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地域の食文化で
外国人観光客をまちに呼び込む

市 長 座 談 会

　
「
和
食
」
の
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

登
録
、
ミ
ラ
ノ
国
際
博
覧
会（
２
０
１
５

年
）
な
ど
を
通
じ
て
、
近
年
、
海
外
に

お
け
る
日
本
食
・
食
文
化
に
対
す
る
関

心
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴

い
、
日
本
を
訪
れ
て「
本
場
の
日
本
食
」

を
体
験
し
た
い
と
い
う
外
国
人
も
増
え

て
い
ま
す
。
一
方
、
政
府
は
地
域
の
食

と
、
そ
れ
を
生
み
出
す
農
林
水
産
業
を

核
と
し
て
訪
日
外
国
人
を
中
心
と
し
た

観
光
客
の
誘
致
を
図
る
地
域
で
の
取

り
組
み
を
「S

A
V

O
R

 JA
P

A
N

（
農
泊 

食
文
化
海
外
発
信
地
域
）」
と
し
て
認

定
す
る
制
度
を
２
０
１
６
年
度
に
創
設

し
ま
し
た
。

　

座
談
会
で
はS

A
V

O
R

 JA
P

A
N

に

認
定
さ
れ
た
市
を
代
表
し
て
勝
部
・
一
関

市
長
、
和
田
・
小
松
市
長
、
松
崎
・
小

浜
市
長
、
影
山
・
湖
西
市
長
に
ご
出
席

い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
食
文
化
の
歴

史
や
特
徴
、
観
光
施
策
へ
の
活
用
、
外

国
人
観
光
客
へ
の
お
も
て
な
し
の
在
り

方
、
滞
在
時
間
を
長
く
す
る
た
め
の
工

夫
な
ど
に
つ
い
て
、
幅
広
く
お
話
し
い

た
だ
き
ま
し
た
。

（
本
文
中
の
役
職
名
・
敬
称
は
一
部
省

略
し
て
い
ま
す
）

和
わ だ

田 愼
し ん じ

司
小
こ ま つ

松市長（石川県）

勝
か つ べ

部 修
おさむ

一
いちのせき

関市長（岩手県）

松
ま つ ざ き

崎 晃
こ う じ

治
小
お ば ま

浜市長（福井県）

影
か げ や ま

山 剛
た け し

士
湖
こ さ い

西市長（静岡県）
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野 助
す け ひ ろ

博
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地
域
の
食
文
化
を
観
光
振
興
に
生
か
す

細
野　

日
本
食
に
対
す
る
関
心
が
国
際
的
に
高
ま
る

中
、
地
域
に
根
付
く
食
文
化
は
、
観
光
振
興
、
と
り
わ

け
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
促
進
に
つ
な
が
る
重
要
な
資
源
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
今
回
「SA

V
O

R JA
PA

N

」
と
し
て
政

府
か
ら
認
定
を
受
け
た
各
都
市
に
根
付
く
郷
土
食
の
歴

史
や
特
徴
、
観
光
へ
の
活
用
に
向
け
た
取
り
組
み
な
ど

に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

勝
部　
一
関
市
に
は
結
婚
式
や
葬
式
、
お
花
見
、
七
五
三

な
ど
、
人
生
の
節
目
、
季
節
の
節
目
に
も
ち
を
つ
い
て

食
べ
る
風
習
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
歴
史
は
今
か
ら

４
０
０
年
ほ
ど
前
の
藩
政
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
当
時
、
こ
の
地
方
を
治
め
て
い
た
伊
達

