
第
十
二
回
を
迎
え
た
日
本
余

暇
学
会
大
会
は
、
初
め
て
東
北

の
地
に
場
所
を
移
し
、
十
月
四

日
（
土
）
、
仙
台
市
に
隣
り
合

う
名
取
市
の
市
街
を
見
晴
ら
す

高
台
に
あ
る
尚
絅
学
院
大
学
を

会
場
に
幕
を
開
け
た
。

秋
晴
れ
の
好
天
気
、
空
気
は

清
涼
で
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気

の
申
し
分
な
い
会
場
で
あ
っ
た
。

広
々
と
し
た
講
堂
に
参
加
者
の

数
は
い
さ
さ
か
寂
し
か
っ
た
が
、

総
会
の
活
動
報
告
や
事
業
計
画
、

高
橋
編
集
委
員
長
の
研
究
誌

『
余
暇
学
研
究
』
の
進
捗
状
況
、

有
馬
理
事
か
ら
の
余
暇
研
究
者

調
査
な
ど
の
諸
報
告
か
ら
は
学

会
の
新
し
い
息
吹
が
感
じ
ら
れ

た
。午

後
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
若
者
文
化
と
余
暇
」
が
今
回

の
実
行
委
員
長
杉
座
秀
親
氏
の

司
会
で
行
わ
れ
た
。
杉
座
氏
が

戦
後
の
若
者
文
化
の
流
れ
を
要

領
よ
く
解
説
し
た
後
、
姜
永
培

氏
（
尚
絅
学
院
大
）
が
韓
国
の

Ｉ
Ｔ
社
会
を
背
景
に
若
者
の
ケ
ー

タ
イ
文
化
を
論
じ
、
宮
入
恭
平

氏
（
研
究
者
で
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ

ン
）
が
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
の
歴
史

や
日
米
の
比
較
を
軸
に
そ
の
カ

ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
性
を
検

討
し
た
後
、
山
本
存
氏
（
甲
南

女
子
大
）
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の

街
・
神
戸
を
闊
歩
す
る
今
ど
き

の
女
子
大
学
生
の
生
態
を
分
析

し
た
。
メ
デ
ィ
ア
に
作
ら
れ
る

若
者
像
に
対
し
て
メ
デ
ィ
ア
を

作
り
上
げ
て
い
く
若
者
像
を
対

置
さ
せ
、
若
者
へ
の
希
望
を
語

り
合
っ
た
出
色
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
あ
っ
た
。

研
究
発
表
は
Ａ
、
Ｂ
２
会
場

で
、
瀬
沼
前
会
長
や
阿
瀬
、
山

本
会
員
な
ど
ベ
テ
ラ
ン
の
手
慣

れ
た
発
表
の
一
方
で
、
小
澤
考

人
（
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
）
、

小
向
敦
子
（
長
寿
社
会
と
セ
ラ

ピ
ー
）
、
そ
し
て
改
め
て
宮
入

（
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
と
カ
ル
チ
ュ

ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
）
の
３

若
手
会
員
に
よ
る
意
欲
的
な
発

表
が
あ
っ
て
楽
し
め
た
。
聴
衆

と
し
て
も
若
手
会
員
が
参
加
し

て
く
れ
た
こ
と
に
学
会
の
未
来

へ
の
希
望
を
感
じ
取
れ
た
。

五
時
過
ぎ
の
バ
ス
に
全
員
が

乗
っ
て
仙
台
市
一
番
町
の
懇
親

会
場
へ
向
か
う
。
こ
こ
で
記
念

講
演
者
の
本
橋
哲
也
東
経
大
教

授
が
合
流
し
、
談
論
風
発
の
賑

や
か
な
会
合
は
、
国
分
町
の
居

酒
屋
で
の
二
次
会
ま
で
、
秋
の

夜
長
を
楽
し
ん
だ
。

開
け
て
十
月
五
日
（
日
）
は

会
場
を
仙
台
市
の
中
心
部
に
あ

る
戦
災
復
興
記
念
館
へ
移
し

て
本
橋
哲
也
氏
の
講
演
が
行

わ
れ
た
。
氏
は
「
カ
ル
チ
ュ

ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
余

暇
」
を
題
目
に
、
ま
ず
は

「
文
化
を
文
化
と
し
て
成
り

立
た
せ
て
い
る<

力
学>

を
問

う
」
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
の
基
本
姿
勢
か
ら

説
き
起
こ
し
、
十
五
世
紀
、

イ
ス
ラ
ム
を
押
し
返
し
た
ス

ペ
イ
ン
が
国
民
国
家
を
確
立

し
て
世
界
に
進
出
し
て
い
く

コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
歴
史
に

つ
い
て
精
力
的
に
話
さ
れ
た
。

さ
ら
に
話
題
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
リ
ズ
ム
に
展
開
、
こ
こ
で
日

