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国や地域間を問わず、観光による移動は人々の意識を変え、
文化を変容させていきます。
2006年4月に新設される「交流文化学科」は、近年観光の
役割として注目されている「交流」に焦点を合わせ、地域研
究とともに、多文化共生への視点を養い、グローバル化す
る世界で交流の実をあげうる国際公務員、ジャーナリスト
など国際的な人材の育成を目指します。

2006年4月、
立教大学観光学部に
「交流文化学科」誕生。

立教大学観光学部
〒352-8558　
埼玉県新座市北野1-2-26　
TEL 048-471-7375

学部の紹介や入学案内については

http://www.rikkyo.ne.jp/grp/tourism/
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旅
先
で
お
土
産
を
買
わ
な
い
旅
行
者
は
い
て
も
、

一
度
も
食
事
を
し
な
い
旅
行
者
は
い
な
い
。

食
は
そ
の
土
地
固
有
の
歴
史
や
文
化
の
あ
り
よ
う
を
反
映
し
た

最
も
魅
力
的
な
観
光
資
源
の
一
つ
で
あ
る
。

し
か
も
、観
光
に
よ
る
人
の
移
動
や
交
流
に
伴
い
、

食
は
素
材
や
味
付
け
、調
理
法
、食
べ
方
な
ど
、

そ
の
か
た
ち
を
大
き
く
変
え
て
い
く
。

本
号
で
は
、福
岡
の「
と
ん
こ
つ
ラ
ー
メ
ン
」、

ハ
ワ
イ
の「
オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
」、

南
米
ス
リ
ナ
ム
の「
チ
ャ
オ
ミ
ン（
焼
ソ
バ
）」

ベ
ト
ナ
ム
の「
バ
イ
ン
・
ミ
ー
（
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
）」、

そ
し
て
香
港
に
お
け
る
観
光
客
向
け
料
理
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
通
し
て

「
交
流
文
化
」
と
し
て
の
食
を
考
え
る
。

特集　交流が生む食のかたち



全国のご当地ラーメンを代表する「とんこつラーメン」は

今や福岡の立派な観光資源の一つ。

その発祥の伝承とスタイルの定着、普及の歴史を通して

「国民食」としてのラーメンを考える。
写真／遠藤宏　取材協力／岩井壱敏（「一九ラーメン」野芥店）

ラーメンという近代
中西裕二（福岡大学人文学部）
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博
多
駅

吉
塚
駅

箱
崎
駅

中
洲

博
多
漁
港

福
岡
天
神
駅

薬
院
駅

博
多
港
引
揚

記
念
碑

元
祖「
長
浜
屋
」

キ
ャ
ナ
ル
シ
テ
ィ
博
多

F u k u o k a
特集　交流が生む食のかたち　ラーメンという近代
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で
あ
る
福
岡
市
の
成
立
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
近

代
史
と
深
く
関
連
し
て
お
り
、
九
州
内
の
人
々
、
と

く
に
若
者
た
ち
は
、
こ
の
福
岡
市
の
都
市
性
を
消
費

し
に
福
岡
市
を
訪
れ
る
。
つ
ま
り「
観
光
」し
に
や
っ

て
来
る
の
で
あ
る
。

ラ
ー
メ
ン
の
歴
史
と
近
代

ラ
ー
メ
ン
が
観
光
資
源
と
な
っ
て
い
る
場
は
福
岡

市
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
先
駆
け
と
も
言
え
る
の

は
札
幌
だ
ろ
う
。
み
そ
ラ
ー
メ
ン
発
祥
の
地
で
あ
り
、

も
う
二
〇
年
以
上
前
に
、す
で
に「
ラ
ー
メ
ン
横
丁
」

が
観
光
地
と
な
っ
て
い
た
札
幌
市
は
、
福
岡
市
の
先

輩
格
と
も
言
え
る
。
た
だ
、
福
岡
市
と
札
幌
市
は
、

と
も
に
近
代
に
発
展
し
た
都
市
で
あ
り
、
ま
た
両
者

と
も
「
支
店
都
市
」
の
典
型
と
呼
ば
れ
る
、
非
常
に

似
た
性
格
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
偶
然
な
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
場
で
、
そ
の
謎
を
紐
解
く
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
そ
の
糸
口
ぐ
ら
い
は
見
つ
け
ら
れ
そ
う
で

あ
る
。
そ
こ
で
一
旦
、
ラ
ー
メ
ン
の
歴
史
に
目
を
向

け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ラ
ー
メ
ン
の
起
源
が
中
国
に
あ
る
こ
と
は
、
日
本

人
な
ら
皆
知
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日

本
に
ラ
ー
メ
ン
屋
が
登
場
し
た
の
も
明
治
以
降
と
い

う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の

近
代
の
成
立
と
発
展
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う

都
市
・
観
光
・
ラ
ー
メ
ン

今
や
日
本
全
国
に
ま
で
広
が
っ
た
と
ん
こ
つ
ラ
ー

メ
ン
の
本
場
、
福
岡
で
の
観
光
客
の
昼
食
の
定
番
は

や
は
り
と
ん
こ
つ
ラ
ー
メ
ン
だ
ろ
う
。
福
岡
の
ラ
ー

メ
ン
の
ス
タ
イ
ル
が
確
立
し
た
場
と
言
わ
れ
る
、
市

の
中
心
部
に
ほ
ど
近
い
博
多
漁
港
そ
ば
の
長
浜
地
区

に
あ
る
「
元
祖
長
浜
屋
」
の
前
に
は
、
週
末
と
も
な

る
と
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
抱
え
た
観
光
客
の
長
い
行
列

が
で
き
る
し
、
一
九
九
六
年
に
開
業
し
た
複
合
娯
楽

施
設
「
キ
ャ
ナ
ル
シ
テ
ィ
博
多
」
内
に
あ
る
テ
ー
マ

パ
ー
ク
「
ラ
ー
メ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
」
は
、
今
や
福
岡

を
代
表
す
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ

に
は
日
本
各
地
の
ラ
ー
メ
ン
が
集
め
ら
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
一
番
人
気
は
や
は
り
地
元
の
と
ん

こ
つ
ラ
ー
メ
ン
の
よ
う
だ
。
ラ
ー
メ
ン
は
、
福
岡
の

立
派
な
「
観
光
資
源
」
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

福
岡
市
の
特
徴
は
九
州
最
大
の
都
市
と
い
う
そ
の

一
点
で
あ
る
し
、
そ
れ
以
外
の
特
徴
は
な
い
。
幕
末

期
の
人
口
は
三
万
人
程
と
い
う
、
ど
こ
に
で
も
あ
る

城
下
町
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
日
本
の
国
民
国

家
化
に
と
も
な
い
、
九
州
を
管
轄
す
る
行
政
の
出
先

機
関
が
福
岡
市
に
多
く
出
現
す
る
こ
と
で
、
こ
の
街

は
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。「
支
店
都

市
」
と
し
て
の
近
代
の
、
そ
し
て
九
州
一
の
大
都
市

6

に
、
ラ
ー
メ
ン
は
日
本
に
定
着
・
普
及
し
て
き
た
の

で
あ
る
。
私
は
、
ラ
ー
メ
ン
の
歴
史
と
は
日
本
の
近

代
、
あ
る
い
は
近
代
民
衆
の
歴
史
で
す
ら
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
横
浜
に
あ
る
ラ
ー
メ
ン
を
テ
ー
マ

と
し
た
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
施
設
、
新
横
浜
ラ
ー
メ

ン
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
日
本
ラ
ー
メ

ン
の
歴
史
」
と
い
う
サ
イ
ト
を
見
て
み
る
と
、
興
味

深
い
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
日

本
の
ラ
ー
メ
ン
史
を
年
表
形
式
で
わ
か
り
や
す
く
紹

介
し
て
い
る
が
、
ラ
ー
メ
ン
の
定
着
期
を
戦
中
か
ら

戦
後
と
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
た
だ
、
戦
後
ど

の
よ
う
に
日
本
人
の
生
活
文
化
に
ラ
ー
メ
ン
が
普
及

し
て
い
っ
た
か
は
あ
ま
り
明
確
に
記
さ
れ
て
は
い
な

い
。
し
か
し
、
前
述
の
時
代
区
分
で
興
味
深
い
点
は
、

ラ
ー
メ
ン
定
着
の
担
い
手
が
、
中
国
大
陸
か
ら
の
引

き
揚
げ
者
だ
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
ラ
ー
メ

ン
は
、
あ
る
意
味
で
第
二
次
大
戦
前
の
、
日
本
人
の

海
外
進
出
（
植
民
地
支
配
と
い
う
負
の
面
が
大
き
い
が
）

の
落
と
し
子
と
も
言
え
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
イ
ン
ド
の
植
民
地
支
配
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
に
も

た
ら
さ
れ
た
茶
が
、
紅
茶
文
化
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に

定
着
し
た
動
き
と
似
て
い
る
。

ち
な
み
に
現
在
、
福
岡
で
食
さ
れ
て
い
る
と
ん

こ
つ
ラ
ー
メ
ン
の
ス
タ
イ
ル
も
、
博
多
漁
港
脇
の
長

特集　交流が生む食のかたち　ラーメンという近代

1とんこつラーメン。青ネギ、白ごま、紅生姜は欠かせない  2 白濁したとんこつスープ  3 麺のみおかわりできる「替玉」というシステムが特徴  4・5福
岡市内のラーメン店にて。メニューにも「替麺」（替玉）がある
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浜
屋
台
街
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
る
。
引
揚
者
に
よ
る

ラ
ー
メ
ン
屋
台
が
全
国
に
出
現
し
た
こ
と
が
、
ラ
ー

メ
ン
の
日
本
へ
の
定
着
過
程
に
お
け
る
転
機
だ
と
し

て
い
る
の
は
、
福
岡
の
ラ
ー
メ
ン
事
情
を
考
え
る
上

で
も
示
唆
的
で
あ
る
。

明
治
の
開
国
に
よ
り
、
ラ
ー
メ
ン
は
横
浜
や
函
館

と
い
っ
た
外
国
人
居
留
地
近
く
で
日
本
人
に
食
さ
れ

た
の
が
発
祥
だ
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
福
岡
の
ラ
ー

メ
ン
は
、
ち
ぢ
れ
て
い
な
い
細
麺
と
、
麺
の
み
を
お

か
わ
り
で
き
る
「
替
玉
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
特
徴

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
長
浜
屋
台
に
食
べ
に
来
る
客
の

多
く
が
忙
し
い
魚
市
場
関
係
者
で
あ
っ
た
た
め
、
す

ぐ
に
ゆ
で
あ
が
る
よ
う
麺
は
細
く
し
、
ご
飯
の
お
か

わ
り
感
覚
で
麺
を
足
し
た
と
い
う
の
が
起
源
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
。
福
岡
の
ラ
ー
メ
ン
は
し
ば
し
ば
「
長

浜
ラ
ー
メ
ン
」
と
称
さ
れ
、
ど
の
店
の
麺
も
細
く
、

ま
た
替
玉
シ
ス
テ
ム
も
普
通
に
あ
る
点
は
、
長
浜
屋

台
街
の
ス
タ
イ
ル
が
福
岡
市
一
円
に
広
が
っ
た
証
左

と
も
言
え
る
。

私
た
ち
は
常
識
的
に
、
ラ
ー
メ
ン
は
開
国
と
と

も
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
水
面
の
波
紋
が
広
が

る
よ
う
に
徐
々
に
我
々
の
生
活
に
定
着
し
た
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
に
あ
る
特

定
の
文
化
要
素
が
定
着
す
る
に
は
、
時
代
を
反
映
す

る
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
つ
出
来
事
が
伴
う
こ
と
が
多

も
馴
染
み
深
い
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
が
次
々
に

登
場
し
た
。
こ
の
動
き
は
地
方
都
市
に
も
影
響
し
、

福
岡
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
の
古
典
と
も
言
え

る
「
マ
ル
タ
イ
棒
ラ
ー
メ
ン
」
は
、「
チ
キ
ン
ラ
ー

メ
ン
」が
発
売
さ
れ
た
翌
年
に
は
既
に
登
場
し
て
い
る
。

イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
の
登
場
は
、
二
つ
の
意

味
で
極
め
て
重
要
だ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ

の
第
一
は
、
ラ
ー
メ
ン
と
い
う
名
称
の
定
着
で
あ

る
。
従
来
「
中
華
そ
ば
」「
南
京
そ
ば
」
と
も
呼
ば

れ
て
い
た
ラ
ー
メ
ン
は
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン

の
登
場
に
よ
り
本
格
的
に
「
ラ
ー
メ
ン
」
と
い
う
名

称
で
統
一
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
テ
レ
ビ
の
出
現
に

よ
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
効
果
も
大
き
い
だ
ろ
う
。
日
本

人
誰
も
が
、
だ
い
た
い
一
度
は
口
に
し
た
こ
と
が
あ

る
「
国
民
食
」
と
し
て
の
ラ
ー
メ
ン
は
、
こ
の
イ
ン

ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
の
登
場
に
よ
り
完
成
し
た
と
断

言
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ

ン
な
く
し
て
は
、
お
そ
ら
く
現
在
の
ラ
ー
メ
ン
文
化

は
無
か
っ
た
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
の
も
う
一
つ
の
決
定
的