藩
の
命
に
よ
り
、
毎
月
１
日
と
15
日
に
神
様
に
も
ち
を

供
え
、
平
安
無
事
を
祈
る
習
慣
が
、
武
士
、
そ
し
て
庶

民
へ
と
普
及
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

私
は
２
０
０
９
年
に
市
長
に
就
任
し
て
以
来
、
一
関

地
方
の
も
ち
食
文
化
の
振
興
に
、
特
に
力
を
入
れ
て
き

ま
し
た
。
市
役
所
に
は
、
通
常
の
職
務
と
兼
務
す
る
形

で「
も
ち
特
命
係
長
」な
る
役
職
ま
で
存
在
し
ま
す
。
こ

れ
ま
で
、
市
を
挙
げ
て
、
Ｐ
Ｒ
動
画
の
制
作
、
学
校
給

食
へ
の
導
入
な
ど
を
進
め
た
ほ
か
、
現
在
は
、
小
豆
、

ご
ま
、
く
る
み
、
あ
ん
こ
、
ず
ん
だ
な
ど
、
３
０
０
種

以
上
に
も
及
ぶ
調
理
法
を
一
つ
ず
つ
レ
シ
ピ
化
す
る
作

業
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

同
時
に
、
地
域
の
活
性
化
に
向
け
て
、
日
本
各
地
か

ら
自
慢
の
も
ち
料
理
が
集
結
す
る
「
全
国
ご
当
地
も
ち

サ
ミ
ッ
ト
in
一
関
」な
ど
、
食
文
化
に
関
す
る
地
域
イ
ベ

ン
ト
も
多
数
、
開
催
し
て
い
ま
す
。
中
に
は
会
場
内
で

出
さ
れ
る
料
理
は
す
べ
て
も
ち
の
み
と
い
う
、
ま
さ
に

も
ち
三
昧
の
イ
ベ
ン
ト
も
あ
り
、
毎
回
、
多
く
の
人
で

に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。

和
田　

戦
国
時
代
、
現
在
の
小
松
市
を
含
む
加
賀
の
国

は
、
時
の
守
護
大
名
を
滅
ぼ
し
て
、
浄
土
真
宗
の
門
徒

を
中
心
と
し
た
自
治
国
を
形
成
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た

歴
史
が
あ
る
小
松
市
で
は
、
今
で
も
浄
土
真
宗
の
開
祖
・

親
鸞
聖
人
の
命
日
前
後
に
、
そ
の
遺
徳
を
し
の
ん
で「
報

恩
講
」と
い
う
宗
教
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
行
事
の
終
了
後
、
集
ま
っ
た
人
を
も
て
な
す
た

め
に
出
さ
れ
る
の
が
報
恩
講
料
理
で
す
。
小
松
市
の
代

表
的
な
郷
土
料
理
で
あ
り
、
お
節
料
理
に
も
取
り
入
れ

ら
れ
る
ほ
ど
、
地
域
の
家
庭
料
理
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
ま
す
。
私
に
と
り
ま
し
て
も
、
ま
さ
に
こ
の
地

方
の
お
ふ
く
ろ
の
味
で
す
ね
。

　

元
来
は
、
地
元
の
食
材
だ
け
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
江
戸
時
代
に
北
前
船
の
寄
港
地
と
な
っ
て
か
ら

は
、
蝦
夷
地（
北
海
道
）の
コ
ン
ブ
や
ニ
シ
ン
を
は
じ
め
、

全
国
の
食
材
が
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

小
松
市
に
は
こ
の
報
恩
講
料
理
の
ほ
か
に
も
、
加
賀

百
万
石
の
茶
文
化
や
懐
石
料
理
、
さ
ら
に
は
歌
舞
伎
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
文
化
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。
現

在
、
抹
茶
体
験
、
歌
舞
伎
の
化
粧
で
あ
る
隈く
ま
ど
り取

体
験
、

伝
統
工
芸
の
制
作
体
験
、
着
物
の
着
付
け
、
体
験
剣
道

や
空
手
な
ど
の
武
道
体
験
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
文

化
を
生
か
し
た
体
験
型
の
観
光
施
策
を
進
め
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
が
外
国
人
観
光
客
に
大
好
評
で
す
。
そ
の
効

季節の節目にもちをついて
食べる風習を大事にしようと、
市長就任以来、もち食文化の
振興に注力してきました。

勝部 修
一関市長（岩手県）

イベントなどで臼と杵を使った伝統的なもちつきを披露（一関市）
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果
も
あ
っ
て
２
０
１
７
年
の
外
国
人
観
光
客
の
宿
泊
数

は
約
２
万
３
０
０
０
人
と
、
当
初
の
目
標
を
３
年
前
倒

し
で
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

松
崎　

小
浜
市
は
寒
流
と
暖
流
が
交
差
す
る
若
狭
湾
の

良
好
な
漁
場
を
有
す
る
地
域
で
、
古
代
に
は
「
御み
け
つ
く
に

食
国
」

と
し
て
海
産
物
な
ど
の
食
材
を
、
奈
良
、
京
都
の
都
に

運
ん
で
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
特
に
サ
バ
が
多
く
捕

れ
た
こ
と
か
ら
、
京
都
へ
サ
バ
を
運
ぶ「
鯖
街
道
」の
起

点
の
ま
ち
と
な
っ
た
ほ
か
、
地
域
に
は
「
サ
バ
の
へ
し

こ
」「
な
れ
ず
し
」
を
は
じ
め
サ
バ
の
加
工
食
品
が
、
郷

土
食
と
し
て
根
付
い
て
い
ま
す
。
ま
た
小
松
市
と
同
様
、

北
前
船
の
寄
港
地
と
し
て
も
繁
栄
し
ま
し
た
。　

　

