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青
木
カ
フ
ェ
・
ア
オ
キ
、
今
回
は
、
昨
年
一

0
月
に
新
し
く
で
き
ま
し
た
観
光
庁
の
初
代
長

官
、
本
保
芳
明
さ
ん
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し

た
。
観
光
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
お
話
を
う
か

が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
自
身
観
光
庁
の
発
足
前
、
昨
年
に
、
関
連

す
る
委
員
会
に
参
加
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す

し
、
以
前
か
ら
観
光
と
い
う
の
は
た
い
へ
ん
重

要
だ
と
思
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
日
本
で
は
比

較
的
観
光
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
浅
い

感
じ
が
す
る
ん
で
す
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
に
行

く
と
、
観
光
と
い
う
の
は
一
種
の
基
幹
産
業
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
国
家
の
収
入
に
と
っ

て
も
、
地
域
の
振
興
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
意

味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
ふ
つ
う
ど
こ
か
旅
行
へ
行
こ
う
と

い
う
と
き
に
、
「
観
光
で
す
」
と
い
う
と
、
〈
遊

び
に
行
く
の
か
〉
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
。
何

だ
か
し
な
く
て
も
い
い
こ
と
を
す
る
よ
う
な
気

に
さ
せ
ら
れ
る
。
実
は
旅
や
観
光
に
は
人
間
の

営
み
に
お
い
て
重
要
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る

気
が
し
ま
す
。

近
年
、
日
本
も
「
観
光
立
国
の
実
現
」
と

言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
ま
ず
、
お
う
か

が
い
し
た
い
の
は
「
観
光
立
国
」
と
い
う
こ
と

、。
ふ“本

保
「
文
化
立
国
」
と
い
う
言
葉
と
同
じ
だ

と
思
い
ま
す
が
、
文
化
と
か
、
観
光
を
―
つ
の

基
軸
に
し
て
国
づ
く
り
を
し
て
い
こ
う
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
国
際
理
解

の
増
造
と
か
、
あ
る
い
は
豊
か
な
生
活
な
ど
、

観
光
は
い
ろ
ん
な
面
で
役
立
つ
と
皆
さ
ん
も
わ

か
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
う
し

て
急
に
観
光
庁
が
で
き
た
り
、
「
観
光
立
国
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
の
辺
に
つ
い
て
、
後
で
少
し
お

話
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
国
際
化
の
レ
ベ
ル
に
つ

い
て
、
皆
様
ど
う
思
わ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
。
実
は
、
主
要
国
の
国
民
一
人
当
た
り
の
海

外
旅
行
者
数
と
外
国
人
旅
行
者
の
受
入
数
を
合

計
し
た
数
値
を
国
際
交
流
度
と
考
え
る
と
、
日

本
は
先
進
国
で
最
低
の
ほ
う
な
の
で
す
。
一
〇

0
人
当
た
り
の
数
字
で
申
し
上
げ
る
と
、
日
本

の
国
際
交
流
度
は
二

0
人
弱
に
な
り
ま
す
。
一

番
多
い
イ
ギ
リ
ス
が
、
約
一
七

0
人
。
近
く
の

韓
国
は
倍
以
上
、
台
湾
は
三
倍
以
上
。
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
も
倍
ぐ
ら
い
で
す
。
世
界

的
に
見
る
と
、
日
本
人
は
国
際
的
な
関
心
度
が

思
い
ま
す
が
、
実
際
に
外
国
と
ふ
れ
あ
っ
て
い

る
割
合
と
な
る
と
、
こ
の
よ
う
に
極
め
て
低
い

の
で
す
。

つ
ま
り
、
本
当
の
意
味
で
の
国
際
的
接
触
は

ま
だ
ま
だ
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。
観
光
立
国
を
推
進
し
、
国
際
観
光
を
通
じ

た
人
的
交
流
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
が
お
わ
か

り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

青
木
日
本
を
訪
れ
る
外
国
人
観
光
客
の
人
数

は
世
界
で
何
位
ぐ
ら
い
で
す
か
。

本
保

U
N
W
T
o
（
世
界
観
光
機
関
）
が
出

し
て
い
る
統
計
だ
と
今
は
二
八
位
で
す
。
こ
の

よ
う
に
出
入
国
、
私
ど
も
で
は
「
ア
ウ
ト
バ
ウ

ン
ド
」
と
「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
」
と
称
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
が
と
も
に
低
い
の
が
現
状
で
す
。

