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其
の
七
十
一

創作人形作家・高橋まゆみさん

千
曲
川
が
近
く
を
流
れ
る
長
野
県
飯
山
市
。
そ
の
近
郊
は
農
村
の

原
風
景
を
醸
し
出
す
。「
縁
が
あ
っ
て
長
野
市
か
ら
嫁
ぎ
、
都
会
で

は
見
ら
れ
な
い
農
村
の
老
人
や
子
供
の
素
朴
さ
に
心
を
奪
わ
れ
た
ん

で
す
」。
ま
さ
に
風
土
に
根
差
し
た
、
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
、

子
供
の
仄ほ

の
ぼ
の仄
と
し
た
姿
を
独
自
の
創
作
人
形
で
見
事
に
表
現
す
る
創

作
人
形
作
家
の
高
橋
ま
ゆ
み
さ
ん
を
訪
ね
た
。
人
形
と
の
関
わ
り
を

「
た
ま
た
ま
入
っ
た
手
芸
店
で
先
生
ら
し
い
人
が
女
性
達
に
人
形
作

り
の
手
解
き
を
し
て
い
る
場
に
出
会
っ
た
」
の
が
始
ま
り
と
運
命
的

出
会
い
を
語
る
。
１
９
８
３
年
に
日
本
創
作
人
形
学
院
通
信
教
育
で

基
本
を
学
び
、
試
行
錯
誤
の
末
、
独
自
の
世
界
を
築
く
。
人
形
の
材

料
は
粘
土
と
針
金
、
キ
ル
ト
芯
で
形
を
作
る
。
表
情
に
温
か
み
と
質

感
を
出
す
縮ち

り
め
ん緬
を
使
用
す
る
。

彼
女
の
作
品
展
は
２
０
０
３
年
か
ら
７
年
間
、
全
国
95
カ
所
で
開
催

さ
れ
、
１
８
０
万
人
を
魅
了
し
た
。
多
く
の
賞
に
も
輝
き
、
２
０
１
０

年
、
飯
山
市
に
「
高
橋
ま
ゆ
み
人
形
館
」
が
誕
生
。
約
１
０
０
体
の

人
形
が
テ
ー
マ
ご
と
に
展
示
さ
れ
、
郷
愁
と
感
動
を
呼
ん
で
い
る
。

（
写
真
・
文　

樋
口
健
二
） 
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登
山
料
と
い
う
言
葉
を
知
っ
た
の
は
１
９
７
０
年
ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ

の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
Ⅲ
峰
（
７
５
５
５
メ
ー
ト
ル
）
に
登
っ
た
時
で
し
た
。

山
に
登
る
た
め
に
、
そ
の
国
に
入
山
料
を
支
払
う
の
だ
、
と
ち
ょ
っ

と
び
っ
く
り
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
日
本
の
山
に
登
る
の
に
お
金
を

支
払
う
と
い
う
感
覚
は
当
時
私
に
は
思
い
も
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

山
に
自
由
に
出
入
り
し
、
川
の
水
を
飲
み
、
帰
り
は
山
菜
や
き
の
こ
な

ど
の
恵
み
を
ち
ょ
っ
と
頂

ち
ょ
う

戴だ
い

し
、
夕
食
時
に
歩
い
た
行
程
や
風
景
を
思
い

出
し
つ
つ
山
の
恵
み
を
味
わ
っ
て
、こ
れ
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

１
９
７
５
年
当
時
、
エ
ベ
レ
ス
ト
の
入
山
料
は
確
か
１
０
０
０
ド
ル

（
36
万
円
）で
し
た
。（
今
で
は
２
万
５
０
０
０
ド
ル
？
）
１
シ
ー
ズ
ン
１
隊

に
し
か
エ
ベ
レ
ス
ト
へ
の
登
山
許
可
が
出
な
か
っ
た
時
代
の
こ
の
入
山
料

が
高
い
の
か
、
安
い
の
か
、
私
た
ち
に
は
見
当
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
エ
ベ
レ
ス
ト
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
着
く
ま
で
の
キ
ャ
ラ
バ

ン
は
実
に
た
の
し
か
っ
た
で
す
ね
。
15
ト
ン
の
私
た
ち
の
荷
物
を
運
ん
で

く
れ
る
６
０
０
人
の
ポ
ー
タ
ー
た
ち
と
一
緒
に
歩
き
、休
み
、笑
い
、飲
み
、

歌
い
、
言
葉
こ
そ
違
っ
て
も
、「
荷
物
た
の
ん
だ
よ
」「
よ
っ
し
ゃ
、
ま
か

せ
て
お
け
」
と
い
う
山
で
の
同
志
の
よ
う
な
絆
が
築
か
れ
て
い
ま
し
た
。

村
を
越
え
、
谷
を
越
え
る
約
１
カ
月
に
わ
た
る
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
ま
で
の

歩
き
で
、
登
山
そ
の
も
の
の
前
の
助
走
と
も
い
う
べ
き
こ
の
キ
ャ
ラ
バ
ン

が
い
か
に
大
事
か
、
と
い
う
こ
と
も
知
り
ま
し
た
。

８
０
０
０
メ
ー
ト
ル
級
の
山
へ
登
る
前
に
体
も
心
も
整
え
る
た
め
の

重
要
な
期
間
だ
っ
た
の
で
す
。

５
３
５
０
メ
ー
ト
ル
に
築
か
れ
た
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
は
緑
が
全
く
な

い
、
氷
河
上
で
の
生
活
で
す
。
通
っ
て
き
た
村
で
購
入
し
た
キ
ャ
ベ
ツ
や

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
に
、「
わ
ぁ
ー
。
緑
だ
」
と
感
激
し
、
日
本
に
帰
っ
た
ら
、

東
北
の
山
へ
ま
ず
行
こ
う
ね
、
と
か
、
信
州
の
山
に
行
こ
う
ね
、
と
い
う

話
が
テ
ン
ト
の
中
で
い
つ
も
交
わ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

事
実
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
行
っ
た
お
か
げ
で
、
日
本
の
山
々
が
い
か
に
素
晴

ら
し
い
か
を
実
感
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
多
種
多
様
な
樹
木
に
覆
わ
れ
、

高
山
植
物
が
咲
き
、
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
、
変
化
に
富
ん
だ
山
河
が

あ
り
、
四
季
を
持
つ
日
本
の
山
々
は
ど
の
国
に
も
な
い
美
し
さ
で
す
。

中
高
年
の
方
た
ち
が
百
名
山
を
目
指
し
、
山
ガ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
若

い
女
性
た
ち
も
山
に
興
味
を
持
ち
、
山
を
た
の
し
み
始
め
た
こ
と
は
私

は
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
が
、
人
数
が
増
せ
ば
山
へ

の
環
境
が
変
わ
っ
て
く
る
の
も
事
実
で
す
。
ト
イ
レ
や
水
場
や
山
小
屋

の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
昔
、
山
へ
入
る
の
も
、
川
の
水
を
飲

む
の
も
、「
た
だ
（
無
料
）」
と
思
っ
て
い
た
時
と
は
違
い
、
美
し
い
日
本

の
自
然
を
守
り
続
け
る
た
め
に
、
環
境
費
と
し
て
の
お
金
を
支
払
う
必

要
性
も
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。
山
で
元
気
を
も
ら
い
、
次
へ
の
活
力
を

得
て
帰
れ
る
費
用
と
考
え
れ
ば
安
い
と
思
い
ま
す
。

エ
ベ
レ
ス
ト
か
ら
40
年
を
経
た
今
、
日
本
で
入
山
料
が
検
討
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
改
め
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
登
る
時
に
支
払
っ
た
費
用
の
こ
と
を

思
い
起
こ
し
ま
し
た
。

（
た
べ
い　

じ
ゅ
ん
こ
）

巻　頭　言

1 巻頭言 観光文化226号 July 2015

山をたのしむ
登山家　　田部井　淳子
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入山料を問う

「
率
直
に
言
っ
て
少
な
い
」。

夏
山
シ
ー
ズ
ン
の
終
了
し
た
昨
年
９
月
、

富
士
山
の
入
山
料（
富
士
山
保
全
協
力
金
）

の
徴
収
状
況
に
つ
い
て
関
係
者
の
感
想
が

新
聞
紙
面
に
掲
載
さ
れ
、
話
題
と
な
っ
た
。

「
富
士
山
保
全
協
力
金
」
と
い
う
名
称

1
2

で
富
士
登
山
者
を
対
象
に
任
意
の
協
力

金
を
徴
収
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
試
験

導
入
を
含
め
る
と
丸
２
年
。

富
士
山
に
お
け
る
入
山
料
徴
収
の
状

況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
導
入

の
経
緯
と
現
状
の
課
題
整
理
か
ら
、
国
内

に
お
け
る
入
山
料
徴
収
問
題
の
論
点
整

理
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

富
士
山
保
全
協
力
金
の

概
要

２
０
１
３
年
（
平
成
25
年
）
６
月
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
・
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
開
催
さ
れ
た

第
37
回
世
界
遺
産
委
員
会
に
お
い
て
、
富

士
山
は
「
富
士
山
│
信
仰
の
対
象
と
芸

術
の
源
泉
」
と
し
て
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
。
世
界
文
化
遺
産
へ
の
登
録
は
、

富
士
山
の
時
代
を
超
え
る
普
遍
的
な
価

値
が
国
際
的
に
も
認
め
ら
れ
た
結
果
と
言

え
る
が
、
同
時
に
同
登
録
は
現
状
の
保
全

計
画
に
対
す
る
見
直
し
と
報
告
が
求
め

ら
れ
る
「
注
文
付
き
」
の
登
録
と
も
な
っ

て
い
た
。

一
方
、
富
士
山
に
お
け
る
入
山
料
徴
収

に
つ
い
て
は
、
夏
山
シ
ー
ズ
ン
の
登
山
者

数
が
初
め
て
30
万
人
を
超
え
た
平
成
20

年
頃
か
ら
静
岡
・
山
梨
両
県
を
中
心
に
そ

の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
金
額
、
徴
収
方
法
、
使
途
な
ど
を
め

ぐ
っ
て
調
整
が
難
航
、
導
入
は
見
送
ら
れ

て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
世
界
遺
産
登
録
を

見
据
え
、
２
０
１
３
年
２
月
に
導
入
に
向

け
た
本
格
的
な
検
討
・
調
整
が
再
開
、
改

め
て
２
０
１
３
年
６
月
、
入
山
料
の
徴
収

国
内
に
お
け
る
入
山
料
徴
収

―
―
富
士
山
保
全
協
力
金
を
例
に

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

中
島
　
泰

観光文化226号 July 2015

山梨県側・吉田口五合目山小屋付近での
富士山保全協力金徴収風景

特 集

226観光文化_特集1.indd   2 2015/07/02   17:26



に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て

「
富
士
山
利
用
者
負
担
専
門
委
員
会
」（
以

下
、
専
門
委
員
会
）
が
設
置
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
２
０
１
４
年
度
（
平
成
26
年
度
）

の
本
格
導
入
を
目
指
し
て
、
２
０
１
３
年

度
に
協
力
金
徴
収
の
試
験
導
入
が
実
施

さ
れ
、
２
０
１
４
年
１
月
、
静
岡
・
山
梨

両
県
お
よ
び
関
係
す
る
有
識
者
な
ど
で
構

成
す
る
「
富
士
山
世
界
文
化
遺
産
協
議

会
」（
以
下
、
協
議
会
）
が
、
保
全
対
策

の
充
実
に
お
け
る
財
源
確
保
の
一
つ
と
し

て
利
用
者
負
担
を
位
置
づ
け
る
形
で
、「
富

士
山
保
全
協
力
金
」
の
導
入
を
決
定
、
翌

夏
山
シ
ー
ズ
ン
よ
り
本
格
導
入
が
始
ま
っ

て
い
る
。

こ
こ
で
、
富
士
山
保
全
協
力
金
の
概
要

に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
す
る
。

富
士
山
保
全
協
力
金
は
、
協
議
会
で

決
定
し
た
「
富
士
山
利
用
者
負
担
制
度
」

に
基
づ
い
て
、
両
県
が
協
議
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
が
任
意
の
協
力
金
（
寄
付
金
）

と
し
て
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
理
念
は
「
富
士
山
の
顕
著
な
普
遍

的
価
値
を
広
く
後
世
へ
継
承
す
る
た
め
の

意
識
醸
成
」と
し
、「
富
士
山
の
環
境
保
全
」

「
登
山
者
の
安
全
対
策
」「
富
士
山
の
顕
著

な
普
遍
的
価
値
の
情
報
提
供
」
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
な
お
、
両
県

に
お
け
る
具
体
的
な
実
施
方
法
に
つ
い
て

は
、
表
１
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

導
入
に
至
る
ま
で
の

検
討
経
緯

前
述
の
通
り
、
富
士
山
の
入
山
料
は
、

徴
収
の
理
念
・
目
的
に
同
意
で
き
る
登
山

者
か
ら
任
意
で
徴
収
を
す
る
「
協
力
金
」

の
形
を
と
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
導

入
に
お
け
る
検
討
に
お
い
て
は
、
強
制
的

に
徴
収
を
行
う
「
法
定
外
目
的
税
」
と

し
て
の
実
施
可
能
性
に
つ
い
て
も
検
討
が

行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
そ
の
検
討
経
緯
と
結

果
的
に
任
意
の
協
力
金
が
選
択
さ
れ
た
理

由
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

通
常
、
利
用
料
と
し
て
料
金
を
徴
収

す
る
こ
と
を
考
え
た
際
、
支
払
う
側
の
公

平
性
の
観
点
か
ら
は
、
利
用
者
全
員
か
ら

漏
れ
の
な
い
よ
う
徴
収
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

言
い
換
え
る
と
利
用
者
か
ら
の
「
強
制

徴
収
」
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
の
方
法
が

法
定
外
目
的
税
の
導
入
で
あ
り
、
同
方

法
を
用
い
て
料
金
を
徴
収
し
て
い
る
事
例

は
複
数
存
在
す
る（
表
２
）。

た
だ
し
、
法
定
外
目
的
税
の
導
入
に

あ
た
っ
て
は
、
い
く
つ
か
の
前
提
条
件
を

満
た
す
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て

「
富
士
山
の
適
正
利
用
の
あ
り
方
検
討
委

員
会（
２
０
０
３
年〔
平
成
15
年
〕３
月
）」

で
は
以
下
の
３
点
に
整
理
を
行
っ
て
い
る
。

一
つ
目
は
「
利
用
者
と
の
関
連
性
」
で
、

負
担
を
求
め
る
利
用
者
と
の
間
に
因
果
関

係
が
明
確
な
財
政
需
要
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
「
捕
捉
・
徴
収

3 特集◉入山料を問う
特集1 国内における入山料徴収——富士山保全協力金を例に

表１  静岡・山梨両県における富士山保全協力金の徴収方法
（2014年〔平成26年〕）

資料：静岡・山梨両県公表内容を基に筆者作成

静岡県 山梨県

対象者

金額

現地支払

事前支払

実施場所

実施期間

実施時間

実施方法

実施期間

実施時間

協力御礼

山頂を目指す登山者

基本1,000円

平成26年7月10日～9月10日（63日間）

午前9：00～午後6：00

平成26年7月8日～9月10日（65日間）

24時間

缶バッジ、ガイドブック

◦パソコン・スマートフォン
◦コンビニエンスストア

山頂を目指す登山者

基本1,000円

平成26年7月1日～9月14日（76日間）

24時間

平成26年6月20日～9月14日（87日間）

24時間

缶バッジ

◦パソコン・スマートフォン
◦コンビニエンスストア

◦各五合目登山口
◦水ヶ塚駐車場＊1
＊1  金・土・日・祝日・お盆期間の午前5:30～

午前8:00のみ 

◦富士スバルライン五合目総合管理センター
◦吉田口五合目山小屋付近＊2

◦富士北麓駐車場＊3
＊2  昼間のみ
＊3  7月10日～8月31日のみ

自然地域への立ち入り時に利用者（観光客）が支払う入山料。

既に取り組みが始まった富士山、制度導入をめぐって議論が活発化する屋久島などをケースに、

制度導入の意義、根拠となる考え方、利用者の意識、徴収の方法、金額、法的な側面などの観点も踏まえ、

現状の整理と課題の深掘りを試みます。
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の
確
実
性
」
で
あ
り
、
利
用
者
を
確
実
に

捕
捉
し
て
料
金
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
は
「
簡
便

性
と
コ
ス
ト
」
で
あ
り
、
支
払
い
側
お
よ

び
徴
収
側
の
手
続
き
が
簡
便
で
、
徴
収
見

込
み
額
に
対
し
て
コ
ス
ト
が
過
大
と
な
ら

な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
前
提
条
件
に
つ
い
て
改
め
て

専
門
委
員
会
で
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
４

ル
ー
ト
あ
る
登
山
道
以
外
に
も
多
数
の
場

所
か
ら
登
山
が
で
き
る
富
士
山
に
お
い
て

は
、
条
件
を
満
た
す
こ
と
は
現
時
点
で
は

不
可
能
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
り
、
任
意

の
協
力
金
と
い
う
形
で
開
始
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

１
０
０
０
円
と
い
う
金
額
に
つ
い
て
は
、

専
門
委
員
会
で
は
よ
り
高
い
金
額
を
徴

収
す
べ
き
と
す
る
意
見
も
複
数
出
た
も

の
の
、
お
釣
り
を
用
意
す
る
必
要
が
な
い
、

ま
た
協
力
金
（
寄
付
金
）
で
あ
る
と
い
っ

た
観
点
か
ら
、
子
ど
も
や
障
害
者
に
は
配

慮
し
た
上
で
基
本
１
０
０
０
円
と
い
う
金

額
が
設
定
さ
れ
た
。
な
お
、
専
門
委
員
会

で
は
使
途
を
よ
り
明
確
に
し
た
上
で
必
要

な
費
用
を
積
算
、
そ
の
上
で
金
額
を
設
定

す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
指
摘
も
な
さ
れ

て
い
る
。

一
方
、
専
門
委
員
会
で
は
主
要
な
議
論

テ
ー
マ
と
し
て
は
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い

が
、
入
山
料
の
徴
収
可
否
に
つ
い
て
は
、

徴
収
方
法
の
現
実
性
・
効
率
性
と
い
っ
た

観
点
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
共
有
財
産

で
あ
る
山（
こ
こ
で
は
富
士
山
）へ
の
立
ち

入
り
に
あ
た
っ
て
料
金
徴
収
に
強
制
性
を

付
与
し
得
る
の
か
と
い
っ
た
公
共
財
の
利

用
の
あ
り
方
か
ら
見
た
議
論
も
存
在
す
る
。

こ
の
整
理
に
つ
い
て
は
特
集
５
【
座
談
会
】

で
の
議
論
に
任
せ
る
こ
と
と
し
た
い
。

過
去
２
年
間
の
徴
収
状
況

静
岡
・
山
梨
両
県
に
お
け
る
２
０
１
３

年
度
（
平
成
25
年
度
）
の
試
験
導
入
時

お
よ
び
２
０
１
４
年
度
（
平
成
26
年
度
）

に
お
け
る
保
全
協
力
金
の
徴
収
状
況
に
つ

い
て
整
理
す
る
。

２
０
１
３
年
度
は
10
日
間
（
７
月
25
日

〔
木
〕
～
８
月
３
日
〔
土
〕）
の
試
験
徴
収

で
、
約
３
万
５
０
０
０
人
の
協
力
者
よ
り

約
３
５
０
０
万
円
の
協
力
金
を
徴
収
し
た
。

そ
し
て
対
象
期
間
を
大
幅
に
延
ば
し
て
本

格
実
施
し
た
２
０
１
４
年
度
は
約
16
万
人

の
協
力
者
よ
り
、
約
１
億
５
８
０
０
万
円

の
協
力
金
を
徴
収
し
た（
表
３
）。

２
０
１
４
年
度
の
徴
収
実
績
は
両
県
と

も
に
事
前
の
予
想
を
下
回
る
結
果
と
な
っ

て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
冒
頭
の
「
率
直
に

言
っ
て
少
な
い
」発
言
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

原
因
は
天
候
不
順
や
マ
イ
カ
ー
規
制

期
間
の
延
長
な
ど
も
影
響
し
て
総
登
山

者
数
自
体
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、

徴
収
率
が
低
下
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

徴
収
率
が
低
下
し
た
理
由
と
し
て
、
山
本

清き
よ

龍た
つ

・
岩
手
大
学
准
教
授
（
造
園
学
）
は

徴
収
時
の
声
か
け
の
甘
さ
を
挙
げ
る（
５

ペ
ー
ジ 

コ
ラ
ム「
研
究
者
の
視
点
か
ら
」）。

両
県
に
お
け
る

２
０
１
５
年
度（
平
成
27

年
度
）の
徴
収
方
針

２
０
１
４
年
度
（
平
成
26
年
度
）
の
徴

収
結
果
を
受
け
て
、
両
県
で
は
２
０
１
５

年
度
（
平
成
27
年
度
）
の
徴
収
方
針
を

固
め
た
。

静
岡
県
で
は
、よ
り
登
山
者
に
徴
収
方

法
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
御
殿
場

4観光文化226号 July 2015

平成25年度

平成26年度

静岡県 山梨県

1日当たり
協力金

1日当たり
協力金

対象期間

対象期間

協力者

協力者

協力金

協力金

10日間

63日間 76日間

14,988人 19,339人

43,555人 116,184人

1,497万円 1,916万円

4,402万円 1億1,394万円

150万円 192万円

70万円 150万円

10日間

富士河口湖町

渡嘉敷村

伊平屋村

伊是名村

岐阜県

自治体 名 称 目 的 課税対象・料金 導入年

遊漁税

環境協力税

環境協力税

環境協力税

乗鞍環境保全税

河口湖において漁協組合員以外が漁業権の対象と
なる水産動物を採捕する遊漁行為
◦1人1日につき200円（障害者、中学生以下は課税免除）

旅客船等又はヘリコプターにより渡嘉敷村へ入域す
る行為
◦1回の入域につき100円
（障害者、中学生以下は課税免除）

旅客船等により伊平屋村へ入域する行為
◦1回の入域につき100円
（障害者、高校生以下は課税免除）

旅客船、飛行機等により伊是名村へ入域する行為
◦1回の入域につき100円
（障害者、高校生以下は課税免除）

乗鞍鶴ヶ池駐車場へ自動車を運転して自ら入り込む
行為、又は他人を入り込ませる行為
◦観光バス 3,000円／一般乗合バス 2,000円
◦大型自動車 1,500円　◦普通自動車 300円

2003年
（平成15年）

2005年
（平成17年）

2008年
（平成20年）

2011年
（平成23年）

2001年
（平成13年）

資料：各自治体公表内容を基に筆者作成

河口湖及び周辺地域にお
ける環境保全、環境美化及
び施設整備に要する費用

環境の美化、環境の保全
及び観光施設の維持整備
に要する費用

環境の美化、環境の保全
及び観光施設の維持整備
に要する費用

環境の美化、環境の保全
及び観光施設の維持整備
に要する費用

乗鞍地域の環境保全に係
る施策に要する費用

表２  自然地域を対象とした法定外目的税導入の事例

表３  両県におけるこれまでの徴収結果

資料：静岡・山梨両県公表内容を基に筆者作成
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口
の
設
置
場
所
の
変
更
と
水
个
塚
駐
車
場

の
徴
収
受
付
時
間
の
拡
大
を
決
め
た
。
ま

た
、
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
事
前
納
付
に
つ

い
て
も
昨
年
度
よ
り
も
１
カ
月
以
上
前
倒

し
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
方
、
山
梨
県
で
も
昨
年
度
の
３
カ
所

か
ら
徴
収
箇
所
を
人
の
集
ま
り
や
す
い
２

カ
所
（
五
合
目
ロ
ー
タ
リ
ー
と
六
合
目
安

全
指
導
セ
ン
タ
ー
近
く
）
に
集
約
し
、
ネ

ッ
ト
な
ど
に
よ
る
事
前
納
付
は
静
岡
県
同

様
前
倒
し
で
実
施
す
る
。

加
え
て
、
両
県
で
の
共
同
Ｐ
Ｒ
に
つ

い
て
、
今
年
度
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

窓
口
の
共
通
化
、
両
県
統
一
の
ロ
ゴ
作
成
、

ポ
ス
タ
ー
な
ど
に
つ
い
て
も
統
一
感
を
持
た

せ
る
な
ど
、
両
県
の
連
携
を
深
め
て
い
る
。

登
山
者
の
反
応

次
に
、
保
全
協
力
金
の
導
入
に
よ
り
、

任
意
と
は
い
え
登
山
に
対
し
て
料
金
を
払

う
こ
と
と
な
っ
た
登
山
者
の
意
識
・
反
応

に
つ
い
て
も
見
て
み
た
い
。

静
岡
・
山
梨
両
県
に
よ
る
富
士
登
山
者

を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

登
山
者
の
保
全
協
力
金
に
対
す
る
意

識
に
つ
い
て
は
、
静
岡
・
山
梨
両
県
で
富

5 特集◉入山料を問う
特集1 国内における入山料徴収——富士山保全協力金を例に

2014年の協力金徴収が低調に終わった理由は？
　昨年夏に研究室の学生たちと一緒に富士登山を
したが、一部の数人の学生は協力金を払わずに登
山を開始していたことが後で分かって聞いたところ、
声をかけられていなかった。私が協力金を払った際
にも、背後には声をかけられることなく素通りする登
山者が何人かいて、協力を依頼する声かけの甘さ、
態勢に大きな問題があると考える。また、既往の調
査結果（例えば山本清龍、2011）では、多くの人が
協力金制度に対して肯定的、協力的であるが、環境
問題ではよくある意識と行動のズレ、乖

かい

離
り

について
も検討しておくことが必要ではないだろうか。

2015年、改善を図るためには？
　協力依頼する声かけの甘さ、態勢については、現
地スタッフの仕事の怠慢が問題ではないし、その責
任を現場に押しつけてはいけない。数人が協力金
を払おうとするとその手続きに人手が必要であり、声
かけが手薄にはなるのは当然であろう。協力依頼と
徴収手続きの役割分担など現場での態勢の維持、
管理について事前に綿密な検討が行われるべきだ
ったが、残念なことに現場の管理に関する議論が十
分ではなかったと思う。今後の検討課題として位置
づけるべきだろう。問題解決のためには、協力依頼
時に多くの人に声が届くように広すぎず、狭すぎない
空間を選定し、現場の役割分担を再検討することを
提案したい。

静岡、山梨両県が主催する富士山利用者負担専門委員会にも
委員として参加していたが。

　専門委員会には法制度、文化、自然環境に明るい研究者が
おり、委員会の議論の内容からすると、委員会の最大の役割は

「協力金制度を導入するか否か」「協力金の金額をいくらにす
るか」を審議、決定することにあったと思う。2014年（平成26
年）の協力金制度の本格導入の後は、この専門委員会は開催
されておらず、制度の運用について正式に議論する機会がな
いことは大きな欠陥と言える。私自身は、委員会など富士山に
関する会議に数多く参加しており、制度の運用について発言す
る機会がある。制度やその運用面に見られる問題点や課題に
ついては可能な限り指摘していきたい。

富士山以外の山における入山料導入について
どう考えるか？

　富士山の場合は世界文化遺産というだけでなく、我が国を
代表する国立公園として国民的な関心も高く、新聞などのメデ
ィアを通じて、多少なりとも費用負担のあり方に関する議論が
喚起できたことはよかったと思う。他の山でも環境保全のため
の費用負担をどうするか議論があることを承知しており、登山
がブームの今こそ議論するいい機会ではないだろうか。しかし、
山岳の管理はガバナンスの問題でもあるため、入山料や協力
金をどのように捉えてどのような意向を持つかは地域の問題で
あり、一概に良い、導入すべき、などと言うことは難しい。科学
の領域には、山岳の管理に関わる論点の整理をし、地域が意
思決定するための素材を提供することが求められていると考
えている。                                   （やまもと　きよたつ）

コラム「研究者の視点から」

保全協力金の導入から2カ年を振り返って （一問一答）
岩手大学農学部共生環境課程　准教授　山本 清龍
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強
制
徴
収
と
し
た
際
の
賛
否
に
つ
い
て
は
、

79
％
が
賛
成
と
回
答
し
て
い
る（
図
３
）。

一
方
、
山
梨
県
で
実
施
し
た
調
査
で

は
、
保
全
協
力
金
に
協
力
し
な
か
っ
た
理

由
で
最
も
多
い
の
は
「
任
意
だ
か
ら
」
で

56
％
、
静
岡
側
の
調
査
で
最
も
多
か
っ
た

「
現
地
徴
収
を
や
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
」

は
11
％
に
と
ど
ま
っ
た（
図
１
）。
そ
の
た

め
、
山
梨
側
で
徴
収
率
を
上
げ
る
た
め
に

は
、
徴
収
方
法
の
改
善
の
み
な
ら
ず
利
用

す
る
登
山
者
に
対
し
て
、
保
全
協
力
金
の

使
途
の
明
示
や
意
義
・
必
要
性
な
ど
に
つ

い
て
よ
り
分
か
り
や
す
く
情
報
提
供
を
行

士
登
山
者
（
日
本
人
）
を
対
象
と
し
た
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

静
岡
県
の
実
施
し
た
調
査
で
は
、
保
全

協
力
金
に
協
力
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、

「
現
地
徴
収
を
や
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
」

を
挙
げ
る
人
が
38
％
と
最
も
多
く
な
っ
て

お
り
、徴
収
方
法（
箇
所
）
の
改
善
に
よ

っ
て
徴
収
率
の
改
善
が
見
込
め
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
る（
図
１
）。保
全
協
力
金
の
希

望
す
る
使
い
道
と
し
て
は
、「
ご
み
清
掃
な

ど
美
化
清
掃
活
動
の
強
化
」や「
環
境
配

慮
型
ト
イ
レ
の
整
備
」
が
多
く
な
っ
て
い

る（
図
２
）。
ま
た
、
仮
に
保
全
協
力
金
を

い
、
支
払
い
に
対
す
る
意
識
を
高
め
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
保
全
協
力
金
の

希
望
す
る
使
い
道
と
し
て
は
、
静
岡
側
の

調
査
と
同
様
、「
ご
み
清
掃
な
ど
美
化
清

掃
活
動
の
強
化
」
と「
環
境
配
慮
型
ト
イ

レ
の
整
備
」
を
望
む
声
が
多
く
、
選
択
率

が
50
％
を
超
え
る
。
保
全
協
力
金
の
強
制

徴
収
に
つ
い
て
は
、
静
岡
側
を
超
え
る
86

％
が
賛
成
と
回
答
し
て
い
る（
図
４
）。

他
の
調
査
結
果
か
ら

ま
た
、
富
士
山
に
限
ら
な
い
入
山
料
あ

る
い
は
自
然
地
域
に
お
け
る
入
域
料
の
徴

収
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
は
、２
０
１
３

年
（
平
成
25
年
）
に
内
閣
府
に
よ
る
テ
ー

マ
別
の
世
論
調
査
、
加
え
て
同
年
、
株
式

会
社
山
と
溪
谷
社
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
も
行
わ
れ
て
い
る
。●

世
論
調
査
は
内
閣
府
が
全
国
３
０
０
０

人（
満
20
歳
以
上
）を
対
象
に
訪
問
調
査

で
行
う
も
の
で
、
２
０
１
３
年
８
月
は

「
国
立
公
園
に
関
す
る
世
論
調
査
」
と
し

て
、
国
立
公
園
に
関
す
る
関
心
や
利
用
状

況
な
ど
に
つ
い
て
の
質
問
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
中
に
、
国
立
公
園
の
入
園
料
に
つ

い
て
支
払
限
度
額
を
尋
ね
る
設
問
が
あ
り
、

そ
の
結
果
、
５
０
０
円
以
下
を
選
択
し

た
累
計
割
合
が
49
・
７
％
、１
０
０
０
円

以
下
を
選
択
し
た
累
計
割
合
が
87
・
８
％

と
、
自
然
地
域
に
入
域
す
る
こ
と
に
対
し

て
１
０
０
０
円
を
超
え
る
料
金
を
払
う
こ

と
に
対
し
て
は
抵
抗
を
感
じ
る
人
が
多
い

こ
と
が
分
か
る（
図
５
）。一
方
、
国
立
公

園
の
施
設
整
備
や
維
持
管
理
に
対
し
て

何
ら
か
の
形
や
負
担
割
合
で
利
用
者
が
料

金
負
担
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
75
・
２

％
の
人
が
肯
定
的
な
回
答
を
行
っ
て
い
る

（
図
６
）。

●

山
と
溪
谷
社
が
登
山
愛
好
家
向
け
に
提

図３ 入山料の強制徴収
について（静岡県）

図４ 入山料の強制徴収
について（山梨県）

反対
21.0%

賛成
79.0%

反対
14.2%

賛成
85.8%

図１  入山料を支払わなかった理由

任意だから
25.7%

12.6%

静岡県

山梨県

20.9%

12.3%
16.3%

37.7%
11.3%

56.1%

目的や使途が
よくわからないから

トイレチップを払って
いるから

現地徴収をやって
いなかったから

0% 20% 40% 60%

図２  入山料の望ましい使い道について

ごみ清掃など
美化清掃活動の強化

53.5%

41.0%

静岡県

山梨県

56.5%

30.7%
38.7%

10.5%

14.3%

18.1%

19.8%

22.2%

28.9%

66.4%

環境配慮型トイレの
整備

登山施設や情報の
充実

安全誘導員の配置

下山道のパトロール・
維持補修

登山道混雑緩和の
施策実施

0% 20% 40% 60% 80%
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7 特集◉入山料を問う
特集1 国内における入山料徴収——富士山保全協力金を例に

供
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
ー
ビ
ス
「
ヤ
マ
ケ
イ
オ
ン

ラ
イ
ン
」
で
は
同
サ
ー
ビ
ス
の
登
録
会
員

向
け
に
不
定
期
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実

施
し
て
お
り
、
２
０
１
３
年
６
月
に
「
世

界
遺
産
・
富
士
山
の
環
境
保
全
、
安
全
・

混
雑
対
策
、
入
山
料
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
」
を
実
施
、
１
９
４
７
人
（
う
ち
、
富

士
山
登
山
経
験
者
69
％
）の
回
答
を
得
て

い
る
。

そ
の
中
で
、富
士
山
に
お
け
る
入
山
料

徴
収
の
是
非
に
つ
い
て
は
79
％
が
賛
成
と

回
答
し
て
い
る（
図
７
）。強
制
性
の
付
与

に
つ
い
て
は
、90
％
の
人
が「
強
制
に
す
べ

き
」
と
回
答
（
図
８
）。
入
山
料
の
妥
当
な

金
額
と
し
て
は「
１
０
０
０
円
～
２
０
０
０

円
未
満
」と「
２
０
０
０
円
～
３
０
０
０
円

未
満
」
と
し
た
回
答
が
多
く
、
い
ず
れ
も

２
割
を
超
え
た（
図
９
）。

●

い
ず
れ
の
調
査
か
ら
も
、
料
金
徴
収
に

つ
い
て
は
肯
定
派
が
多
数
を
占
め
て
い
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
金
額
に

つ
い
て
は
意
見
に
幅
が
あ
り
、
ま
た
少
数

な
が
ら
徴
収
に
反
対
す
る
人
も
存
在
す

る
。
反
対
派
の
掲
げ
る
主
な
理
由
と
し
て

は
、
目
的
・
使
途
が
不
明
瞭
で
あ
る
と
い

う
声
、
受
益
者
負
担
と
考
え
た
際
の
妥

当
な
受
益
（
サ
ー
ビ
ス
）
が
富
士
山
で
は

得
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
声
、
そ
も
そ
も

国
立
公
園
の
維
持
・
管
理
は
国
（
自
治
体
）

が
行
う
べ
き
と
す
る
声
、
な
ど
が
山
と
溪

谷
社
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
け
る
自
由

回
答
欄
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。

富
士
山
入
山
料
の
動
向
の

継
続
的
研
究

富
士
山
に
お
け
る
入
山
料
（
富
士
山
保

全
協
力
金
）
の
概
要
と
導
入
に
至
る
ま
で

の
検
討
経
緯
、
こ
れ
ま
で
２
回
の
徴
収
結

果
、
入
山
料
を
取
り
巻
く
主
に
利
用
者
の

立
場
か
ら
の
意
識
、
に
つ
い
て
整
理
を
行

っ
た
。

富
士
山
で
は
、世
界
文
化
遺
産
登
録
の

際
に
保
全
計
画
に
対
し
て
見
直
し
を
し
て

報
告
す
る
よ
う
に
勧
告
が
あ
っ
た
こ
と
で
、

制
度
上
の
実
現
可
能
性
な
ど
の
検
討
を

踏
ま
え
て
、
協
力
金
（
寄
付
金
）
の
形
を

と
り
、
基
本
１
０
０
０
円
と
い
う
設
定
で

ま
ず
は
開
始
す
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
た
。

つ
ま
り
、
富
士
山
に
お
け
る
入
山
料
の

あ
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
は
ま
だ
結
論
を

図９  入山料の妥当な金額

500円未満

500円～1000円未満

1000円～2000円未満

2000円～3000円未満

3000円～5000円未満

5000円～7000円未満

7000円～1万円未満

1万円以上

わからない

その他

3%

16%

23%

25%

1%

15%

5%

5%

2%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

図５  国立公園の入園料

100円まで

500円まで

1000円まで

2000円まで

2000円よりも多く

払いたくない

その他

わからない

6.3%

43.4%

38.1%

6.5%

2.2%

2.2%

0.4%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

資料：平成25年「国立公園に関する世論調査（内閣府）」を基に筆者作成

図６  国立公園の施設整備・維持管理費用の負担

国や地方公共団体が全て負担

国立公園利用者が施設利用料等で全て負担

その他

わからない

国や地方公共団体が一部負担した上で、
国立公園利用者が施設利用料等の形で負担

22.9%

59.8%

15.4%

0.1%

1.7%

0% 50% 100%

資料：平成25年「国立公園に関する世論調査（内閣府）」を基に筆者作成

図７ 入山料導入の是非 図８ 入山料の強制徴収

反対 
7%

わからない 1%

その他
2%

賛成 79%

任意でよい 10%

どちらとも
言えない

12%

強制にすべき
90%

資料：平成25年「ヤマケイオンラインアンケート」を基に筆者作成

資料：平成25年「ヤマケイオンラインアンケート」を基に筆者作成
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見
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
し
て
、利
用
者
の
意
識
が
強

制
性
の
付
与
も
含
め
て
お
お
む

ね
料
金
徴
収
に
肯
定
的
で
あ
る

こ
と
は
、
入
山
料
の
導
入
に
と
っ

て
追
い
風
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
一
方
で
そ
の
こ
と
だ
け
で
反

対
派
が
挙
げ
る
理
由
に
対
し
て

説
明
で
き
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。

ま
た
、徴
収
を
肯
定
す
る
意
見

が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
状

の
徴
収
率
が
予
想
に
比
し
て
低
い

こ
と
も
問
題
で
あ
る
。徴
収
方
法

の
改
善
を
図
っ
た
上
で
ど
こ
ま
で

徴
収
に
対
し
て
理
解
が
得
ら
れ
る

の
か
、
引
き
続
き
富
士
山
に
お
け

る
入
山
料
徴
収
の
動
向
に
注
目
し

た
い
。    （
な
か
じ
ま　

ゆ
た
か
）

［
参
考
文
献
］

・﹃
富
士
山
利
用
者
負
担
制
度
専
門
委
員
会 

報
告
書
﹄（
富
士
山
利
用
者
負
担
専
門
委

員
会
、
２
０
１
３
年
）

［
参
考
資
料
］

・
ヤ
マ
ケ
イ
オ
ン
ラ
イ
ン
ア
ン
ケ
ー
ト
（
株

式
会
社
山
と
溪
谷
社
、
２
０
１
３
年
）

http://w
w

w
.yam

akei- online.com
/

research/fuji_0.php

・
国
立
公
園
に
関
す
る
世
論
調
査
（
内
閣
府

大
臣
官
房
政
府
広
報
室
、
２
０
１
３
年
）

http://survey.gov-online.go.jp/h25/
h25- kouen/index.htm

l

富士山における外国人登山者調査
　富士山における外国人登山者は2000年（平成12年）
頃までは緩やかに、近年は急速に増加してきたと言われ
ています。そうした中、山梨県環境科学研究所（現山梨
県富士山科学研究所）では2008年より継続的に外国人
登山者へのアンケート調査を実施してきました。回答者の
国籍は米国が毎年1位で、ヨーロッパの国 も々上位に入り
ますが、近年は中国をはじめ、タイやマレーシアからの登
山者も増加している状況で、訪日旅行者と日本国内在住
者の割合はほぼ半 と々なっています。

日本人登山者との意識の差
　2013年（平成25年）に富士山保全協力金制度に対す
る意識を尋ねた結果では、富士登山にあたって「1000円
を払ってもよい」と回答した割合は、日本人登山者は87.7
％、外国人登山者は50.0％となりました。年齢や年収な
ど国籍以外の要因も影響していると考えられますが、日
本人登山者のほうが協力金の支払い意思が高いことが
分かります（図2）。
　ただし、保全協力金の制度を事前に知っていたか否

かでクロス集計をしてみると、事前に保全協力金制度に
ついて知っていた外国人登山者の支払い意思は72.1％ま
で上がります（図3）。事前に知っていた人の割合が28.6％
（図1）にとどまっていることも踏まえて、外国人登山者か
ら保全協力金への協力を得るためには、多言語案内など
によって制度自体の認知度を高めることで支払いに対す
る納得感を高める必要がありそうです。

入山料徴収の是非
　私自身、富士山への入山料導入について総論では賛
成です。ただ、多くの方が指摘している通り、目的や使途
をより明確にして分かりやすく伝えるといった透明性の確
保が前提条件になると思います。
　加えて、外国人登山者については近年急増していると
言われているものの、その人数など正確な実態は分かっ
ていません。登山に慣れていない、いわゆる一般観光客
に近い人も増えており、その安全性の確保が課題となっ
ています。自治体と研究者が協力して正確な実態を把握
し、それを基に有効な方法で登山者への意識啓発を図
ることが今後ますます重要になってくるでしょう。

コラム「研究者の視点から」

富士山における外国人登山者の意識
明治大学専門職大学院ガバナンス研究科　特任准教授　トマス・ジョーンズ

図１  富士山保全協力金制度を事前に知っていた

図２  1000円を払ってもよい

日本人

はい いいえ

日本人

外国人

外国人
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20%

20%

40%

40%

60%
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80%

80%

100%

100%

28.6%

50.0%

91.6%

87.7%

8.4%

12.3%

71.4%

50.0%

図３  1000円を払ってもよい

日本人

外国人
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80%

100%

100%

72.1%

88.3% 11.7%

27.9%

日本人

外国人 42.6%

73.3% 26.7%

57.4%
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はい いいえ
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び
に
、「
海
外
の
国
立
公
園
で
は
入
園
料

を
取
る
の
が
普
通
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利

用
者
数
を
規
制
す
べ
き
だ
。」
と
い
う
発

言
を
耳
に
す
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
実
際
に
は
、
自
然
保
護
地
域
で

有
料
化
を
導
入
し
て
い
る
の
は
発
展
途
上

国
に
多
く
、
先
進
国
で
は
少
な
い
こ
と
が

正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
発
展
途
上

国
で
は
、
自
国
の
税
収
だ
け
で
は
管
理
予

算
が
不
足
し
、
利
用
者
の
多
く
が
海
外
か

ら
の
旅
行
者
で
あ
る
た
め
受
益
者
負
担
の

観
点
か
ら
有
料
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
園
で

は
場
所
や
施
設
に
限
っ
て
徴
収
さ
れ
る
場

合
が
多
い
。
ア
メ
リ
カ
国
立
公
園
体
系
の

ユ
ニ
ッ
ト
４
０
７
カ
所
（
自
由
の
女
神
な

ど
も
含
む
）
の
う
ち
有
料
な
の
は
１
２
７

カ
所
の
み
で
、国
立
公
園
59
の
う
ち
21
の

公
園
で
は
入
園
料
は
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
。 

入
園
者
が
多
く
、
入
り
口
が
明
確
な

公
園
や
一
定
の
区
域
で
入
園
料
が
徴
収
さ

れ
（
写
真
１
）、
そ
の
他
の
公
園
で
は
キ

ャ
ン
プ
場
な
ど
の
施
設
利
用
料
や
ツ
ア
ー

の
参
加
代
金
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
。

入
園
料
の
金
額
は
、
最
も
一
般
的
な
７

は
じ
め
に

国
立
公
園
に
お
け
る
入
園
料
や
山
岳

地
の
入
山
料
と
い
っ
た
自
然
保
護
地
域
に

対
す
る
有
料
化
の
議
論
が
、
富
士
山
保
全

協
力
金
の
開
始
に
伴
い
再
び
盛
ん
に
な
っ

て
い
る
。

我
が
国
の
国
立
公
園
制
度
生
み
の
親
と

言
わ
れ
る
田
村
剛
は
、
１
９
５
６
年
（
昭

和
31
年
）
に
国
立
公
園
の
入
園
料
の
徴
収

方
法
、
徴
収
場
所
、
金
額
、
収
入
の
配
分

な
ど
に
つ
い
て
既
に
提
案
し
て
い
た
（
田

村
、
１
９
５
６
）。

有
料
道
路
や
マ
イ
カ
ー
規
制
な
ど
の

間
接
的
な
有
料
化
が
導
入
さ
れ
、
大
台

ヶ
原
お
よ
び
知
床
五
湖
に
お
け
る
利
用
調

整
地
区
の
認
定
手
数
料
の
徴
収
も
行
わ

愛
甲  

哲
也 2

国
立
公
園
の

有
料
化
に
対
す
る
利
用
者
の
意
識

―
―
ア
メ
リ
カ
有
料
化
実
証
実
験
と
大
雪
山
に
お
け
る
意
識
調
査
か
ら

北
海
道
大
学
大
学
院
農
学
研
究
院
　
准
教
授

れ
て
い
る
が
、
公
園
管
理
費
を
利
用
者
が

負
担
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
（
伊
藤
、

２
０
０
５
）。

山
岳
地
に
お
け
る
過
剰
利
用
や
施
設

の
不
備
な
ど
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
現
場

の
要
請
を
背
景
に
、
協
議
会
が
施
設
使

用
料
と
し
て
協
力
金
を
徴
収
す
る
事
例

が
増
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
主
体
、
徴
収

方
法
、
金
額
、
使
途
、
体
制
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
り
、
入
園
料
の
議
論
が
深
ま
り
、
国

