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１
、
広
が
る「
違
法
民
泊
」～
違
法
・
脱
法
行
為
は
、

　

厳
し
く
指
導
し
取
り
締
ま
る
べ
き

　
住
宅
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
居
室
を
有
償
で
繰
り

返
し
提
供
し
て
「
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
」
を
お
こ
な

う
、
い
わ
ゆ
る
「
民
泊
」
が
、
京
都
を
は
じ
め

全
国
の
観
光
地
、
大
都
市
で
急
増
し
て
い
ま

す
。
京
都
で
も
、
住
宅
地
に
東
京
や
中
国
の
オ

ー
ナ
ー
が
経
営
す
る
「
民
泊
」
が
突
然
出
現

し
、
周
辺
住
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
る
な

ど
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

①　

そ
の
大
半
は
、
無
許
可
の
「
違
法
民

泊
」
で
す
。
簡
易
宿
所
な
ど
の
許
可
を
得

た
も
の
で
も
近
隣
住
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が

続
出
し
、
そ
の
取
り
締
ま
り
、
あ
る
い
は

規
制
と
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

②　

こ
う
し
た
中
、
今
国
会
に
旅
館
業
法
の

一
部
改
正
及
び
「
住
宅
宿
泊
事
業
法
」（
い

わ
ゆ
る
民
泊
新
法
）
が
提
案
さ
れ
、
一
昨

日
、
成
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ほ
ん
ら

い
旅
館
業
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
「
住

宅
で
の
宿
泊
業
」（
い
わ
ゆ
る
「
民
泊
」）

を
解
禁
す
る
規
制
緩
和
策
で
す
が
、
ま
ん

延
す
る
「
違
法
民
泊
」
を
、「
届
出
」
だ

け
で
「
合
法
・
適
法
」
と
す
る
も
の
で
、

今
後
、
歴
史
都
市
・
京
都
の
住
環
境
と
ま

ち
づ
く
り
、
京
都
観
光
発
展
へ
の
大
き
な

障
害
と
な
る
も
の
で
す
。

　

③　

日
本
共
産
党
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
京
都

で
の
「
民
泊
」
問
題
が
顕
在
化
し
て
以

降
、
国
会
、
府
会
、
京
都
市
会
の
各
議
員

が
、
地
域
住
民
の
み
な
さ
ん
、
自
治
連
合

会
や
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
、
旅
館
関
係

者
の
み
な
さ
ん
と
の
懇
談
を
繰
り
返
し
て

き
ま
し
た
。�

　

ま
た
、
党
京
都
市
会
議
員
団
発
行
の

「
民
泊
対
応
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
を
広
く
お

届
け
し
、
進
出
す
る
「
民
泊
」
業
者
に
対

し
、
旅
館
業
法
に
基
づ
く
簡
易
宿
所
の
許

可
取
得
や
地
域
と
の
「
協
定
書
」
づ
く
り

な
ど
「
違
法
民
泊
」
へ
の
指
導
を
求
め
、

住
民
の
み
な
さ
ん
と
力
を
あ
わ
せ
、
問
題

解
決
に
力
を
尽
く
し
て
き
ま
し
た
。

　

昨
年
10
～
12
月
、
厚
生
労
働
省
は
「
民
泊
に

関
す
る
全
国
調
査
」
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
調

査
で
は
実
に
注
目
す
べ
き
結
果
が
明
ら
か
と
な

り
ま
し
た
。
調
査
件
数
１
万
５
１
２
７
件
の
う

ち
、
半
数
以
上
の
７
９
９
８
件
（
52
・
９
％
）

が
「
所
在
地
を
特
定
で
き
ず
」、
特
定
で
き
た

も
の
の
う
ち
「
営
業
許
可
を
受
け
て
い
る
」
の

は
２
５
０
５
件
（
16
・
５
％
）、
残
り
４
６
２

４
件
（
30
・
６
％
）
は
「
無
許
可
営
業
」
だ
っ

た
の
で
す
。

　

と
く
に
注
目
す
べ
き
大
き
な
問
題
は
、
厚
労

省
「
報
告
書
」
自
体
が
、「
違
法
民
泊
」
の
物

件
は
所
在
さ
え
は
っ
き
り
と
は
掌
握
で
き
な
い

（「
物
件
の
特
定
す
ら
非
常
に
困
難
で
あ
っ

た
」）
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
空
き
ア
パ

ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
き
部
屋
が
次
々
と

「
違
法
民
泊
」
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と

（「
無
許
可
物
件
の
半
数
以
上
（
54
・
２
％
）

が
共
同
住
宅
」）、
さ
ら
に
「
大
都
市
圏
に
お
い

て
は
、
営
業
許
可
を
取
得
し
て
い
る
物
件
の
割

合
」
は
た
っ
た
の
「
１
・
８
％
で
あ
る
」
と
指

摘
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

大
都
市
中
心
市
、
い
わ
ゆ
る
東
京
都
特
別
区

や
京
都
市
な
ど
の
政
令
指
定
都
市
で
は
、
許
可

を
受
け
た
物
件
は
１
・
８
％
（
昨
年
の
「
京
都

市
民
泊
施
設
実
態
調
査
」
で
は
、
許
可
を
受
け

　
　

い
ま
、「
民
泊
新
法
」
に
よ
る
「
違
法
の

合
法
・
適
法
化
」
と
い
う
新
た
な
局
面
に
立

っ
て
、
こ
の
規
制
緩
和
を
く
い
止
め
、
必
要

な
規
制
と
対
策
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
日
本
共
産
党
の
「
民

