
12

特
集 

「
観
光
」の
可
能
性

立
教
大
学
観
光
学
部 ISBN 978-4-9902598-8-4交流文化　12　©2012

立教大学観光学部

2012.  
volume 

特集

「観光」の可能性

12

立教大学観光学部編集



12 C O N T E N T S

立教大学観光学部編集

特集

「観光」の可能性 

震災と観光
震災復興にみる観光の強さと弱さ
佐野浩祥

資本の論理に抗する観光
タイ北部のコミュニティ・ベース・ツーリズムから
展望する観光の可能性
須永和博

プロプアー・ツーリズムの可能性　
チリにおける「スラム観光」から考える　
内藤順子

「交流文化」フィールドノート�
Amusement Parks
in Denmark and Germany
毛谷村研究室

表紙写真／須永和博、毛谷村英治

読書案内
『津浪と村』
『観光と環境の社会学』

最近の講演会から
震災の経験を伝え、生かす―宮城県観光の復興へ
クイーンズランド（オーストラリア）の観光
学部国際交流の現場から 
協力大学との連携による短期海外プログラム
言語と文化現地研修（タイ、ハワイ）
マラヤ大学の学生、新座キャンパスを訪問

04

40

42

45

14

02

22

34



「
観
光
」の
可
能
性

観
光
が
二
一
世
紀
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
産
業
に
な
る
と
言
わ
れ
て
久
し
い
。
観
光
に
よ
る
経
済
活
性
化
へ
の
期

待
に
は
依
然
と
し
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
が
、
観
光
が
も
つ
多
面
的
な
意
義
や
効
果
へ
の
認
識
を
深
め
る
こ

と
に
よ
り
、
観
光
に
は
狭
義
の
経
済
的
効
果
を
越
え
る
多
様
で
さ
ら
な
る
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
本
号
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
経
験
、
世
界
シ
ス
テ
ム
の
中
で
周
辺
化
さ
れ
る
人
々
の
取
り
組

み
、
そ
し
て
貧
困
削
減
と
南
北
問
題
解
決
へ
の
試
み
を
通
し
て
観
光
の
も
つ
社
会
的
意
味
と
そ
の
可
能
性
の

広
が
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

﹇
特
集
﹈

ナムトック・メースリン国立
公園（タイ王国・メーホン
ソン県）にあるプイ山（Doi 
Pui）山頂からの眺め。プ
イ山麓の村から先住民族カ
レンのローカル・ガイドを
伴えば、山頂でキャンプも
できる（p.14参照）。



5 特集　「観光」の可能性　震災と観光 4

東日本大地震を経験した私たちにとって
災害に備える地域づくりは重要な課題だ。

災害後の緊急措置、復旧、復興、防災・減災において、
観光はどんな役割を果たすことができるのか。
被災地の視察を通して観光の可能性を考える。

震災復興にみる観光の強さと弱さ
文・写真 佐野浩祥

震災と観光
壊滅的な被害を受けた南三陸町中心街
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観
光
を
と
ら
え
な
お
す
契
機
と
し
て
の

東
日
本
大
震
災

東
日
本
大
震
災
で
は
、
1
0
0
0
年
に
一
度
と

言
わ
れ
る
地
震
と
津
波
に
直
撃
さ
れ
、
我
々
は
多

く
の
犠
牲
を
払
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
悲
劇
を
前

に
、
自
然
の
前
に
人
間
は
無
力
だ
、
と
い
う
諦
観
に

と
ら
わ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
二
度
と
同
じ
過
ち

は
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
前
進
す
る
の
か
、
我
々
の

決
意
が
試
さ
れ
て
い
る
。地
震
大
国
で
あ
る
わ
が
国
は
、

ど
こ
に
い
て
も
い
つ
大
地
震
に
見
舞
わ
れ
る
か
わ
か

ら
な
い
。
大
災
害
に
備
え
る
地
域
づ
く
り
と
い
う
視

点
は
、今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
際
、

考
え
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
い
く
つ
も
あ
る
。
災
害
が

発
生
し
た
際
の
緊
急
措
置
、
被
災
後
の
復
旧
、
復
興
、

そ
し
て
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
災
害
を
未
然
に
防

ぐ
た
め
の
防
災
・
減
災
と
い
う
考
え
方
だ
。
東
日
本

大
震
災
を
経
験
し
た
我
々
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
観

点
か
ら
観
光
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

に
は
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

私
は
こ
れ
ま
で
数
度
、
大
地
震
に
よ
っ
て
被
災
し

た
観
光
地
を
視
察
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
2
0
0
7

年
3
月
25
日
の
能
登
半
島
地
震
、
2
0
0
7
年
7

月
16
日
の
新
潟
県
中
越
沖
地
震
、
そ
し
て
2
0
1
1

年
3
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災
で
あ
る
。
前
の
二
者

は
、
東
日
本
大
震
災
ほ
ど
の
犠
牲
者
は
出
さ
な
か
っ

た
が
、
地
域
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
か
っ
た
。

観
光
地
が
大
地
震
に
よ
っ
て
被
る
ダ
メ
ー
ジ
は
、
相

当
の
も
の
が
あ
る
。
文
化
財
や
宿
泊
施
設
な
ど
ハ
ー

ド
の
破
損
、
公
共
交
通
機
関
の
停
止
、
風
評
な
ど
に

よ
る
来
客
数
の
低
下
に
よ
る
経
済
的
な
損
失
は
大
き

い
。
こ
の
よ
う
な
観
光
地
の
負
の
側
面
ば
か
り
が
メ

デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
、「
観
光
は
震
災
に
弱
い
」

と
い
う
見
方
が
定
説
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
当

に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
弱

さ
」
と
は
、
経
済
的
側
面
に
偏
重
し
た
観
光
の
見
方

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
被
災
し

た
観
光
地
の
視
察
か
ら
私
が
感
じ
た
の
は
、
む
し
ろ

観
光
地
の
「
強
さ
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
本

稿
で
は
、
そ
の
「
強
さ
」
と
は
何
な
の
か
に
つ
い
て

私
な
り
に
解
釈
し
て
い
く
こ
と
で
、
観
光
の
可
能
性

を
考
え
て
み
た
い
。

震
災
の
現
場
に
赴
い
て
感
じ
た
こ
と

能
登
地
震
が
発
生
し
た
1
か
月
後
、
私
は
同
僚
の

先
生
方
と
、
当
該
地
域
の
観
光
地
の
被
害
状
況
の
視

察
に
赴
い
た
。
ま
だ
ま
だ
復
旧
工
事
も
始
ま
っ
た
ば

か
り
で
、
そ
れ
こ
そ
防
災
の
専
門
家
が
調
査
に
行
っ

て
い
た
よ
う
な
時
期
だ
っ
た
。
正
直
に
言
う
と
、
そ

ん
な
時
期
に
私
が
行
っ
て
、
何
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
と
、
気
乗
り
し
な
か
っ
た
。
現
地
に
到
着
す
る
ま

で
の
車
中
、
私
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
現
地
を
歩

き
、
ど
の
よ
う
な
写
真
を
撮
影
す
べ
き
な
の
か
、
逡

巡
し
て
い
た
。

し
か
し
、
実
際
に
観
光
地
や
観
光
施
設
へ
足
を
踏

み
入
れ
て
み
る
と
、
当
然
思
い
描
い
て
い
た
よ
う
な

凄
惨
な
光
景
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
だ
が
、
そ

の
周
囲
に
は
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
な
静
か
な
海
と

青
い
空
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
の
強
烈
な
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
の
せ
い
か
、
そ
こ
に
は
な
ぜ
か
悲
壮
感
が
感
じ

ら
れ
な
か
っ
た
。
人
間
が
自
然
に
勝
て
る
訳
が
な
い

と
い
う
諦
め
の
境
地
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
こ

に
い
る
人
間
に
悲
壮
感
を
感
じ
な
か
っ
た
の
だ
。
震

度
6
強
で
被
災
の
大
き
か
っ
た
輪
島
市
と
旧
門
前
町

を
は
じ
め
、
七
尾
市
、
珠
洲
市
、
志
賀
町
、
能
都
町
、

穴
水
町
に
は
人
が
い
て
、
彼
ら
の
表
情
は
疲
労
の
色

こ
そ
多
少
見
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
決
し
て
絶
望
し
て

は
い
な
い
、
生
気
に
満
ち
た
も
の
に
見
え
た
。

震
災
時
の
救
援
・
復
旧
と
観
光

能
登
、
中
越
、
三
陸
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
災
地
で
は
、

観
光
は
被
災
住
民
の
支
援
に
役
立
っ
て
い
た
。

ま
ず
、
能
登
に
お
い
て
は
、
輪
島
市
内
の
国
民
宿

舎
や
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
は
、
被
災
者
の
避
難
場
所
と

な
っ
て
い
た
。
同
じ
く
輪
島
市
内
の
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ

1 壊滅的被害を受けた南三陸町志津川全景
2 避難所としての役割を果たした国民宿舎輪島荘（能登）
3 救援拠点となる道の駅（能登・道下サンセットパーク）
4 救援ボランティアを輸送する観光バス（能登）

1

2

3 4
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ル
は
、
被
災
者
へ
浴
場
を
無
料
開
放
し
て
い
た
。
道

の
駅
は
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
拠
点
に
な
っ

て
い
た
。
観
光
バ
ス
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
輸
送
手

段
と
な
っ
て
い
た
。
海
水
浴
場
の
広
大
な
駐
車
場
は
、

被
災
し
た
家
屋
な
ど
の
瓦
礫
集
積
所
と
な
っ
て
い
た
。

多
く
の
観
光
施
設
が
、
被
災
し
た
住
民
の
生
活
を
下

支
え
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
視
察
へ
行
っ
た
2
0
0
7
年
4
月
11
日
は
、

輪
島
の
朝
市
が
再
開
し
た
日
で
あ
っ
た
。
朝
早
く

出
か
け
る
と
、
か
な
り
の
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
た
。

再
開
初
日
と
い
う
こ
と
で
、
多
く
の
報
道
陣
が
目
に

拠
点
、
救
援
物
資
の
供
給
拠
点
と
し
て
機
能
し
、
1

か
月
後
に
は
、
復
旧
関
係
者
の
宿
泊
場
所
と
し
て
ホ

テ
ル
を
開
放
し
た
。
従
業
員
の
雇
用
も
維
持
し
た
。

1
か
月
半
後
に
は
、
復
旧
支
援
で
町
を
訪
れ
た
人

や
避
難
所
に
い
る
地
元
住
民
に
も
息
抜
き
に
来
て
ほ

し
い
と
レ
ス
ト
ラ
ン
営
業
を
再
開
。
5
月
5
日
か
ら

は
、
い
ま
だ
水
道
が
復
旧
し
な
い
中
で
、
自
ら
町
に

申
し
出
て
、
被
災
住
民
の
集
団
避
難
先
と
し
て
、
約

6
0
0
人
を
受
け
入
れ
た
が
、
そ
の
避
難
住
民
に
、

女
将
で
あ
る
阿
部
憲
子
氏
は
「
生
徒
や
学
生
を
持

つ
家
庭
、
町
内
で
の
再
建
を
目
指
す
商
店
主
」
と
い

つ
い
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
店
と
客
の
境
が
わ
か
ら

な
い
よ
う
な
、渾
然
一
体
と
し
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
被
災
し
た
瞬
間
か
ら
不
自
由
な

生
活
を
強
い
ら
れ
て
き
た
住
民
が
、
こ
れ
ま
で
の
ス

ト
レ
ス
を
一
気
に
発
散
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
会

話
と
買
い
物
に
よ
る
笑
顔
が
満
ち
溢
れ
て
い
た
。
震

災
に
よ
る
避
難
生
活
と
い
う
非
日
常
が
、
日
常
と
し

て
の
朝
市
の
再
開
を
要
求
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

中
越
で
は
、
能
登
同
様
、
道
の
駅
が
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
他
、
仮
設
住
宅
の
敷

地
に
な
っ
て
い
た
。
海
水
浴
場
は
、
自
衛
隊
の
活
動

う
条
件
を
つ
け
、
優
先
的
に
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
女
将
の
町
の
復
旧
・
復
興
に
対
す
る
思
い

か
ら
で
あ
っ
た
。

当
時
、
町
は
仮
設
住
宅
整
備
の
遅
れ
か
ら
、
被
災

者
の
町
外
避
難
へ
踏
み
切
り
、
約
1
4
0
0
人
が

隣
の
登
米
市
や
山
形
県
に
避
難
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
た
。
被
災
住
民
の
生
活
の
た
め
に
は
仕
方
の
な
い

措
置
で
あ
っ
た
が
、
女
将
は
こ
う
し
た
動
き
を
「
南

三
陸
町
の
人
口
流
出
」
と
深
刻
に
受
け
止
め
た
。
周

り
を
見
る
と
、
震
災
を
機
に
、
都
市
部
へ
出
て
行
っ

て
し
ま
う
若
者
が
目
立
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ

拠
点
と
な
っ
て
い
た
。
海
浜
公
園
に
は
、
仮
設
テ
ン

ト
が
張
ら
れ
、
粗
大
ゴ
ミ
の
集
積
所
と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
三
陸
で
あ
る
。
そ
の
被
害
は
、
前
述
の

震
災
の
比
で
は
な
い
。
特
に
大
き
な
被
害
を
受
け
た

宮
城
県
南
三
陸
町
で
は
、
地
域
の
基
幹
的
宿
泊
施
設

で
あ
る
南
三
陸
ホ
テ
ル
観
洋
が
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
。
15
m
ほ
ど
の
津
波
が
押
し
寄
せ
、
町
を

ま
る
ご
と
飲
み
込
ま
れ
た
南
三
陸
町
の
中
で
、
10
階

建
の
ホ
テ
ル
観
洋
は
2
階
部
分
ま
で
浸
水
し
、
電
気・

水
道
な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
遮
断
さ
れ
た
。
そ
れ

で
も
、
被
災
直
後
か
ら
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動

の
人
口
流
出
は
、
必
ず
し
も
一
時
的
な
避
難
で
は
な

い
、
と
い
う
の
が
女
将
の
認
識
だ
っ
た
。
震
災
前
で

も
少
な
か
っ
た
1
万
7
千
人
あ
ま
り
の
人
口
が
さ
ら

に
減
少
し
、
特
に
若
者
が
町
を
出
て
し
ま
っ
て
は
、

町
の
復
旧
・
復
興
は
ま
ま
な
ら
な
い
。
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
が
不
完
全
な
ま
ま
で
も
復
旧
関
係
者
や
地
域
住
民