な
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
点
は
、
そ
れ
ま
で
外
食
の

料
理
で
あ
っ
た
ラ
ー
メ
ン
を
家
庭
内
に
持
ち
込
ん
だ

点
に
あ
る
。
こ
の
食
品
の
登
場
に
よ
り
、
ラ
ー
メ
ン

は
家
庭
食
に
な
っ
た
。
家
族
揃
っ
て
イ
ン
ス
タ
ン
ト

ラ
ー
メ
ン
を
食
す
風
景
は
、
あ
る
意
味
で
、
大
量
生

い
。
ラ
ー
メ
ン
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ラ
ー
メ
ン
の
日
本
へ
の
定
着
は
、
近
代
日
本
の
負
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
人
の
移
動
の
副
産

物
と
も
言
え
る
。
実
際
に
博
多
港
は
、
第
二
次
大
戦

後
に
朝
鮮
半
島
、
中
国
大
陸
か
ら
の
引
き
揚
げ
者
の

上
陸
地
と
し
て
最
大
の
港
で
あ
っ
た
。
博
多
港
の
向

か
い
側
に
は「
博
多
港
引
揚
記
念
碑
」と
い
う
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
も
作
ら
れ
て
い
る
。
福
岡
市
の
屋
台
の
ほ
と

ん
ど
で
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

こ
の
時
代
の
名
残
り
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ラ
ー
メ
ン
の
「
日
本
化
」

こ
の
よ
う
に
日
本
の
生
活
に
浸
透
し
た
ラ
ー
メ
ン

は
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
（
だ
い
た
い
一
九
六
〇

年
代
）
に
は
完
全
に
我
々
の
生
活
の
一
部
に
な
る
。

経
済
成
長
に
伴
う
都
市
人
口
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

急
増
は
、
こ
の
手
軽
な
食
べ
物
を
都
市
に
お
け
る
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
な
昼
食
へ
と
変
え
て
い
っ
た
。
だ
が
こ
の

時
期
、
ラ
ー
メ
ン
と
い
う
料
理
に
決
定
的
な
転
機
が

訪
れ
る
。
そ
れ
が
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
の
登
場

で
あ
る
。

一
九
五
八
年
、
日
本
最
初
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー

メ
ン
と
な
る
「
チ
キ
ン
ラ
ー
メ
ン
」
が
日
清
食
品
か

ら
発
売
さ
れ
、
そ
の
後
数
年
の
う
ち
に
、「
サ
ッ
ポ

ロ
一
番
」「
明
星
チ
ャ
ル
メ
ラ
」
と
い
っ
た
現
在
で

特集　交流が生む食のかたち　ラーメンという近代

1博多漁港　2博多港引揚記念碑　3九州最大の歓楽街、中洲　4JR博多駅近くの大博通り。各企業の支店が並ぶ　5長浜屋台街

12

3

5 4
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産
・
大
量
消
費
時
代
に
新
た
に
登
場
し
た
近
代
家
族

の
原
風
景
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ご
当
地
ラ
ー
メ
ン
の
登
場

は
、
実
は
こ
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
の
成
立
と

大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
日
本
初
の
ご
当
地
ラ
ー
メ

ン
、
札
幌
み
そ
ラ
ー
メ
ン
が
開
発
さ
れ
た
の
は
、
実

は
一
九
六
一
年
と
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の

ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
は
「
サ
ッ
ポ
ロ
一
番
」
の
味
噌

味
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
に
よ

り
「
国
民
文
化
」
化
さ
れ
た
ラ
ー
メ
ン
は
、
そ
の
次

の
段
階
と
し
て
地
域
の
食
文
化
の
表
象
へ
と
転
化
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。そ
の
際
、初
期
の
ご
当
地
ラ
ー

メ
ン
を
代
表
す
る
都
市
が
札
幌
（
味
噌
ラ
ー
メ
ン
）
と

福
岡
（
と
ん
こ
つ
ラ
ー
メ
ン
）
だ
っ
た
点
は
象
徴
的
だ
。

ラ
ー
メ
ン
と
い
う
、
従
来
と
は
全
く
異
な
る
食
文
化

が
地
域
を
表
象
し
、
そ
の
地
域
の
出
自
が
近
代
で
あ

る
と
い
う
点
は
、
偶
然
が
も
た
ら
し
た
と
言
う
に
は

あ
ま
り
に
出
来
す
ぎ
て
い
る
。こ
の
あ
た
り
が
、ラ
ー

メ
ン
と
近
代
の
ほ
つ
れ
た
糸
を
ほ
ど
く
き
っ
か
け
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ラ
ー
メ
ン
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が
日
々
眼
に
す
る
ラ
ー
メ

ン
の
歴
史
に
は
、
近
代
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
高
度

経
済
成
長
と
い
っ
た
日
本
近
代
の
歴
史
が
濃
縮
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
近
代
を
生
き
る
民
衆
の
歴
史
、

あ
る
意
味
で
近
代
民
衆
の
「
交
流
文
化
」
が
刻
印
さ

れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
ラ
ー
メ
ン
に
代
表
さ
れ
る

国
民
食
の
歴
史
は
、
近
代
の
民
衆
史
そ
の
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
と
不
可
分
な
、
そ

し
て
抜
き
差
し
な
ら
な
い
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
不
可
分
な
ラ
ー
メ
ン
文

化
も
、
す
で
に
日
本
の
地
域
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
と
ん
こ
つ
ラ
ー
メ

ン
発
祥
の
地
と
呼
ば
れ
る
福
岡
県
久
留
米
市
で
は
、

次
の
よ
う
な
伝
承
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
従
来
、
豚

骨
で
だ
し
を
取
る
ス
ー
プ
自
体
は
あ
っ
た
が
、
今
の

よ
う
に
白
濁
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
時
、

店
の
主
人
が
豚
骨
で
だ
し
を
取
っ
て
い
た
と
き
、
た

ま
た
ま
ガ
ス
の
火
を
消
し
忘
れ
て
し
ま
い
、
か
な
り

の
時
間
が
経
っ
た
後
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
主
人
が
慌

て
て
戻
っ
て
み
る
と
白
濁
し
た
ス
ー
プ
が
で
き
て
い

た
。
そ
れ
で
ス
ー
プ
を
作
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に

濃
厚
な
美
味
し
い
ス
ー
プ
が
で
き
た
の
で
、
そ
れ
を

店
に
出
し
た
ら
評
判
と
な
り
、
現
在
の
と
ん
こ
つ

ラ
ー
メ
ン
が
で
き
あ
が
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
の
伝
承
は
、
白
濁
し
た
と
ん
こ
つ
ス
ー
プ
は

あ
く
ま
で
「
自
前
の
」
食
文
化
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
主
張
す
る
話
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
と
ん
こ
つ

ス
ー
プ
の
源
流
は
中
華
料
理
の
白
湯
ス
ー
プ
だ
と
い

う
意
見
も
確
か
に
あ
る
が
、
こ
の
伝
承
は
そ
れ
に
対

し
「
い
や
、
違
う
っ
ち
ゃ
。
と
ん
こ
つ
ス
ー
プ
は
う

ち
ら
が
作
り
出
し
た
も
の
ば
い
」
と
い
う
、
自
己
主

張
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
か
を
示
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
白
濁
し
た
と
ん
こ
つ
ス
ー
プ
は
今

や
九
州
一
円
に
伝
播
し
、
さ
ら
に
九
州
と
い
う
枠
を

越
え
て
広
が
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
状

況
の
中
で
こ
そ
、
こ
の
久
留
米
の
伝
承
は
、
真
偽
と

い
う
問
題
と
は
関
係
な
く
、
地
元
の
人
々
の
思
い
と

し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
近
代
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
っ
た
、

地
域
が
そ
れ
を
越
え
る
世
界
と
出
会
い
、
交
流
す
る

中
で
、
そ
れ
へ
の
反
応
と
し
て
地
域
の
文
化
や
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
様
子
が
見
て

取
れ
る
。

特集　交流が生む食のかたち　ラーメンという近代

1マルタイのインスタントラーメン。これを置いていないスーパーは福岡にはないほどだ　2キャナルシティ博多内にある「ラーメンスタジアム」　3日本
各地のラーメンが集められている　4「ラーメンスタジアム」内の土産物屋で売られるキャラクターグッズ　5実物大の屋台も展示されている

5

福
岡
空
港
に
置
か
れ
て
い
た
「
博
多
ラ
ー
メ
ン
ガ
イ
ド
」
に
は

市
内
の
ラ
ー
メ
ン
店
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

3

4

2

1
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博多漁港近くの長浜地区にある人気店「元祖長浜屋」。長浜ラーメンを代表する店の一つ

特集　交流が生む食のかたち　ラーメンという近代
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あ
る
。
こ
の
性
格
を
受
け
て
、
観
光
に
お
け
る
食
文

化
紹
介
は
、
動
態
的
な
食
文
化
の
中
か
ら
「
場
所
」

的
な
、
つ
ま
り
地
域
的
な
要
素
を
拾
い
集
め
、「
ハ

レ
の
食
事
」
と
「
庶
民
の
食
べ
物
」
と
い
う
二
項
対

比
を
用
い
て
図
式
化
さ
れ
て
い
く
と
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
ツ
ー
リ
ス
ト
に
と
っ
て
、
旅
に
お
け
る
食

は
時
と
し
て
、
旅
先
で
か
れ
ら
に
と
っ
て
の
「
本
物

の
体
験
」
を
求
め
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
食
文

化
に
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
を
求
め
る
と
き
、
ツ
ー

リ
ス
ト
の
ニ
ー
ズ
は
大
き
く
二
つ
に
分
極
化
し
て
い

く
。
ひ
と
つ
は
伝
統
を
反
映
し
た
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー

と
し
て
の
料
理
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
生
活
の
リ
ア

リ
テ
ィ
を
反
映
し
た
日
常
食
で
あ
る
。
観
光
に
お
け

る
「
ハ
レ
の
食
事
」
と
「
庶
民
の
食
べ
物
」
と
い
う

二
項
対
比
は
、
こ
の
ツ
ー
リ
ス
ト
の
ニ
ー
ズ
と
ぴ
っ

た
り
一
致
し
て
い
る
。

創
造
さ
れ
る
ハ
ワ
イ

さ
て
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
食
文
化
を
語
る
と
き
、
一

方
の
雄
と
し
て
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
リ
ム
・
キ
ュ
イ
ジ
ー

ン
は
か
な
ら
ず
登
場
す
る
。
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
リ
ム
・

キ
ュ
イ
ジ
ー
ン
が
比
較
的
高
価
な
食
事
と
し
て
、
い

わ
ゆ
る
フ
ァ
ン
シ
ー
フ
ー
ズ
に
属
す
る
こ
と
に
異
論

は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
リ
ム
・
キ
ュ

イ
ジ
ー
ン
が
い
か
な
る
実
体
を
持
つ
か
と
い
う
問

い
に
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
。「
地
元
産
の
新
鮮
な

素
材
」「
素
材
の
持
ち
味
を
生
か
し
た
味
付
け
」
な

ど
指
摘
さ
れ
る
諸
点
も
、
一
般
的
で
と
く
に
パ
シ

フ
ィ
ッ
ク
リ
ム
・
キ
ュ
イ
ジ
ー
ン
を
特
徴
づ
け
る
要

素
と
は
言
え
な
い
。

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
リ
ム
・
キ
ュ
イ
ジ
ー
ン
と
は
、
サ

ム
・
チ
ョ
イ(Sam

 C
hoy)

、
ア
ラ
ン
・
ウ
ォ
ン(Alan 

W
ong)

、
ロ
イ
・
ヤ
マ
グ
チ(Roy Yam

aguchi)

と
い
っ

た
カ
ピ
オ
ラ
ニ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
に
設
置

さ
れ
た
キ
ュ
リ
ナ
リ
ー
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
・

オ
ブ
・
ザ
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク(

e C
ulinary Institute 

of the Pacific)

の
出
身
者
を
中
心
に
、
移
住
し
て
き

た
ジ
ャ
ン
・
マ
リ
ー
・
ジ
ョ
セ
リ
ン(Jean-M

arie 

Josselin)

な
ど
の
ハ
ワ
イ
在
住
の
シ
ェ
フ
が
同
時
多

発
的
に
始
め
た
、
素
材
や
調
味
料
に
ア
ジ
ア
的
要
素

を
取
り
入
れ
た
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
料
理
の
総
称
と
考

え
て
よ
い
。
実
際
に
は
、パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
リ
ム
・
キ
ュ

イ
ジ
ー
ン
の
代
表
的
シ
ェ
フ
の
間
で
も
、
大
き
な
相

違
が
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
厳
密
に
一
定
の
方
向
性

を
示
す
わ
け
で
は
な
い
。

中
国
―
ポ
リ
ネ
シ
ア
混
血
の
チ
ョ
イ
、
日
中
混
血

の
ウ
ォ
ン
、幼
少
期
に
移
民
し
て
き
た
ヤ
マ
グ
チ
な
ど
、

こ
れ
ら
シ
ェ
フ
の
民
族
的
背
景
は
複
雑
で
多
様
で
あ

る
。
こ
う
し
た
シ
ェ
フ
達
の
多
様
な
民
族
的
背
景
と

あ
い
ま
っ
て
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
リ
ム
・
キ
ュ
イ
ジ
ー

観
光
と
い
う
視
点
か
ら
ハ
ワ
イ
の
食
文
化
を
見
る

と
き
、
ど
の
よ
う
な
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

の
だ
ろ
う
か
。
試
み
に
手
元
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
調

べ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
い
ず
れ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
か
ら
も
、
二
つ
の
流
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来

る
。
ひ
と
つ
は
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
リ
ム
・
キ
ュ
イ
ジ
ー

ン(Pacific R
im

 C
uisine)