泊
」
問
題
に
対
す
る
「
見
解
と
呼
び
か
け
」

（
案
）を
お
示
し
す
る
と
と
も
に
、
住
民
の
生
活

環
境
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
京
都
の
よ
さ
を
守
る

た
め
に
引
き
続
き
全
力
を
尽
く
す
も
の
で
す
。

①
旅
館
業
法
上
の「
許
可
」を
取
っ
た

の
は
、わ
ず
か「
１
・
８
％
」

�

（
全
国
調
査
）

３．住民の暮らしと京都のまちを守るために～日本共産党の「緊急提案」

目　次 【
民
泊
問
題
の
見
解
と
呼
び
か
け
】（
案
）

２
０
１
７
年
６
月
11
日　
　

日
本
共
産
党
京
都
府
委
員
会　

日
本
共
産
党
京
都
府
会
議
員
団

日
本
共
産
党
京
都
市
会
議
員
団

～「
違
法
民
泊
」を「
合
法
」と
し
広
げ
る
民
泊
新
法
～

安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
京
都
の
ま
ち
づ
く
り
へ
、力
を
あ
わ
せ
ま
し
ょ
う

１．広がる「違法民泊」～違法・脱法行為は、厳しく指導し取り締まるべき
①旅館業法上の「許可」を取ったのは、わずか「１．８％」（全国調査）
②自然環境、職住近接で育まれた京のまち ～「まちに住民が住めなくなる」
③法を守り、地域に根ざす業者も ～ 新法であえて「違法」を広げる必要はない
④安倍政権の「成長戦略」の一環 ～ 観光の持続的発展にも逆行

２．日本共産党の国会質問で何が明らかになったか
①質問をうけ、国が地方自治体に「旅館業法の遵守」を通知
②「旅館業法の基本哲学を実現していく」（塩崎厚生労働大臣が答弁）
③世界の流れは、「都市部への民泊進出」を抑制
④「違法民泊」の横行は、「観光の発展にも逆行」

「住宅宿泊事業法」（民泊新法）の何が問題か



（２）

た
の
は
７
％
と
の
結
果
が
出
て
い
る
）、
そ
の

他
に
所
在
地
も
分
か
ら
な
い
「
違
法
民
泊
」
が

ま
さ
に
急
増
し
て
い
る
の
で
す
。

②
自
然
景
観
、職
住
近
接
で
育
ま
れ

た
京
の
ま
ち

　
―「
ま
ち
に
住
民
が
住
め
な
く
な
る
」

　

京
都
の
ま
ち
は
高
さ
規
制
を
軸
に
し
た
「
新

景
観
政
策
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
低
層
住

宅
を
中
心
と
し
た
自
然
環
境
を
い
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
、
職
住
近
接
の
住
環
境
を
永
年
に
わ
た

っ
て
育
ん
で
き
ま
し
た
。「
観
光
民
泊
無
法
地

帯
京
都
」
と
ま
で
酷
評
さ
れ
る
現
在
の
「
違
法

民
泊
」
の
急
増
は
、
こ
う
し
た
京
都
の
住
環
境

と
ま
ち
づ
く
り
に
た
い
へ
ん
深
刻
な
影
響
を
与

え
、
い
ま
「
京
都
が
京
都
で
な
く
な
る
」
と
い

う
事
態
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
清
水
寺
や
高
台
寺
、
八
坂
の
塔
、

建
仁
寺
の
門
前
町
を
か
か
え
、
京
都
な
ら
で
は

の
自
然
景
観
と
一
体
に
ま
ち
を
形
成
し
て
き
た

京
都
市
東
山
区
で
は
、
旅
館
業
法
に
も
と
づ
き

京
都
市
に
届
け
ら
れ
た
「
簡
易
宿
所
」
が
急
増

し
、
昨
年
だ
け
で
１
４
９
件
、
今
年
１
～
３
月

だ
け
で
42
件
、
合
計
４
３
３
件
も
登
録
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
深
刻
な
の
は
、
こ
れ
以
外
に
無
数

の
無
届
け
「
違
法
民
泊
」、
こ
れ
か
ら
「
民

泊
」
に
転
じ
る
だ
ろ
う
空
き
部
屋
や
駐
車
場
な

ど
「
管
理
物
件
」
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
こ

と
で
す
。

　

私
た
ち
の
調
査
で
は
、
地
域
住
民
か
ら
「
狭

隘
道
路
に
面
し
た
路
地
ま
る
ご
と
民
泊
に
な
る

勢
い
」「
こ
の
行
き
止
ま
り
の
路
地
は
７
軒
中

４
軒
が
民
泊
」「
薄
い
壁
一
枚
の
長
屋
の
両
隣

が
民
泊
に
。
う
る
さ
く
て
寝
ら
れ
な
い
」
な
ど

の
実
態
が
出
さ
れ
ま
し
た
。「
民
泊
」
の
急
増

で
、
ま
ち
の
あ
り
様
が
急
速
に
変
わ
り
つ
つ
あ

る
の
で
す
。
住
民
が
知
ら
な
い
間
に
と
な
り
近

所
が
「
民
泊
」
に
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
町
内
会
が
成
り

立
た
な
く
な
る
、
い
わ
ば
住
民
が
そ
こ
に
「
住

め
な
く
な
る
」
事
態
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
東
山
区
の
六
原
自
治
連
合
会

