高野山の宿坊の
精進料理 和歌山

広島のカキ料理 広島
下関のふく料理 山口
香川の讃岐うどん 香川
高知の皿鉢料理 高知
中洲川端の屋台村の
食事 福岡

沖縄そば 沖縄

24
芸能・
興行・
イベント

特A級

歌舞伎座で
上演される歌舞伎 東京

国技館で
開催される大相撲 東京

A級

国立能楽堂で
上演される能・狂言 東京

末廣亭で
上演される演芸 東京

国立劇場で上演
される歌舞伎・文楽 東京

鈴本演芸場で
上演される演芸 東京

箱根駅伝 神奈川・東京
南座で
上演される歌舞伎 京都

都をどり
（祇園甲部歌舞練場） 京都

国立文楽劇場で
上演される文楽 大阪

なんばグランド花月
（ＮＧＫ）で上演される
お笑い

大阪

宝塚大劇場で
上演される歌劇 兵庫

全国高等学校野球
選手権大会

（夏の甲子園）
兵庫

旧金毘羅大芝居
（金丸座）で上演
される歌舞伎

香川

種別 評価 資源 都道府県 種別 評価 資源 都道府県 種別 評価 資源 都道府県

表7　特A級・A級観光資源一覧（3）　種別18〜24

※ 写真集『美しき日本　旅の風光』による資源名表記には、これ
を変更・簡略化したものもある。

※ 自然資源（1〜10）は濃いグレーで着色。人文資源（11〜24）
は薄いグレーで着色。
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温
泉（
地
）は
自
然
資
源
と

人
文
資
源
を
併
せ
持
つ

本
稿
で
は
時
に
「
温
泉
（
地
）」
と
言

い
表
す
。
温
泉
資
源
を
表
す
「
温
泉
」
と

そ
れ
を
基
に
成
り
立
つ
「
温
泉
地
」
を
包

括
し
た
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
資
源

と
人
文
資
源
に
大
別
さ
れ
た
観
光
資
源

の
中
で
、
温
泉
（
地
）
は
両
方
に
ま
た
が

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
観
光
資
源
と
し
て

優
れ
て
複
合
的
な
特
性
を
持
つ
の
が
温
泉

（
地
）
な
の
で
あ
る
。

温
泉（
地
）の
自
然
資
源
、
人
文
資
源

の
理
解
に
は
、
以
前
に
日
本
温
泉
地
域
学

会
が
第
一
次
選
定
百
二
十
五
件
を
本
に
ま

と
め
た
「
日
本
温
泉
地
域
資
産
」
と
い
う

概
念
が
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
日

本
温
泉
地
域
自
然
資
産
と
同
文
化
資
産
、

同
複
合
資
産
の
三
つ
で
構
成
さ
れ
る
。

温
泉
地
域
自
然
資
産
と
は
温
泉
資
源

そ
の
も
の
で
、
今
も
豊
か
に
自
然
湧ゆ

う

出し
ゅ
つ

す

る
泉
源
（
湯
元
）、
多
様
な
個
性
と
成
分

や
泉
質
を
有
す
る
源
泉
、
源
泉
が
生
み
出

す
固
有
の
自
然
現
象
の
果
実
（
間
欠
泉
、

噴
湯
丘
、
噴
泉
塔
、
石
灰
華
、
温
泉
に
生

息
す
る
特
殊
な
生
物
等
）
が
含
ま
れ
る
。

温
泉
地
域
文
化
資
産
に
は
日
本
の
湯

治
・
温
泉
文
化
を
特
色
づ
け
る
入
浴
・
温

泉
利
用
法
や
浴
槽
・
浴
舎
、
温
泉
神
社
や

温
泉
寺
・
薬
師
堂
を
含
む
温
泉
信
仰
、
伝

統
芸
能
・
行
事
、
情
緒
を
醸
し
出
す
温
泉

街
や
泉
源
広
場
、
伝
統
的
建
造
物
な
ど
が

含
ま
れ
る
。
ち
な
み
に
複
合
資
産
は
選
定

対
象
が
両
方
に
ま
た
が
る
例
で
あ
る
。

日
本
温
泉
地
域
資
産
は
日
本
の
貴
重

な
温
泉
資
源
と
温
泉
文
化
、
温
泉
地
の

歴
史
的
文
化
的
蓄
積
を
評
価
、
観
光
資

産
活
用
を
含
め
て
活
性
化
に
寄
与
す
る

目
的
で
選
定
し
た
。
自
然
資
源
と
人
文

資
源
を
併
せ
持
つ
観
光
資
源
と
し
て
温
泉

（
地
）
を
評
価
す
る
際
に
も
参
考
に
な
る

と
考
え
る
。

世
界
遺
産
の
例
で
は
、
ト
ル
コ
の
複
合

遺
産
「
ヒ
エ
ラ
ポ
リ
ス-

パ
ム
ッ
カ
レ
」
の

パ
ム
ッ
カ
レ
は
湧
出
源
泉
の
生
成
物
で
あ

る
石
灰
華
段
丘
で
、
ヒ
エ
ラ
ポ
リ
ス
は
隣

接
し
て
築
か
れ
た
古
代
温
泉
都
市
遺
跡

で
あ
る
（
写
真
１
）。

前
者
は
温
泉
地
域
自
然
資
産
ま
た
は

自
然
資
源
に
、
後
者
は
温
泉
地
域
文
化

資
産
ま
た
は
人
文
資
源
に
該
当
す
る
。

こ
の
た
び
刊
行
さ
れ
た
『
美
し
き
日
本

　

旅
の
風
光
』
で
は
、
日
本
を
代
表
す
る

観
光
資
源
の
種
別
に
「
温
泉
」
が
新
し
く

加
わ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
特
Ａ
級
と
Ａ
級

に
選
定
さ
れ
た
三
十
三
カ
所
（
注
１
）
の
温

泉
地
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
年
）
刊
の『
美

し
き
日
本
』
で
は
温
泉
を
取
り
上
げ
な

か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
近
年
の
国
内

外
観
光
客
の
温
泉
志
向
を
背
景
に
、
観

光
資
源
と
し
て
の
温
泉
（
地
）
を
再
評
価

し
た
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
温
泉
評
価
の

歴
史
を
踏
ま
え
、「
日
本
が
誇
る
べ
き
素

晴
ら
し
い
温
泉
」
と
は
ど
の
よ
う
な
資
質
、

要
件
を
備
え
た
も
の
か
、
温
泉
の
選
定
評

価
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

石
川  

理
夫 4

温
泉
の
評
価
を
考
え
る温

泉
評
論
家
・
日
本
温
泉
地
域
学
会
会
長

29

写
真
１ 

ト
ル
コ
の
ヒ
エ
ラ
ポ
リ
ス-

パ
ム
ッ
カ
レ
：
野
天
風

呂
の
湯
底
に
古
代
ロ
ー
マ
遺
跡
（
筆
者
撮
影
）
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特集4 温泉の評価を考える
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イ
ギ
リ
ス
の
「
バ
ー
ス
市
街
」
は
、泉
源

と
古
代
ロ
ー
マ
浴
場
遺
跡
（
写
真
２
）
を

含
む
街
並
み
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
歴
史

的
文
化
的
蓄
積
を
持
つ
温
泉
地
が
世
界
文

化
資
産
と
な
る
素
晴
ら
し
い
事
例
で
あ
る
。

温
泉（
地
）は
歴
史
的
に

ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ

て
き
た
か

そ
れ
で
は
温
泉
（
地
）
を
日
本
で
は
ど

の
よ
う
な
も
の
と
み
な
し
、
評
価
を
与
え

て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

文
献
上
最
も
古
い
例
は
、
奈
良
時
代
の

『
出い

ず
も
の
く
に

雲
国
風ふ

ど

き

土
記
』
の
島
根
県
玉
造
温
泉

と
湯
村
温
泉
に
関
す
る
記
述
に
見
ら
れ
る
。

湯
浴
み
す
れ
ば
「
形
容
端
正
」、「
万
病

除い

ゆ
」。
そ
の
た
め
、
前
者
を
「
神
の
湯
」

と
評
価
。同
じ
く
効
能
ゆ
え
に
後
者
は「
薬

湯
」
と
評
価
さ
れ
た
。
老
若
男
女
が
大

勢
集
い
、
ど
ち
ら
も
観
光
地
さ
な
が
ら
に

に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
何
よ
り
温
泉

（
地
）は
、入
浴
等
の
利
用
が
も
た
ら
す
恩

恵
、
療
養
効
果
に
よ
り
、「
神
の
湯
」
と

称
え
ら
れ
る
ほ
ど
評
価
を
得
た
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
、
熊
野
に
詣
で
た
右
大
臣
・

藤
原
宗
忠
は
、
湯ゆ

ご

り

ば

垢
離
場
（
注
２
）
で
あ
っ

た
和
歌
山
県
湯
の
峰
温
泉
に
入
浴
し
た

感
激
を
「
こ
れ
は
神
の
験し

る
し

に
ほ
か
な
ら
な

い
。
此
の
湯
に
浴
す
れ
ば
万
病
を
消
除
す

る
と
い
わ
れ
る
」
と
日
記
『
中

ち
ゅ
う

右ゆ
う

記き

』
に

記
し
た
。
湯
の
峰
温
泉
も
世
界
文
化
遺

産
「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
」
に
含

ま
れ
て
い
る
。

医
学
に
救
い
を
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
時

代
、
湯
治
療
養
地
と
し
て
温
泉
地
の
存
在

価
値
は
高
く
、
評
価
は
効
能
本
位
で
一
貫

し
て
い
た
。
相
撲
番
付
に
倣
っ
て
江
戸
後

期
に
流
行
す
る
温
泉
番
付
「
諸
国
温
泉

功
能
鑑
」（
図
１
）
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。 

こ
れ
は
全
国
の
温
泉
地
約
九
十
カ
所
を

東
西
に
分
け
て
三
役
か
ら
前
頭
ま
で
格
付

け
し
、
温
泉
名
の
上
に
「
万
病
・
諸
病
」

「
瘡
毒
」（
梅
毒
）
等
と
記
す
。
効
能
で
知

ら
れ
る
名
湯
を
選
定
評
価
し
て
お
り
、
東

の
草
津
温
泉
、
西
の
有
馬
温
泉
は
明
治
時

代
ま
で
不
動
の
最
高
位
・
大
関
を
保
っ
た
。

一
方
、
伝
統
的
な
効
能
的
評
価
法
と
並

行
し
て
、
新
た
に
江
戸
後
期
に
は
観
光
資

源
的
評
価
が
台
頭
す
る
。

一
例
は
、『
北
越
雪せ

っ

譜ぷ

』
で
知
ら
れ
る

越
後
の
文
人
・
鈴
木
牧ぼ

く

之し

が
平
家
落
人
伝

承
の
秘
境
・
秋
山
郷
を
十じ

っ

返ぺ
ん

舎し
ゃ

一い
っ

九く

の
勧

め
で
探
訪
し
、一
八
二
九
年（
文
政
十
二
年
）

に
出
し
た
『
秋
山
記
行
』
で
あ
る
。
同
書

は
秘
湯
紀
行
で
も
あ
り
、「
命
の
洗
濯
す

る
心
持
ち
」
と
、
野
天
風
呂
や
湯
を
愛め

で

る
観
点
か
ら
温
泉
を
評
価
し
て
い
る
。

江
戸
の
大
衆
消
費
文
化
が
成
熟
し
て
、

東と
う
か
い
ど
う

海
道
中ち

ゅ
う

膝ひ
ざ
く
り栗
毛げ

な
ど
滑
稽
本
の
旅
物

や
温
泉
紀
行
文
が
増
え
、
旅
の
許
可
を
得

る
「
湯
治
」
は
名
目
上
で
、
実
際
は
物
見

遊
山
の
温
泉
旅
行
が
広
ま
っ
た
。一
八
一
○

年
（
文
化
七
年
）
に
八や

隅す
み

蘆ろ

菴あ
ん

が
出
し
た

『
旅
行
用
心
集
』
は
日
本
初
の
温
泉
旅
行

ガ
イ
ド
で
、「
諸
国
温
泉
二
百
九
十
二
カ
所
」

を
収
録
。
冒
頭
に
「
唯
養
生
の
為
に
湯
治

す
る
人
は
勿
論
、
物
参
り
、
遊
山
な
が
ら

に
旅
立
」
人
に
も
見
易
く
し
た
、
と
刊
行

目
的
を
記
す
。
こ
う
し
た
ト
レ
ン
ド
が
新

し
い
温
泉
評
価
登
場
の
背
景
に
あ
っ
た
。

温
泉
資
源
の
卓
越
さ
が

選
定
評
価
の
基
に
あ
る

温
泉
評
価
の
歴
史
に
登
場
し
た
温
泉

地
の
う
ち
湯
の
峰
、
草
津
、
有
馬
の
各
温

泉
は
こ
の
た
び
も
選
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
温
泉
地
は
、
評
価
法
が
異
な
る
千
年
、

数
百
年
後
も
な
お
選
定
評
価
さ
れ
る
資

質
、
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

温
泉
（
地
）
は
自
然
資
源
と
人
文
資
源

を
兼
ね
備
え
た
複
合
的
な
特
性
を
持
つ

が
、
地
球
の
恵
み
た
る
温
泉
湧
出
を
基
に

成
り
立
つ
の
が
温
泉
地
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
温
泉
選
定
評
価
の
大
前
提
、
第
一
の

写真2  イギリスのバース：源泉をたたえた
古代ローマ浴場遺跡（筆者撮影）

図1  1817年（文化14年）刊の温泉番付表
「諸国温泉功能鑑」
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特集4 温泉の評価を考える

要
件
は
、
自
然
（
温
泉
）
資
源
の
豊
か
さ
、

卓
越
性
、
そ
の
優
れ
た
特
色
に
あ
る
と
考

え
る
。

今
回
、
草
津
温
泉
と
別
府
温
泉
郷
の

二
カ
所
が
特
Ａ
級
に
選
定
さ
れ
た
。
共
通

す
る
の
は
、
世
界
を
見
渡
し
て
も
傑
出
し

た
温
泉
資
源
を
有
し
、
そ
の
特
色
を
活
か

し
た
営
み
を
重
ね
、
人
文
資
源
・
文
化
資

産
た
る
温
泉
地
の
今
日
の
姿
、
景
観
や
街

並
み
を
築
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

草
津
温
泉
を
特
Ａ
級
と
評
価
す
る
の

は
、
高
温
自
然
湧
出
泉
の
泉
源
広
場
「
湯

畑
」
を
中
心
に
伝
統
的
な
和
風
旅
館
街

や
共
同
浴
場
群
を
持
つ
街
並
み
を
放
射

状
に
形
成
し
て
き
た
こ
と
（
図
２
）、
豊

富
に
湧
出
す
る
強
酸
性
泉
を
利
用
し
た

時
間
湯
と
い
う
伝
統
的
入
浴
法
・
湯
治

文
化
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
酸
性

泉
は
火
山
性
温
泉
に
恵
ま
れ
た
日
本
の
代

表
的
泉
質
で
、
海
外
で
は
数
少
な
い
。

別
府
八は

っ
と
う湯

よ
り
成
る
別
府
温
泉
郷
は
、

温
泉
の
生
み
の
母
た
る
伽が

藍ら
ん
だ
け岳
・
鶴
見
岳

と
別
府
湾
の
間
の
傾
斜
地
に
広
が
る
自
然

景
観
が
素
晴
ら
し
い
。
そ
こ
に
二
〇
〇
一

年
（
平
成
十
三
年
）
の
「
21
世
紀
に
残
し

た
い
日
本
の
風
景
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
公
募
）
で

二
位
に
選
ば
れ
た
湯
煙
景
観
が
現
出
し
、

別
府
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
。

『
豊ぶ

ん
ご
の
く
に

後
国
風ふ

ど

き

土
記
』
に
も
記
さ
れ
た
も

う
一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
が
鉄か

ん
な

輪わ

地
獄
（
写
真

３
）で
、噴
気
や
熱
泉
ほ
と
ば
し
る
地
獄

と
呼
ば
れ
る
泉
源
地
帯
が
多
く
見
ら
れ

る
の
も
日
本
の
温
泉
地
の
特
色
で
あ
る

（
注
３
）。

選
定
三
十
三
カ
所
の
う
ち
、
別
府
の
ほ

か
、登
別
、酸す

か

ゆ
ヶ
湯
、
乳
頭
温
泉
郷
、
玉
川
、

後ご

生し
ょ
う

掛が
け

、
鳴
子
、
那
須
湯
本
、
草
津
、
万

座
、
箱
根
大お

お
わ
く
だ
に

涌
谷
、
雲
仙
、
霧
島
温
泉
郷

の
計
十
三
カ
所
が
噴
気
・
地
獄
地
帯
を
持

つ
。
こ
れ
も
卓
越
し
た
自
然
（
温
泉
）
資

源
が
選
定
評
価
の
基
に
な
っ
て
い
る
証
左

だ
ろ
う
。

ま
た
、
塩
化
物
泉
、
硫
黄
泉
、
硫
酸

塩
泉
、
酸
性
泉
な
ど
九
種
類
に
大
分
類

さ
れ
る
泉
質
の
う
ち
、
別
府
温
泉
郷
は
放

射
能
泉
を
除
く
八
種
類
が
そ
ろ
う
の
も
、

霧
島
温
泉
郷
と
並
び
、
温
泉
資
源
の
多

様
性
、
豊
か
さ
を
表
し
て
い
る
。

温
泉
選
定
評
価
の

対
象
と
な
る
要
素

次
に
、
温
泉
選
定
評
価
の
対
象
と
な

る
資
質
、
構
成
要
素
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

草
津
は
「
草
津
温
泉
の
湯
畑
自
然
湧

出
泉
源
広
場
と
温
泉
街
、
共
同
湯
と
時

間
湯
」が
構
成
要
素
で
あ
る
。
別
府
は「
別

府
温
泉
郷
（
八
湯
）
の
湯
煙
景
観
と
鉄

輪
地
獄
、
伝
統
的
共
同
浴
場
群
と
入
浴

法
（
泥
湯
、砂
湯
）」
が
構
成
要
素
で
あ
る
。

草
津
の
温
泉
街
、
共
同
湯
、
時
間
湯
、
別

府
の
伝
統
的
共
同
浴
場
群
と
入
浴
法
（
泥

湯
、
砂
湯
）
は
人
文
資
源
の
構
成
要
素
で

あ
り
、
湯
煙
景
観
は
自
然
・
人
文
の
複
合

的
な
構
成
要
素
と
言
え
る
。

選
定
三
十
三
カ
所
中
、
純
粋
に
自
然

資
源
の
み
で
構
成
さ
れ
る
の
は
「
噴
煙
・

泉
源
地
帯
」
の
箱
根
大
涌
谷
一
件
で
あ
る
。

兵
庫
県
湯
村
温
泉
も
、
自
然
資
源
の
高

温
自
然
湧
出
泉
源
「
荒
湯
」
を
構
成
要

素
と
す
る
が
、『
夢
千
代
日
記
』
の
撮
影

舞
台
と
も
な
り
、
荒
湯
を
中
心
に
広
が
る

情
緒
漂
う
温
泉
街
も
観
光
資
源
と
し
て

大
き
な
資
質
、
構
成
要
素
た
り
得
て
い
る
。

一
方
、
人
文
資
源
の
構
成
要
素
の
み
で

評
価
さ
れ
る
温
泉
地
は
、
木
造
三
層
・
四

層
「
旅
館
街
」
の
山
形
県
銀
山
温
泉
、
日

本
初
の
計
画
的
「
石
段
街
」
の
群
馬
県
伊

香
保
温
泉
、「
総
湯
広
場
」
を
核
に
温
泉

街
を
形
成
し
た
石
川
県
山
中
、
山
代
温
泉
、

伝
統
的
共
同
浴
場
建
築「
道
後
温
泉
本
館
」

の
愛
媛
県
道
後
温
泉
を
始
め
数
多
い
。
こ

の
場
合
も
、
例
え
ば
青
森
県
酸
ヶ
湯
温
泉

の
「
伝
統
的
な
ヒ
バ
造
り
千
人
風
呂
」
が
、

風
呂
底
か
ら
湧
き
上
る
酸
性
硫
黄
泉
入
浴

の
た
め
造
ら
れ
た
よ
う
に
、
自
然
資
源
が

図2  江戸時代の「上州草津温泉之図」（草津町温泉資料館）。
湯畑を核に温泉街を形成している様子がうかがえる

写真3  別府・鉄輪地獄の海地獄（筆者撮影）
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基
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
構
成
要
素
は
、

・
自
然
資
源
と
し
て
の
温
泉
の
湧
出
現

象
（
以
下
草
津
と
別
府
を
例
に
と
れ

ば
、
自
然
湧
出
泉
源
、
鉄
輪
地
獄
）

・
源
泉
そ
の
も
の
（
強
酸
性
泉
、
八
種

類
そ
ろ
う
泉
質
）

・
周
囲
の
自
然
環
境

・
人
文
資
源
と
し
て
の
伝
統
的
な
浴
槽
・

浴
場
建
築
（
共
同
湯
、
共
同
浴
場
群
）

・
入
浴
・
温
泉
文
化
（
時
間
湯
、
泥
湯
・

砂
湯
）

・
街
並
み
（
広
場
、
温
泉
街
）

な
ど
六
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

六
項
目
全
て
に
優
れ
た
資
質
の
構
成

要
素
を
備
え
た
温
泉
地
は
、
特
Ａ
級
二

温
泉
地
の
よ
う
に
評
価
が
き
わ
め
て
高
い
。

一
軒
宿
、
秘
湯
型
の
Ａ
級
温
泉
地
の
場
合
、

街
並
み
と
い
っ
た
構
成
要
素
は
な
く
て
も
、

他
の
項
目
の
多
く
に
該
当
す
る
資
質
、
構

成
要
素
を
備
え
て
い
る
例
が
多
い
。

ま
た
、
項
目
的
に
は
一
、二
該
当
す
る

の
み
で
も
、
海
外
に
類
を
見
な
い
特
色
、

魅
力
、
日
本
の
温
泉
文
化
を
体
現
し
て
い

れ
ば
、
高
い
選
定
評
価
を
得
る
だ
ろ
う
。

日
本
の
町
で
歴
史
的
に
唯
一
広
場
を
形

成
し
得
た
の
は
温
泉
町
で
あ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
草
津
の
泉
源
広
場
・
湯
畑
同
様
、

山
中
、
山
代
温
泉
の
「
総
湯
広
場
」
は
意

義
深
い
。
し
か
も
総
湯
は
中
世
の
惣そ

う

村そ
ん

以

来
温
泉
地
域
共
同
体
が
育
ん
だ
「
惣
湯
」

の
こ
と
で
、
温
泉
地
が
共
同
で
資
源
や
浴

場
を
管
理
す
る
伝
統
を
体
現
し
て
い
る
。

Ａ
級
温
泉
地
で
は
、
野
沢
、
渋
温
泉
の
核

と
な
る
共
同
湯
「
大
湯
」
も
以
前
は
惣
湯

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
地
域
共
同

体
に
よ
る
資
源
管
理 

（
コ
モ
ン
ズ
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
）
は
今
日
、
世
界
的
に
見
直
さ
れ

て
い
る
（
注
４
）。

ま
た
、
Ａ
級
選
定
の
鳴
子
、
那
須
湯
本
、

野
沢
、
渋
、
有
馬
、
城
崎
温
泉
な
ど
歴
史

あ
る
温
泉
地
は
、
泉
源
と
中
核
と
な
る
共

同
浴
場
を
温
泉
神
社
や
温
泉
寺
・
薬
師

堂
が
守
護
す
る
形
で
形
成
さ
れ
、
温
泉
の

恩
恵
に
す
が
っ
た
人
々
の
慈
し
み
や
畏い

敬け
い

の
念
を
今
に
伝
え
て
い
る
。
湯
だ
け
で
な

く
、
長
く
効
能
評
価
を
支
え
た
人
々
の
思

い
が
、
訪
れ
る
観
光
客
に
も
深
い
安
ら
ぎ

を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

世
界
に
評
価
さ
れ
る

＂
美
し
き
日
本
＂の
温
泉

環
太
平
洋
火
山
帯
に
位
置
す
る
日
本

は
、
源
泉
総
数
や
総
湧
出
量
、
温
泉
地

数
か
ら
み
て
世
界
一
の
温
泉
大
国
で
あ
る
。

こ
れ
は
温
泉
が
日
本
の
観
光
資
源
上
き
わ

め
て
大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
り
得
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。

温
泉
が
日
本
人
に
と
っ
て
主
要
な
観

光
目
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
れ
に
近
年
増
大
す
る
東
南
ア
ジ
ア

か
ら
を
含
む
外
国
人
観
光
客
は
、
主
な
訪

日
目
的
に
「
温
泉
」
を
挙
げ
て
い
る
。
実

際
、
箱
根
を
訪
れ
る
外
国
人
観
光
客
は

必
ず
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
大
涌
谷
に
立
ち
寄

り
、
噴
気
上
る
景
観
に
日
本
の
温
泉
資
源

の
豊
か
さ
を
実
感
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
日
本
は
温
泉
資
源
の
豊
か

さ
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
韓
国
や
台
湾
に
続
き
中
国
も
ま
た
近

年
、
日
本
を
参
考
に
し
た
大
深
度
掘
削
に

よ
る
温
泉
リ
ゾ
ー
ト
開
発
に
拍
車
を
か
け

て
い
る
。
温
泉
地
の
数
が
三
千
カ
所
を
超

え
る
（
注
５
）
と
い
う
中
国
は
潜
在
的
な
温

泉
大
国
で
あ
り
、
や
が
て
は
国
際
的
に
温

泉
地
の
施
設
や
設
備
面
で
の
レ
ベ
ル
が
平

準
化
・
均
一
化
し
て
日
本
の
優
位
性
を
失

い
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
温
泉
選
定
評
価
に
示

さ
れ
た
よ
う
に
、
日
本
の
温
泉
資
源
と
温

泉
地
が
育
ん
で
き
た
歴
史
や
文
化
、
持
ち

味
を
活
か
し
、
ま
さ
し
く
＂
ニ
ッ
ポ
ン
の

オ
ン
セ
ン
＂
ら
し
さ
を
発
揮
し
、
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

日
本
の
温
泉
（
地
）
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観

光
資
源
と
し
て
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

今
回
の
温
泉
選
定
評
価
が
そ
の
一
助
と
な

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
い
し
か
わ　

み
ち
お
）

石川理夫（いしかわ みちお）
　1947年仙台市生まれ。東京大学法学部
卒業。百科事典編集者を経て、企画編集
会社有限会社ミュー・ワークス代表取締
役。温泉評論家。環境省中央環境審議会
自然環境部会温泉小委員会専門委員。
2012年より日本温泉地域学会会長。

（注１） この他にも種別「動物」で選ばれた「地
獄谷野猿公苑のサル」は長野県地獄谷
温泉に当たる。

（注2） 熊野本宮詣での人々が参詣前に湯の峰
温泉で心身を洗い清めた。

（注3） 火山性温泉が多いイタリアやニュージー
ランド等にも地獄景観がある。

（注4） 米国の女性政治学者エリノア・オストロム
がこの研究で2009年のノーベル経済学
賞を受賞した。

（注5） 于航（城西国際大学）「中国の温泉文化
について」『温泉地域研究』第６号より。
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地
域
の
食
は
誘
客
の

源
泉
と
な
る
観
光
資
源

人
々
の
生
活
が
豊
か
に
な
り
レ
ジ
ャ
ー

と
し
て
の
観
光
旅
行
の
頻
度
が
高
ま
り
定

着
す
る
中
、
ど
う
せ
食
べ
る
の
な
ら
、
そ

の
土
地
ら
し
い
、
お
い
し
い
も
の
、
珍
し

い
も
の
を
食
べ
た
い
、
現
地
に
出
向
い
て

そ
の
食
が
生
ま
れ
育
ま
れ
て
き
た
環
境
に

自
分
の
身
を
置
い
て
食
を
楽
し
ん
で
み
た

い
と
多
く
の
旅
行
者
が
思
う
よ
う
に
な
り
、

観
光
旅
行
中
の
食
は
旅
行
を
構
成
す
る

重
要
な
要
素
と
な
っ
た
。

旅
行
者
の
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
、
個
性
化

が
進
む
な
か
、
す
な
わ
ち
、
社
会
や
時
代

の
価
値
観
の
変
化
の
中
で
、
地
域
の
食
は

「
本
源
的
需
要
」
と
な
り
、「
中
核
的
商
品
」

「
中
核
資
源
」
と
な
っ
て
い
っ
た
。
今
日

で
は
、
地
域
の
食
が
、
誘
客
の
源
泉
で
あ

り
、
感
動
の
源
泉
と
な
る
観
光
資
源
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
い
。

特
徴
あ
る
地
域
の
食
や
食
文
化
、
食

空
間
は
、
そ
の
土
地
の
自
然
や
歴
史
、
文

化
、
人
々
の
暮
ら
し
の
中
か
ら
生
ま
れ
、

育
ま
れ
、
今
日
に
続
く
、
そ
こ
に
暮
ら
す

人
々
に
と
っ
て
の
自
慢
で
あ
り
、
誇
り
で

あ
る
。　
　
　

地
域
の
「
食
」
が
、
公
益
財
団
法
人

日
本
交
通
公
社
の
取
り
組
む
「
観
光
資

源
評
価
」
の
対
象
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、

時
代
の
変
化
を
感
じ
る
と
と
も
に
大
き
な

喜
び
で
あ
る
。
こ
の
た
び
発
刊
さ
れ
た
写

真
集
『
美
し
き
日
本 

旅
の
風
光
』
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
「
食
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
、
筆
者
の
見
解
を
交
え
な
が
ら
概
観

し
て
み
た
い
。

世
界
に
誇
る
東
西
の
横
綱

―
京
懐
石
と

江
戸
前
の
寿
司

地
域
の
食
の
価
値
は
、
旅
す
る
人
そ
れ

ぞ
れ
の
味
覚
や
興
味
、
知
識
、
経
験
な
ど

に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
客
観
的
に
評
価
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
れ

も
が
お
い
し
い
と
思
う
も
の
は
お
い
し
く
、

多
く
の
人
が
わ
ざ
わ
ざ
食
べ
に
行
き
た
い

と
感
じ
る
も
の
は
や
は
り
魅
力
的
で
あ
る
。

日
本
人
と
し
て
一
生
の
間
に
は
ぜ
ひ
一
度

は
地
元
で
味
わ
い
た
い
、
外
国
の
人
々
に

も
ぜ
ひ
食
べ
て
も
ら
い
た
い
、
そ
ん
な
地

域
の
食
が
確
か
に
存
在
す
る
。

そ
の
筆
頭
は
、
京
都
の
京
懐
石
で
あ
ろ

う
。
懐
石
料
理
と
は
、
本
来
、
茶
会
の
際

に
亭
主
が
来
客
を
も
て
な
す
料
理
の
こ
と

で
あ
り
、
茶
道
の
形
式
に
の
っ
と
っ
た
食

事
の
形
式
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
献

立
、
食
作
法
、
食
器
な
ど
に
も
一
定
の
決

ま
り
が
あ
っ
た
が
、
茶
会
で
は
な
く
料
理

観
光
旅
行
中
の
旅
行
者
に
と
っ
て
の
地

域
の
食
は
、
ど
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
必

要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
大
き
な
楽
し

み
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
観
光
の
成
熟
期
以
前
の
旅
行

中
の
地
域
の
食
は
、
観
光
資
源
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
美
し
い
自
然
景
観
や
歴
史
あ
る

