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日
本
で
は
、
地
方
創
生
の
掛
け
声
の
も

と
、
東
京
一
極
集
中
を
是
正
し
、
地
方
の

人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
、
日
本
全
体

の
活
力
向
上
を
目
的
と
し
た
施
策
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。

　

農
林
水
産
省
で
も
、「
食
料
・
農
業
・

農
村
基
本
計
画
」（
２
０
１
５
年
３
月
）

と
併
せ
て
「
魅
力
あ
る
農
山
漁
村
づ
く
り

に
向
け
て
」
を
策
定
し
、
旅
行
・
観
光
に

近
い
分
野
に
お
い
て
は
、
都
市
と
農
村
の

交
流
や
都
市
住
民
の
移
住・定
住
の
促
進
、

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
も
対
応
し
た
農
村
に
お

け
る
雇
用
の
確
保
と
所
得
の
向
上
な
ど
の

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

　

私
の
所
属
す
る
観
光
地
域
研
究
部
は
、

少
子
高
齢
化
が
進
ん
だ
過
疎
地
域
な
ど
の

調
査
研
究
を
手
掛
け
る
こ
と
も
多
い
が
、

農
山
村
に
お
い
て
も
、
地
域
活
性
化
の
手

段
と
し
て
観
光
、
そ
の
振
興
に
取
り
組
む

地
域
が
増
え
て
い
る
と
、
実
感
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
各
稿
を
も
と
に
、
農
山
村

に
お
け
る
観
光
（
以
下
、
農
山
村
観
光
）

の
本
質
、
取
り
組
む
意
義
に
つ
い
て
改
め

て
考
え
て
み
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
で
「
農
業
」
と
は
農
林
漁

業
な
ど
の
一
次
産
業
全
般
を
、
ま
た
「
農

山
村
」「
農
村
」「
田
舎
」
は
農
山
漁
村
地

域
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
て
い
る
。

農
山
村
と
観
光
、

そ
の
変
遷

　

農
山
村
に
お
け
る
観
光
と
い
う
と
、「
グ

リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
が
思
い
出
さ
れ

る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
１
９
９
２
年
（
平

成
４
年
）
に
、
農
林
水
産
省
の
「
新
し
い

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
の
方
向
」
と
い

う
答
申
の
中
で
初
め
て
公
式
に
用
い
ら
れ

た
も
の
で
、
同
省
で
は
、「
農
村
地
域
に

お
い
て
自
然
、
文
化
、
人
々
と
の
交
流
を

楽
し
む
滞
在
型
の
余
暇
活
動
」
と
定
義

し
て
い
る
。
２
０
０
７
年
（
平
成
19
年
）

に
策
定
さ
れ
た
「
観
光
立
国
推
進
基
本

計
画
」
で
は
「
農
山
漁
村
地
域
に
お
い
て

自
然
、
文
化
、
人
々
と
の
交
流
を
楽
し
む

滞
在
型
の
余
暇
活
動
で
あ
り
、
農
作
業

体
験
や
農
産
物
加
工
体
験
、
農
林
漁
家

民
泊
、
さ
ら
に
は
食
育
な
ど
が
こ
れ
に
当

た
る
」
と
い
う
表
現
で
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ

ー
リ
ズ
ム
が
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　

帝
京
大
学
准
教
授
で
、
農
村
地
域
に

お
け
る
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
展
開
過
程
を
研
究

し
て
い
る
山
田
耕
生
氏
に
よ
る
と
、「『
グ

リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
』
の
用
語
が
登
場

す
る
以
前
に
も
、
農
山
村
で
は
類
似
の
観

光
が
展
開
さ
れ
て
き
た
」
と
指
摘
す
る
。

例
え
ば
、「
１
９
６
０
年
代
後
半
に
は
、

高
度
経
済
成
長
で
増
加
し
た
都
市
住
民

が
自
然
と
触
れ
合
う
場
と
し
て
観
光
農

園
が
急
増
し
た
。
ま
た
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
（
１
９
７
３
年
）
に
よ
る
経
済
の
低
成

長
期
に
は
、
都
市
と
は
対
極
に
あ
る
農
山

村
の
文
化
、
風
習
、
自
然
環
境
、
農
林
産

業
な
ど
を
包
括
し
た
『
ふ
る
さ
と
』
と
し

て
の
農
山
村
の
価
値
が
注
目
を
集
め
、
ふ

る
さ
と
村
、ふ
る
さ
と
の
味
と
い
っ
た
、『
ふ

る
さ
と
』
の
観
光
対
象
化
の
動
き
が
急
速

に
広
ま
っ
た
」
と
い
う
。

　