に
宿
泊
施
設
を
開
放
し
た
の
は
、
町
の
将
来
を
案
じ

た
女
将
の
町
の
復
興
に
向
け
た
強
い
意
志
の
現
れ
で

あ
っ
た
。
同
ホ
テ
ル
は
、
現
在
も
被
災
者
の
避
難
所

と
し
て
機
能
し
て
い
る
ほ
か
、
部
屋
の
一
室
に
東
京

の
学
生
を
呼
ん
で
寺
子
屋
を
運
営
し
た
り
、
古
書
の

1 本来活況のはずの海水浴場（中越・柏崎市鯨波海水浴場）　2 海岸部
に集積する瓦礫群（柏崎市）　3 粗大ゴミの集積所と化した海水浴場（能
登・増穂浦）　4 道の駅の駐車場が仮設住宅の敷地に（中越・道の駅風の
丘）　5 自衛隊の拠点となった柏崎マリーナ（中越）　6 再開初日の輪島
朝市（2007年4月11日）

4
1

5

2
6

3
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寄
贈
を
受
け
て
図
書
館
を
開
設
し
た
り
、
各
種
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
た
り
と
、
市
街
地
が
ま
る
ご
と
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
南
三
陸
町
の
中
で
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
核
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

震
災
復
興
に
お
け
る
観
光

震
災
か
ら
の
復
興
に
お
い
て
も
、
観
光
は
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

4
年
前
の
能
登
半
島
地
震
で
、
和
倉
温
泉
で
は
物

理
的
な
被
害
に
加
え
、
い
わ
ゆ
る
風
評
被
害
も
受
け

た
。
和
倉
温
泉
で
最
大
規
模
を
誇
る
旅
館
の
加
賀
屋

で
は
、
複
数
の
高
層
建
物
の
繋
ぎ
目
部
分
に
被
害
が

出
た
。
中
で
も
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
が
故
障
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
絨
毯
や
カ
ー
テ
ン
等
が
水
浸
し
に
な
り
、
休

業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
、
従
業
員
は
日
頃

の
防
災
訓
練
の
甲
斐
も
あ
っ
て
、
淡
々
と
業
務
を
こ

な
し
、
現
場
に
大
き
な
混
乱
は
な
か
っ
た
た
め
同
旅

館
の
小
田
会
長
は
、
社
員
を
前
に
1
か
月
後
の
営
業

再
開
を
宣
言
し
た
。
観
光
施
設
の
他
、
多
く
の
民
家

が
倒
壊
し
て
お
り
、
土
木
建
設
作
業
員
も
不
足
し
て

い
た
中
に
あ
っ
て
、「
加
賀
屋
が
元
気
に
な
ら
な
け
れ
ば
、

能
登
が
元
気
に
な
ら
な
い
」
と
、
自
宅
の
修
繕
す
ら

後
回
し
に
し
て
加
賀
屋
再
開
に
尽
力
し
た
地
元
の
作

業
員
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
筆
者
自
身
、
震

災
直
後
の
和
倉
温
泉
に
宿
泊
し
た
が
、
夜
に
な
り
静

寂
に
包
ま
れ
る
は
ず
の
温
泉
街
の
中
で
、
煌
々
と
照

明
が
焚
か
れ
、
作
業
員
た
ち
の
打
ち
鳴
ら
す
金
属
音

が
錚
々
と
響
い
て
い
た
こ
と
を
印
象
深
く
思
い
出
す
。

さ
ら
に
小
田
会
長
は
社
員
の
前
で
「
禍
転
じ
て
福

と
な
す
」
と
も
言
っ
た
と
い
う
。
す
で
に
加
賀
屋
は

「
日
本
一
の
旅
館
」
と
い
う
称
号
を
手
に
し
て
い
た
が
、

震
災
で
の
休
業
を
機
に
、
従
業
員
の
サ
ー
ビ
ス
や
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
磨
き
上
げ
を
図
る
た
め
客
室
係
の

再
研
修
、
東
京
の
高
級
日
本
料
理
店
へ
の
調
理
師
の

派
遣
な
ど
を
実
施
し
た
。
2
0
0
7
年
4
月
28
日
の

営
業
再
開
の
前
日
に
は
、
和
倉
温
泉
へ
の
ア
ク
セ
ス

道
で
あ
る
能
登
有
料
道
路
が
迂
回
路
の
整
備
に
よ
っ

て
復
旧
し
、
同
年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
お
よ
び

5
月
の
宿
泊
実
績
は
前
年
を
上
回
っ
た
と
い
う
。

同
じ
く
能
登
半
島
の
輪
島
市
黒
島
集
落
は
、
震
源

地
に
近
い
こ
と
も
あ
り
、
和
倉
温
泉
以
上
に
大
き
な

被
害
を
受
け
た
。
黒
島
は
か
つ
て
北
前
船
交
易
を
背

景
に
栄
え
た
漁
村
で
、
現
在
の
美
し
い
ま
ち
並
み
も

往
時
の
繁
栄
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

地
震
に
よ
っ
て
地
区
内
に
あ
る
2
8
6
棟
の
建
物
の

う
ち
、
約
3
分
の
1
が
全
半
壊
状
態
と
な
っ
た
。
黒

島
は
、
震
災
前
か
ら
、
集
落
の
少
子
高
齢
化
や
人
口

流
出
、
空
家
の
増
加
と
い
っ
た
問
題
を
抱
え
た
、
い

わ
ゆ
る
限
界
集
落
で
あ
っ
た
。
震
災
に
よ
っ
て
こ
れ
ら

の
問
題
に
は
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
り
、
集
落
存
亡
の

危
機
を
招
い
た
の
で
あ
る
。「
先
祖
か
ら
受
け
継
い
で

き
た
町
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」
と

い
う
危
機
意
識
は
、
地
元
住
民
を
復
興
ま
ち
づ
く
り

へ
と
突
き
動
か
し
た
。
ま
ち
並
み
を
復
元
し
、
賑
わ

い
を
取
り
戻
そ
う
と
、「
黒
島
地
区
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
」（
川
端
一
人
会
長
）
を
発
足
さ
せ
、
地
元
主
体
に
よ

る
ま
ち
並
み
保
全
型
の
ま
ち
づ
く
り
が
ス
タ
ー
ト
し

た
。
協
議
会
を
中
心
に
、
各
種
住
宅
再
建
支
援
事
業

を
活
用
し
つ
つ
、
黒
島
の
歴
史
的
景
観
に
配
慮
し
た

復
興
を
進
め
る
中
で
、
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

制
度
の
活
用
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
住
民

や
行
政
、
外
部
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
大
学
と
の
協
働

に
よ
る
調
査
が
進
め
ら
れ
、
2
0
0
9
年
6
月
30
日

に
は
、
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選

定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
再
生
し
た
ま
ち
並
み
の
活
用

へ
向
け
て
、
2
0
1
0
年
4
月
に
は
、
金
沢
工
業
大

学
谷
明
彦
研
究
室
（
都
市
計
画
）
の
協
力
の
も
と
、
観

光
客
用
の
「
ま
ち
歩
き
マ
ッ
プ
」
や
「
地
区
案
内
板
」

が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
2
0
1
1
年
8
月
に
は
、
黒

島
で
最
も
遅
く
ま
で
北
前
船
主
を
務
め
た
家
で
、
黒

島
に
住
む
人
々
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
角
海
家
が
復
元

さ
れ
、
文
化
財
と
し
て
公
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
現

在
、
協
議
会
は
「
黒
島
地
区
ま
ち
な
み
保
存
会
」
に

改
称
さ
れ
、
18
人
体
制
で
、
先
の
角
海
家
の
運
営
の
他
、

今
後
の
活
動
に
向
け
た
協
議
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
た
だ
、
保
存
会
メ
ン
バ
ー
の
数
名
は
、
今

後
へ
の
不
安
を
隠
さ
な
い
。
筆
者
の
聞
き
取
り
に
よ

れ
ば
、
重
伝
建
地
区
の
指
定
に
向
け
て
支
援
し
て
く

れ
て
い
た
外
部
機
関
は
、
指
定
後
に
は
徐
々
に
離
れ

て
い
き
、
保
存
会
は
現
在
自
律
的
に
活
動
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
ど
の

よ
う
な
活
動
を
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
戸

惑
い
が
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
、
南
三
陸
町
。

震
災
か
ら
1
年
近
く
が
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
、
ま
だ

復
興
へ
の
道
の
り
は
遠
い
。
た
だ
、
南
三
陸
ホ
テ
ル

観
洋
の
活
躍
の
例
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
未
来
は

明
る
い
よ
う
に
見
え
る
。

震
災
前
か
ら
南
三
陸
町
の
観
光
振
興
に
携
わ
っ

て
い
た
東
北
地
域
環
境
研
究
室
の
志
賀
秀
一
氏
は
、

南
三
陸
は
外
部
の
人
と
交
流
す
る
力
が
強
い
と
い

う
。
そ
の
証
拠
が
、
市
町
村
に
直
接
寄
せ
ら
れ
た
義

援
金
の
額
で
あ
る
。
震
災
か
ら
2
か
月
の
段
階
で
、

1
0
0
万
円
台
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
自
治
体
も
あ

る
一
方
で
、
南
三
陸
町
へ
は
4
億
4
千
万
円
の
直
接

支
援
が
寄
せ
ら
れ
た
。
宮
城
県
内
で
は
、
仙
台
市
に

次
ぐ
額
で
あ
る
。
な
ぜ
、
南
三
陸
町
の
よ
う
な
小
さ

な
町
に
、
巨
額
の
支
援
が
集
ま
っ
た
の
か
。
こ
の
理

由
を
志
賀
氏
は
、
震
災
前
か
ら
日
常
的
に
外
部
と
つ

な
が
っ
て
き
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
も
の
だ
と

1 南三陸ホテル観洋ロビーに設けられた図書コーナー　2 夜を徹して復旧作業が進められる加賀屋（和倉温泉）　3 南三陸ホテル観洋の一室で
開催される内職講習会　

4 自らの被災経験を語る語り部（三陸・第6回福興市）　5 第6回福興市のにぎわい（三陸）

3 2

1

45
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主
張
す
る
。

例
え
ば
、
町
内
で
魚
屋
を
営
む
山
内
氏
は
、
十
数

年
前
か
ら
東
京
の
早
稲
田
商
店
会
と
の
交
流
を
続
け

て
き
た
。
そ
の
早
稲
田
商
店
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で

あ
り
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
被
災
し
た
経
験
を
も

つ
藤
村
望
洋
氏
が
、
2
0
0
8
年
に
全
国
18
地
区
に

及
ぶ
「
ぼ
う
さ
い
朝
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
商

店
街
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
立
ち
上
げ
た
際
、
山
内
氏
の

店
を
含
む
南
三
陸
町
の
お
さ
か
な
通
り
商
店
街
も
そ

の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
南
三
陸
町
で

は
、
震
災
の
翌
月
29
日
・
30
日
に
は
、
地
元
商
業
を

奮
い
立
た
せ
よ
う
と
、
山
内
氏
が
中
心
と
な
っ
て
第

1
回
「
福
興
市
」
と
称
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
た
。「
福
興
市
」
で
は
、震
災
前
に
観
光
で
に
ぎ
わ
っ

て
い
た
商
店
街
を
取
り
戻
そ
う
と
、
テ
ン
ト
で
の
特

産
品
の
販
売
や
、
踊
り
や
音
楽
ラ
イ
ブ
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
際
、
人
や
商
品
の
提
供
に
お
い
て
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
の
が
、「
ぼ
う
さ
い
朝
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

の
全
国
商
店
街
の
仲
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
、
毎

月
最
終
日
曜
日
に
「
福
興
市
」
は
開
催
さ
れ
、
そ
の

度
に
規
模
が
拡
大
し
、
第
5
回
の
来
場
者
数
は
2
万

人
に
及
ぶ
な
ど
、
毎
回
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
筆
者

も
9
月
25
日
に
開
催
さ
れ
た
第
6
回
「
福
興
市
」
に

参
加
し
た
が
、
数
か
所
に
及
ぶ
駐
車
場
は
ほ
ぼ
満
車

で
あ
り
、
出
店
者
と
会
場
を
訪
れ
る
客
に
は
笑
顔
が

あ
ふ
れ
て
い
た
。
駐
車
場
で
車
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
9
割
方
の
客
は
地
元
宮
城
県

民
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
展
開
さ

れ
て
い
る
光
景
は
、
純
粋
な
観
光
現
象
と
い
う
よ
り
は
、

観
光
的
な
枠
組
み
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
地
域
住

民
同
士
の
交
歓
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
被
災
者

が
「
語
り
部
」
と
な
り
、
そ
の
被
災
経
験
を
地
域
の

次
世
代
へ
伝
え
る
魂
の
リ
レ
ー
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
旅
行
会
社
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ツ
ア
ー
の
よ
う
な
復
興
支
援
の
た
め
の
商
品
造
成
に

力
を
入
れ
て
い
る
が
、
近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
は
「
福

興
市
」
を
組
み
入
れ
た
旅
行
商
品
を
首
都
圏
で
販
売
し
、

多
く
の
観
光
客
を
南
三
陸
町
に
送
っ
て
い
る
。

こ
の
他
、
町
長
の
持
つ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て

南
三
陸
町
に
は
多
く
の
支
援
の
手
が
差
し
伸
べ
ら
れ

た
し
、
震
災
前
の
南
三
陸
町
を
観
光
で
訪
れ
、
そ
の

自
然
や
人
に
惹
か
れ
た
南
三
陸
フ
ァ
ン
が
様
々
な
形

で
震
災
復
興
に
貢
献
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
南
三
陸

と
の
縁
の
あ
る
外
資
系
企
業
が
、
町
内
に
新
規
工
場

建
設
を
計
画
す
る
動
き
す
ら
あ
る
よ
う
だ
。

復
興
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
観
光

以
上
、
筆
者
が
訪
れ
た
被
災
観
光
地
の
事
例
を
紹

介
し
て
き
た
が
、
観
光
は
地
域
に
よ
っ
て
様
々
な
役

割
を
担
っ
て
い
た
。
被
災
直
後
の
観
光
地
に
お
い
て

は
、
地
域
住
民
の
命
・
生
活
を
守
る
た
め
、
観
光
は

様
々
な
場
面
で
、
ま
さ
に
縁
の
下
の
力
持
ち
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
被
災
地
の
復