神
社
仏
閣
、
伝
統
的
な
祭
事
な
ど
の
「
本

源
的
需
要
」
に
対
し
、
そ
れ
ら
を
見
学
、

体
験
す
る
た
め
に
必
要
な
交
通
や
宿
泊
な

ど
と
と
も
に「
派
生
的
需
要
」で
あ
り
、「
支

援
的
商
品
」「
補
完
資
源
」
で
あ
る
と
の

考
え
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
観
光
資
源
と

し
て
の
固
有
性
、
独
自
性
や
代
替
性
、
さ

ら
に
脆
弱
性
な
ど
の
観
点
か
ら
の
議
論
で

あ
っ
た
。

安
田  

亘
宏 5

地
域
の
食
の
評
価

西
武
文
理
大
学
サ
ー
ビ
ス
経
営
学
部
教
授
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店
で
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
品

数
も
増
し
趣
向
も
凝
ら
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
野
菜
や
魚
介
な
ど
の
食
材
に
こ

だ
わ
り
、
そ
の
持
ち
味
を
生
か
す
薄
い
味

付
け
で
、
見
た
目
に
も
美
し
い
料
理
で
あ

り
、
ま
さ
に
日
本
料
理
の
原
点
で
あ
る
。

多
く
の
旅
行
者
を
惹ひ

き
付
け
る
料
理
で

あ
る
が
、
庶
民
が
な
か
な
か
か
口
に
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
贅ぜ

い
た
く沢

な
料
理
で
も
あ
る
。

京
懐
石
が
西
の
横
綱
な
ら
、
東
の
横
綱

は
江
戸
前
の
寿
司
で
あ
ろ
う
（
写
真
１
）。

こ
ち
ら
は
、
今
日
で
は
決
し
て
安
価
な

庶
民
食
と
は
言
え
な
い
が
、
ル
ー
ツ
は
庶

民
で
あ
る
江
戸
っ
子
が
好
ん
で
食
べ
た
江

戸
の
郷
土
料
理
で
あ
る
。
江
戸
前
の
寿
司

と
は
、
本
来
「
江
戸
の
前
」
つ
ま
り
江
戸

湾
（
東
京
湾
）
で
捕
れ
た
海
産
物
を
使
っ

た
寿
司
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は

酢
飯
を
一
口
大
に
握
り
、
そ
の
上
に
四
季

折
々
の
生
身
の
魚
介
な
ど
を
載
せ
た
握
り

寿
司
の
こ
と
を
指
す
。

具
材
は
タ
ネ（
種
）
と
い
う
。
逆
さ
に

し
た
符ふ

牒ち
ょ
う

で
「
ネ
タ
」
と
も
呼
ば
れ
る

こ
と
が
多
い
。
主
に
コ
ハ
ダ
や
サ
バ
な
ど

を
締
め
た
も
の
、
煮
ア
ナ
ゴ
や
蒸
し
エ
ビ
、

卵
焼
き
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
東

京
に
全
国
か
ら
集
ま
る
旬
の
素
材
を
使

う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
江
戸
の
郷
土
料

理
で
は
あ
る
が
、
現
在
は
全
国
各
地
に
広

が
り
、
地
域
の
旬
な
タ
ネ
を
使
っ
た
寿
司

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
流
れ
の

中
で
地
域
性
が
希
薄
に
な
っ
た
こ
と
は
否

め
な
い
が
、
日
本
の
江
戸
東
京
が
育
て
上

げ
完
成
さ
せ
た
、
世
界
に
誇
れ
る
料
理
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ま
た
、世
界
共
通
語
と
な
っ
た
「sushi

」

は
こ
の
江
戸
前
の
寿
司
で
あ
る
。
海
外
で

は
ヘ
ル
シ
ー
食
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、

驚
き
の
ア
レ
ン
ジ
も
見
ら
れ
る
。

一
度
は
地
元
で
食
べ
た
い

地
域
食
材
を
生
か
し
た

お
も
て
な
し
料
理

日
本
各
地
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
産
物

が
あ
り
、
そ
の
食
材
を
生
か
し
て
お
い
し

く
味
わ
え
る
、
客
人
へ
の
お
も
て
な
し
に

も
ふ
さ
わ
し
い
料
理
と
し
て
完
成
さ
せ
た

地
域
が
あ
る
。
今
日
で
は
、
全
て
の
料
理

は
東
京
に
い
な
が
ら
に
し
て
食
す
こ
と
が

で
き
る
が
、
輸
送
手
段
、
保
存
技
術
、
冷

凍
技
術
な
ど
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
昔

は
現
地
に
行
か
な
け
れ
ば
食
べ
ら
れ
な
か

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
今
日
で
も
地
元
で
食

べ
る
の
が
一
番
お
い
し
い
。

日
本
人
の
嗜し

好こ
う

す
る
美
味
、
希
少
、
季

節
限
定
の
農
水
産
物
と
い
え
ば
、
カ
ニ
が

筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
冬
の
松
葉

ガ
ニ
料
理
は
格
別
で
あ
る
。
北
近
畿
、
山

陰
で
水
揚
げ
さ
れ
る
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
は
松
葉

ガ
ニ
と
呼
ば
れ
、
日
本
海
で
育
っ
た
カ
ニ

の
ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
た
身
と
上
品
な
旨う

ま

味み

は
こ
た
え
ら
れ
な
い
。
カ
ニ
刺
し
、
焼

き
ガ
ニ
、
茹ゆ

で
ガ
ニ
、
カ
ニ
す
き
、
カ
ニ

雑
炊
と
旅
行
者
を
う
な
ら
せ
る
。
特
に
知

名
度
が
高
い
の
は
、
兵
庫
県
の
城
崎
温
泉
、

香か

住す
み

で
あ
る
。

下
関
の
ふ
く
料
理
も
日
本
を
代
表
す

る
地
域
の
お
も
て
な
し
料
理
で
あ
る
（
写

真
２
）。

下
関
で
は
、
フ
グ
の
こ
と
を
濁
ら
ず
に

「
ふ
く
」
と
呼
ぶ
、「
福
」
に
つ
な
が
る
か

ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
下
関
は
日
本
で
水
揚

げ
さ
れ
る
天
然
の
ト
ラ
フ
グ
や
ク
サ
フ
グ

な
ど
八
割
近
く
が
集
ま
る
大
集
積
地
で
あ

る
。
こ
の
地
に
多
く
の
フ
グ
料
理
を
専
門

写真1  江戸前の寿司
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に
出
す
料
亭
、
割か

っ
ぽ
う烹

旅
館
、
料
理
旅
館

が
集
積
さ
れ
た
。
フ
グ
刺
し
、
フ
グ
唐
揚

げ
、
焼
き
フ
グ
、
フ
グ
ち
り
、
フ
グ
雑
炊
、

ど
れ
も
逸
品
で
あ
り
、
コ
ー
ス
で
食
べ
る

こ
と
が
多
い
。

和
牛
の
代
表
格
で
あ
る
松
阪
牛
の
す

き
焼
き
も
、
ど
こ
で
も
食
せ

る
と
は
い
う
も
の
の
、
一
度

は
地
元
で
食
べ
て
み
た
い
地

域
の
食
で
あ
る
。
松
阪
牛
の

特
徴
は
、
き
め
の
細
か
い
サ

シ
と
箸
で
切
れ
る
や
わ
ら
か

な
肉
質
、
脂
肪
分
に
甘
み
の

あ
る
風
味
が
特
徴
だ
。
と
ろ

け
る
よ
う
な
味
、
滑
ら
か
な

舌
触
り
な
ど
と
よ
く
表
現
さ

れ
る
和
牛
を
代
表
す
る
歴
史

あ
る
牛
肉
で
あ
る
。
松
阪
市

内
に
は
専
門
店
が
多
数
あ
り
、

し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
や
ス
テ
ー
キ
、

網
焼
き
な
ど
も
あ
る
が
す
き

焼
き
を
ま
ず
楽
し
み
た
い
。

地
域
の
特
徴
的
な
食
材

を
生
か
す
の
と
は
逆
に
、
限

定
さ
れ
た
食
材
、
す
な
わ
ち
、

地
元
で
採
れ
た
野
菜
や
豆
類
、

穀
類
の
み
を
工
夫
し
て
調
理

し
、
振
る
舞
い
料
理
、
お
も
て
な
し
料
理

と
し
て
完
成
さ
せ
た
の
が
今
日
の
精
進
料

理
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
僧
の
厳
し
い
戒

律
の
中
で
食
し
て
い
た
料
理
で
あ
る
。
和

歌
山
県
に
あ
る
日
本
仏
教
の
聖
地
で
あ
る

高
野
山
に
は
多
く
の
宿
坊
が
あ
り
、
山
里

な
ら
で
は
の
旬
と
生
の
食
材
に
こ
だ
わ
り
、

丁
寧
に
調
理
し
た
品
格
の
あ
る
精
進
料
理

で
訪
れ
た
旅
行
者
を
も
て
な
し
て
く
れ
る
。

そ
の
他
に
も
、
カ
キ
生
産
量
は
全
国
一

位
で
全
国
総
生
産
量
の
半
分
以
上
を
占
め

て
い
る
広
島
の
大
粒
で
濃
厚
か
つ
繊
細
な

甘
み
が
特
徴
の
カ
キ
を
生
か
し
た
カ
キ
料

理
、
本
格
的
な
ウ
ナ
ギ
養
殖
の
発
祥
の
地

と
言
わ
れ
る
浜
名
湖
に
近
い
、
い
つ
も
ウ

ナ
ギ
料
理
専
門
店
か
ら
蒲か

ば

焼
き
の
食
欲

を
そ
そ
る
香
り
が
漂
っ
て
い
る
ま
ち
浜
松

の
ウ
ナ
ギ
料
理
も
ま
た
生
産
地
が
生
み
出

し
育
ち
続
け
て
き
た
旅
行
者
を
惹ひ

き
付

け
る
ブ
ラ
ン
ド
料
理
で
あ
る
。

地
元
に
今
も
息
づ
く

郷
土
料
理

郷
土
料
理
と
は
、
地
域
独
特
の
自
然

風
土
、
食
材
、
食
習
慣
、
歴
史
文
化
等

を
背
景
と
し
て
、
地
域
の
人
々
の
暮
ら
し

の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
の

伝
統
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
料
理
の

こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
郷
土
料
理
と
聞
い
て
、
す
ぐ
に

思
い
浮
か
べ
る
の
は
秋
田
県
の
き
り
た
ん

ぽ
鍋
で
あ
ろ
う
。
き
り
た
ん
ぽ
と
は
、
つ

ぶ
し
た
ご
飯
を
竹
輪
の
よ
う
に
杉
の
棒
に

巻
き
付
け
て
焼
き
、
棒
か
ら
外
し
て
食
べ

や
す
く
切
っ
た
も
の
で
あ
る
。
野
菜
や
キ

ノ
コ
と
比
内
地
鶏
を
煮
込
み
、
そ
の
き
り

た
ん
ぽ
を
入
れ
た
鍋
が
き
り
た
ん
ぽ
鍋
で

あ
る
。
今
も
県
民
の
定
番
の
家
庭
料
理
と

も
な
っ
て
い
る
。
田
舎
家
、
古
民
家
、
囲

炉
裏
端
、
雪
景
色
な
ど
料
理
か
ら
連
想

さ
れ
る
、
食
す
る
情
景
の
イ
メ
ー
ジ
が
旅

心
を
く
す
ぐ
る
。

前
項
の
地
域
食
材
を
生
か
し
た
お
も
て

な
し
料
理
に
分
類
し
て
も
よ
い
が
、
土
佐

の
郷
土
料
理
と
し
た
方
が
ピ
ン
と
く
る
の

が
、
高
知
県
の
皿さ

わ
ち鉢
料
理
で
あ
る
。
い
く

つ
も
の
大
皿
に
刺
身
、
カ
ツ
オ
の
た
た
き
、

寿
司
と
組
み
物
と
い
わ
れ
る
揚
物
、
煮
物
、

酢
の
物
な
ど
を
盛
り
合
わ
せ
た
料
理
で
、

も
と
も
と
は
本
膳
の
後
の
酒
宴
用
料
理
で

あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
メ
イ
ン
の
料
理
と

し
て
、
酒
と
と
も
に
供
さ
れ
て
い
る
。
や

は
り
、
高
知
で
豪
快
に
食
し
た
い
料
理
で

あ
る
。わ

ざ
わ
ざ
訪
ね
て

食
べ
歩
き
た
い
庶
民
の
味

地
域
の
暮
ら
し
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
地

写真2  下関のふく料理
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域
住
民
が
日
頃
よ
り
好
ん
で
食
し
、
愛
し
、

誇
り
に
思
っ
て
い
る
、
お
い
し
く
て
安
価

な
庶
民
的
な
郷
土
食
を
目
当
て
に
、
多
く

の
旅
行
者
が
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
地
域
内
に
一
定
の
店
舗

集
積
が
見
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
、
食
べ
歩

き
、
店
舗
巡
り
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
な
っ

て
い
る
。

筆
頭
は
、
香
川
県
の
讃
岐
う
ど
ん
で
あ

ろ
う
。
郷
土
食
と
し
て
全
国
的
に
評
価
が

上
が
り
、
多
く
の
旅
行
者
を
呼
び
、
幾
度

も
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
。
讃
岐
出
身
の
弘
法

大
師
が
中
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
の
が
始
ま

り
と
言
わ
れ
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
う
ど

ん
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
そ

の
歴
史
は
長
い
。
讃
岐
う
ど
ん
は
コ
シ
の

強
さ
が
重
視
さ
れ
、
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
の

店
が
多
い
の
も
特
徴
で
あ
る
。
県
内
に
千

軒
が
立
地
し
て
い
る
と
言
わ
れ
、
う
ど
ん

店
巡
り
は
と
て
も
楽
し
い
。

そ
ば
も
全
国
に
有
名
な
地
域
が
あ
る
。

そ
ば
粉
の
産
地
で
あ
る
長
野
県
の
戸
隠
神

社
周
辺
で
食
す
こ
と
の
で
き
る
戸
隠
そ
ば
、

食
べ
方
が
ユ
ニ
ー
ク
な
岩
手
県
の
わ
ん
こ

そ
ば
、
小
麦
粉
か
ら
作
ら
れ
る
麺
を
使
用

す
る
独
特
の
沖
縄
そ
ば
も
わ
ざ
わ
ざ
食
べ

に
行
く
価
値
が
あ
る
。

日
本
の
国
民
食
と
も
な
っ
た
ラ
ー
メ
ン

は
ま
さ
に
現
代
を
代
表
す
る
庶
民
食
で

あ
る
。
地
域
に
は
独
自
の
味
付
け
や
調
理

法
、
食
べ
方
な
ど
が
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
ご

当
地
ラ
ー
メ
ン
が
あ
る
。
そ
の
元
祖
と
も

い
え
る
の
が
札
幌
ラ
ー
メ
ン
で
あ
る
。
ル

ー
ツ
は
大
正
期
ま
で
遡

さ
か
の
ぼり

、
一
九
七
〇
年

代
に
観
光
名
所
と
な
る「
ラ
ー
メ
ン
横
丁
」

が
誕
生
す
る
。
そ
の
頃
か
ら
、
全
国
的
な

札
幌
ラ
ー
メ
ン
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
観
光

に
寄
与
す
る
。
現
在
、
市
内
の
ラ
ー
メ
ン

店
は
千
軒
以
上
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

大
阪
の
た
こ
焼
き
は
、
大
阪
発
祥
と
言

わ
れ
る
粉
物
料
理
の
一
種
で
大
阪
府
民
に

こ
よ
な
く
愛
さ
れ
て
い
る
。「
食
い
倒
れ

の
街
」
大
阪
に
は
同
じ
粉
物
の
お
好
み
焼

き
や
串
揚
げ
な
ど
庶
民
の
味
が
生
き
続

け
て
い
て
、
旅
行
者
も
十
分
に
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
。

旅
し
な
け
れ
ば

味
わ
え
な
い
食
の
空
間

近
年
、
地
域
の
特
徴
あ
る
食
空
間
が

旅
行
者
を
集
め
て
い
る
。
食
材
や
料
理
も

も
ち
ろ
ん
大
き
な
要
素
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
以
上
に
特
異
な
そ
の
空
間
で
食
す
る
こ

と
を
楽
し
む
食
の
旅
で

あ
る
。

京
都
の
夏
の
風
物
詩
、

川
床
の
京
料
理
は
最
も

日
本
的
で
優
雅
な
食
空

間
で
あ
ろ
う
（
写
真
３
）。

料
理
屋
や
茶
屋
が
川

の
上
や
、
屋
外
で
川
の

よ
く
見
え
る
位
置
に
座

敷
を
作
り
、
そ
こ
で
京

料
理
が
供
さ
れ
る
。
夏

期
の
み
の
贅ぜ

い
た
く沢
な
楽

し
み
で
あ
る
。
川
床
は
、

鴨
川
で
は
「
ゆ
か
」、
貴

船
、
高
雄
で
は
「
か
わ

ど
こ
」
と
言
う
。
ま
た
、

納
涼
床
と
も
呼
ば
れ
る
。

東
京
の
台
所
と
言
わ

れ
る
、
世
界
最
大
規
模

の
魚
市
場
、
築
地
市
場

の
海
鮮
料
理
も
、
国
内

外
の
旅
行
者
が
競
っ
て
食
べ
に
来
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
日
本
全
国
か
ら
集
ま
る
魚
介

類
は
新
鮮
で
美
味
で
あ
る
の
は
間
違
い
な

い
が
、
場
内
や
場
外
の
活
気
の
あ
る
小
規

模
な
店
舗
で
食
す
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る

よ
う
だ
。

札
幌
の
ビ
ー
ル
園
も
、
旅
を
し
な
い
と

味
わ
え
な
い
特
別
な
食
空
間
と
思
え
る
。

形
式
は
た
だ
の
ビ
ア
ホ
ー
ル
で
あ
る
と
も

い
え
る
が
、
一
九
六
〇
年
代
、
ひ
と
つ
の

ビ
ー
ル
園
が
開
業
し
、「
生
ビ
ー
ル
飲
み

放
題
・
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
食
べ
放
題
」
を
う 写真3  川床の京料理
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特集5 地域の食の評価

た
っ
た
の
は
衝
撃
的
で
あ
っ
た
。
工
場
直

送
の
生
ビ
ー
ル
と
、
北
海
道
名
物
の
ジ
ン

ギ
ス
カ
ン
を
札
幌
で
味
わ
う
の
は
、
そ
の

空
気
感
で
あ
る
。

大
き
な
特
異
性
の
あ
る
食
空
間
と
い

え
ば
横
浜
中
華
街
が
あ
る
。
街
に
は
上
海

路
、
中
山
路
、
福
建
路
な
ど
中
国
の
地
名

を
冠
し
た
路
地
が
交
差
し
て
お
り
、
エ
リ

ア
内
に
は
五
百
店
以
上
の
料
理
店
が
並
ん

で
い
る
。
特
定
の
料
理
店
や
料
理
を
求
め

る
人
も
い
る
が
旅
行
者
に
と
っ
て
は
、
街

全
体
の
雰
囲
気
を
魅
力
に
感
じ
、
そ
れ
が

味
付
け
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
に
は
、
人
と
の
触
れ
合
い
が
楽
し

め
る
屋
台
村
が
ま
だ
残
っ
て
い
て
屋
台
料

理
が
楽
し
め
る
。
最
も
有
名
で
規
模
が
大

き
い
の
は
、
福
岡
の
博
多
中
洲
川
端
や
長

浜
地
区
で
あ
ろ
う
。
屋
台
で
は
博
多
ラ
ー

メ
ン
、
餃
子
、
お
で
ん
だ
け
で
な
く
洋
食

や
天
ぷ
ら
な
ど
も
味
わ
え
る
。
不
思
議
な

食
の
空
間
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

地
域
の
食
を

評
価
す
る
こ
と
の
意
義

地
域
の
食
が
他
の
地
域
と
ち
ょ
っ
と
違

う
と
い
う
だ
け
で
、
全
て
が
食
の
観
光

資
源
に
な
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。

本
稿
で
紹
介
し
て
き
た
、
多
く
の
旅
行
者

の
支
持
を
受
け
て
い
る
地
域
の
食
に
は
共

通
点
が
あ
る
。
客
観
的
に
数
値
化
す
る

こ
と
が
困
難
な
項
目
ば
か
り
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
ら
が
、
筆
者
の
考
え
る
観
光
資
源
と

な
る
地
域
の
食
に
対
す
る
評
価
軸
で
あ
る
。

第
一
に
、
美
味
で
安
全
な
食
で
あ
る
こ

と
。
味
覚
に
は
個
人
差
が
あ
り
、
全
員
が

お
い
し
い
と
思
う
食
は
存
在
し
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
大
多
数
の
人
が
お
い
し
い

と
感
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
食
の

安
全
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
大
多
数

の
人
が
安
心
と
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
地
域
固
有
な
食
、
そ
の
地
域

で
し
か
食
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
地

域
ら
し
い
食
で
あ
る
こ
と
。
そ
こ
で
し
か

食
べ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
流
通
の
発

達
し
た
日
本
に
お
い
て
は
、
も
は
や
あ
り

得
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
明
確
な
差
別

性
が
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

第
三
に
、
地
域
住
民
が
共
感
す
る
食
で

あ
る
こ
と
。
つ
ま
り
住
民
が
そ
の
食
を
好

ん
で
食
べ
、
お
い
し
い
と
感
じ
、
誇
り
と

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
物
語
性
の
あ
る
食
、
料
理
や

食
材
、
調
理
方
法
な
ど
に
物
語
が
隠
れ
て

い
る
こ
と
。
歴
史
だ
け
で
な
く
、
伝
説
や

ス
ト
ー
リ
ー
な
ど
が
、
そ
の
地
域
で
こ
そ

の
味
と
な
る
。

最
後
に
、
持
続
性
の
あ
る
食
、
保
護
で

き
る
こ
と
で
あ
る
。
一
過
性
で
終
わ
っ
て

し
ま
う
ブ
ー
ム
の
よ
う
な
食
は
、
こ
の
対

象
と
は
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
食
は
、
誰
が
何
と
言
お
う

が
自
分
自
身
が
お
い
し
い
と
思
っ
た
も
の

が
、
お
い
し
い
魅
力
的
な
食
で
あ
る
。
そ

ん
な
食
を
評
価
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し

く
、
意
味
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
南
北
に
長
く
、
四
季
が
は

っ
き
り
と
あ
る
日
本
の
地
域
に
は
、
そ
こ

に
住
む
人
々
の
暮
ら
し
の
中
か
ら
生
ま
れ
、

愛
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
お
い
し
い
食

が
あ
る
。
そ
れ
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も

ら
い
、
そ
の
地
を
訪
ね
て
味
わ
っ
て
も
ら

い
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
食
を
地
域
の
誇

り
と
し
て
、
日
本
の
宝
と
し
て
次
の
世
代

に
も
残
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
き
っ
か
け

に
な
る
こ
と
が
地
域
の
食
を
評
価
す
る
大

き
な
意
義
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

も
っ
と
も
っ
と
多
く
の
人
に
、
長
く
本

源
的
な
価
値
と
な
る
地
域
の
食
に
か
か
わ

っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
食
を
味
わ
う
こ
と

安
田
亘
宏
（
や
す
だ 

の
ぶ
ひ
ろ
）
　

西
武
文
理
大
学
サ
ー
ビ
ス
経
営
学
部
教
授
。

法
政
大
学
大
学
院
政
策
創
造
研
究
科
博
士

後
期
課
程
修
了
、博
士
（
政
策
学
）。
観
光
士
。

一
九
七
七
年
Ｊ
Ｔ
Ｂ
に
入
社
、
元
Ｊ
Ｔ
Ｂ
グ

ル
ー
プ
旅
の
販
促
研
究
所
所
長
。
二
〇
一
〇

年
よ
り
現
職
。
日
本
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
会

理
事
、
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
学
会
副
会

長
、
日
本
地
域
資
源
学
会
常
務
理
事
な
ど
。

『
フ
ー
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
論
』
古
今
書
院
、『
食

旅
と
観
光
ま
ち
づ
く
り
』学
芸
出
版
社
、『「
澤

の
屋
旅
館
」は
な
ぜ
外
国
人
に
人
気
が
あ
る

の
か
』
彩
流
社
、
な
ど
著
書
多
数
。

を
通
し
て
、
地
域
の
文
化
、
日
本
人
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
観
光
と
い
う
行
為

に
よ
っ
て
多
く
の
人
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
う
れ
し
い
。

日
本
人
だ
け
で
な
く
、
世
界
中
か
ら

日
本
の
食
を
求
め
て
多
く
の
人
々
が
訪
れ
、

日
本
の
地
域
ま
で
足
を
延
ば
し
、
住
民
自

慢
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
食
を
堪
能
し
て

く
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

「
美・

・

・

・

・

・

味
し
き
日
本
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る

地
域
の
食
と
い
う
観
光
資
源
は
た
く
さ
ん

あ
る
。              （
や
す
だ　

の
ぶ
ひ
ろ
）

掲
載
写
真　

出
典
：
Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

『
美
し
き
日
本 

旅
の
風
光
』
よ
り
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寺
崎　

い
ま
散
策
い
た
だ
い
た
浄
土
ヶ
浜

は
、『
美
し
き
日
本　

旅
の
風
光
』
で
は

Ａ
級
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
観
光
資
源
で
す
。

訪
れ
た
印
象
は
い
か
が
で
し
た
か
。

楓　

盛
岡
か
ら
延
々
と
山
道
を
経
て
、
私

た
ち
は
こ
の
地
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。

昔
の
人
た
ち
も
よ
う
や
く
海
岸
に
出
て
こ

の
風
景
を
見
た
わ
け
で
、
そ
の
と
き
の
イ

ン
パ
ク
ト
が
今
も
な
お
古
び
て
い
な
い
と

思
い
ま
す
。
こ
の
自
然
の
造
形
力
を
目
の

当
た
り
に
し
た
と
き
に
、
人
間
で
は
な
し

得
な
い
も
の
の
大
き
さ
を
感
じ
ま
し
た
ね
。 

林　

全
国
的
に
有
名
な
景
観
で
す
が
、
こ

れ
だ
け
美
し
く
ま
と
ま
っ
た
海
の
あ
る
風

景
は
三
陸
海
岸
の
中
で
も
ほ
か
に
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
、
こ
こ
は
海
水
浴
場
で
も
あ

る
ん
で
す
ね
。
景
観
を
守
る
と
い
う
観
点

か
ら
、
見
る
と
こ
ろ
と
遊
ぶ
と
こ
ろ
は
別

に
し
た
方
が
い
い
。
こ
う
い
う
希
少
な
場

所
は
、
な
る
べ
く
景
観
や
雰
囲
気
を
大
事

に
す
る
こ
と
に
徹
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

し
た
。

日
比
野　

こ
の
場
所
に
「
浄
土
」
と
い
う

名
を
付
け
た
の
は
人
間
で
す
よ
ね
。
先
ほ

ど
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
由
来
を

聞
き
ま
し
た
が
、
そ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
の
力

と
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
素
晴
ら
し
い
と

感
じ
ま
し
た
。
風
景
が
美
し
い
だ
け
で
な

く
、
人
の
営
み
や
現
代
性
も
生
き
て
い
る

い
い
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。

志
賀　

こ
こ
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
や
は

り
光
で
す
よ
ね
。
岩
の
白
さ
が
印
象
的

で
す
が
、
単
に
白
い
だ
け
で
は
な
く
、
海

と
光
の
関
係
に
よ
っ
て
見
え
方
が
変
わ
り
、

刻
々
と
風
景
が
変
化
す
る
こ
と
が
魅
力
だ

と
思
い
ま
す
。

風
景
を
見
つ
め
直
す

寺
崎　

浄
土
ヶ
浜
を
含
め
、
日
本
の
数
多

く
の
観
光
資
源
の
評
価
に
関
わ
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
の
成
果
の
一
つ
が
、『
美

し
き
日
本　

旅
の
風
光
』
で
す
。
こ
の
本

の
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
注
目
い
た
だ
き

た
い
か
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

楓　

冊
子
の
制
作
者
サ
イ
ド
と
し
て
写
真

の
ク
オ
リ
テ
ィ
に
は
か
な
り
こ
だ
わ
り
ま

し
た
。
例
え
ば
お
祭
り
は
躍
動
感
が
あ

り
、
音
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
写
真
を

選
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
特
Ａ
ク
ラ
ス
の

観
光
資
源
に
つ
い
て
は
一
枚
の
写
真
だ
け

で
は
な
く
、
広
角
の
写
真
と
ア
ッ
プ
の
写

真
を
組
み
合
わ
せ
て
、
資
源
の
素
晴
ら
し

さ
を
表
現
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

38
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役
）

写
真
集
﹃
美
し
き
日
本　

旅
の
風
光
﹄
発
刊
の
意
義
、
日
本
の
国
内
外
の

多
く
の
方
々
に
ど
の
よ
う
に
写
真
集
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
か
、
何
を
感
じ

読
み
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
か
、
あ
る
い
は
写
真
集
に
表
現
し
た
日
本
の
美
し

さ
に
つ
い
て
、
岩
手
県
宮
古
市
浄
土
个
浜
の
美
し
い
景
色
を
背
景
に
観
光
資

源
評
価
委
員
会
委
員
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

座
談
会

●
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39 特集◉観光資源評価研究　「美しき日本　旅の風光」
特集6【座談会】旅の風光を語る

　

修
学
院
離
宮
庭
園
は
庭
園
だ
け
で
な

く
、
造
営
時
か
ら
残
る
田
畑
の
写
真
も
入

れ
た
り
、「
小
笠
原
の
見
送
り
」
も
ワ
ン

シ
ー
ン
だ
け
で
は
な
く
、
港
を
異
な
る
視

点
か
ら
撮
っ
た
写
真
を
入
れ
る
な
ど
、
資

源
が
立
体
的
に
見
え
る
よ
う
な
工
夫
を
し

て
い
ま
す
。

寺
崎　

ど
う
い
う
方
に
こ
の
本
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
で
す
か
。

楓　

や
は
り
ま
ず
外
国
の
方
で
す
ね
。
ま

た
国
内
で
は
、
中
学
か
ら
大
学
ま
で
の
学

生
の
方
に
「
日
本
っ
て
こ
ん
な
良
さ
が
あ

る
ん
だ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
、
英
語
の
勉

強
も
兼
ね
て
知
っ
て
も
ら
え
た
ら
い
い
な

と
思
い
ま
す
。
彼
ら
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
通
じ
、
断
片
的
に
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を

