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佐 々木 　1990年 代 に入 って イヌ イ ッ ト ・ア ー トの 市 場 は飽 和 状 態 にな っ た とい う こ と

な んで す が,こ れ は ま さに,ア イ ヌの クマ の木 彫 りに つ い て も言 える こ とで あ ります

し,ま た,ア イ ヌの 作 家 が現 時点 で 直 面 してい る問 題 で もあ ります。

　 昭 和 の 初期 に北 海 道 ・八雲 の徳 川 農場 で農 民 の 芸 術 運動 と して 始 まっ た クマ の 木彫

りは ス イス か ら輸 入 され た もの なん で す が,そ れ が旭 川 ア イ ヌ を通 じて全 道 の ア イ ヌ

の 人 び との受 容 す る と ころ とな った 。 そ してそ れ が 戦 後,北 海 道 ら し さを表 象 す る も

の と して,日 本 全 国 に広 ま り,や が て シ ャモ(日 本 人)の 業 者 が積 極 的 に介 入 して,

外 国で の 安価 な大 量 生 産 品 を市 場 に出 す よ うに なる と,ア イ ヌの 木彫 りは ま った く売

れ な くな っ て しま った とい う よ う な状 況 が あ ります。

　 そ うい っ た状 況 の 中 で,私 は この展 覧会 を拝 見 い た しま した。 ア ボ リジナ ル ・ア ー

トもそ うな んで す が,ア フ リカの もの,そ れ か らア マ ゾ ンの もの,こ うい う非常 に レ

ベ ルの 高 い作 品 が た くさん あ るの に,民 博 は ど う して今 まで 見せ て くれ なか っ た ん だ

ろ うか とい う疑 問 が あ りま した。

　 そ れ と も うひ とつ 別 に,絵 画 を もつ 民 族 と もた な い民 族 とい うの はあ るん じゃ な い

か。絵 画作 品 を,あ る程 度 の 芸 術性 まで高 め るこ とので き る民 族 とい うの は,何 らか

の形 で そ の文 化 に絵 画性 を も って い る 人 た ちだ ろ うと思 い ます。

　 クマ の 木彫 りにつ い て は,結 局 自分 た ちの 表現 法 に悩 ん だ結 果 何 をや っ た か とい う

と,野 球 のバ ッ トを持 っ てい る クマ だ とか,そ れか ら ゴ ル フ クラ ブ を持 っ て い る クマ

だ とか,そ うい った非 常 に奇 をて らっ た表 現 に 入 って い った ものが あ る。踊 る クマ さ

んみ た い な もの は,イ ヌ イ ッ ト ・ア ー トと して もど う なん だ ろ うか と思 うん です が,

実 は そ の反 対 側 に 並 ん でい た キ リス ト教 と シ ャーマ ニ ズム とい う タイ トル がつ い て い

る作 品,キ リ ス トの 下に二 筋 の 涙 を流 して い る シ ャー マ ンが うず くまっ て い る とい う

図 が あ りま した 。 これ こそ あ る 意味 で は,イ ヌ イ ッ ト ・ア ー トの お か れ た よ うな現 状,
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あ る い はエ スニ ッ ク ・アー トの お か れ た現 状 を如 実 に示 して い る ので は ない か と思 っ