民
の
理
解
を
得
た
上
で
実
施
さ
れ
て
い
る

と
は
残
念
な
が
ら
言
え
な
い
。
公
園
制
度

に
も
は
っ
き
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
ら

ず
、
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
試

行
錯
誤
さ
れ
て
お
り
、
利
用
者
に
と
っ
て

は
極
め
て
分
か
り
に
く
い
。

過
剰
利
用
の
影
響
が
報
じ
ら
れ
る
た

9 特集◉入山料を問う
特集 2 国立公園の有料化に対する利用者の意識——アメリカ有料化実証実験と大雪山における意識調査から

写真1 イエローストーン国立公園入り口（右）と入場料掲示板（左）（寺崎竜雄提供）
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日
間
有
効
な
成
人
用
パ
ス
が
自
家
用
車
１

台
で
10
〜
30
ド
ル
、
歩
行
者
・
自
転
車
で

３
〜
15
ド
ル
と
公
園
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。
ヨ
セ
ミ
テ
や
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
、

グ
ラ
ン
ド
キ
ャ
ニ
オ
ン
は
も
ち
ろ
ん
高
い

が
、
比
較
的
有
名
な
エ
バ
ー
グ
レ
ー
ズ
や

ハ
ワ
イ
ボ
ル
ケ
ー
ノ
で
は
安
く
、
最
も
利

用
者
数
の
多
い
グ
レ
ー
ト
ス
モ
ー
キ
ー
は

無
料
と
な
っ
て
い
る
。
各
公
園
の
交
通
事

情
や
立
地
条
件
、
徴
収
コ
ス
ト
、
管
理
コ

ス
ト
、
人
気
な
ど
が
考
慮
さ
れ
、
地
域
の

利
害
関
係
者
と
も
調
整
し
な
が
ら
金
額

が
設
定
さ
れ
て
い
る（
表
１
）。

さ
ら
に
、公
共
の
自
然
保
護
区
を
有
料

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
の
利
用
の
一

部
を
排
除
す
る
可
能
性
の
議
論
も
不
足

し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
園
で
は
、

一
般
市
民
や
利
用
者
の
意
識
調
査
の
結
果

な
ど
を
参
考
に
、
低
所
得
者
層
へ
の
配
慮

の
た
め
年
に
数
回
は
無
料
開
放
日
が
設
定

さ
れ
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
た
め
の
年
間
パ
ス
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
た
め
の
無
料
パ
ス
な
ど

も
設
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
施
策
は
、
１
９
９
６
年
か
ら

始
ま
っ
たRecreational Fee D

em
on-

stration Program

と
呼
ば
れ
る
有
料
化

実
証
実
験
の
際
の
盛
ん
な
議
論
や
調
査

結
果
に
基
づ
い
て
お
り
、
我
が
国
の
今
後

10観光文化226号 July 2015

国立公園名 所在地（州、自治領） 自家用車 a) バイク a) 自転車
歩行者 a) 備考（追加の料金など）

33 Joshua Tree California 20 10 10 年間パス、キャンプ場使用料、ガイドツアー料金あり
34 Katmai Alaska - - - キャンプ場使用料、山小屋料金あり
35 Kenai Fjords Alaska - - - 山小屋料金あり
36 Kings Canyon California 20 10 10 セコイア国立公園と共通、年間パス、団体料金、団体ツアー料金あり
37 Kobuk Valley Alaska - - -
38 Lake Clark Alaska - - - 任意のバックカントリー利用届
39 Lassen Volcanic California 20 15 10 12月から4月15日まで自家用車割引、年間パス、団体ツアー料金あり
40 Mammoth Cave Kentucky - - - 洞窟ツアー料金、キャンプ場使用料、ピクニック用東屋料金あり

41 Mesa Verde Colorado 15 8 8 9月8日から5月21日まで割引、年間パス、団体料金、団体ツアー料金、ガ
イドツアー料金あり

42 Mount Rainier Washington 20 10 10
2015年5月に値上げ、2016年の値上げも計画中
年間パス、キャンプ場使用料、団体ツアー料金、ウィルダネス料金、クラ
イミング料金あり

43 North Cascades Washington - - - キャンピングカー料金、ボート係留料金あり
隣接する国有林との共通入域料

44 Olympic Washington 20 10 7 キャンプ場使用料、団体ツアー料金、ウィルダネスキャンプ料金あり
45 Petrified Forest Arizona 10 5 5 年間パス、団体料金、団体ツアー料金あり
46 Pinnacles California 10 10 5 年間パス、団体料金、団体ツアー料金、キャンプ場使用料あり

47 Redwood California - - -
隣接する州立公園で日帰り料金を徴収
キャンプ場使用料、バックカントリー料金（一部）、教育・研修施設使用
料金あり

48 Rocky Mountain Colorado 20 10 10 年間パス、Arapaho National Recreation Areaとの共通年間パス、団体
ツアー料金あり

49 Saguaro Arizona 10 10 5 年間パス、団体料金、団体ツアー料金あり
50 Sequoia California 20 10 10 セコイア国立公園と共通、年間パス、団体料金、団体ツアー料金あり
51 Shenandoah Virginia 20 15 10 年間パス、キャンプ場使用料、団体ツアー料金あり
52 Theodore Roosevelt North Dakota 20 15 10 年間パス、団体ツアー料金あり
53 Virgin Islands Virgin Islands - - - Trunk Bayのみ4ドル、係留料金あり
54 Voyageurs Minnesota - - - キャンプ場使用料、ボートツアー利用料金あり
55 Wind Cave South Dakota - - - キャンプ場使用料、洞窟ツアー料金あり
56 Wrangell - St. Elias Alaska - - - 避難小屋使用料（Esker Streamのみ）あり

57 Yellowstone Wyoming, Montana, 
Idaho 30 25 15 Grand Tetonとの共通パス、団体料金、団体ツアー料金、年間パス、バッ

クカントリー利用料金あり

58 Yosemite California 30 15 15
自家用車30ドルは4月から10月で、11月、12月、3月は25ドル
2015年3月1日に値上げ、さらに2016年よりバイクを20ドルに値上げ予定
年間パス、団体ツアー料金、キャンプ場使用料あり

59 Zion Utah 25 12 12
2015年7月1日に自家用車30ドル等の値上げ予定
団体料金、団体ツアー料金、年間パス、キャンプ場使用料、大型車両追
加料金あり

アメリカ国立公園局のホームページの各公園の"Fees & Reservations"のページから抽出。
a）特に注記のない場合は７日間有効の成人用パスの料金（アメリカドル）。
-：設定なし

◦学術・教育目的の団体利用は事前申請により無料
◦国有林などを含む全ての国立自然保護地域で利用できる年間パス、高齢者用生涯パス、障害者無料パス、ボランティア無料パス、軍人無料パスあり
◦ その他、公園ごとに商業用の動画・写真撮影、結婚式、散骨、イベント開催などの特殊利用には申請と料金の支払いが規定
◦ キング牧師生誕記念日、ワシントン生誕記念日と週末、国立公園ウィークの週末、国立公園局設立の日、国有地の日、復員軍人の日は無料開放（2015年で計9日間）
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11 特集◉入山料を問う
特集 2 国立公園の有料化に対する利用者の意識——アメリカ有料化実証実験と大雪山における意識調査から

の
議
論
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
た
め
、

そ
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

ア
メ
リ
カ

有
料
化
実
証
実
験

国
立
公
園
に
お
け
る
入
園
料
の
徴
収

は
１
９
０
８
年
の
マ
ウ
ン
ト
・
レ
ー
ニ
ア

が
最
初
で
、
ヨ
セ
ミ
テ
で
は
１
９
１
３
年
、

イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
で
は
１
９
１
６
年
に

開
始
さ
れ
た
。

し
か
し
導
入
箇
所
は
限
ら
れ
て
お
り
、

金
額
は
長
く
据
え
置
か
れ
、
利
用
者
の
増

加
と
管
理
コ
ス
ト
の
増
大
が
課
題
と
な
っ

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
税
収
を
補
い
、
受

益
者
負
担
を
導
入
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

１
９
９
６
年
よ
り
内
務
省
国
立
公
園
局
の

国
立
公
園
に
加
え
て
、
農
務
省
森
林
局

管
理
の
国
有
林
、
魚
類
野
生
生
物
局
や

土
地
管
理
局
、
水
利
再
生
利
用
局
の
管

理
す
る
国
有
地
も
対
象
に
し
て
、
既
存
の

入
園
料
と
施
設
使
用
料
の
値
上
げ
と
新

規
の
有
料
化
の
実
証
実
験
が
開
始
さ
れ
た

（A
bsher, et al., 2008

）。

そ
れ
ま
で
は
財
務
省
に
い
っ
た
ん
は
納

め
ら
れ
て
い
た
入
園
料
収
入
の
80
％
を
、

徴
収
し
た
公
園
ま
た
は
地
域
が
保
有
し
、

申
請
し
た
事
業
の
執
行
に
使
用
で
き
る
こ

表1 アメリカ国立公園における主要な入園料（2015年6月現在）

国立公園名 所在地（州、自治領） 自家用車 a) バイク a) 自転車
歩行者 a) 備考（追加の料金など）

1 Acadia Maine 25 20 12 団体料金、団体ツアー料金あり
5月から10月のみ

2 American Samoa American Samoa - - -

3 Arches Utah 10 5 5
ユタ州南東部共通パス、団体ツアー料金、キャンプ場使用料、ガイド
ウォーク料金あり
値上げに関するパブコメを2015年2月に実施。値上げ予定

4 Badlands South Dakota 15 10 7 年間パス、団体ツアー料金あり

5 Big Bend Texas 25 20 12 団体料金、団体ツアー料金、キャンプ場使用料、バックカントリーキャン
プサイト使用料あり

6 Biscayne Florida - - - キャンプ場使用料、ピクニック用パビリオンのレンタル料あり

7 Black Canyon of the 
Gunnison Colorado 15 15 7 年間パス、団体ツアー料金あり

8 Bryce Canyon Utah 25 12 12 2015年7月に自家用車30ドル等に値上げ予定
キャンプ場使用料あり

9 Canyonlands Utah 10 5 5 ユタ州南東部共通パス、団体ツアー料金、キャンプ場使用料あり
値上げに関するパブリックコメントを実施中

10 Capitol Reef Utah 10 10 7 年間パス、団体ツアー料金、キャンプ場使用料あり
バックカントリー利用申請は無料

11 Carlsbad Caverns New Mexico - - 10 ガイドツアー料金あり
12 Channel Islands California - - -
13 Congaree South Carolina - - -
14 Crater Lake Oregon 15 10 10 団体ツアー料金あり
15 Cuyahoga Valley Ohio - - - アクティビティ料金あり
16 Death Valley California, Neveda 20 10 10 団体ツアー料金、キャンプ場使用料、ガイドツアー料金あり
17 Denali Alaska - - 10 年間パス、車乗り入れの抽選、バスツアー、クライミング料金などあり
18 Dry Tortugas Florida - - 5 キャンプ場使用料あり

19 Everglades Florida 10 5 5 年間パス、団体ツアー料金、キャンプ場使用料、バックカントリーキャン
プサイト使用料あり

20 Gates of the Arctic Alaska - - - バックカントリー利用のレクチャー受講必須
21 Glacier Bay Alaska - - -
22 Glacier Montana 25 12 12 11月から4月は割引、年間パス、団体ツアー料金あり

23 Grand Canyon Arizona 30 25 15 2015年にパブリックコメントも経て値上げ
年間パス、キャンプ場使用料、団体料金、団体ツアー料金あり

24 Grand Teton Wyoming 30 25 15
John D. Rockefeller、 Jr.記念公園道の通行含む
団体ツアー料金はイエローストーンと共通
12月中旬から4月は一日5ドル

25 Great Basin Nevada - - - キャンプ場使用料、キャンピングカー下水利用料金、洞窟ツアー料金あり
26 Great Sand Dunes Colorado - - 3 年間パス、キャンプ場使用料、団体ツアー料金あり

27 Great Smoky Moun-
tains

North Carolina, Tene-
nessee - - - キャンプ場使用料、ピクニック用パビリオンのレンタル料金あり

28 Guadalupe Mountains Texas - - 5 キャンプ場使用料あり
29 Haleakalā Hawaii 15 10 8 3日間の料金設定、団体ツアー料金、団体料金、ハワイ共通年間パスあり
30 Hawaii Volcanoes Hawaii 15 10 8 3日間の料金設定、団体ツアー料金、ハワイ共通年間パスあり
31 Hot Springs Arkansas - - - キャンプ場使用料、バックカントリーキャンプサイト料金あり

32 Isle Royale Michigan - - 4 1日の料金設定、年間パス、年間ボートパス、団体ツアー料金、キャンプ
場使用料あり
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と
に
し
た
（
写
真
２
）。

当
初
は
２
０
０
０
年
ま
で
の
予
定
で

あ
っ
た
が
、対
象
区
域
と
事
業
を
年
々
拡

大
し
て
、
２
０
０
４
年
ま
で
継
続
さ
れ
、

実
証
実
験
の
結
果
を
も
と
にFederal 

Lands Recreation Enhancem
ent 

A
ct

（
国
有
地
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
増
進

法
）
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
実

証
実
験
に
際
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
国
有

地
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
有
料
化
に
つ

い
て
盛
ん
に
研
究
と
議
論
が
行
わ
れ
た
。

当
時
の
議
論
や
各
地
で
の
実
践
を
も

と
に
、Laarm

an &
 Gregersen

（1996

）

が
有
料
化
の
手
段
や
意
義
、
実
施
す
る
上

で
の
原
則
、
配
慮
事
項
を
整
理
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
有
料
化
は
、
公
園
管

理
の
効
率
を
改
善
し
、
公
平
性
、
環
境
の

持
続
性
を
高
め
る
強
力
な
管
理
ツ
ー
ル
に

な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
種
類
は

入
園
料
、
利
用
料
、
営
業
料
、
特
許
料
、

許
可
手
数
料
、
目
的
税
、
寄
付
な
ど
が

あ
り
、
手
数
料
の
徴
収
や
管
理
予
算
の
補ほ

塡て
ん

、
管
理
コ
ス
ト
の
相
殺
、
利
用
規
制
な

ど
の
多
様
な
目
的
を
持
つ
。

た
だ
し
、
入
園
料
だ
け
に
収
入
を
頼
る

べ
き
で
は
な
く
、
部
分
的
に
も
徴
収
し
た

場
所
に
保
留
す
べ
き
で
、
対
象
地
の
特
性

に
応
じ
て
実
施
し
、
必
ず
し
も
全
て
の
場

所
に
適
用
す
る
必
要
は
な
く
、
信
頼
で
き

る
会
計
と
管
理
が
、
導
入
の
原
則
で
あ
る

と
指
摘
し
た
。
管
理
者
は
、
支
払
う
対

象
と
金
額
の
明
示
、
支
払
い
能
力
と
受
益

範
囲
の
公
平
性
や
経
済
的
効
率
性
・
徴

収
お
よ
び
運
営
コ
ス
ト
の
考
慮
、
地
元
住

民
や
外
国
人
、
学
生
へ
の
配
慮
が
必
要
と

し
た
。

有
料
化
の
根
拠
と
使
途
が
明
確
で
な

け
れ
ば
利
用
者
や
関
係
者
に
は
支
持
さ

れ
ず
、
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
利
害
関
係

者
を
含
む
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

実
証
実
験
の
最
中
や
事
後
に
は
、
一
般

市
民
や
利
用
者
の
認
知
度
や
有
料
化
へ
の

態
度
の
調
査
も
、
数
多
く
行
わ
れ
た
。

２
０
０
０
年
に
は
、
３
５
０
０
人
以
上

の
ア
メ
リ
カ
国
民
を
対
象
に
意
識
調
査

が
実
施
さ
れ
た
（Solop, et al., 2003

）。

市
民
の
95
％
は
実
証
実
験
を
知
ら
な
か
っ

た
が
、
実
際
に
国
立
公
園
を
利
用
し
た
人

の
う
ち
80
％
は
“
料
金
が
適
正
”
だ
と
回

答
し
た
。“
そ
の
収
入
を
徴
収
し
た
公
園

が
保
有
す
る
”
こ
と
も
、
92
％
が
賛
成
し

た
。
３
分
の
２
の
回
答
者
は
、“
よ
り
安

い
ほ
う
が
い
い
”
と
回
答
し
た
が
、
有
料

化
が
国
立
公
園
訪
問
の
障
害
に
は
な
っ
て

い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
訪
問
意
欲

に
つ
い
て
は
、
所
得
と
学
歴
が
低
い
ほ
ど
、

総
旅
行
費
用
の
高
さ
が
訪
問
を
阻
害
す

る
と
感
じ
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

A
bsher, et al.（2008

）は
、
国
有
林

利
用
者
に
お
け
る
有
料
化
へ
の
態
度
を
、

３
回
に
わ
た
り
調
査
し
、
経
年
変
化
を
分

析
し
た
。“
税
金
と
料
金
の
両
者
を
収
入

と
す
る
こ
と
”
が
最
も
支
持
さ
れ
、“
有

料
化
せ
ず
に
資
源
を
保
護
す
る
た
め
の
閉

鎖
”
や
、“
劣
化
し
た
状
況
の
放
置
”
は

支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
使
途
は
、“
自
然

環
境
の
保
護
”“
ト
イ
レ
の
建
設
や
維
持

管
理
”“
ト
レ
イ
ル
の
維
持
管
理
”
の
順

に
支
持
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
傾
向
は
、
実

証
実
験
中
で
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。
市
民
や
利
用
者
が
ど
の
よ
う
な

方
向
性
を
望
ん
で
い
る
か
、
継
続
し
た
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
が
重
要
と
考
察
し
て
い
る
。

有
料
化
が
公
園
の
利
用
を
阻
害
し
な
い

か
と
い
う
の
が
、
実
証
実
験
当
初
か
ら
の

関
係
者
の
懸
念
で
あ
っ
た
。
公
共
の
施
設

で
あ
る
以
上
、
利
用
の
公
平
性
が
求
め
ら

れ
る
た
め
で
、
金
額
は
訪
問
を
阻
害
し
な

い
程
度
に
す
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

Bow
ker, et al.（1999

）は
、１
９
９
５

年
の
国
勢
調
査
の
回
答
と
属
性
と
の
関
係

を
分
析
し
た
。入
園
料
の
導
入
と
税
収
の

両
者
で
管
理
を
行
う
こ
と
が
支
持
さ
れ

た
が
、
そ
の
回
答
は
年
齢
や
人
種
、
収
入
、

世
帯
人
数
、
学
歴
、
性
別
、
地
域
に
よ
り

異
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
特
に
、
収
入

と
人
種
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
た
。

所
得
の
影
響
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に

分
析
し
たBurns &

 Graefe

（2006

）は
、

国
有
林
の
利
用
意
向
が
低
所
得
者
層
で

消
極
的
で
あ
り
、
有
料
化
の
支
持
が
低
い

こ
と
を
確
認
し
た
。
た
だ
し
、
も
と
も
と

低
所
得
者
は
ア
ウ
ト
ド
ア
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
へ
の
関
心
が
低
い
た
め
、
低
所
得
者

層
の
利
用
意
欲
を
有
料
化
が
阻
害
し
て
い

る
と
ま
で
は
言
え
ず
、
そ
の
関
連
は
複
雑

で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。
現
在
、
こ
れ

ら
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
高
齢
者
や
子

ど
も
の
割
引
、
無
料
開
放
な
ど
が
行
わ
れ

て
い
る
。

同
時
に
、
実
証
実
験
を
行
っ
た
国
立
公
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13 特集◉入山料を問う
特集 2 国立公園の有料化に対する利用者の意識——アメリカ有料化実証実験と大雪山における意識調査から

園
の
自
然
保
護
官
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

も
報
告
さ
れ
て
い
る（Field, et al., 1998

）。

そ
れ
に
よ
る
と
、
有
料
化
に
よ
る
利
用
者

の
減
少
や
、
地
元
住
民
の
利
用
回
数
が
減

少
す
る
と
い
っ
た
傾
向
の
変
化
は
見
ら
れ

ず
、
利
用
者
と
地
元
に
好
意
的
に
受
け
止

め
ら
れ
て
い
る
と
の
回
答
が
大
半
で
あ
っ

た
。
有
料
化
で
収
入
を
保
持
で
き
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
現
場
の
裁
量
で
さ
ま
ざ
ま
な

事
業
の
執
行
が
可
能
と
な
り
、
施
設
の

改
修
や
新
設
が
進
ん
だ
こ
と
が
分
か
っ
た

（
写
真
２
）。

た
だ
し
、
資
金
の
配
分
や
事
業
計
画
の

立
案
・
承
認
な
ど
の
作
業
が
増
加
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
専
門
技
術
や
会
計
処
理
の

で
き
る
職
員
の
不
足
が
顕
在
化
し
た
。
こ

れ
ら
の
現
場
の
声
を
受
け
て
、
実
証
実
験

で
の
収
入
に
よ
る
事
業
の
執
行
は
、
年
度

を
ま
た
い
で
延
長
し
て
よ
い
と
い
う
措
置

も
取
ら
れ
た
。

大
雪
山
登
山
者
の

協
力
金
に
対
す
る
意
識

有
料
化
に
対
す
る
利
用
者
の
意
識
に
つ

い
て
は
、
我
が
国
で
も
調
査
が
行
わ
れ
て

い
る
。

２
０
０
１
年
（
平
成
13
年
）
の
環
境
省

に
よ
る
国
立
公
園
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
、

２
０
１
３
年
（
平
成
25
年
）
の
内
閣
府
に

よ
る
国
勢
調
査
な
ど
が
あ
り
、
国
立
公
園

内
の
保
護
や
施
設
整
備
の
た
め
の
利
用
者

の
負
担
や
、
入
園
料
の
望
ま
し
い
金
額
に

つ
い
て
調
査
し
て
い
る
。
し
か
し
、
各
地

で
導
入
が
増
え
て
い
る
協
力
金
の
あ
り
方

や
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
調
査

は
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
報
告
さ
れ

て
い
る
事
例
は
少
な
い
。

こ
こ
で
、
避
難
小
屋
の
利
用
や
ト
イ
レ

の
利
用
に
協
力
金
が
導
入
さ
れ
て
い
る
大

雪
山
国
立
公
園
の
登
山
者
の
意
識
調
査
の

結
果
を
紹
介
し
よ
う
。

大
雪
山
国
立
公
園
で
は
、黒
岳
石
室
お

よ
び
白
雲
岳
避
難
小
屋
（
以
下
、
白
雲

小
屋
）、
野
営
指
定
地
の
宿
泊
、
黒
岳
石

室
バ
イ
オ
ト
イ
レ
（
以
下
、
黒
岳
ト
イ

レ
）
の
使
用
、
姿
見
の
池
探
勝
歩
道
（
以

下
、
姿
見
）
の
入
域
の
際
に
協
力
金
の
支

払
い
を
登
山
者
に
依
頼
し
て
い
る
。
中
で

も
黒
岳
ト
イ
レ
は
、
お
が
く
ず
の
交
換
・

処
理
費
用
の
約
半
分
を
協
力
金
の
収
入

に
依
存
し
て
お
り
、
無
人
の
募
金
箱
に
入

れ
る
こ
と
を
依
頼
し
て
い
る
協
力
金
の
徴

収
率
を
上
げ
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
（
写
真
３
）。

調
査
は
、
層
雲
峡
温
泉
・
黒
岳
石

室
・
白
雲
小
屋
・
姿
見
・
旭
岳
温
泉
で
、

２
０
０
８
年
（
平
成
20
年
）
７
月
か
ら
９

月
に
か
け
て
意
識
調
査
用
紙
を
配
布
し
、

郵
送
で
回
収
し
た
。
有
効
回
答
率
は
47
・

４
％
で
、
６
２
６
人
か
ら
回
答
を
得
た
。

協
力
金
の
認
知
度
は
、
黒
岳
ト
イ
レ
で

60
％
と
最
も
高
く
、姿
見
で
20
％
以
下
と

場
所
に
よ
り
大
き
く
異
な
っ
た
。

現
在
の
協
力
金
の
改
善
点
に
つ
い
て

聞
い
た
と
こ
ろ
、“
徴
収
場
所
を
増
や
す
”

こ
と
と
、“
徴
収
方
法
を
変
え
る
”
こ
と

が
多
く
選
択
さ
れ
た
。
徴
収
場
所
は
、“
登

山
口
”
と
“
各
施
設
”
の
両
方
が
望
ま
し

い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

徴
収
方
法
は
、“
有
人
で
の
徴
収
”
が

最
も
望
ま
し
い
と
回
答
さ
れ
、
次
に
“
ガ

イ
ド
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
料
金
に
含

め
て
徴
収
”
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ

れ
た
。現
状
の
黒
岳
ト
イ
レ
の
よ
う
に“
無

人
で
の
徴
収
”
を
望
む
登
山
者
は
最
も
少

な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
登
山
道
や
野
営
地
、
ト
イ
レ

な
ど
の
施
設
ご
と
の
管
理
に
お
い
て
、
公

費
、
協
力
金
、
利
用
料
の
い
ず
れ
か
、
ま

た
は
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
の
望
ま
し
さ

を
質
問
し
た
。

そ
の
結
果
、
全
体
的
に
は
“
公
費
と
利

用
料
”“
公
費
と
協
力
金
”
の
組
み
合
わ

せ
が
多
く
支
持
さ
れ
、“
公
費
の
み
”“
協

写真３ 黒岳石室バイオトイレ（筆者撮影）

図１  施設ごとの管理費用の負担のあり方

登山道の補修

パトロールや清掃

登山口の駐車場

避難小屋

野営指定地

山岳トイレ

0 20 40 60 80 100
回答比率（％）

公費のみ 公費と協力金 公費と利用料 協力金のみ 利用料のみ
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力
金
の
み
”
で
維
持
管
理
す
べ
き
と
の
回

答
は
少
な
か
っ
た（
図
１
）。

た
だ
し
、
施
設
に
よ
っ
て
回
答
は
異
な

り
、
登
山
道
の
補
修
や
パ
ト
ロ
ー
ル
・
清

掃
は
“
公
費
の
み
”、
ま
た
は
“
公
費
と

協
力
金
”
が
望
ま
し
い
と
す
る
比
率
が
や

や
高
く
、
駐
車
場
や
避
難
小
屋
、
野
営
指

定
地
、山
岳
ト
イ
レ
は
“
公
費
と
利
用
料
”

の
組
み
合
わ
せ
が
望
ま
し
い
と
す
る
比
率

が
高
か
っ
た
。
特
に
登
山
口
の
駐
車
場
と

野
営
指
定
地
で
、“
利
用
料
の
み
”
が
望

ま
し
い
と
す
る
回
答
が
や
や
多
く
、
各
施

設
の
便
宜
を
受
け
る
対
象
に
よ
り
、
登
山

者
は
公
費
と
受
益
者
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を

考
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

ま
と
め

富
士
山
の
協
力
金
の
徴
収
や
世
論
調
査

の
結
果
に
お
い
て
も
、
利
用
者
が
何
ら
か

の
負
担
を
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
は
少
な
い
。

我
が
国
の
行
政
や
公
園
管
理
の
仕
組

み
に
対
応
し
た
入
園
料
や
協
力
金
の
あ
り

方
を
、
国
と
し
て
方
向
性
を
示
す
べ
き
時

期
が
来
て
い
る
。
公
平
性
や
意
思
決
定
プ

ロ
セ
ス
に
何
の
原
則
や
配
慮
事
項
も
定
め

ず
、
各
地
域
の
議
論
だ
け
に
委
ね
て
い
て

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
園
で
は
有
料
化
実

証
実
験
に
お
い
て
、
利
用
者
や
管
理
者
の

意
識
調
査
も
行
い
、
有
料
化
の
目
的
や
使

途
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
低
所
得
者
な
ど

に
配
慮
し
た
公
平
な
仕
組
み
、
金
額
の
設

定
や
有
料
化
の
意
思
決
定
に
利
害
関
係

者
を
含
め
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
も
定
期
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
研

究
は
実
施
さ
れ
て
お
り
、
各
公
園
で
説
明

会
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
意
見
を
反

映
し
た
金
額
の
改
定
や
運
用
が
行
わ
れ
て

い
る
。

我
が
国
で
は
、
そ
も
そ
も
利
用
者
数
や

利
用
者
の
満
足
度
に
対
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
が
不
十
分
で
、
協
力
金
の
課
題
を
検
討

す
る
デ
ー
タ
が
不
足
し
て
い
る
。
各
公
園

や
施
設
の
管
理
コ
ス
ト
も
明
示
し
た
上
で
、

デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
議
論
が
各
地
で
行
わ

れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

知
床
国
立
公
園
知
床
五
湖
の
利
用
調

整
地
区
の
導
入
で
は
、
事
前
の
モ
ニ
タ
ー

ツ
ア
ー
の
結
果
や
利
用
者
の
意
識
調
査
の

結
果
も
協
議
会
に
報
告
さ
れ
、
認
定
事

業
者
の
詳
細
な
運
用
コ
ス
ト
の
計
算
結
果

と
有
料
化
に
よ
る
観
光
事
業
や
地
域
関

係
者
へ
の
影
響
も
配
慮
し
な
が
ら
認
定
手

数
料
の
議
論
が
進
め
ら
れ
た
（
愛
甲
・
大

場
、
２
０
１
４
）。

手
数
料
の
議
論
が
最
も
時
間
を
要
し

た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
地
域
と
利
用

者
に
大
き
な
混
乱
も
な
く
受
け
入
れ
ら

れ
る
制
度
が
構
築
さ
れ
た
。
有
料
化
に

向
け
た
議
論
は
、
資
源
の
質
や
保
護
の
目

的
、
管
理
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
と

な
り
、
地
域
の
関
係
者
、
住
民
を
含
め
た

学
習
の
機
会
と
な
り
得
る
（Laarm

an 
&

 Gregersen, 1996

）。

各
地
で
協
力
金
の
徴
収
が
課
題
と
な

る
今
、
管
理
者
と
利
用
者
、
利
害
関
係

者
を
中
心
に
、
広
範
な
国
民
的
議
論
を

す
べ
き
時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
あ
い
こ
う　

て
つ
や
）
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愛
甲
哲
也
（
あ
い
こ
う 

て
つ
や
）

北
海
道
大
学
大
学
院
農
学
研
究
院
准
教
授
。
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
自
然
環
境
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
や
、

自
然
保
護
地
の
管
理
、
都
市
公
園
の
設
計
と
管
理
を
中

心
に
研
究
。
大
雪
山
の
登
山
道
管
理
水
準
、
利
尻
山
の

登
山
の
あ
り
方
検
討
、
沖
縄
県
の
持
続
可
能
な
観
光

地
づ
く
り
、
知
床
世
界
遺
産
の
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
戦
略
、

礼
文
島
の
生
物
多
様
性
戦
略
な
ど
に
関
わ
る
。
市
民

団
体
「
山
の
ト
イ
レ
を
考
え
る
会
」
事
務
局
長
と
し
て
、

ロ
ー
イ
ン
パ
ク
ト
な
登
山
の
普
及
啓
発
に
も
取
り
組
む
。

主
な
著
作
と
し
て
、『
自
然
公
園
シ
リ
ー
ズ
：
利
用
者

の
行
動
と
体
験
』（
古
今
書
院
、
２
０
０
８
）、『
地
域
資

源
を
守
っ
て
い
か
す
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム 

人
と
自
然
の
共

生
シ
ス
テ
ム
』（
講
談
社
、
２
０
１
１
）
な
ど
。
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・田村剛「国立公園の入園料について」（『国立公園』84〔2006年644

号に再掲〕、19. 1956年）
・伊藤太一「自然地域レクリエーション計画における有料化の展開」
（『森林計画学会誌』39（2）、 183–196. 2005年）
・Absher, J., Graefe, A., and Burns, R.C.（2008）. Longitudinal 

monitoring of public reactions to the U.S. Forest Service 
recreation fee program. In Siegrist, D. ; Clivaz, C. ; Hunziker, 
M. ; and Iten, S.（eds.） Visitor management in nature-based 
tourism, strategies, and success factors for recreation and 
protected areas. Series 1, 9–14.

・Laarman, J.G., & Gregersen, H.M.（1996）. Pricing policy in na-
ture-based tourism. Tourism Management, 17（4）, 247–254.

・Solop, F.I., Hagen, K.K., & Ostergren, D.（2003）. National Park 
Service Fees: An Examination of Public Attitudes Technical 
Report. National Park Service, Social Science Program & 
Northern Arizona University, 28pp.

・Bowker, J.M., Cordell, H.K., & Johnson, C.Y.（1999）. User fees 
for recreation services on public lands : A national assess-
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特集3 データに基づいた富士山入山料の多角的分析

第
一
に
、
環
境
経
済
学
で
開
発
さ
れ
た

「
ト
ラ
ベ
ル
コ
ス
ト
法
」
を
用
い
る
こ
と
で
、

富
士
山
の
入
山
料
の
効
果
を
分
析
す
る
。

ト
ラ
ベ
ル
コ
ス
ト
法
と
は
旅
費
と
登
山
者

数
の
関
係
を
分
析
す
る
手
法
で
あ
り
、
海

外
で
は
多
数
の
環
境
政
策
に
用
い
ら
れ
て

い
る
実
践
的
な
分
析
手
法
で
あ
る
。

第
二
に
、
富
士
山
で
実
施
さ
れ
た
入
山

料
が
ど
の
よ
う
に
効
果
を
も
た
ら
し
た
の

か
を
事
後
的
に
デ
ー
タ
に
よ
り
検
証
す
る
。

２
０
１
４
年
（
平
成
26
年
）
の
富
士
山

の
登
山
者
数
は
２
０
１
３
年（
平
成
25
年
）

に
比
べ
て
約
２
万
５
千
人
の
減
少
と
な
っ

た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
入
山
料
の
本
格

導
入
だ
け
で
は
な
く
、
マ
イ
カ
ー
規
制
の

強
化
や
台
風
や
天
候
不
順
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ

れ
ら
の
要
因
が
登
山
者
数
に
及
ぼ
し
た
影

響
を
統
計
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
入
山

料
の
効
果
を
検
証
す
る
。

そ
し
て
、
第
三
に
、
こ
れ
ら
の
分
析
結

果
を
基
に
、
富
士
山
入
山
料
の
今
後
の
課

題
を
検
討
す
る
。

ト
ラ
ベ
ル
コ
ス
ト
法
と
は

富
士
山
で
は
、
１
人
当
た
り
１
０
０
０

円
を
任
意
で
支
払
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
、
富
士
山
の
入

山
料
は
妥
当
な
金
額
と
言
え
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
で
、
環
境
経
済
学
で
開
発
さ
れ

た
「
ト
ラ
ベ
ル
コ
ス
ト
法
」
を
用
い
て
富

士
山
入
山
料
の
効
果
を
分
析
し
た
。

ト
ラ
ベ
ル
コ
ス
ト
法
は
登
山
者
が
支
払

っ
た
旅
費
と
登
山
者
数
の
関
係
を
統
計
的

に
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
富

士
山
か
ら
遠
く
離
れ
た
北
海
道
や
九
州
か

ら
富
士
山
を
訪
問
す
る
と
高
い
旅
費
を
支

払
う
必
要
が
あ
る
た
め
登
山
す
る
人
の
比

率
は
比
較
的
低
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対

し
て
、
静
岡
・
山
梨
な
ど
の
近
隣
地
域
か

ら
の
訪
問
で
あ
れ
ば
旅
費
は
低
い
の
で
登

山
者
の
比
率
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

２
０
１
４
年
（
平
成
26
年
）
か
ら
富
士

山
で
入
山
料
（
富
士
山
保
全
協
力
金
）
の

本
格
導
入
が
開
始
さ
れ
た
。

入
山
料
に
は
、
登
山
者
に
料
金
を
課

す
こ
と
で
登
山
者
数
を
抑
制
す
る
役
割

と
、
入
山
料
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
収
入
を

環
境
対
策
や
安
全
対
策
に
用
い
る
こ
と
で

登
山
者
に
も
保
全
費
用
の
一
部
を
負
担
し

て
も
ら
う
役
割
が
あ
る
。

富
士
山
の
入
山
料
は
、
登
山
者
に
対

し
て
１
０
０
０
円
を
任
意
で
払
っ
て
も

ら
う
仕
組
み
で
あ
る
。
地
元
自
治
体
は

２
０
１
３
年
（
平
成
25
年
）
の
試
験
導
入

の
結
果
を
基
に
、
任
意
で
も
80
％
の
登
山

者
が
支
払
う
と
予
想
し
て
い
た
。

だ
が
、
２
０
１
４
年
の
徴
収
率
は
山
梨

栗
山  

浩
一 3

デ
ー
タ
に
基
づ
い
た

富
士
山
入
山
料
の
多
角
的
分
析

京
都
大
学
大
学
院
農
学
研
究
科
　
教
授

側
で
56
％
、
静
岡
側
で
41
％
と
想
定
を
大

き
く
下
回
り
、
入
山
料
の
制
度
見
直
し
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

な
ぜ
デ
ー
タ
分
析
が

必
要
な
の
か

試
験
導
入
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
予
想
に
反
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
１
０
０
０
円
を
任
意
で

徴
収
す
る
現
行
制
度
の
ど
こ
に
問
題
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、
富
士
山
の
入
山
料
が
登
山

者
に
及
ぼ
す
効
果
を
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て

分
析
す
る
こ
と
で
、
富
士
山
入
山
料
の
現

行
制
度
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
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の
よ
う
に
、
各
地
域
か
ら
の
旅
費
と
登
山

者
数
と
の
関
係
を
見
る
こ
と
で
、
入
山
料

が
導
入
さ
れ
て
旅
費
が
上
昇
し
た
時
に
登

山
者
数
が
ど
れ
だ
け
低
下
す
る
か
を
予
測

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

富
士
山
の
過
去
の
登
山
者
デ
ー
タ
を
基

に
ト
ラ
ベ
ル
コ
ス
ト
法
に
よ
る
分
析
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
図
１
の
結
果
が
得
ら
れ
た
。

縦
軸
は
各
地
域
か
ら
富
士
山
ま
で
の
往
復

旅
費
、
横
軸
は
人
口
１
０
０
０
人
当
た
り

の
登
山
者
数
を
示
し
て
い
る
。
図
の
曲
線

は
、
各
地
域
の
デ
ー
タ
を
基
に
推
定
し
た

結
果
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
旅
費
が

高
い
地
域
ほ
ど
登
山
者
数
が
低
下
し
て
い

る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

入
山
料
の

登
山
者
抑
制
効
果
は
４
％

こ
の
推
定
結
果
を
基
に
入
山
料
の

効
果
を
予
測
し
た
と
こ
ろ
、
入
山
料
が 

１
０
０
０
円
の
場
合
、
登
山
者
を
抑
制

す
る
効
果
は
わ
ず
か
４
％
に
す
ぎ
な
い

こ
と
が
分
か
っ
た
。

富
士
山
に
は
全
国
各
地
か
ら
登
山
者

が
集
ま
っ
て
お
り
、
登
山
者
が
支
払
っ
て

い
る
旅
費
は
平
均
で
２
万
円
を
超
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
登
山
者
は
富
士
山
に
２
万

円
以
上
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示

唆
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
入
山
料
と
し

て 

１
０
０
０
円
が
徴
収
さ
れ
た
と
し
て

も
、
多
く
の
登
山
者
は
登
山
を
中
止
せ
ず

入
山
料
を
支
払
っ
て
登
山
を
続
け
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
結
果
、
１
０
０
０
円
の
入

山
料
で
は
登
山
者
の
抑
制
効
果
は
極
め
て

低
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
入
山
料
に
は
入
山
料
収
入
と
い

う
も
う
一
つ
の
効
果
が
あ
る
。
そ
の
額
が

１
０
０
０
円
で
あ
っ
て
も
、
約
30
万
人
の

登
山
者
か
ら
徴
収
で
き
れ
ば
入
山
料
収

入
は
約
３
億
円
と
な
る
。
し
か
し
、
富
士

山
の
入
山
料
は
強
制
徴
収
で
は
な
く
任
意

の
協
力
金
で
あ
る
た
め
、
相
当
の
登
山
者

は
入
山
料
を
支
払
わ
な
い
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
事
実
、２
０
１
４
年
（
平
成
26
年
）

で
は
徴
収
率
は
山
梨
側
で
56
％
、
静
岡
側

で
41
％
に
す
ぎ
ず
、
入
山
料
を
支
払
っ
た

人
は
全
体
の
半
分
程
度
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
入
山
料
を
徴
収
す
る
た
め
に
は

人
員
を
配
置
す
る
必
要
が
あ
り
、
徴
収
の

た
め
の
人
件
費
も
無
視
で
き
な
い
金
額
と

な
る
。
こ
の
た
め
、
入
山
料
収
入
だ
け
で

富
士
山
の
環
境
対
策
や
安
全
対
策
の
費

用
を
全
て
負
担
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

な
ぜ
試
験
導
入
と
異
な
る

結
果
と
な
っ
た
の
か

２
０
１
３
年
（
平
成
25
年
）
７
月
25
日

（
木
）～
８
月
３
日
（
土
）
に
入
山
料
の
試

験
導
入
を
行
っ
た
時
に
、地
元
自
治
体（
山

梨
県
・
静
岡
県
）
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
79
％
の
回
答
者
が
入
山
料
に
賛
成

と
回
答
し
て
い
た
。
こ
れ
を
基
に
、
地
元

自
治
体
は
入
山
料
が
登
山
者
に
受
け
入

れ
ら
れ
て
お
り
、
登
山
者
の
８
割
は
入
山

料
を
支
払
う
と
予
想
し
、
１
０
０
０
円
を

任
意
で
徴
収
す
る
制
度
の
本
格
導
入
が

決
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、２
０
１
４
年（
平
成
26
年
）の

本
格
導
入
時
に
は
徴
収
率
は
半
分
程
度

で
あ
り
、
し
か
も
２
０
１
４
年
の
富
士
山

の
登
山
者
数
が
２
０
１
３
年
に
比
べ
て
約

２
万
５
千
人
の
減
少
と
な
っ
た
こ
と
か
ら

入
山
料
収
入
は
地
元
自
治
体
の
予
想
額

を
大
幅
に
下
回
る
結
果
と
な
っ
た
。

な
ぜ
、
試
験
導
入
と
本
格
導
入
で
異

な
る
結
果
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、

２
０
１
３
年
の
試
験
導
入
時
と
２
０
１
４

年
の
本
格
導
入
時
の
入
山
料
が
登
山
者

に
及
ぼ
し
た
効
果
を
デ
ー
タ
で
分
析
す
る

必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
富
士
山
の
登
山

者
数
に
及
ぼ
す
要
因
に
は
、
入
山
料
の
本

格
導
入
だ
け
で
は
な
く
、
マ
イ
カ
ー
規
制

の
強
化
や
台
風
の
よ
う
な
天
候
不
順
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

で
、
統
計
分
析
に
よ
り
、
各
要
因
の
影
響

を
区
分
し
、
入
山
料
の
効
果
を
識
別
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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出典：栗山浩一「富士山入山料の効果について」京都大学記者発表資料、2013年6月4日

図１  富士山までの旅費と登山者数の関係
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登
山
者
数
の
決
定
要
因
と

入
山
料
の
効
果

そ
こ
で
、
富
士
山
の
日
別
登
山
者
数
の

決
定
要
因
を
分
析
す
る
こ
と
で
入
山
料
の

効
果
を
検
討
し
よ
う
。
前
述
の
ト
ラ
ベ
ル

コ
ス
ト
法
に
よ
る
分
析
は
入
山
料
が
導
入

さ
れ
る
前
の
事
前
予
測
で
あ
っ
た
。
一
方
、

以
下
の
分
析
は
入
山
料
が
導
入
さ
れ
た
後

の
事
後
的
な
分
析
で
あ
る
。

環
境
省
は
富
士
山
の
登
山
者
数
を
日
別

で
各
登
山
ル
ー
ト
別
に
集
計
を
行
っ
て
い

る
。
表
１
は
、２
０
１
０
年
（
平
成
22
年
）

か
ら
２
０
１
４
年
（
平
成
26
年
）
の
登
山

者
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
代
表
的
な
登
山
ル

ー
ト
で
あ
る
吉
田
ル
ー
ト（
山
梨
県
側
）

の
日
別
登
山
者
数
の
決
定
要
因
を
推
定

し
た
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
被
説

明
変
数
は
前
年
度
と
比
較
し
た
時
の
日

別
登
山
者
数
の
増
加
分
で
あ
る
。
説
明
変

数
は
降
水
量
、
強
風
、
入
山
料
、
マ
イ
カ

ー
規
制
で
あ
る
。
強
風
、
入
山
料
、
マ
イ

カ
ー
規
制
は
該
当
す
る
日
の
み
１
と
な
る

ダ
ミ
ー
変
数
で
あ
る
。

表
１
に
よ
る
と
降
水
量
の
係
数
は

-9.045

で
あ
り
、
降
水
量
が
１
㎜
増
え
る

こ
と
で
１
日
当
た
り
９
人
の
登
山
者
抑
制

効
果
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た

強
風
の
係
数
を
見
る
と
、
台
風
な
ど
に
よ

り
１
日
当
た
り
３
９
６
人
の
抑
制
効
果
が

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
、
入
山
料
の
係
数
に
よ
る
と
入
山

料
の
効
果
と
し
て
１
日
当
た
り
１
７
８
人

の
登
山
者
抑
制
効
果
と
な
る
も
の
の
、
10

％
水
準
で
も
有
意
で
は
な
く
、
入
山
料
の

効
果
が
統
計
的
に
検
出
で
き
な
い
ほ
ど
弱

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
マ
イ
カ
ー
規
制
の
抑
制
効
果
は

１
日
当
た
り
６
９
４
人
と
高
く
、
し
か
も

統
計
的
に
有
意
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
結
果
を
基
に
、
２
０
１
４
年
に
実

施
さ
れ
た
入
山
料
や
マ
イ
カ
ー
規
制
の
政

策
効
果
を
分
析
し
た
。
入
山
料
や
マ
イ
カ

ー
規
制
な
ど
の
登
山
者
対
策
が
実
施
さ
れ

な
か
っ
た
時
に
比
べ
て
、
登
山
者
対
策
が

実
施
さ
れ
た
こ
と
で
、
登
山
者
数
が
ど
れ

だ
け
抑
制
さ
れ
た
か
を
分
析
し
た
。

そ
の
結
果
、
吉
田
ル
ー
ト
の
入
山
料
の

抑
制
効
果
は
６
％
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
分

か
っ
た
。
ト
ラ
ベ
ル
コ
ス
ト
法
に
よ
る
事

前
予
測
で
は
１
０
０
０
円
の
入
山
料
の
効

果
は
４
％
で
あ
っ
た
が
、
入
山
料
実
施
後

の
事
後
分
析
で
も
近
い
結
果
が
得
ら
れ
た
。

一
方
、
２
０
１
４
年
に
は
マ
イ
カ
ー
規

制
も
強
化
さ
れ
て
い
る
が
、
マ
イ
カ
ー
規

制
の
抑
制
効
果
は
16
％
に
達
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
登
山
者
抑
制
対
策
と
し
て

