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塩
澤
　
は
い
、
初
代
塩
澤
好
三
、
つ
ま
り
、
私
の
祖

父
が
長
野
の
飯
田
か
ら
上
京
し
、
丁
稚
奉
公
か
ら
始

め
て
昭
和
12
年
に
暖
簾
分
け
し
て
も
ら
っ
て
東
京
三

田
で
創
業
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
最
初
は
数
人
で

和
紙
を
卸
し
、
戦
後
は
洋
紙
を
大
き
く
扱
っ
て
、
高

度
成
長
の
波
に
乗
り
、
同
郷
か
ら
ま
ず
は
親
戚
縁
者
、

そ
の
後
は
故
郷
の
出
身
者
を
雇
い
入
れ
、
馬
車
馬
の

ご
と
く
働
い
て
会
社
を
大
き
く
し
ま
し
た
。
祖
父
好

三
と
、
そ
の
長
男
で
私
の
父
好
一
が
二
人
で
成
長
さ

せ
た
も
の
で
す
。
常
に
10
年
先
を
見
て
、
場
合
に
よ

れ
ば
分
不
相
応
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
大
き
な
倉
庫
を
建

て
て
、
紙
の
流
通
業
と
し
て
成
功
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

　
天
理
教
の
信
仰
は
、
私
の
祖
母
、
つ
ま
り
祖
父
の

妻
以
恵
子
か
ら
で
す
。
や
は
り
同
郷
の
出
身
で
、
祖

父
が
独
立
す
る
前
、
同
じ
職
場
に
い
た
人
で
す
。
以

恵
子
は
そ
の
父
親
の
身
上
（
病
気
）
か
ら
信
仰
に
入

り
、
た
い
へ
ん
熱
心
な
布
教
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。

実
の
子
ど
も
の
面
倒
も
そ
こ
そ
こ
に
、
困
っ
た
人
が

い
る
と
お
た
す
け
に
出
か
け
て
行
っ
て
し
ま
う
の
で
、

夫
の
好
三
さ
ん
は

不
満
を
も
っ
た
こ

と
も
よ
く
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
し
か

し
、
こ
の
信
仰
の

深
さ
が
、
会
社
の

歴
史
を
振
り
返
っ

て
も
、
こ
ん
な
不

思
議
な
こ
と
が
あ

る
の
か
と
思
わ
れ

る
ほ
ど
、
数
々
の

ご
守
護
に
つ
な

が
っ
て
き
ま
し

た
。
途
中
で
、
倒

住
原
　
何
度
か
お
会
い
し
て
い
ま
す
が
、
本
社
ビ
ル

の
社
長
室
は
初
め
て
伺
い
ま
す
。
日
本
刀
な
ど
が
目

に
つ
く
の
で
す
が
、
や
は
り
剣
道
を
長
年
や
っ
て
こ

ら
れ
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
の
で
す
か
。

塩
澤
　（
笑
い
な
が
ら
）
剣
道
は
43
年
間
や
っ
て
い
ま

す
。
実
は
、
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
毎
年
開

催
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ

ン
ト
・
デ
ザ
イ
ン
（
T
E
D
）
と
い
う
名
の
会
合
が
あ

る
の
で
す
が
、
タ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ノ
監
督
な
ど
映
画
監

督
や
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
俳
優
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
候
補
者

な
ど
、
そ
う
そ
う
た
る
人
た
ち
が
集
ま
り
、
ま
だ
世

間
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
先
端
技
術
な
ど
を
紹
介
す

る
も
の
で
、
何
年
か
前
か
ら
知
人
の
紹
介
を
受
け
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
2
度
目
に
参
加
し

た
と
き
で
し
ょ
う
か
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
部

で
、
羽
織
袴
姿
で
居
合
い
を
見
せ
て
ほ
し
い
、
と
言

わ
れ
、
日
本
人
と
し
て
は
初
め
て
壇
上
に
立
つ
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
氏
や
ゴ
ア
前

副
大
統
領
ま
で
講
演
者
と
し
て
来
て
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
「
ミ
ス
タ
ー
侍
。
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
エ
ン
タ
テ
イ

ナ
ー
」
な
ん
て
紹
介
さ
れ
て
や
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

（
笑
）
そ
ん
な
こ
と
の
た
め
に
剣
道
を
や
っ
て
き
た
わ

け
で
は
な
い
で
す
が…

。
あ
ら
た
め
て
、
剣
道
を
や

る
も
の
と
し
て
日
本
文
化
伝
承
と
自
ら
に
打
ち
勝
つ

意
味
も
込
め
こ
こ
に
置
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。（
写

真
1
）

住
原
　
す
ご
い
こ
と
で
す
ね
。
欧
米
で
も
敬
意
を

持
っ
て
語
ら
れ
る
武
士
道
の
姿
を
披
露
さ
れ
た
こ

と
、
限
ら
れ
た
人
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
、
長
年

の
蓄
積
の
賜
物
で
す
ね
。
塩
澤
社
長
は
三
代
目
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
当
初
か
ら
紙
を
扱
う
会
社
経
営
と

と
も
に
、
同
時
に
天
理
教
の
教
会
長
後
継
者
と
い
う

お
立
場
で
も
あ
る
の
で
す
ね
。

そ
し
て
教
祖
1
2
0
年
祭
に
向
け
て
、
後
期
講
習
に

行
か
せ
て
い
た
だ
き
、
分
離
さ
せ
る
心
定
め
を
し
ま

し
た
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
莫
大
な
経
費
を
要
す

る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
し
た
。
古
い
ビ
ル
で
、
耐
震

設
備
を
整
え
る
だ
け
で
13
億
円
と
い
う
見
積
も
り
で

し
た
。
新
し
く
本
社
ビ
ル
を
建
て
、
別
途
教
会
の
建

物
も
建
築
す
る
に
は
、
40
億
円
は
必
要
で
し
た
。
と

こ
ろ
が
時
代
は
す
で
に
長
い
不
況
の
中
、
土
地
価
格

も
安
く
、
20
億
円
で
売
れ
た
ら
御
の
字
だ
、
と
元
銀

行
員
の
会
社
役
員
も
言
っ
て
い
ま
し
た
。
実
は
私
は
、

16
歳
の
こ
ろ
か
ら
、
丸
33
年
間
一
年
も
欠
か
さ
ず
、

8
月
の
5
日
〜
8
日
（
以
前
は
週
末
だ
っ
た
が
）
は

天
理
で
、
子
ど
も
お
ぢ
ば
帰
り
の
片
付
け
を
甲
賀
大

教
会
三
日
隊
ひ
の
き
し
ん
と
し
て
や
っ
て
き
て
い
ま

す
が
、
丁
度
そ
の
ひ
の
き
し
ん
に
行
く
前
の
7
月
に
、

あ
る
企
業
が
20
億
円
で
原
宿
の
土
地
を
買
い
た
い
、

と
提
示
し
て
き
て
い
て
、
役
員
も
そ
れ
で
売
却
し
ま

し
ょ
う
、
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
金
額

で
は
、
会
社
の
ビ
ル
は
建
っ
て
も
、
教
会
は
建
ち
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
、
そ
の
役
員
に
は
、
お
ぢ
ば
で
の
ひ
の

き
し
ん
中
に
毎
日
神
殿
で
お
願
い
す
る
か
ら
、ち
ょ
っ

と
待
つ
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
東

京
に
帰
っ
て
そ
の
月
8
月
に
、
別
の
企
業
か
ら
な
ん

と
43
億
円
で
買
い
た
い
と
い
う
提
示
が
来
た
の
で

す
。
一
ヶ
月
で
2
倍
以
上
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
も

一
部
上
場
の
一
流
企
業
で
し
た
。
話
が
進
み
、
お
か
げ

で
、こ
の
本
社
ビ
ル
ば
か
り
で
な
く
、N
H
K
の
裏
手
、

代
々
木
上
原
の
見
晴
ら
し
の
良
い
高
台
に
3
階
の
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
教
会
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
（
写
真
4
）。
そ
の
す
ぐ
後
に
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
が
起
き
、
ま
た
今
回
の
大
災
害
が
起
き
て
い
ま
す

か
ら
、
教
祖
1
2
0
年
祭
と
い
う
時
の
心
定
め
と
先

代
と
共
に
一
生
懸
命
教
会
の
御
用
を
勤
め
て
い
た
だ

い
た
信
者
の
方
々
の
伏
せ
こ
み
の
賜
物
が
こ
の
よ
う

な
形
に
な
っ
て
現
れ
た
の
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
信
仰
あ
る
私
た
ち
と
す
れ
ば
、
決
し
て
偶
然
と
か
、

た
ま
た
ま
ラ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
実

は
、
祖
父
で
初
代
の
好
三
が
ま
だ
独
立
す
る
以
前
、

長
野
の
本
家
で
土
地
を
手
放
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

危
機
が
あ
っ
た
と
き
、
独
立
す
る
た
め
に
と
大
切
に

貯
め
て
お
い
た
お
金
30
円
を
、
さ
あ
独
立
し
よ
う
と

い
う
矢
先
に
、
以
恵
子
（
好
三
の
妻
）
が
「
本
家
あ
っ

て
の
私
た
ち
な
ん
だ
か
ら
」
と
何
の
た
め
ら
い
も
な

く
本
家
に
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
土
地
は

今
で
も
本
家
に
あ
り
ま
す
。｢

塩
澤
さ
ん
は
土
地
に
つ

い
て
る
、
つ
い
て
る
」
と
初
代
の
時
代
か
ら
他
人
に

言
わ
れ
る
ほ
ど
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
ず
っ
と
数
々

の
不
思
議
を
見
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
初
代

も「
神
さ
ん
見
て
た
ん
だ
」と
よ
く
言
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
思
え
る
の
も
、
信
仰
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら

と
思
っ
て
い
ま
す
。
親
々
の
伏
せ
込
み
は
た
い
へ
ん

あ
り
が
た
い
も
の
で
す
。

住
原
　
一
般
常
識
的
な
損
得
勘
定
で
は
計
り
知
れ
な

い
天
の
は
た
ら
き
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
話
で

す
ね
。
具
体
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
の
分
野
で
も
、
先
代
社

長
も
塩
澤
社
長
も
や
は
り
天
理
教
の
教
え
に
沿
っ
て

経
営
上
の
様
々
な
側
面
を
判
断
さ
れ
て
い
る
と
理
解

し
て
い
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
判
断
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
天
理
教
の
教
え
そ
の
も
の

に
、
企
業
経
営
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
意
図
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
無
い
は
ず
で
す
が
。

塩
澤
　
は
い
、
天
理
教
の
教
え
は
、
日
常
で
の
人
間

の
生
き
方
の
指
針
や
心
の
あ
り
か
た
が
教
え
ら
れ
て

い
る
も
の
で
、そ
れ
は
、家
庭
内
で
の
生
活
だ
ろ
う
が
、

会
社
の
中
で
の
生
活
だ
ろ
う
が
、
区
別
は
な
い
は
ず

で
す
。
社
員
に
天
理
教
の
信
仰
を
押
し
付
け
る
よ
う

な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
が
、
ご
参
考
に
と
、
例
え
ば
天

理
時
報
の
特
別
号
な
ど
は
全
社
員
に
配
布
し
た
り
し

ま
す
。
信
仰
が
違
う
か
ら
と
い
っ
て
区
別
差
別
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
弊
社
の
歴
史
の
中
で
は
、
た
と
え
ば
、
教
祖
は
「
菜

の
葉
一
枚
粗
末
に
し
て
く
れ
な
」
と
、
神
の
体
で
あ

る
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
大
切
に
す
る
よ
う
に

と
教
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、「
商
売
で
扱
っ

て
い
る
紙
は
神
や
」
と
先
代
は
よ
く
言
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
う
い
う
信
仰
的
発
想
か
ら
、
高
度
成
長
期
の
、

使
用
済
み
の
紙
は
ゴ
ミ
で
し
か
な
く
、
捨
て
去
ら
れ

て
い
た
時
代
に
、
ど
こ
よ
り
先
ん
じ
て
紙
の
リ
サ
イ

ク
ル
業
務
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
初
は
、

「
シ
オ
ザ
ワ
が
廃
品
回
収
業
を
始
め
た
」
と
揶
揄
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
流
れ
で
さ
ら
に
後
年
、

I
T
化
が
進
み
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
の
時
代
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
中
で
、
社
内
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
し
て
ア

イ
デ
ィ
ア
が
出
た
の
が
、
ど
の
企
業
に
も
あ
る
機
密

文
書
の
処
理
と
い
う
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
で
し
た
。

住
原
　
そ
の
機
密
文
書
処
理
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
は
先

例
と
い
う
か
、
お
手
本
に
な
る
モ
デ
ル
は
あ
っ
た
の

で
す
か
。

塩
澤
　
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
お
手
本
も
無
く
始
め
た

ビ
ジ
ネ
ス
で
す
か
ら
試
行
錯
誤
で
、
企
業
機
密
を
守

り
処
分
す
る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
ま
し
た
。
今
で
は

競
合
す
る
会
社
も
あ
り
ま
す
が
、
独
自
の
シ
ス
テ
ム

を
提
示
し
て
比
較
優
位
を
理
解
し
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
　
私
が
大
学
を
卒
業
し
て
大
手
の
凸
版
印
刷
に
勤

め
、
30
歳
く
ら
い
の
と
き
に
シ
オ
ザ
ワ
に
入
社
し
た

の
は
平
成
2
年
で
、
す
で
に
紙
業
界
も
成
熟
化
し
、

I
T
時
代
に
入
ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
日
本
人
の

一
人
当
た
り
の
紙
使
用
も
年
間
２
５
０
キ
ロ
程
度
で

頭
打
ち
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
シ
オ
ザ
ワ
の
本
業
で

あ
っ
た
、
紙
の
卸
・
販
売
は
継
続
し
な
が
ら
、
機
密

文
書
の
管
理
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
部
門
が
発
展
し
、
さ

ら
に
近
年
は
、
紙
を
単
な
る
素
材
と
し
て
で
は
な
く
、

情
報
媒
体
と
し
て
捉
え
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
製
作
し

て
ゆ
く
広
告
制
作
部
門
も
立
ち
上
げ
て
い
っ
て
い
ま

す
。（
写
真
５
）

住
原
　
す
べ
て
紙
に
関
係
し
な
が
ら
、
紙
に
ま
つ
わ

る
社
会
的
な
意
味
が
変
化
し
て
ゆ
く
に
伴
い
、
ビ
ジ

ネ
ス
の
中
身
も
変
化
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

塩
澤
　
は
い
、
売
り
上
げ
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
、
や
は

り
従
来
の
紙
の
卸
・
販
売
が
大
き
い
で
す
が
、
経
常

利
益
の
多
く
は
機
密
文
書
な
ど
新
し
い
分
野
の
ビ
ジ

ネ
ス
か
ら
で
す
。
ま
た
い
つ
ま
で
も
塩
澤
家
の
オ
ー

ナ
ー
会
社
で
は
な
く
、
近
々
分
社
化
し
て
事
業
会
社

に
し
て
し
ま
う
予
定
で
す
。
7
部
門
6
社
か
ら
成
る

「
４
０
３
０
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
」
と
い
う
名
称
の
新

し
い
企
業
グ
ル
ー
プ
に
な
り
ま
す
。
も
う
す
ぐ
私
は

50
歳
で
す
か
ら
、
50
ま
で
に
オ
ー
ナ
ー
依
存
症
か
ら

脱
却
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
立
の
精
神
で
、
一
国
一
城
の

主
と
し
て
や
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。
さ
ら
に
参

加
し
た
い
企
業
が
あ
れ
ば
歓
迎
で
す
。

　
そ
う
い
う
体
制
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
、
私
が
社

長
に
な
っ
て
か
ら
5
年
間
、
会
社
の
風
土
改
革
を
目

指
し
ま
し
た
。
体
質
を
変
え
て
ゆ
く
、
と
い
う
東
洋

医
学
的
な
発
想
で
す
。
社
員
に
徹
底
的
に
会
社
の
悪

口
を
言
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
な
ん
と
悪
口
の
3
分

の
１
が
会
社
の
風
土
、
つ
ま
り
、
暗
い
と
か
、
汚
い
と

か
、
出
る
杭
は
抜
か
れ
る
と
か
で
し
た
。
上
層
部
に

は
耳
の
痛
い
話
も
一
杯
出
ま
す
が
、
そ
う
い
う
段
階

を
経
て
、
塩
澤
家
の
会
社
で
は
な
い
、
自
分
の
会
社
、

自
分
の
事
業
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
も
ら
っ
て
い
る

も
の
と
思
っ
て
い

ま
す
。

住
原
　
話
を
聞
け

ば
き
り
が
な
い
ほ

ど
の
話
題
と
確
固

た
る
思
考
法
を
お

持
ち
と
拝
察
し
ま

し
た
。
も
っ
と
伺

い
た
い
と
こ
ろ
で

す
が
、
今
回
は
こ

の
へ
ん
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

産
し
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
時
期
も
あ
り
ま
し

た
が
、
不
思
議
と
努
力
が
報
わ
れ
る
結
果
を
見
せ
て

い
た
だ
い
て
き
て
い
ま
す
。

住
原
　
ど
の
よ
う
な
ご
守
護
で
あ
る
の
か
、
き
り
が

な
い
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
か
い
つ
ま
ん
で
聞
か
せ
て
い

た
だ
け
ま
せ
ん
か
。

塩
澤
　
信
仰
の
お
か
げ
で
、
日
々
が
ご
守
護
の
連
続

と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
塩
澤
家
に
し
て
も
会
社
に
し

て
も
、
特
に
土
地
・
不
動
産
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ラ
ッ

キ
ー
だ
ね
、
と
人
か
ら
も
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
特
に

計
算
や
予
測
を
立
て
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
結
果
と

し
て
、
先
回
り
の
大
き
な
ご
守
護
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
最
た
る