て,非 常 に感 動 を受 け た作 品 な ん です 。

　 ア ボ リジニ とか イ ヌイ ッ トの状 況 か らみ る と,ど う もア イ ヌ ・アー トとい うの は さ

び しい な と思 うん です 。 彼 らの 主 た る 工芸 品 は テ キ ス タイ ル と木彫 りで す 。 彼 ら自身

が絵 を もって お りませ んか ら,芸 術 と して の絵 画 は現 在 の とこ ろ存 在 しませ ん。 しか

し,今 の芸 術 教 育 を受 け てい る 人 た ち の 中 には,非 常 に巧 み に絵 を描 く人 もい ます 。

そ れ が 芸術 と して 昇華 して,ア イヌ芸 術 に多 様 さを示 して くれ る よ う な,新 た な作 品

の 発 見 が,も しか した らあ るか も しれ ない 。

　 最 後 に,私 ど もの 東京 国 耐 専物館 は,昭 和13年 以 降 古 美 術 の博 物 館 とい うこ とに な

って お りま して,従 来 あ りま した 台 湾 だ とか 朝鮮 だ とか ア イ ヌだ とか,あ る い は 日本

の フ ォー ク ロ アで す ね。 そ うい っ た もの は陳 列 の対 象 にな っ て お りませ ん,、私が ひ と

りで15年 ぐ らい 前 か ら細 々 と ア イヌ の 陳列 をや っ て たん で す が,ア イ ヌ 文化振 興 法 が

で きた段 階 で,初 め て メ イ ン ・ギ ャラ リー の 一 角 に ア イヌ1二芸 を展 示 す る場 が や っ と

与 え られ ま した。

イ ヌ イ ッ ト版 画 とヒ ュー ス トン

後 小 路 　 イヌ イ ッ トの 版 画 と日本 の 浮世 絵 が 影響 関係 にあ る とい うの は,事 実 関係 か

ら言 う と,1957年 に ヒュ ー ス トン とい う人が まず イヌ イ ッ トに 版両 を紹 介 して か らH

本 の 平塚 運 一の と ころ に勉 強 にい くとい う こ とで す ので,お そ ら く版 画 自体 はす で に

紹 介 を して,そ の 後 に,あ る意 味 で は 箔 をつ け るた め に 日本 に 来 たの か な と思 うんで

す 。 平 塚 運一 に しろ木 版 画家 で す が,素 材 が 石 で す し,版 も非常 に単 純 な ・版 です の

で,日 本 の 版画 に似 て い る とい うの は,か な り強 引 な感 じが し ます 。

　 彫 刻 の ほ うです けれ ど も,確 か にヘ ン リー ・ム ー アの 彫 刻 に非 常 に よ く似 て い る と

思 うん で す 。特 に1920年 代 の一一番 初 期 のヘ ンリー ・ム ー アの 彫刻 とい うの は 石 の直 彫

りで,し か もヘ ンリー ・ムー アは大 英 博 物 館 で,メ キ シ コ とか い わ ゆ る プ リ ミテ ィブ ・

ア ー トとい い ます か,非 西洋 圏 の 彫 刻 を か な り真 似 を して い ます。 自分 な りに 多 少形

を変 えて ます け れ ど も,そ うい う もの を実 際 に ヒ ュー ス トン とい う 人が 図 版 と して 見

せ て作 らせ た可 能 性 は ない のか どうか 。 あ る い はそ の もと にな っ て い る メキ シコ の彫

刻 や なん か を 見せ て,プ リ ミテ ィブ ・ア ー トとい うか,イ ヌ イ ッ トらし さは こ うい う

もの だ よ とい うの を 見せ た ん じゃ ない か とい う,そ の辺 の 可 能性 につ い て は い かが で

し ょうか 。

104



セッション2　 討論

岸 上 　 ヒ ュー ス トンの 自伝 が 出 て い ま して,そ の 中 に彼 は 次 の よ う に書 い て い ます 。

「浮世 絵 は世 界 に知 られ た 日本 の古 い版 画制 作 の シ ステ ム で,北 斎,広 重,歌 麿 な ど,

多 くの 芸 術 家 た ちが 優 れ た 原 画 を生 み 出 して きた。 版 画 自体 は 別の 人間 が担 当す る。

