
「
観
光
地
経
営
講
座
」
と
は

当
財
団
は
２
０
１
４
年
度
（
平
成
26
年

度
）に
、「
観
光
地
経
営
講
座
」
を
ス
タ
ー

ト
い
た
し
ま
し
た
。
本
講
座
は
、
観
光
に

よ
る
地
域
振
興
に
携
わ
る
地
方
自
治
体

の
担
当
者
、
観
光
関
連
団
体
、
商
工
会
議

所
、
観
光
関
連
事
業
者
な
ど
の
方
々
の
人

材
育
成
を
目
的
に
実
施
す
る
も
の
で
す
。

２
０
１
３
年
度
（
平
成
25
年
度
）
ま
で
は
、

観
光
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
を
体
系

的
に
習
得
す
る
「
観
光
基
礎
講
座
」
と
、

深
く
実
践
的
な
知
識
と
ノ
ウ
ハ
ウ
の
習
得

と
地
域
で
の
実
践
者
の
支
援
を
目
指
す

「
観
光
実
践
講
座
」
を
そ
れ
ぞ
れ
開
催
し

て
お
り
、
両
講
座
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ

り
基
礎
・
実
践
の
両
要
素
を
兼
ね
備
え
た

新
た
な
講
座
と
な
り
ま
し
た
。

テ
キ
ス
ト
と
し
て
、当
財
団
の
こ
れ
ま
で

今
回
は
、８
つ
の
視
点
（
図
１
）の
う
ち
、

「
視
点
３ 

市
場
創
出
」に
焦
点
を
当
て
ま

し
た
。
現
在
、
観
光
分
野
の
み
な
ら
ず
社

会
的
に
も
高
い
注
目
を
集
め
て
い
る
「
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
」
を
テ
ー
マ
に
据
え
、
基
礎

デ
ー
タ
の
理
解
か
ら
戦
略
策
定
の
考
え
方

に
至
る
ま
で
深
く
学
ぶ
こ
と
を
目
指
し
、

全
体
を
９
つ
の
講
義
で
構
成
し
ま
し
た

（
図
２ 

開
催
概
要
参
照
）。
講
師
に
は
、

当
財
団
の
研
究
員
に
加
え
、
現
場
で
実
際

に
対
応
さ
れ
て
い
る
行
政
や
民
間
の
方
々

も
お
招
き
し
ま
し
た
。
そ
し
て
受
講
者
も

議
論
に
加
わ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら

の
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

講
義
１
で
は
、
当
財
団
の
梅
川
理
事
・

観
光
政
策
研
究
部
長
が
テ
キ
ス
ト
『
観
光

地
経
営
の
視
点
と
実
践
』を
も
と
に
、８
つ

の
視
点
の
考
え
方
や
実
践
に
つ
い
て
、
具

体
例
を
踏
ま
え
な
が
ら
解
説
し
ま
し
た
。

続
く
講
義
２
で
は
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応

を
考
え
る
上
で
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
日
本
人
の
旅
行
の
現
状
や
意
識
な
ど
に

つ
い
て
筆
者
が
説
明
い
た
し
ま
し
た
。
講

義
３
で
は
、
当
財
団
の
相
澤
主
任
研
究
員

よ
り
、
自
主
研
究
と
し
て
実
施
し
た「
５

か
国
・
地
域
旅
行
者
調
査
」の
結
果
な
ど

を
も
と
に
、イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
地
方
分
散
化

観
光
政
策
研
究
部

「
平
成
27
年
度
観
光
地
経
営
講
座
」を
開
催
！

活
動
報
告

の
調
査
・
研
究
の
成
果
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
も

と
に
、
観
光
地
経
営
に
必
要
な
８
つ
の
視

点
を
事
例
と
と
も
に
取
り
ま
と
め
た
『
観

光
地
経
営
の
視
点
と
実
践
』（
２
０
１
３
年

〔
平
成
25
年
〕12
月
発
刊
、丸
善
出
版
）を

使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
観
光
地
経
営
に

関
す
る
網
羅
的
な
理
解
を
促
し
ま
す
。

「
平
成
27
年
度
観
光
地
経
営
講
座
」の

概
要

２
回
目
と
な
り
ま
す
今
年
度
の
講
座
は
、

「
観
光
地
経
営
の“
８
つ
の
視
点
”と
実

践 

～
地
域
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
ど
う
捉
え

る
か
？ 

―
地
域
主
体
の
戦
略
を
考
え
る
―
」

と
題
し
て
、２
０
１
５
年
（
平
成
27
年
）

６
月
25
日（
木
）～
26
日（
金
）の
２
日
間

に
わ
た
り
、
当
財
団
大
会
議
室
に
お
い
て

開
催
い
た
し
ま
し
た
。

の
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し
た
。

講
義
４
で
は
、
外
部
講
師
と
し
て
、
岐

阜
県
観
光
国
際
戦
略
顧
問
お
よ
び
山
形
県

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
戦
略
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
古
田