も
の
と
し
て
、
現
在
の
こ
の
本
社
ビ
ル
の
建
設
（
写

真
2
）
と
同
時
に
教
会
の
普
請
で
す
。
実
は
元
々
、

塩
澤
の
家
も
会
社
も
教
会
も
、
す
べ
て
原
宿
の
一
つ

の
ビ
ル
の
中
に
あ
り
ま
し
た
（
写
真
3
）。
下
が
会
社

で
、
テ
ナ
ン
ト
と
し
て
も
貸
し
出
し
、
最
上
階
が
教

会
の
神
殿
と
い
う
構
造
で
し
た
。
こ
れ
は
本
来
の
天

理
教
教
会
と
し
て
の
姿
で
は
な
い
た
め
に
、
初
代
会

長
（
祖
母
）、
二
代
目
会
長
（
父
好
一
）、
そ
し
て
三
代

目
（
母
道
子
）
と
歴
代
の
教
会
長
が
「
お
詫
び
書
」

を
書
い
て
教
会
長
に
就
任
し
て
い
た
ほ
ど
で
し
た
。

そ
こ
で
い
つ
か
は
、
会
社
と
教
会
は
分
離
し
た
建
物

に
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　ここ数年、この紙面で「先人の理念をどのように継承し実践するのか」を
テーマに様々な事例を扱ってきましたが、今回は、昭和12年創業の紙の卸・
販売会社でありながら、戦後どこより先駆けて紙のリサイクル事業に取り組
み、さらにペーパーレスの時代にあって紙の可能性を拡大する試みを追求
し成長してきたシオザワ株式会社の三代目社長塩澤好久氏に話を聞く機会
をいただいた。この事例から見えてくることは、先人の理念を継承する、と
いうのは、単に先人の知恵を学び、旧守に徹するというような消極的な意味
ではなく、理念を咀嚼することで、むしろ社会に先駆ける全く新しい領域を
広げ、革新のための母ともなりうる可能性を秘めているという現実を学ぶこ
とができると思われた。

紙資源を大切にし、紙の可能性を追求する
シオザワ株式会社の理念継承に見る
チャレンジ精神

特　集

写真1：社長室

写真5：本社1階　紙のショールーム

写真2：現在の本社ビル

写真3：旧の教会のあったビル

写真4：新築の教会

塩　澤　好　久
Yoshihisa Shiozawa

1962年生まれ。東京経済大学卒業後、凸
版印刷㈱入社。1990年に父・好一の経営
する洋紙の卸売業である㈱シオザワに移
り、1997年、代表取締役社長に就任し現在
に至る。㈳東京青年会議所理事長を歴任。

住　原　則　也
Noriya Sumihara

1957年生まれ。New York University大学
大学院博士課程修了、PhD（人類学博士）。
都市人類学・経営人類学専攻。天理大学国
際学部教授。地域文化研究センター長。国
立民族学博物館共同研究員。日本大学中
国・アジア研究センター共同研究員。公益
法人松下社会科学振興財団理事。
Anthropology of Japan in Japan, Executive 
Officer。
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エッセイ ：おどるからだの
文化

年
ほ
ど
前
に
公
開
さ
れ
た
『
裸
足
の
イ
ザ
ド

ラ
』
と
い
う
映
画
の
タ
イ
ト
ル
に
、
思
春
期
の

私
は
ち
ょ
っ
と
ド
キ
ド
キ
し
た
。
あ
わ
て
者
の
私
が

「
足
」
と
い
う
字
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
題
名
は
、

ト
ー
シ
ュ
ー
ズ
を
は
か
ず
い
つ
も
裸
足
で
踊
っ
た
モ

ダ
ン
ダ
ン
ス
の
祖
イ
ザ
ド
ラ
・
ダ
ン
カ
ン
の
こ
と
。
彼

女
が
活
躍
し
た
二
〇
世
紀
初
頭
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

舞
踏
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
舞

踏
熱
の
背
景
に
は
、
当
時
の
人
々
の
間
に
根
強
く
存

在
し
た
言
語
不
信
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　
言
葉
は
、
感
情
や
感
覚
の
表
面
を
す
く
い
取
る
だ

け
で
、
個
人
の
精
神
状
態
を
表
現
し
よ
う
と
し
な
が

ら
、
か
え
っ
て
個
性
的
な
精
神
状
態
を
覆
い
隠
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
概
念
に
よ
る
言
語
的
思
考
で
頭
で
っ
か
ち
に

な
っ
た
近
代
人
は
、
無
く
し
た
身
体
性
を
再
び
獲
得

す
る
こ
と
に―

原
初
的
な
全
体
性
の
回
復
に
憧
れ

た
。
当
時
の
芸
術
家
が
、
い
わ
ゆ
る
「
原
始
人
」
の
思

考
法
や
芸
術
に
深
い
関
心
を
寄
せ
た
の
も
、
そ
ん
な

憧
れ
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
ダ
ダ
運
動
の
創
始
者

ト
リ
ス
タ
ン
・
ツ
ァ
ラ
は
、「
ン
フ
ゥ
ン
ダ
、
タ
タ
」
と

い
う
よ
う
な
詩
を
書
い
た
が
、
意
味
か
ら
完
全
に
解

き
放
た
れ
た
か
の
よ
う
な
こ
う
し
た
語
句
は
、
始
原

の
言
語
の
再
生
を
目
指
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

実
は
フ
ィ
ジ
ー
に
伝
わ
る
儀
礼
歌
が
そ
の
材
源
に

な
っ
て
い
た
。

　
裸
の
ダ
ン
ス
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
一

九
世
紀
末
の
こ
と
ら
し
い
。
一
九
二
五
年
に
パ
リ
に

登
場
し
た
「
黒
い
ス
タ
ー
」
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
・
ベ
ー
カ
ー

は
、
ゴ
ム
で
で
き
た
バ
ナ
ナ
を
腰
に
巻
き
つ
け
た
だ

け
の
姿
で
踊
り
、
そ
の
高
貴
な
野
生
美
で
観
客
を
熱

狂
さ
せ
た
。一
方
、プ
ラ
ハ
で
同
じ
頃
、『
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
』
と
い
う
詩
集
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
一
文
字
、
一
文
字
を
主
題
に
書
か
れ

た
詩
の
テ
キ
ス
ト
と
文
字
を
身
体
で
か
た
ど
る
ダ
ン

サ
ー
の
写
真
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
。
う
つ
ろ
い

や
す
い
音
声
よ
り
も
確
か
な
文
字―

と
は
い
え
抽
象

的
な
記
号
に
過
ぎ
な
い
文
字
が
、ペ
ー
ジ
の
上
で
ダ
ン

サ
ー
の
身
体
表
現
を
通
じ
て
原
初
的
な
イ
メ
ー
ジ
性

を
再
獲
得
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
私
に
は
見
え
る
。

本
に
限
っ
て
み
れ
ば
、「
ダ
ン
ス
」
と
い
う
と

男
性
よ
り
も
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
学

校
体
育
で
の
ダ
ン
ス
の
教
員
は
圧
倒
的
に
女
性
の
数

が
多
い
。
し
か
し
、
ど
う
だ
ろ
う
。
世
界
的
な
男
性

ア
ス
リ
ー
ト
は
案
外
、
華
麗
な
ダ
ン
ス
を
大
観
衆
の

前
で
披
露
し
て
い
る
の
だ
。
昨
年
の
Ｗ
杯
で
も
、
ア

フ
リ
カ
諸
国
や
南
米
の
チ
ー
ム
で
は
、
ゴ
ー
ル
を
決

め
た
後
に
軽
や
か
な
ス
テ
ッ
プ
と
と
も
に
ダ
ン
ス
の

リ
ズ
ム
を
刻
ん
だ
。
そ
う
い
え
ば
、
今
年
の
３
月
に

開
催
さ
れ
た
復
興
支
援
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
マ
ッ
チ
で
も
、

日
本
サ
ッ
カ
ー
界
の
「
キ
ン
グ
」
こ
と
三
浦
知
良
選

手
は
、劇
的
な
ゴ
ー
ル
シ
ー
ン
の
後
に「
カ
ズ
ダ
ン
ス
」

を
披
露
し
、
健
在
ぶ
り
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。

　
サ
ッ
カ
ー
選
手
だ
け
で
は
な
い
。
８
月
の
世
界
陸

上
競
技
選
手
権
大
会
で
は
、
注
目
さ
れ
た
1
0
0
ｍ

で
は
衝
撃
の
フ
ラ
イ
ン
グ
失
格
と
な
っ
た
ウ
サ
イ
ン
・

ボ
ル
ト
だ
っ
た
が
、
2
0
0
ｍ
で
は
見
事
金
メ
ダ
ル

を
獲
得
し
た
。
ゴ
ー
ル
ラ
イ
ン
を
切
っ
た
直
後
に
軽

や
か
な
ス
テ
ッ
プ
の
ダ
ン
ス
を
披
露
、
締
め
に
は
弓

を
引
く
よ
う
な
勝
利
ポ
ー
ズ
を
決
め
た
。

　
ど
う
や
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
界
で
は
男
性
た
ち
の
喜
び

の
表
現
と
し
て
ダ
ン
ス
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
喜
び
の
表
現
だ
け
で
は
な
い
。
ラ
グ
ビ
ー