で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
い

わ
ゆ
る
B
級
グ
ル
メ
で
あ
る
。

ツ
ー
リ
ス
ト
に
対
し
て
、
旅
行
目
的
地
の
食
文
化

を
二
極
化
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
、
観
光
に
お
け
る

情
報
提
供
の
常
套
手
段
と
考
え
て
よ
い
。「
ハ
レ
の

食
事
」
と
「
庶
民
の
食
べ
物
」
と
い
う
対
比
が
そ
れ

で
あ
る
。
パ
リ
に
お
け
る
三
つ
星
レ
ス
ト
ラ
ン
と
、

「
バ
ゲ
ッ
ト
の
美
味
し
い
左
岸
の
パ
ン
屋
」
と
い
う

対
比
は
、
こ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
ハ
ワ
イ
の
食
文
化

紹
介
も
一
連
の
こ
う
し
た
対
比
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

も
っ
と
も
一
見
、
二
項
対
立
に
見
え
る
「
ハ
レ
の

食
事
」
と
「
庶
民
の
食
べ
物
」
と
い
う
対
比
は
、
実

の
と
こ
ろ
、
地
域
性
の
異
な
る
二
つ
の
側
面
に
し
か

過
ぎ
な
い
。
よ
り
大
き
な
対
比
は
、「
地
域
的
な
食
」

と
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
食
」
と
の
関
係
に
求
め
る

べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
対
比
で
さ
え
、

現
実
の
場
面
で
は
相
互
に
融
合
し
て
、
明
確
に
区
分

す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
観
光
は
「
場

所
」
へ
の
興
味
を
背
景
と
し
て
生
じ
る
社
会
現
象
で

カピオラニコーヒーショップの
オックステールスープ
Kapiolani Coffee Shop
1520 N.School St.,Honolulu
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カピオラニ・コーヒーショップの店内。サービスを担当するウエイトレスはフィ
リピーナで、客の民族的背景も様々である

し
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
厳
密
な
意
味
で
文
化
的
な

異
種
混
淆
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の

エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
は
、そ
の
特
質
を
残
し
な
が
ら
、

ハ
ワ
イ
ひ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
統
合
さ
れ
て
い

る
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
食
文
化
も
こ
う
し
た
状

況
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
ロ
ー
カ

ル
フ
ー
ド
は
、
各
々
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
が
保

持
し
て
き
た
食
文
化
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な

い
。と

こ
ろ
で
い
わ
ゆ
る
B
級
グ
ル
メ
の
存
在
自
体
は
、

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
リ
ム
・
キ
ュ
イ
ジ
ー
ン
の
よ
う
に
自

覚
的
で
は
な
い
。
し
か
し
日
本
に
お
け
る
ハ
ワ
イ
観

光
の
情
報
提
供
の
中
で
B
級
グ
ル
メ
は
、
き
わ
め
て

自
覚
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
ス
パ
ー
ム
む
す
び

は
、
ラ
ン
チ
ョ
ン
ミ
ー
ト
と
に
ぎ
り
め
し
と
い
う
、

異
種
の
存
在
が
即
物
的
に
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
お
け
る
、
B
級
グ
ル
メ
の
ス
タ
ー

の
位
置
を
維
持
し
続
け
て
い
る
。
一
方
で
ロ
ー
カ
ル

ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
と
呼
ば
れ
る
現
地
化
し
た
日
本
料
理
、

モ
チ
（
餅
）、
マ
ン
ジ
ュ
ウ
（
饅
頭
）、
ソ
ー
メ
ン
な

ど
は
ハ
ワ
イ
の
日
常
生
活
で
き
わ
め
て
一
般
的
な
存

在
な
が
ら
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
登
場
す
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
マ
ン
ジ
ュ
ウ
の
う
ち
で
も
最
も
有
名

な
マ
ウ
イ
・
マ
ン
ジ
ュ
ウ
は
餡
を
パ
イ
皮
で
包
ん
だ

代
物
で
あ
り
、
ソ
ー
メ
ン
は
様
々
な
具
を
入
れ
ら
れ

ン
は
、
観
光
地
ハ
ワ
イ
が
標
榜
す
る
多
民
族
の
融
合

と
い
う
価
値
を
具
体
的
に
表
象
す
る
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。い
わ
ば
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
リ
ム
・

キ
ュ
イ
ジ
ー
ン
は
、
ツ
ー
リ
ス
ト
の
視
線
を
背
景
に

創
造
さ
れ
た
観
念
と
し
て
の
性
格
を
強
く
持
っ
て
い

る
。
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
リ
ム
・
キ
ュ
イ
ジ
ー
ン
が
社
会

的
に
認
知
さ
れ
る
き
っ
か
け
は
、
前
述
の
シ
ェ
フ
達

に
よ
っ
て
一
九
九
二
年
の
ハ
ワ
イ
・
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
・

キ
ュ
イ
ジ
ー
ン(H

aw
aii Regional C

uisine)

と
い
う
組

織
の
設
立
に
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
れ
は
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク

リ
ム
・
キ
ュ
イ
ジ
ー
ン
が
、
当
初
か
ら
き
わ
め
て
自

覚
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

B
級
グ
ル
メ
の
現
在

目
を
B
級
グ
ル
メ
に
転
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
プ

レ
ー
ト
ラ
ン
チ
、
マ
ナ
プ
ア
（
パ
ン
化
し
た
中
華
ま
ん

じ
ゅ
う
）、ス
パ
ー
ム
む
す
び
（
焼
い
た
ラ
ン
チ
ョ
ン
ミ
ー

ト
を
の
せ
た
お
む
す
び
）、
ロ
コ
モ
コ
（
目
玉
焼
き
を
の

せ
た
ハ
ン
バ
ー
グ
丼
）
な
ど
、
し
ば
し
ば
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
B
級
グ
ル
メ
的
食
べ
物
は
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
を
特
定
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ハ
ワ
イ
に
お

け
る
全
て
の
ロ
ー
カ
ル
フ
ー
ド
に
共
通
す
る
特
徴
と

言
っ
て
よ
い
。

ハ
ワ
イ
は
前
述
の
よ
う
に
多
民
族
の
融
合
を
標
榜
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「
五
目
化
」
し
て
い
る
。
連
続
性
は
認
識
で
き
る
も

の
の
、
わ
れ
わ
れ
の
饅
頭
、
ソ
ー
メ
ン
と
い
う
観
念

か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。

ハ
ワ
イ
と
し
て
徴し

る
し

づ
け
ら
れ
た
ス
パ
ー
ム
む
す
び

に
対
し
、
こ
れ
ら
の
ロ
ー
カ
ル
フ
ー
ド
は
オ
リ
ジ
ナ

ル
な
名
前
を
保
持
し
つ
つ
変
容
し
て
し
ま
っ
た
が
ゆ

え
に
、
わ
れ
わ
れ
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
観
念
に

大
き
な
と
ま
ど
い
を
与
え
る
。
こ
れ
が
こ
れ
ら
の
変

容
し
た
日
本
食
が
慎
重
に
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
か
ら
排
除

さ
れ
て
い
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
の
語
り

B
級
グ
ル
メ
の
ひ
と
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
の
多
い
オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
は
、
特
殊
な

事
例
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー

プ
の
起
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
か
つ
て
ま

と
も
な
肉
を
買
う
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
移
民
達
が
、
捨
て
ら
れ
る
牛
の
尻
尾
を

煮
込
ん
で
食
べ
た
と
い
う
語
り
は
広
く
信
じ
ら
れ
て

い
る
。
ま
さ
に「
放
る
も
の
」と
し
て
の
内
臓
を
使
っ

た
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
「
ホ
ル
モ
ン
伝
説
」
に
符
合

す
る
ス
ト
ー
リ
ー
と
言
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も

オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
は
、
き
わ
め
て
貧
し
い
食

べ
物
で
あ
っ
た
。

こ
の
語
り
は
い
ま
で
も
機
能
し
て
い
る
。
社
会
的

為
に
他
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
有
名
な
オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
は
、

カ
ピ
オ
ラ
ニ
・
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
だ
と
言
わ
れ
て

い
る
。
昔
カ
ピ
オ
ラ
ニ
通
り
に
立
地
し
て
い
た
こ
の

店
は
、
現
在
場
末
の
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
の
中
に
本
店
を

移
転
し
、薄
暗
い
雰
囲
気
の
中
で
営
業
を
続
け
て
い
る
。

う
ら
ぶ
れ
た
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
の
駐
車
場
に
は
、
場
違

い
な
ベ
ン
ツ
や
レ
ク
サ
ス
が
数
多
く
停
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
時
た
ま
無
性
に
オ
ッ
ク
ス

テ
ー
ル
ス
ー
プ
を
食
べ
た
く
な
る
か
つ
て
の
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
移
民
の
子
孫
の
車
で
あ
る
。

前
述
の
通
り
、
ハ
ワ
イ
の
ロ
ー
カ
ル
フ
ー
ド
の
多

く
は
、
完
全
な
ク
レ
オ
ー
ル
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
を
容
易
に
特
定
化
で
き
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
過

ぎ
な
い
。
オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
も
同
様
に
、
基

層
文
化
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
。
牛
の
尻
尾

の
煮
込
み
と
ご
飯
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
変
わ
ら
な

い
も
の
の
、
オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
と
い
う
名
称

で
一
括
さ
れ
る
食
べ
物
は
き
わ
め
て
多
様
性
に
富
ん

で
い
る
。
カ
ピ
オ
ラ
ニ
・
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
は
沖

縄
か
ら
の
移
民
が
経
営
し
て
き
た
。
若
干
油
の
き
い

た
ス
ー
プ
が
特
徴
で
あ
る
。
広
島
や
愛
媛
な
ど
本
土

か
ら
の
移
民
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
店
の
オ
ッ

ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
は
、
ほ
と
ん
ど
「
お
清
ま
し
」

状
態
で
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
華
人
系

上
昇
を
果
た
し
た
か
つ
て
の
移
民
の
子
孫
達
も
例
外

で
は
な
く
、「
二
〜
三
カ
月
に
一
度
、
無
性
に
オ
ッ

ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
が
食
べ
た
く
な
る
」
と
語
る

人
々
も
多
い
。
確
か
に
オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
は

ハ
ワ
イ
の
ロ
ー
カ
ル
フ
ー
ド
の
中
で
も
、
一
二
を
争

う
美
味
し
い
食
べ
物
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
二
〜
三
カ

月
に
一
度
、 

無
性
に
食
べ
た
く
な
る
人
々
に
と
っ
て
、

オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
を
食
べ
る
と
い
う
行
為
は
、

意
識
す
る
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
の
ル
ー

ツ
を
確
認
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
行

の
オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
は
出
汁
の
き
い
た
、
中

華
ス
ー
プ
の
様
相
を
呈
す
る
。
さ
ら
に
フ
ィ
リ
ピ
ン

系
で
は
ア
ド
ボ
に
近
い
も
の
が
供
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
酢
を
用
い
た
牛
の
尻
尾
の
シ
チ
ュ
ー
と
い
っ
た

趣
で
あ
る
。

こ
う
し
た
多
様
性
は
、
オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ

が
様
々
な
民
族
的
背
景
を
持
っ
た
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
移
民
の
中
で
、
日
常
の
必
然
性
に
し
た
が
っ
て
同

時
多
発
的
に
生
じ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
。
そ
の
意
味
で
オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
は
、
数

あ
る
ハ
ワ
イ
の
ロ
ー
カ
ル
フ
ー
ド
の
な
か
で
も
、
ヘ

リ
テ
ー
ジ
的
性
格
を
色
濃
く
持
っ
て
い
る
。
ハ
ワ
イ

の
ロ
ー
カ
ル
フ
ー
ド
全
般
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
担

い
手
は
そ
の
時
々
の
経
済
・
社
会
状
況
に
し
た
が
っ

て
変
化
し
て
い
く
。カ
ピ
オ
ラ
ニ
・
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ

プ
も
サ
ー
ビ
ス
担
当
は
す
べ
て
新
移
民
の
フ
ィ
リ

ピ
ー
ナ
に
置
き
換
え
ら
れ
、
沖
縄
移
民
の
影
を
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
各
々
の
基
層
文
化
の
影

響
を
受
け
た
多
様
な
オ
ッ
ク
ス
テ
ー
ル
ス
ー
プ
が
、

今
後
も
ハ
ワ
イ
社
会
の
中
で
生
き
残
っ
て
い
く
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
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さ
れ
た
、
ほ
ぼ
一
世
紀
前
に
刷
ら
れ
た
絵
葉
書
に
は
、

中
国
系
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
・
イ
ン
ド
系
・
ジ
ャ
ワ
系
・

ア
フ
リ
カ
系
と
い
う
当
時
の
主
要
五
集
団
を
用
い
て

ス
リ
ナ
ム
社
会
の
多
元
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
歴
史
的
・
社
会
的
背
景
か
ら
、
ス
リ
ナ

ム
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
由
来
す
る
料
理
が
存
在

す
る
。「
中
国
料
理
」
の
チ
ャ
オ
ミ
ン
や
、「
ジ
ャ
ワ

料
理
」の
ナ
シ
ゴ
レ
ン
、「
イ
ン
ド
料
理
」の
ロ
ー
テ
ィ

は
、
最
も
人
気
の
あ
る
外
食
メ
ニ
ュ
ー
だ
。
ス
リ
ナ

ム
人
が
、
ユ
ダ
ヤ
系
企
業
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
の
ソ
フ

ト
ド
リ
ン
ク
を
飲
み
な
が
ら
こ
れ
ら
の
料
理
を
食
べ

て
い
る
姿
は
、
ラ
ン
チ
で
あ
ろ
う
が
デ
ィ
ナ
ー
で
あ

ろ
う
が
、
き
わ
め
て
日
常
的
な
光
景
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
チ
ャ
オ
ミ
ン
で
あ
る
が
、
実
際
に
は

