
代
エ
ジ
プ
ト
遺
跡
が
残
る
地
）
の
西
岸

を
遠
足
（excursion

）
で
訪
れ
た
と
い

う
落
書
き
が
残
っ
て
い
る
（W

eaver &
 

O
pperm

ann, 2002

）。
観
光
に
お
け
る

人
と
環
境
と
の
関
係
は
、
日
常
生
活
に
お

け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
の
、
人
間
社

会
に
深
く
根
差
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
観
光
に
お
け
る
人
と
環
境

と
の
関
係
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
観
光
を

す
る
側
と
観
光
者
を
受
け
入
れ
る
側
の
双

方
に
と
っ
て
有
益
な
示
唆
を
提
供
す
る
可

能
性
が
あ
る
。
観
光
者
は
、
日
常
環
境

を
一
時
的
に
離
れ
、
そ
の
こ
と
で
、
日
常

の
生
活
で
は
満
た
さ
れ
な
い
欲
求
を
、
新

奇
な
経
験
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
た
そ

う
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
（
佐
々
木
、

2007

）、
宮
原
と
宮
原
（2006

）
は
、
こ

う
し
た
非
日
常
性
が
及
ぼ
す
、
自
ら
の
既

成
の
価
値
観
と
の
矛
盾
と
い
っ
た
不
均
衡

が
観
光
者
自
身
の
成
長
に
つ
な
が
る
可
能

性
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
観
光
者
に
プ
ラ
ス
に
作

用
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
観
光
に
お
け

る
人
と
環
境
と
の
関
係
に
関
す
る
研
究
は

重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
観
光

者
を
誘
致
す
る
側
に
と
っ
て
は
、
観
光
地

の
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
、
観
光
者
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
観
光
地
の
課
題

と
潜
在
的
な
魅
力
を
見
い
だ
す
た
め
の
手

が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
と
環
境
と
の
関
係
の
重

要
性
は
、
欧
米
を
中
心
に
発
展
し
た
学
術

的
な
観
光
に
関
す
る
研
究
（
以
下
、
海
外

観
光
研
究
と
す
る
）
に
お
い
て
認
識
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
多
く
の
観
光
の
概
論

書
で
取
り
上
げ
ら
れ
るLeiper

（1990

）

の
モ
デ
ル
（
図
１
）
で
は
、
観
光
は
、
出

発
地
か
ら
観
光
地
へ
と
旅
行
者
が
出
発
し
、

出
発
地
に
戻
る
こ
と
で
生
じ
る
現
象
だ
と

さ
れ
て
お
り
、
観
光
現
象
の
生
成
に
お
い

て
観
光
者
と
観
光
地
が
接
す
る
こ
と
が

欠
か
せ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

心
理
学
的
海
外
観
光
研
究
で
も
、
観
光

者
の
動
機
や
欲
求
で
あ
る
プ
ッ
シ
ュ
要
因

（
発
動
要
因
、push factor

）と
、
観
光
地

は
じ
め
に

私
た
ち
は
自
然
、
人
工
物
、
他
者
と
の

人
間
関
係
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
（
場

所
・
空
間
）
と
常
に
関
わ
り
な
が
ら
生
き

て
い
る
。Walm

sley

とJenkins

（1993

）

が
「
観
光
は
人
と
環
境
と
の
任
意
の
関
係

か
ら
生
じ
る
現
象
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ

う
に
、
人
が
観
光
旅
行
を
す
る
状
況
に
お

い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
場
所
は
観

光
者
が
訪
問
す
る
か
ら
こ
そ
観
光
地
と
な

り
、
人
は
訪
れ
る
観
光
地
が
あ
る
か
ら
こ

そ
観
光
者
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
観
光
現
象
の
歴

史
は
長
く
、
例
え
ば
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
に
は
、
紀
元
前
一
二
四
四
年
に
、
と

