
217
April 2013

観光文化
機関誌

特 集
ホテル・旅館の歴史に見る交流機能と
文化表現の変遷

おもてなし大国、日本へ。　小田 禎彦……1

1 宿屋とヨーロッパ文明　下田 淳……2

2 フランスにおけるテロワールの再発見
　　———徒歩から馬車、鉄道、車、そして徒歩への回帰　北山 晴一……7

3 近代社会におけるホテル・旅館の誕生　大野 正人……13

4 近代旅館の発展過程における接遇（もてなし）文化の変遷　大久保 あかね……17

ホテル・旅館の交流機能と文化表現の変遷と将来　大野 正人……21

観光地回生に関する研究
———観光地ライフサイクルを使った試み　柿島 あかね……24

財団活動のいま………27

連載
Ⅰ　あの町この町　第53回

水界のほとり———三重県桑名市　池内 紀……29

Ⅱ　ホスピタリティーの手触り 74

ベッドの悦楽、畳の美学　山口 由美……34

旅の図書館  掲示板
出版物のご案内・当財団からのおしらせ

特集テーマからの視座

自主研究報告

巻　頭　言

特 集



其
の
六
十
二

酒屋の駕籠・奈良橿原

　

江
戸
時
代
に
は
豪
商
が
軒
を
並
べ
た
と
伝
え
ら
れ
る
奈
良
県
橿か

し
は
ら原

市

今
井
町
は
歴
史
の
息
づ
く
古
き
良
き
街
並
み
で
、
素
晴
ら
し
い
光
景
を

醸
し
出
す
。

　

私
が
訪
れ
た
時
、
“
快
青
”
の
空
と
白
壁
が
見
事
に
マ
ッ
チ
し
て
、

心
躍
る
取
材
が
で
き
た
。
現
在
、
東
西
六
百
メ
ー
ト
ル
、
南
北
三
百
十

メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
五
百
棟
に
及
ぶ
建
造
物
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
九

軒
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
て
、
実
に
見
応
え
の
あ
る
風
情
を

感
じ
さ
せ
る
。
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
た

の
は
一
九
九
三
年
で
あ
る
。
今
回
お
伝
え
す
る
「
駕か

ご籠
」
で
あ
る
が
、
約

三
百
年
前
の
元
禄
時
代
か
ら
“
上

じ
ょ
う

品ぼ
ん

寺じ

屋や

”
と
い
う
屋
号
の
造
り
酒

屋
で
重
文
に
指
定
さ
れ
て
い
る
河
合
家
は
、
現
在
の
当
主
、
健
志
さ
ん

（
七
十
一
歳
）
で
十
七
代
目
を
数
え
る
。
そ
の
由
来
を
「
上
品
寺
村
の

出
身
で
し
た
か
ら
、
屋
号
に
名
乗
っ
た
よ
う
で
す
よ
。
以
後
、
今
日
ま

で
続
い
て
い
ま
す
。
当
時
は
駕
籠
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。

今
の
は
母
親
が
嫁
入
り
道
具
と
し
て
乗
っ
て
き
た
も
の
で
す
」
と
語
る
。

当
時
の
嫁
入
り
の
光
景
が
浮
か
び
、
ほ
ほ
笑
ま
し
い
。

（
写
真
・
文　

樋
口
健
二
） 



中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ホ
ス
ピ
ス（
注
）
と
並
び
、
日
本
の
旅
館
文
化
に

も
千
年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
旅
館
は
、
日
本
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
の

始
ま
り
と
い
わ
れ
る
「
お
伊
勢
参
り
」
や
「
湯
治
文
化
」
を
支
え
な
が

ら
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
お
客
さ
ま
を
家
族
同
然
の
よ
う
に
迎
え
入
れ
、

大
切
に
し
て
き
た
こ
と
が
日
本
の
お
も
て
な
し
文
化
の
原
点
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

豊
臣
秀
吉
が
君
主
織
田
信
長
の
草わ
ら
じ鞋

を
抱
い
て
温
め
た
と
い
う
逸
話

の
よ
う
に
、
相
手
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
心
を
よ
み
、
先
に
動
く

と
い
う
独
特
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
が
旅
館
で
育
ま
れ
仲
居
と
い
う
仕
組

み
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
朝
夕
二
回
の
食
事
に

お
い
て
、
そ
の
土
地
の
旬
の
味
覚
を
提
供
し
た
こ
と
が
日
本
料
理
と
い

う
豊
か
な
食
文
化
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
旅
館
は
、
畳
、
襖

ふ
す
ま
、
浴
衣
等
、

目
に
見
え
る
も
の
に
加
え
、
日
本
文
化
そ
の
も
の
を
継
承
し
て
き
た
と

い
え
ま
す
。

し
か
し
、
明
治
以
降
、
生
活
様
式
が
急
速
に
西
洋
化
し
た
結
果
、
現

在
で
は
日
本
人
に
と
っ
て
も
日
本
文
化
が
非
日
常
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
た
く
さ
ん
の
外
国
人
が
日
本
文
化
を
求
め
て
日
本
を
訪
れ
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
欲
求
を
満
た
す
場
が
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。
幸
い
、
数
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
志
あ
る
旅
館
は
連
綿
と

文
化
を
継
承
し
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
マ
ル
ロ
ー
は
「
文
化
と
は

人
を
つ
く
る
装
置
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
さ
し
く
、
日
本
文

化
と
は
日
本
人
を
つ
く
る
装
置
で
す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
旅
館

は
凝
縮
し
た
「
日
本
の
か
た
ち
」
を
外
国
人
が
早
く
正
確
に
体
験
で
き

る
場
所
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

二
一
世
紀
に
入
り
情
報
の
流
通
が
加
速
し
て
、
居
な
が
ら
に
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
を
知
り
得
る
環
境
が
拡
大
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
ウ
ェ
ブ
で

知
っ
た
も
の
を
実
際
に
体
験
し
た
い
と
い
う
心
の
満
足
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
世
界
で
交
流
人
口
が
増
加
し
て
い
る
要
因
は
、
ビ

ジ
ネ
ス
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
だ
け
で
は
な
く
個
人
の
体
験
欲
求
が
旅
に
駆

り
立
て
る
部
分
も
大
き
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
旅
館
に
は
、
こ

の
欲
求
に
正
対
しR

eal Japan

を
提
供
し
続
け
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
世
界
大
交
流
時
代
の
中
心
と
な
る
ア
ジ
ア
で
旅
館

の
存
在
価
値
が
認
め
ら
れ
勝
ち
組
に
な
れ
る
と
思
い
ま
す
。
二
年
前
に

台
湾
北ペ
イ
ト
ウ投

温
泉
で
日
本
旅
館
を
開
業
し
、
海
外
で
日
本
の
お
も
て
な
し

文
化
を
体
験
し
て
も
ら
う
と
い
う
挑
戦
を
し
て
い
ま
す
。
事
業
と
し
て
成

功
の
域
に
は
到
達
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
お
も
て
な
し
が
世
界
に
通

用
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
信
し
ま
し
た
。

国
内
で
宿
文
化
を
守
り
、
地
域
に
眠
っ
て
い
る
ユ
ニ
ー
ク
な
文
化
を

発
見
、
保
全
、
育
成
、
発
信
し
て
交
流
を
促
し
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
す
。

こ
れ
に
加
え
、
日
本
固
有
の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
「
お
も
て
な
し
力
」
を
輸
出

す
る
こ
と
が
、
も
の
づ
く
り
に
頼
り
過
ぎ
て
い
た
日
本
を
浮
上
さ
せ
る
一

助
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

世
界
で
一
番
人
を
幸
せ
に
で
き
る
国
、
お
も
て
な
し
大
国
、
日
本
へ
。

（
お
だ　

さ
だ
ひ
こ
）

（
注
）
中
世
の
初
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
西
部
で
巡
礼
や
旅
行
者
、
病
人
た
ち
を
休
ま
せ
た
宿
泊
施
設
を

意
味
し
て
い
る
。（
公
益
財
団
法
人
笹
川
記
念
保
健
協
力
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

おもてなし大国、日本へ。
和倉温泉   加賀屋会長　　小田  禎彦
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宿
屋
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
結
び
つ
け

る
な
ん
て
、
少
し
大
げ
さ
な
タ
イ
ト
ル
と

思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
宿
屋
と
い
う
と
な
ん

と
な
く
貧
相
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
ホ
テ

ル
と
い
え
ば
文
明
と
似
合
う
だ
ろ
う
か
。

ホ
テ
ル
（
フ
ラ
ン
ス
語
の
オ
テ
ル
）
は
も

と
も
と
宿
屋
の
意
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀

以
降
に
な
る
と
豪
華
で
高
価
な
宿
泊
施

設
の
代
名
詞
と
し
て
世
界
中
で
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

明
の
象
徴
と
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、

庶
民
は
二
〇
世
紀
後
半
に
な
る
ま
で
め
っ

た
に
宿
泊
で
き
な
か
っ
た
。
今
で
は
貧
相

な
ホ
テ
ル
も
多
い
が
。

宿
屋
と
居
酒
屋

　

そ
れ
で
は
庶
民
は
ど
こ
に
宿
泊
し
た
の

か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庶
民
が
旅
行
（
観
光
）

を
本
格
的
に
楽
し
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
二
〇
世
紀
以
降
で
あ
る
。
だ
か
ら
庶
民

に
は
旅
先
の
宿
泊
施
設
な
ど
ほ
と
ん
ど
必

要
な
か
っ
た
。た
だ
庶
民
も
、
商
売
や
巡
礼

な
ど
で
遠
出
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
宿

泊
施
設
と
無
縁
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
一
二
世
紀
こ
ろ
に
成
立

し
た
イ
ン
と
呼
ば
れ
た
宿
屋
が
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
（
あ
る
い

は
オ
テ
ル
）、ド
イ
ツ
で
は
ガ
ス
ト
ハ
ウ
ス

な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宿
屋

は
居
酒
屋
を
兼
ね
て
い
た
。
居
酒
屋
は
イ

ギ
リ
ス
の
エ
ー
ル
ハ
ウ
ス
（
注
1
）
を
代
表

に
諸
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
方
が
あ
っ
た

が
、
一
般
に
一
階
が
飲
食
・
賭
け
事
（
テ

ー
ブ
ル
）・
ピ
ン
倒
し
ゲ
ー
ム
・
演
芸
の

場
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
二
階
に
客
は
泊

ま
っ
た
。
だ
か
ら
居
酒
屋
も
宿
屋
で
あ
っ

た
。
あ
る
い
は
宿
屋
が
居
酒
屋
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
つ
に
基
本
的
に
そ
ん
な
に
差
は
な

い
。
ど
ち
ら
を
メ
ー
ン
に
す
る
か
で
呼
び

名
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

宿
屋
で
統
一
し
て
話
を
進
め
る
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
都
市
に
宿
屋
が
成
立
す
る
の
は

一
二
〜
一
三
世
紀
こ
ろ
、
農
村
で
は
一
六

世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る（
図
版
１
）。

宿
屋
と
ヨ
ー
ロッパ
文
明

下
田  

淳

宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
教
授

ホテル・旅館の歴史に見る
交流機能と

文化表現の変遷
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い
ろ
い
ろ
な
機
能
を

担
っ
て
き
た
教
会

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
は
、
も
と
も
と
宗

教
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
果
た

し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

宿
屋
と
し
て
の
教
会

　

宿
屋
が
な
か
っ
た
時
代
あ
る
い
は
宿

屋
が
な
か
っ
た
地
域
で
、
宿
屋
の
機
能

を
引
き
受
け
た
の
が
教
会
や
修
道
院
、

あ
る
い
は
教
会
（
ま
た
は
都
市
）
が
設
立

し
た
救
貧
院
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
聖

な
る
施
設
が
、
無
償
で
人
々
を
泊
め
、
飲

食
さ
せ
、
貧
者
や
病
人
を
看
病
し
た
。
キ

図版１　15世紀の宿屋のスケッチ。19世紀後半に描
かれた印刷物。Über Land und Meer, 1887-88/III.

（Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim）

リ
ス
ト
教
の
慈
善
行
為
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
た
。教
会
や
修
道
院
が
金
銭
を
取

っ
て
客
を
泊
め
た
と
い
う
記
録
は
あ
ま

り
な
い
。
だ
か
ら
有
償
接
待
の
宿
屋
と
は

異
な
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

　

と
し
て
の
教
会

　

教
会
は
礼
拝
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
俗

的
世
界
の
場
で
も
あ
っ
た
。
町
や
村
の
さ

ま
ざ
ま
な
規
則
を
決
め
る
集
会
の
場
、
商

取
引
の
場
（
市
場
）、
知
人
と
お
し
ゃ
べ

り
し
て
暇
つ
ぶ
し
す
る
場
、
子
供
た
ち
の

遊
び
場
、
領
主
に
よ
る
裁
判
の
場
、
職
人

の
仕
事
場
、
芸
人
が
芸
を
披
露
す
る
演

芸
場
、
乞
食
の
物
乞
い
の
場
（
こ
れ
は
本

来
教
会
の
機
能
で
も
あ
る
が
）
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
祭
り
や
冠
婚
葬
祭
時
に
は
酒
を

飲
ん
で
大
騒
ぎ
を
す
る
宴
会
場
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
地
域
共
同
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
。
共
同
体
の

大
き
な
建
物
は
、
特
に
農
村
で
は
教
会
ぐ

ら
い
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と

を
そ
こ
で
行
っ
た
。

　

銀
行
と
し
て
の
教
会

　

貨
幣
経
済
が
発
展
す
る
と
教
会
は
貸

し
付
け
も
行
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
銀
行
で
あ

る
。
利
子
を
取
る
場
合
も
あ
っ
た
。
キ
リ

ス
ト
教
会
は
元
来
利
子
を
取
る
行
為
を

認
め
な
か
っ
た
が
、
実
際
は
在
地
の
多
く

の
教
会
は
利
子
付
き
貸
し
付
け
を
行
っ
て

い
た
。
要
す
る
に
、
聖
な
る
空
間
に
世
俗

の
世
界
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
。
聖
俗
は

混こ
ん
こ
う淆
し
て
い
た
。
こ
れ
は
ど
の
文
明
圏
で

も
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
。

　

聖
な
る
場
所
と
し
て
の
教
会
へ

　

聖
俗
混
淆
し
た
宗
教
施
設
へ
の
批
判

は
、
す
で
に
一
二
世
紀
こ
ろ
か
ら
存
在
し

て
い
た
。
そ
の
批
判
を
決
定
的
に
し
た
の

が
一
六
世
紀
前
半
の
宗
教
改
革
で
あ
っ
た
。

旅人は、宿の食事や住民との交流を通じて地域の食文化や住民の考え方を理解し、

また、滞在を通じて寝床や入浴の習慣などの生活文化を吸収できました。

住民は、旅人との触れ合いを通じて外の世界の異文化を吸収することができました。

それまでは安全な寝床と腹いっぱいの食事を提供するだけだった宿屋は、交流の場、文化体験の場として

付加価値を獲得し、近代のホテル・旅館が成立しました。その役割は社会環境により大きく変化しつつあります。

本特集では、ホテル・旅館の歴史の変遷をたどることにより、今後の宿泊施設の在り方を考えます。

3 特集◉ホテル・旅館の歴史に見る交流機能と文化表現の変遷
特集1 宿屋とヨーロッパ文明



ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
教
会
（
あ
る

い
は
礼
拝
空
間
・
時
間
）
を
、
純
粋
に
礼

拝
だ
け
の
場
と
時
に
変
え
よ
う
と
努
力
し

た
。
礼
拝
空
間
・
時
間
に
、
世
俗
世
界
の

「
不
純
物
」
を
混
入
さ
せ
な
い
よ
う
努
め

た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
改
革
（
ト
リ
エ
ン
ト

公
会
議
（
注
２
）
）
も
同
様
の
論
理
を
採
っ

た
。
宗
教
改
革
の
最
大
の
成
果
は
聖
的
世

界
か
ら
俗
的
世
界
を
分
離
さ
せ
る
試
み

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
聖
俗
の
棲す

み
分
け
」

と
呼
ぼ
う
。
聖
な
る
も
の
は
聖
な
る
場
所

へ
、
俗
な
る
こ
と
は
俗
的
世
界
へ
そ
れ
ぞ

れ
棲
み
分
け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
聖
と
は

正
統
な
教
義
に
基
づ
く
礼
拝
、
典
礼
、
祈

り
。
俗
は
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を

指
す
。

　

教
会
か
ら
宿
屋
へ
の

　

俗
的
機
能
の
移
行

　

聖
な
る
空
間
あ
る
い
は
時
間
か
ら
分
離

さ
れ
た
俗
的
部
分
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
俗
的
部
分
が
移
っ
た
場
所
の
一

つ
が
宿
屋
で
あ
る
。
特
に
農
村
で
は
宿
屋

が
俗
的
部
分
の
多
く
を
引
き
受
け
た
。

　

前
述
の
と
お
り
宿
屋
は
一
二
〜
一
三
世

紀
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
一
六
世
紀
の

宗
教
改
革
を
き
っ
か
け
に
激
増
し
た
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
一
六
世
紀
以
降
、
都
市

だ
け
で
は
な
く
農
村
に
も
必
ず
宿
屋
が
成

立
し
た
の
は
「
聖
俗
棲
み
分
け
」の
結
果

で
あ
る
。
冠
婚
葬
祭
の
宴
、
集
会
、
商
取

引
、
芸
人
の
活
動
、
医
療
行
為
、
裁
判
な

ど
、
か
つ
て
教
会
で
行
わ
れ
て
い
た
行
為

が
宿
屋
に
そ
の
場
を
移
し
た
。

　

都
市
と
農
村
部
に
お
け
る

　

宿
屋
の
機
能
分
化

　

都
市
で
は
、
す
で
に
一
三
世
紀
以
降
、

市
庁
舎
な
ど
公
的
建
物
が
建
て
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
集
会
や
裁
判
な
ど
の

場
と
し
て
の
宿
屋
を
必
要
と
は
し
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
農
村
部
で
は
、
集
会
や
裁

判
の
場
と
し
て
、
封
建
制
が
解
体
さ
れ
る

ま
で
宿
屋
が
使
わ
れ
た
。
宿
屋
の
引
き
受

け
た
俗
的
機
能
の
一
つ
に
金
融
業
が
あ
る
。

こ
れ
に
は
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
都

市
で
は
、
す
で
に
一
三
世
紀
後
半
の
イ
タ

リ
ア
で
専
属
の
銀
行
業
が
登
場
し
て
い
た

の
で
、
宿
屋
だ
け
が
そ
の
機
能
を
引
き
受

け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

農
村
部
で
は
、
貨
幣
経
済
の
本
格
的
な

浸
透
が
一
六
世
紀
以
降
な
の
で
、
先
述
の

と
お
り
教
会
が
金
貸
し
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
と
同
時
に
、
そ
の
機
能
が
徐
々
に

宿
屋
に
移
っ
て
い
く
。
専
門
的
職
業
と
し

て
の
銀
行
が
農
村
に
浸
透
し
、
宿
屋
か
ら

棲
み
分
け
し
て
い
く
の
は
一
九
世
紀
の
資

本
主
義
社
会
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
て
教
会
で
行
わ
れ
て
い
た
俗
的
機
能

の
い
く
つ
か
は
、
都
市
で
は
、
宿
屋
を
経

由
せ
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
専
属
の
場
所
が
成

立
し
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
農
村
で
は
教
会
の
俗
的

機
能
を
宿
屋
が
丸
ご
と
引
き
受
け
た
感

が
あ
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

　

と
し
て
の
宿
屋

　

だ
か
ら
、
農
村
の
宿
屋
は
、
教
会
に
代

わ
っ
て
共
同
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン

タ
ー
と
な
っ
て
い
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
居

酒
屋
や
宿
屋
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
ハ
ウ
ス（
現
在

の
パ
ブ
の
語
源
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
そ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
教
会
か
ら
宿
屋
へ
の
俗

的
機
能
の
移
行
は
徐
々
に
進
行
し
た
か
ら
、

両
者
は
、
し
ば
ら
く
農
村
共
同
体
の
二
つ

の
中
心
地
と
し
て
共
存
し
た
。
こ
の
宿
屋

が
、
資
本
主
義
の
成
立
に
絡
ん
で
い
た
と

い
っ
た
ら
、
冗
談
も
ほ
ど
ほ
ど
に
せ
よ
と

怒
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
続
け
よ
う
。

資
本
主
義
っ
て
何
？

　

資
本
主
義
は
、
通
常
、
封
建
制
が
崩
壊

し
、
誰
も
が
自
由
に
職
業
を
選
択
し
自
由

に
商
売
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る

「
産
業
革
命
」
に
よ
る
大
量
生
産
・
大
量

消
費
の
一
九
世
紀
以
降
の
現
象
と
見
な
さ

れ
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義
を
、「
あ
る

社
会
あ
る
い
は
あ
る
文
明
下
の
あ
ら
ゆ
る

人
間
が
貨
幣
を
媒
介
と
し
て
日
常
的
に

売
買
関
係
を
結
ぶ
シ
ス
テ
ム
」
と
定
義
し

て
み
る
と
、
こ
う
い
っ
た
社
会
は
、
す
で

に
、
一
七
世
紀
こ
ろ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出

現
し
て
い
た
。
私
は
こ
れ
を
「
貨
幣
関
係

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

貨
幣
を
媒
介
と
し
た

　

農
村
と
都
市
の
関
係

　

貨
幣
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
古
代

か
ら
ど
の
文
明
圏
で
も
都
市
部
で
は
展
開

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
農
村
を

含
む
文
明
圏
一
律
に
生
じ
た
の
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
一
七
世
紀
以
降
の
現
象
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
の
か
？　

農
村
に
ま

で
貨
幣
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
成
立
す

る
前
提
は
、
あ
る
文
明
圏
内
に
局
地
的
市

場
が
多
く
、
そ
れ
に
関
わ
る
多
く
の
人
々

4



が
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
富
（
貨
幣
）
を
農

村
に
ま
で
持
ち
込
め
る
チ
ャ
ン
ス
が
多
い

こ
と
で
あ
る
。
詳
細
は
省
く
が
（
五
月
刊

行
予
定
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
正
体
』

筑
摩
選
書
で
詳
述
す
る
）、
こ
れ
が
存
在

し
た
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
重
要
な
前
提
が
あ
る
。
農
村
に
い
わ
ゆ

る
農
民
以
外
に
、
農
業
に
従
事
し
な
い
職

業
、例
え
ば
鍛
冶
屋
や
織
物
屋
な
ど
、
日

用
品
を
扱
う
職
人
（
手
工
業
者
）
や
商
人

が
居
住
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
な

る
と
、
農
民
は
、
例
え
ば
鍛
冶
屋
、
織
物

屋
あ
る
い
は
パ
ン
屋
が
作
っ
た
農
具
、
衣

服
、
食
料
品
を
商
品
と
し
て
貨
幣
で
買

う
よ
う
な
関
係
が
成
立
し
や
す
い
。
ま
た
、

農
村
商
人
は
、
農
民
の
生
産
物
を
都
市

市
場
に
運
び
、
そ
れ
を
貨
幣
に
換
え
、
農

村
に
貨
幣
を
も
た
ら
す
役
割
を
持
つ
。
こ

の
よ
う
な
農
村
で
の
農
業
従
事
者
と
各

種
手
工
業
者
や
商
人
が
分
化
し
て
、
彼
ら

相
互
の
売
買
（
交
換
）
関
係
の
成
立
し
た

状
態
（
最
初
は
物
々
交
換
で
も
よ
い
）
を
、

農
村
内
分
業
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　

農
村
に
お
け
る
貨
幣
経
済
の
浸
透

　

ま
ず
、
商
品
・
貨
幣
経
済
の
初
期
段

階
は
、
都
市
内
あ
る
い
は
都
市
間
を
結

ぶ
街
道
沿
い
の
宿
駅
で
貨
幣
が
使
用
さ

れ
る
程
度
で
あ
る
。
農
村
は
自
給
自
足

と
物
々
交
換
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。
し

か
し
農
民
が
貨
幣
と
全
く
無
関
係
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
に
余
剰
生
産

物
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
都
市
市
場
へ
持
っ

て
い
き
貨
幣
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ら
に
手
に
入
れ
た
貨
幣
を
使
っ
て

都
市
市
場
で
買
い
物
す
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
し
か
し
農
村
に
戻
れ
ば
、
貨
幣
は

「
不
要
」
と
な
る
。
近
隣
都
市
市
場
で
は

価
値
が
あ
っ
た
貨
幣
は
、
農
村
内
で
は
完

全
に
価
値
を
失
う
。
農
村
に
貨
幣
関
係

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
成
立
・
浸
透
し
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
農
村
内
に
ま
で
貨
幣

関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
浸
透
し
た
社
会

は
、
単
に
農
民
が
近
郊
の
市
場
で
時
折
貨

幣
を
使
用
す
る
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で

は
な
い
。
農
村
で
「
皆
が
日
用
生
活
必
需

品
を
貨
幣
で
交
換
す
る
よ
う
に
な
っ
た
段

階
」
で
あ
る
。

農
村
の
宿
屋
は
雑
貨
店

　

農
村
に
お
け
る
貨
幣
関
係
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
作
り
に
宿
屋
が
一
役
買
っ
て
い
る
。

農
村
の
宿
屋
は
、
農
民
が
日
用
生
活
必
需

図1　貨幣関係のネットワーク

穀物

穀物

穀物

貨幣

貨幣

貨幣

農村にない商品

農村にない商品

貨幣

貨幣

貨幣

貨幣

パン

パン

農村

農民

宿屋

物々交換からの移行

農村商人
（行商人）

粉 穀物

粉挽
ひ
き屋

農民

貨幣 粉

パン屋

粉挽
ひ
き屋

都市市場

品
を
購
入
す
る
場
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
雑

貨
店
で
あ
る
。
一
六
〜
一
八
世
紀
の
過
程

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
村
の
宿
屋
で
は
、
ビ

ー
ル
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
、
パ
イ
プ
、
た
ば
こ
、

パ
ン
、
食
料
品
、
穀
物
、
タ
ー
ル（
黒
油
）、

鯨
油
（
灯
り
に
使
う
）
、
石せ

っ
け
ん鹸

、
シ
ャ
ベ
ル
、

犂す
き

、
鉄
製
・
鋼
鉄
製
器
具
、
家
畜
、
木
材

な
ど
諸
々
の
日
用
品
を
販
売
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
農
民
は
必
要
な
日

用
生
活
必
需
品
を
貨
幣
で
入
手
し
た
。
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図版2　農村の宿屋から出立する行商人。ボスの意図は不明。16世紀の
知識人によって悪の巣窟と非難された宿屋を代弁したものか。行商人は当
時乞食と同一視される場合もあった。彼を巡礼者ととらえるキリスト教的
解釈も成り立つ。
H. Bosch, 1510? Courtesy Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

　

登
場
の
経
緯

　

