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変
化
す
る
観
光
と
地
域
資
源

　

年
間
人
口
移
動
率
８
％
と
い
わ
れ
る
高
度

経
済
成
長
期
に
は
、
地
方
の
農
村
部
か
ら
大

都
市
圏
に
大
量
の
人
口
が
移
動
し
た
。
都
市

に
移
動
し
た
人
々
は
、
会
社
で
の
労
働
の
疲

れ
を
癒
や
す
た
め
に
、
余
暇
と
し
て
の
観
光

を
求
め
、
そ
れ
に
応
え
た
の
が
地
方
の
観
光

地
だ
っ
た
。
し
か
し
、
観
光
地
よ
り
も
温
泉

旅
館
に
代
表
さ
れ
る
、
特
定
の
「
観
光
施
設
」

の
優
劣
に
関
心
が
集
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

地
域
で
立
派
な
観
光
施
設
を
整
備
す
る
に

は
、
多
額
の
資
金
が
必
要
だ
っ
た
。
ま
た
投

資
さ
え
す
れ
ば
施
設
を
造
れ
る
の
で
、
ど
こ

で
も
同
じ
も
の
が
で
き
、
競
合
し
や
す
か
っ

た
。
さ
ら
に
、
観
光
客
に
飽
き
ら
れ
な
い
よ

う
に
、
常
に「
更
新
」や「
Ｐ
Ｒ
」を
求
め
ら
れ

た
。
そ
の
結
果
、
観
光
地
の
負
担
が
増
え
、

地
域
外
へ
の
経
済
的
依
存
も
進
ん
だ
。

　

そ
の
反
省
も
あ
っ
て
、
地
域
資
源
を
生
か

し
て
、
地
域
側
か
ら
商
品
を
提
案
す
る
「
着

地
型
観
光
」
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
い
ざ
地
域
資
源
を
活
用
し
よ
う
と
す

る
と
う
ま
く
い
か
な
い
。
ま
た
活
用
と
同
時

に
地
域
資
源
の
保
全
も
必
要
だ
が
、
そ
の「
ノ

ウ
ハ
ウ
」が
地
域
か
ら
失
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
、
地
域
資
源
を
活
用
し
つ
つ
、
保
全
も
で

き
る
観
光
の
推
進
が
今
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

今
回
は
、
歴
史
的
建
造
物
が
多
数
残
っ
て

い
る
群
馬
県
桐
生
市
の
例
を
あ
げ
、
地
域
資

源
戦
略
と
し
て
の
観
光
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

地
域
資
源
の
再
評
価
を
生
か
す
機
会

　

桐
生
市
は
関
東
平
野
の
北
部
に
位
置
す
る

人
口
12
万
人
の
中
規
模
都
市
で
あ
る
。
都
心

か
ら
電
車
で
２
時
間
ほ
ど
か
か
る
。
日
本
の

産
業
史
や
高
校
野
球
で
は
有
名
だ
が
、
観
光

地
と
し
て
の
桐
生
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
重
な
ら

な
い
。

　