本
人
の
余
暇
に
つ
い
て
①
自
然

の
発
見
、
②
時
間
感
覚
、
③
余

暇
の
制
度
化
と
い
う
視

点
を
打
ち
出
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
小
グ
ル
ー
プ

で
の
感
想
交
換
を
経
て

質
疑
応
答
。
余
暇
が
ス

ポ
ー
ツ
や
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
に
吸
収
さ
れ
て
い
る

現
実
を
撃
つ
こ
と
、

「
余
暇
の
事
件
簿
」
を

作
る
な
ど
の
ア
イ
デ
ア

が
出
た
あ
と
、
「
お
ま

け
」
と
し
て
「
９
・
11

の
真
相
」
を
語
っ
て
も

ら
っ
て
幕
と
な
っ
た
。

そ
の
後
の
理
事
会
で
、

来
年
の
大
会
（
東
京
で
開
催
）
、

研
究
誌
（
査
読
者
の
選
定
が
課

題
）
、
余
暇
力
検
定
、
ニ
ュ
ー

ス
の
内
容
な
ど
検
討
し
た
が
、

理
事
の
役
割
分
担
の
明
確
化
と

と
も
に
、
理
事
会
に
強
い
連

帯
感
が
出
て
き
た
こ
と
を
感

得
で
き
た
。

（
薗
田
碩
哉
）

編
集
や
原
稿
の
遅
れ
か
ら
、

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
六
十
四
号

の
発
行
が
大
幅
に
遅
れ
た
こ

と
を
お
詫
び
し
ま
す
。
次
号

は
新
春
・
一
月
中
に
発
行
す

る
予
定
で
す
。
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第６４号
日本余暇学会事務局

〒191-0016

日野市神明1-13-1

実践女子短期大学
生活福祉学科薗田研究室内

℡FAX 042-584-5428
e-mail

info@yokagakkai.jp
Home Page

http://www.yokagak
kai.jp/

カルチュラル・スタディー
ズの視点から余暇研究の

深化を探る
･･････第１２回余暇学会大会総括･･････

会費納入のお願い

平成20年度会費の納入をよろしくお願いします。

口座番号:00140-9-729065
加入者名:日本余暇学会

会費:一般会員10,000円
学生会員5,000円

＊新しい学会パンフレットができました。

余暇に関心のある方に、入会をお勧めください。

お
わ
び



平
成
一
三
年
八
月
に
瀬
戸
内

海
の
七
県
五
十
六
市
町
村
で
つ

く
ら
れ
た
「
瀬
戸
内
海
離
島
振

興
推
進
協
議
会
」
が
「
瀬
戸
内

海
島
し
ょ
サ
ミ
ッ
ト
21
」
を
開

き
、
「
せ
と
う
ち
宣
言
」
を
採

択
し
た
。
現
在
恒
常
的
に
人
口

流
出
が
進
む
瀬
戸
内
海
の
離
島

に
お
い
て
は
、
中
核
的
産
業
で

あ
る
造
船
業
・
農
業
・
漁
業
だ

け
で
な
く
、

島
や
海
の
魅

力
を
生
か
し

た
新
た
な
地

域
活
性
化
方

策
の
確
立
が

急
務
で
あ
る
と
い
う
背
景
が
あ

る
。
瀬
戸
内
海
固
有
の
歴
史
や

文
化
を
生
か
し
、
個
々
の
島
々

の
個
性
化
や
魅
力
化
を
図
り
、

地
域
間
交
流
の
促
進
を
す
す
め

て
い
く
た
め
に
は
、
沿
岸
地
域
・

島
し
ょ
域
を
含
め
た
ク
ル
ー
ジ

ン
グ
レ
ジ
ャ
ー
利
用
の
環
境
整

備
や
そ
の
情
報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
「
海
の
駅
」
は
、

こ
の
よ
う
な
情
報
の
発
信
基
地
、

地
域
の
交
流
・
振
興
の
拠
点
で

あ
り
、
「
誰
で
も
、
気
軽
に
、

安
心
し
て
海
を
楽
し
み
、
海
を

味
わ
い
、
海
に
憩
う
」
港(

場)