得
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
に
は
北

か
ら
南
ま
で
こ
ん
な
に
多
彩
な
自
然
や
文

化
が
あ
る
こ
と
を
、
ト
ー
タ
ル
で
受
け
と

め
て
も
ら
え
る
と
う
れ
し
い
で
す
ね
。

寺
崎　

こ
の
本
の
発
行
を
発
案
さ
れ
た
立

場
か
ら
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

志
賀　

一
九
七
二
年
（
昭
和
四
十
七
年
）

に
作
ら
れ
た
観
光
資
源
台
帳
（
特
集
２
・

特
集
３
参
照
）
を
ど
の
よ
う
に
改
訂
し
て

い
く
か
、
ま
た
、
一
定
の
客
観
性
を
持
っ

た
形
で
評
価
し
た
資
源
を
社
会
に
ど
う
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
く
か
と
い
う
議
論

か
ら
こ
の
本
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

口
コ
ミ
な
ど
の
利
用
者
目
線
や
一
時
的

な
感
覚
を
重
視
し
て
評
価
す
る
の
も
一
つ

の
方
法
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
本
で
掲

載
し
た
特
Ａ
級
・
Ａ
級
資
源
は
、
知
識
や

学
識
を
蓄
積
さ
れ
た
研
究
者
、
観
光
の
実

務
を
積
み
重
ね
た
方
々
が
、
観
光
資
源
の

価
値
や
見
方
を
体
系
的
に
議
論
し
、
評

価
し
た
結
果
で
す
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
専

門
家
の
方
た
ち
が
い
ろ
ん
な
議
論
を
し
な

が
ら
突
き
詰
め
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た

も
の
は
な
か
な
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
外
国
の
方
は
も

ち
ろ
ん
、
日
本
の
こ
れ
か
ら
の
観
光
を
考

え
る
方
や
日
本
を
知
り
た
い
と
い
う
若
い

人
た
ち
に
対
し
て
も
、
い
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

寺
崎　

観
光
分
野
で
実
務
や
研
究
を
積

み
上
げ
た
い
わ
ゆ
る
「
目
利
き
」
が
議
論

し
て
、
日
本
代
表
を
集
め
た
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

志
賀　

も
ち
ろ
ん
人
文
科
学
的
な
評
価

で
す
か
ら
、
個
人
的
な
感
性
や
何
ら
か
の

思
い
が
入
る
こ
と
は
事
実
だ
と
思
い
ま
す

が
、
学
術
的
経
験
を
積
み
上
げ
て
き
た
専

門
家
の
皆
さ
ん
が
評
価
し
て
い
る
と
い
う

窓越しに浄土ヶ浜を望む座談会会場
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意
味
で
、
一
定
の
客
観
性
を
持
っ
た
評
価

だ
と
思
い
ま
す
。

寺
崎　

林
さ
ん
は
『
美
し
き
日
本
』

（
一
九
九
九
年
版
）
に
引
き
続
き
、
今
回

も
評
価
か
ら
制
作
ま
で
関
わ
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
の
本
は
ど
の
よ
う
な
点
が

特
徴
だ
と
思
い
ま
す
か
。

林　

自
然
資
源
は
、
目
に
入
る
景
観
そ
の

も
の
を
評
価
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
結

構
分
か
り
や
す
く
、
客
観
的
な
評
価
も
し

や
す
い
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
人
文
資
源

の
評
価
と
い
う
の
は
、
視
覚
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
背
景
に
あ
る
歴
史
的
な
こ
と
や
、

人
が
織
り
な
し
た
物
語
ま
で
が
価
値
と
な

る
の
で
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
。
前
回

の
写
真
集
、『
美
し
き
日
本
』
に
は
な
か

っ
た
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、「
温

泉
」
や
「
食
」
な
ど
を
加
え
ま
し
た
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
随
分
と
検
討
し
、
あ
え

て
、
難
し
い
こ
と
に
足
を
踏
み
込
ん
で
み

ま
し
た
。
多
く
の
観
光
資
源
を
実
際
に

見
て
き
た
専
門
家
の
議
論
の
成
果
を
見
て

ほ
し
い
で
す
ね
。
深
田
久
弥
の
『
日
本
百

名
山
』
は
、
選
定
に
基
準
を
明
示
し
て
い

ま
す
。
な
ぜ
そ
う
い
う
評
価
に
至
っ
た
か
、

ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
重
点
的
に
見
て
評
価

し
た
か
、
理
由
や
根
拠
を
き
ち
ん
と
示
す

こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
冊
子

に
は
、
一
つ
一
つ
そ
れ
ら
を
記
述
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
選
定
の
過
程
で
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
丁
寧
に
話
し
合
い
ま
し
た
。

日
比
野　

こ
う
し
て
一
冊
の
本
に
で
き
あ

が
っ
た
も
の
を
見
る
と
、
日
本
の
自
然
に

育
ま
れ
た
日
本
人
の
考
え
方
や
生
活
、
気

質
み
た
い
な
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
食
文
化
や
お
祭

り
も
そ
う
で
す
し
、
宗
教
や
社
会
習
慣
な

ど
、
人
の
営
み
に
自
然
資
源
が
重
な
っ
て

い
る
こ
と
が
、
う
ま
く
表
現
で
き
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
本
を
作
る
動
機
の
一
つ
に
、
外
国

人
に
日
本
の
良
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
は
我
々
自

身
が
日
本
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
感
覚
的

に
理
解
で
き
る
も
の
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。
外
国
人
だ
け
で
な
く
日
本
人
に
と
っ

て
も
、
も
う
一
度
風
景
を
見
つ
め
直
す
い

い
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

「
静
」と「
動
」

寺
崎　

今
お
話
に
出
た
よ
う
な
こ
と
は
、

『
美
し
き
日
本　
旅
の
風
光
』の
例
え
ば
ど

の
観
光
資
源
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。
具
体
的
に
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

楓　

私
は
瀬
戸
内
海
の
多
島
景
観
で
す

ね
。
先
日
亡
く
な
ら
れ
た
作
家
の
渡
辺
淳

一
さ
ん
が
瀬
戸
内
海
を「
微
温
的
な
風
景
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。「
優
し
い
」「
穏

や
か
」
な
ど
瀬
戸
内
海
を
表
す
表
現
は
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
が
非
常

に
ぴ
っ
た
り
く
る
写
真
だ
と
思
い
ま
す
。

　

瀬
戸
内
地
域
で
は
、
気
持
ち
の
ゆ
っ
た

り
し
た
方
に
お
会
い
す
る
機
会
が
多
く
あ

り
ま
す
。
こ
う
い
う
風
景
を
見
な
が
ら
過

ご
す
と
、
心
の
持
ち
方
や
人
生
観
も
自
然

と
風
景
に
沿
う
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
一
番
表
し
て
い
る

写
真
だ
と
思
い
ま
し
た
。

志
賀　

私
は
日
本
的
な
渓
流
、
渓
谷
と

い
う
意
味
で
奥
入
瀬
渓
流
で
す
ね
。
日
本

庭
園
に
も
通
じ
る
美
し
さ
が
あ
り
、
箱
庭

的
な
日
本
の
自
然
を
表
し
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
渓
流
に
沿
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
歩
く

こ
と
で
変
わ
っ
て
い
く
川
の
表
情
を
楽
し

め
ま
す
し
、
本
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
紅
葉

40

楓千里委員

奥入瀬渓流
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の
写
真
も
い
い
で
す
が
、
四
季
に
よ
っ
て

い
ろ
ん
な
表
情
を
見
せ
ま
す
。
小
さ
い
け

れ
ど
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い

る
の
が
奥
入
瀬
渓
流
で
、
極
め
て
日
本
的

な
景
観
だ
と
思
い
ま
す
。

寺
崎　

今
日
の
浄
土
ヶ
浜
も
、
額
縁
の
中

に
お
さ
ま
る
よ
う
な
空
間
に
、
一
言
で
は

表
現
で
き
な
い
多
面
的
な
魅
力
が
あ
り
ま

す
ね
。

志
賀　

海
外
に
は
も
っ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
風
景
が
い
く
つ
も
あ
り
、
ス
ケ
ー
ル
で

は
と
て
も
か
な
い
ま
せ
ん
が
、
奥
入
瀬
渓

流
や
浄
土
ヶ
浜
に
は
、
そ
れ
ら
と
は
全
く

違
う
日
本
の
風
景
の
良
さ
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

林　

私
が
好
き
な
の
は
山
の
写
真
で
す
。

大
雪
山
と
苗
場
山
は
と
て
も
良
い
写
真

を
選
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
大
雪
山
は
旭
岳

だ
け
で
な
く
裏
側
の
写
真
も
掲
載
し
て
い

ま
す
が
、
な
か
な
か
こ
う
い
う
写
真
は
見

な
い
で
す
よ
ね
。
こ
れ
ま
で
山
の
評
価
は
、

外
か
ら
見
た
山
の
形
、
山
容
を
主
に
評
価

対
象
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
は
山
を

歩
く
と
き
の
雰
囲
気
も
意
識
し
て
い
ま
す
。

そ
の
点
で
、
大
雪
の
雄
大
さ
に
抱
か
れ
て
、

そ
こ
に
居
る
と
き
の
素
晴
ら
し
さ
が
伝
わ

る
よ
う
に
表
現
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

苗
場
山
の
湿
原
も
、
本
当
の
素
晴
ら
し
さ

は
そ
こ
に
立
っ
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な

い
の
で
す
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
伝
わ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
文
資
源

以
外
で
は
高
野
山
が
い
い
で
す
ね
。
写
真

で
奥
の
院
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
の
は
難
し

い
の
で
す
が
、
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
気

持
ち
が
湧
い
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

日
比
野　

私
が
あ
え
て
こ
だ
わ
っ
た
の
は

原
宿
で
す
。
今
の
日
本
の
若
者
た
ち
の
明

る
さ
や
時
代
性
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
ロ

ジ
カ
ル
で
整
然
と
し
た
欧
米
流
の
考
え
方

で
は
な
く
一
種
猥わ

い
ざ
つ雑
な
、
こ
こ
か
ら
何
か

新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
息

吹
を
感
じ
ま
す
ね
。
奥
深
い
日
本
の
自
然

と
は
対
極
に
あ
る
、
今
の
若
い
人
た
ち
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
在
所
で
す
。

　

日
本
の
自
然
や
文
化
を
背
景
に
し
て
、

こ
う
い
う
人
た
ち
の
、
い
わ
ゆ
る
サ
ブ
カ

ル
チ
ャ
ー
が
前
面
に
出
て
き
て
い
る
ん
で

す
よ
ね
。
深
い
森
も
意
識
し
な
が
ら
、
一

方
で
こ
う
い
う
明
る
さ
も
あ
る
。
日
本
の

自
然
、文
化
、歴
史
、宗
教
も
内
包
し
つ
つ
、

明
る
く
や
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
外
国

の
人
も
楽
し
め
る
し
、
現
代
の
日
本
を
よ

く
表
し
て
い
る
写
真
だ
と
思
い
ま
す
。

志
賀　

議
論
と
し
て
非
常
に
難
し
か
っ
た

の
が
、
食
や
祭
り
、
温
泉
な
ど
に
ど
う
い

う
評
価
軸
を
置
く
か
と
い
う
こ
と
で
し
た

ね
。
原
宿
同
様
、
大
阪
の
道
頓
堀
や
銀
座
、

歌
舞
伎
町
と
い
っ
た
街
を
ど
う
評
価
す
る

か
と
い
っ
た
議
論
も
か
な
り
活
発
に
行
い

ま
し
た
。
い
ず
れ
も
今
の
日
本
を
表
す
観

光
資
源
と
し
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
ど
う
位
置
づ

け
る
か
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
か
っ
た
。

楓　

築
地
市
場
も
、
市
場
で
働
く
人
の
生

き
生
き
と
し
た
姿
を
写
真
で
表
現
で
き
た

の
は
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
築
地
市
場

と
い
う
と
魚
が
並
ん
で
い
て
観
光
客
が
見

て
い
る
と
い
う
写
真
が
定
番
で
す
が
、
築

地
は
本
来
働
く
場
で
あ
り
、
魚
が
並
ん
で

い
る
観
光
地
で
は
な
い
こ
と
が
伝
わ
る
と

思
い
ま
す
。

寺
崎　

絵
に
動
き
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
か

つ
て
は
資
源
の
姿
を
絵
と
し
て
、
つ
ま
り

静
的
な
も
の
と
し
て
見
て
い
た
の
で
す
が
、

今
回
は
、
動
き
や
人
が
発
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
み
た
い
な
も
の
も
評
価
に
入
っ
て
き
た

こ
と
が
特
徴
的
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

多
様
性

林　

私
は
日
本
の
美
し
さ
は
、
繊
細
さ
と

季
節
感
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
明
治
時
代

に
志し

が賀
重し

げ
た
か昂
が
書
い
た
『
日
本
風
景
論
』

で
は
日
本
の
特
徴
を
四
点
に
ま
と
め
、
そ

れ
ら
が
日
本
の
美
し
さ
を
醸
し
出
し
て
い

る
と
論
じ
て
い
ま
す
。

　
一
つ
目
は
気
候
で
す
。
日
本
の
沿
岸
に

は
寒
流
と
暖
流
の
両
方
が
流
れ
て
お
り
、

ま
た
大
陸
の
東
側
に
位
置
し
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
気
候
に
多
様
性
が
あ
る
こ
と
で

す
。
二
つ
目
は
空
気
中
に
水
蒸
気
が
大
量

に
含
ま
れ
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
森
林

や
コ
ケ
の
美
し
さ
な
ど
が
作
ら
れ
る
。
三

つ
目
が
火
山
で
、
四
つ
目
が
急
流
で
す
。
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ね
。
ま
さ
に
こ
れ
が
日
本
だ
な
と
感
じ
ま

し
た
。

「
風
光
」

楓　

今
回
の
こ
の
本
は
タ
イ
ト
ル
に
「
風

光
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

こ
う
し
て
見
て
い
く
と
、
今
回
の
本
に
も

こ
の
四
つ
の
要
素
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
表

れ
て
い
ま
す
。

日
比
野　

日
本
人
は
漢
字
か
ら
平
仮
名

を
作
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
応
用
力
や

寛
容
性
は
、
優
し
く
包
み
込
む
よ
う
な
日

本
の
風
土
や
自
然
が
作
り
上
げ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
人
は
自
然
に

触
れ
、
そ
こ
か
ら
真
の
美
し
さ
や
神
を
感

じ
る
と
い
っ
た
生
き
方
を
し
て
き
て
お
り
、

そ
の
こ
と
が
今
の
日
本
の
文
化
を
作
り
上

げ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。
自
然
に
神
が

宿
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
ず
っ
と
息

づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
ね
。

寺
崎　

風
景
が
日
本
人
の
世
界
観
を
作

り
上
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

日
比
野　

二
十
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
サ

ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
の
『
文
明

の
衝
突
』
と
い
う
本
を
最
近
読
み
返
し
た

ん
で
す
が
、
こ
の
本
に
は
世
界
に
西
欧
・

イ
ス
ラ
ム
・
中
国
な
ど
七
つ
の
文
明
が
あ

る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
日
本
も
千
年
以

上
に
わ
た
っ
て
独
特
の
文
化
を
形
成
し
て

お
り
、
そ
れ
は
「
日
本
文
明
」
と
い
う
一

つ
の
文
明
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す

ね
。
今
回
作
っ
た
本
は
あ
る
意
味
、
日
本

文
明
の
集
大
成
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ

て
い
ま
す
。

志
賀　

日
本
列
島
は
地
理
的
に
は
南
北

に
長
い
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
文

明
が
均
一
的
な
国
と
い
う
の
は
世
界
で
も

珍
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
、
一
方
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
ロ
ー

カ
リ
テ
ィ
も
結
構
強
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

日
比
野　

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
、
日
本
は

文
明
と
し
て
は
統
一
し
て
い
な
が
ら
、
同

時
に
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
も
大
事
に
し
て
い
ま

す
よ
ね
。
蓮
如
上
人
が
言
っ
た
「
ば
ら
ば

ら
で
一
緒
」
と
い
う
言
葉
に
よ
く
表
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
日
本
文
明
の
特

色
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
こ
の
本
で
は
実

に
う
ま
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

い
か
に
日
本
の
自
然
や
文
化
が
オ
ン
リ
ー

ワ
ン
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま

し
た
ね
。

志
賀　

日
本
の
風
景
は
宗
教
性
も
感
じ

さ
せ
ま
す
ね
。
那
智
の
滝
も
、
青
岸
渡
寺

と
の
組
み
合
わ
せ
で
考
え
る
と
世
界
に
冠

た
る
風
景
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
裏
側
に

は
、
先
ほ
ど
日
比
野
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
日
本
人
の
人
生
観
や
世
界
観
が

あ
る
と
言
え
ま
す
ね
。

林　

自
然
の
美
し
さ
に
心
を
打
た
れ
て
、

こ
こ
に
は
何
か
違
う
も
の
が
あ
る
と
思
う

わ
け
で
す
。
那
智
の
滝
も
そ
う
で
す
ね
。

美
し
い
滝
に
引
き
付
け
ら
れ
て
、
死
後
の

世
界
を
体
験
し
よ
う
と
そ
こ
に
人
々
が
信

仰
を
見
い
だ
し
た
わ
け
で
す
か
ら
。

日
比
野　

祭
り
の
写
真
も
音
が
聞
こ
え

て
く
る
よ
う
な
ん
だ
け
れ
ど
、
同
時
に
止

ま
っ
て
い
て
音
が
な
い
ん
で
す
ね
。
静
と

動
が
矛
盾
な
く
共
存
し
て
い
る
と
い
う
の

も
、
日
本
な
ら
で
は
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

志
賀　

そ
う
い
う
意
味
で
、
伊
勢
神
宮
の

式
年
遷
宮
の
写
真
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
で

す
ね
。
あ
の
写
真
こ
そ
、
全
て
を
象
徴
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
人
が

い
て
、
あ
れ
だ
け
動
き
が
あ
っ
て
音
も
感

じ
ら
れ
る
の
に
、
静
け
さ
が
あ
り
ま
す
よ
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源
種
別
で
取
り
ま
と
め
て
い
た
も
の
を

再
整
理
し
、
新
た
に
郷
土
景
観
と
い
う

種
別
を
設
け
ま
し
た
。
そ
の
種
別
の
資
源

と
し
て
、
水
田
の
風
景
が
二
カ
所
入
っ
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
も
前
に
発
行
し
た
『
美

し
き
日
本
』
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
資

源
で
す
。

　

越
後
湯
沢
で
ほ
く
ほ
く
線
に
乗
り
換

え
、
車
窓
に
広
が
る
水
田
を
眺
め
る
の
が

好
き
で
す
。
揺
れ
る
苗
、
風
の
通
り
道
が

見
え
ま
す
。
水
面
に
反
射
す
る
光
。
季

節
に
よ
っ
て
、
絵
が
違
う
ん
で
す
ね
。
観

光
資
源
と
し
て
は
特
に
名
も
な
い
場
所
な

ん
で
す
が
、
旅
の
途
中
で
目
に
し
た
こ
の

よ
う
な
情
景
は
強
く
印
象
に
残
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
な
い
の
で
す
が
、
郷
土
景
観
と

し
て
農
業
景
観
が
二
カ
所
入
っ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
、
前
に
発
行
し
た
『
美
し
き
日

本
』
に
は
な
か
っ
た
資
源
で
す
。

林　

そ
う
い
う
資
源
を
入
れ
て
い
こ
う
と

い
う
議
論
は
以
前
か
ら
あ
り
ま
し
た
ね
。

場
所
を
特
定
す
る
の
が
な
か
な
か
難
し
い

で
す
が
、
農
業
景
観
で
素
晴
ら
し
い
と
こ

ろ
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
特
徴

的
な
棚
田
を
Ａ
級
と
し
て
選
び
ま
し
た
。

志
賀　

棚
田
と
い
う
の
は
別
に
日
本
だ
け

の
も
の
で
は
な
く
、
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
な

ら
ど
こ
で
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
で
も
、
日

本
の
棚
田
に
は
バ
リ
島
な
ど
の
棚
田
に
は

な
い
繊
細
さ
が
あ
り
、
ま
さ
に
風
光
の
違

い
み
た
い
な
も
の
が
こ
の
写
真
集
に
は
明

確
に
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

歴
史
的
に
見
る
と
、
日
本
の
稲
作
文
化

と
い
う
の
は
棚
田
と
と
も
に
あ
っ
て
、
日

本
の
伝
統
的
な
農
業
技
術
の
出
発
点
の

ひ
と
つ
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た

風
景
が
日
本
の
景
観
と
し
て
評
価
さ
れ
て
、

観
光
資
源
と
な
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

楓　

白
川
郷
の
写
真
で
す
が
、
た
だ
合
掌

造
り
の
家
だ
け
を
写
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
手
前
に
黄
色
く
色
づ
い
た
田
ん
ぼ
が

写
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
奥
に
田
ん

ぼ
を
耕
す
た
め
の
家
が
あ
り
、
上
の
方
で

蚕
を
飼
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
生
活
感
を

き
ち
ん
と
表
し
て
い
る
こ
と
が
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。

志
賀　

こ
れ
は
意
味
が
あ
る
写
真
で
す
ね
。

日
本
の
豊
か
さ
を
表
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
今
、
古
い
町
並
み
を
昔
の
姿
の
ま
ま

保
全
は
し
て
い
る
け
れ
ど
、
完
全
に
お
土

産
物
屋
さ
ん
街
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

周
囲
か
ら
隔
絶
さ
れ
、
通
過
型
の
観
光
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「
風
土
」「
風
景
」「
風
」
と
、
観
光
の
語

源
で
も
あ
る
「
国
の
光
を
観
る
」
の
「
光
」

で
「
風
光
」
で
す
ね
。
ま
さ
に
、「
光
を

探
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
と
て

も
い
い
表
現
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
自
然
だ
け
で
は
な
く
生
活
の
部

分
に
つ
い
て
も
言
え
て
、
さ
ん
さ
ん
と
光

が
当
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ち
ょ
っ

と
し
た
光
が
当
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
人

の
暮
ら
し
が
あ
り
、
人
の
面
白
さ
や
歴
史

の
集
積
が
あ
る
と
。
こ
の
本
で
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
日
本
の
光
」
を
表
す
こ
と
が
で

き
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

志
賀　

当
財
団
の
ス
タ
ッ
フ
に
い
く
つ
か

タ
イ
ト
ル
候
補
を
出
し
て
も
ら
っ
た
ん

で
す
が
、
そ
の
中
に
こ
の
言
葉
が
あ
っ
て
、

「
こ
れ
が
い
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
風
光
と
い
う
の
は
風
土
で
あ
り
、

光
で
あ
り
、
影
で
あ
り
、
全
て
を
表
現
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
明
る
い
だ
け
で
は
な
く
、
光
が
あ

る
か
ら
影
が
強
調
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

日
本
の
風
景
で
は
陰
影
が
重
要
で
、
そ
れ

が
柔
ら
か
さ
を
作
り
出
し
た
り
、
自
然
の

厳
し
さ
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
我
々
は
そ

の
中
で
暮
ら
し
、
物
事
を
考
え
て
き
た
わ

け
で
、
日
本
の
観
光
資
源
は
光
と
影
が
表

裏
一
体
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
風
光
と
い

う
表
現
に
は
、
光
と
陰
影
の
両
面
を
表
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

日
比
野　

風
光
と
い
う
言
葉
は
、
瞬
間
的

な
イ
メ
ー
ジ
も
あ
っ
て
、
マ
ル
セ
ル
・
プ

ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』

の
世
界
に
通
じ
ま
す
よ
ね
。
も
う
戻
ら
な

い
こ
の
一
瞬
の
光
と
風
、
温
度
、
そ
う
い

う
感
覚
が
こ
の
言
葉
に
は
込
め
ら
れ
て
い

て
。
ほ
ん
の
一
瞬
の
美
し
さ
を
感
じ
る
繊

細
さ
で
す
ね
。

志
賀　

私
が
も
う
一
つ
、
風
光
と
い
う
言

葉
に
感
じ
る
の
は
、
雰
囲
気
や
空
気
感
で

す
ね
。
単
に
空
気
が
動
く
だ
け
で
は
な

く
、
空
気
そ
の
も
の
の
あ
り
方
も
表
し
て

い
る
。
こ
の
一
瞬
の
こ
の
雰
囲
気
の
中
に

い
る
、
と
体
感
で
き
る
も
の
で
す
よ
ね
。

日
比
野　
「
風
光
明
媚
」
で
は
な
く
、「
風

光
」
だ
か
ら
い
い
ん
で
す
よ
。

楓　

本
当
に
そ
う
で
す
ね
。
こ
の
二
文
字

の
中
に
、
と
て
も
多
く
の
も
の
を
含
ん
で

い
る
と
思
い
ま
す
。

文
化
の
継
承

寺
崎　

前
回
の
資
源
評
価
研
究
の
際
に

は
、
歴
史
景
観
や
地
域
景
観
と
い
う
資
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地
と
化
し
て
い
て
、
い
わ
ば
資
源
を
消
費

し
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
日
本
人

の
生
活
観
や
人
生
観
を
表
し
た
町
並
み
だ

か
ら
い
い
と
言
え
ば
言
う
ほ
ど
、
資
源
と

し
て
消
耗
し
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
い
う
危
惧
を
覚
え
ま
す
。

寺
崎　

伝
統
的
な
文
化
や
生
活
の
継
承

に
観
光
を
活
用
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
済
的
メ
リ
ッ
ト

の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
観
光
地

を
、
今
後
ど
う
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
と

い
う
問
題
は
あ
り
ま
す
ね
。

林　

逆
の
パ
タ
ー
ン
も
あ
り
ま
す
。
歴
史

的
、
文
化
的
に
意
義
が
あ
る
建
物
だ
け
ど
、

そ
の
ま
ま
で
は
経
済
的
に
成
り
立
た
ず
老

朽
化
が
進
み
、
見
る
に
耐
え
ら
れ
な
く
な

る
。
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

志
賀　

白
川
郷
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、

そ
の
バ
ラ
ン
ス
で
し
ょ
う
ね
。
ま
さ
に
観

光
資
源
の
利
用
の
あ
り
方
を
問
わ
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

寺
崎　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
今
回
の
評

価
の
中
で
、
人
文
資
源
に
つ
い
て
論
議
す

る
時
間
が
長
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

志
賀　

以
前
、
中
国
の
麗
江
古
城
を
訪

れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
こ
こ

は
地
元
の
少
数
部
族
の
人
た
ち
の
生
活
を

守
る
た
め
に
土
産
物
屋
が
あ
っ
た
の
で
す

が
、
漢
民
族
の
資
本
が
入
り
、
少
数
民
族

の
人
た
ち
は
郊
外
に
移
り
住
み
、
そ
こ
で

民
族
衣
装
を
着
て
い
る
の
は
、
漢
民
族
に

雇
わ
れ
た
人
と
い
う
形
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
て
。

楓　

一
種
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

志
賀　

そ
う
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
流
れ

を
ど
こ
で
止
め
る
か
と
い
う
線
の
引
き
ど

こ
ろ
が
難
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。
経
済
利

得
へ
の
指
向
は
な
か
な
か
食
い
止
め
ら
れ

な
い
け
れ
ど
、
一
定
の
指
標
づ
く
り
の
議

論
に
地
域
が
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
す

ご
く
重
要
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
地
域
で
共

通
の
目
標
を
持
ち
、
あ
る
レ
ベ
ル
で
バ
ラ

ン
ス
を
取
る
と
い
っ
た
議
論
を
し
て
い
か

な
い
と
、
麗
江
古
城
の
よ
う
に
本
来
の
担

い
手
で
あ
る
人
に
よ
っ
て
地
域
文
化
が
継

承
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。

寺
崎　

地
域
の
伝
統
芸
能
や
お
祭
り
な

ど
を
継
承
し
て
い
く
た
め
に
、
観
光
を
活

用
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
た
だ
、

お
祭
り
が
イ
ベ
ン
ト
化
し
て
い
る
よ
う
で
、

複
雑
な
心
境
に
な
り
ま
す
ね
。

林　

私
が
バ
ラ
ン
ス
の
い
い
と
思
う
お
祭

り
は
「
長
崎
く
ん
ち
」
で
す
。
ず
っ
と
伝

統
的
に
続
い
て
い
ま
す
が
、
一
つ
の
町
に

順
番
が
回
っ
て
く
る
の
は
七
年
に
一
度
な

の
で
、
待
ち
遠
し
い
気
持
ち
が
続
く
こ
と

に
つ
な
が
る
こ
と
と
、
負
担
が
過
大
に
な

ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
大
人
と
子
ど
も
が

セ
ッ
ト
に
な
っ
て
取
り
組
む
の
で
、
子
ど

も
た
ち
に
も
演だ

し
物
の
責
任
が
あ
る
わ
け

で
す
。

　

彼
ら
は
大
人
の
演
し
物
を
見
て
「
か
っ

こ
い
い
、
大
き
く
な
っ
た
ら
自
分
も
こ
う

い
う
の
が
や
り
た
い
」
と
思
い
、
そ
う
い

う
思
い
が
う
ま
く
循
環
し
て
い
る
ん
で
す

ね
。
そ
れ
を
外
か
ら
見
に
来
て
、
地
域
に

お
金
が
落
ち
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

お
祭
り
が
本
来
の
神
事
か
ら
人
に
見
せ

る
こ
と
が
目
的
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も

多
い
で
す
が
、
あ
る
程
度
は
や
む
を
得
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。見
ら
れ
る

こ
と
で
生
き
が
い
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る

し
、
自
分
た
ち
だ
け
で
や
っ
て
い
て
も
継

続
し
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
か
ら
。

時
間
と
と
も
に

寺
崎　

前
回
の『
美
し
き
日
本
』か
ら『
美

し
き
日
本　
旅
の
風
光
』の
出
版
に
至
る

こ
の
十
五
年
間
の
変
化
の
一
つ
と
し
て
、

日
本
を
訪
れ
る
外
国
人
の
増
加
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
本
に
ど
う
い

う
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

林　

日
本
の
良
さ
の
再
発
見
で
し
ょ
う
ね
。

我
々
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
も
の
の

良
さ
を
、
外
国
人
に
気
づ
か
さ
れ
る
部
分

が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
浅
草
に
し
て
も
、
雷
門
の
写
真
を
撮

り
ま
く
る
と
い
う
感
覚
は
我
々
に
は
な
か

っ
た
し
、
最
近
で
は
多
く
の
人
が
行
き
交

う
渋
谷
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
が
、
外

国
人
観
光
客
に
は
面
白
い
と
人
気
だ
そ
う

で
す
。
我
々
の
感
覚
で
は
気
づ
か
な
い
も

の
、
ご
く
当
た
り
前
の
も
の
で
も
、
外
か

ら
の
視
点
で
見
る
と
面
白
い
も
の
が
随
分

志賀典人委員長
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あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