の
試
合
前
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
代
表
で
あ
る
オ
ー

ル
ブ
ラ
ッ
ク
ス
が
披
露
す
る
「
ハ
カ
」
と
呼
ば
れ
る

ダ
ン
ス
は
有
名
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
先
住
民
の
マ

オ
リ
族
の
儀
式
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
日
本
人
に
は

「
が
ん
ば
っ
て
、
が
ん
ば
っ
て
」
と
聞
こ
え
る
「
カ
マ
テ
、

カ
マ
テ
〜
」
と
歌
い
な
が
ら
、
試
合
前
に
気
合
い
と

団
結
を
確
認
し
、
対
戦
相
手
に
は
威
嚇
を
表
す
。

　
一
方
、
女
性
ア
ス
リ
ー
ト
の
方
は
と
い
う
と
、
喜

び
や
気
合
を
入
れ
る
よ
う
な
ダ
ン
ス
の
表
現
に
は
な

か
な
か
お
目
に
か
か
れ
な
い
。
今
年
の
夏
、
一
躍
旋

風
を
巻
き
起
こ
し
た
「
な
で
し
こ
」
然
り
。
彼
女
た

ち
は
ゴ
ー
ル
を
決
め
た
後
に
抱
き
あ
っ
た
り
、
ハ
イ

タ
ッ
チ
を
し
た
り
、
な
か
に
は
何
事
も
な
か
っ
た
か

の
ご
と
く
ク
ー
ル
に
自
陣
へ
戻
っ
た
り
と
、
ダ
ン
ス

を
す
る
選
手
は
テ
レ
ビ
で
見
る
限
り
皆
無
で
あ
っ
た
。

Ｗ
杯
の
表
彰
式
で
優
勝
カ
ッ
プ
を
掲
げ
た
瞬
間
、
数

名
が
飛
び
跳
ね
る
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
は
し
て
い
た
が
、

ダ
ン
ス
と
呼
ぶ
に
は
ほ
ど
遠
い
。
も
し
か
し
た
ら
、

ア
ス
リ
ー
ト
女
子
の
ほ
う
が
ダ
ン
ス
へ
の
苦
手
意
識

が
強
い
の
か
も…

。

メ
ル
ー
ン
に
暮
ら
し
て
い
た
と
き
、
私
は
、
バ

ミ
レ
ケ
と
い
う
民
族
の
人
た
ち
と
つ
き
合
っ

て
い
た
。
バ
ミ
レ
ケ
の
人
た
ち
は
、
都
市
に
出
て
き

て
も
故
郷
の
出
身
者
と
毎
週
集
ま
り
、
助
け
合
い
を

行
っ
て
い
た
。
バ
ミ
レ
ケ
は
、
人
が
亡
く
な
る
と
数
ヶ

月
か
ら
数
年
後
に
喪
明
け
の
儀
礼
を
行
う
が
、
同
郷

者
グ
ル
ー
プ
は
、
メ
ン
バ
ー
や
そ
の
家
族
の
喪
明
け

の
儀
礼
に
全
員
で
参
加
し
、
ダ
ン
ス
を
す
る
こ
と
が

決
ま
り
に
な
っ
て
い
た
。

　
私
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
女
性
会
に
入
っ
て
い
た
た

め
、
何
度
と
な
く
喪
明
け
の
儀
礼
で
踊
る
こ
と
に

な
っ
た
。
メ
ン
バ
ー
は
全
員
、
揃
い
の
布
で
頭
と
腰
を

巻
き
、
上
着
は
白
い
ブ
ラ
ウ
ス
を
着
る
。
足
首
に
は

三
重
ほ
ど
に
な
っ
た
鉄
の
輪
を
は
め
る
。
こ
の
鉄
は

や
ま
し
い
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
小
学
生

ぐ
ら
い
の
こ
ろ
は
50
m
走
の
た
び
に
速
く
な
り
た
い

と
思
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
が
、
あ
ま
り
走
る
こ
と

の
な
く
な
っ
た
今
は
別
に
な
ん
と
も
思
わ
な
い
。
し

か
し
、「
踊
る
」
は
違
う
。
私
は
踊
り
が
上
手
な
人
を

み
る
と
、
う
ら
や
ま
し
い
と
思
う
し
、
自
分
も（
あ
ま

り
努
力
は
伴
わ
な
い
が
）
あ
ん
な
風
に
踊
っ
て
み
た

い
な
あ
と
し
み
じ
み
思
う
。

　
ど
う
し
て
私
に
と
っ
て
「
走
る
」
と
「
踊
る
」
は
違

う
の
か
。
そ
れ
は
大
学
生
に
な
っ
て
か
ら
、
生
活
の

中
に
踊
り
が
と
き
ど
き
入
っ
て
き
て
、「
踊
る
っ
て
楽

し
い
で
し
ょ
」
っ
て
刺
激
す
る
か
ら
だ
。「
踊
る
」
楽

し
さ
に
め
ざ
め
た
の
は
大
学
１
年
の
健
康
ス
ポ
ー
ツ

実
習
で
社
交
ダ
ン
ス
を
習
っ
た
と
き
だ
。女
子
大
だ
っ

た
の
で
、
組
ん
で
踊
る
パ
ー
ト
ナ
ー
は
女
性
で
な
ん

と
な
く
変
な
感
じ
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
友
だ
ち
と

残
っ
て
ス
テ
ッ
プ
の
練
習
を
し
て
い
っ
た
の
を
覚
え

て
い
る
。

　
そ
の
後
、
海
外
へ
行
く
に
つ
れ
て
、
踊
る
こ
と
が

日
常
に
な
っ
て
い
る
人
び
と
と
交
流
す
る
こ
と
が
増

え
、
必
然
的
に
「
踊
ら
さ
れ
る
」
機
会
も
増
え
た
。

な
ぜ
、「
踊
ら
さ
れ
る
」
の
か
と
い
え
ば
、
彼
ら
の
あ

ま
り
の
踊
り
の
う
ま
さ
に
二
の
足
を
踏
ん
で
い
て
も
、

最
後
は
誘
わ
れ
て
踊
る
羽
目
に
陥
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
て
い
た
と
き
は
、
寮
の
友
人
で

あ
っ
た
年
配
の
メ
キ
シ
コ
人
に
、
一
度
だ
け
イ
ギ
リ
ス

の
労
働
階
級
の
人
た
ち
が
集
ま
る
社
交
場
の
よ
う
な

と
こ
ろ
に
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
。
聞
け
ば
、
私
た

ち
の
寮
の
お
掃
除
の
お
ば
さ
ん
に
誘
わ
れ
、
そ
れ
か

ら
よ
く
顔
を
出
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
彼
に
誘
わ

れ
て
私
も
社
交
ダ
ン
ス
に
挑
戦
し
た
が
、
な
ぜ
か
足

が
動
か
な
い
。
ス
テ
ッ
プ
を
知
ら
な
い
と
い
う
と
、

彼
は
「
考
え
て
い
て
は
だ
め
だ…

感
じ
た
ま
ま
に
体

を
動
か
せ
ば
い
い
」
と
い
う
。

　
イ
ギ
リ
ス
か
ら
戻
る
と
、
今
度
は
サ
モ
ア
へ
行
く

こ
と
に
な
っ
た
。
サ
モ
ア
の
日
常
は
お
そ
ろ
し
い
ほ

ど
、
踊
り
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
女
性
た
ち
の
会
合
が

あ
れ
ば
、
最
後
は
踊
り
で
終
わ
る
。
9
月
に
行
わ
れ

る
国
を
あ
げ
て
の
観
光
祭
で
は
伝
統
ダ
ン
ス
の
大
会

が
開
か
れ
る
。
教
会
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
イ
ベ
ン
ト
で

も
踊
り
が
披
露
さ
れ
る
。
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
を
か
ね
た

ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
も
多
い
。
そ
し
て
、
若
者
は
み
ん

な
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
で
踊
る
の
が
大
好
き
だ…

と
こ
ん

な
風
な
の
で
、
サ
モ
ア
人
は
基
本
的
に
み
ん
な
踊
り

が
上
手
で
あ
る
。
今
ひ
と
つ
、
足
が
つ
い
て
い
か
な
い

私
は
い
つ
も「
い
い
な
あ
」と
思
い
な
が
ら
、「
ミ
ナ
子
、

シ
ヴ
ァ
（
踊
れ
）
！
」
と
い
わ
れ
て
は
一
生
懸
命
踊
っ

て
い
る
。

　
サ
モ
ア
で
は
音
楽
が
か
か
る
と
、
み
ん
な
口
々
に

小
さ
い
子
に
向
か
っ
て
「
シ
ヴ
ァ
！
」
と
い
う
。
す
る

と
、
小
さ
い
子
た
ち
は
思
い
思
い
に
体
を
動
か
し
て

い
く
。
ポ
リ
ネ
シ
ア
ン
ダ
ン
ス
の
先
生
は
い
う
。「
ビ
ー

ト
を
感
じ
な
さ
い
。
す
る
と
自
然
に
体
が
動
き
ま

す
。」
な
る
ほ
ど
、
踊
り
の
基
本
は
音
楽
を
感
じ
る
力

を
養
う
こ
と
な
の
か…

こ
の
力
は
そ
う
い
う
文
化
に

い
れ
ば
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
養
わ
れ
る
の
か
、
後

か
ら
学
べ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
生
ま
れ
つ
き

も
っ
た
才
能
な
の
か…

と
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
が
、

考
え
て
い
て
は
踊
れ
な
い
ら
し
い
。
と
り
あ
え
ず
、

頭
で
考
え
る
こ
と
を
や
め
れ
ば
、
私
の
踊
り
も
も
う

少
し
上
達
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

ャ
チ
ョ
ウ
サ
ン
、
シ
ャ
チ
ョ
ウ
サ
ン
、
カ
ム
・

ヒ
ア
！
」
ワ
イ
キ
キ
の
ホ
テ
ル
の
デ
ィ
ナ
ー

シ
ョ
ー
で
、
フ
ラ
の
師
匠
の
ご
指
名
に
あ
ず
か
れ
ば
、

た
と
え
社
長
で
な
く
て
も
、
潔
く
舞
台
に
上
り
、
太

鼓
の
音
に
合
わ
せ
て
腰
を
振
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
頑

な
に
固
辞
し
た
り
、
躊
躇
す
る
よ
う
で
は
、
宴
の
興

も
冷
め
て
し
ま
う
。
舞
台
に
呼
ば
れ
る
の
は
、
社
長

や
学
長
な
ど
、
普
段
は
組
織
の
長
と
し
て
そ
れ
な
り

の
威
厳
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
人
。
そ
う
い
う
人
を

冷
や
か
し
の
対
象
、
笑
い
の
的
に
す
る
こ
と
で
、
お

祭
り
気
分
（
祝
祭
的
空
間
）
が
演
出
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。