は
、
入
山
料
よ
り
も
マ
イ
カ
ー
規
制
の
ほ

う
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
が
デ
ー
タ
に
よ

り
裏
付
け
ら
れ
た
。

試
験
導
入
時
と

本
格
導
入
時
で
は

入
山
料
の
効
果
が
異
な
る

と
こ
ろ
で
、２
０
１
３
年
（
平
成
25
年
）

に
実
施
さ
れ
た
入
山
料
試
験
導
入
で
は
８

割
近
く
の
登
山
者
が
入
山
料
に
賛
成
し
て

い
た
が
、
２
０
１
４
年
（
平
成
26
年
）
の

本
格
導
入
で
は
徴
収
率
は
半
分
程
度
で

あ
っ
た
。
な
ぜ
試
験
導
入
と
本
格
導
入
で

結
果
が
異
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
２
０
１
３
年
の
試
験
導
入
時

の
入
山
料
の
効
果
に
つ
い
て
分
析
し
て
み

よ
う
。

表
２
は
２
０
１
３
年
ま
で
の
デ
ー
タ
を

用
い
た
推
定
結
果
で
あ
る
。
降
水
量
や
強

風
の
影
響
は
２
０
１
４
年
ま
で
の
デ
ー
タ

を
用
い
た
表
１
と
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い

が
、
入
山
料
の
抑
制
効
果
が
１
日
当
た
り

３
２
７
人
で
あ
り
、
２
０
１
４
年
の
デ
ー

タ
を
用
い
た
結
果
に
比
べ
て
1.8
倍
の
効
果

と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
２
０
１
３
年

の
試
験
導
入
時
は
本
格
導
入
時
よ
り
も

入
山
料
の
抑
制
効
果
が
高
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

注：表１と同じ。ただし、データは2010年から2013年。

表2  富士山登山者数の決定要因
（入山料の試験導入時）

	 変数	 係数	 t統計量	 p値

 定数項 48.977 0.736 0.463

 降水量 -8.484 -4.183 0.000

 強風 -390.592 -3.265 0.001

 入山料 -326.775 -1.152 0.251

マイカー規制 -924.359 -4.660 0.000

注：環境省が実施した富士山登山者数調査を基に分析。データ
は2010年から2014年の吉田ルートの日別登山者数。被説
明変数は吉田ルートの日別登山者数の同一時期・同一曜日
の前年度に対する増加分。

表１  富士山登山者数の決定要因
（入山料の本格導入後）

	 変数	 係数	 t統計量	 p値

 定数項 -0.543 -0.008 0.994

 降水量 -9.045 -4.429 0.000

 強風 -395.563 -3.625 0.000

 入山料 -177.938 -1.399 0.163

 マイカー規制 -693.725 -4.480 0.000
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18

こ
の
原
因
に
は
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
２
０
１
３
年
の
試
験
導
入
時
は
10

日
間
だ
け
入
山
料
を
徴
収
し
た
た
め
、
入

山
料
を
払
い
た
く
な
い
登
山
者
は
入
山
料

を
徴
収
し
な
い
別
の
期
間
に
登
山
時
期
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
２
０
１
３
年

の
入
山
料
の
抑
制
効
果
が
高
い
の
は
、
こ

う
し
た
別
の
時
期
に
登
山
を
変
更
す
る
効

果
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、
入
山
料
を
払
っ
て
も
構
わ

な
い
人
が
試
験
導
入
期
間
に
集
中
す
る
こ

と
に
な
り
、
試
験
導
入
時
に
実
施
し
た
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
８
割
が
入
山
料
に
賛
成
と

い
う
結
果
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
試
験
導
入
の
時
は
、
も
と
も
と

入
山
料
に
賛
成
の
人
が
集
ま
っ
て
い
た
の

で
、
賛
成
の
比
率
が
高
か
っ
た
だ
け
で
あ

り
、
登
山
者
全
体
の
意
向
を
示
し
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
２
０
１
４
年
の
本
格
導
入
時
に

は
長
期
間
に
わ
た
り
入
山
料
を
徴
収
し
た

た
め
、
入
山
料
を
払
い
た
く
な
い
人
で
あ

っ
て
も
入
山
料
の
徴
収
時
期
に
登
山
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
入
山
料
の
登
山
者
抑
制
効

果
は
弱
い
た
め
、
登
山
を
取
り
や
め
る
ほ

ど
の
効
果
は
期
待
で
き
な
い
。
入
山
料
を

払
い
た
く
な
い
人
は
、
入
山
料
を
払
わ
ず

に
登
山
を
行
い
、
徴
収
率
が
半
分
ま
で
低

下
す
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

デ
ー
タ
に
基
づ
い
た

入
山
料
制
度
の
あ
り
方

と
は

以
上
の
分
析
結
果
を
基
に
現
在
の
入

山
料
制
度
の
問
題
点
と
今
後
の
課
題
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
現
在
の
入
山
料
導
入
の
際
に

は
、
登
山
者
に
対
す
る
需
要
分
析
が
行
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
。

入
山
料
の
設
定
や
任
意
徴
収
は
、
あ

く
ま
で
も
徴
収
の
し
や
す
さ
と
い
う
行
政

的
観
点
か
ら
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
登

山
者
に
対
す
る
市
場
調
査
と
い
う
観
点

か
ら
の
需
要
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
適
切
な
入
山
料
の
設
定
は
、
入
山
料

制
度
を
実
施
す
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
入
山
料
が
登
山
者
に

及
ぼ
す
影
響
を
分
析
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
現
在
の
富
士
山
の
入
山
料
は

登
山
者
抑
制
効
果
が
極
め
て
弱
い
。

ト
ラ
ベ
ル
コ
ス
ト
法
に
よ
る
事
前
分
析

で
も
、
日
別
登
山
者
数
を
用
い
た
事
後
分

析
で
も
、
ど
ち
ら
も
１
０
０
０
円
の
入
山

料
で
は
登
山
者
抑
制
効
果
は
極
め
て
弱
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
富
士
山
の
登
山
者

は
平
均
２
万
円
を
超
え
る
旅
費
を
支
払
っ

て
お
り
、
わ
ず
か
１
０
０
０
円
の
入
山
料

で
は
登
山
者
を
抑
制
す
る
効
果
は
ほ
と
ん

ど
期
待
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
マ
イ

カ
ー
規
制
な
ど
他
の
手
段
と
併
用
し
な
い

限
り
登
山
者
の
抑
制
は
困
難
で
あ
る
。

第
三
に
、
今
後
は
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た

入
山
料
制
度
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

２
０
１
３
年
（
平
成
25
年
）
の
試
験
導

入
時
に
は
登
山
者
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

を
実
施
し
、
こ
れ
を
基
に
入
山
料
の
本
格

導
入
が
決
め
ら
れ
た
が
、
わ
ず
か
10
日
間

の
試
行
期
間
デ
ー
タ
だ
け
で
入
山
料
が
受

け
入
れ
ら
れ
た
と
判
断
し
た
こ
と
に
限
界

が
あ
っ
た
。

２
０
１
３
年
に
入
山
料
を
試
験
的
に
導

入
し
た
10
日
間
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以

外
の
期
間
も
同
様
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

し
て
い
れ
ば
、２
０
１
４
年
（
平
成
26
年
）

の
本
格
導
入
時
に
徴
収
率
が
半
分
程
度

ま
で
低
下
す
る
こ
と
は
予
測
可
能
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

今
後
、
富
士
山
の
入
山
料
制
度
の
見

直
し
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

が
、
今
後
は
登
山
者
に
対
す
る
調
査
を
継

続
的
に
実
施
し
、
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
制

度
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
富
士
山
以
外
で
も
多
く
の
地
域

で
入
山
料
や
マ
イ
カ
ー
規
制
な
ど
の
検
討

が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
新
た
に
制
度
を

導
入
す
る
時
に
は
、
事
前
に
登
山
者
に
対

す
る
市
場
調
査
を
適
切
に
実
施
し
、
政

策
の
効
果
を
入
念
に
分
析
し
た
上
で
制
度

設
計
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
く
り
や
ま　

こ
う
い
ち
）
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栗
山
浩
一
（
く
り
や
ま 

こ
う
い
ち
）

京
都
大
学
大
学
院
農
学
研
究
科
教
授
。
１
９
６
７
年

大
阪
府
生
ま
れ
。
専
門
は
環
境
経
済
学
。
１
９
９
２
年

京
都
大
学
農
学
部
卒
業
。
１
９
９
４
年
京
都
大
学
大
学

院
農
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
。
博
士
（
農
学
）。
北

海
道
大
学
農
学
部
助
手
、
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学

部
専
任
講
師
、
助
教
授
、
教
授
を
経
て
２
０
０
９
年
よ

り
現
職
。
主
要
著
書
と
し
て
、
栗
山
浩
一・
柘
植
隆
宏
・

庄
子
康
『
初
心
者
の
た
め
の
環
境
評
価
入
門
』 （
勁
草

書
房
、
２
０
１
３
年
）、
栗
山
浩
一
・
馬
奈
木
俊
介
『
環

境
経
済
学
を
つ
か
む 

第
２
版
』（
有
斐
閣
、
２
０
１
２

年
）、
栗
山
浩
一
・
庄
子
康
編
著
『
環
境
と
観
光
の
経

済
評
価　

国
立
公
園
の
維
持
と
管
理
』（
勁
草
書
房
、

２
０
０
５
年
）
な
ど
多
数
。
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え
、
島
民
の
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。

山
岳
地
域
に
は
、
ヤ
ク
ス
ギ
と
呼
ば
れ

る
杉
の
老
齢
樹
が
自
生
し
、
と
り
わ
け
縄

文
杉
の
知
名
度
は
高
い
。
自
然
休
養
林
と

し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
白
谷
雲
水
峡
も
エ

コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
よ
く
行
わ
れ
る
観
光
地

で
あ
る
。
１
９
９
３
年
（
平
成
５
年
）
12

月
、
独
特
の
山
岳
景
観
や
、
植
生
の
垂

直
分
布
が
評
価
さ
れ
、
島
の
21
％
が
世

界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
こ
の
他

に
、
１
９
２
２
年
（
大
正
11
年
）
の
保
護

林
、
１
９
２
４
年
（
大
正
13
年
）
の
天
然

記
念
物
「
ス
ギ
原
始
林
」、
１
９
６
４
年

（
昭
和
39
年
）
の
国
立
公
園
、
１
９
８
０

年（
昭
和
55
年
）の
生
物
圏
保
存
地
域（
日

本
国
内
の
通
称
：
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
）

と
い
っ
た
、
保
護
地
域
の
指
定
・
認
定
・

登
録
な
ど
が
重
層
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
１
９
２
０
年
代
か
ら
１
９
７
０

年
ま
で
、
国
有
林
内
に
は
森
林
鉄
道
を

敷
設
し
、
山
岳
地
域
に
は
小
杉
谷
や
石
塚

と
い
っ
た
林
業
集
落
が
存
在
し
て
い
た
。

問
題
の
顕
在
化

「
縄
文
杉
」（
最
初
は「
大
岩
杉
」と
公
表
）

が
発
見
さ
れ
た
の
は
１
９
６
６
年
（
昭
和

41
年
）
だ
っ
た
。
当
時
の
屋
久
島
の
山
は
、

大
学
の
登
山
部
な
ど
が「
探
検
」す
る「
秘

境
」
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
１
９
８
０
年
代

に
な
る
と
、
縄
文
杉
の
下
側
の
土
壌
が
流

さ
れ
、
樹
勢
が
弱
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
始
め
た
。
宮
之
浦
岳
周
辺
の
奥
岳

も
、
登
山
道
の
荒
廃
が
散
見
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。

縄
文
杉
に
つ
い
て
は
、１
９
８
４
年
（
昭

和
59
年
）
の
縄
文
杉
保
護
対
策
協
議
会
、

１
９
９
１
年
（
平
成
３
年
）
の
屋
久
島
縄

文
杉
登
山
の
あ
り
方
検
討
会
と
い
っ
た
検

討
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
を

受
け
て
、１
９
９
２
年
度
（
平
成
４
年
度
）

か
ら
登
山
客
に
対
し
て
、
土
砂
置
き
場
か

ら
土
砂
を
運
び
、
縄
文
杉
の
根
元
に
ま
く

こ
と
を
、
鹿
児
島
県
が
呼
び
か
け
た
（
生

命
の
砂
一
握
り
運
動
）。
し
か
し
、
島
外

か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
土
砂
を
、
縄
文
杉
の

根
元
に
ま
く
こ
と
に
対
し
て
批
判
が
出
さ

れ
、
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
運
動
は
定
着
し

な
か
っ
た
。

１
９
８
０
年
代
後
半
、
リ
ゾ
ー
ト
開
発

の
波
が
屋
久
島
の
山
岳
地
域
に
も
押
し
寄

せ
た
。
川
崎
製
鉄
や
三
菱
重
工
が
事
業
主

体
と
な
っ
て
、
里
か
ら
２
㎞
強
の
区
間
に

ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
を
新
設
し
、
一
般
観
光
客

で
も
縄
文
杉
の
訪
問
を
可
能
と
す
る
構
想

が
持
ち
上
が
っ
た
（
柴
崎
、
２
０
１
３
）。

し
か
し
な
が
ら
、
研
究
者
、
自
然
保
護

団
体
、
地
元
住
民
か
ら
強
い
批
判
を
受
け
、

ま
た
バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し
た
こ
と
に
よ

り
、
構
想
の
実
現
化
は
中
止
さ
れ
た
。
屋

本
稿
で
は
、
屋
久
島
の
山
岳
地
域
を
め

ぐ
る
種
々
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
（
対
立
、
論

争
）
を
紹
介
し
な
が
ら
、
入
山
料
・
入
山

規
制
を
含
む
山
岳
地
域
の
あ
り
方
を
議

論
す
る
。

屋
久
島
の
概
要

屋
久
島
（
鹿
児
島
県
屋
久
島
町
）
は
、

種
子
島
の
西
に
位
置
す
る
ほ
ぼ
円
形
の
島

（
５
０
５
㎢
）
で
あ
り
、
２
０
１
４
年
（
平

成
26
年
）
７
月
末
現
在
、
海
沿
い
に
24

集
落
が
あ
り
、
１
万
３
２
３
１
人
が
生
活

し
て
い
る
。
島
の
中
心
部
に
、
九
州
最
高

峰
の
宮
之
浦
岳
（
１
９
３
６
ｍ
）
に
代
表

さ
れ
る
奥
岳
と
称
さ
れ
る
山
並
み
が
そ
び

柴
崎  

茂
光

19 特集◉入山料を問う
特集 4 入山料を取れば、入山規制を行えば、屋久島の山岳利用問題は解決するのか？

4

入
山
料
を
取
れ
ば
、

入
山
規
制
を
行
え
ば
、

屋
久
島
の
山
岳
利
用
問
題
は

解
決
す
る
の
か
？
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民
俗
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准
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20

久
島
の
山
域
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
は

「
古
く
て
、
か
つ
現
在
も
続
く
新
し
い
問

題
」
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

利
便
性
が
高
ま
り
、

メ
ディ
ア
の
紹
介
も
あ
り
、

混
雑
す
る
山
に

世
界
遺
産
登
録
直
前
の
時
期
か
ら
、
観

光
客
の
増
加
が
本
格
化
す
る
。
１
９
８
９

年（
平
成
元
年
）に
就
航
し
た
高
速
船（
ホ

バ
ー
ク
ラ
フ
ト
）
に
よ
り
、
交
通
機
関
の

輸
送
力
が
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
が
大
き

い
。
も
ち
ろ
ん
、
世
界
自
然
遺
産
の
登
録

に
よ
る
知
名
度
の
高
ま
り
も
、
観
光
客
増

加
に
影
響
を
与
え
続
け
て
き
た
。
と
り
わ

け
関
東
・
近
畿
地
方
な
ど
大
都
市
圏
か
ら

の
若
年
女
性
客
が
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ
ア
ー

を
利
用
し
な
が
ら
、
縄
文
杉
な
ど
を
目
指

す
と
い
う
観
光
ス
タ
イ
ル
が
定
着
し
て
い

っ
た
。

新
た
な
顧
客
を
受
け
入
れ
る
べ
く
、
縄

文
杉
や
白
谷
雲
水
峡
を
主
な
案
内
先
と

す
る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
・
登
山
ガ
イ
ド
業

が
、
島
内
で
発
達
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一

方
で
、
１
９
９
０
年
代
以
降
、
登
山
道
の

踏
み
荒
ら
し
や
し
尿
処
理
の
問
題
が
深
刻

化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
他
に
、
屋
久
島
の
知
名
度
を
向

上
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
存

在
を
無
視
で
き
な
い
。
２
０
０
２
年
（
平

成
14
年
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
屋
久
島

も
舞
台
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
連

続
テ
レ
ビ
小
説
『
ま
ん
て
ん
』
が
放
映
さ

れ
、
屋
久
島
の
知
名
度
は
さ
ら
に
上
昇
し

た
。
自
然
休
養
林
の
白
谷
雲
水
峡
は
、
宮

崎
駿
氏
の
『
も
の
の
け
姫
』
の
イ
メ
ー
ジ

と
な
っ
た
山
域
と
し
て
う
わ
さ
や
評
判
が

広
が
り
、
一
時
期
、
白
谷
雲
水
峡
は
、「
も

の
の
け
の
森
」
と
し
て
観
光
雑
誌
な
ど
で

紹
介
さ
れ
た
。
２
０
０
９
年（
平
成
21
年
）

に
は
皆
既
日
食
を
屋
久
島
で
観
察
で
き
る

こ
と
も
盛
ん
に
紹
介
さ
れ
、
屋
久
島
は
山

ガ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
、ヒ
ッ
ピ
ー
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
の
人
々
で
あ
ふ
れ
返
っ
た
。

２
０
０
５
年（
平
成
17
年
）以
降
、
山

岳
地
域
、
と
り
わ
け
縄
文
杉
に
向
か
う
ル

ー
ト
の
混
雑
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
よ
う
に

な
る
。
繁
忙
期
に
は
、
１
日
８
０
０
人
を

超
え
る
観
光
客
が
日
帰
り
縄
文
杉
ル
ー

ト
に
集
中
す
る
た
め
、
登
山
道
は
著
し
く

渋
滞
す
る
よ
う
に
な
る
（
写
真
）。
た
だ

し
、
つ
い
に「
縄
文
杉
」に
飽
き
が
や
っ
て

き
た
た
め
か
、
日
食
ブ
ー
ム
以
降
は
、
入

山
者
数
は
漸
減
を
始
め
て
い
る
。

実
施
さ
れ
る

対
策
　
問
題
の
複
雑
化

山
岳
地
域
の
利
用
者
増
加
に
対
し
て
、

環
境
省
・
林
野
庁
・
屋
久
島
町
と
い
っ
た

行
政
機
関
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
と
っ
て

き
た
。

と
り
わ
け
行
政
機
関
が
優
先
的
に
実

施
し
た
対
策
は
、
木
道
や
ト
イ
レ
な
ど
の

施
設
整
備
（
ハ
ー
ド
ニ
ン
グ
）
で
あ
っ
た
。

施
設
整
備
に
よ
り
、
一
時
的
に
は
問
題
が

解
決
し
た
が
、
山
岳
地
域
の
利
便
性
が
向

上
し
た
た
め
、
し
ば
ら
く
す
る
と
よ
り
多

く
の
来
訪
者
を
招
く
こ
と
と
な
り
、
登
山

道
の
踏
み
荒
ら
し
や
、
し
尿
処
理
の
問
題

が
深
刻
化
し
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
な
る
施

設
整
備
が
行
わ
れ
た
が
、
か
え
っ
て
多
く

の
人
を
山
岳
地
域
に
招
く
と
い
っ
た
、
負

の
循
環
に
陥
る
こ
と
と
な
っ
た
。

整
備
が
進
む
一
方
で
、
山
岳
地
域
の
維

持
管
理
費
も
急
増
し
、
管
理
体
系
も
年
々

複
雑
化
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
図
１
と
図

２
は
、
山
岳
地
域
の
維
持
管
理
費
用
に
関

す
る
マ
ネ
ー
フ
ロ
ー
（
お
金
の
流
れ
）
に

つ
い
て
１
９
９
２
年
度
（
平
成
４
年
度
）

と
２
０
０
２
年
度
（
平
成
14
年
度
）
の
状

況
を
表
し
て
い
る
。

線
の
太
さ
は
金
額
の
大
小
を
、
矢
印
の

方
向
は
事
業
費
の
流
れ
を
、
四
角
の
中
の

名
称
は
管
理
団
体
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い

る
。
１
９
９
２
年
度
よ
り
も
、
２
０
０
２

年
度
は
維
持
管
理
費
が
増
大
し
、
お
金
の

流
れ
が
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。
金
額
ベ
ー
ス
で

言
え
ば
、
２
０
０
２
年
度
の
維
持
管
理
費

は
６
４
９
３
万
円
で
、
１
９
９
２
年
度
の

維
持
管
理
費
の
10
・
７
倍
に
ま
で
増
加
し

て
い
た
。

な
お
、
２
０
０
３
年
（
平
成
15
年
）
以

降
も
、
屋
久
島
地
区
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推

観光文化226号 July 2015
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進
協
議
会
（
会
長
は
屋
久
島
町
長
。
以
下
、

エ
コ
ツ
ー
推
進
協
議
会
）、
屋
久
島
山
岳

部
車
両
運
行
対
策
協
議
会（
会
長
は
屋
久

島
町
長
、
屋
久
島
世
界
遺
産
地
域
科
学

委
員
会
な
ど
の
主
体
）
が
設
立
さ
れ
、
複

雑
化
が
進
む
。

維
持
管
理
費
確
保
の
た
め
の
協
力
金

利
用
者
負
担
制
度
（
協
力
金
）
や
入

山
規
制
に
つ
い
て
も
話
を
し
よ
う
。

屋
久
島
で
は
、
利
用
者
負
担
制
度
の

導
入
が
ま
ず
進
め
ら
れ
た
。
１
９
９
３
年

（
平
成
５
年
）
か
ら
林
野
庁
が
所
管
す
る

自
然
休
養
林
の
一
つ
で
あ
る
ヤ
ク
ス
ギ
ラ

ン
ド
を
対
象
と
し
て
、
自
然
休
養
林
内
の

ト
イ
レ
や
施
設
維
持
補
修
の
た
め
に
、
１

人
当
た
り
３
０
０
円
の
森
林
環
境
整
備
推

進
協
力
金
制
度
を
開
始
し
た
。
１
９
９
６

年
（
平
成
８
年
）
か
ら
は
白
谷
雲
水
峡
に

も
同
様
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

こ
の
協
力
金
は
少
額
で
あ
り
、
入
山
者

数
を
抑
制
す
る
と
い
う
目
的
よ
り
も
、
施

設
整
備
の
維
持
管
理
費
を
確
保
す
る
意

味
合
い
が
強
か
っ
た
。

２
０
０
８
年
（
平
成
20
年
）
か
ら
屋
久

21 特集◉入山料を問う
特集 4 入山料を取れば、入山規制を行えば、屋久島の山岳利用問題は解決するのか？
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荒川・白谷
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図１  世界遺産登録前（1992年度）における山岳地域の維持管理体系

注1：①自然休養林への事業（定量的情報が得られなかったため、林野庁直営事業分は除く）②県委託事業③自然保護
監視員事業（内訳を山岳1/2、里地1/4、海岸1/4と仮定）④美化協議会事業⑤町単独事業⑥観光客による森泉売店
での物品購入分

注2：矢印は資金の流れを表す。なお各団体から山岳に延びている矢印は、維持管理のために投じられた諸費用（人
件費、消耗品費、修繕費など）を意味する。   　　　は50万円未満、　　　は50万円以上100万円未満

　　  　　　 は100万円以上500万円未満、　　　    は500万円以上1000万円未満、　　　       は1000万円以上を表す
転載資料：柴崎ら（2006）の図２を改変

図２  世界遺産登録後（2002年度）における山岳地域の維持管理体系

注1：①自然休養林関連事業（協力金を含むが、林野庁直営事業は除く）
②自然休養林関連事業（林野庁直営事業分）③県委託事業（一部町負担含む）④自然保護監視員事業 
⑤美化協議会事業 ⑥サブレン事業⑦パークボランティア事業 ⑧グリーンワーカー事業 ⑨環境省直営事業
⑩山岳部協議会事業 ⑪観光パトロール員事業

転載資料：柴崎ら（2006）の図３を改変
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島
山
岳
部
利
用
対
策
協
議
会
が
主
導
す

る
形
で
、
１
人
当
た
り
５
０
０
円
の
屋
久

島
山
岳
部
保
全
募
金
を
導
入
し
た
。
こ
の

募
金
は
、
避
難
小
屋
ト
イ
レ
の
し
尿
の
人

力
搬
出
や
、
山
岳
地
域
の
ト
イ
レ
の
清
掃

活
動
に
充
て
ら
れ
た
が
、
募
金
だ
け
で
は
、

維
持
管
理
費
用
が
賄
え
ず
、
恒
常
的
な

財
政
問
題
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

入
山
者
数
抑
制
の
た
め
の
規
制

規
制
的
な
手
段
に
つ
い
て
は
、１
９
９
０

年
代
終
盤
か
ら
活
発
に
議
論
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。

例
え
ば
、１
９
９
２
年（
平
成
４
年
）に

鹿
児
島
県
が
策
定
し
た
屋
久
島
環
境
文

化
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
は
、特
定
地
域
へ

の
入
山
に
つ
い
て
事
前
に
は
が
き
な
ど
で

の
応
募
を
募
り
、
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
超
え

な
い
よ
う
に
環
境
キ
ッ
プ
を
発
行
し
、
環

境
保
全
の
参
加
意
識
を
持
っ
て
入
山
を
促

す
仕
組
み
が
提
案
さ
れ
た
。
キ
ッ
プ
が
な

く
と
も
入
山
自
体
は
可
能
で
あ
り
、
強
制

力
を
持
っ
た
制
度
で
は
な
い
。
こ
の
環
境

キ
ッ
プ
制
度
は
提
案
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
。

１
９
９
８
年
（
平
成
10
年
）
に
は
屋

久
島
環
境
文
化
財
団
の
特
別
顧
問
会
議

が
開
催
さ
れ
、
山
岳
地
域
の
混
雑
緩
和
の

た
め
の
入
山
規
制
の
必
要
性
が
提
案
さ
れ

た
。
実
際
、
２
０
０
０
年
（
平
成
12
年
）

か
ら
は
、
縄
文
杉
へ
の
日
帰
り
登
山
口
の

玄
関
口
で
あ
る
荒
川
登
山
口
の
駐
車
ス
ペ

ー
ス
を
確
保
す
る
た
め
に
、
登
山
者
が
最

も
集
中
す
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
限
定

で
、
マ
イ
カ
ー
な
ど
の
車
両
乗
り
入
れ
を

規
制
し
、
荒
川
登
山
バ
ス
（
い
わ
ゆ
る
シ

ャ
ト
ル
バ
ス
）
事
業
が
開
始
さ
れ
た
。
荒

川
登
山
バ
ス
や
貸
し
切
り
バ
ス
の
み
の
乗

り
入
れ
を
認
め
る
荒
川
登
山
バ
ス
事
業
は
、

２
０
０
７
年
（
平
成
19
年
）
か
ら
は
夏
期

に
も
、
２
０
１
０
年
（
平
成
22
年
）
以
降

は
３
月
か
ら
11
月
の
９
カ
月
間
を
通
し
て

実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

登
山
バ
ス
事
業
の
導
入
に
よ
り
、
確
か

に
登
山
口
周
辺
の
駐
車
場
の
混
雑
現
象
は

解
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
荒
川
登
山
バ
ス

や
貸
し
切
り
バ
ス
の
入
り
込
み
総
量
を
規

制
す
る
仕
組
み
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
夏

期
に
登
山
バ
ス
が
導
入
さ
れ
た
後
は
、
縄

文
杉
へ
の
入
山
者
は
さ
ら
に
増
加
し
、
登

山
道
の
混
雑
は
よ
り
ひ
ど
く
な
っ
た
。

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
法
に
よ
る

入
山
規
制
検
討
の
推
移

こ
う
し
た
状
況
で
２
０
０
９
年
（
平
成

21
年
）
に
湧
き
起
こ
っ
た
の
が
、
エ
コ
ツ

ー
リ
ズ
ム
推
進
法
に
の
っ
と
っ
た
入
山
規

制
の
話
だ
っ
た
。

縄
文
杉
に
至
る
大
株
歩
道
周
辺
な
ど
の

地
域
を
特
定
自
然
観
光
資
源
に
指
定
し
、

１
日
当
た
り
の
縄
文
杉
登
山
者
を
４
２
０

人
（
当
初
は
４
３
０
人
。
そ
の
後
変
更
）

と
す
る
屋
久
島
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
全

体
構
想
（
素
案
）
が
、
エ
コ
ツ
ー
推
進
協

議
会
か
ら
提
案
さ
れ
た
（
素
案
の
提
出
は

２
０
０
９
年
11
月
）。

そ
の
後
、
観
光
業
者
や
ガ
イ
ド
だ
け
で

な
く
、
地
域
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
入
山

規
制
の
話
が
、
校
区
単
位
の
住
民
説
明
会

で
実
施
す
る
な
ど
、
島
民
に
対
す
る
合
意

形
成
も
図
ら
れ
、
２
０
１
０
年
（
平
成
22

年
）
11
月
に
は
エ
コ
ツ
ー
推
進
協
議
会
の

総
会
で
全
体
構
想
が
承
認
さ
れ
た
。

し
か
し
、
入
山
規
制
が
及
ぼ
す
経
済
的

影
響
を
懸
念
す
る
声
が
、
地
元
観
光
業
界

や
一
部
の
町
議
会
議
員
か
ら
挙
が
る
よ
う

に
な
る
。
そ
し
て
２
０
１
０
年
11
月
に
は

屋
久
島
町
議
会
が
、
縄
文
杉
ル
ー
ト
の
利

用
調
整
に
係
る
諸
問
題
（
周
回
ル
ー
ト
を

含
む
）
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
全

体
構
想
を
慎
重
に
進
め
る
べ
き
と
い
う
意

見
を
述
べ
、
屋
久
島
観
光
協
会
も
入
山
規

制
を
遅
ら
せ
る
べ
き
と
い
う
議
決
を
総
会

で
行
っ
た
（
２
０
１
１
年
３
月
17
日
）。

な
お
、
入
山
規
制
に
否
定
的
な
意
見
と

は
対
極
的
に
、
日
本
山
岳
会
自
然
保
護

委
員
会
は
、
１
日
当
た
り
の
縄
文
杉
ル
ー

ト
の
入
山
者
数
を
３
０
０
人
以
内
と
す
べ

き
と
い
う
、
厳
格
な
入
山
規
制
案
を
公
表

し
た
（
２
０
１
０
年
11
月
）。

屋
久
島
町
は
、
全
体
構
想
を
具
体
化

す
る
た
め
に
、「
屋
久
島
町
自
然
観
光
資

源
の
利
用
及
び
保
全
に
関
す
る
条
例
」
案

を
屋
久
島
町
議
会
に
提
出
し
た
も
の
の
、

２
０
１
１
年
（
平
成
23
年
）
６
月
23
日
の

屋
久
島
町
議
会
で
否
決
さ
れ
、
入
山
規

制
の
話
は
立
ち
消
え
と
な
っ
た
。

縄
文
杉
ル
ー
ト
の
入
山
規
制
が
頓と

ん

挫ざ

し

た
も
の
の
、
維
持
管
理
費
用
の
不
足
と
い

っ
た
問
題
は
依
然
未
解
決
の
ま
ま
だ
っ
た
。

そ
こ
で
屋
久
島
町
は
、
２
０
１
３
年
度

（
平
成
25
年
度
）
か
ら
翌
年
度
に
か
け
て
、

屋
久
島
町
入
島
税
等
検
討
会
議
を
開
催

し
た
。
当
初
、
税
方
式
（
入
島
税
や
入
山

税
）
の
可
能
性
を
中
心
に
検
討
が
進
ん
だ

が
、
強
制
力
を
伴
う
制
度
の
導
入
は
、
現

実
的
に
は
困
難
と
の
合
意
が
得
ら
れ
、
協

力
金
方
式
の
検
討
が
中
心
と
な
っ
た
。
ま

た
現
実
に
維
持
管
理
費
用
不
足
や
安
全
面

の
心
配
が
指
摘
さ
れ
る
山
岳
地
域
を
対
象

に
議
論
を
す
べ
き
と
い
う
方
向
で
も
意
見

が
集
約
し
た
。
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23 特集◉入山料を問う
特集 4 入山料を取れば、入山規制を行えば、屋久島の山岳利用問題は解決するのか？

「
屋
久
島
世
界
自
然
遺
産
地
域

入
山
協
力
金
」
導
入
に
伴
う
課
題

そ
し
て
２
０
１
５
年
（
平
成
27
年
）
３

月
に
は
、
ト
イ
レ
や
登
山
道
な
ど
の
維
持

管
理
に
加
え
て
、
利
用
者
の
マ
ナ
ー
啓

発
を
め
ど
と
し
て
、
入
山
者
１
人
当
た

り
に
１
０
０
０
～
２
０
０
０
円
を
お
願
い

す
る
と
い
う
「
屋
久
島
世
界
自
然
遺
産

地
域
入
山
協
力
金
」（
以
下
、
入
山
協
力

金
）
を
導
入
す
る
と
い
う
大
方
針
が
屋
久

島
町
入
島
税
等
検
討
会
議
で
ま
と
ま
り
、

２
０
１
６
年
度
（
平
成
28
年
度
）
か
ら
実

際
に
運
用
を
開
始
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

山
岳
全
域
の
協
力
金
を
導
入
す
る
こ

と
や
、
登
山
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め

の
活
動
費
用
を
捻
出
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が
、
こ
の
入
山
協
力
金
の
大
き
な
特

徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
制
度
の
導
入

に
伴
っ
て
、
保
全
募
金
と
入
山
協
力
金
制

度
と
を
一
元
化
す
る
可
能
性
が
高
い
と
見

ら
れ
る
。
具
体
的
な
入
山
協
力
金
の
収
納

体
制
や
、
維
持
管
理
の
あ
り
方
の
検
討
に

つ
い
て
は
、
屋
久
島
山
岳
部
利
用
対
策
協

議
会
が
２
０
１
５
年
度
に
検
討
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

た
だ
し
、
屋
久
島
山
岳
部
利
用
対
策

協
議
会
の
参
加
者
で
あ
る
屋
久
島
観
光
協

会
ガ
イ
ド
部
会
が
、
自
然
休
養
林
の
協
力

金
と
今
回
の
入
山
協
力
金
と
の
一
元
化
が

図
ら
れ
な
け
れ
ば
、
入
山
協
力
金
に
協
力

で
き
な
い
と
す
る
意
見
を
表
明
す
る
な
ど
、

予
断
を
許
さ
な
い
状
況
が
、
入
山
協
力
金

に
つ
い
て
も
今
後
続
く
こ
と
に
な
る
。

何
が
問
題
を

複
雑
化
さ
せ
た
の
か
？

こ
こ
で
は
、山
岳
地
域
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト

が
常
態
化
し
て
い
る
原
因
を
考
察
し
た
い
。

第
１
の
要
因

施
設
整
備
に
偏
り
が
ち
な
政
策
・
事

業
の
失
敗
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
柴
崎
ら
、
２
０
０
６
）。
保
護
地
域
管
理

に
関
す
る
海
外
の
教
科
書
を
読
む
と
、
過

剰
利
用
問
題
に
対
し
て
、

①
観
光
客
の
行
動
を
変
化
さ
せ
る
対

策
（
看
板
で
の
注
意
）

を
行
い
、
そ
れ
で
不
十
分
な
場
合
に
は

②
規
制
的
手
段
（
ロ
ー
プ
の
設
置
、
入

山
規
制
な
ど
）

を
行
い
、
そ
れ
で
も
解
決
し
な
い
場
合

に
は
、

③
施
設
整
備
を
や
む
な
く
行
う

と
い
う
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
日
本
の
場
合
に
は
、
予
算
が
付

き
や
す
い
と
い
う
理
由
も
一
因
と
な
っ
て
、

施
設
整
備
（
③
）
を
優
先
的
に
進
め
る
傾

向
が
強
く
な
る
。
屋
久
島
も
ま
さ
に
こ
の

状
況
を
象
徴
し
て
い
る
。

第
２
の
要
因

行
政
側
に
、レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
管
理
に

精
通
し
た
専
門
家
が
乏
し
い
こ
と
を
指
摘

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、
２
０
０
９

年（
平
成
21
年
）か
ら
行
わ
れ
た
入
山
規

制
の
議
論
で
は
、
合
意
形
成
に
向
け
た

初
歩
的
な
ミ
ス
に
よ
り
計
画
が
頓
挫
し
た
。

観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ

（
収
容
力
）
に
関
す
る
議
論
は
、
欧
米
を

中
心
に
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
保
護
地
域

来
訪
者
の
上
限
人
数
を
算
出
す
る
こ
と
が
、

容
易
な
こ
と
で
な
い
こ
と
は
繰
り
返
し
指

摘
さ
れ
て
い
た
。

最
終
的
に
は
、
政
治
的
な
判
断
で
数

字
が
決
ま
る
こ
と
が
多
く
、
少
な
く
と
も
、

上
限
人
数
を
合
意
形
成
の
初
期
の
段
階
で

提
示
す
る
こ
と
は
ご
法
度
と
い
う
不
文
律

が
あ
る（
海
外
で
は
、ブ
ラ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
）。

し
か
し
、
屋
久
島
の
場
合
に
は
、
エ
コ

ツ
ー
推
進
協
議
会
が
、
１
日
当
た
り
の
上

限
人
数
を
４
３
０
人
（
後
に
４
２
０
人
）

と
い
う
数
字
を
早
い
段
階
で
公
表
し
た
。

し
か
も
数
字
を
算
出
す
る
際
に
、
混
雑
に

対
す
る
利
用
者
の
不
満
感
な
ど
の
情
報
は

含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
縄
文
杉
を
見
学
す
る

展
望
デ
ッ
キ
の
広
さ
な
ど
、
粗
い
方
法
に

よ
る
推
定
だ
っ
た
。

案
の
定
、
上
限
人
数
の
公
表
が
引
き
金

と
な
っ
て
、
地
元
観
光
組
織
か
ら
の
強
い

反
対
が
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
当
時
、
入

山
規
制
政
策
の
導
入
は
、
形
式
上
は
エ
コ

ツ
ー
推
進
協
議
会
が
進
め
て
い
た
が
、
実

質
的
に
は
環
境
省
の
主
導
に
よ
っ
て
、
話

が
進
ん
で
い
っ
た（
聞
き
取
り
調
査
よ
り
）。

関
係
者
に
は
、数
字（
上
限
人
数
）の
公

表
は
厳
に
慎
む
べ
き
と
、
何
度
か
内
々
で

伝
え
た
も
の
の
、
そ
う
し
た
助
言
が
う
ま

く
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
が
悔
や
ま
れ
る
。

第
３
の
要
因

行
政
的
・
対
外
的
な
手
柄
が
優
先
さ

れ
、
実
質
的
な
成
果
が
置
き
去
り
に
さ
れ

て
き
た
こ
と
も
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。

日
本
の
公
的
機
関
で
は
、
２
～
３
年
で

異
動
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
任

期
中
に
何
ら
か
の
成
果
を
残
そ
う
と
し

て
、
短
期
的
な
視
点
で
か
つ
導
入
し
や
す

い
（　

批
判
を
受
け
に
く
い　

横
断
的
で

な
く
縦
割
り
的
な
）
施
策
が
採
用
さ
れ
る

傾
向
が
強
い
。
そ
の
た
め
、
制
度
と
し
て
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確
立
さ
れ
て
い
る
補
助
金
を
使
っ
た
施
設

整
備
や
、
ソ
フ
ト
事
業
に
つ
い
て
も
導
入

し
や
す
い
施
策
・
事
業
が
優
先
さ
れ
て
し

ま
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
業
は
、
対

症
療
法
的
な
も
の
に
な
り
が
ち
で
、
事
業

終
了
後
・
制
度
導
入
後
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
が
派
生
し
て
発
生
す
る
こ
と
が
多
い
。

例
え
ば
、
世
界
遺
産
登
録
後
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
最
新
式
の
ト
イ
レ
が
、
寄
贈
も

含
め
て
設
置
さ
れ
た
。
し
か
し
事
前
の
予

想
通
り
に
ト
イ
レ
が
機
能
せ
ず
、
長
期
に

わ
た
っ
て
故
障
し
、メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
大
き

な
負
担
が
か
か
る
状
況
も
一
部
で
生
じ
て

い
る
。
荒
川
登
山
バ
ス
も
、
観
光
業
界
の

反
対
意
見
を
考
慮
し
て
、
総
量
規
制
な
し

に
導
入
し
た
た
め
、
か
え
っ
て
入
山
者
が

増
え
る
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
た
。
携
帯
ト

イ
レ
の
ブ
ー
ス
設
置
も
、既
に
多
く
の
ト
イ

レ
が
山
岳
地
域
に
存
在
す
る
中
で
導
入
し

た
た
め
、
普
及
は
一
向
に
進
ん
で
い
な
い
。

メ
デ
ィ
ア
も
導
入
時
に
は
打
ち
上
げ
花

火
の
よ
う
に
華
々
し
く
報
道
す
る
も
の
の
、

導
入
後
に
生
じ
た
影
の
部
分
に
つ
い
て
は

ほ
と
ん
ど
報
道
し
な
い
。
こ
れ
も
問
題
で

あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
状
況
は
計
画
づ
く
り
な
ど
で

も
同
様
で
あ
る
。
世
界
遺
産
登
録
以
降
、

屋
久
島
世
界
遺
産
管
理
計
画
な
ど
の
新

た
な
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。
し
か
し
（
改

定
さ
れ
た
）
屋
久
島
世
界
遺
産
地
域
管

理
計
画
に
つ
い
て
は
、
世
界
遺
産
地
域
を

中
心
と
し
た
管
理
計
画
が
書
か
れ
て
お
り
、

全
島
的
な
視
点
は
不
十
分
で
あ
る
。

筆
者
を
含
む
社
会
科
学
系
の
研
究
者

は
、
世
界
遺
産
地
域
だ
け
で
な
く
、
実
質

的
な
緩
衝
地
域
で
あ
る
島
全
体
の
あ
り

方
を
考
慮
し
た
、
管
理
計
画
づ
く
り
を
行

う
べ
き
だ
と
い
う
提
案
を
屋
久
島
世
界

遺
産
地
域
科
学
委
員
会
で
繰
り
返
し
伝

え
て
き
た
が
、
そ
の
意
図
は
十
分
反
映
さ

れ
ず
に
改
定
に
至
っ
た
。

さ
ら
に
現
在
も
、
生
物
圏
保
存
地
域
の

保
全
と
活
用
を
目
指
し
て
、
屋
久
島
・
口く

ち
の

永え

良ら

部ぶ

島じ
ま

ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
地
域
推
進

協
議
会（
以
下
、Ｂ
Ｒ
協
議
会
）が
屋
久
島

町
に
設
置
さ
れ
た
。
Ｂ
Ｒ
協
議
会
の
設
置

に
は
、
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
・
関

連
分
科
会
や
生
態
学
者
な
ど
か
ら
の
打

診
が
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。

少
な
く
と
も
、
宮
崎
県
綾
町
の
よ
う
に
、

ま
ず
、
内
発
的
に
地
域
づ
く
り
（
内
発

的
な
計
画
づ
く
り
含
む
）
を
進
め
た
後
で
、

自
分
た
ち
の
地
域
づ
く
り
の
内
容
が
、
生

物
圏
保
存
地
域
の
仕
組
み
に
当
て
は
ま
る

の
で
、
登
録
申
請
し
た
と
い
う
流
れ
と
は

異
な
る
。
こ
こ
数
年
、
エ
コ
パ
ー
ク
の
必

要
性
が
外
部
主
体
か
ら
と
み
に
叫
ば
れ
だ

さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
町
が
動
く
状
況
に
、

ど
う
し
て
も
強
い
違
和
感
を
覚
え
る
。

第
４
の
要
因

管
理
の
シ
ス
テ
ム
が
複
雑
化
す
る
中
で
、

包
括
的
な
意
思
決
定
の
仕
組
み
が
よ
く

見
え
な
い
状
況
が
強
ま
っ
て
い
る
。

世
界
遺
産
登
録
後
に
、
複
数
の
公
的
機

関
が
参
加
す
る
形
で
の
調
整
機
関
が
複

数
誕
生
し
た
。
建
前
的
に
は
、
屋
久
島
世

界
遺
産
地
域
連
絡
会
議
（
林
野
庁
九
州

森
林
管
理
局
、
環
境
省
九
州
地
方
環
境

事
務
所
、
鹿
児
島
県
、
鹿
児
島
県
教
育

委
員
会
、
屋
久
島
町
）
が
包
括
的
な
議

論
を
す
る
場
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に

議
論
を
交
わ
し
て
、
互
い
の
計
画
を
修
正

す
る
と
い
う
よ
り
も
、
各
機
関
が
実
施
し

た
・
実
施
す
る
施
策
を
「
報
告
す
る
」
場

に
終
始
し
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。

第
５
の
要
因

屋
久
島
に
お
け
る
、
こ
れ
ま
で
の
協
議

会
な
ど
で
は
、
地
元
参
加
者
に
占
め
る
観

光
業
従
事
者
の
割
合
が
高
か
っ
た
。

し
か
し
、
屋
久
島
の
山
岳
地
域
は
観
光

事
業
だ
け
行
わ
れ
る
場
所
で
は
な
い
。
目

先
の
利
益
も
重
要
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
子

供
・
孫
の
世
代
が
現
世
代
以
上
に
豊
か
に

暮
ら
せ
る
こ
と
を
考
え
る
視
点
を
増
や
す

必
要
が
あ
る
。

第
６
の
要
因

観
光
客
数
、
入
山
者
数
、
混
雑
感
、
満

足
感
と
い
っ
た
社
会
科
学
系
の
デ
ー
タ
の

蓄
積
が
、
進
ん
で
い
な
い
。

こ
れ
ま
で
は
一
部
の
研
究
者
が
デ
ー
タ

を
集
め
て
き
た
が
、
一
個
人
が
行
う
こ
と

に
は
限
界
が
あ
る
。
世
界
遺
産
地
域
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
事
業
の
一
環
で
、
混
雑
感
、

満
足
感
を
含
む
幅
広
い
観
光
客
・
登
山
客

デ
ー
タ
が
、
今
年
度
か
ら
公
的
に
蓄
積
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
後
、
さ
ら
に
予