日
本
は
人
材
は
い
ま
す
が
、
資
源
が
な
く
、
国

際
政
治
的
に
も
弱
い
国
で
す
か
ら
、
国
際
社
会

の
中
で
上
手
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
国
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
世
界
と
の
ふ
れ

あ
い
が
大
事
に
な
る
の
で
す
が
、
実
は
そ
れ
が

非
常
に
乏
し
い
の
が
実
情
で
す
。

ま
た
、
三
大
都
市
圏
と
地
方
と
比
べ
る
と
ず

い
ぶ
ん
差
が
あ
り
ま
す
。
来
て
い
る
外
国
人
の

七
割
は
三
大
都
市
圏
へ
行
っ
て
お
し
ま
い
で

す
。
そ
う
な
る
と
地
方
は
国
際
化
が
進
ん
で
い

窯
複
象
茫
悶
孟
冷
翌
で
8
袋
翌
翌
A

苔
崎
滋
営
恣
忍
食
}

自 化と向
化に ，

 

しヽ
す

合
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忍
人
ぷ
と
さ
芯

[11

に
手
を
つ
け
て
、
外
国
人
を
呼
び
込
む
施
策
を

や
っ
て
い
こ
う
と
な
さ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

、。カ本
保
日
本
は
民
間
の
活
力
が
競
争
相
手
で
あ

る
韓
国
や
中
国
に
比
べ
て
高
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
の
文
化
に
対
す
る
国
際
的
関
心
も
高
ま
っ

て
き
て
い
ま
す
。

韓
国
の
観
光
当
局
者
と
話
を
す
る
と
、
「
日

本
が
う
ら
や
ま
し
い
。
自
分
の
と
こ
ろ
は
本
当

に
観
光
資
源
が
乏
し
い
か
ら
、
た
い
へ
ん
な
ん

だ
」
と
い
う
話
が
出
ま
す
。
少
し
日
本
が
有
利

な
位
置
に
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
中
国
は
歴
史
的
な
背
景
、
文
化
的

な
奥
行
き
を
含
め
て
、
た
い
へ
ん
潜
在
的
な
魅

力
を
も
っ
て
い
て
、
こ
れ
か
ら
た
ぶ
ん
世
界
一

の
観
光
国
に
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
お
り
、
た

い
へ
ん
な
競
争
相
手
で
す
。

た
だ
、
旅
と
い
う
も
の
の
、
究
極
の
喜
び
は

人
と
の
ふ
れ
あ
い
や
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
の

ふ
れ
あ
い
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う

面
で
は
、
日
本
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ

だ
と
思
い
ま
す
。
中
国
は
ま
だ
ま
だ
貧
富
の
差

が
激
し
く
て
、
ト
ー
タ
ル
で
見
れ
ば
、
歴
史
は

あ
っ
て
も
、
庶
民
の
生
活
と
い
う
側
面
で
は
日

本
の
ほ
う
が
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す

ほんぽ・よしあき 北海道出身。昭和 24

年生まれ。

東京工業大学大学院修了後，運翰省（当

時）に入猶。日本郵政公社理事・専務執行

役員，国土交通省総合政策局観光政策審議

官などを経て，平成 20年 10月に発足し

た観光庁の初代長官に就任。訪日外国人旅

行者数を平成22年までに ・1000万人にし，

将来的には日本人の海外旅行者数と同程度

にする， 日本人の海外旅行者数を平成 22

年までに 2000万人することなどを目標

として，観光立国を目指した施策の舵取り

を行っている。

青
木
と
こ
ろ
で
本
保
長
官
は
観
光
そ
の
も
の

の
役
割
や
力
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で

一、。
可`カ

本
保
観
光
が
も
っ
て
い
る
力
は
、
何
よ
り
も

人
の
生
活
を
豊
か
に
し
、
文
化
も
含
め
て
日
本

の
良
さ
を
発
見
し
た
打
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
発

信
し
て
い
っ
た
り
し
て
い
く
力
で
あ
り
、
．
こ
う

し
た
力
を
も
つ
産
業
は
ほ
か
に
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
観
光
は
、
極
め
て
人
間
的