興
段
階
に
お
い
て
も
、
確
か
に
観
光
は
一
定
の
役
割

を
果
た
し
得
る
。
た
だ
し
、
観
光
を
、
復
興
へ
の
救

世
主
的
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
、
無
理
が
あ
ろ

う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
現
地
を
ま
わ
っ
た
限
り
、
能

登
半
島
地
震
か
ら
4
年
半
後
の
今
、
震
災
を
機
に
ド

ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
変
化
し
た
観
光
地
は
能
登
に
は
な

い
し
、
今
後
も
、
震
災
を
機
に
新
し
く
生
ま
れ
変
わ

る
よ
う
な
観
光
地
は
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
黒
島
が

良
い
例
で
あ
る
。
代
々
継
承
さ
れ
て
き
た
あ
の
美
し

い
ま
ち
並
み
が
被
災
し
て
い
る
の
を
外
部
の
人
間
が

見
た
ら
、
何
と
か
元
通
り
に
し
た
い
、
と
思
う
の
が

人
情
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
外
部
の
専
門
家
が
国

の
文
化
財
保
護
政
策
の
レ
ー
ル
に
乗
せ
る
段
階
ま
で
、

黒
島
を
支
援
し
た
こ
と
は
十
分
理
解
で
き
る
。
た
だ
、

外
部
の
力
は
そ
こ
ま
で
で
あ
る
。
も
っ
と
本
質
的
な

部
分
、
あ
の
美
し
い
ま
ち
並
み
の
中
で
、
ど
の
よ
う

に
住
民
が
生
活
し
、
こ
れ
か
ら
の
展
望
を
ど
う
描
く

の
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
住
民
自
身
が
決
め
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
今
、
黒
島
の
ま
ち
づ
く
り
が
停

滞
し
て
い
る
の
は
、
限
界
集
落
だ
か
ら
で
は
な
い
。

震
災
に
遭
遇
し
て
は
じ
め
て
、
住
民
が
よ
う
や
く
重

い
腰
を
挙
げ
た
と
こ
ろ
、
急
に
事
が
進
ん
で
い
っ
て

し
ま
っ
た
た
め
に
、「
ま
ち
づ
く
り
」
が
住
民
を
置

い
て
一
人
歩
き
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
黒
島
の
住
民

は
、
ま
ち
づ
く
り
を
自
分
た
ち
の
手
に
取
り
戻
す
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
南
三
陸
町
の
事
例
は

多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
震
災
と
い
う
非
常

時
に
お
い
て
、
震
災
以
前
か
ら
続
く
外
部
と
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
大
き
な
支
援
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

日
常
に
お
け
る
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
、
復
興
へ

と
後
押
し
し
て
い
る
。
こ
の
つ
な
が
り
は
、
非
常

時
に
お
け
る
黒
島
の
外
部
と
の
協
働
と
は
全
く
異
な

る
、
日
常
に
お
け
る
外
部
と
の
互
助
的
な
つ
な
が
り
、

「
困
っ
た
と
き
は
お
互
い
様
」
の
関
係
で
あ
る
。
こ

う
し
た
関
係
は
、
被
災
し
た
か
ら
と
い
っ
て
即
時
に

構
築
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
長
年
の
時
を
か
け
た

信
頼
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
回
被
災
し
て
い
な
い

地
域
に
お
い
て
も
、
防
災
・
減
災
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
重
要
な
視
点
と
思
わ
れ
る
。

観
光
の
役
割
と
可
能
性
は
、
そ
の
状
況
に
よ
っ
て

様
々
で
あ
る
。
観
光
と
は
、
い
わ
ば
人
と
人
の
関

係
、
あ
る
い
は
人
と
自
然
の
関
係
に
お
け
る
構
造
契

機
で
あ
る
。
震
災
に
遭
っ
た
か
ら
観
光
で
町
を
立
て

直
そ
う
、
と
い
っ
た
安
直
な
発
想
は
避
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
震
災
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
々
の

ま
ち
づ
く
り
の
中
で
住
民
に
よ
っ
て
観
光
が
真
剣
に

議
論
さ
れ
て
こ
そ
、
観
光
は
そ
の
役
割
を
果
た
し
得

る
。
1
0
0
年
先
を
見
据
え
た
ま
ち
づ
く
り
の
中
で
、

観
光
を
語
る
こ
と
が
必
要
だ
。

上 被災した黒島の町並み
下 修築され重伝建地区に指定された黒島の町並み

被災したチリ地震津波の記念碑（南三陸町松原公園）



国際政治や経済の表舞台に立つことのない「小さな共同体」の生活文化
はその周辺性ゆえに商品化を余儀なくされてきた。観光は彼らの自律性
を奪う存在でしかないのか。タイ北部の山地民カレンの事例から考える。
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人
々
の
土
地
や
生
活
文
化
が
そ
の
周
辺
性
ゆ
え
に
商

品
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
生
活
文

化
の
商
品
化
は
、
往
々
に
し
て
当
人
た
ち
の
思
惑
と

は
無
関
係
な
形
で
進
行
す
る
た
め
、
観
光
の
ま
な

ざ
し
を
注
が
れ
た
人
々
は
、
資
本
の
論
理
と
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
が
作
り
だ
す
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
表
象
が
充

満
し
て
い
る
観
光
の
波
に
呑
ま
れ
、
自
律
性
を
奪
わ

れ
、
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
観
光
や
そ
れ
が

作
り
だ
す
表
象
に
従
属
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
き
た
。

で
は
、世
界
シ
ス
テ
ム
の
周
辺
に
生
き
て
い
る
「
小

さ
な
共
同
体
」
の
人
々
に
と
り
、
観
光
は
自
分
た
ち

の
自
律
性
を
奪
う
存
在
で
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
問
い
は
「『
観
光
』の
可
能
性
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
た
本
号
に
は
、
甚
だ
不
釣
り
合

い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「『
観
光
』の
可
能
性
」

を
論
じ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
観
光
が
も
た
ら
し

て
来
た
様
々
な
問
題
に
も
十
分
自
覚
的
で
あ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

本
小
論
で
は
、
観
光
が
「
小
さ
な
共
同
体
」
に
も

た
ら
し
て
き
た
問
題
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
小
さ
な

共
同
体
」
の
人
々
に
と
っ
て
の
観
光
の
可
能
性
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。
従
来
的
な
観
光
開
発
が
「
小

さ
な
共
同
体
」
の
人
々
の
自
律
性
を
奪
っ
て
き
た

と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
私
た
ち
が
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、

文
化
的
差
異
を
前
提
に
成
り
立
つ
観
光
に
は
一
つ

の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
際

政
治
や
経
済
の
な
か
で
は
決
し
て
表
舞
台
に
な
る
こ

と
の
な
い
、
世
界
シ
ス
テ
ム
の
周
辺
に
生
き
て
い
る

タイ北西部のメーホンソン県、ナムトック・メースリン国立公園内に位置するH村。
観光客との交流を楽しむH村の人々



1 H村の概観　2 村びとが中心になって作成したH村の案内図　
3 焼畑を案内するローカル・ガイド　4 H村から2時間ほど山道を
登った場所にあるプイ山（Doi Pui）山頂からの眺め。H村のロー
カル・ガイドを伴えば、キャンプもをすることもできる。
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世
界
シ
ス
テ
ム
の
周
辺
に
生
き
て
い
る
人
々
が
自
律

性
を
保
持
し
な
が
か
ら
観
光
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と

は
、
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

以
下
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ベ
ー
ス
・
ツ
ー
リ

ズ
ム
（
以
下
、
C
B
T
）
に
取
り
組
む
タ
イ
北
部
の
山

地
民
カ
レ
ン
の
人
々
の
実
践
か
ら
、
上
記
の
よ
う
な

問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

対
抗
的
文
化
運
動
と
し
て
の
C
B
T

タ
イ
北
西
部
の
メ
ー
ホ
ン
ソ
ン
県
、
ナ
ム
ト
ッ
ク・

メ
ー
ス
リ
ン
国
立
公
園
内
に
位
置
し
て
い
る
H
村
は
、

人
口
30
世
帯
弱
の
小
さ
な
カ
レ
ン
の
村
で
あ
る
。
こ

の
村
で
は
、
1
9
9
7
年
以
来
、
地
元
の
N
G
O
や

ツ
ア
ー
会
社
な
ど
と
協
働
で
、
C
B
T
を
運
営
し
て

い
る
。
北
タ
イ
で
最
初
に
C
B
T
が
導
入
さ
れ
た
村

と
し
て
も
知
ら
れ
、
周
辺
の
山
地
民
集
落
が
C
B
T

を
始
め
る
際
の
モ
デ
ル
と
も
な
っ
て
き
た
。

こ
の
村
で
は
、
住
民
の
ほ
ぼ
全
世
帯
が
焼
畑
耕
作

に
従
事
し
て
い
る
。
し
か
し
、
タ
イ
で
は
本
来
、
国

立
公
園
内
の
焼
畑
耕
作
は
違
法
で
あ
る
た
め
、
正
式

な
土
地
権
は
な
く
、
地
元
の
国
立
公
園
局
と
の
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
合
意
に
よ
っ
て
黙
認
さ
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
数
世
代
に
も
渡
っ
て
焼
畑
耕

作
に
従
事
し
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
H
村
の
周
辺

の
森
は
豊
か
だ
。
様
々
な
野
生
動
物
、
自
生
し
て
い

る
数
々
の
ラ
ン
な
ど
豊
か
な
生
態
系
が
維
持
さ
れ
て

い
る
。

タ
イ
で
は
、
従
来
、
山
地
民
の
行
な
う
焼
畑
が

森
林
破
壊
の
元
凶
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
山
地

民
の
な
か
で
も
特
に
カ
レ
ン
の
人
々
が
伝
統
的
に
行

な
っ
て
き
た
焼
畑
は
、
一
定
の
サ
イ
ク
ル
で
耕
作
・

休
閑
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
必
ず
し
も
森
林
破
壊
に

直
結
し
な
い
と
い
う
主
張
が
、
N
G
O
や
カ
レ
ン
自

身
に
よ
っ
て
も
声
高
に
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
、
持
続
可
能
な
資
源
管
理

を
可
能
に
し
て
き
た
カ
レ
ン
の
「
在
地
の
知
恵
」
を

外
部
に
発
信
し
て
い
く
気
運
も
高
ま
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
背
景
が
H
村
に
お
け
る
C
B
T
導
入
の
背

景
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
焼
畑
を
は
じ
め
と
す

る
様
々
な
慣
習
的
実
践
と
そ
れ
を
支
え
る
「
在
地
の

知
恵
」
を
外
部
者
に
伝
達
す
る
手
段
と
し
て
C
B
T

が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

観
光
客
は
H
村
に
到
着
す
る
と
、
ま
ず
村
の
観
光

案
内
所
で
村
の
歴
史
な
ど
の
簡
単
な
説
明
を
受
け
た

後
、「
ホ
ス
ト
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
と
「
ロ
ー
カ
ル
・
ガ

イ
ド
」
を
紹
介
さ
れ
る
。
観
光
客
は
村
滞
在
中
、ロ
ー

カ
ル
・
ガ
イ
ド
の
案
内
で
、
村
内
や
周
辺
の
焼
畑
や

森
へ
出
か
け
、
カ
レ
ン
の
様
々
な
生
業
を
見
学
・
体

験
す
る
。
特
に
、
焼
畑
は
H
村
の
最
も
主
要
な
観
光

資
源
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
焼
畑
に
は
陸
稲
の
他
、

性
や
森
と
カ
レ
ン
の
ロ
ー
カ
ル
な
歴
史
な
ど
に
つ
い

て
流
暢
に
語
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
イ
ド
と

な
る
カ
レ
ン
の
多
く
が
、「
森
林
保
護
」「
在
来
品

種
」「
多
様
性
」
と
い
っ
た
環
境
主
義
の
イ
デ
ィ
オ

ム
を
用
い
て
、
自
分
た
ち
の
慣
習
に
つ
い
て
語
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
カ
レ
ン
の
人
々

は
、
慣
習
的
行
為
を
環
境
主
義
の
言
説
に
翻
訳
し
た

上
で
、
観
光
客
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
レ

ン
の
人
々
は
森
林
破
壊
の
元
凶
と
見
な
さ
れ
て
き
た

焼
畑
を
逆
に
環
境
主
義
の
言
説
と
節
合
さ
せ
る
こ
と

で
、
タ
イ
社
会
の
中
で
支
配
的
な
焼
畑
・
山
地
民
言

多
種
多
様
な
野
菜
や
ハ
ー
ブ
な
ど
が
植
え
ら
れ
て
い

る
。
観
光
客
は
、
稲
の
そ
ば
に
実
っ
て
い
る
様
々
な

野
菜
を
探
し
、
そ
の
場
で
収
穫
し
た
野
菜
類
は
そ
の

日
の
夕
食
に
供
さ
れ
る
。

観
光
客
を
焼
畑
へ
案
内
し
た
際
、
ロ
ー
カ
ル
・
ガ

イ
ド
は
、「
焼
畑
＝
森
林
破
壊
」
と
い
う
タ
イ
国
内

の
一
般
的
な
焼
畑
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
、
自
給
用
に
多

様
な
作
物
を
栽
培
す
る
カ
レ
ン
の
焼
畑
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
在
来
品
種
の
多
様
性
が
保
全
さ
れ
て
お
り
生
態

学
的
な
価
値
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
短
期
耕
作
・
長

期
休
閑
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
周
辺
の
森
林
を
保
全

し
て
き
た
こ
と
な
ど
、
カ
レ
ン
の
焼
畑
の
持
続
可
能

説
へ
の
対
抗
言
説
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
H
村
の
カ
レ
ン
の
人
々
は
、
観
光
と

い
う
場
を
戦
略
的
な
自
己
表
象
の
ス
ペ
ー
ス
、
す
な

わ
ち
対
抗
的
文
化
運
動
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
練
り
上

げ
て
き
た
の
で
あ
る
（
須
永 

2
0
1
0
）。

観
光
の
モ
ー
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー

 

─
ド
イ
・
イ
ン
タ
ノ
ン
国
立
公
園
に
お
け
る

　
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
リ
ゾ
ー
ト

次
に
紹
介
す
る
タ
イ
最
高
峰
イ
ン
タ
ノ
ン
山
麓
に

位
置
す
る
P
村
は
、
か
つ
て
梅
棹
忠
夫
が
『
東
南
ア

ジ
ア
紀
行
』
の
な
か
で
「
桃
源
郷
」
と
称
し
た
村
で

H村の焼畑

3

2

4

1
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は
、
H
村
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
P
村
で
は
原