単
に
焼
き
ソ
バ
と
形
容
す
る
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
。

山
盛
り
の
麺
の
上
に
ブ
ツ
切
り
の
ト
リ
肉
が
表
面
を

覆
う
よ
う
に
テ
ン
コ
盛
り
に
な
っ
て
い
る
。
注
文
に

応
じ
て
豚
肉
や
牛
肉
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

ス
リ
ナ
ム
人
が
大
好
き
な
ト
リ
肉
が
使
わ
れ
る
の
が

南
米
大
陸
北
東
部
、
大
西
洋
沿
岸
の
熱
帯
地
域
に

ス
リ
ナ
ム
共
和
国
と
い
う
小
さ
な
国
が
あ
る
。

首
都
パ
ラ
マ
リ
ボ
の
中
央
市
場
に
は
い
ろ
い
ろ
な

飲
食
店
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。「
平
記
賓
館
」
な
る

中
国
系
食
堂
の
看
板
に
は
、「
チ
ャ
オ
ミ
ン
（
焼
き
ソ

バ
）」、
焼
き
飯
、
そ
し
て
ソ
フ
ト
ド
リ
ン
ク
と
い
う

こ
の
食
堂
の
主
な
商
品
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
食
堂
の
店
先
で
は
、
ジ
ャ
ワ
系
と
イ
ン
ド
系

と
思
わ
れ
る
人
々
が
燻
製
魚
を
売
っ
て
い
る
。

ス
リ
ナ
ム
は
、
世
界
で
も
珍
し
い
多
民
族
国
家
で

あ
る
。
旧
宗
主
国
の
オ
ラ
ン
ダ
王
国
が
一
七
世
紀
中

葉
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
間
に
、
プ
ラ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
産
業
の
必
要
に
応
じ
て
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま

な
地
域

―
ア
フ
リ
カ
大
陸
西
岸
、
現
在
の
イ
ン
ド

や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
中
国
大
陸
南
部
な
ど

―
に
労

働
力
を
求
め
た
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
ス
リ
ナ
ム

共
和
国
の
人
口
は
、
黒
人
奴
隷
や
ア
ジ
ア
人
労
働
者

の
子
孫
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
き
わ
め
て
モ
ザ
イ
ク

的
で
あ
る
。「
我
ら
ス
リ
ナ
ム
の
子
供
た
ち
」
と
題
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基
本
で
あ
る
。
大
抵
の
場
合
、
肉
は
調
理
済
み
で
冷

た
い
が
、
熱
帯
で
は
苦
に
な
ら
な
い
。
野
菜
に
は
ナ

ガ
サ
サ
ゲ
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ナ
ガ
サ
サ
ゲ

は
、
ナ
シ
ゴ
レ
ン
や
ロ
ー
テ
ィ
の
付
け
合
せ
と
し
て

も
多
用
さ
れ
て
お
り
、
ス
リ
ナ
ム
料
理
で
不
可
欠
の

食
材
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
キ
ュ
ウ
リ
の
酢
漬
け
と
激
辛
唐
辛
子
の

ス
ラ
イ
ス
も
付
い
て
く
る
。
こ
の
唐
辛
子
は
ハ
バ
ネ

ロ
の
一
種
で
、
ス
リ
ナ
ム
料
理
屋
な
ら
ど
こ
で
も
置

い
て
い
る
も
の
だ
。
ス
リ
ナ
ム
人
に
は
そ
れ
く
ら
い

辛
い
物
好
き
が
多
く
、「
そ
こ
が
オ
ラ
ン
ダ
人
と
ス

リ
ナ
ム
人
の
大
き
な
違
い
」
と
言
う
人
も
い
る
く
ら

い
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、「
中
国
料
理
」
の
チ
ャ
オ
ミ

ン
に
も
ス
リ
ナ
ム
的
な
側
面
が
多
々
備
わ
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
熱
帯
の
木
陰
で
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス

を
片
手
に
チ
ャ
オ
ミ
ン
で
腹
を
膨
ら
ま
せ
つ
つ
、
ス

リ
ナ
ム
の
友
人
と
す
る
お
し
ゃ
べ
り
。
私
に
と
っ
て
、

日
本
で
は
で
き
な
い
贅
沢
で
あ
る
。

2

1 カレー味のマッシュポテト、ナガササゲの炒め物、唐辛子ペーストからなるベジタリアン・ローティ 1
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ベトナム中部の高原都市ダラットの市場にて。フランスパンの横にはフランスのチーズ「ラ・ヴァッシュ・キ・リ（笑う牛）」（パッケージにはベトナム語
でも「笑う牛」と書かれている）が売られている

23 22

ラ
イスペーパーで海老や香草を巻いた生春巻や濃厚なスープに米で作っ

た麺の入ったフォー、そして豊富な肉や野菜を使ったさまざまな料理を

おかずに御飯を食べるというベトナム料理のスタイルに見られるよう

に、米はベトナムの食においてとても重要なものである。しかし、それと並んで人

びとの日常の生活に深く根を下ろしているものに「バイン・ミー」、すなわちパン

がある。かつての植民地支配の名残りかフランス式のバゲットを小型にしたコッ

ペパン程の大きさの「バイン・ミー」は、朝食の目玉焼きの半熟の黄身にちぎって

浸して食べたり、牛肉の煮込みと一緒に食べるほか、パテやチーズ、野菜をはさん

でサンドイッチにして食べることが一般的だ。

　特に「バイン・ミー」のベトナム式サンドイッチは、パンの食べ方としては定番

中の定番で、街のあちこちに多くの屋台が出ている。屋台には、何種類ものパテや

ハム、肉団子、チーズなどの具材が用意されていて、自分の好みに応じて注文する。

金額を指定することによってシンプルなものから豪華版まで作ってもらうことも

できるが、一般的なサンドイッチとはだいたい以下のようなもの

だ。注文をすると、パンを軽く炭火で炙って外皮をパリっとさ

せてから、切り込みを入れてパンを開き、マーガリン、唐辛

子ペースト、パテを塗り、数種類のハム、人参と大根の甘酢

漬け、香菜や葱をはさみ、仕上げにヌクマム（ベトナムの魚醤）

を振りかける。雑誌やノートの切れ端で包んで輪ゴムでとめ

たら、テイクアウト用サンドイッチの完成だ。

　道端で大胆にかぶりつくと、パリっとした外皮の食感の後、口の

中に多様な具材の豊かな味が広がる。「ベトナム料理」と言って真っ先にあがる料

理では決してないが、人びとが日常的に食べ続けているフランス式バゲットの中

に広がるこの味の複雑さにこそ、ベトナムの経験してきた交流の歴史とそれを受

けとめながら人びとが編み出してきた文化を感じざるを得ない。

 ベトナムのフランスパン
“バイン・ミー”
　大橋健一（観光学部）

特集　交流が生む食のかたち　ベトナムのフランスパン“バイン・ミー”
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「
第
二
メ
ニ
ュ
ー
」「
盆
菜
」「
私
房
菜
」。

近
年
、
香
港
で
人
気
を
博
し
て
い
る
観
光
客
向
け
メ
ニ
ュ
ー
を
事
例
に

観
光
客
と
観
光
地
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
。

写
真
／
張
展
鴻

香
港
に
お
け
る
観
光
客
向
け
メ
ニ
ュ
ー
の
研
究

張
展
鴻
（
香
港
中
文
大
学
）　

訳
／
鈴
木
涼
太
郎
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世
界
中
か
ら
観
光
客
が
訪
れ
る
香
港
。
こ
こ
で
は
現
在
、
三
つ
の
異
な

る
タ
イ
プ
の
メ
ニ
ュ
ー
が
観
光
客
向
け
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
め
は
観
光
客
向
け
に
英
語
や
日
本
語
で
書
か
れ
た
メ
ニ
ュ
ー
で
あ

る
。
そ
れ
は
地
元
の
言
葉
で
書
か
れ
た
も
の
を
「
第
一
メ
ニ
ュ
ー
」
と
す

る
と
「
第
二
メ
ニ
ュ
ー
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
香

港
で
は
よ
く
目
に
す
る
も
の
だ
が
、
ま
れ
に
そ
の
値
段
が
地
元
向
け
と
観

光
客
向
け
で
違
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
様
々
な
誤
解
を
生
じ
さ

せ
て
い
る
。
こ
の
「
第
二
メ
ニ
ュ
ー
」
は
、
観
光
客
が
料
理
を
注
文
す
る

助
け
に
な
る
と
い
う
意
味
で
香
港
で
の
食
事
に
好
印
象
を
抱
か
せ
る
よ
う

に
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
ら
の
誤
解
に
よ
っ
て
悪

印
象
を
抱
か
せ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

二
つ
め
は
、
最
近
香
港
の
地
元
旅
行
者
に
人
気
で
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な

ど
で
も
た
び
た
び
紹
介
さ
れ
て
い
る
新
界
地
区
の
農
村
の
伝
統
的
な
料
理
、

す
な
わ
ち
「
特
別
メ
ニ
ュ
ー
」
で
あ
る
。
こ
の
料
理
は
、
香
港
社
会
の
伝

統
や
文
化
の
独
自
性
を
表
象
す
る
た
め
に
創
造
、
な
い
し
再
創
造
さ
れ
た

と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。

三
つ
目
は
、
隠
れ
家
レ
ス
ト
ラ
ン
的
な
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
キ
ッ
チ
ン
で
提

供
さ
れ
る
「
独
自
メ
ニ
ュ
ー
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
料
理
は
一
般
の
個
人

宅
で
顧
客
の
好
み
に
合
わ
せ
な
が
ら
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
れ
ら
三
種
類
の
観
光
客
向
け
料
理
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
ホ
ス

ピ
タ
リ
テ
ィ
や
観
光
政
策
、
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
な
ど
と

関
連
さ
せ
な
が
ら
、
観
光
客
と
観
光
地
の
関
係
に
つ
い
て
よ
り
理
解
を
深

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。

「
第
二
メ
ニ
ュ
ー
」

外
国
人
観
光
客
向
け
料
金

以
前
、
香
港
の
ホ
テ
ル
が
日
本
人
観
光
客
向
け
に
高
い
料
金
設
定
を
し

1
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て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
ホ
テ
ル
と
旅
行
会
社
の
あ
い
だ
で
取
り
決
め
ら
れ
る
部
屋
タ
イ
プ

や
眺
望
の
指
定
な
ど
の
条
件
も
関
わ
っ
て
お
り
、
一
概
に
は
そ
の
是
非
を

問
う
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
も
あ
っ
た
。

同
じ
こ
と
が
香
港
を
訪
れ
る
観
光
客
が
注
文
す
る
料
理
に
つ
い
て
も
言

え
る
。
そ
れ
は
香
港
の
大
部
分
の
レ
ス
ト
ラ
ン
は
二
つ
以
上
メ
ニ
ュ
ー
を

持
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
外
国
か
ら
の
訪
問
者
が
違
う
値
段
設
定
が

ほ
か
に
も
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
こ
で
私
が
言
い
た
い
の
は
香
港
の
す
べ
て
の
レ
ス
ト
ラ
ン
が
正
し
い

価
格
表
示
を
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
重
要
な
の

は
、
観
光
客
と
観
光
地
そ
れ
ぞ
れ
の
誤
解
に
よ
っ
て
、
香
港
を
訪
れ
た
観

光
客
に
悪
い
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
の
知
る
限
り
で
も
、
香
港
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
は
通
常
テ
ー
ブ
ル
に
複

数
の
メ
ニ
ュ
ー
が
お
い
て
あ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、「
本
日
の
オ

ス
ス
メ
」「
シ
ェ
フ
の
オ
ス
ス
メ
」「
お
値
打
ち
メ
ニ
ュ
ー
」「
新
メ
ニ
ュ
ー
」

「
特
別
料
金
の
デ
ィ
ナ
ー
セ
ッ
ト
」

「
定
番
メ
ニ
ュ
ー
」
な
ど
と
い
っ
た

具
合
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
な
か

で
も
ア
ワ
ビ
や
フ
カ
ヒ
レ
、
新
鮮
な

シ
ー
フ
ー
ド
と
い
う
よ
う
な
高
級
な

定
番
料
理
だ
け
は
中
国
語
、
英
語
、

日
本
語
そ
れ
ぞ
れ
で
書
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
観
光
客

は
自
分
た
ち
は
地
元
の
人
々
に
比
べ

高
価
な
料
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
し
て
地
元
の
人
と
同
じ
メ
ニ
ュ
ー
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
し
ま
う
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

「
盆
菜
」

地
元
ら
し
い
伝
統
的
な
家
庭
料
理

そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
は
、
地
元
の
文
化
的
伝
統
を
象
徴
す
る
再
創
造
さ

れ
た
料
理
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
料
理
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
観
光
客
向
け

の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
、
旅
行
雑
誌
な
ど
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

香
港
で
は
一
般
的
に
、
そ
れ
ら
は
地
元
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る