算
が
投
入
さ
れ
、
状
況
が
把
握
さ
れ
る
こ

と
を
強
く
望
む
。

持
続
可
能
な

屋
久
島
地
域
社
会
の
確
立

の
た
め
に
必
要
な
こ
と

そ
も
そ
も
論
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
山

岳
利
用
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
つ
い

て
は
、
問
題
が
生
じ
始
め
た
、
い
わ
ゆ
る

初
期
の
段
階
で
抜
本
的
な
対
策
を
す
る
の

が
肝
要
で
あ
る
。

屋
久
島
の
場
合
は
、
入
山
者
数
が
少
な
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25 特集◉入山料を問う
特集 4 入山料を取れば、入山規制を行えば、屋久島の山岳利用問題は解決するのか？

く
、
木
道
や
ト
イ
レ
な
ど
も
整
備
さ
れ
て

い
な
い
２
０
０
０
年
（
平
成
12
年
）
頃
ま

で
で
あ
れ
ば
、
結
果
的
に
は
社
会
的
費

用
も
低
く
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
。

し
か
し
現
実
に
は
、
対
症
療
法
に
終
始
し

た
た
め
、
問
題
の
種
火
が
、
あ
ち
こ
ち
で

発
火
す
る
事
態
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

さ
て
、
な
か
な
か
解
決
し
な
い
状
況
の

中
で
、
何
を
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

新
た
に
入
山
料
・
入
山
規
制
を
検
討
す

べ
き
と
い
う
意
見
が
も
っ
と
も
ら
し
く
聞

こ
え
る
が
、
こ
れ
は
手
段
に
関
す
る
話
に

す
ぎ
な
い
。こ
う
い
う
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、

原
点
に
返
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

具
体
的
に
は
、
屋
久
島
が
ど
ん
な
「
価

値
」を
持
っ
て
お
り
、そ
れ
を「
誰
に
」「
ど

の
よ
う
に
」
見
せ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と

を
、
島
全
体
な
ら
び
に
特
定
の
場
所
に
つ

い
て
議
論
す
る
こ
と
で
あ
る
。

価
値
に
関
す
る
深
い
議
論
の
必
要
性

ど
う
し
て
価
値
や
、
価
値
の
見
せ
方
を

深
く
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

縄
文
杉
周
辺
の
山
域
を
例
に
仮
想
の
話

を
し
た
い
。
縄
文
杉
が
有
す
る
「
独
特
の

ヤ
ク
ス
ギ
の
姿
」
と
い
う
価
値
を
、「
縄
文

杉
を
深
く
愛
す
る
縦
走
登
山
者
」
を
中
心

に
見
せ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
仮
に
合
意

に
至
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
価
値
を
発

揮
す
る
た
め
の
「
手
段
」
と
し
て
厳
し
い

入
山
規
制
を
考
え
る
の
が
妥
当
だ
。

一
方
で
、
縄
文
杉
は
、
高
齢
の
ツ
ア
ー

客
に
も
広
く
見
て
も
ら
う
べ
き
と
い
う
結

論
に
仮
に
達
し
た
な
ら
ば
、
往
復
９
時
間

を
歩
い
て
も
ら
う
木
道
整
備（
現
在
の
形
）

で
は
な
く
、
バ
ブ
ル
時
代
を
彷ほ

う
ふ
つ彿

さ
せ
る

「
縄
文
杉
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
計
画
」
を
進
め
た

ほ
う
が
無
難
で
あ
る
（
ち
な
み
に
筆
者
は
、

山
岳
地
域
の
荘
厳
さ
を
失
わ
せ
る
ロ
ー
プ

ウ
ェ
ー
計
画
に
反
対
の
立
場
で
あ
る
）。

ま
た
、
し
尿
処
理
問
題
に
つ
い
て
も
、

「
縦
走
登
山
者
」
を
中
心
に
考
え
る
の
で
あ

れ
ば
、
現
状
の
ト
イ
レ
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を

維
持
す
る
、
も
し
く
は
携
帯
ト
イ
レ
の
み

を
原
則
と
す
る
と
い
う
政
策
が
と
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
キ
ャ
パ
シ

テ
ィ
を
超
え
な
い
よ
う
な
高
額
な
入
山
料

を
取
る
の
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

全
島
で
の
内
発
的
な

計
画
・
地
域
づ
く
り
の
必
要
性

こ
う
し
た
議
論
を
す
る
た
め
に
は
、
全

島
・
包
括
的
な
、
な
お
か
つ
全
産
業
・
生

活
の
関
連
性
を
見
据
え
た
地
域
計
画
づ

く
り
を
内
発
的
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
、世
界
遺
産
ブ
ラ
ン
ド
は
、観
光

に
し
か
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
今
後

は
一
次
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
活
用
さ
れ
て

も
よ
い
。
自
由
な
発
想
が
必
要
で
あ
る
。

　

残
念
な
が
ら
、２
０
０
９
年
（
平
成
21

年
）の
皆
既
日
食
を
ピ
ー
ク
に
屋
久
島
へ
の

観
光
客
数
は
漸
減
が
続
く
。こ
れ
は
、対

症
療
法
的
な
対
策
に
終
始
し
、メ
ディ
ア
の

報
道
も
縄
文
杉
の
一
元
化
が
進
む
あ
ま
り
、

多
様
な
屋
久
島
の
魅
力
が
理
解
さ
れ
な
く

な
っ
た
可
能
性
を
筆
者
は
指
摘
し
た
い
。

時
間
が
か
か
っ
て
も
、
世
界
遺
産
や
生

物
圏
保
存
地
域
と
い
っ
た
外
部
の
枠
組
み

か
ら
解
放
さ
れ
て
、真
に
内
発
的
な
計
画・

地
域
づ
く
り
が
不
可
欠
と
考
え
る
。

外
部
主
体
が
計
画
づ
く
り
に
関
わ
る
に

し
て
も
、地
域
住
民
や
長
期
的
な
視
点
を

尊
重
す
る
姿
勢
が
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。

少
な
く
と
も
、
屋
久
島
の
固
有
社
会
の
特

性
を
十
分
踏
ま
え
た
上
で
な
け
れ
ば
、
過

剰
利
用
問
題
は
程
度
の
差
は
あ
れ
、
今
後

も
継
続
す
る
だ
ろ
う
。

「
と
金
の
遅お

そ
は
や早

」
と
い
う
将
棋
の
格
言

が
今
の
屋
久
島
に
は
必
要
だ
と
筆
者
は
考

え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
屋
久
島
の
過
剰

利
用
問
題
は
、
天
災
で
は
な
く
、
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
失
敗
が
も
た
ら
し
た
「
人
災
」

で
あ
る
こ
と
は
、
我
々
が
強
く
認
識
す
る

必
要
が
あ
る
。

●

屋
久
島
か
ら
12
㎞
し
か
離
れ
て
い
な
い

口
永
良
部
島
の
新
岳
が
２
０
１
５
年
（
平

成
27
年
）
５
月
29
日
に
噴
火
を
起
こ
し
、

島
民
１
３
７
人
が
、
屋
久
島
へ
の
避
難
を

余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
新
岳
の
噴
火
が

終
息
し
、
口
永
良
部
島
民
全
員
の
帰
島
が
、

１
日
も
早
く
か
な
う
こ
と
を
切
に
願
い
つ

つ
、
筆
を
お
く
こ
と
と
し
ま
す
。

（
し
ば
さ
き　

し
げ
み
つ
）

柴崎茂光（しばさき しげみつ）
　国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系・
准教授。東京大学農学部、岩手大学農学部
での大学教員生活を経て、2010年より現職。
実学的な民俗学の可能性について模索しなが
ら、屋久島などのフィールドを歩く生活が続く。

［
参
考
文
献
］

・
南
日
本
新
聞
屋
久
島
取
材
班
『
屋
久
杉
の
里
』

（
岩
波
書
店
、
１
９
９
０
年
）

・
柴
崎
茂
光
・
枚
田
邦
弘
・
横
田
康
裕
・
永
田
信
「
世

界
自
然
遺
産
登
録
が
地
域
資
源
管
理
体
系
に
及
ぼ

す
影
響
‐
屋
久
島
の
山
岳
地
域
を
事
例
と
し
て
︱
」

（『
林
業
経
済
』59

（8

）： 1-16. 

一
般
財
団
法
人
林
業

経
済
研
究
所
、
２
０
０
６
年
）

・
柴
崎
茂
光
「
世
界
遺
産
が
地
域
社
会
に
も
た
ら
し

た
も
の
」（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
青
木
隆
浩
編

『
地
域
開
発
と
文
化
資
源
』15-33.　

岩
田
書
院
、

２
０
１
３
年
）
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受
益
者
負
担
の
系
譜

寺
崎　

国
立
公
園
協
会（
現︹
一
財
︺自
然

公
園
財
団
）発
行
の『
國
立
公
園
』誌
を
振

り
返
っ
て
み
た
の
で
す
が
、
２
０
０
６
年

（
平
成
18
年
）と
２
０
０
８
年（
平
成
20
年
）

に
そ
れ
ぞ
れ
入
園
料
・
入
山
料
の
特
集
を

さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

　

そ
れ
以
前
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

阿
部　

１
９
５
６
年
（
昭
和
31
年
）
に
田

村
剛
氏
が
「
国
立
公
園
の
入
園
料
に
つ
い

て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
書
い
て
い
ま
す
。

　

要
約
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
も
入
園
料

を
取
っ
て
い
る
の
で
、
日
本
で
も
取
る
こ

と
を
検
討
し
て
み
た
ら
い
い
。
お
金
を
取

っ
て
公
共
施
設
の
維
持
や
改
修
、
管
理
に

充
て
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た

め
の
入
園
料
な
ら
一
般
国
民
か
ら
も
非
難

が
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
日
本
の
国
立
公

園
に
は
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
入
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
徴
収
方
法
が
問
題
だ
ろ

う
と
言
っ
て
い
ま
す
。

寺
崎　

施
設
整
備
の
た
め
に
入
園
料
を

取
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

阿
部　

維
持
改
修
、
一
般
管
理
と
も
言
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
時
の
田
村
さ
ん
の
試
算

は
１
人
当
た
り
平
均
20
円
。
当
時
の
利
用

者
数
を
少
な
め
に
見
て
３
０
０
０
万
人
と

す
る
と
年
間
６
億
円
に
な
る
。
こ
れ
を
国

と
地
方
で
分
け
て
施
設
整
備
に
充
て
れ
ば
、

公
園
の
施
設
が
す
ご
く
よ
く
な
る
だ
ろ
う

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

寺
崎　

い
わ
ゆ
る
「
も
は
や
戦
後
で
は
な

い
」
と
い
う
時
代
の
こ
と
で
す
よ
ね
。
国

民
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
意
欲
が
増
大
し
、

国
立
公
園
利
用
者
も
急
拡
大
し
た
頃
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
こ
れ
に
続
く
議

論
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

阿
部　
１
９
７
４
年（
昭
和
49
年
）11
月
か

ら
１
９
７
６
年（
昭
和
51
年
）１
月
ま
で
、

自
然
環
境
保
全
審
議
会
の
も
と
に
都
留

重
人
氏
を
座
長
と
す
る
「
自
然
保
護
の
た

め
の
費
用
負
担
問
題
検
討
小
委
員
会
」
を

設
け
て
議
論
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
の
話
は
、

規
制
に
よ
る
土
地
所
有
者
の
費
用
、
失
わ

れ
る
価
値
の
補
償
な
ど
が
中
心
で
し
た
が
、

少
し
だ
け
利
用
者
負
担
に
触
れ
て
い
ま
す
。

　

尾
瀬
や
上
高
地
な
ど
過
剰
利
用
に
よ
る

弊
害
が
生
じ
て
い
る
場
所
を
例
に
挙
げ
て
、

こ
れ
ま
で
利
用
は
自
由
か
つ
無
制
限
が
前

提
だ
っ
た
が
、
破
壊
か
ら
守
る
た
め
の
費

用
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
観
光
的
利
用

を
何
ら
か
の
負
担
に
値
す
る
特
殊
な
受

益
と
し
て
把
握
す
る
考
え
方
が
生
ま
れ
て

26

5

入
山
料
を
問
う

観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
地
と
な
り
得
る
自
然
地
域
の
維
持
管
理

お
よ
び
そ
の
財
源
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
や
考
え
方
を
も
と
に
、
誰
が
ど
の

よ
う
な
仕
組
み
で
な
す
べ
き
か
。
国
民
の
権
利
、
受
益
者
負
担
、
地
域
振
興
、

自
然
環
境
や
文
化
の
保
全
と
継
承
。
ま
た
登
山
と
い
う
活
動
や
山
岳
部
と
い

う
フ
ィ
ー
ル
ド
の
特
殊
性
由
来
の
こ
と
。
対
象
を
自
然
公
園
や
自
然
観
光
地

と
い
う
よ
り
広
い
エ
リ
ア
ま
で
広
げ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
考
え
を
展
開
し
て
い
た
だ
き
、
議
論
を
交
わ
し
ま
し
た
。

座
談
会

●
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き
て
お
り
、
自
然
の
利
用
が
い
つ
で
も
ど

こ
で
も
全
く
自
由
で
無
料
と
い
う
思
想
は

修
正
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
国
民
共
通
の
財

産
と
し
て
利
用
を
調
整
す
る
、
あ
る
い
は

自
然
保
護
を
よ
り
充
実
す
る
た
め
に
、
国

民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
範
囲
内

で
利
用
者
の
負
担
と
協
力
を
求
め
得
る

分
野
が
あ
る
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

寺
崎　

入
園
料
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し

ょ
う
。

阿
部　

利
用
者
の
便
益
と
自
然
保
護
の

観
点
か
ら
、
混
雑
税
の
徴
収
に
触
れ
て
い

ま
す
。
混
雑
税
を
課
す
こ
と
で
利
用
者
数

を
抑
え
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

寺
崎　

１
９
５
６
年（
昭
和
31
年
）は
施

設
の
維
持
改
修
の
た
め
の
利
用
者
負
担
、

入
園
料
が
必
要
と
い
う
こ
と
。
そ
の
20
年

後
の
１
９
７
６
年（
昭
和
51
年
）は
、
混

雑
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
用
者

の
便
益
が
大
き
く
な
る
か
ら
人
数
制
限
を

し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
。

阿
部　

そ
し
て
、
破
壊
か
ら
守
る
た
め
の

費
用
を
充
実
す
る
た
め
に
観
光
客
に
負

担
と
協
力
を
得
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る

と
い
う
こ
と
の
２
つ
で
す
。

寺
崎　

受
益
者
負
担
と
い
う
考
え
方
で

す
ね
。

阿
部　

そ
う
で
す
。
本
来
は
国
民
の
税
金

か
ら
集
め
た
国
家
予
算
で
整
備
も
保
護

も
や
っ
て
き
た
ん
だ
け
ど
、
混
雑
し
て
弊

害
が
生
じ
て
い
る
場
所
で
あ
れ
ば
、
来
る

人
に
負
担
と
協
力
を
求
め
る
と
い
う
考
え

方
も
あ
る
と
い
う
提
案
で
す
。

土
屋　

先
の
田
村
剛
さ
ん
の
論
文
で
例
に

挙
げ
て
い
る
も
の
は
い
わ
ゆ
る
営
造
物
公

園
（
注
１
）。ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
園
も
そ
う

だ
し
、
京
都
や
奈
良
の
庭
園
と
か
、
高
崎

山
と
か
。そ
れ
な
ら
ば
議
論
し
や
す
い
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
が
、地
域
制
自
然
公
園
（
注

２
）
の
こ
と
は
触
れ
て
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

阿
部　

小
委
員
会
の
混
雑
税
の
と
こ
ろ
で

営
造
物
の
話
が
出
て
き
ま
す
。
一
部
の
核

心
的
な
尾
瀬
や
上
高
地
の
よ
う
な
場
所
で

は
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
だ
け
で
は
十
分
対
応

で
き
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
園
を
参

考
に
営
造
物
的
な
公
園
専
用
地
区
を
設

定
し
て
そ
こ
で
規
制
を
強
化
し
、
必
要
が

あ
れ
ば
混
雑
税
の
観
点
を
含
め
た
利
用

料
金
を
徴
収
し
て
、
保
護
利
用
施
設
の
整

備
、高
度
な
管
理
運
営
の
方
策
を
検
討
す

る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
上
高
地
は
環
境
省

の
所
管
地
で
あ
り
事
実
上
営
造
物
公
園
に

な
っ
て
い
ま
す
。尾
瀬
の
メ
イ
ン
の
土
地
所

有
者
は
国
有
林（
林
野
庁
）と
東
京
電
力

座談会の様子（〔公財〕日本交通公社会議室）
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で
す
。

寺
崎　

１
９
７
０
年
代
に
は
既
に
こ
の
よ

う
な
議
論
が
出
て
い
ま
し
た
が
、
具
体
化

は
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

阿
部　

利
用
者
負
担
の
考
え
方
は
、
自

然
公
園
美
化
管
理
財
団
（
当
時
。
以
下
、

美
化
財
団
）
を
作
る
た
め
の
根
拠
と
し

て
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
財
団
の
設
立
は

１
９
７
９
年
（
昭
和
54
年
）
で
す
。

　

そ
れ
で
、
利
用
者
の
協
力
と
負
担
は

駐
車
場
利
用
料
と
い
う
一
番
抵
抗
感
の
な

い
方
法
で
、
利
用
が
集
中
し
、
管
理
の

充
実
の
必
要
性
が
高
く
、
か
つ
一
定
の
収

入
が
見
込
ま
れ
る
場
所
で
始
め
ら
れ
ま

し
た
。
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
け
ど
、
美

化
財
団
は
国
が
主
導
し
て
予
算
を
取
っ
て
、

５
０
０
０
万
円
の
国
家
予
算
と
、
最
初
の

支
部
を
置
い
た
４
道
県
か
ら
１
０
０
０
万

円
ず
つ
出
し
て
も
ら
っ
て
作
っ
た
ん
で
す
。

寺
崎　

入
園
料
の
ほ
う
は
い
ま
だ
に
う
ま

く
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。

阿
部　

時
期
は
忘
れ
ま
し
た
が
、
尾
瀬
を

念
頭
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
内
閣
法
制
局
か

ら
土
地
の
権
原
（
注
３
）
が
な
い
と
こ
ろ
で

入
園
料
は
取
れ
な
い
と
言
わ
れ
、
頓
挫
し

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

寺
崎　

国
有
地
で
な
い
と
そ
れ
は
不
可
能

だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
裏
返
す
と
、
国

有
地
な
ら
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
の
で
し

ょ
う
か
。

阿
部　

日
本
の
場
合
は
も
し
国
が
入
園
料

と
し
て
お
金
を
取
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の

お
金
は
一
般
会
計
に
入
り
ま
す
。
一
般
会

計
に
入
っ
ち
ゃ
う
と
お
金
に
色
が
つ
い
て

な
い
か
ら
、
公
園
の
維
持
管
理
の
た
め
に

使
え
な
い
ん
で
す
ね
。
た
だ
し
、
美
化
財

団
が
収
納
し
た
お
金
は
全
て
公
園
管
理
に

使
え
る
ん
で
す
。

寺
崎　

環
境
省
と
し
て
、
最
近
は
利
用
者

負
担
と
い
う
こ
と
を
議
論
し
て
い
な
い
ん

で
す
か
。

阿
部　

い
や
、
し
て
い
ま
す
。
昭
和
の
終

わ
り
か
ら
平
成
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
審

議
会
の
中
に
「
利
用
の
あ
り
方
検
討
小
委

員
会
」
を
作
り
ま
し
た
。
当
時
は
リ
ゾ
ー

ト
ブ
ー
ム
、
ス
キ
ー
場
や
マ
リ
ー
ナ
な
ど
、

と
に
か
く
さ
ま
ざ
ま
な
大
規
模
開
発
が

行
わ
れ
る
中
で
、
自
然
保
護
行
政
は
ど
う

対
応
し
た
ら
い
い
の
か
、
自
然
公
園
の
利

用
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
整
理
し
な
き
ゃ

い
け
な
い
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
中
で
営
造
物
的
な
話
、
つ
ま
り
国
が
土

地
の
権
利
を
取
得
し
て
管
理
し
て
い
く
場

所
を
つ
く
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う

指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

　

当
時
は
尾
瀬
の
過
剰
利
用
が
問
題
に

な
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、
尾
瀬
で
入
園
料

的
な
も
の
が
取
れ
な
い
か
検
討
し
ま
し
た
。

土
地
の
所
有
も
国
有
林
と
東
電
が
メ
イ
ン

と
明
確
だ
し
、
理
解
が
得
ら
れ
れ
ば
い
い

の
で
は
と
い
う
こ
と
で
動
き
始
め
よ
う
と

し
た
の
で
す
が
、
地
元
か
ら
お
客
が
減
る

と
強
く
反
対
さ
れ
て
動
き
が
取
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

受
益
者
負
担
と

社
会
資
本

寺
崎　

こ
れ
ま
で
の
経
緯
に
よ
る
と
入
園

料
を
取
る
理
由
は
、
便
益
を
受
け
る
利
用

者
が
整
備
費
や
維
持
管
理
費
を
負
担
す

る
、
混
雑
回
避
に
よ
る
便
益
の
向
上
を
受

益
者
が
負
担
す
る
、
と
い
う
２
つ
に
集
約

さ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
他
に
も
理
由
は

あ
り
ま
す
か
。

阿
部　

そ
の
２
つ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。

寺
崎　

と
こ
ろ
で
、
自
然
地
域
を
訪
れ
る

観
光
客
や
登
山
者
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
観
光
事
業
が
活
性
化
し
ま
す
よ
ね
。
観

光
が
地
域
振
興
を
牽
引
す
る
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
地
域
振
興
の
た
め
、
競
争
力

の
あ
る
産
業
の
事
業
イ
ン
フ
ラ
を
公
的
な

資
金
で
整
備
す
る
と
い
う
考
え
は
な
い
の

で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
観
光
収
入
増

に
よ
っ
て
法
人
税
が
増
え
、
そ
の
税
金
を

自
然
公
園
の
整
備
に
回
す
と
い
う
発
想
は
。

神
谷　

公
的
資
金
を
も
っ
と
投
入
す
べ
き
、

な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
は
経
済
的
な
意
味
が
あ

る
か
ら
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
、
そ
の

先
に
ホ
テ
ル
や
バ
ス
事
業
者
な
ど
、
地
域

全
体
に
経
済
的
な
効
果
が
波
及
で
き
る

か
ど
う
か
、
そ
れ
を
地
域
が
納
得
す
る
か

ど
う
か
次
第
で
す
よ
ね
。
た
だ
、
登
山
エ
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リ
ア
に
関
し
て
言
え
ば
、
往
々
に
し
て
そ

の
受
益
が
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
ど
こ
か
の
山

小
屋
に
行
く
こ
と
が
見
え
見
え
だ
か
ら
ノ

ー
と
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
じ
ゃ
な
い
で

す
か
。

土
屋　

登
山
に
限
る
と
波
及
が
限
ら
れ
て

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
と
こ
ろ

で
、
観
光
に
直
結
す
る
利
用
者
や
事
業
者

を
対
象
と
し
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
も
っ

と
広
い
意
味
で
の
受
益
者
負
担
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

寺
崎　

山
や
自
然
エ
リ
ア
か
ら
の
恩
恵
を

受
け
る
人
た
ち
は
登
山
者
の
他
に
も
た
く

さ
ん
い
て
、
例
え
ば
山
が
水
源
涵か

ん
よ
う養

の
役

割
を
果
た
す
こ
と
、
き
れ
い
な
空
気
も
提

供
す
る
こ
と
。
近
隣
の
生
活
者
は
日
常
的

に
き
れ
い
な
山
の
景
観
を
見
て
心
が
洗
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
た
め
に
も
山
を

守
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
で
し

ょ
う
か
。

神
谷　

今
、
社
会
的
に
い
ろ
い
ろ
な
バ

ラ
ン
ス
の
中
で
税
金
が
投
入
さ
れ
て
い
て
、

社
会
資
本
と
し
て
の
森
林
や
自
然
公
園
に

対
す
る
評
価
が
正
し
く
さ
れ
て
い
る
か
い

な
い
か
。
い
な
い
と
す
れ
ば
、
お
っ
し
ゃ

る
通
り
だ
と
思
う
。
逆
に
、
あ
る
程
度
さ

れ
て
い
る
、
そ
の
上
で
登
山
者
は
ト
イ
レ

使
う
よ
ね
、
と
い
う
部
分
は
登
山
者
と
し

て
は
分
か
り
や
す
い
。

　

国
立
公
園
の
維
持
管
理
に
は
少
な
い
と

は
い
え
基
本
的
に
は
税
金
が
投
入
さ
れ
て

い
る
以
上
、
あ
る
一
定
の
負
担
は
全
員
が

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
特
に
利
用
者
に
よ

っ
て
発
生
す
る
マ
イ
ナ
ス
面
は
利
用
者
が

負
担
す
る
と
い
う
の
が
受
益
者
負
担
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

寺
崎　

優
れ
た
自
然
エ
リ
ア
は
あ
ま
ね
く

国
民
の
財
産
で
あ
り
、
全
員
が
便
益
を
受

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
税
金

で
あ
る
程
度
ま
で
は
保
全
し
整
備
し
て
い

く
。
こ
の
時
、
あ
る
水
準
以
上
は
実
際
の

登
山
者
の
負
担
に
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
の

線
引
き
と
、
果
た
し
て
ど
の
公
園
や
山
を

対
象
に
す
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
基
準
が

な
い
と
公
平
性
が
保
た
れ
な
い
。

土
屋　

そ
れ
は
、
社
会
資
本
、
も
し
く
は

社
会
的
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
国
立
公
園
や
自

然
地
域
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
ン
フ

ラ
に
対
す
る
投
資
が
あ
る
程
度
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
前
提
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
か
な

り
怪
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
、
自
分
の
汚
し
た
部
分
に
つ
い

て
は
お
金
を
払
い
ま
す
よ
と
い
う
の
は
い

い
ん
だ
け
ど
、
あ
え
て
欧
米
の
例
を
出
せ

ば
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
は
利
用
者
に
負
担
を

強
い
る
以
前
に
も
の
す
ご
い
投
資
を
し
て

い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
こ
ま
で
し
ろ
と

は
言
わ
な
い
け
ど
、
そ
れ
を
あ
る
程
度
の

整
備
水
準
ま
で
引
き
上
げ
る
前
に
利
用

者
に
利
用
し
た
か
ら
負
担
し
ろ
と
い
う
の

は
、
順
序
が
逆
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

議
論
は
少
な
く
と
も
成
り
立
つ
わ
け
で
す
。

神
谷　

私
は
神
奈
川
県
民
な
の
で
い
つ
も

例
に
挙
げ
る
の
が
水
源
税
。

　

丹
沢
大
山
の
再
生
に
県
民
税
と
し
て
年

間
39
億
円
の
税
収
を
活
用
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
シ
カ
対
策
に
も
使
う
し
、土
砂
流

出
防
止
と
い
う
こ
と
で
登
山
道
周
辺
の
整

備
に
も
使
う
。神
奈
川
県
民
は
丹
沢
大
山

に
関
し
て
は
、
丹
沢
大
山
は
水
源
だ
よ
ね
、

そ
れ
を
守
る
た
め
に
は
シ
カ
の
こ
と
も
あ

る
し
、
登
山
者
の
こ
と
も
、
ト
イ
レ
の
こ

と
も
あ
る
こ
と
を
分
か
っ
て
い
る
。「
県
民

の
丹
沢
」
と
い
う
こ
と
で
、
税
金
を
払
っ

て
再
生
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ

と
が
日
本
の
山
や
国
立
公
園
で
あ
っ
て
い

い
と
思
い
ま
す
。

阿
部　

た
だ
、
こ
れ
は
国
民
の
意
識
の
問

題
に
な
る
ん
で
す
ね
。
国
家
予
算
と
し
て

土
屋
さ
ん
が
言
う
よ
う
な
投
資
や
整
備
を

す
る
に
は
、
今
の
状
況
で
は
難
し
い
。

土
屋　
国
と
い
う
主
体
が
ど
う
こ
う
す
る

と
い
う
前
に
、
こ
の
国
と
し
て
、
国
民
と

し
て
自
分
た
ち
の
自
然
環
境
の
保
全
や
、

自
然
の
中
で
の
楽
し
み
と
い
う
こ
と
を
ど

う
す
る
の
か
。
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。

こ
れ
が
あ
っ
た
上
で
、
費
用
負
担
の
仕
方

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

国
の
財
政
か
ら
考
え
れ
ば
全
て
社
会
資
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阿
部 

宗
広
（
あ
べ 

む
ね
ひ
ろ
）

東
京
生
ま
れ
。
一
般
財
団
法
人
自
然
公
園
財

団
専
務
理
事
。
１
９
７
７
年
東
京
大
学
農
学
部

林
学
科
卒
業
。
同
年
環
境
庁
入
庁
。
中
部
山
岳
、

伊
勢
志
摩
、
支
笏
洞
爺
な
ど
の
国
立
公
園
で
現

地
職
員
（
レ
ン
ジ
ャ
ー
）
と
し
て
勤
務
。
環
境
省

自
然
環
境
計
画
課
長
な
ど
を
経
て
２
０
０
８
年

関
東
地
方
環
境
事
務
所
長
。
２
０
１
０
年
退
官
。

２
０
１
２
年
か
ら
現
職
。
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に
登
山
者
だ
け
が
行
く
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
ね
。

土
屋　

入
山
料
と
い
う
か
ら
に
は
、
あ
る

程
度
広
域
を
対
象
に
お
金
を
取
る
と
い
う

こ
と
で
す
よ
ね
。
ト
イ
レ
利
用
料
の
話
と

は
違
う
。

寺
崎　

最
初
に
国
立
公
園
と
い
う
広
い
自

然
エ
リ
ア
の
話
か
ら
入
り
ま
し
た
。
山
と

い
う
特
殊
性
に
絞
っ
て
考
え
た
い
。

　

富
士
山
な
ら
五
合
目
か
ら
上
の
こ
と
。

上
高
地
な
ら
ば
河か

っ
ぱ童

橋
、
あ
る
い
は
横
尾

の
さ
ら
に
奥
。
こ
の
エ
リ
ア
に
お
け
る
自

然
環
境
の
保
全
や
施
設
の
維
持
管
理
と
、

受
益
者
負
担
の
関
係
性
の
議
論
に
な
る
で

し
ょ
う
。

土
屋　

国
立
公
園
の
入
園
料
と
は
あ
え
て

分
け
て
考
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

寺
崎　

そ
う
で
す
。
さ
て
、
端
的
に
聞
き

ま
す
。
富
士
山
で
は
今
、
強
制
で
は
な
い

に
せ
よ
入
山
料
を
取
っ
て
い
ま
す
が
、
神

谷
さ
ん
は
こ
れ
に
賛
成
で
す
か
、
反
対
で

す
か
。

神
谷　

微
妙
で
す
よ
ね
。
あ
え
て
言
う
と

反
対
で
す
か
ね
。
登
山
者
は
私
も
含
め
て

自
分
の
尻
を
拭
う
の
に
お
金
で
済
む
な
ら
、

処
理
し
て
く
れ
る
な
ら
お
金
を
払
い
た
い

と
思
う
し
、
登
山
道
も
快
適
な
ほ
う
が
よ

本
と
し
て
国
が
整
備
す
る
こ
と
は
無
理
だ

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
受
益
者

負
担
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も

の
と
こ
ろ
を
議
論
し
な
い
で
、
個
別
ケ
ー

ス
の
積
み
重
ね
で
ず
っ
と
や
っ
て
い
く
と
、

結
局
対
症
療
法
、問
題
対
応
型
に
し
か
な

ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。

阿
部　

そ
れ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
は
国
や
公

共
で
お
金
を
投
入
し
て
、
こ
こ
か
ら
先
は

受
益
者
の
負
担
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

土
屋　

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
し
て
は
そ
う
な

り
ま
す
よ
ね
。
そ
の
前
に
国
民
に
と
っ
て
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
し
く
は
観
光
に
対

す
る
投
資
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
も
の
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

寺
崎　

と
こ
ろ
で
、
入
園
料
や
入
山
料
の

話
と
は
別
に
、
入
域
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
つ

ま
り
利
用
の
制
限
や
誘
導
と
い
う
点
か
ら
、

社
会
資
本
と
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
関
連

を
考
え
た
時
、
国
民
の
権
利
と
し
て
自
然

に
対
し
て
自
由
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
自
然

享
受
権
み
た
い
な
も
の
、
北
欧
の
万
人
権

の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
ご
意
見
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

土
屋　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
入
山
料
っ
て
あ

る
ん
で
す
か
ね
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
万
人

権
み
た
い
な
、
入
山
す
る
の
は
自
由
な
権

利
だ
と
す
る
と
、
土
地
が
他
人
所
有
の
も

の
で
あ
っ
て
も
入
っ
て
い
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ラ
イ
ト
・

オ
ブ
・
ウ
ェ
イ
、
フ
ッ
ト
パ
ス
が
あ
る
の
で
、

登
録
さ
れ
て
い
る
フ
ッ
ト
パ
ス
は
、誰
で
も

私
有
地
を
含
め
て
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

阿
部　
他
国
の
入
山
料
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
例
え
ば
エ
ベ
レ
ス

ト
の
ネ
パ
ー
ル
側
で
１
人
２
万
５
０
０
０

ド
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
側
が
１
人
１
万
ド
ル
と

い
う
事
例
は
あ
り
ま
す
ね
。
ア
コ
ン
カ
グ

ア
（
ア
ン
デ
ス
山
脈
）
は
１
人
１
０
０
０

ド
ル
、
キ
ナ
バ
ル
山
（
マ
レ
ー
シ
ア
）
は

１
人
32
ド
ル
。
こ
れ
は
別
途
ガ
イ
ド
を
雇

わ
な
い
と
い
け
な
い
ん
だ
け
ど
。
し
か
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
例
は
出
て
き
ま
せ
ん
で
し

た
ね
。

寺
崎　

日
本
で
き
ち
ん
と
議
論
し
よ
う
と

し
た
時
に
、
国
民
が
万
人
権
的
な
こ
と
を

主
張
す
る
よ
う
な
こ
と
っ
て
な
い
で
す
か
。

土
屋　
今
の
と
こ
ろ
は
少
数
派
で
し
ょ
う
ね
。

神
谷　

そ
の
意
味
で
の
登
山
の
自
由
、
登

山
の
権
利
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
が
実

施
し
た
富
士
山
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
を
見
て
も
そ
う
い
う
意
見
は
減
っ
て

き
て
い
る
気
が
し
ま
す
（
特
集
１
参
照
）。

た
だ
本
来
、
登
山
は
自
由
だ
と
思
っ
て
い

る
部
分
は
私
た
ち
に
も
あ
り
ま
す
。

土
屋　

理
想
的
な
ほ
う
か
ら
の
議
論
と
と

も
に
、
現
実
的
な
ほ
う
か
ら
の
議
論
も
必

要
な
の
で
、
う
ま
く
着
地
す
る
と
こ
ろ
が

あ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
ね
。

入
山
料
・
富
士
山
の

ケ
ー
ス

寺
崎　

さ
て
、
本
題
の
入
山
料
の
議
論
に

集
中
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

考
え
方
の
ベ
ー
ス
は
、
国
立
公
園
の
入

園
料
の
話
、
受
益
者
負
担
と
い
う
こ
と
に

似
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
方
、
登

山
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
特
殊
な
行
動
で

す
よ
ね
。
登
山
観
光
と
い
う
の
は
何
な
の

か
と
い
う
こ
と
の
議
論
も
必
要
で
す
。

神
谷　
尾
瀬
ヶ
原
を
歩
く
人
も
登
山
者
だ

し
、
北
ア
ル
プ
ス
を
登
る
人
も
登
山
者
と

い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
私
た
ち
は
山
に
来

る
人
を
、
山
岳
系
観
光
地
の
観
光
客
、
ハ

イ
カ
ー
、
登
山
客
、
登
山
者
と
細
か
く
分

け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
山
は
厳
し
い
け

ど
、
観
光
客
的
な
登
山
者
が
多
い
と
こ
ろ

も
あ
れ
ば
、
北
ア
ル
プ
ス
の
よ
う
に
ま
さ
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す
ね
。

寺
崎　

富
士
山
の
環
境
保
全
や
施
設
の

維
持
管
理
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
や
ぶ
さ
か

で
は
な
い
け
ど
、
そ
の
状
況
を
見
え
る
化

し
て
く
れ
と
か
平
等
に
し
て
く
れ
と
い
う

こ
と
で
す
か
。

神
谷　

明
ら
か
に
そ
う
で
す
ね
。

寺
崎　

土
屋
さ
ん
、
富
士
山
の
入
山
料
に

つ
い
て
の
賛
否
は
ど
う
で
す
か
。

土
屋　
ほ
ぼ
神
谷
さ
ん
と
同
じ
考
え
で
す
。

　

理
論
的
に
反
対
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
ど
う
し
て
お
金
を
取
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
実
際
に
お

金
を
ど
う
使
お
う
と
し
て
い
る
の
か
が
全

然
見
え
な
い
の
で
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
答
え

を
考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
し
、
い
ろ
い

ろ
な
検
討
の
中
で
あ
あ
い
う
形
に
な
っ
た

と
い
う
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
が
、
結

果
と
し
て
は
非
常
に
中
途
半
端
で
何
を
や

っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
こ
と
が
実
際
の
徴
収
率
に
も
反

映
さ
れ
て
い
る
な
と
感
じ
ま
す
。

神
谷　

議
論
が
や
や
ク
ロ
ー
ズ
ド
に
見
え

ま
し
た
。
あ
ま
り
情
報
が
出
て
こ
な
く
て
、

ポ
ッ
と
新
聞
に
出
て
く
る
み
た
い
な
。
何

を
話
し
て
い
た
の
か
、
議
事
録
も
公
開
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
入
山
料

を
取
る
こ
と
あ
り
き
で
、
そ
れ
で
来
る
人

が
減
る
だ
ろ
う
と
。

　

そ
も
そ
も
オ
ー
バ
ー
ユ
ー
ス
対
策
だ
っ

た
の
か
、
ト
イ
レ
の
負
担
が
多
い
か
ら
な

の
か
、
登
山
者
が
多
す
ぎ
る
こ
と
が
事
故

に
つ
な
が
る
か
ら
な
の
か
、
自
然
生
態
系

が
損
な
わ
れ
て
い
る
の
か
を
整
理
し
な
い

ま
ま
、
と
に
か
く
人
を
減
ら
す
方
向
で
ス

タ
ー
ト
し
た
と
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。

阿
部　

富
士
山
の
山
小
屋
ト
イ
レ
利
用

に
つ
い
て
、
よ
う
や
く
有
料
と
い
う
コ
ン

セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
登
山

口
で
１
０
０
０
円
払
っ
た
人
は
山
小
屋
ト

イ
レ
で
お
金
を
払
わ
な
く
て
い
い
と
い
う

な
ら
分
か
る
け
ど
、
そ
う
で
は
な
い
。
会

計
が
別
だ
と
い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
は
利
用
者
は
納
得
し
な
い
。

神
谷　

本
来
、
入
山
料
の
対
価
が
何
か
と

い
っ
た
時
に
、
登
山
道
整
備
、
ト
イ
レ
・

ご
み
問
題
、安
全
対
策
、宿
泊
、情
報
提
供
、

遭
難
救
助
、
ガ
イ
ド
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な

も
の
が
含
ま
れ
て
い
て
、
全
体
と
し
て
は

漠
然
と
し
て
い
ま
す
。

　

個
別
に
ト
イ
レ
有
料
と
か
、
環
境
協
力

金
と
い
う
ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
分
か
り
や
す

い
。
今
の
発
表
の
仕
方
だ
と
、
不
信
感
が

出
て
し
ま
う
。
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く
て
そ
れ
に
対
し
て
お
金
を
払
う
用
意
が

あ
り
、
気
持
ち
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と

は「
ヤ
マ
ケ
イ
オ
ン
ラ
イ
ン
」の
ユ
ー
ザ
ー

ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
阿
部
さ
ん
の
財
団
で

や
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
ど
こ
で
も
そ

う
い
う
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

　

で
も
、
今
の
富
士
山
で
実
施
し
て
い
る

こ
と
は
、
目
的
と
手
段
が
ず
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
お
金
が
足
り
な
い
か
ら
取
る
と

言
い
つ
つ
、
登
山
者
を
減
ら
す
と
い
う
オ

ー
バ
ー
ユ
ー
ス（
過
剰
利
用
）対
策
だ
っ
た

り
、イ
コ
モ
ス（
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｓ
）に
対
す

る
対
応
に
見
え
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
反
対
で
す
。

寺
崎　

根
本
的
に
反
対
し
て
い
る
と
い
う

よ
り
、
今
の
や
り
方
は
経
緯
を
含
め
て
よ

ろ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

神
谷　

は
い
。
総
論
賛
成
、
各
論
反
対

と
い
う
か
。「
ヤ
マ
ケ
イ
オ
ン
ラ
イ
ン
」
で

２
０
０
０
人
く
ら
い
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
し

た
と
こ
ろ
、
こ
の
う
ち
の
６
割
は
富
士
山

山
頂
に
登
っ
て
い
る
人
た
ち
で
、
８
割
が

入
山
料
を
取
る
こ
と
に
賛
成
。
反
対
は
７

％
な
ん
で
す
。

寺
崎　

反
対
し
て
い
る
人
の
理
由
は
。

神
谷　

反
対
す
る
人
の
中
に
は
こ
の
管
理

団
体
が
役
人
の
天
下
り
先
に
な
り
そ
う
だ

か
ら
と
か
、
と
い
う
よ
う
な
内
容
が
あ
り

ま
す
。

　

で
も
、
賛
成
す
る
人
の
フ
リ
ー
ア
ン
サ

ー
で
の
コ
メ
ン
ト
と
ほ
ぼ
一
緒
な
ん
で
す
。

徴
収
し
た
お
金
は
ち
ゃ
ん
と
使
わ
れ
る
の

か
、
不
公
平
感
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

か
、
賛
成
も
反
対
も
意
見
は
同
じ
な
ん
で

神
谷 

有
二
（
か
み
や 

ゆ
う
じ
）

１
９
６
７
年
、
名
古
屋
生
ま
れ
。
株
式
会
社

山
と
溪
谷
社 Yam

akei O
nline

部
部
長
、
新

規
事
業
開
発
室
室
長
、
公
益
財
団
法
人
日
本
自

然
保
護
協
会
理
事
。
日
本
大
学
農
獣
医
学
部
林

学
科
卒
業
、
岐
阜
大
学
農
学
部
連
合
大
学
院

林
学
専
攻
修
了
。
山
と
溪
谷
社
で
は
自
然
や
生

物
、
山
岳
関
係
の
書
籍
・
雑
誌
を
広
く
担
当
す

る
。２
０
０
９
～
２
０
１
１
年
ま
で
は
月
刊
『
山

と
溪
谷
』
の
編
集
長
。
現
在
は
、
登
山
の
情
報

サ
イ
ト
「
ヤ
マ
ケ
イ
オ
ン
ラ
イ
ン
」
を
運
営
。
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阿
部　

富
士
山
に
限
る
と
地
元
の
首
長
の

発
案
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
難
し
い
と
思

い
ま
し
た
が
、
実
現
し
ま
し
た
ね
。

神
谷　

入
山
料
と
は
本
来
違
う
は
ず
で

す
け
ど
、
ト
イ
レ
チ
ッ
プ
問
題
が
先
行
し

て
あ
っ
て
、
そ
れ
が
実
現
に
向
け
た
議
論

の
発
端
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

寺
崎　

そ
れ
は
い
つ
頃
か
ら
で
す
か
。

神
谷　

尾
瀬
ヶ
原
対
策
の
頃
か
ら
だ
と
思

い
ま
す
。
話
が
そ
れ
ま
す
が
尾
瀬
ヶ
原
で

は
、オ
ー
バ
ー
ユ
ー
ス
が
問
題
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
対
応
と
し
て
、シ
ャ
ト
ル
バ

ス
も
含
め
て
平
日
を
安
く
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
平
日
に
誘
導
し
、
休
日
の
混
雑
を
緩

和
し
た
り
、
例
え
ば
ミ
ニ
尾
瀬
な
ど
他
の

場
所
へ
誘
導
し
た
り
し
ま
し
た
。
が
、
こ

れ
ら
の
取
り
組
み
が
全
て
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ニ
ッ
コ
ウ
キ
ス
ゲ
が
目
的
な
の
に
他
の

季
節
に
行
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
し
、
他

の
場
所
を
見
て
も
し
ょ
う
が
な
い
。
休

み
は
土
日
し
か
な
い
し
、
当
時
は
週
休
二

日
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

時
代
の
中
、
混
雑
緩
和
に
向
け
て
一
生
懸

命
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
う
ち
に
、

尾
瀬
そ
の
も
の
の
入
り
込
み
が
少
な
く
な

っ
て
い
っ
た
。

土
屋　
オ
ー
バ
ー
ユ
ー
ス
対
策
に
は
い
ろ
ん

な
手
法
が
あ
り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

お
金
だ
け
で
片か

た

を
つ
け
よ
う
と
す
る
。
そ

こ
に
問
題
を
感
じ
ま
す
。

神
谷　
今
も
昔
も
問
題
解
決
の
構
造
が
変

わ
ら
な
く
て
、
直
接
的
な
答
え
を
出
す

の
で
は
な
く
、
目
的
に
対
す
る
手
段
を
や

や
ず
ら
す
ん
で
す
ね
。
自
然
公
園
を
ど
う

し
よ
う
と
い
う
戦
略
的
な
も
の
で
は
な
く
、

何
か
ト
ラ
ブ
ル
対
応
と
し
て
の
対
症
療
法

で
、
お
金
の
負
担
と
か
規
制
を
し
た
ら
い

い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

富
士
山
の
入
山
料
の
経
緯
も
そ
う
見
え

ま
す
。
だ
か
ら
、
各
論
に
な
る
と
反
対
意

見
が
出
た
り
、
そ
れ
に
対
す
る
説
明
が
難

し
く
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
尾
瀬
対
応

の
終
盤
頃
、
ト
イ
レ
の
整
備
が
終
わ
っ
た

頃
、
オ
ー
バ
ー
ユ
ー
ス
が
ど
こ
で
発
生
し

て
い
る
の
か
疑
問
で
し
た
。
豊
か
な
自
然

体
験
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
と
か
言
う
け
ど
、

ニ
ッ
コ
ウ
キ
ス
ゲ
は
咲
い
て
い
て
、
来
訪
者

は
満
足
し
て
い
て
、
実
は
そ
の
段
階
で
は

オ
ー
バ
ー
ユ
ー
ス
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

　

