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　 1992 年に わ が 国が 世界遺産条約 〔1）を 批准 し た の は ，72年 に 条約が ユ ネ ス コ 総会 で 締結 さ れ た 20

年後 の こ と で あ る。以前の 無関心 ぶ り と比較す る と，その 後 M 年間 の 国内 の 様子は ，に わ か な 世

界遺産 ブ ー
ム と い え よ う。テ レ ビ番組，出版界，観光業界そ れぞれ に 世界遺産を 冠 した 商品が あ ふ

れ て い る。特に ，近年の 豊か な高齢者た ち の 旅行好 き，文化好きの 傾向に 世界遺産 は 合うら しい 。

踏破 し，揃 え，集 め た い と い う国 民 の 嗜好を刺激す るの か もしれ な い 。

　そ の
一

方，金国 各地 で は 地 元 の 文化 財 を 世 界遺 産 に と い う活 動 が 盛 ん に な っ た 。か つ て ，白 神山

地 の ブ ナ 林保存を 訴 え る活動 が，わ が 国の 世界遺産条約批准 に 大きな影響を 与 え た。同様 に，現在

の 文化財保護法，自然環境保全法な ど で 守 りきれない 遺産を ， 世界遺産 とい うタ イ トル を もつ も う

一
つ の 法体系，制度的枠組み ，社会的認知 な どで

一
層 の 保護 ・保全強化 を ね ら う活動が広が っ た と

も考 えら れる 。 そ の 反面，世界遺産の タ イ トル だ け が 欲 し い とい う活動 も 多い だ ろ う．

　しか し，世界遺産 は ど うし て 生 まれ た の か 。
ユ ネ ス コ は ，今そ れ を ど うし よ う とい うの か 。な ぜ

世界遺産 を 守 る の か ，な ぜ 各 国 は 登 録 を続 け る の か 。
こ れ ら 素朴な疑 問に つ い て 国内で は 十 分 な 議

論 が 尽 く され て い る とは い い が た い 。マ ス コ ミ は，世 界遺産 を 美術 全集 や 観 光案 内 と同 じ よ うに 紹

介す る こ とが 多 く．
一

般 市民 の 関心 も こ の 域を で な い 。登 録 に 向 けた 各地 の 動きに は ，国宝
・
重要

文化財 の 上 の 「肩書 き」 と考 え る もの ， 1ユ ー
カ ル な価値評価 を 世界 に 発信す る もの など様 々 な認識

が あ る。実際 世界遺産は 多様性 を もっ た グ P 一パ ル な 文化活動で あ る。し か し，そ うは な りに く

い 地元 に は どん な問題 が あ る の だろ う。

　本論で は ，世界遺産条約成立 か ら現代 ま で の 経緯か ら文化 遺産に 関 す る 議 論 の 展 開 を 探 り，国内

の 議論 とは 異な っ た 点が多 い 国際的状況 を点検す る 。 次 に，近年話題 の 中心 に な っ た 文化的景観，

産業遺産，文化的 ル ートな ど新しい 種類 の 文化遺産 を 取 り E げ，あ わ せ て そ れ ら の 遺産の 保護 の た

め に 必 要 な管理 計画 を 紹介 し．管理 運営 Eも問 題 とな る 文化遺産 と観光の 問題を紿介 しつ つ ，地域

社会 と文化 遺産 の 関わ りの 問題 を 探 る 。

キ
ーワー

ド ：世界遺産 国際記念物遺産会議 文化的景観，産業遺産 管理計 画

1．は じめ に ：世界遺産をめ ぐ る論点

　日本国内同様に ，世界的に 見て も世界遺産 は 1990年代以降ブ ー
ム で ある とい え る 。 特に 文化

遺産の 登録数が 急増 して い る 。 増加する文化遺産の 内容が 多様化，その 分布 も広が っ た 。先進国

で は国の ギ導で はな く，地域発，市民活動提案で 世界遺産登録を 目指す運動 も増えた 。 国内同様

に ，
一

層 の 保全を望む もの もあれば．タ イ トル に よ る 知名度向上を望む 活動 もあ る 。

　こ の よ うに 多様性を内包 しつ つ ，国 の 内外で 世界遺産 ブ ーム へ の 関心 は 高ま っ て お り，世界遺
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産を巡 る 現代社会の様相 に は ，自然遺産，文化遺産双方そ れぞれ へ の 巾民 の 態度の 変化が よ く現

れて い る ともい え る。そ の 点に着 目した環境社会学か らの ア ブ Pt・一チ が こ の特集で あ り，主 に世

界文化遺産に 関する知 見か ら， こ の 議論に い くつ か の 論点を提供し，今後の 研究 に 資する こ とを

本稿 の 目的と し た い 。

　 つ の 論点は ，匿界遺産条約成 立 の 経緯とそ の 後の 展開を整理す る こ とで ある。それは ，特に

文化遺産 の 文化 に 関し て
， 本来個人 とか 地域 とい う個別 の 単位 に 帰属す る もの が，世界遺産条約

に代表され る 国際的枠組み の 中で 定義 され，現在もユ ネ ス コ 世界遺産 セ ン タ ー
，ICOMOS （国際

記念物遺産会議）な どで ど う議論 される の か 。 ま た ，わが 国 の 文化庁 と自治体は ，個別 の 問題 と

国際的枠組みを ど う関係づ け て い るの か 。 そ して そ の 中で
， 文化遺産 の 所在す る地域 の 自治体，

周辺住民 遺産本体の 所有者，関係者，そ して
一

般の 「b民は ，ど う捉 らえ るかが，整理 されて い

る とは言 い がた い 状況に ある と考えるか らで ある 。
い うまで もな く，文化の捉 らえ方は 多様で あ

る。その 捉え力の 現象は，
一

つ の 研究領域で もある 。

　次 の 論点は，世界文化遺産 の 近年の 展開で ある ． 文化的景観 産業遺産 文化的ル ートな ど の

文化遺産は ，1972年 の 条約締結時に は 想定され て い なか っ た新 しい 種類 の 遺産で ある 。
これ ら

新文化遺産 に 関す る先進 各国政府，ICOMOS の 専門家 の 対応，そ し て そ の 登録を 目指す 地 元市

民 の 活動 に は ，世界遺産 の 枠組み を越えた よ り広 く自由な文化的な運動があ る よ うに 見受けられ

る 。
し か し

，
わ が国で

， 文化遺産を巡 っ て こ の 自由な文化的活動が広 く展開して い る の だ ろ うか 。

諸外国 の 状況 を紹介 しつ つ ，わ が 国 と の 比較 ， 将来の 展望 の
一助に し た い

。

　第三 の 論点は
， 文化遺産の 管理≡十画 （management 　 plan ）を巡 る議論で あ る 。 過去十余年に

わた り文化的景観とい う種類の文化遺産が登録数を増 し て きた 。こ の遺産の保護に 際し て ，各国

政府は 遺産管理計画を策定 し，世界遺産委員会に報告する こ とが求め られ て い る 。 現在 ， 英 国 と

イ タ リァ 両政府だけが策定 し，その トで の管理状況を報告 し て い る が ，わが 国は じめ 多 くの 国 々

は用意で きて い な い 。 文化遺席 の 保護の 枠を越 え て ，管理 ・運営 の 取決め を求め る埋 巾とその た

め に 必要な議論を紹介 し た い 。

　最後の 論点は ，文化遺産 と観光 の 問題 で ある 。 世界遺産 セ ン タ ー，ICOMOS な ど世界遺産の

保護の 専門家 の 間で は 長年 ， 観光は ま ず脅威で あ る と考え られ て ぎた 。 しか し，文化を通 じた 世

界平和の キ ャ ン ペ ー
ン として の 性 格を もつ ユ ネ ス コ 世界遺産条約 の 世界で は ，観光は 交流の 好機

と もな る。脅威を好機に 転ずる た め の 議論は ，2度に わ た る ICOMOS 国際観光専門分科委員会

に よ る文化観光憲章に も述 べ られ て い る e

2．世界遺産の 誕生，そ の後 の 文化 遺産の 変遷

　わ が 国が 20 年遅れ で 匿界遺産条約を批 准 した 1992年は ，世界遺産 20 年の 歴史が 大 き く変わ

る 時期 で もあ っ た。1989年 の ベ ル リ ン の 壁崩壊に 始 まる東西対立が終焉 し，南北対立，民族紛

争が顕著に な り始め た時期 で あ り，2001年 の 同時多発テ ロ に 至 る時代 で もあ っ た 。 今 日に 至 る

グ ロ
ーバ ル 化現象が 加速 し た 時期 と も重 な る 。 そ し て ，リオ デジ ャ ネ イ ロ で の 国連環境 と開発会

議 （地球サ ミ ッ ト） の 年で もあ っ た 。
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　こ の 時期を 境に
， それま で の少な か っ た世界遺産の 登録件数が増加 した 。 特 に ，文化遺産は文