こ れ に対 し現 代 の版 画 は,一 人 の 人 間が 芸術 家 と版 画 制 作 者両 方 を兼 ね て い る。 移 動

を 日常 とす る北 極 圏 の 生 活 や,紙 の供 給,色 づ け に必 要 な熱 な どの 条件 を考 え,わ た

しは浮 世絵 の システ ム こそ,白 分 た ち に最 もふ さわ しい シ ステ ム だ ろ う と感 じて い た」。

大 村 　私 の 知 る 限 りで は,日 本 の 版 画 や ヘ ン リー ・ム ー ア の 彫 刻 の 写 真,い わ ゆ る

「プ リ ミテ ィブ ・アー ト」 な どの写 真 を イヌ イ トに 見せ た とい う事 実 は な い と思 い ま

す 。

　 日本 の 版画 の 導 入 に 関 して重 要 だ っ た の は,日 本 の 版 画 に確 立 して い た分 業(原 画

の 作 成,版 の作 成,刷 り)が,生 業 活動 の ため に 移 動す る機 会 が 多 くて工 房 な ど1ヵ

所 で 作 業 を長 期 間 継続 す る こ と をあ ま り好 ま なか っ た 当時 の イ ヌ イ トの実 状 に よ く適

合 して い た こ とで す 。彫 刻 と は違 って,版 画 はそ の 制作 過 程 が 複雑 で,も し ・人 で 原

画か ら版 の作 成,刷 りま で をす べ て や っ てい た ら,よ く整 備 され た工 房 に長 期 間縛 り

付 け られ,生 業 活 動 に で か け る暇 が な くな って し まい ます か ら,生 業 活 動 に出 た い現

役 の ハ ン ター は興 味 を もた ない 。 日本 の版 画技 術 の 導 人のH的 と意味 は この 分 業 制 に

あ り,ヒ ュー ス トンに よ れ ば実 際 に うま く機 能 した。 ま た,こ の版 画 の導 入 に 付 随 し

て,原 画 制作 者,版 制作 者,刷 り師 の印 を作 品 に押 す 日本 の 版 画 の慣 習 も導 入 され ま

す が,こ の 押 印 の 導 入 も重 要 な意 味 を もって い た。 押 印 に よっ て作 品 と作 家 を一義 的

に結 びつ け,作 る側 の イ ヌ イ トの側 に も,鑑 賞 した り購 入 す る側 の欧 米 ド ミナ ン ト社

会 の側 に も 「作 家」 性 を意 識 させ,「 イヌ イ ト・ア ー ト」 を従 来 の 「匿 名 」 な 「プ リ ミ

テ ィブ ・アー ト」 と してで はな く,「 美術 」 と して 普及 させ る よ うに促 したか らで す 。

さ らに,刷 る作品 の数 を限 定 して,場 合 に よっ て は,刷 った 後 に版 を削 って しま う こ

とに よって 希 少価 値 を だす こ と まで しま した。 こ の よ う にlI本 の版 画の 導 入 の 意義 は

あ くまで も技 術 的 な もの で す 。

　 次 のヘ ン リー ・ム ー アや 他 の 「プ リ ミテ ィブ ・アー ト」 との影 響 関 係 に つ い てで す

が,私 の 知 る限 り,ヒ ュー ス トンな どが そ う した いわ ゆ る 「プ リ ミテ ィブ ・ア ー ト」

の写 真 な ど を見せ た とい う事実 は ない と思 い ます 。 確 か に ヒュー ス トンは,ど う い う

作 品 を作 れ ば よい のか を教 え る ため に図 解 入 りのパ ン フ レ ッ トを作 り,そ れ を イ ヌ イ

トに配 って い ま したが,そ の パ ン フ レ ッ トには,ム ー ア の作 品や 他 の 「プ リ ミテ ィブ ・

ア ー ト」 の 図 は あ りませ ん。 確 か に,そ う した 図の 中 に は,ト ー テ ム ・ポ ー ル の図 な

どが あ ります が,後 は,1950年 代 以 前 の 「歴 史時 代 」 に作 られ て い た 彫 刻 や,当 時,
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カ ナ ダ工 芸 品 ギ ル ドが イヌ イ トに作 らせ た い と考 えて い た篭 細 工 の 図 な どで,特 にい