そ
の
後
、「
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
と
と

も
に
リ
ゾ
ー
ト
開
発
ブ
ー
ム
が
終
息
し

始
め
た
１
９
９
０
年
代
に
入
り
、
農
業

体
験
と
農
家
民
宿
が
強
調
さ
れ
た
『
グ

リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
』
が
全
国
的
に
脚

光
を
浴
び
た
。
２
０
０
０
年
に
入
る
と
、

農
山
村
の
持
つ
多
く
の
側
面
が
着
目
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
農
山
村
の
あ
ら
ゆ
る

地
域
資
源
を
利
用
し
た
余
暇
活
動
の
『
ル

ー
ラ
ル
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
』
が
広
が
り
、
農

山
村
で
の
多
様
な
楽
し
み
方
や
滞
在
の 山下氏が特に親しんだ山村、青森県黒石市山形地区の伝統行事「大川原の火流し」
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仕
方
が
広
が
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
の
こ
と
だ
。

　

グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
登
場
に
よ

り
農
山
村
観
光
は
注
目
を
集
め
る
こ
と

に
な
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
新
し
い

観
光
の
形
態
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
時

代
の
社
会
・
経
済
の
状
況
や
、
地
方
と

中
央
の
、
農
山
村
と
都
市
の
関
係
性
を

色
濃
く
反
映
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
き

た
と
言
え
る
。

各
特
集
の
要
点
を

振
り
返
る

　

近
年
で
は
、
旅
行
者
の
価
値
観
の
変
化

な
ど
を
背
景
に
、
農
山
村
の
風
景
や
農
業

の
営
み
、
田
舎
の
暮
ら
し
そ
の
も
の
を
活

か
し
た
取
り
組
み
が
、
さ
ら
に
進
展
し
つ

つ
あ
る
。
ま
た
、
農
山
村
の
中
に
は
、
そ

の
魅
力
が
高
く
評
価
さ
れ
て
、
多
く
の
外

国
人
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
地
域
も
少

な
く
な
い
。

　

本
特
集
で
は
、
東
北
地
方
で
、
農
山
村

観
光
を
牽
引
し
て
き
た
先
行
・
先
進
事
例

を
中
心
に
、
全
国
で
も
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
誘

客
に
成
功
し
て
い
る
事
例
を
対
象
と
し
て
、

ご
寄
稿
、
あ
る
い
は
取
材
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
乗
り
越
え
て
き
た
苦
労
や
課
題
な

ど
も
含
め
て
、
可
能
な
限
り
現
場
の
実
態

に
迫
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
努
め
て
き
た
。

　

各
稿
を
通
し
て
、「
農
山
村
（
人
）の
魅

力
」「
都
市
と
農
山
村
の
関
係
」「
プ
ロ
グ

ラ
ム
づ
く
り・商
品
化
」「
受
入
課
題
」「
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
組
織
」「
情
報
発
信
」「
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
」「
観
光
の
効
果
」
な
ど
に

つ
い
て
、
数
多
く
の
示
唆
を
い
た
だ
い
て

い
る
（
表
１
）。

　

こ
こ
で
は
、
各
稿
を
振
り
返
り
、
そ
の

要
点
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

自
信
を
持
っ
て
、

田
舎
の
魅
力
を
発
信
し
よ
う
！

巻頭言

　

ダ
ニ
エ
ル・カ
ー
ル
氏
は
、田
園
の
風
景
、

寺
や
神
社
、
四
季
折
々
の
風
物
詩
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
日
本
の
魅
力
を
挙
げ
た
。

　

そ
の
中
で
も
、「
特
に
農
業
の
風
景
は

印
象
深
く
、
小
さ
な
棚
田
や
段
々
畑
で
の

丁
寧
な
仕
事
ぶ
り
や
、
農
家
の
お
母
さ
ん

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ま
で
も
が
、
他
の
国
に

は
な
い
大
き
な
魅
力
だ
。
し
か
も
、
日
本

の
田
舎
は
、
古
さ
に
新
し
さ
も
取
り
入
れ

て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
化
し
て
い
る
」

と
語
っ
た
。

　

そ
し
て
、「
な
ん
も
ね
ん
だ
（
何
も
な

い
ん
だ
）」
と
謙
遜
ば
か
り
せ
ず
、
市
町

村
同
士
が
力
を
合
わ
せ
て
手
を
組
み
、
田

舎
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
く
こ
と
の
大
切

さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

条
件
不
利
地
域
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

観
光
振
興
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か

特集
1

　