は
、「
六
原
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
」
を
立
ち
上

げ
、「
住
ん
で
よ
か
っ
た
ま
ち
、
住
み
続
け
ら

れ
る
ま
ち
づ
く
り
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
取
り
組

み
を
進
め
て
お
ら
れ
ま
す
が
、「
民
泊
」
の
横

行
と
と
も
に
レ
ン
タ
ル
着
物
店
や
ア
イ
ス
ク
リ

ー
ム
（
ジ
ェ
ラ
ー
ト
）
屋
な
ど
が
通
り
に
並

び
、
た
く
さ
ん
の
外
国
人
と
レ
ン
タ
ル
自
転
車

が
路
地
に
あ
ふ
れ
、「
住
民
が
ど
ん
ど
ん
住
み

に
く
く
な
っ
て
い
る
」
と
嘆
い
て
お
ら
れ
ま

す
。
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
と
の
懇
談
で
は
、

「
住
民
が
生
活
す
る
と
い
う
観
点
、
ま
ち
づ
く

り
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
六
原
の
民
泊
は
と
っ

く
に
限
界
点
、
飽
和
状
態
を
超
え
て
い
る
」
と

訴
え
ら
れ
ま
し
た
。

③
法
を
守
り
、地
域
に
根
ざ
す
業
者
も

　
―
新
法
で
あ
え
て「
違
法
」を
広
げ
る

　
　

必
要
は
な
い

　

一
方
、
京
都
で
も
旅
館
業
法
を
守
り
、
き
ち

ん
と
許
可
を
得
て
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
型
な
ど
の
宿

泊
施
設
を
営
業
す
る
方
々
も
お
ら
れ
ま
す
。
例

え
ば
、
築
１
０
０
年
の
京
町
家
を
改
修
さ
れ
て

「
簡
易
宿
所
」
と
し
て
営
業
さ
れ
て
お
ら
れ
る

方
は
、「
伝
統
工
芸
の
体
験
＋
宿
泊
営
業
」
に

よ
っ
て
工
場
と
「
離
れ
」、「
母
屋
」
を
維
持
さ

れ
、「
ゲ
ス
ト
を
迎
え
る
こ
と
で
、
家
が
掃
除

さ
れ
、
人
と
交
流
で
き
、
高
齢
者
が
元
気
に
な

れ
る
」「
京
町
家
で
の
宿
所
営
業
は
、
家
を
守

る
、
ま
ち
を
守
る
、
京
都
を
守
る
、
私
に
と
っ

て
た
い
へ
ん
重
要
な
取
り
組
み
だ
」
と
話
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
外
国
人

と
も
き
ち
ん
と
面
談
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
と
ら
れ
て
お
り
、「
日
本
の
ル
ー
ル

や
マ
ナ
ー
を
話
せ
ば
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
守
っ

て
も
ら
え
る
」「
マ
ナ
ー
が
悪
い
の
は
、
日
本

人
も
外
国
人
も
関
係
な
い
」「
き
ち
ん
と
対
応

す
れ
ば
地
域
経
済
に
も
貢
献
で
き
る
」
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
行
法
の
範
囲
内
で
、
ル
ー

ル
を
ま
も
っ
て
努
力
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
が
実

際
に
存
在
し
ま
す
。
ま
た
、
先
の
「
六
原
ま
ち

づ
く
り
委
員
会
」
で
は
、「
違
法
民
泊
」
の
オ

ー
ナ
ー
ら
と
話
し
合
い
、「
最
低
限
、
旅
館
業

法
の
簡
易
宿
所
の
許
可
を
と
る
こ
と
」「
地
域

行
事
に
参
加
す
る
こ
と
」
を
求
め
て
お
り
、
半

数
程
度
の
業
者
が
こ
れ
に
応
じ
て
い
る
そ
う
で

す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
行
法
の
範
囲
で
十
分
に
対

応
可
能
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
住
民

そ
っ
ち
の
け
で
、
利
益
の
み
を
追
求
す
る
ル
ー

ル
無
視
の
「
違
法
民
泊
」
を
、「
届
出
」
だ
け

で
「
合
法
」
と
認
め
て
や
る
民
泊
新
法
な
ど
必

要
な
い
と
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

い
ま
求
め
ら
れ
る
の
は
、
地
域
住
民
の
こ
う

し
た
努
力
に
国
と
地
方
自
治
体
が
し
っ
か
り
と

学
び
、
違
法
は
違
法
と
し
て
し
っ
か
り
と
指
導

し
、
地
域
住
民
、
自
治
体
、
警
察
、
消
防
が
密

接
に
連
携
を
と
り
あ
っ
て
、
違
法
業
者
を
取
り

締
ま
る
態
勢
を
急
速
に
確
立
す
る
こ
と
で
す
。

④
安
倍
政
権
の「
成
長
戦
略
」の
一
環

―
観
光
の
持
続
的
発
展
に
も
逆
行

　

今
国
会
に
提
案
さ
れ
て
い
る
「
住
宅
宿
泊
事

業
法
（
民
泊
新
法
）」
も
ふ
く
め
、
観
光
の

「
受
け
皿
」
整
備
を
進
め
る
と
い
う
方
針
は
、

２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
に
向
け
て
４
０
０
０
万
人
、
２
０
３
０

年
に
６
０
０
０
万
人
の
訪
日
外
国
人
観
光
客
数

を
目
標
と
す
る
安
倍
政
権
の
観
光
戦
略
、
い
わ

ゆ
る
「
成
長
戦
略
」
の
一
環
で
す
。

　

し
か
し
、
観
光
と
い
う
営
み
は
、
人
間
に
と

っ
て
非
常
に
大
切
な
営
み
で
す
。
こ
う
し
た
点

で
、
観
光
の
出
発
点
で
も
あ
る
地
域
の
す
ぐ
れ

た
景
観
や
文
化
財
を
損
な
わ
な
い
観
点
が
重
要

で
す
。
交
通
問
題
も
含
め
、
あ
る
程
度
の
時
間

を
か
け
て
「
受
け
入
れ
る
側
」
の
秩
序
・
シ
ス

テ
ム
を
整
備
し
な
い
ま
ま
「
観
光
バ
ブ
ル
」
を

呼
び
込
む
安
倍
政
権
の
政
策
は
、「
民
泊
」
の

急
増
な
ど
、
結
局
、
地
域
の
人
々
が
観
光
客
を

「
迷
惑
だ
」
と
感
じ
る
不
幸
な
状
況
を
作
り
出

し
て
し
ま
い
、
観
光
の
持
続
的
な
発
展
に
も
逆

行
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
観
光
入
込

客
の
数
字
だ
け
を
追
い
か
け
る
「
戦
略
」
は
誤

り
で
す
。
実
際
、
世
界
の
大
き
な
流
れ
は
都
市

部
や
観
光
地
へ
の
「
民
泊
」
や
宿
泊
施
設
の
抑

制
、
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民

が
「
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め

る
方
向
で
す
。

　