化 的景観，産業遺産，文化的 ル
ー

トな ど新し い 種類 の 登場 に よ っ て 多様化 し
，

1970年代当時に

登録 された遺産 とは 様相が 異な っ て きた 。
い ろ い ろな意味で ，それ 以前と以後で 世界文化遺産 と

それを取 り巻 く世界は変わ っ た 。

　こ の 意味で ，こ の時代ま で を世界遺産 の 誕生期 とすれ ば，以 降は展 開期 ・変遷期 と呼ぶ こ とが

で きるだろ う。
二 つ の 時代に 分け，それぞれ の 特徴 と何が変わ っ た か を 見て み よ う。

2．1．世界遺産の誕 生

　国際連合の 前身が 第
一

次 世界大戦後 の パ リの 講和条約を受け て 生 まれた 国際連盟で あ り， 国際

連合教育科学文化機関 （ユ ネ ス コ ） の 前身は 国際連盟 の 国際知的協力機関で あ る 。 ともに 二 つ の

世界大戦 へ の反省か ら国際協調に よ る 平和の 実現を 目指 して 提起 された 国際機関で ある 。 同様に
，

戦争に よ っ て失われ る文化財 の 保護の た め の取決め
， 1907年 の ・ ・ 一グ条約第 4条 と 1954年 の ユ

ネ ス コ の 提唱に よ る新 ・
ハ

ーグ条約が世界遺産条約 の 前身 で あ る 。
つ ま り， 戦禍か ら文化遺産を

守 るた め とい う目的が世界遺産条約の 根底に ある 。

　 こ の 条約は戦争な ど国際紛争に 際して ，世界人類に広 く知 られた 文化遺産 の 保護 の た め の 措置

を取 り決め た もの で あ り，特に 第二 次世界 大戦の戦災で 失われた ヨ
ーP ッ パ の 歴史都市，そ の 文

化芸術を保護す る こ とを 目的 とす る 。 当時は，徹底的 に 破壊 された ワ ル シ ャ ワ ，救われた ロ
ーマ

を対比する記憶 も新 し く，い わゆる 無防備都 市を制度化する取決め で あ る 。 同 じ頃， ヨ
ーP ッ パ

を中心 に 西側先進国 で は ，文化財や 歴史都市保全に 関する取組み が活発に な っ て お り，ユ ネ ス コ

に よ る文化遺産保護活動 も始 ま っ て い た 。 また ，世界 の 専門家が集 ま っ て 1964年 に ヴ ェ ネ ツ ィ

ァ 憲章（2〕が結ばれ ， 国際 NGO と し て ICOMOS が生 まれた 。

　西欧先進諸国で は ，1930年代ま で に 文化財保護法， 臼然保護制度，近代都市計画法制度が 整

え られて い た 。第二 次世界大戦 とその復興 とい う混乱期を は さ ん で ， こ れ ら の 制度が よ うや く実

施され た の が 60年代で あ っ た 。 そ れは ，戦災は免れた もの の 経済成長 の た め に 文化財が危機に

さら された 時期で もあ り，平和 と繁栄の 中で文化則へ の関心が高 ま っ た最初の 時期で あ っ た 。

　国際間 の 紛子を解決する Fで は，国際連盟以上 に 効果を 発揮 し な か っ た 国際知的協力委員会へ

の 反省 に た ち，それに 代わ る もの と し て英 国の 提唱で 生 まれた ユ ネ ス コ は ，東西 両陣営 の 対立 の

中で 十分な活動が で きな い で い た 。科学 も教育 もイ デ オ ロ ギー対立 の 道具 と捉え られ，発展途上

国へ の 両陣営か らの 国際協力で の 対立が 高 じて ，や が て 米 国や英国が ユ ネ ス コ を脱退す る とい う

危機的状況に も直面 し た
。

　そ の 中で ，1950年設立 の ユ ネ ス コ 本部 の 文化遺産部 ， 翌年設立 の 「記 念物 ・芸術的歴 史的遺

跡 ・考古学的発掘に 関する国際委員会」 は ，小さ い なが らも事務局内部で は 重要な国際協力事業

を展開し始め て い た 。 同委員会の 設立を ブ ラ ジ ル とと もに 積極的に推進 した エ ジ プ トで は ， ナ セ

ル 大統領 （当時）が，灌漑に よ る 食糧生産 50％ 増，10倍の 電力供給を 目的に推進 し た ア ス ワ ン

ハ イ ダ ム 建設が ソ 連 （当時） の 援助 で 始め られた 。 反ナ セ ル の 米 国〔3）とダム 以 Eの 援助がで きな

い ソ連と の 間で ，水没する ヌ ビ ア遺跡の 救済は ユ ネ ス コ の 手 で始め られた 。ヌ ビ ァ 遺跡 と は エ ジ

プ ト ・ス
ーダ ン に またがる古代 エ ジ プ ト以来，ギ リ シ ャ

・ロ
ー

マ 時代，ビ ザ ン チ ン ・イス ラ ム 時

代を通 じた多 くの 建造物が建 っ て い る 。
フ ィ ラ エ と ア ブ シ ン ベ ル 神殿 群が ダ ム に よ り水没する遺
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跡で ，そ の 移設が事業 内容で ある 。

　国際キ ャ ン ペ ー
ン を ユ ネ ス コ が 呼び か け た と こ ろ 各国か ら予想以上 の 反響 と醵金が寄せ られ ，

神殿 の 移設 T．事に は 世界的関心が 集ま っ た 。次 の イ ン ドネ シ ア ・ボ ロ ブ ド ゥ
ー

ル 遺跡救済キ ャ ン

ペ ー
ン で は

， H 本各地 の ユ ネ ス コ 協会の 貢献 も大 きく，大規模な修復事業に成功 し た 。

　 こ の 結果，文化遺産 分野の 活動は ユ ネ ス コ に と っ て よ り大きな領域 と して 認知され るよ うに な

り，
イ デ オ P ギー対立を乗 り越 えた協力が可能な数少な い ，した が っ て ，よ り重要なテ ー

マ とな

っ た 。 同時に ，民族 と国家を越 えた世 界人類共有の 遺産と い う概念が普及 し，東西対立，南北対

立を乗 り越える文化的取組み とし て の 期待が世界遣産に 求め られ るよ うに な っ た。

　匝界遺産条約締結前は ，先進国の市民社会 の 中だ けとは い え世界 に 共通す る話題 として 登 場 し

た文化遺産 とは ，これ ら数少な い 著名な遺跡を意味して い た 。 上記 の 二 つ の 他，パ キ ス タ ン の モ

ヘ ン ジ ョ ダ ロ 遺跡，ペ ル
ー

の マ チ ュ ピチ ュ 遺跡な ど， iiに 発展途上 国 に あ り，
ダ ム や灌漑な ど開

発 に よ る 危機 に さ ら さ れ て い た もの
， 遠隔地 に あ り自然崩壊の 危機に さら され て い た た め に 救済

が必要な遺跡で あ っ た 。 そ し て ，世界中誰 もが学ぶ人類史上 の モ ニ ュ メ ン トとして 名高い もの で

もあ っ た 。

　 ユ ネ ス コ に よ る こ れ ら名高い遺跡の 救済活動は，現在 もカ ン ボ ジ ア の ア ン コ
ー

ル ワ ッ ト，ア フ

ガ ニ ス タ ン の バ ーミ ヤ ン 遺跡 とそ の周辺地域な どで 続け られて い る 。 1970年代 とは異な り，ユ

ネ ス コ 最大の 出資国で あ る 日本は，直接 の費用負担だ けで な く，ユ ネ ス コ に拠 出し た 日本基金 の

運用に よ っ て ，そ の 資金 の 大半を提供 し て い る．反面，テ レ ビ番組などで 呼び か けて い る割 に は ，

市民か らの 醵金は 増えて い な い
。

2．2，世界 文化遺産 の転換

　世界遺産条約が ユ ネ ス コ 総会に 提起され た 1972年当時の 状況は
，

こ うし て 文化遺産保護を 巡

る国際協力が声高に 叫ばれて い た 時代で あ っ た 。 そ こ に もう
一

つ 自然遺産が加 わ っ た の は 別 の 事

情で あ る 。 イ エ ロ
ー

ス ト
ー

ン 国立公園制定 の 100周年を記念し よ うとい う，米国の フ ル ブ ラ イ ト

E院議員等を中心 とす る活動で ある 。 世界に 先駆けて 白然 ・野生動物 の 保護 に 取 り組ん で い た米

国がそ の 国立公園の 考え方を Ul：界に広げ よ うとい う意図 に よ る もの で あ り， こ の とき急遽，そ し

て 初め て 自然遺産 とい う概念が 付け加 え られ，現在の 世界遺産 の大 きな枠組み とな っ て い る 。

　条約は ，事務局を ユ ネ ス コ 世界遺産セ ン タ
ー

に 置 き，10 ヵ 国 の 代表 に よる世界遺産委員会が

毎年開催され，各国政府か ら申請され る遺産を 審査 し，登録手続ぎを行 うこ とな どを定め て い る 。

また，世界遺産条約履行指針 （operational 　guideline ）は そ の 詳細を定 め て い る 。 日本の 場合は ，

文化庁が文化遺産を，環境省が 自然遺産を登 録 し て お り，文化庁は文化政策審議会文化財保護部

会の 審議を経 て ，条約 に 定め られた暫定 リ ス トを用意 し，そ の 中か ら順次登 録作業を 始 め る こ と

とし て い る。先進国の 多 くで も同様の仕組み で あるが ，地方分権の進捗具合，文化，自然環境に

関す る行政機構の違 い が あ るた め 固有の 事情が ある 。 しか し，世界遺産条約は原則 として ユ ネ ス

コ に 加盟する各国政府か らの 申請に よ っ て 登 録を進め る仕組み で あ り，世界遺産は それ ぞれ の 国

家が深 く介入す る仕組み で ，地方 自治体や地域住民な どが関与 し に くい 仕組み で ある
q ）。

　条約発効後の 1970年代は 登 録数が極め て 少なか っ た 。 条約批 准国が 少な い こ と もそ の 理 由 の

一
つ で は あるが，国際的に 救済を必要とする よ うな 文化遺産の 登録が 目立 ち，イ ラ ン ，エ ジ プ ト
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な ど の 古代の 遺跡，イ タ リ ア の ヴ ァ ル カ モ ニ カ の 岩石線画群など古代以前 の遺跡が 目立 つ
。 70