全
国
の
市
区
町
村
を
対
象
と
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
も
と
に
、
吉
谷
地
裕
は
、

地
域
振
興
立
法
５
法
の
指
定
地
域
に
つ
い

て
、
次
の
通
り
分
析
し
た
。

・�

地
域
が
抱
え
る
人
口
や
雇
用
、
福
祉

や
教
育
に
関
す
る
諸
課
題
に
つ
い
て
、

観
光
振
興
、
ま
た
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観

光
振
興
に
よ
る
解
決
へ
の
期
待
が
高

か
っ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
「
雇
用
や

税
収
に
関
す
る
課
題
」
に
対
し
て
で

あ
っ
た
（
観
光
振
興
へ
の
期
待
50
・
７

％
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
へ
の
期
待

28
・
２
％
）。

・�

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
振
興
の
重
要
度
に

つ
い
て
は
、「
重
要
で
あ
る
」
が
52
・

８
％
と
、
そ
の
他
の
地
域
（
29
・
５
％
）

よ
り
も
高
い
。

・�

実
施
し
て
い
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
関
連
施

策
に
つ
い
て
は
、「
情
報
発
信
（
55
・

６
％
）」「
受
入
環
境
整
備
（
54・２
％
）」

「
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
（
38
・７
％
）」
と
な

各稿で取り上げられた内容
①

農山村（人）の魅力
②

都市と農山村の関係
③

プログラムづくり･ 商品化
④

受入課題
⑤

コーディネート組織
⑥

情報発信
⑦

インバウンド
⑧

観光の効果

巻頭言 自信を持って、田舎の魅力を発信しよう ! ● ● ●

特集 1 条件不利地域はインバウンド観光振興を
どう捉えているか ● ● ● ● ●

特集 2 観光振興は地方を救うか
－交流から始まる観光とこの国のちから ● ● ● ● ●

特集 3 舞台と農業にこだわった修学旅行＂40年
の想い＂ ● ● ● ●

特集 4 飛騨の里山から世界へ　クールな田舎を
プロデュース ● ● ● ●

特集 5 知られざる日本の魅力をたどるウォーキ
ングツアー ● ● ● ● ● ●

表１   各稿で取り上げられた
　　　内容の整理

資料：（公財）日本交通公社作成
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観
光
振
興
は
地
方
を
救
う
か

―
―
交
流
か
ら
始
ま
る
観
光

と
こ
の
国
の
ち
か
ら

特集
2

　

山
下
祐
介
氏
は
、「
観
光
は
地
方
に
と

っ
て
本
当
に
稼
げ
る
普
遍
的
な
手
段
な
の

だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
観
光
と
は
何
か
。

何
の
た
め
の
観
光
振
興
な
の
か
」
と
の
問

題
を
提
起
し
た
。

　

そ
し
て
、「
観
光
は
、
楽
し
む
も
の
だ
。

旅
行
者
が
楽
し
み
、
受
け
入
れ
る
側
も
楽

し
む
こ
と
が
基
本
だ
。
地
方
と
中
央
の
、

都
市
と
農
村
の
交
流
観
光
こ
そ
を
目
指

さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
説
い
た
。
そ

の
上
で
、問
題
の
原
点
は
、「
中
央
と
地
方
、

都
市
と
農
村
、
そ
し
て
経
済
と
暮
ら
し
、

カ
ネ
と
時
間
の
バ
ラ
ン
ス
が
あ
ま
り
に
も

生
産
一
辺
倒
に
偏
っ
て
し
ま
っ
た
」
こ
と

に
あ
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

　

後
半
、ご
自
身
の「
津
軽
学
」「
白
神
学
」

運
動
の
紹
介
の
中
で
、「
山
村
は
生
き
る

の
に
便
利
で
豊
か
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

古
い
村
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
文
化
が
蓄

積
さ
れ
、
日
本
人
の
暮
ら
し
の
あ
り
方
の

原
点
が
潜
ん
で
い
る
」
と
し
て
評
価
し
、

「
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
用
い
た
観
光

に
は
多
く
の
期
待
が
潜
在
し
て
い
る
」
と

分
析
し
た
。

　