　
人
は
踊
る
時
、
日
常
と
切
り
離
さ
れ
た
も
う
一
つ

の
世
界
に
入
る
。
踊
り
は
元
来
、
神
と
の
交
流
を
目

的
と
し
た
宗
教
的
な
儀
礼
で
あ
っ
た
か
ら
当
然
と
言

え
ば
当
然
だ
。
意
識
の
ス
イ
ッ
チ
を
切
り
替
え
、
歌

詞
と
振
り
付
け
に
神
経
を
集
中
さ
せ
て
、
雑
念
を
払

い
、
詠
い
踊
る
世
界
に
入
っ
て
い
く
。
一
旦
、
そ
の
世

界
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
、
後
は
（
神
に
？
）
身
を
任

せ
る
の
み
。
デ
ィ
ナ
ー
シ
ョ
ー
の
余
興
の
ダ
ン
ス
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
真
剣
に
な
る
必
要
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
気
持
ち
の
切
り
替

え
は
必
要
だ
。

　
ハ
ワ
イ
大
学
に
留
学
し
て
い
た
頃
、
ハ
ワ
イ
語
の

勉
強
を
兼
ね
て
フ
ラ
の
ク
ラ
ス
も
受
講
し
て
い
た
。

ハ
ワ
イ
語
の
授
業
で
も
フ
ラ
の
授
業
で
も
よ
く
耳
に

す
る
フ
レ
ー
ズ
は
、「
マ
イ
・
ヒ
ラ
ヒ
ラ
！
」。
教
室
で

み
ん
な
の
前
で
ハ
ワ
イ
語
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

を
す
る
時
、
授
業
の
成
果
発
表
会
で
舞
台
に
上
が
っ

て
フ
ラ
を
踊
る
直
前
、
先
生
が
に
っ
こ
り
笑
っ
て
「
マ

イ
・
ヒ
ラ
ヒ
ラ
〜
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
る
。
マ
イ
は

否
定
的
命
令
を
示
す
接
頭
辞
で
、
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
は
恥

ず
か
し
が
る
こ
と
。「
恥
ず
か
し
が
っ
て
は
駄
目
よ
」

と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。「
ア
ア
・
イ
・
カ
・
フ
ラ
、ヴ
ァ

イ
ホ
・
カ
・
ヒ
ラ
ヒ
ラ
・
イ
・
カ
・
ハ
レ
（
フ
ラ
を
踊
ろ

う
と
す
る
の
な
ら
、
恥
ず
か
し
い
気
持
ち

（hilahila

）
は
家
（hale

）
に
置
い
て
（w

aiho

）
き

な
さ
い
）」
と
い
う
ハ
ワ
イ
の
諺
が
あ
る
。
ビ
ギ
ナ
ー

が
フ
ラ
を
踊
る
時
に
ま
ず
要
求
さ
れ
る
条
件
だ
。

　
だ
が
、
恥
ず
か
し
い
気
持
ち
を
家
に
置
い
て
く
る

だ
け
で
は
、
フ
ラ
の
世
界
の
ほ
ん
の
入
口
に
し
か
立

つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
フ
ラ
・
カ
ヒ
コ
（
古
典
フ
ラ
）

で
あ
れ
ば
、
ス
イ
ッ
チ
を
切
り
替
え
、
雑
念
を
払
っ

た
そ
の
先
に
、
詠
わ
れ
る
神
々
、
王
族
、
自
然
を
敬

い
愛
で
つ
つ
、
そ
れ
ら
と
一
体
と
な
っ
て
い
く
世
界
が

待
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
誰
も
が
辿
り
着
け

る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

9
9
0
年
代
後
半
か
ら
、
景
気
の
悪
化
に
伴

い
企
業
が
所
有
す
る
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
の
休
・

廃
部
が
相
次
い
だ
。
そ
の
中
で
、
企
業
の
後
ろ
盾
を

持
た
な
い
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
も
数
多
く
誕
生
し
た
。
企

業
チ
ー
ム
時
代
、
選
手
は
（
社
業
に
関
わ
る
時
間
は

企
業
に
よ
っ
て
異
な
る
が
）
練
習
の
時
間
、
ま
た
社

員
と
し
て
安
定
し
た
身
分
が
保
障
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
と
な
る
と
、
日
中
は
各
自
の

職
場
で
定
時
ま
で
仕
事
を
行
い
、
夕
方
以
降
に
集
合

し
練
習
を
行
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
と
な
る
。

　
先
日
、
と
あ
る
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
の

関
係
者
と
話
を
し
た
時
の
こ
と
。
そ
の
チ
ー
ム
も
ク

ラ
ブ
チ
ー
ム
で
あ
る
が
日
本
リ
ー
グ
に
所
属
し
、ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
で
活
動
す
る
。
し
か
し
、
選
手
の
雇
用
先

の
確
保
は
関
係
者
に
と
っ
て
頭
の
痛
い
課
題
で
あ
る

と
い
う
。
雇
用
先
が
確
保
で
き
な
け
れ
ば
、
新
人
選

手
の
リ
ク
ル
ー
ト
も
ま
ま
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
チ
ー
ム
が
本
拠
地
と
し
て
日
ご
ろ
活
動
す
る
場
所

は
、
県
の
山
間
部
に
位
置
す
る
。
道
路
は
あ
る
程
度

整
備
さ
れ
て
お
り
、
県
庁
所
在
地
の
街
ま
で
も
1
時

間
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る
。
地
図
を
見
て
「
あ
の
県
庁

所
在
地
の
街
に
は
こ
こ
か
ら
勤
め
に
出
な
い
の
で
す

か
？
」
と
私
が
質
問
す
る
と
、「
江
戸
時
代
、
私
た
ち

の
町
は
○
○
藩
で
、
県
庁
が
あ
る
街
は
△
△
藩
で
し

た
。
明
治
政
府
が
お
こ
な
っ
た
廃
藩
置
県
で
今
で
は

同
じ
県
で
す
が
、
生
活
文
化
が
異
な
り
あ
ま
り
交
流

が
な
い
の
で
す
よ…

。
こ
の
県
に
は
異
な
る
3
つ
の

文
化
圏
が
存
在
し
ま
す
。」
と
。
あ
と
で
調
べ
て
み
る

と
、
そ
の
よ
う
な
場
所
は
日
本
全
国
に
数
多
く
存
在

す
る
と
い
う
。「
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
と
廃
藩
置

県
!?
」。
一
見
、
全
く
関
係
な
い
と
思
わ
れ
る
事
柄
が
、

思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
根
深
く
リ
ン
ク
し
て
お
り
心
が

躍
っ
た
。

　
私
は
、
大
学
卒
業
ま
で
大
阪
で
育
っ
た
。
確
か
に

大
阪
で
も
北
と
南
で
は
、
若
干
の
文
化
の
違
い
や

人
々
の
気
質
の
違
い
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
都
市

化
さ
れ
た
影
響
か
、
日
常
生
活
に
お
い
て
そ
こ
ま
で

意
識
し
て
生
活
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
話

を
聞
く
と
、
実
際
に
現
場
を
見
て
、
土
地
の
人
に
話

を
聞
く
重
要
性
を
つ
く
づ
く
感
じ
る
。
ま
さ
に
、
大

ヒ
ッ
ト
し
た
あ
の
映
画
で
、
あ
の
俳
優
が
言
っ
た
「
事

件
は
会
議
室
で
起
こ
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
！
現
場
で

…

。」
で
あ
る
。

楽
器
と
な
り
、
脚
を
動
か
す
た
び
「
シ
ャ
ッ
！

シ
ャ
ッ
！
」
と
小
気
味
よ
く
リ
ズ
ム
を
刻
む
。

　
喪
明
け
の
儀
礼
の
最
初
は
、
悲
し
み
の
ダ
ン
ス
で

あ
る
。
中
央
に
は
打
楽
器
が
置
か
れ
、
ゆ
っ
く
り
と

し
た
「
嘆
き
」
の
リ
ズ
ム
を
刻
む
。
メ
ン
バ
ー
は
そ
の

周
り
に
輪
に
な
っ
て
、
時
計
と
反
対
回
り
に
リ
ズ
ム

を
と
っ
て
歩
く
。
遺
族
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
の
輪
の
内

側
に
入
っ
て
き
て
、
メ
ン
バ
ー
た
ち
と
反
対
回
り
に
、

故
人
の
遺
影
を
掲
げ
て
泣
き
な
が
ら
歩
く
。
周
り
の

メ
ン
バ
ー
も
、
も
ら
い
泣
き
を
す
る
。

　
悲
し
み
の
ダ
ン
ス
が
終
わ
っ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、

打
楽
器
は
晴
れ
や
か
な
音
を
打
ち
鳴
ら
し
、
リ
ズ
ム

も
激
し
く
な
る
。
メ
ン
バ
ー
の
歌
い
手
も
マ
イ
ク
を

持
っ
て
中
に
入
っ
て
く
る
。
喪
が
明
け
る
の
だ
。
ダ
ン

ス
も
喜
び
を
表
す
も
の
に
変
わ
り
、
手
も
脚
も
軽
快

に
動
く
。
手
は
二
拍
子
、
脚
は
三
拍
子
を
刻
む
ポ
リ

リ
ズ
ム
の
ダ
ン
ス
は
、
簡
単
そ
う
に
見
え
て
難
し
い
。

興
に
乗
る
と
、
一
人
、
あ
る
い
は
数
人
が
即
興
で
踊

り
な
が
ら
輪
の
中
に
進
ん
で
は
輪
に
戻
る
こ
と
を
繰

り
返
す
。
こ
れ
は
、
リ
ズ
ム
を
崩
さ
な
い
ア
レ
ン
ジ

が
必
要
で
、
私
に
は
真
似
で
き
な
い
格
好
良
さ
だ
っ

た
。
踊
り
を
盛
り
上
げ
た
と
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
は
、

次
の
集
会
で
名
前
を
呼
ば
れ
、
表
彰
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
踊
り
を
盛
り
上
げ
、
喪
明
け
の
儀
礼
を
華
や