な
産
業
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
日
本
で
は
残

思
っ
て
い
ま
す
。

文
化
と
観
光

青
木
日
本
は
全
国
的
に
多
く
の
魅
力
的
な
場

所
が
あ
る
の
に
、
観
光
全
般
に
と
っ
て
な
か
な

か
そ
う
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
へ
）

本
保
日
本
は
観
光
と
い
う
観
点
で
見
る
と
、

い
ろ
い
ろ
な
面
で
遅
れ
て
い
て
、
こ
の
ま
ま
だ

と
日
本
の
将
来
を
考
え
た
と
き
に
、
非
常
に
暗

く
な
り
ま
す
。

欧
米
も
ア
ジ
ア
の
国
も
、
外
国
人
の
観
光
客

を
呼
ん
で
、
自
国
を
知
っ
て
も
ら
い
、
ま
た
お

金
を
落
と
し
て
も
ら
う
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
日
本
は
そ
う
い
う
努
力
の
痕
跡

が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
国
は
世
界
で
唯

一
日
本
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
理
由
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
一
っ
は
、
日
本
は
戦
後
、
工
業
を
中
心
に

産
業
立
国
が
非
常
に
う
ま
く
い
っ
て
き
た
。
そ

う
い
う
中
で
、
別
に
観
光
収
入
で
食
べ
な
く

た
っ
て
や
っ
て
い
け
た
し
、
む
し
ろ
資
源
は
エ

業
に
向
け
た
ほ
う
が
効
率
的
だ
っ
た
と
い
う
要

素
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

も
う
―
つ
に
は
、
世
界
的
に
見
て
固
内
観
光

が
最
も
活
発
な
国
の
―
つ
で
あ
る
た
め
、
国
際

観
光
に
力
が
入
ら
な
か
っ
た
た
め
と
思
い
ま

す
。
裏
返
す
と
、
そ
れ
だ
け
日
本
国
内
は
魅
力

に
満
ち
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

青
木
国
内
で
の
人
の
移
動
は
、
観
光
目
的
で

も
た
い
へ
ん
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
日
本

の
観
光
は
外
国
と
の
関
係
が
非
常
に
薄
い
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

本
保
そ
う
で
す
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
い

て
、
な
ぜ
観
光
の
盛
り
上
が
り
が
あ
る
か
と
い

え
ば
、
日
本
の
経
済
社
会
が
人
口
減
の
社
会
に

入
っ
て
き
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う

す
る
と
、
例
え
ば
二

0
0
五
年
と
一
豆
年
先
の

二
0
二
0
年
を
比
較
す
る
と
、
東
京
は
ブ
ロ
ッ

タ
で
い
く
と
唯
一
勝
ち
組
で
、
定
住
人
口
が

二
，
一
％
増
え
る
の
で
す
が
、
ほ
か
の
地
域
で

は
大
き
く
減
少
し
一

0
％
近
く
落
ち
込
む
地
域

も
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
＇
地
方
は
、
極
論

す
る
と
お
年
寄
り
ぱ
か
り
で
閑
散
と
し
た
状
態

と
な
り
さ
び
れ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
こ
の
状

態
か
ら
脱
す
る
た
め
に
は
、
外
か
ら
人
に
来
て

も
ら
っ
て
、
そ
れ
で
に
ぎ
や
か
に
な
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
し
、
お
釜
も
浴
と
し
て
も
ら
わ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。

青
木
観
光
資
源
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
散

ら
ば
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
う
ま
く
開
発

す
れ
ば
、
地
域
振
興
の
よ
い
手
段
に
な
る
し
、

外
国
人
も
含
め
て
人
々
を
呼
び
込
む
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。

観
光
庁
と
し
て
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
と
こ
ろ

念
な
が
ら
重
視
も
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
十

二
分
に
発
達
も
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

青
木
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
移
動
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
人
類
が
ず
っ
と
や
っ
て
き
た
こ
と