そ
し
て
、「
都
会
の
人
々
は
も
っ
と
農

山
漁
村
を
訪
れ
、
自
分
が
ど
う
や
っ
て
生

き
て
い
る
の
か
を
、
観
光
を
通
じ
て
も
っ

と
間
近
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
」
そ
の

こ
と
の
大
切
さ
を
指
摘
し
た
。

舞
台
と
農
業
に
こ
だ
わ
っ
た

修
学
旅
行
“
40
年
の
想
い
”

特集
3

　

大
和
田
し
ず
え
氏
、
阿
部
裕
志
氏
、

中
島
祥
崇
氏
は
、
１
９
５
３
年
（
昭
和
28

年
）、
わ
ら
び
座
が
拠
点
と
し
た
秋
田
に

は
、「
若
者
た
ち
を
迎
え
入
れ
、食
べ
さ
せ
、

励
ま
そ
う
と
い
う
優
し
さ
が
こ
こ
の
風
土

に
あ
っ
た
」
と
話
し
た
。

　

１
９
７
７
年
（
昭
和
52
年
）
に
始
ま
っ

た
農
家
体
験
の
修
学
旅
行
に
つ
い
て
は
、

「
農
家
な
ど
へ
の
依
頼
か
ら
準
備
に
２
年

間
か
か
っ
た
。
し
か
し
、
減
反
政
策
が
始

ま
っ
て
６
～
７
年
が
経
ち
、
も
う
農
業
は

終
わ
り
だ
と
思
っ
て
い
た
農
家
の
人
た
ち

が
、
都
会
の
子
た
ち
が
来
て
喜
々
と
し
て

稲
刈
り
を
す
る
姿
に
、
農
業
の
素
晴
ら
し

さ
を
再
認
識
で
き
た
。生
徒
た
ち
以
上
に
、

農
家
が
受
け
た
感
動
や
刺
激
が
大
き
か
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
、
多
く
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
交
え
て
熱
く
語
っ
た
。
今
で
は
、

農
家
体
験
は
、
２
代
目
、
３
代
目
の
農
家

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

40
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
仙
北
市
を

中
心
に
秋
田
の
農
家
体
験
を
支
え
て
き
た

わ
ら
び
座
の
方
々
が
、
農
山
村
観
光
の
課

題
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、「
学
校
と
農
家

を
結
ぶ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
は
ほ
と
ん

ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
ど
の
地
域
で
も

農
家
と
観
光
を
結
ぶ
場
合
、
そ
の
役
割
は

絶
対
必
要
だ
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
的
な

役
割
を
大
事
に
す
る
仕
組
み
が
で
き
な
い

か
」
と
い
う
こ
と
。
国
が
推
奨
し
、
今
ま

さ
に
多
く
の
地
域
で
検
討
さ
れ
て
い
る

「
Ｄ
Ｍ
Ｏ
」（Destination�M

anagem
ent/

M
arketing�Organization

）
に
も
つ
な

が
る
話
で
あ
っ
た
。

毎回、大きな感動を呼ぶ農家体験

っ
て
い
る
。

・�

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
に
関
連

し
て
地
域
に
生
じ
て
い
る
好

影
響
や
期
待
さ
れ
る
事
項

の
有
無
に
つ
い
て
は
、「
ど

ち
ら
と
も
言
え
な
い
（
43
・

７
％
）」
に
次
い
で
、「
あ
る

（
43
・
０
％
）」
と
、
そ
の
他

の
地
域
に
比
べ
て
高
い
。

・�

一
方
で
、
地
域
に
生
じ
て

い
る
課
題
や
懸
念
さ
れ
る

事
項
の
有
無
に
つ
い
て
も
「
あ
る

（
39
・
４
％
）」
と
、
そ
の
他
の
地
域
に

比
べ
て
高
い
割
合
を
示
し
て
い
る
。

　

併
せ
て
実
施
し
た
、
一
部
市
町
村
へ
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
か
ら
は
、「
観
光
に
よ

り
地
域
住
民
に
誇
り
や
自
信
は
生
ま
れ
た

が
、
生な

り
わ
い業
と
は
直
結
し
て
い
な
い
の
が
現

状
。
そ
れ
で
も
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
振
興
を

重
要
施
策
と
し
て
取
り
組
む
の
は
、
地
域

の
将
来
が
な
い
と
い
う
危
機
感
を
背
景
と

し
た
一
種
の
『
投
資
』
だ
か
ら
」（
内
子
町
）

と
の
声
も
聞
か
れ
た
。

　