桐
生
は
江
戸
時
代
に
、
周
辺
地
域
の
養
蚕

業
と
一
体
化
し
た
絹
織
物
生
産
で
繁
栄
し

た
。
明
治
時
代
に
な
る
と
、
繊
維
と
そ
の
関

連
産
業
に
よ
る
国
内
有
数
の
産
業
集
積
を
実

現
し
、
経
済
的
な
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
産
業
構
造

の
変
化
で
繊
維
産
業
は
衰
え
、
地
域
は
経
済

的
に
は
衰
退
し
た
。
現
在
の
桐
生
の
街
を
案

内
す
る
際
の
枕
詞
に
な
っ
て
い
る
「
以
前
は

繁
栄
し
て
い
た
地
域
だ
」
と
い
う
説
明
が
、

そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
繊
維
産
業
が
隆
盛
し
た
時
代
に

蓄
積
し
た「
富
」は
桐
生
に
蓄
積
し
、
織
物
工

場
の
ノ
コ
ギ
リ
屋
根
な
ど
の「
建
物
」と
し
て

残
っ
て
い
る
。
本
町
付
近
に
は
、
市
指
定
重

要
文
化
財
で
あ
る「
旧
矢
野
蔵
群（
有
鄰
館
）」

な
ど
多
数
の
歴
史
的
建
造
物
が
存
在
し
て
い

る
。
折
し
も
、
そ
れ
が
２
０
１
２
年
に
重
要

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
ば
れ
る
め

ど
が
立
っ
た
。
関
係
者
は
当
然
、
そ
れ
を
具

体
的
な
地
域
再
生
に
結
び
つ
け
た
い
と
考
え

て
い
る
。
建
造
物
な
ど
の
産
業
遺
産
を
含
め

た
地
域
資
源
の
再
評
価
と
活
用
が
、
桐
生
で

の
課
題
で
あ
る
。

　

実
際
、
各
地
で
こ
う
し
た
地
域
資
源
の「
再

評
価
機
会
」
が
増
え
て
お
り
、
そ
れ
を
活
用

し
た
観
光
に
よ
る
地
域
活
性
化
は
多
く
の
地

域
で
話
題
に
な
る
。
し
か
し
、
観
光
客
を
呼

べ
ば
経
済
効
果
が
期
待
で
き
る
と
い
う
「
純

朴
な
」
期
待
は
実
現
性
が
低
い
。
ま
た
評
価

さ
れ
た
資
源
を
保
全
す
る
こ
と
も
重
要
だ
。

で
は
自
治
体
の
観
光
政
策
は
、
こ
う
し
た
地

域
資
源
の
再
評
価
機
会
に
ど
う
関
与
す
れ
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

効
果
的
な
観
光
政
策
と
は
何
か

　

こ
の
場
合
の
観
光
政
策
で
重
要
な
の
は
図

に
示
す
「
４
つ
の
ス
テ
ッ
プ
」
だ
。
そ
れ
は
、

①
資
源
の
再
評
価
と
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
②

そ
れ
を
提
供
・
販
売
す
る
た
め
の
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
、
③
観
光
客
の
受
け
入
れ
、
④
そ

こ
か
ら
得
た
も
の
を
地
域（
資
源
）に
還
元
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
①
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
自
ら
の
地
域
に

あ
る
も
の
を
資
源
と
し
て
再
評
価
し
、
ブ
ラ

ン
ド
化
を
含
め
て
提
供
で
き
る
形
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
創
業
し
今
も
営
業

が
続
く
茶
舗「
矢
野
園
」は
、
本
町
に
あ
る
大

正
時
代
の
建
物
を
最
近
手
入
れ
し
、
内
部
も

見
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
（
写

真
）。
ま
た
前
述
し
た
保
存
地
区
指
定
の
よ

地域資源戦略としての観光
自治体観光政策の要点

北海道大学観光学高等研究センター教授

敷
し き だ

田麻
あ さ み

実

人が集う
観光
活性化術

最終回



FEBRUARY 2012 市政市政 FEBRUARY 201247

う
に
、「
外
部
か
ら
の
評
価
」
を
得
る
こ
と
も

こ
れ
に
該
当
す
る
。
地
域
に
あ
る
資
源
は
、

「
丁
寧
に
扱
う
こ
と
」
も
含
め
て
後
世
に
伝
え

る
資
産
で
あ
る
。
地
域
の
人
々
が
「
か
け
が

え
の
な
い
資
源
」
だ
と
認
識
し
て
い
れ
ば
、

節
度
あ
る
利
用
も
可
能
で
あ
る
。

　

次
に
②
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
、
ブ
ラ
ン

ド
化
し
た
資
源
を
消
費
者
に
Ｐ
Ｒ
し
、
観
光

客
が
関
心
を
持
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
資
源
の
再
評
価
と
同
様
に

重
要
だ
。
目
立
つ
地
域
資
源
が
あ
れ
ば
客
は

来
る
と
い
う
の
は
間
違
い
で
、
そ
れ
が
知
ら

れ
て
こ
そ
観
光
客
は
来
る
か
ら
だ
。
そ
こ
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア

を
用
い
た
広
報
戦
略
の
意
味
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
③
の
観
光
客
の
受
け
入
れ
で
は
、