で
あ
る
。
平
成
一
四
年
十
月
、

十
七
市
町
に
よ
り
、
「
瀬
戸
内

海
『
海
の
駅
』
の
設
置
推
進
会

議
」
が
設
立
さ
れ
、
以
降
瀬
戸

内
海
に
次
々
と
「
海
の
駅
」
が

登
録
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
動

き
は
全
国
に
ひ
ろ
が
り
、
平
成

十
六
年
の
「
兵
庫
県
『
海
の
駅

推
進
会
議
」
設
立
（
国
土
交
通

省
神
戸
運
輸
監
理
部
及
び
地
方

自
治
体
、
関
係
団
体
等
に
よ
る
）

を
皮
切
り
に
、
同
年
「
近
畿

『
海
の
駅
』
推
進
会
議
」
が
設

立
さ
れ
、
以
降
は
東
日
本
や
九

州
（
平
成
一
七
年
）
、
沖
縄

（
平
成
一
九
年
）
、
北
信
越
と

北
海
道
（
平
成
二
十
年
）
と

「
海
の
駅
」
推
進
会
議
が
次
々

と
設
立
さ
れ
て
、
現
在
「
海
の

駅
」
は
全
国
で
百
十
七
駅
を
数

え
る
ま
で
に
な
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
レ
ジ
ャ
ー
白
書

に
よ
る
と
こ
れ
ま
で
体
系
的
に

把
握
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
ニ
ュ
ー

レ
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
新
た
な
余

暇
活
動
種
目
が
登
場
し
て
い
る
。

そ
こ
に
参
加
率
こ
そ
少
な
い
も

の
の
、
「
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
」
と

い
う
項
目
が
お
目
見
え
し
た
。

「
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
」
は
海
と
い

う
大
自
然
を
相
手
に
し
た
野
外

活
動
で
あ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
と
し

て
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
大
勢
で
楽
し
む
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
活
動
の
場
に
も
な
り
、

そ
し
て
個
人
の
癒
し
の
場
に
も

な
る
と
い
う
魅
力
溢
れ
る
活
動

で
あ
る
。

私
が
い
つ
も
活
動
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
「
海
の
駅
」
で
あ
る
。