わ ゆ る 「プ リ ミテ ィ ブ ・ア ー ト」 を強 調す る よ う な要 素 は あ ま り強 くな か っ たの で は

な いか と思 い ます 。

エ ス ニ ッ ク ・ア ー ト と イ ヌ イ ッ ト ・ア ー ト と い う 表 現

松 山 　 岸上 さん はエ ス ニ ック ・アー トとお っ しゃっ て,大 村 さん は イヌ イ ト ・ア ー ト

とお っ し ゃっ て るん で す が,エ ス ニ ッ ク ・アー トは オ ー ス トラ リア で は,非 常 に具 合

の悪 い 言葉 に な って い る ん です 。

岸 上 　 カナ ダ も多 文 化 主義 です か ら,エ スニ ッ ク とい う言 葉 は 非常 に嫌 って い ます 。

だか らた ぶ ん カナ ダの 国 の 中で は使 っ て ない は ず です 。 なぜ これ を使 っ たか とい う と,

実 は グ レーバ ー ンの1976年 の 『エ ス ニ ック ・ア ン ド ・ツー リス ト ・アー ト』 とい う本

の 中 に 出 て くる定 義 に従 い ま した。 その 定 義 に よる と,エ スニ ック ・アー トの特 徴 と

い うの は文 化 的 な もの で あ り,民 族 間の 関 係 とい う もの を象徴 し,非 伝 統 的 な芸 術 で

す 。 商 品 に な って い る な って ない とい う こ とを 強調 す るた め に,意 図 的 にぼ くはエ ス

ニ ッ ク ・アー トを使 い ま した 。 後 の発 表 で は 落 と しま した 。

　 言 い方 は複 数 あ る と思 い ます 。 た だ,さ っ き言 っ た3つ の点,文 化 的 な特 徴,民 族

間 の 関係 の 交 信 力,コ ミュニ ケ ー シ ョ ンで す ね。 それ か ら非伝 統 的 な芸術,こ の3つ

の特 徴 を,ぼ くは もっ てい る と考 え たの で,1950年 代 以 降 の イ ヌ イ ッ ト ・アー トに 関

して は あ る時 点 まで は この概 念 が あて は まる と考 えた わ け です 。

松 山 　最 後 で 文 章 か ら抜 い た とお っ しゃっ て い るの は,ど こ の こ とで す か。

岸 上 　 「1999年 の 時点 で,イ ヌ イ ッ ト・アー トの市 場 は飽和 状 態 にあ る とは い え」云 々

の とこ ろで す 。

大村 　 い わゆ る 「ポ ス ト ・コ ンテ ンポ ラ リー」 や 「ポ ス ト ・モ ダ ン」 と呼 ばれ て い る

最 近 の作 家 た ち の 中 に は,「 イ ヌ イ ト・ア ー テ ィス ト」 と呼 ばれ る こ とを嫌 う人 た ちが

出 て きて い ます。

岸 上 　 た とえ ば ア ブ ス トラ ク ト ・ス カル プ ター とか 名 刺 に書 い て ます ね 。

松 山　 だか ら,コ ンテ ンポ ラ リー ・ス カル プ ター とい うの は,そ の ま ま呼 べ ば い い ん

じゃ ない で す か。 あ えて そ れ をエ スニ ック とか イ ヌ イ ッ トとか い う範 躊 には め こ む必

要 が よ くわ か らな い。

岸 上 　 市 場 に 入 る経 緯 と して,こ れ は イヌ イ ッ トの もの だ よ とい っ て売 り出 した んで

す 。 イ ヌ イ ッ トのモ チ ー フが 出て い る とい う こ とが,ず っ と長 い 間続 い て きた わ けで
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す。 そ うい う意味 で,ぼ くは 意 図 的 にエ スニ ック をつ け ま した。