宿
屋
＝
雑
貨
店
の
登
場
の
経
緯
は
こ
う

で
あ
る
。
例
え
ば
、
農
民
は
穀
物
を
粉
挽ひ

き
屋
に
持
っ
て
い
き
、
次
に
挽
い
て
も
ら

っ
た
粉
を
パ
ン
屋
で
焼
い
て
も
ら
っ
て
食

料
と
し
て
い
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
が
パ
ン

を
宿
屋
が
売
る
よ
う
に
な
る
。
農
民
は
宿

屋
で
パ
ン
を
買
う
。
粉
挽
き
屋
は
粉
を
パ

ン
屋
に
売
る
。
パ
ン
屋
は
焼
い
た
パ
ン
を

宿
屋
に
売
る
（
あ
る
い
は
宿
屋
が
パ
ン
を

焼
く
）。
農
民
の
穀
物
は
、
一
部
は
農
村

の
粉
挽
き
屋
に
売
り
、
一
部
は
農
村
商
人

（
行
商
人
）
に
売
ら
れ
、
農
村
商
人
は
都

市
市
場
で
そ
れ
を
販
売
し
、
貨
幣
を
農
村

に
も
た
ら
す
。
ま
た
農
村
商
人
は
、
宿
屋

に
、
そ
の
農
村
に
な
い
商
品
を
持
ち
込
む
。

こ
れ
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
領
主

の
規
制
が
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
図
式

的
（
5
ペ
ー
ジ
図
１
）に
も
い
か
な
い
が

（
こ
こ
が
身
分
制
的
規
制
の
廃
棄
さ
れ
た

一
九
世
紀
以
降
と
違
う
）
、
こ
う
し
て
宿

屋
＝
雑
貨
店
を
中
心
に
貨
幣
関
係
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
農
村
中
に
浸
透
す
る
。

　

宿
屋
が
貨
幣
関
係
の

　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に

　

聖
俗
の
棲
み
分
け
の
影
響
で
、
一
六
世

紀
以
降
は
宿
屋
＝
雑
貨
店
が
農
村
に
ま

で
成
立
す
る
。
教
区
教
会
の
あ
っ
た
中

心
村
に
は
必
ず
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
一
七
世
紀
以
降
に
は
、
中
心
村
の
み

な
ら
ず
枝
村
に
も
宿
屋
＝
雑
貨
店
が
成

立
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
一
八
世
紀

に
な
る
と
、
辺
境
の
農
村
部
に
至
る
ま
で
、

貨
幣
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
浸
透
し

て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
一
六
世
紀
以

降
、
こ
う
い
っ
た
農
村
の
宿
屋
＝
雑
貨
店

の
風
景
は
絵
に
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
挿
入
絵
は
、ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・
ボ
ス

（
一
四
五
〇
こ
ろ
〜
一
五
一
六
年
）
と
い
う

絵
描
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る（
図
版
２
）。

　

農
村
の
宿
屋
＝
雑
貨
店
は
、
在
地
の

マ
ー
ケ
ッ
ト
、
金
貸
し
、
両
替
の
機
能
を

持
ち
、
一
八
世
紀
後
半
ま
で
に
は
辺
境
の

農
村
（
辺
境
の
枝
村
）
に
ま
で
広
が
っ
た
。

現
在
で
い
え
ば
「
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
」
と
銀
行
を
兼
ね
備
え
た
よ
う
な
存
在

で
あ
る
。
木
材
ま
で
売
る
な
ら｢

ホ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。
農
村
部

に
「
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
が
で
き
た

文
明
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で
あ
っ
た
。
宿

屋
＝
雑
貨
店
の
広
が
り
は
、
農
村
で
の
貨

幣
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
浸
透
を
強
力

に
促
進
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
旅
館
・
ホ
テ
ル

　

こ
う
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
最
大

の
所
産
で
あ
る
資
本
主
義
の
成
立
に
は
宿

屋
の
存
在
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
時
代

が
移
る
に
つ
れ
て
、「
貨
幣
関
係
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
宿

屋
か
ら
、
物
流
機
能
や
金
融
機
能
な
ど
が

失
わ
れ
て
い
っ
た
。
現
在
、
宿
屋
つ
ま
り

旅
館
や
ホ
テ
ル
は
、
ま
さ
に
自
分
の
作
り

出
し
た
シ
ス
テ
ム
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
が
、
逆
に
、
本
来
持
っ
て
い
た

宿
屋
の
「
多
機
能
性
」
を
回
復
す
る
の
も

一
つ
の
戦
略
か
も
し
れ
な
い
。

（
し
も
だ　

じ
ゅ
ん
）

（
注
１
）エ
ー
ル（a
l
e
）は
上
面
発
酵
さ
せ
る
イ
ギ
リ
ス

の
ビ
ー
ル
で
、
も
と
も
と
は
ホ
ッ
プ
を
入
れ
な

か
っ
た
。

（
注
２
）ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
は
一
五
四
五
〜
六
三
年
に

断
続
的
に
開
か
れ
、
ル
タ
ー
主
義
を
批
判
し
教

皇
権
の
強
化
な
ど
を
確
認
し
た
。

下
田
淳
（
し
も
だ　

じ
ゅ
ん
）

　
一
九
六
〇
年
埼
玉
県
生
ま
れ
。
歴
史
家
。
博
士
（
歴

史
学
）。
現
在
、
宇
都
宮
大
学
教
授
。
著
書
に『
ド
イ
ツ

近
世
の
聖
性
と
権
力
』、『
歴
史
学
「
外
」
論
』（
以
上
青

木
書
店
）、『
ド
イ
ツ
の
民
衆
文
化
』（
昭
和
堂
）、『
居
酒

屋
の
世
界
史
』（
講
談
社
現
代
新
書
）
な
ど
。

6
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上
流
階
級
だ
け
で
な
く
職
人
や
商
人
階

層
の
上
層
部
分
に
も
ヴ
ァ
カ
ン
ス
の
習
慣

が
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
パ
リ

か
ら
馬
車
で
往
復
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
大
変

で
は
な
か
っ
た
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
沿
岸

都
市
は
保
養
地
と
し
て
の
に
ぎ
わ
い
を
見

せ
て
い
た
。
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
海
浜
で

の
避
暑
は
、
す
で
に
一
八
二
〇
年
代
に
始

ま
っ
て
い
た
が
、
鉄
道
の
発
達
は
、
こ
う

し
た
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
・
ブ
ー
ム
を
さ
ら

に
加
速
さ
せ
た
。

　

具
体
的
に
は
、一
八
四
三
年
に
は
、パ

リ
・
ル
ー
ア
ン
間
の
鉄
道
が
開
通
す
る
。

パ
リ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
駅
（
今
の
サ
ン
ラ
ザ

ー
ル
駅
）を
起
点
と
す
る
こ
の
路
線
は
、

一
八
四
七
年
に
は
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
ま
で
、

一
八
四
八
年
に
は
デ
ィ
エ
ッ
プ
、一
八
五
五

年
に
は
つ
い
に
カ
ー
ン
ま
で
延
伸
し
、
第

二
帝
政
期
に
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
ほ
ぼ

全
域
に
鉄
道
網
が
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

実
際
一
八
七
〇
年
代
の
女
性
雑
誌
や
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
な
ど
を
見
る
と
、
デ
ィ
エ

ッ
プ
や
ト
ル
ー
ヴ
ィ
ル
な
ど
の
保
養
地
で

夏
を
過
ご
す
パ
リ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル

た
ち
の
様
子
を
多
色
刷
り
で
描
い
た
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
プ
レ
ー
ト
が
付
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

豪
華
ホ
テ
ル
の
登
場

　

二
つ
目
の
契
機
は
、
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン

を
併
設
す
る
豪
華
ホ
テ
ル
の
登
場
で
あ

る
。
と
り
わ
け
第
二
帝
政
期
以
降
に
な
る

と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
の
経
済
交
流
が
盛

ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
欧
州
各
地
に
豪
華

ホ
テ
ル
が
出
現
し
た
（
宮
殿
や
貴
族
の
邸

宅
の
様
式
を
模
し
た
ス
タ
イ
ル
で
パ
ラ
ス

＝
パ
レ
ス
と
呼
ば
れ
た
）。
パ
リ
の
豪
華

ホ
テ
ル
の
は
し
り
は
、
ル
・
ム
ー
リ
スLe 

M
eurice

（
一
八
三
二
年
）、ル・ル
ー
ヴ
ル

Le Louvre

（
一
八
五
五
年
）
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
後
、
オ
ペ
ラ
座
近
く
に
ル
・
グ
ラ
ン

ド
テ
ルLe Grand H

ôtel

（
一
八
六
二

年
）
が
建
て
ら
れ
た
。
ジ
ャ
ン
＝
ロ
ベ
ー

ル
・
ピ
ッ
ト
『
フ
ラ
ン
ス
・
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ

ー
』（
一
九
九
一
年
）（
注
１
）
に
よ
れ
ば
、
商

用
あ
る
い
は
観
光
で
欧
州
各
地
を
往
来
す

る
内
外
の
富
裕
階
級
を
顧
客
と
し
て
狙

う
豪
華
ホ
テ
ル
が
、
そ
の
流
行
を
迎
え
た

の
は
一
八
八
〇
年
代
だ
と
い
う
。
ロ
ン
ド

ン
、
バ
ー
デ
ン
・
バ
ー
デ
ン
、
パ
リ
、
リ
ヴ

ィ
エ
ラ
、
ル
・
ト
ゥ
ー
ケ
、
ト
ル
ー
ヴ
ィ
ル
、

ド
ー
ヴ
ィ
ル
、
カ
ブ
ー
ル
等
の
地
に
続
々

と
パ
ラ
ス
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
ホ
テ
ル
は
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
フ

ラ
ン
ス
人
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
経
営

さ
れ
て
い
た
。

　

そ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
代
表
格
が
セ

フ
ラ
ン
ス・

ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
の

外
延
の
広
が
り

　

欧
州
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
名
声

は
一
七
世
紀
か
ら
顕
著
で
あ
っ
た
。
フ
ラ

ン
ス
の
料
理
人
が
欧
州
各
地
の
宮
廷
に
招

し
ょ
う

聘へ
い

さ
れ
て
腕
を
振
る
っ
た
歴
史
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、一
九
世
紀
に
な
る
と
フ
ラ
ン
ス
・

ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
の
さ
ら
な
る
発
展
を
促

す
契
機
が
二
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

鉄
道
網
の
整
備

　

そ
の
一
つ
が
、
鉄
道
の
発
達
で
あ
る
。

一
八
四
〇
年
代
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
テ
ロ
ワ
ー
ル
の
再
発
見

―
―
徒
歩
か
ら
馬
車
、鉄
道
、車
、そ
し
て
徒
歩
へ
の
回
帰

立
教
大
学
名
誉
教
授

北
山  

晴
一 2
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ザ
ー
ル
・
リ
ッ
ツ
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
エ

ス
コ
フ
ィ
エ
の
コ
ン
ビ
で
は
な
い
か
と
思

う
。
一
九
世
紀
か
ら
二
○
世
紀
に
か
け
て

の
フ
ラ
ン
ス
の
食
文
化
の
栄
光
は
そ
の
多

く
を
こ
の
二
人
に
負
っ
て
い
る
と
さ
え
い

え
よ
う
。

　

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
エ
ス
コ
フ
ィ
エ

（
一
八
四
六
〜
一
九
三
五
）
は
、
ニ
ー
ス
の

ク
ラ
ブ
・
マ
セ
ナ
や
パ
リ
の
プ
テ
ィ
・
ム

ー
ラ
ン
・
ル
ー
ジ
ュ
な
ど
で
修
業
し
た
後
、

当
代
随
一
の
仕
出
し
店
シ
ュ
ヴ
ェ
、
そ
し

て
レ
ス
ト
ラ
ン
・
メ
ー
ル
に
入
店
。
そ
の

後
、
南
仏
に
戻
り
、
モ
ン
テ
カ
ル
ロ
の
グ

ラ
ン
ド
テ
ル
へ
。
そ
こ
で
ス
イ
ス
出
身
の

セ
ザ
ー
ル
・
リ
ッ
ツ
と
出
会
っ
た
の
で
あ

る
。
一
八
九
〇
年
に
は
、
二
人
で
ロ
ン
ド

ン
の
サ
ヴ
ォ
イ
・
ホ
テ
ル
の
再
建
を
請
け

負
い
、
成
功
に
導
い
た
。
ロ
ー
マ
の
グ
ラ

ン
ド
テ
ル
に
も
手
を
貸
し
、
一
八
九
八
年

に
は
パ
リ
に
ホ
テ
ル
・
リ
ッ
ツ
を
、
ロ
ン

ド
ン
に
カ
ー
ル
ト
ン
・
ホ
テ
ル
を
つ
く
っ

た
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
セ
ザ
ー
ル
・
リ

ッ
ツ
が
ホ
テ
ル
経
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、
エ

ス
コ
フ
ィ
エ
が
レ
ス
ト
ラ
ン
と
料
理
の
責

任
者
と
し
て
知
恵
を
絞
る
と
い
う
絶
妙
の

役
割
分
担
が
功
を
奏
し
た
の
で
あ
る
。

大
都
会
や
有
名
保
養
地

以
外
の
場
所
で
の
旅
は
？

　
モ
ー
パッ
サ
ン
作『
女
の
一
生
』（
一
八
八
三

年
、杉
捷
夫
訳
、岩
波
文
庫
、一
九
七
九
年

版
、一
部
表
記
を
変
更
）は
、気
の
滅
入
る

作
品
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
生
き
る
歓

よ
ろ
こ

び
の
充

じ
ゅ
う

溢い
つ

す
る
場
面
を
描
い
た
箇
所
が
数

ペ
ー
ジ
あ
る
。コ
ル
シ
カ
へ
の
新
婚
旅
行
を

描
い
た
箇
所
が
そ
う
だ
。
小
説
の
な
か
で

の
時
代
設
定
は
一
八
一
九
年
夏
と
な
っ
て
い

る
が
、
実
際
の
描
写
は
、
作
者
が
一
八
八
〇

年
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
経
験
し
た
旅

行
の
見
聞
を
も
と
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
コ
ル
シ
カ
南
部
の
港
町
ア
ジ
ャ
チ
オ
。ジ

ャ
ー
ヌ
と
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
新
婚
カ
ッ
プ
ル
は
、

「
青
々
と
し
た
湾
の
奥
に
か
く
れ
た
こ
の

小
さ
な
町
、…
…
山
々
の
と
ば
り
の
う
し

ろ
に
か
く
さ
れ
た
、か
ま
ど
の
よ
う
に
暑
い

町
に
、
三
日
間
滞
在
し
た
」
あ
と
、コ
ル
シ

カ
特
有
の
荒
々
し
い
自マ

キ然
の
な
か
を
、い
ま

の
地
図
で
い
え
ば
県
道
Ｄ
81
号
線
に
沿
っ

て
ピ
ア
ナ
ま
で
行
く
旅
行
の
準
備
を
す
る
。

　
そ
れ
か
ら
二
人
の
旅
行
の
た
め
に

旅り
ょ
て
い程

が
立
て
ら
れ
た
。
ど
ん
な
困
難

な
通
路
で
も
し
り
ご
み
し
な
い
た
め

に
、
二
人
は
馬
を
借
り
る
こ
と
に
き

め
た
。
そ
こ
で
か
ん
の
強
そ
う
な
眼

を
し
た
、
や
せ
た
、
疲
れ
る
こ
と
を

知
ら
ぬ
コ
ル
シ
カ
の
小
さ
な
種た

ね
う
ま馬
を

二
頭
手
に
い
れ
て
、あ
る
朝
、日
の
出

に
出
発
し
た
。
騾ら

ば馬
に
乗
っ
た
案
内

人
が
二
人
に
同
行
し
て
食
料
品
を
運

ん
だ
。
こ
の
未
開
の
地
方
に
は
旅
籠

な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
宿
屋
も
ホ
テ
ル
も
な
い
土
地
を
旅
す
る

人
は
、食
べ
物
は
自
前
で
持
参
し
た
と
し

て
も
、
い
っ
た
い
ど
こ
で
夜
を
過
ご
せ
ば

よ
い
の
か
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ジ
レ
『
旅
人
た

ち
の
食
卓
』（
邦
訳
一
九
八
九
年
）（
注
２
）

は
、
か
つ
て
の
宿
泊
手
段
に
つ
い
て
「
土

地
の
住
民
に
招
待
さ
れ
て
い
な
い
場
合

は
だ
い
た
い
、
旅
人
た
ち
の
宿
泊
先
は
宿

屋
で
あ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
が
、
当
時

の
コ
ル
シ
カ
で
は
町
を
外
れ
れ
ば
そ
の
宿

屋
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
は
、
絶

壁
の
多
い
山
岳
地
帯
を
抜
け
、
馬
に
ま
た

が
り
、
サ
ゴ
ー
ヌ
の
湾
を
回
り
な
が
ら
下

り
始
め
、
夕
方
に
な
っ
て
カ
ル
ジ
ェ
ー
ズ

を
通
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
先
が
、

ピ
ア
ナ
で
あ
る
。

　
ピ
ア
ナ
に
着
い
て
、
遠
い
昔
の
時

代
に
や
っ
た
よ
う
な
、
ま
た
へ
ん
ぴ

な
地
方
で
や
る
よ
う
な
や
り
方
で
、

一
夜
の
宿
を
乞こ

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
叩
い
た
戸

口
が
開
く
の
を
待
ち
な
が
ら
、
ジ
ャ

ー
ヌ
は
嬉
し
さ
の
あ
ま
り
か
ら
だ
が

震
え
た
。
ほ
ん
と
に
！
こ
れ
こ
そ
た

し
か
に
旅
で
あ
っ
た
！
人
の
足
跡
の

ま
れ
な
往
来
の
予
期
し
な
い
こ
と
が

こ
と
ご
と
く
お
膳ぜ

ん

立だ

て
さ
れ
て
い
る

で
は
な
い
か
。

　
ち
ょ
う
ど
相
手
も
若
い
夫
婦
で
あ

っ
た
。
神
か
ら
送
ら
れ
た
客
人
を
家

長
た
ち
が
迎
え
た
に
相
違
な
い
や
り

方
で
二
人
を
招
じ
入
れ
た
。
二
人
は

と
う
も
ろ
こ
し
の
藁わ

ら

の
上
で
眠
っ
た
。

虫
の
食
い
荒
し
た
古
い
家
で
あ
っ
た
。

　

幸
せ
い
っ
ぱ
い
の
ジ
ャ
ー
ヌ
の
様
子
が

伝
わ
っ
て
く
る
一
節
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
は
、
こ
の

『
女
の
一
生
』
の
二
年
後
に
発
表
し
た
作

品
『
ベ
ラ
ミ
』
で
は
、
パ
リ
の
食
事
風
景
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を
詳
細
に
描
い
て
興
味
深
い
が
、『
女
の

一
生
』
で
は
、
幸
せ
な
食
事
風
景
ど
こ
ろ

か
、
食
事
の
場
面
そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど

見
当
た
ら
な
い
。
あ
た
か
も
、
食
べ
る
歓

び
は
パ
リ
の
よ
う
な
大
都
会
や
ノ
ル
マ
ン

デ
ィ
ー
の
よ
う
な
保
養
地
に
特
有
の
も
の

だ
と
で
も
言
い
た
げ
な
扱
い
な
の
で
あ
る
。

二
〇
世
紀
初
頭
か
ら

第
一
次
世
界
大
戦
後
の

ヴ
ァ
カ
ン
ス
の
変
化

　
一
家
全
員
が
車
に
乗
り
込
ん
で
ヴ
ァ
カ

ン
ス
に
出
発
、
道
々
、
地
方
料
理
を
賞
味

し
て
い
く
、
と
い
う
の
は
、
現
代
フ
ラ
ン

ス
の
最
も
一
般
的
な
余
暇
利
用
形
態
で
あ

る
。こ
の
習
慣
が
始
ま
っ
た
の
は
、第
一
次

世
界
大
戦
の
終
わ
っ
た
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

車
の
登
場
が
生
む

地
方
料
理
と
の
出
合
い

　

国
道
沿
い
の
、
あ
る
い
は
国
道
か
ら
村

の
道
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
、
か
つ

て
の
宿
駅
を
引
き
継
い
だ
よ
う
な
オ
ー
ベ

ル
ジ
ュ
は
「
村
の
結
婚
式
や
宴
会
、
あ
る

い
は
商
用
で
移
動
す
る
人
た
ち
を
相
手

に
辛
う
じ
て
命
脈
を
つ
な
い
で
い
た
が
」、

二人は山岳地帯を抜けて
ようやくピアナにたどり着いた
Alamy / JTB Photo

現在のピアナ（コルシカ）
世界自然遺産
ピアナのカランケ、ジロラータ湾、
スカンドーラ自然保護区を含む
ポルト湾
AGE Fotostock/ JTB Photo
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車
で
ど
こ
に
で
も
入
っ
て
く
る
旅
行
者
の

到
来
は
、「
天
か
ら
の
贈
り
物
」
で
あ
っ

た
（
前
出
『
フ
ラ
ン
ス
・
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ

ー
』）。
都
市
の
人
間
が
、
こ
う
し
て
よ
う

や
く
自
分
の
舌
で
、
地
方
料
理
に
接
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
車
で
の
食
べ
歩
き

の
習
慣
は
、
最
初
は
実
業
界
や
政
界
、
ま

た
は
弁
護
士
、
医
者
と
い
っ
た
自
由
職

業
の
人
々
な
ど
、
金
と
時
間
に
余
裕
の

あ
る
上
流
階
級
の
人
々
の
間
か
ら
で
あ
っ

た
。
車
は
ま
だ
超
贅
沢
品
だ
っ
た
し
、
ヴ

ァ
カ
ン
ス
な
ど
一
般
庶
民
に
は
手
の
届
く

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
車
と

旅
と
食
事
の
三
位
一
体
が
一
般
の
家
庭
生

活
に
入
り
込
む
の
は
、
お
そ
ら
く
戦
後
の

一
九
五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
地
方
料
理
の

発
見
に
最
も
貢
献
し
た
の
は
キ
ュ
ル
ノ
ン

ス
キ
ー
（
一
八
七
二
〜
一
九
五
六
、
本
名

モ
ー
リ
ス
・
サ
イ
ア
ン
）
で
あ
る
。
彼
は
、

一
九
〇
七
年
、
タ
イ
ヤ
会
社
ミ
シ
ュ
ラ
ン

社
（
注
３
）
の
依
頼
で
後
に
同
社
の
マ
ス
コ

ッ
ト
人
形
（
タ
イ
ヤ
を
か
た
ど
っ
た
太
っ

た
大
男
）
と
な
る
ビ
ベ
ン
ド
ゥ
ム
な
る
人

物
を
創
造
し
た
。
そ
し
て
、
同
年
、
大
部

数
を
誇
る
当
時
の
大
衆
紙
「
ル
・
ジ
ュ
ル

ナ
ル
」
に
「
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
月
曜
日
」
な

る
車
礼
賛
の
コ
ラ
ム
を
連
載
し
始
め
た
。

こ
れ
が
大
受
け
し
て
、
車
と
食
事
の
結
び

つ
き
に
先せ

ん
べ
ん鞭

を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

｢

食｣

が
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
文
化
に

　

以
後
、
二
十
五
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、

彼
は
自
ら
車
を
運
転
し
て
フ
ラ
ン
ス
各

地
の
郷
土
料
理
を
探
索
、
そ
の
間
『
フ
ラ

ン
ス
食
べ
歩
き
』（
二
十
八
巻
）
を
書
き

続
け
た
。
一
九
三
三
年
に
は
、
こ
れ
ら
を

一
巻
に
ま
と
め
て
『
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
宝

庫
』
と
し
て
出
版
し
た
。
凝
り
性
の
彼

は
、
南
仏
カ
ス
テ
ル
ノ
ー
ダ
リ
で
町
の
名

物
料
理
カ
ス
レ
ー
（
白
い
ん
げ
ん
豆
と
豚

肉
、
羊
肉
、
フ
ォ
ア
グ
ラ
の
脂
な
ど
が
主

体
）
を
注
文
、
一
〇
〇
％
昔
な
が
ら
の
調

理
法
を
要
求
し
た
た
め
に
十
四
時
間
も
待

た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
話
を
書

い
て
い
る
。
こ
の
話
は
大
変
に
有
名
に
な

り
、
彼
の
名
声
を
さ
ら
に
高
め
た
。 

　

こ
う
し
て
、
車
で
の
旅
行
の
流
行
が
、

一
九
世
紀
以
来
の
食
文
化
の
伝
統
を
新
時

代
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
嗜し

好こ
う

へ
と
結
び
つ

け
、
ひ
い
て
は
「
食
べ
る
こ
と
」
へ
の
関
心

を
フ
ラ
ン
ス
人
全
体
の
国
民
文
化
と
し
て

定
着
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

　

エ
リ
ー
ト
階
級
の
観
光
行
動
と
は
別

に
、
一
九
三
六
年
の
有
給
休
暇
法
の
成
立

に
よ
っ
て
年
間
数
週
間
の
長
期
ヴ
ァ
カ
ン

ス
（
当
初
は
二
週
間
、
現
在
で
は
約
四
週

間
）
を
取
得
す
る
習
慣
が
国
民
的
規
模
で

定
着
し
た
。
以
来
、
労
働
者
階
層
を
含
む

一
般
の
人
々
の
ヴ
ァ
カ
ン
ス
消
費
も
確
実

に
成
長
し
定
着
し
た
。
豪
華
レ
ス
ト
ラ
ン

で
食
事
は
し
な
く
て
も
、
地
方
の
小
都
市

の
隠
れ
た
美
食
を
発
見
す
る
喜
び
を
、
少

し
の
努
力
で
誰
も
が
享
受
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ピ
エ
ー

ル
・
ブ
ノ
ア
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
『
ス

ー
セ
イ
ラ
ッ
ク
で
の
昼
食
』（
一
九
三
一
年
）

（
注
４
）
。
サ
ス
ペ
ン
ス
仕
立
て
の
こ
の
小
説

は
す
で
に
発
表
直
後
か
ら
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
入
る
ほ
ど
の
人
気
作
（
後
に
一
九
九
〇

年
に
テ
レ
ビ
映
画
化
）
で
あ
っ
た
が
、
作

中
、
パ
リ
か
ら
車
で
や
っ
て
き
た
二
人
の

男
が
、
フ
ラ
ン
ス
中
央
山
塊
南
側
の
険
し

い
山
中
を
通
る
街
道
で
車
が
故
障
し
、
仕

方
な
く
街
道
筋
に
あ
る
ホ
テ
ル
・
レ
ス
ト

ラ
ン
で
昼
食
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、
田
舎
料

理
と
馬
鹿
に
す
る
な
か
れ
、
こ
れ
が
す
ご

い
料
理
だ
っ
た
、
と
い
う
場
面
が
あ
る
。

　

小
説
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
三
一
年

の
こ
と
だ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
民

衆
が
ヴ
ァ
カ
ン
ス
を
享
受
し
、
地
方
の
食

文
化
を
礼
賛
す
る
以
前
の
こ
と
で
は
あ

る
が
、
こ
う
し
た
作
品
の
出
現
が
現
在
の

フ
ラ
ン
ス
人
の
テ
ロ
ワ
ー
ル
（
注
５
）
志
向

を
深
層
で
醸
成
し
続
け
て
い
る
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。

　

人
知
れ
ず
存
在
す
る
地
方
の
宿
と
そ

こ
で
出
さ
れ
る
昔
な
が
ら
の
素
朴
で
実

質
的
な
料
理
、
そ
う
し
た
隠
れ
た
宝
物

を
発
見
す
る
と
い
う
筋
書
き
は
、
そ
れ

を
私
な
り
に
「
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
幻
想
」
と

呼
び
た
い
が
、
そ
う
し
た
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ

幻
想
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
魂
の
な
か
に
確
実

に
根
付
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
は
い

え
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ

を
語
る
ま
と
も
な
文
献
は
ほ
と
ん
ど
な

い
か
、
あ
っ
て
も
断
片
的
な
も
の
し
か
な

い
。
こ
の
事
実
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い

の
か
。
お
そ
ら
く
、
だ
か
ら
こ
そ
幻
想
を

生
み
出
す
酵
母
に
な
っ
て
い
る
と
で
も

考
え
て
お
こ
う
。
試
み
に
、
ネ
ッ
ト
で
オ

ー
ベ
ル
ジ
ュA

uberge

を
検
索
し
て
み
る

と
、Auberge de la D

iligence

と
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
ロ
ワ
レLoiré

と
い
う
町
に

あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
か
つ
て
は
長
距
離

馬
車Diligence

の
馬
を
替
え
る
た
め
の
宿
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駅
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
と
わ
れ
わ

