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い
ま
、観
光
の
語
源
が「
国

の
光
を
観
る
」
こ
と
な
ど
と

語
る
の
は
、
少
な
く
と
も
観

光
業
界
に
あ
っ
て
は
陳
腐
の

感
が
否
め
な
い
ほ
ど
常
識
化

し
て
い
る
。
だ
が
、
観
光
を

そ
れ
ほ
ど
崇
高
な
行
為
と
捉

え
る
認
識
は
、
近
代
国
家
を

歩
み
始
め
た
明
治
以
降
、
顧

み
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
観
光
で
の
行
為

の
実
態
は
、
大
半
が
サ
イ
ト

シ
ー
イ
ン
グ（
見
物
や
遊
覧
）

や
ツ
ア
ー
（
周
遊
旅
行
）
で

あ
り
、
そ
れ
ら
を
観
光
と
邦

訳
し
た
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た

か
ら
だ
。

こ
う
し
た
言
葉
の
表
現
よ

り
も
大
き
な
問
題
が
、
日
本

人
の
国
民
性
に
あ
っ
た
。
レ

ジ
ャ
ー
活
動
は
、
言
葉
を
換

え
る
と
余
暇
活
動
と
な
り
、

こ
の
余
暇
と
は
「
余
っ
た
時

間
」
と
解
釈
で
き
る
。
か
つ

て
、
小
学
校
の
校
門
付
近
に

は
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
二
宮
金
次
郎
の
像
が
あ

り
、
勤
勉
を
美
徳
と
す
る
日

本
人
の
模
範
と
さ
れ
て
い

た
。遊
ぶ
暇
は
、長
き
に
わ
た

っ
て
罪
悪
視
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
日
本
人
の
行
動
の

背
景
に
は
「
建
前
と
本
音
」

が
同
居
し
て
い
る
。
公
の
場

で
は
建
前
に
従
い
、
私
的
な

場
で
は
本
音
を
露
わ
に
す

る
。
そ
の
使
い
分
け
は
、
公

的
な
旅
行
を
視
察
旅
行
と
す

る
一
方
、
個
人
的
な
旅
行
は

観
光
旅
行
と
呼
ぶ
な
ど
に
も

表
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
国
民
性
の
下
で

打
ち
消
し
が
た
い
現
実
は
、

国
が
観
光
を
不
要
不
急
と
み

な
し
続
け
て
き
た
こ
と
に
、

暗
黙
の
了
解
を
与
え
て
い
た

こ
と
だ
。
そ
の
一
例
は
、
観

光
旅
行
で
重
要
な
位
置
づ
け

に
あ
る
旅
館
宿
泊
に
み
て
と

れ
る
。
平
成
１２
年
（
００
年
）

に
廃
止
さ
れ
た
特
別
地
方
消

費
税（
特
消
税
）が
そ
れ
だ
。

明
治
時
代
に
旅
館
宿
泊
や

飲
食
、
芸
妓
遊
び
に
課
税
す

る
地
方
税
と
し
て
登
場
し
て

以
降
、日
中
戦
争
の
勃
発（
３７

し
ゃ
し

年
）
に
よ
っ
て
奢
侈
的
消
費

の
抑
制
を
建
前
に
国
税
化
さ

れ
た
。
い
わ
ば
、
戦
費
調
達

の
た
め
の
遊
興
飲
食
税
（
４０

年
）
が
成
立
し
た
。
戦
後
、

再
び
地
方
税
に
戻
さ
れ
た

が
、
名
称
は
遊
興
飲
食
税
で

変
わ
ら
な
か
っ
た
。そ
の
後
、

料
理
飲
食
等
消
費
税
（
料
飲

税
）
と
名
称
を
変
え
た
（
６１

年
）。こ
の
時
、名
称
変
更
の

大
き
な
理
由
は
、遊
興
を「
料

理
飲
食
」
と
明
確
化
し
、
国

民
に
分
か
り
や
す
く
さ
せ
る

た
め
だ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら

に
、
消
費
税
の
導
入
に
よ
っ

て
特
別
地
方
消
費
税（
８８
年
）

と
改
称
し
た
の
が
経
緯
だ
。

一
方
、
こ
う
し
た
税
制
を

戦
後
の
観
光
ト
レ
ン
ド
と
刷

り
合
わ
せ
て
み
る
と
、
戦
後

の
復
興
が
一
段
落
し
て
「
も

は
や
戦
後
は
終
わ
っ
た
」（
５９

年
「
経
済
白
書
」）と
さ
れ
る

こ
ろ
、
旅
館
に
泊
ま
っ
