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日本観光研究学会 2016 年度全国大会シンポジウム開催

原 研 哉（ は ら　 け ん

や）。武蔵野美術大学

教授。株式会社日本デ

ザインセンター代表。

無印良品アートディレ

クションなど活動範囲

は多岐。世界的に活躍。

日
本
の
美
意
識
を
世
界
で

生
か
す
た
め
の
課
題
と
は

　
次
に
、
長
年
ね
ぶ
た
を
研
究
し
、

現
在
ね
ぶ
た
大
賞
の
審
査
員
で
も
あ

る
阿
南
教
授
が
、
国
内
だ
け
は
な
く

海
外
で
も
披
露
さ
れ
好
評
な
ね
ぶ
た

の
歴
史
や
製
作
過
程
、
現
在
の
傾
向

な
ど
を
説
明
し
た
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
「
日

本
人
の
美
意
識
は
観
光
資
源
」。
わ

か
り
や
す
く
言
え
ば
、
観
光
資
源
と

し
て
世
界
に
向
け
て
日
本
の
良
さ
を

出
し
切
れ
て
い
る
の
か
、
も
っ
と
日

本
の
良
さ
を
生
か
す
方
法
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
っ
た
問
題
提
起

だ
。
伝
統
芸
能
・
行
事
と
い
っ
た
文

化
的
な
観
点
か
ら
鶴
澤
さ
ん
と
阿
南

教
授
が
、、
ま
た
デ
ザ
イ
ン
の
観
点

か
ら
原
さ
ん
が
、
建
築
の
観
点
か
ら

隈
さ
ん
が
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

を
し
、
さ
ら
に
討
論
が
行
わ
れ
た
。

　
初
め
に
伝
統
芸
能
の「
義
太
夫
節
」

を
知
る
た
め
に
、
鶴
澤
さ
ん
の
三
味

線
の
演
奏
が
行
わ
れ
た
。
義
太
夫
節

は
竹
本
義
太
夫
が
創
作
し
た
こ
と
か

ら
そ
の
名
が
つ
い
た
浄
瑠
璃
（
節
を

つ
け
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
伝
統
的

な
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
）
の
一
流

派
。
人
形
劇
の
人
形
浄
瑠
璃
と
と
も

に
発
展
し
て
き
た
。
本
来
は
語
り
と

セ
ッ
ト
だ
が
今
回
は
三
味
線
だ
け
の

演
奏
だ
っ
た
。
棹
が
太
く
全
体
的
に

大
き
い
太
棹
三
味
線
は
３
本
の
弦
だ

け
で
深
く
重
み
の
あ
る
音
色
を
だ
し

物
語
の
情
景
を
表
現
す
る
。
演
奏
が

始
ま
る
と
独
特
の
音
色
と
空
気
感

に
、
会
場
に
い
る
全
員
が
真
剣
に
聞

き
入
っ
て
い
た
。

　
演
奏
後
、
鶴
澤
さ
ん
は
「
村
お
こ

し
町
お
こ
し
と
し
て
、
廃
れ
て
い
た

伝
統
文
化
が
復
活
し
て
い
る
。
こ
れ

は
貴
重
な
観
光
資
源
」
と
話
し
た
。

　
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、「
伝

統
を
自
分
の
作
品
の
中
で
ど
う
考
え

る
か
」
が
ま
ず
話
題
と
な
っ
た
。

　
原
さ
ん
は
直
前
に
聞
い
た
鶴
澤
さ

ん
の
三
味
線
や
大
倉
流
の
鼓
な
ど
か

ら
感
じ
る
リ
ズ
ム
、
間
を
壊
す
感
覚

が
「
デ
ザ
イ
ン
の
時
も
文
字
を
あ
え

て
予
定
の
所
か
ら
ち
ょ
っ
と
ず
ら
し

て
置
い
て
見
た
り
す
る
」
自
分
の
デ

ザ
イ
ン
感
覚
に
似
て
い
る
と
発
言
。

「
そ
う
い
う
絶
妙
な
と
こ
ろ
で
、
伝

統
と
繋
が
っ
て
い
る
」
と
感
じ
る
そ

う
だ
。
ま
た
原
さ
ん
は
「
動
き
の
中

に
あ
る
美
意
識
」
も
指
摘
し
た
。

　
隈
さ
ん
は「
畳
の
感
覚
や
に
お
い
。

教
養
と
か