博物館 と美術館

佐 々木 民 博 と私 ど も博 物館 との一 番 大 きな違 い と 申 し ます と,私 ど もはモ ノ を して

語 らしめ よ とい う大 原 則 が あ る んで す 。 つ ま り,こ うい う もの をた だ 置 くの で は な く

て,こ の モ ノが 内 在 して い る意 味 を,観 客 に見 て わ か る よ う に陳 列 で 工夫 しろ とい う

こ と なん です 。 これ は,帝 室 博 物 館 にな っ てか らで す か ら,80年 近 く続 いて い る考 え

方 の ひ とつ な んで す 。

　 民博 の展 示 の よ うに,美 術 作 品,絵 画作 品 の下 に そ れ の 関連 資 料 を 並べ る とか,い

わ ば煩雑 さを思 わ せ る よ うな陳 列 は,た ぶ んで きな い だ ろ う と思 うん です(笑)。

松 山 　 ぼ くの展 示 が 一 番煩 雑 で,い ろ ん な こ と をや っ て る んで す 。 今 で こそ 絵 画 を博

物 館 が標 本 資 料 と して 集 め る よ う にな り ま した。 け れ ど も,ア ル バ ー ト ・ナ マ ジラ の

絵 も,窪 田 さん な ん か に集 めて い た だ い た んで す け れ ども,そ の と きは正 直 い っ て絵

を標 本 資料 と して 収 集 す る こ と に抵抗 感が あ りま した。 そ れ は,標 本資 料 か とい う抵

抗 感 です 。 そ の せ い か ど うか,た ぶ ん そ のせ い と思 うんで す が,私 た ちが 初 期 に収 集

した絵 画 に は,デ ー タ と して有 名 な 人以 外 は作 者 の 名前 が ない し,制 作 年 が な い ん で

す 。 今 度 ア ボ リ ジナ ル で展 示 した の は,そ の 中 で か ろ う じて 制作 年 が あ った り,名 前

が あ る もの を選 び ま した。

佐 々木 　エ スニ ッ ク ・ア ー トと言 え る のか ど うか わ か りませ ん が,集 団 の 作 品 か ら個

人 の作 品へ と転換 して い く過 程 が あ ります よね 。 こ れ はあ る面 で は大 き な芸術 行 為 に

なっ て い くの で は な い のか な と思 うん です 。 そ うい っ た意 味 で は,今 回 の 年 代が 表 記

され て い る とい うの は,民 博 も美術 史的 な意 識 を必 要 とす る よ うな時 代 が 来 た のか な

と,思 い ま した 。

川 ロ　 モ ノ を して語 ら しめ よ と とい うの は,わ りと 昔か ら,大 学 の 美 術 史 学科 なん か

に 行 くと言 わ れ る ん です が,シ ンポ ジ ウム の 企 画案 を最 初 に い た だ き ま した と きに,

5つ ばか りの 問題 が 番 号 を打 っ て あ げ られ て い て,そ の 中 に ア ー トは民 族 文化 の何 を

表 象 して い る か とい う項 目が あ る んで す け れ ど も,今 の モ ノを して 語 ら しめ よ とい う

文脈 の 中 で 言 う と,私 は,誤 解 を恐 れ ず に 言え ば,ア ー ト自身 は何 も表 象 しな い と思

うんで す 。 そ うで は な くて,ア ー トの 背 後 に い る さ ま ざ まな 人 間が アー トを 介 して 何

か を語 ら しめ て い る と い う こ とは あ る と思 うん です 。 で す か ら,そ の 人 間 が あ る と き

は制 作 者 で もあ る だ ろ う し,展 示 す る人 で もあ るだ ろ う し,売 買 す る人 で もあ り,い
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う ん な人 間 が 後 ろ に実 は さ まざ ま な恣 意 的 な政 治 的 な 思 惑 で う ごめ い て い る ん だ ろ う