れ
の
幻
想
を
募
ら
せ
る
）
。
ミ
シ
ュ
ラ
ン
ガ

イ
ド
で
星
一
つ
、
別
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
クLe 

Petit Futé
で
も
評
価
の
高
い
店
で
あ
っ
た
。

「
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
」か
ら

遠
く
離
れ
て

～
テ
ロ
ワ
ー
ル
と

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
、

巡
礼
の
旅
の
時
代
に

　

最
近
、
ま
す
ま
す
人
気
を
伸
ば
し
て
い

る
ヴ
ァ
カ
ン
ス
形
態
を
二
つ
紹
介
し
て
お

き
た
い
。
い
ず
れ
も
、
あ
る
意
味
で
コ
ラ

ム
「
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
考
」
の
「
ア
ナ
ロ
グ

性
」
を
求
め
る
欲
望
傾
向
に
沿
っ
た
形
態

だ
と
い
え
よ
う
。

農
村
民
宿

　
一
つ
は
、
農
村
民
宿gîte rural

と
い
う

宿
泊
形
態
の
発
展
に
つ
い
て
で
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
版
Ｂ
＆
Ｂ
（
ベ
ッ
ド
＆
ブ
レ
ッ
ク

フ
ァ
ー
ス
ト
）
と
も
い
わ
れ
る
こ
の
農
村

民
宿
が
誕
生
し
た
の
は
、
一
九
五
五
年
の

こ
と
。
そ
の
後
、
順
調
に
利
用
客
を
伸
ば

し
て
、
現
在
で
は
、
契
約
貸
主
数
（
農
村

民
宿
数
）
四
万
四
千
件
、
延
べ
利
用
日
数

三
千
五
百
万
日
、
売
り
上
げ
四
億
五
千
万

ユ
ー
ロ
。
年
間
占
有
率
（
貸
出
期
間
／
開

設
期
間
）
は
四
三
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。

家
具
つ
き
家
屋
の
棟
数
は
一
万
二
百
棟
、

年
間
増
加
数
は
五
百
棟
（
約
一
千
五
百
部

屋
）、
棟
あ
た
り
の
貸
出
期
間
は
年
平
均

十
六
週
。
一
人
平
均
三
泊
と
な
っ
て
い
る

そ
う
で
あ
る
。
宿
泊
料
金
（
二
人
分
）
は

朝
食
付
き
で
五
十
四
ユ
ー
ロ
。
か
な
り
の

安
さ
で
あ
る
。
夕
食
メ
ニ
ュ
ー
は
十
七
ユ

ー
ロ
と
表
示
し
て
あ
っ
た
。

　

私
自
身
、
一
九
八
〇
年
代
初
め
に
た
ま

た
ま
取
材
で
訪
れ
た
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の

酪
農
農
家
が
、
屋
敷
の
一
角
を
農
村
民
宿

に
改
修
し
て
ヴ
ァ
カ
ン
ス
客
に
提
供
し
て

い
る
の
を
見
て
感
心
し
た
こ
と
を
思
い
出

す
。
こ
う
し
た
農
村
民
宿
の
売
り
物
は
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
版
Ｂ

＆
Ｂ
の
全
国
組
織
Ｇ
Ｄ
Ｆ
（
注
７
）
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。
や
は
り
売
り
物
は
、
地
方

料
理
、
地
元
の
手
作
り
の
味
覚
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。

　
朝
食
　
豊
富
な
朝
食
（
宿
泊
料
金

に
込
み
）
は
そ
の
土
地
で
し
か
味
わ

え
な
い
名
物
を
知
る
絶
好
の
チ
ャ
ン

ス
。
自
家
製
ジ
ャ
ム
、
焼
き
た
て
の

田
舎
風
パ
ン
、
ヴ
ィ
エ
ノ
ワ
ズ
リ
ー

（
菓
子
パ
ン
）、
自
家
製
ケ
ー
キ
、
地

域
名
産
の
チ
ー
ズ
、
乳
製
品
あ
る
い

は
ハ
ム
ソ
ー
セ
ー
ジ
類
な
ど
。
休
暇

の
一
日
は
、
朝
食
と
と
も
に
楽
し
い

会
話
と
共
生
の
雰
囲
気
の
な
か
で
始

ま
る
。

現
代
人
に
と
っ
て
の
巡
礼
の
旅

　

さ
て
、
二
つ
目
の
例
は
、
巡
礼
と
巡
礼

ビ
ジ
ネ
ス
の
普
及
で
あ
る
。
巡
礼
の
旅
は
、

宗
教
を
問
わ
ず
、
日
本
で
も
、
イ
ン
ド
で

も
、
イ
ス
ラ
ム
圏
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
を
含

む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
中
世
以
前
か
ら
ず

　オーベルジュ考
　オーベルジュの語がその鄙

ひな

びた語感とともに流行になったのは、おそらく
戦後の1950年代のことである。
　料理人の歴史を社会史的な観点から研究した数少ない研究者ドゥルアー
ルAlain Drouardの論文（注６）を読むと、「1952年、アンドレ・ギヨー（イタ
リア大使館付き料理人、文学者レイモン・ルーセル家のシェフ）がオーベル
ジュ・ドュ・ヴィユ・マルリを取得」とあった。同じ1952年には、「ジャン・ドゥラ
ヴェーヌがブージヴァルのカメリアを取得。その後、自分の名前を店につける
動きが強まった」ともあった。ブージヴァルはパリとヴェルサイユの中間に位
置するおしゃれな町で19世紀半ばからパリの遊び人たちのピクニックの場
所だったが、今は高価なレストランやクラブがたくさんある。一方フランス料
理界の帝王と呼ばれるポール・ボキューズも、同じころ中仏モンドールにあっ
たオーベルジュ・ドュ・ポン・ドゥ・コロンジュを取得、店名には自分の名前を
つけて開店した。こうして見てくると、オーベルジュの名前を残すか、残さな
いかの差はあっても、かつての宿駅やオーベルジュのあった場所と建物、そ
こに漂う何ともいえない雰囲気、そうしたものが表現する何ものかにフラン
ス人は心惹

ひ

かれているようなのである。「食べる」という、私たちの誰ひとり
として欠かすことのできない行為の持つ究極的な「アナログ性」といったも
の、それが「何ものか」の実体なのかもしれない。
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（注１）Jean-Robert Pitte, 1991, Gastronomie française , Fayard, 
Paris

（注2）Philippe Gillet, 1985, Par Mets et Par Vins, Editions Payot, 
Paris（邦訳：フィリップ・ジレ『旅人たちの食卓』1989年）

（注３）ミシュランガイドのはじまりと発展
1900年、万国博覧会を記念してミシュラン社がタイヤ購入者
2,400名に旅行案内書（広告）を進呈したのがミシュラン緑本の
原型。以後1920年にレストラン案内が挿入された。
1907年、「Le Journal」にキュルノンスキーが食べ歩きを連載、こ
れがミシュラン赤本の原型となった。
1926年、緑本を地域別に編纂して刊行。
1926年、優良店に星印を付す。
1931年、星１、２、３による格付けが導入された。

（注４）Pierre Benoît, 1931, Le Déjeuner de Sousceyrac , Albin 
Michel, Paris

（注５）「テロワール」の意味は、地方あるいは地方色といったところ。「テ
ロワールの味」といえば産地特有の味、といった意味になる。

（注６）Alain Drouard, 2003, Escoffier, Bocuse et（surtout）les 
autres… Towards a History of Cooks in France in the 
Nineteenth and Twentieth Centuries, in Eating out in 
Europe Edited by Marc Jacobs and Peter Scholliers, under 
the Auspices of the International Commission for Research 
into the European Food History, BERG, Oxford / New 
York, 2003

（注７）GDF（Gîtes de France）http://www.gites-de-france.com/
（注８）巡礼案内サイトLes Chemins vers Compostelle

http://www.chemin-compostelle.info/informations-pratiques-
pelerinage-compostelle/statistiques-sur-compostelle.html

っ
と
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

を
ヴ
ァ
カ
ン
ス
や
食
文
化
と
結
び
つ
け
て

考
察
す
る
こ
と
自
体
が
、
不
謹
慎
だ
と

の
そ
し
り
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
が
、
こ
こ

二
十
年
ば
か
り
の
巡
礼
者
数
の
増
加
は
、

魂
の
救
い
を
求
め
る
行
為
と
観
光
あ
る
い

は
ヴ
ァ
カ
ン
ス
の
習
慣
と
が
う
ま
く
調
和

す
る
状
況
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　
図
１
は
、
最
近
は
日
本
で
も
話
題
に
な
る

こ
と
の
多
い
ス
ペ
イ
ン
の

巡
礼
地
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・

デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
へ
の

巡
礼
者
の
増
加
を
示
す

も
の
で
あ
る（
二
〇
〇
四

年
と
二
〇
一
〇
年
の
突

出
は
聖
年
の
た
め
）。
こ

の
グ
ラ
フ
は
到
着
者
数

を
表
す
も
の
で
あ
る

が
、
い
う
ま
で
も
な
く

巡
礼
の
道
は
、
フ
ラ
ン
ス

か
ら
の
道
ば
か
り
で
は

な
く
幾
筋
も
あ
る
。し
か

し
、最
近
の
経
路
別
内
訳

（
二
〇
一
二
年
）
を
見
て

も
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
出
発

す
る
人
の
数
が
最
も
多

く
（
七
〇
・一
二
％
、
前
年
七
二
・
三
四
％
）、

次
い
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
（
一
三
・
三
一

％
、
前
年
一
二
％
）、
北
道
（
バ
ス
ク
の
海
岸

沿
い
の
道
。
六
・
七
一
％
、
前
年
六
・
四
〇

％
）、ラ
プ
ラ
タ
道
（
セ
ヴ
ィ
リ
ア
か
ら
の
道
。

四
・
二
四
％
、
前
年
同
率
）
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
巡
礼
者
の
割
合
が

少
し
減
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ポ
ル
ト
ガ

ル
か
ら
の
人
数
が
増
え
た
か
ら
相
対
的

に
下
が
っ
た
だ
け
で
絶
対
数
は
減
っ
て
い

な
い
、
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
注
意
書
き

し
て
あ
っ
た
（
注
８
）
。

徒
歩
旅
行
か
ら
生
ま
れ
る

究
極
の
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー

　

ジ
ャ
ン
＝
ロ
ベ
ー
ル
・
ピ
ッ
ト
は
、
フ

ラ
ン
ス
の
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
の
特
色
を
説

明
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
（
フ
ラ
ン
ス

の
）
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
は
、
風
景
や
環
境

と
の
相
補
関
係
を
維
持
し
て
き
た
」
と
言

っ
て
、
食
材
や
料
理
法
と
並
ん
で
文
脈
や

言
説
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ

の
文
脈
で
い
え
ば
、
こ
こ
で
挙
げ
た
二
つ

の
事
例
は
、
ま
さ
し
く
フ
ラ
ン
ス
風
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
原
型
を
よ
く
表
す
も
の
だ
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
巡
礼
者

の
増
加
は
、
旅
す
る
者
の
移
動
の
手
段
が
、

か
つ
て
か
ら
の
徒
歩
、
馬
、
馬
車
、
鉄
道
、

自
動
車
を
経
て
、
再
び
徒
歩
へ
と
回
帰
し

て
き
た
こ
と
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に

思
え
て
な
ら
な
い
。
自
分
の
足
で
歩
い
て

確
か
め
、
共
に
艱か

ん
な
ん難
辛
苦
の
道
を
歩
ん
で

き
た
こ
と
を
語
り
合
い
、
共
に
そ
の
土
地

で
供
さ
れ
る
食
べ
物
を
心
お
き
な
く
味
わ

う
。
こ
れ
ぞ
、
旅
の
醍だ

い

醐ご

味
だ
と
彼
ら
は

言
い
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
き
た
や
ま　

せ
い
い
ち
）

図1 サンティアゴ・デ・コンポステラへの巡礼者、
年間到着者数推移（注８）
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一
八
世
紀
の
産
業
革
命
と
続
く
市
民
社

会
の
形
成
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
は
家
業
と

し
て
居
酒
屋
や
卸
売
業
・
運
送
業
と
の
兼

業
が
多
か
っ
た
宿
屋
は
大
型
化
・
専
業
化

し
、
宿
泊
産
業
と
し
て
の
発
達
が
始
ま
っ

た
。
そ
の
時
の
付
加
価
値
と
な
っ
た
の
が

近
世
の
王
侯
貴
族
の
邸
宅
に
お
け
る
生
活

様
式
と
社
交
文
化
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
変

化
は
市
民
社
会
の
形
成
が
早
か
っ
た
西
欧

と
そ
れ
が
遅
れ
た
日
本
で
は
異
な
る
軌
跡

を
た
ど
っ
た
。

貴
族
の
接
待
文
化
・

生
活
文
化
を
付
加
価
値

と
す
る
ホ
テ
ル
の
成
立

　
一
八
～
一
九
世
紀
の
パ
リ
で
は
都
市
住

民
の
増
加
と
流
入
す
る
旅
行
者
に
よ
り

外
食
と
宿
泊
の
需
要
が
増
大
し
た
が
、
こ

れ
に
対
し
て
食
事
を
提
供
す
る
施
設
は

居
酒
屋
、
カ
フ
ェ
、
仕
出
し
屋
程
度
し
か

な
く
、
い
ず
れ
も
旧
態
依
然
と
し
た
営
業

形
態
で
あ
っ
た
た
め
、
新
た
に
成
長
し
つ

つ
あ
っ
た
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
と
っ

て
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
不
満
の
な
か
で
一
八
世
紀
中
こ

ろ
に
登
場
し
た
レ
ス
ト
ラ
ン
と
い
う
業
種

近
代
社
会
に
お
け
る

ホ
テ
ル・
旅
館
の
誕
生

高
崎
経
済
大
学
地
域
政
策
学
部
教
授

公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
上
席
客
員
研
究
員

大
野  

正
人 3ホテルインペリアル（オーストリア・ウィーン）

1863年にビュルテンベルク公夫妻の都市宮殿として建てられたが、
夫妻は住まいとして気に入らなかったため3年後には引っ越した。
その5年後に売却され、1873年に改装されてホテルになった。
Alamy/JTB Photo
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は
ア
ラ
カ
ル
ト
料
理
の
提
供
、
相
席
で
は

な
く
同
行
者
別
の
テ
ー
ブ
ル
案
内
や
個

室
に
よ
る
会
食
時
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
確
立
、

明
朗
会
計
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
。

こ
の
上
流
階
級
の
会
食
に
よ
る
社
交
の
場

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
宿
泊
と
組
み
合
わ

さ
れ
て
ホ
テ
ル
と
い
う
新
し
い
業
種
が
誕

生
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
手
本
と
な
っ

た
の
が
貴
族
の
邸
宅
で
あ
る
。

　

近
世
に
は
貴
族
は
都
市
に
住
む
よ
う

に
な
り
、
宮
廷
文
化
や
社
交
文
化
が
発

達
し
た
結
果
、
貴
族
の
邸
宅
に
は
多
数
の

客
間
（
客
室
）
と
客
人
を
も
て
な
す
食
堂

や
談
話
室
等
が
設
け
ら
れ
、
料
理
人
、
給

仕
、
メ
ー
ド
、
執
事
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
の

専
門
職
が
発
達
し
て
お
り
、
無
償
の
歓
待

で
は
あ
っ
た
が
宿
泊
客
を
も
て
な
す
シ
ス

テ
ム
が
確
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
近
代
ホ
テ
ル
の
代
表
例
が
特

集
２
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
ロ
ン
ド
ン
の

サ
ヴ
ォ
イ
・
ホ
テ
ル
と
そ
の
後
に
各
地
で

誕
生
し
た
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
は
貴
族
の
邸
宅

様
式
（
注
１
）
と
そ
の
食
文
化
（
フ
ラ
ン
ス

料
理
）、
会
食
の
ル
ー
ル
、
そ
れ
ら
を
支

え
る
サ
ー
ビ
ス
組
織
、さ
ら
に
は
名
称（
注

２
）を
も
借
用
し
て
、
新
興
資
本
家
階
級
に

提
供
し
、
彼
ら
が
憧
れ
る
“
貴
族
の
社
交

文
化
”
を
表
現
す
る
宿
泊
施
設
（
注
３
）
を

創
造
し
た
の
で
あ
る
。
以
降
、
ホ
テ
ル
は

新
興
資
本
家
階
級
の
旺
盛
な
ビ
ジ
ネ
ス
旅

行
需
要
と
社
交
需
要
を
背
景
と
し
て
、
都

市
に
お
け
る
国
家
外
交
の
場
の
み
な
ら
ず

経
済
外
交（
商
談
）の
場
と
し
て
、
都
市

の
迎
賓
館
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

和
洋
の
文
化
表
現
を

咀そ

嚼し
ゃ
く

し
た
旅
館
の
成
立

　

明
治
維
新
に
よ
る
、
そ
れ
ま
で
の
本

陣
・
旅は

た
ご籠
と
い
う
主
に
身
分
制
度
に
よ
り

規
定
さ
れ
て
い
た
宿
屋
は
廃
止
さ
れ
、
旅

籠
に
も
ホ
テ
ル
と
同
様
に
上
流
階
級
の
生

活
文
化
の
商
業
化
が
進
行
し
た
。
同
時
に

西
欧
文
化
の
流
入
に
よ
り
、
衣
食
住
す
べ

て
に
わ
た
っ
て
西
洋
式
で
あ
る
こ
と
が
進

歩
的
、
上
流
階
級
で
あ
る
と
い
う
価
値
観

　貴族の邸宅のコンバージョン（用途変更）と
　ホテル客室・室料の成立
　グランドホテルはいわば、貴族の邸宅のレプリカであったが、初期には実際に
邸宅そのものの用途変更によっても生まれた。セザール・リッツがパリに開業した
リッツ・パリ（1898年）はグラモン公爵の邸宅を用途変更したものであり、また、現
在もウィーンの5ツ星ホテルとして有名なホテルインペリアル（1873年）も宮殿を用
途変更したものである。しかし、貴族の邸宅の客間からホテル客室への変遷には
もう一段の変化が必要であった。当時の邸宅では、寝室（客間）と浴室や居間は
別 に々配置されていたため、初期のホテルでは客室とは別に、宿泊客が共用する
浴室や談話室を複数備えていたのである。1890年に開業した帝国ホテルの図面
を見ると、60室の客室に対して5室の共用浴室、4室の共用談話室が配置されて
いる。また、1854年のロンドン・グレートノーザンホテルの料金表（表１）を見ると、
Bedroom（寝室）の他に共用のSitting room（居間）、Dressing room（化粧室、
洗面、トイレ）が別料金で販売されており、また、Fire（暖炉代）、Wax light（照
明代、ろうそく代）が別途料金となっている。分散していた生活機能とそれに合
わせた料金体系は、やがて配管技術や電気技術の進歩により19世紀末には寝室
内にバス、トイレやリビングスペースがパッケージされるにつれ、料金もパッケージ
されるようになり、それまでの「寝床代＋個々のサービス・物品代」という料金体
系に代わって、すべてのサービスと機能を包含する「室料」という商品概念が成
立したのである。

特別請求　アテンダントチャージ（手荷物運搬他）が初日1s.6p/人、2日目以降1s.0p、3人目以降の家族は半額
Oliver Carter『An Illustrated History of British Railway Hotels 1838-1983』（1990, Silver Link Publishing 
Ltd. Liverpool）9ページを基に筆者作成

表1　1854年のロンドン・グレートノーザンホテルの料金表
 種別	 サービス項目	 料金（単位：シリングｓ＆ペンスp）
 宿泊料 Sitting room（居間） 4s.0p 
  Bed room（large Bed-2名　ダブルルーム） 3s.0p～2s.6p 上層階のほうが安い
  Bed room（single-1名 シングルルーム） 2s.6p～2s.0p 同上
  Bed room（2beds-2名 ツインルーム） 3s.0p        
	別途 Dressing room（化粧室、洗面、トイレ） 1s.6p
  Servant’s bed（召使い寝床代） 1s.6p
  Fire（暖炉代） 1s.6p（1日）～1s.0p（半日）
  Wax light（照明代、ろうそく代） 1s.6p
  Hot bath（客室への湯のサービス？） 2s.0p
 食事 朝食 1s.6p～卵肉付2s.0p
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が
浸
透
し
た
。そ
し
て
、ホ
テ
ル
と
い
う
西

洋
の
宿
泊
施
設
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
旅
籠
は
新
し
い
価
値
の
創
出
を
迫
ら
れ

た
。
こ
の
旅
籠
か
ら
旅
館
へ
の
時
代
の
過

程
に
つ
い
て
は
特
集
４
で
詳
細
に
語
ら
れ

る
こ
と
と
し
、こ
こ
で
は
、旅
館
と
い
う
業

種
名
が
誕
生
し
た
過
程
に
触
れ
て
み
た
い
。

　

旅
籠
が
武
士
・
公
家
と
い
う
上
流
階
級

の
生
活
様
式
と
、
西
欧
文
化
を
新
し
い
付

加
価
値
と
し
て
取
り
込
む
に
つ
れ
て
、
大

き
く
て
近
代
的
な
宿
屋
の
通
称
と
し
て
、

旅
館
と
い
う
業
種
名
が
駅
前
立
地
の
宿

屋
か
ら
市
場
に
浸
透
し
は
じ
め
た
。

　
一
八
九
四（
明
治
二
十
七
）年
に
旅
行
の

振
興
に
大
き
く
貢
献
し
た
鉄
道
時
刻
表

が
発
行
さ
れ
た
が
、そ
の
一
八
九
九（
明
治

三
十
二
）
年
の
広
告
ペ
ー
ジ
に
初
め
て
旅

館
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
、一
九
〇
三（
明

治
三
十
六
）
年
の
鉄
道
時
刻
表
広
告
ペ
ー

ジ
（
表
２
）
で
は
、
各
地
の
百
六
十
六
軒

の
旅
館
広
告
の
な
か
で
五
六
％
が
旅
館
と

い
う
言
葉
を
使
用
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で

屋
号
の
み
で
あ
っ
た
宿
屋
が
旅
館
と
い
う

新
し
い
業
種
名
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
経
過
が
う
か
が
わ
れ
る
。
同
時

に
屋
号
も
、
○
○
館
、
○
○
楼
な
ど
規
模

が
大
き
い
こ
と
を
表
す
言
葉
が
使
わ
れ
て

い
る
。
な
お
、
こ
の
変
化
は
時
刻
表
広
告

と
い
う
性
格
上
、
駅
前
旅
館
の
変
化
で
あ

り
、
温
泉
地
で
は
表
３
に
あ
る
よ
う
に
旅

人
宿
・
旅
舎
・
旅
店
・
木
賃
宿
等
の
江
戸

時
代
の
呼
称
も
散
見
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
業
種
名
の
混
在
は
大
正
か

ら
昭
和
初
期
ま
で
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、こ
の
業
種
名
の
変
化
過
程
は
、大
き
な

建
物
を
表
す「
館
」が
大
型
化
・
近
代
化
を

表
現
す
る
た
め
に
着
目
さ
れ
、新
聞
小
説

や
文
学
作
品
で
浸
透
し
た
等（
注
４
）に
よ
り
、

駅
前
立
地
の
宿
屋
か
ら
徐
々
に
温
泉
地
の

宿
屋
に
も
浸
透
し
、
最
終
的
に
は
昭
和
初

期
に
市
場
に
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

山村順次『草津温泉観光発達史』（1992、草津町）
129ページを基に筆者作成

表3　1904（明治37）年の草津温泉の
宿泊施設案内による施設区分

 区分	 軒数	 （%）	 備考

	 旅館	 10軒 27% うち、温泉旅館8軒

	 旅舎	 16軒 43% うち、温泉旅舎6軒

	 旅人宿	 6軒 16% 

	 木賃宿	 3軒 8% 

	 その他	 2軒 6% 宿屋1、下宿1

	 計	 37軒	 100％	

表2　1903（明治36）年発行の鉄道時刻表広告ページの旅館の屋号とセールスポイント
　　		（28ページにわたって記載された166軒の旅館広告に見る屋号）

広告のキャッチコピーに見るセールスポイント
・茶代謝絶を明示した宿が多く、この傾向は大正初期まで続く。また、芸妓娼妓出入り禁止をうたった宿もある。
・改良旅館として近代性を明記している旅館も多い。そのセールスポイントは、各室錠付き、茶代謝絶、玉突き台あり、入浴早朝よ

り可能、などである。
・景色と交通条件（停車場より◦分）のコピーが多く、食事の有無はほとんど記述されておらず、あっても「賄い付き・賄い無し」程

度の記述である。
・新聞閲覧可能、室内電話電鈴あり、などのビジネス客向けのコピーも散見される。
・皇族御用達、旧本陣、高等旅館、軍馬購買官御用達、軍用宿舎などの表現もあり、華族と役人と軍人が上客であったと考えられる。
・宿泊料金の案内はほとんどないが、一等◦◦圓（円）・二等◦◦圓（円）など汽車の料金に倣った事例も見受けられる。
・外国荷物扱い、汽船荷物回

かいそう

漕業、米・織物買い次ぎ商店、リンゴ売買など問屋と運送業等の表記も多く、江戸時代から続く「問
屋・運送業と兼業の宿」からの進化過程をうかがわせる。

	 屋号	 軒数	 （%）	 備考
	 旅館「○○館」 34軒 20% 
	「○○旅館」 33軒 20% 「○○屋旅館」7軒含む
 旅館「○○屋」「旅館○○」 27軒 16% 経営者（宿主）の名前を屋号としたものが多い
	「○○屋」 18軒 11% 一部、「○○や」「○○家」もあり
	「○○屋	本店」 18軒 11% 
	「○○屋	支店」 12軒 7% 停車場前（駅前）に支店を出している例が多い
	「○○楼」 10軒 6% 
	「ホテル○○、○○ホテル」 5軒 3% ホテル○○2軒、○○ホテル3軒
 その他 9軒 5% 旅店、園、旅舎、舎、新宅、軒、亭、庵、日本旅館
 合計	 166軒	 100%	
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ホ
テ
ル
と
旅
館
の

交
流
機
能
の
差
異

　

さ
て
、
ホ
テ
ル
と
旅
館
の
差
異
を
語
る

時
に
必
ず
出
て
く
る
の
が
、
な
ぜ
、
ホ
テ
ル

は
外
来
客
や
地
域
住
民
を
受
け
入
れ
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
獲

得
し
、
旅
館
は
宿
泊
客
だ
け
の
閉
ざ
さ
れ

た
世
界
と
な
っ
た
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る

が
、そ
の
背
景
は
近
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。

　

市
民
社
会
の
形
成
が
早
か
っ
た
英
国
の

宿イ

ン屋
（
注
５
）
の
歴
史
を
見
る
と
、
一
八
世

紀
に
は
大
規
模
な
イ
ン
で
は
多
数
の
人
々

を
収
容
で
き
る
大
広
間
（long room

）

が
設
け
ら
れ
、
ダ
ン
ス
会
場
等
の
住
民
の

社
交
の
場
の
み
な
ら
ず
、
行
商
人
の
展
示

即
売
会
等
の
商
品
取
引
や
情
報
交
換
の

場
、
果
て
は
郵
便
局
機
能
や
巡
回
裁
判

の
場
な
ど
に
利
用
さ
れ
、
ま
た
中
庭
は
イ

ン
・
シ
ア
タ
ー
（
野
外
劇
場
）
と
し
て
シ

ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
や
闘
鶏
な
ど
が
開
催
さ

れ
、
娯
楽
と
賭
博
の
場
と
し
て
も
利
用
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
イ
ン