菜
穂
子
氏
を
お
招
き
し
て
ご
講
義
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

岐
阜
県
で
は
２
０
０
９
年（
平
成
21
年
）

か
ら
外
客
誘
致
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
力
を
入

れ
て
お
り
、
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
な

く
、
県
庁
内
部
局
間
の
連
携
、
観
光
資
源

の
見
直
し
や
発
掘
、
観
光
の
人
材
育
成
、

民
間
組
織
と
の
役
割
分
担
な
ど
を
戦
略
的
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　昨今の市場環境の変化に対応し、
既存の観光地が活性化していくため
には、観光地全体をマネジメントして
いく「観光地経営」という考え方が重
要です。本書では、それを実現させる
ためのポイントを8つの視点から提言
するとともに、全国10カ所の参考とな
る実践例を取り上げ、その学ぶべき点
について丁寧に解説しています。
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し
て
昨
年
度
実
施
し
た
「
都
道
府
県
及
び

政
令
指
定
都
市
の
観
光
政
策
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
」
の
結
果
に
つ
い
て
筆
者

が
説
明
い
た
し
ま
し
た
。

講
義
６
で
は
、
外
部
講
師
と
し
て
、
観

光
庁
国
際
観
光
課
外
客
誘
致
室
長
の
佐
藤

に
実
施
し
て
お
り
、
ま
さ
し
く
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
先
進
地
と
言
え
ま
す
。
講
義
で
は
、

「
選
択
と
集
中
」
に
基
づ
く
戦
略
策
定
か

ら
実
施
方
法
に
至
る
ま
で
、
ご
紹
介
い
た

だ
き
ま
し
た
。

講
義
５
で
は
、
当
財
団
の
自
主
研
究
と

■開催概要

平成27年度　観光地経営講座
観光地経営の“8つの視点”と実践 
～地域はインバウンドをどう捉えるか？ －地域主体の戦略を考える－

＊8つの視点：
①状況把握、②戦略策定、③市場創出、④滞在促進、⑤保存・活用、
⑥組織・人材、⑦ブランド形成、⑧財源確保

◦開催日時：平成27年6月25日（木）～26日（金）
◦場　　所：公益財団法人日本交通公社　大会議室
◦対　　象：観光による地域振興に携わる地方自治体のご担当者、

観光関連事業・商工会議所などのご関係者
◦主　　催：公益財団法人日本交通公社
◦協　　力：観光庁、岐阜県、NPO法人シクロツーリズムしまなみ、信州白馬八方温泉しろうま荘

◎プログラム
講義１　観光地経営の視点と実践 ～８つの視点を概観する（梅川）
講義２　日本人の旅行市場の動向（牧野）
講義３　インバウンドFIT客の地方分散化について（相澤）
講義４　地域におけるインバウンド対応策について ～岐阜県の取り組み事例から～（古田氏）
講義５　都道府県及び政令指定都市のインバウンド対応（牧野）
講義６　我が国のインバウンド政策について（佐藤氏）
講義７　宿泊の現場から見たインバウンドの現状と課題（丸山氏）
講義８　インバウンドの視点からみた自転車旅行の可能性

～大会成功を礎にした自転車旅行文化形成への道～（山本氏）
講義９　総括ディスカッション（佐藤氏、丸山氏、山本氏、梅川、牧野）

図2  開催概要

図1   「観光地経営」のための8つの視点

視点1
観光地の特性と経営状況を把握する

状況把握

視点6
組織と人材を見直して実行力を高める

組織・人材
視点5
観光資源の保存と活用の両立をはかる

保存・活用

視点7
観光地としてのブランドを形成する

ブランド形成
視点4
滞在のための仕組みをつくる

滞在促進

視点8
地域の観光財源を確保する

財源確保
視点3
新たな魅力と市場をつくる

市場創出

視点2
関係主体を巻き込んで説得力ある
将来ビジョンを策定する

戦略策定

「観光地経営」
の

視点
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◦
こ
れ
か
ら
の
施
策
に
活
か
し
て
い
き
た

い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
。

◦
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
つ
い
て
難
し
く
考
え
て

い
た
が
、ま
ず
は
合
意
形
成
を
図
り
、一

つ
で
も
や
っ
て
み
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

◦
職
場
に
戻
り
、
情
報
共
有
し
た
い
。

◦
今
後
の
方
向
性
や
身
近
な
目
標
か
ら
話

し
合
い
、で
き
る
こ
と
か
ら
行
動
し
た
い
。

な
ど
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
方
で
、

◦
ソ
フ
ト
面（
考
え
方
や
マ
イ
ン
ド
）の
話

が
多
か
っ
た
。
講
師
の
方
々
の
実
際
の

各
部
署
と
の
連
携
の
取
り
方
や
巻
き
込

み
方
な
ど
、
具
体
的
に
動
き
出
す
際
の

ア
ド
バ
イ
ス
が
欲
し
か
っ
た
。

な
ど
の
ご
意
見
も
頂

ち
ょ
う

戴だ
い

し
ま
し
た
。

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
講
師
の
方
々
に

全
て
を
お
話
し
い
た
だ
く
の
は
困
難
で
あ

る
も
の
の
、
実
践
さ
れ
て
い
る
立
場
の
方

で
あ
れ
ば
当
然
興
味
を
抱
く
点
で
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。

今
回
の
反
省
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
回

開
催
を
見
据
え
、
一
層
本
講
座
の
充
実
を

図
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て

今
後
と
も
、
地
域
の
観
光
地
経
営
（
観
光

地
づ
く
り
）
に
貢
献
し
て
い
く
所
存
で
す
。

（
主
任
研
究
員　

牧
野
博
明
）

久
泰
氏
を
お
招
き
し
て
ご
講
義
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
現
状
お
よ
び