両
調
査
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
は
、
農

山
村
を
抱
え
る
自
治
体
が
、
地
域
活
性
化

の
た
め
に
、
各
種
施
策
に
試
行
錯
誤
し
な

が
ら
も
期
待
を
持
っ
て
取
り
組
む
実
態
で

あ
っ
た
。

視
座特集テーマからの
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飛
騨
の
里
山
か
ら
世
界
へ

ク
ー
ル
な
田
舎
を
プ
ロ
デ
ュ

ー
ス

特集
4

　

山
田
拓
氏
は
、「
ツ
ア
ー
に
お
い
て
ガ

イ
ド
の
役
割
は
非
常
に
重
要
。『
暮
ら
し

を
旅
す
る
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
』
を
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー
に
、
暮
ら
し
や
地
域
の
人
の
想
い

を
感
じ
ら
れ
る
ツ
ア
ー
を
心
掛
け
て
い

る
」
と
、
そ
の
魅
力
を
説
明
し
、「
地
域

を
豊
か
に
す
る
た
め
に
観
光
を
使
う
。
商

売
の
成
功
だ
け
で
な
く
、
地
域
のhappy

を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
」
と
、

そ
の
信
念
を
語
っ
た
。

　

日
本
の
魅
力
と
農
山
村
に
つ
い
て
は
、

「
日
本
に
は
他
の
国
に
は
な
い
、
歴
史
・

文
化
の
重
厚
な
蓄
積
が
あ
る
。
農
山
村
に

は
、
そ
れ
ら
が
暮
ら
し
の
形
と
し
て
残
っ

て
い
る
。
農
山
村
は
、
観
光
振
興
に
お
い

て
は
可
能
性
の
宝
庫
。
世
界
に
は
、
日
本

の
農
山
村
の
資
源
の
価
値
を
認
め
て
、
対

価
を
支
払
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
が
た
く
さ

ん
い
る
」
と
話
し
た
。

　

農
山
村
観
光
に
は
、「『
地
域
の
意
志
の

総
和
』
が
重
要
で
、
新
た
な
こ
と
に
取
り

組
み
た
い
と
考
え
る
人
た
ち
の
意
志
の
総

和
が
、
地
域
を
動
か
す
く
ら
い
の
塊
に
な

る
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
地
域
の
未
来
が
か

か
っ
て
い
る
」、
地
域
が
ま
と
ま
る
に
は
、

「『
あ
の
国
の
あ
ん
な
町
に
な
り
た
い
』
と
、

具
体
的
な
モ
デ
ル
で
共
有
す
る
と
よ
い
」

と
解
説
し
た
。

　
「
観
光
が
地
域
社
会
に
果
た
す
役
割
は

非
常
に
大
き
い
。
単
な
る
三
次
産
業
の
一

部
で
は
な
く
、
地
域
の
広
告
塔
と
し
て
、

そ
し
て
地
域
経
済
の
フ
ロ
ン
ト
エ
ン
ジ
ン

と
し
て
観
光
産
業
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
」

と
結
ん
だ
。知

ら
れ
ざ
る
日
本
の
魅
力
を

た
ど
る

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ツ
ア
ー

特集
5

　

ポ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
氏
は
、「
日
本

の
一
番
の
魅
力
は
、
田
園
の
風
景
、
食
べ

物
、
歴
史
や
文
化
、
そ
れ
ら
を
作
り
上
げ

て
き
た
日
本
人
。
日
本
人
を
理
解
す
る
に

は
、
あ
る
が
ま
ま
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
見

る
に
は
、
田
舎
を
訪
れ
る
の
が
一
番
」
と

話
し
た
。

　

し
か
し
、「
ツ
ア
ー
は
、
簡
単
に
は
増

や
せ
な
い
。
ガ
イ
ド
の
育
成
に
時
間
と
お

金
が
か
か
る
。
会
社
の
生
命
線
は
、
お
客

さ
ん
の
満
足
度
で
、ガ
イ
ド
が
要
だ
」
と
、

ガ
イ
ド
の
重
要
性
を
説
い
た
。

　

知
ら
れ
ざ
る
日
本
を
商
品
化
す
る
の
に

大
事
な
こ
と
と
し
て
は
、「
イ
ン
タ
レ
ス

ト
、
ど
れ
だ
け
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る

か
」「
ど
う
や
っ
て
満
足
で
き
る
時
間
を

過
ご
し
て
も
ら
う
か
」「
エ
フ
ィ
シ
ェ
ン
シ

ー
、
効
率
、
ど
う
や
っ
て
時
間
を
う
ま
く

使
う
か
」
の
３
点
を
挙
げ
た
。

　

