
　
富
士
山
が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
、
日
本
中
が
湧
い
た
２
０
１
３
年
。
こ

の
年
、
日
本
か
ら
約
７
０
０
０
キ
ロ
離
れ
た

大
洋
州
の
島
国
で
も
、
同
じ
く
歓
喜
の
声
が

上
が
っ
て
い
た
。
フ
ィ
ジ
ー
の
古
都
レ
ブ
カ

が
、
こ
の
国
で
初
め
て
の
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
の
だ
。
町
全
体
と
し
て
の
登
録
は
、

オ
セ
ア
ニ
ア
で
も
初
だ
。

　「
レ
ブ
カ
に
残
る
主
な
歴
史
的
建
築
物
は
、

１
８
６
０
年
代
か
ら
１
９
２
０
年
代
ま
で
の

各
時
期
の
繁
栄
を
示
す
貴
重
な
も
の
で
す
」。

そ
う
話
す
の
は
、
北
海
道
大
学
観
光
学
高
等

研
究
セ
ン
タ
ー
の
西
山
徳
明
教
授
だ
。
西
山

教
授
が
初
め
て
レ
ブ
カ
を
訪
れ
た
の
は
２
０

０
３
年
。「
歴
史
的
な
価
値
と
、
住
民
が
住
み

続
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
み
出
さ
れ
る
〝
生

き
た
遺
産
〞
の
素
晴
ら
し
さ
に
驚
い
た
」
と

い
う
。
語
り
継
が
れ
て
き
た
歴
史
を
後
世
に

残
す
こ
と
を
目
指
し
た
住
民
組
織
「
レ
ブ
カ

遺
産
委
員
会
」
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ギ
ブ
ソ
ン
会

長
か
ら
地
域
の
人
々
の
手
で
そ
の
景
観
を
守

っ
て
き
た
努
力
を
聞
き
、
さ
ら
に
感
銘
を
受

け
た
。

　
レ
ブ
カ
は
、
フ
ィ
ジ
ー
の
玄
関
口
で
も
あ

る
国
際
空
港
ナ
ン
デ
ィ
か
ら
、
プ
ロ
ペ
ラ
機

を
２
度
乗
り
継
い
だ
先
に
あ
る
オ
バ
ラ
ウ
島

東
岸
の
都
市
。
19
世
紀
初
頭
か
ら
南
太
平
洋

広
域
の
中
心
地
と
し
て
欧
米
の
商
人
や
宣
教

師
ら
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、
英
国
領
下
で
は

最
初
の
首
都
と
し
て
栄
え
た
。
１
８
８
２
年

に
現
在
の
首
都
で
あ
る
ス
バ
へ
遷
都
後
、
経

済
は
低
迷
し
た
が
、
パ
ス
テ
ル
カ
ラ
ー
で
彩

ら
れ
た
木
造
・
ト
タ
ン
屋
根
の
邸
宅
群
が
海

を
向
い
て
並
ん
で
い
る
姿
が
、
当
時
の
繁
栄

を
物
語
っ
て
い
る
。

　「
日
本
で
は
他
の
自
治
体
と
情
報
共
有
が
し

や
す
く
、
ま
ち
づ
く
り
に
政
府
の
保
護
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
も
、
南
太
平
洋

の
離
れ
小
島
で
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
遺
産
保

護
を
展
開
し
続
け
る
の
は
過
酷
。
日
本
の
経

験
を
生
か
し
て
、
何
か
で
き
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
か
」。募
る
思
い
を
胸
に
、西
山
教
授
は
、

遺
産
家
屋
の
居
住
者
に
関
す
る
調
査
や
遺
産

保
護
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
方
法
を
伝
え
る
な
ど

の
協
力
を
続
け
て
き
た
。

　
し
か
し
い
ま
だ
、
遺
産
保
護
に
関
す
る
経

験
が
乏
し
い
フ
ィ
ジ
ー
。
数
年
内
に
は
、
外

資
系
企
業
の
進
出
に
よ
る
地
域
ビ
ジ
ネ
ス
の

圧
迫
、
観
光
客
の
増
加
に
よ
る
ご
み
問
題
な

ど
に
よ
り
、
現
在
の
穏
や
か
な
住
民
生
活
の

存
続
が
妨
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ

で
西
山
教
授
ら
は
、
目
前
に
迫
っ
た
危
機
か

ら
地
域
を
守
る
た
め
、
２
０
１
４
年
に
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
草
の
根
技
術
協
力
事
業
を
通
じ
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
基
盤
と
し
た
遺
産
管
理
と