時
間
を
見
つ
け
て
別
の
「
海
の

駅
」
を
め
ざ
し
て
出
航
す
る
。

出
航
さ
え
で
き
れ
ば
別
に
ど
こ

で
も
い
い
の
で
あ
る
。
た
だ

「
海
の
駅
」
は
安
心
し
て
留
め

る
こ
と
が
で
き
、
な
に
か
面
白

い
こ
と
が
あ
り
そ
う
な
期
待
感

が
あ
る
の
で
楽
し
い
。
私
に
と
っ

て
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
は
な
に
も
し

な
い
贅
沢
を
味
わ
え
る
場
で
あ

る
。
日
常
の
忙
し
さ
や
ゴ
チ
ャ

ゴ
チ
ャ
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
耳
に
は
セ
イ

ル
が
風
を
切
る
音
と
船
体
に
波

が
あ
た
る
音
し
か
聞
こ
え
て
こ

な
い
。
た
だ
気
持
ち
よ
く
時
間

が
自
分
の
だ
け
の
た
め
に
流
れ

て
い
く
よ
う
な
心
地
よ
さ
が
あ

る
の
だ
。
と
い
っ
て
も
、
時
に

は
荒
れ
た
海
の
な
か
で
は
ど
れ

だ
け
が
ん
ば
っ
て
も
な
に
も
で

き
な
い
こ
と
も
あ
る
・
・
・
波

や
風
や
雨
が
激
し
く
三
六
〇
度

周
り
は
な
に
も
見
え
な
い
。
リ
ー

フ
（
縮
帆
）
し
て
テ
ィ
ラ
ー

（
舵
棒
）
を
し
っ
か
り
と
握
っ

て
必
死
に
コ
ン
パ
ス
を
見
つ

め
緊
張
を
持
続
し
て
目
的
地

を
目
指
し
て
い
く
・
・
・
大

自
然
の
力
の
前
で
は
人
間
は

と
て
も
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
で

あ
る
こ
と
を
再
認
識
で
き
る

時
間
で
あ
り
、
生
き
て
い
る

こ
と
そ
の
も
の
が
う
れ
し
い

と
思
え
る
時
間
で
あ
る
よ
う

に
思
え
る
。
日
常
で
は
感
じ

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
の
感

覚
も
ま
た
、
あ
る
意
味
魅
力

的
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な

い
。な

に
も
か
も
忘
れ
て
た
だ
ボ
ー
ッ

と
風
の
音
と
波
の
音
を
聞
い
て

ゆ
る
や
か
に
自
分
だ
け
の
時
間

を
過
ご
す
、
最
近
は
係
留
し
て

い
る
だ
け
で
ほ
と
ん
ど
乗
る
時

間
が
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
私

に
と
っ
て
は
最
後
の
砦
、
「
こ

こ
に
は
自
分
だ
け
の
不
思
議
な

居
場
所
が
あ
る
ん
だ
」
と
い
う

思
い
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
頑

張
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。

留
め
て
あ
る
船
に
乗
り
込
ん
で

揺
ら
れ
な
が
ら
読
書
だ
け
し
て

帰
る
こ
と
も
あ
る
が
・
・
・
で

も
そ
れ
も
楽
し
い
。
時
間
だ
け

は
す
べ
て
の
人
に
平
等
に
与
え

ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
時

間
を
な
ん
と
か
や
り
く
り
し
て
、

楽
し
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。

余
暇
を
自
分
の
た
め
に
、
そ
し

て
家
族
の
た
め
に
大
切
に
使
っ

て
い
き
た
い
も
の
だ
と
こ
の
ご

ろ
強
く
感
じ
て
い
る
。
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風
と
波
の
音
だ
け
の
世
界

～
ゆ
る
や
か
な
時
間
が
～山

本

存

連
載

脱
・
時
間
人

第55回理事会

第55回理事会が次の通り開催されました。

日時:平成20年10月5日（日）13:00～15:00

場所:仙台市 戦災復興記念館

出席者:薗田会長、中藤副会長、有馬、杉座、

高橋、辰巳、山本、中村、山田（各理事）

Ⅰ 第１２回大会を振り返って。

Ⅱ 「余暇学研究」第１２号について

Ⅲ その他

１．九州ブロック「余暇力検定」について(中村)

２．ニュースレター関連(山田)

３．関西ブロックからの報告(山本)

４．事務局から(辰巳)

以上



内
閣
府
は
今
春
「
仕
事
と

生
活
の
調
和(

ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
バ
ラ
ン
ス)