則
と
し
て
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
は
受
け
入
れ
て
お
ら
ず
、

観
光
客
は
村
に
1
棟
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
リ
ゾ
ー

ト
（
定
員
10
名
）
に
宿
泊
す
る
。
そ
の
た
め
、
P
村
が

の
換
金
作
物
栽
培
を
試

し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え

同
じ
カ
レ
ン
で
あ
っ
て

も
、
P
村
の
生
業
形
態

は
H
村
と
は
だ
い
ぶ
異

な
っ
て
い
る
。

こ
の
村
で
は
2
0
0
5

年
か
ら
C
B
T
が
運
営

さ
れ
て
い
る
。
C
B
T
導

入
当
時
は
、
北
タ
イ
で
最

も
有
名
な
国
立
公
園
内

に
あ
り
な
が
ら
も
、
山

頂
へ
と
つ
な
が
る
舗
装

道
路
か
ら
は
離
れ
て
い

た
た
め
、
P
村
を
訪
れ

る
観
光
客
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同

国
立
公
園
は
映
画
の
撮
影
舞
台
に
な
る
な
ど
、
タ

イ
国
内
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
多

く
、
タ
イ
人
観
光
客
を
中
心
に
訪
問
者
数
が
激
増
し

て
い
た
。
P
村
へ
観
光
の
波
が
押
し
寄
せ
る
の
も
時

間
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
が
共
同
で
観
光
を
運
営
す
る
こ
と

で
、
生
活
の
場
を
守
る
」
と
い
う
目
的
で
、
N
G
O

な
ど
の
サ
ポ
ー
ド
な
ど
を
受
け
つ
つ
C
B
T
を
導
入

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
運
営
手
法
の
面
で

受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
1
日
1
組
の
ツ
ー

リ
ス
ト
の
み
で
あ
る
。

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
リ
ゾ
ー
ト
は
、
P
村
内
の

20
世
帯
ほ
ど
の
住
民
で
共
同
運
営
さ
れ
て
い
る
。
1

年
に
1
回
、
収
支
決
算
を
行
い
、
収
益
は
メ
ン
バ
ー

内
で
分
配
し
て
い
る
（
た
だ
し
収
益
の
10
%
は
村
落
開
発

基
金
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
）。
ち
な
み
に
2
0
1
0

年
度
の
世
帯
あ
た
り
の
分
配
額
は
約
5
0
0
0
バ
ー

ツ
ほ
ど
で
あ
っ
た
（
1
バ
ー
ツ
＝
約
3
円
）。
こ
の
よ

う
に
各
世
帯
に
分
配
さ
れ
る
収
益
は
決
し
て
多
く
な

い
。
年
間
50
万
人
が
訪
れ
る
国
立
公
園
内
に
あ
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
バ
ン
ガ
ロ
ー
を
数
軒
増
設
す
れ
ば
、

よ
り
多
く
の
利
益
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

村
内
の
観
光
事
業
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
、

P
村
の
住
民
は
消
極
的
だ
。
そ
の
理

由
を
問
う
と
、
皆
声
を
揃
え
て
い
う

「
観
光
は
副
業
に
す
ぎ
な
い
」
と
。
P

村
の
住
民
た
ち
は
、
収
入
の
最
大
化

や
拡
大
再
生
産
と
い
っ
た
資
本
の
論

理
と
は
全
く
異
な
る
形
で
観
光
に
関

わ
っ
て
い
る
。
P
村
の
住
民
に
と
っ

て
観
光
は
新
し
い
生
業
手
段
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
導
入
は
そ
れ
以
前
の

生
業
を
放
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
一

つ
の
選
択
肢
と
し
て
加
え
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
収
入
の
最
大
化
よ
り
も
、
既
存
の
生

業
形
態
や
生
活
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
カ
レ
ン
の

人
々
の
論
理
は
、
あ
る
種
の
モ
ー
ラ
ル・
エ
コ
ノ
ミ
ー

で
あ
る
（
ス
コ
ッ
ト 

1
9
9
9
）  

。

こ
う
し
た
複
合
的
な
生
業
の
な
か
に
一
つ
の
選
択

肢
と
し
て
観
光
を
加
え
る
と
い
う
姿
勢
は
H
村
で

も
同
様
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
H
村
で
も
観

光
は
あ
く
ま
で
副
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
観
光

収
入
の
最
大
化
を
目
論
む
よ
う
な
動
き
は
皆
無
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
志
向
性
は
、
も
と
も
と
複
合
的
な

生
業
の
志
向
性
が
強
い
カ
レ
ン
の
人
々
の
論
理
に
観

光
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ま
り
、
観
光
が
カ
レ
ン
の
生
活
世
界
を
包
摂

す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
カ
レ
ン
の
生
活
世
界
が
観

光
を
包
摂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
志
向
を

通
じ
て
、
カ
レ
ン
の
人
々
は
、
観
光
と
い
う
不
安
定

な
市
場
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
自
律
性

を
確
保
し
つ
つ
観
光
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
可
能
に

し
て
い
る
。

し
か
し
、
P
村
の
人
々
が
観
光
に
対
し
て
消
極
的

で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
P
村
に
宿
泊
す
る

観
光
客
は
、
村
内
の
「
エ
コ
ガ
イ
ド
・
グ
ル
ー
プ
」

に
加
盟
し
て
い
る
村
人
の
ガ
イ
ド
の
も
と
、
周
辺
の

水
田
や
畑
へ
行
き
、
カ
レ
ン
の
生
業
を
見
学
・
体
験

す
る
他
、
周
辺
の
森
へ
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
や
マ
ウ
ン

テ
ン
バ
イ
ク
・
ツ
ア
ー
に
出
か
け
る
。
生
業
形
態
こ

そ
異
な
る
も
の
の
、
P
村
の
人
々
も
H
村
同
様
、
観

光
客
を
村
や
周
辺
の
森
や
畑
へ
案
内
す
る
と
き
な
ど
、

も
あ
る
。し
か
し
、今
日
年
間
50
万
人
が
訪
れ
る
ド
イ・

イ
ン
タ
ノ
ン
国
立
公
園
内
に
位
置
し
て
い
る
P
村
は
、

も
は
や
梅
棹
が
訪
れ
た
と
き
の
よ
う
な
「
桃
源
郷
」

の
雰
囲
気
は
な
い
。
か
つ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
焼
畑

も
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
た
1
9
7
0
年
代
に
禁
止

さ
れ
、
そ
れ
以
来
P
村
の
住
民
は
水
田
に
よ
る
自
給

米
栽
培
と
生
花
や
高
原
野
菜
な
ど
の
換
金
作
物
栽
培

が
主
た
る
生
業
と
し
て
い
る
。
特
に
、
山
地
の
商
品

作
物
栽
培
の
推
進
・
普
及
を
目
指
す
王
立
農
業
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
拠
点
で
も
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
数
々

1 村の暮らしを体験する観光客　2 野鍛冶の風景。村の
鍛治師が作るナイフは観光客向けにも売られている。3 機
織りを体験する観光客

4 森で穫れる様々な生薬について説明する村びと
5 焼畑の無農薬野菜を使ったカレン料理

4

5
3

2

1

※1

※1 人類学者のジェームズ・スコットは、東南アジアの農民社会を事例に、資本主義的原理ではなく、伝統的な価値観やコミュニ
ティの維持といった道徳的・倫理的な原理にもとづいて行なわれる経済的実践に着目し、これをモーラル・エコノミーと呼んだ。
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論
で
紹
介
し
た
カ
レ
ン
の
人
々
の
実
践
の
な
か
に
あ

る
と
思
う
。
H
村
の
人
々
は
、
観
光
を
対
抗
的
文
化

運
動
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
練
り
上
げ
、
P
村
の
人
々

は
観
光
を
多
様
な
生
業
形
態
を
志
向
す
る
カ
レ
ン
の

生
活
世
界
の
論
理
に
取
り
込
ん
で
き
た
。
ど
ち
ら
も
、

観
光
の
経
済
効
果
や
地
域
活
性
化
と
い
っ
た
産
業

論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
は
包
摂
し
得
な
い
実
践
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
産
業
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
抗
す
る
観
光
実

践
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
資
本
主

義
的
開
発
の
な
か
で
周
辺
化
さ
れ
て
き
た
「
小
さ
な

共
同
体
」
の
人
々
に
と
っ
て
、
一
定
の
自
律
性
を
持

ち
つ
つ
観
光
を
受
容
し
て
い
く
一
つ
の
可
能
性
と
な

り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
観
光
は
様
々
な
要
素
・
側
面

が
埋
め
込
ま
れ
た
複
合
的
な
現
象
で
あ
る
。
従
来
の

観
光
研
究
の
な
か
で
は
、
経
済
的
・
産
業
的
側
面
の

み
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
を
目
的
化
す
る
こ
と
が
支
配

的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
あ

る
種
の
行
き
詰
ま
り
を
み
せ
、
経
済
的
指
標
で
は
測

る
こ
と
の
で
き
な
い
「
豊
か
さ
」
や
「
幸
福
」
に
つ

い
て
再
考
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
て
い
る
現
在
、

観
光
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
産
業
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム

に
抗
す
る
観
光
実
践
、
そ
し
て
そ
れ
を
理
論
化
で
き

る
よ
う
な
新
た
な
研
究
の
枠
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

山
川
草
木
や
カ
レ
ン
の
生
活
文
化
を
熱
心
に
説
明
し
、

そ
の
こ
と
に
あ
る
種
の
「
誇
り
」
を
見
出
し
て
い
る

人
も
い
る
。
つ
ま
り
、
観
光
事
業
と
し
て
は
非
常
に

小
規
模
な
状
態
を
維
持
し
な
が
ら
、
そ
の
範
囲
内
で

積
極
的
に
観
光
に
関
わ
っ
て
い
く
と
い
う
状
況
が
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
（
cf. 
須
永 

2
0
0
8
）。

新
た
な
「
観
光
」
の
枠
組
み
を
求
め
て

近
年
、
途
上
国
の
多
く
の
社
会
で
プ
ロ
プ
ア
ー
・

ツ
ー
リ
ズ
ム
（Pro-Poor Tourism

）
と
呼
ば
れ
る
観
光

に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
プ
ロ
プ
ア
ー
・
ツ
ー
リ

ズ
ム
と
は
、
先
住
民
を
は
じ
め
と
す
る
貧
困
状
況
に

置
か
れ
て
い
る
人
々
に
、
観
光
を
通
じ
て
貧
困
の
改

善
や
経
済
的
自
立
を
促
す
こ
と
を
目
指
し
た
観
光
開

発
の
あ
り
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
る
種
の
社
会
的
弱
者
の
人
々
に
対
し
、

観
光
を
経
済
的
自
立
の
手
段
と
し
て
導
入
す
る
際
に

は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
観
光
の
導
入

を
契
機
と
し
て
、
既
存
の
生
業
形
態
が
変
化
し
、
観

光
と
い
う
不
安
定
な
市
場
に
従
属
す
る
と
い
う
不
均

衡
な
構
造
を
作
り
だ
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

で
は
、「
小
さ
な
共
同
体
」
の
人
々
が
、
一
定
の

自
律
性
を
確
保
し
つ
つ
、
観
光
に
関
わ
っ
て
い
く
こ

と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は
、
本
小

参考文献
梅棹忠夫1964『東南アジア紀行』中央公論社

スコット,J.C. 1999『モーラル・エコノミー:東南アジアの農民叛乱と
生存維持』高橋彰訳 勁草書房

須永和博2008「「マイナー・サブシステンスとしての観光─タイ北
部の山地カレン社会におけるコミュニティ・ベース・ツーリズム」『立
教大学観光学部紀要』11、pp.53-67.

須永和博2010「エコツーリズムの社会理論:タイ北部の山地民カレ
ン社会を事例として」遠藤英樹・堀野正人（編）『観光社会学のアク
チュアリティ』晃洋書房 pp.182-201.

1 P村で生産された生花は王室プロジェクトが買い取り、空港などに
ある王室プロジェクト直営の売店などで販売される。2 P村で換金用
に生産される生花　3 P村の棚田　4 コミュニティ・リゾートの概観
5 コミュニティ・リゾートの内部　6 P村の風景　

25 14
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サンチャゴ市内不法占拠地区

1990年代後半、貧困削減を期待されて登場したプロプアー・ツーリズムは、発
展途上地域の観光地に暮らす人びとに利益がもたらされるよう配慮した観光を
いう。その一形態としての「スラム観光」をチリの事例から検討する。

プロプアー・
ツーリズムの可能性
チリにおける「スラム観光」から考える
文 内藤順子 写真 内藤順子、北森絵里
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は
じ
め
に

プ
ロ
プ
ア
ー
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
は
、
1
9
9
0
年

代
後
半
に
貧
困
削
減
を
期
待
さ
れ
て
出
て
き
た
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
り
、
2
0
0
0
年
前
後
か
ら
具
体
的
な