あ
る
人
物
が
兄
弟
と
メ
ン
フ
ィ
ス
（
古

直
井  

岳
人 2

観
光
に
お
け
る
人
と
環
境
と
の
関
係

―
―
日
本
か
ら
知
見
が
発
信
さ
れ
る
こ
と
へ
の
期
待

首
都
大
学
東
京
　
大
学
院
都
市
環
境
科
学
研
究
科 

准
教
授

16

図1  観光基本システム（A basic tourism system）

（Leiper, 1990）を筆者が一部和訳

旅行者出発地

出発旅行者

帰宅旅行者

通過地域 観光目的地

221観光文化特集2.indd   14 14/04/02   13:22



17 特集◉国際的な視野から見た観光研究
特集2 観光における人と環境との関係̶̶ 日本から知見が発信されることへの期待

自
体
の
特
徴
を
示
す
プ
ル
要
因（
誘
引
要

因
、pull factor

）の
関
係
（K

lenosky, 
2002

）
が
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
、潜
在
的

観
光
者（
観
光
へ
動
機
づ
け
ら
れ
た
人
）は
、

訪
問
地
を
決
定
す
る
際
、自
ら
の
プ
ッ
シ
ュ

要
因
（
例
：
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
い
）
と
適

切
に
対
応
す
る
プ
ル
要
因
（
例
：
静
か
な

山
村
）を
考
慮
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
海
外
観

光
研
究
に
お
い
て
は
、
観
光
者
が
現
地
を

訪
れ
て
目
に
す
る
で
あ
ろ
う
観
光
地
の
具

体
的
な
特
徴
を
分
析
し
た
も
の
は
少
な
い
。

そ
の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
観

光
地
が
ど
の
よ
う
な
観
光
者
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
、
観

光
者
と
観
光
地
の
両
方
の
特
徴
に
鑑
み
た

具
体
的
な
観
光
地
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
資
す

る
知
見
が
十
分
に
生
み
出
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
人
と
観
光
地
の
関

係
に
関
わ
る
海
外
観
光
研
究
、
特
に
観

光
地
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
研
究
を
概
観
し
、

当
該
分
野
に
お
け
る
研
究
の
意
義
と
課

題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
人
と
環

境
と
の
関
係
に
関
す
る
日
本
の
建
築
環
境

工
学
分
野
の
研
究
に
着
目
し
、
当
該
分
野

に
お
け
る
知
見
の
、
観
光
者
欲
求
と
観
光

地
の
特
徴
を
考
慮
し
た
観
光
地
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
に
役
立
つ
研
究
へ
の
貢
献
の
可
能
性

に
つ
い
て
考
え
る
。

人
と
環
境
と
の
関
係
に

関
す
る
海
外
観
光
研
究

人
と
訪
問
地
環
境
と
の
関
係
に
関
す

る
海
外
観
光
研
究
の
テ
ー
マ
と
し
て
よ
く

見
ら
れ
る
も
の
の
一
つ
に
「
観
光
地
イ
メ

ー
ジ
」
が
あ
る
。
観
光
地
イ
メ
ー
ジ
は
、

人
が
観
光
地
に
関
し
て
持
つ
、
印
象
、
感

情
、
知
識
、
想
像
、
期
待
、
信
念
と
い
っ

た
、
心
理
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
が
多
く

の
定
義
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Law

-
son &

 Baud-Bovy, 1977, Crom
pton, 

1979; Baloglu &
 M

cCleary, 1999

）。

ま
た
、
観
光
地
イ
メ
ー
ジ
研
究
を
概
観
し

たGallarza

ほ
か
（2002
）
は
、
観
光

地
イ
メ
ー
ジ
研
究
が
注
目
さ
れ
る
背
景
と

し
て
「
出
発
前
の
観
光
者
は
実
際
に
目
の

前
に
は
な
い
観
光
地
を
そ
の
イ
メ
ー
ジ
で

評
価
す
る
」
こ
と
、「
観
光
地
イ
メ
ー
ジ

が
観
光
者
の
行
動
や
観
光
地
選
択
に
影

響
す
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
海
外
観

光
研
究
で
はHunt

（1975

）
の
研
究
が

観
光
地
イ
メ
ー
ジ
研
究
の
始
ま
り
だ
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
（Gallarza