」
の
「
実
現
度

指
数
」
を
発
表
し
た
。
こ
の

指
数
は
、
昨
年
末
に
政
府
が

と
り
ま
と
め
た
「
仕
事
と
生

活
の
調
和
推
進
の
た
め
の
行

動
指
針
」
（
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー

61

号
参
照
）
に
記
さ
れ
た

「
仕
事
と
生
活
の
調
和
の
実

現
度
指
数
」
を
実
際
に
数
値

化
し
た
も
の
で
、
内
閣
府
男

女
共
同
参
画
会
議
「
仕
事
と

生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
バ
ラ
ン
ス
）
に
関
す
る

専
門
調
査
会
」
が
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は

「
社
会
全
体
で
み
た
仕
事
と

生
活
の
調
和
の
実
現
度
を
数

量
的
に
測
り
、
評
価
・
分
析

す
る
こ
と
に
よ
り
、
仕
事
と

生
活
の
調
和
実
現
の
阻
害
要

因
や
、
取
り
組
む
べ
き
政
策

及
び
政
策
の
優
先
度
の
把
握
」

と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
指
標
は
こ
れ
ま
で
政

府
、
各
省
が
調
査
・
発
表
し

た
数
値
（
例
え
ば
・
総
務
省

「
労
働
力
」
調
査
、
内
閣
府

「
男
女
共
同
参
画
社
会
に
関

す
る
世
論
調
査
」
）
を
も
と

に
評
価
を
行
っ
た
も
の
で
、

新
た
に
調
査
を
行
っ
た
の
で

は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ

ぞ
れ
の
デ
ー
タ
に
タ
イ
ム
ラ

グ
が
あ
り
、
現
在
の
状
況
を

オ
ン
タ
イ
ム
で
評
価
し
た
も

の
で
は
な
い
。
分
析
期
間
は

九
七
年
か
ら
〇
六
年
度
ま
で

で
あ
る
。

こ
の
実
現
度
指
数
は
、
仕

事
、
仕
事
以
外
の
家
庭
生
活

や
社
会
活
動
、
趣
味
や
娯
楽

な
ど
の
分
野
、
健
康
や
休
養

分
野
な
ど
、
生
活
に
関
わ
る

幅
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
お

り
、
個
人
、
個
人
が
活
動

す
る
社
会
基
盤
な
ど
の
整

備
状
況
な
ど
に
つ
い
て
も

指
標
化
し
て
い
る
。
ま
た

労
働
者
の
み
成
ら
ず
、
高

齢
者
、
無
業
者
を
含
め
た

多
様
な
階
層
を
対
象
と
し

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
総

花
的
で
、
「
仕
事
と
生
活
」

よ
り
「
生
活
」
に
偏
っ
た

印
象
を
う
け
る
。
さ
ら
に

こ
の
指
標
は
個
人
の
暮
ら

し
を
中
心
に
し
た
「
個
人

の
実
現
度
指
標
」
と
、
そ
れ

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
官
民
の
取

り
組
み
状
況
を
み
る
「
環
境

整
備
指
標
」
の
二
つ
に
分
類

さ
れ
る
。
〇
二
年
を
基
準
年

度
（
百
ポ
イ
ン
ト
）
と
し
て
、

そ
れ
を
〇
六
年
度
の
時
点
で

上
回
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を

示
し
て
い
る
。
先
述
し
た
よ

う
に
既
存
の
調
査
を
用
い
て

い
る
た
め
、
発
表
の
時
点
で

す
で
に
二
年
と
い
う
タ
イ
ム

ラ
グ
が
あ
る
。

個
人
の
実
現
度
指
標
は
さ

ら
に
「
仕
事
・
生
き
方
」

「
家
庭
生
活
」
「
地
域
・
社

会
活
動
」
「
学
習
や
趣
味
娯

楽
」
「
健
康
休
養
」
に
分
か

れ
て
い
る
。
九
六
年
〇
六
年

を
比
較
す
る
と
「
家
庭
生
活
」

に
関
す
る
指
数
、
そ
の
中
で

も
「
男
女
の
家
事
・
育
児
の

関
わ
り
方
」

が
上
昇
し
て

い

る

が

、

「
家
族
と
過

ご
す
時
間
」

は
横
ば

い

状
態
で

あ

る
。次

に
「
仕

事
・
働

き

方
」
の
項
目

は
二
〇

〇

〇
年
度

ま

で
は
緩
や
か
な
上
昇
だ
っ
た

が
、
〇
一
年
か
ら
は
さ
ら
に

ア
ッ
プ
し
て
い
る
。
こ
の
項

目
は
「
柔
軟
な
働
き
方
」

（
働
く
時
間
・
場
所
の
選
択

可
能
性
、
待
遇
面
で
の
公
平

性
）
、
「
働
く
人
の
多
様
性
」

(

女
性
や
高
齢
者
の
就
業
可
能

性)