成
立
し
た
民
泊
新
法
は
、
昨
年
４
月
に
一
部

規
制
緩
和
さ
れ
た
「
簡
易
宿
所
」
の
許
可
さ
え

も
受
け
ず
に
営
業
す
る
「
違
法
民
泊
」
を
、
新

た
な
ル
ー
ル
を
作
っ
て
ま
で
「
合
法
化
」
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、「
民
泊
」
営
業
を
従
来
規

制
さ
れ
て
き
た
「
住
居
専
用
地
域
」
を
含
む
ど

こ
の
地
域
で
も
、
行
政
へ
の
「
届
出
」
だ
け
で

可
能
と
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
京
都
市
は
、「
観
光
イ
ン
バ
ウ
ン

ド
の
吸
収
」
と
い
う
戦
略
を
掲
げ
、
小
学
校
跡

地
を
不
動
産
業
者
に
低
利
で
貸
し
出
す
な
ど
、

安
倍
政
権
の
す
す
め
る
「
成
長
戦
略
」
の
お
先

棒
を
担
い
で
京
都
の
「
ま
ち
壊
し
」
を
す
す
め

て
き
た
だ
け
に
、
こ
の
問
題
に
ど
う
対
応
す
る

の
か
が
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

①
質
問
を
う
け
、国
が
地
方
自
治
体
に

「
旅
館
業
法
の
遵
守
」を
通
知

　

こ
く
た
議
員
は
、「
民
泊
施
設
実
態
調
査
」

で
京
都
市
が
調
査
し
た
２
７
０
２
件
の
う
ち
、

旅
館
業
法
上
の
許
可
を
受
け
て
い
る
「
民
泊
」

は
た
っ
た
７
％
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、「
違
法
民
泊
」
が
住
環
境
を
壊
す
だ
け
で

な
く
、
ま
ち
づ
く
り
の
大
問
題
だ
と
し
て
、
規

制
強
化
で
厳
し
く
取
り
締
ま
る
べ
き
だ
と
追
及

し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
塩
崎
厚
労
大
臣

は
、
各
地
に
広
が
る
「
民
泊
」
の
多
く
は
、

「
違
法
だ
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
、「
違
法
民

泊
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
の
強
化
を
行
う
」
と

答
弁
し
、
石
井
国
交
大
臣
も
「（
違
法
だ
と
い

う
）
厚
生
労
働
大
臣
の
お
答
え
の
通
り
」
と
答

弁
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
く
た
質
問
を
受
け
、
３
月
17
日
、

厚
労
省
、
国
交
省
、
消
防
庁
が
地
方
自
治
体
に

対
し
、「
旅
館
業
法
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
法

令
の
遵
守
の
徹
底
」
を
内
容
と
す
る
、「
通

知
」
文
書
を
出
し
ま
し
た
。

②「
旅
館
業
法
の
基
本
哲
学
を
実
現

し
て
い
く
」

�

（
塩
崎
厚
労
大
臣
が
答
弁
）

　

ま
た
、
こ
く
た
議
員
は
、
京
都
で
の
「
全
国

旅
館
ホ
テ
ル
生
活
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
」

　

日
本
共
産
党
の
こ
く
た
恵
二
衆
議
院
議
員

は
、
今
年
２
月
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
分
科

会
、
ま
た
５
月
の
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会
に

お
い
て
、
京
都
市
の
「
違
法
民
泊
」
の
実
態
を

取
り
上
げ
、
何
が
「
民
泊
」
問
題
の
本
質
な
の

か
、
民
泊
新
法
の
何
が
問
題
か
、
対
応
の
基
本

が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
浮
き
彫
り
に
し
ま
し

た
。
い
ま
、
こ
の
質
問
が
住
民
の
み
な
さ
ん
や

旅
館
・
ホ
テ
ル
業
を
規
則
に
そ
っ
て
営
む
み
な

さ
ん
か
ら
歓
迎
さ
れ
、
各
方
面
か
ら
大
き
な
反

響
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

２
、
日
本
共
産
党
の
国
会
質
問
で

　

何
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か

５月31日、国土交通委員会で質問する
こくた恵二衆議院議員　　　　　　　



（１）（３）

（
全
旅
連
）
と
の
懇
談
を
踏
ま
え
、
旅
館
・
ホ

テ
ル
業
者
は
「
た
と
え
１
日
で
あ
っ
て
も
、
お

客
の
命
と
財
産
を
預
か
る
の
が
宿
泊
サ
ー
ビ

ス
。
コ
ス
ト
が
か
か
っ
て
も
消
防
法
や
建
築
基

準
法
、
衛
生
の
規
制
や
環
境
整
備
等
の
旅
館
業

法
を
守
っ
て
営
業
し
て
い
る
」
と
の
発
言
を
紹

介
し
、「
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
は
、
観
光
客
（
ゲ
ス

ト
）、
旅
館
・
ホ
テ
ル
（
ホ
ス
ト
）、
近
隣
住
民

の
三
者
の
安
心
・
安
全
が
守
ら
れ
て
初
め
て
成

り
立
つ
。
安
心
・
安
全
を
保
障
す
る
旅
館
業
法

の
厳
し
い
基
準
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
指
摘
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
識
を
た