政
策
の
方
針
・
内
容
、
台
湾
を
具
体
的
事

例
と
し
た
地
域
の
受
け
入
れ
対
応
に
お
け

る
問
題
点
や
解
決
策
な
ど
に
つ
い
て
、
分

か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

講
義
７
で
は
、
外
部
講
師
と
し
て
信
州

白
馬
八
方
温
泉
し
ろ
う
ま
荘
総
支
配
人
の

丸
山
俊
郎
氏
を
お
招
き
し
て
ご
講
義
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

し
ろ
う
ま
荘
は
ト
リ
ッ
プ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

や
ワ
ー
ル
ド
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
ホ
テ
ル
な
ど

に
お
い
て
受
賞
さ
れ
る
な
ど
、
海
外
の
観

光
客
か
ら
も
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。

し
ろ
う
ま
荘
で
は
特
別
な
施
設
整
備
や
語

学
対
応
な
ど
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
し
ろ
う
ま
荘
な
ら
で
は
の
お
も
て
な

し
対
応
が
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
の
点
を
含
め
た
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
の

基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
、
丁
寧
に
解

説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

講
義
８
で
は
、
外
部
講
師
と
し
て
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
シ
ク
ロ
ツ
ー
リ
ズ
ム
し
ま
な
み
代

表
理
事
の
山
本
優
子
氏
を
お
招
き
し
て
ご

講
義
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

し
ま
な
み
海
道
の
知
名
度
は
海
外
で
も

高
ま
り
つ
つ
あ
り
、
海
外
か
ら
の
来
訪
者

数
は
年
々
増
加
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
愛

媛
県
内
で
は
、
自
転
車
休
憩
所
「
し
ま

な
み
サ
イ
ク
ル
オ
ア
シ
ス
」
が
整
備
さ
れ

る
な
ど
、
地
元
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
に
対
す

る
理
解
が
深
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
一
方
で
、
海
外
に
比
べ
る
と
サ
イ
ク
リ

ン
グ
ロ
ー
ド
な
ど
の
整
備
が
進
ん
で
い
る

と
は
言
い
難
い
状
況
で
す
。自
転
車
旅
行

の
現
状
、
お
よ
び
今
後
の
推
進
に
向
け
た

課
題
や
取
り
組
み
な
ど
に
つ
い
て
、
海
外

の
事
例
を
踏
ま
え
な
が
ら
解
説
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

最
後
の
講
義
９
で
は
、
外
部
講
師
の
佐

藤
氏
、丸
山
氏
、山
本
氏
に
パ
ネ
リ
ス
ト
と

し
て
、
ま
た
当
財
団
の
梅
川
が
総
括
と
し

て
登
壇
し
、筆
者
司
会
に
よ
る「
総
括
ディ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
行
い
ま
し
た
（
写
真
）。

こ
れ
ま
で
の
講
義
内
容
な
ど
を
も
と
に
、

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
が
我
が
国
の
観
光
地
に
求
め

て
い
る
も
の
、
地
域
に
お
け
る
イ
ン
バ
ウ
ン

ド
の
重
要
性
、
そ
し
て
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
地

域
に
導
く
た
め
の
戦
略
や
方
法
な
ど
に
つ

い
て
、受
講
者
お
よ
び
パ
ネ
リ
ス
ト
間
で
熱

い
議
論
を
交
わ
し
ま
し
た
。

成
果
と
課
題
、そ
し
て
今
後
に
向
け
た

対
応

本
講
座
の
主
な
目
的
は
、
受
講
者
が
各

回
の
テ
ー
マ（
今
回
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
）に

関
す
る
現
状
や
課
題
、
対
応
策
な
ど
に
つ

い
て
把
握
・
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
、
そ

し
て
講
座
で
得
ら
れ
た
知
見
や
方
法
な
ど

を
地
元
に
持
ち
帰
り
、
わ
ず
か
で
あ
っ
て

も
実
践
に
結
び
つ
け
て
も
ら
う
こ
と
で
す

（
こ
の
他
、
受
講
者
と
講
師
お
よ
び
受
講

者
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
も
目
的

の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
）。
受
講
者

の
声
を
聞
き
ま
す
と
、

◦
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
取
り
組
む
上
で
、
自

分
が
考
え
て
い
た
こ
と
の
再
認
識
が
で

き
た
。

写真 講義９総括ディスカッションの様子
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「
旅
の
図
書
館
」
で
は
、７
月
３
日
（
金
）