、
「
過
重
な
負
担
の
な
い

働
き
方
」
（
仕
事
の
収
束
時

間
、
収
入
面
の
自
立
可
能
性
）

に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
「
働
く
人
の
多
様
性
」

は
「
柔
軟
な
働
き
方
」
は
二

〇
〇
〇
年
以
降
の
押
し
上
げ

要
因
と
な
っ
て
い
る
。
特
に

「
柔
軟
な
働
き
方
」
は
九
七

年
か
ら
の
乖
離
幅
が
大
き
い
。

そ
の
一
方
「
出
産
・
育
児
に

影
響
の
な
い
就
業
」
「
仕
事

の
収
束
時
間
」
「
収
入
面
の

自
立
性
」
は
ほ
と
ん
ど
変
化

な
く
、
「
柔
軟
」
と
い
う
言

葉
の
み
が
一
人
歩
き
し
て
い

る
印
象
を
う
け
る
。
む
し
ろ

「
不
安
定
な
働
き
方
」
と
い

う
言
葉
が
適
当
だ
ろ
う
。

ま
た
、
全
体
的
な
指
数
が

低
下
し
て
い
る
の
は
「
地
域
・

社
会
活
動
」
の
分
野
で
あ
る
。

〇
一
年
ま
で
は
上
昇
し
、
〇

六
年
か
ら
は
95
・
7
ポ
イ
ン

ト
に
低
下
し
て
い
る
。
ま
た

「
健
康
・
休
養
」
、
「
学
習
や

趣
味
娯
楽
」
も
低
下
し
て
い

る
。
「
健
康
、
休
養
」
分
野
で

は
、
「
休
養
の
た
め
の
時
間
」

が
上
昇
し
て
い
る
の
に
比
べ
、

「
心
身
の
健
康
の
保
持
」
は

低
下
し
て
い
る
。
休
む
時
間

が
増
え
て
も
健
康
が
保
て
な

い
と
い
う
の
は
、
身
体
的
な

疲
労
よ
り
精
神
的
な
疲
労
が

大
き
く
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

環
境
整
備
指
標
は
「
就
労

に
よ
る
経
済
的
自
立
が
可
能

な
社
会
」
「
働
き
な
が
ら
様
々

な
活
動
を
行
う
機
会
」
「
健

康
維
持
を
す
る
た
め
の
機
会
」

「
働
き
方
・
生
き
方
を
選
べ

る
機
会
」
「
地
域
で
の
支
援

サ
ー
ビ
ス
等
を
得
ら
れ
る
機

会
」
の
指
数
か
ら
評
価
し
て

い
る
。
こ
の
指
標
は
〇
二
年

ま
で
横
ば
い
だ
が
、
そ
の
年

か
ら
上
昇
し
、
〇
六
年
ま
で

に
４
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い

る
。
こ
の
実
現
度
指
数
で
は
、

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

実
現
の
た
め
の
環
境
整
備
が

飛
躍
的
に
整
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
が
、
お
そ
ら
く
多
く

の
人
が
そ
の
こ
と
を
実
感
で

き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

こ
で
、
ど
の
よ
う
な
資
料
か

ら
こ
の
指
標
を
導
き
出
し
て

い
る
の
か
を
み
る
と
「
経
済

的
自
立
が
可
能
な
社
会
」
で

は
、
公
共
職
業
紹
介
所
求
職

者
の
就
職
率
、
離
職
就
職
者

訓
練
終
了
後
の
就
職
率
の
僅

か
二
つ
の
み
で
あ
る
。
「
自

立
可
能
」
と
言
い
な
が
ら
、

最
低
賃
金
や
物
価
の
こ
と
は

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た

雇
用
の
期
間
や
形
態
も
考
慮

さ
れ
て
お
ら
ず
、
環
境
が
整
っ

て
き
た
と
い
う
に
は
デ
ー
タ

種
類
が
少
な
い
。
同
じ
よ
う

な
こ
と
は
他
の
指
標
に
つ
い

て
も
あ
り
、
僅
か
な
デ
ー
タ

で
大
き
な
変
化
を
述
べ
よ
う

と
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
バ
ラ
ン
ス
憲
章
」
が
ま
と

め
ら
れ
る
以
前
の
デ
ー
タ
に

よ
っ
て
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ

バ
ラ
ン
ス
社
会
が
実
現
し
つ

つ
あ
る
と
い
う
の
は
牽
強
付

会
に
も
思
え
る
。
そ
の
よ
う

な
社
会
が
す
で
に
実
現
し
て

い
た
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
憲
章

を
作
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
〇
二
年
が
基
準
（
百

ポ
イ
ン
ト
）
と
な
っ
た
根
拠

も
わ
か
ら
な
い
。

報
告
書
を
読
む
と
い
か
に

も
余
暇
環
境
が
整
備
さ
れ
つ

つ
あ
る
印
象
を
受
け
る
が
、

ど
の
よ
う
な
調
査
が
根
拠
に

な
っ
て
い
る
か
、
注
意
し
て

読
む
必
要
が
あ
る
。
〔
山
田
〕
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ワーク・ライフバランス
実現度指数を

検証する

以下の方が入会されました。

太田雅夫 天理大学体育学部

笹生心太 一橋大学大学院（博士課程）

歌川光一 東京大学大学院（修士課程）



十
月
一
九
日
大
阪
の
寺
町
の

一
角
に
あ
る
應
典
院
に
お
い
て

大
阪
府
余
暇
開
発
士
・
相
談
員

会
主
管
、
日
本
余
暇
学
会
関
西

支
部
（
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
）
後
援

で
講
演
会
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

開
催
さ
れ
た
。
應
典
院
は
、

「
学
び
、
癒
し
、
楽
し
み
」
を

テ
ー
マ
に
し
た
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
で
あ
り
市
民
活
動
の
支
援