地
元
香
港
の
観
光
客
に
人
気
と
な
っ
て
い
る
。「
盆
菜
（puhn choi

）」
と

呼
ば
れ
る
伝
統
的
な
特
別
料
理
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

伝
統
的
な
側
面
か
ら
見
れ
ば
「
盆
菜
」
は
ハ
レ
の
食
事
で
あ
り
、
香

港
の
新
界
地
区
に
古
く
か
ら
住
む
人
々
が
法
事
や
結
婚
式
の
時
に
広
間
に

集
ま
っ
て
食
べ
る
料
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
メ
イ
ン
料
理
で
あ
り
、
通
常
は

洗
面
器
や
お
盆
に
入
っ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
こ
か
ら
銘
々
が
小
皿
に
取
り

分
け
る
。「
盆
菜
」
を
食
べ
る
と
い

う
伝
統
は
一
九
九
〇
年
以
降
、
外
国

か
ら
の
観
光
客
よ
り
も
地
元
香
港
の

観
光
客
に
人
気
を
博
し
て
い
る
。
こ

の
料
理
は
、
香
港
が
植
民
地
化
さ
れ

る
以
前
か
ら
続
く
歴
史
を
持
っ
て
お

り
、
観
光
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
、
そ
の
起
源
に

つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
が
宣
伝
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
伝
説
的
な
起
源
に

よ
っ
て
「
盆
菜
」
は
香
港
新
界
の
独

特
な
家
族
制
度
の
文
化
的
伝
統
を
表

象
す
る
「
再
創
造
さ
れ
た
」
家
庭
料

理
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
。

「
盆
菜
」
の
起
源
や
歴
史
を
め
ぐ
る

物
語
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ー
ジ
ョ

ン
が
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

あ
る
言
い
伝
え
で
は
「
盆
菜
」
は
清

の
乾
隆
帝
が
広
東
を
訪
れ
た
と
き
に
村
に
伝
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
別
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
南
宋
の
最
後
の
皇
帝
衛
王
と
彼
の
側
近
が
、
モ

ン
ゴ
ル
人
の
侵
略
に
よ
っ
て
南
下
し
た
際
に
伝
え
ら
れ
た
と
も
言
わ
れ
て

お
り
、
そ
の
と
き
大
勢
の
兵
士
に
十
分
な
量
の
料
理
を
出
す
た
め
に
洗
面

器
で
料
理
を
出
し
た
の
が
、
後
に
「
盆
菜
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
地
元
の
人
々
の
歴
史
観
を

反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
盆
菜
」
は
地
元
の
料
理
で
は
あ
る
が
、
新
界
地
区
の
文
化
的
伝
統
を
知

ら
な
い
大
部
分
の
香
港
住
民
に
と
っ

て
は
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
も
の
で
も
あ

る
。
地
元
な
ら
で
は
の
も
の
で
も
あ

り
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
も
あ
る
と
い
う

そ
の
性
格
に
よ
っ
て
、
地
元
の
観
光

に
お
い
て
は
「
伝
統
の
味
」
と
し
て

広
く
宣
伝
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
香
港
の
伝
統
の
探
求
は
、
実

際
の
と
こ
ろ
一
九
九
七
年
の
返
還
を

契
機
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
地
元
香

港
の
観
光
に
お
い
て
は
、
地
元
ら
し
さ
や
田
舎
っ
ぽ
さ
、
植
民
地
以
前
の

特
性
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
私
が
観
察
し
た
一
般
的
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ

ア
ー
は
、
た
い
て
い
地
元
な
ら
で
は
の
料
理
や
伝
統
的
な
村
落
・
寺
院
へ

の
訪
問
な
ど
を
行
程
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
た
。
新
界
地
区
の
村
落
へ
の

旅
は
、
香
港
の
住
民
に
と
っ
て
自
分
探
し
の
旅
で
も
あ
る
の
だ
。

一
九
九
〇
年
代
の
初
頭
か
ら
、
香
港
の
都
市
住
民
は
明
ら
か
に
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
危
機
を
経
験
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
ん
な
彼
ら
は
、
エ
キ
ゾ

テ
ィ
シ
ズ
ム
を
期
待
し
て
香
港
新
界
の
伝
統
へ
の
「
冒
険
」
へ
の
参
加
を
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楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
地
元
の
伝
統
を
強
調
し
た
「
盆
菜
」
は
地
元

の
観
光
宣
伝
で
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
売
り
に
す
る
一
方
で
、
一
九
九
〇

年
代
の
香
港
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
支
配
の
終
焉
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と

し
て
も
理
解
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
政
治
的
な
文
脈
に
お
い
て

「
盆
菜
」
は
新
界
地
区
の
親
族
の
絆
を
深
め
る
も
の
か
ら
、
香
港
全
体
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
盆
菜
」
は
大
き
な
ボ
ウ
ル
を
親
族
一
〇
〜
一
二
人
で
と
り
わ
け
る
と
い

う
伝
統
的
な
食
事
の
ス
タ
イ
ル
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
で
は
村
の
宴
会

場
で
は
な
く
市
街
地
の
家
庭
で
も
食
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
興
味

深
い
こ
と
に
、
二
〇
〇
三
年
の
旧
暦
の
正
月
、「
盆
菜
」
は
不
況
下
に
お

け
る
ヒ
ッ
ト
商
品
と
メ
デ
ィ
ア
に
報
じ
ら
れ
た
。
特
に
正
月
の
二
日
に
家

族
が
集
ま
っ
た
と
き
に
食
べ
る
料
理
と
し
て
買
い
求
め
ら
れ
た
。
現
在

「
盆
菜
」
は
、
家
族
が
集
ま
っ
て
食
べ
る
料
理
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
や
、
香

港
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
日
常
的
な

も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
ミ
ニ
盆
菜
」（
容
器
が
わ
り
に
小

さ
な
か
ぼ
ち
ゃ
を
使
い
鶏
肉
や
キ
ノ
コ
、
野
菜
な
ど
が
い
く
つ
か
入
っ
て
い
る
よ
う

な
も
の
）
が
地
元
の
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
か
ら
売
り
出
さ
れ
て
お

り
、
一
人
用
の
「
盆
菜
セ
ッ
ト
」
な
る
も
の
ま
で
あ
る
ほ
ど
だ
。

「
私
房
菜
」

隠
れ
家
風
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
キ
ッ
チ
ン

香
港
で
は
「
私
房
菜
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
独
自
の
メ
ニ
ュ
ー
を
目
に
す

る
。
そ
れ
ら
は
家
庭
的
な
雰
囲
気
を
強
調
し
た
料
理
で
、
そ
の
料
理
店
の

オ
ー
ナ
ー
独
自
の
個
性
が
反
映
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
中
国
料
理
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
料
理
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
「
私
房
菜
」
料
理
店
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は

皆
、
香
港
の
普
通
料
理
で
あ
る
広
東
料
理
で
は
な
い
こ
と
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
ホ
ー
ム
ス
タ
イ
ル
の
料
理
で
あ
る
こ
と
を
売
り
に
し
て
い
る
。
有
名
な

英
語
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
『
ロ
ン
リ
ー
プ
ラ
ネ
ッ
ト
・
ワ
ー
ル
ド
フ
ー
ド
・
ホ

ン
コ
ン
』
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
食
事
の
形
に
つ
い
て
、
禁
酒
法
時
代

の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
地
下
ク
ラ
ブ
に
な
ぞ
ら
え
る
と
と
も
に
、「
私
房

菜
」
料
理
店
は
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
な
く
ア
ー
ト
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

香
港
に
お
い
て
「
私
房
菜
」
料
理
店
は
単
に
非
認
可
の
料
理
店
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
、
中
流
階
級
の
人
だ
け
に
許
さ
れ
た
秘
密
の
食
事
の
場
で

あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
ら
は
通
常
企
業
登
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
普
通
の

マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
に
あ
る
。
通
り
す
が
り
の
お
客
が
入
る
こ
と
は
な
く
、

必
ず
予
約
が
必
要
で
、
時
に
は
一
カ
月
以
上
前
か
ら
予
約
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
メ
ニ
ュ
ー
は
オ
ー
ナ
ー
に
お
任
せ
で
あ

る
。
そ
し
て
サ
ー
ビ
ス
料
は
不
要
で
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
は
使
え
な
い
。

値
段
は
、
だ
い
た
い
二
〇
〇
香
港
ド
ル
か
ら
四
〇
〇
香
港
ド
ル
（
三
〇
〇

〇
〜
六
〇
〇
〇
円
く
ら
い
）
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
な
料
理
を
出
す
ほ
か
の
レ

ス
ト
ラ
ン
と
比
べ
て
安
い
と
は
い
え
な
い
。
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
言

え
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
普
通
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
に
あ
り
、
周
り
に
は
普

通
に
住
民
が
暮
ら
し
て
い
る
。
街
中
の
レ
ス
ト
ラ
ン
と
比
べ
れ
ば
、
家
賃

は
比
較
的
安
い
。
ほ
と
ん
ど
の「
私
房
菜
」料
理
店
は
夕
食
の
み
を
提
供
し
、

不
定
期
の
営
業
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。
室
内
の
装
飾
は
、
普
通
は
シ
ン
プ

ル
で
あ
り
な
が
ら
も
芸
術
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
そ
う
と
し
て
お
り
、
実

際
オ
ー
ナ
ー
が
芸
術
家
の
店
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
所
の
い
く
つ
か
は
家

庭
的
な
雰
囲
気
を
作
り
出
し
て
い
て
、
薄
暗
い
照
明
で
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ

な
家
具
が
調
度
さ
れ
て
い
る
。

秘
密
め
い
た
、
特
権
階
級
に
の
み
許
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
そ
の
営
業
方

法
に
よ
っ
て
「
私
房
菜
」
は
家
庭
的
な
雰
囲
気
の
中
で
提
供
さ
れ
る
。
そ

こ
に
来
る
客
は
中
流
階
級
で
あ
り
、
時
に
は
セ
レ
ブ
リ
テ
ィ
や
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
た
ち
も
来
る
。
彼
ら
は
こ
の
家
庭
的
な
料
理
の
雰
囲
気
と
、
ほ
か
の

店
に
は
な
い
個
人
的
な
オ
ー
ナ
ー
と
の
関
係
の
な
か
で
料
理
を
食
べ
る
こ

と
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
に
は
、
一
〇
〇
以
上
も
の
こ
の
よ

う
な
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は

今
と
な
っ
て
は
秘
密
め
い
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
と
も
な
い
非
認
可
営
業
か
ら
き
ち
ん
と
認
可
を
受
け
た
上
で
の
営

業
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
な
か
に
は
秘
密
め
い
た
イ
メ
ー
ジ
に
こ
だ

わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

こ
れ
ら
料
理
店
の
特
徴
で
あ
る
、
非
＝
広
東
料
理
を
家
庭
料
理
と
し
て

提
供
す
る
こ
と
、
非
認
可
で
あ
る
こ
と
を
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
」
で
あ
る
と

説
明
す
る
こ
と
、
秘
密
で
親
し
み
や
す
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
売
り
に
す

る
こ
と
は
、
観
光
客
に
と
っ
て
も
大
き
な
魅
力
で
あ
る
。
実
際
あ
る
レ
ス

ト
ラ
ン
の
オ
ー
ナ
ー
は
、「
日
本
の
航
空
会
社
の
機
内
誌
で
取
り
上
げ
ら
れ
、

日
本
の
テ
レ
ビ
番
組
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
多
く
の
観
光
客
が
来

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
話
し
て
い
る
。

観
光
と
食
の
関
わ
り

　
土
産
物
を
買
わ
な
い
観
光
客
が
い
た
と
し
て
も
、
旅
行
中
に
一
度
も
食
事

を
と
ら
な
い
観
光
客
は
い
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
観
光
に
お
い
て
、
料
理
や
食
事

は
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
観
光
客
が
観
光
地
の
料
理
に
寄
せ
る

関
心
は
、
現
代
の
観
光
に
お
い
て
重
要
な
文
化
的
・
経
済
的
影
響
力
を
も
っ

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
料
理
は
単
に
観
光
客
を
受
け
入
れ
る
地
元
の
社
会
に

伝
わ
る
伝
統
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
社
会
に
短
期
間
し
か
滞
在
し
な
い

観
光
客
に
対
し
て
地
元
の
伝
統
や
文
化
を
表
現
す
る
ひ
と
つ
の
手
段
で
も
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
旅
行
中
に
食
べ
る
料
理
や
そ
の
経
験
が
、

そ
の
観
光
地
の
印
象
と
し
て
観
光
客
の
な
か
に
長
く
残
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
た
め
観
光
に
か
か
わ
る
者
は
、
観
光
客
が
料
理
か
ら
受
け
る

印
象
が
観
光
に
も
た
ら
す
影
響
を
軽
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
以
下
の
論
文
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
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「
交
流
文
化
」フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト

3

1970年代まで実際に使われていた森林鉄道の廃線跡が残る東京大学演習林の林道を歩く

観光学部では、2006 年度から設置される

交流文化学科で実際に行われる

フィールドワークを中心とした教育内容を

広く理解してもらおうと

2005 年 10 月 22 日～ 23日

高校生を対象としたモニターツアーを実施した。

ツアーでは、全国各地から集まった参加者とともに

埼玉県秩父市にある東京大学演習林と

山梨県北都留郡小菅村を訪ねた。
写真／遠藤宏

東京大学
秩父演習林ハイキング

交流文化
フィールドワーク
モニターツアー

多摩川源流
小菅村の山村体験
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　今回のモニターツアーは、森林ツアー