小
浜
市
で
は
、
こ
の
よ
う
に「
食
」で
栄
え
た
地
域
の

歴
史
を
、
地
域
振
興
に
生
か
そ
う
と
、
２
０
０
０
年
に

「
食
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
開
始
し
ま
し
た
。
そ
の
一
環
と

し
て「
食
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
」を
制
定
し
た
ほ
か
、「
生

涯
食
育
」
の
概
念
を
基
に
、
園
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
食

育
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
拠
点
施
設
と
し
て

「
御
食
国
若
狭
お
ば
ま
食
文
化
館
」
も
設
置
し
ま
し
た
。

同
館
で
は
、
食
に
ま
つ
わ
る
歴
史
・
文
化
や
伝
承
料
理

な
ど
を
展
示
す
る
と
と
も
に
、「
キ
ッ
チ
ン
ス
タ
ジ
オ
」

を
設
け
、
料
理
体
験
の
イ
ベ
ン
ト
や
食
育
に
関
す
る
講

演
会
を
開
い
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
２
０
１
５
年
の
ミ

ラ
ノ
国
際
博
覧
会
に
も
出
展
す
る
な
ど
、
地
域
の
食
文

化
を
広
く
国
内
外
に
発
信
し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
漁
獲
量
が
激
減
し
た
サ
バ
の
復
活
に
向
け
て
、

２
０
１
６
年
６
月
か
ら
、
産
学
官
民
が
一
体
と
な
っ
て
、

サ
バ
の
養
殖
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
ブ

ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
観
点
か
ら
、「
小
浜
よ
っ
ぱ
ら
い
サ
バ
」

と
し
て
、
酒
か
す
入
り
の
餌
で
育
て
た
サ
バ
を
売
り
出

し
て
お
り
、
臭
み
が
な
く
味
も
よ
い
と
評
判
を
呼
ん
で

い
ま
す
。

影
山　

湖
西
市
は
ト
ヨ
タ
グ
ル
ー
プ
の
創
始
者
、
豊
田

佐
吉
翁
の
出
身
地
で
も
あ
り
、
自
動
車
産
業
を
中
心
に

発
展
し
て
き
た
ま
ち
で
す
。
一
方
で
、
観
光
地
と
し
て

の
イ
メ
ー
ジ
が
乏
し
く
、
こ
れ
ま
で
観
光
施
策
を
積
極

的
に
は
進
め
て
こ
な
か
っ
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
湖
西
市
に
は
浜
名
湖
の
ウ
ナ
ギ
や
、
通
常

よ
り
も
大
粒
の
牡
蠣（
ブ
ラ
ン
ド
名「
プ
リ
丸
」）、
さ
ら

に
は
遠
州
灘
の
シ
ラ
ス
な
ど
、
地
域
の
恵
み
も
多
数
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
全
国
で
唯
一
現
存
す
る
関
所
建
物
の

「
新あ
ら
い居

関
所
」を
は
じ
め
、
観
光
資
源
も
豊
富
で
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
地
域
資
源
を
市
の
活
性
化
に
生

か
そ
う
と
、
観
光
振
興
に
も
よ
り
積
極
的
に
取
り
組
む

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
２
０
１
８

年
４
月
に
は
、
浜
松
市
と
連
携
す
る
形
で
「
浜
松
・
浜

名
湖
ツ
ー
リ
ズ
ム
ビ
ュ
ー
ロ
ー
」と
い
う
Ｄ
Ｍ
Ｏ
組
織
を

立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　

現
在
、「
里
山
た
い
け
ん
帖
」「
浜
名
湖
お
ん
ぱ
く
」な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
期
間
中
に
、
市
民
や
商
工
会
婦
人
会
の

方
々
、
さ
ら
に
は
地
元
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
企
画
提
案
す
る
形

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
展
開
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
浜
名
湖
を
生
か
し
た
観
光
と
し
て
、
浜