ほ
か
、

2002

）、
そ
れ
以
降
、「
観
光
地
イ
メ
ー
ジ

の
属
性
（
観
光
地
イ
メ
ー
ジ
が
何
で
で
き

て
い
る
か
）
の
洗
い
出
し
」（Echtner &

 
Ritchie, 1991, 1993

な
ど
）、「
観
光
地

イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
る
仕
組
み
」（Ba-

loglu &
 M

cCleary, 1999

な
ど
）、「
観

光
地
イ
メ
ー
ジ
が
再
訪
行
動
に
及
ぼ
す
影

響
」
に
関
す
る
研
究
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。

観
光
地
イ
メ
ー
ジ
研
究
の
な
か
で
も
、

人
と
環
境
と
の
関
係
に
特
に
深
く
か
か
わ

る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
観
光
地
イ
メ
ー

ジ
を
、
物
理
的
な
特
徴
で
あ
るcognitive 

com
ponent

（
例：
人
、
建
物
）
と
、
感
情

的
な
質
に
関
係
す
るaff ective com

po-
nent

（
例
：
美
し
い
、
落
ち
着
く
）
に
分

類
し
て
分
析
す
る
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
研
究
は
、
人
が
認
識
す
る
場
所
の
物
理

的
特
徴
と
し
て
の
「
心
理
的
環
境
」（
宮

原
・
宮
原
、2006

）
を
人
が
ど
の
よ
う
に

感
じ
る
か
と
い
う
、
人
と
環
境
と
の
関
係

性
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う

な
研
究
で
は
、
当
初
はcognitive com

-
ponent

に
特
化
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
が
、

そ
の
後
、aff ective com

ponent

の
抽
出

や
測
定
の
試
み
が
見
ら
れ
（W

alm
sley & 

Jenkins, 1993
）、
近
年
で
は
両
者
の
関
係

を
分
析
す
る
試
み
も
、Baloglu

とM
c-

Cleary

（1999

）
に
よ
る
研
究
を
皮
切

り
に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
（Beerli &

 
M

artin, 2004; Chew
 &

 Jahari, 2014; 
Q

u,

ほ
か2014

）。

観
光
研
究
で
は
そ
の
時
々
で
異
な
る
複

数
の
非
日
常
環
境
を
想
定
し
て
お
り
、
そ

の
点
が
日
常
環
境
に
関
す
る
研
究
領
域
と

は
異
な
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
非
日
常

環
境
に
、
人
が
た
ま
に
一
時
的
に
接
触
す

る
場
面
を
実
証
研
究
に
お
い
て
切
り
取
る

こ
と
は
非
常
に
難
し
く
、
観
光
地
イ
メ
ー

ジ
の
研
究
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
目
前
に
な

く
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
情
報
を
通
し
て
認

識
さ
れ
る
大
ざ
っ
ぱ
な
「
心
理
的
環
境
」

を
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
普
段
接

触
の
な
い
観
光
地
の
詳
細
な
特
徴
を
偏

り
な
く
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
多
く
の
人

に
と
っ
て
難
し
く
、
観
光
地
イ
メ
ー
ジ
は

事
実
を
反
映
し
な
い
（Gartner, 1996

）

と
述
べ
る
研
究
者
も
い
る
。

も
っ
と
も
、
十
分
な
知
識
や
経
験
が

な
く
と
も
、
曖
昧
な
イ
メ
ー
ジ
を
基
に
観

光
地
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
、

人
が
観
光
旅
行
に
出
か
け
る
こ
と
を
可
能

に
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
た
が
っ
て

観
光
地
イ
メ
ー
ジ
の
特
性
や
、
観
光
現
象

が
生
じ
る
過
程
に
お
い
て
観
光
地
イ
メ
ー

ジ
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
得
る
の

か
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
は
意
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味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
人
と
観
光
地
と
の
関
係
は
必

ず
し
も
イ
メ
ー
ジ
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、

観
光
地
に
実
際
に
人
が
足
を
運
ぶ
こ
と
も

ま
た
観
光
現
象
の
本
質
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
観
光
者
と
観
光
地
と
の
接
触
が
生