観
光
形
態
と
し
て
認
知
さ
れ
は
じ
め
た
も
の
の
、
明

確
な
定
義
が
で
き
る
ほ
ど
ま
だ
的
が
絞
ら
れ
て
い

な
い
。「
貧
困
に
優
し
い
観
光
」
と
い
う
日
本
語
訳

も
み
ら
れ
る
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
横
文
字
の
ま
ま
表

現
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
大
ま
か
に
言
う
な

ら
、
開
発
途
上
地
域
の
観
光
地
と
そ
こ
に
暮
ら
す
貧

し
い
人
び
と
に
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮

し
た
観
光
で
あ
る
。
直
接
的
に
せ
よ
間
接
的
に
せ
よ
、

何
ら
か
の
形
で
観
光
に
か
か
わ
る
貧
し
い
人
び
と
が
、

観
光
か
ら
利
益
を
得
る
だ
け
で
な
く
そ
れ
に
よ
っ
て

経
済
的
に
自
立
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
る
。
世

界
観
光
機
関
（
U
N
W
T
O
）
は
2
0
0
2
年
の
「
持

続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
世
界
サ
ミ
ッ
ト
」
に
お
い

て
「
観
光
事
業
に
よ
る
貧
困
の
軽
減
」
を
発
表
し
、

プ
ロ
プ
ア
ー
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
活
用
可
能
な

具
体
案
と
し
て
脚
光
を
浴
び
た
。
そ
こ
で
の
プ
ロ
プ

ア
ー
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
は
、
北
の
観
光
客
が
貧
し
い

南
の
ホ
ス
ト
に
利
益
を
還
元
す
る
ゆ
え
に
南
北
問
題

を
解
決
す
る
と
い
う
想
定
で
あ
り
、
観
光
と
い
う
先

導
的
産
業
の
最
先
端
案
件
と
し
て
の
地
位
を
得
て
い

る
。
こ
う
し
た
理
想
を
掲
げ
る
こ
と
は
大
事
で
あ
る

が
、
ま
だ
こ
の
現
象
が
萌
芽
期
に
あ
る
い
ま
、
ど
う

し
た
ら
プ
ロ
プ
ア
ー
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
プ
ラ
ス
の
可

能
性
を
も
ち
う
る
か
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。

プ
ロ
プ
ア
ー
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の

一
形
態
と
し
て
の
「
ス
ラ
ム
観
光
」

プ
ロ
プ
ア
ー
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
芽
生
え
段
階
で

あ
る
だ
け
に
幅
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
も
の
が
そ

う
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
観
光
産
業
に
組
み
こ
ま

れ
た
場
合
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
あ
る
以
上
や
は

り
ゲ
ス
ト
（
観
光
客
）
側
の
「
あ
る
種
の
期
待
」
に
必

要
程
度
は
応
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
っ
て
く
る

と
、
ホ
ス
ト
側
に
は
「
貧
困
に
優
し
く
し
た
い
人
た

ち
に
応
え
る
」
と
い
う
制
約
や
圧
力
が
生
じ
、
ホ
ス

ト
と
ゲ
ス
ト
の
間
に
は
奇
妙
で
問
題
含
み
の
複
雑
な

関
係
性
が
う
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
貧
困
を
わ
か
り
や
す

く
対
象
に
し
て
特
化
し
た
形
で
実
施
さ
れ
つ
つ
あ
る

の
が
「
ス
ラ
ム
観
光
」
で
あ
る
。
文
字
ど
お
り
、
観

光
客
が
「
観
光
地
＝
ス
ラ
ム
」
を
訪
問
し
、
そ
の
収

入
で
ス
ラ
ム
を
改
善
す
る
と
い
う
実
践
で
あ
る
。
地

域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
観
光
客
が
ス
ラ
ム
地

1 「スラム観光」候補地区の親子　2 「スラム観光」候補地区で売られる車　3 チリの「スラム観光」候補地区の家屋内部。スタディ・ツアーでは
ありのままの日常の生活の場を訪れる　4 「スラム観光」候補地区のこどもたち　5 「スラム観光」候補地区の家屋

4

1

2

5

3



2627 特集　「観光」の可能性　プロプアー・ツーリズムの可能性

区
の
学
校
を
訪
ね
て
子
ど
も
た
ち
を
ふ
れ
あ
っ
た
り
、

メ
キ
シ
コ
の
教
会
が
主
催
す
る
の
ツ
ア
ー
で
は
ゴ
ミ

の
山
で
生
計
を
立
て
る
人
た
ち
に
配
布
す
る
サ
ン
ド

イ
ッ
チ
づ
く
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
観
光
客
に
や
っ

て
も
ら
う
か
わ
り
に
ゴ
ミ
の
山
を
案
内
し
た
り
、
居

住
空
間
な
ど
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
部
分
を
含
め
た
ス

ラ
ム
住
民
の
生
活
環
境
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
「
現
実
」

を
知
る
、
と
い
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
世
界
各

地
で
実
際
に
実
施
さ
れ
て
い
る
「
ス
ラ
ム
観
光
」
は
、

た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
。

イ
ン
ドReality Tours

イ
ン
ド
ネ
シ
アJakarta H

idden Tours

ブ
ラ
ジ
ルFavela tour

ア
メ
リ
カ
合
衆
国Beauty's G

hetto Bus Tours

ケ
ニ
アU

rban Safari/ V
ictoria Safaris

メ
キ
シ
コG

arbage dum
p tours

イ
ン
ド
で
は
『
ス
ラ
ム
ド
ッ
グ
・
ミ
リ
オ
ネ
ア
』

と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
を
は
じ
め
と
す
る
数
々
を
受

賞
し
た
2 

0 

0 

8
年
の
映
画
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た

ス
ラ
ム
が
話
題
を
呼
ん
だ
頃
、時
を
同
じ
く
し
て
「
ス

ラ
ム
観
光
」
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
も『
シ

テ
ィ
・
オ
ブ
・
ゴ
ッ
ド
』
と
い
う
映
画
が
き
っ
か
け

で
フ
ァ
ベ
ー
ラ
と
呼
ば
れ
る
都
市
周
辺
に
形
成
さ
れ

る
ス
ラ
ム
街
を
意
味
す
る
場
所
が
有
名
に
な
り
、
2 

0 

0 

6
年
頃
か
ら
見
学
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

他
の
現
行
の
ツ
ア
ー
名
称
を
な
が
め
て
み
る
と
、
イ

ン
ド
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー
」
や
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
「
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
隠
さ
れ
た
貧
困
ツ
ア
ー
」

と
い
っ
た
資
本
主
義
を
形
作
る
世
界
の
ひ
ず
み
を
見

る
と
い
う
タ
イ
プ
の
ツ
ア
ー
が
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
で

“Urban Safari

”
や

“Beauty’s G
hetto

”
と
い
っ
た

皮
肉
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
名
前
が
付
け
ら
れ
た

ツ
ア
ー
も
、
好
奇
心
に
み
ち
た
観
光
客
を
刺
激
し
て

い
る
。
そ
れ
は
「
奇
異
な
も
の
が
見
ら
れ
る
場
と
し

て
の
ス
ラ
ム
」
と
い
う
視
点
が
そ
の
ま
ま
表
れ
て
い

る
よ
う
に
も
み
え
る
。
実
際
に
ス
ラ
ム
観
光
に
参
加

し
た
客
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
て
分
析
し
たM

a

は

そ
の
動
機
の
大
半
が
「
好
奇
心
・
も
の
め
ず
ら
し
さ

（C
uriosity

）」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（M

a, 

2010,p.42

）。

「
ス
ラ
ム
観
光
」
に
は
ま
ず
倫
理
の
問
題
が
付
き
ま

と
う
。
そ
れ
は
、
ひ
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
物
見
遊
山

的
に
の
ぞ
い
て
も
よ
い
も
の
な
の
か
と
い
う
、
あ
る

種
の
後
ろ
め
た
さ
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
後
ろ
め
た

さ
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、「
貧

困
」
あ
る
い
は
「
ス
ラ
ム
」
を
ひ
と
つ
の
文
化
と
し

て
と
ら
え
る
な
ら
、「
ス
ラ
ム
観
光
」
は
た
ん
な
る

異
文
化
の
観
光
で
あ
る
。
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
を
訪
れ
た

観
光
客
が
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
で
、
ビ
バ
リ
ー
ヒ

ル
ズ
の
邸
宅
群
を
見
て
回
る
の
と
か
わ
ら
な
い
。
し

か
し
、
ス
ラ
ム
の
場
合
は
異
文
化
で
あ
る
上
に
、
現

に
あ
る
経
済
的
格
差
が
そ
こ
に
優
劣
感
覚
を
盛
り
込

む
た
め
、
差
異
が
優
劣
へ
と
転
化
し
、
憐
憫
と
施
し

と
連
帯
の
実
践
と
し
て
の
「
ス
ラ
ム
観
光
」
が
登
場

す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
な
る
問
題
は
、
そ
の
貧
困
を

ど
う
と
ら
え
た
う
え
で
訪
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
実
際
に
、
チ
リ
で
繰
り
広

げ
ら
れ
た
「
ス
ラ
ム
観
光
」
の
ご
く
初
期
の
具
体
例

を
も
と
に
、
検
討
し
て
み
た
い
。

チ
リ
に
お
け
る
「
ス
ラ
ム
観
光
」
の

は
じ
ま
り
の
場
面
か
ら

チ
リ
で
は
目
下
、
政
府
主
導
の
観
光
政
策
の
一
環

1 チリの「スラム観光」広報に載せてくれとポーズをとる男たち　2 「スラム観光」候補地区
の3世代　3 外来者を歓迎する「スラム観光」候補地区の家族

［資料1］サンチャゴ市内の地図にはスラム地区の名前は記されておらず、すべて番号による道路表記になっている。

スラム地区

1

3

2
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学
進
学
者
は
皆
無
で
あ
り
、
つ
ま
り
訪
れ
る
学
生
は

す
べ
て
中
産
階
級
以
上
の
家
庭
環
境
に
あ
る
。
チ
リ

は
明
確
な
階
層
社
会
で
あ
り
、
2 

0 

1 

0
年
の
チ
リ
国

勢
調
査
資
料
（C

ASEN
 2010

）
に
よ
れ
ば
、
チ
リ
全

人
口
の
15

1 

%
、
首
都
人
口
の
23 

%
が
貧
困
層
ま
た

は
極
貧
層
に
あ
た
る
。
4
人
に
1
人
が
貧
困
者
と
い

う
都
市
部
で
は
、
当
然
な
が
ら
街
で
貧
困
者
を
目
に

す
る
こ
と
も
多
い
。
彼
ら
の
多
く
は
生
業
と
し
て
の

都
市
雑
業
（
廃
品
回
収
や
日
雇
い
掃
除
、
車
の
見
張
り
や
物

売
り
な
ど
）
に
従
事
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
中
産
階
級

以
上
の
人
間
は
身
近
に
そ
う
し
た
彼
ら
が
い
て
そ
の

様
子
や
存
在
を
知
っ
て
は
い
て
も
、
彼
ら
の
暮
ら
す

地
区
に
足
を
運
ぶ
こ
と
は
な
く
、
ニ
ュ
ー
ス
で
流
れ

る
テ
レ
ビ
の
情
報
に
よ
っ
て
生
活
の
様
子
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
程
度
の
か
か
わ
り
か
た
し
か
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
サ
ン
チ
ャ
ゴ
市
の
地
図
を
開
い
て
み
る
と
、

そ
れ
だ
け
で
貧
困
地
区
か
そ
う
で
な
い
か
が
わ
か
る

よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
中
産
階
級
や
上
層
階
級
が
居

住
す
る
地
区
で
は
道
路
や
路
地
に
趣
向
を
凝
ら
し
た

名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、Aym

ará 

、

Apaches

、N
avajos

、
と
い
っ
た
北
米
先
住
民
の
名

前
や
、C

uenca

、D
akota

と
い
っ
た
地
名
だ
っ
た

り
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
（﹇
資
料
1
﹈の
下
部
）。
最
高

級
住
宅
地
の
目
抜
き
通
り
はAv.K

ennedy

で
あ
り
、

裏
道
はN

apoleón

やIsidra G
oyenechea

（
チ
リ
の

女
流
作
家
）
と
い
っ
た
偉
人
や
著
名
人
の
名
前
が
付
さ

れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
ス
ラ
ム
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の

名
前
を
持
っ
て
お
り
、La Bandela

（
旗
）
と
かSan 

Luis

（
聖
ル
イ
ス
）
な
ど
そ
れ
な
り
に
由
緒
あ
る
も
の

が
多
い
が
、
地
図
上
に
は
そ
れ
は
書
か
れ
て
お
ら

ず
、
ス
ラ
ム
地
区
は
す
べ
て
番
号
に
よ
る
道
路
表
記

に
な
っ
て
い
る
。C

alle

と
い
う
「
通
り
」
を
意
味
す

る
単
語
か
、Pje.

（Pasaje

）
と
い
う
「
路
地
」
的
意

味
合
い
を
持
つ
単
語
の
後
に
番
号
が
つ
く
だ
け
の
シ

ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
る
（﹇
資
料
1
﹈の
上
部
）。
体
験
観

光
で
は
こ
の
番
号
地
区
を
5
〜
6
人
の
グ
ル
ー
プ
で

歩
い
て
回
り
、
地
図
上
で
は
番
号
で
し
か
な
い
道
路

や
場
所
に
も
生
活
が
あ
り
、
実
際
に
は
「
○
○
さ
ん

ち
の
前
通
り
」、「
炊
き
出
し
通
り
」、「
車
堰
き
と
め

の
角
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

そ
う
し
て
三
次
元
で
ス
ラ
ム
を
体
験
す
る
な
か
で

最
も
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
の
は
、
そ
の
に
お
い
で
あ

る
。
チ
リ
で
は
、
平
均
1
か
月
程
度
、
な
が
け
れ

ば
3
カ
月
程
度
の
夏
休
み
を
と
る
の
が
慣
例
で
あ

り
、
通
常
は
そ
の
休
暇
中
ず
っ
と
海
浜
地
域
に
滞
在

す
る
。
チ
リ
国
家
統
計
局
に
よ
れ
ば
首
都
人
口
の
実

に
6
割
が
不
在
と
な
り
、
ス
ラ
ム
住
民
も
例
外
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
、
体
験
観
光
が
行
わ
れ
る
の
は
住

民
が
い
る
冬
の
時
期
の
場
合
が
多
く
、
チ
リ
の
冬
は

雨
期
と
重
な
る
の
で
、
ス
ラ
ム
地
域
は
常
に
ぬ
か
る

と
し
て
「
プ
ロ
プ
ア
ー
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て

の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
プ
ロ
プ
ア
ー
・
ツ
ー

リ
ズ
ム
と
い
う
概
念
自
体
は
認
知
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
ま
だ
具
体
的
な
実
施
段
階
に
は
な
い
。
そ
れ
は
、

①
ど
う
貧
困
者
を
巻
き
込
む
か
と
い
う
問
題
、
②
観

光
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
需
要
が
小
さ
い
可
能
性
（
ハ

イ
リ
ス
ク
・
ロ
ー
リ
タ
ー
ン
の
懸
念
）、
③
プ
ロ
プ
ア
ー
・

ツ
ー
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
資
料
お
よ
び
成
果
報
告
の

少
な
さ
、
と
い
う
3
つ
の
問
題
が
そ
の
腰
を
重
く
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
（C

.Ashiley 2007
）。
そ

れ
ゆ
え
、
ペ
ル
ー
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
そ
し
て
ブ
ラ

ジ
ル
と
い
っ
た
近
隣
諸
国
に
お
け
る
事
例
が
紹
介
さ

れ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
プ
ロ
プ
ア
ー
・
ツ
ー
リ
ズ

ム
の
わ
か
り
や
す
い
形
態
と
し
て
の
「
ス
ラ
ム
観
光
」

が
も
っ
ぱ
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
「
ス
ラ
ム
観
光
」
に
先
立
っ
て
、
2
0
0
4
年