は
小
規
模
な
が
ら
も
近
代
ホ
テ
ル
に
受
け

継
が
れ
る
地
域
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
江
戸
時
代
の
宿
場
町

で
は
、
旅
人
の
宿
泊
は
原
則
一
泊
の
み
、
ま

た
藩
に
よ
っ
て
は
宿
場
町
を
町
の
中
心
部

か
ら
離
れ
た
立
地
に
制
限
す
る
な
ど
、
旅

人
と
住
民
の
交
流
を
制
限
す
る
施
策
が
と

ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
旅
籠
は
外
来
食
事

客
を
取
っ
て
は
い
け
な
い
、
ま
た
茶
屋
（
飲

食
店
）
は
宿
泊
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と

決
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
施
策
は
旅
籠
組

合
と
茶
屋
組
合
と
い
う
ギ
ル
ド
に
よ
る
独

占
保
護
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
も
の
の
、
そ

の
基
本
は
治
安
維
持
政
策
で
あ
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
革
命
思
想
を
持
ち
込

む
よ
そ
者
と
地
域
住
民
の
交
流
を
制
限
す

る
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
程
度
の
差
こ
そ

あ
れ
明
治
政
府
に
も
引
き
継
が
れ
、
当
時

の
宿
屋
取
り
締
ま
り
規
則
（
旅
館
業
法
の

前
身
）
の
管
轄
は
警
察
で
あ
っ
た
。
実
際
、

戦
前
の
ホ
テ
ル
・
旅
館
で
は
宿
泊
客
名
簿

を
毎
朝
晩
、
警
察
に
届
け
出
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
た
し
、
さ
ら
に
は
治
安
維
持

法
の
成
立
過
程
に
あ
っ
た
一
九
二
二
（
大
正

十
一
）
年
に
は
、
警
視
庁
保
安
部
長
名
で

旅
館
は
料
理
店
を
兼
業
し
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
通
達
が
出
さ
れ
て
お
り
、
国
際
観

光
振
興
の
見
地
か
ら
ホ
テ
ル
の
み
例
外
が

認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
戦
前
の
旅
館
が
地
域
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
な
ら
な
か
っ
た

要
因
は
こ
の
よ
う
な
市
民
社
会
形
成
の
遅

れ
だ
け
で
は
な
く
、
就
寝
と
食
事
の
生
活

習
慣
、
家
屋
構
造
の
差
異
も
挙
げ
ら
れ
る
。

西
欧
で
は
就
寝
と
食
事
が
ベ
ッ
ド
ル
ー
ム
、

ダ
イ
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
と
分
化
し
つ
つ
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
布
団
と
い
う
収
納
便
利

な
寝
具
を
発
明
し
た
日
本
で
は
食
事
の
場

と
就
寝
の
場
の
兼
用
が
可
能
で
あ
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
習
慣
が
そ
の
ま
ま
旅
館

に
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

冠
婚
葬
祭
の
場
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教

と
神
道
・
仏
教
の
差
異
も
一
つ
の
要
因
で

あ
ろ
う
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
機
能

の
代
表
例
で
あ
る
婚
礼
披
露
宴
を
見
る

と
、
西
欧
で
は
中
世
ま
で
は
婚
礼
と
そ
れ

に
続
く
宴
会
は
い
ず
れ
も
教
会
内
で
行
わ

れ
て
い
た
が
、
宗
教
改
革
に
よ
る
聖
俗
分

離
に
よ
り
、
巡
礼
宿
の
門
前
宿
へ
の
移
行

に
伴
っ
て
宴
会
機
能
が
宿
泊
業
に
移
行
し

て
、
イ
ン
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

に
対
し
て
、
日
本
で
の
婚
礼
と
宴
会
（
披

露
宴
）
は
近
世
ま
で
は
自
宅
の
神
棚
の
前

で
行
わ
れ
て
お
り
、
宴
会
の
機
能
は
住
宅

内
や
社
寺
、
料
亭
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。（
注
６
）

　

こ
の
よ
う
な
、
市
民
社
会
形
成
・
生
活

様
式
・
冠
婚
葬
祭
文
化
と
い
う
三
つ
の
要

素
が
ホ
テ
ル
と
旅
館
の
交
流
機
能
の
差
異

に
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
う
ち
生

活
様
式
の
問
題
が
、
戦
後
の
生
活
習
慣
の

洋
風
化
に
よ
り
都
市
旅
館
が
ホ
テ
ル
に
取

っ
て
代
わ
ら
れ
る
遠
因
と
な
っ
た
と
い
え

よ
う
。　　
　
　

 

（
お
お
の　

ま
さ
ひ
と
）

（
注
１
）
現
代
の
ホ
テ
ル
で
使
わ
れ
る
ダ
イ
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
、

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
ル
ー
ム
、
パ
ー
ラ
ー
等
の
施
設
名
、

さ
ら
に
バ
ト
ラ
ー
や
メ
ー
ド
な
ど
の
職
種
名
は

貴
族
の
生
活
文
化
に
由
来
し
て
い
る
。

（
注
２
）ホ
テ
ル
と
い
う
言
葉
は
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
語

で
は
貴
族
の
邸
宅
や
執
務
場
所（
宮
殿
）、
そ

れ
が
変
化
し
た
市
民
ホ
ー
ル
、
さ
ら
に
は
大
き

な
建
物
を
示
す
多
義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。

（
注
３
）岡
本
伸
之
は
こ
の
よ
う
な
変
化
を
『
現
代
ホ
テ

ル
経
営
の
基
礎
理
論
』
９
ペ
ー
ジ
の
中
で
「
上

流
階
級
の
生
活
様
式
の
商
業
化
」
と
呼
び
、
こ

の
時
代
を
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
の
時
代
と
称
し
た
。

（
注
４
）本
誌
特
集
４
・
大
久
保
あ
か
ね
論
文
「
近
代
旅

館
の
発
展
過
程
に
お
け
る
接
遇
（
も
て
な
し
）

文
化
の
変
遷
」

（
注
５
）『
イ
ン 

イ
ギ
リ
ス
の
宿
屋
の
は
な
し
』（
臼
田
昭
）

95
ペ
ー
ジ
、１
９
６-

２
２
９
、２
４
７-

２
４
９
、

『
イ
ン
の
文
化
史
』（
社
本
時
子
）

（
注
６
）日
本
の
社
寺
仏
閣
が
婚
礼
儀
式
の
取
り
込
み
を

始
め
る
の
は
明
治
維
新
後
で
あ
り
、
一
八
九
三

（
明
治
二
十
六
）
年
に
初
の
仏
前
結
婚
式
、

一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年
に
初
の
神
前
結

婚
式
が
行
わ
れ
る
。

大
野
正
人
（
お
お
の 

ま
さ
ひ
と
）

　
一
九
五
三
年
東
京
生
ま
れ
。
高
崎
経
済
大
学
地
域
政

策
学
部
教
授
。
公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
上
席

客
員
研
究
員
。
一
九
七
六
年
東
京
大
学
農
学
部
林
学

科
森
林
風
致
研
究
室
卒
業
後
、
Ｊ
Ｔ
Ｂ
グ
ル
ー
プ
会
社

入
社
。
一
九
九
一
年
よ
り
財
団
で
宿
泊
産
業
・
観
光
施

設
・
温
泉
地
の
調
査
研
究
、
二
〇
一
三
年
三
月
ま
で
理

事
。
同
年
四
月
よ
り
現
職
。
日
本
観
光
研
究
学
会
会
員
。



17 特集◉ホテル・旅館の歴史に見る交流機能と文化表現の変遷
特集4 近代旅館の発展過程における接遇（もてなし）文化の変遷

さ
せ
て
き
た
。

　

明
治
期
に
旅
館
が
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
と
し
て
成
立
し
た
後
、
現
代
に
至
る

ま
で
の
機
能
と
形
態
の
変
化
、
特
に
旅
館

の
「
も
て
な
し
」
文
化
に
焦
点
を
当
て
る
。

近
代
旅
館
の
発
達
過
程

　

明
治
維
新
以
前
、
江
戸
時
代
に
は
、
政

治
の
長
期
安
定
を
背
景
に
、
多
く
の
旅
人

が
街
道
を
往
来
し
て
、
庶
民
に
至
る
ま
で

豊
か
な
旅
文
化
が
発
達
し
た
。
そ
の
旅
人

の
た
め
の
「
宿
」
は
幕
府
の
政
治
的
意
図

か
ら
、
立
地
や
用
途
に
合
わ
せ
て
細
か
な

規
制
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

例
え
ば
主
要
な
街
道
に
は
大
名
に
よ

る
参
勤
交
代
を
主
に
受
け
入
れ
る
「
本

陣
」
と
、
下
級
武
士
や
庶
民
の
た
め
の

「
旅は

た
ご籠

」
が
存
在
し
た
が
、
「
本
陣
」
は

門
・
玄
関
な
ど
を
備
え
た
格
式
高
い
設
備

を
提
供
す
る
だ
け
で
、
宿
泊
者
で
あ
る
大

名
へ
の
食
事
や
人
的
接
待
は
基
本
的
に
大

名
側
で
賄
わ
れ
て
い
た
。
一
方
「
旅
籠
」

で
は
、
一
七
世
紀
中
こ
ろ
か
ら
一
泊
に
つ

き
二
食
（
夕
・
朝
食
）
を
提
供
し
て
お
り
、

そ
れ
が
旅
の
楽
し
み
の
一
つ
と
さ
れ
て
い

た
。
さ
ら
に
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
酒
食

の
接
待
役
と
し
て
「
飯め

し
も
り盛
女お

ん
な」
を
抱
え
る

旅
籠
も
登
場
し
て
い
る
。

　

ま
た
湯
治
場
に
は
、
療
養
を
目
的
と
し

た
「
湯
治
場
宿
」
が
存
在
し
、
そ
こ
で
は

身
分
の
区
別
な
く
自
炊
を
し
な
が
ら
長

期
滞
在
す
る
た
め
の
仕
組
み
が
作
ら
れ
て

い
た
。

　

そ
の
ほ
か
厳
密
に
は
「
宿
」
で
は
な
い

も
の
の
、
都
市
で
は
飲
食
を
提
供
す
る
場

と
し
て
の
「
料
亭
」
や
「
茶
屋
」
が
発
達

し
、
高
級
な
酒
食
が
庶
民
の
楽
し
み
に
加

え
ら
れ
て
い
た
。

　

旅
館
は
江
戸
時
代
に
発
達
し
た
各
種

の
「
宿
」
が
保
持
し
て
い
た
機
能
を
統
合

し
て
明
治
期
に
完
成
し
た
、
日
本
独
自
の

宿
泊
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　

そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
確
立
し
た
背

景
に
は
、
江
戸
か
ら
明
治
と
い
う
ド
ラ
ス

チ
ッ
ク
な
社
会
変
革
と
、
明
治
政
府
が
推

し
進
め
た
近
代
化
、
特
に
鉄
道
敷
設
と
外

国
人
対
応
の
必
要
性
、
ま
た
そ
れ
に
伴
い

進
め
ら
れ
た
旅
行
業
に
よ
る
旅
館
の
商
品

化
な
ど
が
あ
る
。

　

ま
た
そ
の
後
も
度
重
な
る
戦
争
や
経

済
状
況
の
変
化
な
ど
、
社
会
か
ら
の
需
要

の
変
遷
に
合
わ
せ
て
旅
館
は
そ
の
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
や
接
遇
の
形
態
を
大
き
く
変
化

近
代
旅
館
の
発
展
過
程
に
お
け
る

接
遇（
も
て
な
し
）文
化
の
変
遷

常
葉
大
学
経
営
学
部
教
授

大
久
保 

あ
か
ね 4

接遇機能

入浴機能

飲食機能

宿泊機能

旅　館

・門・玄関・床の間など格式ある設備

・1泊につき2食（夕・朝食）の提供

・女性（飯盛女）による接待

・温泉での療養を目的とした滞在

・高級な食事を提供する飲食店

本陣　 ……大名、公家、外国人

旅籠　　    ……下級武士、庶民

飯盛旅籠　……下級武士、庶民

湯治場宿　　……身分制限なし

茶屋・料亭　……身分制限なし

図1　各種の「宿」から「旅館」に
引き継がれた機能

+
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江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
細
か
く
統
制
さ
れ

て
き
た
こ
れ
ら
の
「
宿
」
に
対
す
る
規
制

が
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
各
々
が
保
持
し
て
い
た
機
能

が
図
１
の
よ
う
に
集
約
さ
れ
完
成
し
た
の

が
、
近
代
の
旅
館
で
あ
る
。

　

そ
の
成
立
背
景
に
は
、
江
戸
時
代
の

街
道
が
鉄
道
敷
設
に
よ
っ
て
衰
退
し
、
本

陣
・
旅
籠
の
経
営
が
成
り
立
た
な
く
な
っ

た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
街
道

か
ら
、
新
た
な
流
通
拠
点
を
鉄
道
駅
に
移

し
た
際
に
、
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と

し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
が
旅
館
で
あ
り
、

そ
の
営
業
ス
タ
イ
ル
が
温
泉
地
の
宿
泊
施

設
に
波
及
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う（
図
２
）。

温
泉
地
に
お
け
る
旅
館
の

接
遇
態
勢
の
変
化

　

明
治
後
期
、
鉄
道
が
全
国
に
普
及
し

始
め
た
こ
ろ
か
ら
大
正
・
昭
和
初
期
に
至

る
約
五
十
年
の
間
、
多
く
の
温
泉
地
で
は
、

利
便
性
を
高
め
た
新
交
通
を
利
用
し
て
一

泊
、
二
泊
の
短
期
滞
在
を
楽
し
む
遊
覧
客

と
、
療
養
の
た
め
長
期
滞
在
す
る
湯
治
客

が
混
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
温

泉
地
の
宿
で
は
ど
ち
ら
の
タ
イ
プ
の
顧
客

に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
新
た
な
旅
館

式
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
取
り
入
れ
始
め
た
。

温
泉
地
で
の
旅
館
の
誕
生
で
あ
る
。

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
よ
る

役
割
の
変
化

　

そ
の
こ
ろ
発
行
さ
れ
た
旅
行
案
内
書

『
療
養
本
位
温
泉
案
内
』（
一
九
二
七=

昭

和
二
年
）
や
『
伊
豆
の
温
泉
』（
一
九
三
〇

=

昭
和
五
年
）、『
鐵
道
省
旅
客
課
・
名
勝

旅
程
案
内
』（
一
九
三
七=

昭
和
十
二
年
）

な
ど
に
は
、「
一
泊
」「
一
泊
二
食
付
き
」「
一

泊
三
食
付
き
」
な
ど
多
様
な
料
金
形
態
に

加
え
、
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
「
女

中
」
の
契
約
料
金
も
表
示
さ
れ
、
こ
の

時
点
の
「
接
遇
機
能
」
は
希
望
者
に
対

す
る
個
別
契
約
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。

　

江
戸
時
代
か
ら
湯
治
場
宿
で
は
客
の

到
着
を
出
迎
え
て
挨
拶
し
、
お
茶
と
お
菓

子
を
呈
し
、
館
内
を
案
内
す
る
と
い
う
接

遇
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
接
遇
を

担
当
し
た
の
は
、
宿
の
主
人
ま
た
は
番
頭
、

小
僧
な
ど
で
あ
る
。
特
に
宿
の
主
人
の
人

脈
は
宿
の
経
営
を
左
右
す
る
た
め
、
主
人

が
接
遇
の
中
心
を
担
っ
て
い
た
と
さ
れ
て

い
る
。

　

一
方
、
女
性
は
宿
の
経
営
者
家
族
で

あ
っ
て
も
宿
の
表
に
は
出
る
こ
と
が
な

く
、
客
と
は
接
点
を
持
た
な
い
の
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
客
の
身
の
回
り

の
世
話
を
す
る
職
業
と
し
て
、
草
津
で
は

「
老ば

ば女
」
、
熱
海
で
は
「
地
元
の
年
を
取

っ
た
女
性
を
紹
介
す
る
『
雇
い
女
』
」
と

呼
ば
れ
る
「
女
中
」
が
存
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
旅
館
は
女
中
を
紹
介
す
る
だ
け

に
と
ど
ま
り
、
契
約
は
顧
客
と
女
中
と
の

間
で
直
接
交
わ
さ
れ
て
い
た
（
注
１
）
。

　

ま
た
常
連
に
な
る
と
、
客
は
旅
館
で
は

な
く
女
中
と
直
接
連
絡
を
取
り
、
宿
泊
手

配
を
女
中
経
由
で
依
頼
す
る
こ
と
も
多
か

っ
た
よ
う
だ
。

　
女
中
た
ち
は
常
連
客
の
体
格
に
合

わ
せ
た
専
用
の
浴
衣
を
縫
い
、
好
み

に
合
わ
せ
た
料
理
を
手
配
す
る
な
ど

き
め
細
や
か
に
接
遇
し
た
。（
注
２
）

　

つ
ま
り
、
こ
の
時
代
の
「
接
遇
機
能
」

の
主
役
は
旅
館
の
従
業
員
で
は
な
く
、
必

要
と
す
る
顧
客
が
手
配
す
る
女
中
で
あ
っ

た
。
ま
た
そ
の
報
酬
は
「
茶
代
」
も
し
く

は
「
心
付
け
」
と
し
て
旅
館
を
通
さ
ず
直

接
支
払
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

図2　旅館の成立過程とその社会背景

旅館機能の確立
◎宿泊機能の高度化
　1870（明治3）年 本陣廃止 玄関・門などの設営
◎入浴機能の内部化
　大正～昭和初期 温泉の内湯化
◎飲食機能の内部化
　鉄道敷設・公共交通の整備 1泊2食対応
◎接遇機能の内部化
　1872（明治5）年 飯盛女の解放 女性従業員の雇用

旅館の商品化
◎クーポン式遊覧券
　1925（大正14）年 鐵道省
◎単独旅館券
　1932（昭和7）年 ジャパン・ツーリスト・ビューロー

「旅館」という呼称
◎○○旅館
　屋号として利用 時刻表・地図に表示
◎○○旅館という名称
　一般名詞として定着 文学作品に登場

旅 館の成 立

+

+

扌



19 特集◉ホテル・旅館の歴史に見る交流機能と文化表現の変遷
特集4 近代旅館の発展過程における接遇（もてなし）文化の変遷

接
遇
機
能
と
女
性
の
役
割

　
「
茶
代
」
と
は
、
宿
泊
料
金
以
外
に
接

待
す
る
担
当
者
に
渡
す
も
の
で
あ
り
、
位

置
付
け
と
し
て
は
海
外
に
お
け
る
チ
ッ
プ

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
正
期
に
入

る
と
旅
行
案
内
書
や
鉄
道
時
刻
表
に
「
茶

代
廃
止
」
と
い
う
表
現
が
登
場
す
る
。
こ

れ
は
、＂
良
い
接
遇
を
促
す
た
め
に
支
払

わ
れ
て
い
た
「
茶
代
」
が
な
く
て
も
良
い

接
遇
を
約
束
す
る
＂、ま
た
＂
客
を
公
平

に
扱
う
＂
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
茶
代
廃
止
」
が
宣
伝
文

句
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
が
新
し
い
概
念
で
、
顧
客
訴
求
力
が

あ
る
と
判
断
さ
れ
た
社
会
背
景
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
茶
代

廃
止
」
は
徐
々
に
一
般
化
し
、
並
行
し
て

「
接
遇
機
能
」
が
旅
館
に
組
み
込
ま
れ
て

い
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
宿
の
仕
事
の
う
ち
顧
客
接

点
を
持
た
な
い
掃
除
、
洗
濯
、
食
事
の
支

度
な
ど
は
従
前
か
ら
女
性
が
担
当
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
城
崎
温
泉
（
兵
庫

県
）
西
村
屋
に
は
、
従
業
員
を
娘
の
よ
う

に
か
わ
い
が
り
、
嫁
入
り
の
時
に
は
嫁
入

り
道
具
を
贈
っ
て
い
た
と
の
記
録
が
あ
る

（
注
３
）。
同
様
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
熱
川
温
泉

（
静
岡
県
）
旧
福
島
屋
旅
館
な
ど
で
も
語

ら
れ
、
一
定
以
上
の
格
式
を
持
つ
旅
館
は

家
事
や
作
法
見
習
い
の
場
と
し
て
も
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

ま
た
こ
の
時
の
花
嫁
修
業
は
女
性
従

業
員
の
教
育
や
指
導
を
含
め
、
旅
館
の
バ

ッ
ク
ヤ
ー
ド
を
取
り
仕
切
る
女
将
の
存
在

が
う
か
が
え
る
。

　

花
嫁
修
業
は
隠
居
女お

か
み将

が
担
当

し
、
そ
れ
は
そ
れ
は
厳
し
い
も
の
だ

っ
た
。（
注
２
）

　

こ
の
よ
う
な
社
会
変
化
の
な
か
で
、
旅

館
の
機
能
を
踏
ま
え
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

が
確
立
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
旅
館
の
バ
ッ

ク
ヤ
ー
ド
に
い
た
女
性
た
ち
が
表
舞
台
で

顧
客
接
遇
を
担
う
役
割
を
果
た
す
よ
う

に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

旅
館
に
お
け
る

「
も
て
な
し
」の
構
造

　

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
し
て
確
立

し
た
旅
館
の
機
能
を
、「
も
て
な
し
」
と

い
う
視
点
で
組
み
替
え
る
と
、
そ
こ
に
は

「
支
度
」
「
し
つ
ら
い
」
「
仕
掛
け
」
（
注

４
）
と
い
う
三
つ
の
柱
（
図
３
）
が
見
え
て

く
る
。

支
度

　
「
支
度
」
と
は
、
客
を
迎
え
る
た
め
の

準
備
で
あ
る
。「
誰
で
も
喜
ぶ
も
の
」
で

は
な
く
、
「
想
定
さ
れ
た
客
の
た
め
だ

け
」
に
準
備
を
整
え
る
こ
と
に
価
値
を
置

く
の
が
、
日
本
の
も
て
な
し
の
原
点
で
あ

ろ
う
。
か
つ
て
顧
客
専
用
の
浴
衣
を
縫
っ

た
女
中
の
よ
う
に
、
客
が
「
自
分
の
た
め

に
」
と
喜
ぶ
こ
と
を
考
え
、
準
備
す
る
こ

と
が
第
一
と
考
え
ら
れ
る
。
京
都
な
ど
で

現
在
も
「
一い

ち
げ
ん見
さ
ん
お
断
り
」
と
い
う
慣

習
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
初
め
て
の
客
は
、

（
知
ら
な
い
の
で
好
み
に
合
わ
せ
て
）
も

て
な
せ
な
い
た
め
断
る
」
と
い
う
意
味
が

含
ま
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
。
旅
館
で

は
「
も
て
な
せ
な
い
」
と
客
を
断
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
の
、「
客
を
知
っ
て
、

も
て
な
す
べ
き
」
と
い
う
考
え
方
は
共
通

し
て
い
る
。

し
つ
ら
い

　

次
に
「
し
つ
ら
い
」、つ
ま
り
客
を
迎
え

る
空
間
（
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
）
を
作
る
こ
と
が

二
本
目
の
柱
で
あ
る
。
地
勢
や
気
候
を
含

め
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
、
そ
の
季
節
な

ら
で
は
の
感
覚
を
表
現
す
る
こ
と
で
「
も

て
な
し
」
の
舞
台
設
定
を
整
え
る
こ
と
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。
利
休
七
則
（
注
５
）
の

「
花
は
野
に
あ
る
よ
う
に
」
に
あ
る
よ
う

に
、
で
き
る
だ
け
作
為
な
く
見
せ
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
由
布
院
温
泉
（
大
分
県
）

由
布
院
玉
の
湯
は
現
在
の
場
所
に
移
転

す
る
際
、
自
然
そ
の
ま
ま
の
雑
木
林
を
再

現
す
る
た
め
に
深
さ
三
メ
ー
ト
ル
分
の
土

を
入
れ
替
え
て
い
る
が
（
注
６
）、
こ
れ
も

図3　旅館の「もてなし」の担い手の変化
明治～戦前
業態の成立

高度成長期
大衆化＆大型化

現在
個性化＆多様化

支度
（客を迎える

準備）
（客に合わせた

個別対応）

（土地・建物、
食材の調達）

（女将を含め、
女性は裏方）

（接客対応の
シンボル化）

（生け花、清掃など
施設の内装）

（表舞台に）

（顧客の期待に
合わせて2極化）

（再び地域性が
重視されつつある）

（新たな仕掛けの開発・
温泉再発見など）

しつらい
（空間設計）

仕掛け
（客と主人が

楽しむ
ゲーム）

女中

主人

主人

女将

女将 主人

主人

女将

主人
＋

女将

システム化

＋
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空
間
形
成
の
た
め
の
投
資
と
い
え
よ
う
。

仕
掛
け

　

最
後
の
「
仕
掛
け
」
は
い
わ
ゆ
る
コ
ン

セ
プ
ト
・
メ
ー
キ
ン
グ
で
あ
る
。
ゲ
ー
ム

や
謎
解
き
の
よ
う
に
、
客
と
一
緒
に
仕
掛

け
を
楽
し
む
こ
と
で
、
つ
ま
り
仕
掛
け
を

理
解
で
き
る
（
楽
し
め
る
）
客
を
絞
り
込

む
タ
ー
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
も
つ
な
が
る
。

　
玄
関
や
ロ
ビ
ー
、
廊
下
の
掛
け
軸

や
絵
画
、
陶
器
、
花
に
も
意
味
が
あ

り
、
謎
解
き
を
楽
し
め
る
よ
う
に
配

置
し
て
い
る
。（
注
７
）

　

有
馬
温
泉（
兵
庫
県
）陶
泉
御
所
坊
で
は
、

ま
さ
に
ゲ
ー
ム
を
楽
し
む
感
覚
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
支
度
」「
し
つ
ら
い
」

「
仕
掛
け
」
と
い
う
「
も
て
な
し
」
の
構

造
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
時
代

背
景
や
経
営
形
態
、
顧
客
の
変
化
、
ニ
ー

ズ
の
変
化
等
に
応
じ
て
変
化
す
る
。

女
将
の
存
在
と

「
も
て
な
し
」の
変
化

　

旅
館
が
最
も
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た

の
は
、
昭
和
三
十
年
代
～
四
十
年
代
の
い

わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長
期
で
あ
る
。
こ
の

時
期
に
は
好
景
気
を
反
映
し
て
、
企
業
の

慰
安
旅
行
と
い
う
団
体
旅
行
が
急
増
し
、

拡
大
し
た
旅
行
マ
ー
ケ
ッ
ト
ニ
ー
ズ
の
受

け
皿
と
し
て
旅
館
は
大
き
な
変
革
を
求
め

ら
れ
た
。

　

団
体
旅
行
を
前
提
と
し
た
旅
館
は
、

二
百
人
～
三
百
人
の
団
体
客
を
想
定
し

て
設
計
さ
れ
た
。
当
時
の
団
体
旅
行
は
全

員
が
同
時
に
到
着
し
、
短
時
間
で
入
浴
を

済
ま
せ
、
宴
会
、
そ
の
後
二
次
会
、
就
寝
、

早
朝
バ
ス
で
出
発
と
い
う
画
一
化
さ
れ
た

形
式
で
あ
っ
た
。
し
か
も
膨
大
な
市
場
が

予
測
さ
れ
た
た
め
、
旅
館
は
団
体
旅
行
の

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
合
わ
せ
た
施
設
を
考

案
し
た
。

　