で
す
か
ら
ね
。
ま
た
、
日
常
を
離
れ
て
別
の
見

知
ら
ぬ
場
所
を
訪
れ
る
。
楽
し
み
か
つ
こ
れ
ま

で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
実
地
に
体
験
す
る
。

精
神
と
身
体
の
リ
フ
レ
ソ
シ
ュ
と
な
る
。
こ
れ

は
現
代
人
に
と
っ
て
は
必
要
不
可
欠
と
い
っ
て

も
よ
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
っ

し
ゃ
る
と
お
り
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
観
光
行

政
を
出
癸
さ
せ
る
と
い
う
の
は
一
番
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
観
光
産
業
は
、
日
本
で
は
ど
う
い

う
か
た
ち
で
存
在
す
る
の
で
し
ょ
う
。

本
保
関
連
す
る
産
業
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
且
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
深
く
関
係
し
て

い
る
の
は
、
農
林
水
産
業
、
特
に
農
業
だ
と
思

い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
景
観
、
特
に
自
然
景
観

は
非
常
に
豊
か
で
、
美
し
い
で
す
ね
。
あ
れ
は

農
業
政
策
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
の
で
、
緑
が

保
存
活
用
さ
れ
て
い
る

C

そ
れ
が
景
観
形
成
の

基
本
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

日
本
も
実
は
か
つ
て
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
。

7包文化庁月報 2009.3 
2009.3 文化庁月報冷 6



明
治
時
代
と
か
、
江
戸
時
代
に
来
た
外
国
人

は
、
「
非
常
に
日
本
は
美
し
い
」
と
感
膜
し
て

帰
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
、
街
並

み
が
壊
さ
れ
、
農
村
風
景
が
壊
さ
れ
と
い
う
こ

と
で
、
ず
い
ぶ
ん
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
節
分

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

青
木
文
化
庁
で
も
歴
史
的
な
町
づ
く
り
支
援

や
、
文
化
芸
術
創
造
都
市
の
表
彰
を
行
っ
た
り

し
て
い
る
の
で
す
が
、
国
内
で
も
、
国
外
に
対

し
て
も
、
地
域
の
魅
力
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち

で
す
れ
ば
一
番
発
揮
で
き
る
と
お
考
え
で
し
ょ

、。

、つカ
本
保
最
近
会
っ
た
、
旅
館
の
再
生
を
一
所
懸

命
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
の
話
が
印
象
的
で

し
た
が
、
そ
の
方
は
と
に
か
く
た
い
へ
ん
だ
と

い
う
ん
で
す
。
本
来
、
旅
館
は
、
地
域
の
特
色

や
、
個
性
の
あ
る
こ
と
が
一
番
大
事
で
あ
る
の

に
、
個
性
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
ど
こ
へ

行
っ
て
も
ミ
ニ
東
京
ス
タ
イ
ル
、
ミ
ニ
由
布
院

ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
て
、
味
わ
い
が
ど
ん
ど

ん
失
わ
れ
て
い
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
物
ま
ね

の
ス
タ
イ
ル
で
こ
と
を
展
開
す
る
と
一
時
は
う

ま
く
い
く
の
で
す
が
、
長
い
間
に
は
必
ず
飽
き

ら
れ
て
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
と
こ

ろ
を
再
生
す
る
の
が
本
当
に
た
い
へ
ん
だ
と
。

ま
た
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
金
太
郎
ア
メ

が
勝
手
に
で
き
な
い
。
市
の
文
化
課
の
識
員
が

来
て
、
指
定
業
者
を
示
し
て
、
ア
パ
ル
ト
マ
ン

の
枠
も
ほ
か
と
文
化
的
な
監
合
性
を
も
つ
よ
う

な
も
の
に
直
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
か
、
細

か
い
こ
と
ま
で
規
制
が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

文
化
的
な
規
制
は
非
常
に
強
い
。
日
本
の
場

合
、
一
般
的
に
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
そ
う
い

う
こ
と
を
考
え
な
い
で
や
っ
て
き
ま
し
た
ね
。

本
保
や
っ
と
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
感
じ
で

す
。
そ
の
意
味
で
酉
期
的
だ
っ
た
の
は
、
京
都

市
の
景
観
規
制
条
例
で
す
。
京
都
と
い
う
一
番

た
い
へ
ん
そ
う
な
と
こ
ろ
で
、
厳
し
い
景
観
規

、
：
＇
い
9
9』t
い
し
，
べs0
;
`
'
危
．
，
9，'
4
9
入
ぶ
釘
と
．
‘
"
化
）
か
i
,
＂
'
’
~
ふ
｀
，