に
第
３
回「
た
び
と
し
ょCafé

」
を
開
催

し
ま
し
た
。

テ
ー
マ
は
、「
寺
社
を
と
り
ま
く
旅
の
今
」

～
寺
社
コ
ン
、
御
朱
印
め
ぐ
り
に
集
う
若

者
た
ち
～
と
し
、
宿
坊
研
究
会
代
表
・
寺

社
旅
研
究
家
の
堀
内
克
彦
氏
を
ゲ
ス
ト
ス

ピ
ー
カ
ー
と
し
て
お
迎
え
し
ま
し
た
。

参
加
者
は
20
代
か
ら
70
代
ま
で
と
幅

広
い
年
齢
構
成
と
な
り
ま
し
た
が
、
特
に

今
回
は
大
学
生
が
多
く
、
改
め
て
寺
社
に

対
す
る
若
い
世
代
の
注
目
度
の
高
さ
が
う

か
が
え
ま
し
た
。
当
財
団
の
研
究
員
も
含

め
、
計
25
人
が
集
ま
り
、
盛
況
の
会
と
な

り
ま
し
た
。

第
１
部
：
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
る

話
題
提
供

従
来
行
わ
れ
て
い
る
座
禅
体
験
や
写

経
体
験
に
加
え
、
豊
富
な
デ
ザ
イ
ン
の
御

朱
印
帳
を
持
っ
て
寺
社
を
回
る
「
御
朱
印

め
ぐ
り
」
や
、
寺
社
や
歴
史
が
好
き
な
男

女
が
寺
社
を
楽
し
む
「
寺
社
コ
ン
」、
ご

住
職
と
の
触
れ
合
い
や
お
寺
自
慢
の
精
進

料
理
も
魅
力
の
宿
坊
体
験
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
ス
タ
イ
ル
で
寺
社
を
楽
し
む
最
近
の

動
き
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
檀だ

ん

家か

・
参
拝
者
の
減
少
や
後

継
者
不
足
な
ど
に
悩
む
寺
社
の
実
態
を
ご

紹
介
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
新
た
に
宿
坊

の
受
け
入
れ
を
始
め
る
こ
と
で
活
気
が
戻

っ
た
お
寺
の
事
例
や
、
今
後
、
観
光
や
防

災
、
教
育
の
面
な
ど
に
お
い
て
寺
社
が
活

躍
で
き
る
可
能
性
な
ど
を
示
唆
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

第
２
部
：
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
の

意
見
交
換

胡ご

ま麻
豆
腐
や
麩ふ

ま
ん
じ
ゅ
う
な
ど
、
寺

社
に
ま
つ
わ
る
軽
食
や
ド
リ
ン
ク
を
と
り

な
が
ら
、
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
ゲ
ス
ト

と
で
意
見
交
換
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

以
下
に
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

【
参
加
者（
大
学
生
）】
宿
坊
の
利
用
者
と
し

て
は
日
本
人
と
外
国
人
で
は
ど
ち
ら
が
多

い
か
。

【
堀
内
氏
】
日
本
人
の
ほ
う
が
多
い
が
、海

外
の
方
は
口
コ
ミ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
の
情
報

を
も
と
に
英
語
が
通
じ
る
宿
坊
な
ど
を
知

り
、そ
こ
に
集
ま
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。高

野
山
の
あ
る
宿
坊
で
は
お
坊
さ
ん
に
英
語

旅
の
図
書
館

第
３
回
「
た
び
と
し
ょ C

afé

」
を
開
催

【第１部のお話のポイント】

◎寺社の朝と夜の魅力、寺社だからこそ学べ
る雰囲気、実は面白い修行体験（座禅、写
経、精進料理）など、寺社が持つ潜在的な
魅力はさまざまである。

◎寺社は情報発信力、後継者不足などの課
題を抱えており、今後、寺社の数が減った
り放置されたりすることが予想されている。
寺社界では危機意識が高まっていること
から、寺社コンの受け入れや宿坊への取り
組みに積極的な寺社も増えている。

◎寺社が宿坊を始めるには、税制上の複雑
さや政教分離の原則、本山・檀家など関
係者の多さといった課題はあるが、実際に
山奥でほとんど人が来なかったお寺が宿
坊を始めることで多くの方が訪れるように
なった例もある。宿坊は、寺社や地域の活
性化につながる可能性を持っている。

◎今後、防災、観光、子育てなど寺社が活躍
し得る領域は広く、日本ならではの歴史を
持った寺社はさまざまな可能性がある。

堀
内
克
彦
（
ほ
り
う
ち 

か
つ
ひ
こ
）
氏

　
「
人
生
を
変
え
る
寺
社
巡
り
」
が
テ
ー
マ
の
寺
社
旅
研

究
家
。宿
坊
研
究
会
・
縁
結
び
神
社
研
究
会
・
お
守
り
研

究
会
を
運
営
し
、参
加
者
１
０
０
０
人
を
超
え
る
寺
社

旅
サ
ー
ク
ル
の
主
宰
や
宿
坊
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
、ト
ー
ク

ラ
イ
ブ
、海
外
へ
の
日
本
文
化
情
報
発
信
、寺
社
好
き
男

女
の
縁
結
び
企
画
「
寺
社
コ
ン
」を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
。宿
坊

研
究
会
はA

ll A
bout

の
「
ス
ー
パ
ー
お
す
す
め
サ
イ
ト

大
賞
」
で
審
査
員
特
別
賞
を
受
賞
。
日
蓮
宗
の
お
寺
活

用
ア
イ
デ
ィ
ア
コ
ン
ペ
で
は
、さ
ま
ざ
ま
な
寺
社
を
活
性

化
さ
せ
た
実
績
を
買
わ
れ
て
審
査
員
を
務
め
、各
地
で

寺
社
活
性
化
・
地
域
活
性
化
の
講
演
な
ど
も
実
施
。
寺

院
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
も
活
動
中
。
著
書
に
『
宿

坊
に
泊
ま
る
（
小
学
館
文
庫
）』『
こ
こ
ろ
美
し
く
京
の

お
寺
で
修
行
体
験
（
淡
交
社
）』『
恋
に
効
く
！ 

え
ん

む
す
び
お
守
り
と
名
所
（
山
と
溪
谷
社
）』
な
ど
。
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で
話
し
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
で
、