じ
ゃ
あ
、
今
、
富
士
山
で
は
何
が
課
題

な
の
か
。
渋
滞
が
あ
っ
て
危
険
と
か
、
ト

イ
レ
が
不
快
と
か
、
課
題
は
個
別
に
あ
っ

て
、
そ
の
解
決
策
を
し
っ
か
り
考
え
る
こ

と
が
重
要
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
お
金

が
か
か
る
か
ら
負
担
を
す
る
と
い
う
議
論

を
し
直
す
し
か
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
の
こ

と
が
あ
ま
り
表
に
出
て
こ
な
い
構
造
そ
の

も
の
が
問
題
で
す
。

入
山
料
・
北
ア
ル
プ
ス
の

ケ
ー
ス

寺
崎　

北
ア
ル
プ
ス
を
想
定
し
て
み
ま
し

ょ
う
。
上
高
地
か
ら
入
っ
て
、
例
え
ば
河

童
橋
か
ら
先
に
行
く
時
に
は
お
金
を
払

っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
が
、
オ
ー
プ

ン
な
議
論
で
決
ま
っ
た
と
し
ま
す
。
１
人

３
０
０
０
円
。
そ
う
い
う
こ
と
は
受
け
入

れ
ら
れ
ま
す
か
。

神
谷　

あ
り
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

３
０
０
０
円
が
ど
う
使
わ
れ
る
の
か
と
い

う
話
が
重
要
で
す
。
ト
イ
レ
や
登
山
道

な
ど
の
整
備
状
態
は
、
官
民
の
努
力
に
よ

っ
て
涸か

ら
さ
わ沢

ま
で
は
し
っ
か
り
し
て
い
ま
す
。

で
も
そ
こ
か
ら
先
は
さ
ま
ざ
ま
な
条
件

の
中
で
正
直
い
ろ
い
ろ
で
す
。
そ
う
い
う

の
が
ク
リ
ア
に
な
れ
ば
と
い
う
前
提
で
す
。

例
え
ば
、
遭
難
救
助
は
警
察
と
消
防
が
や

る
、
そ
れ
以
外
に
必
要
な
の
が
３
０
０
０

円
と
言
わ
れ
れ
ば
、
最
終
的
に
は
あ
り
だ

と
考
え
ま
す
。

土
屋　

上
高
地
の
場
合
は
「
上
高
地
ビ

ジ
ョ
ン
」
と
い
う
関
係
者
の
合
意
が
あ
る
。

計
画
に
基
づ
い
て
整
備
し
て
い
く
時
に
こ

れ
だ
け
金
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ

る
な
ら
、
そ
の
た
め
に
あ
る
程
度
の
部
分

を
利
用
者
も
負
担
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う

の
は
言
え
る
は
ず
で
す
。
そ
う
な
れ
ば
結

構
多
く
の
人
が
理
解
を
示
す
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

　

上
高
地
に
は
こ
れ
ま
で
も
投
資
さ
れ
て

い
る
し
、
あ
る
程
度
の
合
意
を
つ
く
ろ
う

と
す
る
努
力
も
し
て
い
る
。
場
所
に
よ
っ
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て
客
層
も
あ
る
程
度
分
か
れ
て
い
る
。

神
谷　

し
か
も
階
層
的
に
で
す
ね
。
奥
へ

行
く
ほ
ど
。

阿
部　

そ
の
時
の
一
番
の
問
題
は
公
平
性

で
す
よ
ね
、
北
ア
ル
プ
ス
は
ど
こ
か
ら
で

も
入
れ
る
か
ら
。
全
登
山
口
に
人
を
置

い
て
金
を
集
め
る
の
は
現
実
的
じ
ゃ
な
い
。

い
っ
ぱ
い
人
が
入
山
す
る
と
こ
ろ
で
取
っ

て
、
入
山
者
が
少
な
い
と
こ
ろ
で
は
取
ら

な
い
と
い
う
の
で
は
不
公
平
と
言
わ
れ
る
。

神
谷　
外
国
で
お
金
を
払
っ
て
山
や
国
立

公
園
に
入
る
時
の
パ
ー
ミ
ッ
シ
ョ
ン（
許
可
）

の
セ
ッ
ト
と
い
う
感
じ
が
で
き
る
と
い
い

で
す
ね
。パ
ー
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
取
る
時
に
い

く
ら
で
す
と
。
そ
こ
で
ガ
イ
ド
の
料
金
を

払
っ
た
り
、
宿
の
予
約
を
し
た
り
。
パ
ー

ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
セ
ッ
ト
で
情
報
も
も
ら
う
。

日
本
で
そ
う
い
う
や
り
方
が
で
き
な
い
と

な
る
と
、
現
実
的
に
は
難
し
い
で
す
ね
。

寺
崎　

議
論
の
手
順
が
守
ら
れ
て
、
き
ち

ん
と
し
た
合
意
形
成
が
あ
っ
て
、
公
平
性

も
担
保
さ
れ
て
い
て
、
使
わ
れ
方
も
開
示

さ
れ
て
い
て
、
安
全
も
あ
る
程
度
の
快
適

さ
も
確
保
さ
れ
る
と
な
る
と
、
一
般
的
な

レ
ジ
ャ
ー
施
設
の
運
営
管
理
と
同
じ
よ
う

に
見
え
て
き
ま
す
。
自
然
地
域
の
予
期
せ

ぬ
こ
と
や
冒
険
心
ま
で
全
て
管
理
で
き
る

の
か
と
思
え
て
き
ま
す
。

土
屋　

最
も
標
高
の
高
い
部
分
は
管
理
し

な
く
て
い
い
ん
で
す
よ
。

神
谷　

こ
こ
か
ら
先
は
こ
う
い
う
整
備
し

か
し
ま
せ
ん
か
ら
と
決
め
れ
ば
い
い
。

土
屋　

施
設
整
備
し
な
い
と
い
う
こ
と
も

計
画
に
入
れ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。

寺
崎　

で
も
、
こ
の
考
え
の
行
き
着
く
先

は
、
全
て
紙
の
上
に
表
現
さ
れ
尽
く
し
た

エ
リ
ア
、
が
ち
が
ち
に
管
理
さ
れ
た
国
土

に
な
っ
て
し
ま
う
。

神
谷　
登
山
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
全
体
を
考

え
る
と
、
法
律
的
に
は
グ
レ
ー
な
こ
と
は

グ
レ
ー
な
ま
ま
に
し
て
お
き
た
い
と
い
う

の
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
然
公

園
法
に
せ
よ
、
森
林
法
に
せ
よ
、
厳
密
に

考
え
る
と
、
四
季
を
通
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な

ス
タ
イ
ル
の
登
山
に
は
、
そ
れ
な
り
に
グ

レ
ー
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

世
の
中
に
白
黒
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
人

が
い
る
こ
と
も
事
実
だ
け
ど
、
白
黒
は
っ

き
り
さ
せ
て
も
誰
も
ハ
ッ
ピ
ー
で
は
な
い

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
の
気
持
ち

は
分
か
り
ま
す
。

土
屋　

う
ー
ん
。
で
も
そ
れ
を
や
ら
な
い

と
。
寺
崎
さ
ん
は
そ
う
い
っ
た
管
理
を
し

て
し
ま
う
と
、
一
登
山
者
と
し
て
体
験
の

質
が
下
が
る
と
。

寺
崎　

登
山
者
と
し
て
と
い
う
よ
り
、
社

会
全
体
が
何
で
も
か
ん
で
も
厳
し
い
管
理

の
中
に
突
っ
込
む
方
向
に
向
か
っ
て
い
て
、

そ
れ
と
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し

ま
す
。

神
谷　

そ
う
し
た
こ
と
で
、
冒
険
心
や
自

然
の
中
で
遊
ぶ
喜
び
が
損
な
わ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
話
で
し
ょ
。

　

危
険
と
分
か
っ
て
い
て
も
、
ま
あ
、
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
、
と
許
す
社
会
か
ど
う
か

と
い
う
の
が
あ
り
、
リ
ス
ク
を
そ
の
人
が

ど
う
取
る
か
と
い
う
話
で
す
よ
ね
。
岩
登

り
と
か
沢
登
り
と
か
雪
山
と
か
。
そ
の
こ

と
と
、
あ
る
程
度
白
黒
は
っ
き
り
し
て
い

る
こ
と
。
そ
れ
を
認
め
る
仕
組
み
が
で
き

れ
ば
、
レ
ジ
ャ
ー
施
設
の
管
理
運
営
と
同

じ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

管
理
し
な
い
こ
と
を
決
め
る
管
理
も
あ

る
と
私
は
思
い
ま
す
。
手
を
つ
け
な
い
と

か
、
そ
こ
は
人
間
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な

い
と
か
、
整
備
し
な
い
と
か
。
も
ち
ろ
ん

条
件
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

山
と
登
山
と
は

寺
崎　

で
は
、
上
高
地
の
ゲ
ー
ト
で
あ
る

釜
ト
ン
ネ
ル
を
境
に
入
域
料
を
徴
収
す
る

と
い
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

阿
部　

現
実
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

神
谷　

上
高
地
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
と

横
尾
か
ら
先
で
は
提
供
す
る
も
の
が
違
い

ま
す
。
自
然
の
体
験
度
や
登
山
の
質
も
変

わ
り
ま
す
よ
ね
。
こ
こ
か
ら
先
は
こ
う
い

33 特集◉入山料を問う
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土
屋 

俊
幸
（
つ
ち
や 

と
し
ゆ
き
）

１
９
５
５
年
、
東
京
生
ま
れ
。
東
京
農
工
大

学
大
学
院
農
学
研
究
院
教
授
。
林
業
や
森
林

経
営
に
つ
い
て
社
会
科
学
の
側
面
か
ら
探
求
す

る
林
政
学
の
研
究
者
な
が
ら
、
少
数
派
と
し
て
、

農
山
村
に
お
け
る
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

学
生
時
代
以
来
取
り
組
ん
で
き
た
。
最
近
５
年

間
は
、
少
々
宗
旨
替
え
を
し
て
、
自
然
公
園
の

協
働
型
管
理
に
つ
い
て
、
政
策
提
言
に
精
力
的

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
２
０
０
７
年
か
ら
現
職
。

実
は
、
阿
部
氏
と
は
大
学
同
級
生
。
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う
と
こ
ろ
だ
か
ら
こ
う
、
と
い
う
色
分
け

が
で
き
れ
ば
い
い
の
で
は
。

寺
崎　

受
益
者
負
担
は
奥
山
だ
け
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

神
谷　

上
高
地
の
土
産
物
屋
に
ト
イ
レ
を

作
る
こ
と
と
、山
に
ト
イ
レ
を
作
る
こ
と
は

何
が
違
う
の
か
。山
の
ト
イ
レ
は
大
変
と
い

う
叫
び
を
私
た
ち
が
過
剰
に
受
け
取
っ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

土
屋　

観
光
地
に
は
一
般
国
民
は
誰
で
も

行
け
る
わ
け
で
す
。
実
際
に
行
っ
た
か
ど

う
か
は
別
と
し
て
、
ほ
ぼ
国
民
全
員
が
享

受
す
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

そ
う
な
る
と
基
本
的
な
イ
ン
フ
ラ
は
税
金

で
や
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。入
域
料
で

取
る
と
い
う
理
屈
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
。

寺
崎　

そ
う
す
る
と
、
入
山
料
は
あ
る
程

度
限
定
的
な
人
で
な
い
と
体
験
で
き
な
い

よ
う
な
エ
リ
ア
だ
か
ら
。
そ
れ
が
山
の
特

殊
性
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

阿
部　

山
の
上
は
全
然
整
備
費
用
が
違
い

ま
す
よ
ね
。
維
持
管
理
費
も
。

　

屋
久
島
で
は
し
尿
を
20
ℓ
の
ポ
リ
タ
ン

ク
に
入
れ
て
人
力
で
下
ろ
し
て
る
。
大
企

業
か
ら
の
寄
付
も
含
め
て
昨
年
は
協
力
金

収
入
が
２
０
０
０
万
円
く
ら
い
あ
っ
た
け

ど
、
そ
れ
で
雇
え
る
人
件
費
に
は
限
り
が

観光文化226号 July 2015

自
然
観
光
を
楽
し
む
多
様
で
大
勢
の
人
た
ち
（
上
高
地
河
童
橋
周
辺
）

登
山
を
楽
し
む
人
た
ち
（
横
尾
か
ら
槍
ヶ
岳
に
か
け
て
）

自
然
散
策
や
登
山
を
楽
し
む
人
た
ち
（
河
童
橋
か
ら
横
尾

に
か
け
て
）
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あ
っ
て
、
全
部
運
び
下
ろ
せ
な
い
。
ま
た
、

一
般
観
光
地
は
地
元
の
受
益
者
が
多
い
で

す
よ
ね
。
土
産
物
屋
と
か
旅
館
、
ホ
テ
ル

と
か
。
山
は
そ
う
い
う
の
が
少
な
い
。
山

の
下
は
一
般
の
税
金
で
賄
う
の
は
そ
ん
な

に
特
殊
な
こ
と
で
は
な
い
け
ど
、
山
は
少

数
の
山
小
屋
の
た
め
に
そ
ん
な
に
税
金
を

投
入
し
て
い
い
の
か
。
道
楽
で
山
に
登
っ

て
い
る
人
に
そ
ん
な
に
税
金
出
す
の
か
と

か
い
う
意
見
が
必
ず
あ
る
。

神
谷　
山
小
屋
は
確
か
に
営
利
組
織
で
す
。

し
か
し
、
遭
難
救
助
や
避
難
場
所
な
ど
、

安
全
を
提
供
す
る
た
め
の
場
所
と
し
て
、

必
ず
し
も
お
題
目
だ
け
で
は
な
い
努
力
と

意
識
を
持
っ
て
い
る
。
多
く
の
山
小
屋
は

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
ト
イ
レ
が
垂
れ
流

し
だ
っ
た
こ
と
に
心
を
痛
め
て
い
て
、
自

ら
投
資
し
て
ト
イ
レ
を
整
備
し
た
山
小
屋

も
あ
り
ま
す
。
登
山
者
に
と
っ
て
の
山
小

屋
と
い
う
存
在
が
山
の
下
に
あ
る
旅
館
と

は
や
や
違
う
と
い
う
意
識
を
私
た
ち
は
持

っ
て
い
ま
す
ね
。
国
立
公
園
が
自
然
体
験

を
提
供
す
る
と
し
た
時
、
あ
る
社
会
的
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
。

土
屋　

公
共
性
を
持
っ
て
い
る
と
。

神
谷　

登
山
道
の
整
備
も
含
め
、
安
全
と

い
う
側
面
で
は
確
実
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

土
屋　

極
端
な
話
、全
国
民
が
山
登
り
を

楽
し
ん
で
い
る
状
況
が
あ
る
な
ら
、
わ
ざ

わ
ざ
入
山
料
な
ん
か
取
ら
な
く
て
も
税
負

担
で
い
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
皆
が
安
全
に

楽
し
め
る
状
況
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ

か
ら
。

　

そ
う
で
は
な
く
、
登
山
を
す
る
人
が
日

本
で
は
少
数
派
だ
と
い
う
こ
と
で
全
体
の

負
担
に
は
な
じ
ま
ず
、
受
益
者
が
負
担
す

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
あ

る
論
理
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
国
民
に
多
様

な
自
然
体
験
の
場
を
提
供
す
る
と
い
う
山
、

国
立
公
園
の
役
割
か
ら
言
っ
て
、
そ
れ
が

正
当
だ
と
は
な
ら
な
い
。

神
谷　

私
た
ち
が
望
む
の
は
、
日
本
の
社

会
に
登
山
が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を

き
ち
ん
と
議
論
し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う

こ
と
。
そ
こ
に
は
、
そ
も
そ
も
論
と
し
て
、

社
会
資
本
と
し
て
の
山
の
意
味
や
価
値
が

あ
り
、
そ
れ
を
体
験
す
る
登
山
は
ど
う
い

う
も
の
か
と
い
う
の
が
あ
っ
た
上
で
、
だ

か
ら
登
山
者
は
こ
う
い
う
負
担
を
し
よ
う

と
い
う
話
が
、
土
屋
さ
ん
が
言
う
よ
う
に

あ
る
べ
き
姿
だ
と
思
う
。

　

山
を
社
会
資
本
と
し
て
誰
も
が
認
め
、

そ
れ
を
享
受
す
る
一
つ
の
形
が
登
山
で
、

だ
か
ら
登
山
者
に
は
こ
う
い
う
負
担
を
求

め
る
と
い
う
全
体
論
が
あ
っ
た
上
で
の
登

山
。
つ
ま
り
、
登
山
は
一
つ
の
パ
ー
ツ
に

す
ぎ
な
い
の
に
、
今
は
登
山
イ
コ
ー
ル
山

と
い
う
と
こ
ろ
だ
け
で
議
論
が
進
ん
で
い

る
。
登
山
者
は
と
に
か
く
当
事
者
な
の
で
、

や
れ
る
こ
と
は
や
ろ
う
と
な
っ
て
い
る
。

土
屋　
そ
う
い
う
登
山
者
倫
理
は
す
ご
く

大
事
で
す
よ
ね
。

空
間
快
適
性
の
対
価

寺
崎　

施
設
の
維
持
管
理
と
い
う
よ
う

な
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
最
低
限
の
サ
ー

ビ
ス
提
供
へ
の
対
価
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
例
え
ば
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応
に
し
た

り
、
ト
イ
レ
に
は
シ
ャ
ワ
ー
ト
イ
レ
も
つ

け
た
り
な
ど
、
整
備
の
水
準
を
上
げ
る
。

そ
の
た
め
の
整
備
費
、
維
持
管
理
費
、
そ

し
て
エ
リ
ア
全
体
と
し
て
想
定
以
上
の
快

適
性
を
享
受
す
る
た
め
の
入
域
料
、
入
場

料
と
い
う
考
え
方
で
お
金
を
取
っ
て
も
い

い
、
と
い
う
こ
と
は
通
用
し
な
い
ん
で
し

ょ
う
か
。

土
屋　

そ
の
よ
う
な
発
想
は
な
か
っ
た
で

す
ね
。
た
だ
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
以
前

の
遊
園
地
も
そ
う
で
す
が
、
普
通
の
観
光

地
も
入
場
料
は
取
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
ジ
ェ

ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
で
い
く
ら
、
と
か
ア
ト

ラ
ク
シ
ョ
ン
ご
と
で
取
っ
て
い
た
。

寺
崎　

か
つ
て
は
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
ご
と

の
サ
ー
ビ
ス
対
価
だ
っ
た
け
ど
、
今
は
そ

の
場
の
雰
囲
気
に
対
す
る
対
価
、
山
と
し

て
の
全
体
の
価
値
。
そ
こ
に
い
る
こ
と
の

価
値
の
対
価
と
し
て
入
山
料
を
考
え
ら
れ

な
い
か
。

神
谷　
乱
暴
に
言
え
ば
、デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン

ド
と
同
じ
で
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

　

余
白
や
自
由
が
あ
る
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン

ド
、
雑
草
１
本
ま
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
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維
持
管
理
の
行
き
届
い
た
ト
イ
レ

（
屋
久
島
縄
文
杉
ル
ー
ト
）
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デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
と
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

な
い
部
分
が
多
い
山
岳
エ
リ
ア
。
で
も
、

そ
こ
に
入
る
だ
け
で
、
こ
う
い
う
サ
ー
ビ

ス
を
得
ら
れ
る
、
心
が
洗
わ
れ
る
と
か
そ

う
い
う
ふ
う
に
胸
を
張
っ
て
山
岳
エ
リ
ア

が
お
金
を
取
る
の
は
あ
り
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
管
理
の
あ
り
方
と
そ
こ
に
入
る
こ
と

の
価
値
を
混
ぜ
て
い
る
か
ら
お
か
し
い
と

思
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
の
場
に
い
る
こ

と
に
価
値
が
あ
る
と
胸
を
張
れ
る
な
ら
、

サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
取
り
得
る
と
思

い
ま
す
。
細
部
に
至
る
利
用
者
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
と
規
制
で
成
り
立
た
せ
る
と
い
う

こ
と
と
同
義
で
は
な
い
や
り
方
が
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
う
し
た
い
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。

阿
部　

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
と
山
の
決
定

的
な
違
い
は
、
営
利
と
公
共
。
山
に
入
る

こ
と
の
対
価
の
理
解
を
得
る
の
は
難
し
い

か
も
。

神
谷　

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
た
だ

し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
ミ
ル
フ
ォ
ー
ド

ト
ラ
ッ
ク
み
た
い
に
、
人
の
数
そ
の
も
の

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
良
好
な
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
。
そ
し
て
お
金
を
も
ら
う
と

い
う
の
は
よ
い
。

寺
崎　

公
共
物
の
利
用
に
お
い
て
、
人
数

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
こ
と
ま
で
入
っ
て
く
る

と
話
が
難
し
く
な
り
ま
す
ね
。
特
に
、
整

備
を
す
る
こ
と
に
お
金
を
払
う
の
は
い
い

ん
で
す
が
、
人
数
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
段

と
し
て
お
金
を
取
る
、
金
額
の
大
小
で
そ

れ
を
す
る
と
い
う
の
は
違
う
と
感
じ
て
い

ま
す
。

神
谷　

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
話
が
違
い
ま

す
よ
ね
。
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
人

が
少
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
の
対
価
を
考

え
る
と
い
う
こ
と
と
、
お
金
を
取
る
こ
と

で
入
域
数
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は

別
で
す
よ
ね
。

入
山
料
の
金
額

土
屋　

と
こ
ろ
で
、
お
金
を
取
る
こ
と
に

よ
っ
て
人
数
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と

い
う
の
は
本
当
な
ん
で
す
か
。
富
士
山
で

は
入
山
者
の
抑
制
を
有
効
に
行
う
た
め
に

は
、
７
０
０
０
円
の
入
山
料
が
必
要
と
い

う
研
究
成
果
も
あ
り
ま
す
が
。

阿
部　

７
０
０
０
円
と
い
う
と
、
金
持
ち

し
か
来
る
な
と
言
う
の
か
、
と
い
う
議
論

に
な
り
ま
す
よ
ね
。

寺
崎　

富
士
山
の
入
山
料
が
１
０
０
０
円

だ
っ
た
ら
大
家
族
じ
ゃ
な
い
限
り
、
そ
こ

ま
で
の
交
通
費
を
払
え
る
よ
う
な
人
た
ち

だ
っ
た
ら
支
払
う
力
は
あ
る
と
思
う
ん
で

す
け
ど
。
仮
に
き
ち
ん
と
し
た
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
た
め
に
、
そ
れ
に
見
合
う
お

金
が
１
０
０
０
円
じ
ゃ
足
り
な
い
と
な
っ

て
、
１
人
７
０
０
０
円
と
い
う
話
に
な
っ

て
も
、
そ
れ
は
あ
り
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

神
谷　

当
然
あ
り
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
私

た
ち
登
山
者
と
し
て
は
渋
滞
が
な
く
、
き

れ
い
な
ト
イ
レ
で
、
詰
め
込
み
感
の
な
い

山
小
屋
な
ら
宿
泊
費
含
め
て
１
万
円
で
も

い
い
わ
け
で
す
。
２
万
円
だ
っ
て
い
い
か

も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
国
立
公
園
と

し
て
ど
う
か
と
い
う
と
、
別
の
話
に
な
っ

ち
ゃ
う
。

寺
崎　

公
共
用
物
の
利
用
金
額
と
し
て
、

例
え
ば
１
０
０
０
円
は
い
い
け
ど
１
５
０
０

円
は
駄
目
と
か
、
３
０
０
０
円
は
駄
目
と

い
う
議
論
は
あ
る
の
で
す
か
。

阿
部　

行
政
が
計
算
す
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
を
何
に
使
う
か
、
ど
う
使
う
か
、
そ
こ

で
は
何
が
必
要
な
の
か
。
管
理
や
整
備
や

し
尿
の
搬
出
だ
っ
た
り
、
人
件
費
な
ど
も

含
め
て
全
体
で
年
間
い
く
ら
か
か
る
の
か

を
見
積
も
り
、
そ
れ
を
想
定
来
訪
者
数

で
割
っ
て
、
と
ん
と
ん
に
な
る
値
と
す
る

で
し
ょ
う
ね
。

寺
崎　

で
あ
れ
ば
、
高
く
て
も
し
ょ
う
が

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。

阿
部　

そ
れ
が
べ
ら
ぼ
う
な
額
に
な
る
と
、

無
理
と
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
国
民
の
合
意

が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
。
あ
と
、
観
光
業

者
は
納
得
し
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

寺
崎　

入
山
料
は
い
い
と
い
う
話
も
、
そ

れ
は
１
０
０
０
円
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る

か
ら
で
は
な
い
で
す
か
。
１
万
円
を
前
提

に
し
て
話
を
し
た
時
に
ど
う
な
る
ん
で
し

ょ
う
ね
。

神
谷　

私
と
し
て
は
得
ら
れ
る
対
価
が
山

小
屋
の
宿
泊
費
も
含
め
て
１
万
円
の
価
値

が
あ
れ
ば
い
い
。
キ
ナ
バ
ル
山
で
も
そ
う

で
す
し
、
世
界
を
見
る
と
そ
う
い
う
と
こ

ろ
は
結
構
あ
る
と
思
う
。
日
本
人
の
富
士

山
で
ご
来
光
を
見
る
価
値
が
い
く
ら
な
の

か
と
い
う
話
を
す
れ
ば
、
３
万
で
も
５
万

円
で
も
よ
い
か
も
。

阿
部　

富
士
山
の
中
腹
の
山
小
屋
に
泊
ま

っ
て
翌
朝
山
頂
に
登
り
ま
し
た
。
私
は
ご

来
光
に
全
く
興
味
が
な
い
の
で
、そ
れ
を
楽

し
み
に
延
々
と
待
っ
て
い
る
人
た
ち
を
不
思

議
に
思
い
な
が
ら
観
察
し
て
い
ま
し
た
。

神
谷　

サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
価
値
観
が
そ

れ
ぞ
れ
違
う
わ
け
で
す
ね
。
ご
来
光
の
価

値
が
１
万
円
の
人
と
、
ゼ
ロ
円
の
人
が
い
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た
ら
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

阿
部　

私
は
、
国
な
り
県
な
ど
行
政
が
や

る
べ
き
整
備
や
維
持
管
理
と
、
そ
れ
以
上

に
利
用
者
に
負
担
し
て
も
ら
う
こ
と
が
社

会
的
に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
サ
ー

ビ
ス
に
仕
分
け
を
し
て
、
後
者
を
利
用
者

数
で
割
っ
た
の
が
一
つ
の
目
安
だ
と
思
い

ま
す
。
富
士
山
で
ご
来
光
が
見
ら
れ
た
か

ら
１
万
円
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
。

寺
崎　

サ
ー
ビ
ス
の
対
価
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
整
備
に
対
す
る
分
担
負
担
金
。

阿
部　

整
備
と
い
う
よ
り
維
持
管
理
で

す
ね
。
整
備
は
基
本
的
に
行
政
が
や
る
べ

き
だ
と
思
う
。
登
山
道
と
か
ト
イ
レ
と
か
。

神
谷　

先
ほ
ど
土
屋
さ
ん
が
言
っ
た
こ
と

は
、
今
の
阿
部
さ
ん
の
話
の
上
に
成
り
立

つ
こ
と
で
す
ね
。
社
会
資
本
と
し
て
の
山

が
あ
り
、
国
民
と
し
て
ど
う
い
う
負
担
を

す
る
か
が
あ
っ
て
、
適
正
利
用
者
数
で
割

っ
た
上
で
１
人
１
万
円
で
も
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
。
無
理
に
１
０
０
０
円
に
し
て
分

か
ん
な
い
お
金
を
取
る
よ
り
は
、
そ
う
い

う
こ
と
を
や
っ
た
上
で
１
万
円
な
ら
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
の
と
。

土
屋　

そ
う
で
す
。
富
士
山
全
体
を
あ

る
所
有
者
が
持
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
い
い

水
準
の
設
備
を
作
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
ま
す
と
い
う
前
提
で
い
く
ら
払
う
か
と

い
う
話
を
し
て
も
、
あ
ま
り
意
味
は
な
い

で
す
よ
ね
。
富
士
山
は
文
化
的
な
意
味
で

も
、
国
立
公
園
と
い
う
意
味
で
も
、
そ
れ

は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
仮
定
に
は
意
味
が

な
い
。

寺
崎　

阿
部
さ
ん
や
土
屋
さ
ん
が
言
う

よ
う
に
考
え
た
結
果
、
費
用
負
担
が

３
０
０
０
円
と
か
５
０
０
０
円
に
な
っ
た

と
す
る
。

土
屋　

現
実
問
題
、
そ
れ
は
あ
り
得
る

で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
今
、
値
引
き
し
て

１
０
０
０
円
で
登
ら
せ
て
い
る
と
な
る
と
、

そ
れ
こ
そ
意
味
が
な
い
で
す
よ
ね
。

寺
崎　

た
だ
、
僕
も
富
士
山
登
山
は
つ

ら
か
っ
た
け
ど
よ
い
体
験
に
な
り
ま
し
た
。

上
高
地
の
奥
、
穂
高
岳
や
槍
ヶ
岳
、
そ
し

て
富
山
の
山
は
す
ご
く
よ
か
っ
た
。
そ
う

い
う
の
を
多
く
の
人
に
経
験
し
て
ほ
し
い
。

お
金
が
か
か
る
か
ら
行
け
な
い
と
い
う
こ

と
に
は
し
た
く
な
い
で
す
ね
。

お
わ
り
に

寺
崎　

今
号
で
は
、
田
部
井
淳
子
さ
ん
に

入
山
料
に
つ
い
て
の
見
解
を
巻
頭
言
に
書

い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
昔
、
山
へ
入
る
の
も
、
川
の
水
を
飲
む

の
も
、
た
だ
と
思
っ
て
い
た
時
と
は
違
い
、

美
し
い
日
本
の
自
然
を
守
り
続
け
る
た
め

に
、
環
境
費
と
し
て
の
お
金
を
支
払
う
必

要
性
も
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。
山
で
元
気

を
も
ら
い
、
次
へ
の
活
力
を
得
て
帰
れ
る

費
用
と
考
え
れ
ば
安
い
と
思
い
ま
す
」

と
言
い
切
ら
れ
て
い
ま
す
。

土
屋　

現
状
か
ら
言
う
と
、
そ
れ
は
当
然

だ
と
思
い
ま
す
よ
。

阿
部　

感
覚
的
に
は
、こ
の
意
見
に
反
対

す
る
人
は
あ
ま
り
い
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

こ
の
考
え
は
基
本
方
針
と
い
う
か
、
哲
学

と
い
う
か
。
そ
れ
に
反
対
す
る
人
は
い
な

い
と
思
い
ま
す
よ
。
総
論
は
コ
ン
セ
ン
サ

ス
が
取
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

神
谷　

我
々
登
山
者
は
ず
っ
と
前
か
ら
、

例
え
ば
ト
イ
レ
の
お
金
は
払
う
と
言
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
を
登
山
者
は
皆

持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
仕
組
み
と
し
て
で
き

な
い
の
か
。
い
つ
も
同
じ
話
か
ら
、
抜
け

出
せ
な
い
で
す
ね
。
一
歩
先
に
踏
み
出
し

た
い
で
す
ね
。

寺
崎　
今
日
の
座
談
会
で
は
、
時
折
意
見

の
ぶ
つ
か
り
合
い
も
あ
り
ま
し
た
が
、
基

本
的
な
考
え
方
に
は
あ
ま
り
距
離
が
な
い

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
２
０
１
５
年
５
月
29
日
・
当
財
団
に
て
）

（
風
景
写
真
：
寺
崎
竜
雄
撮
影
）

（
注
１
）
営
造
物
公
園
：
公
園
当
局
が
所
有
権
な
ど
土

地
の
権
限
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
設
定
さ
れ

た
公
園
。（
Ｅ
Ｉ
Ｃ
ネ
ッ
ト
環
境
用
語
集
よ
り
）

（
注
２
）
地
域
制
自
然
公
園
：
土
地
の
所
有
権
に
関
わ

ら
ず
一
定
の
要
件
を
有
す
る
地
域
を
公
園
と
し

て
指
定
し
、
各
種
行
為
を
規
制
（
公
用
制
限
）

す
る
こ
と
に
よ
り
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る

公
園
。（
Ｅ
Ｉ
Ｃ
ネ
ッ
ト
環
境
用
語
集
よ
り
）

（
注
３
）権
原
：
あ
る
行
為
を
な
す
こ
と
を
正
当
と
す
る

法
律
上
の
原
因
。（
大
辞
林
第
三
版
よ
り
）

ご
来
光
を
眺
め
る
登
山
者（
富
士
山
頂
）
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が
聞
か
れ
た
し
、
テ
レ
ビ
報
道
を
前
に
持

論
を
語
る
登
山
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
お
金
を
支
払
わ
な
い
と
優

れ
た
自
然
地
域
で
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

楽
し
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

我
々
国
民
は
皆
等
し
く
自
由
に
利
用
す

る
権
利
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
利
用
環
境
を
整
え
、
維
持

管
理
し
て
い
く
の
か
。
ど
う
や
っ
て
こ
の

自
然
と
付
き
合
い
、
次
世
代
に
継
承
し
て

い
く
の
か
。
誰
が
負
担
す
る
。
自
然
は
タ

ダ
な
の
か
。
観
光
を
振
興
し
よ
う
と
す
る

研
究
者
、
実
践
者
と
し
て
、
い
つ
も
向
き

合
う
課
題
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
本
号
の
特
集
テ
ー
マ
を
“
入

山
料
を
問
う
”
と
し
た
。

あ
る
特
定
の
地
域
に
立
ち
入
る
時
に
利

用
者
が
支
払
う
負
担
金
を
入
域
料
や
入
場

料
、
特
に
自
然
公
園
（
国
立
公
園
、
国
定

公
園
、
都
道
府
県
立
公
園
）
に
立
ち
入
る

時
に
は
入
園
料
、
さ
ら
に
そ
の
道
が
明
ら

か
に
山
域
深
く
、
山
頂
に
続
く
時
に
は
入

山
料
と
、
一
般
的
に
は
言
っ
て
い
る
。

本
誌
で
は
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
目
的

で
公
的
な
自
然
地
域
へ
の
立
ち
入
り
に
か

か
る
負
担
金
を
対
象
と
し
た
。
こ
の
時
、

話
題
と
な
る
場
所
の
多
く
は
自
然
公
園
で

あ
り
、
利
用
者
に
そ
の
負
担
を
求
め
る
考

え
方
や
方
法
論
に
は
、
特
に
山
を
意
識
し

た
時
に
も
共
通
の
要
件
が
多
い
と
考
え
た

の
で
、
自
然
公
園
へ
の
入
園
料
に
つ
い
て

も
多
く
の
紙
幅
を
要
し
た
。

ひ
と
口
に
登
山
と
い
っ
て
も
、
険
し
い

山
頂
を
目
指
す
行
為
も
あ
れ
ば
、
尾
瀬
ヶ

原
の
よ
う
に
散
策
と
い
う
言
葉
が
似
合
う

も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
行
為
を
基

準
に
登
山
か
否
か
を
区
分
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
あ
え
て
特
定
す
る
な
ら
ば
、
お
そ

ら
く
筆
者
ら
は
、
山
域
に
あ
る
が
故
、
登

山
道
や
ト
イ
レ
な
ど
の
利
用
環
境
整
備
の

困
難
度
が
高
く
、
か
か
る
経
費
も
高
額
に

な
る
こ
と
が
容
易
に
想
定
で
き
る
ケ
ー
ス

に
お
け
る
利
用
者
の
包
括
的
な
負
担
金
を

特
に
入
山
料
と
呼
ん
で
い
る
。

特
集
記
事
中
、
入
域
料
、
入
園
料
、
入

山
料
の
語
に
つ
い
て
は
、こ
の
よ
う
な
観
点

と
文
脈
か
ら
、同
義
と
し
て
、あ
る
い
は
特

に
山
を
意
識
し
て
い
る
ケ
ー
ス
と
し
て
解
釈

し
て
ほ
し
い
。

そ
の
上
で
、こ
こ
で
は
企
画
の
発
端
と
な

っ
た
入
山
料
を
タ
イ
ト
ル
と
し
て
用
い
た
。

筆
者
が
考
え
た
か
っ
た
こ
と
は
、公
的
な

自
然
地
域
で
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
に

お
け
る
“
利
用
者
（
観
光
客
）の
権
利
と

義
務
”と“
管
理
者
の
役
割
”で
あ
る
。
そ

れ
を
探
る
上
で
、入
山
料
は“
是
か
非
か
”、

そ
し
て“
そ
の
理
由
”を
問
う
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
課
題
の
行
方
を
探
る

冒
頭
で
、田
部
井（
本
誌
・
巻
頭
言
）は
洗

練
さ
れ
た
言
葉
遣
い
に
よ
る
明
快
な
回
答

を
提
示
し
た
。
は
か
ら
ず
も
レ
ー
ル
が
敷

か
れ
、
特
集
記
事
の
編
集
は
理
想
を
現
実

に
落
と
し
込
む
作
業
の
よ
う
に
も
思
え
た
。

社
会
資
本
と
受
益
者
負
担

阿
部（
本
誌
・
座
談
会
）は
、我
が
国
に

お
け
る
既
存
見
解
の
レ
ビ
ュ
ー
を
も
と
に

受
益
者
負
担
と
し
て
入
山
料
を
徴
収
す
る

背
景
を
、“
観
光
的
利
用
は
何
ら
か
の
負
担

に
値
す
る
特
殊
な
受
益
”を
根
拠
に
、“
利

用
者
の
便
益
と
自
然
保
護
の
観
点
”か
ら
、

“
本
来
は
国
家
予
算
で
整
備
や
保
護
を
し

て
き
た
が
、
混
雑
し
て
弊
害
が
生
じ
て
い

る
場
所
で
あ
れ
ば
、来
る
人
に
負
担
と
協
力

を
求
め
る
考
え
方
”と
整
理
し
た
。

ま
た
、加
藤（
１
９
９
６
年
）の
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
国
立
公
園
入
園
料
な
ど
の
大
改

革
の
カ
ギ
は“
利
用
者
負
担
の
原
則
”で
あ

り
、“
国
立
公
園
の
維
持
管
理
に
必
要
な
費

用
の
す
べ
て
を
政
府
の
一
般
財
政
で
賄ま

か
な

う

と
い
う
こ
と
は
、
結
局
は
納
税
者
で
あ
る

国
民
一
般
に
そ
の
費
用
を
負
担
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
（
原
文
通
り
）。

し
か
し
国
立
公
園
を
訪
れ
な
い
人
々
も

含
む
国
民
の
す
べ
て
が
国
立
公
園
の
維
持

管
理
費
を
負
担
す
る
と
い
う
の
は
公
平

と
は
い
え
な
い
。
必
要
と
な
る
費
用
は
そ

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
人
々
か
ら
徴
収

す
る
方
が
よ
り
公
平
で
あ
る
（
原
文
を
要

38

“入山料を問う”にあたり
公益財団法人日本交通公社

理事・観光文化研究部長　　寺崎  竜雄

視
座特集テーマからの２

０
１
３
年（
平
成
25
年
）夏
、富
士
山

が
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
直
後
に

試
験
導
入
さ
れ
、
広
く
注
目
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
入
山
料
。
正
し
く
は
富
士
山
保

全
協
力
金
と
い
い
、
山
頂
を
目
指
す
登
山

者
か
ら
徴
収
す
る
も
の
。
強
制
力
の
な
い

任
意
の
寄
付
金
で
あ
り
、
支
払
わ
な
い
者

は
登
る
べ
か
ら
ず
、と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

な
に
し
ろ
富
士
山
で
あ
る
。
当
然
の
ご
と

く
筆
者
の
周
囲
で
も
賛
否
を
言
い
合
う
声
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39 特集テーマからの視座◉＂入山料を問う＂にあたり

約
）”と
い
う
引
用
、解
説
は
分
か
り
や
す
い
。

こ
れ
に
対
し
、土
屋（
本
誌
・
座
談
会
）

は
、
受
益
者
に
負
担
を
強
い
る
の
は“
社

会
資
本
、
も
し
く
は
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
と

し
て
、
国
立
公
園
や
自
然
地
域
の
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
ン
フ
ラ
へ
の
投
資
が
あ

る
程
度
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
”

と
言
い
、
ま
ず
は
“
こ
の
国
と
し
て
、
国

民
と
し
て
自
分
た
ち
の
自
然
環
境
の
保
全

や
、
自
然
の
中
で
の
楽
し
み
は
ど
う
あ
る

べ
き
な
の
か
”
を
明
示
し
た
上
で
、“
全
て

社
会
資
本
と
し
て
国
が
整
備
す
る
こ
と
は

無
理
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の

受
益
者
負
担
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
”
と
、

受
益
者
負
担
論
を
牽
制
す
る
。

小
原（
本
誌
・
39
ペ
ー
ジ
の
コ
ラ
ム
）も

ま
た“
国
立
公
園
は
、日
本
国
民
の
た
め
に

あ
り
、
公
共
施
設
と
し
て
予
算
を
投
入
す

る
理
由
も
十
分
に
あ
る
”と
し
、
そ
も
そ

も“
大
自
然
に
分
け
入
り
、山
岳
地
や
森
林

を
歩
く
楽
し
み
を
享
受
す
る
こ
と
に
対
し
、

誰
か
ら
だ
ろ
う
と
金
を
取
ら
れ
る
い
わ
れ

は
な
い
”と
言
い
切
る
。た
だ
し
、ど
う
し

て
も
整
備
予
算
が
捻
出
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、

一
定
割
合
の
受
益
者
負
担
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
入
山
料
や
入
園
料
の
徴

収
は
、
受
益
者
（
利
用
者
）
負
担
を
根
拠

に
し
、
そ
れ
を
利
用
環
境
の
整
備
に
使
う

と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の

導
入
に
つ
い
て
は
、
前
提
や
留
意
事
項
な

ど
に
は
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
考
え
方
そ

の
も
の
は
お
お
む
ね
支
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
受
益
者
負
担
を
根
拠
に
利
用

環
境
を
維
持
管
理
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
、

お
金
の
徴
収
に
よ
っ
て
利
用
者
の
行
動
を

誘
導
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
別
も
の
だ

と
い
う
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
入
山
料
や
入
園
料
を
高
く
設
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
利
用
人
数
を
制
限
す
る

と
い
う
考
え
方
は
短
絡
的
で
あ
る
。

法
的
な
課
題

入
山
料
や
入
園
料
の
対
象
地
や
徴
収
方

法
に
法
的
な
規
定
は
あ
る
の
か
。

阿
部（
本
誌
・
座
談
会
）に
よ
る
と
、入

園
料
の
徴
収
に
は“
土
地
の
権
原
が
あ
る

こ
と
が
前
提
”で
あ
る
。
溝
手（
本
誌
・
40

〜
41
ペ
ー
ジ
の
コ
ラ
ム
）
は
、“
国
や
自
治

体
は
、
公
有
地
に
あ
る
山
岳
地
帯
で
は
土

地
所
有
権
を
根
拠
に
入
山
料
を
徴
収
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
”と
解
説
す
る
。ま
た
、

長
野
県
地
方
税
制
研
究
会（
２
０
１
４
年
）

も“
い
わ
ゆ
る
入
山
税
は
法
定
外
目
的
税

と
し
て
成
立
し
得
る
課
税
で
あ
り
理
論
的

に
問
題
な
い
”と
結
論
づ
け
て
い
る
。

こ
こ
で
、
国
や
自
治
体
が
入
山
料
や
入

園
料
を
義
務
化
す
る
際
に
は
、
根
拠
と
な

る
法
律
や
条
例
の
準
備
、
徴
収
の
方
法
の

徹
底
な
ど
が
課
題
と
な
る
。

　自然を楽しみたいという動機と、自然を守りたいという立
場は、かつては何の矛盾もなく同居していた。そのような時
代の感覚からすると、地質や生態系が自ら形作ってきた大
自然に分け入り、山岳地や森林を歩く楽しみを享受するこ
とに対し、誰からだろうと金を取られるいわれはないと思っ
ている。
　他人などいない大自然の中に入ってこそ、自然の中で生
き物としてのヒトである自分を再認識できる。生きるために
絶対必要なのは、食べること、眠ること、排

はいせつ

泄すること、そ
れだけで十分なのだということ、そしてそれが自分をいかに
充実させてくれるものかということを知ることができる。
　ところが、人口密度の高い国や地域で、その希望者が増
えすぎた場合、どうしたらいいのか、という問題が起きてきた。
　さらに大自然の場には、個人を超えた他の視点も参入し
てきている。観光業や、何らかのアピールなどを目的として

いる立場からすると、多数を受け入れて、周辺利益を上げ
ることが重視されるし、管理側の視点からは、持続可能な
利用が重視される。
　自然を楽しむ視点から見ると、利用者が増えて必要不
可欠な静けさが消滅したり、自然そのものが破壊されるこ
とは認め難い。しかし、自分だけに自然を享受する権利が
あるわけでない以上、これは利用のバランスをどう取るの
かと考えざるを得ない。国立公園という施設が何のために
あるのか。さまざまな場で日々 の労働をこなし、日本を支え
ている国民が、疲れを癒やし、活力を取り戻すためのもの
だろう。国にはその責任があるし、公共施設として予算を
投入する理由も十分にある。
　それがどうしても捻出されないというのなら、管理能力と
管理責任を併せ持つ機関が費用を算出し、一定の割合で
受益者負担をしてもらうこと
になるだろう。当然それは安
易に要求してはならないもの
だ。決して利用者に説得力
のある根拠もなしにたかるよ
うな金の取り方をしてはなら
ない。 　  （おばら ひろし）

コラム

有限会社　屋久島野外活動総合センター

自然ガイド　小原 比呂志
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40

視
座特集テーマからの

例
え
ば
、
富
士
山
の
適
正

利
用
の
あ
り
方
検
討
委
員
会

は
、
強
制
徴
収
導
入
に
は
利

用
者
を
確
実
に
補
足
し
て
徴

収
す
る
こ
と
を
前
提
条
件
と

し
て
お
り
、こ
の
点
も
富
士
山

の
ケ
ー
ス
が
任
意
の
協
力
金

に
と
ど
ま
っ
た
要
因
で
あ
る

（
本
誌
・
特
集
１
）。
富
士
山
に

限
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
山
域
で

は
、
入
域
口
を
限
定
で
き
な

い
。
技
術
的
な
側
面
か
ら
も
、

入
山
料
義
務
化
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
。

一
方
で
、
入
山
料
や
入
園
料
を
義
務
化

し
た
時
の
管
理
者
責
任
を
問
う
声
が
あ
る
。

奥
原（
本
誌・42
ペ
ー
ジ
の
コ
ラ
ム
）は“
管

理
者
が
入
山
料
を
徴
収
す
る
と
な
っ
た
ら
、

そ
の
管
理
者
は
遭
難
事
故
対
応
も
含
め
て

あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
責
任
あ
る
対
処
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
”
と
指
摘
し
、“
伝
統
的