9

化
が
進
む
一
方
だ
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い

る
の
で
す
。

実
は
こ
れ
は
、
日
本
の
街
並
み
、
文
化
的
な

形
態
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で

す
。
人
の
物
ま
ね
で
、
本
来
地
域
に
備
わ
っ
て

い
る
良
さ
と
か
、
個
性
と
か
、
伝
統
と
か
、
こ

う
い
う
も
の
を
失
っ
て
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ

が
、
た
ぶ
ん
日
本
の
一
番
の
問
題
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
勝
ち
残
り
た
か
っ

た
ら
、
そ
の
地
域
の
伝
統
と
か
、
歴
史
と
か
、

生
活
と
か
、
こ
れ
を
き
ち
ん
と
表
現
し
た
町
づ

く
り
な
り
、
地
域
づ
く
り
な
り
を
す
べ
き
だ
、

そ
れ
を
や
ら
な
か
っ
た
ら
必
ず
負
け
る
と
い
つ

も
言
っ
て
い
ま
す
。

青
木
一
種
の
画
一
的
な
景
観
を
つ
く
っ
て
し

ま
う
と
い
う
の
が
、
日
本
の
近
代
化
と
と
も
に

始
ま
っ
て
き
た
の
で
、
そ
の
中
で
失
わ
れ
た
も

の
も
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
う
な
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
場
所
の
個

性
と
魅
力
を
い
か
に
発
揮
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
が
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
見
て
い
て
も
、
非
常
に
古
い
街
並
み
と
か
、

あ
る
い
は
自
然
の
景
観
を
維
持
す
る
の
に
、
も

の
す
ご
い
努
力
を
し
て
い
ま
す
ね
e

パ
リ
の
旧

市
街
で
す
と
、
自
分
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
の
窓
の

枠
が
壊
れ
た
だ
け
で
も
、
そ
の
修
理
は
持
ち
主

制
を
や
り
ま
し
た
の
で
、
最
近
、
は
か
の
都
市

で
も
、
景
観
行
政
に
力
を
入
れ
て
や
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
て

い
ま
す
し
、
実
際
に
景
観
条
例
を
つ
く
り
つ
つ

あ
る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

冑
木
そ
れ
が
町
お
こ
し
と
か
、
地
域
お
こ
し

に
結
び
つ
い
て
き
ま
す
。
観
光
庁
が
で
き
た
の

で
、
そ
う
い
う
面
を
も
っ
と
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

て
、
観
光
と
文
化
を
結
び
つ
け
て
、
文
化
財
や

街
並
み
の
保
存
と
か
、
文
化
的
景
観
を
守
る
。

育
て
る
、
文
化
芸
術
創
造
都
市
を
目
指
す
と
か

い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
の
発
展
と
結
び
つ
け
て

い
け
る
機
運
が
よ
う
や
く
出
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

観
光
は
そ
の
国
の
魅
力
の
問
題
で
も
あ
り
ま

す
し
、
国
際
関
係
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を

も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ス
イ
ス
が
永
棋
中

立
で
や
っ
て
い
け
る
の
は
、
政
治
的
な
立
場
の

表
明
だ
け
で
な
く
、
そ
の
す
は
ら
し
い
自
然
と

文
化
の
景
観
や
、
観
光
的
な
施
策
が
官
民
行
き

と
ど
い
て
い
て
外
国
人
を
楽
し
く
、
ま
た
、
う

ま
く
迎
え
入
れ
る
方
針
が
徹
底
し
て
い
る
こ
と

も
重
要
な
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
も
こ
れ

か
ら
観
光
面
で
の
世
界
の
国
や
地
域
と
の
競
争

の
中
で
生
き
て
い
く
と
き
に
、
観
光
立
国
と
い
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常
に
良
い
思
い
を
し
た
し
、
あ
そ
こ
は
す
ば
ら

