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の
地
域
が
魅
力
的
に
な
る
は
ず
が
な
い
。
自
分
た
ち
の

町
の
魅
力
を
ど
う
打
ち
出
し
て
い
く
の
か
を
考
え
、
自

町
の
強
み
と
弱
み
を
知
る
に
は
、
他
の
町
が
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
な
こ
と
な
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
必
要
だ
っ
た
の
は
、
自
己
決
定
絶
対
主
義
で

は
な
く
、「
自
己
選
択
の
尊
重
」
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
た

め
に
、
広
域
的
な
目
を
持
っ
た
県
や
、
全
国
的
な
位
置

づ
け
が
で
き
る
国
な
ど
の
存
在
が
機
能
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
決
定
は
尊
重
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
助
言

し
支
援
す
る
機
能
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、

町
村
に
は
地
域
計
画
や
都
市
計
画
の
専
門
家
が
い
る
わ

け
で
も
な
い
の
だ
。

　

地
域
の
自
己
決
定
尊
重
主
義
は
、
公
共
事
業
の
交
付

金
化
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
地
域
の
こ
と
は
地
域
が

決
め
る
と
い
う
お
題
目
の
も
と
で
、
公
共
事
業
費
は
補

助
金
と
し
て
使
途
を
特
定
す
る
形
で
は
な
く
、
ほ
と
ん

ど
が
交
付
金
化
さ
れ
た
。「
何
に
で
も
使
え
る
よ
う
な

金
と
し
て
、
身
近
な
も
の
は
身
近
で
決
め
る
の
が
よ

い
」「
補
助
金
な
ど
と
い
う
省
庁
の
ひ
も
付
き
は
、
な
く

す
べ
き
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

一
見
す
ば
ら
し
く
見
え
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
が
、
こ
こ

に
も
、「
あ
る
町
の
行
政
担
当
者
は
そ
の
町
の
こ
と
し

か
知
ら
な
い
」
と
い
う
先
に
示
し
た
比
較
論
が
欠
如
し

た
論
理
的
欠
陥
が
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
そ
れ
以
上
に

と
驚
い
た
記
憶
が
鮮
明
だ
。
Ｅ
Ｕ
が
ど
の
よ
う
な
考
え

方
で
今
後
の
国
づ
く
り
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
、

今
後
の
わ
が
国
の
国
づ
く
り
に
も
大
い
に
参
考
に
す
べ

き
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
主
権
者
で
あ
る
日
本
国
民
に

知
ら
せ
る
べ
き
事
柄
で
は
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
驚
愕

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
主
権
者
が
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
か
ど
う
か
よ
り
も
、
自
社
の
評
判
を
優
先
す

る
と
い
う
か
ら
驚
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
地
方
分
権
の
議
論
は
も
う
二
〇
年
も
続

い
て
い
る
。
そ
の
間
、
平
成
の
大
合
併
も
あ
っ
た
し
、

道
州
制
議
論
も
消
長
が
あ
る
が
継
続
し
て
い
る
。
広
域

連
合
へ
の
国
の
地
方
出
先
機
関
の
移
管
議
論
も
に
わ
か

に
起
こ
り
、
に
わ
か
に
消
え
て
い
っ
た
。

　

こ
れ
ら
は
す
べ
て
一
般
的
に
い
っ
て
「
入
れ
物
は
小

さ
い
方
が
い
い
」
と
い
う
観
念
と
い
う
か
、
信
仰
で
貫

か
れ
て
い
る
。
先
述
の
Ｅ
Ｕ
に
関
す
る
記
事
の
話
で
も
、

地
方
分
権
＝
正
義
と
い
う
と
ら
え
方
だ
か
ら
こ
そ
、
そ

れ
に
反
対
し
て
い
る
と
み
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
が
成
り
立
つ
の
だ
。

　

内
田
樹
氏
は
、『
下
流
志
向
』（
講
談
社
文
庫
）
の
な
か

で
、「
自
己
決
定
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
『
よ
い
こ
と
』

で
あ
る
と
い
う
思
想
が
社
会
の
一
部
に
お
い
て
は
支
配

的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
、
こ
れ

は
事
実
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
講
義
や
授
業
の
前
に
、

「
そ
れ
を
勉
強
す
る
こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
で

権
の
一
部
の
移
管
を
伴
っ
た
世
界
史
的
に
も
画
期
的
な

出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
、
基
幹
交
通
・
情
報

通
信
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
裁
量
か
ら

一
部
Ｅ
Ｕ
に
移
す
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ

れ
ら
は
一
国
だ
け
の
利
害
判
断
で
は
、
Ｅ
Ｕ
全
体
に
と

っ
て
の
利
益
の
向
上
に
つ
な
が
ら
な
い
可
能
性
も
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
速
道
路
の
路
線
計
画
や

規
格
に
つ
い
て
は
、
当
該
道
路
が
存
在
す
る
国
の
利
害

を
優
先
し
て
線
形
計
画
や
構
造
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、

Ｅ
Ｕ
全
体
の
利
益
の
観
点
か
ら
判
断
す
る
こ
と
を
優
先

し
た
の
で
あ
る
。
ユ
ー
ロ
を
導
入
し
て
統
一
通
貨
を
も

っ
た
こ
と
へ
の
関
心
は
わ
が
国
で
も
高
か
っ
た
の
だ
が
、

交
通
・
情
報
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
の
こ
の
話
は
、

地
方
分
権
論
に
席
巻
さ
れ
て
い
る
感
の
あ
る
わ
が
国
で

は
ほ
と
ん
ど
報
道
さ
れ
て
い
な
い
。

　