年代の 終わ りに
，

フ ラ ン ス が 79 年に モ ン ＝ サ ン ＝ ミ シ ェル とそ の 湾， シ ャ ル トル 大聖堂，ヴ ェ ル

サ イ ユ 宮殿 と庭園，78年に 西 ドイ ツ が ア
ー

ヘ ン 大聖堂な どを登 録 し て い る 。世界的に 著名な歴

史的建造物 の 登録 で あ り， その 後， もう
一

つ の 世界文化遺産の 流れ とな っ た
。 また

，
1980年 ，

イ タ リ ア は 岩石線画群の 次 に
，

レ オ ナ ル ド・ダ ・ヴ ィ ン チ の 「最後の 晩餐」 が あ る サ ン タ ・マ リ

ァ
・デ ッ レ ・グ ラ ッ ツ ィ

エ 教会な らび に ド ミ ＝ コ 会修道院 を登録 した 。 人類史 E の 傑作 とい う位

置づ け で あ る 。 しか し，同種 の 文化遺産は ，その 後，ほ とん ど登 録され て い な い 。

　1970年代後半か ら 80年代 に か け て の 時期 と，各国 が競 うよ うに 登録す る 90年代以降の 状況

と は か な り異な る 。 70年代 は ユ ネ ス コ 本部 の ある パ リだ けで な く，多 くの 先進国で 既 存の 権威

を 否定する 政 治運動が 活発で ，文化政策 も大 ぎな影響を受けた 。 そ の た め 文化遺産へ の 関心 も大

きく変わ っ た の で ある 。
つ ま り，発展途上 国に ある 著名な古代遺跡の保護か ら，世界中ど こ に で

もあ る身近で 多様 な文化遺産 へ と世界文化遺産は変化 した 。 先進国 の 考古学者が 旧植民地 の 遺跡

を発掘調査した 時代か ら，国民 自らが研究 も保存 も担 うとい う時代へ の 変化で もある 。

　実際 　ヌ ビ ァ 遺跡救済が フ ラ ン ス 人専門家の 指導で 進め られ た間に ユ ネ ス コ の 研 究協力 ， 博物

館支援もあ り，エ ジ プ トの 考古学界は 発展 し，イ ラ ン で もイ ラ ク で も，中南米各地 の 多くの 国 々

で も専門家が増 えた。そ の
一

方，先進国の 中で は遠い 途上国 の 遺跡へ の 関心 よ りも身近な文化遺

産，町並み や農村景観へ の 関心 が高 ま っ て い た の で ある。わが 国で も 1975年の 文化財保護法改

正 に よ り伝統的建造物群保存地 区が文化財とな っ た よ うに ，欧米先進国で は よ り総合的な歴史的

都市環境保存，景観保護制度が 1960 年代末か ら 70年代に か け て 制定 され て い た 。 総合的 な文化

遺産 と し て の 景観とい う捉 らえ方 は ，そ の 後 80 年代 の キ流 とな っ た 。 こ う し て ，戦禍か ら文化

遺産を守 る取組み が，権威主 義的な文化を否定 し つ つ ，脱欧米 ，脱芸術，脱 モ ニ ュ メ ン トの 流れ

とな り，都市 か ら農山村へ ，建築物か ら景観 と広が っ て い っ た 。

2．3．文化遺産保存論の 展開

　 ユ ネ ス コ 文化部の 文化遺産保護活動は ，遺跡の 救済以外に も文化遺産保護 の 国際共通基準 の 制

定 に 向けた 活動を続けて い た 。保護活動が国際事業 と して 進む 中で ，世界的規範の 必 要性は ます

ます高ま っ て い た こ と，また欧米先 進国で も発展途 E国で も経済成長が進む 巾で 多 くの 文化遺産

が損なわれ て い く問題 もあ り，数 々 の 勧告を 出して い たた め に ，そ の 根拠 として も共通基準の 認

知を 高め る 必要があ っ た 。

　基 準の 主 な 内容は，考古学上 の 発掘，博物館 の 開放，都市 と農村，庭園 の 景観美，文化財輸出

入 ， 文化遺産保護 の た め の 国際交流 ， 民間伝承 の 保全な ど多岐に わ た っ て い る。西 欧諸国は 数 々

の 条約締結を通 じて ，EU の 先進的な文化遺産保護政策を展開 して い た 。
こ の 影響下 に ，世界各

国 に 向けて 文化遺産の 保護に 関す る ユ ネス コ 独 自の勧告が 続け られ，その 内容 も拡大 し て い っ た 。

　前述の 1907年と 54年
一
t つ の ハ

ーグ条約に 加 え て ，64年に ユ ネ ス コ の 呼びか けで 開催され た

世界 の 文化財保存専門家 の 会議で 採択 された ヴ ェ ネ ツ ィ ア 憲章 も保存理 論の 古典 と し て認識 され

て い る 。 そ の 内容は，現在 に 至 る ま で 尊重され る国際規範 で あ り，ICOMOS の 発足 を も定め た

もの で ある。憲章 に述 べ られた 多 くの論点の 中で も，文化財修復に 際 し て 本来の材料 と正 確な記

録を尊重 し，徒 な想像的復 元 を 戒め る点は ，そ の 後，1止界 に 大きな影響を 与え，1994年 の 「真
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性性 （Authenticity） に 関す る奈良宣 焉」 ま で ．多くの 専門家の 関心 の 中心 とな っ た 。1972年

の 世界遺産条約 の 以後 も，文化遺産保存関係 の 条約 ， 憲章 は 数多い
。

ヨ ー
ロ

ッ
パ 地域内で EC ，

EU が定め た憲章も多い が
，
　 ICOMOS が 次 々 と打ち出 した 多様な憲章も多い 。

　 こ うし て 文化 遺産保護の 国際的議論が発達 し た 中で
， 世界遺産条約 とそ の 履行指針も必然的 に

時代 の要請を判定 し た もの に 書 き換え られ た 。 特に 1990年前後 に 転機が訪れる の は ，まず遠因

として ，東西対立 の解消，南北問題 の深刻化，ある い は地球環境問題 へ の 関心 の 高ま りがある 。

内的な要因 と し て は ヨ ー
ロ ッ パ 先進国 の 経済成長が 鈍化 し，社会が成熟した た め に ，歴史的環境

の 保護へ の 市民の 要求が高ま っ た こ と も関係す る だ ろ う。また ，遺産 の 範囲が広が り，世界遺産

条約履行指針を め ぐる議論が活発に な る と，文化的活動と し て 文化遺産を考え る取組み も広が っ

た 。 H 木で も，文化遺産で は な い が 自然遺産で
， 自然保護運動か ら白神山地 を世界自然遺産登録

す る こ とで 保護を進め よ うと い う戦略的発想が あ っ た 。

　実際， 日本が 初登場 した 1993 年世界遺産委員会は
， 後述する よ うに

， 棚田や 森が文化遺産 と

な り，保存理論 も転換 し つ つ あ っ た 。 ICOMOS の 議論 も同様で あ っ た 。 ヴ ェ ネ ツ ィ ァ憲章は 十

分に 尊重され て い たが，それ を オ ース トラ リァ の バ ラ憲章の よ うに地域固有 の 立場か ら再定義す

る 取組み が 重ね られて い た 。真正 性 （Authenticity） の 尊重 だ け で な く，地 域文化 の 多様性

（Diversity），統合性 （lntegrity）を理解 しよ うと し，同時に 文化遺産の 無形 （lntangibIe）の

価値が議論 され 始め て い た 。こ れ ら は 90 年代 の ICOMOS の 大きな テ
ー

マ で あ っ た 。

　
一

方で ，「文化遺産 の驕 り 」，「文化財貴族 ・保存貴族は貧困 に 巣食 う」 とい う表現で ，従来 の

文化遺産保護へ の 批判が 出た 。 地 域の事情や 周辺住民の 心情が理 解で きな い 専門家 に よる高圧 的

な保存理 論が批判 され，専門家だ け の 議論 で 保存を進 め る こ とが戒 め られ た 。 また，90 年代に

は 開発援助 に よ っ て 発展途上国の 文化遺産保護が
一

気に 進ん だが
， 半面そ の 弊害， 例 えば貧困 の

中で 遺産保護だ けを 進め る状態， 貧困や社会的問題が解決され な い ま ま，高額 な資金を遺産に つ

ぎ込む こ と の 是非 が 話題 とな っ た 。 先進国の専門家や コ ン サ ル タ ン トが 開発援助を 食 い 物に す る

とい う極端な批判 も出始め て い た 。

　 こ の よ うな議論 を受け ， ICROM （ユ ネ ス コ の 文化財修復 ロ ーマ 研修 セ ン タ ー）の 研修プ ロ グ

ラ ム は，従来の 保存理論 ・技術の 教育だ けで な く，地域開発の 文脈 の 中で 地域社会 の 自主性を尊

重する保存活動を重視する 内容に 変えられ た 。 そ の 背景に は，こ の 問題が途上 国だ け で な く，先

進国 で も少なか らず話題に な っ て い た こ とがあ る 。 文化遺産 の 多様な広が りの 中で ，保存対象を

幅広 く捉 え，保存に 地域社 会の 参画を重視する考 え方が広が っ た た め で ある 。

　実際，欧米 各国は 「文化的景観」 「産業遺産」 「文化ル ート」 な ど新種の 文化遺産を 次 々 と提起

し
， 地域社会 の 自主的な 文化活動 の 側面を 強化 し て い た 。

こ うして ，1990年代に は 日本 の 文化

財行政 も急速に 世界 の 論調に 影響 されるよ うに な っ た。

3．新た な文化遺産の 発見をめ ぐる議論

　2000 年代の 今 日，世界遺産委員会で 毎年登録 される 文化遺産 の数 は 30 か ら 50 に 1^ っ て い る。

そ の 中に は考古学遺跡 もあるが，圧倒的に 多い の は文化的景観，また近年 ヨ
ーU ッ

パ 諸国が熱心
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に登録を勧め て い る の は産業遺産で ある 。 また，文化的 ル
ーとも取 り入れ よ うと い う動 きもある。