を
行
う
劇
場
型
の
新
し
い
お
寺

で
あ
る
。
近
代
的
な
美
術
館
か

ア
ト
リ
エ
か
と
錯
覚
す
る
よ
う

な
鉄
と
ガ
ラ
ス
と
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
で
き
た
こ
の
会
場
で
、

「
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
～
さ

さ
や
か
な
楽
し
み
・
喜
び
を
つ

く
る
」
と
題
し
て
住
職
の
秋
田

氏
の
講
演
が
あ
り
、
地
域
で
地

道
に
活
動
す
る
事
例
（
朗
読
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
、
N
P
O
竹
の
内

街
道
歩
き
隊
、
福
祉
領
域
の
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
の
発
表
が

な
さ
れ
た
。
秋
の
好
天
、
そ
れ

ぞ
れ
の
生
き
方
を
考
え
る
充
実

し
た
時
間
で
あ
っ
た
。

〔
山
本
〕

本
書
は
こ
の
十
年
ほ
ど
、
日

本
余
暇
学
会
が
行
っ
て
き
た
研

究
発
表
や
学
習
会
を
土
台
に
、

こ
れ
ま
で
著
者
が
執
筆
し
て
き

た
原
稿
に
書
下
ろ
し
を
加
え
て
、

一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

序
章
「
余
暇
の
定
義
」
が
書
下

ろ
し
で
あ
り
、
他
の
章
が
再
録
・

加
筆
で
あ
る
事
か
ら
、
著
者
自

身
の
「
余
暇
」
の
定
義
も
大
き

く
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
察
さ
れ
る
。
第
一
章
「
余
暇

と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
で
は
、

歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
「
余
暇

思
想
」
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
人
々

に
広
が
っ
て
い
っ
た
か
を
鳥
瞰

で
き
る
。
特
に
国
家
と
余
暇

の
問
題
、
身
体
や
時
間
の
国

家
管
理
に
関
す
る
記
述
が
わ

か
り
や
す
い
。
著
者
は
管
理

さ
れ
る
時
間
、
余
暇
、
身
体

の
問
題
を
ひ
も
解
く
。
だ
が
、

今
日
の
市
場
原
理
が
政
治
や

国
境
を
越
え
て
い
る
現
状
を

み
る
と
、
現
状
は
さ
ら
に
深

刻
と
考
え
る
。
も
は
や
国
家
す

ら
管
理
で
き
な
い
、
市
場
に
よ

る
時
間
や
身
体
の
管
理
の
時
代

で
あ
る
。
著
者
の
主
張
す
る
ワ
ー

ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
や
法
的
規
制

で
、
こ
の
問
題
が
解
決
す
る
と

は
思
え
な
か
っ
た
。
確
か
に

「
社
交
的
人
間
」
を
目
指
す
こ

と
か
大
事
だ
が
、
そ
れ
を
ど
う

実
現
す
る
か
、
も
う
少
し
著
者

の
意
見
を
聞
き
た
か
っ
た
。
国

家
の
力
が
弱
ま
り
、
市
場
原
理

が
一
人
歩
き
し
て
い
る
今
日
、

余
暇
は
ま
さ
に
「
死
語
」
と
な

り
つ
つ
あ
る
。
余
暇
学
の
先
達

の
「
渾
身
」
と
も
い
え
る
一
冊
、

そ
れ
を
ぜ
ひ
読
み
た
い
。

評
者
が
な
に
よ
り
も
、
著
者

の
生
き
様
を
感
じ
、
学
ぶ
こ
と

が
多
か
っ
た
の
は
第
二
章
、

「
福
祉
社
会
の
諸
問
題
」
で
あ

る
。
こ
の
章
は
論
理
と
実
践
報

告
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
、
た
い
へ

ん
読
み
応
え
が
あ
っ
た
。
福
祉

に
関
す
る
劣
等
処
遇
原
則
を
推

進
し
て
い
る
の
は
多
く
の
一
般

人
で
あ
る
と
い
う
著
者
の
指
摘

は
耳
が
痛
い
。
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
や
ス
ポ
ー
ツ
メ
デ
ィ
ア
と
ノ
ー

マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
問
題
を
同

じ
土
俵
で
語
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
さ
す
が
「
体
育
科
学
」