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
、
身

体
的
な
感
覚
は
役
に
立
っ
て
い
る
」

と
い
う
。

　
最
後
は
、
世
界
中
で
仕
事
を
す
る

隈
さ
ん
の
目
線
か
ら
見
た
、
日
本
の

問
題
点
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
た
。

　
例
に
挙
が
っ
た
の
が
エ
ル
メ
ス
の

ブ
ラ
ン
ド「shang xia

（
上
下
）」だ
っ

た
。
こ
の
ブ
ラ
ン
ド
は
職
人
の
技
術

と
エ
ル
メ
ス
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
タ
ッ

グ
で
商
品
を
作
っ
て
い
る
。
隈
さ
ん

が
そ
の
パ
リ
店
と
上
海
店
の
建
築
に

携
わ
っ
た
と
き
に
、
実
は
こ
の
ブ
ラ

ン
ド
は
日
本
で
や
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
と
い
う
話
を
聞
い
た
そ
う
だ
。
と

こ
ろ
が
、
日
本
の
竹
細
工
な
ど
の
職

人
に
声
を
か
け
る
と
、
所
属
の
協
会

や
市
に
話
を
通
し
て
く
れ
と
言
わ
れ

て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
同
じ
よ
う

な
技
術
が
あ
り
、
個
人
で
受
け
て
く

れ
る
中
国
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。「
日
本
は
い
い
も
の
を
持
っ
て

い
る
の
に
。
一
人
で
行
か
な
い
で
、

み
ん
な
で
っ
て
と
こ
ろ
が
マ
イ
ナ
ス

に
な
っ
て
い
る
」
と
隈
さ
ん
。

　
そ
れ
に
対
し
て
鶴
澤
さ
ん
は
「
師

弟
関
係
は
た
だ
の
上
司
と
部
下
と
は

違
っ
て
、
人
間
的
に
深
く
食
い
込
ん

で
い
る
も
の
。
や
っ
た
こ
と
が
な
い

こ
と
に
関
し
て
は
、
師
匠
に
無
断
で

で
き
な
い
か
ら
聞
い
て
ほ
し
い
っ
て

い
う
感
覚
は
分
か
る
。
た
だ
そ
こ
に

隠
れ
て
し
ま
う
と
い
う
悪
い
点
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
伝
統
芸
能
を

生
業
と
す
る
者
な
ら
で
は
の
意
見
が

で
た
。

　
今
回
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
務

め
た
鈴
木
先
生
は
、「
観
光
資
源
と

し
て
押
し
出
す
た
め
に
、
世
界
に
日

本
の
美
意
識
を
ど
う
や
っ
て
表
現
し

て
い
く
か
話
し
合
っ
て
き
た
が
、
必

要
な
隠
れ
た
美
意
識
へ
の
視
点
や
編

集
方
法
、
表
現
に
つ
い
て
学
べ
た
と

思
う
」
と
ま
と
め
た
。

　12 月 3 日に江戸川大学のメモリアル

ホールで日本観光研究学会 2016 年度全国

大会シンポジウムが開催された。建築家の

日本の美意識は観光資源
隈研吾さんとデザイナーの原研哉さんによ

る基調講演の後に、女流義太夫三味線奏者

の鶴澤寛也さんと江戸川大学現代社会学科

長阿南透教授、同大学鈴木輝隆特任教授を

加えたパネルディスカッションが開かれ

た。 （撮影・文：石井 蓮 ）

鈴木輝隆（すずき　て

るたか）。江戸川大学

特任教授。資源家とし

て、地域とクリエイ

ターを結び、地方の自

立に貢献する。通称「ミ

ツバチ先生」。

隈 研 吾（ く ま　 け ん

ご）。東京大学教授。

隈研吾建築都市設計事

務所主宰。「新国立競

技場」や「新歌舞伎座」

などを手がける日本を

代表する建築家。

鶴澤寛也（つるざわ　

かんや）。女流義太夫

三味線奏者。一般社団

法人義太夫協会、義太

夫節保存協会会員。京

都造形芸術大学非常勤

講師も務める。

阿南透（あなみ　とお

る）。江戸川大学教授・

現代社会学科長。日本

の伝統的な祭りである

「ねぶた」を文化、観

光、芸術と多方面から

研究。