み
出
す
観
光
者
に
と
っ
て
の
価
値
に
注
目

す
る
こ
と
は
、
観
光
の
意
味
を
問
う
上
で

重
要
な
観
点
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う

な
観
光
者
と
環
境
と
の
接
触
の
場
に
お
い

て
、
建
物
が
ど
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る

の
か
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
、
観

光
地
の
具
体
的
な
構
造
と
人
の
感
じ
方

と
の
関
係
に
関
す
る
研
究
を
行
う
こ
と
は
、

観
光
地
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
も
意

味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
の
建
築
環
境
工
学
の

知
見
の
応
用

こ
の
よ
う
な
人
の
特
徴
と
環
境
の
特
徴

と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
日
本
の
建
築
環
境
工
学
分
野
で

開
発
さ
れ
た
手
法
の
一
つ
に
、
レ
パ
ー
ト

リ
ー
グ
リ
ッ
ド
発
展
手
法
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
讃
井
と
乾
（1986

）
に
よ
っ
て

提
唱
さ
れ
た
、
レ
パ
ー
ト
リ
ー
グ
リ
ッ
ド

と
ラ
ダ
ー
リ
ン
グ
と
い
う
二
つ
の
手
法
を

発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

レ
パ
ー
ト
リ
ー
グ
リ
ッ
ド
は
、コ
ン
ス
ト

ラ
ク
ト
（
人
が
も
の
ご
と
を
区
別
す
る
背

景
と
な
る
考
え
方
。Kelly, 1955

）
を
基

に
、
複
数
の
も
の
ご
と
（
例
：
名
前
、
写

真
や
現
物
）を
調
査
協
力
者
に
比
較
さ
せ
、

そ
れ
ら
を
区
別
す
る
理
由
を
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
等
の
回
答
か
ら
導
き
出
す
手
法
で
あ
る
。