て
宴

会
に
興
じ
る
慰
安
旅
行
を
中

心
に
し
た
第
１
次
の
旅
行
ブ

ー
ム
が
始
ま
っ
た
。
戦
争
の

記
憶
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ

以
上
に
平
和
の
実
感
を
享
受

し
始
め
た
日
本
人
の
旅
行

に
、
亡
霊
の
よ
う
に
つ
き
ま

と
っ
た
の
が
戦
費
調
達
の
延

長
線
上
と
も
い
え
る
徴
税
の

仕
組
み
だ
っ
た
。

旅
行
の
第
２
次
ブ
ー
ム

は
、
７０
年
の
大
阪
万
博
で
火

が
つ
い
た
。
こ
の
時
代
に
は

料
飲
税
が
あ
っ
た
。そ
し
て
、

第
３
次
の
ブ
ー
ム
は
、
８０
年

代
の
い
わ
ゆ
る
「
温
泉
ブ
ー

ム
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
だ
。

時
代
は
バ
ブ
ル
経
済
へ
と
突

進
し
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

面
で
華
や
い
で
い
た
。
旅
行

や
旅
館
に
宿
泊
す
る
こ
と

は
、
庶
民
の
レ
ジ
ャ
ー
と
し

て
最
も
希
求
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
も
は
や
生
活
の
一
部

と
な
る
ほ
ど
に
進
化
を
と
げ

て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
料

飲
税
は
、
特
別
地
方
消
費
税

と
名
称
を
変
え
た
。
一
定
額

を
超
え
た
外
食
（
５
千
円

超
）
、
あ
る
い
は
旅
館
・
ホ

テ
ル
で
の
宿
泊（
１
万
円
超
）

は
「
贅
沢
な
も
の
」
と
み
な

さ
れ
続
け
た
。
し
か
も
、
消

費
税
と
抱
き
合
わ
せ
の
「
二

重
課
税
」
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
の

中
で
観
光
業
界
は
、
政
府
に

対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
陳
情
を

行
い
、
現
状
改
革
を
求
め
続

け
て
き
た
。だ
が
、そ
の
時
々

の
声
が
十
分
に
届
い
て
い
た

と
は
言
え
な
い
。
一
部
に
は

「
業
界
エ
ゴ
」
と
言
っ
た
捉

え
方
さ
え
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
観
光
行
政
の
本
丸

は
、
あ
る
と
き
は
観
光
局
、

あ
る
い
は
観
光
課
、
さ
ら
に

観
光
部
な
ど
位
置
づ
け
自
体

が
山
あ
り
谷
あ
り
な
ら
ば
、

所
管
も
大
臣
官
房
や
政
策
局

な
ど
を
転
々
と
し
た
。ま
た
、

省
庁
の
一
局
削
減
時
に
は
削

減
の
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
、

観
光
局
が
観
光
部
に
戻
っ
た

こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
観
光
を
と
り
ま

く
諸
事
象
を
、
小
紙
は
５０
余

年
に
わ
た
っ
て
報
じ
続
け
て

き
た
。
８０
年
代
以
降
、
観
光

や
レ
ジ
ャ
ー
が
国
民
生
活
の

一
部
と
な
り
、
さ
ら
に
遊
興

娯
楽
を
越
え
て
自
己
啓
発
や

文
化
活
動
を
は
じ
め
、
今
日

的
な
多
様
な
側
面
を
持
ち
は

じ
め
た
。
だ
が
、
依
然
と
し

て
「
レ
ジ
ャ
ー
↓
遊
び
↓
罪

悪
感
」
と
い
っ
た
旧
来
の
価

値
観
は
残
っ
て
お
り
、
そ
れ

を
払
し
ょ
く
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で

も
言
わ
れ
続
け
て
い
た
「
業

界
の
地
位
向
上
」
も
果
た
さ

れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
最
優
先
課
題
と
取

り
組
む
に
は「
政
治