海
外
の
方
の
割
合
の
ほ
う
が
高
い
宿
坊
も

あ
る
。

【
参
加
者
】
浅
草
な
ど
観
光
地
化
さ
れ
た
と

こ
ろ
は
多
く
の
外
国
人
観
光
客
が
来
る
が
、

仏
教
国
の
方
は
日
本
の
寺
社
仏
閣
を
訪
れ

る
の
か
。

【
堀
内
氏
】
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
欧
米
の
方

の
ほ
う
が
多
く
来
訪
し
て
お
り
、
韓
国
や

中
国
の
方
は
少
な
い
と
思
う
。
ア
ジ
ア
で

も
タ
イ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
方
は
興
味
を

持
た
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、国
に
よ
っ
て

も
異
な
る
。
一
方
で
、
韓
国
と
日
本
の
お

寺
で
は
風
景
か
ら
違
う
。
日
本
の
場
合
は

古
い
も
の
は
古
い
ま
ま
残
す
が
、
韓
国
で

は
新
し
く
塗
り
替
え
て
し
ま
う
の
で
古
い

も
の
で
も
き
ら
び
や
か
で
新
し
い
も
の
に

見
え
て
し
ま
う
。
そ
う
い
っ
た
違
い
を
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
発
信
し
て
い
く
の
も

有
効
で
あ
る
か
と
思
う
。

【
参
加
者
（
大
学
生
）】
宿
坊
や
寺
社
界
を

盛
り
上
げ
て
い
く
た
め
に
ど
の
よ
う
に
情

報
発
信
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。

【
堀
内
氏
】ま
ず
は
多
言
語
化
に
よ
る
情
報

発
信
は
必
要
。
私
が
関
わ
っ
て
い
る
宿
坊

再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
６
カ
国
語
く
ら

い
で
日
本
の
宿
坊
を
一
つ
ず
つ
紹
介
す
る

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
作
っ
て
い
る
。
ま
た
、ル

ー
ト
と
し
て
紹
介
し
て
い
く
と
か
、Ｓ
Ｎ
Ｓ

な
ど
、口
コ
ミ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し

て
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

思
う
。

【
参
加
者
】
多
く
の
来
訪
者
が
訪
れ
る
と
マ

ナ
ー
の
問
題
が
あ
る
と
思
う
が
、
お
寺
や

神
社
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
け
ば
よ

い
の
か
。

【
堀
内
氏
】
マ
ナ
ー
の
問
題
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
不
足
か
ら
起
こ
る
と
思
っ
て
い
る
。

最
近
は
温
泉
の
入
り
方
を
図
で
説
明
し
て

い
る
例
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
っ
か

り
と
説
明
し
て
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
工

夫
が
必
要
。
神
社
な
ど
で
は
、
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
と
し
て
の
シ
ン
ボ
ル
の
周
り
に
柵