顧
客
層
も
そ
れ
以
前
の
常
連
客
を
中

心
と
し
た
個
別
対
応
か
ら
、
膨
大
な
数

の
初
回
訪
問
客
に
変
化
し
た
た
め
、
接
遇

も
顧
客
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
が
重
視
さ

れ
た
。
大
勢
の
「
同
質
な
顧
客
」
に
対
し

て
「
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
平
等
に
接
客
す

る
」
と
い
う
接
遇
形
態
で
あ
る
。

女
将
の
役
割
が
表
舞
台
に

　
一
方
で
「
旅
館
の
女
将
」
に
対
す
る
期

待
が
醸
成
さ
れ
た
の
も
同
時
期
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
に
テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
た
『
細

う
で
繁
盛
記
』（
よ
み
う
り
テ
レ
ビ
制
作
、

主
演
・
新
珠
三
千
代
）
の
影
響
で
、
旅
館

女
将
が
接
客
応
対
を
象
徴
す
る
イ
メ
ー

ジ
が
固
定
化
さ
れ
た
。

　

旅
館
女
将
へ
の
調
査
（
二
〇
〇
二
年
実

施
（
注
８
）
）
に
よ
る
と
、『
細
う
で
繁
盛

記
』
の
み
な
ら
ず
、
一
九
八
〇
年
代
に
量

産
さ
れ
た
テ
レ
ビ
旅
行
番
組
で
女
将
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま

で
縁
の
下
の
力
持
ち
的
存
在
だ
っ
た
「
女

将
」
が
表
舞
台
に
出
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
と
の
返
答
も
多
か
っ
た
。

　

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た

「
旅
館
の
接
遇
＝
女
将
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
継
続
し
て
い
る
。

も
て
な
し
の
主
役

　

そ
の
一
方
で
、
旅
館
成
立
時
に
は
接
遇

の
中
核
を
担
っ
て
い
た
女
中
の
役
割
は
、

団
体
旅
行
の
拡
大
以
降
、
接
遇
要
員
と
し

て
の
期
待
が
二
極
分
化
し
つ
つ
あ
る
。
個

人
客
に
対
す
る
よ
り
個
別
化
さ
れ
た
丁

寧
な
接
遇
と
、
最
低
限
の
需
要
を
満
た
す

均
一
化
（
平
等
）
に
徹
し
た
接
遇
で
あ
る
。

顧
客
の
期
待
を
ど
ち
ら
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
か
は
、
旅
館
全
体
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
、

宿
泊
料
金
体
系
な
ど
の
諸
条
件
と
連
動

す
る
。
例
え
ば
和
倉
温
泉
（
石
川
県
）
の

加
賀
屋
で
は
、
徹
底
し
て
前
者
の
接
遇
に

こ
だ
わ
る
こ
と
で
旅
館
の
評
価
を
確
立
す

る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
。

（
お
お
く
ぼ　

あ
か
ね
）

（
注
１
）草
津
町
史
、
熱
海
市
史
な
ど
よ
り
。

（
注
２
）二
〇
〇
四
年
八
月
に
伊
東
温
泉
暖
香
園
社
長
、

北
岡
貴
人
氏
に
実
施
し
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
よ
り
。

（
注
３
）神
戸
新
聞
但
馬
総
局
編『
城
崎
物
語
』と
、
西

村
屋
社
長
（
当
時
）
西
村
肇
氏
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

（
二
〇
〇
二
年
十
月
実
施
）、西
村
氏
か
ら
ご
提

供
い
た
だ
い
た
資
料
よ
り
。

（
注
４
）詳
細
は
、
リ
ク
ル
ー
ト
ワ
ー
ク
ス
編
集
部
編

『
お
も
て
な
し
の
源
流
』65
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
注
５
）茶
の
湯
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
基
本
と
な
る
七
つ

の
心
得
。

（
注
６
）ゆ
ふ
い
ん
と
玉
の
湯
の
歩
み 

溝
口
薫
平
が
語
る

第
三
話
よ
り
。

http://w
w
w
.tam
anoyu.co.jp/m

agazine/
back/history/03/ayum

i_3.htm
l

（
注
７
）二
〇
〇
七
年
八
月
に
陶
泉
御
所
坊
社
長
、
金
井

啓
修
氏
に
実
施
し
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
よ
り
。

（
注
８
）詳
細
は
、前
田
勇
編
著『
21
世
紀
の
観
光
学
』

２
２
３
～
２
２
６
ペ
ー
ジ
参
照
。

大
久
保
あ
か
ね
（
お
お
く
ぼ　

あ
か
ね
）

　

常
葉
大
学
経
営
学
部
教
授
。
名
古
屋
市
出
身
。
奈

良
女
子
大
学
卒
業
後
、
株
式
会
社
リ
ク
ル
ー
ト
勤
務

を
経
て
一
九
九
八
年
立
教
大
学
大
学
院
観
光
学
研
究

科
に
入
学
、
二
〇
〇
三
年
博
士
号
取
得
。
研
究
テ
ー
マ

は
観
光
文
化
論
・
宿
泊
産
業
論
。
日
本
観
光
研
究
学

会
等
所
属
。



の
場
の
存
在
に
よ
り
、
旅
行
者
同
士
、
旅
行

者
と
住
民
、
あ
る
い
は
住
民
同
士
の
交
流
が

形
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
代
社
会
に

入
る
と
、
宿
泊
の
な
か
か
ら
長
期
滞
在
は
不

動
産
賃
貸
業
へ
、
小
売
業
は
流
通
業
へ
と
分

離
し
て
い
く
一
方
で
、
宿
泊
に
最
も
関
連
性

の
深
い
料
飲
機
能
の
み
が
さ
ら
に
発
展
し
て
、

グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
や
旅
館
と
い
う
人
々
の
交

流
を
軸
と
す
る
宿
泊
産
業
へ
と
発
展
し
た
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
産
業
の
分
業

化
・
専
門
化
が
進
む
現
代
で
は
、
こ
の
料
飲

機
能
自
体
も
宿
泊
産
業
か
ら
切
り
離
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
米
国
で
は
一
九
八
〇
年
代
、
日

本
で
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
進
ん
だ
ホ
テ
ル

の
料
飲
部
門
か
ら
の
撤
退
や
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ

ン
グ
は
、
宿
泊
特
化
型
・
宿
泊
主
体
型
ホ
テ

ル
と
呼
ば
れ
る
業
態
を
生
み
、現
代
で
は「
一

つ
屋
根
の
下
で
、
同
じ
事
業
者
が
、
旅
行

者
に
宿
泊
と
食
事
を
提
供
す
る
」
と
い
う

宿
泊
産
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
「
外
食
産

業
、
健
康
リ
ラ
ッ
ク
ス
産
業
等
の
さ
ま
ざ
ま

な
サ
ー
ビ
ス
業
と
の
相
互
補
完
、
相
互
依
存

モ
デ
ル
」
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は

サ
ー
ビ
ス
業
の
分
業
化
・
専
門
化
が
著
し
い

都
市
で
顕
著
で
あ
る
が
、
観
光
地
に
お
い
て

も
、
滞
在
型
へ
の
対
応
と
し
て
料
飲
機
能
を

縮
小
し
た
一
泊
朝
食
付
き
旅
館
や
サ
ー
ビ
ス

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
よ
う
な
泊
食
分
離
販
売

の
業
態
が
求
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

旅
行
・
観
光
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な

交
流
パ
タ
ー
ン
と
ホ
テ
ル・
旅
館
の

交
流
機
能
へ
の
影
響

　

交
流
を
旅
行
・
観
光
と
い
う
視
点
か
ら
見

る
と
、
Ａ
：
旅
行
者
と
住
民
、
Ｂ
：
旅
行
者

同
士
、
Ｃ
：
住
民
同
士
と
い
う
主
体
に
よ
る

区
分
と
、１：見
知
ら
ぬ
人
同
士
が
集
う
、２：

仲
間
同
士
や
構
成
員
が
集
う
、
と
い
う
相
手

と
の
関
係
性
の
区
分
に
よ
り
、
図
１
の
よ
う

に
分
類
で
き
る
。
そ
し
て
、
宿
泊
施
設
の
特

異
性
、
優
位
性
は
、
Ａ
：
旅
行
者
と
住
民
の

交
流
の
場
、
Ｂ
：
旅
行
者
同
士
の
交
流
の
場

に
表
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
マ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム

の
時
代
に
は
米
国
の
都
市
ホ
テ
ル
は
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
産
業
に
ま
で
発
達
し
、
ま
た
日
本

の
団
体
旅
館
は
大
き
な
成
長
を
遂
げ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
交
流
の
規
模
が
拡
大
し
、
ホ

テ
ル
・
旅
館
が
大
型
化
し
た
こ
と
で
、
か
つ

て
の
宿
屋
が
有
し
て
い
た
旅
人
と
住
民
、
見

知
ら
ぬ
旅
人
同
士
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
交
流
機

能
は
低
下
し
、
現
代
で
は
一
人
旅
を
受
け
入

れ
る
小
規
模
な
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
や
民
宿
等
に

継
承
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
背
景

に
は
人
々
の
観
光
旅
行
の
主
目
的
が
、
見
知

ら
ぬ
人
々
と
の
出
会
い
よ
り
も
仲
間
内
で
の

親
睦
と
リ
ラ
ッ
ク
ス
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

　

食
事
の
場
で
の
交
流
を

　

仲
立
ち
す
る
館
主
・
女お

か
み将

の

　

も
て
な
し
の
変
化

　

交
流
の
場
の
中
心
で
あ
っ
た
料
飲
機
能
の

21

ホテル・旅館の交流機能と
文化表現の変遷と将来

大野  正人

視
座特集テーマからの

高崎経済大学地域政策学部教授
公益財団法人日本交通公社上席客員研究員

 （
１
）ホ
テ
ル
・
旅
館
の

交
流
機
能
の
変
遷
と
将
来

宿
屋
の
多
機
能
性
の
喪
失
と

交
流
機
能
の
低
下

　

近
世
の
宿
屋
は
特
集
１
で
も
述
べ
た
よ

う
に
、
宿
泊
に
居
酒
屋
や
雑
貨
店
・
問
屋
、

果
て
は
銀
行
ま
で
を
兼
ね
た
多
機
能
性
を

有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
の
食
事

	 	 交流相手との関係性	
	 	 １		見知らぬ人同士が集う	 ２		仲間同士や構成員が集う
	

主体

	
Ａ
	 Ａ１	

	 	
旅行者と住民

	 ＊広域のコンベンション、会議や大会、展示会等	
	 	 	 ＊広域のスポーツイベントや同好の人々 の大会等	
	 	 	 ＊観光旅行者と住民との出会い、文化体験等	
	 	

Ｂ
	 Ｂ１	 Ｂ２

	 	
旅行者同士

	 ＊リゾートや観光地でのコンベンション	 ＊会社や学校等の構成員の慰安旅行、報奨旅行、会議研修旅行
	 	 	 ＊単身旅行者の新たな出会いや情報交換	 ＊友人とのグループ旅行や家族・親族の旅行
	 	 	 ＊同好者との宿での出会い・情報交換	
	 	 Ｃ	 Ｃ１	 Ｃ２
	 	 住民同士	 ＊地域内でのコンベンション、展示会等	 ＊婚礼披露宴等の冠婚葬祭行事、さまざまな住民組織の会議や大会、親睦宴会
	 	 	 ＊地域内でのスポーツイベントや同好の人々 の大会等	 ＊地域内での会社や諸団体構成員による会議研修や親睦宴会

図１	ホテル・旅館における交流の分類軸 〜旅行者と住民、人との出会いと仲間内の親睦〜

特集テーマからの視座◉ホテル・旅館の交流機能と文化表現の変遷と将来



変
化
に
よ
り
、
そ
の
交
流
を
仲

立
ち
す
る
主
人
役
の
役
割
も
変

化
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
館

主
・
女
将
の
役
割
は
、
か
つ
て

は
自
身
に
よ
る
旅
人
や
滞
在
者

へ
の
も
て
な
し
が
原
点
で
あ
っ

た
が
、
宿
屋
が
商
業
化
し
、
ホ

テ
ル
・
旅
館
へ
と
大
型
化
し

た
こ
と
で
、
バ
ト
ラ
ー
、
コ
ン

シ
ェ
ル
ジ
ュ
、
仲
居
等
々
の
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
専
門
職
へ
と
分

化
・
分
業
が
進
ん
だ
。
そ
の
結

果
、
特
集
４
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
も

て
な
し
の
形
態
も
「
大
勢
の
同
質
な
顧
客
に

対
し
て
、
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
平
等
に
接
客

す
る
」
と
い
う
接
遇
形
態
に
変
化
し
、館
主・

女
将
と
旅
行
者
の
一
対
一
の
も
て
な
し
は
失

わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
前
述
の
宿
泊
施
設

の
料
飲
機
能
縮
小
の
傾
向
は
、
料
飲
部
門

を
内
包
す
る
こ
と
で
「
お
も
て
な
し
」
の
仕

組
み
を
形
成
し
て
き
た
観
光
地
の
旅
館
の
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
在
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ

し
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
ホ
テ
ル・
旅
館
の
交
流　

　
「“
み
な
さ
ん
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
”
で
は
な

く
“
あ
な
た
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
”
と
言
え

る
別
荘
守
で
あ
り
た
い
」。
こ
れ
は
由
布
院
、

亀
の
井
別
荘
の
中
谷
健
太
郎
氏
の
言
葉
（
第

三
回
温
泉
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
、
二
〇
一
三

る
ヒ
ン
ト
は
一
九
八
〇
年
代
の
米
国
の
オ
ー

ル
ス
イ
ー
ツ
ホ
テ
ル（
注
１
）
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
こ
で
は
、「
夕
食
は
セ
ル
フ
サ

ー
ビ
ス
レ
ス
ト
ラ
ン
や
外
で
ご
自
由
に
」
と

い
う
代
わ
り
に
、
ロ
ビ
ー
を
多
目
的
サ
ロ
ン

と
位
置
付
け
て
、
無
料
ド
リ
ン
ク
と
オ
ー
ド

ブ
ル
を
供
し
た
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
イ
ベ
ン
ト
が

支
配
人
に
よ
り
開
か
れ
、
旅
行
者
が
ホ
ス
ト
、

ホ
ス
テ
ス
と
接
す
る
場
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
現
代
の
ホ
テ
ル
ブ
ラ
ン

ド
に
も
受
け
継
が
れ
、
ロ
ビ
ー
を
ギ
ャ
ザ
リ

ン
グ
ス
ペ
ー
ス（
集
い
の
場
）と
も
呼
ん
で
、

サ
ロ
ン
風
の
設し

つ
ら
え
と
大
テ
ー
ブ
ル
や
総
菜
の

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
が
可
能
な
キ
オ
ス
ク
（
フ
ロ

ン
ト
と
売
店
と
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
食
品
売
り

場
の
混
合
）
が
設
け
ら
れ
、
旅
行
者
は
飲

食
を
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
し
て
勝
手
に
席
に
着
き
、

仲
間
や
他
の
旅
行
者
と
の
交
流
が
行
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ロ
ビ
ー

ラ
ウ
ン
ジ
を
交
流
サ
ロ
ン
と
す
る
位
置
付
け

は
、
観
光
地
の
ホ
テ
ル
・
旅
館
で
も
地
域
住

民
が
行
う
語
り
部
の
会
や
女
将
の
読
み
聞

か
せ
イ
ベ
ン
ト
、
地
域
文
化
紹
介
イ
ベ
ン
ト

と
し
て
導
入
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
交
流
機

能
の
一
つ
の
側
面
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

館
内
交
流
の
場
づ
く
り
と
と
も
に
、
旅
館
の

館
主
・
女
将
が
果
た
す
も
う
一
つ
の
役
割
は

「
旅
行
者
と
住
民
と
の
交
流
の
橋
渡
し
」
で

あ
り
、
そ
れ
を
行
う
場
は
主
に
、
住
民
の
生

活
の
場
で
あ
る
集
落
の
街
並
み
や
そ
こ
で
の

歴
史
文
化
施
設
、
農
業
や
地
場
産
業
等
の

生
産
生
活
の
現
場
と
な
る
。
こ
れ
は
、
旅
行

者
を
案
内
し
て
農
家
を
訪
問
し
た
り
、
古

い
伝
統
芸
能
を
鑑
賞
す
る
手
助
け
を
す
る
、

そ
こ
で
の
軽
食
と
お
し
ゃ
べ
り
を
セ
ッ
ト
す

る
、
あ
る
い
は
住
民
行
き
つ
け
の
居
酒
屋
や

カ
フ
ェ
を
案
内
す
る
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

体
験
ツ
ア
ー
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
館
主
・

女
将
は
地
域
固
有
の
文
化
を
語
る
住
民
と

旅
行
者
の
交
流
を
仲
介
す
る
イ
ン
タ
ー
プ
リ

タ
ー
（
通
訳
）
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ

と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
住
民
の
立
場
で
の

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
が
可
能
な
の
は
地
域
に
根

付
い
て
い
る
館
主
・
女
将
・
従
業
員
の
み
で

あ
り
、
そ
れ
故
に
チ
ェ
ー
ン
化
さ
れ
た
ホ
テ

ル
旅
館
で
は
実
現
困
難
な
付
加
価
値
な
の

で
あ
る
。

 （
２
）ホ
テ
ル
・
旅
館
の

文
化
表
現
の
変
遷
と
将
来

生
活
の
価
値
観
変
化
、観
光
旅
行
と

リ
ゾ
ー
ト
滞
在
に
よ
る
文
化
表
現
の
変
遷

　
一
九
世
紀
末
の
西
欧
の
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
、

日
本
の
旅
館
は
、
当
時
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

の
憧
れ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
貴
族

の
生
活
様
式
・
社
交
文
化
を
提
供
す
る
こ

と
で
新
た
な
付
加
価
値
を
獲
得
し
た
。
し

か
し
二
〇
世
紀
後
半
の
成
熟
の
時
代
に
入
る

と
、
人
々
の
願
望
は
過
去
の
貴
族
階
級
の
生

年
三
月
八
日
）
で
あ
る
。
自
分
の
宿
は
旅
館

で
は
な
く
、
人
々
が
た
び
た
び
訪
れ
て
滞
在

す
る
別
荘
で
あ
り
、
別
荘
守
で
あ
る
自
分

の
役
割
は
多
様
な
人
々
を
一
対
一
で
お
も
て

な
し
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
の
主
張
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
宿
屋
の
原
点
、
あ

る
い
は
人
々
が
滞
在
す
る
温
泉
地
の
原
点
を

見
つ
め
直
す
経
営
の
哲
学
に
基
づ
く
も
の
で

あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
哲
学
は
単
な
る
一
旅

館
で
は
な
く
、
地
域
全
体
で
い
か
に
し
て
旅

人
と
住
民
の
交
流
の
場
を
高
め
て
い
く
か
と

い
う
地
域
経
営
の
哲
学
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
交
流
の
場
は
必
ず
し
も
旅
館
内
で
の
ご

馳ち

走そ
う

攻
め
の
場
で
は
な
く
、
外
湯
に
旅
人
と

一
緒
に
入
る
こ
と
で
の
温
泉
と
い
う
場
を
介

し
て
の
交
流
、
果
て
は
、
映
画
祭
や
音
楽
会

を
通
じ
て
の
観
客
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
交
流

に
ま
で
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
宿
屋
と
地
域
が

一
体
と
な
っ
て
、
滞
在
し
て
も
ら
う
、
あ
る

い
は
た
び
た
び
訪
れ
て
も
ら
う
た
め
に
地
域

の
魅
力
を
高
め
て
い
く
こ
の
よ
う
な
考
え
方

は
、
観
光
旅
行
市
場
が
成
熟
し
、
リ
ピ
ー

タ
ー
が
市
場
の
多
く
を
占
め
る
現
代
で
は
ま

す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
宿
屋
の
原
点
に
立
ち
返
っ
た

一
対
一
の
交
流
は
必
然
的
に
小
規
模
宿
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
で
は
、
低
価
格
で
大
規

模
と
な
り
、
料
飲
機
能
を
持
た
な
く
な
っ
た

ホ
テ
ル
・
旅
館
で
は
、
交
流
機
能
は
備
え
ら

れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す

22
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活
様
式
で
は
な
く
、
お
し
ゃ
れ
で
セ
ン
ス
の

良
い
生
活
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
や
健
康
に
配
慮
し

た
生
活
、
文
化
や
趣
味
に
お
け
る
こ
だ
わ
り

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
に
基
づ
く
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
上
流
階
級
の
人
々
で
は
な
く
、

セ
ン
ス
が
あ
る
人
々
、
自
然
や
環
境
に
配
慮

し
た
人
々
」
と
呼
ば
れ
た
い
と
い
う
価
値
観

は
主
に
、
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
（
米
国
で
は

Ｙ
世
代
）
が
先
導
し
た
が
、
こ
れ
を
受
け
て
、

一
九
八
四
年
に
登
場
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

モ
ー
ガ
ン
ホ
テ
ル
（
一
一
三
室
）
は
、
モ
ダ

ン
で
先
鋭
的
な
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
、
健

康
的
で
伝
統
に
と
ら
わ
れ
な
い
食
文
化
、
そ

し
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
、
ア

ー
ト
を
融
合
し
て
訴
求
し
、
ホ
テ
ル
の
文
化

表
現
に
新
た
な
潮
流
を
も
た
ら
し
た
。
こ

の
タ
イ
プ
の
ホ
テ
ル
は
以
降
、
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
ホ
テ
ル
、
ブ
テ
ィ
ー
ク
ホ
テ
ル
と
呼
ば

れ
て
、
多
く
の
新
ブ
ラ
ン
ド
の
追
随
を
生
み
、

日
本
の
旅
館
に
も
影
響
を
与
え
た
。
そ
し
て

ホ
テ
ル
が
衣
食
住
を
包
含
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
と
し
て
認
知
さ
れ
た

こ
と
で
、
同
じ
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
提
案
業
を

目
指
す
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
業
界
と
の
提
携（
注
２
）

も
始
ま
っ
た
。
一
方
、
観
光
地
で
も
マ
ス
ツ

ー
リ
ズ
ム
か
ら
個
人
旅
行
へ
の
変
化
の
過
程

で
、
地
域
固
有
の
文
化
を
体
験
す
る
価
値

観
が
高
ま
り
、
地
域
固
有
の
文
化
を
現
代

人
の
セ
ン
ス
で
ア
レ
ン
ジ
し
、
周
囲
の
地
域

景
観
も
取
り
込
ん
だ
バ
リ
島
の
ア
マ
ン
リ
ゾ

ー
ト
や
、
京
都
の
貴
族
文
化
で
は
な
く
地
域

固
有
の
農
家
の
田
園
生
活
文
化
を
表
現
す

る
由
布
院
の
玉
の
湯
、
亀
の
井
別
荘
な
ど
が

高
い
評
価
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
人
々
の
価
値
観
の
変
化
は
食

文
化
に
も
影
響
を
与
え
、
特
集
２
で
も
述

べ
た
よ
う
に
宮
廷
の
食
文
化
で
あ
っ
た
フ
ラ

ン
ス
料
理
で
は
地
方
の
郷
土
食
を
提
供
す

る
オ
ー
ベ
ル
ジ
ュ
が
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
ま
た
、
ヌ
ー
ベ
ル
キ
ュ
イ
ジ
ー
ヌ

（N
ouvelle cuisine

）と
し
て
伝
統
的
な
コ

ー
ス
料
理
の
ル
ー
ル
や
食
材
に
縛
ら
れ
な
い

料
理
が
生
ま
れ
、
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
食
文
化

表
現
に
も
新
し
い
動
き
を
も
た
ら
し
た
。

文
化
表
現
の
２
つ
の
軸

〜
憧
れ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と

地
域
固
有
の
文
化
の
体
験
〜

　

文
化
は
人
々
の
旅
と
交
流
を
通
じ
て
伝で

ん

播ぱ

し
て
き
た
が
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
の
が

食
文
化
と
住
文
化
を
表
現
し
た
宿
屋
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
伝
播
は
中
央
の
文
化
が

地
方
の
文
化
に
浸
透
す
る
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た
。
現
代
の
旅
館
で
当
然
の
こ
と
と
し
て

設
え
て
あ
る
床
の
間
、
数
寄
屋
造
り
や
書
院

造
り
、
そ
し
て
懐
石
料
理
は
も
と
も
と
宮
廷

の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
接
遇
様
式
で
あ
り
、
こ
れ

が
文
化
交
流
に
よ
り
地
方
に
浸
透
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
央
の
文
化
が

地
域
固
有
の
文
化
を
無
視
し
て
導
入
さ
れ

る
と
、
そ
れ
は
単
な
る
借
り
物
の
文
化
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
高
度
成
長
期
の
旅
館
は
競

っ
て
懐
石
料
理
・
数
寄
屋
造
り
と
い
う
中
央

の
上
流
階
級
文
化
を
導
入
し
、
ど
の
地
域
の

旅
館
に
泊
ま
っ
て
も
同
じ
作
法
、
同
じ
設
え
、

同
じ
懐
石
料
理
と
い
う
均
質
化
が
進
展
し
、

地
域
固
有
の
文
化
表
現
は
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
見
直
し
が
現
代
の
地
域
の
ロ
ー
カ
ル
な

文
化
を
表
現
す
る
動
き
で
あ
り
、
雪
国
生
活

の
文
化
、
稲
作
農
家
の
集
落
の
文
化
、
漁
師

の
食
文
化
、
あ
る
い
は
町
家
（
町
屋
）
の
生

活
文
化
な
ど
を
発
掘
し
て
表
現
す
る
こ
と

が
旅
館
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
単

に
伝
統
を
守
る
こ
と
だ
け
で
地
域
固
有
の
文

化
と
し
て
付
加
価
値
を
高
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
の
都
市
住
民
の
生

活
文
化
が
欧
米
の
生
活
文
化
を
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
化
と
な
り
つ
つ

あ
る
な
か
で
、
伝
統
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
文

化
を
守
る
だ
け
で
は
新
し
い
価
値
は
生
ま
れ

な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

観
光
地
で
は
、
地
域
固
有
の
文
化
に
加
え
て
、

外
の
文
化
で
あ
る
ア
ー
ト
、
音
楽
、
都
市
の

食
生
活
や
住
生
活
の
価
値
観
を
組
み
合
わ

せ
て
昇
華
し
た
文
化
表
現
、
す
な
わ
ち
ロ
ー

カ
ル
な
文
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
化
を
組
み

合
わ
せ
た
グ
ロ
ー
カ
ル
な
文
化
表
現
が
求
め

ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
過
去

の
貴
族
階
級
の
文
化
を
表
現
す
る
ホ
テ
ル
・

旅
館
は
、
出
現
当
時
こ
そ
「
最
先
端
の
憧
れ

の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
（
注
３
）
」
で
あ
っ
た
も

の
が
、
現
代
で
は
む
し
ろ
「
知
的
刺
激
と
し

て
の
珍
し
い
観
光
体
験
、
異
文
化
体
験
」
の

場
、
す
な
わ
ち
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
ホ
テ
ル
・

旅
館
と
し
て
の
位
置
付
け
に
変
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ホ
テ
ル
・
旅
館
が
表
現

す
る
文
化
の
付
加
価
値
に
は
、「
憧
れ
の
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
価
値
」
と
「
異
文
化
体
験