と山村体験の二つから構成されています。

　秩父演習林の森林ツアーでは、木材生

産を中心に林業に携わっていた人々が演

習林を活用した新しい観光ビジネスをつ

くり出そうとしている現場を訪ねます。

また小菅村では従来の観光事業を脱皮し

て、多摩川の「源流」をテーマにした森林

再生につながる山村体験などをメインに

した新しい観光のスタイルを提唱し、村

役場を中心に取り組む姿を学びます。

モ ニ タ ー ツ ア ー の プ ロ グ ラ ム に つ い て

スケジュール
2005年10月22日～23日

10 / 22　
08 : 45 立教大学新座キャンパス出発
12 : 00 東京大学秩父演習林着
13 : 00 森林ツアー（入川渓谷）  ＊1
18 : 00 小菅村着
19 : 30 村役場の人たちの話を聞く ＊2　　　
　　　
10 / 23
09 : 30 地元のお年寄りの話を聞く  ＊3
11 : 00 交流文化ディスカッション  ＊4
14 : 00 小菅村を出発
17 : 00 新宿で解散

＊1 森林ツアー
入川渓谷の東大演習林には原生林や美しい渓流の流れる林道があり、埼
玉県秩父農村振興センターの専門家に森林の楽しみ方を聞きながら歩き
ました。1970年頃まで実際に使われていた森林鉄道の廃敷をたどりなが
ら、荒川源流近くまでハイキングするエコツーリズム体験です。

＊2 村役場の人たちの話を聞く
全国の山間部の村に共通する過疎化の問題を抱える小菅村は、「多摩川源
流の里」として森林を活かした都市との交流事業を起こそうとしています。
その取り組みに実際に携わる村長や森林組合の関係者の話を聞きました。

＊3 地元のお年寄りの話を聞く
農家などの地元のお年寄りに現在の村の生活や昔の暮らしぶりや仕事に
ついての話を聞きました。

＊4 交流文化ディスカッション
ツアーを通して体験した山村の姿についての感想や、都市と山村の交流に
関する意見交換。さらに、観光学部で交流文化を研究している中国、タイ
からの留学生の話を聞きました。

東京大学秩父演習林
ハイキング
東京大学、埼玉県秩父農
林振興センターの協力を得
て実施された森林ツアー。
林業の専門家から、さまざ
まな話を聞きながら荒川源
流を目指す。

交流文化フィールドワーク  モニターツアー

東京都

埼玉県

山梨県

秩父
東京大学演習林　
入川渓谷（荒川源流）

小菅村 多摩川

荒川

森林鉄道の廃敷を歩く

1970年頃まで使われていた森林鉄道の廃敷

雲取山
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交
流
文
化
と
は
、
人
々
が
観
光
を
通
じ
て
交
流
す
る
な
か
で
、
新
し
く

生
ま
れ
て
い
く
文
化
の
こ
と
で
す
。
今
回
は
秩
父
と
多
摩
と
い
う
関
東
地

方
の
山
間
部
を
訪
ね
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら

東
京
都
区
部
を
中
心
と
す
る
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
客
を
受
け
入
れ
て
き
た

歴
史
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
半
世
紀
の
歴
史
の
な
か
で
、
観
光
の
動
向

や
地
域
の
生
活
も
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
今
、こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、

農
家
や
林
業
従
事
者
の
生
活
文
化
を
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
観
光
客
に
提
供
す

る
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
地
元
の
農
作
物
や
郷
土

食
を
直
売
す
る
施
設
と
し
て
の
「
道
の
駅
」
や
、
日
帰
り
で
利
用
で
き
る

温
泉
入
浴
施
設
、
宿
泊
施
設
な
ど
で
す
が
、
な
か
で
も
近
年
で
は
新
し
い

取
り
組
み
と
し
て
、
農
業
や
林
業
な
ど
の
生
産
技
術
を
活
用
し
て
都
市
と

山
村
の
新
し
い
交
流
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
実
践
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
地
元
の
人
々
が
取
り
組
ん
で
い
る
姿
を
直
接
体
験
し
、
さ
ま

ざ
ま
な
可
能
性
や
課
題
を
発
見
す
る
こ
と
で
、
都
市
と
山
村
が
と
も
に
交

流
文
化
を
育
ん
で
い
く
意
義
を
学
ぶ
こ
と
も
交
流
文
化
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
の
ひ
と
つ
で
す
。

モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
を

通
し
て
学
ん
だ
こ
と

多摩川源流の里
小菅村
地元高齢者との語ら
い、行政担当者から
の聞き取り、すべて
がツアーに参加した
高校生にとっては新
しい体験であった。

東
京
大
学
秩
父
演
習
林

　

東
京
大
学
秩
父
演
習
林
は
関
東
山
地
の

中
央
部
荒
川
源
流
域
に
あ
り
、
奥
秩
父
の
貴

重
な
原
生
林
や
入
川
渓
谷
の
両
岸
に
広
が
る

総
面
積
五
〇
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
森
林
で
す
。

こ
の
う
ち
三
分
の
一
が
原
生
林
で
、
ブ
ナ
、
シ

オ
ジ
、
サ
ワ
グ
ル
ミ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
林

が
分
布
す
る
ほ
か
、
亜
高
山
帯
域
に
は
コ
メ

ツ
ガ
、
シ
ラ
ベ
、
オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
な
ど
の
針
葉

樹
も
分
布
し
て
い
ま
す
。
演
習
林
内
に
は
渓

谷
に
沿
っ
て
国
有
林
を
伐
採
し
木
材
を
運
搬

す
る
た
め
の
森
林
鉄
道
が
昭
和
初
期
に
敷

設
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
七
〇
年
に
廃
止
さ
れ

た
後
も
、
登
山
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
在
も
廃
敷
や
枕
木
が
と
こ
ろ
ど
こ
と

残
り
、往
時
の
面
影
を
し
の
ば
せ
ま
す
。　

山
梨
県
北
都
留
郡
小
菅
村

　

小
菅
村
は
秩
父
多
摩
国
立
公
園
内
に
あ

り
、
東
京
都
内
を
流
れ
る
多
摩
川
の
源
流

部
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
森
林
が
総
面
積
の

九
五
％
を
占
め
、
そ
の
う
ち
約
三
割
が
東
京

都
の
水
源
涵
養
林
に
な
っ
て
い
ま
す
。
人
口

は
約
一
〇
〇
〇
人
、
高
齢
化
率
は
三
三
％
。

一
九
七
〇
年
代
前
半
ま
で
は
農
林
業
な
ど
の

第
一
次
産
業
が
就
業
者
の
半
数
を
占
め
て
い

ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
第
二
次
、
第
三
次
に

移
行
。
な
か
で
も
観
光
を
中
心
と
し
た
サ

ー
ビ
ス
業
が
伸
び
て
い
ま
す
。
現
在
は
自
ら

を
「
源
流
の
里
」
と
位
置
付
け
、
多
摩
川
下

流
域
に
暮
ら
す
都
市
民
と
の
交
流
を
行
う
べ

く
、「
森
林
環
境
教
育
」
の
理
念
に
基
づ
く

情
報
発
信
や
体
験
農
林
業
、
自
然
散
策
ガ

イ
ド
な
ど
を
事
業
化
し
て
い
こ
う
と
し
て
い

ま
す
。
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読
書
案
内

驚
く
ほ
ど
多
様
化
し
た

「
中
国
外
の
中
国
料
理
」の
現
在

ア
ジ
ア
遊
学 

77　

特
集
「
世
界
の
中
華
料
理
」

勉
誠
出
版
（
二
〇
〇
五
）　

一
八
〇
〇
円
＋
税

B
ook Review

本
号
の
特
集
「
交
流
が
生

む
食
の
か
た
ち
」
と
い
う

テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
も
っ

と
突
っ
込
ん
で
知
り
た
い
と
思
わ
れ
た

読
者
に
恰
好
の
題
材
を
提
供
し
て
い
る

の
が
本
書
で
あ
る
。

読書案内

特
集
に
関
連
す
る
書
籍
の
中
か
ら
今
回
選
ん
だ
の
は
、

交
流
文
化
と
し
て
の
食
を
考
え
る
の
に
最
適
の
二
冊
。

編
者
に
よ
る
と
、
中
華
料
理
に
は
北

京
料
理
や
広
東
料
理
と
い
っ
た
「
大
伝

統
」
以
外
に
も
、
見
落
と
す
こ
と
の
で

き
な
い
一
群
の
「
小
伝
統
」
が
あ
り
、

そ
の
一
潮
流
が
「
中
国
外
の
中
国
料

理
」
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
本
号

に
お
け
る
日
本
の
ラ
ー
メ
ン
で
あ
り
、

ス
リ
ナ
ム
の
チ
ャ
オ
ミ
ン
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
本
書
で
は
そ
の
全
世
界
的
な
規

模
で
驚
く
ほ
ど
多
様
化
し
た
中
華
料
理

の
現
在
の
姿
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
地

域
を
専
門
に
し
た
人
類
学
者
や
社
会
学

者
ら
に
よ
る
詳
細
な
事
例
を
も
と
に
解

説
し
て
い
る
。

日
本
を
は
じ
め
韓
国
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
と
い
っ
た
周
辺
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
北

米
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
及
ぶ
豊
富
な
事
例
が

紹
介
さ
れ
る
が
、
多
様
化
に
は
大
き
く

三
つ
の
類
型
が
見
ら
れ
る
。
第
一
に
、

幾
分
「
現
地
化
」
さ
れ
な
が
ら
も
伝
統

の
姿
を
保
と
う
と
す
る
高
級
レ
ス
ト
ラ

ン
の
「
正
統
」
中
華
料
理
。
第
二
に
、

チ
ャ
プ
ス
イ
（
北
米
風
中
華
雑
炊
）
や

ラ
ー
メ
ン
の
よ
う
な
中
国
に
は
存
在
し

な
い
ほ
ど
「
現
地
化
」
し
た
料
理
。
第

三
に
、
東
南
ア
ジ
ア
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
ほ
と
ん
ど
中
華
料
理
と
は
思
え
な
い

ほ
ど
「
土
着
化
」
し
た
料
理
。

一
般
に
こ
う
し
た
料
理
は
正
統
を
知

る
者
の
目
か
ら
は
「
ま
が
い
も
の
」
と

見
ら
れ
が
ち
だ
が
、
日
常
的
に
そ
れ
を

食
し
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
れ

こ
そ
が
中
華
料
理
だ
と
認
知
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
の
は
、
多
様
化
の
諸
相
は

単
純
に
地
理
的
な
距
離
で
は
な
く
、
交

流
の
生
じ
た
歴
史
的
文
化
的
な
状
況
の

違
い
に
大
き
く
よ
っ
て
い
る
こ
と
。
ま

た
中
華
料
理
が
海
外
に
伝
播
し
て
い
く

だ
け
で
な
く
、
中
国
内
で
も
外
か
ら
の

食
文
化
が
流
入
す
る
こ
と
で
本
家
の
中

華
料
理
に
変
容
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

だ
。
本
書
が
注
視
す
る
の
は
「
料
理
を

文
化
と
し
て
と
ら
え
、
そ
う
し
た
文
化

が
多
文
化
と
接
触
し
、
受
容
、
拒
否
、

解
釈
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
変
容

し
て
い
く
姿
」
な
の
で
あ
る
。

な
か
で
も
「
日
本
の
『
国
民
食
』
と

し
て
の
中
華
」
と
い
う
論
考
で
は
、
も

と
も
と
中
国
伝
来
の
食
文
化
が
い
か
に

日
本
食
と
し
て
一
般
化
し
「
国
民
食
」

と
な
る
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
注
目
し

て
い
る
。
本
号
に
お
け
る
「
ラ
ー
メ
ン

と
い
う
近
代
」
と
問
題
意
識
の
重
な
る

部
分
も
多
い
の
で
、
併
せ
て
読
ん
で
み

る
と
面
白
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
本
号
に
寄
稿
い
た
だ
い
た
香

港
中
文
大
学
の
張
展
鴻
準
教
授
も
「
返

還
後
の
香
港
広
東
料
理
」
と
い
う
論
考

を
執
筆
し
て
い
る
。
香
港
の
観
光
客
向

け
料
理
の
流
行
の
背
景
に
あ
る
中
国
返

還
が
も
た
ら
し
た
香
港
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
危
機
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
似
て
非
な
る
も
の
」

と
い
う
問
題
提
起

日
本
の
焼
肉 

韓
国
の
刺
身

朝
倉
敏
夫 

著

農
文
協
（
一
九
九
四
）　

一
九
〇
〇
円
（
税
込
）

身
を
題
材
に
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の

料
理
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
変
容

し
て
い
っ
た
か
、
そ
の
展
開
過
程
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

面
白
い
の
は
そ
の
分
析
手
法
。
東
京

二
三
区
内
の
韓
国
料
理
店
を
電
話
番
号

簿
か
ら
そ
の
数
的
推
移
や
地
域
的
分

布
、
店
名
傾
向
を
分
析
し
た
り
、
経
営

マ
ニ
ュ
ア
ル
や
メ
ニ
ュ
ー
の
内
容
か
ら

「
ジ
ャ
パ
ナ
イ
ズ
（
日
本
化
）」
の
諸
相

を
抽
出
し
、
日
本
的
特
質
を
導
き
出
し

て
い
る
こ
と
だ
。

さ
ら
に
、
同
じ
手
法
で
ソ
ウ
ル
の
日

本
料
理
店
の
分
析
も
行
っ
て
お
り
、
両

国
の
文
化
的
相
違
が
見
事
に
描
き
出
さ

れ
る
。
日
本
に
お
け
る
在
日
韓
国
人
・

朝
鮮
人
の
存
在
、
韓
国
に
お
け
る
日
本

の
植
民
地
体
験
と
い
う
要
素
が
両
国
の

食
文
化
に
微
妙
な
影
響
を
与
え
あ
っ
て

い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

韓
国
で
食
べ
る
焼
肉
は
日
本

の
焼
肉
と
ど
う
し
て
こ
ん

な
に
違
う
の
だ
ろ
う
？

こ
う
し
た
誰
も
が
一
度
は
感
じ
た
こ

と
の
あ
る
素
朴
な
疑
問
を
も
と
に
、
文

化
人
類
学
の
立
場
か
ら
日
本
と
韓
国
の

食
文
化
の
違
い
、
そ
の
「
似
て
非
な
る

も
の
」
の
背
景
を
考
察
し
た
一
冊
。
そ

れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
著
者
は

日
本
に
お
い
て
は
焼
肉
、
韓
国
で
は
刺



ベ
ト
ナ
ム
観
光
の
現
状
と
課
題

L
e

c
tu

re

最
近
の
講
演
会
か
ら

観
光
学
部
で
は
、二
〇
〇
六
年
度
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
国
家
大
学
ハ
ノ
イ
に
属
す
る
社
会
人
文
大
学
の
観
光
学
部
、