を
し
て
入
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
例

も
あ
る
が
、
両
国
に
あ
る
回え

向こ
う
い
ん院

の
鼠

ね
ず
み

小

僧
次
郎
吉
の
墓
の
例
の
よ
う
に
、
保
存
す

べ
き
も
の
と
触
れ
て
も
ら
う
も
の
を
分
け

る
の
も
一
つ
の
方
法
だ
。

【
参
加
者
】
日
本
な
ら
で
は
の
神
道
の
扱
い

に
つ
い
て
は
ど
う
思
う
か
。

【
堀
内
氏
】
神
道
は
、
日
本
人
で
も
人
に
よ

っ
て
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
お
り
、
分

か
り
づ
ら
い
部
分
も
あ
る
と
思
う
が
、
そ

れ
を
ど
う
形
に
す
る
か
が
大
事
。
例
え
ば

神
田
明
神
で
の
巫み

こ女
体
験
講
座
が
大
人
気

で
あ
る
よ
う
に
、
形
か
ら
入
っ
て
心
が
通

じ
て
く
る
部
分
も
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意

味
で
も
、
神
楽
体
験
か
ら
日
本
神
話
の
ス

ト
ー
リ
ー
を
学
ん
で
み
る
と
か
、
相
手
に

興
味
の
あ
る
形
か
ら
入
っ
て
も
ら
え
る
体

験
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
し
、
そ
の
奥
に
あ
る
も

の
を
感
じ
取
っ
て
も
ら
う
２
段
階
の
仕
組

み
も
有
効
で
は
な
い
か
。

【
参
加
者
】
旅
行
会
社
も
も
っ
と
寺
社
を
活

用
し
た
商
品
を
作
っ
て
ア
ピ
ー
ル
し
て
い

け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
年
配

の
方
に
は
ネ
ッ
ト
で
は
情
報
が
届
か
な
い

と
思
う
の
で
、
新
聞
な
ど
の
媒
体
に
も
っ

と
出
せ
ば
広
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

【
堀
内
氏
】
長
野
善
光
寺
の
御
開
帳
の
よ
う

に
、
旅
行
会
社
は
特
別
感
を
出
す
ツ
ア
ー

が
得
意
だ
と
思
う
の
で
、
皆
が
見
逃
し
て

い
る
よ
う
な
も
の
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く

作
業
が
必
要
に
な
る
と
思
う
。
ま
た
、
ネ

ッ
ト
で
広
ま
っ
て
い
る
情
報
と
紙
媒
体
で

広
ま
っ
て
い
る
情
報
は
断
絶
さ
れ
て
い
る

部
分
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
共
有
で
き

る
よ
う
な
仕
組
み
を
作
っ
て
い
き
た
い
。

●
参
加
者
か
ら
の
反
応

参
加
者
の
皆
様
か
ら
は
、「
地
域
活
性

化
や
日
本
文
化
の
再
発
見
に
関
す
る
話
が

興
味
深
か
っ
た
」「
寺
社
の
存
在
意
義
を
よ

り
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
す
る
よ
う
な
コ
ン
テ
ン
ツ

だ
っ
た
」「
若
者
向
け
の
軽
い
の
り
か
と
思

っ
て
い
た
が
大
変
奥
が
深
く
、
良
い
企
画

だ
っ
た
」
と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

寺
社
め
ぐ
り
と
い
う
と
、
少
し
堅
い
印

象
が
あ
っ
た
時
代
と
は
異
な
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
寺
社
の
魅
力
を
見
い
だ
し

て
楽
し
む
ス
タ
イ
ル
が
定
着
し
つ
つ
あ
る

よ
う
で
す
。
寺
社
離
れ
や
後
継
者
不
足
に

悩
む
寺
社
の
活
性
化
に
つ
い
て
は
大
き
な

課
題
で
あ
る
一
方
で
、
単
な
る
観
光
資
源

と
し
て
の
対
象
で
は
な
く
、
寺
社
の
本
来

の
価
値
や
精
神
性
を
大
切
に
す
る
意
識

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
ご
指
摘
も
再
度
認

識
し
て
お
く
べ
き
視
点
で
あ
る
と
感
じ
ま

し
た
。
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良
県
３
店
舗
を
含
め
て
16
店
舗
を
展
開
し

て
い
ま
す
。年
間
の
来
店
客
数
５
７
０
万
人
、

商
品
販
売
数
５
１
３
０
万
点
、
出
荷
生
産

者
は
５
０
０
０
人
を
超
え
て
お
り
、消
費
者

か
ら
人
気
を
集
め
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

地
元
農
業
者
の
所
得
向
上
に
も
寄
与
し
て

い
ま
す
。
多
店
舗
展
開
に
よ
り
販
路
を
拡

大
し
、
商
品
管
理
を
農
家
に
任
せ
る
方
式

な
ど
で
農
業
所
得
の
向
上
に
つ
な
が
っ
て

い
る
例
な
ど
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第
２
部
：
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
の