」と
か
か

わ
り
ウ
エ
ー
ト
を
高
め
る
必

要
が
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ

ば
、
国
が
建
前
と
し
て
不
要

不
急
視
し
て
き
た
観
光
を
、

国
民
の
実
態
に
照
ら
し
て
重

要
視
さ
れ
る
観
光
に
変
え
る

に
は
、
民
意
を
国
の
運
営
に

反
映
さ
せ
る
政
治
と
の
か
か

わ
り
こ
そ
が
重
要
だ
と
の
認

識
が
あ
っ
た
。
政
治
家
が
何

は
ば
か
る
こ
と
な
く「
観
光
」

を
口
に
で
き
る
社
会
状
況
こ

そ
が
、
不
可
欠
だ
っ
た
。

そ
う
し
た
中
で
小
紙
が
最

初
に
取
り
組
ん
だ
大
き
な
政

治
課
題
は
、
特
消
税
の
撤
廃

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
だ
っ
た
。
業

界
の
撤
廃
運
動
を
逐
一
報
じ

る
と
と
も
に
、
動
き
の
な
い

時
に
は
総
括
記
事
を
掲
載

し
、
対
外
的
ア
ピ
ー
ル
と
と

も
に
二
重
課
税
の
理
不
尽
を

片
時
も
忘
れ
な
い
よ
う
に
業

界
啓
蒙
を
続
け
た
こ
と
は
、

多
く
の
読
者
の
記
憶
に
残
っ

て
い
る
は
ず
だ
し
、
現
実
に

実
を
結
ん
だ
。
そ
し
て
、
９０

年
代
か
ら
は
政
治
と
真
っ
向

か
ら
取
り
組
む
大
型
企
画
記

事
を
重
ね
て
き
た
。

小
紙
で
の
「
観
光
立
国
」

の
言
葉
は
、
そ
れ
よ
り
前
の

８０
年
代
後
半
に
標
榜
し
た

が
、
い
さ
さ
か
時
期
尚
早
だ

っ
た
。
２０
世
紀
の
「
物
づ
く

り
大
国
」
と
し
て
絶
頂
期
に

向
か
い
つ
つ
あ
り
、
産
業
立

国
と
し
て
経
済
面
で
も
潤
っ

て
い
た
。
改
め
て
観
光
立
国

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
必
要
性
に

乏
し
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

だ
が
、
豊
か
さ
と
と
も
に

観
光
内
容
の
充
実
と
多
様
化

が
認
識
さ
れ
る
好
機
で
も
あ

っ
た
。
政
治
に
焦
点
を
あ
て

た
大
型
企
画
記
事
で
は
、
つ

い
に
「
観
光
省
」
の
言
葉
が

登
場
し
た
。

９０
年
代
か
ら
の
小
紙
の
大

型
企
画
記
事
を
振
り
返
る

と
、
観
光
産
業
振
興
議
員
連

盟
の
会
長
だ
っ
た
故
・
佐
藤

文
生
氏
（
衆
議
院
議
員
）
が

「
観
光
省
」
の
言
葉
を
紙
面

に
残
し
て
い
る
。

「
新
し
い
観
光
の
時
代
の

幕
開
け
を
ト
レ
ン
ド
と
と
ら

え
、
対
応
し
よ
う
と
し
た
は

い
い
が
、そ
の
瞬
間
か
ら『
ね

じ
れ
』
が
生
ま
れ
て
官
と
民

が
マ
ン
ジ
と
も
え
、
誰
か
が

交
通
整
理
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
状
況
に
あ
る
。
誰
か

と
は
、
む
ろ
ん
観
光
省
だ
」

こ
こ
で
言
う
「
ね
じ
れ
」

と
は
、
観
光
を
と
り
ま
く
環

境
変
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
速

く
、
規
模
も
拡
大
し
て
き
た

一
方
で
、
官
民
の
受
け
入
れ

体
制
整
備
の
遅
れ
を
指
し
、

一
例
を
挙
げ
て
い
る
。

「
多
く
の
外
国
航
空
会
社

が
乗
り
入
れ
を
希
望
し
て
い

る
成
田
空
港
に
赤
旗
が
立
つ

な
ど
論
外
で
、ま
た
サ
ー
ビ

ス
産
業
の
発
展
に
は
洗
練
さ

れ
た
人
材
の
確
保
が
不
可
欠

で
あ
る
の
に
、そ
の
教
育
・
訓

練
の
場
が
不
足
し
て
い
る
」

当
時
の
世
相
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
に
捉
え
れ
ば
東
西
冷
戦