楓　

季
節
感
の
再
発
見
も
あ
り
ま
す
ね
。

今
ま
で
は
外
国
人
が
来
る
の
は
桜
の
シ

ー
ズ
ン
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
雪
や
紅

葉
シ
ー
ズ
ン
に
も
来
る
人
が
増
え
る
な
ど
、

日
本
の
楽
し
み
方
も
広
が
り
を
見
せ
て
い

ま
す
。
日
本
人
の
旅
行
の
仕
方
に
、
よ
り

近
づ
い
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

寺
崎　

日
本
人
が
旅
行
に
求
め
る
も
の
、

旅
行
の
仕
方
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

日
比
野　

た
く
さ
ん
の
外
国
人
が
日
本
を

旅
し
て
い
る
姿
を
目
に
す
る
こ
と
で
、
日

本
人
の
意
識
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
思
い

ま
す
よ
。

志
賀　

テ
レ
ビ
番
組
で
、
日
本
に
来
た
外

国
人
が
あ
る
海
岸
に
た
ど
り
着
き
「
ど
こ

に
も
行
き
た
く
な
い
、
こ
こ
に
い
た
い
」

と
、
三
日
間
く
ら
い
何
も
し
な
い
で
じ
っ

と
し
て
い
る
と
い
う
場
面
を
見
ま
し
た
。

そ
う
い
う
旅
の
仕
方
を
今
ま
で
の
日
本
人

は
あ
ま
り
し
て
こ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
こ

れ
が
本
来
の
旅
か
も
し
れ
な
い
な
と
思
い

ま
し
た
ね
。
そ
う
い
う
旅
に
日
本
人
も
学

ん
で
い
か
な
い
と
、
ど
う
し
て
も
観
光
地

を
消
費
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

　

滞
在
型
の
の
観
光
客
が
も
っ
と
増
え
れ

ば
、
今
ま
で
と
は
全
然
違
っ
た
観
光
地
づ

く
り
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
う
す

る
と
地
域
も
活
性
化
す
る
と
思
い
ま
す
し
。

林　

時
間
軸
と
い
う
の
は
大
事
で
、
一
定

の
時
間
を
か
け
て
滞
在
す
る
こ
と
で
そ
の

場
所
の
良
さ
が
詳
細
に
分
か
っ
て
き
ま
す
。

こ
う
し
た
観
光
地
や
リ
ゾ
ー
ト
が
も
っ
と

出
て
き
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
今
私
た
ち
が

い
る
浄
土
ヶ
浜
の
よ
う
な
と
こ
ろ
も
、
短

時
間
で
通
過
し
て
し
ま
う
と
か
え
っ
て
魅
力

が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。

志
賀　

先
日
、
秋
田
内
陸
縦
貫
鉄
道
に

角
館
か
ら
乗
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
同

乗
し
て
い
た
台
湾
人
二
十
数
名
の
グ
ル
ー

プ
が
阿あ

に仁
合あ

い

と
い
う
駅
で
途
中
下
車
し
た

の
で
す
が
、
ど
こ
を
訪
ね
た
か
と
い
う
と
、

こ
の
駅
に
隣
接
す
る
公
園
の
川
沿
い
に
あ

る
桜
並
木
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
角
館
は
す

で
に
散
り
際
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ

ち
ら
は
ち
ょ
う
ど
満
開
の
時
期
だ
っ
た
の

で
、
訪
ね
て
き
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

こ
こ
の
桜
は
二
十
年
前
に
植
え
ら
れ
て
、

樹
勢
も
強
く
、
最
高
の
状
態
の
花
盛
り
で

し
た
が
、
残
念
な
が
ら
日
本
人
観
光
客
は

全
く
お
ら
ず
、
混
雑
す
る
角
館
と
対
照
的

で
し
た
。
そ
こ
に
目
を
付
け
た
台
湾
人
観

光
客
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら

の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
や
日
本
人
の
こ
れ
ま

で
の
観
光
の
あ
り
方
を
問
う
も
の
で
す
ね
。

楓　

岡
山
県
の
英あ

い

田だ

で
は
若
い
人
た
ち
が

千
枚
田
の
復
活
に
取
り
組
ん
で
い
て
、
田

植
え
の
シ
ー
ズ
ン
な
ど
に
は
関
西
か
ら
人

が
来
る
よ
う
に
な
り
、
農
業
観
光
が
成
り

立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う

い
う
新
し
い
こ
と
に
取
り
組
む
人
た
ち
を

ど
う
応
援
で
き
る
か
と
い
う
課
題
も
あ
り

ま
す
ね
。

価
値
観
の
変
化

日
比
野　

日
本
人
の
旅
も
変
化
し
つ
つ
あ

り
ま
す
ね
。
Ｊ
Ｔ
Ｂ
が
新
し
く
作
っ
た
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
旅
行
商
品
の
な
か
で
、
人
気
が

高
い
の
は
、「
私
だ
け
の
旅
・
パ
リ
一
〇

日
間
」
と
い
う
ツ
ア
ー
で
、
パ
リ
と
そ
の

郊
外
を
ゆ
っ
く
り
き
め
細
か
く
巡
る
と
い

う
内
容
で
す
。「
こ
う
い
う
商
品
が
欲
し

か
っ
た
」
と
、
申
し
込
み
が
千
人
を
超
え

て
い
ま
す
。
か
つ
て
の
物
見
遊
山
的
な
周

遊
旅
行
か
ら
、
日
本
人
の
旅
も
様
変
わ
り

し
て
、
成
熟
化
し
て
き
て
い
る
な
と
感
じ

ま
す
。

寺
崎　

旅
の
成
熟
化
と
い
う
の
は
、
具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
し
ょ
う
か
。

日
比
野　
一
言
で
言
え
ば
自
分
の
意
思
を

明
確
に
し
、
好
き
嫌
い
を
判
断
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
例
え
ば
ま
ち
歩

き
を
し
て
い
て
道
端
で
売
っ
て
い
る
花
を

買
っ
た
り
、
屋
台
で
何
か
食
べ
た
り
、
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
蚤の

み

の
市
で
掘
り
出
し
物
を

探
し
た
り
、
気
の
向
く
ま
ま
思
い
思
い
に

旅
を
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
言

え
ま
す
。

寺
崎　
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
固
有
の
旅

の
価
値
が
あ
り
、
そ
れ
が
行
動
に
結
び
つ

い
て
い
く
状
況
の
中
で
、
あ
る
特
定
の
目

利
き
が
観
光
資
源
を
選
定
し
ま
と
め
た
こ

の
本
は
、
時
代
に
逆
行
し
て
い
る
よ
う
に

も
思
え
ま
す
。
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日
比
野　

そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
本
に
は

多
様
性
が
満
載
さ
れ
て
い
ま
す
よ
。
外
国

の
人
た
ち
に
、
こ
の
本
を
見
せ
て
「
ミ
シ

ュ
ラ
ン
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
と
比
べ
て

ど
う
か
？
」
と
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
み
た
い

で
す
ね
。
専
門
家
、
一
般
の
日
本
人
、
外

国
人
の
視
点
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
わ
け
で
、

そ
の
差
に
つ
い
て
考
え
る
の
も
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

楓　

旅
の
成
熟
化
と
い
う
話
で
言
え
ば
、

旅
先
に
い
か
に
た
く
さ
ん
接
点
を
作
れ
る

か
も
重
要
で
す
よ
ね
。
多
く
接
点
を
作
っ

た
分
、
旅
も
楽
し
く
な
り
ま
す
か
ら
。
課

題
は
、
そ
の
接
点
作
り
を
地
域
で
ど
う
や

っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

寺
崎　

こ
の
本
に
載
っ
て
い
る
写
真
も
、

一
番
い
い
時
期
に
一
番
い
い
光
が
あ
た
っ

て
い
る
状
態
を
表
現
し
て
い
ま
す
が
、
そ

う
い
う
時
期
は
一
般
の
旅
行
者
に
は
な
か

な
か
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
地
域
の
方

が
「
こ
の
時
期
に
来
て
く
だ
さ
い
」
と
か

「
も
う
一
泊
し
て
、
こ
の
時
間
帯
に
見
て

く
だ
さ
い
」
と
、
訪
れ
る
人
た
ち
に
言
え

る
よ
う
な
仕
組
み
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

楓　

そ
う
い
う
意
味
で
、
解
説
す
る
役
割

と
い
う
の
は
大
事
で
す
ね
。
先
日
、
特
Ａ

級
資
源
の
岩
手
県
北
山
崎
を
漁
師
さ
ん

の
船
で
回
り
ま
し
た
。
単
に
景
観
を
説
明

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
震
災
経
験
も
含
め
、

ご
本
人
の
体
験
の
話
を
い
ろ
い
ろ
聞
く
こ

と
が
で
き
、
地
域
へ
の
興
味
が
よ
り
深
ま

り
ま
し
た
。

林　

昨
年
訪
れ
た
桂
離
宮
で
は
、
ガ
イ

ド
の
方
が
宮
内
庁
職
員
だ
っ
た
の
で
す
が
、

本
当
に
公
務
員
か
と
思
う
く
ら
い
説
明
が

う
ま
く
て
、
そ
の
人
い
わ
く
「
一
番
い
い

季
節
は
今
で
は
な
く
て
冬
だ
」
と
。
そ
の

風
景
を
言
葉
で
表
現
し
て
く
れ
る
ん
で
す

ね
。
想
像
力
を
非
常
に
か
き
立
て
ら
れ
ま

し
た
。

日
比
野　

で
、
私
が
修
学
院
離
宮
を
訪

れ
た
と
き
に
つ
い
た
宮
内
庁
の
ガ
イ
ド
さ

ん
は
ち
ょ
っ
と
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
方
で
し

た
が
、
何
か
ガ
イ
ド
の
基
準
が
あ
る
の
か

と
聞
い
た
ら
「
み
ん
な
ば
ら
ば
ら
だ
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
自
分
の
興
味

に
応
じ
て
好
き
勝
手
に
や
っ
て
い
ま
す
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
で
も
、
外
国
人
に
は

そ
の
方
が
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

林　

皆
、
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
の
も
面

白
い
で
す
ね
。

志
賀　

そ
れ
も
大
事
な
こ
と
で
す
よ
ね
。

ガ
イ
ド
っ
て
結
局
個
性
で
す
か
ら
。
先
日

あ
る
旅
行
先
で
、
内
装
が
白
木
の
凝
っ
た

造
り
の
蔵
が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
ご
主
人
が

な
ぜ
白
木
が
い
い
か
、
い
か
に
手
入
れ
が

大
変
か
、「
で
も
漆
な
ん
て
塗
っ
た
ら
駄

目
だ
」
み
た
い
な
こ
と
を
延
々
と
説
明
し

て
く
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
後
、
地
元
の

老
舗
と
呼
ば
れ
る
店
に
行
っ
た
ら
、
内

壁
に
漆
を
た
っ
ぷ
り
塗
っ
て
い
る
ん
で
す
。

あ
あ
、
こ
う
い
う
こ
と
か
と
。
彼
と
し
て

の
プ
ラ
イ
ド
と
誇
り
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

日
比
野　

そ
の
人
に
し
か
語
れ
な
い
こ
と
。

こ
れ
も
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
で
す
よ
ね
。

日
本
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

日
比
野　

二
〇
五
〇
年
に
な
っ
た
ら
、
世

界
中
の
観
光
客
が
今
の
三
倍
に
な
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
に
は
訪
日
外
国

人
が
三
千
万
人
に
達
す
る
の
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
世
界
中
に
観
光
客
が
溢あ

ふ

れ
る

事
態
が
迫
っ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
世

界
的
な
大
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
い
い
か
悪
い
か
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
こ
と
は
明

ら
か
で
す
。
そ
の
と
き
に
美
し
き
日
本
を

ど
う
や
っ
て
守
る
か
と
い
う
問
題
も
さ
ら

に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

寺
崎　

そ
れ
ほ
ど
多
く
の
外
国
の
方
が
増

え
る
と
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
で
し
ょ

う
か
。

日
比
野　

欧
米
人
の
旅
行
の
仕
方
は
か

な
り
成
熟
し
て
き
て
、
五
箇
山
や
屋
久
島

な
ど
へ
足
を
延
ば
す
人
も
増
え
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
ジ
ア
の
人
た
ち

の
旅
も
成
熟
化
す
る
の
が
か
な
り
早
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

物
見
遊
山
の
旅
か
ら
目
的
を
持
っ
た
旅

を
す
る
人
が
増
え
、
興
味
が
分
散
化
し
て

い
る
中
、
風
景
だ
け
で
な
く
、
人
の
営
み

や
文
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
日

本
の
魅
力
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い

ま
す
ね
。

楓　

例
え
ば
五
箇
山
に
行
っ
た
ら
合
掌
造

り
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
紙
す
き
の
職

人
さ
ん
を
訪
ね
た
り
、
実
際
に
紙
す
き
を

体
験
し
て
み
た
り
、
ひ
も
で
縛
っ
た
硬
い

豆
腐
を
食
べ
て
み
る
面
白
さ
な
ど
が
あ
り

ま
す
ね
。
今
回
の
本
の
中
で
は
、
伝
統
工

芸
と
い
う
切
り
口
が
打
ち
出
せ
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
旅
先
で
手
づ
く
り
の
も
の
に

出
会
う
楽
し
さ
も
あ
る
は
ず
で
す
。

日
比
野　

有
田
焼
の
窯
元
に
行
っ
た
り
、

栃
木
県
の
湯
西
川
温
泉
へ
昔
話
を
聞
き
に

行
く
外
国
人
観
光
客
も
増
え
て
い
る
そ
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う
で
す
。
自
然
よ
り
む
し
ろ
、
生
活
や
人

に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

楓　

日
本
人
が
手
で
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を

作
り
上
げ
て
い
る
姿
に
外
国
の
人
は
感
動

し
た
り
、「
な
ぜ
こ
ん
な
も
の
が
で
き
る
の
」

と
び
っ
く
り
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
接
点
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
特
Ａ
級
や
Ａ
級
と
い
っ
た
評
価
基

準
と
は
ま
た
違
う
評
価
に
よ
る
観
光
資
源

が
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

例
え
ば
、
有
田
焼
も
ち
ょ
っ
と
絵
付
け

体
験
を
し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
う
し

て
あ
あ
い
う
デ
ザ
イ
ン
が
こ
の
土
地
で
生

ま
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
、
外
国
人
の
関

心
が
広
が
る
と
思
い
ま
す
。
人
の
技
で
す

よ
ね
。

林　
一
方
で
そ
う
い
う
観
光
資
源
は
選
ぶ

の
が
な
か
な
か
難
し
く
、
観
光
対
象
と
し

て
の
魅
力
に
永
続
性
が
あ
る
か
と
い
う
問

題
も
あ
り
ま
す
。
場
所
に
か
か
わ
ら
ず
人

の
技
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
の
が
い
い
と

い
う
議
論
と
、
そ
の
技
が
息
づ
く
場
所
も

特
定
し
た
方
が
い
い
と
い
う
議
論
が
あ
る

で
し
ょ
う
し
。

日
比
野　

例
え
ば
、
盆
栽
と
い
う
の
も
今

回
の
本
に
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
埼
玉

県
の
大
宮
が
有
名
で
す
ね
。
盆
栽
の
世
界

も
す
ご
く
深
く
て
、
ま
さ
に
小
宇
宙
で
す

よ
。
外
国
人
の
関
心
が
高
い
し
、
あ
あ
い

う
も
の
は
世
界
に
他
に
な
い
と
い
う
意
味

で
は
、
次
の
観
光
資
源
と
し
て
の
可
能
性

が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

寺
崎　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
十
五
年
前

の
評
価
作
業
の
と
き
に
は
話
題
に
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
旅
行
者
の
意
識
と
行
動
は

着
実
に
変
化
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
今
回

は
Ａ
級
と
特
Ａ
級
の
観
光
資
源
を
選
定
し

ま
し
た
が
、
今
ま
で
皆
さ
ん
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
具
体
例
が
出
た
よ
う
に
、
従
来
と
は

ま
た
異
な
る
基
準
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
資

源
も
ま
だ
ま
だ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

優
劣
は
な
い
の
で
、「
準
」
と
い
う
表

現
は
ち
ょ
っ
と
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

今
後
は
そ
う
し
た
「
準
Ａ
級
的
」
な
資
源

を
う
ま
く
定
義
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

志
賀　

今
回
の
Ａ
級
や
特
Ａ
級
で
は
受
け

と
め
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
別
の
観
点

か
ら
見
て
可
能
性
の
あ
る
資
源
を
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
す
る
作
業
は
必
要
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
な
か
な

か
ビ
ジ
ネ
ス
ベ
ー
ス
に
乗
れ
な
か
っ
た
着

地
型
旅
行
な
ど
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
く

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
比
野　

旅
の
成
熟
化
と
と
も
に
ア
ピ
ー

ル
力
が
あ
る
資
源
と
し
て
、
Ａ
級
や
特
Ａ

級
と
の
差
が
狭
ま
る
予
感
が
し
ま
す
ね
。

人
に
よ
っ
て
は
Ａ
級
や
特
Ａ
級
よ
り
、
準

Ａ
級
に
価
値
を
見
い
だ
す
人
も
い
る
で
し

ょ
う
。
む
し
ろ
、
我
々
の
評
価
軸
を
広
げ

て
、
議
論
を
オ
ー
プ
ン
に
し
な
い
と
い
け

な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
仕
事
は

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
気
づ

き
に
、
大
き
な
貢
献
を
し
た
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
さ
ら
に
発
展
的
に
継
続
さ
せ

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
公

益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
の
使
命
で
す
。

寺
崎　

早
く
も
、
次
の
宿
題
が
見
え
て
き

ま
し
た
。
新
し
い
価
値
へ
の
気
づ
き
、
そ

れ
を
表
現
す
る
資
源
の
抽
出
、
さ
ら
に
は

資
源
の
持
続
的
な
利
用
の
あ
り
方
、
そ
し

て
観
光
の
力
な
ど
、
観
光
研
究
者
は
さ
ら

に
意
欲
的
に
多
く
の
研
究
課
題
に
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
本
日
は
、

多
岐
に
わ
た
る
お
話
を
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
二
〇
一
四
年
五
月
十
三
日
・
岩
手
県
宮
古

市
浄
土
ヶ
浜
に
て
）

取
材
協
力 
㈱
Ｒ
Ｅ
Ｇ
Ｉ
Ｏ
Ｎ 

井
上 

理
江

掲
載
写
真
「
奥
入
瀬
渓
流
」「
式
年
遷
宮
」　

出
典
：
Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

        

『
美
し
き
日
本 

旅
の
風
光
』
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楓 

千
里
（
か
え
で 

ち
さ
と
）　

　
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
執
行
役
員
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事
業
本
部
副
本
部
長
兼
会
員
サ
ー

ビ
ス
事
業
部
長
。
学
習
院
大
学
法
学
部
卒
業
後

（
株
）日
本
交
通
公
社
入
社
、
出
版
事
業
局
配
属
。

海
外
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
月
刊
『
る
る
ぶ
』
編
集
部

を
経
て
、一
九
九
九
年
か
ら
月
刊『
旅
』
編
集
長
。

二
〇
〇
四
年（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
設
立

と
同
時
に
広
告
部
長
、二
〇
〇
九
年
執
行
役
員

法
人
事
業
部
長
を
経
て
、二
〇
一
一
年
か
ら
現
職
。

国
土
交
通
省
「
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
審
議
会
」、

総
務
省「
地
域
の
元
気
創
造
有
識
者
会
議
」
委
員
等
。

林 

清
（
は
や
し 

き
よ
し
）　

　

立
命
館
ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学
（
二
〇
〇
八
年
～
）、

高
崎
経
済
大
学
（
二
〇
一
一
年
～
）、
横
浜
商
科
大

学
（
二
〇
一
二
年
～
）
非
常
勤
講
師
。一
九
七
一
年

東
京
工
業
大
学
工
学
部
社
会
工
学
科
卒
業
。
同
年
、

（
財
）日
本
交
通
公
社
入
社
。一
九
七
七
年（
株
）

札
幌
リ
ゾ
ー
ト
開
発
公
社
出
向
、
札
幌
国
際
ス
キ

ー
場
開
発
事
業
に
携
わ
る
。一
九
七
九
年（
財
）日

本
交
通
公
社
復
帰
。二
〇
〇
三
年
常
務
理
事
を

経
て
、
現
職
。専
門
分
野
は
観
光
計
画
・
旅
行
動

向
。主
な
著
書
に
、『
旅
行
業
界
』（
共
著
、
教
育
社
、

一
九
九
一
）、『
観
光
読
本
』（
共
著
、
東
洋
経
済
新

報
社
、
二
〇
〇
四
）

日
比
野 

健
（
ひ
び
の 

け
ん
）　

（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
総
合
研
究
所
代
表
取
締
役
社

長
。一
九
七
四
年
に
大
阪
大
学
文
学
部
を
卒
業
し
、

（
株
）日
本
交
通
公
社
（
現
：（
株
）ジ
ェ
イ
テ
ィ
ー

ビ
ー
）
に
入
社
。団
体
旅
行
京
都
支
店
長
、
関
西

営
業
本
部
副
本
部
長
を
歴
任
。二
〇
〇
二
年
取
締

役
経
営
企
画
部
長
、
二
〇
〇
三
年
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ

ビ
ジ
ネ
ス
ト
ラ
ベ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
代
表
取

締
役
社
長
、二
〇
〇
八
年
（
株
）ジ
ェ
イ
テ
ィ
ー
ビ

ー
常
務
取
締
役
旅
行
事
業
本
部
長
、二
〇
一
〇
年

（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
西
日
本
代
表
取
締
役
社
長
を
経
て
、

二
〇
一
二
年
六
月
か
ら（
株
）ジ
ェ
イ
テ
ィ
ー
ビ
ー

代
表
取
締
役
専
務
、
二
〇
一
二
年
六
月
か
ら
現
職
。
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魅
力
的
な
観
光
資
源
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
な
い
。

し
か
し
今
日
の
よ
う
に
、
日
頃
接
す
る

情
報
量
が
多
く
な
り
、
価
値
観
が
多
様

化
し
、
そ
の
多
様
性
を
認
め
合
う
風
潮
の

も
と
で
も
、
や
は
り
誰
も
が
美
し
い
と
思

う
も
の
は
美
し
く
、
多
く
の
人
が
素
晴
ら

し
い
と
感
じ
る
も
の
は
素
晴
ら
し
い
。
こ

の
等
し
く
人
を
惹ひ

き
つ
け
る
魅
力
の
源
泉

は
何
な
の
か
。
こ
の
探
究
こ
そ
、
わ
れ
わ

れ
が
取
り
組
ん
で
き
た
観
光
資
源
評
価

研
究
の
主
題
で
あ
る
。

研
究
の
経
緯

当
財
団
が
関
与
す
る
わ
が
国
の
観
光

資
源
の
評
価
と
全
国
観
光
資
源
台
帳
の

作
成
（
リ
ス
ト
化
）
は
一
九
六
八
年
の
研

究
に
端
を
発
す
る
。
こ
れ
を
仮
に
第
一
期

と
し
よ
う
。
そ
の
時
代
背
景
や
、
研
究
成

果
の
活
用
例
は
梅
川
（
特
集
２
）
が
詳
し

い
。
ま
た
、
溝
尾
（
特
集
１
）
は
、
そ
れ

以
前
の
観
光
資
源
評
価
の
系
譜
や
、
そ
も

そ
も
風
景
の
見
方
に
よ
っ
て
資
源
の
観
光

的
価
値
が
顕
在
し
、
観
光
対
象
と
な
っ
た

も
の
が
観
光
資
源
と
な
る
こ
と
、
資
源
の

見
せ
方
の
重
要
性
に
も
触
れ
て
い
る
。

さ
て
、膨
大
な
作
業
を
通
し
て一九
七
〇

年
代
（
第
一
期
）
に
整
え
た
全
国
観
光
資

源
台
帳
は
、一
九
九
九
年
に
見
直
し
を
行

っ
た
。こ
れ
を
第
二
期
と
す
る
。こ
の
と
き
、

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
特
Ａ
級
と
Ａ
級
資

源
を
紹
介
し
た
写
真
集
『
美
し
き
日
本
〜

い
ち
ど
は
訪
れ
た
い
日
本
の
観
光
資
源
』

を
制
作
し
た
。
こ
の
冊
子
は
株
式
会
社
ジ

ェ
イ
テ
ィ
ー
ビ
ー
の
国
内
旅
行
の
販
売
促

進
に
も
利
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
諸
外
国
に

向
け
て
日
本
の
魅
力
を
発
信
す
る
道
具

と
し
て
も
活
用
さ
れ
た
。
当
財
団
に
と
っ

て
、
全
国
観
光
資
源
台
帳
（
リ
ス
ト
）
を

開
示
（
特
Ａ
級
、
Ａ
級
、
Ｂ
級
に
限
定
）

す
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
。

こ
の
と
き
の
発
端
は
、
そ
の
低
迷
が
い

わ
れ
て
い
た
国
内
旅
行
需
要
の
喚
起
で
あ

る
。
当
時
の
経
済
的
な
要
因
も
あ
る
が
、

海
外
旅
行
に
比
べ
て
国
内
旅
行
に
は
魅
力

が
乏
し
い
と
い
う
論
調
が
あ
っ
た
。
あ
る

い
は
、
国
内
は
行
き
尽
く
し
た
の
で
、
も

は
や
見
る
べ
き
も
の
が
み
あ
た
ら
な
い
と

い
う
声
も
聞
か
れ
た
。
な
ら
ば
、
日
本
の

良
さ
を
広
く
明
示
し
て
み
よ
う
と
意
気

込
ん
だ
仕
事
で
あ
っ
た
。

観
光
資
源
評
価
研
究
の
意
義
は
、
第

一
期
で
は
観
光
資
源
の
魅
力
の
源
泉
を
客

観
的
に
表
現
し
、
観
光
資
源
を
ラ
ン
ク
別

に
リ
ス
ト
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
源

の
保
全
と
効
果
的
な
活
用
を
図
ろ
う
と

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
供
給
（
観
光
地
づ

く
り
）
の
側
の
目
線
で
あ
る
。

第
二
期
は
、第
一
期
の
成
果
を
需
要（
旅

行
者
）
の
側
で
活
用
す
る
こ
と
、
研
究
成

果
を
広
く
問
う
と
い
う
意
義
が
あ
っ
た
と

考
え
る
。

私
は
、
第
一
期
に
つ
い
て
は
、
研
究
成

果
の
活
用
者
と
し
て
、
第
二
期
は
、
評
価

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と

し
て
関
わ
っ
て
き
た
。
そ
し
て
観
光
資
源

の
今
日
的
価
値
基
準
の
研
究
と
題
し
た
今

回
（
第
三
期
）
は
、
研
究
チ
ー
ム
の
責
任

者
と
し
て
、
観
光
資
源
評
価
委
員
会
の

委
員
の
一
人
と
し
て
作
業
に
あ
た
っ
た
。

今
日
的
観
光
資
源
評
価

（
第
三
期
）に
着
手

観
光
資
源
評
価
（
第
一
期
）
を
観
光
地

計
画
の
場
面
で
活
用
し
た
と
き
に
、
ま
た

一
九
九
九
年
改
訂
の
際
（
第
二
期
）
に
も
、

い
く
つ
か
の
消
化
不
良
が
あ
っ
た
。
梅
川

（
特
集
２
）
の
指
摘
と
も
重
な
る
の
で
詳

細
は
省
く
。
流
行
に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
古
典

48

観光資源評価研究を
振り返って

寺崎  竜雄

視
座特集テーマからの

公益財団法人日本交通公社
理事・観光文化研究部長

観
光
資
源
の
価
値
は
、
観
光
す
る
人

そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
や
感
受
性
、
知
識
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
個
々
人
に
お
い

て
も
知
識
が
増
大
し
、
感
受
性
が
磨
か
れ

れ
ば
、
資
源
の
見
え
方
も
変
わ
る
だ
ろ
う
。

個
人
的
に
好
き
な
も
の
、
あ
る
い
は
特
定

の
趣
味
を
持
つ
人
た
ち
の
中
で
話
題
と
な

る
観
光
資
源
も
多
々
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
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49 特集テーマからの視座◉観光資源評価研究を振り返って

と
し
て
の
資
源
の
価
値
を
尊
重
す
る
、
し

た
が
っ
て
、
一
度
定
ま
っ
た
資
源
の
評
価

は
普
遍
で
あ
る
と
い
う
諸
先
輩
が
築
い
た

観
光
資
源
評
価
の
大
前
提
に
は
共
感
す

る
し
、
継
続
す
べ
き
コ
ン
セ
プ
ト
だ
と
考

え
る
が
、
人
の
行
動
や
価
値
観
の
変
容
を

実
感
す
る
中
で
は
、
評
価
の
枠
組
み
の
修

正
は
否
め
な
い
と
、
強
く
感
じ
て
い
た
。

今
回
（
第
三
期
）、
当
財
団
の
五
〇
周

年
記
念
事
業
を
企
画
す
る
に
あ
た
り
、
最

初
に
頭
を
よ
ぎ
っ
た
の
は
、
こ
の
問
題
意

識
で
あ
っ
た
。
向
か
う
課
題
は
困
難
で

あ
り
、
当
初
は
た
め
ら
い
が
大
き
か
っ
た
。

結
果
と
し
て
理
論
を
一
か
ら
作
り
上
げ
た

第
一
期
ほ
ど
の
議
論
と
作
業
の
時
間
は
と

れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
新
し
い
局
面
に
踏

み
出
せ
た
と
考
え
て
い
る
。

研
究
内
容
の
一
端
は
、
中
野
・
五
木
田

（
特
集
３
）
が
紹
介
し
て
い
る
。
前
述
の

課
題
に
は
今
日
的
価
値
基
準
と
い
う
表

現
で
対
応
し
た
。
具
体
的
に
は

・
観
光
活
動
の
多
様
化

・
海
外
旅
行
経
験
率
の
上
昇

・
外
国
人
旅
行
者
数
の
増
加

の
三
つ
の
社
会
環
境
の
変
化
を
強
く
意

識
し
て
評
価
の
枠
組
み
の
再
構
築
を
試
み

る
こ
と
と
し
、
観
光
資
源
、
観
光
活
動
、

議
論
の
過
程
で
は
、
全
員
の
考
え
が
一

致
す
る
場
面
も
あ
れ
ば
、
意
見
が
分
か
れ

た
こ
と
も
あ
る
。
多
数
決
は
行
わ
ず
、
全

会
一
致
す
る
ま
で
議
論
を
つ
な
い
だ
。
ま

た
、
現
地
調
査
も
行
っ
た
。
特
Ａ
級
資
源

は
、
ほ
ぼ
全
員
が
目
に
し
て
い
る
。
そ
う

い
う
点
で
は
、
見
て
い
な
い
も
の
、
行
っ

て
い
な
い
と
こ
ろ
は
選
に
漏
れ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。

専
門
委
員
の
指
摘

あ
わ
せ
て
、
専
門
委
員
（
特
集
３ 

23

ペ
ー
ジ
参
照
）
を
任
命
し
、
助
言
を
仰
い

だ
。
本
研
究
の
意
義
や
評
価
の
枠
組
み
に

つ
い
て
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
意
見
を

い
た
だ
い
た
。

•

“
長
期
的
に
、
未
来
の
世
代
の
人
も

評
価
す
る
も
の
”“
百
年
た
っ
て
も

評
価
し
得
る
も
の
”
と
し
て
、
専
門

家
が
大
所
高
所
か
ら
の
視
点
で
選
ぶ

と
い
う
こ
と
に
意
義
あ
り

•
見
ら
れ
る
姿
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

背
景
に
あ
る
文
化
的
な
こ
と
や
、
歴

史
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
も
あ
わ
せ
て
考

え
る
こ
と
が
重
要

•

日
本
ら
し
さ
、
地
方
ら
し
さ
、
固
有

の
歴
史
・
文
化
、
社
会
（
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
）、
生
活
文
化
、
伝
統
な
ど
を
、