意
見
交
換

「
産
直
市
場
よ
っ
て
っ
て
」に
並
ぶ
み
か

ん
や
ぶ
ど
う
、
和
歌
山
県
の
郷
土
料
理
で

あ
る
め
は
り
寿
司
、
ド
リ
ン
ク
を
と
り
な

が
ら
、
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
ゲ
ス
ト
と

で
意
見
交
換
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

以
下
に
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

「
旅
の
図
書
館
」
で
は
、８
月
20
日
（
木
）

に
第
４
回
「
た
び
と
し
ょCafé

」
を
開
催

し
ま
し
た
。

テ
ー
マ
は
、地
域
を
元
気
に
す
る「
農
産

物
直
売
所
」の
し
か
け 
～
生
産
者
と
消
費

者
を
ひ
き
つ
け
る「
産
直
市
場
よ
っ
て
っ
て
」

の
事
例
か
ら
～ 

と
し
、（
株
）プ
ラ
ス
（
和

歌
山
県
田
辺
市
）取
締
役
会
長
の
野
田
忠

氏
を
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
お
迎
え

し
ま
し
た
。

（
株
）プ
ラ
ス
は
、『
観
光
文
化
２
２
５
号
：

観
光
の
経
済
波
及
効
果
を
高
め
る
に
は
』

の「
特
集
：「
道
の
駅
」に
お
け
る
地
場
産

品
活
用
の
実
態
と
付
加
価
値
向
上
策
」に

お
い
て
、
地
場
産
品
を
活
用
し
て
集
客
や

売
り
上
げ
の
確
保
に
成
功
し
て
い
る
具
体

例
と
し
て
取
材
・
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
企
業
で
す
。

今
回
は
、『
観
光
文
化
２
２
５
号
』と
の

タ
イ
ア
ッ
プ
企
画
と
し
て
、取
材
・
執
筆
を

担
当
し
た
川
口
主
任
研
究
員
も
同
席
し
、

研
究
成
果
の
一
部
も
紹
介
し
ま
し
た
。

参
加
者
は
研
究
者
や
学
生
に
加
え
、実

際
に
道
の
駅
の
運
営
に
携
わ
っ
て
い
る
実

務
者
の
方
や
当
財
団
の
研
究
員
や
イ
ン
タ

ー
ン
な
ど
、
計
23
人
と
な
り
ま
し
た
。

第
１
部
：
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
る

話
題
提
供

第
１
部
で
は
、
野
田
氏
よ
り
話
題
提
供

を
い
た
だ
き
、
ご
自
身
の
生
い
立
ち
か
ら

県
内
外
に
16
の
店
舗
を
展
開
す
る
に
至
る

ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き

ま
し
た
。「
産
直
市
場
よ
っ
て
っ
て
」は
、特

殊
な
物
流
シ
ス
テ
ム
で
店
舗
チ
ェ
ー
ン
化
を

進
め
、民
間
企
業
と
し
て
「
道
の
駅 

柿
の

郷
く
ど
や
ま
」を
運
営
し
て
い
る
他
、和
歌

山
県
を
基
盤
と
し
て
大
阪
府
２
店
舗
、奈

第
４
回
「
た
び
と
し
ょ C

afé

」
を
開
催

【第１部のお話のポイント】

◎「産直市場よってって」は店舗によって業務
スーパーとの併設や大型ショッピングモー
ルへの出店、道の駅への出店、水産物の
取り扱い、日本一の梅の売り場づくりなど、
消費者と農家に喜んでいただくことをモッ
トーに常に新たな挑戦をしている。

◎ 生産者は自ら商品を店舗へ運び入れ、値
付け、在庫管理、引き取りなどを全て自身
で行っている。消費者の反応を見ながらよ
りよい商品を作るモチベーションにつなが
り、さらには複数の店舗があることで販路
が確保でき、農業所得の向上や生産量の
拡大にもつながっている。

◎国の補助金を投入して赤字を補
ほ

塡
てん

する施
設整備では本当の意味での地方創生とは
言えないのではないか。我々はナショナル
ブランドを扱わず、地元とその周辺地域の
商品を扱うことで、地域循環型ビジネスを
している。民間の立場でビジネスモデルを
つくり地方創生に挑戦したい。

野
田 

忠
（
の
だ 

た
だ
し
）
氏

　

１
９
３
６
年
和
歌
山
県
田
辺
市
生
ま
れ
。
１
９
８
１

年
に（
株
）プ
ラ
ス
の
代
表
取
締
役
に
就
任
し
、２
０
０
１

年
よ
り
現
職
。日
本
農
業
に
と
っ
て
大
変
な
時
代
と
な
っ

て
き
た
２
０
０
２
年
５
月
、和
歌
山
県
田
辺
市
に
第
１

号
店
と
な
る
民
間
経
営
の
農
産
物
直
売
所
を
オ
ー
プ
ン
。

「
地
産
地
消
で
地
域
の
食
を
支
え
、
健
康
な
食
生
活
と
地

域
活
性
化
に
貢
献
す
る
」
と
い
う
使
命
の
も
と
、
常
に

プ
ラ
ス
の
発
想
で
新
た
な
試
み
を
行
っ
て
い
る
。
田
辺
納

税
協
会
顧
問
、田
辺
商
工
会
議
所
顧
問
な
ど
、公
職
を
歴

任
。さ
ら
に
、和
歌
山
県
知
事
表
彰
、国
税
庁
長
官
表
彰
、

財
務
大
臣
表
彰
な
ど
、
表
彰
も
多
数
。
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【
参
加
者
（
民
間
）】
商
品
の
流
れ
と
お
金
の