頃
か
ら
チ
リ
大
学
社
会
学
部
の
調
査
実
習
に
実
験
的

に
「
ス
ラ
ム
体
験
観
光
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
は
履
修
単
位
が
出
る
も
の
の
、
聞
き
取
り
調

査
や
暮
ら
し
向
き
の
分
析
等
を
行
う
わ
け
で
は
な
く
、

学
部
の
初
期
段
階
の
学
生
を
対
象
と
し
た
あ
く
ま
で

体
験
を
重
視
し
た
徒
歩
に
よ
る
ス
ラ
ム
見
学
で
あ
り
、

自
国
内
の
貧
困
の
暮
ら
し
に
足
を
踏
み
入
れ
、
現
実

を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

ス
ラ
ム
住
民
の
教
育
歴
に
つ
い
て
の
統
計
で
は
大

上 ブラジルのファベーラ遠景（北森絵里撮影）
下 ブラジルのファベーラ・ツアー実施の様子。右はガイド、左の人びとがツアー客である（北森絵里撮影）
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チリの「スラム観光」候補地区の家屋入口。
雨期である冬場、洗濯物の生乾きで湿ったにおいや動物のにおいが立ち込める。
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3 2

ん
で
い
て
足
場
が
悪
く
、
湿
っ
た
洗
濯
物
が
干
し
た

ま
ま
に
な
っ
て
お
り
、
長
く
洗
っ
て
い
な
い
犬
猫
の

に
お
い
と
濡
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
た
雑
巾
の
に
お
い

と
腐
っ
た
牛
乳
の
酸
味
の
あ
る
に
お
い
が
合
わ
さ
っ

た
よ
う
な
、
い
わ
く
言
い
難
い
に
お
い
が
た
ち
こ
め

て
い
る
。
臭
気
に
む
せ
か
え
る
学
生
や
、
自
ら
の
生

活
環
境
と
は
全
く
違
う
世
界
が
こ
の
よ
う
な
身
近
な

と
こ
ろ
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
涙
す
る
学
生
も
少

な
く
な
い
。
こ
う
し
た
衛
生
上
の
問
題
も
あ
る
よ
う

に
見
え
る
暮
ら
し
の
中
で
、
こ
ど
も
た
ち
が
楽
し
そ

う
に
遊
び
、
笑
っ
て
い
る
の
を
目
撃
し
た
学
生
た
ち

の
多
く
が
「
彼
ら
が
笑
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
い
た
」

と
い
う
。
笑
う
、
と
い
う
人
間
と
し
て
ご
く
当
た
り

前
の
行
為
に
驚
く
の
は
、「
貧
困
の
暮
ら
し
は
悲
惨

で
あ
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
あ
る
種
の
「
発
見
」

を
誘
発
す
る
こ
と
が
、
体
験
観
光
の
目
論
む
と
こ
ろ

で
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
じ
め
て
、
番
号
で
し
か
表

記
さ
れ
な
い
場
所
に
暮
ら
す
劣
位
に
見
て
い
た
人
び

と
と
自
ら
は
同
じ
人
間
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
貧
困

の
何
が
悪
い
の
か
、
貧
困
に
対
し
て
何
が
で
き
る
の

か
を
考
え
る
契
機
と
も
な
る
。

い
ま
、
世
界
で
実
施
さ
れ
る
「
ス
ラ
ム
観
光
」
は
、

一
般
的
な
観
光
地
訪
問
や
買
い
物
を
楽
し
む
一
連
の

流
れ
の
な
か
に
ス
ラ
ム
見
学
が
半
日
ほ
ど
入
る
物
見

遊
山
的
な
タ
イ
プ
と
、
ひ
た
す
ら
ス
ラ
ム
に
お
け
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
活
動
を
手
伝
っ
た
り
住
民
と
交
流

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
や
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー
タ

イ
プ
の
も
の
と
、
少
な
く
と
も
2
種
類
が
あ
る
。
先

に
記
し
た
世
界
各
地
で
実
施
さ
れ
て
い
る
「
ス
ラ
ム

観
光
」
は
す
べ
て
前
者
で
あ
る
。

し
か
し
、
チ
リ
で
は
観
光
産
業
の
ひ
と
つ
と
し
て

「
ス
ラ
ム
観
光
」
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
自

国
の
大
学
生
に
よ
る
実
験
的
ス
ラ
ム
体
験
観
光
の
様

子
を
う
け
、
物
見
遊
山
型
は
退
け
る
方
針
で
あ
る
。

か
と
い
っ
て
悲
惨
な
状
況
に
い
る
憐
れ
む
べ
き
対
象

と
し
て
救
済
や
援
助
を
前
提
に
し
て
積
極
的
に
か
か

わ
ら
せ
る
こ
と
も
推
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
現
場
を

訪
れ
て
自
ら
の
無
知
や
思
い
込
み
を
知
り
、
あ
ら
た

め
て
貧
困
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
よ

う
な
も
の
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
、
思
案
を
続
け
て

い
る
。

プ
ロ
プ
ア
ー
で
あ
る
た
め
に

ど
う
す
る
こ
と
が
プ
ロ
プ
ア
ー
、
す
な
わ
ち
貧

困
者
の
た
め
に
な
り
、
貧
困
に
優
し
い
こ
と
な
の
か
。

プ
ロ
プ
ア
ー
・
ツ
ア
ー
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
れ
を
真
剣
に
考
え
る
契
機
を
得
る
、
と
い
う
の
は

ひ
と
つ
の
あ
り
か
た
で
あ
ろ
う
。予
め
、プ
ロ
プ
ア
ー・

ツ
ー
リ
ズ
ム
と
は
か
く
あ
る
べ
き
と
い
う
、
か
っ
ち

り
と
し
た
定
義
で
固
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、「
ど

う
す
る
こ
と
が
プ
ロ
プ
ア
ー
で
あ
る
か
を
見
聞
す
る

ツ
ー
リ
ズ
ム
」
と
い
う
二
段
構
え
に
す
る
な
ら
、
プ

ラ
ス
の
意
味
で
の
観
光
の
可
能
性
が
見
え
て
く
る
だ

ろ
う
。
プ
ロ
プ
ア
ー
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
相
手
に
す
る

の
は
当
然
な
が
ら
人
間
で
あ
り
、
観
光
の
対
象
と
な

る
の
は
そ
の
人
た
ち
の
暮
ら
し
の
場
で
あ
る
。
相
手

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
あ
り
、
国
や
地
域
に
よ
っ

て
そ
の
状
況
や
ニ
ー
ズ
、
幸
せ
の
感
じ
方
も
異
な
る
。

ま
た
、
自
ら
の
生
活
を
さ
ら
け
出
し
て
多
少
演
出
め

い
た
こ
と
を
す
る
の
も
厭
わ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、

断
固
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
り
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
だ

ろ
う
。

プ
ロ
プ
ア
ー
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
そ
う
し
た
現
地
の

状
況
や
心
情
、
多
様
性
を
了
解
し
た
う
え
で
、
臨
機

応
変
に
運
営
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
う
で
な
い
か
ぎ
り
、「
貧
困
に
優
し
い
」
と
い
う

そ
の
善
意
に
根
差
し
た
文
言
は
、
貧
困
者
と
そ
れ
を

見
に
来
る
豊
か
な
観
光
客
と
い
う
構
図
を
永
遠
に
維

持
し
続
け
る
と
い
う
意
味
で
暴
力
的
な
も
の
に
な
る
。

自
己
満
足
で
し
か
な
い
貧
困
者
支
援
の
一
環
（
自
分

が
行
く
こ
と
が
彼
ら
の
助
け
に
な
る
、
と
い
う
思
い
込
み
）

と
し
て
の
「
ス
ラ
ム
観
光
」
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら

の
貧
困
の
イ
メ
ー
ジ
が
い
か
に
一
面
的
で
あ
る
か
を

知
る
こ
と
、「
貧
困
」
概
念
の
再
考
ま
で
を
企
図
す

る
こ
と
な
ど
、
プ
ア
ー
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て

の
根
本
を
問
う
態
度
と
そ
の
方
法
の
模
索
が
な
さ
れ

る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。「
プ
ア
ー
あ
り
き
」

で
そ
こ
を
訪
れ
る
と
い
う
単
純
な
も
の
で
お
わ
る
か

ど
う
か
、
こ
の
点
こ
そ
が
「
ス
ラ
ム
観
光
」
ひ
い
て

は
プ
ロ
プ
ア
ー 

・
ツ
ー
リ
ズ
ム
自
体
が
可
能
性
を
も

ち
う
る
か
ど
う
か
の
分
か
れ
道
と
な
る
だ
ろ
う
。

1 チリの「スラム観光」候補地区において、こどもたちのチリ先住民族の衣装と舞踊をツアーの出し物とすることを計画している。そのひとつ、アイ
マラの衣装　2 同じくマプチェの衣装　3 同じくラパヌイ（イースター島）の衣装
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私
た
ち
は
お
昼
ご
ろ
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
か
ら
電
車
に
乗
っ

て
世
界
最
古
の
遊
園
地
で
あ
る
バ
ッ
ケ
ン
に
向
か
っ
た
。

車
窓
か
ら
の
景
色
は
次
第
に
古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
田
舎

町
に
な
っ
た
。
最
寄
り
駅
は
が
ら
ん
と
し
て
い
た
が
、
遊
園
地
に
向

か
う
馬
車
が
待
っ
て
い
た
。
馬
車
に
乗
っ
て
森
の
中
を
進
む
と
期
待

が
高
ま
っ
た
が
、
い
ざ
入
口
に
着
く
と
誰
も
い
な
い
。
休
園
日
か
と

思
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
係
員
が
現
れ
、
開
園
は
こ
れ
か
ら
だ

と
い
う
。
日
本
の
遊
園
地
と
は
違
い
、
閉
園
時
間
も
遅
い
の
だ
。
お

昼
を
過
ぎ
た
頃
、
よ
う
や
く
お
客
さ
ん
が
現
れ
始
め
た
。
子
供
を

連
れ
た
地
元
の
デ
ン
マ
ー
ク
人
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
遊
園
地
内
は

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
同
士
が
密
接
し
て
お
ら
ず
、
広
々
と
し
て
い
た
。

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
な
ど
の
大
型
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
以
外
に
、ゲ
ー

ム
セ
ン
タ
ー
や
射
的
の
よ
う
な
小
銭
で
遊
べ
る
出
し
物
も
多
く
あ
っ

た
。
乗
り
物
に
ひ
た
す
ら
乗
っ
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、
散
歩
の
途
中

に
立
ち
寄
っ
た
よ
う
な
人
な
ど
、
遊
び
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
、
み
な

思
い
思
い
に
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ
た
。（
宮
澤
知
夏
）

バ
ッ
ケ
ン
は
木
造
の
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
と
新
し
い
も
の

と
が
同
居
す
る
遊
園
地
だ
。
日
本
で
い
う
と
「
公
園
」
と

い
う
方
が
し
っ
く
り
く
る
と
思
っ
た
。
飲
食
店
や
出
店
が

あ
り
、ス
ペ
ー
ス
を
埋
め
る
よ
う
に
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
テ
ー

マ
パ
ー
ク
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ス
ト
ー
リ
ー
性
は
な
い
。

サ
ン
リ
オ
や
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
風
船
が
一
緒
に
売
ら

れ
て
い
た
り
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
入
り
口
で
お

金
を
支
払
い
、乗
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。（
野
尻
竜
也
）

1583年開園。世界最古の木製ジェットコースターがある。最寄り駅はグ
ランペンポー駅。周辺の鹿公園には2000頭の鹿が放たれている。Bakken

バッケン
コペンハーゲン（デンマーク）

Amusement Parks in 
Denmark and Germany
毛谷村研究室（観光学部観光学科）

2010年8月上旬、毛谷村ゼミは
ヨーロッパの古い遊園地を訪ねる調査合宿に出かけた。
訪問先は、デンマーク・コペンハーゲンにあるチボリ公園とバッケン、
ドイツの移動遊園地ハンブルグDOM。
海外の遊園地の空間を体験しながら、
その特徴を観察・分析するのが目的だ。

Field note 12
「交流文化」フィールドノート
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最
寄
り
の
地
下
鉄
駅
か
ら
徒
歩
数
分
、
お
よ
そ
移

動
型
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
立
派
な
遊
園
地
が
目

の
前
に
現
れ
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
移
動
型
遊
園

地
な
ん
て
児
童
向
け
の
子
供
だ
ま
し
の
よ
う
な
造
り
だ
ろ
う

と
高
を
く
く
っ
て
い
た
が
、
予
想
を
裏
切
ら
れ
た
。
電
飾
を

施
さ
れ
た
ゲ
ー
ト
を
く
ぐ
り
園
内
へ
と
進
む
と
、
派
手
な
絶

叫
マ
シ
ー
ン
群
と
悲
鳴
に
も
似
た
歓
声
が
私
た
ち
を
出
迎
え

て
く
れ
た
。
や
は
り
移
動
型
遊
園
地
と
い
う
こ
と
で
ア
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
同
士
の
設
置
間
隔
は
狭
く
な
っ
て
お
り
、
園
内
は

ち
ょ
っ
と
し
た
お
祭
り
騒
ぎ
の
よ
う
だ
っ
た
。
年
齢
層
は
比

較
的
若
く
、
地
元
客
や
観
光
客
が
集
団
で
遊
び
に
来
て
い
る

と
い
う
風
だ
っ
た
。
皆
思
い
思
い
に
楽
し
ん
で
い
た
が
、
絶

叫
系
が
苦
手
な
私
と
っ
て
は
観
覧
車
が
一
番
楽
し
め
た
。
夜

の
帳
が
下
り
る
に
つ
れ
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
電
飾
が
一
層
際

立
ち
、
観
覧
車
か
ら
眺
め
る
園
内
お
よ
び
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
夜

景
は
宝
石
箱
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
に
綺
麗
だ
っ
た
。（
中

澤
諒
典
） チ

ボ
リ
公
園
は
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
駅
の
目
の
前
に

あ
る
。
都
心
の
真
ん
中
に
街
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
る

よ
う
な
遊
園
地
が
あ
る
の
だ
。
園
内
の
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
は
日
本
の
遊
園
地
よ
り
激
し
い
も
の
ば
か
り
で
、
見
た

こ
と
も
な
い
よ
う
な
回
転
を
す
る
絶
叫
マ
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
。

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
設
置
さ
れ
る
間
隔
は
狭
く
、
柵
な
ど
が