ま
た
、
ラ
ダ
ー
リ
ン
グ
は
、「
も
の
ご
と
の

属
性
（
特
徴
）
は
、
特
定
の
目
的
を
達
成

す
る
手
段
で
あ
る
」
と
い
う
手
段
目
的
連

鎖
モ
デ
ル
（m
eans-end chain m

od-
el; Gutm

an, 1982

）
に
基
づ
き
、
も
の

ご
と
の
特
徴
（
例
：
炭
酸
味
）
と
、
そ
れ

が
人
に
も
た
ら
す
結
果
（
例
：
さ
わ
や
か
、

の
ど
の
渇
き
が
癒
さ
れ
る
）
と
そ
の
人
に

と
っ
て
の
価
値
観
（
例
：
報
わ
れ
る
）
の

間
の
関
係
（
例
：
炭
酸
味
が
さ
わ
や
か
で
、

の
ど
の
渇
き
が
癒
さ
れ
、
報
わ
れ
た
感
が

あ
る
）
を
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
導
き

出
す
手
法
で
あ
る
。

レ
パ
ー
ト
リ
ー
グ
リ
ッ
ド
発
展
手
法
に

お
い
て
は
、
調
査
協
力
者
に
複
数
の
も
の

ご
と
を
比
較
さ
せ
、
彼
ら
が
感
じ
る
違
い

を
洗
い
出
し
、
そ
れ
を
出
発
点
と
し
て
ラ

ダ
ー
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
が
多
い
。
こ
の

方
法
は
、
日
本
に
お
い
て
は
主
に
建
築
・

環
境
心
理
学
に
お
い
て
、
環
境
の
特
徴
と

そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
価
値
観
と
の
関
係

を
抽
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
し
ば
し

ば
使
用
さ
れ
て
お
り
、場
所
（
日
常
環
境
）

の
写
真
を
対
象
と
し
て
用
い
る
研
究
が
多

い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
レ
パ
ー
ト
リ
ー

グ
リ
ッ
ド
発
展
手
法
は
、
日
常
環
境
に
お

け
る
建
築
環
境
の
評
価
の
構
造
を
提
示

し
、
主
に
個
人
差
を
抽
出
す
る
観
点
で
有

益
な
結
果
を
提
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
古
賀
ほ
か
（1999

）
は
、
調

査
協
力
者
に
自
身
が
撮
影
し
た
写
真
の

撮
影
理
由
を
自
由
記
述
し
て
も
ら
い
、
そ

の
内
容
を
分
析
す
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
評
価

法
と
い
う
方
法
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
の

手
法
で
は
、
撮
影
理
由
を
「
何
の
」「
ど

の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
」「
ど
の
よ
う
に
感

じ
ら
れ
た
の
か
」
の
観
点
か
ら
記
述
し
て

も
ら
う
よ
う
教
示
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
教

示
は
レ
パ
ー
ト
リ
ー
グ
リ
ッ
ド
発
展
手
法

を
参
考
に
作
ら
れ
て
い
る
。
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
評
価
法
は
、
調
査
協
力
者
に
評
価
す
る

場
面
の
選
定
を
任
せ
る
点
で
レ
パ
ー
ト
リ

ー
グ
リ
ッ
ド
発
展
手
法
と
は
異
な
り
、
対

象
と
な
る
環
境
に
関
す
る
、
人
々
の
制
約

の
少
な
い
自
由
な
意
見
を
引
き
出
す
手

法
と
し
て
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

レ
パ
ー
ト
リ
ー
グ
リ
ッ
ド
発
展
手
法
と

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
評
価
法
の
観
光
研
究
へ
の
応
用

レ
パ
ー
ト
リ
ー
グ
リ
ッ
ド
発
展
手
法
は
、

観
光
地
の
物
理
的
環
境
の
具
体
的
な
特
徴

と
人
の
感
じ
方
の
関
係
を
洗
い
出
す
際
に

も
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、観
光
研
究

に
お
け
る
そ
の
応
用
例
は
多
く
な
い
。
海

外
観
光
研
究
で
は
、レ
パ
ー
ト
リ
ー
グ
リ
ッ

ド（Botterill, 1989; Botterill &
 Crom

p-
ton, 1987, 1996; Coshall, 2000; Em

bach-
er &

 Buttle, 1989; Pearce,  1982; Pike, 
2003; W

alm
sley &

 Jenkins, 1993

）
と
ラ

ダ
ー
リ
ン
グ
（K

lenosky

ほ
か
、1993;  

K
lenosky,  2002

）
の
ど
ち
ら
か
一
方
を

手
法
と
し
て
採
用
し
た
も
の
が
散
見
さ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
が
対
象
と
し
て

観
光
地
や
観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
名
前
を
使
用

し
て
お
り
、調
査
協
力
者
に
具
体
的
に
目

に
見
え
る
対
象
を
示
す
な
ど
し
て
、
場
所

の
詳
細
な
特
徴
と
人
と
の
関
係
を
抽
出
す

る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
キ
ャ
プ

シ
ョ
ン
評
価
法
に
関
し
て
は
、
筆
者
の
知

る
限
り
、
観
光
客
と
住
民
の
景
観
評
価

の
比
較
を
行
っ
た
、
伊
藤
・
山
口
（2012

）

の
研
究
や
植
田
ら
（2012

）
の
研
究
、
後

述
す
る
筆
者
自
身
の
研
究
を
除
い
て
は
、

そ
の
応
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

筆
者
ほ
か
は
、
欧
州
（2006

）
と
日

18
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本
（2007

）
の
観
光
地
と
し
て
の
歴
史
的

町
並
み
の
写
真
を
刺
激
と
し
た
レ
パ
ー
ト

リ
ー
グ
リ
ッ
ド
発
展
手
法
を
用
い
た
日
本

人
学
生
三
十
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行

っ
た
。
そ
の
結
果
、
人
の
存
在
、
商
業
的

要
素
、
車
両
な
ど
の
場
所
の
特
徴
が
、
真

正
性
、
有
名
性
、
活
動
性
と
い
っ
た
感
情

や
、
他
人
に
何
か
を
見
せ
た
い
と
い
っ
た

他
者
顕
示
欲
求
と
複
雑
に
関
係
す
る
可

能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
図
２
）。
例

え
ば
、
彼
ら
の
結
果
に
よ
る
と
、
他
の
人

の
存
在
は
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
な
い
と
も
、

活
気
が
あ
っ
て
話
の
ネ
タ
に
な
る
と
も
感

じ
ら
れ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
筆
者
ほ
か
（2011

）
は
、
キ
ャ
プ
シ

ョ
ン
評
価
法
を
用
い
て
、
学
生
お
よ
び
建

築
・
ま
ち
づ
く
り
関
係
者
の
、
彼
ら
が
住

ん
で
い
な
い
歴
史
的
町
並
み
に
お
け
る
写

真
の
撮
影
理
由
の
内
容
を
分
析
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
案
内
さ
れ
る
観
光
、
探
索
的

