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負の歴 史的遺産 にお ける生活実践の 伝承可能性
一

ハ ン セ ン 病療養所にお けるア ー トプロ ジ ェ ク トを事例 と して
一

宮 本　結 佳

　（滋賀大学）

　近 年，多様な建 造 物群 や 自然景観，歴史的景観を保存 し，広 く公開 しよ うとす る動 きが 活発化 し

て お り，そ の 中で も と くに 戦争，災 害，公 害，差 別 と い っ た 否定的記憶 を伝承す る 負 の 歴史的遺産

へ の 関心が 高まっ て い る 。 歴 史的遺産の 中に は多様な要素が 含み こ まれ て お り，そ の 中の どこ に 光

をあて る の かを争点とする議論が活発化 して い る 。 本稿 で は，差別 を め ぐる負 の 歴 史的遺産 で あ る

ハ ン セ ン病療養所を事例として取 り上げ，こ の 点 につ い て 検討を行 う。

　ハ ンセ ン病療養所 をめ ぐる先行研究におい て は こ れまで 「被害の語りが圧 倒的に優位な立場を確

立 す る こ とで，そ こ に 回 収 し きれ ない 多様な語 りが捨象 され て し まう」点が 問題 と して 指摘 さ れ て

きた。ハ ン セ ン病療養所の 保存 ・公 開 に お い て は 「被害の 語 りが優位 に な る陰で 捨象されがちな主

体的営為 をい か に伝えて い くの か」が 問わ れ て い る の で あ る。本稿 で は 香川県高松市大島の ハ ン セ

ン病療養所 に お け る 食 を テ
ー

マ とす る ア
ートプ ロ ジ ェ ク トを媒介 と した保存 ・公開活動を事例 とし

て，こ の 問 い を検討 した 。 活動の 軸 の 1 つ で あるt 大島 を味 わ うこ とを テ
ー

マ と した カ フ ェ シ ヨ ル

にお け る取り組 み の 分析を通じ，そこ で は 楽 しみ を 伴う主 体的営為 と して の 食 を め ぐる複 数 の 生 活

実践 が巧 み に表象され て おり，従来捨象されがちで あ っ た入所者 の 多様な経験 が 継承され て い る こ

とが明らか に なっ た 。 人 々 に よ っ て紡 ぎだ さ れ る物語が多様で あ る こ とを鑑 み れ ば，ア
ー

トプ ロ ジ

ェ ク トを含 め た さまざまな手段 を媒介と して 主体的営為を表出する取 り組み を活発化させ る こ とが

可 能 であ る と考え られ る 。

キーワード ；負の 歴 史的遺産，歴 史的環境，ハ ン セ ン病療養所，ア
ー

トプ ロ ジ ェ ク ト

1． は じめ に 遺産化現象 の隆盛

　炭鉱や造船所 T 製糸場 などの 近代産業に関連す る遺産や，地 質や 自然景観 とい っ た 自然 に関す

る遺産，また昭和 30年代 の 町並み と呼 ばれる ような比較的近 い 過去 の 身近な暮 らし に 関連 する

遺産など，こ れ まで は地域 に残 る遺産 として 意識 され る事が少 なか っ た建造物群や 自然景観 歴

史的景観を保存し，広 く公 開しよ うとする動きが 近年活発化 しつ つ ある 。

　現代 は，従来保存 の対象 として 法律で 定め られ て きた文化財 とい う枠 にと どま らず，生 活様式，

技術や芸能，自然物や 景観，人間 の所業や出来事，災害の痕跡や 記憶に い たる まで あ らゆ る もの

が文化遺産
（D

とな りうる 時代で あ り，そ こ で は可能なか ぎり網羅的に共有の 遺産 とし て さまざ ま

な体験 と文化 を保存する こ とが試み られ る （小 川，2002；荻 野，2000）。 荻野 昌弘の 言葉 を借 りれ

ば あ らゆ る もの が遺産 となる 「遺産化現象の 加速化」 （荻野，2002）が急速に進んで い る の であ

る 。
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宮本 1負 の 歴史的遺産に おけ る 生活 実 践 の 伝承可能性

