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問
題
　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

昔
、
私
は
こ
ん
な
話
を
伊
豆
に
住
む
人
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　

伊
豆
半
島
の
真
ん
中
に
は
天
城
山
麓
が
尾
根
の
よ
う
に
あ
っ
て
、
そ
こ
だ
け
は
、
温
暖
な
伊

豆
地
方
の
中
で
も
、
冬
は
雪
が
降
っ
た
り
す
る
別
世
界
で
あ
る
。
昔
は
そ
こ
に
気
象
の
測
候
所

が
あ
り
、ふ
も
と
に
住
む
男
が
毎
朝
山
の
上
ま
で
通
っ
て
、百
葉
箱
を
の
ぞ
く
の
が
日
課
だ
っ
た
。

　

あ
る
冬
の
こ
と
、
そ
の
男
が
雪
で
真
っ
白
に
な
っ
た
山
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
若
い
女
性
が

倒
れ
て
い
る
。
び
っ
く
り
し
て
駆
け
寄
る
と
、
体
は
も
う
冷
た
く
な
っ
て
い
た
が
、
か
す
か
に

心
臓
の
鼓
動
が
感
じ
ら
れ
た
。
大
慌
て
で
そ
の
人
の
体
を
こ
す
り
、
自
分
の
コ
ー
ト
を
着
せ
か

け
一
番
近
い
人
家
ま
で
走
っ
た
。
懸
命
の
救
助
作
業
の
甲か

斐い

あ
っ
て
か
、
ど
う
や
ら
そ
の
女
性

は
病
院
で
息
を
吹
き
返
し
、
助
か
っ
た
と
い
う
。
助
け
た
人
が
後
で
様
子
を
見
に
い
く
と
、
や

は
り
女
性
は
自
殺
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
ら
し
い
。
も
う
少
し
発
見
が
遅
れ
た
ら
、
間
違
い
な

く
彼
女
は
死
ぬ
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
男
性
は
自
分
が
助
け
た
こ
と
が
果
た
し
て
良
か
っ

た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
「
助
か
っ
て
良
か
っ
た
で
す
ね
」
と
声
を

か
け
た
。

　

女
性
は
疲
れ
果
て
た
顔
で
、
自
分
は
芸
者
を
し
て
い
た
が
、
頼
み
に
し
て
い
た
男
に
袖
に
さ

れ
、
生
き
る
希
望
を
失
っ
た
。
だ
か
ら
死
の
う
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
こ
う
し
て
助
か
っ
て
み
る

と
、
や
は
り
生
き
て
い
て
良
か
っ
た
と
思
う
、
と
言
っ
て
「
こ
れ
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
す
が
、

こ
ん
な
も
の
し
か
お
礼
に
差
し
上
げ
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
、
古
び
た
足
袋
を
差
し
出
し
た
。
男
性
は
困
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ど
う
し
て
も
と
言
っ
て
き

か
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
も
ら
っ
て
帰
っ
て
き
た
。
し
か
し
使
い
古
し
た
足
袋
な
ど
も
ら
っ

て
も
、
う
れ
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
ま
ま
置
き
っ
ぱ
な
し
に
し
て
い
た
が
、
そ
の
話
を
聞

い
た
弟
が
や
っ
て
来
て
足
袋
を
見
つ
け
た
。
そ
し
て
し
ば
ら
く
見
て
い
た
が
、「
ち
ょ
っ
と
預
か

る
よ
」
と
言
っ
て
、
持
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
間
も
な
く
帰
っ
て
く
る
と
「
大
変
だ
、
こ
の

足
袋
は
す
ご
い
価
値
の
あ
る
も
の
だ
よ
」
と
言
う
。
な
ん
と
足
袋
の
こ
は
ぜ
、
つ
ま
り
と
め
金

の
部
分
が
純
金
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
慌
て
て
男
は
病
院
に
駆
け
つ
け
た
が
、
そ
の
と
き
は
も

う
そ
の
女
性
は
ど
こ
か
に
立
ち
去
っ
た
後
だ
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
話
を
聞
い
た
と
き
、
私
は
い
か
に
も
日
本
人
ら
し
い
話
だ
、
と
思
っ
た
。
も
し
も
欧
米

の
話
だ
っ
た
ら
、
女
性
が
足
袋
を
渡
す
と
き
に
「
こ
れ
は
一
見
古
び
て
い
ま
す
が
、
こ
は
ぜ
の

部
分
に
純
金
を
使
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
売
れ
ば
相
当
な
金
額
に
な
る
で
し
ょ
う
。
け
っ
し
て
あ