し
い
自
然
と
社
会
と
文
化
が
あ
り
、
親
切
で
あ

た
た
か
い
人
た
ち
の
い
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
日

本
を
攻
撃
し
た
く
な
い
と
国
際
社
会
で
強
く
思

わ
れ
て
、
そ
れ
が
一
種
の
安
全
保
障
に
つ
な
が

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
、

い
う
方
向
で
も
、
観
光
の
璽
妥
性
そ
し
て
文
化

の
舌
＝
要
性
が
も
っ
と
強
く
認
識
さ
れ
る
べ
き
で

し
ょ
う
。

い
ま
す
。
こ
れ
は
教
育
の
関
題
で
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

青
木
自
分
が
今
ま
で
住
ん
で
き
た
世
界
と
は

ま
た
違
う
経
験
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
、
未

知
の
も
の
に
対
す
る
好
奇
心
が
重
要
だ
と
思
い

ま
す
ね
。
今
の
日
本
の
教
育
の
中
で
も
、
そ
の
方

向
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
。
好
奇
心
、
未
知
の

も
の
、
未
知
の
土
地
へ
の
関
心
は
進
歩
発
展
の

基
本
だ
と
思
う
の
で
す
が
。
科
学
技
術
の
発
展

も
大
航
海
時
代
に
始
ま
る
近
代
世
界
の
発
展
も
。

今
日
、
本
保
長
官
の
話
を
お
聞
き
し
て
い
る

と
、
文
化
人
類
学
で
さ
ん
ざ
ん
書
い
た
り
言
っ

た
り
し
て
き
た
こ
と
を
、
観
光
庁
が
全
部
取
っ

て
い
っ
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
面
も
あ
る
の
で

す
が
（
笑
）
、
異
文
化
理
解
、
他
者
理
解
r
‘
他

者
の
目
で
見
る
、
そ
れ
が
自
分
の
発
見
、
自
分

た
ち
の
評
価
・
認
織
、
他
域
も
稲
会
も
国
も
、

そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
の
で
の
発
展
と

新
し
く
展
開
が
始
ま
る
と
い
っ
た
こ
と
、
そ
う

い
う
こ
と
が
観
光
と
い
う
人
間
の
移
動
の
か
た

ち
の
基
本
に
あ
り
、
そ
れ
が
具
体
的
な
施
策
や

方
針
、
官
民
学
な
ど
の
協
力
、
地
域
や
町
・
国

お
こ
し
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
す
ば

ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
と
お
し
て
、
世
界

青
木
長
官
は
こ
れ
ま
で
外
国
勤
務
も
長
い

し
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
へ
行
か
れ
て
い
ま
す

が
、
世
界
の
観
光
地
で
、
思
い
出
に
残
っ
て
い

る
と
か
、
あ
そ
こ
は
す
ご
い
と
い
う
の
は
あ
り

ま
す
か
。

本
保
た
ぶ
ん
一
番
美
し
い
都
市
が
パ
リ
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

パ
リ
に
は
長
い
時
間
を
か
け
て
つ
く
つ
て
き

た
良
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
都
市
景
観
を
大

事
に
す
る
と
い
う
姿
勢
・
政
策
の
効
果
だ
と
思

い
ま
す
。

東
京
も
パ
リ
に
並
ぶ
ぐ
ら
い
魅
力
的
な
都
市

で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ

け
の
多
様
性
を
も
っ
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
意

味
で
奥
深
さ
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
。
こ
ん

な
に
安
全
で
安
心
な
都
市
は
、
槻
界
に
ど
こ
に

も
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
多
く
の
外
国
人
が

東
京
を
評
価
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
で
す
。

青
木
む
し
ろ
東
京
の
人
、
日
本
人
が
東
京
に

い
ろ
い
ろ
な
潜
在
的
な
魅
力
が
あ
る
こ
と
を
，
＇

必
ず
し
も
ち
ゃ
ん
と
意
識
し
て
い
な
い
、
評
価

し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

バ
ー
チ
ャ
ル
な
情
報
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
わ
け
で

す
が
、
同
時
に
自
分
が
行
っ
て
経
験
す
る
こ
と

と
、
全
然
違
う
現
実
の
認
識
が
そ
こ
に
生
じ

る
。
ど
こ
か
へ
行
っ
て
み
た
い
と
か
、
観
光
し

て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
、
誰
で
も
本
来

も
っ
て
い
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ

を
掘
り
起
こ
す
よ
う
な
政
策
を
や
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
保
そ
れ
に
つ
い
て
、
有
識
者
の
方
々
に
ご