こ れらは ，1972年当時に はお よそ考え られなか っ た種類 の 遺産で あ り， 過去 20 年の 間に ，加盟

各国内で の 関心 の 高ま りを受けて ，国際的な議論が進め られた 結果，匿界文化遺産 の 中心 を 占め

る よ うに な っ た新し く発見された文化遺産で ある 。 その代表的な もの と して 文化的景観 と産業遺

産を見て み よ う。

3．1．文化的景観 とい う遺産

　日本を は じめ 東南ア ジ ァ に 多い 棚田や
，

フ ラ ン ス の ぶ ど う畑は 観光対象 に な っ て い る 。英国の

田園風 景 の 美 し さ も有名で ，EU で は 農村観光の 助成対象に もな っ て い る 。
こ れ は人間が 自然を

利用 して つ くっ た景観で あるか ら ， 自然を素材に し た文化，臼然 と文化が融合し た もの と し て 保

存され るべ きもの で ある 。 しか し，それ は文化財 ， 文化遺産で あ る だ ろ うか とい う議論が始ま っ

た。

　世界遺産委員会は 1985 年か ら こ の 問題 の 検討を行 っ て きた 。 具体的な事例 と して ，英国の 湖

水地帯が提案され，そ の 研究の結果，田舎の 景観は 世界遺産条約第 1条に規定する文化遺産の 基

準に も，自然遺産 の 基準に も，そ の まま で は合致しな い と考えられた。し か し，委員会は人工 的

景観に も守 る価値がある と考え，世界遺産条約履行指針の 選定基準 （criteria ） の 中に ，文化遣

産 と 自然遺産 両方 の 価値 の あ る 複合遺産 と い う概 念以外に ，「文 化的景観 （Cultural　 Land−

scape ）」 とい う新 しい 概念を 加 え る こ とを検討し た 。

　問題は ，普遍的価値 （条約第 L2 条 ，
　 Universal　Value） を持ち うる か とい う点で あ っ た 。長

期間の 議論 の 結果 ， 1992年の 世界遺産委員会は 「顕著な文化 的景観 」 を文化遺産選定基準に 加

える こ と に合意 した 〔5〕
。 同時に ， 加盟各国に 働 きか け，それ ぞれ の 国 の 解釈 に よ っ て暫定 リス ト

に 加えられ るべ き文化的景観を列挙させ，それ ら の 比較 に よ っ て 世界遺産に 登録する に 相応 しい

文化的量観を選ぽ うとい う作業が始 ま っ た 。

　し か し ，早速翌 93年の 委員会に ニ
ュ
ージ ーラ ン ド政府は ，1990年に 自然遺産 と して登 録 した

ばか りの ト ン ガ リ ロ 国立公園を文化遺産 と し て も登録す る提案を 持ち込ん だ 。
ニ ュ

ージ ーラ ン ド

の 先住民 ア ボ リ ジ ニ
ー

の 祈 り の 場所 とい う価値が登録要件で ，寺 も礼も鳥居 も，しめ 縄す らない 。

「お よそ 450 年間に わ た っ て こ の 地域 で ，ア ボ リ ジ ニ
ー

の 人達が祈 りを捧 げた とい う事が 言 い 伝

えられて い る」 とい うこ とが，そ の 説明 で あ っ た  
。

　1993年は
， 日本が批准後初め て 臨んだ 委員会で

， 同 じ席 で 自神 山地 ，屋久 島，法隆寺，姫路

城を審査に かけ て い た 。 翌 94年委員会で は オ ース ト ラ リ ァ 政府が ，87年に 自然遺産登録 した ウ

ル ル ＝カ タ ・ジ ュ タ 国立 公園 （通称イ ヤ
ーズ ・ロ

ッ ク）を文化遺産 と し て も申請 した 。 古都京都

の 文化財を審議 し た 委員会で ある 。 国内で は あ ま り紹介 され なか っ た が ，
こ れ ら二 つ の 文化的景

観 と 日本が 申請した城郭と社寺は 同じ文化遺産で も異な っ た 印象を ケえ る 。 む しろ屋 久島や 白神

山地 に近い 。屋久島と白神 山地 に 文化的仙値は な い と判断した と こ とに もなる 。

　 ニ
ュ
ージ ー

ラ ン ドと オ ー
ス トリ ァ 両国政府は ，ア ボ リ ジ ニ

ー政策を進め て お り，また行財政改

革 の 中で ，その 政策の 合理化，ア ボ リ ジ ニ
ー自立促進を 図る必要 もあ っ ただ ろ う。い ずれに せ よ，

自然遺産に 文化遺産を加 え，複合遺産 と し て 登録 した両国の政治的意図 は 目立 たな い なが ら も，

重 要な意味を もつ 転換 で あ る だけ で な く，特 に 世界文化遺産を巡 る議論に 大 きな刺激を与えた こ
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とは 間違 い な い
。

　こ れ 以降，各国政府は文化的景観を次 々 と登録 し た 。 特 に複合で は な く単独で 文化遺産 とな っ

た コ ル デ ィ レ ラ の 棚田 （フ ィ リ ピ ン ，1995年），
シ ン トラ の 文化的景観 （ポ ル トガ ル ，1995年）

を は じめ ， ヨ ーロ
ッ

パ か ら もア ジ ァ か ら も農村景観を 中心 に 文化的景観が登録され，日本か ら も

95 年 に 登 録 した古都奈良の 文化財で は ，春 日大社 と 春 口原生林を，96年登録 の 白川 郷 ・五 箇山

の 合唱集落で も周辺の 山林をそれぞれ文化的景観に 順 ずる価値あ る 地域 と し て 説明し て い た 。そ

し て ，2003年は じめ て の 木格的な文化的景観 と し て 紀伊 lll地 の 霊場 と参詣道の 登 録を果 た し，

11年間の 遅れを
一

気 に 取 り戻 し，また 2004年に は 景観法の制定に あわ せ て
， 文化財保護法を改

正 し，従来名勝な ど の 種類で 保護し て い た もの を 独立 し た 文化財とし て 定義す る こ ととな っ た。

そ の後 ， 文化庁は 農林水産業に 関連す る 文化的量観 の 調査を続けて い る ω
。

　世界文化遺産の 中で 文化的景観が注 目された理 由は ， 文化遺産か 自然遺産か の どち らか に 分け

る の で は な く， 人間がそ の 生活 ・生業を通 じ て 関わ っ て きた 人文的 ・自然的要素 の 総体 として の

景観を ， 文化遺産 の 概念に 取 り込むべ きで ある との 姿勢が明瞭に 見て 取れ る 。 景観は 地 域社会の

所産が総合的に 現れた文化だ とい う捉え方で あ る 。有機的に進化 し て ぎた その 景観を い か に継承

する か とい う地 域社会の 未来の課題 と し て捉 え よ うと し て い る 。

3．2．文化的ル
ー ト，道そ して信仰の山

　紀伊 山地 の 霊 場 と参詣道に つ い て は ，文化的景観 と して だけで な く，道 と山 と い う新た な 文化

遺産と し て の 議論が始 ま っ た 。 道 とは 広 く文化的 ル ート （cultural 　route ）〔8）と称 され る 。
ヨ
ー

ロ

ッ パ 諸国 に 残る 占代 ロ ーマ 時代の街道跡の よ うに 石 畳 な ど の 物的施設が残 っ て い る も，フ ラ ン ス

南部か ら ス ペ イ ン 北部の サ ン テ ィ ア ゴ ・デ ィ
・コ ン ポ ス テ ーラ に 至 る巡礼路な どが ある 。 また ，

シ ル ク ロ
ードの よ うに ユ ーラ シ ア 大陸を横断す る広大な ル

ー
トも， 文化が伝播した ル

ー
ト とし て

文化遺産 と考え る向ぎもある 。

一
般 に は 占代 の 街道や コ

ー
ス が特定で きる巡礼路な ど，保存計画

が 策定 しや すい 対象が登 録 され て い る 。 紀伊 山地 の 参詣道，熊野 占道が あた る 。

　ル
ー

ト （道）を文化遺産 と提唱 し始め た の は ヨ
ー

ロ ッ
パ 諸国で ，すで に 知 られ て い る文化遺産

を 巡る ル ー トを意味 し，国 境を越 え，文化 の 多様性を理解す る観光 ル
ー トで あ っ た 。1980年代

末に は，サ ン テ ィ ァ ゴ ・デ ィ
・

コ ン ポ ス テ
ー

ラ に 至 る巡礼 の 道，農村 の 道，絹の道 〔欧州内の 養

蚕 地 と絹織物産地），バ ロ
ッ ク の 道，ハ ン ザ 同盟都巾の 道，ヴ ァ イ キ ン グ の 道な ど で あ っ た

。
バ

カ ン ス の 推奨観光 コ
ー

ス の よ うな もの で ，文化交流 の 歴史 と ヨ ー
ロ ッ パ の

一
体性 を感じつ る こ と

が で きる
。 そ し て

， 著名な観光地 へ の 過度の 集中を，広 い 地域に 分散 させ るた め の 観光対策で も

あ っ た 。 現在で も，産業考占学ル ー トな ど次 々 と整備さ れて い るだけで な く，
ヨ ー

ロ
ッ

パ 発で 世

界に 発信す る意図の 下 ， 世界遺産登録 も推進 されて い る 。

　ICOMOS に も文化的ル ー ト国際専門分科委員会が設け られ，候補 となる ル
ー

トの 検討を続け

て い る 。 シ ル ク ロ ードは い うまで もな く，仏教伝播 の 道な ど，現状で は難 しい もの の ，未来の世

界文化遺産 の 課題 として 議論が ある反面，各国内の 文化的ル ートの 検討を続けて い る。

　
t．t
方，山は 日本で 盖う名勝。あるい は 信仰や 宗教，文学，芸術活動な ど と関連す る種類 の 文化

的景観と して認め られ る もの を 指す 。 まだ登録 され て は い な い が ，わ が国で は 富十 山がそ の 代表

で あ り，世界に は チ ョ モ ラ ン マ ， シ ナ イ 山な ど数多 い 。2003 年は ユ ネ ス コ が提唱す る世界 山岳
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年で あ っ た こ と もあ り，世界遺産登録を 目指す和歌山県の 支援で ，ユ ネ ス コ 臥界遺産 セ ン タ ーと