伝
え
る
も
の
に
す
べ
き

•

無
形
文
化
に
つ
い
て
は
“
そ
の
場
所

で
演
じ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
も

の
”、
食
に
つ
い
て
も
そ
の
“
場
所

と
深
く
結
び
つ
い
て
お
り
そ
こ
で
食

べ
る
こ
と
が
価
値
”
と
い
う
こ
と
が

重
要

•

日
本
人
が
、
日
本
人
と
し
て
何
を

我
々
の
文
化
（
観
光
資
源
）
と
し
て

捉
え
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
る
。
本

当
の
意
味
で
の
“
国
際
化
”
を
考
え

る
と
、
外
国
人
の
志
向
や
人
気
に
合

わ
せ
る
こ
と
は
間
違
い
で
、
ま
ず
日

本
人
に
日
本
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
。

こ
の
取
り
組
み
で
は
“
特
に
日
本
的

な
も
の
を
別
格
と
し
て
扱
う
”
こ
と

が
重
要

も
ち
ろ
ん
、
個
別
資
源
に
つ
い
て
も
言

及
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ

と
に
す
る
。

評
価
結
果
の
考
察

新
た
な
評
価
の
枠
組
み
を
も
と
に
し

て
選
定
し
た
特
Ａ
級
と
Ａ
級
資
源
の
数
を
、

魅
力
あ
る
観
光
資
源
の
定
義
の
再
考
か

ら
始
め
た
。

一
方
で
、
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い

る
か
ら
と
い
っ
て
観
光
資
源
の
魅
力
が
高

い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
人
気
投

票
に
よ
ら
ず
、
資
源
の
魅
力
の
本
質
を

探
り
た
い
と
い
う
考
え
方
を
再
確
認
し
た
。

つ
ま
り
、
観
光
資
源
評
価
研
究
の
主
題
は
、

既
存
研
究
を
踏
襲
し
た
。

観
光
資
源
評
価
委
員
会

観
光
資
源
評
価
の
枠
組
み
の
構
築
と

評
価
作
業
は
、
当
財
団
の
研
究
チ
ー
ム
に

加
え
、
有
識
者
に
よ
る
委
員
会
を
構
成

し
て
進
め
た
（
特
集
３ 

23
ペ
ー
ジ
参
照
）。

観
光
資
源
の
根
源
的
な
魅
力
の
こ
と
を
考

え
続
け
る
研
究
者
、
観
光
計
画
を
専
門

領
域
と
し
た
プ
ラ
ン
ナ
ー
、
実
在
の
観
光

需
要
に
直
接
触
れ
て
き
た
実
務
経
験
者
、

な
に
よ
り
も
日
頃
か
ら
あ
ち
こ
ち
に
出
か

け
て
、
観
光
現
象
を
見
て
い
る
も
の
、
観

光
の
プ
ロ
の
目
利
き
に
頼
る
こ
と
に
し
た
。

こ
こ
で
各
委
員
の
思
考
や
価
値
観
は
、

特
集
１
と
２
、そ
し
て
座
談
会
（
特
集
６
）

を
見
て
ほ
し
い
。
ち
な
み
に
、
本
誌
に
は

全
委
員
が
登
場
す
る
。
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視
座特集テーマからの

前
回（
第
二
期
）
研
究
の
結

果
と
比
較
す
る
と
、
前
回

の
自
然
資
源
二
百
十
八
件
、

人
文
資
源
百
八
十
一
件
に

対
し
て
、
今
回
（
第
三
期
）

は
自
然
資
源
百
五
十
八
件
、

人
文
資
源
二
百
九
十
三
件

と
、
自
然
資
源
は
減
少
、

人
文
資
源
は
増
大
と
い
う

結
果
と
な
っ
た
（
図
参
照
）。

“
今
日
的
”
に
対
す
る
答
え

の
一
つ
で
あ
る
。

具
体
的
な
変
更
点
の
一
例
と
し
て
自
然

資
源
を
み
る
と
、“
大
雪
山
”や“
立
山（
弥

陀
ヶ
原
ま
で
も
含
め
た
範
囲
）”
は
、
山

容
の
美
し
さ
や
雄
大
さ
に
加
え
て
、
そ
こ

に
抱
か
れ
た
と
き
の
周
辺
環
境
に
も
着
目

し
特
Ａ
級
と
し
た
。“
瀬
戸
内
海
の
多
島

景
観
”
は
日
本
ら
し
さ
、“
慶
良
間
諸
島

の
海
岸
”
は
美
し
さ
が
特
筆
さ
れ
る
こ
と

か
ら
特
Ａ
級
と
な
っ
た
。

Ａ
級
資
源
の
大
幅
減
は
、
資
源
種
別
の

統
廃
合
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
海

外
の
自
然
資
源
と
比
較
し
た
と
き
の
大
き

さ
（
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
）
と
い
う
面
で
の

厳
し
い
見
方
に
よ
る
も
の
、
不
適
切
な
開

発
や
利
用
に
よ
る
価
値
の
低
減
に
よ
る
も

の
も
あ
る
。

人
文
資
源
で
は
、
追
加
し
た
種
別
に

属
す
る
観
光
資
源
が
新
た
に
リ
ス
ト
ア

ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
既
存
の
資

源
種
別
ご
と
に
も
数
が
増
加
し
た
。

新
種
別
の
「
テ
ー
マ
公
園
・
テ
ー
マ

施
設
」
で
は
、
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
リ
ゾ

ー
ト
は
こ
れ
ま
で
見
る
観
光
対
象
と
い

う
よ
り
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
や
ホ
ス
ピ

タ
リ
テ
ィ
、
雰
囲
気
を
楽
し
む
観
光
対

象
と
し
て
の
性
質
が
強
い
こ
と
、
興
行

の
価
値
は
主
催
者
の
一
存
で
変
わ
り
う

る
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
な
か
っ
た
が
、
今
日
的
枠
組

み
に
の
っ
と
り
、
特
Ａ
級
と
評
価
し
た
。

同
じ
く
新
種
別
の
「
芸
能
・
興
行
・

イ
ベ
ン
ト
」
と
し
て
、
歌
舞
伎
や
能
な
ど

の
日
本
の
伝
統
芸
能
を
リ
ス
ト
に
加
え

た
。
た
だ
し
、
そ
の
演
芸
自
体
の
文
化
的

価
値
を
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
ま
で
出

向
い
て
、
そ
の
場
所
で
見
る
こ
と
の
価
値

を
主
張
し
た
。
ま
た
、
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

“
箱
根
駅
伝
”“
夏
の
甲
子
園
”
の
ス
ポ
ー

ツ
観
戦
を
新
た
に
Ａ
級
と
し
て
選
定
し
た
。

日
本
人
の
精
神
性
が
強
く
表
れ
て
い
る
こ

と
が
選
定
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

「
集
落
・
街
」
で
は
、
新
た
に
“
原
宿
”

が
現
代
の
ポ
ッ
プ
な
若
者
文
化
が
象
徴
的

に
表
現
さ
れ
て
い
る
街
と
し
て
（
特
集
６

参
照
）、“
白
川
郷
合
掌
造
り
集
落
”
は

生
活
文
化
を
継
承
す
る
独
特
の
集
落
と

し
て
、“
祇
園
界
隈
”
は
ま
さ
に
日
本
の

伝
統
文
化
の
息
づ
か
い
が
感
じ
ら
れ
る
街

と
し
て
、
日
本
を
代
表
し
て
世
界
に
誇
示

す
る
特
Ａ
級
資
源
と
な
っ
た
。

「
郷
土
景
観
」
に
は
人
が
お
り
な
す
風

景
、
人
の
息
づ
か
い
や
生
活
文
化
、
そ
し

て
人
の
心
が
表
現
さ
れ
て
い
る
資
源
が
新

た
に
高
評
価
を
得
た
。
た
と
え
ば
、
特
Ａ

級
と
し
た
“
小
笠
原
の
見
送
り
”
は
、
も

と
も
と
は
島
を
離
れ
る
島
民
の
た
め
も
の

だ
が
、
い
ま
で
は
観
光
客
の
離
島
時
の
演

出
と
し
て
、
島
び
と
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
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51 特集テーマからの視座◉観光資源評価研究を振り返って

が
絵
の
よ
う
に
浮
き
出
さ
れ
た
様
子
と
し

て
、「
日
本
ら
し
さ
」「
住
民
と
の
つ
な
が

り
の
深
さ
」
と
い
う
面
で
、
観
光
客
の
心

を
強
く
う
つ
と
考
え
た
。

な
お
、「
温
泉
」
に
つ
い
て
の
議
論
は

石
川
（
特
集
４
）
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
い

る
。「
食
」
に
つ
い
て
は
安
田
（
特
集
５
）

が
特
Ａ
級
、
Ａ
級
の
資
源
を
個
別
に
あ
げ

て
、
詳
し
く
評
価
を
述
べ
て
い
る
。

外
国
人
の
目
線

今
日
的
観
光
資
源
評
価
研
究
（
第
三

期
）
の
成
果
と
し
て
、
特
集
６
の
座
談
会

の
話
題
に
し
た
写
真
集
『
美
し
き
日
本　

旅
の
風
光
』（
特
Ａ
級
と
Ａ
級
の
観
光
資

源
を
象
徴
的
な
写
真
で
紹
介
し
、
日
本

語
と
英
語
に
よ
る
解
説
を
併
記
し
た
も

の
）
を
本
年
五
月
に
出
版
し
た
。

こ
の
後
、
簡
体
字
・
英
語
、
繁
体
字
・

英
語
、ハ
ン
グ
ル
・
英
語
、
タ
イ
語
・
英
語

の
そ
れ
ぞ
れ
の
併
記
版
を
作
成
し
、
株
式

会
社
ジ
ェ
イ
テ
ィ
ー
ビ
ー
が
各
国
で
配
布

す
る
予
定
で
あ
る
。
諸
外
国
に
向
け
て
日

本
の
魅
力
を
発
信
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
国
際
化
を
め
ぐ
る
議
論
の

過
程
で
は
、
外
国
人
に
と
っ
て
は
路
地
端

の
朝
顔
の
鉢
植
え
、
渋
谷
の
ス
ク
ラ
ン
ブ

ル
交
差
点
の
様
子
な
ど
も
感
動
の
対
象

（「
日
本
ら
し
さ
」）
だ
と
い
う
こ
と
が
話

題
に
な
っ
た
。
外
国
人
目
線
に
よ
る
魅
力

の
源
泉
の
探
究
に
も
踏
み
込
も
う
と
し
た

が
、
各
国
民
に
よ
っ
て
感
性
は
異
な
る
は

ず
だ
と
い
う
難
問
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
、

議
論
を
終
え
た
。

日
本
人
が
選
ん
だ
日
本
の
魅
力
、
こ
の

写
真
集
が
放
つ
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
外
国
人
の

心
に
届
く
だ
ろ
う
か
。
反
応
は
各
国
に
よ

っ
て
同
じ
か
否
か
。

日
本
ら
し
さ
の
自
覚

写
真
集
『
美
し
き
日
本　

旅
の
風
光
』

眺
め
て
い
る
と
、
研
究
の
主
題
と
し
て
一

貫
し
て
意
識
し
た
観
光
資
源
の
魅
力
の
源

泉
、
感
動
の
根
源
は
、
美
し
さ
、
大
き
さ
、

古
さ
、…
…
と
い
う
評
価
の
視
点
、
理
論

立
て
た
魅
力
の
も
の
さ
し
の
他
に
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

写
真
は
そ
の
場
に
居
る
自
分
を
想
像

さ
せ
る
。
視
覚
に
頼
っ
て
自
分
の
意
識
や

感
性
を
集
中
さ
せ
て
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
観
光
資
源
が
誇
ら
し
く
“
日
本
”
を

主
張
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

日
本
ら
し
さ
の
共
感
、
日
本
人
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
気
づ
き
が
、
心
を

動
か
す
。
そ
こ
に
居
、
資
源
と
対
峙
す
る

な
ら
、
な
お
さ
ら
だ
ろ
う
。

話
が
大
げ
さ
に
な
っ
た
が
、
外
国
人
目

線
を
意
識
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
も

日
本
の
観
光
振
興
に
必
要
で
は
あ
る
が
、

専
門
委
員
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
国

際
化
が
進
む
今
、
大
切
な
こ
と
は
日
本
に

暮
ら
す
我
々
が
日
本
ら
し
さ
を
確
認
す
る

こ
と
だ
と
改
め
て
感
じ
た
。

そ
し
て
、
今
回
の
研
究
の
意
義
を
問
わ

れ
れ
ば
、“
わ
が
国
を
想
う
”
こ
と
だ
っ

た
と
今
は
考
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ

の
仕
事
に
対
す
る
評
価
に
よ
っ
て
意
義
は

変
わ
り
得
る
も
の
だ
と
思
う
。

今
後
の
取
り
組
み

今
回
の
評
価
作
業
で
は
、
特
Ａ
級
と

Ａ
級
の
観
光
資
源
の
選
定
を
行
っ
た
も
の

の
、
Ｂ
級
資
源
の
精
査
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
既
述
の
通
り
、
Ａ
級
の
次
の
評
価
ラ

ン
ク
と
し
て
、
特
集
２
で
は
Ｂ
級
、
座
談

会
（
特
集
６
）
の
中
で
は
準
Ａ
級
的
と
表

現
し
て
い
る
資
源
群
の
再
評
価
作
業
が
次

の
研
究
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

既
存
研
究
で
は
、
Ｂ
級
資
源
は
Ａ
級
資

源
に
劣
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
中
に
も
他
の
資
源
に
は
な

い
独
自
の
魅
力
を
持
ち
、
観
光
ニ
ー
ズ
の

多
様
化
に
十
分
に
対
応
す
る
も
の
、
ゆ
え

に
遠
方
か
ら
の
誘
客
力
を
も
つ
資
源
も

多
数
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
の

上
で
、
今
日
の
観
光
状
況
に
応
じ
た
観
光

資
源
の
概
念
整
理
が
重
要
だ
と
考
え
て

い
る
。

お
そ
ら
く
、
今
回
は
Ａ
級
と
し
て
選
定

さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
ユ
ニ
ー
ク
な
光

を
放
つ
観
光
資
源
を
改
め
て
調
査
す
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
、
そ
の
結
果

は
、
当
財
団
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し

て
い
き
た
い
。

評
価
の
枠
組
み
に
つ
い
て
も
、
五
年
ご

と
ぐ
ら
い
に
再
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
だ
ろ
う
。
併
せ
て
、
特
Ａ
級
と
Ａ
級
の

資
源
リ
ス
ト
も
更
新
し
て
い
く
こ
と
が
望

ま
し
い
。

そ
の
と
き
に
日
本
ら
し
さ
が
観
光
資
源

評
価
と
し
て
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。
時
代
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に

変
わ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
楽
し
み
で

あ
る
。

 （
て
ら
さ
き　

た
つ
お
）
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52

ら
二
〇
〇
六
年
度
（
平
成
十
八
年
度
）
に

か
け
て
実
施
さ
れ
た
同
事
業
で
は
、「
豊

か
な
自
然
の
中
で
の
取
り
組
み
」「
多
く

の
来
訪
者
が
訪
れ
る
観
光
地
で
の
取
り
組

み
」、そ
し
て
「
里
地
里
山
の
身
近
な
自
然
、

地
域
の
産
業
や
生
活
文
化
を
活
用
し
た

取
り
組
み
」
と
い
う
三
区
分
の
も
と
、
全

国
十
三
カ
所
の
モ
デ
ル
地
区
が
指
定
さ
れ

た
。
五
十
以
上
の
応
募
地
域
の
半
数
以
上

が
里
地
・
里
山
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
も

の
で（
注
３
）、
こ
れ
ら
の
地
域
で
も
地
域
振

興
の
観
点
か
ら
観
光
（
当
該
事
業
で
は
エ

コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
）
へ
の
注
目
度
が
高
ま
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

本
稿
で
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
来
訪

者
を
受
け
入
れ
て
い
る
二
つ
の
取
り
組
み

事
例
を
通
じ
て
、里
山
エ
リ
ア
の
活
性
化
に

果
た
す
観
光
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

事
例
❶

里
山
の
古
民
家
を
活
用
し

た
滞
在
施
設「
集
落
丸
山
」

（
兵
庫
県
篠
山
市
）（注
４
）

丸
山
は
兵
庫
県
篠さ

さ
や
ま山
市
の
中
心
部
か
ら

自
動
車
で
十
分
足
ら
ず
の
距
離
に
位
置
し
、

篠
山
の
城
下
町
の
水
源
地
に
当
た
る
集
落

「
里
山
」
あ
る
い
は
「
里
地
里
山
」
と

い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
機
会
は
以
前
よ
り

も
格
段
に
多
く
な
っ
た
。
里
山
へ
の
訪
問

や
里
山
で
の
体
験
を
銘
打
っ
た
旅
行
商
品

も
目
に
つ
く
が
、
そ
れ
で
は
「
里
山
」
と

は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

「
里
山
」に
対
す
る

ま
な
ざ
し

古
く
は
一
七
五
九
年
（
宝
暦
九
年
）
刊

行
の
『
木
曽
山
雑
話
』
で
寺
町
兵
右
衛
門

が
「
村
里
家
居
近
き
山
を
さ
し
て
里
山
と

申
し
候
」
と
記
し
て
い
る
（
注
１
）
が
、
今

日
の
「
里
山
」
と
い
う
言
葉
や
概
念
の
普

及
に
は
森
林
生
態
学
者
・
四し

で

い
手
井
綱つ

な
ひ
で英
の

著
作
や
今
森
光
彦
が
発
表
し
た
一
連
の

里
山
エ
リ
ア
の
活
性
化
に
果
た
す

観
光
の
役
割
に
関
す
る
研
究

公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
　
観
光
政
策
研
究
部
　
主
任
研
究
員

堀
木 

美
告

自主研究報告（1）

写
真
集
の
影
響
が
大
き
い
と
言
わ
れ
る
。

そ
れ
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
、
環

境
省
自
然
環
境
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト（
注
２
）

で
見
て
み
る
と
、
里
地
里
山
と
は
、

①「
原
生
的
な
自
然
と
都
市
と
の
中
間
に

位
置
し
、
集
落
と
そ
れ
を
取
り
巻
く

二
次
林
、
そ
れ
ら
と
混
在
す
る
農
地
、

た
め
池
、
草
原
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
地

域
」
と
し
て
ま
ず
空
間
的
な
構
成
の

面
か
ら
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

②「
農
林
業
な
ど
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
人

間
の
働
き
か
け
を
通
じ
て
環
境
が
形

成
・
維
持
」
さ
れ
て
き
た
と
い
う
成
立

背
景
や
、

③「
特
有
の
生
物
の
生
息
・
生
育
環
境
と

し
て
、
ま
た
、
食
材
や
木
材
な
ど
自
然

資
源
の
供
給
、
良
好
な
景
観
、
文
化

の
伝
承
の
観
点
か
ら
も
重
要
」
だ
と
い

う
機
能
面
に
も
触
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
里
地
里
山
」
は
、

一
九
六
〇
年
代
の
大
規
模
な
宅
地
開
発
に

よ
っ
て
大
き
く
消
滅
し
た
。
ま
た
、
七
〇

年
代
に
観
光
地
化
す
る
に
至
る
ほ
ど
の

「
資
源
性
」
は
有
し
て
お
ら
ず
、
八
〇
年

代
か
ら
九
〇
年
代
に
は
リ
ゾ
ー
ト
開
発
の

対
象
と
な
っ
た
地
域
も
あ
る
が
、
そ
れ
は

先
に
触
れ
た
里
山
の
特
性
に
依
拠
し
た
と

い
う
よ
り
は
開
発
可
能
な
土
地
の
存
在
が

要
件
で
あ
っ
た
。

里
山
が
観
光
の
対
象
と
し
て
政
策
的

な
面
か
ら
注
目
さ
れ
た
の
は
、
環
境
省
の

「
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
モ
デ
ル
事
業
」

が
一
つ
の
契
機
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

二
〇
〇
四
年
度
（
平
成
十
六
年
度
）
か
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53 自主研究報告（1）◉里山エリアの活性化に果たす観光の役割に関する研究

宿
泊
施
設
に
隣
接
す
る
米
蔵
を
改
修
し
た

フ
ラ
ン
ス
料
理
店
「
ひ
わ
の
蔵
」（
二
〇一
四

年
六
月
現
在
臨
時
休
業
中
）の
二
店
舗
と

連
携
し
て
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り

オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
と
し
て
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を

取
っ
て
い
る
。

一
棟
貸
し
と
い
う
ス
タ
イ
ル
や
高
め
の

価
格
設
定
と
相
ま
っ
て
、
家
族
や
旧
知
の

友
人
グ
ル
ー
プ
が
地
元
食
材
を
使
っ
た
食

事
を
楽
し
み
、
ゆ
っ
た
り
と
過
ご
す
よ
う

な
利
用
形
態
が
多
い
と
い
う
。

事
例
❷

里
山
で
の
活
動
体
験

「
飛
騨
里
山
サ
イ
ク
リ
ン
グ
」

（
岐
阜
県
飛
騨
市
）

「
飛
騨
里
山
サ
イ
ク
リ
ン
グ
」
は
“
ク
ー

ル
な
田
舎
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
”
を
ミ
ッ

シ
ョ
ン
と
し
て
活
動
し
て
い
る
株
式
会
社

美ち
ゅ

ら
地ぼ

し球
が
提
供
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ

る
。
代
表
取
締
役
の
山
田
拓
氏
が
世
界
中

の
田
舎
を
一
年
半
か
け
て
旅
す
る
過
程
で

日
本
の
田
舎
の
魅
力
に
注
目
し
、
移
住
先

を
探
す
中
で
飛
騨
古
川
に
巡
り
合
っ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。

同
社
で
は
古
民
家
の
保
存
状
況
や
無
形

の
暮
ら
し
・
営
み
に
関
す
る
情
報
な
ど
ハ

ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
の
聞
き
取
り
調
査
や
、

古
民
家
の
維
持
管
理
に
関
す
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
活
動
を
通
じ

て
得
ら
れ
た
地
域
情
報
を
海
外
も
視
野
に

入
れ
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て
い
る
。

観
光
の
視
点
は
あ
ま
り
意
識
せ
ず
、
地

域
の
小
さ
な
例
祭
な
ど
生
活
と
密
着
し
た

イ
ベ
ン
ト
を
コ
ン
テ
ン
ツ
の
中
心
に
据
え
、

日
本
語
と
英
語
、
一
部
は
フ
ラ
ン
ス
語
で

も
発
信
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
住
民
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
得
ら
れ
た
地

域
情
報
を
「
飛
騨
里
山
サ
イ
ク
リ
ン
グ
」

の
ツ
ア
ー
内
容
に
反
映
さ
せ
て
い
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
こ
れ
ら
地
域
の
生
活
と
密

着
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
が
来
訪
の
き
っ
か
け

に
な
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。

基
本
的
な
コ
ー
ス
と
し
て
午
前
中
半
日
、

午
後
半
日
、一
日
が
か
り
の
ツ
ア
ー
を
用
意

し
、
そ
の
他
に
季
節
に
応
じ
た
特
別
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
い
る
。自
転
車
と
い

う
移
動
ツ
ー
ル
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る

た
め
行
動
範
囲
は
比
較
的
広
く
、
午
後
半

日
を
使
っ
た
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
コ
ー
ス

で
は
里
山
エ
リ
ア
に
設
定
さ
れ
た
二
十
キ

ロ
強
の
ル
ー
ト
を
巡
る
。
こ
れ
ら
の
プ
ロ

っ
て
三
棟
の
古
民
家
を
改
修
、
二
〇
〇
九

年（
平
成
二
十
一
年
）十
月
に
一
棟
貸
し
ス

タ
イ
ル
の
滞
在
施
設
「
集
落
丸
山
」
と
し

て
開
業
し
た
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
集
落
丸
山
と

一
般
社
団
法
人
ノ
オ
ト
が
有
限
責
任
事
業

組
合
を
結
成
し
て
運
営
に
当
た
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
七
年
（
平
成
十
九
年
）
以
降
に

古
民
家
診
断
や
集
落
全
世
帯
の
調
査
が

実
施
さ
れ
、
建
築
や
景
観
の
専
門
家
が
古

民
家
の
魅
力
と
再
生
の
可
能
性
を
発
見
し

た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
は
住
民
が
主
体
的

に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
に
参
加
し
て
話

し
合
い
、
後
に
連
携
し
て
「
集
落
丸
山
」

の
運
営
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
一
般
社

団
法
人
ノ
オ
ト
な
ど
と
共
に
ま
ち
づ
く
り

の
方
向
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
施
設

運
営
に
つ
い
て
も
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
招
請

や
外
部
へ
の
業
務
委
託
で
は
な
く
、
基
本

的
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
役
員
す
な
わ
ち
集
落

の
住
民
が
自
ら
担
っ
て
い
る
。

前
述
し
た
と
お
り
、
古
民
家
を
改
修

し
た
施
設
を
一
棟
貸
し
し
て
お
り
、
古
民

家
で
の
滞
在
そ
の
も
の
を
価・

・

・

・

・

・

値
あ
る
体
験

と
し
て
提
供
し
て
い
る
。
特
筆
す
べ
き
は

魅
力
的
な
レ
ス
ト
ラ
ン
の
存
在
で
あ
る
。

一
九
九
八
年
（
平
成
十
年
）
か
ら
集
落
内

で
蕎そ

ば麦
を
提
供
す
る
「
ろ
あ
ん
松
田
」、

で
あ
る
。
昭
和
の
後
期
か
ら
徐
々
に
人
口

流
出
が
進
み
、
二
〇
〇
八
年
度
（
平
成

二
十
年
度
）
当
時
で
十
二
戸
の
民
家
の
う

ち
七
戸
が
空
き
家
と
な
っ
て
い
た
。

空
き
家
を
持
ち
主
か
ら
借
り
受
け
て
、

有
志
の
出
資
と
行
政
か
ら
の
補
助
金
に
よ古民家を改修した「集落丸山」の滞在施設 丸山集落

222観光文化_自主研究報告1.indd   53 14/07/02   18:48



54

グ
ラ
ム
は
「
飛
騨
人
と
旅
人
を
つ
な
ぐ
エ

コ
ツ
ア
ー
」、す
な
わ
ち
ガ
イ
ド
が
来
訪
者

と
地
域
住
民
を
引
き
合
わ
せ
る
役
割
を
担

っ
て
い
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

サ
イ
ク
リ
ン
グ
の
運
動
の
負
荷
は
さ
し
て

高
く
な
い
た
め
、
幅
広
い
年
齢
層
に
利
用

さ
れ
て
い
る
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ア
ク
セ

ス
し
て
く
る
海
外
か
ら
の
参
加
者
も
多
い
。

観
光
が
里
山
エ
リ
ア
に

も
た
ら
す
効
果

以
上
二
つ
の
事
例
も
踏
ま
え
つ
つ
、
観

光
が
里
山
エ
リ
ア
に
及
ぼ
す
効
果
を
例
示

的
に
整
理
す
る
と
、
図
１
の
通
り
と
な
る
。

「
里
山
を
維
持
・
保
全
す
る
効
果
」
と

し
て
社
会
、
環
境
の
両
面
に
も
た
ら
す
効

果
が
あ
り
、
更
に
「
里
山
を
持
続
的
に
活

性
化
さ
せ
る
効
果
」
と
し
て
、
宿
泊
や
飲

食
の
提
供
な
ど
か
つ
て
の
薪
炭
の
産
出
に

代
替
す
る
新
た
な
経
済
的
価
値
の
創
出

が
考
え
ら
れ
る
。

観
光
地
を
「
観
光
で
訪
れ
る
来
訪
者
か

ら
得
ら
れ
る
収
入
が
地
域
経
済
の
基
盤
と

な
っ
て
い
る
地
域
」（
注
５
）
と
捉
え
た
場
合
、

里
山
エ
リ
ア
の
う
ち
既
に
観
光
地
と
な
っ
て

い
る
地
域
は
そ
う
多
く
は
な
い
。

里
山
の
大
半
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る

「
観
光
地
で
は
な
い
里
山
」、す

な
わ
ち
観
光
産
業
が
集
積
し

て
い
な
い
里
山
エ
リ
ア
に
お
い

て
も
、観
光
振
興
は
地
域
活
性

化
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
手

段
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
地

域
社
会
や
環
境
の
維
持
か
ら

地
域
経
済
の
活
性
化
ま
で
よ

り
幅
広
い
も
の
と
な
る
が
、
そ

れ
ら
の
目
的
達
成
の
た
め
に

は
観
光
が
里
山
エ
リ
ア
に
対

し
て
及
ぼ
す
社
会
面
で
の
効

果
、
環
境
面
で
の
効
果
に
加

え
、
経
済
面
で
の
効
果
を
指

標
と
し
て
地
域
を
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
す
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。