名
湖
を
自
転
車
で
一
周
す
る
、
通
称「
ハ
マ
イ
チ
」の
取

り
組
み
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
霞
ヶ
浦
、
琵
琶

湖
エ
リ
ア
と
連
携
し
な
が
ら
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
の
受
け

入
れ
環
境
の
整
備
や
情
報
発
信
な
ど
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

地域に根付く、さまざまな
伝統料理、伝統文化を生かした
体験型の観光施策を
進めており、外国人観光客
からも好評です。

和田 愼司
小松市長（石川県）

歌舞伎の隈取体験は外国人観光客からも好評（小松市）
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日
本
酒
が「
食
」の
付
加
価
値
を
高
め
る

細
野　

地
域
の
食
文
化
と
し
て
欠
か
せ
な
い
資
源
に

「
日
本
酒
」
も
あ
り
ま
す
。
食
の
付
加
価
値
を
高
め
る
効

果
も
期
待
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
各
都
市
の
状
況
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

和
田　

小
松
市
に
蔵
元
が
４
軒
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

ノ
ー
ベ
ル
賞
公
式
行
事
で
供
さ
れ
た
り
、
日
本
政
府
専

用
機
の
正
式
機
内
酒
に
採
用
さ
れ
た
清
酒
も
あ
る
な

ど
、
品
質
の
高
い
日
本
酒
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

細
野
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
料
理
と
日
本
酒

の
組
み
合
わ
せ
は
非
常
に
大
事
で
す
ね
。
さ
ら
に
も
う

一
つ
不
可
欠
な
要
素
が
器
で
す
。
小
松
市
で
は
九
谷
焼

の
器
を
用
い
て
い
ま
す
が
、
食
、
酒
、
器
を
う
ま
く
組

み
合
わ
せ
て
提
供
す
る
と
、
外
国
人
観
光
客
は
と
て
も

喜
ん
で
く
れ
ま
す
。

勝
部　

一
関
市
に
も
蔵
元
が
４
軒
あ
り
ま
す
し
、
地

ビ
ー
ル
の
製
造
も
盛
ん
で
、
毎
年
、「
全
国
地
ビ
ー
ル

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
in
一
関
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。
郷
土

食
で
あ
る
も
ち
と
お
酒
は
接
点
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
酒
の
つ
ま
み
に
ぴ
っ
た
り
の

も
ち
料
理
も
あ
り
ま
す
よ
。
ま
た
、
炭
火
で
焼
い
た
地

元
産
の「
曲
が
り
ネ
ギ
」と
お
酒
の
相
性
は
抜
群
で
す
。

　

器
と
い
え
ば
、
最
近
は
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
で
清
酒
を
飲
む

女
性
も
増
え
ま
し
た
ね
。
漆
の
産
地
で
あ
る
岩
手
県
で

は
漆
を
施
し
た
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
も
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

松
崎　

２
０
１
６
年
の
暮
れ
の
こ
と
で
す
が
、
小
浜
市

唯
一
の
造
り
酒
屋
が
廃
業
を
決
定
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー

ス
が
地
域
を
駆
け
巡
り
ま
し
た
。
御
食
国
と
し
て
の
歴

史
が
あ
る
わ
が
ま
ち
で
、
地
元
の
お
酒
が
な
く
な
る
の

は
何
と
も
寂
し
い
こ
と
で
し
た
が
、
結
果
的
に
商
標
は

別
の
新
会
社
に
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
小
浜
市
の

造
酒
は
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
、
80

歳
を
超
え
る
ベ
テ
ラ
ン
の
杜と
う
じ氏
の
下
で
、
酒
造
り
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