だ
し
ま
し
た
。

　

塩
崎
厚
労
大
臣
は
、「
全
旅
連
の
青
年
部
の

要
望
書
に
幾
つ
か
の
事
項
が
書
か
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
厚
労
省
と
し
て

は
、
ま
ず
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
立
ち
入
り

権
限
を
創
設
し
て
、
無
許
可
営
業
に
対
す
る
取

り
締
ま
り
を
強
化
す
る
、
そ
し
て
、
無
許
可
営

業
者
に
対
す
る
罰
金
の
上
限
額
を
引
き
上
げ

る
」「
ま
た
、
民
泊
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し

て
は
、
清
掃
等
の
衛
生
管
理
を
義
務
づ
け
、
公

衆
衛
生
の
確
保
を
図
る
と
い
う
も
と
も
と
の
旅

館
業
法
の
基
本
哲
学
を
実
現
し
て
い
く
、
そ
う

い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
含
め
た
措
置
を
講
じ

る
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。

　

も
と
も
と
、
住
居
専
用
地
域
を
含
め
、「
届

出
」
だ
け
で
「
民
泊
」
営
業
を
合
法
化
す
る
新

法
制
定
は
行
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ

の
上
で
、
厚
労
大
臣
が
「
無
許
可
営
業
に
対
す

る
取
り
締
ま
り
強
化
」
と
同
時
に
、
民
泊
新
法

に
「
旅
館
業
法
の
基
本
哲
学
を
実
現
し
て
い

く
」
と
ま
で
答
弁
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ

と
、
ま
た
、
政
府
が
民
泊
新
法
の
立
法
事
由
と

し
て
、
①
宿
泊
者
の
安
全
、
②
近
隣
住
民
と
の

ト
ラ
ブ
ル
解
消
、
③
仲
介
業
者
へ
の
規
制
等
を

あ
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
都
道
府
県

や
政
令
市
で
ど
う
い
う
条
例
を
制
定
さ
せ
る
の

か
な
ど
、
今
後
の
論
戦
と
運
動
の
「
土
台
」
と

な
る
も
の
で
す
。

③
世
界
の
流
れ
は
、「
都
市
部
へ
の
民

泊
進
出
」を
抑
制

　

い
ま
世
界
の
流
れ
は
、「
都
心
部
へ
の
民
泊

の
進
出
に
は
抑
制
的
」
で
す
。
例
え
ば
、
世
界

有
数
の
観
光
都
市
の
長
で
あ
る
バ
ル
セ
ロ
ナ
市

長
は
、「
私
た
ち
が
考
え
て
い
る
の
は
、
秩
序

が
必
要
だ
と
言
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
は
、

ま
さ
に
都
心
部
の
よ
う
に
、
い
ま
住
民
が
追
い

出
さ
れ
て
い
る
地
域
が
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。

そ
の
原
因
は
宿
泊
施
設
が
雨
後
の
竹
の
子
の
よ

う
に
増
大
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
逆
説
的
な
の

で
す
が
、
旅
行
者
の
た
め
の
居
室
が
、
住
民
の

住
居
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
問

題
は
も
う
そ
こ
に
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
て
、
そ
こ
を
離
れ
て
い
る
住
民
だ
け
で

な
く
、
旅
行
者
に
と
っ
て
も
問
題
で
す
」（
２

０
１
７
年
４
月
17
日
）
と
し
て
、
い
ま
都
市
部

の
宿
泊
施
設
を
規
制
し
、
郊
外
に
誘
導
す
る
政

策
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
法
律
で
「
民
泊
」
を

禁
止
・
抑
制
す
る
州
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
な
ど
６
州
と
な
っ
て
お
り
、
パ
リ

で
は
、
居
住
用
の
ア
パ
ー
ト
の
２
割
が
「
ホ
テ

ル
化
」
し
、
人
口
が
減
少
し
、
子
ど
も
の
減
少

の
な
か
学
校
の
統
廃
合
が
す
す
む
事
態
を
受

け
、
２
０
１
４
年
に
Ａ
ｉ
ｒ
ｂ
ｎ
ｂ
に
宿
泊
税

の
徴
収
・
納
税
を
義
務
づ
け
る
条
例
を
策
定
し

ま
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
市
は
「
無
届
・
営
利
目
的

で
繰
り
返
し
貸
し
出
す
こ
と
は
不
正
流
用
」
と

し
て
法
律
で
禁
止
し
、
バ
ン
ク
ー
バ
ー
州
は

「
ホ
テ
ル
事
業
者
以
外
の
者
が
自
宅
等
を
短
期

（
１
カ
月
未
満
）
で
貸
し
出
す
こ
と
」
を
法
律

で
禁
止
し
て
い
ま
す
。

④「
違
法
民
泊
」の
横
行
は
、「
観
光
の

発
展
に
も
逆
行
」と
ズ
バ
リ

　

さ
ら
に
、
こ
く
た
議
員
は
、
国
会
質
問
で

「
観
光
政
策
の
あ
り
方
」
に
触
れ
、「『
住
ん
で

よ
し
、
訪
れ
て
よ
し
』
の
観
光
理
念
を
定
め
た

観
光
立
国
推
進
基
本
法
は
『
観
光
は
将
来
に
わ

た
る
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現
』
と
い
う
目
的

を
定
め
て
い
る
。
観
光
政
策
審
議
会
答
申
も

『
地
域
住
民
の
生
活
の
質
を
高
め
る
』
の
が
観

光
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
違
法

民
泊
』
に
よ
っ
て
、
住
民
の
生
活
は
壊
さ
れ
、

自
分
た
ち
の
住
む
ま
ち
に
対
し
て
魅
力
や
誇
り

が
失
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
本
末
転
倒
で

は
な
い
か
」
と
す
る
ど
く
迫
り
ま
し
た
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、「
住
ん
で
よ
し
、
訪
れ