里
山
エ
リ
ア
に
お
け
る

観
光
振
興
の
留
意
点

更
に
既
存
観
光
地
と
里
山
エ
リ
ア
の
相

違
を
意
識
し
つ
つ
、
里
山
エ
リ
ア
の
活
性

化
の
た
め
に
観
光
振
興
に
取
り
組
む
上
で

の
留
意
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

地
域
外
部
か
ら
の
視
点
に
よ
る

里
山
エ
リ
ア
の
魅
力
再
認
識

事
例
❶
で
は
地
域
外
部
の
専
門
家
に
よ

る
調
査
を
き
っ
か
け
と
し
て
住
民
が
丸
山

集
落
の
持
つ
価
値
に
気
づ
き
、
そ
の
後
の

取
り
組
み
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

事
例
❷
で
は
移
住
者
の
視
点
が
飛
騨

古
川
の
都
市
や
周
辺
の
里
山
の
魅
力
を
浮

き
彫
り
に
し
た
。

前
者
で
は
住
民
が
そ
の
後
の
事
業
の
担

い
手
の
中
心
と
な
り
、
後
者
で
は
民
間
事

業
者
が
住
民
と
の
関
わ
り
の
中
で
核
と
な

っ
て
事
業
を
進
め
た
と
い
う
違
い
は
あ
る

も
の
の
、
地
域
の
魅
力
を
再
認
識
す
る
段

階
に
お
い
て
は
、い
ず
れ
も
地
域
外
部
か
ら

の
視
点
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

地
域
の
魅
力
を
把
握
す
る
際
に
外
部

の
視
点
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、里
山
エ

リ
ア
に
限
ら
ず
認
識
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

図1  観光が里山エリアに及ぼす効果の例

里山を持続的に活性化させる効果

里山を維持・保全する効果

社会面にもたらす
効果

環境面にもたらす
効果

経済面にもたらす
効果

耕作放棄地などの維持・管理の担い手の確保

雑木林などの維持・管理の担い手の確保

宿泊や飲食の提供など新たなビジネスチャンスの創出

地域イメージの向上による１次産品の付加価値向上

来訪者の理解による生物多様性保全への貢献

里山エリアの魅力や価値に関する啓発・情報発信

体験プログラム化などによる地域文化の保存・継承

地域ファンの獲得による地域文化の担い手の確保

ボランティアガイドなど高齢者が活躍する場と機会の拡大

ルート上で出会った地元の人たちと会話を楽しむ 里山を巡り変化する風景を味わう
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で
あ
る
が
、
里
山
に
お
い
て
は
そ
れ
が
自

然
資
源
や
歴
史
文
化
資
源
に
比
べ
て
現
在

の
住
民
の
生
活
と
よ
り
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
る
。
そ
の
た
め
内
部
で
生
活
す
る
住

民
に
と
っ
て
は
一
層
気
づ
き
に
く
い
性
格

を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
里
山
エ
リ
ア
の
魅
力
の
再

認
識
に
際
し
て
は
地
域
外
部
か
ら
の
客
観

的
な
視
点
を
ど
の
よ
う
に
取
り
込
む
か
が

一
層
重
要
な
鍵
と
な
る
。

「
里
山
ら
し
さ
」の
表
現
と
地
域
へ
の

効
果
を
共
存
さ
せ
る
サ
ー
ビ
ス
の
創
出

来
訪
者
を
受
け
入
れ
る
際
に
は
宿
泊

や
飲
食
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
を
進

め
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ー
ビ
ス
を
評
価
す

る
基
準
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、「
観
光

地
で
は
な
い
里
山
」
エ
リ
ア
で
は
、
独
自

の
「
里
山
ら
し
さ
」
を
ど
の
よ
う
に
表
現

し
て
伝
え
る
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
事
例
❶
で
は
基
本
的
に
集

落
の
住
民
が
来
訪
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供

を
行
っ
て
お
り
、
宿
泊
者
は
お
の
ず
と
集

落
の
住
民
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る

機
会
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、事
例
❷
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ツ
ア
ー

の
ガ
イ
ド
は
地
域
外
の
出
身
者
が
多
い
が
、

ツ
ア
ー
で
巡
る
先
々
の
農
家
の
庭
先
な
ど

で
地
域
住
民
と
交
流
す
る
場
面
が
ち
り

ば
め
ら
れ
て
い
る
。

里
山
エ
リ
ア
で
は
、
こ
の
よ
う
な
住
民

と
直
接
触
れ
合
う
機
会
の
存
在
が
サ
ー
ビ

ス
の
魅
力
向
上
の
面
で
大
き
な
意
味
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
、
既
存
観
光
地
と
は
異
な

る
基
準
で
「
里
山
ら
し
い
サ
ー
ビ
ス
」
と

は
何
な
の
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
そ
の
中
で
観
光
に
よ
る
里
山
エ
リ

ア
へ
の
社
会
的
、
環
境
的
、
経
済
的
な
効

果
を
ど
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
で
高
め
て
い

く
の
か
、
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

集
落
を
基
本
単
位
と
し
た

観
光
計
画
論
の
必
要
性

先
に
挙
げ
た
よ
う
な
課
題
の
解
決
も

含
め
、
地
域
が
目
指
す
べ
き
将
来
像
を
共

有
し
て
そ
の
活
性
化
に
取
り
組
む
た
め
に

は
、
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
す
な
わ
ち
観
光
計
画

の
策
定
が
効
果
的
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

観
光
計
画
が
対
象
と
す
る
空
間
の
ス
ケ
ー

ル
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

既
存
の
観
光
計
画
は
自
治
体
レ
ベ
ル
で

の
策
定
を
基
本
的
な
対
象
範
囲
と
し
て
、

複
数
の
自
治
体
に
ま
た
が
る
広
域
圏
や
都

道
府
県
レ
ベ
ル
、
あ
る
い
は
自
治
体
内
の

特
定
箇
所
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
地
区
レ
ベ

ル
や
施
設
レ
ベ
ル
の
も
の
も
あ
る
。

一
方
で
特
定
の
「
集
落
」
を
対
象
と
し

た
観
光
計
画
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
観
光
関
連
産
業
の
集
積
と
い
う
社

会
的
要
因
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
観
光
地

と
自
然
地
理
的
な
要
因
で
形
成
さ
れ
た

集
落
と
い
う
空
間
単
位
が
必
ず
し
も
一
致

し
な
い
こ
と
が
一
因
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
を
見
る
と
、

事
例
❶
は
丸
山
と
い
う
里
山
集
落
の
住
民

自
ら
が
地
域
の
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い

る
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
事
例
❷
は
取
り

組
み
全
体
と
し
て
見
る
と
集
落
と
い
う
ま

と
ま
り
は
直
接
見
え
に
く
い
が
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
づ
く
り
の
背
景
に
は
、
個
々
の
里
山

集
落
が
抱
え
る
空
き
家
の
管
理
や
地
域

文
化
の
継
承
な
ど
の
課
題
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
が
全
て
で
は
な
い
が
、

里
山
エ
リ
ア
で
の
人
々
の
営
み
が
集
落
と

い
う
空
間
単
位
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
里
山
エ
リ
ア
の
活

性
化
を
目
的
と
し
て
観
光
振
興
に
取
り

組
む
際
は
、
お
の
ず
と
集
落
を
基
本
単
位

と
し
た
計
画
論
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
た

め
の
知
見
の
蓄
積
を
図
る
こ
と
が
重
要
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
里
山
エ
リ
ア

を
対
象
と
し
て
観
光
に
よ
る
地
域
活
性
化

を
図
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
既
存
の
観

光
地
を
対
象
と
す
る
場
合
と
の
相
違
点

が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
今
後
、
集
落

と
い
う
空
間
単
位
の
存
在
を
強
く
意
識

し
た
取
り
組
み
と
そ
れ
に
応
じ
た
計
画
論

的
な
知
見
を
ス
ト
ッ
ク
す
る
と
と
も
に
、

実
践
面
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
進
め

て
い
く
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。

当
財
団
で
は
、自
主
研
究「
こ
れ
か
ら
の

観
光
地
づ
く
り
と
観
光
計
画
に
関
す
る
研

究
」
を
通
し
て
、
集
落
に
お
け
る
計
画
論

に
つ
い
て
も
研
究
を
進
め
る
予
定
で
あ
る
。

（
ほ
り
き　

み
つ
ぐ
）

掲
載
写
真
：
筆
者
撮
影

（
注
１
）
資
料『
里
山
の
環
境
学
』１
ペ
ー
ジ
、二
〇
〇
一

年
十
一
月
、
武
内
和
彦　

東
京
大
学
出
版
会

（
注
２
）「
里
地
里
山
の
保
全
・
活
用
」
環
境
省
自
然
環

境
局
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト http://w

w
w

.env.go.jp/
nature/satoyam

a/top.htm
l

（
注
３
）出
典『
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
改
訂
版
）
』
二
〇
〇
八
年
三
月
、
環
境
省

（
注
４
）
資
料『
集
落
丸
山
の
物
語 

歴
史
・
自
然
・
空
間

を
よ
む
』二
〇
一
〇
年
、一
般
社
団
法
人
ノ
オ
ト

（
注
５
）資
料
『
観
光
地
経
営
の
視
点
と
実
践
』

二
〇
一
三
年
十
二
月
、
公
益
財
団
法
人
日
本
交

通
公
社
編
著　

丸
善
出
版
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ミ
ラ
ー
氏
は
次
の
よ
う
に
話
を
始
め
た
。

「
去
年
の
八
月
末
に
貴
財
団
で
会
っ
て
以
来
、

Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
二
つ
の
点

で
動
い
て
い
ま
す
。
一
つ
が
ボ
ー
デ
ィ
ン
グ

メ
ン
バ
ー
の
設
置
、
も
う
一
つ
が
、
Ｅ
Ｔ

Ｉ
Ｓ
に
関
心
を
持
つ
欧
州
内
の
地
域
へ
の

基
礎
調
査
で
す
」。

競
争
優
位
要
因
と
し
て
の
指
標

ミ
ラ
ー
氏
に
よ
れ
ば
、二
〇
〇
八
年（
平

成
二
十
年
）の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
よ

る
世
界
的
な
経
済
不
況
以
降
、
イ
ギ
リ
ス

内
の
地
域
観
光
局
の
資
金
源
が
、
政
府
に

よ
る
一
〇
〇
％
出
資
か
ら
、
政
府
一
〇
％
、

民
間
九
〇
％
出
資
と
大
き
く
移
り
変
わ
っ

近
年
、
世
界
各
地
で
「
持
続
可
能
な

観
光
の
た
め
の
指
標
（
以
下
、
指
標
）
開

発
」
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

本
誌
で
も
度
々
取
り
上
げ
て
き
た
の
で
詳

細
は
割
愛
す
る
が
、
一
言
で
言
え
ば
指
標

と
は
、「
持
続
可
能
な
地
域
の
将
来
に
向

け
て
、
地
域
の
現
状
を
、
経
済
・
環
境
・

社
会
の
各
観
点
か
ら
バ
ラ
ン
ス
よ
く
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
す
る
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
」

で
あ
る（『
観
光
文
化
』２
１
６
号「
特
集
」、

同
２
１
９
号
「
財
団
活
動
の
い
ま
」
参
照
）。

我
が
国
で
の
指
標
導
入
の
参
考
と
す
べ

く
、二
〇
一
三
年（
平
成
二
十
五
年
）十
二

月
に
、
欧
州
の
二
つ
の
事
例
に
つ
い
て
、

そ
の
開
発
の
中
心
人
物
で
あ
る
サ
リ
ー
大

学
の
グ
ラ
ハ
ム
・
ミ
ラ
ー
氏
と
、
ダ
ブ
リ

ン
工
科
大
学
の
ケ
ビ
ン
・
グ
リ
フ
ィ
ン
氏

欧
州
の
先
行
事
例
に
学
ぶ

「
持
続
可
能
な
観
光
の
た
め
の
指
標
」の

導
入
過
程
―
―
イ
ギ
リ
ス・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
視
察
報
告

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

清
水 

雄
一

自主研究報告（2）

ら
に
話
を
伺
っ
た
。

欧
州
共
通
指
標「
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
」

導
入
過
程
の
現
状

（
イ
ギ
リ
ス
視
察
）

ロ
ン
ド
ン
の
南
西
、
サ
リ
ー
州
ギ
ル
フ

ォ
ー
ド
に
あ
る
緑
の
美
し
い
キ
ャ
ン
パ
ス

を
抜
け
、
グ
ラ
ハ
ム
・
ミ
ラ
ー
氏
は
我
々

を
研
究
室
に
通
し
て
く
れ
た
。

「
よ
う
こ
そ
、
サ
リ
ー
大
学
へ
。
前
回

お
会
い
し
た
時
の
東
京
は
、
本
当
に
暑
か

っ
た
で
す
ね
」。

今
回
の
訪
問
に
先
立
ち
、
当
財
団
で
は
、

二
〇
一
三
年（
平
成
二
十
五
年
）八
月
に
来

日
し
た
同
大
教
授
の
ミ
ラ
ー
氏
を
東
京
に

招
い
て
い
た
。世
界
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る

「
持
続
可
能
な
観
光
の
た
め
の
指
標
」の
情

報
収
集
と
し
て
、
ま
た
、
国
内
初
と
な
る

沖
縄
県
で
の
指
標
導
入
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

関
す
る
意
見
交
換
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
遡

さ
か
の
ぼる

こ
と
半
年
、
同
年
二
月
末

に
、
ミ
ラ
ー
氏
が
議
長
を
務
め
た
欧
州
委

員
会
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｓ

（European Tourism
 Indicators Sys-

tem
 for Sustainable M

anagem
ent at 

Destination Level

観
光
地
レ
ベ
ル
に
お

け
る
持
続
可
能
な
管
理
・
運
営
の
た
め
の

欧
州
観
光
指
標
シ
ス
テ
ム
：
イ
ー
テ
ィ
ス
）

と
い
う
共
通
の
指
標
及
び
指
標
管
理
・
運

営
シ
ス
テ
ム
が
開
発
さ
れ
て
い
た
。
今
回

の
訪
問
で
は
、
開
発
後
の
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
を
め

ぐ
る
動
向
も
知
り
た
い
こ
と
の
一
つ
で
あ

っ
た
。

写真1   ミラー氏の研究室でのミーティングの様子
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57 自主研究報告（2）◉欧州の先行事例に学ぶ「持続可能な観光のための指標」の導入過程―イギリス・アイルランド視察報告

こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
収
集
と
分
析
結
果
か

ら
、
広
範
囲
に
わ
た
る
多
様
な
タ
イ
プ
の

地
域
に
対
応
し
た
指
標
と
し
て
の
有
効
性

に
つ
い
て
、
検
証
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
と

の
説
明
で
あ
っ
た
。ミ
ラ
ー
氏
い
わ
く
「
こ

れ
ら
の
基
礎
調
査
を
通
じ
て
、
ど
の
地
域

に
ど
の
よ
う
な
人
々
が
い
て
ど
の
よ
う
な

団
体
が
あ
り
、
現
在
の
取
り
組
み
状
況
を

把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
必
要
な
支
援
を

検
討
し
て
い
き
ま
す
。
最
も
重
要
な
の
は
、

人
々
が
ど
の
分
野
に
取
り
組
み
、
ど
の
分

野
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
の
か
を
把
握
す

る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
障
が
い
者
の
ア

ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
顧
客
満
足

と
い
っ
た
、
健
康
と
安
全
性
に
関
す
る
分

野
に
つ
い
て
は
、
取
り
組
み
は
進
ん
で
い

る
と
思
い
ま
す
が
、
気
候
変
動
分
野
の
取

り
組
み
は
進
ん
で
い
な
い
だ
ろ
う
と
予
想

し
て
い
ま
す
。

個
人
的
に
は
、
観
光
地
と
し
て
は
新
興

の
地
域
が
『
持
続
可
能
な
観
光
の
た
め
の

指
標
』
に
よ
り
関
心
を
持
つ
の
か
、
あ
る

い
は
伝
統
的
な
観
光
地
が
変
わ
ろ
う
と
し

て
い
る
の
か
に
興
味
が
あ
り
ま
す
」
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

欧
州
と
い
う
広
範
囲
で
多
様
な
地
域

を
対
象
に
、
統
一
指
標
が
ど
の
よ
う
に
活

用
さ
れ
、
成
果
を
挙
げ
て
い
く
の
か
、
今

後
の
調
査
結
果
と
分
析
に
期
待
し
た
い
。

D
IT-A

C
H
IEV
 M
odel

の
開
発
過
程
と
現
状

（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
視
察
）

次
の
訪
問
地
、
ダ
ブ
リ
ン
工
科
大
学

（D
ublin Institute of Technology : 

以

下
、DIT

）で
は
、DIT︲A

CH
IEV

 M
odel

の
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
き

た
、
ケ
ビ
ン
・
グ
リ
フ
ィ
ン
氏
、
セ
イ
ラ
・

フ
ラ
ナ
ガ
ン
女
史
、
ジ
ェ
ー
ン
・
フ
ィ
ッ

ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
女
史
が
我
々
を
迎
え
入
れ

て
く
れ
た
。D

IT︲A
CH

IEV
 M

odel

の

詳
細
に
つ
い
て
は
『
観
光
文
化
』
２
１
６

号
に
譲
る
が
、

①
行
政
（A

dm
inistration

）

②
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（Com

m
unity

）

③
遺
産
（H

eritage

）

④
イ
ン
フ
ラ
（Infrastructure

）

⑤
企
業
（Enterprise

）

⑥
来
訪
者
（V

isitor

）

の
各
観
点
か
ら
三
十
三
の
指
標
を
設
定
し
、

持
続
可
能
な
観
光
の
た
め
の
管
理
・
運
営

を
目
指
す
シ
ス
テ
ム
で
あ
る︵
図
１
︶。
大

学
構
内
の
一
室
で
、
我
々
は
同
モ
デ
ル
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
他
地
域
と
の
競
争
優
位

に
つ
な
が
る
こ
と
を
強
調
し
、
民
間
事
業

者
の
関
心
に
応
え
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
十
人
の
ボ
ー
デ
ィ
ン
グ
メ

ン
バ
ー
の
う
ち
、
ミ
ラ
ー
氏
を
含
む
欧
州

内
の
専
門
家
は
二
名
、
そ
の
他
八
名
は
産

業
界
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
っ
て
お
り
、
民

間
を
意
識
し
た
人
員
構
成
と
し
て
い
る
点

も
特
徴
的
で
あ
る
。

こ
の
ボ
ー
デ
ィ
ン
グ
メ
ン
バ
ー
を
通
じ

て
、
Ｅ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
を
採
用
す
る
地
域
に
対
し

て
、
適
宜
必
要
な
ア
ド
バ
イ
ス
の
で
き
る

体
制
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
。

欧
州
全
体
を
包
含
す
る
統
一
基
礎
調
査

我
々
の
往
訪
時
に
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
の

二
十
八
カ
国
の
う
ち
、
ロ
ー
マ
や
ミ
ラ
ノ

と
い
っ
た
百
以
上
の
地
域
か
ら
基
礎
デ
ー

タ
を
集
約
し
て
い
る
最
中
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
基
礎
デ
ー
タ
の
項
目
と
し
て
は
、

「
山
間
地
域
」
や
「
海
浜
地
域
」
な
ど
、

そ
の
地
域
が
ど
う
い
っ
た
地
域
な
の
か
を

把
握
す
る「
地
域
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」と
、「
責

任
者
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
な

ど
の
実
施
組
織
体
制
及
び
現
在
の
Ｅ
Ｔ
Ｉ

Ｓ
の
取
り
組
み
状
況
」
を
把
握
す
る
項
目

か
ら
な
っ
て
い
る
。

た
。
官
か
ら
民
へ
、
中
心
的
な
利
害
関
係

者
が
代
わ
る
の
に
伴
い
、
指
標
導
入
の
誘

導
方
法
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
変
え
て
き
た

と
い
う
。
単
に
持
続
可
能
性
を
訴
求
す
る

の
で
は
な
く
、
地
域
で
指
標
を
導
入
す
る写真3   緑の美しいサリー大学キャンパス 写真2   左から筆者、寺崎部長、ミラー氏、中島主任研究員
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開
発
過
程
の
苦
労
や
課
題
と
、
そ
の
現
状

に
つ
い
て
伺
っ
た
。

第
一
期
：
試
行
錯
誤
の
モ
デ
ル
指
標

開
発

D
IT︲A

CH
IEV

 M
odel

開
発
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
大
き
く

三
期
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
歴
史
の
始

ま
り
は
二
〇
〇
四
年
に
遡

さ
か
の
ぼる
︵
表
１
︶。

第
一
期
の
取
り
組
み
地
域
は
、
グ
リ
フ

ィ
ン
氏
が
幼
少
時
代
を
過
ご
し
た
土
地
に

程
近
い
、
シ
ャ
ノ
ン
川
の
流
れ
る
テ
ィ
ペ

ラ
リ
ー（T

ipperary

）
と
い
う
地
域
で
あ

っ
た
。

当
時
を
振
り
返
り
、
グ
リ
フ
ィ
ン
氏
は

次
の
よ
う
に
語
る
。

「
当
初
は
あ
る
意
味
、
私
た
ち
の
中
に

素
朴
で
未
熟
な
考
え
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
地
域
に
は
問
題
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、

そ
れ
は
解
決
さ
れ
る
べ
き
だ
、
そ
ん
な
ふ

う
に
思
っ
て
い
た
の
で
す
」。
テ
ィ
ペ
ラ
リ

ー
は
公
共
交
通
が
未
発
達
の
地
域
で
あ
り
、

同
氏
が
地
域
住
民
に
対
し
て
「
よ
り
良
い

公
共
交
通
機
関
が
必
要
で
し
ょ
う
」
と
指

摘
し
た
と
こ
ろ
、
地
域
側
の
反
応
は
同
氏

の
予
想
と
は
反
す
る
も
の
だ
っ
た
。

地
域
の
住
民
い
わ
く
「
こ
の
地
域
を
訪

れ
る
人
々
は
自
家
用
車
で
来
て
、
一
週
間

ほ
ど
の
滞
在
で
乗
馬
を
楽
し
ん
だ
り
、
レ

ス
ト
ラ
ン
や
宿
泊
施
設
に
お
金
を
落
と
し

て
い
っ
て
く
れ
る
。
公
共
交
通
機
関
が
発

達
す
る
と
来
訪
者
は
そ
ん
な
に
長
く
滞

在
し
な
く
な
る
は
ず
だ
」
と
。

「
こ
の
時
の
経
験
を
通
し
て
、こ
ち
ら
側

の
論
理
で
、
一
つ
の
観
点
か
ら
勝
手
に
課

題
を
設
定
し
、
資
金
投
資
に
よ
っ
て
課
題

解
決
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
は

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
」。

指
標
開
発
の
こ
の
初
期
段
階
で
は
、
ま

た
別
の
問
題
も
生
じ
て
い
た
。
最
初
の
三

年
間
で
試
行
錯
誤
し
、
良
か
れ
と
思
う
指

標
開
発
を
行
っ
た
の
だ
が
、
あ
ま
り
に
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
な
内
容
に
偏
っ
て
し
ま
い
、グ

リ
フ
ィ
ン
氏
ら
開
発
者
し
か
扱
え
な
い
も

の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

後
、
Ｅ
Ｕ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
精
通
す
る
経
済
学
者
ら
か
ら
の
有
益

な
ア
ド
バ
イ
ス
も
受
け
な
が
ら
、
二
百
以

上
も
あ
っ
た
指
標
候
補
か
ら
、
前
述
の
通

り
六
つ
の
観
点
に
よ
る
三
十
三
指
標
に
絞

り
込
み
、D

IT︲A
CH

IEV
 M

odel

の
原

型
を
開
発
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
期
：
キ
ラ
ー
ニ
ー
と
カ
ー
リ
ン
グ

フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る
指
標
開
発

そ
の
後
、
指
標
開
発
研
究
費
用
の
拠

出
が
、ア
イ
ル
ラ
ン
ド
環
境
保
護
庁（Irish 

Environm
ental Protection A

gency

）

か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
観
光
庁
（National 

Tourism
 D

evelopm
ent A

gency, 
Fáilte Ireland

）
に
引
き
継
が
れ
た
。
環

境
と
観
光
の
双
方
の
視
点
が
重
な
り
合

い
、
持
続
可
能
な
観
光
の
た
め
の
指
標
開

発
の
第
二
期
が
始
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
〇
〇
八
年
～
二
〇
一
一
年
の
四
年
間
に

わ
た
る
総
額
三
十
五
万
ユ
ー
ロ
規
模
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
︵
表
１
︶。

第
二
期
で
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
内
の

十
五
、六
の
候
補
地
か
ら
、
ケ
リ
ー
州
キ

ラ
ー
ニ
ー
（K

illarney

）
と
ラ
ウ
ス
州
カ

ー
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド
（Carlingford

）
の

二
地
域
が
指
標
導
入
の
モ
デ
ル
地
域
に
選

定
さ
れ
、
並
行
し
て
指
標
開
発
の
取
り
組 写真4   DITでのミーティングの様子

a アクセス 18 問題に対する地域住民の態度

19 観光に関する地域住民の意識と態度

20 観光の質とそれが地域住民にどのように影響
しているかについての地域住人の意識

21 地域の慣習への観光による影響

22 人口動向

27 地域管理者への来訪者の理解

23 来訪者のプロフィール

28 交通手段の来訪者満足度

24 来訪者の動機

29 地域住民への来訪者の理解

25 来訪者の混雑予想

30 旅行消費額

31 行政目標の評価
（環境面、経済面、社会面、行政面）

32 明確かつ対応力ある観光の管理・運営

33 規則のモニタリングと維持

26 リピート客の水準

b 関与

c 生活の質

d 受益者

e 人口

a 人数

b 観光行動

c サービス

d ホスピタリティ

e 旅行消費額

a 目標

b 政策

c 管轄

資料：DITケビン・グリフィン氏らの資料を基に作成
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59 自主研究報告（2）◉欧州の先行事例に学ぶ「持続可能な観光のための指標」の導入過程―イギリス・アイルランド視察報告

み
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

キ
ラ
ー
ニ
ー
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
南
西

部
に
位
置
す
る
古
く
か
ら
の
観
光
地
で
あ

り
、
市
議
会
と
観
光
と
の
結
び
付
き
が
強

く
、
商
業
組
合
の
影
響
力
が
大
き
い
。
一

方
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
（
イ
ギ
リ
ス
）
と

の
国
境
付
近
に
位
置
す
る
カ
ー
リ
ン
グ
フ

ォ
ー
ド
で
の
取
り
組
み
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
運
営

方
法
の
異
な
る
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
。

第
一
期
で
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
内
容
に

偏
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
指

標
の
測
定
結
果
の
見
方
に
は
よ
り
柔
軟
性

を
持
た
せ
る
よ
う
に
し
た
。

さ
ら
に
、
上
層
部
だ
け
で
は
な
く
、
実

際
に
現
場
を
知
る
人
々
と
の
関
係
を
築
き
、

情
報
収
集
・
情
報
共
有
に
当
た
る
こ
と
の

重
要
性
も
分
か
っ
て
き
た
。「
知
事
に
会

っ
た
後
は
、
例
え
ば
野
生
動
物
関
係
の
オ

フ
ィ
サ
ー
を
訪
ね
、
何
時
間
も
い
ろ
い
ろ

と
話
を
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
環
境
汚
染

や
気
候
変
動
の
こ
と
な
ど
を
全
て
測
定
す

る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
に
、

あ
る
種
の
鳥
の
数
を
調
べ
る
と
よ
い
と
い

う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
鳥
の
数
を
数

え
て
、
過
去
の
数
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の

鳥
を
取
り
巻
く
生
態
系
、
環
境
の
状
態

が
ど
う
変
化
し
て
い
る
か
の
指
標
に
な
る

の
で
す
」。

モ
デ
ル
導
入
の
過
程
で
、
グ
リ
フ
ィ
ン

氏
ら
は
、D

IT︲A
CH

IEV
 M

odel

導
入

の
取
り
組
み
を
よ
り
多
く
の
人
々
に
理
解

表１  DIT-ACHIEV Modelの取り組み

第一期
（2004～06年）

第二期
（2008～11年）

第三期
（2012年～現在）

ティペラリー
（Tipperary）

キラーニー
（Killarney）

カーリングフォード
（Carlingford）

テンプルバー
（Temple Bar）

フィンガル
（Fingal）

導入成否 主な要因取り組み期 地域

△

○

○

×

－

•測定項目や結果について厳密にしすぎないこととした
•地域のコミュニティ、現場の実践者などを巻き込んで取り組んだ
•地域関係者自らモニタリングできるようにトレーニングプログ
ラムを策定した

•指標の開発はできたものの、内容がアカデミックすぎて、地域
関係者には扱いにくいものとなってしまった

•地区の関係組織に指標導入の意識を持たせることができなか
った

（導入検討中）

（注）導入成否：ヒアリング内容から筆者により仮に評価した

❶ 鍵となる種の状態 a 生物相

b 水資源

c 空気

d 地勢

遺産
Heritage

コミュニティ
Community

来訪者
Visitor

行政
Administration

インフラ
Infrastructure

企業
Enterprise

f 文化

a 水資源

b 土地

c 運輸交通

d 快適性

a 持続可能な実践

b コミュニケーション

c 労働

e 考古学及び歴史

❷ 水資源の質

❽ 水供給及び処理

❸ 空気の質

❾ 土地利用

❹ 保護生息域の現状

10 道路混雑

14 水・廃棄物・エネルギー管理・運営

❺ 景観の視覚的な質

11 障がい者のためのアクセス

15 地域コミュニティ及び環境とのつながり

❻ 地域民俗及び遺跡

12 廃棄物処理及びリサイクル

16 他地域ビジネスとの相互連携

❼ 地域文化の重要性及び状況

13 来訪者が快適に過ごすための付帯設備
及びサービス

17 観光産業の雇用の質・活力

持続可能な観光

図１  DIT-ACHIEV Model（ダブリン工科大学   行政・コミュニティ・遺産インフラ・企業・来訪者モデル）の全体構成
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し
て
も
ら
う
た
め
に
、
試
行
錯
誤
を
重
ね

て
き
た
。「
取
り
組
み
に
関
す
る
新
聞
掲

載
に
つ
い
て
は
、
キ
ラ
ー
ニ
ー
で
は
歓
迎

さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
カ
ー
リ
ン
グ
フ
ォ
ー

ド
で
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
人
々
の
独
自
の
考
え
方
が
あ
り

ま
す
ね
」。
フ
ラ
ナ
ガ
ン
女
史
も
続
け
る
。

「
ラ
ジ
オ
に
も
出
演
し
た
し
、
今
思
え
ば
、

随
分
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
し
て
取
り
組

み
を
広
げ
よ
う
と
し
て
き
た
わ
ね
」。

彼
ら
は
、
地
域
住
民
、
狩
猟
団
体
、
観

光
関
係
者
、
研
究
機
関
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
々
と
直
接
会
い
、話
を
し
、少
し
ず
つ