取
引
の
仕
組
み
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し

く
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

【
野
田
氏
】
全
て
農
家
の
自
己
責
任
で
お
願

い
し
て
お
り
、
農
家
が
自
ら
商
品
を
持
ち

込
み
、
値
付
け
を
し
、
売
れ
残
っ
た
商
品

の
回
収
も
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
店
舗

か
ら
は
メ
ー
ル
で
売
れ
行
き
状
況
な
ど
を

お
知
ら
せ
し
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
農
家
が

商
品
を
追
加
し
た
り
翌
日
の
出
荷
量
を
決

め
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
手

数
料
は
売
上
額
の
17
％
を
い
た
だ
い
て
お

り
、
他
店
に
転
送
す
る
場
合
は
プ
ラ
ス
で

６
％
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。質
の
良

い
も
の
は
評
判
を
呼
ん
で
毎
年
指
名
さ
れ

る
が
、
質
の
悪
い
も
の
を
出
す
と
全
て
自

分
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
。「
産
直
市
場
よ
っ

て
っ
て
」
の
信
用
に
も
関
わ
る
の
で
、
適

正
な
値
段
設
定
と
、
お
客
様
の
声
を
踏
ま

え
た
質
の
向
上
に
努
め
て
い
た
だ
く
よ
う

に
常
々
お
願
い
し
て
い
る
。

【
参
加
者
（
自
治
体
職
員
）】
観
光
客
の
利

用
と
地
元
客
の
利
用
を
両
立
さ
せ
る
た
め

の
工
夫
は
あ
る
か
。

【
野
田
氏
】
店
舗
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、

地
元
客
の
割
合
が
圧
倒
的
に
多
い
。
た
だ

し
、
近
く
に
温
泉
が
あ
る
店
舗
や
、
高
速

の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
か
ら
近
い
立
地
の

店
舗
は
年
々
観
光
客
が
増
え
て
い
る
傾
向

に
あ
る
。
地
元
の
お
客
様
だ
け
で
は
数
に

限
界
が
あ
る
の
で
、
旅
行
会
社
と
も
連
携

し
て
観
光
客
に
ど
れ
だ
け
寄
っ
て
い
た
だ

け
る
か
と
い
う
挑
戦
を
し
て
い
き
た
い
。

【
参
加
者
（
自
治
体
職
員
）】
水
産
物
を
扱

う
に
あ
た
り
、
漁
業
と
の
連
携
に
つ
い
て

は
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
る
の
か
。

【
野
田
氏
】
漁
業
の
場
合
は
漁
の
有
無
や
温

度
管
理
の
問
題
な
ど
、
農
作
物
以
上
に
難

し
い
部
分
が
あ
る
。
漁
協
と
は
、
敷
地
内

の
一
角
を
借
り
て
、
移
動
式
の
冷
蔵
庫
や

パ
ッ
ケ
ー
ジ
や
値
付
け
の
機
械
な
ど
を
設

置
し
た
り
、
売
上
金
や
手
数
料
を
漁
協
の

口
座
に
振
り
込
む
と
い
っ
た
形
で
連
携
す

る
予
定
で
あ
る
。

【
参
加
者
（
自
治
体
職
員
）】
店
舗
の
展
開
と

し
て
は
都
市
部
に
進
出
し
て
い
る
面
も
あ

る
と
思
う
が
、
競
争
を
勝
ち
抜
く
た
め
の

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
や
宣
伝
は
ど
の
よ
う
に

行
っ
て
い
る
の
か
。

【
野
田
氏
】一
定
の
人
口
と
農
家
数
が
あ
り
、

物
流
が
比
較
的
う
ま
く
組
め
る
と
こ
ろ
に

出
店
を
し
て
い
る
。

　

ど
こ
に
行
っ
て
も
買
え
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ブ
ラ
ン
ド
で
は
な
く
、
我
々
は
そ
こ
で
し

か
買
え
な
い
も
の
を
扱
っ
て
い
る
。
農
家

の
商
品
の
魅
力
が
あ
り
、
口
コ
ミ
で
良
さ

が
広
ま
っ
て
い
く
た
め
、
大
手
や
大
都
市

は
競
合
だ
と
思
っ
て
い
な
い
。
チ
ラ
シ
も

オ
ー
プ
ン
当
初
は
配
る
が
、
そ
れ
以
降
は

ほ
と
ん
ど
配
ら
な
い
。

【
参
加
者
（
大
学
教
員
）】
出
荷
農
家
を
ど
の

よ
う
に
集
め
て
組
織
化
し
て
い
る
の
か
。

【
野
田
氏
】
特
に
都
市
部
は
農
家
数
が
少

な
い
が
、
多
店
舗
展
開
し
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
商
品
が
多
く
の
店
舗
に
出
せ
る
こ

と
、
手
数
料
が
低
い
こ
と
な
ど
が
口
コ
ミ

で
広
が
り
、
出
荷
農
家
を
多
く
集
め
る
こ

と
が
で
き
て
い
る
。
一
方
で
、
農
家
年
齢

が
高
く
、
後
継
者
不
足
で
あ
る
こ
と
が
一

番
の
心
配
事
で
あ
る
。
我
々
の
出
荷
農
家

の
中
で
も
30
代
で
４
０
０
０
万
円
近
く
稼

い
で
い
る
人
が
い
る
が
、
若
者
が
農
業
で

し
っ
か
り
と
収
入
を
得
て
、
農
家
を
継
げ

る
よ
う
に
な
る
施
策
を
国
に
や
っ
て
も
ら

い
た
い
。

●
参
加
者
か
ら
の
反
応

参
加
者
の
皆
様
か
ら
は
、「
若
い
年
代

の
所
得
が
こ
れ
ほ
ど
増
加
し
て
い
る
と
は

思
わ
な
か
っ
た
」「
民
間
企
業
と
し
て
地

方
創
生
、
農
業
振
興
を
実
現
し
て
い
る
興

味
深
い
お
話
だ
っ
た
」「
こ
れ
か
ら
道
の

駅
を
作
ろ
う
と
す
る
当
市
に
と
っ
て
も
大

変
参
考
に
な
る
も
の
だ
っ
た
」
と
い
っ
た

コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
と
に
か
く
消
費
者
や
農
家
に
喜
ん
で

い
た
だ
き
た
い
」と
い
う
想
い
の
も
と
、常

に
新
た
な
取
り
組
み
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、流

通
の
仕
組
み
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
熱
い

想
い
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
地
元
の
経
済

を
循
環
さ
せ
、
国
の
補
助
金
頼
り
で
は
な

く
自
分
た
ち
で
儲も

う

け
を
出
し
て
税
金
を
支

払
う
こ
と
の
重
要
性
を
改
め
て
示
唆
し
て

い
た
だ
き
、
地
方
創
生
の
あ
り
方
を
考
え

さ
せ
ら
れ
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

ご
自
身
の
生
い
立
ち
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

経
験
を
通
し
て「
農
家
の
目
」「
消
費
者
の

目
」「
経
営
者
の
目
」
の
３
つ
の
目
を
持
ち
、

そ
れ
ぞ
れ
が
幸
せ
に
な
る
経
営
を
さ
れ
て

い
る
こ
と
が「
産
直
市
場
よ
っ
て
っ
て
」の

成
功
の
背
景
に
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

（
観
光
研
究
情
報
室　

福
永
香
織
）
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