な
不
文
律
で
成
り
立
っ
て
き
た
山
の
管
理

に
、
入
山
料
と
い
う
考
え
方
が
入
り
込
み
、

権
利
や
責
任
な
ど
の
関
係
性
が
明
確
に
な

る
こ
と
”
に
懸
念
を
示
す
。
溝
手
も
、
国

や
自
治
体
の
営
造
物
責
任
を
指
摘
す
る
。

問
題
点
は
少
し
ず
れ
る
が
、
長
野
県
地

方
税
制
研
究
会
（
２
０
１
４
年
）
は
、
入

山
税
の
使
途
と
し
て
、
登
山
道
整
備
、
山

小
屋
ト
イ
レ
の
設
置
や
維
持
管
理
、
山
岳

遭
難
防
止
活
動
と
し
て
の
可
能
性
を
是
と

観光文化226号 July 2015

公有地の利用の対価を徴収することが可能である。しかし、
日本の山岳には私有地が含まれ（富士山は神社の私有地
が多く、尾瀬は電力会社の私有地が多い）、国や自治体の
所有でない私有地について土地利用料を徴収するのは不
合理である。
　漁業権を有する漁協が、海でスキューバダイビングをす
る者から潜水料を徴収することを違法とした裁判例がある

（東京高裁平成8年10月28日判決）。海は漁協の所有物では
ないので、漁協が海の利用料を徴収することは法律的な理
由に欠ける。
　国や自治体が設置した施設（駐車場、トイレ、休憩所、車
道）などでは、国などが施設利用料を徴収することが可能
であり、現実に料金を徴収している。現在はこの料金は施
設利用の対価とされているが、駐車場の料金などに入山料
的な意味を付加することは可能だろう。この場合には、登山
者に限らず、観光客や仕事で駐車場などを利用する者から
も料金を徴収することになる。
◉論点2
　国や自治体が、法律や条例に基づいて、自然公園の利用
者に入園料を課すことが考えられる。その場合には、国や自
治体による自然公園の管理が前提になり、公園の管理に関
して、営造物責任（国家賠償法2条）が問題になる。
　欧米では、「自然状態を維持する」ことを管理の内容とす
る自然公園が少なくなく（公園によって多様である）、利用者
が自然のもたらす危険性を承認していれば、公園の管理責
任の範囲が限定される。しかし、日本では、「公園の管理＝
人工的な施設の設置」という傾向が強いこと、利用者が危
険性を承認して行動することを前提にした法理論が不十分
なことから、行政にとって営造物責任が重くなることを恐れ
て十分な管理をしにくいという問題がある。
　また、日本の自然公園は私有地を多く含むため、土地所
有権と公園管理権の関係で問題が生じる。富士山は神社

の私有地が多いが、神社の関係者（神社の承認を得た者
を含む）が神社所有地にある自然公園に入るのに入園料を
払うのは不合理である。したがって、入園料の対象は、公有
地や人がほとんど住んでいない場所にある自然公園に限ら
れるだろう。
◉論点3
　入山料を税金として徴収する方法も考えられるが、税金
の根拠、目的、公平性などが問われ、論点２以上に技術的
な難しさがある。
◉論点4
　入山料の強制徴収では、目的の明確性が必要である。施
設管理費を補うための入山料は、環境保護を直接の目的と
するものではない。環境保護を目的とする入山料は、入山者
数を抑制する効果が求められるが、低額の入山料では、環
境保護の効果を期待できない。
　強制徴収は罰則がなければ実効性がない。罰則を設け
る場合には罪刑法定主義に基づいて罰則の対象を明確に
しなければならない。
　強制徴収では公平性が要求される。静岡県の実施要綱
では、「登山道開通期間」に3つの登山道の5合目から「山頂
を目指す登山者」が協力金徴収の対象とされている。「山頂
を目指さない」観光客と登山者、1合目から登る登山者、登山
道以外を登る登山者、登山道開通期間外の登山者は協力
金徴収の対象外であり、公平性に欠ける。（みぞて やすふみ）

溝手康史（みぞて やすふみ）
　弁護士。1955年生まれ。国立登山
研修所専門調査委員、日本山岳サー
チ・アンド・レスキュー研究機構理事、
日本山岳文化学会、日本ヒマラヤ協
会、広島山岳会などに所属。これまで
ヒマラヤや北極圏のバフィン島など国
の内外で登山をする。著書に『登山の
法律学』（東京新聞出版局）、『山岳
事故の法的責任』（星雲社）など。
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41 特集テーマからの視座◉＂入山料を問う＂にあたり

し
て
い
る
が
、
山
岳
遭
難
救
助
費
用
に
つ

い
て
は
“
国
民
の
生
命
・
身
体
に
関
わ
る

行
政
経
費
と
負
担
を
突
き
合
わ
せ
て
考

え
る
と
目
的
税
的
な
考
え
方
に
な
じ
ま
な

い
”
と
言
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に

至
る
過
程
に
は
多
様
な
意
見
が
あ
っ
た
よ

う
だ
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
律
や
条
例
に
基
づ

い
た
入
山
料
の
義
務
化
に
向
け
て
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
観
点
に
よ
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

が
必
要
で
あ
る
。

一
方
で
、
富
士
山
保
全
協
力
金
は
、
法

的
に
は
寄
付
金
や
募
金
と
同
じ
で
あ
り
、

要
項
に
基
づ
く
拘
束
力
の
な
い
行
政
指

導
で
あ
る（
溝
手
）（
40
〜
41
ペ
ー
ジ
の
コ

ラ
ム
）。
制
度
導
入
に
向
け
た
手
続
き
面
、

徴
収
の
技
術
面
で
の
ハ
ー
ド
ル
は
、
義
務

化
に
比
べ
る
と
容
易
だ
と
言
え
よ
う
。
こ

の
時
、
寄
付
金
と
い
う
性
質
上
、
徴
収
に

あ
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
任
意
で
あ
る
こ

と
の
明
示
や
、
支
払
い
を
拒
否
し
に
く
い

状
況
に
し
な
い
こ
と
な
ど
に
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
支
払
い
意
思
は
あ
る

も
の
の
声
を
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
支

払
わ
な
か
っ
た
と
い
っ
た
声
も
聞
か
れ
る
。

任
意
で
あ
る
が
故
に
、
徴
収
率
が
想
定
よ

り
低
く
な
っ
た
り
、
支
払
い
の
有
無
に
よ

る
不
平
等
感
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。

昨
年
、
筆
者
は
屋
久
島
を
訪
れ
た
時
、

法律家から見た「入山料」
　富士山などにおける登山「協力金」について、法律的な観
点から若干の意見を述べる。

「協力金」の法的性格
　富士山登山の「協力金」は、「富士山保全協力金」として
県の実施要綱に基づいて徴収されている。法律や条例で
規定すれば入山料の支払いを義務化することが可能だが、
要綱に基づく「協力金」の徴収は行政指導であり、行政指
導には法的拘束力がない。「協力金」のような任意の支払
金は、法的には寄付金や募金と同じである。
　行政指導について、静岡県行政手続条例30条は、「行政
指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ
実現されるものである」こと、「行政指導に携わる者は、そ
の相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不
利益な取扱いをしてはならない」ことなどを規定している。
これと同様の条例が全国の自治体で制定され、国が行う行
政指導については、行政手続法に同様の規定がある。
　実施要綱では、富士山保全協力金の金額について、「1
人当たり1000円を基本とする」としているが、任意に支払う
金員は、本来、その金額も任意である。寄付は、いくら寄付
をするかという点を含めて「任意」である。
　静岡県が、「富士山保全協力金実施要綱」と同時に「富
士山寄附金実施要綱」を制定したことは、「富士山保全協
力金」が「富士山寄附金」と異なるものであるかのような誤

解を与える。「富士山保全協力金」も「富士山寄附金」もど
ちらも法的には同じ任意の支払金であり、それを「協力金」
とするか「寄附金」とするかは、行政内部の区分けである。
　外国では、ヒマラヤ、マッキンリー、キリマンジャロなどで入
山料を強制徴収している。国立公園への入園者に入園料を
課す国もあるが、これらの入山料は強制徴収が前提である。
　「協力金」要綱は、法律的な拘束力がないが、富士山な
どでは、一定の政策上の効果が期待されている。日本では、
明治以降、国民が、法的拘束力のない行政指導を拒否しに
くい状況があり、この点は、法の支配の不十分な日本の社会
を反映していた。しかし、それが、行政上の不公平さや不明
朗さをもたらし、結果的に行政に対する国民の不信を招い
た。そのため、平成5年に制定された行政手続法（自治体の
場合には、行政手続条例）で行政指導を強要できないこと
や不利益な扱いがされないことが明記された。
　仮に、協力金としての入山料の支払いを拒否しにくい状
況が生じれば、それは違法な徴収になる。
　任意性のない協力金の支払いは、後で自治体に不当利
得として返還義務が生じる可能性がある。協力金の徴収に
あたり、「協力金」を払うかどうかが利用者の任意である点
を登山者に明示することが必要である。

「入山料」の義務化について
　以上のように、義務化しない入山料の徴収は、その実効
性に疑問がある。
　法律や条例を制定すれば、入山料の強制徴収が可能で
あるが、その場合に、国民が納得できるだけの法的根拠と
適正な方法が必要である。
◉論点1
　公有地にある山岳地帯では、国や自治体は、土地所有権
を根拠に入山料を徴収することが可能である。土地所有権
は、土地を全面的に支配管理できる権利であり、法的には、

コラム

みぞて法律事務所

弁護士　溝手 康史
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42

視
座特集テーマからの

縄
文
杉
に
向
か
う
荒
川
登
山

口
や
白
谷
雲
水
峡
の
入
り
口

に
お
い
て
厳
格
な
徴
収
に
遭

遇
し
、
少
々
い
ら
だ
っ
た
。

逆
に
富
士
山
で
は
協
力
依

頼
の
声
か
け
が
不
十
分（
山
本

〔
本
誌
・
特
集
１
の
コ
ラ
ム
〕）

だ
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
利

用
者
、
管
理
者
と
も
に
、
協

力
金
の
性
質
を
十
分
に
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

余
談
に
な
る
が
、
観
光
イ
ン
フ
ラ
の
整

備
財
源
確
保
の
手
段
と
し
て
、
駐
車
料
金
、

駐
車
場
か
ら
対
象
地
ま
で
の
送
迎
バ
ス
代

金
と
し
て
の
徴
収
を
よ
く
経
験
す
る
。

一
昨
年
の
春
、
と
あ
る
桜
の
名
勝
地
で

は
、
駐
車
料
金
は
無
料
、
無
料
シ
ャ
ト
ル

バ
ス
を
運
行
、
こ
れ
ま
で
徴
収
し
て
い
た

桜
協
力
金
は
廃
止
、
と
い
う
案
内
を
し
た

上
で
、
町
の
観
光
協
会
は
１
人
３
０
０
円

の
“
観
桜
料
金
”
を
支
払
え
と
言
う
。
こ

の
時
は
桜
を
見
な
が
ら
、
ず
っ
と
法
的
解

釈
を
巡
ら
せ
て
い
た
。

利
用
者
の
理
解

利
用
者
（
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
客

や
登
山
者
）
は
、
自
然
公
園
へ
の
入
園
料

や
登
山
の
有
料
化
を
お
お
む
ね
受
け
入
れ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（
中
島
〔
本

誌
・
特
集
１
〕、
愛
甲
〔
本
誌
・
特
集
２
〕、

神
谷
〔
本
誌
・
座
談
会
〕）。
さ
ら
に
、
富

士
山
の
入
山
料
に
つ
い
て
は
、
各
種
調
査

と
も
に
お
お
む
ね
80
％
の
人
が
“
強
制
す

べ
き
だ
”
と
答
え
て
い
る
（
中
島
〔
本
誌
・

特
集
１
〕）。

ジ
ョ
ー
ン
ズ（
本
誌・特
集
１
の
コ
ラ
ム
）

は
、
富
士
山
保
全
協
力
金
制
度
を
事
前
に

知
っ
て
い
た
比
率
は
、
日
本
人
92
％
に
対

し
て
、
外
国
人
29
％
と
、
外
国
人
の
認
知

度
の
低
さ
を
指
摘
す
る
。
加
え
て
、
外
国

人
に
お
い
て
、
事
前
に
知
ら
な
か
っ
た
人

の
協
力
金
の
支
払
い
意
思
は
43
％
に
と
ど

ま
る
の
に
対
し
て
、
知
っ
て
い
た
場
合
に

は
72
％
に
ま
で
上
が
る
と
分
析
す
る
。

こ
の
よ
う
に
利
用
者
に
対
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
を
基
に
し
た
分
析
結
果
の
多
く

は
、
入
山
料
や
入
園
料
に
好
意
的
で
あ
る
。

一
方
で
、
日
頃
か
ら
登
山
客
や
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
客
と
じ
か
に
接
す
る
石
塚
（
本
誌・

43
ペ
ー
ジ
の
コ
ラ
ム
）
は
、“
こ
の
登
山
道

は
誰
が
整
備
し
て
い
る
の
か
や
、
ト
イ
レ

の
清
掃
や
処
理
な
ど
に
も
お
金
が
か
か
っ

て
い
る
こ
と
を
気
に
か
け
る
お
客
様
は
ほ

と
ん
ど
い
な
い
”
と
い
う
。
さ
ら
に
、
入

域
料
や
ト
イ
レ
の
使
用
料
に
対
し
“
な

ぜ
？ 

と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
”
と
、
利
用
者
の
理
解
不
足
を

指
摘
す
る
。

利
用
者
の
声
に
は
よ
り
注
意
深
く
耳

観光文化226号 July 2015

　仮に、上高地を訪れる全ての観光客から1人100円の入
域料をいただくと、年間で１億2千万から1億５千万円ほど
の基金ができる。これを使って案内標識やトイレなどの各
種施設整備などや自然環境の保全ができれば、今以上
の楽しみを提供することができる。来訪者の負担感がそ
れほどではない金額であれば、入域料という考え方はよ
い。ただし、徴収方法、使途などのシステムがしっかりして

いることが大前提だ。北米に
代表される世界の国立公園の
ように入り口にゲートがあり、そ
こを通る観光客からあまねく
入域料を徴収できればよいが、
上高地への入り口は複数あり、
現状では全員からということは
難しい。また、来訪者の滞在

時間や行動が多様であり、公平感を出すのは難しいだろう。
　一方で、上高地を奥部まで歩き、さらに穂高岳などに向
かう登山者に入山料を強制するとなると、複雑な要素が
絡んでくる。登山道の管理者は誰なのか。つまり、管理者
が入山料を徴収するとなったら、その管理者は遭難事故
対応も含めてあらゆることに責任ある対処をしなければな
らない。損害賠償の対象にもなる。これは重大な課題で
ある。北アルプスでは、登山道の整備は山小屋の力によ
るところが大きい。自分の山小屋に安全に、そして快適に
登山客を呼び込むための営業行為だという人がいるかも
しれない。それは否定しないが、小屋の近くの登山道で
事故が起きれば、山小屋が対応しているという状況も理
解すべきだ。これなどは、伝統的な不文律であり、登山と
いう楽しみは、難しいルートになるほど、自己責任を求めら
れることを前提として、成り立ってきた。ここに、入山料とい
う考え方が入り込み、権利や責任などの関係性が明確に
なることは果たしてよいことなのか。長野県では遭難時の
救出活動費用における自己負担の議論がされるようにな
った。入山届の義務化にも多様な意見がある。登山では、
まず安全対策。入山料に関わるところは、今のところ、曖

あい

昧
まい

なままでよい気がする。（談）　　  　（おくはら つかさ）

コラム

上高地旅館組合　組合長
　上高地西糸屋山荘主
登山ガイド　奥原 宰
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43 特集テーマからの視座◉＂入山料を問う＂にあたり

を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、

入
山
料
や
入
園
料
の
目
的
や
使
途
を
よ
り

明
確
に
し
、
分
か
り
や
す
い
表
現
で
広
く

伝
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
で
き

れ
ば
、
旅
の
準
備
段
階
か
ら
そ
の
こ
と
が

十
分
に
伝
わ
り
、
納
得
の
上
で
来
訪
し
て

も
ら
い
た
い
。

前
述
し
た
屋
久
島
の
白
谷
雲
水
峡
の
入

り
口
に
は
、“
山
岳
部
保
全
募
金
事
業
の

収
支
状
況
を
報
告
し
ま
す
”
と
し
て
、
１

年
間
の
募
金
額
（
２
１
０
９
万
１
千
円
）、

支
出
額
（
１
９
０
４
万
５
千
円
）
の
内
訳

な
ど
が
詳
細
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

ほ
ど
精せ

い

緻ち

な
報
告
を
見
る
と
、
半
ば
強
制

的
な
徴
収
方
法
に
も
十
分
に
納
得
で
き
た
。

実
施
地
で
の
出
納
状
況
報
告
に
併
せ
て
、

石
塚
が
言
う
よ
う
に
、
良
好
な
自
然
体
験

や
環
境
学
習
を
通
し
て
、
自
然
環
境
の
尊

さ
、
持
続
可
能
な
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
あ
り
よ
う
、
利
用
者
と
し
て
の
責
務

な
ど
も
伝
わ
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。

金
額

筆
者
が
富
士
山
の
入
山
料
に
強
く
関

心
を
持
っ
た
き
っ
か
け
の
一
つ
は
、“
富
士

山
登
山
者
数
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
１
人

７
０
０
０
円
徴
収
す
べ
き
”
と
い
う
報
道

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
正
直
非
常
に
驚
き
、

当
局
は
高
額
な
入
山
料
に
よ
っ
て
入
域
制

限
を
始
め
る
と
い
う
の
か
、
と
警
戒
心
が

湧
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

こ
の
試
算
は
栗
山（
本
誌・特
集
３
）（
栗

山
〔
２
０
１
３
年
６
月
〕） 

に
よ
る
も
の
で

あ
る
。“
５
０
０
円
〜
１
０
０
０
円
程
度

の
入
山
料
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
入
山

料
が
１
人
当
た
り
５
０
０
円
の
時
の
抑
制

効
果
は
２
％
、
１
０
０
０
円
の
時
は
４
％
。

仮
に
富
士
山
の
訪
問
者
数
が
世
界
遺
産
登

録
に
よ
り
30
％
増
加
す
る
場
合
、
入
山
料

の
み
で
現
状
水
準
ま
で
抑
制
す
る
た
め
に

は
少
な
く
と
も
１
人
当
た
り
７
０
０
０
円

の
入
山
料
が
必
要
”
と
科
学
的
に
分
析
し

て
い
る
。
注
意
深
く
見
れ
ば
、
入
山
規
制

の
た
め
に
徴
収
額
を
上
げ
よ
と
い
う
趣
旨

で
は
な
い
が
、
報
道
を
通
し
て
数
値
が
強

調
さ
れ
る
と
理
解
を
誤
り
が
ち
に
な
る
。

さ
て
、
入
園
料
、
入
山
料
を
是
と
し
た

場
合
に
、
適
正
な
金
額
は
い
く
ら
な
の
か
。

そ
の
算
出
根
拠
は
ど
う
す
べ
き
か
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
本
誌
の
特
集
１
で

利
用
者
意
識
を
基
に
し
た
関
連
数
値
を

紹
介
し
て
い
る
。
国
立
公
園
の
入
園
料

を
聞
い
た
世
論
調
査
で
は
５
０
０
円
〜

１
０
０
０
円
程
度
、
登
山
者
に
聞
い
た
入

山
料
は
１
０
０
０
円
〜
３
０
０
０
円
と
い

う
声
が
多
い
。

愛
甲
（
本
誌
・
特
集
２
）
は
ア
メ
リ
カ

有
料
化
実
証
実
験
の
紹
介
を
通
し
て
、“
入

園
料
徴
収
の
賛
成
者
は
多
い
が
、
よ
り
安

　山岳ガイド・自然ガイドとして登山客やトレッキング客を
案内している時にいつも感じるのは、お客様は自分のこ
とだけに集中して行動したり感動したりしており、例えばこ
の登山道は誰が整備しているのかや、トイレの清掃や処
理などにもお金がかかっていることを気にかける人はほと
んどいないということ。入域料やトイレの使用料のことを
言うと、「なぜ？」という疑問を投げかけられることがある。
山小屋を経営しているのだから、登山道やトイレなどは山
小屋が整備するのが当たり前という考え。まずは、一緒に
自然の中を歩くことを通して、この状態は誰かによって保
たれているということを理解してもらうことが大切だと思う。
私たち山岳ガイドも登山道整備を手伝うこともある。関係
者が協力し合って、登山の環境を整えているということを
うまく伝えたい。
　山との関わり方を理解してほしい。私たちや、山小屋の

人たち、ボランティアで登山を支えている人たちと登山客
とで山の楽しさを分かち合いたい。それができた時、登山
道やトイレの整備費に見合う分を支払ってもらうとよいと
思う。実際支払う金額は、実費見合い分というのは無理が
あるので、納得感のある落としどころを見つけなければな
らない。強制でなく、自発的に支払うというのが理想だ。
　上高地やその周辺にはまだ広く知れ渡っていない多く
の自然エリアが残っている。そこにも踏み入って見せてあ
げたい。そして自然の素晴らしさを感じてほしい。環境教
育にも役立つだろう。ただし、ガイドが同行し、自然環境
にとことん配慮する。そしてお客様の安全管理も万全に。
そのような場所を利用する時には、十分な入域料を支払っ
てもらうとよい。（談）　　　　     　　（いしづか　さとみ）

コラム

NPO法人信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ
　事務局長

山岳ガイド・自然ガイド　石塚 聡実
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視
座特集テーマからの

い
ほ
う
が
い
い
と
い
う
回
答

も
多
く
、
特
に
所
得
や
学
歴

が
低
い
ほ
ど
、
旅
行
費
用
の

高
さ
が
国
立
公
園
の
訪
問
意

欲
を
阻
害
す
る
”
こ
と
を
書

い
て
い
る
。“
公
共
の
施
設
で

あ
る
以
上
、
利
用
の
公
平
性

が
求
め
ら
れ
る
。
利
用
金
額

は
訪
問
を
阻
害
し
な
い
程
度

に
す
べ
き
”
と
い
う
考
え
に

筆
者
は
賛
同
す
る
。
愛
甲
に

よ
る
“
管
理
者
は
、
支
払
う
対
象
と
金
額

の
明
示
、
支
払
い
能
力
と
受
益
範
囲
の
公

平
性
や
経
済
的
効
率
性
・
徴
収
お
よ
び
運

営
コ
ス
ト
の
考
慮
、
地
元
住
民
や
外
国
人
、

学
生
へ
の
配
慮
が
必
要
”に
も
注
目
し
た
い
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
本
誌
・
座
談
会
に

お
け
る
阿
部
の
“
維
持
管
理
に
必
要
な
経

費
を
利
用
人
数
で
按あ

ん
ぶ
ん分

す
る
”
と
い
う
考

え
方
が
理
解
さ
れ
や
す
い
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
神
谷
（
本
誌
・
座
談
会
）
は
、

そ
の
エ
リ
ア
で
享
受
す
る
総
合
的
な
サ
ー

ビ
ス
の
対
価
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
面
白

い
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
考
え
方
の
実
践
例
と
し
て
、
乗
鞍

山
麓
の
五
色
ヶ
原
で
の
取
り
組
み
が
興
味

深
い
。
乗
鞍
山
麓
五
色
ヶ
原
の
散
策
コ
ー

ス
を
歩
く
た
め
に
は
、
主
催
者
が
用
意
す

る
有
料
ツ
ア
ー
に
10
日
前
ま
で
に
予
約
し

て
参
加
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
価
格

は
、
ガ
イ
ド
１
人
が
同
行
す
る
約
10
人
の

グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
た
場
合
、
ガ
イ
ド
料
、

施
設
利
用
料
、
傷
害
保
険
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
代
な
ど
も
含
め
て
参
加
者
１
人
当
た
り

９
０
０
０
円
。

直
感
的
に
は
高
額
に
感
じ
る
が
、
自
然

環
境
の
保
全
状
況
の
良
好
さ
に
加
え
、
歩

道
の
歩
き
や
す
さ
と
周
囲
の
自
然
と
の
バ

ラ
ン
ス
の
良
さ
、洗
浄
器
付
き
水
洗
ト
イ
レ
、

そ
し
て
コ
ー
ス
の
一
部
が
バ
リ
ア
フ
リ
ー

（
車
い
す
）
対
応
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、

観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
付

加
価
値
の
高
さ
を
筆
者
は
実
感
し
た
。
そ

し
て
ツ
ア
ー
参
加
費
は
地
元
行
政
に
納
入

さ
れ
た
。

広
く
知
ら
れ
、
既
に
多
く
の
方
に
利
用

さ
れ
て
い
る
場
所
で
、
新
た
に
こ
の
よ
う

な
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
に
は
困
難
が

多
い
が
、
需
要
の
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
よ

う
な
自
然
地
域
、
戦
略
的
に
誘
客
を
図
ろ

う
と
す
る
自
然
地
域
で
は
、
転
ば
ぬ
先
の

杖
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
大
い

に
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

合
意
形
成

入
山
料
や
入
園
料
に
関
わ
る
理
論
的
な

整
理
を
試
み
て
き
た
が
、
果
た
し
て
現
場

の
関
係
者
は
こ
の
テ
ー
マ
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
主
に
観
光
事
業
に

関
わ
る
関
係
者
の
声
を
少
し
ば
か
り
聞
く

こ
と
が
で
き
た
の
で
コ
ラ
ム
と
し
て
紹
介
し

た
。
い
ず
れ
も
個
人
の
考
え
を
聞
い
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
地
域
の
包
括
的
な
見
解

で
は
な
い
こ
と
に
留
意
い
た
だ
き
た
い
。

概
観
す
る
と
、
い
ず
れ
も
入
山
料
や
入

園
料
の
導
入
に
は
慎
重
で
あ
る
。

理
屈
と
し
て
は
理
解
で
き
て
も
（
総
論

賛
同
）、
実
現
さ
せ
る
と
な
る
と
い
く
つ
も

の
壁
が
あ
り
（
各
論
困
難
）、
現
状
で
は

難
し
い
と
い
う
。

愛
甲
は
、ア
メ
リ
カ
有
料
化
実
証
実
験

の
中
で
“
有
料
化
の
根
拠
と
使
途
が
明
確

で
な
け
れ
ば
利
用
者
や
関
係
者
に
は
支
持

さ
れ
ず
、
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
利
害
関

係
者
を
含
む
べ
き
だ
”
と
き
れ
い
に
ま
と

め
て
い
る
が
、
こ
の
実
践
が
難
し
い
。

柴
崎
（
本
誌
・
特
集
４
）
に
よ
る
屋
久

島
の
状
況
分
析
は
、
現
実
を
端
的
に
表

し
て
お
り
、
そ
の
経
緯
に
臨
場
感
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
、
行
き

す
ぎ
た
観
光
利
用
か
ら
自
然
を
保
護
す
べ

き
と
い
う
立
場
と
、
入
山
料
や
入
山
制
限

は
観
光
客
数
や
観
光
収
入
の
減
少
を
も
た

ら
し
地
域
経
済
の
疲
弊
に
つ
な
が
る
と
い

う
地
域
振
興
の
立
場
と
の
間
で
意
見
が
戦

わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

は
か
ら
ず
も
土
屋（
本
誌
・「
わ
た
し
の

１
冊
」）が
紹
介
す
る
宮
本
常
一
著『
忘
れ

ら
れ
た
日
本
人
』
の“
寄
り
あ
い
”に
は
驚

い
た
。今
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、利
害
関
係

者
に
よ
る
時
間
を
か
け
た
丁
寧
な
話
し
合

い
と
い
う
合
意
形
成
過
程
は
理
想
で
あ
る
。

こ
の
時
、
栗
山
（
本
誌
・
特
集
３
）
は
、

懸
案
事
項
に
関
す
る
科
学
的
な
分
析
結
果

が
議
論
の
助
け
に
な
る
と
主
張
す
る
。
自

然
地
域
を
対
象
と
し
た
議
論
に
は
、
と
か

く
理
科
系
の
研
究
者
や
研
究
成
果
が
重
用

さ
れ
る
が
、
観
光
利
用
が
絡
む
案
件
で
は

柴
崎
が
言
う
よ
う
に
社
会
科
学
者
の
活
躍

も
ま
た
重
要
で
あ
る
。

計
画
論
と
利
用
者
論

柴
崎
（
本
誌
・
特
集
４
）
は
、
屋
久
島

を
ケ
ー
ス
に
“
全
島
・
包
括
的
な
、
な
お

か
つ
全
産
業
・
生
活
の
関
連
性
を
見
据
え

た
地
域
計
画
づ
く
り
を
内
発
的
に
進
め
る

必
要
が
あ
る
”
と
主
張
す
る
。

入
山
料
の
問
題
は
、
狭
義
の
入
山
料
で

あ
れ
ば
周
囲
へ
の
波
及
は
限
定
的
か
も
し
れ

な
い
が
、よ
り
広
域
へ
の
入
園
料
と
な
れ
ば
、

対
象
エ
リ
ア
内
の
維
持
管
理
の
あ
り
よ
う

に
と
ど
ま
ら
ず
、周
辺
地
域
も
含
め
た
地
域

社
会
に
何
ら
か
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
す
。

対
象
地
の
目
標
像
、
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
確

に
し
、
そ
こ
に
向
け
た
方
針
を
検
討
す
る
。

そ
こ
に
は
「
自
然
環
境
」
の
状
態
と
「
観

光
客
」
の
状
況
、
そ
し
て
地
域
の
「
産
業

や
経
済
」
の
様
子
や
「
地
域
住
民
の
意
識
」
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［
参
考
文
献
］

・
加
藤
峰
夫
「
国
民
全
体
の
負
担
か
ら
利
用
者
の
負

担
へ
―
カ
ナ
ダ
国
立
公
園
の
利
用
料
金
シ
ス
テ
ム
大

改
革
と
、
今
後
に
予
定
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
「
民
営

化
」の
動
向
―
」（『
國
立
公
園N

o.548

』、国
立
公
園

協
会
、
１
９
９
６
年
）

・『
山
岳
及
び
高
原
に
係
る
費
用
の
利
用
者
負
担
の
あ

り
方
に
つ
い
て
の
検
討
結
果
報
告
書
』（
長
野
県
地

方
税
制
研
究
会
、
２
０
１
４
年
）

・http://w
w

w
.kyoto-u.ac.jp/static/ja/new

s_
data/h/h1/new

s6/2013/130604_1.htm

・http://w
w

w
.hida.jp/goshiki/index.shtm

l

・
大
平
俊
次
「
乗
鞍
山
麓
五
色
ヶ
原
の
森
の
取
り
組
み
」

（『
國
立
公
園No.644

』、
国
立
公
園
協
会
、

２
０
０
６
年
）

ま
で
が
描
か
れ
る
と
な
お
よ
い
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
ら
の
軽
重
は
地
域
特
性
に
よ
っ
て

異
な
る
も
の
だ
。

そ
し
て
、ビ
ジ
ョ
ン
を
具
体
化
す
る
手
段

を
検
討
す
る
段
階
で
入
山
料
や
入
園
料
が

話
題
と
な
る
こ
と
、
問
題
対
処
型
で
は
な

い
、ビ
ジ
ョ
ン
達
成
型
の
入
山
料
、
入
域
料

の
仕
組
み
が
で
き
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

入
山
料
や
入
園
料
に
つ
い
て
は
、
あ
る

特
定
地
域
に
特
化
し
て
話
題
と
な
る
こ
と

が
多
い
。
そ
の
ほ
う
が
問
題
は
明
確
に
な

り
、
現
実
的
で
あ
り
、
議
論
が
深
ま
る
。

こ
の
特
集
も
富
士
山
を
ま
ず
題
材
に
し
、

そ
こ
か
ら
話
を
展
開
し
た
。
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
、
管
理
者
側
か
ら
の
見
解
で
あ
り
、

観
光
地
の
計
画
論
の
範は

ん

疇ち
ゅ
う

だ
と
言
え
よ
う
。

ま
さ
に
、
筆
者
ら
の
日
常
的
な
業
務
領
域

で
の
話
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、土
屋
（
本
誌・座
談
会
）

が
言
う
よ
う
に
、
国
民
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
、
そ
も
そ
も

国
民
が
享
受
す
べ
き
良
質
な
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
場
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る

の
か
と
い
う
議
論
が
、
も
う
少
し
活
発
化

し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

誘
客
に
よ
る
経
済
活
性
化
を
目
的
と

す
る
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
地
の
整
備

が
よ
く
話
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
加
え
て
、

利
用
者
の
効
用
を
軸
に
し
た
こ
と
、つ
ま

り
、
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
余
暇
の
過
ご

し
方
と
い
う
側
面
か
ら
も
提
案
し
て
い
き

た
い
。

も
ち
ろ
ん
、
利
用
者
は
、
受
益
者
負
担
、

自
然
地
域
で
の
自
己
責
任
な
ど
に
関
わ
る

意
識
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●

金
子（
本
誌
・
45
ペ
ー
ジ
の
コ
ラ
ム
）の
、

“
何
事
も
な
け
れ
ば
、
何
ら
の
対
処
も
必

要
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
関
わ
る
人
た
ち

が
日
々
注
意
深
く
自
然
地
域
を
見
守
っ
て

い
く
こ
と
が
重
要
”“
不
測
の
事
態
に
陥

る
一
歩
手
前
が
利
用
の
許
容
限
界
で
あ
り

自
然
に
と
っ
て
も
優
し
い
水
準
”
と
い
う

考
え
方
は
、
自
然
地
域
を
観
光
利
用
す
る

上
で
の
理
想
だ
ろ
う
。

一
方
、
不
便
で
厳
し
い
利
用
環
境
で
あ

っ
て
も
原
生
的
な
自
然
を
楽
し
み
た
い
と

い
う
人
、
安
全
性
が
確
保
さ
れ
、
あ
る
程

度
快
適
な
利
用
環
境
の
も
と
で
自
然
を
楽

し
み
た
い
と
い
う
人
も
い
る
。
多
様
な
観

光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
が
あ
る
と
よ
い
。

自
然
に
と
っ
て
も
、
そ
し
て
利
用
者
に

と
っ
て
も
優
し
い
水
準
が
何
か
を
考
え
て

い
き
た
い
。重
要
な
こ
と
は
、「
資
源
」と「
利

用
」
と「
整
備
」の
状
態
が
バ
ラ
ン
ス
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
持
続
す
る
こ

と
で
あ
る
。

こ
れ
に
向
か
う
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
利

用
者
負
担
は
あ
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

（
て
ら
さ
き　

た
つ
お
）

　小笠原ではこれまで入山料が話題となっ
たことはない。父島で最も高い山の標高は
320メートル程度。登山の対象とは言いにく
い。ツアーコースでは海抜300メートル弱の
千尋岩（通称ハートロック）へのルートが人
気。片道2、3時間の本格的なハイキングが
楽しめる。
　ある時ハートロックへのルート上にトイレ
ットペーパーが散乱しているという“うわさ”。
島内唯一のスーパーマーケットの前でした
たかに話されていたようだ。これを気にか
けた自然ガイドが自分でゴミ拾いツアーを
企画し、うわさの場所に出向いたもののそ
こには何もない。これを繰り返し実施するう
ちに、うわさは消滅。

　世界自然遺産登録以降、ハ
ートロックへのツアー客数は急
増した。混雑感が出てきたが、
各ガイドが工夫して参加者の満
足度を保つようにしている。そも
そも入山料のような話は、自然

破壊やトイレ問題、過剰利用などの具体的
な懸念事項に対する対処策として出てくる
ものだと思う。つまり、少しでも気になること
があれば、その都度、当事者が日常的にう
まく対応できていればよいこと。それがまま
ならず、抜本的な対応策に迫られる境界線
あたりのことをキャリングキャパシティという
のかもしれない。（談）　　（かねこ たかし）

コラム

株式会社 ソルマル　代表取締役
　小笠原村観光協会　会長
自然ガイド　金子 隆

45 特集テーマからの視座◉＂入山料を問う＂にあたり
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46

研
究
の
背
景
と
目
的

～
観
光
へ
の
住
民
参
加
を

考
え
る

当
財
団
で
は
、２
０
１
０
～
２
０
１
２

年
度（
平
成
22
～
24
年
度
）に
か
け
て「
観

光
地
に
お
け
る
観
光
客
、
観
光
事
業
者
、

行
政（
地
域
）と
住
民
の
４
つ
の
主
体
の

関
係
性
の
把
握
に
よ
り
、住
民
に
も
社
会

的
・
経
済
的
に
プ
ラ
ス
と
な
る
観
光
の
あ

り
方
」に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て
き
た
。同

研
究
の
成
果
は
『
観
光
文
化
』
２
１
６
号

（
２
０
１
３
年
１
月
）『
住
ん
で
よ
し
、
訪

れ
て
よ
し
の
観
光
地
づ
く
り 

ま
ず
は
住

民
意
識
の
把
握
か
ら
！
「
観
光
に
対
す
る

住
民
参
加
型
の

観
光
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る

―
―
地
域
活
性
化
手
法
と
し
て
の“
オ
ン
パ
ク
”に
関
す
る
基
礎
的
研
究

公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
　
観
光
文
化
研
究
部
　
次
長
・
主
席
研
究
員

吉
澤 

清
良

観光研究最前線（1）

住
民
意
識
に
関
す
る
研
究
」（
福
永
香
織

研
究
員
他
）
よ
り
』（
２
０
１
３
年
６
月
）

な
ど
で
も
公
開
し
て
い
る
。

同
研
究
の
成
果
も
踏
ま
え
、
２
０
１
３

年
度（
平
成
25
年
度
）以
降
は
、住
民
の「
意

識
」
か
ら
「
参
加
」
へ
と
研
究
の
視
点
を

移
し
、「
観
光
へ
の
主
体
的
・
効
果
的
な

住
民
参
加
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
」
を

行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
本
研
究
で
は
、
観
光
地
に

お
け
る
住
民
、
特
に
女
性
や
若
者
の
参
加

が
特
徴
的
で
、
地
域
振
興
・
観
光
振
興
の

実
践
的
・
効
果
的
な
手
法
と
し
て
全
国
各

地
に
広
が
っ
た「
オ
ン
パ
ク
」（
注
１
）
を
研
究

対
象
と
し
て
、
一
般
社
団
法
人
ジ
ャ
パ
ン
・

オ
ン
パ
ク
や
オ
ン
パ
ク
実
施
団
体
の
協
力

を
得
て
、
各
種
の
調
査
を
実
施
し
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
同
研
究
の
成
果
の
一
部
を

基
に
、
地
域
活
性
化
手
法
と
し
て
の
「
オ

ン
パ
ク
」に
つ
い
て
、そ
の「
要
点
」（
理
念

や
運
用
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
な

ど
）を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

オ
ン
パ
ク
実
施
団
体
の

現
状
と
課
題

～
事
業
評
価
の
難
し
さ

オ
ン
パ
ク
手
法
は
、
地
域
資
源
の
発
掘

と
そ
れ
ら
を
生
か
し
た
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
考
案
・
実
施
に
よ
り
、
住
民
が
自
ら
の

地
域
を
知
り
好
き
に
な
る
こ
と
で
、
地
域

の
良
さ
や
素
晴
ら
し
さ
を
認
識
し
、
住
民

観光文化226号 July 2015

の
誇
り（
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
）の
再
生
に

つ
な
げ
て
い
く
手
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
オ
ン
パ
ク
手
法
に
よ
る
体
験
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
観
光
振
興
に
活
用
す
る
こ
と
で
、

「
観
光
客
の
滞
在
、
地
域
と
の
交
流
の
拡

大
」「
滞
在
・
交
流
型
の
観
光
地
を
目
指

し
た
体
制
整
備
」「
新
商
品
や
新
た
な
サ

ー
ビ
ス
の
検
証（
テ
ス
ト
マ
ー
ケ
ティ
ン
グ
）」

な
ど
の
促
進
に
お
い
て
、
総
じ
て
地
域
内

外
か
ら
の
一
定
の
評
価
を
得
て
い
る
。

２
０
１
３
年
度（
平
成
25
年
度
）に
当

財
団
が
行
っ
た
「
オ
ン
パ
ク
の
実
施
団
体

の
組
織
と
事
業
内
容
等
に
お
け
る
現
状

と
課
題
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
か
ら
も
、「
地

表１ 「オンパクの実施団体の組織と事業内容等に
おける現状と課題アンケート調査」の概要

調査時期

調査方法

回収数

調査項目

調査対象

平成26年1月10日～

調査票をメール・郵便で送付。メール・郵送で回収

19団体（回収率46.3%）

ジャパン・オンパク会員地域及び
オンパク手法を導入している地域（41地域）

◦団体の概要・特徴
◦オンパク導入の背景と目的
◦直近で開催したオンパクの概要
（プログラム数、参加者数、参加者特性、事業費等）

◦オンパク導入後の結果・成果
◦オンパクの事業評価
◦オンパク開催の課題
◦オンパク実施の担い手（キーパーソン）
◦今後のオンパク開催について　等

資料：公益財団法人日本交通公社「オンパクの実施団体の組織と事業内容
等における現状と課題アンケート調査」

226観光研究最前線01.indd   46 2015/07/02   17:35



47 観光研究最前線（1）◉ 住民参加型の観光まちづくりを考える——地域活性化手法としての＂オンパク＂に関する基礎的研究

域
の
賑に

ぎ

わ
い
が
向
上
し
た（
68
・
８
％
）」、

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
等
、
市
民
が
活
躍

す
る
場
が
増
加
し
た（
83
・
３
％
）」
な
ど

の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
表
１
、図
１
）。

「
住
民
参
加
」
に
関
わ
る
評
価
は
非
常
に

高
く
特
徴
的
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、「
事
業
費
の
継
続
的

な
確
保（
73
・７
％
）」「
事
務
局
の
人
手
不

足（
57
・
９
％
）」「
オ
ン
パ
ク
に
関
わ
る

メ
ン
バ
ー
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持（
42
・

１
％
）」
と
い
っ
た
開
催
に
あ
た
っ
て
の
課

題
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
（
図

２
）。
特
に
事
業
費
の
継
続
的
な
確
保
は
、

多
く
の
オ
ン
パ
ク
実
施
団
体
に
お
い
て
切

実
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、オ
ン
パ
ク
手
法
の
導
入
か
ら
数

年
が
経
ち
、オ
ン
パ
ク
事
業
の
評
価
が
求

め
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。

事
業
評
価
の
課
題
で
は
、「
時
間
と
費
用
が

か
か
る（
36
・８
％
）」「
成
果
指
標
が
定
ま

ら
な
い（
26
・３
％
）」「
質
的
な
成
果
の
示

し
方
・
見
せ
方
が
分
か
ら
な
い（
26・３
％
）」

「
成
果
を
示
し
て
も
評
価
し
て
も
ら
え
な
い

（
10・５
％
）」の
他
、「
そ
の
他（
31・６
％
）」

に
は「
評
価
手
法
が
未
詳
」「
比
較
検
証
す

る
事
業（
比
較
対
象
）が
な
い
」な
ど
の
課

題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
図
３
）。

図２ オンパク開催にあたっての課題などについて

図３ 事業評価を行う上での課題

事業費の継続的な確保
事務局の人手不足（専任で取り組むスタッフがいない）

オンパクに関わるメンバーのモチベーションの維持
指導者（リーダー）の確保

集客
採算が合わない

関係者の増加による考え方の相違
プログラムのマンネリ化

情報発信のノウハウ
地元住民の理解・協力を得ること

成果の見せ方
プログラムの質の管理

オンパクブランドの確立
観光事業者の理解・協力を得ること

その他
無回答

厳密に把握しようとすると時間と費用がかかる
成果指標が定まらない

質的な成果の示し方・見せ方が分からない
成果を示しても評価してもらえない

その他
無回答

図１ オンパク導入後の結果・成果について

まちのインフラが整備された（N=16）

文化資源や自然資源が保存・継承された（N=15）

地域の賑わいが向上した（N=16）

交流人口の増加により地域が活性化し、移住者が増加した（N=17）

ボランティアガイド等、市民が活躍する場が増加した（N=18）

騒音や雰囲気の破壊等により、生活環境が悪化した（N=17）

バスや自家用車の混雑等により、交通が不便になった（N=17）

観光客の増加により歩行環境が悪化した（N=17）

不特定多数の来訪者の増加により、治安が悪化した（N=17）

観光地化により、まちなみや景観が悪化した（N=17）

観光地化により物価が上昇した（N=17）
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表２ オンパク手法の要点
■オンパク実施の前提となる基本的な考え方や意義

＜理念＞に関する事項

１  まちは良い時も悪い時もあるが、悪い時を短くするか長く続けるかは人間次第、資源がある限り誰かがその地域を再生する。地域が再
生するために必要なのは理屈（理念）。人を説得するための理念が必要で、それが少しずつ広まっていく必要がある。  

２  マイナスに見える部分が、実は元々その地域が持っているものであり、地域の文化になっている。  

３  観光まちづくりを10年、20年やっても成果が上がらない所があるが、その原因は仕組みが悪い。そんな時は原点に戻るべき。

４  観光地づくりで絶対にブレてはいけないことが自然の保全、景観、温泉、資源を大切にして土地の歴史を語れるようにすること。語らな 
 ければ伝わらず、まちあるきによってそれが実現する。外からのお客様とではなく地元の人と地元のことを語れるようになること。

５   地域に以前からある食や方言などの独特の文化を外に向けてきちんと表現するのが今の観光。  

６  マニアが圧倒的なファンになってリピートしてくれることが非常に大事で、ファンづくりの真髄。幅広い客層ではなく、日本中で200万人が
 認知してファンになってくれれば良く、深掘りすることでニッチマーケットが開拓できる。  

７  オンパクは観光専科ではない。新たな市民社会の活力の底上げを行う仕組み、そのためのソーシャルキャピタルという役割が基本。

８  従来型の観光地の牽引組織（観光協会、観光連盟など）は男性中心だが、新しい組織をサポートする形が作れればうまく回る。新しい
 観光の組織がうまく回るまでに3～5年程度時間がかかる。  

＜運用＞に関する事項  

１  参加人数が最大20人程度の小規模のプログラムで、地域の資源を活かし、地域の人が考え、地域の人材が主役の体験交流型イベント。

２  オンパクが支援するのは、事業者を目指す個人（事業者未満の女性や若者）。個人レベルで何かやってみたい思いのある人に機会を与
 える場が重要な役割。  

３  観光客を増やすことではなく、地元の人たちに参加してもらう（シビックプライド・地元市民の誇りの再生）が最も重要な目的。 

４  プログラムで重要なのは「初めてのことをやる（チャレンジが伴う）」。地域の人が今までできなかったことをやる。既にやっていることを
 並べても意味がない。  

５  集客人数ではなく、参加した事業パートナー、開催した地域の変化が大切。  

６  地域の一番大事なコンセプトをデスティネーション・マーケティングの視点から見て、どう深掘りするのかが重要。  

７  運営主体を公的機関と民間に分けた場合、組織進化度（自らの意思による実施の度合い）が高いものは民間（NPO）がほとんど。

８  地域で意欲のある人を集め、任意団体から始めて新組織をどんなポジショニングで作っていくかを考えることがこれからの観光で重要。
 どのポジショニングで交流人口を増やしていくかは、地域ごとに異なる（オンパクだけが必ずしも正解ではない。）。  