訪
れ
た
観
光
客
の
満
足
度
の
向
上
が
重
要
で

あ
る
。
受
け
入
れ
は
曖あ

い
ま
い昧

な「
お
も
て
な
し
」

だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
現
地
側
の

ガ
イ
ド
能
力
な
ど
が
ポ
イ
ン
ト
だ
。
そ
の
点

で
は
、
桐
生
市
で
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
桐
生
再

生
」
が
上
質
な
ガ
イ
ド
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

て
い
る
。
ま
た
前
述
し
た
矢
野
園
の
店
舗
や

ノ
コ
ギ
リ
屋
根
の
工
場
を
再
生
し
た
「
ベ
ー

カ
リ
ー
カ
フ
ェ 

レ
ン
ガ
」は
観
光
客
が
訪
れ

る
施
設
で
あ
る
が
、
買
い
物
だ
け
で
は
な

く
、
地
域
住
民
と
の
交
流
機
会
も
生
ま
れ
て

い
る
。

　

④
の
地
域（
資
源
）へ
の
還
元
が
一
番
難
し

い
。
従
来
期
待
が
大
き
か
っ
た
観
光
客
に
よ

る
経
済
効
果
だ
け
で
は
な
く
、
人
材
育
成
や

観
光
関
係
者
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
活
動
が
重

要
で
あ
る
。
要
は
、
地
域
に
還
元
で
き
れ
ば

経
済
的
な
も
の
以
外
で
も
よ
く
、
こ
う
し
た

観
光
か
ら
得
ら
れ
る「
副
産
物
」を
豊
潤
化
す

る
こ
と
こ
そ
が
、
観
光
が
社
会
か
ら
認
め
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
の
産
業
振
興
の
た

め
に
補
助
金
を
得
る
の
で
は
な
く
、
観
光
を

通
し
て
地
域
課
題
の
解
決
や
地
域
資
源
の
保

全
が
で
き
る
こ
と
こ
そ
観
光
に
期
待
さ
れ
て

い
る
役
割
だ
。

　

桐
生
市
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ッ
プ
で
の

取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
る
。
あ
と
は
そ
れ

を
ど
う
連
携
さ
せ
る
か
で
あ
る
。
で
は
、
そ

の
際
の
自
治
体
の
役
割
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

観
光
政
策
と
い
う
自
治
体
の
役
割

　

観
光
政
策
で
重
要
な
の
は
ま
ず
、
複
数
の

組
織
や
関
係
者
に
よ
る
協
働
の
促
進
で
あ

る
。
こ
の
４
つ
の
ス
テ
ッ
プ
は
１
つ
の
組
織

や
個
人
で
担
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
だ
。

そ
こ
で
、
そ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
が
自
治

体
の
役
割
と
な
る
。
次
に
、
こ
の
４
つ
の

ス
テ
ッ
プ
を
連
携
さ
せ
な
が
ら
推
進
す
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ど
こ
か
１
つ
だ
け
、

例
え
ば
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
だ
け
に
地
域
が

長
け
て
い
て
も
効
果
的
で
は
な
い
。

　

つ
ま
り
４
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
バ
ラ
ン
ス

よ
く
動
か
す
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
自
治
体

の
観
光
政
策
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
視
点
で

自
治
体
の
観
光
予
算
や
事
業
を
見
直
し
て

み
て
は
ど
う
か
。

　

最
後
に
、
自
治
体
関
係
者
に
と
っ
て
は
、

観
光
を
経
済
政
策
だ
け
と
捉
え
ず
に
、
地
域

資
源
に
還
元
す
る
た
め
の「
ツ
ー
ル
」と
し
て

捉
え
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。

　

桐
生
市
の
事
例
の
よ
う
に
、
地
域
資
源
の

再
評
価
の
新
た
な
動
き
が
起
き
た
時
こ
そ
、

４
つ
の
ス
テ
ッ
プ
の
連
動
を
目
指
し
、
地
域

内
外
の
関
係
者
や
観
光
客
の「
つ
な
ぎ
手
」と

な
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
全
体
設
計
を
意
識

す
れ
ば
、
地
域
に
お
け
る
自
治
体
観
光
政
策

の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。

（
編
集
部
よ
り
　
今
回
で
、
敷
田
麻
実
先
生
の
“
人
が

集
う
観
光
活
性
化
術
”は
終
了
と
な
り
ま
す
）
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