観
光
開
発
の
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
の
支
援

を
本
格
始
動
し
た
。　

　「
目
指
す
の
は
、〝
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
〞

構
想
で
す
」
と
言
う
の
は
、
八
百
板
季
穂
特

任
准
教
授
。
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
は
「
エ

コ
ロ
ジ
ー
」
と
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
造
語
で
、

地
域
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
自
然
や
文
化
、

生
活
様
式
を
含
め
た
環
境
全
て
を
、
地
域
住

民
の
参
加
に
よ
っ
て
保
存
し
て
い
こ
う
と
す

る
概
念
。
山
口
県
の「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
」

や
沖
縄
県
の
竹
富
島
な
ど
、
か
つ
て
西
山
教

授
が
携
わ
っ
た
生
き
た
遺
産
を
守
り
な
が
ら

進
め
る
ま
ち
づ
く
り
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。

孤
立
し
た
離
れ
小
島
を
救
う

エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
経
験

オ
セ
ア
ニ
ア
初
の
世
界
遺
産

レ
ブ
カ
の
町
並
み
を
守
る

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
立
ち
上
げ
時
、
教
育
文

化
局
か
ら
「
レ
ブ
カ
だ
け
で
な
く
、
オ
バ
ラ

ウ
島
内
の
村
全
て
に
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
構

想
を
広
め
ら
れ
な
い
か
」
と
提
案
が
あ
っ
た
。

島
内
に
は
、
地
理
的
要
因
か
ら
西
洋
人
の
手

が
入
ら
ず
、
昔
な
が
ら
の
生
活
が
そ
の
ま
ま

残
る
26
の
集
落
が
あ
る
。
西
山
教
授
は
「
オ

バ
ラ
ウ
島
全
体
が
フ
ィ
ジ
ー
の
聖
地
に
な
り

得
る
」
と
考
え
た
。
地
域
の
人
々
の
誇
り
に

つ
な
が
る
取
り
組
み
に
し
た
い
と
、
エ
コ
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
構
想
は
島
全
体
を
対
象
に
進
め

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
観
光
協
会
や
住
民
組
織
な
ど
に

聞
き
取
り
調
査
を
続
け
る
中
、
み
ん
な
の
考

え
は
ば
ら
ば
ら
。
そ
こ
で
、
八
百
板
さ
ん
は

こ
れ
か
ら
目
指
す
べ
き
島
の
将
来
像
を
共
有

し
て
も
ら
お
う
と
、
政
府
高
官
か
ら
村
の
観

光
協
会
メ
ン
バ
ー
ま
で
一
人
一
人
に
会
っ
て

構
想
を
説
明
し
、
ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
る
人

た
ち
を
集
め
て
会
合
を
実
施
。
地
域
全
体
を

観
光
地
と
し
て
捉
え
、
そ
の
価
値
を
再
発
見

し
、
住
民
の
視
点
か
ら
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
基
盤
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

　
た
く
さ
ん
の
人
が
関
わ
る
フ
ィ
ジ
ー
初
の

エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
構
想
。
一
体
感
を
生
み

出
す
の
は
簡
単
で
は
な
い
が
、
八
百
板
さ
ん

は
「
地
域
の
人
が
同
じ
目
標
に
向
か
っ
て
主

体
的
に
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
こ
と
が
、
外

部
資
本
に
も
負
け
な
い
観
光
ま
ち
づ
く
り
の

必
須
条
件
」
と
、〝
人
の
環
〞
を
つ
く
る
支
援

を
心
掛
け
て
い
る
。

　
緑
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
平
和
な
暮
ら

し
を
受
け
継
い
で
い
く
た
め
の
挑
戦
は
、
こ

れ
か
ら
が
正
念
場
だ
。

レブカ遺産委員会ギブソン会長（右から2人目）
らと、まちづくりの構想について議論

国 際 協 力 の 担 い 手 た ち

生きた遺産を守るまちづくり

住民の手で守られてきた美しい町並み。オセアニアとヨーロッパの文化交流、植民都市の歴史が感じられる

［上］住民と開催したワークショップでは、地域の1年間の行事などを記した
「フェノロジーカレンダー」を製作
［下］フィジーで出会った子どもたち。彼らが自分たちの故郷に誇りを持てる
ようなまちづくりを進める

北海道大学国立大学法人

世界遺産の誕生を受けて、観光客の増加が見込まれるフィジー。
住民が取り組む新たなまちづくりに生かされているのが、日本の観光開発の手法だ。

フィジー

スバ

レブカ
オバラウ島

レブカでは“ヘリテージツアー”と称して、遺産をめぐるツアーを実施中
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