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3 特集　巡礼

礼

巡
［特集］

巡
礼
は
こ
れ
ま
で
聖
地
を
巡
る
と
い
う
宗
教
的
行
為
と
も
っ
ぱ
ら
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。し
か
し
、今
日
、「
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
」や「
ア
ニ
メ
聖
地
」の
巡
礼
と
いっ
た
現
象
が
話
題
と
な
り
、ま
た
信
仰
と
深
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
四
国

遍
路
や
ス
ペ
イ
ン
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ・
デ
・コン
ポ
ス
テ
ラへの
巡
礼
な
ど
が
多
く
の
一
般
観
光
者
た
ち
に
注
目
さ
れ
て
い

る
。
伝
統
的
、宗
教
的
と
さ
れ
て
き
た
巡
礼
は
、現
代
の
社
会
に
お
い
て
観
光
と
の
か
か
わ
り
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
深

め
て
い
る
。
本
特
集
で
は
、こ
の
巡
礼
と
観
光
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
結
び
つ
き
を
近
年
の
内
外
の
動
き
に
探
って
み
た
。
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巡礼は本来、楽しみやレジャーのための旅ではない。
しかし、現実の巡礼には観光的な要素を含む。
日本を代表する巡礼地である四国遍路を例に、

「巡礼の観光化」を考える。

文・写真 門田岳久

観光と巡礼

四国遍路第48番札所西林寺を参詣する夫婦の巡礼者（愛媛県松山市）
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は
じ
め
に

あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
、
信
仰
上
特
別
に
意
味
づ
け
ら

れ
た
場
所
を
持
っ
て
い
る
。
奇
跡
の
起
き
た
場
所
や

教
祖
の
生
死
の
地
、
修
行
の
地
な
ど
理
由
は
い
ろ
い

ろ
だ
が
、
そ
れ
ら
は
一
般
に
聖
地
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

聖
地
に
赴
く
こ
と
は
信
徒
に
と
っ
て
重
要
な
勤
め
で

あ
り
、
信
仰
を
深
め
る
た
め
に
聖
地
を
訪
れ
る
こ
と

を
巡
礼
と
呼
ん
で
き
た
。

巡
礼
は
移
動
す
る
こ
と
自
体
が
修
行
な
の
で
、
本

来
は
楽
し
み
や
レ
ジ
ャ
ー
の
た
め
の
旅（
つ
ま
り
観
光
）

で
は
な
い
。
し
か
し
現
実
の
巡
礼
は
多
か
れ
少
な
か

れ
観
光
的
な
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
宗
教
研
究
だ
け

で
な
く
観
光
研
究
の
立
場
か
ら
考
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
以
下
で
は
日
本
を
代
表
す
る
巡
礼
地
で
あ

る
四
国
遍
路
（
四
国
八
十
八
カ
所
札
所
）
を
例
に
、「
巡

礼
の
観
光
化
」
を
考
え
る
た
め
の
基
本
的
な
視
点
を

紹
介
し
て
い
き
た
い
。

四
国
遍
路
の
観
光
化

四
国
遍
路
は
全
長
1
3
0
0

km
を
超
え
る
巡
礼
路

で
あ
り
、
四
国
を
一
周
す
る
沿
道
に
「
札
所
」
と
呼

ば
れ
る
88
の
寺
院
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
一
つ
に
参
詣

し
て
い
く
の
が
「
お
遍
路
さ
ん
」（
巡
礼
者
）
で
あ
る
。

起
源
は
平
安
時
代
、
真
言
宗
の
開
祖
・
弘
法
大
師
空

海
が
修
行
し
た
道
の
り
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
現

在
の
ル
ー
ト
が
確
立
さ
れ
庶
民
層
に
ま
で
広
が
っ
た

の
は
概
ね
18
世
紀
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
お
い

て
は
庶
民
の
宗
教
的
実
践
と
し
て
、
西
日
本
一
帯
か

ら
巡
礼
者
を
集
め
て
い
た
と
い
う
。
徒
歩
で
廻
る
と

成
人
男
性
の
足
で
も
優
に
50
日
は
要
す
る
長
い
巡
礼

地
で
あ
る
。
苦
難
の
多
い
四
国
遍
路
に
行
く
こ
と
は

俗
世
か
ら
の
「
死
」
を
意
味
し
、
今
で
も
そ
の
象
徴

と
し
て
巡
礼
者
は
白
衣
（
白
装
束
）
を
ま
と
っ
て
い
る
。

四
国
遍
路
の
役
割
は
単
に
信
仰
を
深
め
る
と
い
う

こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
近
代
以
前
に
は
傷
病
者
や
生

死
の
み
ぎ
わ
に
あ
る
人
、
障
碍
者
な
ど
、「
普
通
」

の
生
き
方
を
で
き
な
く
な
っ
た
人
が
流
れ
着
く
場
で

も
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
名
作
と
し
て
知
ら
れ
る
松
本
清
張
の

長
編
推
理
小
説
『
砂
の
器
』
の
一
シ
ー
ン
に
、
殺
人

を
犯
す
こ
と
に
な
っ
た
あ
る
青
年
文
化
人
の
知
ら
れ

ざ
る
過
去
が
回
想
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
は

青
年
が
幼
少
時
、
ハ
ン
セ
ン
病
を
患
う
父
親
に
連
れ

ら
れ
て
四
国
へ
巡
礼
の
旅
に
出
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
そ
の
後
の
人
生
を
送
る
中
で
青
年
は
別
の
名
を

名
乗
り
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
の
子
で
あ
る
と
い
う
過
去

を
消
し
去
っ
て
生
き
て
き
た
の
だ
が
、
1
9
7
4
年

の
映
画
版
で
は
父
子
が
四
国
を
巡
る
場
面
に
悲
壮
な

B
G
M
が
流
れ
、
そ
の
こ
と
が
余
計
に
、
差
別
ゆ
え

に
過
酷
な
旅
に
追
い
や
ら
れ
た
彼
ら
の
苦
境
を
際
立

た
せ
て
い
る
。

な
ぜ
そ
こ
ま
で
し
て
彼
ら
は
悲
痛
な
旅
路
を
行
く

の
だ
ろ
う
か
、
と
思
わ
せ
る
演
出
で
あ
る
。
し
か
し

旅
に
出
な
け
れ
ば
そ
の
父
子
に
は
、
よ
り
過
酷
な
生

活
が
待
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
巡
礼
の
旅
は
彼
ら

に
と
っ
て
救
い
を
求
め
た
行
為
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
伝
統
的
な
四
国
遍
路
は
こ
の
よ
う
に
「
死
」

の
に
お
い
を
少
な
か
ら
ず
伴
い
、
必
ず
し
も
プ
ラ
ス

の
意
味
合
い
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

と
は
い
え
、
長
く
「
業
の
病
」
と
差
別
さ
れ
た
ハ

ン
セ
ン
病
も
、
医
学
の
発
達
や
法
改
正
に
よ
っ
て
通

常
の
病
と
同
様
の
治
療
が
可
能
と
な
り
、
や
む
に
已

ま
れ
ず
巡
礼
の
旅
に
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
で

は
な
く
な
っ
た
。
現
在
の
四
国
遍
路
で
は
そ
の
よ
う

な
巡
礼
者
は
皆
無
と
な
り
、
か
つ
て
の
よ
う
な
暗
い

イ
メ
ー
ジ
は
す
っ
か
り
な
く
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

代
わ
っ
て
多
く
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

お
参
り
を
し
な
が
ら
し
っ
か
り
観
光
も
楽
し
む
よ
う

な
、
巡
礼
と
観
光
と
の
境
目
の
人
々
で
あ
る
。
観
光

と
一
体
化
し
た
巡
礼
の
こ
と
を
、
私
は
「
巡
礼
ツ
ー

リ
ズ
ム
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
も
そ
も
巡
礼
は
移
動

や
宿
泊
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
交
通
網
や
観
光
関

連
産
業
の
発
達
は
、
必
然
的
に
巡
礼
の
観
光
化
を
促

し
た
。

1 参拝客であふれる四国遍路第51番札所石手寺（愛媛県松山市）　2 手を繋ぐ巡礼者たち。バスの巡礼ツアーでは見知らぬ人たちが仲良くな
ることも　3 バスの巡礼ツアーの一団。先頭に立っているのが先達といわれる四国遍路の指導者　4 足を休める徒歩の巡礼者。徒歩の人は一
人旅が多い　5 ツアーであっても歩く箇所がなくなるわけではない。石段に苦戦する巡礼者
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1 四国遍路では参拝の証として、納経帳といわれる帳面に寺ごとの御朱印が押される。この帳面を完成させることが達成感をもたらす　2 四国
遍路札所の駐車場に並ぶツアーバス。一時期より減少したとはいえ、高齢者を中心にバスツアーの人気は根強い　3 高野山（和歌山県）の宿
坊での食事メニュー（精進料理）　4 大きな札所や店では巡礼者向けのお土産もたくさん売られている　5 四国遍路最後の札所、大窪寺では観
光地さながら記念撮影が行われる

3

2

5

1

4

四
国
遍
路
の
観
光
化
を
一
気
に
す
す
め
た
の
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
団
体
バ
ス
を
利
用
し
た
巡
礼

ツ
ア
ー
の
誕
生
で
あ
る
。
最
初
に
始
め
た
の
は
愛
媛

県
松
山
市
に
あ
る
伊
予
鉄
道
と
い
う
鉄
道
会
社
の
旅

行
部
門
で
あ
る
。
当
初
は
高
野
山
金
剛
峰
寺
に
あ

る
信
徒
名
簿
を
参
考
に
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
送
っ

た
り
、
四
国
近
辺
か
ら
ハ
ワ
イ
に
移
住
し
た
日
系
移

民
1
世
に
「
里
帰
り
」
の
よ
う
な
か
た
ち
の
お
参
り

の
旅
を
提
案
し
た
り
と
、
顧
客
獲
得
に
奔
走
し
た

と
い
う
。
だ
が
2
週
間
足
ら
ず
で
参
拝
を
終
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
巡
礼
に
出
る
の

を
思
い
と
ど
ま
っ
て
い
た
比
較
的
高
齢
の
人
々
を
誘

い
込
み
商
業
的
成
功
を
収
め
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け

に
四
国
の
鉄
道
会
社
・
バ
ス
会
社
が
こ
ぞ
っ
て
参
入

し
、
続
い
て
タ
ク
シ
ー
会
社
、
瀬
戸
大
橋
な
ど
の
開

通
を
機
に
陸
で
繋
が
っ
た
関
西
圏
の
大
手
旅
行
会
社

が
続
々
と
参
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
四

国
遍
路
は
近
代
観
光
の
仕
組
み
と
密
接
に
結
び
付
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
教
的
な
習
俗
で
あ
っ
た
巡
礼
に
価
値
を
見
出

し
観
光
商
品
と
し
て
定
着
さ
せ
た
団
体
バ
ス
で
の
巡

礼
ツ
ア
ー
で
あ
る
が
、
そ
の
後
主
流
と
な
っ
て
い
く

の
は
自
家
用
車
で
の
巡
礼
で
あ
る
。
個
別
化
す
る
観

光
の
か
た
ち
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
個
人

や
夫
婦
を
単
位
と
し
て
お
り
、
年
齢
も
バ
ス
ツ
ア
ー

よ
り
や
や
若
く
、
40
〜
60
代
が
中
心
を
占
め
て
い
る
。

更
に
近
年
は
、
数
と
し
て
は
少
な
い
が
「
歩
き
遍
路
」

と
呼
ば
れ
る
徒
歩
で
の
巡
礼
者
が
復
活
の
兆
し
を
見

せ
て
い
る
。
世
代
と
し
て
は
よ
り
一
層
若
く
、
女
性

や
外
国
人
も
珍
し
く
な
い
。
1
9
9
0
年
代
末
以
降
、

四
国
遍
路
は
雑
誌
や
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
情
報
を
得
た

若
い
世
代
が
、個
人
や
親
し
い
少
人
数
で
行
っ
て
お
り
、

2
0
0
0
年
前
後
に
は
大
き
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
四
国
遍
路
は
修
行
や
救
い
を
求
め

る
伝
統
的
な
旅
か
ら
、近
代
観
光
の
一
種
と
し
て
「
楽

し
み
つ
つ
お
参
り
す
る
」
旅
へ
と
大
き
く
変
化
し
た
。

―
と
い
う
と
ま
る
で
、
巡
礼
本
来
の
宗
教
性
が
形

骸
化
し
、
た
だ
の
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か

の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
後

に
述
べ
る
よ
う
に
移
動
や
宿
泊
の
形
が
観
光
化
し
た

か
ら
と
い
っ
て
、
一
概
に
無
宗
教
に
な
っ
た
わ
け
で

も
な
い
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
、
こ
こ
で
現

代
宗
教
を
捉
え
る
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
を
参
照

し
た
い
。

ポ
ス
ト
世
俗
化
と
巡
礼
の
復
活

時
代
の
変
化
の
な
か
で
宗
教
の
存
在
感
や
役
割

は
ど
う
変
化
す
る
の
か
。
社
会
科
学
で
は
、
近
代

化
と
と
も
に
宗
教
は
廃
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
ド
イ
ツ
の
有
名
な
社
会
学
者
マ
ッ
ク
ス・
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
教
と
い
う
の
は
近
代
の

初
期
に
資
本
主
義
社
会
の
基
礎
を
作
る
た
め
に
大
い

に
役
立
っ
た
の
だ
が
、
い
ざ
資
本
主
義
が
で
き
あ
が

り
近
代
へ
と
時
代
が
突
入
し
て
い
く
と
、
人
々
は
な

に
ご
と
も
合
理
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
社
会
は

急
速
に
「
脱
呪
術
化
」
さ
れ
て
い
く
。
日
曜
だ
と
い

う
の
に
教
会
の
礼
拝
に
参
加
す
る
人
は
少
な
く
な
る

し
、
政
治
と
宗
教
は
明
確
に
分
離
さ
れ
、
社
会
全
般

に
対
す
る
宗
教
の
影
響
力
が
落
ち
て
い
く
の
だ
と
い

う
。
宗
教
社
会
学
で
は
こ
の
よ
う
な
現
象
を
「
世
俗

化
」
と
呼
ん
で
き
た
。
宗
教
は
人
々
が
生
き
る
う
え

で
の
行
動
指
針
で
は
な
く
な
り
、
社
会
は
「
俗
っ
ぽ

く
」
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

し
か
し
1
9
8
0
年
代
頃
か
ら
世
俗
化
と
い
う
考

え
は
再
考
を
迫
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
衰
退
す
る
だ
け
か

と
思
わ
れ
た
宗
教
が
、
世
界
各
地
で
復
活
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
先
進
国
で
は
占
い
や
セ
ラ
ピ
ー
、
新
宗