意
見
を
い
た
だ
く
場
所
を
設
け
ま
し
た
。
そ
し

て
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
中
田
英
寿
さ
ん
に
入
っ
て

異
文
化
を
知
り
気

知
る

自
文
化
を

本
保
確
か
に
何
げ
な
く
眺
め
て
い
る
と
、
見

恨
れ
て
い
る
か
ら
、
何
も
特
別
な
も
の
が
な
い

と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
外
国
人
の

目
で
見
る
と
、
全
然
違
う
わ
け
で
す
。
そ
う

い
っ
た
外
か
ら
見
た
と
き
の
目
の
も
ち
方
が
ど

う
も
我
々
は
苦
手
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気

が
し
ま
す
。

他
方
で
、

日
本
人
ほ
ど
文
化
と
い
っ
て
い
い

ぐ
ら
い
、
お
も
て
な
し
の
精
神
に
富
ん
で
い
る

国
民
は
ま
れ
で
は
な
い
か
と
私
自
身
は
思
っ
て

い
ま
す
。
た
だ
し
、
精
神
に
富
ん
で
い
る
と
い

う
こ
と
が
、
直
ち
に
お
も
て
な
し
に
つ
な
が
る

と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。

シ
ャ
ネ
ル
ジ
ャ
ポ
ン
の
社
長
さ
ん
が
、
「
お

も
て
な
し
と
い
う
の
は
心
の
豊
か
さ
を
表
現
す

る
こ
と
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

日
本
人
は
そ
の
農
か
さ
を
も
っ
て
い
る
と
思
う

の
で
す
が
、
相
手
に
伝
わ
る
と
こ
ろ
ま
で
い
か

な
い
と
、
お
も
て
な
し
に
な
ら
な
い
。
そ
各
い

う
と
こ
ろ
を
ど
う
つ
く
つ
て
い
く
の
か
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。

こ
れ
を
教
育
に
結
び
つ
け
て
い
え
ば
、
他
者

と
か
世
の
中
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
の
問
題
と

非
常
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
世
の
中
に
関
心
を
も
っ

て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

も
ら
っ
た
ん
で
す
。
彼
は
こ
の
二
年
半
ぐ
ら
い

世
界
中
を
回
っ
て
い
て
、
賢
い
し
、
し
つ
か
‘
け

し
た
考
え
を
も
っ
て
い
ま
す
。
何
で
世
界
中
を

旅
行
し
て
歩
い
て
い
る
の
で
す
か
と
言
っ
た

ら
、
結
局
、
日
本
と
い
う
も
の
を
見
直
す
た
め

に
は
外
か
ら
の
目
で
見
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な

い
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
日
本
が
わ
か
る
た
め

に
、
世
界
を
旅
行
し
て
歩
い
て
い
る
と
言
う
ん

で
す
。
そ
う
い
う
経
験
を
し
た
人
間
の
発
信
カ

で
、
「
部
屋
の
中
に
い
て
も
お
も
し
ろ
く
な
い

よ
。
出
か
け
て
行
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
経
験
し
た

り
見
た
り
し
た
ほ
う
が
お
も
し
ろ
い
よ
」
と
発

信
し
て
も
ら
う
の
も
―
つ
の
手
段
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

青
木
観
光
と
い
う
の
は
、
本
保
長
官
が
お
っ

し
ゃ
る
よ
う
に
、
他
人
を
知
り
、
ま
た
自
分
を

知
る
、
異
文
化
を
知
り
自
文
化
を
知
る
、
一
っ

の
大
き
な
経
験
な
ん
で
す
よ
ね
c

そ
れ
に
よ
っ

て
人
間
は
成
長
し
て
い
く
と
い
う
面
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
点
で
、
文
化
庁
と
観
光
庁
は
、
今

で
も
政
策
的
に
協
力
し
あ
っ
て
い
ま
す
が
、
明

日
の
日
本
の
た
め
に
も
こ
れ
か
ら
い
ろ
ん
な
面

で
い
っ
し
ょ
に
や
っ
て
い
け
る
部
分
が
本
当
に

多
く
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
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