て
よ
し
」
の
京
都
を
実
現
す
る
に
は
、
何
よ
り

も
住
民
が
地
域
に
対
す
る
愛
着
や
誇
り
を
持
て

る
こ
と
と
、
生
活
に
対
す
る
満
足
度
や
充
実
度

を
満
た
す
こ
と
が
基
本
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、
観
光
客
へ
の
ホ
ス

ピ
タ
リ
テ
ィ
（
心
か
ら
の
お
も
て
な
し
）
も
実

現
で
き
る
の
で
す
。

　

こ
く
た
議
員
が
国
会
質
問
で
、
観
光
政
策
審

議
会
の
「
答
申
」（
１
９
９
５
年
６
月
２
日
）

を
ひ
い
て
、「
よ
い
観
光
地
づ
く
り
は
、
地
域

住
民
の
生
活
の
質
を
高
め
（
る
こ
と
で
実
現
で

き
）、
よ
く
保
存
さ
れ
た
自
然
環
境
や
文
化
遺

産
は
非
常
に
貴
重
な
資
源
だ
。
観
光
は
そ
れ
ら

の
破
壊
者
で
は
な
く
保
護
者
と
な
る
べ
き
だ
」

と
提
起
し
た
よ
う
に
、
観
光
戦
略
の
点
か
ら

も
、
ま
ち
と
地
域
を
破
壊
す
る
「
違
法
・
脱
法

民
泊
」
は
規
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
論
を
ま
ち
ま
せ
ん
。

　

住
宅
地
に
お
け
る
「
違
法
民
泊
」
を
「
届

出
」
だ
け
で
認
め
、
規
制
の
枠
を
取
り
除
い
て

「
適
法
」
と
す
る
「
民
泊
新
法
」
は
必
要
な

く
、
日
本
共
産
党
は
そ
の
制
定
に
対
し
て
「
断

じ
て
認
め
ら
れ
な
い
」
と
反
対
し
て
き
ま
し

た
。

　

同
時
に
、
新
法
の
制
定
に
あ
た
っ
て
、
塩
崎

厚
労
大
臣
が
「
旅
館
業
法
の
基
本
哲
学
を
実
現

し
て
い
く
」
と
明
言
し
た
よ
う
に
、
関
連
す
る

政
省
令
や
都
道
府
県
及
び
政
令
市
の
独
自
条
例

に
お
い
て
「
規
制
を
強
化
」
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
り
、
大
変
重
要
な
こ
と
で
す
。

　

こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
日
本
共
産
党
は
、
引

き
続
き
次
の
諸
点
を
強
く
要
求
し
、
こ
れ
以
上

の
「
ま
ち
壊
し
」
に
歯
止
め
を
か
け
、
住
民
の

安
心
・
安
全
が
担
保
き
る
よ
う
求
め
、
奮
闘
す

る
も
の
で
す
。

（
１
）
違
法
・
脱
法
民
泊
が
現
に
横
行
し
て
い

る
現
状
に
立
ち
、
こ
れ
を
厳
し
く
指
導
し

取
り
締
ま
る
た
め
、「
民
泊
対
策
室
」
や

保
健
所
職
員
の
抜
本
的
増
員
を
も
と
め
ま

す
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
厚
労
大
臣
が
明
言

し
た
「
旅
館
業
法
の
基
本
哲
学
を
実
現
し

て
い
く
」
こ
と
が
実
質
的
に
担
保
さ
れ
ま

す
。

（
２
）
営
業
日
数
に
つ
い
て
、
新
法
で
は
「
１

８
０
日
制
限
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
全

旅
連
青
年
部
が
求
め
て
い
る
よ
う
に
、
条

例
で
、「
30
日
」
な
ど
の
営
業
日
数
を
定

め
、「
住
居
専
用
地
域
」
を
良
好
な
ホ
ー

ム
ス
テ
イ
以
外
の
「
民
泊
営
業
を
認
め
な

い
地
域
」
と
し
て
設
定
す
る
よ
う
求
め
ま

す
。

　
　
　