教
の
興
隆
。
途
上
国
に
お
い
て
は
宗
教
教
育
や
イ
ス

ラ
ー
ム
主
義
の
よ
う
な
公
共
宗
教
が
再
び
力
を
持
ち

は
じ
め
た
。
ま
た
ユ
ネ
ス
コ
世
界
文
化
遺
産
に
教
会

や
聖
地
が
含
ま
れ
、
多
く
の
参
詣
者
＝
ツ
ー
リ
ス
ト

が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
近
年
で
は
近
代
的

な
医
療
に
、
宗
教
的
な
ケ
ア
を
組
み
合
わ
せ
る
よ
う

な
取
り
組
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教

復
活
は
「
ポ
ス
ト
世
俗
化
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
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巡
礼
は
ま
さ
に
ポ
ス
ト
世
俗
化
の
好
例
で
あ
る
。

つ
ま
り
世
界
各
地
で
伝
統
的
な
巡
礼
地
が
再
び
盛
り

上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ス
ペ
イ
ン
北
西

部
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
地
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・

コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
で
は
、
1
9
9
3
年
の
世
界
文
化
遺

産
登
録
を
契
機
に
巡
礼
者
数
が
増
加
し
始
め
、
6
年

に
一
度
の
聖
ヤ
コ
ブ
年
と
い
う
年
を
経
る
ご
と
に
ま

さ
に
右
肩
上
が
り
と
な
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
か
つ
て
の
聖
人
信
仰
が
そ
の

ま
ま
復
活
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
社
会

学
者
の
岡
本
亮
輔
に
よ
れ
ば
、
現
在
同
地
を
訪
れ
る

巡
礼
者
の
多
く
は
決
し
て
伝
統
的
な
意
味
で
の
カ
ト

リ
ッ
ク
信
者
で
は
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
毎
週
教

会
に
通
い
正
し
い
信
仰
の
あ
り
か
た
を
磨
い
て
き
た

敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
頃
は

あ
ま
り
宗
教
に
興
味
の
な
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心

に
世
界
か
ら
集
ま
っ
た「
ご
く
普
通
の
若
者
」
で
あ
る
。

彼
ら
は
発
展
し
き
っ
た
都
市
で
の
日
常
生
活
に
嫌
気

が
さ
し
、
徒
歩
で
聖
地
を
目
指
し
な
が
ら
他
の
巡
礼

者
や
沿
道
の
人
々
と
の
交
流
を
行
い
、
歩
く
と
い
う

前
近
代
的
な
交
通
手
段
を
あ
え
て
採
る
こ
と
で
非
日

常
性
を
感
じ
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
も
し
ろ
い
の
は
、
現
代
の
四
国
遍
路
を
行
っ
て

い
る
人
の
多
く
が
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
の
巡
礼
者
と

同
じ
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
点
だ
。
要
す
る

に
、み
ん
な
「
無
信
仰
」
を
標
榜
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
無
信
仰
」
と
は
修
行
や
供
養
、
弘
法

大
師
信
仰
と
い
っ
た
四
国
遍
路
伝
統
の
宗
教
的
裏
付

け
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
バ
ス
に
せ

よ
、
自
家
用
車
や
徒
歩
に
せ
よ
、
現
代
巡
礼
に
参
加

す
る
多
く
の
人
は
か
つ
て
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
信

仰
を
有
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

消
費
さ
れ
る
宗
教
?

近
年
の
新
た
な
巡
礼
ブ
ー
ム
で
は
、
旅
行
会
社
が

商
品
化
し
た
り
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
イ
メ
ー
ジ
が
広

が
っ
た
り
と
、
一
見
通
常
の
観
光
旅
行
と
同
じ
よ
う

な
展
開
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
参
加
者
も
自
分
の
意

識
と
し
て
は
「
無
信
仰
」
で
あ
る
と
い
う
人
が
少
な

く
な
い
。
こ
の
点
を
と
る
と
、
確
か
に
巡
礼
は
宗
教

性
を
完
全
に
な
く
し
、
観
光
一
辺
倒
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
持
っ
て
し
ま
う
。
ポ
ス
ト

世
俗
化
時
代
の
宗
教
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
に
一
見

し
た
と
こ
ろ
宗
教
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
現
象
が
、

果
た
し
て
本
当
に
宗
教
性
を
抜
き
に
成
り
立
っ
て
い

る
現
象
な
の
か
と
問
い
か
け
て
き
た
。

そ
の
一
環
と
し
て
、
最
近
私
は
現
代
巡
礼
に
関
す

る
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
（
民
族
誌
）
を
出
版
す
る
機

会
を
持
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
本
の
副
題
に
「
消
費
さ

れ
る
宗
教
経
験
」
と
入
れ
た
。「
消
費
」
と
い
う
言

葉
が
も
つ
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
さ
ゆ
え
に
、
多
少
の
語

弊
を
承
知
で
敢
え
て
付
け
た
も
の
で
あ
る
。「
伝
統

宗
教
が
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
中
で
消
費
さ
れ
て
い
る
」
と

言
う
と
、
多
く
の
人
は
残
念
さ
を
覚
え
た
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
け
し
か
ら
ん
と
考
え
た
り
す
る
。
な
ぜ

な
ら
消
費
と
い
う
言
葉
は
「
資
源
を
使
い
尽
く
し
後

に
何
も
残
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

伴
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
巡
礼
ツ
ア
ー
で

宗
教
経
験
が
消
費
さ
れ
る
と
い
う
と
、
巡
礼
者
は
信

仰
を
積
み
重
ね
る
こ
と
な
く
、
刹
那
的
な
観
光
ば
か

り
を
楽
し
む
観
光
客
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
。

し
か
し
実
際
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
例

え
ば
バ
ス
で
行
わ
れ
る
ツ
ア
ー
に
は
「
先せ

ん
だ
つ達

」
と
呼

ば
れ
る
、
霊
場
会
（
寺
院
の
合
同
組
織
）
公
認
の
先
導

役
が
同
行
し
、
巡
礼
者
を
案
内
す
る
。
私
は
そ
う

し
た
ツ
ア
ー
に
何
度
か
同
行
し
て
取
材
し
た
が
、
ツ

ア
ー
参
加
者
は
先
達
を
手
本
に
、
実
に
熱
心
に
お
参

り
を
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
先
達
の
同
行
し
な
い

自
家
用
車
や
徒
歩
で
の
巡
礼
者
も
同
様
で
、
ほ
と
ん

ど
の
巡
礼
者
が
た
ど
た
ど
し
い
な
が
ら
も
読
経
を
き

ち
ん
と
行
い
、
宿
坊
（
寺
院
付
設
の
宿
泊
所
）
で
は
早

朝
に
起
き
て
「
お
勤
め
」
を
す
る
。
ま
た
徒
歩
巡
礼

者
は
困
難
な
道
の
り
を
延
々
歩
く
こ
と
を
厭
わ
ず
、

金
剛
杖
と
呼
ば
れ
る
細
い
木
の
杖
を
頼
り
に
、
体
力

の
限
界
に
挑
ん
で
い
る
。
そ
の
姿
は「
楽
に・
手
早
く
」

移
動
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
近
代
の
観
光
と
は

対
極
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
口
で
は
無
信
仰
だ
と

い
い
つ
つ
も
、
そ
の
行
為
自
体
は
決
し
て
一
般
の
観

光
で
代
替
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
「
代
替
不
可
能
性
」
と
い
う
べ
き
性
格
は
、

現
代
巡
礼
の
最
大
の
特
色
で
あ
る
。
便
利
さ
や
快
適

さ
で
あ
ふ
れ
た
日
頃
の
生
活
を
脱
し
、
敢
え
て
苦
労

の
多
い
巡
礼
の
旅
を
行
い
、
時
に
足
腰
に
強
い
て
痛

み
を
与
え
つ
つ
、
ま
た
時
に
自
ら
の
来
し
方
行
く
末

を
思
念
し
な
が
ら
瞑
想
を
行
う
巡
礼
地
で
の
彼
ら
の

経
験
は
、
他
の
手
段
で
は
な
か
な
か
得
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
ま
た
巡
礼
ツ
ア
ー
の
中
で
は
巡
礼
者
が

奇
跡
に
出
遭
う
こ
と
が
多
々
あ
る
。
例
え
ば
長
い
巡

礼
の
旅
が
終
わ
り
カ
タ
ル
シ
ス
を
味
わ
う
中
で
、
目

の
前
に
死
ん
だ
者
の
姿
が
現
れ
、
自
ら
に
語
り
か
け

る
と
い
っ
た
超
常
現
象
で
あ
る
。
こ
う
し
た
奇
跡
譚

は
、
現
代
巡
礼
が
巡
礼
者
の
心
身
に
い
か
に
刻
み
込

ま
れ
る
経
験
で
あ
る
か
を
伝
え
て
く
れ
る
。

彼
ら
は
弘
法
大
師
空
海
に
帰
依
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
仏
道
に
身
を
投
じ
る
た
め
修
行
し
よ
う
と

し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
確
か
に

「
無
信
仰
」
で
あ
る
。
し
か
し
心
や
内
面
が
大
き
く

変
化
す
る
巡
礼
者
た
ち
の
旅
は
、
科
学
や
合
理
性
に

回
収
し
き
れ
な
い
経
験
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味

で
は
、
宗
教
的
な
経
験
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
心
の
旅
」
と
新
し
い
観
光

こ
の
よ
う
な
心
や
内
面
の
変
化
が
期
待
さ
れ
る
旅

は
、
旧
来
型
の
大
衆
観
光
に
は
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
長
く
国
内
観
光
の
主
流
を
占

め
て
き
た
観
光
の
タ
イ
プ
は
、「
見
る
」「
食
べ
る
」「
買

う
」
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
き
、
か
つ
短
時
間
で
名
所
訪

問
を
次
々
に
こ
な
す
た
め
に
観
光
対
象
に
深
く
コ

ミ
ッ
ト
し
な
い
傾
向
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
ツ
ー

リ
ス
ト
は
観
光
資
源
を
次
々
に
消
費
（
消
尽
）
し
て

き
た
と
い
っ
て
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
。

そ
れ
と
比
較
し
た
場
合
、
現
代
的
な
巡
礼
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
巡
礼
者
が
経
験
す
る
旅
の

出
来
事
は
規
格
化
さ
れ
た
旧
来
型
の
観
光
と
異
な
り
、

生
き
方
や
内
面
を
え
ぐ
る
よ
う
な
予
測
不
可
能
な
も

の
で
あ
る
。
な
お
か
つ
他
の
巡
礼
者
や
沿
道
の
人
々

と
の
交
流
は
、
ホ
ス
ト
／
ゲ
ス
ト
と
い
う
立
場
が
明

確
に
分
離
し
た
旧
来
型
の
観
光
と
も
異
な
る
様
相
を

見
せ
る
も
の
で
あ
る
。

内
面
重
視
の
観
光
で
は
旅
を
通
じ
て
自
分
の
中
に

何
か
を
残
す
、
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て

く
る
。
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
場
合
「
何
か
」
に
相
当

す
る
も
の
は
、
例
え
ば
「
人
生
の
回
顧
」
や
「
信
じ

る
こ
と
」、「
身
体
の
痛
み
」
や
「
奇
跡
」
な
ど
、
巡

礼
で
果
た
さ
れ
る
各
種
の
経
験
で
あ
る
。
こ
う
し
た

経
験
は
そ
の
場
そ
の
場
で
消
尽
さ
れ
て
い
く
わ
け
で

は
な
く
、
確
実
に
巡
礼
者
の
心
や
身
体
に
残
り
続
け

る
も
の
と
な
る
。

近
年
観
光
の
か
た
ち
は
ま
す
ま
す
多
様
化
し
、
巡

礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
内
面
重
視
の
「
心
の
旅
」

の
ニ
ー
ズ
は
明
ら
か
に
高
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば

心
身
の
健
康
を
回
復
す
る
旅
で
あ
る
ヘ
ル
ス
ツ
ー
リ

ズ
ム
、
神
聖
な
体
験
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
他
者
に
尽
く
す
や
り

が
い
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
意
義
を
再
確
認
す
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど
、
い
く
つ
も
の
類
例

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
観
光
は
、「
お

伊
勢
参
り
」
の
よ
う
な
宗
教
的
な
物
見
遊
山
か
ら
離

れ
、
純
粋
な
レ
ジ
ャ
ー
と
な
る
こ
と
で
近
代
化
を
果

た
し
て
き
た
。
い
わ
ば
観
光
の
世
俗
化
で
あ
る
。
し

か
し
今
、
観
光
は
再
び
「
宗
教
的
な
も
の
」
と
接
近

す
る
こ
と
で
、
可
能
性
を
広
げ
つ
つ
あ
る
。
観
光
研

究
に
お
い
て
も
、
巡
礼
と
い
う
古
く
て
新
し
い
主
題

を
改
め
て
位
置
付
け
直
す
時
期
に
来
て
い
る
。
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サンティアゴ・デ・コンポステラ大聖堂入口から空を望む

ヨーロッパのカトリック巡礼は、時代ごとの価値観や社会状況で盛衰を繰り返してきた。今日、巡礼は観光と
不可分のものとなっている。現在における巡礼の成り立ちと「観光化」について、スペイン・カトリックの聖地
サンティアゴ・デ・コンポステラとその巡礼を例に素描する。

聖地サンティアゴ・デ・コンポステラの現在
―巡礼と観光をめぐる素描
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が
聖
ヤ
コ
ブ
の
も
の
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
と
再
び

巡
礼
地
と
し
て
の
威
信
を
取
り
戻
す
に
至
る
。
そ
れ

も
束
の
間
、
1 

9 

3 

0
年
代
の
フ
ラ
ン
コ
独
裁
下
の

ス
ペ
イ
ン
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
思
想
が
政
治
利
用
さ
れ

る
と
、
人
び
と
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
不
信
感
が

著
し
く
増
大
し
、
巡
礼
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
。
内
戦
と
世
界
大
戦
の
混
乱
が
お
さ
ま