　多様な遺産の 中で もと くに近年，近代化産業遺産お よび負 の 歴史的遺産へ の 注 凵が高ま りつ つ

ある 。 典型 的な近代化産業遺産で あ り，20／4年 にユ ネス コ の 世界文化遺産 に登録 された富岡製

糸場や，15 年 にユ ネス コ の 世界遺産委員会に よ っ て 世界文化遺 産へ の 登録決定が な され た 九

州 ・山 口 を中心 とする 明治 日本の 産業革命遺産 に は ，メ デ ィ ア報道等を契機に多数の 観光客が訪

れ る よ うに な り，ヘ リテ ージ ツーリ ズ ム と呼ばれる新た な観光の 形態が模索 されて い る 。 地域資

源を活用 した観光に取 り組むこ と で 地域振興 をめ ざす動 きは各地 で 活発化 して お り，こ の ような

社会的潮流は今後 も継続 して い くこ とが予想 され る。一
方，近代化産業遺産 とい う日本の発展過

程を象徴する遺産とは逆の 立場 にある，戦争や さまざまな災害，公害や差別 とい っ た 「近代史の

否定的側面 を示す」（荻野，2000）負の 歴史的遺産の 保存 をめ ぐる動 きも1司時に各地で生起 して い

る 。 2011 年の 東 日本大震災以 降，福 島第
一

原 発事故の 記憶の ア
ー

カ イブ化や被災者 自身に よる

被災地 の 自主 的な案内 （東，2013 ；渡邊，2013）など災害 に関する遺産 をめ ぐる活動が さか んに な

りつ つ ある。

　さ ら に前述 の 災害 に と ど ま らず，近 年で は差別 をめ ぐる負の 歴史的遺産で ある，ハ ン セ ン 病療

養所の 保存と公 開をめ ぐる動 きも活発化 して い る 。 2009 年に施行 され たハ ン セ ン病問題基本法

におい て T 療養所施設の 地域 開放や歴 史的建 造物の保存が うたわれ ，各療養所で 地域 開放をめ ざ

した将来構想が ま とめ られ る
 

と同時 に，14 年の 栗生楽生園における重監房資料館開館の よう

に療養所内の 施設を保存 し，資料館 として広 く公開する動 きが 進め られ て い る 。 こ うい っ た，災

害や公 害，差別 と い っ た人類の 負の 足跡 をた どる （井出，2013）ダーク ッ
ー

リズ ム と呼ばれる観

光 の あ り方 も，先の ヘ リテ
ー

ジ ツ
ー

リズム と同様，徐 々 に その かた ちが模索 されつ つ ある 。

　 こ の よ うな社 会状 況の変化 と軌 を
一

に し て ，社会学分野 に お い て も 1990 年代後半か ら歴 史的

環境 とい う概念が提唱 され，有形 ・無形の 歴 史的遺産が集中 して 存在する こ と で つ くり出され る

一
定の 場 を幅広 く対象 とする研究が 増加 して い る （片桐，2000ほ か ）。 こ れ まで保存

・公開の対象

とされ て こ なか っ た遺産に大 きな注 目が 集ま り，ツ ーリズ ム とい うかた ちで そこ に多 くの 人 々 が

訪れ るよ うにな っ た とき，その 保存 と公開をめ ぐっ て い っ た い 何が課題 となっ て きた の だ ろ うか 。

次節で は，こ の 点につ い て詳 しく見て い くこ ととした い 。

2．本稿の 問題 関心

　2．1．ヘ リテージツ ーリズ 厶 の興隆 に伴 っ て生起 す る問題

　 1 つ ひ とつ の 遺産 は，つ ね に 肯定 ・否定どち らか の 側面だけ を もつ 単純な存在で ある こ と は少

な い 。 しば しば 1 つ の 遺産 の 中には多様な要素が含み こ まれ て お り．そ の 中の ど こ に光をあ て る

の か を争点 とする 議論が活発化 しつ つ ある 。 前節で ，遺産の 公開に伴 っ て外部か ら人 々 が訪れる

各種ツ
ー

リズ ム の 興 隆が見 られ る こ とを確認 したが ， 産業遺産 にお い て は こ の ツ
ー

リズ ム の 興隆

によ っ て起 きる次の よ うな問題 が指摘され て きた．そ れは観光化が
一

種の消毒作用 を伴 うため，

そこ で は 日本の産業化 を牽引 した栄光や威容 な どの肯定的な側面の み が提示 され，過酷 な労働環

境や 環境被害 と い っ た否定的な側面が消 され て しま うとい う点で あ る （荻野，2000；2002＞。 端島

炭鉱 （軍艦島） の 産業遺産 として の 表象を研究 した木村至聖は，表象の 形態 として とりうる選択

肢の 1 つ に 「近代化の 礎 と して の ナ シ ョ ナ ル な物語」 とい う肯定的な側面 を強調する戦略を挙げ
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て い るが，同時にそれ が負 の 記憶を含め た多様 な経験 を削 ぎ落 として しまう危険性も指摘 して い