ま
た
、
京
都
市
長
は
「
民
泊
新
法
制
定

後
も
、
住
居
専
用
地
域
内
の
マ
ン
シ
ョ
ン

な
ど
集
合
住
宅
の
一
室
の
民
泊
化
は
認
め

な
い
」「
こ
れ
を
ぶ
れ
ず
に
実
行
す
る
」

（
２
０
１
６
年
８
月
31
日
の
「
記
者
会

見
」）
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
規

制
は
重
要
で
す
。
言
葉
通
り
の
実
行
を
求

め
ま
す
。

（
３
）「
違
法
民
泊
」
の
ま
ん
延
で
、
地
域
住

民
が
不
安
に
な
っ
て
い
る
最
大
の
問
題

は
、
外
国
人
も
含
め
知
ら
な
い
複
数
の
人

が
、
24
時
間
い
つ
で
も
ノ
ー
チ
ェ
ッ
ク
で

自
由
に
出
入
り
す
る
こ
と
で
す
。
防
火
・

防
犯
上
の
問
題
に
加
え
、
感
染
症
が
持
ち

込
ま
れ
広
が
っ
た
場
合
や
重
大
犯
罪
の
温

床
に
な
る
こ
と
も
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

こ
れ
を
「
抑
止
」
す
る
も
っ
と
も
有
効

な
手
段
は
、
何
と
言
っ
て
も
管
理
者
の

「
常
時
体
制
」
と
「
対
面
に
よ
る
確
認
」

「
名
簿
管
理
」
で
す
。
外
国
人
の
場
合
、

パ
ス
ポ
ー
ト
の
提
示
と
コ
ピ
ー
を
と
る
こ

と
も
ふ
く
め
、
対
面
確
認
と
名
簿
管
理
、

ま
た
、「
家
主
不
在
型
」
の
民
泊
も
ふ
く

め
た
「
常
駐
体
制
」、
苦
情
処
理
や
24
時

間
の
相
談
・
対
応
体
制
の
確
保
を
求
め
ま

す
。

（
４
）「
延
焼
可
能
性
」
や
「
避
難
困
難
性
」

が
高
い
密
集
住
宅
地
に
つ
い
て
、
条
例
に

よ
り
地
域
を
限
定
し
て
指
定
し
、
営
業
日

数
を
厳
し
く
制
限
し
ま
す
。
ま
た
、
オ
ー

ル
電
化
、
排
煙
設
備
や
防
火
素
材
、
消
火

器
設
置
な
ど
の
防
火
措
置
、
住
宅
の
耐
震

補
強
な
ど
に
つ
い
て
、
独
自
の
基
準
を
つ

く
る
よ
う
求
め
ま
す
。

（
５
）
条
例
に
よ
り
、
地
域
住
民
へ
の
事
前
説

明
の
実
施
、
町
内
会
、
自
治
会
と
事
業

者
、
そ
し
て
管
理
業
者
の
三
者
に
よ
る

「
協
定
（
書
）」
締
結
を
義
務
づ
け
る
よ

う
求
め
ま
す
。

　
京
都
で
は
、
こ
れ
ま
で
三
山
に
囲
ま
れ

た
京
都
盆
地
に
、
自
然
景
観
と
調
和
し
た

低
層
の
住
宅
地
が
形
成
さ
れ
、
職
住
近
接

の
「
ま
ち
」
が
長
年
に
わ
た
っ
て
形
成
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

　
「
住
民
が
住
み
や
す
い
ま
ち
」「
住
ん

で
よ
か
っ
た
と
言
え
る
ま
ち
」
を
、
京
町

衆
が
愛
着
と
誇
り
を
持
ち
、
営
々
と
形
づ

く
っ
て
き
た
の
で
す
。
い
ま
、
こ
の
京
の

ま
ち
が
、「
違
法
民
泊
」
の
進
出
と
こ
れ

を
「
合
法
」
と
す
る
民
泊
新
法
制
定
に
よ

り
、
歴
史
的
な
危
機
に
直
面
し
て
い
ま

す
。

　
京
町
衆
と
力
を
あ
わ
せ
、
京
都
の
ま
ち

づ
く
り
、
ま
ち
と
調
和
し
た
地
場
・
伝
統

産
業
の
発
展
、
京
の
文
化
を
支
え
て
き
た

政
党
と
し
て
、
日
本
共
産
党
は
、
引
き
続

き
住
民
の
み
な
さ
ん
と
力
を
あ
わ
せ
、

「
京
都
の
よ
さ
」「
住
み
や
す
さ
」
を
守

り
、
そ
の
こ
と
が
よ
り
京
都
の
魅
力
を
際

立
た
せ
、
京
都
観
光
の
い
っ
そ
う
の
発
展

に
つ
な
が
る
よ
う
、
全
力
を
尽
く
し
て
奮

闘
す
る
も
の
で
す
。

　
あ
わ
せ
て
、
本
「
見
解
と
呼
び
か
け
」

（
案
）
に
対
し
、
み
な
さ
ん
の
積
極
的
な

ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ
く
こ
と
を
切
に

希
望
い
た
し
ま
す
。

３
、
住
民
の
暮
ら
し
と
京
都
の
ま
ち
を
守
る
た
め
に

　

～
日
本
共
産
党
の「
緊
急
提
案
」



（２）（４）

「住宅宿泊事業法」（民泊新法）の何が問題か
①「目的は、新たな不動産対策」

　「民泊新法」の真の目的は何か。もともと政府は、「外国人旅行者の
急増に伴い、都市部ではホテル不足が深刻化しているため、民泊を認
め、宿泊施設を増やす」ことが法案の目的であるとしてきましたが、実
際には「ホテル不足を補う当初の目的を離れ、新たな不動産対策にした
いという側面が見えてきた」（2017年４月23日）と「産経新聞」の「社
説」が書いたように、空き家、空きマンション・アパートに目をつけた
賃貸・不動産業界や中国資本、富裕層の投機対象として、大幅な規制緩
和を行うことに問題の本質があります。
　そもそも、「宿泊料」を受け「業」として人を宿泊させるには旅館業
法上の厳格な許可が必要で、事業者は宿泊者の安全・安心を守るために
建築基準や消防設備、衛生基準などを満たさなければ営業許可は受けら
れません。しかし、今回の民泊新法は、こうした旅館業法上の基準を満
たさない住宅での宿泊営業を可能とするものです。
　また、民泊新法では、Airbnb（エアビー）などの仲介業者も「登録」
制にしようとしています。これも、そもそも、厚労省は「民泊は宿泊サ
ービスであり、旅館業法にあたる」として、「民泊」を仲介する仲介業
者は、旅行業法の「旅行業」にあたり、「旅行業法に登録しなければ違
反となる」としてきたものを、エアビーが指導に従わず「自分たちが扱
っているのは宿泊サービスではなく、交流目的で旅行者と現地の友だち
をマッチングするサービスをしているだけだ」と言い逃れし続け、政府
はこうした違法行為を野放しにしてきたのです。もともと「税逃れ」の
ために日本に事務所を置かないエアビーなどの海外の仲介業者を「登
録」制にしたところで、違法行為を行った場合に実効ある管理・監督が
行われるのか、まったく疑問です。
　すでに旅館旅法上の「簡易宿所」は大幅に規制緩和されており、「違
法民泊」対策は新たな立法によらず、現行の旅館業法の範囲内で行い、
この基準に合致しないものは「違法」として取り締まるべきで、一部の
不動産業者らの利益のために、違法・無法を際限なく広げる「民泊新
法」を新たに制定する必要はなかったのです。