の
価
値
」
と
い
う
２
つ
の
軸
が
あ
り
、
前
者

は
、
立
地
に
汎は

ん
よ
う用
性
は
あ
る
が
時
代
と
と
も

に
変
化
す
る
流
行
の
文
化
、
後
者
は
地
域

固
有
の
伝
統
と
し
て
、
立
地
に
汎
用
性
は
な

い
が
時
代
の
影
響
を
受
け
な
い
不
易
の
文
化

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。（

お
お
の　

ま
さ
ひ
と
）

（
注
１
）全
室
ス
イ
ー
ト
ル
ー
ム
で
客
室
水
準
は
四
ツ
星

ホ
テ
ル
以
上
だ
が
、
料
飲
機
能
は
ク
ラ
ブ
ラ
ウ

ン
ジ
と
称
す
る
多
目
的
空
間
で
の
セ
ミ
セ
ル

フ
サ
ー
ビ
ス
と
し
、
宴
会
場
を
持
た
な
い
中
規

模
・
宿
泊
主
体
型
ホ
テ
ル
の
総
称
。

（
注
２
）二
〇
〇
一
年
に
ブ
ル
ガ
リ
は
マ
リ
オ
ッ
ト
と
と
も

に
ブ
ル
ガ
リ
ホ
テ
ル
＆
リ
ゾ
ー
ツ
を
設
立
し
、
ミ

ラ
ノ（
二
〇
〇
四
年
）、バ
リ
島（
二
〇
〇
六
年
）

に
オ
ー
プ
ン
。
ま
た
、
ベ
ル
サ
ー
チ
は
一
九
九
九

年
に
ゴ
ー
ル
ド
コ
ー
ス
ト
で
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
ベ
ル
サ

ー
チ
を
開
業
。

（
注
３
）現
代
で
は
伝
統
的
旅
館
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い

る
数
寄
屋
造
り
は
、
室
町
時
代
に
婆ば

さ

ら
娑
羅
大

名
と
呼
ば
れ
た
佐
々
木
道ど

う

誉よ

が
始
め
た
と
い
わ

れ
る
。
婆
娑
羅
と
は
、
派
手
で
見
栄
を
切
る
人
、

伝
統
を
破
る
人
を
表
す
当
時
の
流
行
語
で
あ
り
、

数
寄
屋
は
当
時
の
最
先
端
の
モ
ダ
ン
フ
ァ
ッ
シ

ョ
ン
で
あ
っ
た
。
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の
フ
レ
ー
ム
を
観
光
地
に
援
用
す
る
こ
と

を
試
み
た（
図
１
）。
そ
の
結
果
、
観
光
地

に
は
、観
光
地
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
「
開

拓
期（Exploration

）」、
観
光
客
の
来
訪

が
始
ま
る
「
登
場
期
（Involvem

ent

）」、

観
光
地
の
知
名
度
が
向
上
し
多
く
の
観
光

客
が
訪
れ
る
「
成
長
期（Developm

ent

）」、

観
光
地
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
「
確

立
期（Consolidation

）」、
観
光
客
の
減
少

が
始
ま
る
「
停
滞
期（Stagnation

）」、
停

滞
期
よ
り
も
さ
ら
に
観
光
客
が
減
少
す
る

「
衰
退
期（Decline

）」
を
経
て
「
回
生

（Rejuvenation

）」（
Ａ
、Ｂ
）、「
維
持
」（
Ｃ
）、

「
衰
退
」（
Ｄ
、Ｅ
）
の
い
ず
れ
か
に
移
行
し
、

製
品
同
様
、
観
光
地
に
も
栄
枯
盛
衰
が
存

在
す
る
と
し
た
。

中
長
期
的
に
「
好
調
」な

観
光
地
と
「
低
調
」な

観
光
地
の
グ
ル
ー
プ
分
け

　

研
究
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
、

中
長
期
的
に
「
好
調
」な
観
光
地
と
「
低

調
」な
観
光
地
が
実
際
に
ど
の
程
度
存
在

す
る
か
に
つ
い
て
、
㈱
ジ
ェ
イ
テ
ィ
ー
ビ

ー
が
発
行
し
て
い
る
﹃
Ｊ
Ｔ
Ｂ
宿
泊
白
書

（
注
１
）﹄
等
を
活
用
し
、
対
象
の
百
四
十
五

観
光
地
回
生
に
関
す
る
研
究

―
―
観
光
地
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
使
っ
た
試
み

公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
　
観
光
調
査
部
研
究
員

柿
島 

あ
か
ね

自主研究報告図1　観光地ライフサイクル

　

わ
が
国
の
国
内
宿
泊

旅
行
者
数
は
一
九
九
〇

年
代
半
ば
か
ら
次
第
に

減
少
し
始
め
、
現
在
に

至
る
ま
で
、
多
く
の
観

光
地
は
中
長
期
的
な
低

迷
を
経
験
し
た
。
一
方

で
、
観
光
客
数
が
増
加

し
て
い
る
好
調
な
観
光

地
も
存
在
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
国
内
観
光
旅
行
市

場
の
縮
小
と
い
う
同
じ

条
件
下
に
お
い
て
も
、

中
長
期
的
に「
好
調
」な

観
光
地
と「
低
調
」
な

観
光
地
の「
差
」は
な
ぜ

生
ま
れ
、
そ
の
要
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、R

.W
. 

Butler

の
「
観
光
地
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

（T
ourism

 A
rea Life Cycle= T

A
LC

）」

の
考
え
方
を
用
い
て
、
観
光
地
と
市
場
の

関
係
か
ら
そ
の
検
証
を
試
み
た
。

「
観
光
地
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

（
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｃ
）」

　

本
研
究
で
参
考
に
し
た
「
観
光
地
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
」
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
観
光

地
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
は
、一
九
八
〇
年
に

R
.W

. Butler
が
提
唱
し
た
観
光
地
の
寿
命

に
関
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。Butler

は
既

に
製
造
業
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
製
品
ラ

イ
フ
サ
イ
ク
ル
」（Product Life Cycle

）

出典：The Tourism Area Life Cycle Applications and Modifications

（開拓期）

（登場期）

（成長期）

（確立期）

（停滞期）

（衰退期）

（回生）
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こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
中
長
期
的
に
延
べ
人

泊
数
が
増
加
傾
向
に
あ
る
グ
ル
ー
プ
を

「
Ａ
グ
ル
ー
プ
」、
減
少
傾
向
に
あ
る
グ
ル

ー
プ
を「
Ｃ
グ
ル
ー
プ
」と
し
て
分
類
し
た
。

　

な
お
、
曲
線
的
な
変
化
を
し
て
お
り
増

減
の
度
合
い
を
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い

Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
分
析

の
対
象
外
と
し
た
（
表
１
）。

観
光
地
と
市
場
の

関
係
に
お
け
る「
好
調
」な

観
光
地
と「
低
調
」な

観
光
地
の
差

　

表
１
の
結
果
か
ら
、
中
長
期
的
に
延
べ

人
泊
数
が
増
加
し
て
い
る
「
好
調
」な
観

光
地（
Ａ
グ
ル
ー
プ
）
は
全
体
の
一
五
%
程

度
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
う
し
た

「
好
調
」な
観
光
地
と
「
低
調
」な
観
光
地

（
Ｃ
グ
ル
ー
プ
）に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
理

由
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
複
合
的
に

関
係
し
合
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

観
光
地
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
研
究
に
お
い

て
は
、
停
滞
期
か
ら
回
生
す
る
た
め
に
は

観
光
地
と
し
て
の
新
た
な
魅
力
発
掘
や
価

値
創
造
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
や
、
一
つ

の
マ
ー
ケ
ッ
ト
セ
グ
メ
ン
ト
で
は
な
く
、

異
な
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
セ
グ
メ
ン
ト
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い

う
結
果
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

主
張
の
共
通
点
は
、
単
独
の
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
で
は
な
く
、
複
数
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
を
継
続
的
に
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

中
長
期
的
に
「
好
調
」
な
観
光
地
に
な
り

得
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
、

「
国
内
旅
行
市
場
の
縮
小
」
と
い
う
観
光

地
に
と
っ
て
の
危
機
的
状
況
（
停
滞
期
）

に
お
い
て
、
回
生
で
き
た
観
光
地
は
、
あ

る
時
点
で
何
ら
か
の
策
を
講
じ
て
、
従
前

と
は
異
な
る
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
生
み
出

す
こ
と
に
成
功
し
、中
長
期
的
に
「
好
調
」

な
観
光
地
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
仮

定
し
、
観
光
地
と
市
場
の
関
係
に
お
い
て

三
つ
の
観
点
か
ら
検
証
し
た
（
表
２
）。

（
１
）観
光
地
は
市
場
全
体
の
ト
レ
ン
ド
に

対
応
し
た
方
が
よ
い
の
か
？

対
応
し
な
い
方
が
よ
い
の
か
？

　

観
光
地
が
市
場
全
体
の
ト
レ
ン
ド
に
対

応
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
ま
た
は
、
市

場
の
ト
レ
ン
ド
と
は
関
係
な
く
、
独
自
の

取
り
組
み
を
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
観
点

か
ら
検
証
を
行
っ
た
。
例
え
ば
、
観
光
地

が
市
場
全
体
の
ト
レ
ン
ド
に
対
応
す
る
場

観
光
地
に
つ
い
て
、
各
観
光
地
の
延
べ
人

泊
数
を
被
説
明
変
数
、
時
間
（
一
九
九
七

〜
二
〇
〇
九
年
）
を
説
明
変
数
と
し
て
回

帰
分
析
を
行
っ
た
（
図
２
）。

　
こ
の
結
果
、回
帰
係
数
a
の
値
が
正
の
場

合（
直
線
が
右
上
が
り
の
場
合
）は
延
べ

人
泊
数
が
増
加
傾
向
、負
の
場
合
（
直
線

が
右
下
が
り
の
場
合
）
は
減
少
傾
向
と
し

て
、
各
観
光
地
の
中
長
期
的
な
傾
向
を
把

握
し
た
。ま
た
、a
の
値
の
大
小
は
直
線
の

傾
き
の
大
き
さ
を
示
す
こ
と
か
ら
、
延
べ

人
泊
数
の
増
減
の
度
合
い
（
大
幅
な
の
か
、

緩
や
か
な
の
か
）
も
併
せ
て
把
握
し
た
。

	 Aグループ	 Bグループ	 Cグループ

	地域数	 22  68  55

	地域数シェア	 15.2%  46.9%  37.9%

	送客数（千人/1997年）  2,686  8,094  6,237

	送客数（千人/2009年）  3,997  7,628  3,590

	送客シェア（1997年）  15.8%  47.6%  36.7%

	送客シェア（2009年）  26.3%  50.1%  23.6%

表1 グループ分けの結果

出典：Akane KAKISHIMA, Yuichi YAMADA: A study about destination
 rejuvenation（2012）, TTRA 2012 Annual Conference
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合
、
旅
行
す
る
人
が
増
加
す
る
と
観
光
地

も
多
く
の
観
光
客
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
旅
行
す
る
人
が
減
少
し
た
場

合
は
観
光
地
を
訪
れ
る
観
光
客
も
減
少

す
る
た
め
、
観
光
地
と
し
て
影
響
を
受
け

や
す
く
な
る
。
し
か
し
、
市
場
全
体
の
ト

レ
ン
ド
に
対
応
せ
ず
観
光
地
が
独
自
の
取

り
組
み
を
進
め
ら
れ
れ
ば
、
こ
う
し
た
影

響
を
受
け
に
く
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
中
長
期
的
に
「
好
調
」な
観
光

地
は
市
場
全
体
の
ト
レ
ン
ド
に
ど
の
よ
う

に
対
応
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
証
し
た
。

　

な
お
、
検
証
に
際
し
て
は
、
市
場
全
体

の
変
化
に
対
す
る
個
別
の
観
光
地
の
連
動

度
を
表
す
指
標
で
あ
る
β
値
（
注
２
）
を
用

い
た
。そ
の
結
果
、Ａ
グ
ル
ー
プ
と
Ｃ
グ
ル

ー
プ
の
β
値
の
平
均
に
有
意
な
差
が
見
ら

れ
、Ａ
グ
ル
ー
プ
と
Ｃ
グ
ル
ー
プ
を
分
け
る

一
つ
の
要
因
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

（
２
）一
九
九
七
年
時
点
の
観
光
客
数
が

多
い
方
が
い
い
の
か
？

少
な
い
方
が
い
い
の
か
？

　
一
九
九
七
年
時
点
の
観
光
客
数
が
多
い

観
光
地
の
方
が
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
コ
ス
ト
を

投
入
し
や
す
い
一
方
で
、
観
光
客
数
が
少

な
け
れ
ば
、
地
域
独
自
の
魅
力
を
差
別
化

し
や
す
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の

こ
と
か
ら
、
観
光
客
数
に
着
目
し
た
結
果
、

Ａ
グ
ル
ー
プ
と
Ｃ
グ
ル
ー
プ
の
九
七
年
時

点
の
観
光
客
数
平
均
に
有
意
な
差
は
見
ら

れ
ず
、Ａ
グ
ル
ー
プ
と
Ｃ
グ
ル
ー
プ
を
分

け
る
要
因
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

（
３
）団
体
客
を
確
保
し
た
方
が
よ
い
の
か
？

個
人
客
に
移
行
し
た
方
が
よ
い
の
か
？

　

今
回
の
調
査
対
象
と
な
る
期
間
（
一
九

九
七
〜
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
は
団
体

型
中
心
か
ら
個
人
型
中
心
へ
旅
行
形
態
が

移
行
し
た
時
期
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、

団
体
客
と
個
人
客
の
割
合
に
着
目
し
た
。

観
光
地
が
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
団
体

客
か
ら
個
人
客
に
マ
ー
ケ
ッ
ト
セ
グ
メ
ン

ト
を
移
行
し
て
い
く
の
か
、
引
き
続
き
団

体
客
を
確
保
し
た
方
が
よ
い
の
か
、
と
い

う
観
点
か
ら
検
証
を
行
っ
た
結
果
、
Ａ
グ

ル
ー
プ
と
Ｃ
グ
ル
ー
プ
に
団
体
客
の
推
移

の
平
均
に
有
意
な
差
は
見
ら
れ
ず
、
Ａ
グ

ル
ー
プ
と
Ｃ
グ
ル
ー
プ
を
分
け
る
要
因
で

は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

考
察

　

観
光
地
は
市
場
全
体
の
旅
行
者
数
に
常

に
注
目
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
い
く
こ
と

が
中
長
期
的
に
好
調
に
推
移
す
る
要
因
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

こ
の
結
果
か
ら
、
旅
行
者
数
が
増
加
し

た
場
合
は
観
光
地
も
積
極
的
に
観
光
客
を

取
り
込
み
、
減
少
し
た
場
合
は
、
た
く
さ

ん
の
観
光
客
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
注
力

す
る
の
で
は
な
く
、
観
光
地
の
受
け
入
れ

容
量
に
見
合
っ
た
観
光
客
数
を
着
実
に
受

け
入
れ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ

れ
と
並
行
し
て
、
観
光
地
は
複
数
の
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
を
生
み
出
す
こ
と
を
心
が
け

る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

観
光
地
と
市
場
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、

地
域
資
源
を
活
か
し
た
根
本
的
な
魅
力
を

変
え
る
こ
と
な
く
、マ
ー
ケ
ッ
ト
セ
グ
メ
ン

ト
ご
と
に
分
か
り
や
す
い
「
見
せ
方
」
や

「
伝
え
方
」
を
検
討
し
、短
期
間
で
メ
イ
ン

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
セ
グ
メ
ン

ト
を
入
れ
替
え
る
こ
と
や
、
同
時
に
複
数

の
マ
ー
ケ
ッ
ト
セ
グ
メ
ン
ト
を
メ
イ
ン
に
据

え
、
多
面
的
に
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
本
研
究
は
、
㈱
ジ
ェ
イ
テ
ィ
ー

ビ
ー
の
送
客
デ
ー
タ
を
も
と
に
分
析
を
行

っ
た
た
め
、
人
気
観
光
地
に
送
客
が
集
中

し
て
い
る
可
能
性
は
排
除
し
切
れ
な
い
。

よ
り
普
遍
的
な
デ
ー
タ
で
の
分
析
が
今
後

の
課
題
と
な
る
。（

か
き
し
ま　

あ
か
ね
）

（
注
１
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
が
契
約
す
る
宿
泊
施
設
へ
の
宿
泊
券
販

売
デ
ー
タ
を
も
と
に
観
光
地
単
位
で
集
計
さ

れ
て
お
り
、
毎
年
、
延
べ
人
泊
数
で
二
千
万
人

程
度
の
規
模
で
実
施
さ
れ
て
い
る
調
査
。

（
注
２
）マ
ー
ケ
ッ
ト
全
体
の
動
き（
ト
レ
ン
ド
）に
各
観

光
地
が
対
応
し
た
方
が
い
い
の
か
、
マ
ー
ケ
ッ
ト

の
動
き
に
対
し
て
独
立
的
な
対
応
を
し
た
方
が

い
い
の
か
を
検
証
す
る
た
め
の
指
標
。
例
え
ば
、

β=

１
：
マ
ー
ケ
ッ
ト
全
体
の
動
き
と
同
じ
で
あ

り
、
β=

１
・
１
：
マ
ー
ケ
ッ
ト
全
体
が
一
〇
%

増
加
す
る
（
減
少
す
る
）
と
、
観
光
地
は
一一
%

増
加
す
る
（
減
少
す
る
）
こ
と
に
な
る
。

		 グループ	 地域数	 平均	 標準偏差	 標準誤差

	β値	 A  22 1.524 1.32493 0.28248
  （1997〜2009） C 55 0.4996 0.71804 0.09682

	観光客数	 A 22 122.07 160.928 34.310
  （1997） C 55 113.39 61.366 8.275

	団体客割合の変化	 A 14 -0.004 0.0221 0.0059
  （1997〜2009） C 27 -0.011 0.0067 0.0013

表2 分析結果

出典：Akane KAKISHIMA, Yuichi YAMADA: A study about destination
 rejuvenation（2012）, TTRA 2012 Annual Conference
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組
織

当
財
団
は
、「
旅
行
・
観
光
分
野
に
お

け
る
実
践
的
な
学
術
研
究
機
関
」
と
し
て

社
会
的
に
認
知
さ
れ
活
動
す
る
組
織
と

な
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
、本
ビ
ジ
ョ
ン
期
間
中
、

調
査
研
究
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
む

と
と
も
に
、
低
金
利
状
態
の
継
続
が
想
定

さ
れ
る
厳
し
い
経
済
情
勢
の
な
か
、
柔
軟

な
財
産
運
用
や
経
費
削
減
等
に
よ
る
安

定
的
な
組
織
運
営
に
努
め
ま
す
。

（
企
画
課
長　

牧
野
博
明
）

27 財団活動のいま…

当
財
団
で
は
、
二
〇
一
二
年
（
平
成

二
十
四
年
）
四
月
の
「
公
益
財
団
法
人
」

へ
の
移
行
を
機
に
、
役
職
員
全
員
参
画
の

も
と
、
十
年
後
の
組
織
の
姿
を
見
据
え
、

そ
の
実
現
を
目
指
す
長
期
計
画
「
’22
ビ

ジ
ョ
ン
」
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

●〝
創
発
的
進
化
〞へ
の
決
意

〜
研
究
員
相
互
の
連
携
・
協
力
に
よ
る

創
造
性
の
さ
ら
な
る
発
揮
へ
の
挑
戦
〜

当
財
団
は
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
十
八

年
）
十
二
月
に
調
査
研
究
専
門
機
関
と
な

り
、
観
光
・
旅
行
の
健
全
な
発
展
を
目
指

し
た
観
光
文
化
振
興
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
、
調
査
、
研
修
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。「
公
益
財
団
法
人
」
へ
の
移
行
後
も
、

社
会
的
に
意
義
の
あ
る
調
査
研
究
事
業

を
積
極
的
に
進
め
、
旅
行
・
観
光
を
通
じ

た
人
々
の
豊
か
な
生
活
の
実
現
と
魅
力
的

な
観
光
地
域
づ
く
り
に
、
将
来
に
わ
た
っ

て
貢
献
し
て
い
く
所
存
で
す
。

　

本
ビ
ジ
ョ
ン
期
間（
二
〇一
三
～
二
〇
二一

年
度
）
を
、
研
究
員
の
さ
ら
な
る
専
門
性

向
上
と
、
研
究
員
相
互
の
強
固
な
連
携
・

協
力
に
よ
り
創
造
的
な
成
果
を
生
み
出

す
こ
と
が
で
き
る
組
織
へ
の
進
化
期
間

（
創
発
的
進
化
期
間
）
と
捉
え
、
目
標
を

共
有
し
、
切
磋
琢
磨
し
て
能
力
向
上
に
努

め
、
当
財
団
を
取
り
巻
く
諸
課
題
の
解
決

と
観
光
文
化
の
振
興
に
向
け
て
、
果
敢
に

挑
戦
し
て
い
き
ま
す
。

●
当
財
団
の
経
営
理
念
お
よ
び

　
行
動
指
針

新
た
な
法
人
と
し
て
出
発
す
る
に
あ
た

り
、
経
営
理
念
お
よ
び
行
動
指
針
を
策

定
し
ま
し
た
。

●「
’22
ビ
ジ
ョ
ン
」に
お
け
る
当
財
団
の

　
目
指
す
べ
き
姿
お
よ
び
基
本
方
針

十
年
後
の
目
指
す
べ
き
姿
お
よ
び
そ
れ

を
達
成
す
る
た
め
の
基
本
方
針
を
定
め

ま
し
た
。

●
十
年
後
の
当
財
団
の
姿

研
究
員

研
究
員
に
は
、「
観
光
分
野
の
学
術
領

域
に
お
け
る
研
究
能
力
と
、
観
光
政
策
へ

の
具
体
的
な
提
言
や
観
光
現
象
の
諸
課
題

を
解
決
す
る
実
践
力
を
持
ち

合
わ
せ
た
専
門
家
」
と
な
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
本
ビ
ジ

ョ
ン
期
間
に
お
い
て
、
自
主

事
業
へ
の
主
体
的
な
取
り
組

み
お
よ
び
そ
れ
を
も
と
に
し

た
論
文
等
の
執
筆
・
発
表
を

積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、

受
託
事
業
へ
の
取
り
組
み
等

を
通
じ
て
国
や
地
域
に
貢
献

し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
調

査
研
究
活
動
で
得
ら
れ
た
知

見
や
成
果
を
広
く
社
会
に

発
信
し
て
い
き
ま
す
。

財
団
活
動
の
い
ま
⋮

公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社 ﹁
’22
ビ
ジ
ョ
ン
﹂に
つ
い
て

公益財団法人日本交通公社
経営理念・行動指針および「’22ビジョン」



の
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い

う
点
が
重
要
な
課
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
て
き
た
た
め
で
す
。
こ
の
課
題

に
つ
い
て
は
、
解
決
策
そ
の
も
の
の
提
示

は
困
難
な
が
ら
、
Ｌ
Ｃ
Ｃ
そ
の
も
の
が
多

様
化
し
て
き
て
い
る
（「
Ｌ
Ｃ
Ｃ
の
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
化
」
と
も
い
わ
れ
る
）
こ
と
が
、
将

来
的
な
解
決
の
糸
口
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
と
、
本
研
究
で
は
考
え
て
い
ま
す
。
本

研
究
は
二
〇
一
二
年
度
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
り
、

本
稿
を
執
筆
し
て
い
る

三
月
は
研
究
の
最
終
月

で
す
。
現
在
、
こ
の
最

後
の
課
題
に
取
り
組
む

た
め
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
」

型
の
Ｌ
Ｃ
Ｃ
に
つ
い
て

調
べ
、
中
国
、
韓
国
な

ど
に
出
向
い
て
Ｌ
Ｃ
Ｃ

会
社
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
す

る
な
ど
の
詰
め
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

本
誌
が
発
行
さ
れ
る
四

月
に
は
研
究
が
終
了
し
、

報
告
書
が
公
開
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
岡
田
美
奈
子
）

当
部
で
は
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
Ｌ
Ｃ
Ｃ

（
ロ
ー
コ
ス
ト
キ
ャ
リ
ア
）
が
旅
行
市
場
等

に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
研
究
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
当
初
の
研
究
は
、
海
外
の

Ｌ
Ｃ
Ｃ
の
日
本
乗
り
入
れ
構
想
が
続
々
と

発
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
背
景
に
始
ま
り

ま
し
た
。
そ
し
て
研
究
の
視
点
は
、
長
ら

く
低
迷
が
続
い
て
き
た
日
本
人
の
海
外
旅

行
市
場
に
対
し
国
際
線
Ｌ
Ｃ
Ｃ
の
就
航
が

ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
得
る
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

具
体
的
に
は
、
当
時
既
に
日
本
と
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
間
に
就
航
し
て
い
た
ジ
ェ
ッ

ト
ス
タ
ー
の
影
響
に
つ
い
て
日
豪
双
方
の

旅
客
デ
ー
タ
等
か
ら
分
析
す
る
と
と
も
に
、

Ｌ
Ｃ
Ｃ
や
旅
行
会
社
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
お

よ
び
Ｌ
Ｃ
Ｃ
ユ
ー
ザ
ー
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

調
査
な
ど
を
進
め
、
二
〇
一一
年
二
月
に
中

間
報
告
書
を
当
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
発

表
し
ま
し
た
が
、
翌
月
に
東
日
本
大
震
災

が
発
生
。
こ
れ
を
受
け
、
二
〇
一
〇
年
度

の
研
究
に
つ
い
て
は
最
終
報
告
ま
で
至
ら

ず
に
終
了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

っ
て
異
な
る
一
方
、
あ
る
程
度
の
共
通
性

が
認
め
ら
れ
、
今
後
日
本
で
起
こ
り
得
る

変
化
に
つ
い
て
も
一
定
の
類
推
が
で
き
る

こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

研
究
は
こ
こ
か
ら
大
き
く
方
向
転
換
し

ま
す
。
Ｌ
Ｃ
Ｃ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
議
論
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
へ
の
影
響

だ
け
で
な
く
、そ
れ
が
最
終
的
に
地
域（
デ

ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
と
Ｗ
Ｉ
Ｎ
︱
Ｗ
Ｉ
Ｎ
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と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
も
Ｌ
Ｃ
Ｃ
に
対
す

る
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
注
目
度
は
国
内
線
への

Ｌ
Ｃ
Ｃ
参
入
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
こ

と
な
ど
か
ら
一
層
高
ま
り
、
こ
う
し
た
な

か
で
、
二
〇
一
二
年
度
、
改
め
て
研
究
を

進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。二
〇
一
二

年
度
の
研
究
に
お
い
て
も
、
ま
ず
は
Ｌ
Ｃ

Ｃ
が
旅
行
市
場
に
与
え
る
影
響
度
が
重
要

な
研
究
課
題
と
な
り
ま
し
た
。二
〇
一
〇
年

度
の
研
究
で
は
、
先
行
事
例
の
レ
ビ
ュ
ー

か
ら
学
ぶ
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
た
め
、

二
〇
一
二
年
度
の
研
究
で
は
、
海
外
で
書

か
れ
た
Ｌ
Ｃ
Ｃ
の
影
響
に
関
す
る
学
術
論

文
な
ど
の
文
献
調
査
を
精
力
的
に
行
う

と
と
も
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
旅
客
統
計

等
の
公
開
が
進
ん
で
い
る
イ
ギ
リ
ス
と
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
Ｌ
Ｃ
Ｃ
参
入
以

降
の
市
場
動
向
を
分
析
、
こ
れ
ら
の
結
果

を
踏
ま
え
て
、
二
〇
一
二
年
七
月
に
東
京

と
大
阪
で
専
門
家
な
ど
を
招
い
た
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
調
査
と
議
論
を
通
じ
て
、
Ｌ