日本 の 文化庁が ア ジ ア 信仰の 山国際会議を 開催 し た 。ア ジ ア 各地 の 宗教圏に お け る 山岳信仰，］［［

の 神聖性 ，環境保護な ど の 問題に つ い て の議論が 重ね られた 、 しか し，山を 文化遺産 とする か 否

か ，あ るい は文化的景観 の 中 に 入れ るべ きか ま だ 議論が分か れて い る 。

　こ の 会議 の 中で 文化庁が説明し た よ うに ，信仰の 対象と して み る と富士 山の 文化的価値は 高い 。

関東を 中心 に 各地 の 浅間神社 と小さな富士 山 ， 富土講など有形 ・無形 の 価値を 日本固有の 山岳信

仰 の
一
つ と捉える と，牛活 と自然の つ なが りを 語る文化遺産 と して 理 解される 。

　イ コ モ ス で は，「文化的景観」 とい う領域で 文化遺産 と自然 との 関係性の 認識を 広 げ る努力を

続けて きた 。理 由の 第
一

は 地球環境問題 で あ るが，現代の 国際社会 の 大問題で ある 南北対立，特

に 途 L国 へ の 理解．多 くの 途一1二国それぞれ の 固有の 文化を知 る 上 で 欠か せ な い こ と考え られて い

る。文化を 狭 く定義 し て し ま うとア ジ ア や ア フ リ カ の 文化遺産を な か なか 登録で きな い 。世界遣

産 の 件数が ， ヨ
ー

ロ ッ パ ・北 ア メ リ カ に 集中 し て い る 現在，こ の 偏在を ど う是正 し，世界遺産を

通 じ て相互理解を促進 しよ うと い う課題 の 中で ，信仰の 山へ の 期待 もある。

　紀伊山地 の 霊場 と参詣道の場A も， 文化的 ル ート と信仰 の 山 は ，単体 と して の 遺産を登 録す る

の で な く，地域 と地域，地域 と世界を繋 ぐもの で
， さら に 無形 と有形の 交流がそ こ で 促進 され，

過去 ・現代 ・未来を 貫くル
ートで あろ うとい う理想がある 。 た だ道を残す の で はな く，道に込め

られ た精神 世界を文化 とし て認知す る取組み が，文化的 ル
ート とい う遺産に込め られて い る 。

　紀伊 山地 の 霊場と参詣道は ，次の 3点が登 録した 時の価値認識に な っ て い る 。 第 1 に ，聖な る

山 ・霊場 として の 価値，山岳信仰 。 第 2 に ，自然を 崇拝 し，神を見出す 日本固有の 文化。第 3に ，

浄士 ・よ み が え りの 地 として の 山岳文化 で あ る 。
こ れ に 加 え て ，山，つ ま り自然が 田1， 目本各地，

世界各地 と結ばれ， こ の 地域 の 文化を発信 し て きた長 い 歴 史があ っ た 。
こ の こ とを 日本文化 の 重

要な
一

面 と認識し，文化活動を続け て い く意欲を 世界 に 宣言 し た 、

　ただ残念な が ら ， 文化庁の 権限は 非常に 限られ て お り，文化運動 として の 文化遺産 で は な く，

ともすれば文化財行政 として の 文化遺産保護と な る 。 そ の た め
，

地 元 3県 と関係市町村は 「紀伊

山地 の 霊場 と参詣道 」 に 関し て ，総合的な行政 として 保護，継承 し ， そ の 固有 の 価値を 世界に 向

けて 発信して い く取組み を始め る こ とが求め られる。

3．3．産業考古学 と産業景観，保存 と再 生の方法論，近代化遺産

　
一

方，英国 と ドイ ッ は ，1990年代か ら積極的 に 産 業遣産を 登録 し て い る 。 産業遺産 と は 鉱山

や 工 場 とそれ に 付随する 労働者の た め の住宅 や非生産的施 設な どを含ん だ鉱工 業 の 歴史 に と っ て

価値の あ る遺産 で ある 。 産業革命発祥 の 地，英国に は ア
ーク ラ イ トが水力紡績機を 開発 し た ダ ー

ヴ ェ ン ト ・バ レ ーや 優れ た 労 働者住宅 と し て 知 られ る ニ
ュ
ー

ラ ナ
ー

ク ，サ ル テ ア な どの 市街地が

あ り，産業革命に よ っ て 始ま る近代化 の 文化的価値を 知 ら し め る遺産で ある。産業遺産は ，わが

国で は 近代化遺産の 中に 含まれる 。 廃坑や 工場跡は ，産業考古学者 に よ っ て 克明 に 調査され，よ

く保存，展示 が な され て い る 。

　こ の 背景に は ， ヨ ーロ ッ パ 諸国が 英仏独伊 の産業遺産ル
ー

トを整備し，産業 革命か ら環境革命

に 至 る政策転換 の コ ン セ ン サ ス を め ざす取組み がある 。 これは 同時 に衰退工 業地域を文化で 再生

す る 政 策で もあ る 。 欧州大陸 で は ，産炭地 は 国 境 に 多 く存在 し，EU 発足 に よ っ て 辺境 として の
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地位か ら交流 の 最前線に 転換し た地域で もある。その 点か ら も，辺境を開発 しよ うとい う意図 の

もと，各国の文化政策が世界遺産を巡 っ て 大 きく動 い て い る。

　イ ギ リ ス で は，長 い 年月，衰退 した産炭，⊥ 業地域 の 振興を図 っ て ぎたが，や は り今ま で の よ

うな補助金 中心 の 振興策で は な く，行政改革，行財政改革の
一

環 と し て，産業景観を使 い 地域再

生を進め て い る 。 世界 で 始め て の 鉄の ア
ーチ 橋を有する ア イ ァ ン ブ リ ッ ジ峡谷，ア

ー
ク ラ イ トが

水 力紡績を始め た 地 ど し て 有名な ダーヴ ェ ン ト ・バ レ
ー

の 工 場群，産炭地域ブ レ ナ ボ ーン 渓谷を

登録す るな どし て い る 。
こ の よ うに 今，各国で は こ の 文化の 力を使 っ て 地域を再 生 した い と考え，

世界文化遺産に 期待を込め て い る 。

　イギ リ ス の 例 と して は，さ きに あ げた産炭地域の ブ レ ナ ボ ー
ン 渓谷があげられ る。地上 の 施設

は ほ とん どない が，半世紀 も前に 閉め られた炭坑を 3，5 キ ロ 歩 く こ とが で きる 。 こ の 石 炭は 良

質で ， 口露戦争時 凵本が ロ シ ア と競 っ て 買い 付け，連合艦隊に 積ん だ こ とで も知 られる。また隣

接の 製鉄所で 1872年 に製造 された刻印の あ る レ
ー

ル は 輸入 され，初期 の 鉄道とな っ た ばか り か ，

転用 された 後は 国 の 重要文化財建造物で あ る 同志社大学 ク ラ ーク館の補強則 と し て 残さ れて い る 。

世界の 工 場だ っ た 時代を
， 現在で は 荒涼 と し た プ レ ナ ボ ー

ン渓谷 の 住民は 記憶 し て い る 。

　また ，2004 年英国は，海洋通商都 rh リバ プ ール と し て ，歴 史的都心 部の 6地区 と造船所を 中

心 に ，造船技術史 ・通 商史 ・産業史 ・海洋文化の発祥の地 と して 登録した 。 世界で初め て産業革

命を成 し ，世界 の 工場で あ っ た英国が世界史に 果た した役割を，文化遺産 と し て 力強 くア ピー
ル

す るため の
一
連 の 登録 の集大成で もある 。 開港か ら大航海 ・大英帝国時代，産業革命，そ して 労

働争議時代を経て ，ビ ートル ズま で ，阯界 と通 じる港田亅リバ プ ー
ル は 英国史に 輝く歴史文化都市

で ある とい う。

　世界遺産登録を通 じた英国文化の ア ピ ー
ル で あ り，廃墟 と化した鉱工 業地帯や都市 を元気付け

て い る こ とは い うまで もな い
。 遠 く過ぎ去 っ た 栄光の 時代の 誇りを取 り戻 し，そ の 栄光 に 相応 し

い 魅力的 な都市 を再生 する ア イ デ ア もわ い て くる 。 市民 と の パ ー
トナ

ー
シ ッ プ で サ ス テ ィ ナ ビ リ

テ ィ を追求す る都市再生政策 ら し く， こ れ ら の 都市や地 域で は 民間 企業や 市民紐織を 動員 し な が

ら，豊富 な ア イデア を実現す る取組み が街を元気に し て い る 。

4．文化的景 観 と産業遺産の 管理計画

　文化的景観は 今 も次 々 と登録 され，人間 と自然 と の 持続 可能な関係の 証左 で ある固有の ⊥地利

用形態を 示す遺産 とし て ます ます注 日され て い る 。反面，フ ィ リ ピ ン の コ ル デ ィ レ ラ棚田が 「危

機 に さ らされ て い る世界遺産 リ ス ト」（9｝に 掲載 された よ うに ，現地 の 地域社会が伝統的な農業を

継続 し， こ の 遺産を維持し，将来に わ た っ て確実に管理 し て い くこ とは た い へ ん 困難で ある 。文

化的景観も産業遺産も， 現代社会の 中で は失わ れる べ ぎ遺産で あ り， そ の 維持管理 は ど こ で も共

通す る大 ぎな課題で あ る 。

　 H 木か らも 2004年 7 月に 「紀伊山地の 霊場 と参詣道 」を文化的景観 と し て 登録 し，引 き続 ぎ

国内法で は景観法が制定 ， それ に 伴い 文化則保護法が改正 され重要文化的景観が新し い 文化則と

な っ た 。 国内て は 農林水産業の 歴 史的景観が主 な対象 と して 検討 され て い る が ，2006年石 見銀
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山登録 に際 し て は，鉱工業遺産 の 文化的景観 と して 日本初の 中請に な る 。 国内各地 で も産業構造