影
山　

残
念
な
が
ら
湖
西
市
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お

隣
の
浜
松
市
に
は
二
軒
の
蔵
元
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
の

蔵
元
で
は
、
当
市
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
て
く
れ
、
豊

田
佐
吉
翁
の
生
誕
１
５
０
年
を
迎
え
た
昨
年（
２
０
１
７

年
）
に
は
、
市
内
で
収
穫
し
た
山
田
錦
で
記
念
の
素
晴

ら
し
い
清
酒
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

地
域
の
観
光
を
支
え
る
女
性
の
力

細
野　

外
国
人
観
光
客
を
迎
え
入
れ
る
に
当
た
っ
て
、

い
か
に
お
も
て
な
し
を
す
る
の
か
は
、
各
都
市
に
お
い

て
も
大
き
な
課
題
で
し
ょ
う
。
特
に
こ
の
分
野
で
は
女

性
の
方
々
の
活
躍
が
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

勝
部　

一
関
市
で
は
Ａ
Ｋ
Ｂ
48
に
な
ぞ
ら
え
て
、
Ｉ
Ｋ

Ｂ
48
（
い
ち
の
せ
き 

か
あ
ち
ゃ
ん 

ば
あ
ち
ゃ
ん
48
）
が

結
成
さ
れ
、
イ
ベ
ン
ト
時
の
Ｐ
Ｒ
活
動
、
旅
行
ガ
イ
ド
、

観
光
客
へ
の
お
も
て
な
し
活
動
に
お
い
て
、
大
変
活
躍

さ
れ
て
い
ま
す
。

和
田　

小
松
市
で
も
、
観
光
客
に
対
す
る
お
も
て
な
し

は
も
と
よ
り
、
女
性
の
皆
さ
ん
方
が
報
恩
講
料
理
を
は

じ
め
、
郷
土
料
理
を
守
り
、
広
く
伝
え
る
活
動
を
し
て

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
本
当
に
頭
が
下
が
り
ま
す
。

　

特
に
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
女
性
ス
タ
ッ
フ

古代、天皇家に食材を
献上した「御

み け つ く に

食国」を背景に、
２０００年から「食のまちづくり」
を展開しています。

松崎 晃治
小浜市長（福井県）

外国人観光客を対象にワカメ刈り体験を実施（小浜市）
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22
名
が
開
い
た
、
地
元
食
材
を
使
い
、
伝
承
さ
れ
て
い

る
郷
土
料
理
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
レ
ス
ト
ラ
ン
は
、
有
名

ホ
テ
ル
の
料
理
長
の
指
導
も
あ
り
、
連
日
満
席
と
な
っ

て
、
１
年
半
で
３
万
人
の
来
場
が
あ
り
ま
し
た
。

松
崎　

小
浜
市
で
は
、
食
文
化
館
で
活
躍
す
る「
グ
ル
ー

プ
マ
ー
メ
イ
ド
」（
食
生
活
改
善
推
進
員
の
有
志
か
ら
な

る
）
や
、
子
ど
も
た
ち
に
料
理
を
教
え
る
「
キ
ッ
ズ
サ

ポ
ー
タ
ー
」
な
ど
、
日
常
的
に
食
の
ま
ち
づ
く
り
に
協

力
い
た
だ
い
て
い
る
女
性
市
民
が
中
心
と
な
っ
て
、
外

国
人
観
光
客
へ
の
手
厚
い
お
も
て
な
し
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
熱
心
な
の
が
漁
家
民
宿
の
お
か
み
さ
ん
方

で
す
。
温
か
い
心
遣
い
、
行
き
届
い
た
対
応
は
、
外
国

人
観
光
客
か
ら
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

影
山　
「
里
山
た
い
け
ん
帖
」「
浜
名
湖
お
ん
ぱ
く
」の
交

流
体
験
イ
ベ
ン
ト
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
が
企
画
者

と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
携
わ
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
紀
州
藩
の
御
用
宿
を
再
現
し
た
「
紀
伊
国
屋
旅
籠

資
料
館
」
で
は
、
当
時
の
風
情
を
体
験
し
て
も
ら
お
う

と
、
江
戸
時
代
の
食
事
と
し
て「
紀
伊
国
屋
御
膳
」を
提

供
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
出
し
て
く
れ
た

の
も
女
性
の
方
で
し
た
。
今
の
時
代
、
女
性
の
方
々
の

声
を
観
光
施
策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
極
め
て
大
切
な

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

言
葉
の
壁
を
い
か
に
乗
り
越
え
る
か

細
野　

外
国
人
観
光
客
に
お
も
て
な
し
を
す
る
上
で
、

大
き
な
壁
と
な
る
の
が
言
葉
の
問
題
で
す
。
話
し
言
葉

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
日
本
語
は
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ

ナ
、
漢
字
が
混
じ
る
の
で
、
表
記
の
仕
方
も
工
夫
が
必

要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

松
崎　

こ
れ
ま
で
外
国
人
へ
の
接
客
時
に
利
用
で
き
る

「
指
さ
し
会
話
シ
ー
ト
」
を
市
内
の
飲
食
店
や
宿
泊
施
設

に
配
布
し
て
い
た
の
で
す
が
、
飲
食
店
関
係
者
な
ど
か

ら
使
い
に
く
い
と
い
う
声
が
聞
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

う
し
た
中
、
あ
る
市
内
の
高
校
生
が
、「
自
分
も
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
促
進
に
貢
献
し
た
い
」
と
、
よ
り
使
い
勝
手