な
た
に
損
は
さ
せ
ま
せ
ん
」
と
か
何
と
か
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
女
性
は
「
つ
ま
ら
な

い
も
の
で
す
が
」
と
し
か
言
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　

日
本
人
が
相
手
に
も
の
を
上
げ
る
と
き
、「
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
す
が
」
と
か
、「
粗
品
で
す
が
」

な
ど
と
言
う
の
を
聞
く
と
、
外
国
の
人
は
び
っ
く
り
す
る
。
な
ぜ
つ
ま
ら
な
い
物
を
わ
ざ
わ
ざ

上
げ
る
の
で
す
か
？�

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
相
手
の
気
持
ち
を
考
え
た
上
で
の

こ
と
だ
。
日
本
人
は
物
を
も
ら
う
と
、
す
ぐ
に
返
さ
な
く
て
は
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
。
だ
か

ら
「
そ
ん
な
必
要
は
な
い
の
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
を
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
い
う
言
葉
の
中

に
隠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
何
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
召
し
上
が
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
言

い
方
も
、
こ
れ
を
食
べ
て
も
何
も
食
べ
な
か
っ
た
の
と
同
じ
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う

や
さ
し
い
気
持
ち
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。
相
手
の
心
に
負
担
を
か
け
る
、
恩
に
着
せ
る
よ
う
な

言
い
方
を
日
本
人
は
非
常
に
嫌
う
傾
向
が
あ
る
。

　

み
な
さ
ん
に
も
そ
う
い
う
経
験
は
お
あ
り
だ
ろ
う
。
例
え
ば
家
庭
で
も
、
こ
の
恩
を
着
せ
な

い
言
い
方
を
普
段
な
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
御
主
人
が
仕
事
場
で
働
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

帰
っ
て
き
た
と
き
奥
様
が
お
茶
を
入
れ
る
。
お
茶
を
入
れ
て
御
主
人
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
く
る
。

そ
の
と
き
何
と
言
う
か
。「
あ
な
た
、
お
茶
が
入
っ
た
わ
よ
」。
こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
日
本
語
で

あ
る
。「
お
茶
が
入
っ
た
わ
よ
」
と
言
っ
て
も
、
お
茶
は
自
然
に
入
る
も
の
で
は
な
い
。
お
茶
が

入
る
た
め
に
は
、
奥
様
は
お
湯
を
沸
か
し
、
急
須
に
お
茶
の
葉
を
入
れ
、
お
茶
碗
に
注
ぎ
、
適

当
な
お
茶
菓
子
を
添
え
る
。
そ
れ
だ
け
の
手
間
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
人
の
奥
さ
ん
だ
っ
た
ら
何
と
言
う
か
。「
私
は
あ
な
た
の
た
め
に
お
茶
を
入
れ
た
の

よ
」
と
言
う
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
「
あ
な
た
の
た
め
に
お
茶
が
用
意
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
か

も
し
れ
な
い
。英
語
の
先
生
に
聞
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、お
そ
ら
く
そ
う
い
う
言
い
方
を
す
る
。

そ
う
言
わ
れ
た
ら
亭
主
は
黙
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。「
す
ま
ん
な
、
あ
り
が
と
う
」
と

か
言
っ
て
お
茶
を
飲
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
日
本
の
奥
さ
ん
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
な
い
。

「
あ
な
た
、
お
茶
が
入
っ
た
わ
よ
」
と
、
ま
る
で
自
然
に
雨
が
降
っ
て
く
る
み
た
い
に
、
お
茶
が

自
然
に
入
っ
て
い
る
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
。だ
か
ら
日
本
の
亭
主
は「
あ

り
が
と
う
」
な
ん
て
言
わ
な
い
。「
う
ん
」、
こ
れ
で
お
し
ま
い
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
お

茶
に
限
ら
な
い
。「
あ
な
た
、お
風
呂
が
沸
い
て
い
る
わ
よ
」「
あ
な
た
、ご
飯
が
で
き
た
わ
よ
」「
布

団
が
敷
い
て
あ
る
わ
よ
」。全
部
自
然
に
で
き
て
い
る
よ
う
に
、自
分
が
し
た
と
い
う
こ
と
を
い
っ

さ
い
言
わ
な
い
。
こ
れ
は
日
本
人
の
修
養
で
あ
る
。
相
手
に
恩
に
着
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
言
わ

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

�

（
金
田
一
春
彦
『
ホ
ン
モ
ノ
の
日
本
語
を
話
し
て
い
ま
す
か
？
』）�

問
　�

傍
線
部
で
作
者
は
な
ぜ
「
日
本
人
ら
し
い
話
」
だ
と
思
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
本
文
に