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
受
け
入
れ
る
際
の
一

番
の
問
題
は
、「
言
葉
で
は
な
く
、
自
分

の
地
域
の
ア
ピ
ー
ル
性
が
何
か
、
理
解
し

て
い
な
い
こ
と
」
と
指
摘
し
た
。

　

そ
し
て
、「
観
光
が
も
た
ら
す
メ
リ
ッ

ト
に
は
、
地
域
へ
の
経
済
的
な
効
果
と
、

そ
れ
以
外
の
効
果
が
あ
る
が
、
切
っ
て
も

切
れ
な
い
関
係
。
あ
る
種
の
バ
ラ
ン
ス
が

大
事
だ
」「
観
光
は
日
本
の
地
方
が
抱
え

る
問
題
解
決
に
全
て
で
は
な
い
が
役
立

つ
。
落
ち
着
い
て
５
年
く
ら
い
か
け
て
良

い
基
盤
を
作
れ
ば
、
そ
の
後
も
長
い
効
果

は
得
ら
れ
る
」
と
語
っ
た
。

農
山
村
観
光
の
本
質
、

意
義
を
考
え
る

■
農
山
村
観
光
の
本
質

　

各
稿
を
通
し
て
、
改
め
て
、
農
山
村
観

光
の
本
質
と
は
何
か
を
考
え
て
み
た
。

　

日
本
の
約
６
割
の
市
区
町
村
が
『
地
域

振
興
立
法
５
法
』
の
い
ず
れ
か
の
適
用
を

受
け
て
い
る
。
山
間
部
や
離
島
に
限
ら
ず

大
都
市
の
近
く
に
ま
で
、
多
岐
に
わ
た
っ

経験豊かなガイドが里山の文化・歴史、暮らしを丁寧にご案内
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■
農
山
村
観
光
の
取
り
組
み
、
そ
の
留
意
点

　

そ
れ
で
は
、
農
山
村
が
観
光
に
取
り

組
む
際
の
留
意
点
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
一
つ
目
は
、山
田
拓
氏
（
特
集
４
）

が
指
摘
さ
れ
た
、「
目
的
の
明
確
化
と
共

有
」
だ
ろ
う
。
観
光
は
あ
く
ま
で
地
域

振
興
の
手
段
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
認
識

し
、
そ
の
目
的
を
理
解
し
、
地
域
一
丸
と

な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
望
ま

し
い
。

　

二
つ
目
は
、「
田
舎
の
風
景
、
環
境
の

保
全
」
で
あ
る
。
都
市
で
は
失
わ
れ
た
自

然
や
農
山
村
の
風
景
、
そ
れ
こ
そ
が
資
源

で
あ
り
、
農
山
村
観
光
の
舞
台
と
な
る
。

そ
の
際
に
は
、
ポ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
氏

（
特
集
５
）
の
よ
う
に
、
観
光
事
業
者
が

現
地
の
人
た
ち
と
手
を
組
み
、
景
観
を
守

っ
て
い
く
、
そ
う
し
た
姿
勢
が
大
切
だ
。

　

三
つ
目
は
、「
高
品
質
の
高
付
加
価
値

商
品
の
企
画
・
提
供
」
で
あ
る
。
山
田
拓

氏
や
ポ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
氏
の
よ
う
に
、

「
何
を
、
ど
こ
の
、
誰
に
売
る
の
か
」
を

明
確
に
意
識
し
て
、
価
格
に
見
合
っ
た
相

応
の
特
徴
・
魅
力
を
つ
け
て
い
く
こ
と
が

必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

　

な
お
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
企
画
の

際
に
は
、「
人
（
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
、
受
入

農
家
、
地
域
住
民
な
ど
）
と
の
触
れ
合
い

の
場
、
機
会
が
あ
る
こ
と
」
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。

　

四
つ
目
は
、「
情
報
発
信
の
強
化
」
で

あ
る
。
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル
氏
、
山
田
拓

氏
、
ポ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
氏
は
、
口
々

に
、「
日
本
人
自
体
が
、
地
域
の
魅
力
に

気
づ
い
て
い
な
い
。
発
信
し
て
い
な
い
。」

と
指
摘
し
た
。
日
本・日
本
人
の
良
さ
は
、

世
界
的
に
は
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
。

　