な
観
光
の
ど
ち
ら
を
求
め
る
か
で
、
彼
ら

が
着
目
す
る
も
の
と
そ
の
解
釈
が
異
な
る

可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
が
旧
来
の
同
種
の
手
法

を
用
い
た
研
究
と
異
な
る
点
は
、
日
常
と

は
異
な
る
環
境
に
関
す
る
、
プ
ッ
シ
ュ
お

よ
び
プ
ル
の
両
要
因
に
関
わ
る
項
目
が
抽

出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
観
光

現
象
を
、
建
築
環
境
工
学
の
枠
組
み
を
基

に
研
究
す
る
意
味
が
あ
る
。

工
学
的
手
法
に
よ
り
得
ら
れ
る

新
た
な
知
見

レ
パ
ー
ト
リ
ー
グ
リ
ッ
ド
発
展
手
法
や

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
評
価
法
は
、
調
査
協
力
者

に
、
長
時
間
、
管
理
さ
れ
た
状
況
で
場
所

に
関
す
る
評
定
を
要
求
す
る
た
め
、
往
々

に
し
て
協
力
者
の
数
が
少
数
に
な
る
と
い

う
課
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
自
由
裁
量
的

で
、
個
人
の
主
観
の
影
響
が
大
き
い
と
思

わ
れ
る
観
光
の
特
性
を
考
え
る
と
、
無
視

で
き
な
い
懸
念
材
料
で
あ
る
。
た
だ
、
筆

者
ほ
か
（2006, 2007, 2011

）
の
結
果

は
、
調
査
協
力
者
が
、
同
じ
も
の
ご
と
に

対
し
て
、「
求
め
る
も
の

に
よ
っ
て
良
い
悪
い
と
は

決
め
つ
け
ら
れ
な
い
」
評

価
を
す
る
可
能
性
を
示

し
て
い
る
。Ooi

（2002

）

は
、観
光
者
は
訪
れ
た
環

境
を
そ
の
つ
ど
解
釈
す
る

こ
と
で
、同
じ
場
所
で
あ

っ
て
も
自
分
の
行
動
を
変

化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。例
え
ば
、

古
い
家
々
を
観
て
楽
し
も

う
と
保
存
さ
れ
た
歴
史

的
な
町
並
み
を
訪
れ
た
人
が
、そ
こ
を
自

転
車
で
駆
け
抜
け
る
子
供
に
住
民
の
今
の

暮
ら
し
を
感
じ
、
地
元
の
人
に
と
っ
て
の

町
並
み
の
在
り
方
に
思
い
を
は
せ
る
と
い

っ
た
ケ
ー
ス
が
こ
れ
に
当
た
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
非
日
常
環
境
と
出

会
う
こ
と
で
、
人
は
自
分
の
な
か
に
あ
る

さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
に
気
づ
く
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
が
宮
原
と
宮
原
（2006