転換が進み ，産 炭地 ばか りか臨海一1業 地 帯の広大な空地 と周辺地域 の 衰退が問題に な っ て い る。

こ れ ら地域 の 記憶を 産業遺産 と し て 伝え，地域 の再生を 図る こ とが 現代的 で あ る 。 地域再生 の 筋

道を 「管琿 言1画 （Management 　Plan）」 に 示す こ とが ユ ネ ス コ に 求め られて い る 。英伊両国だ け

が現在 ま で に 提出 し て お り， 観光客の増加が農林業伝統産業を活性 化し，宿泊サ ービ ス 関連施設

が増加，雇用が確保 され，過去半世紀の 過疎化傾向が逆転 し た様子が記 さ れ
， 保存は 地 域再生 と

明確に位置づ けて い る 。

4．1．遺産管理計画

　新た に 文化遺産 と して登場 した文化的景観や産業遺産 は遺跡 と異な り，現代 も人 々 が生活する

場 の 中で の 遺産が保護 されなけれ ばな らな い
。 そ の 保護の た め に は，巾民牛活 に も一定 の 制限が

加 え られる こ とが寛恕 される べ きもの で は あるが，さま ざまな現代的な課題に応え る こ とも また

小可 欠で あ る。

　文化的景観を登 録 し，数少な い 管理 言1画 を す で に 策定 し
，

地域再生 に 成功 し た 事例 に ，2004

年登録 の イ タ リア の オ ル チ ャ 渓谷がある 。
こ の 渓谷の あ る トス カ

ー
ナ 州は豊かな農村地域で ，ス

ロ
ー

フ
ー

ド運動に も連な る農業景観を選び ， 食 の 国 イ タ リ ア
， 人気の 高い トス カ ーナ ・ワ イ ン の

文化を 語る農業景観で ある 。 オ ル チ ャ 渓谷に は 五 つ の 村が あ り， 市街地 は全面積の 0，59％ ， 農

業地 も 62％，林野 と耕作放棄地は 36％ もある 。 州内で も有数の過疎衰退地域で ある 。 地域全体

をすで に 1990年代に ，自然環境整備 中心 の 振興策を 立て ，地元 シ エ ナ 県議会が 公園地域 と指定

し た 。その 後， トス カ ーナ 州立 自然文化芸術公園に選ばれ，多様な土地 利用 規制が定め られて い

た 。

　 さ らに 1996年，5 村共同出資で 肩限会社を設 ウ：， こ れ が公 園管理 ，観光，農業振興 に 関わ る

業務を村か ら委託 された 。 口本な ら合併する と こ ろ を，旧来 の 村 の枠組み は 変えず，業務を縮小，

合理 化 し
， 有限会社に 集め た 。 同社の 有給の ス タ ッ フ は 常勤 3名，非常勤 5 名，こ の 会社が農業

に 付加価値を与 え る マ
ー

ケ テ ィ ン グ戦略を 練 り，観光プ ロ モ ーシ ョ ン ，伝統産業，小売業振興，

共同購入 ・出荷の 手配 もして い る 。
こ の 他に も公園整備 の た め の 様 々 な事業 の 実施主 体で もあ る

。

　毎年 EU の 構造改善資金 と地元 銀行 の 財団の 資金援助を 受け，自立 した企 業とし て ，10年以

上 経営 し て きた 。 そ の 成 果は，年間 20力 人程度で は あるが ， 県平均を上 回 る勢 い で 観光客が増

加 し，小規模なが ら農家民宿を 中心 に 宿泊施設が増えた 。 農家 レ ス トラ ン も好調で ，就業の 場が

増え て きた 。 そ の た め 過去数十年間過疎化が進み 。農地放棄が進ん で い た地域が
一
変 し，人 口が

増加に 転 じた。1951年か ら 91年 e− ・SO％ 減少した 人 口 が，こ の 10年間は横這 い か ら微増，それ

だけ若い 人達が定住 し た 。農業観光 の サ
ービ ス の 質 も向一L し て い る。

　世界遺産に 登録 され た こ とに よ っ て ，モ ン タ ル チ
ー

ノ村は ワ イ ン の 売上 を大幅 に 伸ば した 。
こ

の 村の ブ ル ネ ッ ロ は イ タ リ ア で 最 も高額 な ワ イ ン だが
， 文化的な 付加価値 ，

こ の 村の 15（峻年前

の 修道士 か ら始 ま る，歴 史と物語がある ワ イ ン とし て ，マ ス コ ミ や，学者が書い た 木な どで ，さ

まざまに プ ロ モ ー
シ ョ ン された ．オ リーブオ ィ ル や栗 など農業 も盛ん に な っ た 。

　地元で は ，世界遺産登録 の 最大の メ リ ッ トは，住民 の 間 の 開発か保存か とい う対立が解消 し ，

規制を伴 う保全 に よ っ て 開発が進む と い うコ ン セ ン サ ス が で きた こ とだ とい う。 過疎の村だか ら
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工 場誘致や 高速道路建設を 頑強 に 訴える 人 々 が い た 。 しか し，「こ れ か ら は文化的景観 と し て世

界遺産を 目指す 。 老朽化 した農家を再生して 民宿，ある い は レ ス トラ ン に す る開発を 中心 に ，道

も直線で な く，多少時間が か か っ て も景観に マ ッ チ した道に す る 。 農業構造改善も圃場整備で な

く，景観枢備 に 使お う」 と
一

つ
一

つ 説 い た 結果 ， LU：界文化遺産 と い う誇 りが地 域を 元気づ けた の

で ある 。

　こ の よ うに ，遺産管理 計画は 地域計画で ある 。 その 文化的景観が将来に わた っ て 良好に 維持さ

れ て い くた め の 地域社会の 仕組み を示 し ， そ の た め の 土地利用計画，各種規制を定 め ，観光を含

む振興策を具体的に 実施す る体制がある こ とで初め て ，文化的景観 の管理計画で ある と考えられ

て い る 。

4．2，文化遺産と観光 ， 文化観光憲章

　文化遺産を修復 し，現代社会に 有効に利用す る 必 要性 は
， すで に 1960年代 の ヌ ビ ア 遺跡や ボ

ロ ブ ド ゥ
ー

ル 遺跡救済の 時か ら認識さ れて い た
。 砂漠や ジ ャ ン グ ル の 奥地 に 忘れ 去られ て い た遺

跡 も修復 に よ っ て 人が訪れやす い よ うに すれ ば，観光客が増え，地域経済が 活性化する と考えた

の で あ る 。 しか し，70 年代に 国際観光の 大衆化が急激に 加速す る と観 光に よ る弊害も多 く指摘

され る よ うに な っ た 。特に
， 発展途 E国で 次 々 と開発され る リ ゾートが環境を破壊 し，大挙 して

押 しか け る観光客が文化遺産を 消耗させ ，周辺か ら住民を追い 出 し，地域社会 と臼然環境に ケ．え

る影響が 問題 とな っ た。

　また，東南ア ジ ア や 南米な ど の途上 国で 多 くの人類学者，社会人類学者が調査活動を始め ，伝

統的地 域社会が観光に よ っ て 変質 し て い く様子を 克明 に報告 した 。 途一L国 に 限 らな い が，観光客

を対象に ．発明された伝統 ・芸術 と呼ばれ る，安易な まが い 物が横行す る な ど，文化理解 の 促進

に 逆行する問題 も認識 され る よ うに な っ た。

　 ユ ネ ス コ は ，1960年代ま で は 文化遺産 の 保護を観光開発と結び つ け る こ とに よ っ て
， 地域開

発 の た め の 開発援助資金を遺産保護に も当て る べ きと い う立場を と っ て い た
。 それ が 70 年代後

半に な る と，
一

転 し て 文化遺産を保持す る地域社会木来の 社会的 ・物的環境を 守る こ とを優先 し ，

文化遺産周辺 の 観光活動 に
一

定 の 枠組を求め る よ うに変質 した。特に ，遺産を取 り巻 く地域社会

全体を保存の 対象 と し，適正 な開発を 求め る勧告を 出して ぎた 。 途 L国 の 文化遺産 の 極端な もの

は ，外国人観光客 の ため の 観光資源で は あるが ，地域の 文化資源 とは と て もい えな い 。 遺産は 守

られ て も，周辺で は ど ん どん 環境が破壊 されて い る 。

　そ の た め ICOMOS で は 観光 の 弊害か ら文化遺産を守る 1976年国際文化観光憲章〔10）を 発表 し

た 。 こ の 中で 初め て ，文化観光 （Cultural　 Tourism ） とい う概念が提唱された 。
こ の 憲章 で は

増大する
一

方 で 押 し 止 め よ うの な い 観光活動が文化遺産に 及ぼす物的悪影響か ら遺産を守る こ と

が主 眼 で あ っ た 。そ の 後，観光問題 も深刻 さ を 増す中 ，
ICOMOS 国際文化観 光専門分科委員会

が作業を続 け ，
2000年の ICOMOS 総会で は 「文化観光憲章」 の 改定 〔11）が行わ れた 。

　四半世紀間 に 変化 した意識を受けて ，幅広 く定義された文化遺産は ，まず人 々 の もの と定義 し，

地域の 事情や 周辺住民 の 心 情を尊重 しつ つ 遺産を管理 し ， 住民 の 主体的な活動 として観光客 との

交流を進め る べ きで ある とい う理念を示 し た 。 文化遺産を巡 る観光は 人 々 の文化活動で あ り，そ

こ を 訪ね る人は 文化遺産周 辺 の 住民 との 接触を通 じて 文化的な体験，
一種 の 文化接触を 行うこ と
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が 観光の 目的と し た。

　 こ の 憲章 で は ，文化遺産周辺 地域を ホ ス ト ・コ ミ ュ ニ テ ィ と し，遺産の 歴 史的価値 の 所有者で

ある と定義づ け る。ま た
， 中で も直接関係す る人 々 を 門番 （custodian ）（12）とした 。 まず，美術

館 ・図書館な ど の 管理 人を意味 し，キ リ ス ト教世 界で は ，聖 ペ テ ロ は 天国の 鍵を預か る第 1 の 門

番 と い う時の 門番を指す言葉で もある。文化遺産 に込め られた精神 世界へ の 入 口 の 鍵は周辺 に暮

らす 人 々 の 手にあ ると い う。 そ の 文化遺産が社寺で あれ ば，そ こ で 日 々 祈 りを捧げ，人 々 を導 く

僧侶が，実際に 遺産を守 る第 1 門番で あ り，文化遺産保存に 関わ る者は ，まず十分な敬意を もっ

て 協力す る こ とか ら始め る 。 遺産が地域の 人 々 の 信仰の 対象で あ り，記憶の 集積で あ る場合 も同

様，人 々 を 第 1 の 門番 と して 尊重する 。 ロ ーマ 教会 の 本 山が ，第 1 の 門番を祭 るサ ン
・ピ エ ト ロ

寺院で ある よ うに ，文化遺産 と門番 は 同等 の 価値を もつ と考え られ て い る 。 む し ろ 現地 に 暮らす

人 々 の 価値認識に こ そ，文化遺産 の 文化的価値が宿っ て い る と い う。

　し か し
， 未だ に 多 くの 地域 で 1960年代の 発展途上 国 の よ うに ，Lll．［界遺産登録 を観 光振興 の 手

段 と考え る人 々 が ，遺産周辺地域住民 の 中に 少なか らず残 っ て い る。それは 豊か さへ の 過度な憧

れ と開発か ら取 り残 され る不安 の 裏返 しであ り，貧困や 未発達な民主主義の 問題で もある 。 地域

の文化遺産の
一

つ
一

つ が 世界人類 の 多様性 と統合性を示す もの だ と理 解す る ほ どに 豊か に な っ て

い ない 。 世界遺産は 国際的文化運動で はあるが，それ以前に 地 域の 文化 的活動で あ る と想像す る

た め に は，現在 の 国や地 方自治体の制度とそ の 運用 もまだ不十 分で ある。

4．3．地域 を守る，ふ るさとを守る

　2000年の 文化観光憲章に は 六 つ の 原則が謳わ れ て い る 。最初 の 3 原則は ，観光は文化交流 で

あ り，文化遺産 の 保存 と管理 は，地域社会 の 文化理 解の 促進を 目的 とす る 。 遺産の あ る 地域 と観

光が対立す る 場 合，そ の 地 域に暮らす人 々 が未来に わ た っ て 持続可 能で ある よ うな解決策を 求め

る。ま た
， 文化遺産保存 と そ の 観 光計画 は

， 訪問者がそ の 価値に 満足 で きる 文化的体験を伴 うよ

うに 考え る，な ど の 点で ある 。

　次の 3 原則は ，地域社会に 関す る もの で
， まず文化遺産 の ある地域社会 と住民 が保存と観光計

画に 参加す る こ と，次に 観光と保存活動が地域社会を利す る もの で あ る こ と，そ して ，観光 プ ロ

モ
ー

シ ョ ン 自体が 自然 と文化遺産の 特微を守 り，強調す る もの で ある こ とを定め て い る 。 先述し

た オ ル チ ャ 渓谷 の 事例に 限らず，英国の 文化的景観管理 計画 に も， こ れ ら の 原則 が貫かれ て い る。

現地 住民尊重主 義 ともい うべ き こ れらの 原則は ，持続的な地域社会が健全 で あ っ て 初め て 遺産が

保護 される と い う当然の こ とを述 べ て い る に 過 ぎな い が ，そ の 具体的な解決策を提 示す る こ とは

た い へ ん 難 し い 場合が多 い
。

　紀伊lLl地 の 霊場 と参詣道で は
， 世界遺産登録 に 関係な く，

こ れ ま で も長年 に わ た っ て 古道を守

っ て きた 人 々 が い る 。 すで に 高齢化した 住民が，自主的に 山中の 古道を維持 し て ぎた 。語 り部の

会な どに 集い ，地域住民 の 記憶を 語 り継 ぐ努力を重ねて ぎた 。 登録に際 し，二 重県で は東紀州振

興局を中心 に
，

こ れ ら の 取組みを 中心 に 住民 との 協働で 「熊野古道 ア ク シ ョ ン プラ ン 」 を策定 し

た 。 従来か ら続 く，ふ る さ とを守る 取組み を ア ク シ ョ ン プ ラ ン として 発展，継承 さ せ る こ とが で

きれば，世界遺産登録 の 意義があ っ た こ とに な る 。
こ の 場合，地域社会に 関す る 3 原則がよ く理

解 された と評価で きる 。
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　問題 は こ の 先に あ る 。 世界遺産登録を通 じ，文化を活か した地域振興策を ど う描 くか ，東紀州