の
象
徴
で
も
あ
っ
た
ベ
ル
リ

ン
の
壁
が
崩
壊（
８９
年
）し
、

平
和
の
象
徴
で
あ
る
国
際
観

光
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い

た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
中
東

で
の
湾
岸
戦
争
（
９１
年
）
の

勃
発
に
よ
っ
て
国
際
観
光
は

一
気
に
し
ぼ
み
、
観
光
が
平

和
産
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ

と
を
証
明
し
て
み
せ
た
。

２
０
０
８
年
１０
月
１
日
、
霞
ヶ
関
に
「
観
光
」
の
文
字
が
輝
い
た
。
観
光
業
界

の
悲
願
で
も
あ
っ
た
「
観
光
の
た
め
」
の
独
立
し
た
行
政
組
織
「
観
光
庁
」
の
発

足
に
よ
っ
て
、
観
光
業
界
の
み
な
ら
ず
我
が
国
の
進
路
を
照
ら
す
「
光
」
が
「
観

え
」
た
。
観
光
庁
発
足
の
陰
で
は
、
運
輸
省
や
国
土
交
通
省
な
ど
、
そ
の
時
々
の

行
政
担
当
者
に
よ
っ
て
観
光
を
「
陽
の
当
た
る
場
」
に
引
き
上
げ
る
努
力
が
続
け

ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
宿
泊
産
業
を
は
じ
め
観
光
関
連
業
界
も
当
事
者
と
し

て
、
可
能
な
努
力
は
し
て
き
た
。
だ
が
、
越
え
ら
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
壁
が
あ
っ

た
こ
と
も
確
か
だ
。
そ
れ
を
越
え
る
た
め
に
小
紙
で
は
、
観
光
と
「
政
治
」
と
の

か
か
わ
り
の
重
要
性
を
常
に
訴
え
続
け
て
き
た
。

交交
通通
整整
理理
はは
観観
光光
省省９０

年
１
月

「
観
光
立
国
」の
言
葉
は
、

当
時
の
運
輸
政
務
次
官
だ
っ

た
二
階
俊
博
氏
（
現
・
経
済

産
業
相
）
の
記
事
中
に
あ
り

「
適
切
な
時
期
に
（
観
光
立

国
を
）
宣
言
す
る
必
要
が
あ

る
」
と
し
て
い
る
。

９４
年
は
、
後
に
「
失
わ
れ

た
１０
年
」
と
呼
ば
れ
る
平
成

不
況
の
最
中
だ
っ
た
。
９１
年

ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
不
況

は
、
国
内
観
光
に
も
大
き
な

影
を
落
と
し
て
い
た
が
、
観

光
へ
の
国
民
の
欲
求
が
萎
え

た
わ
け
で
は
な
い
。
二
階
次

官
は
言
う
。

「
国
民
の
自
由
時
間
が
拡

大
し
、
そ
の
使
い
方
に
対
す

る
関
心
が
高
ま
る
中
、
今
後

の
生
活
で
重
点
を
置
き
た
い

こ
と
と
し
て
『
レ
ジ
ャ
ー
・

余
暇
生
活
』
を
挙
げ
る
人
々

が
圧
倒
的
に
多
く
、
国
民
の

観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活

動
へ
の
期
待
は
ま
す
ま
す
増

加
し
て
い
る
。
一
方
、
国
際

相
互
依
存
関
係
が
深
ま
る
中

で
、
国
際
観
光
は
日
本
と
各

国
と
の
国
民
相
互
の
理
解
を

深
め
る
た
め
の
幅
広
い
機
会

を
提
供
す
る
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
都

市
部
へ
の
一
極
集
中
に
悩
む

地
方
か
ら
は
、
人
の
交
流
を

通
じ
た
地
域
活
性
化
の
点
か

ら
観
光
の
振
興
へ
の
期
待
が

高
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

低
迷
す
る
経
済
状
況
下
に
お

い
て
、
産
業
と
し
て
の
観
光

の
役
割
に
つ
い
て
も
見
直
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
日
本
の
観
光