各
氏
い
ず
れ
も
、
農
山
村
観
光
に
お
け

る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
誘
客
の
可
能
性
に
つ
い

て
は
、お
お
む
ね
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、

ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル
氏
か
ら
は
、
巻
頭
言

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
時
に
、
実
は
次
の
よ
う
な

ご
意
見
も
い
た
だ
い
て
い
る
。

　
「
今
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
外
国
人
は
、

い
ろ
い
ろ
な
田
舎
に
出
掛
け
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
発
信
し
て
い
る
。
海
外
の
観
光
客
へ
の

影
響
力
も
大
き
い
か
ら
、
日
本
の
田
舎
の

魅
力
を
、
も
っ
と
在
日
外
国
人
を
通
じ
て

発
信
す
る
と
い
い
の
で
は
な
い
か
」

　

日
本
国
内
に
は
約�

２
２
３�

万
人

（
２
０
１
５�

年
末
、
法
務
省
）
の
在
日
外

国
人
が
居
住
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
日
本

に
一
定
の
理
解
も
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
た

め
、
地
域
が
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
に
あ

た
り
、
最
大
の
ネ
ッ
ク
と
も
言
わ
れ
る
言

葉
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
も
軽

減
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

在
日
外
国
人
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る

こ
と
も
、
外
国
人
に
向
け
て
地
域
の
情

報
発
信
を
す
る
上
で
は
効
果
的
で
あ
る

と
考
え
る
。

　

最
後
に
、
五
つ
目
は
、「
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
ト
組
織
の
存
在
」
で
あ
る
。
わ
ら
び
座

（
特
集
３
）
は
、「
農
家
の
生
活
と
観
光
の

バ
ラ
ン
ス
も
大
事
で
、
そ
の
た
め
に
必
要

な
の
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
。
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
だ
け
で
仕
事
を
成
り
立
た
せ
る
な

ら
、
そ
れ
も
含
め
て
お
金
が
ま
わ
る
仕
組

み
を
作
ら
な
い
と
難
し
い
」
と
、
課
題
を

指
摘
し
て
い
る
。

て
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
農
山
村
で
の
生
産

活
動
に
よ
り
自
然
環
境
が
維

持
さ
れ
、
食
料
が
生
み
出
さ

れ
、
そ
の
営
み
を
通
じ
て
、

日
本
文
化
、
ひ
い
て
は
日
本

人
そ
の
も
の
が
形
作
ら
れ
て

き
た
。

　

農
山
村
に
は
、
都
市
で
は

感
じ
ら
れ
な
い
、
自
然
や
田
畑

に
見
ら
れ
る
四
季
折
々
の
繊
細

な
風
景
、
地
域
の
神
社
・
仏
閣
、
暮
ら
し

に
根
差
し
た
伝
統
行
事
な
ど
、「
田
舎
の
良

さ
」
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
時
に

こ
の
何
で
も
な
い
、
あ
り
の
ま
ま
の
地
域

を
、
地
域
の
「
人
」（
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
、
受

入
農
家
、
地
域
住
民
な
ど
）
と
の
出
会
い

や
触
れ
合
い
が
、
大
き
な
魅
力
へ
と
変
え

て
き
た
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー

ル
氏
（
巻
頭
言
）、山
下
祐
介
氏
（
特
集
２
）

を
は
じ
め
、
各
稿
で
異
口
同
音
に
語
ら
れ

て
い
る
が
、
農
山
村
で
、
地
域
の
人
と
と

も
に
過
ご
す
時
間
を
通
し
て
、
そ
の
魅
力

や
価
値
を
理
解
し
、感
動
を
与
え
る
こ
と
、

こ
れ
こ
そ
が
農
山
村
観
光
の
本
質
で
あ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
を
、
私
た
ち
は
改
め
て
理

解
し
た
。

情報発信の重要性について語るダニエル・カール氏（日本交通公社ビ
ル　ライブラリーホールにて）
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全
国
的
に
も
こ
う
し
た
観
光
に
お
け
る

中
間
支
援
組
織
の
成
功
例
は
多
く
は
な

い
。
社
内
に
「
あ
き
た
び
く
ら
ぶ
」
を
設

置
し
、
地
域
で
の
新
し
い
関
係
の
構
築
を

目
指
す
、
わ
ら
び
座
の
動
向
に
引
き
続
き

注
目
し
た
い
。

■
終
わ
り
に

　

各
稿
を
通
し
て
、
農
山
村
が
観
光
に

取
り
組
む
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。

　