り
、
フ
ラ
ン
コ
の
民
主
化
が
落
ち
着
き
を
見
せ
始
め

た
1 

9 

8 

0
年
代
に
入
る
と
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・

コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
と
ス
ペ
イ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は

あ
ら
た
め
て
積
極
的
に
観
光
と
結
び
つ
く
こ
と
で
巡

礼
路
の
開
発
と
復
活
の
試
み
を
は
じ
め
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
徐
々
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
浸
透
し
は
じ

め
、
当
時
の
社
会
主
義
政
権
の
崩
壊
や
日
本
で
の
バ

ブ
ル
崩
壊
と
い
っ
た
社
会
不
安
に
さ
ら
さ
れ
る
個
人

が
、
情
報
化
の
中
に
あ
っ
て
癒
し
や
人
生
の
転
換
を

も
と
め
て
足
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
。
加
え
て
、
巡

礼
を
題
材
と
し
た
文
学
作
品
パ
ウ
ロ
・
コ
エ
ー
リ
ョ

の
『
星
の
巡
礼
』
や
、
1 

9 

9 

3
年
の
巡
礼
路
（
フ

ラ
ン
ス
の
道
：
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
・
ド
・
ポ
ー
か
ら
の

約
8 

0 

0 

km
）
の
世
界
遺
産
登
録
な
ど
、
い
く
つ
も
の

注
目
要
素
が
登
場
す
る
な
か
、
1 

9 

9 

4
年
の
「
ヤ

コ
ブ
の
聖
年
」（
訪
れ
る
誰
も
が
罪
を
許
さ
れ
る
特
別
の
年
）

に
飛
躍
的
に
巡
礼
数
が
増
加
し
、
右
肩
上
が
り
で
の

現
在
の
巡
礼
ブ
ー
ム
へ
と
続
い
て
い
る
（
図
）。

カ
ト
リ
ッ
ク
巡
礼
と
観
光

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
巡
礼
の
実
践

は
、
中
世
以
来
、
そ
の
国
や
地
域
の
政
治
的
・
宗
教

的
な
事
情
や
人
び
と
の
心
も
ち
に
よ
っ
て
盛
衰
を
繰

り
返
し
、
ま
た
、
繰
り
返
さ
せ
ら
れ
て
き
た
。
い
い

か
え
れ
ば
、
巡
礼
は
、
時
代
ご
と
の
価
値
観
や
社

会
的
な
状
況
に
よ
っ
て
大
流
行
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒

が
神
や
聖
人
を
想
い
な
が
ら
長
い
道
程
を
歩
い
て
心

身
に
試
練
を
課
す
よ
う
な
、
信
仰
に
根
ざ
す
実
践
を

「
正
式
な
巡
礼
」
と
位
置
づ
け
る
な
ら
、「
不
純
な
動

機
」
で
の
巡
礼
や
、
異
教
徒
の
巡
礼
を
歓
迎
す
る
こ

と
や
、
巡
礼
聖
地
を
観
光
化
す
る
こ
と
は
、
宗
教
と

世
俗
が
共
存
す
る
と
い
う
意
味
で
「
脱
世
俗
化
」
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
巡
礼
者
は
な
か

ば
ツ
ー
リ
ス
ト
で
あ
り
、
ツ
ー
リ
ス
ト
は
な
か
ば
巡

礼
者
」（Turner, 1978

）
な
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
巡

礼
は
行
為
者
当
人
に
と
っ
て
も
旅
と
切
り
離
せ
る
も

の
で
は
な
く
、
目
的
地
と
し
て
の
聖
地
が
万
人
に
ひ

ら
か
れ
て
い
る
い
ま
、
巡
礼
と
観
光
は
ま
す
ま
す
不

可
分
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
の
徒
歩
ま
た
は
自
転
車
に
よ
る
巡
礼
は
、
自

分
探
し
、
誰
か
の
弔
い
、
精
神
鍛
錬
や
健
康
促
進
、

人
が
巡
礼
を
す
る
理
由
を
知
る
た
め
、
ひ
と
り
に

な
る
。
バ
チ
カ
ン
、
エ
ル
サ
レ
ム
と
な
ら
ん
で
カ
ト

リ
ッ
ク
三
大
聖
地
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
サ
ン
テ
ィ
ア

ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
は
、
セ
イ
ン
ト
・
ヤ
コ
ブ

す
な
わ
ち
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
と
い
う
名
の
と
お
り
、
9

世
紀
に
そ
の
地
で
聖
ヤ
コ
ブ
の
遺
骨
が
発
見
さ
れ

た
こ
と
に
由
来
す
る
聖
地
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
・
カ

な
っ
て
考
え
た
く
て
、
世
界
遺
産
だ
か
ら
、
と
い
っ

た
様
ざ
ま
な
動
機
で
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
カ

ト
リ
ッ
ク
の
洗
礼
を
受
け
て
い
る
ス
ペ
イ
ン
人
大
学

生
が
、
仲
間
と
の
交
流
を
深
め
る
こ
と
を
主
目
的
と

し
た
「
ち
ょ
っ
と
ハ
ー
ド
な
イ
ベ
ン
ト
企
画
」
と
し

て
巡
礼
す
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
夏
休

み
ご
と
に
巡
礼
路
を
少
し
ず
つ
断
続
的
に
歩
く
こ
と

も
一
般
化
し
て
い
る
（
筆
者
調
査
、2 

0 

1 

3
年
）。
い
っ

ぽ
う
で
聖
地
の
側
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
か
ど
う

か
は
さ
て
お
い
て
、
あ
ま
ね
く
人
の
巡
礼
の
動
機
を

引
き
だ
す
よ
う
な
ア
ピ
ー
ル
を
は
じ
め
、
観
光
者
を

惹
き
つ
け
て
呼
び
込
む
た
め
の
快
適
な
環
境
の
整
備

や
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
の
努
力
を
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
地
サ

ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
と
そ
の
巡
礼
（El 

C
am

ino

）
を
例
と
し
て
、
こ
う
し
た
現
代
の
巡
礼
の

成
り
立
ち
と「
観
光（
資
源
）
化
」
に
つ
い
て
素
描
す
る
。

サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
巡
礼
の

概
観

聖
な
る
場
所
（
＝
聖
地
）
を
訪
れ
る
宗
教
的
行
為
、

そ
れ
が
巡
礼
で
あ
る
。
聖
地
で
あ
る
こ
と
の
明
確
な

定
義
は
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
は
と
く
に
聖
人

の
奇
譚
や
聖
遺
物
と
の
関
連
を
背
景
に
成
立
し
、
聖

な
る
も
の
を
求
め
て
人
が
集
ま
る
と
こ
ろ
が
聖
地
と

ト
リ
ッ
ク
の
中
心
で
あ
っ
た
カ
ス

テ
ィ
リ
ア
王
国
が
勢
力
を
伸
ば
し

た
11
世
紀
か
ら
、
イ
ベ
リ
ア
半
島

の
イ
ス
ラ
ム
勢
力
を
一
掃
す
べ
く

レ
コ
ン
キ
ス
タ
（
国
土
回
復
運
動
）

が
完
結
し
た
15
世
紀
に
は
、
サ
ン

テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
は
、
制
度
的
な
巡

礼
組
織
が
編
成
さ
れ
た
こ
と
も
手

伝
っ
て
参
拝
者
が
年
間
50
万
人
を

数
え
る
ほ
ど
の
ブ
ー
ム
と
な
っ
て

い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

イ
ス
ラ
ム
勢
力
が
優
勢
な
時
代
や
、

聖
人
崇
拝
や
巡
礼
に
よ
る
贖
罪
を

否
定
し
た
宗
教
改
革
の
も
と
で
巡

礼
は
下
火
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
16

世
紀
後
半
に
ス
ペ
イ
ン
と
英
国
が

戦
火
を
交
え
た
折
に
は
聖
ヤ
コ
ブ

の
遺
骨
が
行
方
不
明
に
な
る
と
い

う
珍
事
が
起
こ
っ
た
た
め
、
巡
礼

は
も
ち
ろ
ん
、
聖
地
で
あ
る
こ
と
す
ら
忘
れ
ら
れ
て

し
ま
う
。

そ
の
後
、
3 

0 

0
年
近
く
経
っ
た
19
世
紀
に
な
っ

て
よ
う
や
く
、
現
在
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
大
聖
堂
の
祭

壇
が
位
置
す
る
あ
た
り
で
遺
骨
が（
再
）発
見
さ
れ（
た

と
い
わ
れ
て
い
る
）、
当
時
の
法
王
レ
オ
13
世
に
そ
れ

サンティアゴ・デ・コンポステラ大聖堂

1987
0

5 万

10 万

15 万

20 万

25 万

30 万
巡礼者数（人）

スペイン国内巡礼路が
世界遺産認定

◇年間巡礼者数の推移（1987～2010）
　（サンディアゴ巡礼事務所の発表を元に筆者が作成）

聖ヤコブ年

1992 1997 2002 2007 西暦（年）

図 サンティアゴ巡礼者数の推移（岡本 2012：188より引用）
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こ
の
1 

9 

9 

4
年
か
ら
の
巡
礼
と
観
光
客
の
増
加

は
、
地
元
の
人
び
と
の
実
感
と
し
て
も
は
っ
き
り
と

記
憶
さ
れ
て
お
り
、
現
在
市
内
で
タ
ク
シ
ー
運
転
手

を
し
て
い
る
男
性
は
そ
の
波
に
乗
っ
て
1 

9 

9 

5
年

に
そ
れ
ま
で
の
チ
ー
ズ
加
工
業
か
ら
運
転
手
へ
と
仕

事
を
変
え
、
一
人
娘
を
大
学
へ
進
学
さ
せ
ら
れ
る
ほ

ど
の
稼
ぎ
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

1 

9 

9 

8
年
に
は
「
祈
り
の
道
」
と
し
て
サ
ン
テ
ィ

ア
ゴ
と
日
本
の
熊
野
古
道
は
姉
妹
道
提
携
を
結
び
、

国
際
観
光
共
同
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
銘
打
っ
て
宣
伝

も
盛
ん
に
行
い
、
日
本
か
ら
の
巡
礼
も
増
え
た
。
2 

0 

1 

2
年
1
月
に
は
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
オ
フ
ィ
ス

（O
ficina Acogida al Peregrino

）がFacebook

に
参
加
し
、

2 

0 

1 

3
年
か
ら
は
毎
日
の
巡
礼
の
数
を
チ
ェ
ッ
ク

で
き
る
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
稼
働
し
は
じ
め
る
な

ど
、
い
ま
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
つ
う
じ
て
あ
ら

ゆ
る
情
報
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
巡
礼

経
験
者
や
ま
さ
に
巡
礼
中
の
人
の
ブ
ロ
グ
やTw

itter

も
数
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
が
世
界
規
模
で
流
布
し
、

人
生
に
ち
ょ
っ
と
し
た
迷
い
を
持
っ
て
い
る
人
の
自

分
探
し
や
、
定
年
を
ひ
か
え
た
人
の
余
生
の
巡
礼
へ

の
憧
れ
と
直
結
し
、
宗
教
的
理
由
に
よ
ら
な
い
あ
ら

た
な
巡
礼
を
呼
び
込
ん
で
い
る
。

123

4

1 サンティアゴ・デ・コンポステラ大聖堂の頂にある聖ヤコブの巡礼像　2 サンティアゴ・デ・コンポステラ大聖堂正面の「栄光の門」の聖ヤコブ3 サンティアゴ・デ・コンポステラ大聖堂正面の「栄光の門」。2020年まで修復中　4 サンティアゴ・デ・コンポステラ大聖堂内の中心に安置
される聖ヤコブ。参拝者は背後から抱きしめることができる

聖
地
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
の

現
在

こ
こ
ま
で
み
た
と
お
り
巡
礼
の
流
行
は
、
信
者
の

数
や
信
仰
心
の
強
さ
に
比
例
し
な
い
。
そ
う
し
た
状

況
は
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
す
れ
ば
嘆
く
べ
き
こ
と
と
捉

え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
あ
る
修
道
士
は
「
巡
礼
観
光
の

否
定
や
、
信
仰
の
強
さ
云
々
の
〝
巡
礼
の
正
当
性
〞

19 18特集　巡礼　聖地サンティアゴ・デ・コンポステラの現在



を
受
け
ら
れ
る
。
宗
教
上
の
目
的
で
は
な
い
場
合

は
「
歓
迎
証
」
が
発
行
さ
れ
、
そ
の
区
別
の
基
準
は

明
確
で
は
な
い
が
、
異
教
徒
の
場
合
に
は
原
則
と
し

て
こ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。
も
う
ひ
と
つ
巡

礼
の
特
典
と
し
て
、「
巡
礼
証
明
」
も
し
く
は
「
歓

迎
証
」
が
あ
る
と
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
か
ら
の
復
路
の

交
通
手
段
（
鉄
道
・
航
空
機
）
の
割
引
が
受
け
ら
れ
る
。

か
つ
て
の
巡
礼
に
は
帰
り
の
道
行
き
が
あ
っ
た
の
だ

が
、
昨
今
の
巡
礼
は
も
っ
ぱ
ら
往
路
の
み
で
完
結
し

て
し
ま
う
。
聖
地
側
も
、
巡
礼
者
の
帰
路
に
つ
い
て

は
さ
ほ
ど
関
心
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

環
境
整
備
の
面
で
は
、
巡
礼
路
や
巡
礼
宿
の
整
備

と
、
そ
の
施
し
に
ま
つ
わ
る
暗
黙
の
了
解
の
確
立
が

あ
げ
ら
れ
る
。
適
度
に
歩
き
が
い
の
あ
る
、
整
備
し

す
ぎ
て
い
な
い
、
か
と
い
っ
て
荒
野
す
ぎ
な
い
、
徒

歩
に
向
く
巡
礼
路
を
整
え
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
巡
礼
の

シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
あ
る
ホ
タ
テ
貝
を
そ
の
道
し
る

べ
と
な
る
よ
う
順
路
に
散
り
ば
め
る
（
21
ペ
ー
ジ
写
真

1
）。
道
中
の
巡
礼
宿
（
ア
ル
ベ
ル
ゲ
）
や
ホ
タ
テ
貝

を
店
先
に
掲
げ
て
い
る
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
巡
礼
者

（「
巡
礼
手
帳
」
を
持
参
す
る
者
）
に
無
償
（
任
意
の
寄
付
）

ま
た
は
格
安
で
部
屋
や
食
事
を
提
供
す
る
。
こ
れ
は

法
律
や
条
例
で
厳
密
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

個
人
経
営
の
場
合
は
あ
く
ま
で
聖
地
に
住
む
ホ
ス
ト

の
善
意
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
功
徳
」
と
し
て
、
暗

の
議
論
は
生
産
的
で
は
な
い
」
と
断
言
す
る
。
い
ま

や
僧
侶
も
推
進
す
る
そ
の
観
光
化
に
伴
い
、
シ
ス
テ

ム
と
環
境
の
整
備
が
進
め
ら
れ
、
確
立
さ
れ
て
き
て

い
る
。

シ
ス
テ
ム
整
備
の
ひ
と
つ
に
は
「
巡
礼
手
帳
（
ク

レ
デ
ン
シ
ア
ル
）」
と
「
巡
礼
証
明
」
の
発
行
が
あ
げ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
巡
礼
手
帳
」
は
巡
礼
を
行
い
た