の
博
士
で
あ
る
。
ま
た
、
子
ど

も
の
余
暇
の
問
題
を
高
齢
者
の

余
暇
問
題
と
結
び
付
け
て
、
同

一
線
上
で
語
れ
る
の
は
、
幼
稚

園
を
実
際
に
運
営
し
て
き
た
著

者
の
幅
広
い
経
験
に
よ
る
も
の

だ
ろ
う
。
本
章
は
ま
さ
に
「
目

か
ら
鱗
」
の
連
続
で
あ
る
。

評
者
は
こ
の
章
だ
け
で
、
こ

の
本
が
十
分
に
価
値
あ
る
一
冊

だ
と
考
え
た
。

最
終
章
で
は
余
暇
研
究
の
視

点
を
織
り
込
み
、
た
と
え
ば
学

部
生
の
卒
業
論
文
執
筆
に
も
役

立
つ
。
ま
た
著
者
な
り
の
余
暇

思
想
家
評
が
興
味
深
い
。
そ
し

て
そ
れ
に
見
合
う
文
献
紹
介
も

な
さ
れ
、
研
究
者
に
も
実
践
家

に
も
見
合
う
内
容
で
あ
る
。

次
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
余
暇

学
を
描
く
、
著
者
の
「
多
事
争

論
」
に
期
待
。

〔
評
・
山
田
〕

海
の
向
こ
う
の
大
統
領
選
挙

が
、
連
日
の
よ
う
に
、
日
本
の

メ
デ
ィ
ア
を
占
拠
し
た
。
彼
国

の
大
統
領
選
挙
は
多
く
の
国
民

に
と
っ
て
余
暇
活
動
の
ひ
と
つ

で
あ
り
、
娯
楽
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
報
道
か
ら
わ
か
っ
た
。

こ
ち
ら
の
国
で
は
政
治
と
余
暇

は
ま
っ
た
く
逆
の
ベ
ク
ト
ル
を

持
つ
よ
う
に
思
え
る
。
選
挙
も

楽
し
ん
で
し
ま
う
遊
び
の
達
人

が
増
え
る
と
、
政
治
も
活
性
化

す
る
だ
ろ
う
か
。(

山
〕
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へ
ん
し
ゅ
う
の
あ
と

近
畿
ブ
ロ
ッ
ク

活
動
報
告

書
評

『
余
暇
の
論
理
』

薗
田
碩
哉

叢
文
社

二
〇
〇
八
・
八

観光庁の新設
10月1日、観光庁が設置された。03年に小泉内閣の下で「観光立国宣言」

がなされ、06年12月に観光立国推進基本法が成立（07年施行）、07年6月

「観光立国推進基本計画の閣議決定」がなされ、08年の国土交通省設置

法が改正されたことによる。これまで政府の観光に関する相談窓口は複

数あったが、これにより相談窓口が一元化された。この動きの背景には

「国際相互理解の増進」、「地域経済の活性化」という国際的、国内的

両面の目的がある。これまで日本では、観光は国家的課題というより、

旅行会社、レジャー会社が担うもので、政治より経済の問題と考えられ

てきた。観光庁は「国全体として、官民を挙げて観光立国の実現に取り

組む体制が必要」という認識のもと、観光を21世紀の日本における経済

社会の発展のために不可欠な国家的課題と位置づけている。観光庁は外

国人旅行者数を2010年までに1000万人（06年730万人）、日本人の海外旅

行者数を2000万人（1700万人）、国内旅行消費額30兆円（24兆円）、日

本人ひとりあたりの平均宿泊数4泊（2.77泊）、国際会議開催件数5割増

を、具体的目標として掲げている。昨年、『レジャー白書2007』は従来

のマスツーリズムに代わるニューツーリズムに関する分析を行い、旅の

需要は90年代以降、大きく変化していることを指摘した。観光庁の政策

立案が従来型の観光振興策でなく、ニューツーリズムを意識した振興策

でなければならない。また観光立国を実現するために、官民の協力が重

要である。官民の協力とは、国民の働き過ぎを是正し、休暇の取りやす

い社会作りも含んだものであるべきだ。年次有給休暇取得率50%以下の現

況では、なによりも「休暇問題」が観光振興のネックになる。観光庁に

は、労働問題担当省庁との連携を強化した政策立案を望みたい。〔山田〕