理
解
者
・
協
力
者
の
範
囲
を
広
め
て
き
た
。

指
標
項
目
の
測
定
に
つ
い
て
は
、
地
域

住
民
は
じ
め
、
な
る
べ
く
地
域
の
関
係
者

が
測
定
で
き
る
よ
う
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
プ

ロ
グ
ラ
ム
も
工
夫
し
て

作
成
し
た
。
こ
う
し
て
、

デ
ー
タ
を
地
域
関
係
者

が
自
ら
集
め
る
こ
と
で
、

当
事
者
意
識
を
高
め
、

現
在
で
は
、
そ
の
数
値

が
、
地
域
関
係
者
が
地

域
の
問
題
を
議
論
す
る

際
の
出
発
点
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
。

ち
な
み
に
、
測
定
指
標
の
項
目
の
一
つ

で
あ
る
訪
問
者
へ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
、

キ
ラ
ー
ニ
ー
で
は
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド

整
備
資
金
と
し
て
五
十
万
ユ
ー
ロ
を
運
輸

省
か
ら
獲
得
し
て
い
る
。

第
三
期
：
新
た
な
試
み

キ
ラ
ー
ニ
ー
と
カ
ー
リ
ン
グ
フ
ォ
ー
ド

と
い
う
二
地
域
で
の
モ
デ
ル
導
入
の
後
、

ダ
ブ
リ
ン
の
観
光
中
心
地
で
あ
る
テ
ン
プ

ル
バ
ー
（Tem

ple Bar

）
で
の
指
標
導

入
が
新
た
に
試
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

︵
表
１
︶。
二
地
域
と
は
異
な
り
、
市
街
地

の
中
心
部
に
あ
る
同
地
は
、
石
畳
の
両
側

に
ホ
テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
ア
イ
リ
ッ
シ

ュ
パ
ブ
が
軒
を
連
ね
、
多
く
の
観
光
客
が

ダ
ブ
リ
ン
観
光
の
拠
点
と
し
て
宿
泊
す
る

地
区
で
あ
る
。

し
か
し
、
結
論
か
ら
言
う
と
「
テ
ン
プ

ル
バ
ー
で
の
指
標
導
入
は
失
敗
に
終
わ
っ

た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
学
生
に
よ

る
観
光
客
へ
の
調
査
は
ほ
ぼ
終
了
し
て
い

た
が
、「
地
区
の
事
業
者
や
各
種
組
織
が

動
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
。

「
テ
ン
プ
ル
バ
ー
に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
関

連
の
組
織
だ
け
で
な
く
、
文
化
活
動
を
担

う
組
織
な
ど
、
複
数
の
多
様
な
組
織
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
た
ち
が
地
区
を

運
営
し
て
い
る
と
い
う
意
識
と
誇
り
が
あ

る
。
そ
の
う
ち
の
誰
一
人
と
し
て
指
標
導

入
を
し
よ
う
と
言
い
出
さ
な
か
っ
た
。
自

分
た
ち
は
十
分
に
や
っ
て
い
け
る
の
で
問

題
な
い
と
い
う
の
で
す
」
と
グ
リ
フ
ィ
ン

氏
は
語
っ
て
い
た
。

現
在
、
グ
リ
フ
ィ
ン
氏
ら
は
、D

IT︲
A

CH
IEV

 M
odel

に
関
心
を
示
し
た
フ

ィ
ン
ガ
ル
（Fingal

）
と
い
う
地
域
で
の

指
標
導
入
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ダ
ブ
リ

ン
の
北
に
位
置
す
る
同
地
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
知
見
と
経
験
を
活
か
し
、
一
年
の
期

間
で
三
万
ユ
ー
ロ
を
掛
け
て
、
住
民
調
査

な
ど
を
実
施
、
問
題
点
の
洗
い
出
し
を
行

っ
て
い
る
最
中
で
あ
る
。
そ
の
後
、
実
際

に
問
題
点
を
改
善
す
る
実
行
段
階
に
移

行
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

我
が
国
で
の
さ
ら
な
る

指
標
導
入
を
目
指
し
て

今
回
の
視
察
を
通
じ
、
指
標
開
発
過
程

の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

二
つ
の
事
例
か
ら
は
、
研
究
者
の
み
で
取

り
組
む
の
で
は
な
く
、
指
標
開
発
段
階
か

ら
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
民
間
事
業
者
な
ど

を
巻
き
込
み
、
理
解
を
広
め
、
指
標
開
発

後
も
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
が
主
体
的

に
指
標
を
用
い
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
機
運
と
仕
組
み
づ

く
り
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識
し
た
。

今
回
は
紙
幅
の
関
係
で
視
察
内
容
の
一

部
の
紹
介
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
今
後
国
内

で
の
指
標
導
入
の
さ
ら
な
る
取
り
組
み
に

向
け
、
今
回
の
視
察
で
得
た
知
見
を
活
か

し
て
い
き
た
い
。

ご
多
忙
の
中
、
我
々
を
快
く
受
け
入

れ
、
長
年
に
わ
た
る
指
標
開
発
と
導
入
の

取
り
組
み
経
緯
を
飾
る
こ
と
な
く
丁
寧

に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
、ミ
ラ
ー
氏
、
グ
リ

フ
ィ
ン
氏
、
フ
ラ
ナ
ガ
ン
女
史
、
フ
ィ
ッ
ツ

ジ
ェ
ラ
ル
ド
女
史
に
、
改
め
て
感
謝
申
し

上
げ
る
。　
　
　
（
し
み
ず　

ゆ
う
い
ち
）

写真5   テンプルバーの街並み
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ド
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61

九
州
の
小
都
市
を
訪
ね
て
き
た
。
そ
の
と
き
の
写
真
も
あ
る
し
地
図
も
あ
る
。
メ

モ
も
取
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
も
っ
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ま
る
で
の
ぞ

き
眼
鏡
で
の
ぞ
い
た
よ
う
に
、小
さ
な
、懐
か
し
い
風
景
が
目
の
前
に
浮
か
ん
で
く
る
。

福
岡
で
仕
事
を
す
ま
せ
、
小
倉
で
一
泊
。
翌
朝
早
め
に
駅
を
発
っ
た
。
日ひ

た田
彦ひ

こ
さ
ん山

線
と
い
っ
て
、
福
岡
県
の
小
倉
と
大
分
県
の
日
田
を
結
ん
で
い
る
。
駅
で
も
ら
っ
た

時
刻
表
兼
沿
線
情
報
マ
ッ
プ
は
カ
ラ
ー
絵
入
り
で
、
沿
線
の
店
や
名
物
の
紹
介
に
加

え
て
「
ひ
た
ひ
こ
共
通
ク
ー
ポ
ン
」
な
る
も
の
が
つ
い
て
お
り
、
日
田
彦
山
線
活
性

化
推
進
沿
線
自
治
体
連
絡
会
の
発
行
。
三
市
三
町
一
村
の
名
が
掲
げ
て
あ
る
。
ロ
ー

カ
ル
線
維
持
の
た
め
の
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
が
見
て
と
れ
る
。

は
じ
め
て
乗
る
路
線
な
の
で
、
熱
心
に
ま
わ
り
の
景
色
を
な
が
め
て
い
た
。
鉱
山

が
あ
る
ら
し
く
、
山
並
み
の
一
角
が
切
り
取
ら
れ
て
い
た
り
す
る
。
国
道
３
２
２
号

が
寄
り
そ
う
よ
う
に
走
っ
て
い
る
。
お
お
か
た
の
人
は
車
か
バ
ス
な
の
か
、
乗
客
の

大
半
は
通
学
の
生
徒
で
、
制
服
姿
が
い
な
く
な
る
と
、
ガ
ラ
ン
と
し
た
車
内
に
朝
の

陽
ざ
し
が
さ
し
こ
ん
で
い
た
。

こ
ち
ら
の
目
的
地
は
香か

春わ
ら

町
と
い
っ
て
、
四
十
分
た
ら
ず
で
着
く
。
金き

べ辺
峠
と
い

う
山
あ
い
を
抜
け
る
と
、
微
妙
に
風
景
が
変
化
し
た
。
白
壁
の
集
落
、
段
差
の
あ
る

地
形
、
目
の
と
ど
く
か
ぎ
り
、
の
こ
り
く
ま
な
く
耕
さ
れ
、
道
と
畦あ

ぜ

と
が
絵
地
図
の

よ
う
に
美
し
い
。
駅
名
が
「
採
銅
所
」
と
い
う
の
は
銅
山
の
名
ご
り
だ
ろ
う
か
。「
次

は
香
春
」
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
で
降
り
支
度
を
し
た
。

スロ
ー
シ
ティ
の
す
す
め 
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町
の
こ
と
は
歌
人
土
屋
文
明
の
エ
ッ
セ
イ
「
豊
前
鏡
山
」
で
知
っ
た
。
戦
前
の
こ

と
だ
が
、
小
倉
で
ア
ラ
ラ
ギ
会
の
歌
会
が
あ
る
の
に
際
し
、
先
に
香
春
で
泊
っ
て
、

翌
日
、
小
倉
の
会
に
出
る
つ
も
り
で
い
た
と
こ
ろ
、
鉄
道
の
時
間
が
合
わ
ず
中
止
し

た
。
そ
れ
で
も
や
は
り
思
い
が
の
こ
っ
た
の
で
、
歌
会
の
あ
と
世
話
人
の
車
で
峠
を

越
え
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
に
執
着
し
た
の
は
万
葉
集
に
町
の
郊
外
の
鏡
山
が
う
た
わ

れ
て
お
り
、
万
葉
学
者
で
も
あ
る
歌
人
と
し
て
は
、「
是
非
一
見
し
た
い
」
と
久
し
く

念
じ
て
い
た
か
ら
だ
。
万
葉
集
の
歌
と
い
う
の
は
、
次
の
三
首
で
あ
る
。

河
内
王
を
豊
前
国
鏡
山
に
葬
り
し
時
手
持
女
王
の
作
れ
る
歌
三
首

王お
を
き
みの
親む

つ
た
ま魂
会
へ
や
豊
国
の
鏡
の
山
を
宮
と
定
む
る
（
巻
三
、四
一
七
）

豊
国
の
鏡
の
山
の
石い

は

戸と

立
て
隠か

く

り
に
け
ら
し
待
て
ど
来
ま
さ
ぬ
（
四
一
八
）

石
戸
破わ

る
手た

力ぢ
か
らも

が
も
手た

弱よ
わ

き
女を

み
な

に
し
あ
れ
ば
術す

べ

の
知
ら
な
く
（
四
一
九
）

河
内
王
と
い
う
貴
人
が
豊
前
鏡
山
に
葬
ら
れ
、
ゆ
か
り
の
女
性
が
詠
ん
だ
。
文
明

た
ち
が
訪
ね
た
こ
ろ
は
、
も
う
そ
ん
な
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
い
て
、「
香
春
の
町
が

前
方
に
見
え
て
来
た
の
で
車
を
止
め
て
附
近
の
人
家
で
河
内
王
の
御
墓
は
と
尋
ね
た

が
ど
う
も
分
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
訪
問
記
は
つ
づ
ら
れ
て
い
く
。
鏡
山
は

山
で
は
な
く
集
落
の
名
で
あ
る
こ
と
が
判
明
。
よ
う
や
く
探
し
あ
て
た
と
こ
ろ
、「
河

内
王
御
墓
参
考
地
」
と
い
う
ヘ
ン
な
標
示
板
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
宮
内
省
（
当
時
）
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と
し
て
は
、
こ
こ
を
墓
所
と
決
定
し
か
ね
て
曖
昧
な
標
示
に
し
た
ら
し
い
。
河
内
王

と
い
う
宮
び
と
は
紀
元
七
世
紀
の
持
統
天
皇
の
こ
ろ
大
宰
師
に
任
じ
ら
れ
、
赴
任
し

て
五
年
後
に
死
去
。
詠
み
手
の
「
手
持
女
王
」
は
妃
の
よ
う
だ
が
、
身
分
そ
の
他
一

切
不
明
。
あ
と
で
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
御
墓
参
考
地
の
近
く
に
も
う
一
つ
社
が
あ

っ
て
、
そ
ち
ら
が
本
来
の
鏡
山
か
も
し
れ
な
い
。
万
葉
集
に
は
、
ほ
か
に
も
鏡
山
を

う
た
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
は
、
次
の
と
お
り
。

豊
国
の
香
春
は
吾わ

ぎ
へ家

紐
ひ
も
の

児こ

に
い
交つ

が

り
居
れ
ば
香
春
は
吾
家
（
巻
九
、一
七
六
七
）

も
っ
と
も
、
私
は
遠
い
昔
の
万
葉
び
と
よ
り
も
、
町
自
体
に
興
味
が
あ
っ
た
。
背

後
に
香
春
嶽
と
い
う
山
が
あ
り
、
そ
れ
が
石
灰
岩
の
採
掘
で
、「
半
面
を
殺
ぎ
取
ら

れ
断
崖
が
白
々
と
立
っ
て
居
る
」と
い
う
の
だ
。
麓
は
勾

ま
が
り

金が
ね

と
い
う
古
い
村
だ
と
い
う
。

採
銅
所
―
鏡
山
―
勾
金
―
香
春
。
地
名
を
た
ど
る
だ
け
で
独
特
の
山
国
の
イ
メ
ー

ジ
が
わ
い
て
き
て
、
夢
を
そ
そ
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。

駅
前
広
場
の
大
き
な
石
に
、
貝
原
益
軒
の
『
豊
国
紀
行
』
の
一
節
が
刻
ん
で
あ

る
。『
養
生
訓
』
で
有
名
な
益
軒
先
生
は
も
と
も
と
福
岡
の
人
だ
が
、
元
禄
七
年

（
一
六
九
四
）、
は
じ
め
て
当
地
へ
来
た
ら
し
い
。

「
香
春
は
豊
前
田
河
郡
な
り
。
香
春
は
名
所
也
。
萬
葉
九
巻
に
哥
あ
り
。
又
此
神

の
事
神
社
考
に
あ
り
。
香
春
嶽
と
て
高
山
あ
り
…
…
」

本
業
が
医
者
だ
っ
た
せ
い
か
、
紀
行
文
は
そ
っ
け
な
い
。
地
名
を
羅
列
し
た
だ
け

で
、
立
派
な
黒
い
大
理
石
が
も
っ
た
い
な
い
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

石
碑
か
ら
目
を
上
げ
て
辺
り
を
見
ま
わ
し
た
と
た
ん
、
お
も
わ
ず
目
を
み
は
っ
た
。

町
並
み
を
へ
だ
て
て
、
か
な
た
に
見
え
る
の
が
香
春
嶽
だ
ろ
う
。
山
と
い
う
よ
り
も
、

「
半
面
を
殺
ぎ
取
ら
れ
た
断
崖
」
そ
の
も
の
で
、
グ
ラ
ン
ド
キ
ャ
ニ
オ
ン
の
渓
谷
の
一

部
を
高
台
に
の
せ
た
ぐ
あ
い
だ
。
目
を
据
え
た
ま
ま
ゆ
る
い
坂
道
を
下
り
、
金
辺
川

の
ほ
と
り
に
立
つ
と
、
正
面
に
全
景
が
ひ
ろ
が
っ
た
。
正
確
に
い
う
と
香
春
嶽
は
一

の
岳
、
二
の
岳
、
三
の
岳
の
つ
ら
な
り
で
、
町
か
ら
見
え
る
の
は
一
の
岳
の
一
面
に
す

ぎ
な
い
が
、
切
り
取
ら
れ
て
露
出
し
た
岩
の
壁
が
、
幻
の
よ
う
に
大
空
に
浮
い
て
い

る
。
山
腹
に
砕
石
場
が
あ
っ
て
、
砕
か
れ
た
石
が
屋
根
の
あ
る
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
で

川
沿
い
の
工
場
へ
と
運
ば
れ
て
く
る
。

町
の
入
口
に
風
格
の
あ
る
店
が
あ
っ
て
、「
名
菓
千
鳥
饅
頭
」
の
千
鳥
屋
。
創
業

寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
と
い
う
か
ら
、
益
軒
先
生
よ
り
、
さ
ら
に
古
い
。
少
し

先
で
通
り
が
二
手
に
分
か
れ
て
い
て
、「
従
是
南
豊
後
日
田
道
」
の
石
標
が
見
え
る
。

香
春
は
な
が
ら
く
小
倉
街
道
一
の
宿
駅
だ
っ
た
。

つ
づ
い
て
大
き
な
寺
の
大
き
な
甍い

ら
か
。
山
門
わ
き
の
左
右
の
石
柱
に
「
國
富
民
安
」

「
丘
文
来
月
」
と
、
風
雅
な
字
体
で
刻
ま
れ
て
い
る
。
古
木
が
枝
を
の
ば
し
た
下
に

自
然
石
を
敷
き
つ
め
た
石
畳
が
奥
に
つ
づ
い
て
い
る
。
朽
ち
葉
が
き
れ
い
に
は
き
寄

せ
て
あ
っ
て
、
チ
リ
一
つ
な
い
。
お
も
わ
ず
た
ど
っ
て
い
く
と
、
本
堂
の
前
に
来
た
。

無
住
と
は
思
え
な
い
が
、
人
の
け
は
い
が
な
く
、
辺
り
は
静
け
さ
を
煮
つ
め
た
よ
う

に
静
ま
り
返
っ
て
い
る
。

実
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
記
憶
が
あ
や
し
い
の
だ
。
個
々
の
こ
と
は
は
っ
き
り
覚
え
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九
十
度
折
れ
て
つ
づ
い
て
い
く
。「
札
の
辻
」
と
石
柱
が
あ
り
、
指
さ
し
た
手
の
形
で

「
呼
野　

石
原
町　

香
春　

／
大
隅　

秋
月　

久
留
米
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
逆
方
向
を

差
し
て
い
る
。

石
組
み
の
上
に
赤
レ
ン
ガ
を
積
み
、そ
の
上
に
瓦
を
の
せ
た
雄
壮
な
塀
の
前
に
「
御

茶
屋
香
春
藩
庁
跡
」
の
石
柱
。
江
戸
時
代
は
小
倉
藩
に
属
し
、
藩
主
の
領
内
巡
見
の

た
め
の
宿
泊
所
と
し
て
お
茶
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
幕
末
の
混
乱
期
に
は
、
小
倉

藩
の
藩
庁
の
役
目
を
つ
と
め
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
命
名
に
な
っ

た
よ
う
だ
。

さ
ら
に
行
く
と
、
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
更
地
で
、
中
央
の
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
の
三
段

式
の
白
い
御
影
石
に
、「
田
川
郡
役
所
跡
／
香
春
町
役
場
跡
」
と
二
行
分
か
ち
で
刻

ま
れ
て
い
る
。
明
治
末
年
に
田
川
郡
の
郡
役
所
が
置
か
れ
、
郡
制
廃
止
の
の
ち
は
町

役
場
と
し
て
使
わ
れ
た
建
物
が
あ
っ
た
。
す
べ
て
取
り
払
わ
れ
て
、
す
ぐ
か
た
わ
ら

に
大
き
な
不
動
産
広
告
板
が
立
て
て
あ
る
。

「
旧
香
春
町
役
場
跡
地　

宅
地
分
譲
開
始
！
」

石
柱
の
あ
る
小
さ
な
一
角
だ
け
の
こ
し
て
、
全
十
区
画
。
団
地
名
を
「
プ
ラ
チ
ナ

タ
ウ
ン
香
春
」
と
い
う
。
山
か
ら
吹
き
下
ろ
す
風
に
「
分
譲
中
」
の
旗
が
ハ
タ
ハ
タ

と
は
た
め
い
て
い
た
。

一
つ
一
つ
克
明
に
覚
え
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
現
実
の
こ
と
と
思

え
ず
、
夢
の
な
か
の
風
景
の
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
こ
こ
に
く
る
ま
で
の
あ
い
だ
、

ま
る
き
り
人
に
会
わ
な
か
っ
た
せ
い
だ
ろ
う
。
人
の
姿
が
な
く
、軽
ト
ラ
ッ
ク
が
一
台
、

走
り
通
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
無
人
の
町
の
よ
う
で
、
そ
こ
に
黒
い
影
を
落
と
し
て
古

風
な
家
々
が
並
ん
で
い
る
。
音
が
し
な
い
。
テ
レ
ビ
の
声
も
流
れ
て
こ
な
い
。
犬
も

鳴
か
な
い
。

町
役
場
跡
地
の
山
側
は
人
の
背
の
倍
ほ
ど
も
あ
る
高
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塀
が
の
び

て
い
て
、
何
げ
な
く
見
上
げ
る
と
、
十
匹
ほ
ど
の
サ
ル
が
塀
の
上
に
ズ
ラ
リ
と
並
ん

で
す
わ
っ
て
い
た
。
一
歩
近
づ
く
と
、
い
っ
せ
い
に
立
ち
上
が
り
、
こ
ち
ら
を
見
下

ろ
し
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
塀
づ
た
い
に
裏
山
へ
と
消
え
て
い
っ
た
。
さ
な
が
ら
白

て
い
る
の
に
、
全
体
が
ボ
ン
ヤ
リ
し
て
い
て
、
の
ぞ
き
眼
鏡
の
風
景
に
似
て
く
る
。

ま
た
も
通
り
が
二
手
に
分
か
れ
、
ま
っ
す
ぐ
は
旧
日
田
道
で
町
名
が
山
下
町
。
右

に
折
れ
こ
む
の
は
店
の
並
ぶ
生
活
道
で
、
魚
町
と
標
示
さ
れ
て
い
る
。
山
下
町
は
文

字
ど
お
り
香
春
嶽
一
の
岳
の
山
裾
に
あ
た
り
、
寺
が
一
つ
、
ま
た
一
つ
。
空
地
の
前
で

大
き
な
「
伊
能
忠
敬
測
量
記
念
碑
」
と
往
き
合
っ
た
。
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
七
月
、

測
量
隊
を
率
い
て
彦
山
よ
り
香
春
に
来
た
。
山
下
町
の
年
寄
の
屋
敷
に
泊
り
、
翌
日
、

お
り
か
ら
の
日
食
観
測
の
た
め
、
先
に
小
倉
へ
向
か
っ
た
。
測
量
隊
メ
ン
バ
ー
は
分

宿
し
て
実
測
に
あ
た
っ
た
。

少
し
行
く
と
古
い
町
に
よ
く
あ
る
が
、
通
り
が
鉤
形
に
九
十
度
、
さ
ら
に
ま
た 香春嶽一の岳と砕石場
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ど
ん
な
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
で
も
理
髪
店
と
美
容
院
だ
け
は
営
業
中
の
光
景
を
見
な
れ
て

き
た
が
、
最
後
の
砦
が
落
ち
た
ぐ
あ
い
だ
。
四
十
五
度
に
う
ね
っ
た
通
り
に
お
昼
す

ぎ
の
陽
ざ
し
が
か
か
り
、建
物
の
黒
い
影
が
ギ
ザ
ギ
ザ
模
様
の
影
絵
を
つ
く
っ
て
い
た
。

本
通
り
に
も
ど
っ
て
気
が
つ
い
た
が
、
山
裾
の
少
し
高
い
と
こ
ろ
に
石
仏
が
立
っ

て
い
る
。
一
体
だ
け
が
、
じ
っ
と
こ
ち
ら
を
見
つ
め
て
い
る
。
不
審
に
思
い
な
が
ら

な
が
め
て
い
る
と
、
三
輪
車
の
孫
を
つ
れ
た
年
配
の
人
が
や
っ
て
き
た
。
は
じ
め
て

人
に
会
っ
て
、
な
に
や
ら
懐
か
し
く
て
な
ら
ず
、
お
も
わ
ず
挨
拶
す
る
と
、
丁
寧
な

挨
拶
が
返
っ
て
き
た
。
石
の
仏
は
光
願
寺
と
い
う
由
緒
あ
る
寺
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、

山
崩
れ
の
た
め
廃
寺
と
な
っ
た
な
ご
り
だ
そ
う
だ
。

山
の
斜
面
に
天
を
覆
う
よ
う
に
大
木
が
の
び
て
い
る
。
県
文
化
財
指
定
木
の
大
樟く

す

で
、
根
周
り
15
・
６
メ
ー
ト
ル
、
胸
高
周
り
９
・
２
メ
ー
ト
ル
、
枝
張
り
東
西
29
メ

ー
ト
ル
、
南
北
20
メ
ー
ト
ル
、
樹
齢
約
８
０
０
年
。
山
崩
れ
の
際
に
も
、
よ
く
も
ち

こ
た
え
、
境
内
の
半
分
が
た
を
救
っ
た
と
い
う
。

「
上
が
っ
て
み
ま
す
か
？
」

す
す
め
ら
れ
る
ま
ま
に
、
半
ば
草
に
埋
も
れ
た
石
段
を
の
ぼ
っ
て
い
っ
た
。
石
仏

は
等
身
大
で
、
お
地
蔵
さ
ま
の
つ
く
り
で
あ
る
。
仮
普
請
の
小
さ
な
お
堂
が
あ
っ
て
、

そ
れ
も
背
を
こ
す
草
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
。
樟
は
幹
に
大
き
な
空
洞
が
あ
る
が
、
悠

然
と
枝
を
ひ
ろ
げ
て
、
た
く
ま
し
い
。
植
物
は
、
根
を
張
っ
て
し
ま
え
ば
、
急
斜
面

で
も
へ
っ
ち
ゃ
ら
ら
し
い
の
だ
。

遠
慮
が
ち
に
過
疎
が
す
す
ん
だ
こ
と
を
い
う
と
、
そ
の
人
は
無
言
の
ま
ま
う
な
ず

い
た
。
旧
道
が
整
備
さ
れ
、
小
倉
が
グ
ン
と
近
く
な
り
、
と
た
ん
に
町
か
ら
若
い
人

が
い
な
く
な
っ
た
。
近
く
に
道
の
駅
が
で
き
て
、
商
店
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
廃
業
し
て
い

っ
た
。
畳
屋
、
薬
局
、
す
し
屋
、
洋
品
店
、
青
果
店
、
ス
ナ
ッ
ク
、
料
理
屋
、
カ
メ

ラ
屋
、
写
真
館
が
二
軒
、
自
転
車
屋
、
文
房
具
店
、
豆
腐
屋
…
…
。
歌
う
よ
う
に

し
て
あ
げ
て
い
く
。

「
醬
油
の
工
場
も
あ
り
ま
し
た
」

近
く
に
行
く
と
、
モ
ロ
ミ
の
匂
い
が
し
た
。
何
代
も
つ
づ
い
た
味
噌
づ
く
り
の
店

日
夢
の
よ
う
な
気
が
し
た
の
は
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
ず
か
っ
て
い
た
。

町
役
場
跡
地
一
帯
が
本
町
で
、
か
つ
て
は
い
ち
ば
ん
賑
わ
っ
た
エ
リ
ア
な
の
だ
ろ

う
。
ひ
と
け
の
な
い
家
並
み
の
一
角
に
「
竹
本
津
大
夫
誕
生
の
地
」
と
あ
っ
て
、
旧

家
の
倅せ

が
れ

が
義
大
夫
に
な
じ
み
、
長
じ
て
そ
の
道
の
名
人
と
い
わ
れ
る
人
に
な
っ
た
。

魚
町
筋
に
も
ど
る
角
は
広
大
な
空
地
で
、
立
派
な
塀
と
門
だ
け
が
の
こ
さ
れ
て
い

る
。
古
木
が
一
本
、
て
い
て
い
と
の
び
、
白
い
敷
石
が
ナ
ゾ
の
通
路
の
よ
う
に
点
々

と
つ
づ
い
て
い
る
。

「
肉
の
ま
つ
か
わ
」「
仕
出
し　

鉢
盛
」「
長
谷
川
療
術
院
」「
鮮
魚　

刺
身
」「
宝

石　

時
計
」
…
…
。
看
板
も
シ
ャ
ッ
タ
ー
も
ガ
ラ
ス
戸
も
古
び
て
い
る
の
は
、
廃
業

し
て
久
し
い
の
だ
ろ
う
。

「
お
客
様
各
位　

御
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
」

も
っ
と
も
新
し
い
の
は
二
〇
一
四
年
三
月
吉
日
の
日
付
で
、
理
髪
店
の
お
知
ら
せ
。

三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
店
を
閉
じ
る
。「
病
気
療
養
の
た
め
」
と
あ
っ
て
、
病
を

押
し
て
つ
づ
け
て
き
た
が
、
も
は
や
限
度
と
思
い
定
め
て
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。光願寺跡の大樟
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も
あ
っ
た
。
す
べ
て
な
く
な
っ
て
、
髪
を
刈
る
に
も
遠
出
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
い
い
町
な
ん
で
す
が
ね
ぇ
」

ひ
と
り
ご
と
の
よ
う
に
言
う
と
、
グ
ズ
り
だ
し
た
孫
を
抱
き
上
げ
、
三
輪
車
を
ぶ

ら
下
げ
て
急
坂
を
下
っ
て
い
く
。
そ
の
背
に
声
を
高
め
て
、
お
礼
を
言
っ
た
。

川
筋
に
も
ど
る
す
が
ら
、
イ
タ
リ
ア
で
出
く
わ
し
た
「
チ
ッ
タ
ズ
ロ
ー
（
ス
ロ
ー

シ
テ
ィ
）」
の
運
動
を
考
え
て
い
た
。
何
年
ぶ
り
か
で
北
イ
タ
リ
ア
を
訪
れ
て
、
同
じ

町
が
こ
う
も
変
わ
る
も
の
か
と
び
っ
く
り
し
た
覚
え
が
あ
る
。
ス
ロ
ー
シ
テ
ィ
は
文

字
ど
お
り
「
ゆ
っ
く
り
（
ズ
ロ
ー
）」
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
、
忙せ

わ

し
な
い
現
代
を
追
い

か
け
な
い
。
あ
ら
た
め
て
自
分
た
ち
の
土
地
と
風
土
を
見
直
そ
う
と
い
う
運
動
だ
っ

た
。
自
然
、
歴
史
、
文
化
、
生
活
、
そ
の
他
に
「
資
産
」
が
眠
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
ま
り
に
日
常
的
で
、
住
ん
で
い
る
と
気
づ
か
な
い
。
い
ち
ど
「
よ
そ
者
」
の
目
で

見
直
す
と
、
ス
テ
キ
な
宝
物
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
掘
り
起
こ
し
、
現
代
的
な
価
値
を

見
つ
け
、
そ
こ
を
基
本
に
し
て
「
ゆ
っ
く
り
し
た
町
（
チ
ッ
タ
ズ
ロ
ー
）」
の
地
域
づ

く
り
を
す
る
。
そ
ん
な
町
々
を
紹
介
す
る
本
も
出
て
い
た
。
イ
タ
リ
ア
の
小
さ
な
町

が
あ
ざ
や
か
に
、
大
都
市
に
負
け
な
い
魅
力
と
底
力
を
提
示
し
た
。

イ
タ
リ
ア
以
上
に
日
本
は
ス
ロ
ー
シ
テ
ィ
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
地

方
都
市
、
農
山
村
の
疲
弊
ぶ
り
が
い
わ
れ
て
随
分
に
な
る
。
香
春
町
の
場
合
、
な

ぜ
こ
う
な
っ
た
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
、
今
後
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。

「
資
産
」
な
ら
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
だ
。
和
製
グ
ラ
ン
ド
キ
ャ
ニ
オ
ン
の
よ
う
な
景
観
、