い
誰
で
も
が
貰
え
る
も
の
で
あ
り
、「
異
教
徒
歓
迎
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
「
異
端
者
、
怠
け

者
、
す
べ
て
の
者
に
ひ
ら
か
れ
て
い
る
」
と
も
書
か

れ
て
い
る
場
合
が
多
い
（
発
行
所
に
よ
っ
て
多
少
異
な

る
）。
ま
た
、
手
帳
発
行
の
際
に
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト

記
入
が
あ
り
、
名
前
、
国
籍
、
パ
ス
ポ
ー
ト
ナ
ン
バ
ー
、

巡
礼
目
的
、
巡
礼
手
段
、
出
発
地
、
期
間
、
宗
教
（
カ

ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
、
そ
の
他
）

が
問
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
を
問
わ
ず
何
人
を
も

迎
え
入
れ
る
前
提
で
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
い
っ
ぽ
う
で
「
巡
礼
証
明
」
は
「
正
式
な
巡
礼
」

に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
正
式
な
巡
礼

と
は
、
宗
教
上
・
信
仰
上
の
目
的
で
徒
歩
1
0
0

km

以
上
、
傷
病
者
の
場
合
は
騎
馬
で
1
0
0

km
以
上
、

自
転
車
の
場
合
は
2
0
0

km
以
上
の
距
離
を
巡
礼
し

て
き
た
も
の
と
さ
れ
る
。
巡
礼
完
了
の
の
ち
「
巡
礼

手
帳
」
を
提
出
す
る
と
、
そ
の
日
の
ミ
サ
に
お
い
て

巡
礼
の
祝
福
（
名
前
と
出
身
地
、
出
発
点
の
読
み
上
げ
）

い
わ
け
で
も
な
い
。
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
市
内
の
、
と
あ

る
巡
礼
宿
で
は
宿
主
が
「
イ
ベ
リ
コ
豚
が
な
ぜ
こ
ん

な
に
飼
育
さ
れ
て
い
る
か
知
っ
て
い
る
か
？
 
こ
の

巡
礼
の
大
地
か
ら
豚
肉
嫌
い
の
異
教
徒
を
追
い
払
う

た
め
だ
」
と
冗
談
め
か
し
て
言
い
、
そ
の
目
の
前
で

は
巡
礼
を
終
え
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
ハ
ム
抜
き
で
オ
ー

ダ
ー
し
た
〝
モ
ツ
ァ
レ
ラ
と
イ
ベ
リ
コ
ハ
ム
の
サ
ン

ド
イ
ッ
チ
〞
を
ほ
お
ば
っ
て
笑
っ
て
い
る
。
ワ
ー
ル

ド
ワ
イ
ド
に
開
か
れ
た
聖
地
の
日
常
の
ひ
と
こ
ま
で

あ
る
。

先
に
、
巡
礼
オ
フ
ィ
ス
が
定
め
る
正
式
な
巡
礼
の

条
件
を
あ
げ
た
が
、
人
び
と
の
実
感
と
し
て
は
も
は

プ
ン
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
大

手
航
空
会
社
の
み
な
ら
ず
格
安
航
空
会
社
も
乗
り

入
れ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
イ
ス
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
10
都
市
の
ほ
か
、

南
米
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
カ
ラ
カ
ス
か
ら
も
国
際
線
の
直

行
便
が
飛
ん
で
い
る
。

聖
地
空
間
に
生
き
る
こ
と

雑
多
な
余
所
者
を
相
手
に
す
る
聖
地
に
暮
ら
す

人
び
と
は
、
サ
ー
ビ
ス
業
と
し
て
客
を
選
ぶ
こ
と
は

な
く
、
訪
ね
て
く
る
巡
礼
が
異
教
徒
で
あ
っ
て
も
そ

の
待
遇
に
ほ
ぼ
変
わ
り
は
な
い
が
、
意
識
し
て
い
な

黙
裡
に
し
か
し
自
然
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
3
年
ほ
ど
は
と
く
に
、
巡
礼
を
行

わ
ず
ダ
イ
レ
ク
ト
に
聖
地
に
や
っ
て
く
る
観
光
客
を

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
観
光
整
備
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、

市
内
で
は
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
巡
回
す
る
汽
車
型
の
観

光
バ
ス
を
走
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
21
ペ
ー
ジ
写
真

2
）。
大
聖
堂
の
は
す
向
か
い
に
あ
る
国
営
ホ
テ
ル
・

パ
ラ
ド
ー
ル
も
そ
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
（
21
ペ
ー
ジ

写
真
3
）。
パ
ラ
ド
ー
ル
は
ス
ペ
イ
ン
観
光
政
策
の
中

心
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
成
功
し
た
観
光
資
源
で
あ

り
、
ス
ペ
イ
ン
全
国
の
旧
い
貴
族
の
城
や
修
道
院
な

ど
の
歴
史
的
建
造
物
を
改
修
し
て
宿
泊
施
設
と
し
て

再
利
用
し
、
パ
ラ
ド
ー
ル
に
泊
ま
る
こ
と
自
体
の
商

品
化
を
図
っ
た
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
る
。
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ

の
パ
ラ
ド
ー
ル
は
、
1
4
9
9
年
に
カ
ト
リ
ッ
ク
両

王
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
王
立
病
院
（
巡
礼
救
護
施
設
）

が
前
身
と
な
っ
て
お
り
、
全
土
に
1
0
0
近
く
あ
る

パ
ラ
ド
ー
ル
の
な
か
で
も
2
つ
し
か
な
い
最
高
級
の

5
つ
星
を
得
て
い
る
。
日
本
か
ら
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
に

向
か
う
観
光
商
品
に
は
、「
憧
れ
の
5
つ
星
パ
ラ
ド
ー

ル
に
泊
ま
る
」
と
い
っ
た
売
り
文
句
の
ツ
ア
ー
が
数

多
く
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
2
0
1
1
年

10
月
に
は
そ
れ
ま
で
の
平
屋
建
て
の
空
港
か
ら
一
変

し
て
最
新
設
備
を
備
え
た
巨
大
な
国
際
空
港
が
オ
ー

3

2

1

1 巡礼をサンティアゴへと導くホタテ貝の目印　2 サンティアゴ
市内を巡回する観光バス　3 サンティアゴ・デ・コンポステラ
のパラドールReyes catolicos（カトリック両王）。5つ星の最高
級の国営ホテル。かつては巡礼の救護院だった　4 サンティア
ゴ市内のみやげもの店。2010聖年の記念杖　

や
信
仰
の
有
無

よ
り
も
、
自
分

の
足
ま
た
は
自

転
車
で
肉
体
的

疲
労
を
伴
う
道

行
き
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
、
が

「
本
当
の
巡
礼
」

か
ど
う
か
の
基

準
の
よ
う
で
あ
る
。
苦
労
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
憧
れ

の
地
に
到
着
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
、
そ
れ
こ

そ
が
醍
醐
味
な
の
だ
、
と
。
そ
し
て
巡
礼
者
た
ち
に

4
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1 サンティアゴ巡礼は目下、自転車巡礼（ビシグリーノBiciglino）の流行の目的地である　2 記
念撮影をする、近郊の街から徒歩でやってきたスペイン人の高校生たち　3 オブラドイロ広場
で中世のコスチュームで観光業（写真撮影サービス）を営む地元の男性　4 サンティアゴ市内
を歩く若い巡礼たち

で
は
な
い
楽
し
み
が
あ
る
ら
し
い
。
あ
る
巡
礼
宿
の

主
人
は
「
自
分
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
聖
地
に
い
る
か

ら
巡
礼
し
た
こ
と
も
、
す
る
気
も
な
い
け
れ
ど
、
世

界
中
か
ら
聖
ヤ
コ
ブ
の
も
と
に
人
が
や
っ
て
く
る
の

を
迎
え
る
こ
と
が
何
よ
り
貴
い
、
聖
ヤ
コ
ブ
と
神
へ

の
愛
の
示
し
方
だ
と
思
う
。
あ
る
意
味
で
巡
礼
に
あ

聞
く
限
り
に
お
い
て
、
少
な
か
ら
ず
道
中
に
お
い
て

神
秘
体
験
や
人
生
の
転
機
と
な
る
得
難
い
経
験
を
し

た
と
い
う
。
い
っ
ぽ
う
で
、
巡
礼
を
迎
え
る
人
び
と

も
ま
た
、
結
構
な
頻
度
で
「
説
明
し
が
た
い
神
聖
さ

を
ま
と
っ
た
巡
礼
者
が
お
り
、
否
応
な
く
迎
え
入
れ

る
気
に
さ
せ
ら
れ
る
」
と
い
い
、
た
ん
に
商
売
だ
け

1

43

2

や
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
だ
。
巡
礼
の
苦
労
の
プ

ロ
セ
ス
を
体
現
す
る
者
と
そ
れ
を
癒
す
者
、
そ
の
相

互
関
係
が
現
代
の
巡
礼
の
あ
り
か
た
の
ひ
と
つ
で
あ

り
、
そ
こ
に
明
確
な
信
仰
は
介
在
し
て
い
な
い
か
に

思
え
る
。
し
か
し
、
何
が
し
か
の
聖
性
が
人
び
と
を

つ
な
ぐ
聖
地
空
間
の
あ
り
か
た
が
垣
間
見
え
て
く
る
。

お
わ
り
に

さ
ま
ざ
ま
の
方
法
と
方
向
か
ら
観
光
開
発
さ
れ

た
と
も
い
え
る
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ

ラ
だ
が
、
毎
日
、
た
く
さ
ん
の
巡
礼
と
思
し
き
人
び

と
が
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
大
聖
堂
の
前
に
ひ
ろ
が
る
オ
ブ

ラ
ド
イ
ロ
広
場
に
佇
ん
で
い
る
。
あ
る
人
は
到
着
後

に
座
り
込
ん
だ
ま
ま
聖
ヤ
コ
ブ
の
像
を
見
上
げ
、
他

方
で
は
同
朋
と
記
念
撮
影
を
し
た
り
す
る
姿
が
見
受

け
ら
れ
る
。
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
距
離
を
歩
い
て

き
た
人
た
ち
が
目
の
前
に
お
り
、
願
を
か
け
た
の
か

自
然
と
そ
う
な
っ
た
の
か
伸
び
た
ま
ま
の
髭
や
髪
の

姿
で
は
ら
は
ら
と
涙
を
流
し
て
い
る
。
そ
こ
に
観
光

客
を
た
く
さ
ん
乗
せ
た
観
光
バ
ス
が
到
着
し
、
パ
ラ

ド
ー
ル
宿
泊
と
大
聖
堂
見
学
だ
け
を
目
的
と
し
た
ア

ジ
ア
か
ら
の
団
体
客
が
降
り
て
く
る
。
で
も
誰
も
が

大
聖
堂
の
巨
大
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
。
ど
こ
か
ら

か
観
光
客
相
手
の
ホ
タ
テ
貝
グ
ッ
ズ
売
り
の
老
婆
や
、

中
世
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
に
身
を
包
ん
だ
ラ
ッ
パ
吹
き
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1 サンティアゴ市内、自転車の巡礼者　2 パラドールの巡礼専用の食堂でふるまわれることがある、ホタテのタパス（つまみ）　3 サンティアゴ
市内のレストラン。表にホタテの表示があるところは巡礼者に食事を無料もしくは格安で提供してくれる　4 巡礼を祝福するミサの様子　5 内は
美術品が数多く飾られている。エル・グレコによる聖人画模写（左が聖ヤコブ）

サンティアゴ・デ・コンポステラ大聖堂

1

3

4

5

2
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が
現
れ
る
。
そ
う
し
た
風
景
を
日
常
と
し
て
、
い
ま

だ
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
巡
礼
と
観
光
客
を
受
け
入
れ
、

聖
地
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
は
賑
わ
っ

て
い
る
。

聖
ヤ
コ
ブ
は
7
世
紀
に
殉
死
し
て
列
聖
さ
れ
た
の

ち
、
十
字
軍
の
時
代
に
は
異
教
徒
を
滅
ぼ
し
て
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
を
救
済
す
る
と
い
う
奇
跡
の
復
活
出
現

を
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（Santiago M

atam
oros;

ム
ー

ア
人
殺
し
の
聖
ヤ
コ
ブ
）。
そ
れ
以
来
、
カ
ト
リ
ッ
ク

に
と
っ
て
は
異
教
徒
か
ら
の
守
護
聖
人
と
し
て
な

が
ら
く
敬
わ
れ
、
い
ま
で
も
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
大
聖
堂

の
向
か
い
に
あ
る
市
役
所
の
頂
で
は
、
白
馬
に
跨
っ

た
聖
ヤ
コ
ブ
の
彫
像
が
異
教
徒
を
足
蹴
に
し
て
剣

を
振
る
っ
て
い
る
の
だ
が
、
時
代
が
変
わ
れ
ば
そ

の
役
割
も
変
わ
る
。
い
ま
は
「
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
」
が 

「
聖
ヤ
コ
ブ
」
を
意
味
す
る
こ
と
も
知
ら
な
い
よ
う

な
異
教
徒
が
何
万
人
も
自
分
の
墓
を
訪
れ
て
、
と

き
に
感
激
の
涙
を
流
し
て
い
る
よ
う
す
を
静
か
に
見

守
っ
て
い
る
。
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Field note 14
「交流文化」フィールドノート