即
し
て
述
べ
た
上
で
、
日
本
人
ら
し
さ
に
つ
い
て
あ
な
た
の
意
見
を
、
八
〇
〇
字
程
度
で

述
べ
な
さ
い
。
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人間文化学部　歴史文化学科　小論文（800字）60分

　人類学を専門とする飯田卓は、無形文化遺産について、以下の文章にあるような課題を提起しています。筆者の考えを200
字程度で要約した上で、日本の無形文化遺産を例に挙げ（文中に記されたものでも可）、その保護・継承のあり方について、あ
なたの考えを500字程度で述べなさい。なお、全体の解答は800字以内にすること。
�
無形文化遺産とは

ユネスコ無形文化遺産は、よきにつけ悪しきにつけ、有形の世界遺産とは異なる性格をもっている。端的にいえば、ユネスコ
無形文化遺産は、歴史の教科書に載るような有名性（世界遺産条約の文言では「顕著な普遍的価値」と表現されている）を備
えておらず、誰が見てもすごいと思えるようなものではない。

しかし、わずかながらも熱心な人びとに支えられてきた伝統は、その遺産の担い手に誇りをもたらす（無形文化遺産条約の文
言では「社会及び集団に同一性及び継続性の認識を与える」と表現されている）ため、文化的な価値がある。そうしたローカ
ルなものを人類共有のものとして維持してこそ、世界全体で文化の多様性が維持される、というのがユネスコの考えかただ。

この意味では、祭や芸能、工芸技術といった文化現象の担い手がまず「われわれの文化を無形文化遺産と認めてもらおう」と
発議し、ユネスコの耳に届けば「代表的な無形文化遺産」リストに記載されるというのが理想である。しかし、現実にリスト
記載の提案をおこなうのは、その無形文化遺産が見られる場所を領土内に含む国家である。理由のひとつとしては、ユネスコ
の考えかたがじゅうぶん普及していないため、担い手から自薦の声が上がりにくいということがあげられる。
�
しかしいっぽうで、ユネスコの理念がかりにもっと普及したとしても、さまざまな文化の担い手が名乗りをあげるようになり、
文化遺産のリスト記載作業が追いつかなくなるだろう。じっさい、ユネスコ無形文化遺産に関する政府間会議が新規にリスト
記載できる物件は、年間にせいぜい 40 件ほどである。このため、無形文化遺産の候補はまず国レベルでふるいにかけられた
のち、国際会議の場に踊りでることになる。

無形文化遺産条約を批准している国家が無形文化遺産のリスト記載を推挙する場合、その国家は、締約国の資格で国際会議に
提案する。とはいえ締約国は、自国の無形文化遺産について情報を完全に保持しているわけではない。無形文化遺産はそもそ
も担い手の意識に関わることだから、そのひとつひとつを国家が関知するのは容易でない。

ただし、無形文化遺産があるていど商品化されており、担い手以外の人たちに消費されているなら、締約国による情報収集も
可能である。祭や踊りが観光資源となっていたり、工芸の作品が民芸品などとして流通するような場合である。こうした場合
に締約国は、担い手自身の売りこみ文句を手がかりとして、無形文化遺産の価値を判断できる。

また、間接的にではあるが、観光資源や工芸の評判を参考にすることもできよう。日本の工芸を例にとるなら、ユネスコ無形
文化遺産の代表的一覧表に記載されている小千谷縮・越後上布、結城紬、石州半紙・本美濃紙・細川紙などは、すべて多かれ
少なかれ商品化が進んできたものである。

しかし、担い手が誇りを持つ文化というのは、商品化されたものにかぎらない。むしろ、貨幣尺度によって評価しにくいもの
に目を向け、文化の多様性を維持することにこそユネスコの目標はあるのだから、そうしたいわば「知られざる文化」をどの
ように見いだしていくのか、力のない担い手をどのように支援していくのかが議論されなければならない。

それにもかかわらず、日本をはじめとする多くの国では、商品に競争力をもたらすブランディング制度として無形文化遺産制
度が機能することが多いようだ。結果としてそのようになるのは致しかたないし、認知度が高まることによって維持できる文
化があることも事実だが、商業的なもくろみから発案されたために無形文化遺産の概念を混乱させるような例もある。販路拡
大のためにリスト記載を目ざすような運動や、それを助長するような報道はいったん慎み、ユネスコが目ざすことの理解をもっ
と進めてよいように思う。
�

（飯田卓（2017）「マダガスカルで考える、文化と無形文化遺産」＜ http://synodos.jp/international/19750 ＞（最終アクセス�
2017�年 9 月 1 日）より一部抜粋）
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