る （木村，2009）。 2015年 に端 島炭鉱 （軍艦島）が明治 日本の 産業革命遺産の 1 つ として世界遺産

へ の登録勧告を受けた際に，韓国か ら徴用工 問題 をめ ぐっ て登録 へ の 反発が起 こ っ た こ とは記憶

に新 しい が こ れ は木村 の 危惧が現実の もの とな っ て い る こ とを示 して い る 。産業遺産の 保存，

公開 にお い て は肯定的側面が強調 される こ と で 否定的側面が消毒され て しまうこ とが 問題視され

て きた の で ある 。

　2．2．負の 歴史的遣産の保存 ・公開をめ ぐる課題

　一方，負 の歴史的遺産におい て は，そ もそも災害や差別とい っ た否定的側面へ の 注 目が遺産化

の 出発点 となっ て い る 。 その ため，産業遺産 とは異 な り，負の 側面が 削ぎ落 とされ る とい う問題

に直面 する可能性は低 い
 

。 それ で は，負 の 歴史的遺産 の 保存 と公開をめ ぐっ て ，「多様な要素

の 中で どの 点をク ロ
ーズ ア ッ プする の か」とい う表象をめ ぐるせ め ぎあい が ない か と言えば，け

っ して そうで は ない
。 そ こ で は消毒作用 とは異なる点が新た に課題 と して 浮か び上 が っ て くる の

で ある 。 以下 で は ， 本稿が事例 とする負 の歴史的遺産，ハ ン セ ン 病療養所 をめ ぐる先行研究にお

い て 何が課題 と して 指摘 され て きた の か を見て い きた い 。

　2001年，長期に わた っ て続い て きた 隔離政策の誤 りを問 うらい 予防法違憲国家賠償請求訴訟

に対し原告勝訴 の 判決が 出された こ とを契機 として ，隔離をめ ぐる さまざまな問題が広 く社会に

認知され る こ と とな っ た （青山，2014 ；坂 田．2009）。社会的関心 の 高ま りを反映 して ，社会学分

野 で もハ ン セ ン病療養所 に 生 き る 人 々 を対象 とする研究の 蓄積が 進 ん で い るが，そ こ に共 通 して

見 られ る の は ハ ン セ ン 病者 の 「生 の 多様性 ・複数性 に 照準 し」（有 薗，2008a），生活の 場で あ る療

養所の 中で 生 きられ て きた生 の 豊か さや 主体性，そ こ で の 生 活活動が もた らす創発性や文化形成

に注 目する分析視点で あ る （青山．2014；有薗．2008a；2008b； 桑畑 t
　 2013 ；坂田，2009：2014）。 こ れ

ら の 研究 は被害や 人権侵害 と い う表現に よ っ て
一

様 に 説明 し尽 くされ る もの で は な く 侑 薗t

2008a），差別 を告発する権力闘争に還元 で きな い ハ ン セ ン 病者の 営み の 広が り （坂 田，2009）に注

目して きたの で ある 。

　近 年，こ うした視点 に立つ 社会学分野 の研 究か ら，らい 予防法違憲国家賠償請求訴訟に よっ て

広 く流布する こ ととな っ た 「被害の 語 り」が は らむ問題点が指摘 されて い る 。 それ は，被害 の 語

りが圧倒的に優位 な立場 を確立する こ とで ，そ こに回収し きれな い 多様な語 りが捨象され て しま

うとい う点で あ る 。 議論の 前提 として 確認 してお くが，こ の 指摘 はけ っ して らい 予防法違憲国家

賠償請求訴訟そ の も の の 否定を意味する の で は な い 。 こ れ まで ハ ン セ ン病者が 自らの 経験を社会

問題 として表象 し流通 させ る 手段 をもつ こ とがで きなか っ た状況の 中で ，訴訟は彼 らが 自らの 経

験 を他者へ 向けて語 り始める重要な契機 とな っ た。 そ こ で被害の 語 りが反復 される こ とを通 じて

彼 らの 被 っ た苦難が社会争点化 され，ハ ン セ ン 病者の 経験 が 隔離政 策の 被害として位置づ け られ