エコツーリズムによる
宮古市の震災復興支援
―1000年の絆を紡ぐ宝探し調査―

橋本研究室（観光学部観光学科）

橋本研究室では、2011年から東日本大震災で被災した岩手県宮古市の「地域の
宝」を掘り起こす地域復興プランを提案することを目的とした調査に取り組んでき
た。以下、その活動を報告する。

調
査
の
主
旨
と
目
的

2
0
1
1
年
3
月
11
日
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災

は
、「
1
0
0
0
年
に
一
度
」、「
未
曾
有
」
の
大
地
震

と
繰
り
返
し
報
道
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、

三
陸
沿
岸
は
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
大
地
震
と
大
津
波

に
遭
遇
し
て
き
た
「
津
波
常
習
地
」
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
住
民
は
、
た
び
た
び
地
震
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と

を
も
地
域
の
特
性
と
し
、
子
孫
に
伝
え
る
べ
き
知
恵

の
一
つ
に
数
え
て
こ
の
地
に
住
み
続
け
て
き
た
。

 「
人
び
と
が
住
み
続
け
る
」
こ
と
は
重
要
な
意
味

を
も
っ
て
い
る
。
住
民
が
地
域
の
誇
り
を
連
綿
と
継

承
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
今
日

の
三
陸
沿
岸
地
域
が
あ
る
の
も
、
住
み
続
け
て
き
た

土
地
へ
の
誇
り
が
精
神
的
な
支
え
と
な
り
、
そ
れ
が

繰
り
返
さ
れ
る
大
津
波
か
ら
の
復
興
へ
向
か
う
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る

と
、住
民
が
先
祖
か
ら
伝
え
ら
れ
た
「
地
域
の
宝
」
を
、

生
き
る
力
や
文
化
と
し
て
読
み
取
り
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
再
び
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
、
今
回
の
復
興
に
お

い
て
も
重
要
な
鍵
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
に
た
ち
、
私
た
ち
の
調
査

チ
ー
ム    

は
、
岩
手
県
宮
古
市
で
震
災
の
な
か

で
残
さ
れ
た
自
然
・
生
活
文
化
・
生
業
・
技
術
等
の

「
宝
」
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
ら
を
活
か
し
て
、
住

民
が
参
加
で
き
る
被
災
地
域
の
宝
を
核
と
し
た
「
地

域
復
興
プ
ラ
ン
」
を
提
案
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

震
災
復
興
調
査
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
2
0
1
1
年

に
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い

て
、
ゼ
ミ
の
学
生
有
志
た
ち
は
、
文
献
調
査
、
フ
ィ
ー

ル
ド
調
査
（
被
災
地
域
の
踏
査
と
住
民
へ
の
聞
き
取
り
調
査
、

地
域
復
興
プ
ラ
ン
と
し
て
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

サ
ポ
ー
ト
）
に
お
い
て
、
欠
か
せ
な
い
役
割
を
果
た
し

て
き
た
。

宮
古
市
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査

宮
古
市
は
、
三
陸
を
代
表
す
る
景
勝
地
で
あ
る
名

勝
・
浄
土
ヶ
浜
を
有
す
る
観
光
地
で
、「
ス
ー
パ
ー

堤
防
」
で
知
ら
れ
る
田
老
地
区
も
現
在
は
宮
古
市

に
含
ま
れ
て
い
る
。
文
化
面
で
は
、
北
は
普
代
村
か

ら
南
は
大
槌
町
ま
で
を
巡
業
す
る
と
い
う
、
珍
し
い

形
態
を
今
に
伝
え
る
黒
森
神
楽（
国
指
定
無
形
文
化
財
）

が
あ
る
。
漁
業
も
盛
ん
で
、
サ
ン
マ
や
昆
布
の
産

地
と
し
て
名
高
い
ほ
か
本
州
随
一
の
鮭
の
生
産
量
を

誇
る
。

初
年
度
の
2
0
1
1
年
度
は
、
8
月
に
1
週
間
か

け
て
実
施
し
た
「
調
査
合
宿
」
を
皮
切
り
に
、
繰
り

返
し
宮
古
市
を
訪
れ
、
集
中
的
な
踏
査
と
ヒ
ア
リ
ン

グ
を
実
施
し
た
。
自
然
・
生
活
文
化
・
生
業
等
の
代

表
的
な
宝
に
着
目
し
選
定
し
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
対
象
者

は
、
宮
古
市
商
業
観
光
課
、
観
光
協
会
、
神
楽
関
係
者
、

1

3

2

4

5

1 天井部のみ残されたガソリンスタ
ンド　2 壊滅した田老地区の住宅
街。津波は「万里の長城」といわれ
た巨大堤防をも乗り越えた　3 宮 
古港（1、2、3は2011年8月撮影） 
4 津波の被害を受けた三陸海岸沿
いの遊歩道の手すり　5 「これより
先 津波浸水想定区域」

注
1
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農
業
・
漁
業
関
係
者
、
食
や
自
然
、
ま
ち
づ
く
り
関

係
者
等
、
延
べ
27
人
に
の
ぼ
る
。

宝
を
活
か
し
た

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
提
案

2
0
1
2
年
度
に
は
、
前
年
度
の
調
査
成
果
を

も
と
に
、
宝
を
活
か
し
た
地
域
振
興
プ
ラ
ン
と
し

て
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
た
。
黒
森

神
楽
と
三
陸
の
海
岸
地
域
と
い
う
2
つ
の
テ
ー
マ
に

沿
っ
た
コ
ー
ス
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
、
ガ
イ
ド
育
成

と
活
用
、
実
施
の
た
め
の
組
織
づ
く
り
な
ど
の
要
素

を
組
み
込
ん
で
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
生
た
ち

は
、
7
月
の
ツ
ア
ー
コ
ー
ス
の
整
備
（
旧
参
道
の
刈
払

い
）、
8
月
の
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
、
10
月
の
本
番
と
、
ツ

ア
ー
の
サ
ポ
ー
ト
役
と
し
て
活
躍
し
た
。

3
年
目
と
な
る
本
年
は
、黒
森
神
楽
の
権
現
様
（
獅

子
頭
）
を
祀
る
黒
森
神
社
の
例
大
祭
（
7
月
21
日
）
に

合
わ
せ
て
、
神
楽
を
鑑
賞
で
き
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
た
。
主
催
は
宮
古
市
観
光
協
会
、

ガ
イ
ド
は
国
立
公
園
で
働
く
パ
ー
ク
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

な
ど
、
住
民
が
主
体
と
な
る
こ
と
を
意
識
し
た
企
画

で
あ
る
。
今
年
も
私
た
ち
は
、本
番
2
週
間
前
の
コ
ー

ス
整
備
に
参
加
し
、
地
元
の
方
々
と
連
携
を
と
り
な

が
ら
準
備
を
進
め
て
き
た
。
市
民
に
は
地
元
の
良
さ

を
再
認
識
す
る
格
好
の
機
会
と
な
り
、
遠
方
か
ら
の

参
加
者
に
と
っ
て
は
、
荘
厳
な
雰
囲
気
の
中
で
繰
り

広
げ
ら
れ
る
神
楽
を
鑑
賞
で
き
る
貴
重
な
体
験
が
盛

り
込
ま
れ
た
質
の
高
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
す
べ
く
準
備

を
進
め
て
き
た
が
、
参
加
者
か
ら
は
概
ね
そ
の
よ
う

な
評
価
を
し
て
も
ら
え
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら

も
地
元
の
宝
を
活
か
し
た
復
興
支
援
を
、
地
元
住
民

た
ち
と
と
も
に
考
え
て
い
き
た
い
。

2
0
1
3
年
度
は

裏
磐
梯
で
名
高
い
北
塩
原
村
調
査

こ
の
調
査
に
参
加
し
た
ゼ
ミ
生
た
ち
は
、
地
元
の

方
々
と
一
緒
に
作
業
を
し
た
り
、
ツ
ア
ー
参
加
者
と

交
流
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
り
し
て
き
た
し
、
観
光

学
部
で
も
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
論
を
担
当
い
た
だ
い
て

い
る
海
津
ゆ
り
え
先
生
（
文
教
大
学
）
の
指
導
の
も
と
、

海
津
研
究
室
の
学
生
た
ち
と
共
同
で
調
査
す
る
機
会

を
得
た
こ
と
は
何
よ
り
の
経
験
と
な
っ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
彼
ら
彼
女
ら
を
見
て
い
る
と
、
現
場
を
繰

り
返
し
訪
れ
自
分
の
眼
で
観
て
、
震
災
復
興
へ
の
着

実
な
足
ど
り
を
全
身
で
感
じ
と
り
、
土
地
の
も
の
を

食
し
な
が
ら
過
ご
す
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
体
験
の
一
つ

ひ
と
つ
が
血
と
な
り
肉
と
な
り
、
心
身
と
も
に
た
く

ま
し
く
成
長
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。
ゼ
ミ
生
た

ち
の
調
査
結
果
の
一
部
は
、
コ
ー
ス
マ
ッ
プ
や
フ
ェ

ノ
ロ
ジ
ー
カ
レ
ン
ダ
ー      

と
し
て
地
元
に
還
元
さ
れ

て
い
る
。

な
お
、
橋
本
研
究
室
で
は
、
今
年
度
か
ら
3
年
間

か
け
て
、「
風
評
被
害
」
を
克
服
す
る
た
め
の
フ
ィ
ー

ル
ド
調
査
を
、
裏
磐
梯
で
名
高
い
福
島
県
北
塩
原
村

で
開
始
し
て
い
る
。   

こ
う
し
た
調
査
に
参
加
す
る

ゼ
ミ
生
た
ち
の
成
長
が
、
今
か
ら
楽
し
み
で
あ
る
。

注
1
　
2
0
1
1
年
度
「
日
本
観
光
研
究
学
会
震
災
特
別
研
究
」（「
エ
コ
ツ
ー

リ
ズ
ム
に
よ
る
震
災
復
興
支
援
の
実
証
的
研
究
－
岩
手
県
宮
古
市
に
お
け
る

1
0
0
0
年
の
絆
を
紡
ぐ
宝
探
し
調
査
」
研
究
代
表
者

：

文
教
大
学
海
津
ゆ
り

え
）
。
2
0
1
2
年
度
は
日
本
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
会
（
J
E
S
）
、
日
本
エ
コ

ウ
ォ
ー
ク
環
境
貢
献
機
構
（
J
E
C
O
）
、
J
R
東
日
本
ウ
ォ
ー
タ
ー
ビ
ジ
ネ

ス
、
二
戸
市
（
岩
手
県
）
の
支
援
を
得
て
推
進
さ
れ
、
2
0
1
3
年
度
か
ら
は

文
科
省
科
学
研
究
費
（「
観
光
資
源
の
持
続
的
保
全
と
利
用
を
可
能
と
す
る
地

域
運
営
シ
ス
テ
ム
の
応
用
研
究
」
研
究
代
表
者

：

海
津
ゆ
り
え
）
の
研
究
対
象

地
域
と
し
て
い
る
。

注
2
　
フ
ェ
ノ
ロ
ジ
ー
と
は
生
物
学
用
語
で
「
生
物
季
節
学
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
対
象
と
な
る
生
物
を
人
や
人
の
営
み
に
展
開
す
る
と
、
地
域
に
お
け
る

自
然
・
文
化
・
行
事
・
生
業
・
食
な
ど
多
様
な
テ
ー
マ
に
基
づ
く
暦
を
作
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
暦
を
活
用
す
る
と
、
季
節
ご
と
の
地
域
像
が
明
ら
か
と
な

り
、
地
域
の
生
活
の
疑
似
体
験
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
応
用
と
し
て

季
節
ご
と
の
き
め
細
か
い
地
域
の
宝
を
発
信
す
る
観
光
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。

注
3
　
立
教
S
F
R
東
日
本
大
震
災
・
復
興
支
援
関
連
研
究
（
2
0
1
3
年

度
～
15
年
度
）「
観
光
資
源
の
持
続
的
活
用
に
よ
る
風
評
被
害
の
克
服
に
関
す

る
研
究
」（
研
究
代
表
者

：

橋
本
俊
哉
）

1 魚菜市場にて　2 3 4 ヒアリング風景　5 過去の津波の教訓の碑（浄土ヶ浜）
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注
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注
3

Field note 14

「交流文化」フィールドノート
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学生たちの調査をもとに作成されたフェノロジーカレンダー。宮古市の観光協会や市内の寿司屋などで活用されている。

「宮古の宝」を掘り起こす

1 黒森神社　2 黒森神楽　3 モニターツアーで神楽鑑賞後、神楽衆とともに　4 宮古の伝統的な正月料理　5 賑わいを取り戻した浄土ヶ浜

21

5

43

Field note 14

「交流文化」フィールドノート
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「
地
域
の
宝
」を
発
掘
す
る

山
本
陽
太
（
観
光
学
科
4
年
）

　
私
の
調
査
内
容
は
、
主
と
し
て
地
元
住
民
の
方
々
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調

査
で
し
た
。
地
元
の
人
し
か
知
ら
な
い
料
理
や
文
化
、
習
慣
等
の
「
宝
」

を
地
域
住
民
の
方
と
距
離
を
縮
め
つ
つ
、
発
掘
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
調

査
に
あ
た
っ
て
、
い
か
に
彼
ら
の
知
識
を
引
き
出
す
か
、
い
つ
も
考
え
ま

し
た
。

　
宮
古
の
方
々
の
震
災
復
興
に
対
す
る
、
そ
し
て
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ

る
地
域
再
構
意
欲
に
よ
り
、
調
査
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
地

域
の
団
結
力
に
感
服
し
ま
し
た
。
私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
も
継
続
的
に
調

査
に
携
わ
る
こ
と
で
、
宮
古
の
復
興
、
何
よ
り
人
々
に
間
接
的
で
あ
れ
貢

献
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

未
来
を
考
え
た
行
動
の
大
切
さ

後
藤
莉
香
（
観
光
学
科
3
年
）

　
宮
古
調
査
に
参
加
し
て
、
私
は
「
未
来
を
考
え
た
行
動
の
大
切
さ
」
を

強
く
感
じ
て
い
ま
す
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
中
で
、
被
災
を
し
た
方
々
が