で も， 課題 は 大きい
。

こ れは 県 と市町村行政 の 中で も，文化財保護と観光政策の 領域を は る か に

超え，農林業，産業，市民牛活全般 に わた る総合的な政策課題で ある 。 住民に と っ て も郷愁の 対

象 と して で はな く， 次代を担 う世代の 生活 と生業を ど う開 くか の た め に 地域 の 文化，環境を継承

し て い くか とい う総合的な課題で あ る 。
こ の ビ ジ ョ ン な くし て管理計画 も観光計画 も成 り立たな

い 。こ の ビジ ョ ン の ない 世界遺産登録は ，特に 文化的景観や産業遺産の 登録は無意味で あ る とさ

え思われ る （13）
o

　ただ ，今回の 登録に 込 め られ た意味は 大 きい 。文化的景観が登場 した 背景に ある世界規模で 起

こ っ た 未来像の 転換は わ が国 に と っ て も重要な意味を もつ だ ろ う。家族代 々 の 遺産と故郷を守る

こ と と
，

よ り豊か な 暮ら し を 求め 都会に 出る 子 の 繁栄を望む こ と は ，経済成長 の 中，長年矛盾 し

た 状態が続い て い た 。

一
部で はあ っ て も，過疎地域が遺産を守 り続ける こ とで

， 次代の 繁栄を思

い 描ける よ うな価値観の転換が
， 先進国で は 始 ま りつ つ ある 。 日本 で も国土 政策が転換し た

。 中

央か ら地 方分権に ， 地域 の 自立が求め られて い る 。 国民
．．．一

人
一一

人 の 意識の 転換は まだ進 まな い も

の の ．その理解を進め る ため に も世界遺産の 意義は 大 ぎい 。

5．人 々 と遺産，地域 と遺産，ユ ネス コ の め ざすもの

　 こ れま で 述 べ た よ うに ，世界文化遺産の 議論で は ，文 化は 人 の 心 trc宿る，特に 地域社会 に 生き

る 人 々 の 主体的な認識 に こ そ，保存すべ き文化的価値がある とされ る。文化遺産ば そ の遺産本

体に で は な く，文化遺産 の価値を認識し，守 り伝え る営み を続ける人 々 の 心 の あ り様 に 関わる こ

と が文化遺産 の 保護で ある と い う理 念が 掲げ られ て い る 。 そ の 心 を育て る こ とが平和運動と し て

の ユ ネ ス コ の 世界遺産 で あ る 。 地域へ の 愛着は そ の 地 に 暮らす人 々 が先人に 深 い 理解 と愛情を も

つ こ とか ら生まれる。文化遺産の保護は 地域づ くりで ある され，平和な地域づ くりがあ っ て 初め

て 遺産は 守られ る とされ る 。

　しか し，世界遺産に は ，残 された 課題が多い 。 戦禍か ら遺産を 守る こ とは で きなか っ た 。
二 つ

の 世界大戦時代 と比 べ ．戦争の 形は大 ぎく変わ っ て しま っ た 。負の 遺産 も十分な意味を も っ た と

は い い が た い 。気候変動は 言 うま で もな く，災害か ら遺産を守る取 組み も不
．
卜分で ある。発展途

上国 の 多 くで は 文化的観光は 理解 されて い ない 。国境を越えた世界遺産保護の 取組み も進み に く

い 状況に ある。

　それ で も世界文化遺産は止 まる こ とな く， 変化 し続けて い る 。登録 され る 内容も，選定基準 も，

そ して登録 の 意味 ， 引い て は 文化遺産保存 の 意味 も国際的な議論 に さ らされ ，遅 々 と し て で は あ

る が 人類の 文化発展が続い て い る 。
こ の 意味で

， 世界遺産条約履行指針 に従 っ て 保存 ・管理 し ，

登録を進め る とい うだけで な く，地域の 文化遺産の 実情に 合わ せ て 世界遺産を変えるべ く提案す

る取組み が あ っ て もい い
。

ロ
ー

カ ル とグ ロ ーバ ル を つ な ぐ意味は こ の 点に あ る 。

　匪界に は 遣物 ・遺産が まだた くさんあ る 。 そ の 多 くの 中か ら現代に 生 きる 人 々 が，文化的な価

値認識を し，文化遺産を 選びだす。こ うし て 文化遺産に 選ばれ た もの の 中か ら今度は 制度的な，

法律制度 に よ る価値認識に よ っ て ，世界遺産が 生まれ る。こ の 作業は 現在 も続い て い る 。 文化的
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特集 ： 世 界 遺 産

価値認識をする の は 人 々 の 習慣，記憶，教養で ある 。 日常 の 変化 に よ っ て 変わ る 。 伝統 も変わ る

し
， ある い は 観光と い う活動 も起 こ る 。社会 の 価値認識 の 変化に 合わ せ て

， 文化遺産 の 内容 も，

制度，行政手続きも柔軟に 変わ っ て い くべ きだ ろ う。

　 し た が っ て ，どの 地域で も現在の 地域社会の 文化遺産を ど う見出 し，ま た それを い か に 発展 さ

せ て い くか 。そ の 地域固有で あ り ， また国民共有 ， 阯界人類共有 の 文化遺産 として
， 地域 の 取組

みを世界に 広げて い くかが 大きな課題 とな る 。
こ の分野で は ，長 きに わ た っ て 専門家が価値認識

を担 っ て い た 。 民主主義社会で 進む市民参加 の 議論 と同 じ様 に，肚界遺産で も参加 の 議論は進め

られ て い る 。 こ れ は ， ユ ネ ス コ な ど国際連合諸機関の 基本命題 で もあ る 。そ の 意味で ，世界遺産

に 少 し で も権威主義的な匂 い が漂 うとすれば，世界遺産条約 の 本来 の 位置づ けで は な く，そ の 国

の制度の未熟さ で あ り，ま た 地 域の 根深 い 問題か ら発す る も の で あ る とい え よ う。

注

（1）　 1972年 ユ ネ ス コ （国際連 合教育科学 文化機関＞rg　17「司総会で 採択され た rl01界の 文化遺産及 び 自

　然 遺 産 の 保護 に 関す る 条約 」。こ の 条 約は ，顕著 な 普遍的 価値を 有 す る 文 化遣 産 と 自然遺 産 の 双 方を 世

　界遺産
一

覧表 に 登録 し，1司一の 枠組み の 下に
一

体的 に 保護す る こ と を 日的 とす る 点に お い て 極 め て 独創

　的か つ 画期的 な制度で あ っ た
。

（2） ユ ネ ス コ は ，文化遺痒保存 の 専門的国 際組織を 設け るた め に 歴史的記念物建築家 ・技術者会議を 支

援し，1964年．ヴ ェ ネ ツ ィ ア で開催さ れ た 第 2 回会議で は，ヴ ェ ネ ツ ィ ァ 憲章が起草，採択され た 。
こ

　の 1・1・で ，国 際 記 念物 遺 産 会 議 ICOMOS が 設 立 され た 。 世界遺 産条 約 で は ，　 ICOMOS は 世界 遺 産 登 録 の

　審査 な どに当た る こ とに な っ て い る 。

（3） ナ セ ル 大 統領 は 当 初世 界銀 行 の 融 資を 希望 した。ス エ ズ 運 河 の 国有化 な ど反 英 仏 の 立 場 を と る 非 同

　盟諸国 の 代表 ナ セ ル に 対 し，米国 の 反対 で 世界銀行 の 融資は呆 た せ なか っ た。そ の た め ソ 連が 引き受け

　た もの 遺跡保存 の 資金援助 は 難 しか っ た 。遺跡か 闢発か とい う議論が巻ぎ起 こ っ た。

（4） 世界遺産 登 録 が 国 に よ っ て 登 録 さ れ る とい う問題 に 対 し，地域 で の 文化遺産保護 の 取組み を 重視 し

　 よ うとい う活動があ る。例えば タ イ の バ ン コ
ッ ク に あ る ユ ネ ス コ ・

ア ジ ア 太平洋地域事務所 で は ア ジ ァ

　太 平 洋賞を 設 け，必 ず し も中央政 府 の 介在な く，地 域 の 顕 彰，支援す る 取組み を 続 け て い る 。

（5） 1992年の 第 工6回 世界遺産委員会 に お い て，人間 の 営為 と 自然 との 結合 の 所産 で あ る文化的景観の

　考え 万を 正式に 導入 す る こ とが 決定 され ，rllL界遺産条約履行 の た め の 作業指針」 が改訂され る と と も

　に ，文化的景観の 遺産を ［“堺 遺産一覧表 に 登 録す る た め に 新た な 耕定 が 追加 され た。作業指針に 齢 い て

　は ，文化的景観 の 地域 が 有す る 自然 の 程度や 自然 に 対す る 人間の 行為 の 影響 の 程度に よ り．文化的景観

　を 窒 つ に 区．分 し た 。第 1 「意匠 さ れた 景観 」，第 2 「有機的 に 進化す る 景観 」，第 3 「関連す る 景観 」 で

　あ る。まず第 1 は，す で に 文化遺産 と し て 認知 され て い る庭園な どを 意味 し，人間 の 設計意図 の 下に 創

造 さ れ た 景観 で ある ス ペ イ ン の ア ラ ン フ ェス （2001年 登録 ） な どで あ る 。 第 2 の 有機的 に 進化す る 景

観 は ，農林水産業な どの 産業 と関連す る継続す る と，遺跡 の 周 囲 に 残 る も う変化 し な い 化石 的景観の 2

種類 が あ る 。
フ ィ リ ピ ン の コ ル デ ィ レ ラ の 棚田 （1995年） が 前者 で ，ラ オ ス の ワ ッ ト

・プ ー
に 附属す

　る チ ャ ン パ サ ッ ク の 古代集落 （1999 年） は 後者 で あ る 。第3 は ，信仰や 宗教 の 対象，文学，芸術活動

　な ど に 登 場す る 景観 の こ と で， ト ン ガ リ ロ 国立公園 と ウ ル ル 功 タ ・ジ コ、タ 国立公 園で あ り，紀伊山地

　の 零 場 と参詣道 が こ れに 当た る
。
3 種類に 整理 す る こ と で ，文化的景観の 価値も整理 され や す くな り，

　登録作業が 進 ん だ。

（6）　 こ の 登 録 は ニ ュージ ーラ ン ド政府 の 政 策と も関係 す る と考え られ る 。 ア ボ リ ジ ニ
ー

に 対す る従来の

保護政策を 転換 し，補助金を 削減 しつ つ ，しか し 白立 の 促進 を 図 りた い 。
一

種の 構造改革で ，その 時に
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宗 田 ：世 界遺産 条約の め ざす もの