９  オンパクはステークホルダーを増やしていくツール。  

■オンパク方式で実現可能なこと

◦  パートナー（地域住民）がチャレンジして、そこに変化が起き、地元のマーケットが創出される「オンパクは地域の苗床」。

◦  思いを持った地域の人材の、思いの芽を出す（事業化につなげる）ための支援。  

◦  オンパクを基盤として展開が可能なもの[着地型観光][6次化産業][女性、若者などの小規模企業の支援]。  

◦  年間100万人以上が宿泊する大型温泉観光地は、国内に約50カ所あり、そのほとんどがバブル以降、40％の観光客減少だが、別府は、
約20％の減少で留まった。オンパクを開催しなければ別府も40％の減少割合だったと思う。  

◦  オンパクは、地元客の集客効率は非常に良く、マーケティングをしなくても好みなどが大体分かる 。 

■オンパク方式で実現が難しいこと

◦  オンパクというイベントそのもので、数万人単位の劇的な集客を目指すことは間違い。  

◦  「オンパクでたくさん観光客を呼ぼう」ということはやめたほうがいい。  

◦  事業は黒字化しない。オンパクは非収益型。  

◦  事務局の中心となるコーディネーターのコストが捻出できない。  

◦  オンパクは近隣や地元のお客様を対象とした取り組みのため、遠方の人に来てもらうための商品提供に関するデスティネーション・マーケ
ティングが全くない。遠方からの集客・誘客の場合、マーケティング機能が欠かせない。  

■公共政策としての期待

◦  稼ぐなら、優れたプログラムを提供するパートナーを絞り込み、いくつかの旅館と組んで集客すれば良いが、それは地域のごく一部が関与
するものになり、NPOの介在は不要。  

◦  事業費は自力で集めることができても、事務局の中心となるコーディネーターのコストが捻出できないため、自治体として人件費を確保
するようになってほしい。  

◦  オンパクを自治体としても包括的な取り組みとして考え公共政策に取り入れ、政策課題の解決に展開してほしい。  

◦  オンパクのような組織と協力し、観光協会や行政機関がデスティネーション・マーケティングを担うことが必要。  

資料：公益財団法人日本交通公社『平成25年度 観光実践講座 講義録』を基に筆者作成
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表３ 評価検証の基礎となる指標（項目案）の検討

①地域の事業者の参加度

③地域内連携の強化度

④地域内の起業や新規事業に
よる活性化

①地域資源の発掘

①運営体制の整備

②地域資源の整理とコンセプト
メイキング

⑤地域イメージや認知度の向上

②地域住民の利用度（地域内外
の参加者割合）

③地域住民の地域資源に対する
意識の変化度合

◦ オンパク手法は、閉ざされた一部の観光事業者が行うものではなく、まち全体を巻き込んでいくプロ
ジェクト。

◦ 今まで、地域外から来る人のことを考えていなかった地元の人たちが、地域外から来る人に目を向け
させる創意工夫がオンパクの中で行われる。

◦ 別府のオンパクは、最初は住民が参加し、その後、観光客が参加した。

◦ 地域の協働のネットワークが形成、拡大。

◦ 地域住民が主体となり、自発的にやりたいことをやっていく形に変えていく（co-design）地域再生は
住民から。

◦ 何人集客したかではなく、地域の起業や新しい商品を生み出していることがオンパクの最大の特徴。

◦ 温泉水を使った化粧水を開発した美容室経営者、棚田景観保全目的でオンパクに参加して棚田米の
生産で収益を上げた農家などがオンパクの成果。

◦ 地域ブランディングで別府の順位が上昇したことの一因。

◦ 地域再生は、地域を知ることから始まる。「地域資源の活用」の前に「地域資源の発見」というプロセ
スが絶対に必要。

◦ 住民参加によりまちの素晴らしさを発見するプロジェクトという位置づけ（いきなり、まち歩きを観光
プログラムとして商品化することは疑問）。

◦ （1）天然温泉力の体験 （2）地域文化の体験 （3）別府の自然の体験（エコ） （4）別府の日常の食文
化の体験 （5）温泉＋健康、癒やし、美の体験がオンパク以前に考えていた地域活性化の5テーマ。

◦ 見直した地域資源を見せるためには、新しい仕組みが必要。新しい仕組みづくりは時間がかかる。別
府では完成までに５年くらいかかった。

◦ まち歩きに住民が参加することで、それまで知らなかった自分の町を知り、好きになり、自分も活動を
したり、語りたいという変化が起きる。

◦ オンパクの構成要素は、［プログラム］［パートナー事業者］［会員組織］の3つに加え、運営組織のNPO。

◦ 事務局の中心となるコーディネーターのコストが捻出できない。

◦ チャレンジするパートナー（地域住民）、チャレンジを支えるサポーター、会員組織、ガイドブックを置
いてくれる地元企業、ガイドブックに広告を掲載するスポンサーなど（ステークホルダー）による「協働
のネットワーク」。

◦ 地域で意欲のある人を集め、任意団体から始めて新組織をどんなポジショニングで作っていくかを考え
ることがこれからの観光で重要。どのポジショニングで交流人口を増やしていくかは、地域ごとに異なる。

◦ プラットフォームは異なる得意分野を持つ人を集めなければ、全体の浮揚がうまくいかず組織全体の
底上げにならない。NPOはネットワーク型の組織なので多様な人と関わるため、色々な個性の人が必要。

◦ 従来型の観光地の牽引組織（観光協会、観光連盟など）は男性中心だが、新しい組織をサポートする
形が作れればうまく回る。新しい観光の組織がうまく回るまでに3～5年程度時間がかかる。

◦ オンパクは近隣や地元のお客様を対象とした取り組みのため、遠方の人に来てもらうための商品提
供に関するデスティネーション・マーケティングが全くない。

◦ オンパクのような組織と協力し、観光協会や行政機関がデスティネーション・マーケティングを担うこ
とが必要。

◦ パートナーの活動を支援する地元住民の会員組織「オンパクファン倶楽部」。

◦ 運営主体は多様だが、重要なことは意思決定を民間にさせること。受益者は民間（観光事業者や地域
の民間事業者）なので、意思決定を行政が行ってしまうとオンパクのソーシャルキャピタル化は困難。

◦ 観光では「集客」が必要のため、自分の地域のフェーズ（人口動態などの様相）を知り、正確で合理的
な判断をしなければいけない。

◦ 採算性が高いプラットフォーム[団体教育旅行（南信州観光公社、おぢかアイランドツーリズムなど）]
の収益は、教育旅行＝団体旅行による。

◦ 理念やコンセプトのブレとステークホルダー（会員組織・パートナー・サポーター・スポンサー・協力企
業・メディア）のブレがあってはいけない。

◦ 地域経営は時間がかかる。ステークホルダーの掘り起こしに3～4年かかるが、大体3年で地域に人材
が出てきたことが見えてこなければいけない。

◦ 4年目、5年目になるとソーシャルキャピタルとしての役割も含め、どのような方向に進むべきかいろい
ろな壁にぶつかるようになる。

◦ 観光プログラムとしてのまち歩きが成立するのは、観光資源が豊富で、歴史と物語がある場所（長崎
のような町・長崎さるく）に限られる。

◦ プログラムの品質にこだわるスタイルと間口を拡げて緩くやるスタイル。重要なのは「初めてのことを
やる」。

◦ 宿泊施設の考案したプログラムは、参加者は宿泊客（地域外住民）がほとんどで、受益者（宿泊施設）
がガイドを出さなければ、宿泊施設と地域が一緒にできない。

◦ 地域資源の深掘りをすることで、奥行きが広がることが観光まちづくりで一番大切。

◦ ガイドの話が中心ではなく（地域の）人を紹介して「つなぐ」ことがガイドの主な役割。

◦ マニアが圧倒的なファンになってリピートしてくれることが非常に大事。

参考とした発言（考え） 項目案

②マーケティング的な取り組み

⑤意思決定方法

①収益性

③ステークホルダーや地域の協
働のネットワーク構成の内訳

②事業方針や事業目的

①観光プログラムとしてのまち
歩き

②プログラムのスタイル

④地元住民による会員制度

③行政と民間の運営上の役割
分担

⑤参加者や客層
④地域住民によるガイド
③プログラムの傾向

１  

地
域
の
変
化
や
活
性
化

２  

地
域
資
源
の
利
活
用

４  

運
営
お
よ
び
事
業
方
針

５  

観
光
振
興

３  

運
営
体
制

資料：公益財団法人日本交通公社『平成25年度 観光実践講座 講義録』を基に筆者作成
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51 観光研究最前線（1）◉ 住民参加型の観光まちづくりを考える——地域活性化手法としての＂オンパク＂に関する基礎的研究

パ
ー
ト
ナ
ー（
プ
ロ
グ
ラ
ム
提
供
者
）の
確

保
」「
事
務
局
人
件
費
を
は
じ
め
と
す
る

実
施
費
用
の
捻
出
」「
事
務
局
ス
キ
ル
の

体
系
化
」「
身
近
な
地
域
資
源
の
再
認
識

と
観
光
活
用
」「
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
事

業
者
に
よ
る
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り
と

着
地
型
観
光
へ
の
参
入
」「
ま
ち
づ
く
り
や

生
涯
学
習
、
新
規
事
業
や
新
商
品
開
発
へ

の
展
開
や
発
展
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

今
後
の
研
究
課
題

～
評
価
検
証
の
基
礎
と
な

る
指
標︵
項
目
︶の
検
討

表
３
は
、
オ
ン
パ
ク
事
業
の
評
価
検
証

の
基
礎
と
な
る
指
標
（
項
目
案
）
に
つ
い

て
、
鶴
田
氏
、
野
上
氏
の
発
言
を
集
約
す

る
形
で
、
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
、

１
．
地
域
の
変
化
や
活
性
化
（
５
項
目
）

２
．
地
域
資
源
の
利
活
用
（
３
項
目
）

３
．
運
営
体
制
（
５
項
目
）

４
．
運
営
お
よ
び
事
業
方
針
（
３
項
目
）

５
．
観
光
振
興
（
５
項
目
）

の
５
つ
の
大
項
目
と
21
の
中
項
目
に
整

理
を
行
っ
た
。

今
後
も
、
引
き
続
き
、
オ
ン
パ
ク
実
施

団
体
な
ど
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、「
多
様

な
主
体
の
連
携
に
よ
る
観
光
地
づ
く
り
の

ポ
イ
ン
ト
の
整
理
」
や
「
継
続
的
な
観
光

地
づ
く
り
に
向
け
た
新
た
な
評
価
手
法
の

提
案
」
な
ど
に
つ
い
て
、
研
究
を
深
め
て

い
く
予
定
で
あ
る
。

（
よ
し
ざ
わ　

き
よ
よ
し
）

（
注
１
）
温
泉
泊
覧
会
の
略
称
。
大
分
県
別
府
市
で

２
０
０
１
年（
平
成
13
年
）に「
別
府
八
湯
温
泉

泊
覧
会
」と
し
て
開
催
さ
れ
、
地
域
資
源
を
発

掘
・
商
品
化
し
て
地
域
の
付
加
価
値
を
高
め
、

地
域
振
興
・
観
光
振
興
に
つ
な
げ
る
取
り
組
み

と
し
て
注
目
を
集
め
、
全
国
的
に
広
が
り
を
見

せ
て
い
る
。

（
注
２
）２
０
０
８
年（
平
成
20
年
）に
始
ま
っ
た
官
民
協

働
に
よ
る
オ
ン
パ
ク
の
先
進
事
例
。
実
施
エ
リ

ア
を
拡
大
し
、
現
在
は
８
市
町
村
（
岡
谷
市
、

諏
訪
市
、
茅
野
市
、
下
諏
訪
町
、
富
士
見
町
、

原
村
、塩
尻
市
、辰
野
町
）
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。

（
注
３
）一
般
社
団
法
人
ジ
ャ
パ
ン
・
オ
ン
パ
ク（
２
０
１
０

年〔
平
成
22
年
〕４
月
設
立
）、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ハ

ッ
ト
ウ
・
オ
ン
パ
ク（
２
０
０
４
年〔
平
成
16
年
〕

９
月
設
立
）の
協
力
を
得
て
開
催
し
た
、
当

財
団
主
催
の
観
光
人
材
育
成
講
座
の
講
義
録
。

別
府
オ
ン
パ
ク
の
要
点
を
整
理
す
る
に
は
、
公

開
さ
れ
て
い
る
主
要
な
文
献
は
古
い
も
の
が
多

い
た
め
、
同
講
義
録
を
利
用
。

［
参
考
文
献
な
ど
］

・
一
般
社
団
法
人
ジ
ャ
パ
ン・オ
ン
パ
ク
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://japan.onpaku.jp/

）

・
第
29
回
日
本
観
光
研
究
学
会
全
国
大
会
学
術
論
文

集
『
地
域
活
性
化
手
法
と
し
て
の＂
オ
ン
パ
ク
＂に
関

す
る
基
礎
的
研
究
』（
吉
澤
清
良
、福
永
香
織
、後
藤

健
太
郎
、小
池
利
佳
）。
本
稿
は
同
論
文
を
加
筆
、修

正
し
た
も
の
で
あ
る
。

　当財団では、2010年度（平成22年度）より『観光に対する住民意識
に関する研究』を実施し、内外の事例研究などをもとにして住民意識調
査の手法を確立するとともに、観光客と観光関連産業、地域住民、そし
て行政の4者間の関係性を定量化することにチャレンジしてきました。本
書は、同研究成果の概要を取りまとめたものです。

　当財団が主催している2日間の観光人材研修講座の講義録です。
2013年度（平成25年度）は「オンパク」に着目し、その仕掛け人である
鶴田浩一郎氏をはじめ、各地で活躍する方 に々よる事例紹介から実践
的な考え方やノウハウに触れ、住民参加型の観光まちづくり、持続可能
な観光地づくりのヒントを学ぶ一冊となっています。

まずは住民意識の把握から！
住んでよし、訪れてよし の観光地づくり

『観光に対する住民意識に関する研究』より
（2013年6月、公益財団法人日本交通公社発行）

平成25年度 観光実践講座 講義録

オンパクに学ぶ、
観光まちづくりの理論と実践
～“地域活性化”の秘訣、“課題解決”のヒント！ ～

（2014年6月、公益財団法人日本交通公社発行）
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52

２
０
１
２
年
（
平
成
24
年
）
10
月
に
発

行
し
た
機
関
誌
﹃
観
光
文
化
﹄
第
２
１
５

号
に
お
い
て
、「
国
立
公
園
の
利
用
者
意
識

に
関
す
る
研
究
」
と
題
し
、
知
床
、
奥
日

光
、
上
高
地
、
立
山
を
訪
れ
た
観
光
客
を

対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
紹

介
し
た
。
今
号
で
は
、
同
デ
ー
タ
を
用
い
、

国
立
公
園
利
用
が
利
用
者
に
も
た
ら
す
効

用
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
を
紹
介
す
る
。

研
究
の
背
景
と
目
的

近
年
、
観
光
は
地
域
社
会
へ
の
経
済
的

な
効
果
に
注
目
が
集
ま
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
地
域
か
ら
見
た
視
点
で

あ
り
、
利
用
者
の
視
点
か
ら
見
た
効
果
に

国
立
公
園
の

利
用
者
意
識
に
関
す
る
研
究
②

―
―
山
岳
系
国
立
公
園
利
用
が
も
た
ら
す
効
用
と
は

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

五
木
田 

玲
子

観光研究最前線（2）

つ
い
て
は
語
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
そ

こ
で
、
観
光
の
持
つ
根
源
的
な
力
を
改
め

て
見
つ
め
直
す
こ
と
に
し
た
。

本
研
究
は
、
国
立
公
園
利
用
が
も
た

ら
す
感
動
や
効
用
と
い
っ
た
心
理
的
な
効

果
に
着
目
し
、
既
存
研
究
で
は
明
ら
か
と

な
っ
て
い
な
い
山
岳
系
国
立
公
園
を
利
用

し
て
得
ら
れ
る
心
理
的
効
用
の
特
徴
、
効

用
と
活
動
と
の
関
係
性
、
効
用
の
関
連
概

念
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た

も
の
で
あ
る
。
各
用
語
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
通
り
（
図
１
）。

○
効
用

野
外
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
効
用
に
関

す
る
調
査
研
究
は
、
欧
米
を
中
心
に
進
め

ら
れ
て
き
た
1） 

2）
。
ア
メ
リ
カ
の
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
研
究
に
お
い
て
は
、野
外
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
効
用
は
、「
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
後
に
お
け
る
好
ま
し

い
変
化
」
と
定
義
さ
れ
て
お
り 

2）
、ア
ウ

ト
ド
ア
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
得
ら
れ

る
具
体
的
な
効
用
が
列
挙
さ
れ
て
い
る 

3）
。

○
感
動

感
動
は
、「
深
く
物
に
感
じ
て
心
を
動

か
す
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
4）
、
心
理
学
の

分
野
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、

欧
米
で
は
そ
も
そ
も
感
動
に
相
当
す
る

単
語
表
現
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
こ

と
か
ら
、
研
究
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
4）
。

観光文化226号 July 2015

図１ 満足とロイヤルティの関係性および感動、満足、効用の概念

時間軸を基にした感動、満足、効用の概念図

時間軸

満足とロイヤルティの関係性   観光庁（2010）8）

感動満足 ロイヤルティ 満足 効用

深く物に感じて
心を動かすこと

戸梶（2001）4）

感情の総合勘定
Hunt（1977）7）

環境変化に関わらず、
将来にわたって特定の
ブランドやサービスを使い
続けたいという強い想い
（再来訪意向・紹介意向）

Oliver（1999）5）

感情の総合勘定
Hunt（1977）7）

レクリエーション
活動後における
好ましい変化
Driver（1991）2）
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53 観光研究最前線（2）◉国立公園の利用者意識に関する研究②——山岳系国立公園利用がもたらす効用とは

人
生
の
豊
か
さ
と
親
和
性
が
高
い
と
考
え

ら
れ
る
「
自
己
実
現
感
・
充
実
感
」「
冒

険
心
」「
自
信
」「
友
情
・
恋
愛
・
家
族
感

情
の
醸
成
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

（
２
）
調
査
方
法

本
研
究
で
は
、公
園
利
用
者
に
対
し
て
、

自
己
記
入
方
式
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
実
施
し
た
。
調
査
概
要
は
、
表
１
の
通

り
で
あ
る
。

調
査
項
目
は
、
性
別
、
年
代
な
ど
の
基

本
属
性
、同
行
者
や
滞
在
時
間
な
ど
の
旅

行
内
容
に
加
え
、
総
合
効
用
、
感
動
、
満

足
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
今
回
の
旅
行

は
自
分
の
人
生
を
豊
か
に
す
る
と
思
い
ま

す
か
（
総
合
効
用
）」「
今
回
の
滞
在
で
感

動
は
あ
り
ま
し
た
か
（
感
動
）」「
今
回
の

滞
在
の
満
足
度
を
お
答
え
く
だ
さ
い（
満

足
）」と
尋
ね
た
。

ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、「
家
族
や

親
し
い
知
人
に
当
該
地
域
を
紹
介
し
た

い
で
す
か
（
家
族
や
親
し
い
知
人
へ
の
紹

介
意
向
）」「
１
年
以
内
に
、
当
該
地
域
に

来
訪
し
た
い
で
す
か
（
当
該
地
域
へ
の
１

年
以
内
の
再
来
訪
意
向
）」「
別
の
季
節

に
、当
該
地
域
に
来
訪
し
た
い
で
す
か（
当

該
地
域
へ
の
別
の
季
節
の
再
来
訪
意
向
）」

「
１
年
以
内
に
、
自
然
豊
か
な
観
光
地
に

来
訪
し
た
い
で
す
か
（
自
然
観
光
地
へ
の

１
年
以
内
の
来
訪
意
向
）」
の
４
項
目
に

つ
い
て
把
握
し
た
。

個
別
効
用
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
12

項
目
に
つ
い
て
「
今
回
、
本
地
域
を
訪
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、ご
自
身
に
ど
の
よ
う
な

変
化
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
た
。

効
用
、
感
動
、
満
足
、
４
項
目
の
ロ
イ

・
環
境
へ
の
効
用

の
４
つ
に
分
類
さ
れ
、
さ
ら
に
、
個
人

に
お
け
る
効
用
は
、

・
心
理
・
精
神
的
効
用

・
健
康
面
に
お
け
る
効
用

の
２
つ
に
分
け
て
整
理
さ
れ
て
い
る
7）
。

本
研
究
の
対
象
は
心
理
的
効
用
で
あ
る

た
め
、
主
に
こ
の
分
類
内
の
効
用
に
着
目

し
、
列
挙
さ
れ
た
効
用
の
中
か
ら
、
ど
の

効
用
を
本
研
究
で
取
り
上
げ
る
べ
き
か
検

討
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

検
討
の
前
提
と
し
て
は
、
山
岳
系
国
立

公
園
利
用
が
人
々
に
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま

な
効
用
を
包
含
す
る
総
合
的
な
指
標
（
総

合
効
用
）
を
「
人
生
の
豊
か
さ
へ
の
貢
献
」

と
設
定
し
た
。
そ
し
て
、
列
挙
さ
れ
て
い

る
効
用
の
中
か
ら
、
人
生
の
豊
か
さ
を
感

じ
る
上
で
よ
り
積
極
的
に
貢
献
す
る
と
考

え
ら
れ
る
「
自
己
感
謝
・
満
足
」
を
中
心

に
、
対
象
と
す
る
効
用
の
抽
出
を
行
っ
た
。

は
じ
め
に
、
複
数
の
分
類
に
重
複
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
美
に
対
す
る
よ
り
深

い
理
解
」「
創
造
力
醸
成
」「
情
緒
と
感
情

の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
変
化
」「
環
境
へ
の
配

慮
」
を
、
次
に
、
自
然
に
関
す
る
内
容
が

含
ま
れ
て
い
る「
自
然
に
対
す
る
理
解
力
」

「
自
然
と
個
と
の
一
体
感
」
を
、
さ
ら
に
、

○
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ

ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
分

野
に
お
い
て
「
環
境
変
化
に
関
わ
ら
ず
、

将
来
に
わ
た
っ
て
特
定
の
ブ
ラ
ン
ド
や
サ

ー
ビ
ス
を
使
い
続
け
た
い
と
い
う
強
い
想

い
」
と
定
義
さ
れ
て
お
り
5）
、
観
光
分
野

で
は
、
行
動
的
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
「
再
来

訪
意
向
」、態
度
的
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
「
紹

介
意
向
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
6）
。

○
満
足

満
足
は
、「
感
情
の
総
合
勘
定
」
7）
と

定
義
さ
れ
て
お
り
、
属
性
、
期
待
、
認
知

さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
品
質
、
認
知
さ
れ
た
サ

ー
ビ
ス
価
値
が
影
響
し
て
お
り
、
さ
ら
に

満
足
を
向
上
す
る
こ
と
で
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ

も
高
ま
る
と
い
う
因
果
関
係
が
確
認
さ
れ

て
い
る
8）
。

調
査
概
要

（
１
）
効
用
の
設
定

ア
ウ
ト
ド
ア
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら

得
ら
れ
る
効
用
は
、

・
個
人
に
お
け
る
効
用

・
社
会
的
文
化
的
効
用

・
経
済
的
効
用

表１ 調査概要

調査対象地
（調査地点）

調査方法

調査項目

調査期間

調査規模

◦知床国立公園知床地域（知床五湖高架木道出入り口）
◦日光国立公園奥日光地域（華厳の滝、赤沼駐車場（戦場ヶ原自然
研究路入り口）、三本松駐車場（戦場ヶ原展望台））

◦中部山岳国立公園上高地地域（上高地バスターミナル）
◦中部山岳国立公園立山地域（室堂ターミナル）
＊調査対象地の選択にあたっては、利用者の属性・行動の多様性、調査対象地
の資源の多様性、エリア設定の容易さを考慮。

調査員による調査票の手渡し配布、郵送による回収

公園利用者の基本属性、旅行内容、利用者意識など（約30問）

2011年7～8月、9～10月の2期

18,800件、回収：6,006件、回収率：31.9%
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54

ヤ
ル
テ
ィ
、
個
別
効
用
の
い
ず
れ
の
項
目

に
お
い
て
も
、
７
段
階
の
（
１
＝
全
く
そ

う
思
わ
な
い
・
全
く
感
動
し
な
か
っ
た
・

大
変
不
満
、⋮
⋮
、７
＝
大
変
そ
う
思
う
・

大
変
感
動
し
た・大
変
満
足
）を
設
定
し
た
。

結
果

（
１
）
山
岳
系
国
立
公
園
を
利
用
し
て

得
ら
れ
る
効
用
の
特
徴

既
存
研
究
よ
り
設
定
し
た
12
項
目
の

個
別
効
用
に
対
し
て
公
園
を
訪
れ
た
こ

と
で
得
ら
れ
た
自
身
の
変
化
の
度
合
い
を

７
段
階
評
価
で
取
得
し
た
結
果
、平
均
値

が
高
い
順
か
ら
、「
自
然
環
境
を
大
切
に

す
る
よ
う
に
な
る
」「
心
が
豊
か
に
な
る
」

「
自
然
が
好
き
に
な
る
」と
な
っ
た（
図
２
）。

こ
れ
ら
は
山
岳
系
国
立
公
園
を
利
用
し
て

得
ら
れ
る
効
用
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、「
人
生
が
豊
か
に
な
る
」と
設

定
し
た
総
合
効
用
に
つ
い
て
も
そ
の
平
均

値
が
高
い
こ
と
か
ら
、
山
岳
系
国
立
公
園

利
用
は
豊
か
な
人
生
を
送
る
こ
と
に
寄
与

す
る
、と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。さ
ら
に
、

12
項
目
の
効
用
を
因
子
分
析
し
た
と
こ
ろ
、

山
岳
系
国
立
公
園
利
用
の
効
用
は
、﹃
生

き
る
力
﹄と﹃
自
然
へ
の
親
し
み
﹄の
大
き

く
２
つ
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

（
２
）
効
用
と
活
動
と
の
関
係

活
動
の
実
施
有
無
に
よ
る
効
用
の
差
を

確
認
し
た
と
こ
ろ
、
山
岳
系
国
立
公
園
で

「
芸
術
活
動
」
は
﹃
生
き
る
力
﹄
お
よ
び

﹃
自
然
へ
の
親
し
み
﹄双
方
を
喚
起
し
、「
登

山
」「
キ
ャ
ン
プ
」は﹃
生
き
る
力
﹄を
、「
景

色
を
見
る
」
は
﹃
自
然
へ
の
親
し
み
﹄
を

喚
起
す
る
（
図
３
）。

観光文化226号 July 2015

ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
う
か
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
効
用
が
異
な
る
こ
と
が
示
さ

れ
た
。

「
植
物
観
賞
」「
野
生
動
物
観
察
」「
ハ

イ
キ
ン
グ
」「
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
見
学
」

図２ 個別効用および総合効用の平均値

自
然
へ
の
親
し
み

生
き
る
力

自然環境を大切にするようになる
心が豊かになる

自然が好きになる
美しいものを見ることが好きになる

自然が身近になる
明日からまた頑張ろうと思うようになる

生活に充実感を感じるようになる
考え方や気持ちが前向きになる

家族や友人を大切にするようになる
想像力が豊かになる

チャレンジ精神が湧いてくる
自信が湧いてくる

総合効用（人生が豊かになる）

1 2 3 4 5 6

6.17

6.02

6.02

5.93

5.79

5.45

5.20

5.11

5.10

4.91

4.83

4.64

5.81

7

図３ 効用喚起力×活動実施率

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

景色を見る
95%

『
自
然
へ
の
親
し
み
』
喚
起
力

（
活
動
の
有
無
に
よ
る
因
子
得
点
の
差
）

『生きる力』喚起力
（活動の有無による因子得点の差）

＊円の大きさ、%は
活動の実施率を示す

＊遊覧船、温泉、宿泊は、
活動の有無により有意な差が
見られなかったため掲載していない

植物観賞
52%

ハイキング
51%

買い物
42%

食事
45%

登山
18%

観光施設
見学16%

野生動物
観察
26%

VC見学
17%

芸術活動
13%

キャンプ
5%

ガイドツアー
7%
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55 観光研究最前線（2）◉国立公園の利用者意識に関する研究②——山岳系国立公園利用がもたらす効用とは

視
覚
で
捉
え
る
美
し
さ
や
そ
こ
で
し
か

感
じ
ら
れ
な
い
圧
倒
的
な
雄
大
さ
な
ど
は

利
用
者
の
自
然
へ
の
親
し
み
を
強
化
す
る
。

人
生
が
豊
か
に
な
る
と
さ
ら
に
実
感
す
る

た
め
に
は
、
そ
う
い
っ
た
直
感
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
背
景
に
あ
る
世
界
を
合
わ
せ

て
体
感
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
山
岳

系
国
立
公
園
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
を

過
ご
し
て
写
真
撮
影
・
描
画
な
ど
の
芸
術

ら
は
、感
動
が
満
足
に
与
え
る
影
響
に
対

し
て
満
足
が
効
用
に
与
え
る
影
響
は
弱
い

こ
と
、
効
用
は
満
足
よ
り
も
感
動
か
ら
直

接
受
け
る
影
響
の
ほ
う
が
強
い
こ
と
、
ロ

イ
ヤ
ル
テ
ィ
は
満
足
よ
り
も
効
用
か
ら
受

け
る
影
響
が
強
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
感

動
が
高
ま
る
と
効
用
が
高
ま
り
、
効
用
が

高
ま
る
と
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
が
高
ま
る
。
つ

ま
り
、
感
動
を
高
め
る
こ
と
は
山
岳
系
国

立
公
園
利
用
の
促
進
に
寄
与
す
る
、
と
言

え
る
。ま

と
め

国
立
公
園
利
用
者
の
人
生
の
豊
か
さ
へ

の
貢
献
の
た
め
に
は
、
公
園
管
理
に
お
い

て
、
感
動
を
も
た
ら
す
場
面
を
設
定
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

・
景
色
を
見
る
だ
け
よ
り
も
、写
真
撮
影・

描
画
な
ど
の
芸
術
活
動
や
動
植
物
観

察
な
ど
国
立
公
園
内
で
ゆ
っ
た
り
と
し

た
時
間
を
過
ご
す
こ
と

・
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
見
学
な
ど
を
通
し

て
自
然
の
背
景
や
見
方
を
学
ぶ
こ
と

な
ど
に
よ
り
、
生
き
る
力
も
含
め
た
よ

り
強
い
効
用
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
活
動
の
さ
ら
な
る
促
進
が
期
待
さ
れ
る
。

●

本
内
容
は
、日
本
造
園
学
会
研
究
発
表

論
文　
五
木
田
玲
子
・
愛
甲
哲
也
「
山
岳

系
国
立
公
園
利
用
者
の
感
動
、
満
足
、
ロ

イ
ヤ
ル
テ
ィ
、
心
理
的
効
用
の
関
係
性
」

（
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究78

（5

）,533︲538

２
０
１
５
年
）の
要
約
で
あ
る
。

（
ご
き
た　

れ
い
こ
）

活
動
や
動
植
物
観
察
に
ふ
け
る
こ
と
、
ビ

ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
見
学
な
ど
を
通
し
て
自

然
の
背
景
や
見
方
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

生
き
る
力
も
含
め
た
よ
り
強
い
効
用
が
も

た
ら
さ
れ
る
。

（
３
）
感
動
、
満
足
、
効
用
、

ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
の
関
係
性

感
動
、
満
足
、
効
用
、
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ

の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、

項
目
間
の
関
係
性
を
分

析
す
る
手
法
で
あ
る
パ

ス
解
析
に
よ
っ
て
検
証

を
行
い
、「
感
動
は
満

足
に
影
響
を
与
え
、
満

足
は
人
生
を
豊
か
に
す

る
よ
う
な
効
用
に
影

響
を
与
え
る
。
感
動
は
、

効
用
に
も
直
接
影
響
を

与
え
る
。
さ
ら
に
、
満

足
、
効
用
は
そ
れ
ぞ
れ

ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
に
も
影

響
を
与
え
る
。」と
い
う

モ
デ
ル
構
造
が
確
認
さ

れ
た
（
図
４
）。

さ
ら
に
関
係
性
の
強

さ
を
表
す
パ
ス
係
数
か

［参考文献］
1）伊藤太一「日米比較による森林レクリエーション研究の検証」（日本林学会誌 85〔1〕，33︲46  2003年）
2）Driver, B., Brown, P., and Peterson, G.（1991）：Research on leisure benefits : an introduction 
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図４ 感動、満足、効用、ロイヤルティの構造モデル
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文
献
調
査
対
象
の
設
定

こ
の
よ
う
な
性
質
の
調
査
を
進
め
る
に

あ
た
っ
て
は
、
そ
の
対
象
を
明
確
に
設
定

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
は

じ
め
に
、「
人
生
に
対
し
て
プ
ラ
ス
に
働
く
」

と
い
う
状
態
を
、
学
術
用
語
に
“
翻
訳
”

す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ

で
、タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
「
効
用
」

と
い
う
用
語
を
用
い
て
、
調
査
を
進
め
る

こ
と
と
し
た
。
も
っ
と
も
、「
効
用
」
と
い

う
用
語
は
文
脈
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
る

意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
稿

で
は
「
旅
行
を
実
施
し
た
後
に
生
じ
た
、

好
ま
し
い
結
果
の
こ
と
」
と
定
義
し
た
。

右
記
の
定
義
を
踏
ま
え
る
と
、「
効
用
」

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
存
在
す
る
と
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
Ｊ
Ａ
Ｔ
Ａ
は
、
効
用
を

﹃
旅
の
力
﹄と
名
付
け
、５
つ
の
効
用
が
存

在
す
る
と
整
理
し
て
い
る（
表
１
）。こ
こ

で
は
、こ
の
う
ち﹃
教
育
の
力
﹄、
す
な
わ

ち
教
育
的
な
効
用
に
焦
点
を
当
て
た
。
理

由
は
、
若
年
時
の
旅
行
と
の
関
連
が
強
い

と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、「
若
者
」
や
「
若
年
時
」
が
い
つ

を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
、
官
公
庁
の
調

査
や
、
学
問
分
野
に
よ
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま

な
捉
え
ら
れ
方
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
な

り
広
め
の
範
囲
を
取
り
、「
６
歳
～
20
歳

代
」
を
若
年
時
と
定
義
し
た
。

さ
ら
に
、「
旅
行
」
の
種
類
に
つ
い
て
は
、

・
個
人
で
実
施
す
る
観
光
旅
行
（
団
体

パ
ッ
ケ
ー
ジ
、
フ
リ
ー
プ
ラ
ン
の
利

用
を
含
む
）

・
組
織
が
募
集
す
る
団
体
旅
行
（
修
学

旅
行
な
ど
）

の
い
ず
れ
も
調
査
対
象
に
設
定
し
た
。

行
き
先
は
、
国
内
・
海
外
を
問
わ
ず
、

対
象
に
含
め
る
こ
と
と
し
た
。
旅
行
期
間

の
長
さ
に
つ
い
て
は
、
特
に
制
限
を
設
け

一
般
的
に
、
多
感
な
若
い
時
期
に
実
施

し
た
活
動
は
、
そ
の
人
の
人
生
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

中
で
も
、「
旅
行
」
は
経
験
し
た
ほ
う

が
よ
い
こ
と
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
仮
に
「
若
い
う
ち
に
や
っ
て
お
く
べ

き
こ
と
リ
ス
ト
」
を
作
成
す
る
と
し
た
場

合
、“
旅
行
”
が
リ
ス
ト
の
中
に
入
っ
て

く
る
割
合
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
若
い
う
ち
に
旅
行
を

実
施
し
た
こ
と
が
、
本
当
に
人
生
に
対
し

て
プ
ラ
ス
に
働
く
の
か
？ 

ま
た
、具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
側
面
に
対
し
て
プ
ラ
ス
に

働
く
の
か
？ 

と
い
う
よ
う
な
疑
問
に
つ

い
て
、
科
学
的
な
視
点
か
ら
の
整
理
が
十

分
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

そ
こ
で
、
一
般
社
団
法
人
日
本
旅
行
業

協
会
（
Ｊ
Ａ
Ｔ
Ａ
）・
公
益
財
団
法
人
日

本
交
通
公
社
・
立
教
大
学
観
光
学
部
に

よ
る
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
注
１
）
の

中
で
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
学
術
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
文
献
調
査
を
行
い
、

研
究
の
動
向
を
分
析
し
た
。
本
稿
で
は
、

そ
の
成
果
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
き
た
い
。

　
少
子
高
齢
化
、
人
口
減
少
社
会
を
迎
え
、
日
本
人
の
旅
行
の
量
的
減
少

が
懸
念
さ
れ
ま
す
。２
０
０
０
年
代
の
中
盤
以
降
、「
若
者
の
旅
行
離
れ
」

と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
、
若
年
層
の
旅
行
需
要
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
社
会
的
状
況
を
踏
ま
え
、
観
光
庁
を
は
じ
め
と
し

た
各
関
係
機
関
、
企
業
な
ど
に
お
い
て
、
若
年
層
の
旅
行
需
要
喚
起
に
向

観光研究レビュー

若
年
時
に
お
け
る
旅
行
の
効
用
に
関
す
る

研
究
動
向 
―
―
教
育
面
を
中
心
に

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

外
山  

昌
樹

け
た
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
学
術
的
な
観
光
研
究
の

分
野
を
見
て
み
る
と
、
今
回
の
共
同
研
究
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う

に
、
旅
行
自
体
の
効
用
に
関
す
る
研
究
は
途
上
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。
今

後
、
学
術
分
野
で
も
多
角
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
中
で
、
当
財
団
が
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
を
紹
介
し
ま
す
。
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な
か
っ
た
。
な
お
、
留
学
（
短
期
留
学
含

む
）
に
つ
い
て
は
、
対
象
に
含
め
な
い
こ

と
と
し
た
。

文
献
探
索
の
進
め
方

前
節
で
設
定
し
た
条
件
に
当
て
は
ま
る

文
献
を
見
つ
け
出
す
た
め
に
、
い
く
つ
か

の
方
法
を
採
用
し
た
。

ま
ず
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
文
献
（
以

下
、
国
内
文
献
）
に
つ
い
て
は
、
主
要
な

論
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
「Google 

Scholar

」「CiN
ii（

国
立
情
報
学
研
究
所
）」

「
Ｊ–

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｇ
Ｅ（
科
学
技
術
振
興
機
構
）」

を
対
象
に
、「
旅
行 

効
用
」「
旅
行 

教
育

効
用
」
と
い
っ
た
複
数
の
組
み
合
わ
せ
に

よ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
行
っ
た
。

英
語
で
書
か
れ
た
文
献
（
以
下
、
海
外

文
献
）
に
つ
い
て
は
、
若
年
時
に
限
定
し

て
い
な
い
も
の
の
、
旅
行
に
よ
っ
て
生
じ

る
教
育
的
な
効
用
全
般
に
つ
い
て

既
に
レ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
て
い
た
論
文

（
注
２
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
た
め
、

同
論
文
の
引
用
文
献
や
被
引
用
文

献
な
ど
を
調
べ
、
今
回
の
条
件
に

当
て
は
ま
る
文
献
を
抽
出
し
て

い
っ
た
。
海
外
文
献
は
膨
大
な
数

に
上
る
た
め
、
論
文
の
場
合
は
、

ツ
ー
リ
ズ
ム
（
観
光
学
）
系
の
学

術
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を

抽
出
対
象
と
し
た
。

最
後
に
、
国
内
文
献
・
海
外
文

献
と
も
に
、
実
証
的
ア
プ
ロ
ー
チ

を
採
用
し
て
い
る
文
献（
ア
ン
ケ
ー

ト
・
実
験
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど

の
方
法
に
よ
り
調
査
を
実
施
し
、

何
ら
か
の
デ
ー
タ
を
取
得
し
て
い

る
も
の
）
を
抽
出
対
象
と
し
た
。

研
究
の
傾
向
分
析

文
献
探
索
を
行
っ
た
結
果
、
比
較
的

多
く
の
文
献
が
存
在
す
る
こ
と
が
見
え
て

き
た
。
本
稿
で
は
、
代
表
的
な
14
の
文
献

を
抽
出
し
、
全
体
の
傾
向
分
析
を
進
め
た

（
表
２
）。

最
初
に
、
文
献
の
種
類
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
が
学
術
論
文
と
し
て
刊
行
さ
れ

て
い
た
。
調
査
レ
ポ
ー
ト
は
、
全
米
旅
行

産
業
協
会（
表
２ 

番
号
１
）や
国
際
学
生

旅
行
連
盟（
表
２ 

番
号
10
）に
よ
っ
て
実

施
さ
れ
た
も
の
が
該
当
す
る
。

個
々
の
調
査
条
件
に
着
目
す
る
と
、
多

く
の
文
献
で
は
、
若
年
層
自
身
が
、
過
去

に
実
施
し
た
旅
行
を
調
査
対
象
に
設
定

し
て
い
た
。
年
代
に
つ
い
て
は
、
小
学
生

か
ら
大
学
生
、
20
代
中
盤
に
至
る
ま
で
満

遍
な
く
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、
幅
広
い

年
代
に
お
い
て
効
用
が
生
じ
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
文
献
に
よ
っ
て
は
、
家
族

で
実
施
し
た
旅
行
に
お
い
て
子
ど
も
に
生

じ
た
効
用
を
調
べ
る
た
め
に
、
親
を
調
査

対
象
と
し
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た（
表
２

番
号
３
・５
）。
そ
の
た
め
、
若
年
層
が
調

査
対
象
者
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
が
含
ま

れ
て
い
た
。

旅
行
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
文
献
内
で

明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
け
ば
、
海

外
旅
行
や
、
団
体
旅
行
を
対
象
に
検
討

し
た
も
の
が
相
対
的
に
や
や
多
い
結
果
と

な
っ
た
。
研
修
旅
行
・
修
学
旅
行
と
い
っ

た
学
習
色
が
強
い
旅
行
だ
け
で
な
く
、
楽

し
み
を
目
的
と
し
た
旅
行
に
よ
っ
て
も
効

用
が
生
じ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

調
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の

文
献
で
質
問
紙
（
ア
ン
ケ
ー
ト
）
が
利
用

さ
れ
て
お
り
、
調
査
対
象
者
本
人
の
主
観

に
基
づ
く
評
価
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
場
合
は
、「
あ
な
た
は

旅
行
に
よ
っ
て
○
○
○
（
例
：
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
）
が
向
上
し
た
と
思
い

ま
す
か
？
」
と
い
う
よ
う
な
質
問
文
に
つ

い
て
、
回
答
者
に
５
段
階
評
価
（
そ
う
思

う
、
や
や
そ
う
思
う
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
、

や
や
そ
う
思
わ
な
い
、
そ
う
思
わ
な
い
）

の
い
ず
れ
か
当
て
は
ま
る
も
の
を
選
択
し

て
も
ら
っ
た
り
、「
は
い
／
い
い
え
」
の
２

択
で
選
択
し
て
も
ら
う
よ
う
な
形
を
と
っ

て
い
る
の
が
一
般
的
な
方
法
で
あ
っ
た
。

多
く
の
文
献
で
は
、
こ
れ
ら
の
回
答
を

得
点
化
し
た
数
値
デ
ー
タ
に
対
し
て
統
計

解
析
を
行
う
こ
と
で
、
効
用
が
生
じ
た
か

ど
う
か
を
確
か
め
て
い
た
。
定
性
的
な
調

表１  『旅の力』

『旅の力』について、私達は次のような5つの効果・効用を考えています。
色々な国や地域の歴史、自然、伝統、芸能、景観、生活などについて学び楽
しみつつ、それらの発掘・育成・保存・振興に寄与できる
『文化の力』
国際あるいは地域間における相互理解、友好の促進を通じ、安全で平和な
社会の実現に貢献できる
『交流の力』
旅行・観光産業の発展による雇用の拡大、地域や国の振興、貧困の削減、環
境の整備・保全など、幅広い貢献ができる
『経済の力』
日常からの離脱による新たな刺激や感動、遊・快・楽・癒しなどを通じ、から
だやこころの活力を得、再創造へのエネルギーを充たす
『健康の力』
旅による自然や人とのふれあいを通し、異文化への理解、やさしさや思いや
り、家族の絆を深めるなど、人間形成の機会を広げる
『教育の力』

出典：一般社団法人日本旅行業協会（JATA）ホームページ
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表2 抽出された文献一覧

グ
ル
ー
プ
Ｃ

自
国
の
歴
史
文
化
に

関
す
る
理
解
の
促
進

グ
ル
ー
プ
Ｂ

異
文
化
理
解
の
促
進

グ
ル
ー
プ
Ａ

仕
事
を
す
る
た
め
の
基

礎
と
な
る
能
力
の
向
上

アンケート

アンケート

インタビュー

アンケート

アンケート

旅行記の内容
分析、アンケ
ート

インタビュー、
アンケート

アンケート

インタビュー、
著者自身によ
る観察内容の
分析

アンケート

アンケート

テキストマイ
ニング

アンケート

アンケート

調査方法

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

12～18歳時に
体験した歴史
や文化に触れ
る国内旅行

2年以内に
実施した
海外旅行

国内旅行

家族旅行
（国内・海外

問わず）

ハワイ・グア
ム・サイパン
への家族旅行

格安の宿泊施
設を利用した
4週間以上の
旅行

主に格安の宿
泊施設やバッ
クパックを利
用した一人旅

シンガポール
への海外修学
旅行

ボランティア
活動を含む
旅行（2週間）

特に指定して
いない

海外への
修学旅行

マレーシアへ
の研修旅行

（1週間）

北海道への
農業体験型
修学旅行

（3泊4日）

九州（鹿児島、
長崎、熊本）
への修学旅行

旅行の種類

効用の分類

1

番号

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

US Travel Association (2013). Travel Improves Education-
al Attainment & Future Success Executive Summary. 
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21～69歳の400名

調査対象者

アメリカの大学生
326名

子持ちの女性7名

日本国内の18～25
歳の男女1,700名

ルックJTBの
家族旅行客116組

372名の
バックパッカー

397名の中国人
バックパッカー

高校生242名（う
ち、海外修学旅行
の参加者120名、
非参加者122名）

4名の海外ボラン
ティア旅行者

（台湾の高校生・
大学生）

アジア、北米、欧
州の8カ国から構
成された2300名

（10～30代）

静岡県内の7校の
高校2年生
1,146名

大学1年生 26名

高校2年生 108名

高校3年生 266名
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査
手
法
で
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
採
用
し

た
文
献
も
あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
特
定
の

効
用
を
指
定
せ
ず
に
「
あ
な
た
は
旅
行
に

よ
っ
て
ど
ん
な
能
力
が
伸
び
た
と
思
い
ま

す
か
？
」
と
い
う
よ
う
な
質
問
を
行
い
、

回
答
者
の
発
話
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
で
、

ど
の
よ
う
な
効
用
が
生
じ
た
の
か
を
確
か

め
て
い
た
。

な
お
、
回
答
者
本
人
の
経
験
だ
け
で
な

く
、
自
身
の
子
ど
も
に
つ
い
て
の
質
問
を

行
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た（
表
２ 

番
号

３
）。こ
の
よ
う
に
、直
接
本
人
に
は
尋
ね

ず
に
、
他
者
の
視
点
か
ら
調
査
す
る
と
い

う
方
法
も
採
用
さ
れ
て
い
た
。

若
年
時
の
旅
行
に
よ
っ
て

生
じ
る
３
つ
の
教
育
的
効
用

今
回
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
文
献
で
は
、

多
種
多
様
な
効
用
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ

れ
て
い
た
。
個
々
の
文
献
内
容
を
細
か
く

調
べ
て
い
く
と
、
表
現
は
異
な
る
も
の
の
、

類
似
の
概
念
を
捉
え
て
い
る
例
が
多
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
似
た
特
徴
を
持
つ
複
数
の

グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
。

研
究
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
議
論
を
行
っ
た

結
果
、
次
の
３
グ
ル
ー
プ
に
分
類
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

グ
ル
ー
プ
Ａ
：
仕
事
を
す
る
た
め
の
基

礎
と
な
る
能
力
の
向
上

グ
ル
ー
プ
Ｂ
：
異
文
化
理
解
の
促
進

グ
ル
ー
プ
Ｃ
：
自
国
の
歴
史
文
化
に
関

す
る
理
解
の
促
進

グ
ル
ー
プ
Ａ
は
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
、
自
主
性
、
積
極
性
、
適
応
力
、
物

事
の
計
画
・
管
理
能
力
、
人
間
関
係
の
構

築
能
力
、
広
い
視
野
の
獲
得
、
責
任
感
、

ス
ト
レ
ス
管
理
能
力
、
問
題
解
決
能
力
と

い
っ
た
も
の
を
総
称
し
、「
仕
事
を
す
る

た
め
の
基
礎
と
な
る
能
力
」
と
命
名
し
た
。

グ
ル
ー
プ
Ｂ
と
Ｃ
は
、
純
粋
な
理
解
の

促
進
だ
け
で
な
く
、
意
識
・
関
心
の
向
上

や
、
学
習
意
欲
の
向
上
、
国
家
に
対
す
る

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
な
ど
を

含
む
概
念
と
し
て
整
理
し
た
。
議
論
の
過

程
で
は
、
グ
ル
ー
プ
Ｂ
と
Ｃ
は
相
互
の
関

連
性
が
強
い
と
い
う
見
方
も
示
さ
れ
た
が
、

最
終
的
に
は
別
個
の
も
の
と
し
て
捉
え
る

こ
と
と
し
た
。
表
２
に
あ
る
よ
う
に
、
全

て
の
文
献
が
、
い
ず
れ
か
の
グ
ル
ー
プ
の

効
用
を
取
り
上
げ
て
い
た
。

今
後
の
課
題
と

効
用
研
究
の
意
義

文
献
調
査
結
果
よ
り
、国
内
外
を
問
わ

ず
、
若
年
時
の
あ
ら
ゆ
る
旅
行
に
お
い
て
、

「
仕
事
を
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
能
力

の
向
上
」「
異
文
化
理
解
の
促
進
」「
自
国

の
歴
史
文
化
に
関
す
る
理
解
の
促
進
」
の

い
ず
れ
か
の
教
育
的
な
効
用
が
生
じ
る
こ

と
が
示
唆
さ
れ
た
。
や
は
り
、
若
い
う
ち

に
旅
行
を
す
る
の
は
よ
い
こ
と
だ
と
言
え

そ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
散
発
的

に
行
わ
れ
て
お
り
、
異
な
る
旅
行
の
種
類

や
性
・
年
代
別
に
よ
る
相
互
比
較
が
十
分

に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
特
定

の
年
代
や
性
別
に
限
っ
て
生
じ
や
す
い

（
生
じ
に
く
い
）
効
用
が
あ
る
の
か
？ 

と

い
っ
た
疑
問
や
、「
仕
事
を
す
る
た
め
の

基
礎
と
な
る
能
力
の
向
上
」
が
最
も
生
じ

や
す
い
（
生
じ
に
く
い
）
の
は
ど
ん
な
種

類
の
旅
行
か
？ 

と
い
っ
た
疑
問
に
対
し

て
、
現
状
で
は
明
快
に
答
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
今
後
も
多
く
の
研
究
が
実
施
さ

れ
る
こ
と
で
、
包
括
的
な
理
論
構
築
を
進

め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

最
後
に
、
旅
行
の
効
用
に
つ
い
て
の
研

究
を
深
め
る
こ
と
は
、
理
論
面
だ
け
で
な

く
、
実
務
面
に
も
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
と
り
わ
け
、
若
年
層
の
旅
行
需
要
喚

起
を
図
る
上
で
は
、「
旅
行
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
効
用
」
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
注
３
）。旅
行
中
の
経
験
そ
の
も
の
の
価
値

に
加
え
、
旅
行
に
よ
っ
て
何
が
得
ら
れ
る

の
か
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
多
く
の

若
者
が
旅
行
に
行
く
可
能
性
が
広
が
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
と
や
ま　

ま
さ
き
）

59 観光研究レビュー◉若年時における旅行の効用に関する研究動向——教育面を中心に

（注１）2014年度に、一般社団法人日本旅行業協会（JATA）・公益財団法人日本交通公社・立教大学観
光学部は、若者旅行に関する共同研究プロジェクトを実施し、大学生とのディスカッションや米
国の事例視察といった各種調査を通じた多角的な検討を行った。なお、本稿に関連する内容は、
JATAと公益財団法人日本交通公社が中心となって実施した部分に基づく。

（注２）Stone, M.J., & Petrick, J.F.（2013）. The educational benefits of travel experiences : A literature 
review. Journal of Travel Research, 52（6）, 731-744.