な
い
。
休
憩
し
て
い
る
ベ
ン
チ
の
す
ぐ
横
で
大
型
の
絶
叫
マ

シ
ー
ン
が
回
転
し
、
悲
鳴
が
飛
び
交
っ
て
い
る
の
だ
。
私
は
見

て
い
る
だ
け
で
も
恐
ろ
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
利
用
者
は
若
者

だ
け
で
は
な
い
。
子
供
連
れ
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
も
多
く
、
地
元
の

人
ら
し
き
中
高
年
が
お
酒
で
乾
杯
し
、
談
笑
し
て
い
た
。
日

本
の
遊
園
地
で
は
中
高
年
が
仲
間
同
士
で
来
る
の
を
あ
ま
り

見
た
こ
と
が
な
い
の
で
不
思
議
な
感
じ
が
し
た
。
チ
ボ
リ
公

園
は
、
子
供
の
遊
び
場
だ
け
で
は
な
く
、
仲
間
と
の
集
い
の

場
だ
っ
た
。（
宮
澤
知
夏
）

バ
ッ
ケ
ン
に
比
べ
る
と
新
し
い
遊
園
地
だ
。
広
さ
も
大

き
く
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
種
類
も
成
人
、
幼
児
と

年
齢
に
合
わ
せ
て
用
意
し
て
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
目

的
で
訪
ね
ら
れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
園
内
に
池
や
広

場
が
あ
り
、
憩
い
の
場
と
し
て
の
役
目
も
果
た
し
て
い
る
よ
う

だ
。
私
た
ち
が
訪
れ
た
際
に
は
広
場
に
特
設
ス
テ
ー
ジ
を
設
け

て
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
ラ
イ
ブ
が
催
さ
れ
て
い
た
。
テ
ー
マ
パ
ー
ク

で
は
な
い
分
、
自
由
に
企
画
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
他

の
催
事
用
の
ス
ペ
ー
ス
で
は
東
ア
ジ
ア
を
テ
ー
マ
と
し
た

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
の
よ
う
な
見
せ
物
も
あ
っ
た
。（
野
尻
竜
也
）

巨大な青空市と遊園地が一緒になったようなドイツ最大の移動遊園地。
露店や大観覧車などのアトラクションが期間限定で街中に出現する。

1843年開園。ヨーロッパで3番目に入場者数の多い遊園地。コペンハー
ゲン市内にあり、夜もライトアップされてにぎわう。Hamburger DOM

ハンブルグDOM
ハンブルグ（ドイツ）

Tivoli
チボリ公園
コペンハーゲン（デンマーク）
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Field note 12

バ
ッ
ケ
ン
の
模
型
を
つ
く
る

毛
谷
村
ゼ
ミ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
遊
園
地
を
調
査
対
象
に
選
ん
だ
理
由
は
、

「
快
適
な
空
間
と
は
何
か
」
を
実
体
験
す
る
こ
と
に
あ
る
。

帰
国
し
た
ゼ
ミ
生
は
、
遊
園
地
内
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
構
成
の
特
徴
や

空
間
的
な
ゆ
と
り
を
体
感
す
る
た
め
、
バ
ッ
ケ
ン
の
模
型
づ
く
り
を
行
っ
た
。

1 毛谷村教授とゼミ生　2 バッケンの園内MAP　3 アトラクションの高さはゼミ生と一緒に写真を撮ること
で人体寸法から割り出す　4 模型の素材はスチレンボード　5 アトラクション以外の建物も一軒ずつ大きさ
と形を記録する

2

1

5

34

遊
園
地
と
は
本
来
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か

毛
谷
村
英
治
（
観
光
学
科
）

　
絶
叫
系
ラ
イ
ド
マ
シ
ー
ン
が
今
も
若
者
世
代
の
人
気
を
博
し
て
い

る
が
、
遊
園
地
と
は
本
来
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
知
り
、

そ
の
空
間
的
な
特
徴
を
実
際
に
体
感
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
世
界

最
古
の
遊
園
地
と
い
わ
れ
るB

akken

が
現
存
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
を
訪

れ
調
査
合
宿
を
実
施
し
た
。

　
デ
ン
マ
ー
ク
に
は
日
本
で
も
そ
の
名
を
冠
し
た
遊
園
地
が
あ
っ
た

T
ivoli

や
知
育
玩
具
のLego

が
運
営
す
るLego Land

も
あ
り
、
遊
園

地
を
観
て
回
る
に
は
最
も
適
し
た
国
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
こ
う

い
っ
た
常
設
遊
園
地
の
他
に
サ
ー
カ
ス
の
よ
う
に
期
間
限
定
で
各
地
を

巡
業
す
る
移
動
遊
園
地
が
存
在
し
て
い
る
。
世
界
最
大
級
の
移
動
遊
園

地
と
し
て
名
高
いH

am
burger D

O
M

が
隣
国
ド
イ
ツ
で
開
催
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
開
催
日
程
を
事
前
に
調
べ
、
こ
の
移
動
遊
園
地
も
実

際
に
体
験
調
査
で
き
る
よ
う
渡
航
期
間
と
移
動
順
序
を
決
定
し
た
。

　
日
本
で
は
子
供
や
若
者
の
た
め
の
乗
り
物
遊
具
が
中
心
の
遊
び
場

と
し
て
の
印
象
が
強
い
遊
園
地
で
あ
る
た
め
中
高
年
の
人
々
が
コ
ー

ヒ
ー
や
ビ
ー
ル
を
飲
み
な
が
ら
園
内
で
深
夜
ま
で
歓
談
し
て
い
る
光

景
は
我
々
に
と
っ
て
新
鮮
で
あ
っ
た
。
森
林
公
園
の
中
に
あ
る
よ
う
な

遊
園
地
や
都
市
内
の
広
場
に
合
体
変
形
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
に
一
晩
で

忽
然
と
現
れ
る
移
動
遊
園
地
は
日
本
で
は
馴
染
み
が
薄
い
。
移
動
遊

園
地
を
運
営
す
る
人
々
が
各
地
か
ら
集
ま
り
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
で

寝
泊
ま
り
し
な
が
ら
営
業
し
て
い
る
様
子
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
調
査
合
宿
に
参
加
し
た
学
生
た
ち
が
、
今
後
の
日
本
に
お
け

る
遊
園
地
の
あ
り
方
に
つ
い
て
捉
え
直
す
き
っ
か
け
を
掴
ん
で
く
れ

て
い
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。



読書案内 4041

読
書
案
内

B
ook R

eview

今
回
の
読
書
案
内
は
、本
号
の
特
集
テ
ー
マ
の
執
筆
陣
が

選
ん
だ
「
観
光
」の
可
能
性
を
考
え
る
う
え
で

興
味
深
い
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
2
冊
。

津
浪
と
村

山
口
弥
一
郎 

著
　

︵
石
井
正
己
・
川
島
秀
一
編
︶（
二
〇
一
一
）

三
弥
井
書
店
（
本
体
一
八
〇
〇
円
＋
税
）

観
光
と
環
境
の
社
会
学

古
川
彰
・
松
田
素
二 

編
（
二
〇
〇
三
）

新
曜
社
（
本
体
二
五
〇
〇
円
＋
税
）

バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
日
本
で
は
、

合
理
性
や
効
率
性
を
重
視

す
る
資
本
主
義
的
コ
ス
モ

ロ
ジ
ー
に
抗
す
る「
も
う
一
つ
の
世
界
」

を
体
現
す
る
ト
ポ
ス
と
し
て
、
農
山
漁

村
へ
の
注
目
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
農

林
漁
業
な
ど
の
生
業
や
、
そ
こ
に
埋
め

込
ま
れ
た
生
活
原
理
が
「
自
然
と
共
生

す
る
人
間
の
豊
か
な
営
み
」
と
し
て
再

発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

過
と
と
も
に
徐
々
に
元
の
場
所
へ
戻
っ

て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
三
陸
海
岸
の

人
々
の
営
為
を
、
私
た
ち
は
ど
う
考
え

る
か
。
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
す
何
か
別

世
界
の
人
間
だ
と
片
づ
け
て
し
ま
っ
て

な
ぜ
、
折
角
高
台
に
移
転
し

た
村
が
、
原
地
に
復
帰
し

て
し
ま
う
の
か
。
こ
れ
ま

で
幾
多
の
津
波
に
飲
み
込
ま
れ
、
そ
の

度
に
高
台
へ
移
住
す
る
も
、
時
間
の
経

う
し
た
ま
な
ざ
し
に
地
域
社
会
側
も
応

答
す
る
形
で
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ

ム
と
呼
ば
れ
る
農
山
漁
村
を
舞
台
に
し

た
新
た
な
観
光
実
践
が
生
ま
れ
た
。

　
本
書
は
、
日
本
各
地
に
お
け
る
グ

リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
取
り
組
み
を
、

地
域
生
活
者
の
視
点
か
ら
見
直
し
、
そ

の
展
望
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
農
山
漁
村
は
、
常
に
「
都
市

の
論
理
」
を
一
方
的
に
押
し
つ
け
ら
れ

て
き
た
。
都
市
へ
の
労
働
力
供
給
源
と

位
置
づ
け
ら
れ
た
1
9
6
0
年
代
。

都
市
生
活
者
に
憩
い
と
レ
ジ
ャ
ー
の
場

を
提
供
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
、
大

規
模
な
リ
ゾ
ー
ト
開
発
が
進
行
し
た

1
9
8
0
年
代
。
こ
う
し
た
構
造
的
問

題
は
、
1
9
9
0
年
代
以
降
に
本
格
化

す
る
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
お
い

て
も
変
わ
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
都
市

部
の
ツ
ー
リ
ス
ト
は
、
対
象
社
会
に
対

し
て
「
自
然
と
の
共
生
」「
エ
コ
ラ
イ
フ
」

と
い
っ
た
一
方
的
な
ま
な
ざ
し
を
投
げ

か
け
、
そ
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
ホ
ス

ト
社
会
を
一
方
的
に
体
験
す
る
か
ら
だ

（p.21

）。

　
し
か
し
本
書
が
着
目
す
る
の
は
、
こ

う
し
た
「
都
市
の
論
理
の
一
方
的
押
し

つ
け
」
と
い
う
構
造
的
制
約
の
な
か
に

あ
り
な
が
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
創
意
工

夫
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
生
活
世
界
を
変

革
し
て
き
た
構
造
的
弱
者
の
創
造
性
で

あ
る
。「
あ
ま
り
儲
か
ら
な
い
が
村
に
一

定
の
収
入
を
保
証
す
る
開
発
」（p.27
）

や
「
市
場
の
外
延
で
現
金
を
得
る
機
会
」

（p
.236

）
を
楽
し
む
と
い
っ
た
、
資
本

の
論
理
と
は
異
質
な
や
り
方
で
、
観
光

や
地
域
振
興
に
関
わ
っ
て
い
る
地
域
生

活
者
の
姿
を
克
明
に
描
き
、
こ
う
し
た

生
活
実
践
の
な
か
に
今
後
の
「
小
さ
な

共
同
体
」
の
可
能
性
を
み
る
。

　
豊
富
な
民
族
誌
的
事
例
か
ら
資
本
の

論
理
と
は
異
な
る
論
理
で
観
光
に
関
わ

る
こ
と
の
可
能
性
を
検
討
し
、
観
光
の

産
業
論
的
パ
ラ
イ
ダ
ム
を
相
対
化
す
る

本
書
は
、
今
後
の
観
光
の
可
能
性
に
つ

い
て
考
え
る
際
に
興
味
深
い
視
点
を
提

供
し
て
く
れ
る
。	

（
須
永
和
博
）

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
の
シ
ン
プ

ル
な
疑
問
に
対
し
、
自
ら
の
生
涯
を
か

け
て
追
求
し
た
の
が
、
山
口
弥
一
郎
で

あ
る
。

　
山
口
弥
一
郎
（
1
9
0
2
～
2 

0

0 

0
）
は
、
福
島
県
会
津
美
里
町
に
生

ま
れ
、
中
学
を
出
た
の
ち
小
学
校
の
教

員
と
な
り
、
1
9
2
8
年
よ
り
磐
城
高

等
女
学
校
教
諭
と
し
て
奉
職
し
な
が

ら
東
北
の
村
々
の
調
査
を
展
開
し
た
。

1
9
3
3
年
3
月
の
い
わ
ゆ
る
昭
和
三

陸
津
波
が
契
機
と
な
っ
て
、
そ
の
2
年

9
ヶ
月
後
に
津
波
調
査
を
開
始
し
、

そ
の
後
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
三
陸

海
岸
を
歩
き
つ
づ
け
た
。
牡
鹿
半
島

か
ら
下
北
半
島
ま
で
の
集
落
を
訪
ね
、

丹
念
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
を
論
文
で
発

表
す
る
か
た
わ
ら
、
柳
田
国
男
の
「
漁

村
の
人
々
に
も
、
親
し
く
読
め
る
物

を
」
と
い
う
助
言
に
従
い
、
一
年
後
の

1
9
4
3
年
に
ま
と
め
た
の
が
こ
の

﹃
津
浪
と
村
﹄
で
あ
る
。

　
山
口
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、
調
査

は
多
年
に
わ
た
り
断
続
的
に
行
わ
れ
た

た
め
、
必
ず
し
も
網
羅
的
・
体
系
的
な

デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
山
口
の
狙
い
は
別
に
あ
っ
た
。

津
波
調
査
の
最
初
の
旅
の
途
中
、
山
口

は
当
時
の
内
務
省
に
よ
る
津
波
調
査
報

告
書
を
見
せ
ら
れ
た
。
す
で
に
航
空
写

真
や
復
興
計
画
な
ど
、
集
落
毎
の
体
系

的
な
調
査
は
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
。
山

口
は
自
ら
足
で
稼
い
だ
不
精
確
な
デ
ー

タ
を
手
に
、
愕
然
と
す
る
。
一
度
は
調

査
の
中
止
を
考
え
た
山
口
だ
っ
た
が
、

師
の
激
励
も
あ
っ
て
思
い
直
す
。
す
な

わ
ち
、
航
空
写
真
に
は
決
し
て
表
れ
得

な
い
、
地
元
民
へ
の
丹
念
な
聞
き
取
り

に
基
づ
い
た
、
津
波
に
遭
う
も
原
地
に

復
帰
し
て
し
ま
う
人
間
の
心
性
の
探
究

⋮
⋮
こ
れ
が
山
口
の
生
涯
の
テ
ー
マ
に

な
っ
た
。
こ
れ
を
無
視
し
て
、
冒
頭
の

問
題
は
解
決
し
な
い
。「
津
波
の
話
は

暗
く
て
、
時
日
が
た
つ
と
地
元
の
人
々

に
さ
え
嫌
わ
れ
る
が
、
災
害
直
後
の
調

査
記
録
、
反
省
、
対
策
を
細
ら
せ
た
り
、

消
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
持
続
す
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
い
う
山
口
の