産
業
は
年
間
１６
兆
円
く
ら
い

で
お
よ
そ
対
Ｇ
Ｎ
Ｐ
比
３
％

に
値
す
る
。そ
れ
に
対
し
て
、

欧
米
先
進
諸
国
で
は
お
よ
そ

対
Ｇ
Ｎ
Ｐ
比
６
％
が
普
通

だ
。
日
本
で
も
、
こ
れ
か
ら

欧
米
先
進
諸
国
並
み
に
推
移

す
る
と
考
え
る
と
、
観
光
産

業
は
あ
と
１６
兆
円
は
成
長
す

る
可
能
性
の
あ
る
将
来
有
望

な
産
業
だ
と
い
え
る
」

観観
光光
立立
国国
ムム
ーー
ドド
づづ
くく
りり

９４
年
１
月

「
観
光
立
国
」は
継
続
テ
ー
マ
に

消
費
税
の
撤
廃
で
成
果

平
成
に
改
元
さ
れ
て
か
ら

７
年
目
の
９５
年
、不
況
感
は

拭
え
な
い
も
の
の
一
部
で
は

景
気
の「
穏
や
か
な
回
復
」が

さ
さ
や
か
れ
始
め
て
い
た
。

９４
年
９
月
の
関
西
国
際
空
港

開
港
に
伴
い
、大
阪
ワ
ー
ル

ド
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
・
フ
ォ
ー
ラ

ム
が
１１
月
に
開
催
さ
れ
た
。

１
０
１
の
国
と
地
域
か
ら
国

際
機
関
の
代
表
が
集
い
、
５２

カ
国
の
観
光
大
臣
に
よ
る
初

の
観
光
サ
ミ
ッ
ト
も
開
か
れ

「
大
阪
観
光
宣
言
」
が
採
択

さ
れ
た
。
当
時
の
運
輸
大
臣

・
亀
井
静
香
氏
は
観
光
サ
ミ

ッ
ト
を
振
り
返
り
語
っ
た
。

「
世
界
の
平
和
は
、
観
光

分
野
で
人
的
・
文
化
交
流
を

推
進
す
る
こ
と
が
基
本
的
な

基
礎
を
つ
く
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
定
義
づ
け
た
。
全
く

そ
の
通
り
で
、
二
十
一
世
紀

へ
向
け
て
、
交
通
手
段
が
便

利
に
な
っ
て
き
て
世
界
各
国

の
距
離
が
近
く
な
っ
た
。
お

互
い
が
活
発
に
国
際
交
流
す

る
こ
と
で
、
相
互
の
理
解
を

深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
に
は
紛
争
は
起
き
な

い
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
、

各
国
が
『
観
光
』
を
拡
大
し

発
展
さ
せ
る
政
策
を
と
る
こ

と
が
ま
さ
に
平
和
政
策
の
基

礎
と
な
る
こ
と
に
な
る
。
各

地
域
の
文
化
遺
産
な
ど
が
観

光
産
業
の
発
展
で
、
着
実
に

保
存
さ
れ
て
整
備
さ
れ
る
こ

と
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
な

る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

く
、
未
来
に
向
け
て
各
地
域

の
文
化
・
伝
統
な
ど
も
創
造

的
に
発
展
し
て
い
く
」

ま
た
、
行
政
と
民
間
の
在

り
か
た
に
も
言
及
し
た
。

「
わ
が
国
に
も
観
光
省
な

ど
が
で
き
て
も
よ
い
時
期
に

き
て
い
る
の
は
確
か
だ
」

観観
光光
はは
平平
和和
産産
業業

９５
年
１
月

新
し
い
ミ
レ
ニ
ア
ム
（
千

年
紀
）
へ
向
け
て
カ
ウ
ン
ト

ダ
ウ
ン
の
始
ま
っ
た
こ
の

年
、
運
輸
大
臣
の
二
階
俊
博

氏
は
「
観
光
産
業
は
２１
世
紀

の
基
幹
産
業
に
な
る
だ
ろ

う
」
と
語
っ
た
。
観
光
産
業

は
、
そ
れ
ほ
ど
に
巨
大
産
業

化
し
て
き
た
が
、
国
民
的
視

座
か
ら
み
た
観
光
へ
の
認
識

は
い
ま
だ
低
い
。

「
観
光
関
連
の
消
費
は
年

間
２０
兆
円
。
経
済
波
及
効
果

を
加
え
る
と
約
５０
兆
円
の
規

模
に
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に

巨
大
市
場
に
あ
る
が
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
今
日
、
観
光
関