皆
、
震
災
後
す
ぐ
に
何
ら
か
の
行
動
を
起
こ
し
て
い
た
と
知
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
未
来
の
自
分
や
未
来
の
地
域
の
た
め
で
す
。
そ
の
行
動
が
あ
っ
て

こ
そ
、
復
興
に
向
か
う
今
の
宮
古
が
存
在
し
て
い
る
と
気
付
き
ま
し
た
。

と
同
時
に
、
呑
気
な
自
分
の
大
学
生
活
を
み
つ
め
直
す
き
っ
か
け
と
な
り

ま
し
た
。
未
来
の
自
分
や
周
囲
の
人
々
の
た
め
に
も
、
無
駄
な
日
は
一
日

も
な
い
と
痛
感
し
て
い
ま
す
。
宮
古
調
査
は
、
学
問
的
知
識
の
み
な
ら
ず
、

精
神
的
に
も
私
を
成
長
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

「宝」を活かした地域振興プラン
―エコウォーク（黒森神社／三陸海岸）

1 モニターツアーの受付　2 黒森神社境内での神楽鑑賞　3 4 パークボランティアによるガイド風景　5 津波が押し寄せて変貌した海岸地帯を
歩く

現地での調査報告会の様子

21

4

5

3

Field note 14

「交流文化」フィールドノート
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近
年
、
長
崎
県
の
教
会
や
キ
リ
シ
タ
ン
史
跡
が
観
光
商
品
化
さ
れ
て
い
る
。

背
景
に
は
過
疎
化
が
あ
る
が
、
古
来
日
本
の
玄
関
口
だ
っ
た
こ
の
地
に
は

4
0
0
年
を
超
え
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
歴
史
が
あ
る
。
教
会
へ
の
旅
へ
と
人
々

を
駆
り
立
て
る
動
機
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

キ
リ
シ
タ
ン
と

現
代
の
教
会
巡
礼

長
崎
の
文
化
層
序
と
観
光
商
品
化 

文
・
写
真 

佐
藤
大
祐

一
冊
の
ノ
ー
ト

長
崎
県
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
歴
史
に
裏
打
ち
さ

れ
た
、
建
築
史
的
に
も
価
値
あ
る
レ
ン
ガ
造
り
や
木

造
の
美
し
い
教
会
が
数
多
く
存
在
す
る
た
め
、
教
会

め
ぐ
り
を
す
る
巡
礼
者
や
観
光
客
が
絶
え
な
い
。
そ

の
よ
う
な
長
崎
県
の
多
く
の
教
会
の
入
り
口
付
近
に

は
、
外
部
か
ら
の
訪
問
客
が
自
由
に
記
帳
で
き
る

ノ
ー
ト
が
置
か
れ
て
い
る
。

長
崎
県
北
部
の
と
あ
る
教
会
に
置
か
れ
た
ノ
ー

ト
を
開
い
て
み
よ
う
。
そ
の
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
て
い

る
の
は
、「
す
ば
ら
し
い
眺
め
の
中
に
立
て
ら
れ
て

い
る
教
会
で
お
祈
り
で
き
た
こ
と
を
感
謝
い
た
し
ま

す
」
と
い
う
長
崎
市
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
か
ら
の
寄

せ
書
き
や
、「
京
都
か
ら
来
ま
し
た
。
平
戸
、
原
城

な
ど
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
の
跡
を
た
ど
ら
せ
て
い
た
だ

く
旅
を
し
て
き
ま
し
た
。
歴
史
を
、
人
間
の
な
す
業

の
お
そ
ろ
し
さ
を
お
も
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
信
徒
に
よ
る
記
述
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に

み
ら
れ
る
旅
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
神
や
殉
教
者
へ

祈
り
を
捧
げ
て
敬
意
を
表
す
巡
礼
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

他
に
も
、
東
京
や
大
阪
な
ど
の
大
都
市
か
ら
、
ミ
ッ

シ
ョ
ン
系
の
学
校
の
生
徒
が
修
学
旅
行
と
し
て
長
崎

市
や
平
戸
、
五
島
列
島
を
訪
れ
る
例
も
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
こ
れ
ら
の
教
会
に
は
、
女
性
を
中

心
に
、
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
訪
問
客

が
増
え
て
い
る
。
彼
女
ら
は
都
市
部
に
住
む
O
L

や
、
母
・
娘
の
親
子
連
れ
、
年
配
の
女
性
グ
ル
ー
プ

客
な
ど
で
あ
り
、
従
来
の
巡
礼
者
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
人
々
で
あ
る
。
近
年
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ブ
ー

ム
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

ん
な
こ
と
よ
り
も
、
素
朴
な
教
会
の
荘
厳
な
雰
囲
気

の
中
で
、
背
景
に
あ
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
苦
難
の
歴
史

に
心
動
か
さ
れ
、
単
な
る
癒
し
を
は
る
か
に
超
え
た

体
験
を
得
て
い
る
よ
う
だ
。
教
会
に
備
え
付
け
ら
れ

た
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
た
「
教
会
に
初
め
て
足
を
運
び

ま
し
た
が
、
と
て
も
落
ち
着
き
心
が
あ
ら
わ
れ
る
よ

う
で
す
。
ほ
ん
の
少
し
の
時
間
に
ゆ
っ
た
り
し
た
気

持
ち
に
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
今
日
が
と
て
も
素
晴

ら
し
い
一
日
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
感
想
か
ら
そ

れ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

現
代
の
多
様
な
教
会
巡
礼

こ
の
よ
う
な
体
験
の
で
き
る
長
崎
県
の
教
会
は
、

す
で
に
旅
行
会
社
に
よ
る
ツ
ア
ー
に
も
取
り
込
ま

れ
て
い
る
。
五
島
列
島
を
目
的
地
と
し
た
東
京
発

の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ
ア
ー
を
2
つ
紹
介
し
よ
う
（
松
井 

2
0
1
3
）。

1
つ
目
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
を
対
象
と
し
た
巡
礼

ツ
ア
ー
で
あ
り
、
3
泊
4
日
が
13
万
円
台
で
設
定
さ

れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
が
随
行
す
る
。
そ
し
て
、
島

内
の
教
会
を
バ
ス
で
回
り
な
が
ら
、
教
会
堂
で
ミ

サ
が
営
ま
れ
、
参
加
者
に
よ
る
祈
り
が
捧
げ
ら
れ

る
。
2
つ
目
の
観
光
客
を
対
象
と
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ

ツ
ア
ー
で
も
、
教
会
を
は
じ
め
と
す
る
キ
リ
シ
タ
ン

関
連
施
設
は
重
要
な
観
光
資
源
で
あ
り
、
教
会
に
椿

油
や
五
島
う
ど
ん
な
ど
の
名
産
品
を
組
み
合
わ
せ
て
、

中
高
年
の
女
性
グ
ル
ー
プ
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
ツ

下 平戸の中心部にある聖フランシスコ・ザビエル記念
教会。1931年建設、寺院と教会の見える折衷的風景で
有名（2007年2月25日） 左 とある教会に置かれた、訪
問客が自由に記帳できるノート
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ア
ー
が
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
世
界
遺
産

暫
定
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
た
頭
ヶ
島
教
会
と
青
砂
ヶ

浦
教
会
を
巡
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
洞
窟
や
旧
五
輪
教
会

な
ど
の
辺
境
地
に
あ
る
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
施
設
に
船

で
立
ち
寄
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
墓
地
で
観
光
客
が
信
者

か
ら
直
接
話
を
聞
く
、
と
い
っ
た
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン

ト
が
設
定
さ
れ
て
い
る
ツ
ア
ー
も
あ
る
。

ま
た
、
上
五
島
の
複
数
の
教
会
で
は
、
12
月
中

旬
に
音
楽
家
を
招
い
て
「
チ
ャ
ー
チ
コ
ン
サ
ー
ト
」

が
催
さ
れ
て
お
り
、
島
外
か
ら
も
ツ
ア
ー
や
個
人
で

来
島
し
た
観
光
客
が
訪
れ
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
イ
ル
ミ

ネ
ー
シ
ョ
ン
に
彩
ら
れ
た
教
会
で
信
徒
と
共
に
賛
美

歌
を
合
唱
す
る
。
参
加
費
は
無
料
で
各
教
会
と
も
立

ち
見
客
が
出
る
ほ
ど
盛
況
で
あ
る
。
ま
た
、
上
五
島

の
あ
る
民
宿
で
は
、
青
砂
ヶ
浦
教
会
で
の
結
婚
式
ツ

ア
ー
を
企
画
商
品
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
韓
国
か
ら
長
崎
の
教
会
や
キ
リ
シ
タ
ン

史
跡
を
訪
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
多
い
。
韓
国
の
キ

リ
ス
ト
教
史
は
近
代
以
降
の
2
0
0
年
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
韓
国
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
世
界
各
地
の

巡
礼
地
を
訪
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
が
、
か
れ
ら

に
と
っ
て
、
長
崎
で
の
「
潜
伏
」
と
い
う
受
難
の
歴

史
と
独
自
の
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

巡
礼
地
と
は
異
な
る
魅
力
的
な
も
の
に
映
る
と
い
う

（
松
井 

2
0
1
3
）。

キ
リ
シ
タ
ン
史
と
教
会
の
観
光
商
品
化

こ
の
よ
う
に
今
日
、
教
会
や
キ
リ
シ
タ
ン
史
跡
が

次
々
と
観
光
商
品
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
は
、
こ
の
地

域
に
共
通
す
る
危
機
意
識
の
表
れ
で
も
あ
る
。
現
在
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
深
化
に
よ
っ
て
、
優
勝

劣
敗
の
地
域
間
競
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
、
長

崎
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
特
に
キ
リ
シ
タ
ン
が
多

く
居
住
し
て
い
た
外
海
や
平
戸
、
五
島
列
島
は
都
市

部
か
ら
遠
く
離
れ
た
半
島
や
離
島
と
い
っ
た
辺
境
の

地
で
あ
り
、
過
疎
化
が
急
速
に
進
行
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
他
の
地
域
と
の
差
別
化
を
図
り
な
が
ら
地

域
活
性
化
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

近
年
、「
長
崎
の
教
会
群
と
キ
リ
ス
ト
教
関
連
遺

産
」
と
題
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た

教
会
を
世
界
文
化
遺
産
へ
登
録
す
る
こ
と
が
目
指
さ

れ
て
お
り
、
2
0
0
7
年
に
は
文
化
庁
か
ら
ユ
ネ
ス

コ
に
推
薦
さ
れ
る
暫
定
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
た
。
長

崎
の
観
光
産
業
に
と
っ
て
、
修
学
旅
行
を
は
じ
め
と

す
る
団
体
旅
行
が
落
ち
込
ん
で
い
る
た
め
、
世
界
遺

産
へ
の
登
録
は
願
っ
て
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
教
会

や
信
徒
に
と
っ
て
も
、
過
疎
化
が
進
む
中
で
、
観
光

収
入
が
教
会
の
維
持
に
寄
与
す
る
か
も
し
れ
な
い
と

の
期
待
も
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
世
界
遺
産
化
に
は
大
き
な
問
題
も
は
ら

む
。
ひ
と
た
び
旅
行
会
社
や
行
政
、
観
光
協
会
の
視

点
か
ら
、
各
所
に
眠
る
キ
リ
シ
タ
ン
史
や
教
会
お
よ

び
信
徒
の
信
仰
生
活
に
観
光
「
商
品
」
と
し
て
の
新

た
な
価
値
が
付
与
さ
れ
る
と
、
メ
デ
ィ
ア
や
観
光
客

な
ど
に
よ
っ
て
都
合
良
く
解
釈
さ
れ
、
そ
の
解
釈
が

一
人
歩
き
し
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
住
民
や
信
徒
が

そ
の
新
た
な
価
値
を
守
り
通
す
こ
と
を
押
し
つ
け
ら

れ
た
り
、
そ
の
価
値
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
は
切
っ
て

捨
て
ら
れ
た
り
、
と
い
っ
た
危
険
が
つ
き
ま
と
う
。

ま
た
、
観
光
客
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
収
入
は
、

主
と
し
て
ホ
テ
ル
や
旅
行
会
社
な
ど
の
業
者
に
入
る

こ
と
に
な
り
、
教
会
を
守
っ
て
き
た
信
徒
に
は
、
ゴ

ミ
問
題
や
駐
車
場
不
足
、
ト
イ
レ
清
掃
な
ど
負
の
側

面
が
押
し
つ
け
ら
れ
る
だ
け
、
と
い
う
こ
と
に
も
な

り
か
ね
な
い
。
す
で
に
、
長
崎
の
教
会
観
光
研
究
の

第
一
人
者
で
あ
る
松
井
圭
介
は
著
書
の
中
で
、
地
元

の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
と
っ
て
信
仰
の
場
と
し
て
の

教
会
や
儀
礼
の
場
と
し
て
の
聖
人
殉
教
の
地
が
、
観

光
化
に
よ
っ
て
観
光
客
の
個
人
的
な
祈
り
や
癒
し
の

場
、
あ
る
い
は
四
国
遍
路
を
見
本
と
し
た
「
な
が
さ

き
巡
礼
」
の
創
出
と
い
う
よ
う
な
、
新
し
い
意
味
を

持
っ
た
巡
礼
地
と
し
て
再
編
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
（
松
井 

2
0
1
3
）。

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
観
光
客
の
嗜
好
は
速
い

ス
ピ
ー
ド
で
多
様
化
し
て
お
り
、
と
あ
る
場
所
や
文

化
が
商
品
化
さ
れ
、
消
費
さ
れ
、
飽
き
ら
れ
る
と
、

ま
た
新
た
な
商
品
が
生
み
出
さ
れ
る
、
と
い
う
一
連

の
サ
イ
ク
ル
が
高
速
回
転
し
て
い
る
。
教
会
が
日
常

生
活
に
密
着
し
て
い
る
長
崎
に
お
い
て
は
、
世
界
遺

産
化
と
教
会
や
信
仰
の
観
光
商
品
化
に
伴
っ
て
、
教

五島市

平戸市

佐世保市

長崎市

1 2 長崎市外海の出津教会。1882年建設、ド・ロ神父の設計施工。国指定重要文化財。世界遺産候補「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」
の13資産の1つ（2006年12月24日）

3 長串山から平戸島を望む。宣教師を乗せたポルトガル船が行き交った海（2008年12月17日）　4 授産場。1883年竣工。旧出津救助院の中
心施設。国指定重要文化財