Ｃ
Ｃ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
市
場
の
特
性
に
よ

財団活動のいま…

当財団主催の「海外旅行動向シンポジウム｣（2012年7月 東京）で行われたディスカッション風景

観
光
文
化
事
業
部

Ｌ
Ｃ
Ｃ
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
関
す
る
研
究
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Ｊ
Ｒ
桑
名
駅
の
や
や
北
寄
り
を
起
点
に
し
て
、
八
間
通
り
が
ま
っ
す
ぐ
揖い

び斐
川
の

河
口
に
向
か
っ
て
の
び
て
い
る
。
名
前
の
と
お
り
広
い
道
路
で
、
歩
道
も
ゆ
っ
た
り

と
っ
て
あ
る
。
マ
ン
ホ
ー
ル
に
マ
ン
ガ
チ
ッ
ク
な 

蛤
は
ま
ぐ
り 

が
刻
ん
で
あ
っ
た
。
帆
を
張
っ

た
船
を
レ
リ
ー
フ
に
し
た
タ
イ
ル
も
あ
る
。
東
海
道
の
宿
駅
桑
名
は
「
七
里
の
渡
」

の
船
着
場
と
し
て
栄
え
た
。
名
物
が
焼
蛤
。

十
返
舎
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
で
は
第
五
編
の
冒
頭
に
出
て
く
る
。
弥
次

郎
兵
衛
・
喜
多
八
の
道
化
コ
ン
ビ
は
第
四
編
の
し
め
く
く
り
で
、
熱
田
神
宮
の
お
膝

元
、
宮
の
宿
で
ひ
と
騒
動
を
し
で
か
し
た
あ
と
、
渡
し
舟
で
桑
名
に
着
い
た
。
五
編

目
は
東
海
道
中
を
中
断
し
て
伊
勢
参
宮
寄
り
道
の
顚
末
で
あ
る
。
さ
す
が
に
出
だ
し

は
悪
ふ
ざ
け
を
つ
つ
し
ん
だ
よ
う
で
、
当
時
の
浮
世
絵
の
第
一
人
者
、
歌
川
豊
国
の

絵
が
始
ま
り
。
蛤
に
松
が
配
し
て
あ
る
。
貝
合
わ
せ
に
使
わ
れ
る
蛤
は
松
と
同
じ
く

縁
起
物
で
あ
る
上
に
、
桑
名
名
物
の
焼
蛤
は
松
か
さ
で
焼
い
た
か
ら
だ
。
一
九
の
賛

が
つ
い
て
い
て
、「
名
物
を
あ
が
り
な
さ
れ
と
た
び
人
に
く
ち
を
あ
か
す
る
は
ま
ぐ

り
の
茶
屋
」。

第
五
編
の
刊
行
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
の
こ
と
。
一
九
は
先
立
っ
て
取
材
に

来
て
、
二
週
間
あ
ま
り
か
け
て
伊
勢
路
を
歩
い
た
。
桑
名
に
は
も
う
一
つ
絵
が
つ
い

て
い
る
。「
御
や
す
み
所
」
の
看
板
を
か
か
げ
た
茶
屋
の
前
で
、
女
が
破
れ
う
ち
わ

で
煽
ぎ
な
が
ら
蛤
を
焼
い
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
う
ち
わ
で
煽
ぐ
の
は
、
匂
い
で
旅
人

を
誘
い
こ
む
算
段
ら
し
い
。
こ
ち
ら
の
賛
は
「
は
ま
ぐ
り
の
茶
屋
は
同
者
を
松
か
さ

水
界
の
ほ
と
り 

─
─ 

三
重
県
桑
名
市

あの町この町  53
水界のほとり—— 三重県桑名市

に
い
ぶ
せ
く
世
話
を
や
く
女
ど
も
」。

二
〇
〇
年
あ
ま
り
前
の
風
景
は
、む
ろ
ん
夢
ま
ぼ
ろ
し
。
通
り
は
広
く
、空
も
広
く
、

車
が
疾
駆
す
る
だ
け
で
人
か
げ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
近
年
だ
け
で
も
桑
名
は
二
度
、

大
き
な
災
害
を
受
け
た
。
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）、
終
戦
ま
ぎ
わ
の
大
空
襲
で

市
街
地
の
大
半
が
焼
け
た
。
戦
後
の
復
興
が
軌
道
に
の
っ
た
矢
先
、
昭
和
三
十
四
年

（
一
九
五
九
）
九
月
の
伊
勢
湾
台
風
で
河
口
部
が
壊
滅
し
た
。

八
間
通
り
か
ら
北
側
の
参
宮
町
へ
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
四
層
の
基
台
を
も
つ
立
派

な
常
夜
燈
と
往
き
合
っ
た
。
前
の
太
い
石
柱
に
雄
渾
な
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

右　

み
の
多
度
み
ち

　

左　

す
て
ん
志
よ
う
み
ち

た
し
か
に
道
が
左
右
に
分
か
れ
て
お
り
、
一
方
は
北
の
旧
多
度
町
（
現
・
桑
名
市

多
度
町
）
へ
と
つ
づ
く
美
濃
街
道
だ
。
そ
こ
の
多
度
大
社
は
伊
勢
参
り
の
人
が
必
ず

訪
れ
る
と
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
「
み
の
多
度
み
ち
」
は
わ
か
る
が
、

左
の
「
す
て
ん
志
よ
う
み
ち
」
と
は
何
だ
ろ
う
。
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
昔
の
人
は
「
す

て
ん
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
か
ら
、
駅
を
指
示
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
建
立
の
年
号
は
明

治
以
前
で
あ
る
。
何
か
の
理
由
で
道
標
の
差
し
替
え
が
あ
っ
て
、
一
方
の
刻
み
文
字

が
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

す
ぐ
南
の
道
路
わ
き
に
石
組
み
の
井
戸
が
残
さ
れ
て
い
る
。
北
桑
名
総
社
の
入
口

に
あ
た
り
、
キ
ヨ
メ
の
水
場
だ
っ
た
よ
う
だ
。「
持
統
天
皇
御
舊
跡
」
の
碑
が
示
す



30

と
お
り
、
由
緒
を
た
ど
る
と
七
世
紀
の
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
。
河
口
の
町
は
古
く
か
ら

人
と
物
の
往
き
来
が
あ
っ
た
。

二
度
の
大
災
害
で
過
去
が
す
っ
か
り
失う

せ
た
町
と
思
い
こ
ん
で
い
た
が
、
と
ん
だ

早
合
点
で
あ
る
。
旧
来
の
生
活
道
に
は
、
し
っ
か
り
と
歴
史
の
証
人
が
根
を
張
っ
て

い
る
。
和
菓
子
屋
さ
ん
の
横
手
の
戸
口
に
、ま
っ
白
な
紙
が
ペ
タ
リ
と
貼
っ
て
あ
っ
た
。

「
宅
急
便　

無　

で
す
」

店
に
来
て
、
そ
の
日
の
で
き
た
て
を
、
そ
の
日
に
食
べ
る
お
客
さ
ま
だ
け
で
十
分
、

そ
れ
以
上
の
商
売
は
し
な
い
。「
無
」
の
一
字
が
無
言
の
う
ち
に
商
い
の
モ
ラ
ル
を
告

げ
て
い
た
。

通
り
の
向
こ
う
が
北
寺
町
の
海
蔵
寺
。
こ
こ
に
も
立
派
な
石
柱
が
あ
っ
て
、「
寶

暦
治
水
薩
摩
義
士
之
墓
」。
墓
地
の
一
画
に
二
十
四
基
が
コ
の
字
型
に
並
ん
で
い
る
。

す
べ
て
割
腹
し
た
武
士
た
ち
で
あ
る
。

歴
史
書
に
は
「
宝
暦
治
水
事
件
」
と
し
て
出
て
く
る
。
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）、

幕
府
は
薩
摩
藩
に
木
曽
・
長
良
・
揖
斐
川
の
治
水
工
事
を
命
じ
た
。
木
曽
山
脈
に
発

す
る
三
つ
の
川
は
濃
尾
平
野
を
貫
流
し
て
伊
勢
湾
に
注
い
で
い
る
。
下
流
部
は
土
砂

が
積
も
っ
て
河
床
が
高
く
、
し
ば
し
ば
大
洪
水
を
お
こ
し
た
。
当
時
の
官
僚
用
語
で

は
「
御
手
伝
普
請
」
と
い
っ
た
が
「
手
伝
」
と
は
い
え
、
工
事
の
人
も
費
用
も
す
べ
て

下
命
を
受
け
た
藩
が
受
け
も
つ
。
薩
摩
藩
は
家
老
平
田
靱ゆ

き

負え

以
下
九
百
五
十
名
の
藩

士
を
送
っ
て
工
事
に
あ
た
っ
た
。
現
在
の
地
図
に
は
「
油
島
千
本
松
締
切
堤
」
と
し

る
さ
れ
て
い
る
が
、
油
島
か
ら
堤
を
築
い
て
揖
斐
川
と
長
良
川
を
分
離
さ
せ
る
。

川
は
道
路
工
事
と
ち
が
い
、
工
事
中
通
行
止
め
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
水
は

た
え
ま
な
く
流
れ
て
く
る
。
と
く
に
油
島
南
端
は
三
つ
の
川
が
ぶ
つ
か
る
と
こ
ろ
で

工
事
は
難
渋
し
た
。
鋤
、
鍬
、
モ
ッ
コ
だ
け
で
川
の
流
れ
を
変
え
よ
う
と
い
う
の
だ
。

工
事
費
は
四
十
万
両
に
の
ぼ
り
、
財
政
難
の
薩
摩
藩
に
は
大
き
な
負
担
に
な
っ
た
。

国
元
の
藩
主
や
家
老
た
ち
、
お
目
付
役
の
幕
吏
、
ど
ち
ら
か
ら
も
無
理
難
題
を
い
わ

れ
、
抗
議
の
自
殺
者
が
あ
い
つ
い
で
、
最
終
的
に
は
五
十
一
名
に
の
ぼ
っ
た
。
さ
ら

に
水
に
の
ま
れ
た
り
病
死
し
た
者
三
十
三
名
。

墓
所
の
入
口
の
案
内
板
に
戒
名
、
氏
名
、
没
日
が
し
る
し
て
あ
る
。
宝
暦
四
年
の

工
事
の
始
ま
り
か
ら
、
四
月
の
二
名
を
皮
き
り
に
、
六
月
二
名
、
七
月
二
名
、
八
月

八
名
、
九
月
二
名
、
十
月
四
名
…
…
。
す
べ
て
没
日
の
下
に
「
割
腹
」
の
二
字
が
添

え
ら
れ
て
い
る
。
最
後
が
宝
暦
五
年
五
月
二
十
五
日
平
田
靱
負
で
、
歯
を
く
い
し
ば

っ
て
部
下
の
死
を
見
送
っ
た
の
ち
、
幕
吏
の
立
ち
会
い
で
工
事
完
成
検
分
を
す
ま
せ

て
か
ら
切
腹
し
た
。
戒
名
は
高
元
院
殿
節
岑
了
操
大
居
士
。
節
操
き
よ
ら
か
な
、
高

い
識
見
の
人
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ほ
か
の
戒
名
も
堅
心
元
固
居
士
、
高
雲

青
峰
居
士
、
提
岩
智
全
居
士
…
…
。
節
を
曲
げ
ず
、
責
任
感
の
強
い
人
ほ
ど
、
幕

府
と
藩
の
勝
手
な
言
い
分
に
苦
し
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。

油
島
は
岐
阜
県
海
津
市
に
あ
っ
て
、美
濃
で
あ
る
。
ど
う
し
て
二
十
四
名
が
北
勢
・ 海蔵寺　墓碑案内板（一部）
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ナ
マ
コ
塀
の
上
か
ら
太
い
見
越
し
の
松
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
赤
レ
ン
ガ
造
り
の
大
き

な
蔵
が
三
連
式
に
つ
ら
な
り
、
さ
ら
に
う
っ
そ
う
と
し
た
屋
敷
林
。
こ
れ
は
初
代
諸

戸
清
六
邸
で
、
裏
手
に
二
代
目
の
邸
宅
と
庭
が
ひ
ろ
が
る
。
こ
ち
ら
は
「
六
華
苑
」

と
い
っ
て
、
市
の
管
理
の
も
と
に
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
。
な
に
げ
な
く
門
を
入
っ

て
目
を
丸
く
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
建
築
家
で
、
明
治
政
府
の
招
請
で
来
日
、
鹿
鳴
館
、

ニ
コ
ラ
イ
堂
、
三
菱
一
号
館
な
ど
を
建
て
、
辰
野
金
吾
ら
代
表
的
な
日
本
人
建
築
家

を
育
て
た
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
設
計
の
美
し
い
建
物
が
あ
る
で
は
な
い
か
。

二
階
建
て
洋
館
自
体
は
イ
ギ
リ
ス
中
流
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
家
と
い
っ
た
感
じ
で
、
淡

い
セ
ル
リ
ア
ン
ブ
ル
ー
の
壁
と
、
玄
関
、
窓
、
ベ
ラ
ン
ダ
、
サ
ン
ル
ー
ム
の
白
で
統
一

さ
れ
て
い
て
清
々
し
い
。
こ
れ
に
寄
り
そ
い
四
階
建
て
の
塔
屋
が
つ
い
て
い
る
の
が

珍
し
い
。
丸
い
壁
面
に
曲
面
ガ
ラ
ス
が
は
め
こ
ま
れ
、
ま
る
で
巨
大
な
望
遠
鏡
を
立

て
た
ぐ
あ
い
だ
。
実
際
、塔
に
の
ぼ
る
と
大
き
な
レ
ン
ズ
を
あ
て
た
よ
う
に
、長
良
川
、

揖
斐
川
の
広
大
な
水
域
が
眼
下
に
望
め
た
の
だ
ろ
う
。

内
部
が
展
示
室
を
兼
ね
て
い
て
、
初
代
・
二
代
の
諸
戸
家
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
建
物
以
上
に
興
味
深
い
の
だ
が
、
初
代
清
六
は
十
八
歳
で
借
金
ま
み
れ
の

米
屋
を
継
ぎ
、「
生
来
の
商
才
と
際
立
っ
た
努
力
」
で
巨
額
の
借
財
を
三
年
で
完
済
。

そ
の
後
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
事
業
を
ひ
ろ
げ
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
は
所
有

す
る
土
地
の
評
価
額
で
、
有
名
な
秋
田
の
本
間
家
を
抜
い
て
日
本
一
に
な
っ
た
︱
︱ 

。

略
年
譜
を
見
な
が
ら
首
を
ひ
ね
っ
た
。
し
が
な
い
家
業
を
継
い
で
か
ら
、
わ
ず
か

二
十
年
あ
ま
り
で
、
ど
う
し
て
日
本
一
の
金
満
家
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

は
た
し
て
商
才
と
努
力
だ
け
で
、
そ
ん
な
離
れ
ワ
ザ
が
で
き
る
も
の
か
？　

大
い
な

る
飛
躍
の
鍵
は
、
説
明
文
の
な
か
の
次
の
く
だ
り
、「
明
治
維
新
と
い
う
時
代
の
変

化
を
乗
り
越
え
、
県
令
や
政
府
高
官
の
知
遇
を
得
て
」
に
あ
る
よ
う
だ
。

「
時
間
是
金
也
」

初
代
の
筆
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
説
明
に
は
、
初
代
清
六
が
時
間
を
ム
ダ
に
す
る

の
を
嫌
い
、
食
事
の
と
き
の
お
か
わ
り
の
時
間
を
省
く
た
め
一
度
に
二
杯
分
を
よ
そ

っ
た
と
か
、
人
力
車
は
飛
び
乗
る
と
同
時
に
走
り
出
さ
な
い
と
機
嫌
が
悪
か
っ
た
と

桑
名
の
寺
に
葬
ら
れ
た
の
か
。
複
雑
な
政
治
事
情
か
ら
割
腹
者
の
遺
骨
の
行
き
場
が

な
い
の
を
見
て
と
っ
て
、
海
蔵
寺
の
和
尚
が
申
し
出
て
引
き
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
ま
ま
川
を
め
ざ
し
て
い
く
と
水
路
ぎ
わ
に
出
た
。
住
吉
入
江
と
い
っ
て
、
揖

斐
川
の
水
を
市
中
に
引
き
こ
み
、
水
運
に
あ
て
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
水
の
帯
が
九
〇

度
曲
が
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
古
風
な
赤
レ
ン
ガ
塀
が
始
ま
り
、
こ
れ
に
そ
っ
て
い
く
と

豪
壮
な
大
門
の
前
に
出
た
。
以
前
ど
こ
か
で
江
戸
時
代
の
「
十
万
石
以
上
の
石
高
の

大
名
屋
敷
門
」
と
い
う
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
そ
っ
く
り
。
最
盛
期
の

桑
名
藩
は
十
一
万
石
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
て
っ
き
り
旧
藩
主
の
屋
敷
跡
と
思
っ
た

が
、
た
だ
造
作
が
新
し
い
し
、
門
構
え
は
あ
き
ら
か
に
市
民
風
の
つ
く
り
な
の
だ
。

諸
戸
家
と
い
っ
て
、
山
林
王
と
い
わ
れ
た
桑
名
の
実
業
家
の
屋
敷
で
あ
る
。
黒
い

六華苑洋館
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か
述
べ
て
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
ん
な
タ
イ
ム
・
イ
ズ
・
マ
ネ
ー
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
る
べ
き
筋
か
ら
、
い
ち
早
く
情
報
を
得
て
、
着
々
と
手
を
打
っ
て
い
く
。
時
間

に
先
ん
じ
る
者
が
金
銭
を
手
に
す
る
こ
と
の
処
世
術
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

私
の
ご
く
身
近
に
い
る
が
、
お
か
わ
り
の
手
間
や
車
の
モ
タ
つ
き
に
イ
ラ
立
つ
よ
う

な
人
は
、
ま
ず
も
っ
て
金
袋
と
縁
が
な
い
も
の
で
あ
る
。

す
ぐ
前
方
が
揖
斐
川
で
、
水
の
神
さ
ま
住
吉
神
社
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
水
路

の
向
こ
う
が
七
里
の
渡
跡
。
東
海
道
唯
一
の
海
路
は
七
里
（
約
二
十
八
キ
ロ
）
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
つ
い
た
。
東
か
ら
来
る
と
桑
名
は
伊
勢
国
の
入
口
で
あ
っ
て
、

天
明
年
間
（
一
七
八
一
～
八
九
）
に
伊
勢
神
宮
の
一
の
鳥
居
が
建
て
ら
れ
た
。
記
録

に
よ
る
と
、
船
着
場
の
西
側
に
舟
番
所
、
高
札
場
、
脇
本
陣
、
本
陣
が
あ
り
、
南

側
に
舟
会
所
、
人
馬
問
屋
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
東
海
道
、
ま
た
伊
勢
街
道
は
、

も
っ
と
も
人
馬
の
往
き
か
う
幹
道
で
あ
っ
て
、
そ
の
二
つ
が
合
わ
さ
る
桑
名
の
宿
の

賑
わ
い
と
華
や
ぎ
が
し
の
ば
れ
る
。

現
在
は
絶
壁
の
よ
う
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
堤
防
が
と
り
巻
い
て
い
る
。
料
理
旅
館

も
海
か
ら
へ
だ
て
ら
れ
て
、
こ
こ
ろ
な
し
か
わ
び
し
げ
だ
。
昭
和
三
十
四
年
の
伊
勢

湾
台
風
は
死
者
・
行
方
不
明
五
千
余
名
を
数
え
、
東
日
本
大
震
災
ま
で
は
戦
後
最
大

の
大
災
害
だ
っ
た
。「
想
定
外
」
の
高
潮
と
水
害
に
み
ま
わ
れ
て
以
来
、
尾
張
か
ら
伊

勢
に
か
け
て
の
海
岸
部
に
は
、
い
っ
せ
い
に
万
里
の
長
城
の
よ
う
な
堤
防
が
築
か
れ
た
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
の
向
こ
う
、
長
良
川
と
合
わ
さ
る
揖
斐
川
の
川
幅
と
水
量
と

き
た
ら
、
あ
き
れ
る
ば
か
り
だ
。
さ
ら
に
細
い
帯
状
の
長
島
を
は
さ
み
大
河
木
曽

川
が
下
っ
て
い
く
。
満
々
と
水
を
た
た
え
た
水
界
は
海
と
ま
ち
が
え
る
ほ
ど
広
大
で
、

そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
鬱
然
と
し
た
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
伝
え
て
く
る
。

水
の
威
力
に
全
身
が
怯お

び

え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
城
の
内
堀
に
あ
た
る
水
路

沿
い
の
旧
色
街
に
来
て
、
一
気
に
な
ご
ん
だ
ぐ
あ
い
だ
。「
歌
行
燈
」
と
い
っ
た
泉
鏡

花
の
小
説
に
ち
な
む
風
雅
な
看
板
も
見
え
る
。
小
説
に
出
て
く
る
料
亭
船
津
屋
は
今

も
健
在
で
、
お
つ
と
め
の
人
ら
し
い
品
の
い
い
和
服
の
人
が
小
路
へ
入
っ
て
い
く
。

元
松
平
家
の
城
下
町
だ
っ
た
こ
ろ
の
桑
名
は
、
も
の
静
か
な
町
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

七里の渡跡
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明
治
末
年
に
訪
れ
た
北
原
白
秋
は『
邪
宗
門
』に
収
め
た
詩「
桑
名
」で
、「
零
落
の
戸
」

を
下
ろ
し
た
廃
市
の
よ
う
な
町
並
み
を
語
っ
て
い
る
。

　
「
参
宮
の
衆
に
か
あ
ら
む
、
旅
び
と
の

　

二ふ
た
り人
三み

た
り人
は
さ
き
の
ほ
ど
ひ
そ
か
に
過
ぎ
ぬ
。

　

貸
旅は

た
ご籠
札ふ

だ

の
み
白
き
壁
つ
づ
き

　

ほ
と
ほ
と
遠
く
、
物
ご
ゑ
の
夜
風
に
消
え
て

　

…
…
」

町
並
み
の
つ
き
る
あ
た
り
の
老
舗
の
戸
が
少
し
開
い
て
い
て
、
明
か
り
が
洩
れ
て

い
た
そ
う
だ
。
通
り
す
が
り
に
チ
ラ
リ
と
の
ぞ
い
た
ら
し
い
。「
行
燈
の
か
げ
に
清
き

女
の
童

わ
ら
は

物も
の

縫
ふ
」
姿
が
目
を
か
す
め
た
。

詩
人
の
ロ
マ
ン
趣
味
が
見
つ
け
た
桑
名
で
あ
る
。
お
り
し
も
同
じ
町
で
諸
戸
家
の

猛
烈
な
蓄
財
が
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
た
。
二
代
目
が
コ
ン
ド
ル
設
計
の
建
物
に
着
手

し
た
の
も
、
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
初
代
は
低
地
桑
名
の
水
の
悪
さ
に
上
水
道
建
設
を

思
い
立
ち
、
独
力
で
水
道
施
設
を
完
成
、
町
内
五
十
五
カ
所
に
給
水
栓
を
設
け
、
無

料
で
水
を
供
給
し
た
。
た
だ
の
金
満
家
で
は
な
く
、「
富
者
の
義
務
」
を
知
る
近
代

的
産
業
人
だ
っ
た
。

八
間
通
り
に
出
る
手
前
で
道
が
分
か
れ
、
旧
東
海
道
は
一
路
南
下
し
て
い
く
。
美

濃
街
道
は
西
へ
向
か
い
、「
右　

み
の
多
度
み
ち
」
の
道
標
に
至
る
わ
け
だ
。

桑
名
市
は
戦
後
の
復
興
に
あ
た
り
、
八
間
通
り
と
平
行
し
て
中
央
通
り
を
つ
く
り
、

東
西
の
二
本
軸
に
南
北
の
国
道
、
県
道
を
交
叉
さ
せ
て
町
づ
く
り
を
し
た
。
中
央
の

四
辺
形
を
か
こ
む
か
た
ち
で
市
役
所
、
郵
便
局
、
体
育
館
、
市
民
会
館
ホ
ー
ル
、
中

央
公
民
館
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ス
ト
ア
、
銀
行
な
ど
が
か
た
ま
っ
て
い
る
。
市
民
生
活

に
は
、
き
わ
め
て
効
率
の
い
い
配
置
で
あ
る
。

「
桑
名
の
近
代
建
築
物
を
め
ぐ
る
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」

観
光
案
内
所
で
い
た
だ
い
た
ス
タ
ン
プ
台
紙
兼
観
光
チ
ラ
シ
に
は
、
コ
ン
ド
ル
設

計
の
六
華
苑
洋
館
の
ほ
か
、
洋
式
・
和
式
と
り
ま
ぜ
て
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
の

建
物
が
示
し
て
あ
る
。
空
襲
と
台
風
を
生
き
の
び
た
強つ

わ
も
の者
た
ち
だ
。
そ
の
ま
ん
中
の

ヘ
ソ
の
よ
う
な
位
置
が
寺
町
通
り
商
店
街
。
関
西
で
は
よ
く
真
宗
の
別
院
が
巨
大

な
甍い

ら
か
を
並
べ
て
い
る
が
、
桑
名
別
院
も
そ
の
一
つ
で
、
お
の
ず
と
門
前
町
が
で
き
た
。

三さ
ん
ぱ
ち
い
ち

八
市
と
い
っ
て
、
三
と
八
の
つ
く
日
は
朝
市
が
立
ち
、
地
元
の
産
物
が
並
べ
ら
れ
る
。

寺
と
門
前
町
の
習
わ
し
に
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
を
結
び
つ
け
、
早
く
に
地
産
地
消
を

実
践
し
て
き
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
ア
ー
ケ
ー
ド
の
寺
町
通
り
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
に

な
ら
ず
に
頑
張
っ
て
い
る
。

「
老
舗
が
守
る
相
伝
の
味
」、
こ
れ
は
和
菓
子
。「
桑
名
の
み
な
さ
ま
の
か
か
り
つ

け
」、
こ
れ
は
薬
局
。「
お
い
し
い
交
差
点
」、
こ
れ
は
レ
ス
ト
ラ
ン
。「
学
芸
向
上
・

商
売
繁
昌
・
縁
結
び
・
交
通
安
全
」、
こ
れ
は
浄
土
宗
の
お
寺
。「
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
フ

ァ
ミ
リ
ー
ま
で
」、
こ
れ
は
ホ
テ
ル
。
多
少
欲
ば
り
す
ぎ
も
ま
じ
っ
て
い
る
が
、
キ
ャ

ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
一
つ
に
も
苦
心
の
あ
と
が
見
て
と
れ
る
。

一
日
が
か
り
で
町
を
一
巡
し
て
、
物
産
観
光
案
内
所
に
も
ど
っ
て
き
た
。
Ｊ
Ｒ
駅

舎
と
渡
り
廊
下
で
直
結
す
る
か
た
ち
で
、
朝
は
改
札
を
出
た
と
た
ん
、
イ
ッ
パ
イ
飲

み
屋
の
あ
る
飲
食
街
に
入
っ
た
ぐ
あ
い
で
ヘ
ン
な
ぐ
あ
い
だ
っ
た
が
、
夕
刻
に
な
る

と
同
じ
と
こ
ろ
が
ピ
ッ
タ
リ
駅
前
に
合
っ
て
い
る
感
じ
で
あ
る
。

「
や
き
は
ま
ぐ
り
は
い
か
が
で
し
た
？
」

案
内
所
の
女
性
に
問
わ
れ
て
、
少
し
困
っ
た
。
せ
っ
か
く
名
物
の
町
に
来
た
の
に
、

残
念
な
が
ら
こ
ち
ら
は
生
来
、
貝
類
は
大
の
苦
手
と
き
て
い
る
。

「
中
原
中ち

ゅ
う

也や

も
焼
蛤
を
食
べ
に
来
た
ん
で
す
ヨ
」

そ
う
い
え
ば
駅
舎
の
か
た
わ
ら
に
桑
名
を
う
た
っ
た
中
也
の
詩
碑
が
あ
っ
た
。
ほ

ん
の
十
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
渡
り
廊
下
を
も
ど
る
と
、
赤
提
灯
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
て
、