ベ
ト
ナ
ム
言
語
ベ
ト
ナ
ム
文
化
学
部
と
の
間
で
共
同
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
始
す
る
。

同
国
の
観
光
教
育
の
中
心
的
機
関
で
あ
る
社
会
人
文
大
学
観
光
学
部
学
部
長

デ
ィ
ン
・
チ
ュ
ン
・
キ
エ
ン
氏
に
ベ
ト
ナ
ム
観
光
の
現
状
に
つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
い
た
。

一
五
年
間
で
外
国
人
旅
行
者
数
が
一
〇
倍

ベ
ト
ナ
ム
は
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の
東
側
に
位
置
し
、

北
に
中
国
、
西
に
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
国
境
を

接
し
、
東
岸
は
南
シ
ナ
海
に
面
し
て
い
ま
す
。
日
本

の
南
西
約
三
六
〇
〇
キ
ロ
の
場
所
に
あ
り
ま
す
。
正

式
な
国
名
は「
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国（Socialist 

Republic of V
ietnam

）」
で
、
首
都
は
ハ
ノ
イ
で
す
。

一
九
七
六
年
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
結
し
、
南
北

統
一
さ
れ
ま
し
た
。

ベ
ト
ナ
ム
は
日
本
を
は
じ
め
中
国
や
韓
国
、
東
南

ア
ジ
ア
の
国
々
の
協
力
に
よ
り
近
年
大
き
な
発
展
を

遂
げ
て
き
ま
し
た
が
、
観
光
産
業
や
観
光
教
育
の
現

状
は
ま
だ
こ
う
し
た
周
辺
国
に
く
ら
べ
る
と
遅
れ
て

い
ま
す
。

と
は
い
え
、
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
に

か
け
て
ベ
ト
ナ
ム
を
訪
問
し
た
外
国
人
旅
行
者
数
は

年
々
着
実
に
増
え
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
四
年
の
旅
行

者
数
は
約
二
八
三
万
人
と
、
三
〇
〇
万
人
に
迫
る
勢

い
で
す
。
一
九
九
〇
年
以
前
は
観
光
客
が
ほ
と
ん
ど

い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
当
時
年
間
の
旅
行
者
数
が
約

二
五
万
人
だ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
こ
の
一
五
年
で

一
〇
倍
以
上
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
〇
三

年
に
少
し
減
少
し
て
い
る
の
は
重
症
急
性
呼
吸
器
症

候
群 

（SAR
S

）
の
影
響
で
す
が
、
翌
年
に
は
す
ぐ
に

回
復
し
ま
し
た
。

外
国
人
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
シ
ェ
ア
で
い
う
と
、
二
〇

〇
四
年
の
場
合
、
中
国
（
約
七
八
万
人
）
が
約
二
八
％

と
ト
ッ
プ
で
、
次
い
で
ア
メ
リ
カ
と
日
本
（
約

二
三
万
人
）、
台
湾
、
韓
国
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
約

一
二
％
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
ベ
ト
ナ
ム
訪
問

者
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
の
が
実
情
で
す
。
特

に
〇
一
年
以
降
、
中
国
の
観
光
客
が
増
え
て
い
ま
す
。

中
国
人
の
海
外
旅
行
解
禁
や
ベ
ト
ナ
ム
政
府
に
よ
る

ビ
ザ
免
除
措
置
な
ど
の
影
響
が
大
き
い
よ
う
で
す
。

中
国
を
訪
ね
る
ベ
ト
ナ
ム
人
の
数
と
比
べ
る
と
、
ベ

ト
ナ
ム
に
来
る
中
国
人
旅
行
者
数
は
一
〇
倍
に
な
り

ま
す
が
、
中
国
の
人
口
は
ベ
ト
ナ
ム
の
一
五
倍
も
あ

る
の
で
、
当
然
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
語
ガ
イ
ド
は
全
体
の
わ
ず
か
六
%

日
本
人
旅
行
者
数
は
こ
こ
数
年
伸
び
悩
ん
で
い
ま

す
が
、
個
人
あ
た
り
の
消
費
能
力
の
高
い
の
が
特
徴

で
す
。
た
だ
し
、
受
け
入
れ
側
の
ベ
ト
ナ
ム
の
観
光

産
業
に
は
ま
だ
問
題
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と

「
ベ
ト
ナ
ム
観
光
の
現
状
と
課
題
」

デ
ィ
ン
・
チ
ュ
ン
・
キ
エ
ン
氏

ベ
ト
ナ
ム
国
家
大
学
ハ
ノ
イ

社
会
人
文
大
学
教
授
、観
光
学
部
長

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
七
日

池
袋
キ
ャ
ン
パ
ス

八
号
館
八
一
〇
一
教
室

39 38ベトナム観光の現状と課題

講演中の資料から。なお、ベトナム観光の現状は

以下のウエブサイトが参考になる。

http://www.vietnamtourism.com
http://www.vietnamtourism.gov.vn
http://www.dulichvn.org.vn
http://www.vietnamtourism-info.com
http://www.vietnam-tourism.com
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え
ば
、
現
在
ベ
ト
ナ
ム
に
は
三
二
九
の
国
際
観
光
を

扱
う
ツ
ア
ー
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
あ
り
、
ラ
イ
セ
ン
ス

を
持
っ
た
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
も
約
五
〇
〇
〇
人
い
ま
す

が
、
日
本
語
を
話
す
ガ
イ
ド
の
割
合
は
わ
ず
か
六
％

に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
約
四
〇
％
が
英
語
で
二
五
％
が
中

国
語
、
二
〇
％
が
フ
ラ
ン
ス
語
と
そ
の
大
半
を
占
め
、

英
語
の
ガ
イ
ド
は
余
っ
て
い
る
の
に
日
本
語
ガ
イ
ド

が
足
り
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、

ガ
イ
ド
の
質
は
十
分
と
は
い
え
ず
、
日
本
語
は
で
き

て
も
観
光
や
文
化
の
知
識
が
足
り
な
い
場
合
も
多
く
、

教
育
が
必
要
で
す
。
今
回
来
日
し
て
思
っ
た
こ
と
で

す
が
、
日
本
人
は
歩
く
の
が
と
て
も
早
く
、
ベ
ト
ナ

ム
人
は
の
ん
び
り
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
日
本
と

ベ
ト
ナ
ム
の
文
化
や
習
慣
の
違
い
も
知
っ
て
お
か
な

い
と
、
い
い
ガ
イ
ド
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

ベ
ト
ナ
ム
に
は
現
在
一
九
五
六
の
ホ
テ
ル
が
あ
り
、

そ
の
う
ち
五
つ
星
の
客
室
数
は
約
五
〇
〇
〇
室
で
す

が
、
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
そ
の
数
を
二
倍
に
増
や
す

の
が
目
標
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
い
い
ホ
テ
ル
を
増
や

し
て
も
ス
タ
ッ
フ
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
伴
わ
な
い
と

意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ホ
テ
ル
教
育
も
ま
す
ま

す
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ベ
ト
ナ
ム
国
家
大
学
ハ
ノ
イ
社
会
人
文
大
学
観
光
学
部

ベ
ト
ナ
ム
の
観
光
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
で
す

が
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
、
観
光
学
部
を
置
く
大
学

は
ひ
と
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
二
〇

〇
四
年
現
在
、
二
四
の
大
学
に
あ
り
ま
す
。
ベ
ト
ナ

ム
で
は
教
育
施
設
が
充
分
に
整
備
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
ま
せ
ん
が
、
将
来
は
海
外
か
ら
教
員
を
招
聘
し

た
り
、
多
く
の
留
学
生
が
ベ
ト
ナ
ム
に
戻
っ
て
く
る

こ
と
で
、
よ
り
教
育
の
質
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

私
の
所
属
す
る
ベ
ト
ナ
ム
国
家
大
学
ハ
ノ
イ

社
会
人
文
大
学
観
光
学
部
が
設
立
さ
れ
た
の
は

一
九
九
五
年
で
す
。
学
科
は
観
光
地
理
学
（T

ourism
 

G
eography and C

ulture

）
と
観
光
経
営
学
（Tourism

 

Industry and Skills

）
の
二
学
科
に
分
か
れ
ま
す
。
前

者
で
は
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
や
観
光
文
化
、
観
光
計
画

を
学
び
、
後
者
で
は
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
や
観
光
産
業
の

経
営
や
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
な
ど

を
学
び
ま
す
。
本
学
部
で
は
す
で
に
中
国
や
フ
ラ
ン

ス
、
タ
イ
な
ど
海
外
の
大
学
と
の
提
携
協
力
も
結
ば

れ
て
お
り
、
今
後
立
教
大
学
と
の
提
携
協
力
も
強
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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ディン・チュン・キエン 氏
ベトナム国家大学ハノイ社会人文大

学教授。ベトナムにおける観光研究

の第一人者。また同国における観光

研究、観光教育の中心的機関である

ベトナム国家大学ハノイ社会人文大

学観光学部の学部長として、後進の

指導、観光研究の振興を果たした役

割も高く評価されている。

写真／森園晴美

開催日

10/7

講演者

ディン・チュン・ キエン
ベトナム国家大学ハノイ社会人文大学

演題

ベトナム観光の現状と課題

対象

本学学生、本学教職員、一般市民

最近の観光学部講演会

国際シンポジウム
開催日

12/11

演題

雲南および周辺地域の観光開発に伴う文化変容

近年、観光開発が著しく行われる中国の雲南省およびその周辺諸国において、観光が重要な産業とし

て発展してきた。本会議は観光開発に伴う地域の変貌と文化の変容に関わる研究成果を発表し、社

会学、文化人類学、地理学及び行政など多岐に渡る視点から意見を交換する。

研究発表

中国雲南省・西双版納における観光開発および問題点－劉剛（沖縄大学教授）

観光強省づくりを目指す雲南の動向－周文傑（中国国家観光局所長補佐）

雲南隣接地域における観光化－ルアンナムタ・ラオスの事例－稲垣勉（立教大学観光学部教授）

西双版納における刀耕火種（焼畑）の変貌－白坂蕃（立教大学観光学部教授）　

世界遺産麗江古城の観光開発－杜国慶（立教大学観光学部助教授）　

The Social Impacts of Island Tourism in Malaysia

－Badaruddin Mohamed（マレーシア科学大学準教授）

質 疑 応 答 か ら

講
演
終
了
後
も
活
発
な
質
疑
応
答
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

そ
の
一
部
を
収
録
。

Q 

ベ
ト
ナ
ム
の
全
産
業
の
中
で
業
績
が
伸
び
て
い
る
の

は
ど
ん
な
業
種
で
す
か
。

A 

衣
料
品
な
ど
の
加
工
業
と
観
光
産
業
で
す
。
特

に
観
光
産
業
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
政
府
も
ベ
ト
ナ

ム
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
産
業
の
一
つ
と
認
識
し
て

 1/12 保継剛
中山大学

ディズニーランドと中国の観光開発 本学学生、本学教職員、一般市民

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
大
学
で
も
観
光
学
を
学
ぶ
学

科
は
人
気
が
高
く
、
就
職
率
も
い
い
と
い
え
ま
す
。

た
だ
ベ
ト
ナ
ム
は
観
光
資
源
が
豊
富
で
す
が
、
開
発

は
ま
だ
力
不
足
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

Q  

ベ
ト
ナ
ム
の
国
内
旅
行
の
動
向
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

A 

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
中
、
私
も
軍
人
で
し
た
が
、
戦
争

終
結
後
三
〇
年
が
た
ち
、
時
代
は
大
き
く
変
わ
り

ま
し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
人
も
日
本
人
や
中
国
人
と
同

じ
よ
う
に
旅
行
が
大
好
き
で
す
。
で
す
か
ら
、
生
活

レ
ベ
ル
も
少
し
ず
つ
上
が
っ
て
き
た
最
近
は
、
国
内

旅
行
も
か
な
り
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
海

外
旅
行
は
ま
だ
少
し
先
の
こ
と
の
よ
う
で
す
ね
。
い

つ
か
ベ
ト
ナ
ム
人
も
海
外
旅
行
が
自
由
に
で
き
る
時

代
が
く
る
よ
う
が
ん
ば
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

Q 

日
本
人
観
光
客
が
ベ
ト
ナ
ム
に
期
待
す
る
も
の

と
欧
米
人
や
韓
国
人
の
そ
れ
は
違
い
ま
す
か
。

A 

日
本
人
は
き
ち
ん
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
さ
れ
た
ツ

ア
ー
を
好
み
、
ホ
テ
ル
も
市
内
の
繁
華
街
に
近
い
に

ぎ
や
か
な
場
所
の
も
の
よ
り
静
か
な
郊
外
の
ホ
テ

ル
が
好
き
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。
お
土
産
も
高
額

で
高
品
質
の
商
品
に
関
心
が
高
い
よ
う
で
す
。
そ
れ

に
応
え
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
少

し
ず
つ
努
力
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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材
を
育
成
す
る
た
め
、
観
光
を
教
育
す
る
専
門
学
科