　世界文化遺産，複合遺産 とい う価値 づ け を 図 り，こ の 地域が観光，あ る い は 文化的 に 発展す る道筋 を つ

　け よ う と した と 思 わ れ る 。 次 の 年，同 じ くオ ース トラ リァ 政 府が，エ ア
ーズ ロ

ッ ク で有名な ウ ル ル ＝カ

　タ ・ジ ュ タ 国立 公 園 を登 録 し，ア ボ リ ジニ
ー

に 非常に 手 厚 く補助金を 出 して い た 政 策 の 転換を 検討 し始

め ，こ の 地域 で 彼らの 自立が 促進 され る よ うな 方向で ．地域振興策を 切 り替え て い る 。

（7）　農林水産業に 関連す る 文化的景観 の 保護 に 関す る 調査研究 （報告〉，2005 年 6 月 ， 農林水産業 に 関

連す る文化的景観 の 保存 ・整備 ・活用に 鬨す る検討委 員会，文化庁文化則部記念物課

（8） ICOMos に は文化的ル
ートと称され る 国際専門分科委員会があり，そ の 中で文化遺産 として の道 に

　関す る 議論 が 続け ら れ て い る。そ の 内容 は 定 ま っ て お らす ，し た が っ て そ の 訳 語 も定 ま っ て い な い
。

（9）　紛争や開発，気候変動等 の 理由に よ り保存が危ぶ ま れて い る世界遺産 の 地 域に つ い て は，世界遺産

委員会が 当該世界遺産 の 地 域 を 「危機に さ らされ て い る世界遺産 の
一
覧表 」 に 登 録 し，則 政 ・

技術 の 両

　面か ら国際社会が 積極的に 攴援 して い くこ とが で きる こ とと されて い る。

（10） ベ ル ギ
ー・ブ リ ユ

ッ セ ル で 1976年 9 月 8−9 口に 開催 された 「現代 の 観光と ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム に 係 る

　国 際 セ ミ ナ
ー

」 に 参加 した ICOMOS 主 要 メ ン バ ーが 合意 し，同 年 11月総会で 制定 さ れ た 「文化的観光

憲章 （Charter 　 of 　 Cultural　 Tourism ）」。序文に ，　 rICOMOS は 人類の 遺産の うち 特別な価値を有す る

記念建造物 と遺跡 の 保護 を 推奨 し，そ の 保存 と普及 を確実 に す る こ とを 口的 と し
……

（中略）
……

今や

　世界 の 観光活動の 急速な進展 に よ る 遺産 へ の 影響は 多大で ，そ の 内容は よ くも悪 くも ICOMOS が 関与

すべ きもの 」 と し，「観光 は，不 可 逆的，社会的，人類的，経済的並 び に 文化的事実で あ る。記念建造

物 と 遺跡 の 領域に お け る 観光 の 影響は と りわ け 重大 で あ り，観光活動 の 発展を 避け ら れ な い 状況 で あ る

　た め，影響は増大 し うる
一一一

方 で あ る 」 「文化的観光 とは，観光の 多様 な 目的の 中 で 記念建造物 と遺跡を

　見 出 す こ とを 目的 とす る 観 光で あ る 。
こ の 目的 に 添 っ て 記 念建造物 と遺跡 の 維持管理 並 び に 保護 に 貢献

　した 限 りに お い て ，文化的観光は最終的 に 非常に 肯定的 な効果を 発揮し うる。こ の 種類 の 観光 は，関係

す る 全 て の 人 々 に もた ら され る社会文化的及 び 経済的効果 に よ り，人間社会に 要求 さ れ る 上 記 の 維持管

理 並 び に 保護の 努力を 正 当 に 評価す る もの で あ る 」 （宗 田 訳 ） と し て い る。

〔11） 1999 年 10 月 メ キ シ コ で 開催 さ れた ICOMOS 第 12 回総会で 採択 さ れた 「意義深い 文化遺産 とそ の

　場所 で 観光 を 管 理 す る た め の 国 際文化観光憲章 」。主 旨は 「広 い 意味 で ，自然及 び 文化遺 産 は 人 々

　（people） の 手に 委 ね られ て い る。わ れ わ れ
一

人
一

人は ，遺産 の 世界的価値を理解し，鑑賞 し，そ し て

保存すべ き権利 と義務を もつ
。 遺産 とは，広い 意味で は 文化的環境同 様 1こ 自然を も意味す る もの で あ る

。

　景観，史跡，遺跡そ して 町 並 み な ど，あ る い は 生物多様性，コ レ ク シ ョ ン ，伝承 され た 文化的諸活動，

　意識，生活文化な どを も含む。そ れ は，人類 の 歴 史的発 展 の 長 い 過 程 を 記 録 し，表現 した もの で あ り，

　国 と地域，村 や 町 に 分 か れ 住む 人 々 が，そ れ ぞ れ に 現代生活に もち続け る 文化的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の よ

　 り所 で ある。成長 と変化 の ため の ダ イ ナ ミ ッ ク な基準点で あ り，前進 の た め の f−P2で もあ る 。 現在 も ま

た 未来 に も，そ れぞれの 地域 とその 社会 が もつ 遺産 と記憶 の 集積は ，移す こ とが で きな い し，発 展 の た

　め の 基礎 で あ る 。
グ ロ

ーバ ル 化が進む今 R，遺産 お よ び，あらゆ る地域 と場が 示 す文化的特殊性 を，保

　護し，保存し，理解し，そ し て そ れを人 々 に 示そうとす る こ とは ，い か なる 場所 に 住む人 々 に と っ て も

　重要 な挑戦 で あ る 。し か し，遺産の 管理 は ，国際的 に 認 知 さ れ た 適切 な基準に 沿 っ て 進 め られ る もの で

　あ り，ある 特定 の 地域に 住む人 々 と遺産などを守ろ うとする人 々 の 責任で もある 。 遺産管理 の第
・
の R

　的 は，そ の 遺産 の 意味 と 保存 の 必 要性 を ．そ こ に 暮 らす住民 （ホ ス ト
・

コ ミ ュ ニ テ ィ 〉 と観 光客 （ビ ジ

　タ
ー） に 伝 える こ とで あ る。遺産 へ の 然 るべ き，物理的 に，知的に も，ま た感覚的 に よ く管埋 され た ア

　ク セ ス と，文化 的 な 発展 は ，両 者に 共通す る権利 で もあ り誇 り で もあ る 」 （宗 田 訳 ）。

（12） ICOMOS の 文化観光国際専門分科委員会が 2000年．策定 し た r文化観光憲章』 に 示 され た 文化遺産

　周辺 の ロ
ー

カ ル
・

コ ミ ュ
ニ テ ィ の 尊重 の 原則 で は，コ ミ ュ

ニ テ ィ とそ の 人 々 を custodian と し た 。 筆

　者は ，こ の 憲章策定の 際 の 議論に 加 わ り，こ の 表現を 検討 した
一

人 で あ り，欧州，北中南米，ア フ リ カ

　等 キ リ ス ト教文化圏か らの 専門家 に は 容易 に 認識 され る 語彙で あ っ た こ とを記憶 して い る。著者 は こ の
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　専 門分科委員会 の 日本 代表 を務 め た 。

（13）　 よ く知 られるよ うに ，文化的景観と して 登録され た フ ィ リピ ン
・

コ ル デ ィ レ ッ ラ棚田 は危機 に さ ら

　さ れた世界遺産 リス トに 掲載 された 。地元 NGO の 活動 と草 の 根 レ ベ ル で の 国際協力に よ っ て 活路 を模

索 して い る が，地 域開発の 困難 な 課題 は 多い 。
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The  Destination of  the  World  Cultural Heritage :

   Discussions  in ICOMOS,  International  Committee  of

                  Monuments  and  Sites

                    MUNETA  Yoshifumi

                  Kyoto  Prefectural University

   1-5, Hangi-cho,  Shimogamo,  Sakye-ku,  Kyoto  City, 6e6-8522, JAPAN

   The  Convention Concerning the Protgction of  the World Cultural and  Natural Heritage
was  adopted  by UNESCO  in 1972, although  it wasn't  until  1992 that it was  ratified  by
the  Japanese  Government.  Duringthat  time, an  active  discussion took place  among  mem-
                       t it :r t -
ber states  regarding  the notion  of  cultural  heritage as  defined m  the convenLion.  As  a

result,  a  new  concept  of  
"cultural

 landscape" was  introduced as  an  additional  element  of

the  definition of  cultural  heritage in 1993. The  new  concept  encapsulates  the idea that,

not  only  a  single  site,  but also  a  group  of  sites  with  historical significance,  should  be
considered  as  a  worthy  candidate  for the World Heritage, thus better facilitating the con-
servation  of  a  whole  area.  Consequently, the U. K., Germany  and  some  other  EU  member

countries  recently  nominated  several  industrial archaeological  sites  using  the conceptual

framework of  cultural  landseape, and  this action  has new  developed into a  global  trend.

The  Japanese  government  has followed this trend, although  the concept  of  cultural  land-

scape  is not  well  known  in Japan, even  to those involved in conservation,

   This paper  attempts  to explain  how  the conventien  was  discussed and  how  new  ideas
evolved  during the  twenty  years of Japanese  absence,  and  reports  on  the subject  matter

of  the ICOMOS  meetings  after  1992. Recent issues in the areas  of  cultural  landscape, in-
dustrial heritage, cultural  tourism  and  management  plan  are  ineluded along  with  appro-

priate background  information.

Kbrvwords: WOrld  Heritage, ICOMOS,  Cultural Landscqpe, Industrial Heritage, Manage-
         ment  Plan
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