134 2
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4 佐世保市の黒島教会。黒島の信徒全員
の献金や労働奉仕によって1902年築。国
指定重要文化財、「長崎の教会群とキリス
ト教関連遺産」の13資産のひとつ（2013
年8月8日）　5 黒島教会の内部。壁面は
下から順にアーケード、トリフォリウム（壁
付きアーチ）、高窓（ステンドグラス）の3
層構造で、大変珍しい。天井はリブヴォー
ルト（こうもり天井）。アンジェラスの鐘や
キリスト像、ステンドグラスはフランス製で
建築当時のもの　6 祭壇には有田焼（佐
世保市の東隣の磁器産地）のタイルが敷
かれている　7 天井やドアの板は、建築時
に資金が不足したため、安価な板に信徒
が筆で木目を描いたもの。説明するガイド
は、黒島で民宿を経営する鶴崎時雄氏で、
自身も先祖代々の信徒

1 2 平戸紐差教会。1929年建設、鉄筋コンクリート。2代目。
初代は1885年建設。鉄川与助設計施工（2008年4月22
日）　3 佐世保市中心部の三浦町教会。1931年建設（2004
年7月）

会
や
信
徒
が
強
い
影
響
を
受
け
る
危
険
性
が
ど
の
地

域
よ
り
も
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

長
崎
の
文
化
層
序
と
キ
リ
シ
タ
ン

古
来
よ
り
日
本
の
玄
関
口
で
あ
っ
た
長
崎
に
は
、

中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
,
東
南
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
様
々
な
文
化
が
流
入
し
て
き
た
。
多
く
の
文

化
が
時
代
を
経
る
ご
と
に
地
層
の
よ
う
に
堆
積
し
た

状
態
を
「
文
化
層
序
」
と
い
う
。
4
0
0
年
を
超

え
る
キ
リ
シ
タ
ン
と
教
会
の
史
実
は
、
痛
ま
し
い
出

来
事
が
数
多
く
見
ら
れ
た
も
の
の
、
長
崎
の
文
化
層

序
を
豊
穣
な
も
の
に
し
て
い
る
。
分
厚
く
個
性
的
な

文
化
層
序
を
有
す
る
長
崎
に
と
っ
て
、
地
域
固
有
の

歴
史
は
他
地
域
と
の
差
別
化
の
格
好
の
材
料
で
あ

る
。
中
で
も
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
キ
リ

シ
タ
ン
史
は
世
界
遺
産
化
に
伴
っ
て
一
躍
注
目
の
的

と
な
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
史
は
、
イ
エ
ズ

ス
会
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
1
5
4
9
年

に
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
を
伝
え
た
こ
と
に
始

ま
る
。
多
く
の
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
庇
護
下
に
あ
っ

た
九
州
は
布
教
の
根
拠
地
と
な
っ
た
が
、
わ
け
て
も

長
崎
は
1
5
8
0
年
に
現
在
の
長
崎
市
中
心
部
が
領

主
の
大
村
純
忠
か
ら
イ
エ
ズ
ス
会
に
寄
進
さ
れ
、
多

数
の
教
会
や
慈
善
病
院
が
設
け
ら
れ
て
、
一
説
に
は

数
万
人
の
信
徒
を
誇
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の

迫
害
が
本
格
化
し
、
教
会
は
こ
と
ご
と
く
破
壊
さ

れ
、
信
仰
を
続
け
よ
う
と
す
る
者
は
捕
ら
え
ら
れ
て

拷
問
を
受
け
た
り
、
処
刑
さ
れ
た
り
し
た
。
そ
れ
で

も
棄
教
を
選
択
し
な
い
信
徒
た
ち
は
、
周
囲
か
ら
隠

れ
て
、
密
か
に
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
続
け
る
こ
と
に

な
る
。
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
多
く
は
仏
教
徒
と
し

1

4

7

5

6

2

3
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聖フランシスコ・ザビエル記念教会（平戸市）

参考文献
稲垣 勉 2001 「観光消費」 岡本伸之

『観光学入門』有斐閣アルマ

海老沢有道 1981 『キリシタンの弾圧と

抵抗』雄山閣

松井圭介 2013 『観光戦略としての宗教

－長崎の教会群と場所の商品化－』筑

波大学出版会

宮崎賢太郎 2001 『カクレキリシタン：オ

ラショ－魂の通奏低音』長崎新聞新書

て
振
る
舞
い
な
が
ら
、
オ
ラ
シ
ョ
と
呼
ば
れ
る
ラ
テ

ン
語
由
来
の
祈
祷
を
唱
え
、
信
徒
仲
間
の
殉
教
地
を

聖
地
と
し
て
奉
り
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
洗
礼
を
授

け
て
、
秘
密
裏
に
子
や
孫
に
信
仰
を
受
け
継
い
で

い
っ
た
。

そ
し
て
幕
末
の
長
崎
で
、
世
界
史
的
な
出
来
事
が

起
こ
る
。
開
国
後
の
長
崎
に
居
留
し
始
め
た
外
国
人

カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
の
た
め
に
、
大
浦
天
主
堂
（
国
宝

指
定
）
が
1
8
6
5
年
に
建
て
ら
れ
た
。
こ
の
大
浦

天
主
堂
に
、
2
0
0
年
以
上
も
潜
伏
し
て
き
た
浦
上

地
区
（
現
長
崎
市
）
の
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
が
現
れ
、
自

ら
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
こ
と
を
外
国
人
神
父
に
告

白
し
た
の
で
あ
る
。

「
信
徒
発
見
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
出
来
事
は
、
禁
教

令
が
明
治
前
後
も
依
然
と
し
て
敷
か
れ
て
い
た
た
め
、

隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
組
織
の
大
規
模
な
摘
発
と
弾
圧
に

繋
が
っ
た
。
し
か
し
、
1
8
7
3
年
（
明
治
6
年
）

に
よ
う
や
く
信
仰
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
と
、
信
徒

た
ち
は
貧
し
く
と
も
資
金
を
積
み
立
て
供
出
し
、
ま

た
労
力
を
提
供
し
て
木
材
や
レ
ン
ガ
、
石
な
ど
の
資

材
を
運
び
、
い
わ
ば
信
徒
に
よ
る
手
作
り
の
教
会
が

各
地
に
建
て
ら
れ
て
い
っ
た
。
結
果
と
し
て
長
崎
県

に
は
現
在
で
も
1
3
2
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
あ
り
、

そ
の
数
は
全
国
で
も
抜
き
ん
で
て
多
い
。

こ
の
よ
う
に
、
長
崎
県
の
外
海
や
平
戸
、
五
島

列
島
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
は
、
迫
害
、
潜
伏
、

復
活
と
い
う
苦
難
の
道
の
り
を
、
世
代
を
超
え
て
経

験
し
て
き
た
。
し
か
も
浦
上
の
信
徒
は
そ
の
後
、
長

崎
原
爆
の
爆
心
地
を
も
経
験
し
て
い
る
。
過
酷
な
歴

史
を
背
負
っ
て
い
る
分
だ
け
信
徒
の
信
仰
心
は
厚
く
、

教
会
は
信
徒
の
日
常
生
活
に
密
着
し
て
い
る
。

私
た
ち
の
心
を
と
ら
え
る
旅

 

ー
「
巡
礼
」
と
「
観
光
」
と
の
関
わ
り
ー

人
は
長
い
人
生
の
折
々
で
、
生
き
て
い
く
こ
と
に

苦
し
さ
を
味
わ
う
。
生
き
て
い
く
こ
と
の
苦
し
さ
は

お
そ
ら
く
、
い
つ
の
時
代
も
、
宗
教
・
宗
派
を
問
わ

ず
、
普
遍
的
な
感
情
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら

こ
そ
迫
害
、
潜
伏
、
復
活
を
経
験
し
た
長
崎
の
教
会

に
は
、
信
徒
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
そ
こ
を
訪
れ

る
者
と
苦
し
み
を
分
か
ち
合
い
、
私
た
ち
の
傍
ら
に

寄
り
添
っ
て
く
れ
る
真
心
の
大
気
が
満
ち
満
ち
て
い

る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
長
崎
の
教
会
へ
の
旅
へ
と

人
々
を
駆
り
立
て
る
大
き
な
動
機
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、長
崎
の
教
会
は
、今
、

観
光
商
品
化
の
渦
中
に
あ
る
。
こ
の
一
見
ジ
レ
ン
マ

と
も
見
え
る
現
象
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、

私
た
ち
は
「
巡
礼
」
と
「
観
光
」
と
の
関
係
を
探
っ

て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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読
書
案
内
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今
回
の
読
書
案
内
は
、巡
礼
研
究
に
携
わ
る

研
究
者
に
よ
る
自
著
解
説
。

巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
民
族
誌

―
消
費
さ
れ
る
宗
教
経
験

門
田
岳
久 
著
（
二
〇
一
三
）
　

森
話
社
（
本
体
五
六
〇
〇
円
＋
税
）

読書案内

観
光
は
今
世
紀
を
代
表
す
る
一
大
産
業
に
な

り
、
世
界
を
ま
す
ま
す
多
く
の
人
が
旅
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。そ
れ
に
つ
れ
て
、

最
も
伝
統
的
な
旅
の
か
た
ち
で
あ
る
巡
礼
も
ま
た
盛
ん

に
な
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・

コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
や
ル
ル
ド
は
年
々
巡
礼
者
を
増
や
し
て

お
り
、
日
本
で
も
四
国
遍
路
や
熊
野
古
道
が
ブ
ー
ム
と

な
っ
た
。
近
年
で
は
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
や
ア
ニ
メ
聖
地

巡
礼
と
い
っ
た
現
象
が
さ
か
ん
に
雑
誌
や
ネ
ッ
ト
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

聖
地
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム

星
野
英
紀
・
山
中
弘
・
岡
本
亮
輔 
編
（
二
〇
一
二
）

弘
文
堂
（
二
一
〇
〇
円
＋
税
）

観
光
と
不
可
分
な
巡
礼

現
代
の
巡
礼
の
最
も
特
徴
的
な
点
は
、
ツ
ー
リ
ズ
ム

（
観
光
）
と
不
可
分
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人

を
集
め
る
巡
礼
地
で
は
、
ホ
テ
ル
や
鉄
道
が
整
備
さ

れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
い
く
た
め
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
ツ
ア
ー
が
旅
行
会
社
に
よ
っ
て
多
数
用
意
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
一
見
素
朴
に
み
え
る
巡
礼
者
も
、
交
通

機
関
や
宿
泊
業
を
利
用
し
な
い
人
は
な
く
、
旅
行
雑
誌

や
メ
デ
ィ
ア
を
フ
ル
活
用
し
て
巡
礼
を
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
巡
礼
研
究
と
言
わ
れ
る
分
野
で
は
、
こ
れ
ま

で
も
っ
ぱ
ら
宗
教
的
な
側
面
を
研
究
す
る
ば
か
り
で
、

ツ
ー
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
た
側
面
に
つ
い
て
は
き
ち
ん

と
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
現
代
的
に
ア
レ
ン
ジ
さ

れ
る
こ
と
で
、
巡
礼
の
ど
こ
が
変
化
し
、
何
が
持
続
し

て
い
る
の
か
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
私
は
最
近
二
つ

の
著
作
の
出
版
に
携
わ
っ
た
。

四
国
遍
路
の
現
在

ま
ず
私
の
単
著
で
あ
る
『
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
の

民
族
誌

―
消
費
さ
れ
る
宗
教
経
験
』（
森
話
社
、

2
0
1
3
年
）
で
は
、
文
化
人
類
学
・
民
俗
学
の
観
点

か
ら
、
日
本
の
巡
礼
、
と
り
わ
け
四
国
遍
路
の
現
在
に

つ
い
て
論
じ
た
。
現
代
で
は
巡
礼
が
ツ
ア
ー
商
品
に
な

る
一
方
、
完
全
に
娯
楽
や
消
費
対
象
に
な
る
わ
け
で
も

な
く
、
地
域
の
習
俗
と
し
て
の
側
面
や
「
お
参
り
」
と

し
て
の
意
味
も
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
巡
礼
ツ
ー
リ

ズ
ム
」
と
い
う
べ
き
、
伝
統
と
近
代
と
の
融
合
で
あ
る
。

私
は
四
国
で
の
巡
礼
ツ
ア
ー
の
現
場
、
旅
行
会
社
や

巡
礼
者
の
日
常
的
実
践
の
場
で
参
与
観
察
を
行
う
と
と

も
に
、
四
国
遍
路
へ
の
信
仰
の
篤
い
佐
渡
島
で
、
ツ
ア
ー

経
験
者
か
ら
聞
き
書
き
を
行
っ
た
。
本
書
は
ツ
ー
リ
ズ

ム
を
介
し
て
宗
教
的
世
界
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
人
々
の

エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
（
民
族
誌
）
で
あ
る
。

本
書
は
博
士
論
文
を
も
と
に
し
た
著
書
で
あ
り
、
事

例
分
析
に
加
え
、
い
く
つ
か
の
理
論
的
考
察
を
行
っ
て

い
る
。
最
も
重
視
し
た
の
は
「
普
通
の
人
々
」
の
宗
教

的
経
験
を
描
く
と
い
う
こ
と
。
1
9
9
0
年
代
に
い
く

つ
も
の
カ
ル
ト
事
件
を
経
験
し
て
き
た
私
た
ち
に
と
っ

て
、「
宗
教
」
と
い
う
響
き
は
必
ず
し
も
心
地
よ
い
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
多
く
の
人
に
と
っ
て
理
解
不
能