著
書
で
も
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
当
時
取
材
に

来
た
記
者
に
こ
の
話
を
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
記
者
は

大
変
興
味
を
持
っ
て
記
事
に
し
た
い
と
い
っ
た
の
だ
が
、

一
向
に
紙
面
に
出
な
い
。
し
ば
ら
く
し
て
、
ど
う
な
っ

た
の
か
と
聞
く
と
、「
こ
の
話
を
載
せ
る
と
、
わ
が
社
が

地
方
分
権
に
反
対
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る

か
ら
ダ
メ
だ
と
い
わ
れ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
の
使
命
を
な
ん
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う

ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
か
ら
四
年
後
の
一
九
九
三
年

に
Ｅ
Ｕ
は
誕
生
し
た
。
こ
れ
は
各
国
が
持
つ
主

ベ

す
か
」
と
問
い
、
納
得
で
き
る
説
明
が
な
け
れ
ば
学
ぼ

う
と
し
な
い
「
自
己
決
定
」
が
、
若
者
を
ど
ん
ど
ん
下

流
に
志
向
さ
せ
る
方
向
に
導
い
て
い
る
と
い
う
。

　

学
ん
で
か
ら
し
か
、
わ
か
る
は
ず
も
な
い
こ
と
を
、

学
ぶ
前
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、「
自
己
決
定

が
よ
い
こ
と
」
だ
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
っ
て
い

る
か
ら
だ
と
彼
は
説
き
、
そ
れ
が
間
違
い
な
の
は
、
母

語
の
習
得
前
に
許
諾
判
断
な
ど
な
か
っ
た
こ
と
で
明
ら

か
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

地
方
分
権
論
に
引
き
寄
せ
て
い
え
ば
、
旧
政
権
下
で

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
各
地
域
の
復
興
計
画
の
策
定
に

つ
い
て
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
地
域
の
こ
と
を
最
も

わ
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
地
域
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る

べ
き
だ
」
と
の
考
え
が
支
配
し
た
。
自
己
決
定
絶
対
主

義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
っ
た
の
だ
。

　

残
念
な
が
ら
、
こ
の
考
え
は
正
し
く
な
い
。
あ
る
地

域
を
ど
の
よ
う
な
地
域
に
し
て
い
く
の
か
を
考
え
る
に

は
、「
他
の
地
域
が
ど
う
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
」
を

知
ら
ず
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
な
の
だ
。
た
と

え
ば
、
岩
手
県
の
大
槌
町
を
ど
の
よ
う
に
復
興
さ
せ
る

か
は
、
山
田
町
が
ど
う
な
ろ
う
と
し
て
い
る
か
と
無
関

係
で
は
あ
り
得
な
い
。
宮
古
市
の
今
後
の
有
り
様
は
、

釜
石
市
な
ど
の
今
後
の
姿
を
と
ら
え
て
こ
そ
は
じ
め
て

規
定
で
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

金
太
郎
飴
的
な
地
域
が
つ
な
が
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

地
方
の
政
治
的
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
無
理

解
が
あ
る
の
だ
。

　

そ
れ
は
、「
身
近
な
決
定
は
身
近
な
有
力
者
の
声
に

引
き
ず
ら
れ
る
」
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
多
く
の
地
方
で
交
付
金
事
業
の
シ
ェ
ア

が
、
地
方
の
な
か
の
あ
る
地
域
や
事
業
ご
と
に
固
定
化

す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
○
○
事
業
に
配
分

さ
れ
た
交
付
金
を
翌
年
は
他
地
域
の
×
×
事
業
に
配
分

で
き
ず
、
地
域
と
事
業
が
「
既
得
権
」
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

県
や
市
町
村
の
担
当
者
は
補
助
金
が
交
付
金
化
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
の
関
係
者
に
対
し
て
、「
地
域

に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
こ
の
事
業
に
個
所
付
け
が

で
き
な
か
っ
た
の
は
、
○
○
省
が
地
方
の
実
態
も
知
ら

ず
予
算
化
を
見
送
っ
た
か
ら
」
と
、
霞
ヶ
関
を
悪
者
に

し
た
言
い
訳
で
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

実
際
は
、
こ
れ
は
地
域
と
各
省
と
の
阿
吽
の
呼
吸
の
世

界
だ
っ
た
の
だ
。

　

担
当
者
が
便
宜
的
に
使
っ
た
言
い
訳
を
そ
の
ま
ま
信

じ
て
、
こ
れ
を
省
庁
の
横
暴
と
誤
解
し
て
、「
省
庁
の
ひ

も
付
き
」
と
や
ら
を
排
除
し
た
ら
、
今
度
は
、
地
方
に

と
っ
て
は
、
は
る
か
に
や
っ
か
い
な
「
地
域
の
ひ
も
」

が
ま
と
わ
り
つ
き
、
地
域
や
事
業
の
シ
ェ
ア
が
固
定
し

て
、
事
業
は
本
来
持
つ
べ
き
機
動
性
を
失
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
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