原
型
を
そ
っ
く
り
の
こ
し
た
旧
市
の
た
た
ず
ま
い
、
サ
ル
と
共
存
で
き
る
自
然
、
郊

外
に
は
万
葉
ゆ
か
り
の
遺
跡
。

「
香
春
『
鍋
屋
騒
動
』」

横
丁
の
一
角
に
、
幕
末
に
起
き
た
事
件
の
経
過
が
し
る
し
て
あ
っ
て
、
供
養
塔

が
建
て
ら
れ
て
い
た
が
、
日
本
の
近
代
化
の
な
か
で
こ
の
小
さ
な
町
に
も
歴
史
の
嵐

が
吹
き
抜
け
た
。
文
化
遺
産
、
歴
史
遺
産
、
生
活
資
産
は
、
ほ
ん
の
少
し
手
を
か

す
だ
け
で
、
き
っ
と
甦
る
。
朝
食
つ
き
の
安
い
宿
で
旧
市
街
が
急
に
明
る
く
な
っ
た

り
、
古
い
建
物
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、
お
洒
落
な
カ
フ
ェ
を
つ
く
っ
た
町
も
あ
る
。

ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
と
知
恵
、
そ
れ
に
夢
が
あ
る
と
、
て
き
め
ん
に
若
い
人
が
も
ど

っ
て
く
る
。

川
沿
い
の
石
灰
工
場
は
黒
い
巨
人
が
う
ず
く
ま
っ
た
よ
う
に
大
き
い
。
ベ
ル
ト
コ

ン
ベ
ア
が
三
角
の
大
屋
根
に
つ
づ
い
て
い
て
、
支
柱
の
赤
い
鉄
塔
が
二
本
足
の
よ
う

に
見
え
る
。
一
方
は
黒
い
産
業
資
産
、
も
う
一
方
は
白
い
自
然
遺
産
、
こ
れ
ほ
ど
異

質
の
二
つ
が
ベ
ル
ト
で
結
ば
れ
て
い
る
の
は
珍
し
い
。

現
代
芸
術
に
は
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
よ
ば
れ
る
表
現
の
技
法
が
あ
る
。
自
然

の
な
か
に
現
物
を
配
置
し
て
、
現
場
そ
の
も
の
を
た
の
し
ん
で
も
ら
う
。
二
十
世
紀

が
終
わ
り
近
く
な
っ
て
、
必
然
的
に
生
み
出
し
た
表
現
法
だ
ろ
う
。
額
ぶ
ち
の
チ
マ

チ
マ
し
た
美
で
は
な
く
、
風
と
雨
と
大
気
の
な
か
に
全
身
で
体
験
し
て
も
ら
う
。
豊

前
・
香
春
町
は
町
全
体
が
一
つ
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
も
と
れ
る
。
人

手
で
は
な
く
歳
月
が
選
別
し
て
つ
く
り
出
し
た
。
そ
ん
な
目
で
再
生
の
糸
口
を
考
え

て
も
い
い
の
で
あ
る
。

黒
い
工
場
と
川
を
へ
だ
て
て
向
き
合
う
と
こ
ろ
に
小
学
校
が
あ
る
。
六
角
の
小

塔
を
も
ち
、
と
て
も
い
い
建
物
だ
。
校
門
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
人
形
が
立
っ
て
い
た
。

黄
色
い
帽
子
に
赤
い
ラ
ン
ド
セ
ル
。
ク
リ
ク
リ
し
た
大
き
な
目
で
、
頰
を
ふ
く
ら
ま

し
て
右
手
を
ス
ッ
ク
と
の
ば
し
て
い
る
。

「
ハ
イ
、
名
案
が
あ
り
ま
す
」

自
分
た
ち
の
町
の
再
生
プ
ラ
ン
を
思
い
つ
い
た
ぐ
あ
い
な
の
だ
。

（
い
け
う
ち　

お
さ
む
） ハイ、名案があります
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　旅
館
の
お
も
て
な
し
を
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に

　
日
本
の
旅
館
が
、
海
外
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
か
つ
て
外

国
人
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
ホ
テ
ル
に
泊
ま
り
、
日
本
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
の

多
く
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
歴
史
を
積
み
上
げ
て
き
た
。
例
え
ば
、
私
の
曽

祖
父
が
開
業
し
た
箱
根
の
富
士
屋
ホ
テ
ル
な
ど
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。

日
本
の
ホ
テ
ル
が
海
外
と
比
べ
て
特
異
で
あ
っ
た
の
は
、
旅
館
と
い
う
独
自
の
宿

文
化
が
存
在
し
た
た
め
、
旅
館
で
は
な
く
ホ
テ
ル
で
あ
る
こ
と
に
意
識
的
だ
っ
た
こ

と
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。

そ
れ
は
ま
た
、
ホ
テ
ル
と
旅
館
を
明
確
に
分
け
る
と
い
う
発
想
に
も
結
び
付
い
た
。

旅
館
業
法
で
も
ホ
テ
ル
営
業
は
、
旅
館
営
業
と
は
別
に
定
義
付
け
さ
れ
て
い
る
し
、

業
界
団
体
も
別
で
あ
る
。

も
っ
と
も
同
じ
宿
泊
業
と
し
て
、
お
互
い
の
影
響
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
個
室
に
鍵
を
掛
け
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
つ
と
い
う
発
想
は
、
ホ
テ
ル
に

特
有
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
旅
館
で
個
室
に
鍵
を
掛

け
る
ス
タ
イ
ル
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
ホ
テ
ル
の
影
響
で
あ
る
。

ホ
テ
ル
に
お
け
る
旅
館
の
影
響
と
い
え
ば
、
例
え
ば
、
浴
衣
が
挙
げ
ら
れ
る
。
宿

泊
客
用
に
寝
間
着
を
用
意
す
る
と
い
う
文
化
は
、
そ
も
そ
も
ホ
テ
ル
に
は
な
か
っ
た
。

だ
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
日
本
の
ホ
テ
ル
で
は
、
旅
館
と
同
じ
く
ホ
テ
ル
名
を
染

め
抜
い
た
浴
衣
を
客
室
に
準
備
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
で
は
、
外
資
系
ホ
テ
ル
で

も
浴
衣
や
寝
間
着
が
あ
る
の
が
普
通
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

今
後
、
日
本
の
旅
館
は
、
ホ
テ
ル
と
の
対
比
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い

く
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
通
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
業
態
と
し
て
続
い
て
い
く
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
と
も
、
も
っ
と
本
質
的
な
部
分
で
融
合
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
将
来
的

に
日
本
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
産
業
が
、
世
界
で
い
か
に
競
争
力
を
持
ち
得
て
い
く

か
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
旅
館
と
い
う
日
本
独
自
の
ス
タ
イ
ル
を
ど
の
よ
う
に
し
て
、
グ

ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
中
に
着
地
さ
せ
る
か
に
あ
る
と
私
は
思
う
。

そ
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
革
新
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
「
泊
食
分
離
」

の
挑
戦
だ
。

一
泊
二
食
と
い
う
料
金
体
系
は
、
食
事
を
売
り
と
す
る
旅
館
に
と
っ
て
、
長
ら

く
必
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
メ
ス
を
入
れ
よ
う
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
。

だ
が
、
食
事
が
含
ま
れ
て
い
る
料
金
体
系
は
、
実
は
旅
館
だ
け
に
特
有
な
も
の
で

は
な
い
。
サ
フ
ァ
リ
ロ
ッ
ジ
や
孤
島
リ
ゾ
ー
ト
な
ど
、
孤
立
し
た
環
境
に
あ
る
リ
ゾ

ー
ト
で
は
、
一
泊
三
食
付
き
の
オ
ー
ル
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
が
一
般
的
だ
。
エ
コ
ツ
ー
リ

ズ
ム
の
広
が
り
を
受
け
て
、こ
の
タ
イ
プ
の
リ
ゾ
ー
ト
は
、世
界
的
に
増
加
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
所
は
、
長
期
滞
在
が
前
提
だ
か
ら
、
毎
日
、
食
べ
き
れ
な
い
ほ
ど
の
ご

ち
そ
う
が
出
る
わ
け
で
は
な
い
。
夕
食
で
あ
れ
ば
、
前
菜
、
メ
イ
ン
、
デ
ザ
ー
ト
の

「
泊
食
分
離
」と「
タ
ー
ン
ダ
ウ
ン・
サ
ー
ビ
ス
」

旅
行
作
家　
　
　
　

山
口
　
由
美

連載Ⅱ
ホスピタリティーの

手触り79
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コ
ー
ス
が
基
本
。
そ
れ
で
い
て
メ
ニ
ュ
ー
は
毎
日
替
わ
る
。
こ
う
い
う
対
応
の
出
来

る
宿
が
日
本
で
は
本
当
に
少
な
い
。

私
が
い
つ
も
疑
問
に
思
う
の
は
、
旅
館
が
一
泊
二
食
付
き
の
料
金
設
定
で
あ
る
こ

と
で
は
な
く
、
夕
食
も
朝
食
も
、
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
の
大
ご
ち
そ
う
で
、
そ
れ
以
外

の
選
択
肢
が
な
い
こ
と
な
の
だ
。

「
泊
食
分
離
」
は
、
確
か
に
大
き
な
革
新
だ
。
都
市
、
若
し
く
は
軽
井
沢
の
よ
う

な
外
食
の
選
択
肢
が
多
い
リ
ゾ
ー
ト
で
は
魅
力
も
大
き
い
。
だ
が
、
孤
立
し
た
立
地

の
リ
ゾ
ー
ト
な
ど
、
外
食
の
選
択
肢
が
少
な
い
所
で
は
、
宿
の
食
事
を
パ
ス
し
て
し

ま
う
と
、
今
度
は
夕
食
難
民
に
な
り
か
ね
な
い
。
日
本
の
旅
館
の
問
題
点
は
一
泊
二

食
付
き
の
料
金
体
系
で
は
な
く
、
食
の
プ
ラ
ン
が
一
泊
を
前
提
に
組
み
立
て
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
思
う
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
、
旅
館
に
ベ
ッ
ド
の
導
入
が
進
み
、
部
屋
食
で
は
な
く
食
事

処
で
の
食
事
に
な
り
、
個
室
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
よ
り
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
中

で
、
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
と
比
較
し
て
サ
ー
ビ
ス
が
手
薄
に
な
っ
て
い
る
と
実
感
す
る

の
が
、
寝
る
前
に
部
屋
を
整
え
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。

ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
ホ
テ
ル
に
お
い
て
は
、
夜
の
い
わ
ゆ
る
タ
ー
ン
ダ
ウ
ン
・
サ
ー

ビ
ス
が
不
可
欠
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ベ
ッ
ド
の
シ
ー
ツ
や
毛
布
の
端

を
折
っ
て
、
寝
る
準
備
を
整
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
こ
と
。
二
度
目
の
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン

グ
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
て
、
バ
ス
ル
ー
ム
な
ど
は
清
掃
し
て
、
タ
オ
ル
を
補
充
し

て
く
れ
る
。
仕
上
げ
に
は
「
グ
ッ
ド
ナ
イ
ト
・
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
」
な
ど
、
ち
ょ
っ
と

し
た
も
の
を
枕
元
に
置
く
。
こ
れ
を
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
で
は
な
く
、
地
元
の
民
芸
品
に

し
て
評
判
を
得
た
の
が
ア
マ
ン
リ
ゾ
ー
ツ
だ
っ
た
。
小
さ
な
テ
デ
ィ
ベ
ア
が
置
か
れ

る
の
は
コ
ン
ラ
ッ
ド
。
そ
れ
ら
を
目
当
て
に
泊
ま
る
客
も
い
る
と
い
う
。
サ
ー
ビ
ス

の
一
環
と
し
て
工
夫
を
凝
ら
す
ホ
テ
ル
が
多
い
。

近
年
、
特
に
海
外
の
リ
ゾ
ー
ト
で
は
、
こ
の
タ
ー
ン
ダ
ウ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
が
進
化

し
て
い
る
。
天て

ん
が
い蓋
付
き
の
ベ
ッ
ド
で
あ
れ
ば
、
蚊
帳
を
広
げ
て
、
部
屋
の
明
か
り
を

落
と
し
て
、
昼
間
と
は
全
く
違
う
雰
囲
気
に
整
え
て
く
れ
る
。

そ
う
い
う
時
に
ふ
と
旅
館
を
思
い
出
す
。
夜
、
布
団
を
敷
い
て
、
枕
元
に
水
差
し

や
ス
タ
ン
ド
を
置
き
、
寝
る
準
備
を
整
え
る
。
昼
と
夜
と
で
全
く
違
う
部
屋
に
変
え

る
マ
ジ
ッ
ク
は
、
そ
も
そ
も
旅
館
の
も
て
な
し
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
と
。
だ
が
、
ベ

ッ
ド
の
導
入
さ
れ
た
旅
館
で
、
タ
ー
ン
ダ
ウ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
と
こ
ろ
は
少
な

い
。
旅
館
が
も
っ
と
魅
力
的
に
な
っ
て
い
く
伸
び
し
ろ
は
ま
だ
あ
る
に
違
い
な
い
。

（
や
ま
ぐ
ち　

ゆ
み
）

67 ホスピタリティーの手触り  79

ある高級旅館の洋朝食。
旅館の食事も日々進化している。

アマンダリのターンダウン・サービス。
枕の上の民芸品が愛らしい。
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「
生
物
の
多
様
性
」
と
い
う
言
葉
が
我
が
国
の
法
律
に
記
載
さ
れ
た
の
は
、「
環
境
基
本
法
」

〔
一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）
十
一
月
施
行
〕
第
十
四
条
で
「
生
物
の
多
様
性
の
確
保
」
と
し
て
規

定
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。『
生
物
多
様
性
と
保
護
地
域
の
国
際
関
係　
対
立
か
ら
共
生
へ
』

（
高
橋
進
著
、
明
石
書
店
）
で
は
、「
私
た
ち
の
日
常
生
活
が
、
知
ら
な
い
う
ち
に
は
る
か
離
れ
た

熱
帯
林
破
壊
の
原
因
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
生
物
多
様
性
の
喪
失
に
よ
る
被
害
者
で

あ
る
と
同
時
に
、
知
ら
な
い
う
ち
に
加
害
者
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
対
立
の
根
源
と
も
な
っ
て

い
る
経
済
格
差
や
資
源
な
ど
の
不
公
平
な
配
分
な
ど
も
含
め
た
解
消
が
必
要
に
な
る
」
と
著
者

は
指
摘
す
る
。
世
界
各
国
が
対
立
を
超

え
て
、
地
球
規
模
の
視
点
か
ら
「
地
域

を
超
え
た
共
生
」「
種
類
を
超
え
た
共

生
」「
時
間
を
超
え
た
共
生
」
の
三
つ

の
共
生
が
、
生
物
多
様
性
保
全
を
進
め

る
上
で
根
幹
に
な
る
と
強
調
す
る
。
対

立
と
共
生
の
対
極
か
ら
、
生
物
多
様
性

の
保
全
の
在
り
方
を
論
じ
て
い
る
。

A5判　244ページ
定価　2,800円
明石書店

「
創
造
農
村
」と
は
、「
住
民
の
自
治
と
創
意
に
基
づ
い
て
、豊
か
な
自
然
生
態
系
を
保
全
す
る
中

で
固
有
の
文
化
を
育
み
、新
た
な
芸
術
・
科
学
・
技
術
を
導
入
し
、
職
人
的
も
の
づ
く
り
と
農
林
業

の
結
合
に
よ
る
自
立
的
循
環
的
な
地
域
経
済
を
備
え
、グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
問
題
や
、あ
る
い
は
ロ

ー
カ
ル
な
地
域
社
会
の
課
題
に
対
し
て
、
創
造
的
問
題
解
決
を
行
え
る
よ
う
な『
創
造
の
場
』に

富
ん
だ
農
村
で
あ
る
」と
定
義
す
る
。『
創
造
農
村　

過
疎
を
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
生
き
る
戦
略
』

（
佐
々
木
雅
幸
、
川
井
田
祥
子
、
萩
原
雅
也
編
著
、
学
芸
出
版
社
）で
は
、「
景
観
を
保
全
し
、美
し

さ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
重
要
に
な
り
、雄
大
な
自
然
景
観
と
向
き
合
っ
た
時
に
、何
を
新
た
に
付

け
加
え
ら
れ
る
の
か
が
、
創
造
的
な
活

動
者
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
し

て
、
推
進
す
る
リ
ー
ダ
ー
の
存
在
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。
創
造
農
村
の
先
進
事

例
や
推
進
す
る
リ
ー
ダ
ー
の
発
言
が
ま

と
め
ら
れ
、
今
後
、
創
造
的
な
地
域
づ

く
り
を
進
め
る
関
係
者
に
、
そ
の
戦
略

と
実
践
法
を
教
え
て
く
れ
る
。  （
挑
全
）

A5判　272ページ
定価　3,000円
学芸出版社
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観光資源と地域の魅力
2014年7月1日（火）～2014年8月29日（金）

　旅人をその地へ誘
いざな

う魅力としては、美しい風景もあれば、珍
しい風俗やおいしい食などもあり、一様ではありません。地域
の魅力は、時代とともに、どのようなものがどのように紹介され
てきたのでしょうか。
　例えば、1894年（明治27年）に発行された志賀重

しげたか

昂『日本
風景論』では、独自の基準（瀟

しょう

洒
しゃ

、美、跌
てっと う

宕*等）を用い、日本
の風景美を地理学的に分類・紹介しており、日本人の風景観に
大きな影響を与えました。また、観光地の魅力は「観光資源」と
いう言葉で表現・説明されますが、戦前から日本では「観光資
源」の評価と研究が進められており、観光地を魅力的にするた
めのさまざまな取り組みにも活用されてきました。（*のびのびとし
て大きいさま）

　今回は、「観光資源」と「地域の魅力」をキーワードに、国内
外の見どころを紹介する各種旅行案内（ミシュランガイド等）、
観光地の評価やランキングなど、関連図書、専門書、古書・稀

き

覯
こう

書（抜粋コピー）等を集めてみました。当財団が「日本におけ
る観光資源の評価に関する研究」の成果を基に監修した写
真集『美しき日本 旅の風光』も併せて展示いたします。
　ぜひ多くの方に当館を訪れていただければと思います。
＊ 詳細は、ホームページhttp://www.jtb.or.jp/へ。

新
着
図
書
紹
介

　最近当館にやってきた新刊図書の一つに、『世界の夢の図書館』
という本がある。「古今東西の美しき知の遺産が、ここにある」という
メッセージとともに、世界最高峰と言われる37館の特色や魅力が、そ
れぞれの国の歴史・文化的な背景を交えて紹介されている。蔵書数
や建築的な価値においては当館とそれらを比べるべくもないのだが、
「旅・観光」に関する図書館としては、世界の中でも稀

け う

有な存在であ
ると自負したい。
　本を閲覧できる場としてだけでなく、旅・観光に関する図書の魅力
（＝価値）が伝えられる“小さくても光る”図書館に一歩でも近付けて
いけたらと思います。4月に着任しました。　　  　　　   （大隅）

ベストリーダー （2014年2月～4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、
・『るるぶフランス2014-2015』（JTBパブリッシング）
・『るるぶパリ2014』（JTBパブリッシング）
・『地球の歩き方フランス2014-2015』（ダイヤモンド・ビッグ社）
国内旅行では、
・『TRAVELSTYLE 北海道 2014』（成美堂出版）
【その他一般部門】
・『時刻表でたどる特急・急行史』（原口隆行著、JTBパブリッシング）
・『旅行者動向2013 国内旅行マーケットの実態と旅行者の志向』（公益財団法人日本交通公社）
・『数字が語る旅行業2013』（一般社団法人日本旅行業協会）

利用状況 特別展示のご案内

旅の図書館 掲示板

ホームページhttp://www.jtb.or.jp/へ。旅の図書館特別展示で検索

副 館 長 の つ ぶ や き
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■
旅
行
者
動
向
２
０
１
３　

最
新
刊

最
新
の
旅
行
の
実
態
や
旅
行
者
の
意
識
に
関
す

る
全
国
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
、
当
財
団
独

自
の
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
で
分
析
。
グ
ラ
フ
や
図

表
を
多
用
し
て
分
か
り
や
す
く
解
説
。
政
策
立

案
や
事
業
展
開
な
ど
に
幅
広
く
活
用
で
き
る

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
デ
ー
タ
集
。
二
〇
一
三
年
十一
月

発
行
。

■
観
光
地
経
営
の
視
点
と
実
践　

最
新
刊

観
光
地
の
持
続
的
発
展
に
と
っ
て
、
今
や
「
観

光
地
を
経
営
す
る
」
と
い
う
地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
考
え
方
が
重
要
。
本
テ
キ
ス
ト
は
、
既
存

観
光
地
の
現
場
で
日
々
努
力
し
、
活
躍
さ
れ
て

い
る
方
々
が
主
な
対
象
。「
観
光
地
経
営
」を「
一

定
の
方
針
（
ビ
ジ
ョン
）
に
基
づ
い
て
、
観
光
地
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
経
営

資
源
、
推
進
主
体
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
た
め
の
一
連
の
組
織
的
活
動
」
と

定
義
し
、
八
つ
の
視
点
と
十
の
実
践
例
に
つ
い
て
、
そ
の
考
え
方
と
展
開
手
法

を
解
説
。
当
財
団
調
査
研
究
専
門
機
関
化
五
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し

て
発
刊
。
二
〇
一
三
年
十
二
月
発
行
（
丸
善
出
版
）。

■
機
関
誌
『
観
光
文
化
』２
２
１
号　

最
新
刊

当
財
団
が
実
施
し
て
き
た
自
主
研
究
の
成
果

等
を
交
え
な
が
ら
、
国
際
的
な
視
野
か
ら
経

済
、地
域
計
画
、交
通
運
輸
、マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、

造
園
学
と
いっ
た
学
問
領
域
と
観
光
と
の
関
わ

り
を
紹
介
。
海
外
に
お
け
る
観
光
研
究
の
知

見
の
日
本
へ
の
移
入
や
適
用
、
日
本
か
ら
の
発

信
手
法
や
今
後
の
観
光
研
究
の
方
向
性
に
つ
い
て
の
提
言
を
試
み
た
一
冊
。

二
〇
一
四
年
四
月
発
行
。（
季
刊　
一
、四
、七
、十
月
）。

■
美
し
き
日
本  

旅
の
風
光　

最
新
刊

調
査
研
究
専
門
機
関
と
し
て
五
〇
周
年
を
迎
え

た
こ
と
を
期
に
、
当
財
団
が
長
年
取
り
組
ん
で

き
た
「
日
本
に
お
け
る
観
光
資
源
の
評
価
に
関

す
る
研
究
」の
成
果
を
基
に
監
修
。
北
海
道
か

ら
沖
縄
ま
で
を
エ
リ
ア
ご
と
に
ま
と
め
、
風
景
だ

け
で
は
な
く
、伝
統
文
化
、神
社
仏
閣
、温
泉
、

街
、
食
、
祭
り
、
芸
能
な
ど
、いつ
ま
で
も
残
し
て
お
き
た
い
日
本
の
大
切
な
資
源

と
し
て
紹
介
。
完
全
英
語
訳
付
き
で
海
外
の
方
に
も
広
く
日
本
の
観
光
資
源
の
魅

力
を
お
伝
え
で
き
る
一
冊
。二
〇
一
四
年
五
月
発
行（
Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
）。

※ 

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
研
究
情
報
室

　
　
　

電
話 

０
３・５
２
５
５
・６
０
７
３ http://w

w
w
.jtb.or.jp

◆
私
た
ち
が
海
外
で
の
見
聞
を
広
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
、
観
光
対
象
と
し
て
の
資
源
は

実
に
多
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。
外
国
人
に
も
紹
介

し
た
く
な
る
よ
う
な
我
が
国
が
有
す
る
素
晴
ら

し
い
観
光
資
源
が
ど
う
い
う
も
の
か
、
い
わ
ゆ
る

「
日
本
ら
し
さ
」
と
は一体
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

◆
風
景
を
眺
め
る
と
、
日
本
人
な
ら
「
あ
あ
、
日
本

ら
し
い
風
景
だ
な
あ
」
と
直
感
的
に
認
識
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
自
然
資
源
で
は
そ
う
言
え
る

こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
文
資
源
で
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
人
は
、
自
身
の
目
、
耳
な
ど

の
五
感
そ
し
て
心
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
モ
ノ
を

捉
え
て
い
ま
す
。
価
値
を
見
い
だ
す
た
め
に
評
価

軸
あ
る
い
は
視
点
を
設
定
し
て
、
今
日
的
価
値

基
準
で
客
観
的
に
観
光
資
源
を
評
価
・
選
定
し

た
研
究
プ
ロ
セ
ス
と
成
果
を
紹
介
し
ま
し
た
。

◆
観
光
資
源
の
「
場
」
に
行
く
こ
と
、
居
る
こ
と
に

価
値
を
見
い
だ
せ
る
か
、
決
定
す
る
根
拠
に
な
る

評
価
基
準
を
示
し
ま
し
た
。
皆
さ
ま
の
一つ
の
判

断
材
料
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

（
片
桐
）

  

観
光
文
化
編
集
室
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス：

kankoubunka@
jtb.or.jp

●
「
温
泉
」
は
日
本
人
の
行
き
た
い
旅
行
の
上
位
に
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
温
泉
地
の
多

く
は
消
費
者
ニー
ズ
や
旅
行
形
態
の
変
化
に
対
応
で
き
ず
低
迷
を
続
け
て
い
ま
す
。
消
費
者

の
旅
行
に
求
め
る
価
値
が
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
中
で
、
温
泉
地
が
持
続
的
に
発
展

し
て
い
く
た
め
に
は
、
常
に
時
代
の
変
化
に
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
せ
、
時
代
を
超
え
て
変
わ
ら

な
い
価
値
の
あ
る
も
の
を
踏
ま
え
つつ
、
温
泉
地
づ
く
り
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
こ
で
次
号
で
は
、
温
泉
地
に
お
け
る
不
易
流
行
につい
て
考
え
ま
す
。
温
泉
地
づ
く
り
に

熱
心
に
取
り
組
む
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
が
語
る
地
域
の
現
状
認
識
と
将
来
展
望
、
温
泉
地
研

究
の
第
一人
者
か
ら
の
提
言
に
加
え
て
、「
温
泉
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
」（
当
財
団
自
主
研
究
）

の
研
究
成
果
等
を
踏
ま
え
て
、温
泉
地
、温
泉
旅
館
の
課
題
と
展
望
を
考
察
し
て
い
き
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

「
研
究
員
コ
ラ
ム
の
紹
介
」（
二
〇
一
四
年
三
月
〜
五
月
）

行
く
先
々
で
見
て
触
れ
て
、
そ
し
て
地
元
の
人
た
ち
と
語
り
、
感
じ
た
こ
と
。
世
相
の
な
か

に
見
た
観
光
の
未
来
像
な
ど
、
各
研
究
員
が
独
自
の
経
験
と
視
点
を
基
に
し
て
、
ホ
ッ
ト

な
雑
感
を
綴
り
ま
す
。
当
財
団
ホ
ー
ム
ペー
ジ
「
研
究
員
コ
ラ
ム
」
に
掲
載
し
た
三
カ
月
分

を
ご
紹
介
し
ま
す
。　

研
究
員
コ
ラ
ム
一
覧   

で
検
索
で
き
ま
す
。

２
０
９　

映
画
は
観
光
地
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
変
え
る
の
か
？ 

（
外
山
昌
樹
）

２
１
０　

環
境
と
共
生
す
る
リ
ゾ
ー
ト
〜
カ
ナ
ダ
・
ウ
ィ
ス
ラ
ー
を
訪
れ
て 

（
中
島
泰
）

２
１
１　

文
化
財
保
護
に
観
光
客
の
力
を
借
り
よ
う 

（
西
川
亮
）

２
１
２　
「
遊
び
心
」
が
高
め
る
地
域
の
魅
力 

（
福
永
香
織
）

２
１
３　
「
地
味
な
珍
し
さ
」
に
も
注
目
し
て
地
域
の
魅
力
発
見
を 

（
堀
木
美
告
）

２
１
４　
「
聖
地
」
に
お
け
る
観
光
の
あ
り
方
に
つい
て 

（
牧
野
博
明
）
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「
２
０
１
４
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム・セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内
」

当
財
団
主
催
の
今
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム・セ
ミ
ナ
ー
既
開
催・予
定
に
つい
て
ご
案
内
し
ま
す
。

●
平
成
二
十
六
年
度  

観
光
地
経
営
講
座
　
既
開
催

「
観
光
地
経
営
の〝
八
つ
の
視
点
〞と
実
践
〜
組
織
を
見
直
し
て
実
力
を
高
め
る
！
」

二
〇
一
四
年
六
月
二
十
六
日（
木
）〜
二
十
七
日（
金
）

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

二
〇一三
年
十
二
月
発
刊
の『
観
光
地
経
営
の
視
点
と
実
践
』を
テ
キ
ス
ト
に
、今
回
の
講
座

は
、特
に「
組
織・人
材
」に
焦
点
を
当
て
て
開
催
し
ま
し
た
。当
財
団
研
究
員
の
他
、八
ヶ
岳

観
光
圏
、富
士
河
口
湖
町
で
観
光
地
経
営
に
携
わ
る
実
践
者
が
講
師
を
務
め
、各
地
の
取

り
組
み
を
解
説
。総
括
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョン
で
は
、受
講
者
も
交
え
た
意
見
交
換
を
行
い
、参

考
に
す
べ
き
点
な
ど
を
整
理
し
ま
し
た
。同
講
座
は
来
年
度
も
開
催
す
る
予
定
で
す
。

●
旅
行
動
向
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
仮
称
）　
下
期
開
催
予
定

当
財
団
独
自
の
旅
行
市
場
調
査
お
よ
び
観
光
政
策
に
関
す
る
調
査
の
研
究
成
果
発
信
の

場
と
し
て
、財
団
研
究
員
と
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
が
発
表
を
行
う
予
定
で
す
。現
在
準
備

を
進
め
て
い
ま
す
。最
新
情
報・詳
細
に
つい
て
は
、準
備
が
で
き
次
第
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
イ

ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョン
で
ご
案
内
し
ま
す
。

当
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ U

RL
:http//w

w
w
.jtb.or.jp  

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

【
観
光
文
化
２
２
０
号　

お
詫
び
と
訂
正
】

・
６
ペ
ー
ジ　

特
集
１　

１
段
目
６
行
目

二
十
一
の
学
問
分
野
（
正
）
二
十
の
学
問
分
野
（
誤
）

著
者
溝
尾
良
隆
氏
か
ら
、
後
日
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
Ｊ
・

ジ
ャ
フ
ァ
リ
氏
の
論
文
に
あ
た
っ
た
と
こ
ろ
、
二
十

分
野
で
は
な
く
て
二
十
一
分
野
が
正
し
い
こ
と
が
判

明
し
た
と
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。

【
観
光
文
化
２
２
１
号　

お
詫
び
と
訂
正
】

・
36
ペ
ー
ジ　

特
集
テ
ー
マ
か
ら
の
視
座

３
段
目
５
行
目　

二
カ
所

「
他
者
依
存
型
」（
正
）「
他
社
依
存
型
」（
誤
）

以
上
、
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
（
観
光
文
化
編
集
室
）
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Cover Story
富士山麓を撮り続けて30年余。四季折々、富士の表情は千変
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