連
の
事
業
に
従
事
し
て
い
ら

れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
み
な
さ
ん

は
、
国
の
審
議
会
や
あ
る
い

は
経
済
団
体
の
場
な
ど
に
一

部
の
人
は
出
て
い
る
が
ほ
と

ん
ど
発
言
の
場
に
出
て
い
な

い
。
５０
兆
円
産
業
と
い
う
規

模
か
ら
す
る
と
も
っ
と
公
的

な
場
に
出
て
し
か
る
べ
き
だ

と
痛
感
し
て
い
る
」

「
今
後
、
政
治
的
に
も
大

き
な
発
言
力
を
持
つ
と
同
時

に
、
国
の
政
策
に
も
積
極
的

に
提
言
を
し
た
り
、
あ
る
い

は
行
動
し
た
り
す
る
、
そ
う

し
た
観
光
産
業
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
」

巨
大
化
し
た
観
光
産
業
に

は
、
雇
用
創
出
で
の
貢
献
も

求
め
る
一
方
で
、
「
国
際
的

な
観
光
交
流
の
拡
大
へ
関
係

者
が
奮
起
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」と
も
指
摘
し
て
い
る
。

「
訪
日
外
国
人
観
光
客
は

４
０
０
万
人
。
１
６
０
０
万

人
も
毎
年
海
外
へ
旅
行
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
せ
め
て
半

分
、
４
０
０
万
人
を
倍
増
し

て
８
０
０
万
人
に
す
る
。
い

ま
、
国
民
が
認
識
を
新
た
に

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の

は
、
日
本
へ
観
光
で
訪
れ
る

人
が
世
界
で
３２
番
目
と
か
な

り
低
い
と
い
う
こ
と
だ
。
経

済
の
上
で
は
な
ん
で
も
ベ
ス

ト
テ
ン
に
入
っ
て
い
る
。
観

光
外
客
だ
け
は
３２
位
、
お
隣

の
韓
国
よ
り
も
低
い
と
い
う

状
況
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と

を
す
べ
て
の
国
民
は
認
識
す

る
必
要
が
あ
る
」

２２１１
世世
紀紀
のの
基基
幹幹
産産
業業００

年
１
月

観
光
イ
コ
ー
ル
運
輸
省
の

一
本
や
り
だ
っ
た
こ
れ
ま
で

の
構
図
に
、
経
済
面
か
ら
の

新
た
な
道
筋
が
経
済
産
業
大

臣
の
二
階
俊
博
氏
に
よ
っ
て

加
え
ら
れ
た
。

「
サ
ー
ビ
ス
産
業
を
支
援

す
る
こ
と
は
経
済
産
業
省
の

政
策
の
大
き
な
柱
の
一
つ

だ
。
観
光
産
業
は
ま
さ
に
サ

ー
ビ
ス
産
業
の
最
た
る
も

の
。
そ
の
観
点
か
ら
経
産
省

と
し
て
も
観
光
を
真
正
面
か

ら
と
ら
え
つ
つ
、
国
土
交
通

省
の
北
側
大
臣
と
協
力
し
合

い
な
が
ら
大
い
に
応
援
し
よ

う
と
い
う
こ
と
で
、
も
ち
ろ

ん
省
内
も
意
見
が
一
致
し
て

い
る
。
観
光
振
興
に
ど
の
よ

う
な
貢
献
が
で
き
る
の
か
に

つ
い
て
は
、
い
ま
取
り
組
ん

で
い
る
最
中
だ
。例
え
ば
、新

産
業
創
造
戦
略
の
中
で
の
サ

ー
ビ
ス
産
業
創
出
支
援
事
業

（
集
客
交
流
）な
ど
が
あ
る
」

「
私
は
中
小
企
業
を
育
成

し
て
い
く
立
場
か
ら
、
（
政

府
系
金
融
機
関
が
）
仮
に
統

合
あ
る
い
は
民
営
化
し
て
い

っ
た
場
合
に
も
、
中
小
企
業

の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
前
よ
り

も
使
い
勝
手
や
サ
ー
ビ
ス
が

良
い
、
前
よ
り
も
金
融
相
談

に
も
応
じ
て
も
ら
え
る
、
中

小
企
業
の
皆
さ
ん
に
安
心
感

を
与
え
ら
れ
る
改
革
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
基
本
的
に

考
え
て
い
る
」

「
中
小
・
零
細
企
業
を
守

る
こ
と
に
政
治
家
が
力
を
尽

く
す
こ
と
は
何
も
恥
ず
る
こ

と
は
な
い
。
当
然
や
る
べ
き

こ
と
だ
と
思
う
。
こ
れ
は
正

義
感
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で

損
得
の
話
し
で
は
な
い
。
こ

れ
を
主
張
し
続
け
て
い
る
」

中中
小小
企企
業業
にに
活活
力力
をを０６

年
１
月
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