の
よ
い
シ
ー
ト
を
制
作
し
て
く
れ
、
飲
食
店
な
ど
で
の

活
用
も
進
ん
で
い
ま
す
。
私
と
し
て
は
そ
の
高
校
生
の

心
意
気
が
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

影
山　

湖
西
市
は
自
動
車
産
業
の
ま
ち
で
す
か
ら
、
も

と
も
と
外
国
籍
の
方
々
が
多
く
居
住
し
て
お
り
、
現
在

は
、
市
の
人
口
の
約
５
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
日
常
的
に
地
域
の
中
で
も
国
際
交
流
の
取
り
組
み

が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
道
路
標
識
も
ポ
ル

ト
ガ
ル
語
や
ス
ペ
イ
ン
語
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
そ
う

し
た
土
壌
が
あ
る
の
で
、
外
国
人
観
光
客
へ
の
対
応
も

そ
れ
ほ
ど
心
配
し
て
い
ま
せ
ん
。

勝
部　

一
関
市
で
は
、
イ
ヤ
ホ
ン
が
付
い
た
ペ
ン
型
の

音
声
ガ
イ
ド
を
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
活
用
し
て
い
ま
す
。

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
内
の
掲
載
写
真
な
ど
に
ペ
ン
の
先
を
当

て
る
と
、
セ
ン
サ
ー
が
感
知
し
て
、
音
声
案
内
が
流
れ

る
仕
組
み
で
す
。
こ
う
し
た
便
利
な
機
器
も
う
ま
く
観

光
ツ
ー
ル
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

和
田　

小
松
市
で
は
外
国
人
観
光
客
に
対
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
体
験
メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
て
い
ま
す
が
、
関
係

者
の
皆
さ
ん
が
す
べ
て
外
国
語
を
話
せ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
特
に
言
葉
の
問
題
で
苦
労
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
表
情
な
ど
も
交
え
な

が
ら
双
方
が
ハ
ー
ト
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
ら

れ
て
い
ま
す
。

個々の観光資源を
しっかりと「線」で結んで、
地域一帯を周遊できる
ような旅の形を観光客に
提案したいですね。

影山 剛士
湖西市長（静岡県）

江戸時代の食事を再現した「紀伊国屋御膳」を提供（湖西市）
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市 長 座 談 会 地域の食文化で外国人観光客をまちに呼び込む

観
光
客
の
滞
在
時
間
を
延
ば
す
た
め
に

細
野　

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
着
実
に
地
域
の
活
性
化
に
つ

な
げ
る
た
め
に
は
、
滞
在
時
間
の
長
期
化
、
そ
し
て
宿

泊
客
の
増
加
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
工
夫
し

て
い
る
こ
と
な
ど
は
ご
ざ
い
ま
す
か
。

勝
部　

一
関
市
で
は
、
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
、

隣
接
す
る
平
泉
町
と
連
携
し
な
が
ら
、
観
光
施
策
を
進

め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
平
泉
町
の
場
合
は
典
型
的
な

通
過
型
観
光
で
、
平
均
的
な
滞
在
時
間
は
２
時
間
を

切
っ
て
い
ま
す
。
滞
在
時
間
を
よ
り
長
く
す
る
こ
と
が

大
き
な
課
題
で
す
が
、
以
前
か
ら
そ
う
し
た
観
光
ス
タ

イ
ル
だ
っ
た
た
め
、
宿
泊
施
設
も
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
点
が
一
番
頭
の
痛
い
問
題
で
す
ね
。

影
山　

本
市
も
状
況
は
同
じ
で
、
観
光
客
の
滞
在
時
間

の
延
長
が
大
き
な
課
題
で
す
。
市
内
に
は
、
豊
田
佐
吉

記
念
館
や
新
居
関
所
な
ど
、
魅
力
的
な
観
光
資
源
が
あ

る
も
の
の
、
今
は
点
と
点
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

を
し
っ
か
り
と
線
で
結
ん
で
、
地
域
一
帯
を
周
遊
で
き

る
よ
う
な
旅
の
形
を
提
案
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
、
自
転
車
、
船
、
鉄