）
が

述
べ
る
、
観
光
を
通
じ
た
そ
の
人
自
身
の

成
長
に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
レ
パ
ー
ト
リ
ー
グ
リ
ッ

ド
発
展
手
法
や
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
評
価
法
と

い
っ
た
建
築
環
境
工
学
に
お
け
る
手
法
を

用
い
た
研
究
は
、
調
査
協
力
者
に
訪
問

地
環
境
あ
る
い
は
疑
似
訪
問
地
環
境
を

注
意
深
く
見
て
評
価
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、

こ
う
し
た
人
と
環
境
と
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

な
関
係
に
関
す
る
示
唆
を
提
供
す
る
可

能
性
が
あ
る
。

観
光
者
に
よ
る
地
域
の
魅
力
の
発
掘
を

目
指
す
人
々
（
例
え
ば
、
観
光
事
業
者
）

に
と
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
手
法
は
、
観
光

者
が
好
ま
し
い
印
象
を
持
つ
観
光
地
の
特

徴
を
洗
い
出
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

点
で
、
有
益
な
ツ
ー
ル
に
な
り
得
る
。
ま

た
、
特
に
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
評
価
法
は
、
調

査
協
力
者
が
現
地
で
評
価
す
る
場
面
を

図2  筆者ほか（2007）の結果：人の評価に関わるもの

（注）「プラスの関係」は「…であれ
ば…である」、マイナスの関係
は「…であれば…でない」とい
う関係である。また線のそば
の数字は、何人の人が二つの
言葉を結びつけて答えたかを
示している。例えば、「人」の
存在は19人から「活気があ
る」と感じられ12人から「落ち
着かない」と感じられている

有名なものが見たい

活気がある

プラスの関係
マイナスの関係

観光地的

古い

珍しい

落ち着く

景色を見たい

並ぶ

来るべきところ来たと納得したい

非日常性を味わいたい

人
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選
定
す
る
た
め
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
で
、

観
光
者
が
実
際
に
行
っ
て
み
て
分
か
る
魅

力
を
特
定
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
よ
う
な
魅
力
に
は
、
メ
デ
ィ
ア

な
ど
の
情
報
で
訪
問
前
に
察
知
す
る
こ
と

が
難
し
い
、「
顕
著
で
な
く
と
も
、
全
国

か
ら
人
を
呼
ぶ
よ
う
な
も
の
で
な
く
と
も
、

観
光
資
源
と
な
り
得
る
対
象
」（
十
代
田
、

2010

）
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
レ
パ
ー
ト
リ
ー
グ
リ
ッ
ド
発

展
手
法
や
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
評
価
法
と
い
っ

た
手
法
は
、
既
存
の
観
光
地
の
特
徴
が
ど

の
よ
う
な
欲
求
を
持
つ
観
光
者
に
ど
の
よ

う
に
評
価
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
歴
史
的
建
造
物
等

の
物
理
環
境
へ
の
手
入
れ
を
過
度
に
行
わ

な
い
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
観
光
者
の
特

徴
を
絞
っ
た
観
光
振
興
の
た
め
の
手
が
か

り
を
提
供
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。

今
後
へ
の
期
待

非
日
常
環
境
に
お
け
る
人
と
環
境
と

の
関
係
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
人

の
可
能
性
（
心
理
学
的
要
因
）
と
、
外
部

か
ら
観
光
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
価
値

が
見
い
だ
さ
れ
る
環
境
の
可
能
性
（
観
光

対
象
化
）
の
双
方
の
拡
大
に
資
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
日
本
の
、
特
に
建
築
環
境
工

学
に
お
け
る
研
究
は
、
環
境
の
複
雑
性
と

人
と
の
関
係
を
研
究
す
る
術
を
磨
き
上

げ
て
き
て
お
り
、
そ
の
観
光
研
究
に
対
す

る
知
的
貢
献
の
可
能
性
は
非
常
に
大
き
い

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
非
日
常

環
境
に
お
け
る
観
光
者
と
環
境
と
の
関

係
に
関
す
る
研
究
は
、
日
常
に
お
け
る
人

と
環
境
と
の
関
係
性
を
中
心
的
に
扱
っ
て

き
た
学
問
分
野
に
対
し
、
新
た
な
知
的
刺

激
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
、
他
領
域
へ
の
知
見
の
発
信
が
観
光
研

究
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。

観
光
研
究
と
建
築
環
境
工
学
な
ど
の

他
領
域
が
知
的
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
で
、

新
た
な
観
光
地
の
魅
力
の
発
掘
に
つ
な
が

る
知
見
や
、
人
と
環
境
と
の
相
互
関
係
に

関
す
る
、
そ
れ
ま
で
接
近
し
得
な
か
っ
た

知
見
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

（
な
お
い　

た
け
と
）
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