か
な
も
の
に
す
る
の
は
、
グ
ル
ー
プ
の
役
目
で
も
あ

る
の
だ
。

　
人
び
と
は
踊
る
こ
と
に
よ
っ
て
悲
し
み
を
く
ぐ
り

抜
け
、
活
力
を
得
る
。
な
に
よ
り
、
同
じ
メ
ン
バ
ー

で
踊
る
た
び
、
メ
ン
バ
ー
間
の
絆
は
強
ま
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。

回
の
「
走
る
」
に
関
連
づ
け
て
い
え
ば
、
大
人

に
な
っ
て
か
ら
私
は
速
く
走
れ
る
人
を
う
ら

踊る世紀転換期

大平　陽一 （おおひら　よういち）

1955年生まれ。

地文研専任研究員。

映画研究、ロシア文化論専攻。

共同研究部門担当。

mai hilahila!

井上　昭洋 （いのうえ　あきひろ）

1961年生まれ。

地文研専任研究員。

文化人類学専攻。

国際参加プロジェクト担当。

歴史の舞台から

備前　嘉文 （びぜん　よしふみ）

1978年生まれ。

地文研兼任研究員。

スポーツマネジメント、スポーツマーケティング専攻。

おどる
アスリート男子

田里　千代 （たさと　ちよ）

1968年生まれ。

地文研兼任研究員。

スポーツ人類学専攻。

国際参加プロジェクト担当。

喪明けのダンス

平野　美佐 （ひらの　みさ）

地文研兼任研究員。

文化人類学、アフリカ都市研究専攻。

教育部門担当。

「踊る」とは
感じること？

倉光　ミナ子 （くらみつ　みなこ）

地文研兼任研究員。

ポリネシア地域研究、

人文地理学専攻。

国際参加プロジェクト担当。

四
〇

日

カ

前１

「
シ
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The Joy And The Horror Of 
Being Alive‒Butoh.

マリオン　ゼッテコルン
地文研専任研究員。
ヨーロッパ美術史専攻。

オープンキャンパス担当。

met Kazuo Ohno (1906-2010) for the first time 
shortly after arriving in Tokyo at the house of a 

member of the German Embassy. After dinner was over, a 
fragile figure suddenly stood up and started to move to 
the music. Everybody stopped speaking and we were 
absolutely entranced by seeing how this small person 
filled the room with his sweet ghostly smile and spiritual 
energy. The joy of being alive! That was 30 years ago and 
the beginning of a long friendship and my growing inter-
est in this particular art form–Butoh.
If you could say that Zen conveys the emptiness of the 
mind, Butoh conveys the emptiness of the body. Not 
unlike the German “Ausdruckstanz”, Butoh undertook a 
break with the rational principles of the “Moderne”. As an 
antithesis to classical dance and theater and American 
influence after the war on Japanese culture, Butoh danc-
ers tried to visualize the darker and traumatic aspects of 
the soul–“Death bears life”.
The founding father of Butoh, Hijikata Tatsumi (1928-
1986) tried to give artistic form to a culture caught in the 
dilemma of identity. The first performances of his Ankoku 
Butoh (an means darkness and koku black) caused a 
shudder of revulsion by stepping into territory of social 

新刊案内

『グローカリズムの実践』
井上昭夫 著
日本地域研究所（2011年6月20日発行）

域文化研究センターは、2010年10月15日付けでJICA（国
際協力機構）の草の根技術協力事業（支援型）を受託し、
ケニア共和国北東州ガリッサ県で教育支援プロジェクトを実

施している。プロジェクト名は「ケニア共和国北東州ガリッサ県の女
子高生中退率を減少させるためのガイダンス＆カウンセリング部門の能
力向上計画」で、北東州教育庁をカウンターパートとして実施している。
　北東州は少数民族のソマリ人の居住地域である。ソマリ人は遊牧
生活を送りながら独立以前からここで暮らしているが、ケニア共和国
において厳しい状況に置かれてきた。「アフリカの角」に居住していた
ソマリ人は、イギリス領ソマリランドとイタリア領ソマリランド（両者
が独立後合併して出来たのが現在のソマリア共和国）、フランス領ソ
マリランド（現在のジブチ）、エチオピア領内のオガデン地方、そして
ケニアの北東州（と東部州の一部）に分かれて暮らすことになった。
1960年にソマリア共和国が独立した際、ケニアのソマリ人は、同じ民
族で同じイスラーム教を信じるソマリアに統合されることを望み、
1963年にケニアが独立するまでの間、継続的に働きかけていた。しか
し、ケニア共和国初代大統領ケニアッタ等の強い反対に遭い、ソマリ
人の要求は拒絶された。その後、ソマリアへの分離統合を求めるソマ
リ人とケニア軍との間で“Shifta War（1963-1967）/Shiftaはソマリ
語で「盗賊」の意味”が勃発した。この内戦の後、北東州のソマリ
人はしばしばメディアからも“Shifta”などの蔑称であからさまに非難
されることがあるようだ。また、1984年2月には北東州でケニア軍・
警察によるソマリ人の虐殺事件“Wagalla massacre”が起きている。
　こうした社会背景もあって、北東州は植民地時代も独立後もケニア
国の開発計画から取り残されてきたのだ。例えば、ケニア全体で79％
（2005年 UNDP）ある初等教育の就学率も、ガリッサでは全体で
18.5％（2007/2008：北東州教育庁資料）しかない（首都ナイロビの
初等教育就学率は89％、2007年8月調査）。また、「嫁入りし他人の
ものとなる娘に教育をつける必要はない」という考えが根強く、男尊
女卑の慣習のため、女子の就学率はさらに低い（2007年8月の調査
時では、男子18％、女子11％）。その上、小学校（primary school）
を終え、高等学校（secondary school）に進学した能力ある女子であっ
ても、早婚や授業料滞納、家事などの理由で、学校中退をよぎなくさ
せられている。

　今回実施するプロジェク
トの内容は、ガリッサ県に
ある2つの女子高校（NEP
女子高校・Umu-Salama
女子高校）に独立したカウ
ンセリング・ルームを建設
すること、そして、ガイダ
ンス＆カウンセリング部門
の能力向上を目的としたセ
ミナーを3回開催することである。これによって、将来的に同地域の
女子高校生の中退率を減少させることを目指している。カウンセリン
グ・ルームは2011年5月に完成し、Umu-Salama女子高校は6月から、
NEP女子高校は9月から使用が開始されている。また、2011年8月15
日から19日にかけて第１回セミナーを開催した。ガイダンス＆カウンセ
リングセミナーには、北東州全域からカウンセリング担当教員と校長
（教頭）、教育庁関係者等34名の参加があった。北東州は面積が広く、
最北のマンデラ地域からガリッサまでバスで２日掛かりで参加した人も
あった。セミナーは参加者のアンケートによると大変好評であった。第
２回目を今年11月、最終第３回目を2012年8月に開催する。
　北東州教育庁は生徒の中退率減少にカウンセリング能力の向上が
必要であることをよく理解しており、教育庁の中に専門のセクションを
置いてその充実を図っている。よってセンターの同プロジェクトに対し
ても熱心に協力してくれている。また、北東州ガリッサ県には地域文
化研究センターの活動拠点を置くNGOミコノ・インターナショナル（土
方明代表、土方栄子副代表、ワルサメ副代表）があり、建設作業か
らセミナーの開催まで、全面的にバックアップを受けている。また、
センター兼任研究員の近藤雄二教授（医学博士）に参加頂き、臨床
心理学専攻の堀尾治代元天理大学教授、イスラーム研究者の澤井義
則教授のお二人に協力者として加わって頂いた。セミナーの企画・立
案及び実際のカウンセリングに関して堀尾先生にご協力頂き、本学か
らの技術移転としてカウンセリング・シートの提供を受けた。また、
大学事務局、学校法人天理大学本部、天理教教会本部（海外部ア
フリカ課）、天理教国際たすけあいネット、ミコノの会の勝村昭俊会長・

村島正事務局長など、多
くの方のご支援によって
実現している。今回のプ
ロジェクトをきっかけにし
て、現地団体との信頼
関係を構築し、本学のケ
ニアでの国際協力活動を
末長く取り組んでいきた
いと考えている。