（注３）観光庁（2011）若者旅行振興研究会第一期（2010年7月～2011年6月）の研究結果。
http://www.mlit.go.jp/common/000219295.pdf （2015年5月18日URL確認）
観光庁では2010～2011年度に、産学官の関係者から構成される研究会を立ち上げ、若者の旅行
振興に必要な取り組みについて検討を行った。2012年度以降は、若者旅行振興に資する優良な
取り組みを行った地域や旅行会社等に観光庁長官賞として表彰する制度の創設や、有識者が中
学～大学生に向けて旅行の意義や素晴らしさを伝える「若旅★授業」を実施している。加えて、

「若者旅行振興連絡会」を継続的に開催し、産学官の各主体による取り組み内容の情報共有
を行っている。
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＜専門委員＞

家田　　仁	 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授、政策研究大学院大学教授兼任

小田切徳美	 明治大学農学部教授

熊谷　嘉隆	 国際教養大学地域環境研究センター長・教授

小磯　修二	 北海道大学公共政策大学院特任教授

下地　芳郎	 琉球大学環境産業科学部教授

下村　彰男	 東京大学大学院農学生命科学研究科森林科学専攻教授

土屋　俊幸	 東京農工大学大学院農学研究院教授

西村　幸夫	 東京大学先端科学技術研究センター所長、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授兼任

西山　徳明	 北海道大学観光学高等研究センター長、北海道大学大学院観光創造専攻教授

根本　敏則	 一橋大学大学院商学研究科教授

村上　和夫	 立教大学観光学部教授

守口　　剛	 早稲田大学商学部教授

安島　博幸	 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授
（五十音順・敬称略）2015年7月現在

当
財
団
で
は
、
実
践
的
学
術
研
究
機
関
と
し
て
専
門

性
の
高
い
調
査
研
究
活
動
を
行
う
に
あ
た
り
、
外
部
の

有
識
者
に
専
門
委
員
を
委
嘱
し
て
い
ま
す
。

１
９
６
５
年
（
昭
和
40
年
）、
初
代
の
専
門
委
員
に
は

伊
藤
善
市
先
生
（
地
域
経
済
学
／
東
京
女
子
大
学
教
授

〔
当
時
〕）、
鈴
木
忠
義
先
生
（
土
木
工
学
・
造
園
学
／
東

京
大
学
助
教
授
〔
当
時
〕）
に
ご
就
任
い
た
だ
き
、「
観

光
産
業
の
経
済
効
果
―
小
豆
島
に
お
け
る
理
論
的
実
証

的
研
究
」や「
観
光
資
源
調
査
の
手
法
」
な
ど
、
今
日
の

観
光
研
究
の
端
緒
と
な
る
研
究
に
つ
い
て
ご
指
導
い
た

だ
き
ま
し
た
。

そ
の
後
も
、
心
理
学
、
文
化
人
類
学
、
造
園
学
、
林
学
、

統
計
学
、
経
済
学
、
経
営
学
、
都
市
工
学
、
社
会
工
学

な
ど
多
様
な
分
野
の
方
々
に
ご
参
画
い
た
だ
き
な
が
ら
、

観
光
研
究
の
深
化
・
拡
充
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

現
在
は
13
人
の
専
門
委
員
に
よ
り
、
幅
広
い
学
術
分

野
か
ら
ご
助
言
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

●

本
誌
『
観
光
文
化
』
で
は
今
号
よ
り
、
専
門
委
員
そ

れ
ぞ
れ
の
学
術
領
域
か
ら
見
た
観
光
、
あ
る
い
は
こ
れ

ま
で
取
り
組
ま
れ
た
研
究
と
観
光
に
つ
い
て
語
っ
て
い

た
だ
く
「
私
の
研
究
と
観
光
」
と
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

生
活
の
中
で
自
身
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
書

籍
や
論
文
な
ど
を
紹
介
し
て
い
た
だ
く
「
わ
た
し
の
１

冊
」の
２
つ
の
連
載
が
新
し
く
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。

当
財
団
専
門
委
員
に
よ
る

連
載
の
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
っ
て
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観
光
研
究
の
諸
タ
イ
プ

観
光
の
研
究
と
い
う
と
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
い

く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
大
別
で
き
る
よ
う
だ
。

ま
ず
、
第
一
は
種
々
の
統
計
や
調
査
な
ど
を
も
と
に

し
て
、
観
光
需
要
の
動
向
や
特
性
を
分
析
し
種
々
の
観

光
施
策
の
参
考
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
タ
イ
プ
は
観
光
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
サ
イ
ド
で

あ
る
と
こ
ろ
の
観
光
業
・
旅
行
業
な
ど
の
特
性
分
析
を

主
眼
と
し
た
研
究
で
あ
る
。

少
な
か
ら
ぬ
研
究
者
が
こ
う
し
た
分
析
タ
イ
プ
の

研
究
を
得
意
と
し
て
い
て
、
全
体
的
に
見
て
実
務
的
に

そ
れ
な
り
の
示
唆
を
も
っ
た
結
果
を
生
み
出
し
て
い
る
。

分
析
の
方
法
論
的
に
も
洗
練
さ
れ
た
も
の
を
も
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
も
そ
も
観
光
そ
の
も
の
が
本
質
的

に
刹
那
的
で
、
は
や
り
す
た
り
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る

と
い
う
性
質
を
持
つ
の
で
分
析
結
果
は
と
い
う
と
、
悲

し
い
か
な
や
は
り
中
長
期
的
な
意
義
に
限
界
が
あ
る
よ

う
だ
。学
問
的
深
み
と
い
う
よ
う
な
面
か
ら
見
る
と
、「
そ

う
だ
っ
た
ん
だ
! !
」
と
い
う
具
合
に
知
的
に
驚
愕
・
感

心
す
る
よ
う
な
成
果
に
は
、
筆
者
は
残
念
な
が
ら
お
目

第
四
タ
イ
プ
の
研
究 

～
旅
の
本
質
は
ど
こ
に
？

第
四
の
タ
イ
プ
の
研
究
は
、
人
間
に
と
っ
て
旅
の
本

質
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
追
い
求
め
る
も
の
だ
。

率
直
に
い
っ
て
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
話
だ
し
、
そ
れ

が
直
ち
に
実
務
の
何
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
も
な
い
だ

ろ
う
が
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
「
旅
」
と
い
う
切

り
口
を
通
じ
て
人
類
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
研
究
で
あ

る
か
ら
、
観
光
に
関
す
る
最
も
デ
ィ
ー
プ
な
タ
イ
プ
の

研
究
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
旅
す
る
巨
人
」
と
言
わ
れ
た
宮
本
常
一
先
生
と
か
、

鈴
木
忠
義
先
生
、
渡
辺
貴
介
先
生
ら
の
著
作
を
読
む
と
、

こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
が
観
光
研
究
の
本
丸
だ
ろ
う
と
い

う
思
い
を
強
く
す
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
の
主
た
る

関
心
（
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
は
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ

う
と
思
う
。

第
一
の
研
究
的
関
心
は
、
な
ぜ
人
は
旅
を
す
る
の
か
？

何
が
人
を
旅
に
駆
り
立
て
る
の
か
？ 

人
は
旅
に
何
を
求

め
る
の
か
？ 

と
い
っ
た
謎
に
迫
る
こ
と
だ
。

生
理
的・生
態
的
に
合
理
的
な
動
因
に
よ
っ
て
「
移
動
」

す
る
生
物
は
無
数
に
あ
る
。
人
間
の
「
移
動
」
も
、
そ

の
多
く
は
交
易
と
か
行
政
と
か
通
勤
・
買
物
・
通
院
な

ど
と
い
っ
た
実
際
的
な
必
要
の
た
め
に
生
じ
る
「
派
生

的
に
生
じ
る
移
動
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人
間
に
限
っ
て

は
、
古
来
、
と
て
も
必
要
不
可
欠
と
は
思
え
な
い
よ
う

な
、時
に
危
険
と
冒
険
心
に
満
ち
た
、時
に
酔
狂
な
「
旅
」

を
し
て
き
た
。
こ
の
疑
問
の
解
明
は
、
人
間
理
解
の
一
つ

の
重
要
な
糸
口
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
い
。

第
三
の
タ
イ
プ
は
、
観
光
対
象
（
観
光
地
）
の
コ
ン

テ
ン
ツ
の
充
実
や
空
間
質
の
改
善
な
ど
を
図
ろ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

ま
ち
づ
く
り
活
動
や
景
観
設
計
な
ど
に
直
接
的
に
関

わ
る
分
析
者
と
い
う
よ
り
は
実
践
者
と
い
う
傾
向
の
強

い
研
究
者
た
ち
が
担
っ
て
き
た
研
究
活
動
で
あ
る
。
そ
の

中
で
は
、
活
動
の
結
果
と
し
て
の
充
実
や
改
善
と
い
う
よ

り
も
、
市
民
も
含
め
て
「
活
動
・
運
動
」
し
て
い
る
こ
と

そ
の
も
の
に
情
熱
を
注
い
で
い
る
研
究
者
も
少
な
く
な
い
。

こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
活
動
は
、
実
際
の
観
光
対
象
の

改
善
に
少
な
か
ら
ず
寄
与
し
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
と

こ
ろ
が
こ
う
し
た
活
動
は
ど
う
し
て
も
個
々
の
観
光
対

象
に
お
け
る
個
別
性
の
中
で
実
践
さ
れ
る
か
ら
、
知
見

や
経
験
が
体
系
的
・
普
遍
的
に
蓄
積
・
整
理
さ
れ
に
く

く
、
ど
う
し
て
も
「
個
々
の
ケ
ー
ス
記
述
」
の
域
を
脱

し
に
く
い
よ
う
だ
。
逆
に
、
あ
ま
り
に
安
直
に
体
系
化
・

普
遍
化
さ
れ
る
よ
う
で
は
、
観
光
地
の
個
性
的
な
魅
力

を
創
り
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
に
こ
の
タ
イ
プ
の

研
究
の
つ
ら
さ
が
あ
る
。

旅
の
本
質
を
探
る
研
究
への
期
待

東
京
大
学
・
政
策
研
究
大
学
院
大
学
教
授　
　
　
　

家
田
　
仁

連載Ⅰ
当財団専門委員

私の研究と観光
第1回

61 私の研究と観光  1
旅の本質を探る研究への期待
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も
う
一
つ
の
関
心
は
、
右
記
と
は
逆
に
「
旅
」
は
人

間
（
旅
人
）
に
ど
ん
な
影
響
や
効
果
を
与
え
る
の
か
？  

旅
に
よ
っ
て
人
は
何
を
得
る
の
か
？ 

旅
は
人
を
ど
う
変

え
る
の
か
？ 

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

昔
か
ら
「
か
わ
い
い
子
に
は
旅
を
さ
せ
よ
」
と
い
わ

れ
て
き
た
こ
と
は
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
だ
が
、
宮
本
先

生
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
旅
と
い
う
も
の

が
人
づ
く
り
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
は
確
か
だ
。
そ

れ
は
人
の
視
野
を
広
げ
、
自
ら
を
相
対
視
す
る
こ
と
を

学
ば
せ
、
ま
た
人
を
タ
フ
に
し
、
身
体
的
に
も
精
神
的

に
も
医
学
的
に
も
ウ
ェ
ル
ネ
ス
の
面
で
も
注
目
す
べ
き

も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
旅
」
が
教
育
の
上
で
格
段
の

地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
、
修

学
旅
行
の
存
在
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
。

旅
の
本
質
と
パ
イ
オ
ニ
ア
・
ト
ラ
ベ
ラ
ー

こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
か
ら
眺
め
る
と
、
宮
本
先
生
を

は
じ
め
多
く
の
著
者
が
述
べ
る
と
お
り
、「
旅
」
が
人
間

の
本
質
的
な
要
求
に
答
え
、
し
か
も
「
旅
」
が
人
間
に

本
質
的
な
果
実
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、「
旅
」
が
旅
人

に
何
が
し
か
の
「
未
知
」
と
「
労
苦
」
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
必
要
条
件
で
あ
る
よ
う
だ
。

逆
に
、
現
代
の
観
光
で
は
「
旅
」
の
も
つ
こ
う
し
た

本
質
的
な
要
素
が
次
第
に
希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
と

い
う
点
は
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
が
『
幻イ

メ
ジ影

の

時
代
│
マ
ス
コ
ミ
が
製
造
す
る
事
実
』（
１
９
６
４
年
）

で
嘆
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

実
際
、「
未
知
」
と「
労
苦
」
を
伴
っ
た
「
本
源
的
な
旅
」

が
、
旅
と
い
う
も
の
の
源
泉
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
、
探
検
で
あ
れ
、
巡
礼
で
あ
れ
、
修
験
道
で
あ
れ
、

挑
戦
的
交
易
者
で
あ
れ
、
冒
険
者
で
あ
れ
、
放
浪
者
で

あ
れ
、洋
の
東
西
を
問
わ
ず
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

観
光
需
要
の
量
的
大
宗
を
占
め
る
マ
ス
・
ツ
ー
リ
ス

ト
に
と
っ
て
も
、
あ
る
い
は
経
済
的
な
意
味
で
重
要
性

の
高
い
プ
レ
ミ
ア
ム
・
ツ
ー
リ
ス
ト
で
あ
っ
て
も
、
実
は

そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
少
数
で
は
あ
る
も
の

の
こ
れ
ら
の
パ
イ
オ
ニ
ア
・
ト
ラ
ベ
ラ
ー
＝
先
駆
的
旅
人

た
ち
の
「
旅
」
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
登
山
な
ど
を
例
に
と
っ
て
も
す
ぐ
わ

か
る
。
現
在
、
大
人
気
の
日
本
百
名
山
、
あ
る
い
は
大

量
登
山
の
対
象
と
化
し
た
エ
ベ
レ
ス
ト
だ
が
、
こ
れ
ら
の

モ
デ
ル
も
先
行
す
る
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち
の「
未
知
」と「
労

苦
」
を
伴
っ
た
幾
多
の
山
行
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
第
四
の
タ
イ
プ
の
研
究
の
ミ
ッ

シ
ョ
ン
で
あ
る
、
旅
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
対
象
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
マ
ス
・
ツ
ー
リ
ス
ト

や
統
計
数
値
な
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
少
数
の
「
旅
」

の
先
駆
的
旅
人
た
ち
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
し

た
精
神
医
学
や
脳
科
学
、
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
、
教

育
学
、
そ
し
て
哲
学
な
ど
、
幅
広
い
分
野
の
方
々
と
の

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
だ
。

『
旅
の
意
味
と
可
能
性
を
探
る
研
究
会
』

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
「
旅
の
本
質
」
に
迫
ろ
う
と
、

５
年
ほ
ど
前
か
ら
同
好
の
研
究
者
や
実
務
者
が
定
期
的

に
集
ま
っ
て
勉
強
会
を
続
け
て
き
た
。

こ
れ
は
、
淑
徳
大
学
の
廻
洋
子
さ
ん
を
会
長
と
す
る

『
旅
の
意
味
と
可
能
性
を
探
る
研
究
会
』
と
い
う
グ
ル
ー

プ
で
、
現
在
21
名
（
半
数
以
上
が
女
性
）
が
メ
ン
バ
ー

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
い

ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
メ
ン
バ
ー

に
よ
る
講
演
を
行
っ
て
き
た
が
、

そ
の
講
演
録
を
下
記
の
サ
イ
ト

に
掲
載
し
て
い
る
。
故
、
関
心

の
あ
る
読
者
は
是
非
ア
ク
セ
ス

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
趣

旨
に
ご
賛
同
い
た
だ
け
る
向
き

に
は
ご
参
加
も
お
勧
め
し
た
い
。

（
い
え
だ　

ひ
と
し
）

家
田　

仁
（
い
え
だ　

ひ
と
し
）

１
９
５
５
年
生
ま
れ
。
78
年
東
京
大
学
工
学
部
土
木
工
学
科
卒
業
、
日

本
国
有
鉄
道
入
社
。
84
年
東
京
大
学
助
手
、
86
年
東
京
大
学
助
教
授

を
経
て
、
95
年
東
京
大
学
教
授
（
工
学
系
研
究
科
社
会
基
盤
学
専
攻
）、

２
０
１
４
年
よ
り
政
策
研
究
大
学
院
大
学
教
授
を
兼
任
、
現
在
に
至
る
。

途
中
、
１
９
８
８
～
89
年
西
ド
イ
ツ
航
空
宇
宙
研
究
所
交
通
研
究
部
客
員

研
究
員
、
１
９
９
３
～
94
年
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
学
交
通
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員

教
授
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
専
門
家
）、
２
０
０
８
年
清
華
大
学
客
員
教
授
に
派
遣
さ

れ
る
。
専
門
は
、
交
通
学
、
都
市
学
、
国
土
学
。

旅の意味と可能性を探る研究会 Travel Essence Research Board
［会の趣旨］本研究会は、短期的な観光業の振興あるいは狭義の観光立国といった
政策などに過度にとらわれず、
①人類にとって「旅」がもつ本質的な役割や重要性を実証的に再確認すること
②現代の人間社会がおかれた環境の中で「旅」がもつ可能性とその将来的あり方を

希求考察すること
を目的としています。 http://www.trip.t.u-tokyo.ac.jp/tabikenkyukai/lectures.html
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こ
の
本
は
、著
名
な
民
俗
学
者
で
あ
る
宮
本
常
一

の
著
作
の
中
で
も
、
お
そ
ら
く
最
も
人
気
の
高
い

１
冊
だ
と
思
わ
れ
る
。
私
は
毎
年
、研
究
室
を
卒
業・

修
了
す
る
学
生
た
ち
に
本
を
贈
る
こ
と
に
し
て
い

る
の
だ
が
、
こ
の
本
は
、
そ
の
贈
呈
本
リ
ス
ト
の
ト

ッ
プ
に
あ
る
。

内
容
は
、
宮
本
が
戦
前
の
昭
和
10
年
代
か
ら
戦

後
の
30
年
代
に
か
け
て
日
本
全
国
を
訪
ね
歩
い
た

聞
き
取
り
調
査
の
記
録
で
あ
る
。
明
治
・
大
正
・

昭
和
を
生
き
抜
い
て
き
た
古
老
た
ち
の
ラ
イ
フ
ヒ

ス
ト
リ
ー
を
中
心
に
、
か
つ
て
の
ふ
つ
う
の
日
本
人

た
ち
の
生
き
ざ
ま
と
当
時
の
日
本
の
風
土
、
日
本

の
社
会
の
有
様
が
、
活
き
活
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

多
く
の
章
で
は
、
伝
承
者
自
身
の
語
り
が
そ
の
ま

ま
掲
載
さ
れ
て
い
て
味
わ
い
深
い
。

多
く
の
人
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
私
に

と
っ
て
も
、
こ
の
本
の
冒
頭
に
出
て
く
る
「
寄
り
あ

い
」
の
記
述
は
衝
撃
的
だ
っ
た
。
そ
の
村
で
は
、
大

事
な
案
件
が
あ
る
と
、
村
中
か
ら
主
だ
っ
た
人
々

が
集
ま
り
、
結
論
が
出
る
ま
で
、
延
々
と
合
意
形

成
の
た
め
の
話
し
合
い
を
続
け
る
の
だ
と
い
う
。
決

し
て
、
他
の
人
の
意
見
を
否
定
せ
ず
、
自
由
な
意

見
の
表
明
を
基
本
に
、
行
き
詰
ま
れ
ば
、
並
行
し

て
進
め
て
い
る
他
の
議
題
に
議
論
を
移
し
て
冷
却

期
間
を
お
き
、
最
終
的
に
全
員
が
納
得
す
る
ま
で

議
論
を
続
け
る
。
宮
本
が
資
料
の
書
き
写
し
を
し

な
が
ら
つ
き
合
っ
た
会
合
で
は
、
す
べ
て
の
話
し
合

い
が
終
わ
る
ま
で
、
昼
夜
を
継
い
で
３
日
間
に
及
ん

だ
と
い
う
。
事
例
は
西
日
本
で
、
東
日
本
と
は
様

相
を
異
に
す
る
よ
う
だ
が
、
日
本
に
も
こ
の
よ
う

に
豊
か
な
合
意
形
成
の
仕
方
が
あ
る
こ
と
を
、
初

め
て
こ
の
本
を
読
ん
だ
大
学
院
生
時
代
の
私
は
全

く
知
ら
ず
、
村
で
の
古
く
か
ら
の
し
き
た
り
は
打

破
す
べ
き
も
の
と
決
め
つ
け
て
い
た
。
そ
う
し
た
近

代
化
論
者
的
頭
で
っ
か
ち
を
、
こ
の
本
は
思
い
切

り
ぶ
ん
殴
り
、
壊
し
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。

今
回
、
こ
の
小
文
を
書
く
に
当
た
っ
て
、
何
回

目
か
の
通
読
を
し
て
み
た
の
だ
が
、
ま
た
多
く
の

発
見
が
あ
り
、
こ
の
本
の
奥
行
き
の
深
さ
を
改
め

て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
特
に
、
女
性
た
ち
が
、「
世

間
」
を
知
る
た
め
に
他
地
域
を
巡
る
旅
行
に
出
か

け
る
こ
と
を
許
容
す
る
農
村
の
寛
容
さ
、
無
益
な

殺
生
を
戒
め
、
小
さ
な
隣
人
と
し
て
生
き
物
に
慈

し
み
の
目
を
向
け
る
農
民
の
環
境
倫
理
、
村
の
発

展
を
願
い
、
無
私
で
村
の
産
業
振
興
に
取
り
組
む
、

無
名
の
リ
ー
ダ
ー
層
の
真
摯
さ
、
そ
し
て
、
各
地

を
放
浪
す
る
「
世
間
師
」
た
ち
の
、
日
本
人
離
れ

し
た
奔
放
さ
。
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
保
護
地

域
関
連
の
本
で
は
全
く
な
い
が
、
日
本
で
物
事
を

考
え
る
時
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
日
本
の
社
会

の
何
た
る
か
を
教
え
て
く
れ
る
本
だ
と
思
う
。
ぜ

ひ
、
多
く
の
み
な
さ
ん
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。

（
つ
ち
や　

と
し
ゆ
き
）

連載Ⅱ
当財団専門委員

わたしの1冊
第1回

63 わたしの 1 冊  1
『忘れられた日本人』宮本常一著

土屋俊幸（つちや としゆき）
　1955年、東京都生まれ。ただし、30歳からの17年間は、勤務地の
北日本（札幌、盛岡）で、たっぷり自然に触れ楽しんだ。現在は東京
農工大学大学院農学研究院教授。専門は一言で言えば林政学。内
外のフィールドで、観光レクリエーション、自然資源管理、自然公園な
どの視点から、農山村の持続可能なあり方について考えている。

東京農工大学　大学院農学研究院教授　　　土屋　俊幸

『忘れられた日本人』
宮本常一著　岩波文庫　1984年（初版は未來社版1960年）
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温
泉
は
脳
に
ど
う
作
用
す
る
の
だ
ろ
う
か
。脳
科
学
者
と
温
泉
の
プ
ロ
と
の
歯
に
衣き

ぬ

着
せ
な
い

ス
ト
レ
ー
ト
な
や
り
と
り
か
ら
、
温
泉
の
効
用
、
魅
力
そ
し
て
人
と
の
関
係
性
な
ど
の
核
心
に
迫

る
展
開
に
一
気
に
引
き
込
ま
れ
る
。
本
書
『
お
風
呂
と
脳
の
い
い
話
』（
茂
木
健
一
郎
・
山
崎
ま
ゆ
み

著
、
東
京
書
籍
）で
は
、「
い
わ
ゆ
る
脳
科
学
の
言
葉
で
、『
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
』っ
て
言
う
ん
で
す

け
ど
、視
覚
も
聴
覚
も
臭
覚
も
触
覚
も
、あ
と
も
ち
ろ
ん
、温
か
い
と
い
う
温
度
に
関
す
る
感
覚
や
、

温
泉
に
入
っ
て
い
る
っ
て
い
う
感
覚
も
全
て
総
合
的
に
関
係
し
て
い
る
」
な
ど
、
茂
木
先
生
の
表

現
が
新
鮮
だ
。
日
本
全
国
そ
し
て
海
外
で
地
元
の
人
々
と
温
泉
に
漬
か
り
続
け
て
い
る
温
泉
エ
ッ

セ
イ
ス
ト
山
崎
氏
が
マ
ン
ガ『
テ
ル
マ
エ
・
ロ
マ
エ
』を
評
す
る
言
葉
、「
ロ
ー
マ
の
浴
場
設
計
技
師
が
、

日
本
人
が
つ
く
り
出
し
た
温
泉
の
付

加
価
値
・
情
緒
を
学
ん
で
持
っ
て
帰

っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
武
力
に
よ

る
平
和
で
な
く
、
お
風
呂
に
よ
る
平

和
な
ん
で
す
」
に
は
含
蓄
が
あ
る
。

混
浴
論
か
ら
外
国
人
の
温
泉
感
覚
ま

で
、
温
泉
に
ま
つ
わ
る
話
が
飛
び
交

っ
て
織
り
な
す
世
界
を
訪
れ
て
み
て

は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。         （
片
桐
）

「
作
法
」
と
は
、
も
の
の
つ
く
り
方
と
し
て
の
「
さ
っ
ぽ
う
」
で
あ
り
、
日
常
的
な
立
ち
居
振
る

舞
い
と
し
て
の
「
さ
ほ
う
」
の
こ
と
で
あ
る
。
本
書
『
景
観
の
作
法　

殺
風
景
の
日
本
』（
布
野

修
司
著
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
）
で
著
者
は
、東
日
本
大
震
災
後
の
被
災
地
の
「
殺
風
景
」（
殺

さ
れ
た
風
景
）
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
文
化
の
枠
組
み
（
制
度
）
で

あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
作
法
」
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
風
景
を
大
き
く
変
え
得
る
と
説
く
。

本
書
で
は
、
震
災
後
に
生
ま
れ
た
「
殺
風
景
」
を
ど
の
よ
う
な
風
景
へ
と
創
生
さ
せ
て
い
く
の
か

を
大
き
な
課
題
と
し
て
提
示
し
つ
つ
、
風
景
を
つ
く
り
出
す
「
作
法
」
の
あ
り
方
と
は
ど
う
あ
る

べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
風
景
を
大
き
く
変
え
得
る
作
法
の
事
例
や
身
近

な
街
の
景
観
問
題
な
ど
を
具
体
的
に

取
り
上
げ
な
が
ら
、
景
観
、
風
景
が

ど
の
よ
う
に
つ
く
り
出
さ
れ
て
い
く

の
か
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
が

加
え
ら
れ
て
お
り
、
我
々
の
身
近
な

街
、
生
活
の
中
の
景
観
、
風
景
を
見

つ
め
直
す
上
で
も
多
く
の
示
唆
を
与

え
て
く
れ
る
。　
　
　
　
　

  （
大
隅
）
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定価　1,400円
東京書籍
（2014年6月発行）

四六並製　372ページ
定価　2,000円
京都大学学術出版会
（2015年1月発行）

64

所
蔵
図
書
紹
介

　図書館勤務になって、週末、たまに「図
書館めぐり」をするようになった。自身の業
務の参考にしたいと思ってのことであるが、
ユニークな図書館やさまざまな魅力づく
りに工夫している図書館を訪ね歩くうちに、
図書館をめぐること自体が楽しみになって
きた。
　最近足を運んだ東京都北区立中央図
書館は、旧陸上自衛隊十条駐屯地275号
棟の赤レンガ倉庫を保存活用しながら現
代建築と見事に融合させたユニークな図

書館で、2009年度（平成21年度）
グッドデザイン賞を受賞するほど
高い評価を受けている。低めの書
架やゾーンごとに工夫された閲覧
空間、北区の歴史が分かる「北区
の部屋」やカフェの併設など、随所
に計画者の意図や苦労が感じら
れ、図書館員の対応も含めて、場と
しての心地よさに感心させられた。
　かくいう当館も、来年の移転を控え、こ
れらに劣るまいと、観光研究専門図書館と

旅の図書館 掲示板

副 館 長 の つ ぶ や き

観光文化226号 July 2015

移転・リニューアル開館に向けてのお知らせ（9月末閉館と臨時休館日）
図書館からのおしらせ

　「旅の図書館」は、1978年（昭和53年）
の開館以来、一般の方から観光の研究
者・実務者まで幅広い皆様にご利用い
ただいてまいりました。このたび、移転準
備のため、本年9月30日（水）をもちまして
一時閉館させていただくこととなりまし
た。当財団本部とともに移転後（2016年

〔平成28年〕夏頃）は、観光研究の専門
図書館としての機能の充実をさらに図っ
てリニューアル開館する予定です。詳細
につきましては、当財団ホームページなど
で改めてご案内をさせていただきます。
　なお、移転準備のため、下記日程にて
臨時休館させていただきます。ご利用者

赤レンガが映える東京都北区立中央図書館の外観

皆様には大変ご不便、ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協力を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

【臨時休館日（7～9月）】
◉7月10日（金）、24日（金）
◉8月7日（金）、14日（金）、21日（金）、28日（金）
◉9月4日（金）、11日（金）、18日（金）

しての理想像に一歩でも近づくべく日々 の
課題に向き合っている。　　 　 （大隅）
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「
研
究
員
コ
ラ
ム
の
紹
介
」（
２
０
１
５
年
３
月
〜
５
月
）

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
３
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
４
２　

位
置
情
報
デ
ー
タ
と
観
光
の
最
新
動
向 

（
相
澤
美
穂
子
）

２
４
３　

観
光
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
必
要
な
「
地
域
への
ま
な
ざ
し
」 

（
大
隅
一
志
）

２
４
４　

事
業
者
、
業
界
、
観
光
客
の
た
め
の
観
光
品
質
保
証
制
度

｜
香
港
のQ

uality Tourism
 Services

を
事
例
と
し
て
｜ 

（
柿
島
あ
か
ね
）

２
４
５　

地
域
の
記
憶
を
つ
な
ぐ 

（
門
脇
茉
海
）

２
４
６　
「
慣
れ
な
い
」
日
本
を
外
国
人
に
楽
し
ん
で
も
ら
う
に
は

｜
ス
キ
ー
と
温
泉
か
ら
考
え
る
｜ 

（
川
口
明
子
）

２
４
７　

外
国
人
旅
行
者
の
マ
ナ
ー
に
つい
て

｜
心
地
よ
い
旅
の
時
間
を
過
ご
し
て
も
ら
う
た
め
に 

（
川
村
竜
之
介
）

２
４
８　

地
域
の
姿
を
「
鳥
の
目
」
で
発
信
す
る 

（
菅
野
正
洋
）

２
４
９　

オ
リ
ン
ピッ
ク
の
経
験
が
地
域
の
魅
力
に 

（
久
保
田
美
穂
子
）

２
５
０　

朝
ド
ラ
効
果
の
持
続
性 

（
五
木
田
玲
子
）

２
５
１　

ま
ち
づ
く
り
と
観
光
事
業
の
間
に
あ
る
壁
③ 

（
後
藤
健
太
郎
）

２
５
２　

歴
史
フ
ァ
ン
が
没
頭
で
き
る
観
光
地
づ
く
り
を 

（
塩
谷
英
生
）

２
５
３　

車
い
す
を
降
り
て
、
空
を
飛
ぼ
う 

（
清
水
雄
一
）

２
５
４　

観
光
地
に
お
け
る
魅
力
的
品
質
と
当
た
り
前
品
質 

（
外
山
昌
樹
）

当
財
団
で
は
、調
査
研
究
の
成
果
を
、出
版
物
を
通
し
て
広
く
公
開
し
て
い
ま
す
。

各
書
は
次
の
方
法
で
お
求
め
い
た
だ
け
ま
す
。

●
当
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
／
賛
助
会
員
様
は
一
部
を
除
き
会
員
価
格
が
ご
ざ
い
ま
す
。

http://w
w
w
.jtb.or.jp

●
書
店
／
大
型
書
店
、政
府
刊
行
物
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー・ス
テ
ー
シ
ョン（
官
報
販
売
所・取

扱
所
）な
ど
で
ご
購
入
い
た
だ
け
ま
す
。ま
た
は
、お
近
く
の
書
店
で
ご
注
文
く
だ
さ
い
。

●
オ
ン
ラ
イ
ン
書
店
／
オ
ン
ラ
イ
ン
書
店
か
ら
は
、紙
書
籍
版
と
と
も
に
一
部
書
籍
の
ペ
ー

パ
ー
バッ
ク
版（
プ
リ
ン
ト
オ
ン
デマン
ド
印
刷
）、電
子
書
籍
版
も
発
行
し
て
い
ま
す
。

■
観
光
地
経
営
の
視
点
と
実
践（
丸
善
出
版
）（
２
０
１
３
年
12
月
発
行
）

「
観
光
地
経
営
」に
つい
て
、８
つ
の
視
点
と
10
の
実
践

例
を
元
に
、
そ
の
考
え
方
と
展
開
手
法
を
解
説
。

２
０
１
５
年
５
月
に「
観
光
地
の
現
状
と
課
題
を
紐

解
き
な
が
ら
、理
論
と
実
践
の
両
面
を
お
さ
え
、観

光
地
経
営
の
必
要
性
を
提
示
し
た
良
書
」と
し
て
、日

本
観
光
研
究
学
会
第
８
回
「
学
会
賞 
観
光
著
作
賞

（
一
般
）」を
受
賞
。

■
美
し
き
日
本 

旅
の
風
光（
Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
）（
２
０
１
４
年
５
月
発
行
）

調
査
研
究
専
門
機
関
と
し
て
50
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
し
た
写
真
集
。
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
。＊
オ
ン
ラ
イ
ン
書
店
に
て『
電
子
書
籍
版
』

も
発
行
中（
電
子
書
籍
版
は
掲
載
写
真
の一
部
を
変

更
あ
る
い
は
非
掲
載
と
な
って
い
ま
す
）。

■
旅
行
年
報
２
０
１
４（
２
０
１
４
年
10
月
発
行
）

日
本
人
の
旅
行
者
の
意
識
と
行
動
、訪
日
外
国
人
の

発
地
調
査
、都
道
府
県
への
政
策
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な

ど
の
当
財
団
独
自
調
査
の
分
析
レ
ポ
ー
ト
を
中
心
に
、

「
日
本
人・
訪
日
外
国
人
旅
行
」「
観
光
産
業
」「
地
域
」

「
観
光
政
策
」に
つい
て
直
近
１
年
の
動
向・出
来
事
を

総
覧
し
た
一
冊
。当
財
団
の
研
究
員
が
分
析
、執
筆
、

編
集
。当
財
団
ホ
ー
ムペ
ー
ジ
か
ら
Ｐ
Ｄ
Ｆ
に
て
無
料
公
開
中
。

■
平
成
26
年
度
観
光
地
経
営
講
座 

講
義
録 

最
新
刊（
２
０
１
５
年
３
月
発
行
） 

＊
オ
ン
ラ
イ
ン
書
店（am
azon.co.jp 

三
省
堂
オ
ン
デ

マ
ン
ド
）よ
り『
ペ
ー
パ
ー
バッ
ク
版（
プ
リ
ン
ト
オ
ン
デ
マ
ン

ド
印
刷
）』も
発
行
中
。

平
成
26
年
度
の「
観
光
地
経
営
講
座
」の
講
義
録
。

「
観
光
地
経
営
の〝
８
つ
の
視
点
〞と
実
践
〜
組
織
を

見
直
し
て
実
行
力
を
高
め
る
！
」を
主
題
に
、山
梨
県

富
士
河
口
湖
町
、八
ヶ
岳
南
麓（
山
梨
県
・
長
野
県
）

で
活
躍
す
る
方
々
の
事
例
を
紹
介
し
た一冊
。

※
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

◆
山
歩
き
す
る
人
た
ち
が
ま
だ
少
な
い
時
、
自
然

と
の
接
し
方
は
も
ち
ろ
ん
、
登
山
者
と
の
間
に

も
作
法
が
あ
り
、
不
文
律
と
し
て
各
人
そ
れ
ぞ

れ
が
守
ろ
う
と
す
る
意
識
が
働
い
て
い
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
昨
今
は
、
高
い
山
の
中
腹
ま
で
道

路
整
備
が
進
む
こ
と
に
よ
り
一
般
の
人
々
も
気

軽
に
山
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
自
然
環
境
へ
の
配
慮
や
マ
ナ
ー
を

守
る
こ
と
を
し
な
い
人
が
増
え
、
解
決
す
べ
き

課
題
が
増
大
し
て
き
て
い
る
現
状
が
特
集
か
ら

分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

◆
人
は
排は

い
せ
つ泄
物
や
ご
み
を
出
し
ま
す
。
自
然

界
で
分
解
で
き
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。
街
な
か
な
ら
行
政
が
市
民
の
払
う
税

金
で
処
理
し
て
く
れ
ま
す
。
で
は
、
山
な

ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
し
て
「
入
山

料
」
が
徴
収
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
か
、
ど

ん
な
背
景
や
仕
組
み
、
試
行
錯
誤
が
あ
る

の
か
を
知
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
対
価
と
し
て
払
う
の
か
、

国
民
の
自
然
資
源
を
保
全
す
る
た
め
に
払

う
入
山
料
、
入
域
料
あ
る
い
は
入
園
料
な

の
か
。

◆
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す

〝
解
〞
か
ら
選
べ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
前
提
と
し
て
念
頭
に
据
え
る
こ
と
は
、

ど
の〝
解
〞が
人
を
育
む
地
球
上
の
自
然

を
よ
り
持
続
可
能
に
す
る
か
を
軸
に
考
え

る
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

◆
当
財
団
専
門
委
員
に
よ
る
新
連
載
は
い
か

が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
次
号
の
「
私
の

研
究
と
観
光
」
と
「
わ
た
し
の
１
冊
」
に

ご
期
待
く
だ
さ
い
。 

（
片
桐
）

  

観
光
文
化
編
集
室
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス：

kankoubunka@
jtb.or.jp

●

次
号
の
特
集
で
は
、２
０
０
９
年（
平
成
21
年
）以
来
６
年
ぶ
り
に
９
月
の「
シ
ル
バ
ー

ウ
ィ
ー
ク
」
が
出
現
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
改
め
て
国
内
需
要
に
目
を
向
け
、
従
来

か
ら
の
課
題
で
あ
る
〝
需
要
の
平
準
化
〞
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の

推
進
を
含
め
て
、
今
後
、
地
域
側
は
ど
の
よ
う
に
需
要
と
供
給
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
、

生
産
性
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
か
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
検
討
を
試
み
ま
す
。

編
集
後
記

次

号

予

告

当
財
団
か
ら
の
お
し
ら
せ

公益財団法人  日本交通公社  出版物のご案内

観光文化226号やバックナンバーをPDFで閲覧できます。  観光文化最新号   で検索

「
２
０
１
５
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
セ
ミ
ナ
ー
開
催
予
定
」

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

●
第
25
回 

旅
行
動
向
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

２
０
１
５
年
10
月
23
日（
金
）

会
場
：
大
手
町
サ
ン
ス
カ
イ
ル
ー
ム
（
東
京
・
大
手
町　

朝
日
生
命
大
手
町
ビ
ル
内
）

本
年
９
月
末
発
行
の
最
新
版『
旅
行
年
報
２
０
１
５
』の
内
容
を
中
心
に
、当
財
団
独
自
調

査
に
よ
る
日
本
人
の
旅
行
、イ
ン
バ
ウ
ン
ド
、観
光
政
策
な
ど
、我
が
国
の
旅
行・観
光
の
動
向

に
つい
て
研
究
員
が
概
説
し
ま
す
。

最
新
情
報・詳
細
に
つい
て
は
、準
備
が
で
き
次
第
、当
財
団
ホ
ー
ムペ
ー
ジ
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
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特 集

Cover Story
湧水の里、熊本県南阿蘇村を訪れた時、早暁の南外輪山より
阿蘇五岳方面を望むと、見事な雲海が広がり、雲の下に一町一
村が、すっぽりと包まれていてすがすがしい光景が醸し出されて
いた。 　　　　　　　　　（Photo and Words by 樋口健二）

入山料を問う

特
集
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入
山
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う

観
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文
化
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６
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関
誌
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1 国内における入山料徴収 ̶̶ ̶富士山保全協力金を例に　中島 泰……2

2 国立公園の有料化に対する利用者の意識
̶̶ ̶アメリカ有料化実証実験と大雪山における意識調査から　愛甲 哲也……9

3 データに基づいた富士山入山料の多角的分析　栗山 浩一……15

4 入山料を取れば、入山規制を行えば、屋久島の山岳利用問題は
解決するのか？　柴崎 茂光……19

5            入山料を問う　阿部 宗広／神谷 有二／土屋 俊幸／寺崎 竜雄……26

“入山料を問う”にあたり　寺崎 竜雄……38
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