と思 い ます 。

　 それ か ら先 ほ ど展 示 の 仕 方 で,美 術 館 と博 物 館 の 違 い とい うの が あ り ま した けれ ど

も,実 は美術 館 の歴 史 を見 て み る と,い わ ゆ る美 術 館 の 内 部で も,2種 類 の展 示 の 哲

学 とい うの が,19世 紀 以 降 あ りま して,教 育 的 な美術 館,も し くは 教 育 的 な展 示 と,

審 美 的 な美術 館,も し くは 審美 的 な展 示,つ ま り審 美 的 な流 れ と教 育 的 な流 れ の2つ

が あ って,実 は今 わ れ わ れ が モ ダ ン ・ア ー ト ・ミュ ー ジ ア ム なん か で 非常 に なれ 親 し

ん でい る審美 的 な美 術 館 とい うの は,非 常 に寡 黙 で,沈 黙 が 重 視 され て,情 報 は極 力

少 な くとい う展 示 の 形 態 が あ る わ けで す が,こ れ は お そ ら く出 て きた の は20世 紀 に 入

っ てか らだ と思 うん で す 。 や は りニ ュー ヨー クの 近代 美 術 館 の 出 現 が 大 きか った と思

う んで す 。 そ れ以 前 は わ り と教 育 的 な展 示 が 多 くて,け っ こ う文 章 で説 明 され て い た

例 が 多 か っ た わ けで す 。

窪 田　 オ ー ス トラ リア とカ ナ ダで も,反 対 に美 術 館 の側 が 人 類 学 博物 館 に近 づ い て い

る な と思 う よう な事 例 を い くつ か 見 た こ とが あ って,そ れ が 気 に な っ て るん で す。

　 た と えば カ ナ ダの バ ンク ーバ ー の 美術 館 で 去 年,ク ワ キ ウ トル の仮 面 の 展 示 をみ ま

した。 ほ とん ど文 字 に よる説 明 は ない ん です が,展 示 の 内容 は 民博 の展 示 場 に い る ん

じゃ ない か な,と 錯 覚 す る くらい で した。 日本 の博 物 館 の ほ うで そ うい う歩 み 寄 り と

い うの は最 近 はあ るん で し ょうか 。

近 藤 　 た とえ ば兵 庫 県 立近 代 美 術館 に,ず い ぶ ん そ う い う意 識 を もっ て され て た学 芸

員 が お られ ま した 。博 物 館 の 姿 勢 で は な い部 分 が あ る と思 い ます。 結 局 キ ュ レー ター

の 力 量 次 第 な んで す よね。 展 示 の構 成 は。

佐 々木 近 藤 先 生 は キ ュ レー ター の 問題 だ とお っ しゃ るん で す け れ ど も,そ れ 以前 に

上 の 人 が理 解 して くれ な い と(笑)。 や は りそ うい う寛 容 性 の あ る上 司 が い る とい な い

とで はぜ んぜ ん違 うん です 。

吉 田 　 展示 手 法 そ の もの は,ど っち か ら も今 急 速 に歩 み 寄 っ て ます よね 。 だ か ら,ギ

ャ ラ リー の 中 に 目隠 し されて 入 って しま って,ど っ ちだ と判 断 しろ と言 わ れ た と きに

は,判 断 で きない よ うな展 示 が す ご く多 くなっ て い る と思 い ます 。

アー トにつ く限定詞の問題

吉 田　 た だ,そ こで 一番 大 き な問題 は,そ うや っ て美 術 館 と博 物 館 とい う区 別 を な く

そ う と して い き なが ら,一 方 は,限 定 詞 な しで ア ー トと呼 ば れ,も う一 方 は ど う して
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セッション2　 討論