す
で
に
で
き
上
が
り
ぎ
み
の
お
じ
さ
ん
が
す
わ
っ
て
い
た
。
も
と
よ
り
蛤
が
メ
ニ
ュ

ー
に
あ
る
。

「
そ
の
手
は
桑
名
の
焼
蛤
」

な
ぜ
か
急
に
古
い
言
い
ま
わ
し
が
頭
を
か
す
め
た
。
調
子
の
い
い
名
コ
ピ
ー
と
と

も
に
水
界
の
小
さ
な
生
き
物
が
、
名
物
と
な
っ
て
全
国
へ
ひ
ろ
ま
っ
た
。

（
い
け
う
ち　

お
さ
む
）



　ホ
ス
ピ
タ
リ
ティ
ー
産
業
で
新
た
な
融
合
の
ス
テ
ー
ジ
へ

　
旅
に
何
を
持
っ
て
行
く
か
は
、
旅
の
ス
タ
イ
ル
や
、
旅
人
の
信
条
ば
か
り
で
な
く
、

旅
の
背
景
と
な
る
時
代
を
鮮
明
に
映
し
出
す
こ
と
が
あ
る
。

一
八
七
八
年（
明
治
十
一
年
）、
ま
だ
「
江
戸
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
東
京
か
ら
東
北
、

さ
ら
に
北
海
道
を
目
指
し
て
旅
立
っ
た
英
国
の
女
性
旅
行
家
、
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が

『
日
本
奥
地
紀
行
（U

nbeaten T
racks in Japan

）』
に
記
し
た
旅
支
度
に
は
、
興

味
深
い
も
の
が
い
く
つ
か
登
場
す
る
。
な
か
で
も
目
を
引
く
の
が
こ
の
記
述
だ
。

そ
し
て
最
後
に
最
も
大
切
な
寝
台
。
こ
れ
は
軽
い
柱
を
つ
け
た
キ
ャ
ン
パ
ス
台

で
二
分
間
で
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る

な
ん
と
、
折
り
畳
み
式
の
寝
台
を
持
っ
て
旅
し
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
彼
女
が

こ
と
さ
ら
に
神
経
質
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
当
時
の
西
洋
人
の
、
西
洋
式
の
宿
が

望
め
な
い
地
域
の
旅
行
で
は
標
準
的
な
装
備
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
食
料
は
現
地
調

達
を
基
本
と
し
た
彼
女
の
旅
支
度
は
、
同
時
代
の
ほ
か
の
旅
人
に
比
べ
れ
ば
、
ず
い

ぶ
ん
と
身
軽
な
も
の
と
い
え
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
だ
け
は
欠
か
せ
な
い
と
い
う
必

需
品
が
寝
台
、
す
な
わ
ち
ベ
ッ
ド
だ
っ
た
の
だ
。

い
つ
だ
っ
た
か
、
旅
行
か
ば
ん
の
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
有
名
な
ル
イ
・
ヴ
ィ
ト
ン
の

ビ
ン
テ
ー
ジ
商
品
の
一
覧
の
中
に
、
折
り
畳
み
式
ベ
ッ
ド
と
い
う
の
が
あ
っ
て
驚
い

た
記
憶
が
あ
る
。
か
つ
て
異
文
化
の
土
地
に
旅
立
つ
時
、
西
洋
人
は
、
何
は
さ
て
お

き
ベ
ッ
ド
を
持
参
し
た
の
で
あ
る
。

裏
を
返
せ
ば
、
西
洋
人
を
相
手
に
し
た
宿
、
す
な
わ
ち
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、
何
よ

り
も
必
要
な
も
の
は
ベ
ッ
ド
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
北
に
向
か
う
旅
の
途
中
、
日
光
で
一
軒
の
家
に
滞
在
し
た
。

そ
の
美
し
い
佇た

た
ず
ま
い
を
彼
女
が
絶
賛
し
た
屋
敷
の
主
は
、
東
照
宮
で
雅
楽
の
奏
者
を

し
て
い
た
金
谷
善
一
郞
と
い
う
、
サ
ム
ラ
イ
で
あ
っ
た
。

近
ご
ろ
彼
は
、
収
入
を
補
う
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
美
し
い
部
屋
を
紹
介
状
持
参

の
外
国
人
に
貸
し
て
い
る
。
彼
は
外
国
人
の
好
み
に
応
じ
た
い
と
思
う
が
、
趣
味

が
良
い
か
ら
、
自
分
の
美
し
い
家
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
に
変
え
よ
う
と
は
し
な
い

『
日
本
奥
地
紀
行
』
に
「
金
谷
家
」
と
記
さ
れ
た
こ
の
家
が
、
日
光
金
谷
ホ
テ
ル

の
前
身
、
金
谷
カ
ッ
テ
ー
ジ
イ
ン
で
あ
っ
た
。

金
谷
カ
ッ
テ
ー
ジ
イ
ン
の
創
業
、
す
な
わ
ち
善
一
郞
が
外
国
人
に
部
屋
を
貸
し
始

め
た
の
は
一
八
七
三
年
（
明
治
六
年
）
で
あ
る
。
そ
の
年
を
も
っ
て
、
し
ば
し
ば
金

谷
ホ
テ
ル
を
日
本
最
古
の
ホ
テ
ル
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。

だ
が
、
ベ
ッ
ド
が
あ
る
こ
と
を
ホ
テ
ル
の
条
件
と
す
る
な
ら
ば
、
イ
ザ
ベ
ラ
が
部

ベ
ッ
ド
の
悦
楽
、
畳
の
美
学

旅
行
作
家　
　
　
　

山
口
　
由
美
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屋
の
美
し
さ
を
絶
賛
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
だ
け
は
譲
れ
な
い
と
折
り
畳
み
式
ベ
ッ
ド

を
広
げ
た
の
で
あ
ろ
う
金
谷
家
は
、
や
は
り
ホ
テ
ル
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
歴
史
を
考
え
る
と
、
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
年
）
開
業
の
甲
子
園
ホ
テ

ル
に
登
場
し
た
畳
の
あ
る
和
洋
室
は
、
い
か
に
画
期
的
な
発
想
だ
っ
た
か
が
分
か
る
。

甲
子
園
ホ
テ
ル
と
は
、
わ
ず
か
十
四
年
で
短
い
歴
史
を
閉
じ
、
今
は
武
庫
川
女
子
大

学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
伝
説
の
ホ
テ
ル
で
あ
る
。

ア
イ
デ
ア
を
思
い
つ
い
た
の
は
、
開
業
時
の
総
支
配
人
、
林
愛
作
で
あ
っ
た
。
帝

国
ホ
テ
ル
の
中
興
の
祖
と
し
て
辣ら

つ
わ
ん腕
を
振
る
っ
た
林
は
、
旧
ラ
イ
ト
館
の
設
計
者
、

フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
を
招

し
ょ
う

聘へ
い

し
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
甲
子
園
ホ
テ
ル
は
、

ラ
イ
ト
の
弟
子
と
し
て
帝
国
ホ
テ
ル
に
関
わ
っ
た
建
築
家
、
遠
藤
新あ

ら
たと

組
ん
だ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
。

林
は
、
甲
子
園
ホ
テ
ル
を
「
日
本
人
に
よ
る
、
日
本
人
の
た
め
の
ホ
テ
ル
」
と
位

置
づ
け
た
と
い
う
。
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
表
れ
が
、
洋
室
の
リ
ビ
ン
グ
に
畳
敷
き
の

和
室
を
組
み
合
わ
せ
た
和
洋
室
だ
っ
た
の
だ
。
昭
和
初
期
、
都
市
部
の
モ
ダ
ン
な
住

宅
に
は
、
洋
室
の
客
間
や
リ
ビ
ン
グ
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
プ
ラ
イ
べ

ー
ト
な
寝
室
な
ど
は
畳
の
和
室
と
い
う
の
が
一
般
的
だ
っ
た
。
林
は
、
そ
う
し
た
当

時
の
ア
ッ
パ
ー
ミ
ド
ル
の
日
本
人
が
居
心
地
よ
く
過
ご
せ
る
ホ
テ
ル
を
目
指
し
た
の

で
あ
る
。

こ
の
部
屋
は
評
判
を
呼
び
、
信
州
戸
倉
上
山
田
温
泉
の
笹
屋
ホ
テ
ル
と
い
う
旅
館

が
、
遠
藤
新
に
新
館
の
設
計
を
依
頼
し
た
。
現
在
も
、「
豊ほ

う
ね
ん年

虫む
し

」
と
い
う
名
称
の

登
録
有
形
文
化
財
と
し
て
現
役
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
の
部
屋
が
、
後
に
日
本
の
近
代

旅
館
に
お
け
る
客
室
の
ひ
な
型
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
畳
の
座
敷
に
板
の
間

の
リ
ビ
ン
グ
を
組
み
合
わ
せ
た
部
屋
は
、
私
た
ち
が
日
本
各
地
で
当
た
り
前
に
目
に

す
る
、
典
型
的
な
旅
館
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
だ
が
、
江
戸
時
代
に
こ
ん
な
部
屋
は

な
か
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
林
と
遠
藤
に
よ
る
革

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
新
だ
っ
た
の
だ
。

か
つ
て
西
洋
人
は
、
生
活
の
基
本
と
し
て
ベ
ッ
ド
に
こ
だ
わ
り
、
一
方
、
日
本
人

は
畳
に
く
つ
ろ
ぎ
を
感
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
欧
米
化
し
た
今
、

日
本
人
も
ベ
ッ
ド
の
ほ
う
が
楽
に
な
り
、
一
方
、
日
本
文
化
に
対
す
る
興
味
と
理
解

が
成
熟
し
た
外
国
人
は
、
む
し
ろ
、
畳
の
部
屋
に
寝
る
こ
と
に
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
を

感
じ
て
い
る
。
時
の
流
れ
と
は
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
旅
館
に
お
け
る
和
と
洋
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
今
、
む
し
ろ
リ
ビ

ン
グ
を
和
室
と
し
、
寝
室
を
ベ
ッ
ド
に
す
る
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
文
化

を
演
出
す
る
客
室
に
畳
の
美
学
は
不
可
欠
だ
が
、
寝
室
は
ベ
ッ
ド
の
ほ
う
が
快
適
と

い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。
か
つ
て
ホ
テ
ル
と
旅
館
に
一
線
を
引
く
も
の
で
あ
っ
た

ベ
ッ
ド
と
畳
は
、
日
本
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
産
業
で
、
新
た
な
融
合
の
ス
テ
ー
ジ

に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
。

（
や
ま
ぐ
ち　

ゆ
み
）
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寺
山
修
司
は
か
つ
て
「
日
本
の
近
代
が
路
地
を
ど
ん
ど
ん
無
用
化
し
封
鎖
し
て
し
ま
い
、
道
は

人
間
中
心
か
ら
車
中
心
に
な
っ
て
、
散
歩
と
い
う
思
想
を
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
」
と
語
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
本
著
『
路
地
裏
が
文
化
を
生
む
！
／
細
街
路
と
そ
の
界
隈
の
変
容
』（
増
淵
敏
之
著
、

青
弓
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
で
は
「
路
地
、
路
地
裏
、
も
し
く
は
細
街
路
」
と
表
現
さ
れ
る
バ
ッ
ク

ス
ト
リ
ー
ト
を
「
あ
く
ま
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
性
格
を
有
す
る
も
の
」
と
定
義
し
、

東
京
、
京
阪
神
、
札
幌
、
広
島
、
福
岡
で
、
そ
の
諸
相
を
時
代
と
と
も
に
検
証
す
る
。
都
市
開
発
の

波
に
よ
っ
て
次
第
に
姿
を
消
し
て
い
っ
た
バ
ッ
ク
ス
ト
リ
ー
ト
こ
そ
、
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー

が
生
成
さ
れ
た
場
だ
っ
た
と
考
え
る
著
者
は
、
本
著
を
通
じ
て
再
確
認
を
試
み
て
い
る
。
寺
山
が

晩
年
に
住
居
侵
入
で
略
式
起
訴
さ
れ
た

〝
事
件
〞
の
現
場
も
路
地
裏
だ
が
、
そ

の
背
景
に
は
日
本
の
社
会
構
造
の
制
度

化
や
硬
化
も
あ
っ
た
。
寺
山
没
後
三
十

年
の
今
、
本
著
は
改
め
て
「
境
界
線
の

な
い
曖
昧
さ
」
を
失
っ
て
き
た
社
会
の

あ
り
よ
う
も
問
う
て
い
る
。    （
挑
全
）

「
日
本
で
最
も
美
し
い
村
連
合
」
と
い
う
組
織
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
五
年
十

月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
同
連
合
は
、
小
さ
く
て
も
素
晴
ら
し
い
地
域
資
源
を
持
つ
村
の
存
続
や
美
し

い
景
観
の
保
護
な
ど
、
失
っ
た
ら
二
度
と
取
り
戻
せ
な
い
農
山
村
の
景
観
・
文
化
を
守
る
活
動
を

行
っ
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
二
〇
〇
一
年
に
「
イ
タ
リ
ア
の
最
も
美
し
い
村
協
会
」
が
発
足
し
、

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
中
心
に
多
く
の
旅
行
者
を
集
め
て
き
た
。
本
著
『
な
ぜ
イ
タ
リ
ア
の
村
は

美
し
く
元
気
な
の
か
／
市
民
の
ス
ロ
ー
志
向
に
応
え
た
農
村
の
選
択
』（
宗
田
好
史
著
、
学
芸
出
版

社
）で
は
、
こ
う
し
た
田
園
観
光
振
興
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
イ
タ
リ
ア
の
村
に
つ
い
て
、
ア
グ

リ
ツ
ー
リ
ス
ト
協
会
の
誕
生
や
地
方
都
市
に
お
け
る
ス
ロ
ー
シ
テ
ィ
ー
運
動
、
欧
州
連
合（
Ｅ
Ｕ
）に

よ
る
農
業
政
策
の
転
換
な
ど
、「
美
し
く

元
気
な
村
」
を
支
え
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
事
象
を
歴
史
と
と
も
に
詳
細
に
紹
介

し
て
い
る
。
農
村
と
農
業
が
大
き
な
転

換
期
を
迎
え
て
い
る
今
、
本
著
を
通
じ

て
「
日
本
の
美
し
い
村
」
の
未
来
を
思

い
描
く
こ
と
も
で
き
る
に
違
い
な
い
。
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観光学を考える
2013年4月1日（月）～2013年5月31日（金）

　観光に関する学、すなわち「観光学」を発展させることは、
わが国の観光研究の重要な課題といわれている。しかし、今
日までに多数の観光研究の成果が蓄積されてきているもの
の、①研究対象である「観光」が学際的なアプローチ（地理
学・社会学・経済学等）を許容する総合的現象であること、
②わが国の観光学が比較的新しい学問分野であること、③
観光の原論（principles）および理論（theories）に関する研
究が途上にあること等の理由から、いまだなお、観光学は学
問体系として確立されるには至っていない。
　近年、観光は、国家・地域レベルの重点政策の一つとして
取り上げられ、それと同時に、観光学部・観光学科を有する
大学も全国に多数設置されるようになってきた。観光を通じ
た豊かな国づくり・地域づくりを担う人材の育成を図る上で、
その基礎となるべき「観光学」を確立していくことの重要性は
これまで以上に高まっているといえるだろう。
　そこで本展では、「観光学を考える」をキーワードに、国内
外の観光学の原論および理論を扱う図書および研究論文
等、観光学を考える上でのさまざまな資料を展示します。ぜ
ひ多くの方が当館を訪れ、わが国の観光学のあり方について
考える機会にしていただきたいと思います。
＊ 詳細は、ホームページhttp://www.jtb.or.jp/へ。

新
着
図
書
紹
介

　日本で最も長く続いた旅行雑誌『旅』の1974年以降のデジタ
ル化を検討している。1924年からの50年分はすでに完了して
おり、残りの30年分についてである。デジタル化の利点は、省ス
ペース、貴重な本を傷めず閲覧、そして検索可能であることだろ
う。ぱらぱらめくるのも本の楽しみだが、キーワードから情報を
探し出すには検索のかかるデジタルに分がある。とはいえ、デジ
タルも、ソフト・ハードの変更等により再作成が必要となれば、結
局一番大事なのは紙の本そのもの、ということにかえってくる。

館 長 の つ ぶ や き

ベストリーダー （2012年12月～2013年1月）

当図書館への来館者によく閲覧されている本を紹介。
【旅行ガイドブック部門】
海外旅行では、
・『地球の歩き方イスタンブールとトルコの大地2012-13』（ダイヤモンド・ビッグ社）
・『地球の歩き方ベトナム2012-13』（ダイヤモンド・ビッグ社）
・『地球の歩き方ラオス2013-14』（ダイヤモンド・ビッグ社）
国内旅行では、
・『るるぶ日光 那須 鬼怒川 塩原2013』（JTBパブリッシング）
【一般読み物部門】
・『JTBグループ100年史 1912～2012』（ジェイティービー）
・『徹底調査！ 本当に安い、本当に快適！ 使えるエアライン』（宝島社）
・『マレーシアで暮らしたい！ マレーシア「ロングステイ」公式ガイドブック』
（山田美鈴著、講談社）

利用状況 特別展示のご案内

旅の図書館 掲示板

ホームページhttp://www.jtb.or.jp/へ。旅の図書館特別展示で検索



■
自
主
研
究
レ
ポ
ー
ト
２
０
１
１
／
２
０
１
２

当
財
団
が
取
り
組
ん
で
い
る
自
主
研
究
の
成

果
を
ま
と
め
た
論
文
集
。
温
泉
地
の
住
民
意

識
を
通
し
て
今
後
の
温
泉
地
の
在
り
方
を
探

る
研
究
や
、観
光
地
を
訪
れ
た
観
光
客
の
「
感

情
」
や
満
足
度
の
調
査
を
競
争
力
の
高
い
観

光
地
づ
く
り
に
つ
な
げ
る
研
究
な
ど
、
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
研
究
を

収
録
。
併
せ
て
当
財
団
が
主
催
す
る
セ
ミ
ナ
ー
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
出
版
物
の

概
要
につい
て
も
紹
介
。
二
〇
一二
年
八
月
発
行
。

■
旅
行
年
報
２
０
１
２　

最
新
刊

直
近一年
間
の
旅
行
・
観
光
市
場
に
ま
つ
わ
る

あ
ら
ゆ
る
出
来
事
につい
て
、数
多
く
の
デ
ー
タ・

資
料
を
基
に
分
析
。日
本
人
の
国
内・海
外
旅

行
、外
国
人
の
訪
日
旅
行
、観
光
産
業
、国
内

観
光
地
、
観
光
政
策
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
旅
行
・
観
光
市
場
の
現
状
を一望
で
き
る一冊
。
二
〇
一二
年
九
月
発
行
。

■
旅
行
者
動
向
２
０
１
２　

最
新
刊

最
新
の
旅
行
の
実
態
や
旅
行
者
の
意
識
に
関

す
る
全
国
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
、
当
財

団
独
自
の
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
で
分
析
。
グ
ラ

フ
や
図
表
を
多
用
し
て
分
か
り
や
す
く
解
説
。

政
策
立
案
や
事
業
展
開
な
ど
に
幅
広
く
活
用

で
き
るマ
ー
ケ
テ
ィン
グ
デ
ー
タ
集
。
二
〇
一二
年
十
月
発
行
。

■
観
光
実
践
講
座 

講
義
録　

最
新
刊

　

人
を
活
か
し
、
ま
ち
を
活
か
す
観
光
の
考
え
方

　
　

〜
見
え
な
い
価
値
を
見
せ
る
「
ま
ち
歩
き
」
の
実
践

毎
年
十
一
月
に
当
財
団
が
主
催
し
て
い
る
二
日

間
の
講
座
講
義
録
。
今
回
は
各
地
で
人
気
の

「
ま
ち
歩
き
」
に
着
目
。「
長
崎
さ
る
く
博
」

総
合
プ
ロ
デ
ュー
サ
ー
で
「
大
阪
あ
そ
歩ぼ

」
の

仕
掛
け
人
、茶
谷
幸
治
氏
が
、人
を
活
か
し
、

ま
ち
を
活
か
す
「
ま
ち
歩
き
」
の
思
想
と
哲

学
を
熱
く
語った
ほ
か
、
各
地
の
事
例
か
ら
実

践
的
な
ノ
ウハウ
も
多
数
。
ま
た
六
月
開
催
の
基
礎
講
座
よ
り
、㈱
四
万
十
ド

ラマの
畦
地
履
正
社
長
の
基
調
講
演
も
収
録
。
二
〇
一
三
年
三
月
発
行
。

※ 

当
財
団
出
版
物
の
ご
注
文
は
ホ
ー
ムペー
ジ
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

　

担
当
：
公
益
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社 

観
光
文
化
事
業
部

　
　
　

電
話 

０
３・５
２
５
５
・６
０
７
３ http://w

w
w
.jtb.or.jp

◆
遠
く
長
い
道
の
り
を
経
て
よ
う
や
く
宿
に
た
ど

り
着
き
、
仲
居
・
女お

か
み将
ら
に
迎
え
ら
れ
、
差
し

出
さ
れ
た
茶
と
地
元
の
菓
子
を
い
た
だ
き
な
が

ら
宿
帳
に
記
載
を
済
ま
せ
る
。
よ
う
や
く
自

分
の
空
間
に
な
っ
た
部
屋
で
今こ

宵よ
い

の
宿
に
い
る

と
い
う
安
心
感
と
安あ

ん

堵ど

感
に
浸
り
な
が
ら
旅

具
を
解
き
始
め
る
。

◆
こ
の
感
覚
は
今
や
昔
の
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
短
時
間
で
空
間
を
移
動
し
て
し

ま
う
移
動
手
段
の
発
達
が
、
泊
ま
る
場
所
、

宿
への
私
た
ち
の
感
覚
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
自

身
の
身
体
と
心
を
休
め
る
場
所
へよ
う
や
く
た

ど
り
着
い
た
と
い
う
印
象
が
薄
れ
て
き
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
ホ
テ
ル・
旅
館
に
求
め
ら
れ

る
こ
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

◆
宿
屋
が
地
域
コ
ミュニ
ティ
と
外
界
と
の
接
点
と

し
て
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
こ
と
が
世
界
共
通

だ
と
分
か
り
ま
し
た
。流
行
に
合
わ
せ
る
こ
と

に
気
を
取
ら
れ
る
よ
り
も
、
固
有
の
地
元
力
を

背
景
に
宿
泊
者
・
地
元
業
者
や
住
民
に
と
っ
て

「
地
域
交
流
の
場
」
と
な
る
、
持
続
可
能
な
開

か
れ
た
ホ
テ
ル・
旅
館
の
在
り
方
が
今
後
の
鍵

に
な
り
う
る
と
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。 （
片
桐
）

観
光
文
化
編
集
室
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス：

kankoubunka@
jtb.or.jp

●

団
塊
世
代
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
世
代
の
人
々
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
と
い
わ
れ
て
、い

ろ
い
ろ
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
は
本

当
に
〝
ア
ク
テ
ィ
ブ
〞
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
次
の
世
代
が
シ
ニ
ア
の
仲
間

入
り
す
る
こ
と
で
何
が
変
わ
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
次
号
特
集
で
は
、
今
後
十

年
間
に
お
け
る
シ
ニ
ア
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
変
化
に
つい
て
、
専
門
家
に
ご
執
筆
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
旅
行
・
観
光
産
業
に
お
け
る
開
発
・
実
践
例
や
先
行
的
研
究
に
つい

て
取
材
を
行
い
、
今
後
の
シ
ニ
ア
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
お
け
る
旅
行
需
要
が
ど
の
よ
う
な

方
向
に
変
化
し
て
い
く
か
を
考
察
し
ま
す
。

編
集
後
記

次

号

予

告

当
財
団
か
ら
の
お
し
ら
せ

公益財団法人  日本交通公社  出版物のご案内

「
研
究
員
コ
ラ
ム
の
紹
介
」（
二
〇
一二
年
十
二
月
〜
二
〇
一
三
年
二
月
）

行
く
先
々
で
見
て
触
れ
て
、
そ
し
て
地
元
の
人
た
ち
と
語
り
、
感
じ
た
こ
と
。
世
相

の
な
か
に
見
た
観
光
の
未
来
像
な
ど
、
各
研
究
員
が
独
自
の
経
験
と
視
点
を
基
に

し
て
、
ホ
ッ
ト
な
雑
感
を
綴
り
ま
す
。
当
財
団
ホ
ー
ムペー
ジ
「
研
究
員
コ
ラ
ム
」
に

掲
載
し
た
三
カ
月
分
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

１
８
１ 

続
・
観
光
地
の
「
断
る
力
」

　

―
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・ロ
ー
ド
・ハウ
島
の
事
例
か
ら 

（
菅
野
正
洋
）

１
８
２ 

２
０
１
２
年
を
振
り
返
って

　

―
観
光
産
業
の
イ
ノベー
シ
ョンの
芽
を
育
て
よ
う 

（
大
野
正
人
）

１
８
３ 

年
頭
コ
ラ
ム　
「
小
さ
な
幸
せ
」
探
し 

（
小
林
英
俊
）

１
８
４ 

歩
い
て
わ
かっ
た
「
ま
ち
歩
き
」
の
進
化 

（
久
保
田
美
穂
子
）

１
８
５ 

Ｖ
Ｆ
Ｒ
が
ひ
ら
く
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
未
来 

（
黒
須
宏
志
）

１
８
６ 

D
uty Free

か
ら
み
た
国
際
競
争
力 

（
塩
谷
英
生
）

当
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｕ
Ｒ
Ｌ http://w

w
w
.jtb.or.jp/   

研
究
員
コ
ラ
ム   

で
検
索

【
観
光
文
化
２
１
６
号　

お
詫
び
と
訂
正
】

二
カ
所
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
以
下
の
よ
う
に
訂
正
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
謹
ん
で
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

・
表
紙
・
１
ペ
ー
ジ  

巻
頭
言
の
英
文
標
題

Im
plem

entation

（
正
）　Inplem

entation

（
誤
）

・
43
ペ
ー
ジ  

連
載
Ⅱ  

下
段
後
ろ
か
ら
６
行
目

Everything

’s gonna be O
K
 （O
K

を
追
加
） 

 
 

 
 

 
 

（
観
光
文
化
編
集
室
）

観光文化217号やバックナンバーをPDFで閲覧できます。  観光文化最新号   で検索

「
２
０
１
３
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム・セ
ミ
ナ
ー
」

当
財
団
で
は
今
年
度
も
恒
例
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
セ
ミ
ナ
ー
を
主
催
す
る

予
定
で
す
。

六
月 

観
光
基
礎
講
座

七
月 

海
外
旅
行
動
向
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
東
京
）

十
一
月 

観
光
実
践
講
座

十
二
月 

旅
行
動
向
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

最
新
情
報・詳
細
に
つい
て
は
、準
備
が
で
き
次
第
、当
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョン
で
ご
案
内
し
ま
す
。
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Cover Story
春爛漫、桜の満開に彩られた小幡城下（群馬県甘楽町）の
商家や養蚕農家が立ち並ぶ雄川堰沿いの光景を映像化。
町の丘陵地から望む浅間山の風景もまた美しいものだった。

	（Photo	and	Words	by	樋口健二）
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