②現行法さえ守らない「悪質な業者」への対策こそ

　昨年春の政令等改正により、旅館業法の「簡易宿所」は面積基準など
の規制緩和が行われ、「局長通知」によって帳場設置義務が「不要」と
されました。しかし、京都市ではすでに「帳場設置」を義務づける条例
を整理しており、この時点でも「国基準」より厳しい対応を続けてきま
した。
　このため、国では京都市の取り組みを「モデルケース」としています
が、その京都市においても、もともと各行政区に合計で90人配置されて
いた職員（民泊対応を含む保健衛生職員）が、「医療衛生センター」に
まとめられ18名しか配置されていません。そのため、住民の苦情対応に
もまったく手が回らず、住民が相談の電話を入れると「その件には対応
しかねます」等の対応がされています。
　こうした困難に拍車をかけている原因は、法や条例の網の目を「悪
意」を持ってすり抜けようとする悪質な業者の存在です。実際に京都市
では、簡易宿所の許可を得る段階で「帳場」が開設されていることを市
が「確認」しても、営業が始まってしまえば「帳場が下駄箱に変わり、
キーボックスで自由に外国人が出入りしている」「もともと帳場は段ボ
ールで作られており、すぐになくなった」「狭いゲストハウスに10数名
の外国人が泊まっている」などの実態が数多く報告されています。ほん
らい「帳場を置く」ということは、「そこに人がいる」ということを前
提にしており、京都市も議会でそう答弁しています。しかし、現実は業
者が「法の抜け道」をくぐり抜け、あとで脱法行為をすること前提に、
いわば形だけ整えて許可を申請し、実際には違法営業を行う事例が数多
くあります。
　モデルケースとされる京都市でさえこうした悪意を持った業者には手
を焼いています。「違法」は「違法」として取り締まるという立場にし
っかりと立たない限り、問題はまったく解決しないのです。こうした悪
質な業者に対応するための法権限の強化や条例上の規制こそ求められる

というのが、現在の中心的問題です。

③「民泊新法」によって何が変わるのか。「違法民泊」は
　なくなるのか

　では、今回成立予定の「民泊新法」によって、現行の規制から何が変
わる（緩和される）のでしょか。また、そのことによって、「違法民
泊」はなくなるのでしょうか。
　政府は、「違法民泊」が横行する事態を逆手にとって、「だから、これ
まで『アンダーテーブル』にあった違法民泊を届出させることで、表に
出し法の規制をかけ、宿泊者の安全、近隣住民とのトラブル解消等を行
う」、これが「民泊新法」の立法事由であると説明しました。
　しかし、この論拠は、５月31日の衆院国土交通委員会での日本共産党
のこくた恵二衆議院議員の論戦を通じて破たんし、政府は結局、「新法
を作ればこの立法事由が本当に実現できるのか」という肝心な点をまと
もに説明することさえできませんでした。

■ 最大の問題は、これまで「許可制」であったものを「届出」だけで
「よし」とする点です。
　日本中小ホテル旅館協同組合は、「この民泊新法は、管理者が国土交
通省に届け出し、施設の持ち主が地元自治体に届けるだけで、施設に管
理者不在のまま、全国どこででも民泊営業ができるという、国民の安心
安全な生活を根底から覆すとんでもない法律です」と批判されています
が、国土交通大臣は「なぜ届出だけでよしとするのか」との根本的な問
いには答えられませんでした。
　また、民泊新法にいう「届出」とは、「インターネットで簡単に行
う」もので、「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」など設備要件は「手書
きの図面を添付すればよい」ということで、実際には現場確認さえしな
いことも明らかになりました。

■ 防火対策についても、ホテルや旅館業の努力と同等の「イコールフ
ッティング」を求めた質問に対し、「火事が起こってから」の対策、す
なわち「非常用照明器具の設置」「避難経路の表示」についてしか回答
できず、結局、もっとも大切な「防火対策」についての規制は極めて不
十分であることがハッキリしました。
　この点も、「旅館業法での営業許可申請では絶対必要となる、建築確
認検査済書、消防法適合通知書、365日24時間常駐の管理者、この人の
生命にかかわる最重要な営業許可条件がすべて削除されています」（日
本中小ホテル旅館協同組合）との主張は当を得たものです。

■ 「家主不在型」の民泊では特に重要な問題である、「フロント設置」
と24時間常駐、対面によるチェックイン、チェックアウトの管理につい
てです。
　これについては、５月30日の国土交通委員会において、永山久徳参考
人（旅館経営者）が「民泊の解禁によって、我々のこれまでの努力が無
になることを恐れている。犯罪を計画するものは、ホテルでなく民泊を
利用しようとすることは明らか」「昨年のパリ、先日のロンドンでのテ
ロも、犯人グループが他人名義で民泊を予約し、潜伏していたという報
道もある」「対面しなければ、実際に本人が宿泊するかどうかを確かめ
ることはできない。しかも、利用する人が利用人数を偽って大勢で宿泊
することがあったり、そういったものまでチェックすることは不可能」
と指摘されましたが、政府答弁はこの懸念について「一般論」を繰り返
すばかりでした。

■ さらに、「家主居住型」の民泊はごく一部で、大多数は国内外の企業
や投資家が民泊用に空き家マンションを購入し、それを運用する「家主
不在型」民泊、いわゆる「投資型の民泊」です。これら大手建設会社や
賃貸・不動産業者などがもくろむ、住居専用地域における民泊利用を前
提とした共同所有の「民泊マンション」や「低コストホテル」の建設、
進出をどう食い止めるのかも今後の大きな課題です。