もイ ヌ イ ッ ト ・ア ー トと呼 ば れ る。 あ るい は ア フ リカ ン ・ア ー トと呼 ば れ る。 あ るい

は場 合 に よ って は エ スニ ック ・ア ー トと呼 ば れ る とい う点 だ と思 い ます。 も し,ア ー

トとい うの を横並 び で見 よ う とい うの だ った ら,最 終 的 に そ の 限定 詞 は い らない は ず

で す。 に もか か わ らず,ア フ リカ とかエ スニ ック とい う冠 は最 後 まで つ い て ま わ る と

い うこ とで す よね。 しか も,ひ ょっ と した ら特 定 の カテ ゴ リー の特 定 の ス タイ ル を も

っ た作 品 だ けが,エ スニ ック ・ア ー トとか,イ ヌ イ ッ ト ・ア ー トとか,ア フ リカ ン ・

ア ー トと呼 ば れ て い るの で は な い か。

　 そ こ の 区別 とい うの は,展 示 手法 が いか に平 準 化 して きて,区 別 な くな っ て も,最

後 ま で残 って い く部 分 で す 。 そ れ は言 いか える とエ スニ ッ ク ・アー トを消 費 して い る

わ れ わ れの 側 の 中 に あ る大 きな壁 な ので あ っ て,お そ ら くこ のエ スニ ッ ク ・アー トと

文 化 の表 象 の 問題 に とって,そ の 部分 が 一 番大 きい 問 題 だ ろ う と思 い ます 。 一 方 で,

表 象 され る側,展 示 され る側 か ら言 う と,た とえば 北 米 の ナ チ ュ ラル ・ヒス トリー の

ミュ ー ジ アム の 中 で考 古 学 遺物 だ とか,動 物 の剥 製 と一緒 に おれ た ちの もの を並 べ ら

れ る の は困 る とい うの で,ア フ リカ系 の ア メ リカ 人の 反 対 が あ って,ア フ リカで 生 み

出 され た もの を博物 館 に展 示 す る こ と自体 が 難 し くなっ て きて い ます 。 た とえば ニ ュ

ー ヨー クの ア メ リカ ン ・ミュー ジ ア ム ・オブ ・ナチ ュ ラル ・ヒ ス トリー の ア フ リカ展

示 とい うの は,い まだ に ど うや っ て変 え るか とい う議 論 が続 い てい ます。 ス ミソニ ア

ンの ア フ リ カ展示 も閉鎖 の ま まです よね 。

　 わ れ われ の 側 に何 とな くア ー トの ほ うが 上 で,ア ー トで な い もの の ほ うが 下 だ とい

う認識 が あ って,美 術 館 の ほ うが ス テー タス が上 で,博 物 館 は 下だ とい う先 入 見 が あ

る 以 上は,た とえ ば ア フ リ カ ン ・ア メ リ カ ンた ちが 自分 た ち は博 物館 の 中 で は表 象 さ

れ た くない とい うの は 当然 だ ろ う と思 う し,そ れ を まっ た く非 難 で きな い だ ろ う と思

い ます 。

　 私 が2年 前,川 口 さ ん と一 緒 に や っ たあ の 「異文 化 の まな ざ し」 とい うの は,ま さ

に そ の 区別 を一 度展 示 とい う もの を通 して 問 い なお して み よ う とい う試 み だ った ん で

す が,結 果 的 には 問 い なお せ な か っ た。 結 論 か ら言 う と,壁 と い うの は博 物 館 や 美術

館 とい う機 関 そ の もの よ りもむ しろ お客 さん の側 にあ る。 お客 さん の側 に,博 物 館 に

行 く ときの構 え と,美 術 館 に 行 く と きの 構 えが ぜ ん ぜ ん 違 うんで す 。 わ れ われ は まっ

た く同 じ展 示 を美術 館 と博 物 館 で や っ たん です けれ ど も,お も しろか っ た の は,民 博

で ギ ャ ラ リー ・トー ク をす る と,そ れ をめ が け てお 客 さん が い っ ぱい 来 て くれ る。 と

ころが,世 田 谷 で は ……,1回 や られ たん です か 。

川 ロ　 いや,2,3回 や りま した。
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吉 田　 世 田 谷 で,ギ ャ ラ リー ・トー ク を催 す と,ア ン ケー トが 来 て,土 曜 日 とか 日曜

日にギ ャ ラ リー ・ トー ク をや る の は避 け て ほ しい。 鑑 賞 の 邪魔 に な る。 と文句 を言 わ

れ る と言 うの です ね(笑)。 博 物 館 の 中 だ っ た ら,新 た に学 ぶ,あ るい は新 た に考 えて

み る とい うこ とを許 容 して も,美 術館 へ 行 くと き には 考 え た くない,学 び た くない と

い う。 鑑賞 とはお そ ら くす で に確 立 され た価 値 の 再確 認 だ と思 うん です が,美 術館 に

お 客 さんが 要 求 して い るの はそ うい う もの なん だ ろ う と思 い ます。

川口 　 大 村 さん が発 表 の 中 で,自 分 を イ ヌ イ ト ・アー テ ィ ス トと呼 んで も らっ た ら困

る とい うふ う に拒 絶 して い る とい うお 話 が 出 て きた と思 うん です けれ ど も,そ れ は ま

さ に社 会 全 体 が そ うい う価値 観 ヒエ ラル キ ー を共 有 して い る こ と を彼 らは 敏感 に察

知 してい て,下 位 に,劣 位 に押 しや られ る の は いや だ,と い う拒 絶 の 表 明 だ と思 うん

です 。

　 エ ス ニ ック をつ け る かつ け ない か とい うよ う な問 題 は,確 か に形 容 詞 の 問題 で しか

ない ん です けれ ど も,実 は形 容 詞 をつ け るつ け ない とい うの が,す ご く大 事 な問題 で,

この シ ンポ ジ ウム を貫 く,少 な く と もひ とつ の 大 きな柱 で はな い か な と,私 自身 は思

っ て お ります 。
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