ケニア共和国北東州ガリッサ県での
草の根技術協力事業（JICA）

地

taboo and showing the hidden side of human nature, the 
shadow side of things. Butoh was said to be shocking, 
grotesque, erotic, too physical and violent.
Since then, many variants of Butoh have emerged and 
evolved, but all defy precise definition. Ushio Amagatsu`s  
Sankai Juku group, for instance, excels with beautiful 
stage designs and choreographies that are very different 
from Hijikata’s stages, which were bare, to concentrate on 
the body’s performance, the contortions and convulsions 
–the horror of being! Though Amagatsu uses the same 
insignia of Butoh–bald head and white paint all over, the 
aesthetics are utterly different.
There are others, like Kazuo Ohno, using elaborate 
gowns, long hair and at times western music. To me, 
Ohno is the dreamer of the genre, ethereal, feminine and 
ecstatic at the same time. He was living to perform in front 
of an audience, showing his inner world, his stories, but 
did not care if his dance was understood or not, if it would 
only move the spectator. Ohno believed, that “form comes 
by itself, where ever there is a spiritual presence.” Even in 
his old age, he would convey an innocence, which I have 
never seen in any other performer. Kazuo Ohno danced at 
my opening party at the German Cultural Center in Tokyo 
when he was 93 years old-1 hour of “La Argentina”, his 
most famous piece. Like a little bird he would jump up and 
down the wooden bridge, which was part of my installa-
tion, giving me heart palpitations whenever he did so, for I 
feared that he would fall. Now he is gone, 10 years later, at 
103, another friend and great artist lost, but his soul is still 
with me.

I
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こ
れ
を
契
機
に
し
て
、
改
定
「
建
学

の
精
神
」
を
教
育
に
反
映
す
る
営
み
、

そ
し
て
国
際
学
部
を
2
学
科
制
と
す

る
教
育
態
勢
が
整
え
ら
れ
た
。

第
六
章
は
、
こ
の
時
期
の
巻
頭
言
を

含
め
た
章
で
あ
り
、
私
立
大
学
存
続

の
危
機
と
天
理
大
学
、「
大
学
の
国

際
化
」
の
落
と
し
穴
、
新
「
教
養
」

概
念
の
創
出
と
天
理
大
学
、
新
・「
国

際
参
加
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
義
、

「
天
理
異
文
化
伝
道
」
学
へ
の
期
待
、

天
理
大
学
地
域
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

の
発
足
、
な
ど
十
八
の
項
を
設
定
し

て
い
る
。

　
2
0
1
0
年
に
は
、
三
回
目
の
改

革
が
行
わ
れ
国
際
文
化
学
部
が
国
際

学
部
へ
と
再
編
さ
れ
、
現
在
に
至
る
。

来
年
度
は
平
成
4
年
の
大
改
革
か
ら

20
年
目
を
迎
え
る
が
、
こ
の
20
年
の

評
価
、
総
括
の
も
と
に
今
後
の
ビ

ジ
ョ
ン
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
も
、

こ
の
章
を
一
読
す
る
意
義
は
大
き
い

と
思
わ
れ
る
。
著
者
が
本
セ
ン
タ
ー

と
お
や
さ
と
研
究
所
で
取
り
組
み
、

実
践
し
て
形
を
残
し
て
き
た
道
は
説

得
力
が
あ
り
、
学
ぶ
こ
と
が
多
い
。

　
そ
の
第
六
章
か
ら
一
部
を
紹
介
す

る
と
、「
ソ
フ
ト
の
貧
弱
な
大
学
は
、

如
何
に
建
学
の
精
神
の
言
葉
や
施
設

が
立
派
で
あ
っ
て
も
、
志
願
者
増
を

期
待
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
」

と
い
い
、「
地
域
性
や
時
代
性
に
即

応
し
な
い
学
部･

学
科
の
ス
ク
ラ
ッ

プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
は
、
志
願
者

の
大
学
選
択
に
お
い
て
、
就
職
実
績

重
視
の
大
学
評
価
が
行
わ
れ
る
現

在
、
思
い
き
っ
て
実
践
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
言
い
切
る
。
伝
統

と
歴
史
の
な
か
で
本
学
の
み
な
ら
ず

世
の
中
が
「
国
際
化
」
を
掲
げ
る
が
、

「
国
際
化
」
の
言
葉
が
も
つ
あ
や
う

さ
、
す
な
わ
ち
相
互
が
学
び
交
流
す

る
と
は
別
に
先
進
欧
米
諸
国
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
た
め
の
行
為
と
み
な
す

一
方
的
な
交
流
を
意
味
す
る
理
解
や

行
為
に
な
り
が
ち
な
国
際
化
と
い
う

つ
一
つ
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
読
み
取
れ
、
本
書
の
主
題
と

し
て
掲
げ
た
グ
ロ
ー
カ
ル
を
「
ロ
ー

カ
ル
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
延
長
し
て
、

異
な
る
国
々
や
諸
民
族
、
そ
し
て
諸

国
民
と
自
ら
が
住
む
地
域
に
お
け
る

異
な
っ
た
文
化
や
価
値
観
を
『
つ
な

ぎ
』、
お
互
い
に
相
手
の
立
場
を
尊

重
理
解
し
、
平
和
共
存
し
よ
う
と
す

る
考
え
方
で
あ
る
」
と
紹
介
し
て
い

る
。
　
こ
の
意
図
の
も
と
、
第
一
章 

「
二

つ
一
つ
」
を
読
み
取
る
、
第
二
章 

「
元

の
理
」
に
映
る
鏡
像
、
第
三
章 

先
端

科
学
技
術
と
宗
教
文
化
、
第
四
章 

生
と
死
と
環
境
問
題
、
第
五
章 

ひ
な

が
た
の
道
と
現
代
、
第
六
章 

天
理

異
文
化
伝
道
学
の
将
来
、
第
七
章 

言
語
力
、
身
体
力
、
狂
気
力
、
第
八

章 

戦
争
と
平
和
構
築
、
の
構
成
に

ま
と
め
直
し
、
11
年
余
り
の
時
代
性

を
反
映
し
た
現
代
と
未
来
に
つ
な
が

る
問
題
提
起
そ
し
て
、
創
造
的
批
判

を
発
信
し
て
い
る
。
全
編
を
読
み
、

著
者
が
時
代
を
読
み
切
る
感
性
の
鋭

さ
。
そ
れ
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
地
域
研
究
と
国
際
化
を
基
盤
と
す

る
研
究
と
事
業
展
開
を
目
的
と
し
た

本
セ
ン
タ
ー
に
と
っ
て
は
、
い
ず
れ

の
章･

項
目
と
も
に
関
連
深
い
内
容

と
し
て
あ
る
が
、
と
く
に
第
六
章
は
、

本
学
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ

る
。
章
の
タ
イ
ト
ル
を
「
天
理
教
異

文
化
伝
道
学
の
将
来
」
と
し
て
括
り
、

著
者
の
未
来
に
託
す
想
い
が
テ
ー
マ

と
し
て
す
え
ら
れ
て
い
る
。

　
1
9
9
2
年
は
、
今
日
の
本
学
の

ス
タ
イ
ル
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
な

る
大
学
「
大
」
改
革
が
行
わ
れ
た
年

度
で
あ
る
。
11
年
目
の
2
0
0
3
年

に
は
、
2
回
目
の
改
革
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
著
者
は
お
や
さ
と
研

究
所
長
と
し
て
、
前
年
に
発
足
し
た

大
学
改
革
実
行
委
員
会
の
な
か
で
積

極
的
に
提
言
、
関
与
し
て
、
大
き
な

影
響
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
著
者
、
井
上
昭
夫
氏
は
、
1
9
9
9

年
に
お
や
さ
と
研
究
所
長
に
就
任

後
、
研
究
所
内
に
「
天
理
自
然
・
人

間
環
境
学
」「
天
理
総
合
人
間
学
」「
天

理
ス
ポ
ー
ツ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」「
天

理
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
女
性
学
」「
天
理
国

連
・
ア
メ
リ
カ
ス
」、
こ
の
５
つ
の
研

究
室
を
立
ち
上
げ
、
2
0
0
0
年
1

月
に
は
研
究
所
の
活
動
状
況
を
報
告

す
る
月
刊
誌
「
グ
ロ
ー
カ
ル
天
理
」

を
刊
行
し
た
。
2
0
0
2
年
か
ら
は
、

新
た
に
発
足
し
た
地
域
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
の
初
代
セ
ン
タ
ー
長
と
し
て

４
年
間
に
わ
た
り
兼
務
さ
れ
た
。

　
本
書
は
、「
グ
ロ
ー
カ
ル
天
理
」
の

発
刊
号
か
ら
2
0
1
1
年
4
月
ま
で

の
„
巻
頭
言“
、
1
2
4
編
を
も
と
に
、

テ
ー
マ
毎
に
ま
と
め
直
し
書
籍
と
し

て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
グ
ロ
ー

カ
ル
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
（
地
球
）
と

ロ
ー
カ
ル
（
地
域
）
を
結
び
つ
け
た

造
語
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
に
は
、
全

体
と
個
、
弱
者
と
強
者
、
貧
と
富
、

右
と
左
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
二

元
的
思
考
を
包
括
・
調
和
す
る
「
二

確かな予見性を
提示する書

地文研専任研究員　関本　克良

言
葉
を
使
っ
た
国
際
化
指
向
へ
の
警

句
と
し
て
、『「
国
際
化
」
と
い
う
言

葉
の
多
義
性
に
「
化
」
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。』
と
注
意
を
喚
起
す
る
。