魂
は
受
け
継
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
本
書
は
、
こ
の
度
編
者
に
よ
る
解

説
付
き
で
復
刊
さ
れ
た
。	

（
佐
野
浩
祥
）
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震
災
の
経
験
を
伝
え
、生
か
す
―

宮
城
県
観
光
の
復
興
へ

L
e

c
tu

re

最
近
の
講
演
会
か
ら

観
光
学
部
は
二
〇
一
一
年
十
一
月
十
五
日
、公
開
講
演
会「
震
災
の
経
験
を
伝
え
、生
か
す
―

宮
城
県
観
光
の
復
興
へ
」を
開
催
し
、東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
現
場
の
方
々
か
ら

復
興
に
向
け
た
現
状
と
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、「
観
光
」に
焦
点
を
あ
て
て
お
話
い
た
だ
い
た
。

二
〇
一
一
年
一
一
月
一
五
日（
火
）

立
教
大
学
新
座
キ
ャ
ン
パ
ス

一
号
館
二
階  

N
一
二
一
教
室

司
会
　
佐
野
浩
祥（
観
光
学
部
）

東
日
本
大
震
災
か
ら
8
ヶ
月
が
経
過
し
て
、
被

災
地
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、

復
旧
・
復
興
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み

を
行
っ
て
い
る
の
か
。
震
災
直
後
、
私
た
ち
は
テ

レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
被
災
地
の

状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
時
間
の
経
過
と

と
も
に
被
災
地
が
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
る

機
会
は
減
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
こ
と
で
、「
復
旧
・

復
興
は
一
段
落
し
た
」
と
思
わ
れ
た
り
、
人
々
に

忘
れ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
を
、
被
災
地
の
方
々
は

危
惧
し
て
い
る
。

今
回
、
宮
城
県
か
ら
様
々
な
立
場
の
方
に
お
越

し
い
た
だ
き
、
被
災
地
の
今
ま
で
と
こ
れ
か
ら
に

つ
い
て
、
特
に
「
観
光
」
に
焦
点
を
あ
て
て
ご
報

告
い
た
だ
い
た
。

宮
城
県
観
光
創
造
会
議
座
長
の
志
賀
氏
か
ら
は
、

津
波
の
悲
惨
さ
が
映
像
と
と
も
に
報
告
さ
れ
、
宮

城
県
の
観
光
を
通
し
た
復
興
の
構
想
を
ご
紹
介
い

た
だ
い
た
。
松
島
観
光
協
会
の
佐
藤
氏
は
、
他
の

地
域
に
比
べ
て
松
島
の
被
害
は
大
き
く
な
か
っ
た

が
、
復
旧
・
復
興
に
向
け
て
は
ま
だ
ま
だ
緒
に
就

い
た
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
、
南
三
陸
町
の
佐
藤
氏
・

渡
邊
氏
か
ら
は
被
災
当
時
の
町
の
状
況
を
克
明
に

語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

開催日

2011
4／25

講演者

石森　祐亮
株式会社ソニー・マガジンズ 

『ワッツイン』編集部副編集長

演題
最近の観光学部講演会

5／11

6／17

6／21

10／1

タサニー・メーターピスィット 
タマサート大学教養学部日本語学科　准教授

羽生　冬佳
筑波大学大学院人間総合科学研究科
准教授

北見　幸一
北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院
准教授

小田禎彦
株式会社加賀屋代表取締役会長

言葉からみる日タイの異文化理解と交流
―山田長政からトムヤムクンまで―

世界遺産と観光

観光における広報・PRの役割

“日本のおもてなし”初の海外進出……その思い

10／4

10／17

10／21

10／12

スニーラット・ニャンジャローンスック
タマサート大学教養学部日本語学科　助教授

佐古ウスビ
京都精華大学人文学部　准教授

浅沼正和
JTBハワイ・コミュニティーリレーションズ・ディレクター

スティーブン・クレイグ・スミス
クイーンズランド大学法経学部観光学科　学科長

外国で学ぶ―私の留学体験

地域住民の観光への参与とその展開の可能性

ハワイにおける観光事業の歴史

クイーンズランドの観光

10／21

11／14

11／15

浅沼正和
JTBハワイ・コミュニティーリレーションズ・ディレクター

豊田三佳 
シンガポール国立大学社会学科　准教授

志賀秀一 
宮城県観光創造会議座長

佐藤久一郎 
松島観光協会会長

佐藤かつよ 
南三陸町　語り部

渡邊とみゑ 
南三陸町　語り部

戦争をこえて、観光がつくる新しい国際関係 

メディカルツーリズムの戦略
―タイ、シンガポール、インドの事例から―

震災の経験を伝え、生かす
―宮城県観光の復興へ 

“編集者”に欠かせない「ホスピタリティ」
―アーティストの話を“上手に”聞き出す術―

上 宮城県観光創造会議座長の志賀秀一氏
下 南三陸町の被災状況を語る語り部の佐藤かつよ氏

プログラム

12：15 ～ 12：25
宮城県観光創造会議座長 志賀秀一氏
12：25 ～ 12：35
松島観光協会会長 佐藤久一郎氏
12：35 ～ 13：15
南三陸町
語り部（佐藤かつよ氏・渡邊とみゑ氏）

主催

立教大学観光学部

共催

宮城県
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ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）の
観
光

L
e

c
tu

re

最
近
の
講
演
会
か
ら

二
〇
一
一
年
十
月
十
二
日
、ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
大
学
法
経
学
部
観
光
学
科
の

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ク
レ
イ
グ
・
ス
ミ
ス
学
科
長
が
新
座
キ
ャ
ン
パ
ス
を
訪
問
さ
れ
、

学
部
一
年
生
を
対
象
に
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
。

今
回
の
講
演
は
昼
休
み
に
開
催
さ
れ
た
ご
く
短

い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
参
加
者
は
熱
心
に
聴
講
し

て
い
た
。

講
演
テ
ー
マ
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
日

本
人
観
光
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ

り
、日
本
人
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
観
光
渡
航
の
趨
勢
、

日
本
人
観
光
客
の
行
動
特
性
、
文
化
的
差
異
を
前

提
と
し
た
受
入
体
制
な
ど
、
多
面
的
な
視
点
か
ら

資
料
を
駆
使
し
て
、
分
析
的
な
講
演
が
行
わ
れ
た
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
日
本
人
渡
航
者
数
は
伸
び

二
〇
一
一
年
十
月
十
二
日（
水
）

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ク
レ
イ
グ
・
ス
ミ
ス	

ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
大
学
法
経
学
部

観
光
学
科
　
学
科
長

立
教
大
学
新
座
キ
ャ
ン
パ
ス

悩
ん
で
お
り
、
傾
向
的
に
は
減
少
し
て
い
る
。
と

は
い
え
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
と
っ
て
、
依
然
日
本

は
主
要
な
観
光
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

一
方
、
日
本
か
ら
の
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
イ
の
渡

航
先
と
し
て
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
第
1
位
で
あ
り
、

北
海
道
の
ニ
セ
コ
の
よ
う
に
多
く
の
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
人
観
光
客
を
受
け
入
れ
る
地
域
も
出
現
し
て

い
る
。
観
光
を
巡
る
日
豪
関
係
が
大
き
く
変
化
し

つ
つ
あ
る
現
在
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
ん
だ
講
演

で
あ
っ
た
。

講
演
の
最
後
に
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
大
学
に
お

け
る
観
光
教
育
の
紹
介
が
行
わ
れ
た
。
ク
イ
ー
ン

ズ
ラ
ン
ド
大
学
法
経
学
部
観
光
学
科
は
同
国
で

も
っ
と
も
評
価
の
高
い
観
光
教
育
機
関
で
あ
り
、

今
後
と
も
立
教
大
学
観
光
学
部
と
の
相
互
交
流
な

ど
関
係
の
深
化
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
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二
〇
一
一
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、

日
本
学
生
支
援
機
構
の
留
学
生
交
流
支

援
制
度
の
援
助
を
得
て
、
言
語
と
文
化

現
地
研
修
を
実
施
し
た
。
言
語
と
文
化
現
地
研
修
は

二
年
次
以
上
の
選
択
科
目
で
あ
り
、
言
語
習
得
と
現

地
に
お
け
る
生
活
文
化
の
直
接
体
験
を
目
的
と
す
る
、

短
期
海
外
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
観
光
学
部
で
は
1

年
次
に
早
期
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
導
入
コ
ー
ス

を
配
置
し
て
お
り
、
学
部
協
定
校
、
大
学
協
定
校
へ

の
交
換
留
学
の
チ
ャ
ン
ス
も
多
い
。
言
語
と
文
化
短

期
研
修
は
こ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
、
中
間
的
な
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

今
回
は
米
国
の
ハ
ワ
イ
大
学
、
タ
イ
の
タ
マ

サ
ー
ト
大
学
と
の
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し

よ
う
。
言
語
と
文
化
現
地
研
修
は
協
力
大
学
と

の
綿
密
な
連
携
の
上
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
派

遣
さ
れ
た
学
生
が
受
入
大
学
の
教
員
、
学
生

と
協
力
し
な
が
ら
主
体
的
に
組
み
立
て
て
い
く
、

能
動
的
な
海
外
体
験
と
い
え
よ
う
。
目
的
の
第

一
は
言
語
の
習
得
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
2
週
間

程
度
の
短
期
で
は
、
大
き
な
向
上
は
望
み
が
た

い
と
は
い
え
、
観
光
学
部
で
は
西
欧
諸
言
語
を

は
じ
め
中
国
語
、
朝
鮮
語
は
も
ち
ろ
ん
マ
レ
ー

語
、
ベ
ト
ナ
ム
語
、
タ
イ
語
な
ど
ア
ジ
ア
諸
言

語
と
そ
れ
を
通
じ
て
文
化
を
学
ぶ
科
目
群
を
、

協
力
大
学
か
ら
の
招
聘
教
員
を
中
心
に
配
置
し

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。

言語と文化現地研修
2011.8.25-9.8  タイ（タマサート大学）
2011.9.4-9.17  ハワイ（ハワイ大学）

協力大学との連携による
短期海外プログラム

上 オーストラリアのインバウンド旅行市場。近年、オーストラリア
への日本人渡航者数は伸び悩んでいる　下 スティーブン・クレ
イグ・スミス学科長

タイの学生と野外学習や文化体験を実施（撮影／桒野淳一）
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学 部 国 際 交 流 の 現 場 か ら

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
座
学
と
組
み
合
わ
さ
れ
、

言
語
と
文
化
現
地
研
修
は
期
間
以
上
の
効
果
を

あ
げ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
目
的
の
第

二
は
現
地
で
の
生
活
体
験
を
通
じ
た
文
化
理
解

で
あ
り
、
第
三
は
協
力
大
学
学
生
と
の
交
流
で

あ
る
。
内
容
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
毎
に
多
少
の
違
い

が
あ
る
。
ハ
ワ
イ
大
学
で
は
午
前
中
に
英
語
に

よ
る
観
光
関
連
と
ハ
ワ
イ
文
化
の
講
義
、
午
後

は
同
大
学
マ
ノ
ア
校
旅
行
産
業
学
部
の
講
義
に

参
加
す
る
形
式
で
あ
り
、
休
日
は
自
主
的
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
野
外
学
習
を
実
施
し
た
。
一
方
タ

マ
サ
ー
ト
大
学
で
は
、
タ
イ
語
、
タ
イ
の
政
治

経
済
、
文
化
に
つ
い
て
の
講
義
の
他
、
現
地
学

生
と
共
同
で
野
外
学
習
や
文
化
体
験
を
実
地
で

行
っ
て
い
る
。
こ
と
に
タ
マ
サ
ー
ト
大
学
で
は

滞
在
期
間
全
体
に
わ
た
っ
て
学
生
寮
に
住
み
込

み
、
受
入
側
の
学
生
と
寝
食
を
共
に
し
た
。
こ

れ
は
双
方
の
参
加
学
生
の
相
互
理
解
に
き
わ
め

て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
て
い
る
。

来
年
度
は
前
記
二
校
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か

の
大
学
と
の
連
携
で
言
語
と
文
化
現
地
研
修
が

実
施
さ
れ
る
。
こ
と
に
タ
マ
サ
ー
ト
大
、
マ
ラ

ヤ
大
、
中
山
大
（
中
国
）
と
の
間
で
は
、
初
め

て
相
互
訪
問
に
よ
る
双
方
向
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実

施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
よ
り
大
き
な
成

果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

ハワイ大学マノア校旅行産業学部の講義に参加

　2011年6月、学部間協定校のマラヤ大学（マレーシア）

から教員2名と学生13名が日本研究コースの卒業研修

の一環として日本を訪問しました。15日間の日本滞在日

程中の6月14日から19日まで新座キャンパスに滞在し、

日本文化と日本語について本学観光学部生と合同ゼミ

を行い、交流を深めました。

学部国際交流の現場から

マラヤ大学の学生、新座キャンパスを訪問
2011.6.14－19

言語と文化現地研修（ハワイコース）  プログラム日程
ハワイ大学マノア校　旅行産業学部

言語と文化現地研修（タイコース）  プログラム日程
タマサート大学
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立教大学観光学部は観光学科と交流文化学科の2学科体制で
す。フィールドを世界に拡げ、リアリティに満ちた学びの場を
提供するオンリーワンの観光教育を目指します。

立教大学観光学部
観光学科／交流文化学科

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.ac.jp/tourism

2012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、社会人の方々にも広く受講頂けます。

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

（2012年4月開講７月講義終了）

「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分野を扱います。

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　

（2012年９月開講12月講義終了）

ホテル・旅館業・外食産業を中心とするサービス産業を、今日

「ホスピタリティ産業」と呼んでいます。「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分野まで、業界の第一線の実務家を

講師に招いて講義を行います。

講座に関する問い合わせは

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）

〒171-8501
東京都豊島区西池袋3-34-1
TEL 03-3985-2577　FAX 03-3985-0279
Email：kanken@grp.rikkyo.ne.jp
http://www.rikkyo.ac.jp/research/laboratory/IT/