道
の
連
携
は
重
要
で
す
。
最
近
で
は
、
浜
名
湖
遊
覧
船

や
第
三
セ
ク
タ
ー「
天
竜
浜
名
湖
鉄
道
」に
、
観
光
客
が

自
転
車
を
積
み
込
ん
で
移
動
で
き
る
よ
う
な
仕
掛
け
な

ど
の
新
し
い
取
り
組
み
を
始
め
て
い
ま
す
。

松
崎　

体
験
型
の
観
光
を
い
か
に
提
供
で
き
る
か
が
カ

ギ
と
な
る
で
し
ょ
う
。
小
浜
市
で
そ
の
役
割
を
担
っ
て

い
る
の
が
、
漁
家
民
宿
で
す
。
各
民
宿
が
工
夫
し
な
が

ら
、
シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
や
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
体
験
、
さ
ら
に

は
養
殖
鯛
の
さ
ば
き
体
験
な
ど
、
体
験
型
メ
ニ
ュ
ー
を

数
多
く
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
小
浜
市
に
は
国
宝
寺
院
や
仏
像
な
ど
の
文

化
財
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
座
禅
体
験
な
ど
が

で
き
る
お
寺
も
あ
り
ま
す
。
食
文
化
は
も
と
よ
り
、
こ

う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
資
源
を
組
み
合
わ
せ
な
が

ら
、
旅
の
楽
し
み
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
少
し
で
も
長

く
滞
在
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

和
田　

最
近
は
、
小
浜
市
の
よ
う
に
民
宿
な
ど
を
活
用

し
た「
農
泊
」が
各
地
で
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
ね
。
小
松
市
で
も
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の

皆
さ
ん
の
努
力
に
よ
り
、
古
民
家
を
活
用
し
た
農
泊
が

進
め
ら
れ
、
宿
泊
客
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

食
事
も
、
あ
え
て
地
元
の
方
が
日
常
的
に
食
べ
る
よ
う

な
簡
素
な
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
人
気
を
集
め
て
い
る
よ
う
で
す
。

伝
統
的
な
生
活
体
験
や
地
域
住
民
と
の
交
流
を
楽
し
み

た
い
。
そ
ん
な
観
光
客
の
ニ
ー
ズ
が
背
景
に
あ
る
の
で

し
ょ
う
。

　

も
う
一
つ
、
現
在
の
旅
行
ス
タ
イ
ル
で
無
視
で
き
な

い
の
が
、
個
人
旅
行
客
へ
の
対
応
で
す
。
小
松
市
で
も

伝
統
文
化
を
生
か
し
た
体
験
メ
ニ
ュ
ー
を
豊
富
に
用
意

し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
個
人
旅
行
客
に
喜
ば
れ
て
い

ま
す
。
嗜
好
や
ニ
ー
ズ
が
異
な
る
一
人
一
人
の
観
光
客

に
向
け
て
、
豊
富
な
メ
ニ
ュ
ー
を
丁
寧
に
提
供
し
て
い

く
こ
と
が
、
滞
在
時
間
の
長
期
化
に
も
つ
な
が
る
と
思

い
ま
す
。

細
野　

国
連
世
界
観
光
機
関
（
Ｕ
Ｎ
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
に
よ
る

と
、
２
０
１
７
年
の
入
国
者
数
（
国
際
観
光
客
到
着
数
）

は
前
年
比
６
・
８
％
の
伸
び
を
見
せ
た
と
の
こ
と
で
す
。

こ
の
有
望
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
、
い
か
に
各
都
市
が
工
夫

し
て
、
地
域
経
済
の
活
性
化
に
つ
な
げ
ら
れ
る
か
。
本

日
は
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
、
い
ず
れ
の
都
市
も
地
域

の
食
文
化
や
伝
統
な
ど
の
地
域
資
源
を
生
か
し
な
が

ら
、
効
果
的
に
観
光
施
策
を
進
め
て
い
る
実
態
を
説
明

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
地
域
住
民
や
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
促
進
、
地
域
振
興
の
実
現
に
向
け
て
、

よ
り
一
層
、
ご
努
力
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
１
８
年
11
月
15
日
、
全
国
都
市
会
館
に
て
開
催
）

本
コ
ー
ナ
ー
は
隔
月
掲
載
と
な
り
ま
す
。

細野 助博
中央大学総合政策学部教授