見
え
て
き
た
の
は
、「
観
光
が
人
口
減

少
や
高
齢
化
な
ど
の
地
域
課
題
の
解
決
に

果
た
せ
る
役
割
は
限
定
的
」
と
感
じ
つ
つ

も
、
望
み
を
託
し
て
取
り
組
む
市
町
村
の

姿
。
一
方
で
、
農
山
村
観
光
に
積
極
的
に

取
り
組
み
、
課
題
を
乗
り
越
え
、
少
な
か

ら
ず
観
光
に
地
域
活
性
化
の
可
能
性
を

見
い
だ
し
て
い
る
実
態
で
あ
っ
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
観
光
は
地
域

課
題
の
根
本
的
な
解
決
方
法
に
は
な
ら

な
い
。山
下
祐
介
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

中
央
と
地
方
、
都
市
と
農
村
の
関
係
が
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
な
状
況
下
で
は
、
な
お
さ
ら

の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
で
も
、
本
特
集
の
作
成
に
中
心
的

に
関
わ
っ
た
私
ど
も
（
吉
澤
、
菅
野
、
中

島
、
吉
谷
地
）
は
、
ポ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ

ィ
氏
の
「
観
光
は
問
題
解
決
に
全
て
で
は

な
い
が
役
立
つ
。
良
い
基
盤
を
作
れ
ば
、

そ
の
後
も
長
い
効
果
は
得
ら
れ
る
」、
す

な
わ
ち
、
や
り
方
次
第
で
は
地
域
の
将
来

を
明
る
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
強
く
信

じ
て
い
る
。
引
き
続
き
、
農
山
村
に
お
け

る
観
光
、
そ
の
振
興
に
寄
与
で
き
る
よ
う

研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。

（
よ
し
ざ
わ　

き
よ
よ
し
）

　秋田県は、東日本大震災の発生後、東北地方でも、国内
旅行、訪日外国人旅行ともに回復の足取りが遅い。その秋
田県内でも過疎化、高齢化が著しい秋ノ宮地域。農家数は、
約300戸、水稲を中心に、イチゴの生産などが行われて
いる。地域内には秋の宮温泉郷があり、年間延べ2万
2,166人（平成27年度秋田県観光統計）の観光客が訪れる。
　一時は、「秋の宮温泉郷ブラッシュアップ・ネットワーク」

（2003年発足）に端を発する取り組み（湯巡り、農業体験、
かだる雪まつりの開催、JR・JTB共同商品など）が注目を集
め、県内でも先進地として知られるようになったが、担い
手の高齢化をはじめさまざまな事情が重なり、少し停滞
期に入っているようだ。
　東京から秋田新幹線を利用して最寄り駅まで最速で約
4時間。交通の便も決して良くはない秋ノ宮地域に、ここ数
年、外国人観光客の姿が散見されるようになってきた。
　私の20年来の仲間に、市役所を早期退職し、現在、地域
資源を活用した地域づくりを担う「一般社団法人 地域力
ワークスやまもり」の事務局長、柴田裕氏がいる。柴田氏
に、田舎を訪れる外国人の特徴について聞いた。

――田舎に来る外国人とは？
　柴田氏　外国人の中には、田舎のありのままの生活を
楽しめない方もいる。野菜の無人販売などは馬鹿にされ
ることもある。田舎を楽しめるのは、日本文化のことを理解
している方、異文化に寛容な方。

――彼らの楽しみ方とは？
　柴田氏　彼らは「なぜ？」と疑問を抱き、自国の文化と照
らし合わせて楽しむ。日本酒の酒蔵をワイナリーと呼び、

「ブドウ畑でワイン」と同じ感覚で、「田んぼで酒」を楽しむ。
また、彼らは、面白いポイントを探すのがうまい。彼らは、
秋田杉の林を見て、かくれんぼを始める感性を持っている。
それらが、今では、子ども向けのメニューとなっている。
　田舎には、彼らのような真の「旅人」に来てほしい。

――農山村観光の
　　課題とは？
　柴田氏　観光振興は、行政が全て
できるわけではない。観光協会や
DMOを、2～3年程度、支援する仕組
みがあるとよい。「いかに来てもらう
か？」という視点から、ハード・ソフト
の両面で「どう受け入れるか？」という
視点へ、地域がシフトチェンジできる
か、組織と人材の育成が大変重要だ。

（聞き手：吉澤清良） 田舎を訪れる外国人について語る、柴田裕氏

地
域
か
ら
の
声
　
秋
田
県
湯
沢
市
秋
ノ
宮
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