の
設
置
を
計
画
し
て
き
た
。
こ
の
過
程
で
、
立
教
大

学
観
光
学
部
に
対
し
協
力
支
援
が
要
請
さ
れ
、
こ
れ

ま
で
継
続
的
に
本
学
部
か
ら
教
員
を
派
遣
し
、
ラ
オ

ス
国
立
大
学
社
会
科
学
部
に
お
い
て
観
光
教
育
の
た

め
の
教
員
養
成
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
の
援
助
活
動

が
行
わ
れ
て
き
た
。

二
〇
〇
五
年
七
月
に
は
、
観
光
学
科
長
予
定
者
の

カ
ン
プ
ー
先
生
と
チ
ャ
ン
ペ
ン
先
生
の
二
名
を
日
本

に
招
聘
し
、
立
教
大
学
に
お
け
る
観
光
教
育
の
多
様

な
現
場
の
視
察
や
、
教
授
法
や
教
材
に
関
し
て
実
地

に
研
修
し
て
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
視

察
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
合
間
に
、
東
京
を
中
心
と
す

る
日
本
の
観
光
の
現
状
も
視
察
し
て
い
た
だ
い
た
。

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
に
ラ
オ
ス
政
府
か
ら
ラ
オ

ス
国
立
大
学
に
対
し
て
観
光
ホ
テ
ル
経
営
学
科
設

置
の
認
可
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
立
教
大
学
観
光
学

部
の
支
援
協
力
は
実
を
結
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
ラ
オ

ス
国
立
大
学
に
お
け
る
観
光
に
関
す
る
専
門
の
学
科

が
出
来
上
が
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
今
後
両
大

学
の
研
究
者
に
よ
る
共
同
研
究
や
ラ
オ
ス
に
お
け
る

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
実
施
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
の
教
育
研
究
交
流
の
可
能
性
が
大
き
く
開
け
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
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ラオス国立大学への
観光教育支援

立
教
大
学
観
光
学
部
は
、
従
来
か
ら
ア
ジ
ア
大
平

洋
地
域
に
お
け
る
観
光
教
育
研
究
の
拠
点
と
し
て
の

役
割
は
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
担
っ
て
き
た
。
現
在

そ
の
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
今

後
さ
ら
に
国
際
的
な
教
育
研
究
交
流
の
拠
点
と
な
る

べ
く
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
計
画
を
立
案
、実
施
し
て
い
る
。

二
〇
〇
一
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
ラ
オ
ス
国
立
大
学

へ
の
観
光
教
育
支
援
も
こ
の
交
流
事
業
の
一
環
で
あ

る
。
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の
内
陸
国
で
あ
る
ラ
オ
ス
に

お
い
て
観
光
は
、
外
貨
獲
得
第
二
位
の
重
要
な
産
業

で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
専
門
的
な
観
光
教
育
は

行
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中

で
、
同
国
で
唯
一
の
大
学
、
最
高
学
府
で
あ
る
ラ
オ

ス
国
立
大
学
で
は
、
将
来
の
ラ
オ
ス
観
光
を
担
う
人

ラオス国立大学への観光教育支援

写真／稲垣勉、森園晴美

ラ
オ
ス
国
立
大
学
に
つ
い
て

　

ラ
オ
ス
国
立
大
学
は
同
国
唯
一
の

四
年
制
大
学
。
師
範
学
校
と
し
て
ス

タ
ー
ト
し
た
が
、
現
在
は
教
育
学
部

以
外
に
医
学
部
、
工
学
部
、
経
済
経

営
学
部
な
ど
複
数
の
学
部
を
持
つ
総

合
大
学
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
夜
間

部
も
あ
り
、
社
会
人
の
リ
カ
レ
ン
ト
教

育
を
行
っ
て
い
る
。 

社
会
科
学
部
は

中
心
キ
ャ
ン
パ
ス
で
あ
る
首
都
ビ
エ
ン

チ
ャ
ン
郊
外
の
ド
ン
ド
ク
・
キ
ャ
ン
パ

ス
に
立
地
す
る
学
部
で
、
地
理
学
、
歴

史
学
、
政
治
学
、
社
会
学
な
ど
の
教

育
を
担
当
す
る
。 

ラオス国立大学社会科学部観光ホテル経営学科のカンプー先生（右）とチャンペン先生（左）

このコーナーでは観光学部が行う国際交流の現場を随時報告していきます。

押見立教大学総長とカンプー先生
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東京滞在中、カンプー先生とチャンペン先生には立教大学における観光教育
の現場の視察、教授法や教材に関する研修をしていただいたほか、東京の
観光の現状も視察していただいた。

学 部 国 際 交 流 の 現 場 か ら
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学部国際交流の展望について
稲垣勉（観光学部長）

　大学における国際交流は、海外大学との間で互恵的な関係を結ぶものです。この国際交流には、主

に三つの目的があります。まず第一に、提携した大学と共同で研究・調査プロジェクトを立ち上げ

る研究協力です。第二は、教員が相互に訪問する研究者交換であり、研究・研修の機会を相互に提供

しあうというものです。第三は、学生交換、つまり両校の学生が互いに留学生として相手校で学ぶと

いうものです。いわば両校が互いの教育リソースを提供しあって教育機会の拡大を図ろうというも

のといえましょう。

　本学部の国際交流も基本的にこのパターンを踏襲しています。とはいえ、観光学部という独特の

ポジションや教育内容の独自性ゆえに、立教大学主体の提携校の枠内では必ずしも収りきれません。

このため自分たちに相応しいパートナー選びが必要となります。観光学の教育のフィールドは国内

にとどまらず海外に広がっています。観光学部にとって海外大学との強固な協力関係はきわめて重

要です。現在、海外30校との間でパートナーシップを結ぶ構想があり、すでに20校以上の大学と協

定を結び、また協力交渉の最終段階にあります。

　なかでもコアとなるのが、観光学部独自の三校交流協定コンソーシアムです。協定校である香港

理工大学とハワイ州立大学とのトライアングル協定が調印されたのは2003年です。協定に至る過

程では、ハワイ大と共同でベトナムの観光関係の官僚や国営ホテル幹部を集めたセミナーなど、さ

まざまなプログラムが実施され、香港理工大学からはホテル観光経営学部長が特任教授として立教

大学に着任するなど、強いパートナーシップが築かれてきました。またラオス国立大学社会科学部

観光ホテル経営学科の立ち上げ支援も数ある国際交流のひとつの姿です（42ページ参照）。これらもア

ジアにおける本学部の位置付けから、ミッションとして途上国における観光教育支援の要請に対し

てより力強く応えていかなければなりません。

　これらの国際交流はもちろん学生の教育にも波及していきます。2006年4月の交流文化学科の

新設にともない、海外での教育体験やフィールド体験を通じて、問題意識を形成する教育を実施す

るため、短期留学の受け入れや現地での観光教育プログラムのサポートのための海外のネットワー

クづくりが重要になりつつあります。これには信頼できる協定校が欠かせません。

　本学部では、国際化や多文化教育をより進めるために、グローバル・コミュニケーション・ツー

ルとしての英語力の向上はもちろん、英語以外の語学教育も積極的に推進していきます。06年度か

らは全学共通カリキュラムとは別枠で初歩のベトナム語の講義を始めることも予定されていますし、

留学生を対象とした多文化教育という意味で、日本における生活体験や文化体験を深めるための新

しいプログラムを日本の学生と一緒に行うことも計画されています。

　欧米だけでなく、アジア・オセアニア・中国など多様な広がりを持ち、世界のさまざまな国々で

独自のネットワークを使った教育を提供できること。それが本学部の国際交流の目指すところです。

＊観光学部の国際交流については下記URLを参照。

http://www.rikkyo.ne.jp/grp/tourism/study_ab/index.html
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観光学部独自の
三校交流協定コンソーシアム
観光学部は、ハワイ大学旅行産業学部、
香港理工大學ホテル観光経営学部と三者
交流協定を結んでいます。この3校はア
ジア太平洋地域を代表する観光教育機関
として、互いに協力しながら、共同教育プ
ログラム、教員交換、国際共同研究、途
上国における観光教育支援などの事業を
推進しています。もちろん学生レベルの
交流も短期訪問、短期留学など、三校交
流協定を軸に行われます。またこのコン
ソーシアムにはいくつもの有力大学がつ
ながっており、お互いのネットワークを共
有しながら、教育を展開します。観光学
部は積極的に欧米からオセアニアまで幅
広い学部独自のネットワークを拡大してい
きます。

ハワイ大学との共同セミナー（2002年ベトナム・ハノイ）

立 教 の 国 際 交 流

国際交流

立教大学観光学部
の国際交流

充実した語学教育
観光を基盤とする国際感覚の育成

立教大学
からの留学

卒業後、海外の
大学院への進学

派遣留学
認定校留学
語学研修

海外インターンシップ

調査旅行・フィールドワーク

海外ボランティア

学部協定校留学・研修

海外招聘教員の講義

海外研修準備講座
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稲垣勉
（いながき・つとむ）　観光学部長

1973年立教大学社会学部観光学科卒業、1976年同大学

院社会学研究科修士課程修了。横浜商科大学助教授を経

て1987年より本学勤務。1994～95年ヴァージニア工科

大学客員教授、2000～01年ハワイ大学客員教授。主著

に『観光産業の知識』、Japanese Tourists（共編）など。

岩田晋典
（いわた・しんすけ）　

立教大学大学院文学研究科修了、博士（文学）。立教大

学・明海大学非常勤講師。文化人類学専攻。スリナムおよ

び日本をフィールドに研究を展開。主要論文に「スリナム共

和国都市部における『アフロ・スリナム人』とその他の黒

人エスニシティ」。

大橋健一
（おおはし・けんいち）　観光学部教授

都市人類学・都市社会学専攻。1984年立教大学社会学部

社会学科卒業。同大学院社会学研究科博士課程前期課程

修了。主要著作に『都市エスニシティの社会学』、『香港社

会の人類学』、『アジア都市文化学の可能性』、『「観光のま

なざし」の転回』（以上共著）など。

鈴木涼太郎
（すずき・りょうたろう）

立教大学大学院観光学研究科博士課程後期課程在学。川

村学園女子大学人間文化学部非常勤講師。専門領域は、

観光文化論、観光人類学。

張展鴻
（シドニー・チョン）

香港中文大学人類学系準教授。香港生まれ。大阪大学

で博士号（人類学）を取得。日本、香港、南中国をフィー

ルドとし映像人類学、観光人類学、食文化の研究を行う。

編著書にThe Globalization of Chinese Food, Routledge 

Curzon Press, 2002などがある。

中西裕二
（なかにし・ゆうじ）

1961年生まれ。慶應義塾大学大学院社会学研究科単位

取得満期退学後、1991年より福岡大学に勤務。現在福岡

大学人文学部教授。専門は文化人類学、民俗学。日本と

ベトナムをフィールドに、宗教・社会・民俗文化に関する

幅広い現地調査を行っている。2006年4月より本学観光

学部交流文化学科に着任予定。
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問い合わせ

2006年度　
立教大学観光研究所　
公開講座
立教大学観光研究所では、以下の2つの

観光産業の入門的公開講座を実施しています。

学生はもちろん、社会人など広く受講者を受け入れています。

●旅行業講座　
「国内旅行業務取扱管理者試験」
「総合旅行業務取扱管理者試験」
のための準備講座
（2006年4月開講７月修了）

「旅行業講座」は、毎年10月に全国で行われる国家試験「総合旅

行業務取扱管理者試験」とそれに先立ち9月に行われる「国内

旅行業務取扱管理者試験」のための準備講座です。旅行業界と

その業務に関心を持つ人たちが受講しています。旅行業に必要

な専門的、かつ実際的な知識を一流の講師陣が、実務経験のな

い人にもわかりやすく講義します。講義内容では、旅行業法か

ら海外・国内観光資源、旅行実務などの幅広い内容を扱います。

●ホスピタリティ・マネジメント講座
宿泊・外食産業の理論と経営、
最新動向を学ぶ　
（2006年９月末開講12月修了）

ホテル・旅館業・外食産業を中心とするサービス産業は、今日

「ホスピタリティ産業」と呼ばれています。「ホスピタリティ・マ

ネジメント講座」では、ホスピタリティ産業の基本理念から、マ

ネジメントの基礎理論、マーケティング、人事、営業企画、法律、

最新の業界動向といった幅広い内容まで、業界の第一線の実務

家を講師に招いて講義を行います。2006年度は会計の分野も

充実した内容になっています。

立教大学観光研究所事務局
（池袋キャンパスミッチェル館）

TEL 03-3985-2577　FAX 03-3985-0279
Email：kanken@tr.rikkyo.ac.jp

詳しい講義内容、受講申し込みについては

http://www.rikkyo.ne.jp/grp/kanken/