な
「
他
者
」
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
宗
教
は

崇
高
で
あ
り
人
間
存
在
の
根
本
を
規
定
す
る
至
上
の
価

値
と
す
る
考
え
も
あ
る
。

だ
が
本
書
で
描
か
れ
る
人
々
は
巡
礼
に
対
し
て
「
カ

ル
ト
」
的
に
没
入
し
て
い
る
わ
け
で
も
、
崇
高
な
理
念

を
持
っ
て
行
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
確
か
に
巡
礼

を
通
じ
て
熱
心
に
拝
ん
で
は
い
る
が
、
没
入
の
度
合
い

は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
く
、
時
に
信
仰
な
の
か
観
光
な
の

か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
「
他
者
」
と
突

き
放
せ
る
ほ
ど
遠
い
世
界
の
話
で
は
な
く
、
い
う
な
れ

ば
「
私
た
ち
」
の
日
常
感
覚
で
捉
え
ら
れ
る
範
囲
の
話

で
あ
る
。
日
常
性
の
中
で
宗
教
の
拡
が
り
を
捉
え
る
こ

と
、
そ
れ
は
私
の
考
え
る
民
俗
学
的
視
点
で
あ
る
と
言

え
る
。聖

地
を
め
ぐ
る
動
向

も
う
ひ
と
つ
は
宗
教
社
会
学
を
専
攻
す
る
人
た
ち
が

集
ま
っ
て
編
ん
だ
『
聖
地
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
』（
星
野

英
紀
・
山
中
弘
・
岡
本
亮
輔
編
、
弘
文
堂
、
2
0
1
2
年
）

で
あ
る
。
右
記
の
単
著
が
人
々
の
宗
教
経
験
や
内
面
性

に
焦
点
を
あ
て
た
内
容
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
書

は
聖
地
と
い
う
場
所
を
め
ぐ
る
動
向
に
焦
点
が
あ
て
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
現
在
聖
地
と
み
な
さ
れ
、
多
く
の

人
を
集
め
て
い
る
場
所
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
た
ど
っ

て
現
在
の
姿
に
至
っ
た
の
か
を
、
宗
教
的
な
観
点
だ
け

で
な
く
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
や
政
治
状
況
に
も
焦
点
を
あ
て

て
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
場
所
は
世
界
50
カ
所
に
上

る
。
そ
の
中
で
私
は
「
四
国
遍
路
」
に
加
え
、
世
界
文

化
遺
産
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
沖
縄
の
聖
地
「
斎
場
御

嶽
（
せ
ー
ふ
ぁ
う
た
き
）」、
そ
れ
に
律
令
時
代
以
来
多

く
の
貴
人
が
流
さ
れ
、
独
自
の
宗
教
性
を
蓄
積
し
て
き

た
「
佐
渡
」
を
執
筆
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
宗
教
学
で
は
、
聖
地
が
な
ぜ
存
在
す
る

の
か
と
い
う
と
、
そ
の
場
所
自
体
が
強
い
宗
教
的
な
力

を
有
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
た
り
、
あ
る
い
は
「
天

孫
降
臨
」
の
よ
う
に
、
あ
る
場
所
に
強
い
力
を
持
っ
た

霊
的
存
在
が
偶
然
降
り
立
っ
て
で
き
た
と
考
え
て
き

た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
人
間
の
力
を
は
る
か
に
超
越
し
た

パ
ワ
ー
に
結
び
つ
く
こ
と
が
、
聖
地
成
立
の
要
件
だ
と

考
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
現
在
聖
地
と
言
わ
れ
て
い
る
場
所
は
必
ず
し

も
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
よ
り
現
実
的
な
、
人
間
の

営
み
の
中
で
作
ら
れ
て
き
た
場
所
が
多
い
。
本
書
の
掲

載
事
例
で
い
え
ば
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゼ
ロ
、
御
巣
鷹
山
は
人
為
的
な
悲
劇

を
鎮
魂
す
る
た
め
に
多
く
の
人
が
訪
れ
る
場
所
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
毛
沢
東
の
生
誕
地
や
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

の
聖
者
廟
は
、
歴
史
に
名
を
残
す
個
人
へ
の
崇
拝
が
も

と
に
な
っ
た
聖
地
で
あ
る
し
、
巨
大
大
仏
と
し
て
知
ら

れ
る
牛
久
大
仏
や
ア
ニ
メ
の
聖
地
と
呼
ば
れ
る
今
戸
神

社
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
力
抜
き
に
は
語
れ
な
い
。

本
書
は
こ
の
よ
う
に
聖
地
と
い
う
に
は
意
外
な
場
所

も
多
く
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
通
じ
、現
代
の
人
々

が
何
を
「
聖
な
る
も
の
」
と
捉
え
て
い
る
か
を
知
る
こ

と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
宗
教
と
観
光
の
接
合
と
い
う
、

極
め
て
現
代
的
な
テ
ー
マ
へ
と
読
者
を
誘
う
。

（
門
田
岳
久
）
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観
光
学
部
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
講
演
会

日
韓
に
お
け
る
「
海
女
観
光
」の
現
状

2
0
1
3
年
6
月
21
日（
金
）

新
座
キ
ャ
ン
パ
ス
4
号
館
2
階
N
4
2
1
教
室

講
師
　
劉
亨
淑
氏（
韓
国
・
東
義
大
学
校

ホ
テ
ル
・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン 

経
営
学
科
副
教
授
）

岩
手
県
久
慈
市
小
袖
地
区
を
舞
台
に
、

1
9
5
9
年
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
『
北
限
の
海
女
』

が
放
送
さ
れ
て
以
降
、
こ
の
地
域
の
海
女
は
「
北

限
の
海
女
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
注
目
を

浴
び
て
き
た
。

2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
、
久

慈
市
も
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
震
災
か
ら
1
年

後
、
海
に
は
魚
介
類
が
戻
っ
て
き
て
い
る
。
今
年

は
N
H
K
の
朝
の
連
続
ド
ラ
マ
『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』

の
影
響
で
、
多
く
の
観
光
客
が
小
袖
地
区
を
訪
ね

て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

小
袖
地
区
の
「
海
女
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
7
月

か
ら
9
月
ま
で
、〝
ウ
ニ
素
潜
り
漁
〞
の
実
演
を
し

な
が
ら
観
光
客
を
呼
び
込
ん
で
い
る
。

日
本
で
昔
か
ら
海
女
が
多
く
分
布
し
、
活
躍
し

て
き
た
地
域
と
し
て
は
、
三
重
県
鳥
羽
志
摩
地
域

が
あ
る
。
今
で
も
1
0
0
0
人
近
く
の
海
女
が
海

女
漁
を
営
ん
で
い
る
。

鳥
羽
志
摩
地
域
で
は
、
観
光
用
の
「
海
女
小
屋
」

を
運
営
し
、
観
光
客
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
実
際

の
「
海
女
小
屋
」
は
、
海
女
漁
の
後
に
冷
え
た
身

体
を
暖
め
る
休
憩
室
の
こ
と
で
あ
る
が
、
観
光
用

の
「
海
女
小
屋
」
で
は
、
海
女
さ
ん
に
海
の
話
を

聞
き
な
が
ら
、
海
女
達
が
獲
っ
た
魚
介
類
を
そ
の

場
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
鳥
羽
志
摩
地
域
で
は
、

鳥
羽
市
や
志
摩
市
の
観
光
協
会
、
ま
た
個
人
が

「
海
女
小
屋
」
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
営
し
て
い
る
。

特
に
答
志
島
の
「
島
の
旅
社
」
と
い
う
地
元
の
団

体
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
「
海
女
小
屋
」
で

は
、
2
0
0
4
年
に
実
施
さ
れ
た
路
地
裏
散
策
や

「
海
女
小
屋
」
体
験
の
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
以
降
、
年

間
5
0
0
〜
6
0
0
人
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
る
。

全
国
の
海
女
関
連
の
お
祭
り
と
し
て
は
、
し
ろ

ん
ご
祭
り
（
鳥
羽
市
）、
潮
か
け
祭
り
（
志
摩
市
）、

白
浜
海
女
祭
り
（
南
房
総
市
）、
海
女
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
（
久
慈
市
）
な
ど
が
あ
り
、
海
女
漁
及
び
海

女
文
化
を
普
及
さ
せ
て
い
る
。

一
方
、韓
国
で
は
海
女
漁
は「
裸
潜
漁
業
」と
い
う
。

「
裸
潜
漁
業
」
は
水
産
業
の
中
で
は
「
申
告
漁
業
」

に
あ
た
り
、
登
録
さ
れ
て
い
る
海
女
さ
ん
の
数
は

日
本
に
比
べ
る
と
多
い
。

韓
国
で
は
、
韓
半
島
の
全
海
岸
に
海
女
漁
は
分

布
し
て
い
る
が
、特
に
済
州
島
で
盛
ん
で
あ
る
た
め
、

海
女
博
物
館
や
海
女
体
験
学
校
及
び
体
験
プ
ロ
グ

ラ
ム
、
海
女
の
家
、
海
女
村
、
海
女
祭
り
な
ど
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
、
日
韓
両
国
と
も
に
後
継

者
不
足
が
深
刻
に
な
っ
て
い
る
。

 （
劉
亨
淑
）

三重県鳥羽市相差町にある「海女小屋　相差かまど」では、観光客が
海女さんの身体を休める小屋で話を聞きながら、食事が楽しめる
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韓国の「海女観光」

5

2011年に開催された第4回済州海女祝祭の様子

4

海女観光にまつわる様々なプログラムも用意されて
いる

3

海女銅像

1

韓国済州島にはたくさんの海女観光施設がある。済
州海女博物館

2

海女の家

開催日

2012
11／20

講演者

小川 尚志
一般社団法人
B級ご当地グルメまちおこし団体連絡協議会

演題
最近の観光学部講演会・シンポジウム

2013
4／6

6／21

7／16

玉野井 雅美
フォーシンズンズホテル丸の内東京
セールスマネージャー

劉亨淑
韓国・東義大学校
ホテル・コンベンション 経営学科 副教授

馬紅
中国・中山大学旅遊学院 講師

張科
中国・中山大学旅遊学院 助教

観光学部で学んだ決断力

日韓における『海女観光』の現状

中山大学旅遊学院（観光学部）の教育

9／28
〈共催・新座市〉

小沢 健市
立教大学観光学部観光学科教授

世界遺産としての古都Luang Prabangの変遷と
観光の古都への影響

10／5

10／9

〈共催・新座市〉

稲垣 勉
立教大学観光学部交流文化学科教授

ケーオキッサダーン・パッチャラポーン 
タマサート大学教養学部 専任講師

近代リゾートの淵源を訪ねて
―植民地がつくり出した山上都市・ヒルステーション―

私の留学体験―異文化の下で学ぶ

B1グランプリの誤解と本質

観
光
学
部
ア
カ
デ
ミ
ッ
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　済州島の海岸の村には昔から多かれ少なか

れ海女がいた。済州海女は勤勉で忍耐強く、済

州女性の典型であるといわれるが、1950年代

には20,000人、1970年代には15,000人、現

在では5,000人ほどになっている。1970年代

から済州島における漁労道具や市場の変化、経

済成長による女性への教育機会の拡大や高い

進学率などで海女人口は減少し、若い世代の後

継者が急激に減っている状況である。

　済州特別自治島は、「済州海女」をユネスコの

世界無形文化遺産として申請する計画を立て

ている。 （劉亨淑）

済州特別自治島の海女について
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観光学部助教

東京都立大学人文学部社会学科卒業。東京大学大学院総合

文化研究科超域文化科学専攻文化人類学コース博士課程修

了。博士（学術）。日本学術振興会特別研究員を経て、2012年

より現職。単著に『巡礼ツーリズムの民族誌―消費される宗

教経験』、共著に『宗教と社会のフロンティア―宗教社会学か

らみる現代日本』、『聖地巡礼ツーリズム』、『来たるべき人類

学3　宗教の人類学』、『都市の暮らしの民俗学1  都市とふる

さと』。近年は沖縄の聖地観光について研究を進めている。
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観光学部准教授

2003年筑波大学大学院地球科学研究科修了、博士（理学）。

長崎国際大学国際観光学科講師を経て2009年より現職。専

門は観光地理学（対象は海岸・高原のリゾート,文化伝播）。主

な著書に『地域調査ことはじめ―あるく・みる・かく―』（共

著）『観光の空間―視点とアプローチ―』（共著）など。

内藤順子 （ないとう・じゅんこ）　

観光学部兼任講師

早稲田大学理工学術院創造理工学部専任講師

2007年九州大学大学院人間環境学府単位取得退学、日本学

術振興会特別研究員（PD）、立教大学観光学部助教を経て

2013年より現職。専門は文化人類学（都市、観光、宗教、開

発）。フィールドはラテンアメリカおよびスペイン、主な著書に

『「境界」のいまを生きる』（共編著）、『支援のフィールドワー

ク』（共著）など。
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立教大学観光学部は観光学科と交流文化学科の2学科体制で
す。フィールドを世界に拡げ、リアリティに満ちた学びの場を
提供するオンリーワンの観光教育を目指します。

立教大学観光学部
観光学科／交流文化学科

立教大学観光学部
〒352-8558　
埼玉県新座市北野1-2-26　
TEL 048-471-7375

学部の紹介や入学案内については

http://www.rikkyo.ac.jp/tourism

2014年度　
立教大学観光研究所　
公開講座
立教大学観光研究所では、以下の2つの

観光産業の入門的公開講座を実施しています。

学生はもちろん、社会人の方々にも広く受講頂けます。

旅行業講座　
「国内旅行業務取扱管理者試験」
「総合旅行業務取扱管理者試験」
のための準備講座

（2014年4月開講７月講義終了）

「旅行業講座」は、毎年10月に全国で行われる国家試験「総合旅

行業務取扱管理者試験」とそれに先立ち9月に行われる「国内旅

行業務取扱管理者試験」のための準備講座です。旅行業界とそ

の業務に関心を持つ人たちが受講しています。旅行業に必要な

専門的、かつ実際的な知識を一流の講師陣が、実務経験のない

人にもわかりやすく講義します。講義内容は、旅行業法から海

外・国内観光資源、旅行実務などの幅広い分野を扱います。

ホスピタリティ・マネジメント講座
宿泊・外食産業の理論と経営、最新動向を学ぶ　

（2014年９月開講12月講義終了）

ホテル・旅館業・外食産業を中心とするサービス産業を、今日

「ホスピタリティ産業」と呼んでいます。「ホスピタリティ・マネジ

メント講座」では、ホスピタリティ産業の基本理念から、マネジ

メントの基礎理論、マーケティング、人事、営業企画、法律、最新

の業界動向といった幅広い分野まで、業界の第一線の実務家を

講師に招いて講義を行います。

講座に関する問い合わせは

立教大学観光研究所事務局
〒171-8501
東京都豊島区西池袋3-34-1　12号館2F
TEL 03-3985-2577　FAX 03-3985-0279
Email：kanken@rikkyo.ac.jp
http://www.rikkyo.ac.jp/research/laboratory/IT/