　
そ
の
上
で
私
た
ち
に
基
本
的
な
姿

勢
、「
天
理
大
学
は
、
如
何
に
そ
の
ス

ポ
ン
サ
ー
で
あ
る
天
理
教
団
と
社
会

の
期
待
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
か

と
い
う
点
の
問
題
が
絞
ら
れ
る
」
こ

と
を
示
し
、
強
烈
な
個
性
と
実
践
力
、

そ
し
て
偉
大
な
遺
産
を
構
築
、
残
し

た
創
設
者
、
二
代
真
柱
中
山
正
善
氏

が
つ
く
り
だ
し
て
き
た
歴
史
と
伝
統

と
ス
ピ
リ
ッ
ト
、
そ
の
精
神
と
社
会

に
開
か
れ
社
会
に
貢
献
す
る
目
的
を

基
盤
と
し
た
教
育
研
究
を
求
め
て
い

る
。
二
つ
を
一
つ
に
す
る
方
向
性
の

大
切
さ
を
自
覚
さ
せ
る
言
葉
を
「
大

学
経
営
者
や
教
職
員
は
、
私
学
の
個

性
と
社
会
の
普
遍
性
を
橋
渡
し
す
る

も
の
は
何
で
あ
る
の
か
を
し
っ
か
り

と
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
る
。
著
者
が
本
セ
ン

タ
ー
で
実
践
し
て
き
た
経
験
に
裏
付

け
ら
れ
た
具
体
的
方
向
性
を
「
従
来

の
語
学
研
修
や
異
文
化
体
験
の
海
外

研
修
を
繰
り
返
す
こ
と
で
は
な
い
。

他
者
へ
の
献
身
的
行
為
を
と
お
し

て
、
文
化･

言
語
を
超
え
て
『
人
間
と

は
何
か
』
に
つ
い
て
学
び
、
人
類
の

一
員
と
し
て
そ
の
誇
り
と
責
任
を
感

じ
る
気
風
を
養
い
、
知
識
と
人
格
の

分
裂
を
避
け
、
そ
れ
を
統
合
さ
せ
て

行
く
と
い
う
実
践
的
『
活
学
』
の
方

向
を
目
指
す
。」
こ
と
、「
海
外
伝
道

者
を
養
成
す
る
と
い
う
『
建
学
の
精

神
』
に
直
結
し
た
講
座
を
学
問
的
に

確
立
さ
せ
る
こ
と
」、
こ
れ
ら
の
継

承
を
期
待
を
こ
め
た
も
の
と
し
て
記

し
て
い
る
。

　
著
者
と
言
葉
を
交
わ
し
た
者
は
、

そ
こ
に
確
信
と
確
か
な
予
見
性
を
感

じ
と
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
本
書
も
、
そ
の
期
待
を
裏
切
ら

な
い
近
未
来
を
見
据
え
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
な
っ
て
い
る
。 

（
近
藤
　
雄
二
）

カウンセリングルーム

セミナーの様子
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2
0
1
1
年
6
月
25
日（
土
曜
）、
今

年
度
の
第
1
回
（
通
算
4
回
目
）
の
共

同
研
究
会
を
開
催
し
た
。
今
回
は
と
り

わ
け
、
天
理
教
信
仰
と
企
業
経
営
に
つ

い
て
の
テ
ー
マ
を
扱
い
、
午
前
中
は
天

理
教
信
仰
を
持
つ
経
営
者
集
団
の
会
で

あ
る
「
道
の
経
営
者
の
会
」（
T
M
A
）

の
会
長
を
務
め
る
シ
オ
ザ
ワ
株
式
会
社

社
長
塩
澤
好
久
氏
に
、
経
営
実
践
の
中

で
ど
の
よ
う
に
信
仰
精
神
が
活
か
さ
れ

て
い
る
の
か
、
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ッ
ク

テ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
と
し
て
の
経
験
に
基
づ

き
具
体
的
な
例
を
交
え
な
が
ら
話
し
て

い
た
だ
い
た
。

　
祖
父
母
の
代
か
ら
三
代
の
信
仰
と
と

も
に
、
会
社
も
ま
た
戦
前
か
ら
三
代
目

と
な
る
シ
オ
ザ
ワ
株
式
会
社
は
、
本
誌

冒
頭
の
対
談
記
事
に
も
あ
る
よ
う
に
、

紙
の
卸
業
と
し
て
始
ま
り
現
在
も
紙
に

関
わ
る
企
業
と
し
て
成
長
し
て
き
て
い

る
。（
写
真
参
照
）

　
同
日
午
後
か
ら
は
、「
道
の
経
営
者

の
会
」
の
年
次
総
会
が
初
め
て
天
理
市

内
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
総
会

の
様
子
を
参
与
観
察
さ
せ
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
後
半
に
は
当
研
究
会
が

セ
ッ
シ
ョ
ン
の
主
体
と
な
っ
て
、
経
営

者
の
会
の
参
加
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
質

疑
応
答
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ

た
。

　
二
〇
一
〇
年
度
よ
り
開
始
さ
れ
た
標

記
の
共
同
研
究
で
は
、
文
化
人
類
学
、

人
文
地
理
学
、
社
会
学
、
宗
教
学
、
歴

史
学
、
開
発
学
等
を
専
門
と
す
る
地
域

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
専
任
・
兼
任
教

員
を
中
心
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い

う
研
究
手
法
を
教
育
現
場
に
活
用
す
る

可
能
性
を
模
索
し
て
き
ま
し
た
。
二
〇

一
一
年
度
春
学
期
に
お
い
て
は
、
本
学

の
教
育
現
場
に
お
い
て
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
「
知
の
手
法
」
と
し
て
導
入

す
べ
く
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
の
作
成
と

検
討
に
向
け
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
要
領

で
ド
ラ
フ
ト
原
稿
の
発
表
と
意
見
交
換

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

◆
第
5
回
研
究
会
（
二
〇
一
一
年
五
月

二
五
日
、
於
・
共
同
研
究
室
）

　「『
部
活
の
声
だ
し
』
と
い
う
日
常
か

ら
探
る
ス
ポ
ー
ツ
文
化
」（
本
学
体
育

学
部
准
教
授
・
田
里
千
代
）

　「
挨
拶
と
異
文
化
理
解 ―

―

日
本
と

中
国
の
挨
拶―

―

」（
本
学
国
際
学
部

専
任
講
師
・
関
本
克
良
）

◆
第
6
回
研
究
会
（
二
〇
一
一
年
七
月

二
一
日
、
於
・
共
同
研
究
室
）

　「
挨
拶
と
異
文
化
理
解
」（
承
前
）（
本

学
国
際
学
部
専
任
講
師
・
関
本
克
良
）

　「
く
し
ゃ
み
の
世
界
を
冒
険
す
る
」

（
本
学
国
際
学
部
教
授
・
山
本
匡
史
）

　
な
お
、
今
後
も
本
共
同
研
究
の
メ
ン

バ
ー
に
よ
る
原
稿
の
チ
ェ
ッ
ク
と
検
討

を
重
ね
、
二
年
後
の
テ
キ
ス
ト
出
版
を

め
ざ
し
て
研
究
会
を
進
め
て
ゆ
く
所
存

で
す
。

第
4
回
　

宗
教
哲
学
と
企
業
経
営
者
の

関
係
を
め
ぐ
る
総
合
的
研
究

住
原　

則
也

代
表

国
際
参
加
の
た
め
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
研
究

山
本　

匡
史

代
表

コスモス（宇宙・秩序・調和）を視野に入れつつ、
世界の様々な地域の問題を研究し、それに参与して
ゆく…『コスモス（　　　　　）』は、そうした天理
大学地域文化研究センター（地文研）の活動を、よ
り広く知っていただくために発刊されました。諸活
動の報告のほか、地文研のスタッフ、協力者、卒業
生による「エッセイ」を掲載します。
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センターでの研究会風景

地域文化研究センター事務助手
今井　淳雄

　本年4月より地域文化研究センターで事務助手を務めており

ます今井淳雄と申します。私は、2003年に国際文化学部（現

国際学部）中国学科を卒業しました。大学時代は、中国語弁論

大会や学祭での語劇への参加など、天理大学で過ごした４年間

は楽しい思い出しかありません。今回、再びこのキャンパスに帰っ

てこられたこと本当にうれしく思います。

　少し自己紹介をさせていただきますと、私は大学卒業後、貿

易会社での勤務を経て、宇都宮大学大学院修士課程で開発協

力についての研究をし、07年に（財）かながわ国際交流財団湘南

国際村学術研究センターに入社しました。財団在職中は、高校・

大学生向けの開発教育を中心とした国際教育プログラムや、市

民を対象とした中国文化理解講座、NPOの職員を対象とした

セミナーの企画・実施、県内の国際化推進などの業務に従事し

ました。このような業務に携わっていくなかで、改めて大学で

研究をしたいと思うようになり、09年に宇都宮大学大学院博

士後期課程に再入学しました。現在、大学院では、中国の民間

非営利組織と伝統的な思想が、どのように関係しているのかな

どについて研究しています。

　大学生のみなさんとは、国際参加プロジェクトなどで顔を合

わせる機会があると思います。数年ぶりの天理大学ですので、

まだまだ不慣れな点がありますが、少しでもみなさんのお役に

立てるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

スタッフ紹介
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