た こ とが 重要 な社 会 的意義 を もつ と い う点に つ い て は 共通の 了解 が ある （ff　ll．1，2014：右 薗．

2008a；2008b）o

　一方，訴訟で はその 戦略上 隔離被害 に焦点が あて られ，それ に沿 っ た運動の枠が形成 され た 。

入所者に と っ て 運動の 中で被害 と向き合 い ，被害者 として 自己 を呈示する こ とは 自己 の 無力さ を

提示す る こ とで もあ っ た （青山，2014）。 そ の た め，入所者か ら個々 の 経験が 「被害」 と し て ひ と
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くくりに される こ とに対 して違和感が表明 され，被害の ほか に も語るに値する経験 があ る とい う

メ ッ セ
ー

ジが発せ られ るよ うになる （有薗，2008b）。

　有薗昌代 は，（自 ら仕事 の 場 を つ くりだ して い くとい う）入 所者たち の 日常的実 践
ω

にお ける主体

的営為の 語 りに着目し，こ うい っ た実践の 経験が彼 らの 現在を支えて い る （自己存在の 肯定を支え

て い る）こ と，だか らこ そ被害 の 枠 に収 まらな い こ の よ うな経験 もハ ン セ ン病者の 歴 史の 重要な

側 面の 1 つ で ある こ とを指摘する 。 そ こ で 問わ れ て い る の は，被害の 枠に収まらな い もの も含

め た，ハ ン セ ン 病 を患 っ た人 々 か ら紡 ぎ出される 多様 な物語 をどの よ うに残 して い くの か一 彼

らの 生 きて きた証 をしるすバ トン をどの よ うに受け渡すこ とが で きる の か
一 とい う点で ある

（有薗，2008b）（5）
。

　 こ の よ うな被害の 枠に収ま らな い ，多様な生 の あ り方を どの よ うに描 き出 して い くか と い う点

は，公害被害 を環境社会学の 視点か ら分析す る研究におい て も問われて きた 。 た とえば，関礼子

は新潟水俣病の 調査 を通 じて 次の 点を指摘 して い る 。 裁判にお い て t 被害者は被害者 と して の み

存在 し，地域 の 生活者で ある とい う視点は捨象され る。 しか し，患者は苦痛の み だけで はな い 日

常を暮ら して お り，被害者が 生 活者 と し て の 言葉で 表現 で きる 「身の 丈 の 水俣病」を見据えて い

くこ とも重要で ある。関は，こ の 点を ふ まえて 水俣病 の教訓化 を考えた とき，水俣病を地域 の 日

常の 中か ら捉 えなおそ うとい う視点を もち，地域の 中の対立 や葛藤を超 えて 関係性 を修復 しよ う

とする 「水俣病被害者運動 と い う地域づ くり運動」 に可能性 を見出 して い る （関，2003）。

　 関の 被害者 に対す る分析視点は，調査対象は違えど有薗の 指摘 と共通する部分がある 。

一
方で ，

記憶 ・経験をどの よ うに伝承する の かを考えた とき，ハ ン セ ン病問題 は公害被害とそ の条件が異

な る部分が ある 。 療養所で は断種，堕胎手術 が行わ れ （桑畑，2013）入所者 たちは子 ど もをもつ

こ とが か なわ なか っ た とい う事情か ら療養所の 人 口 は減少の
一

途 をた ど っ て お り，い ずれそ こ に

住む人 が い な くなる 時期が 到来する 。 そ の た め
， 療養所に住 む 人 々 が今後 もず っ と伝承 の 担 い 手

とな る の は不可 能な状況 であ る 。 こ の 点をふ まえる と，入所者の 高齢化が急速 に進む中で ハ ン セ

ン 病 を患 っ た 人 々 の 多様な経験 を どの ように伝 えて い くの か を検討する こ とは喫緊の 課題で ある

と言える 。

　現在，瀬戸内 3園 （長島愛生園 ・邑久光明園
・大島青松園）を中心にハ ン セ ン病療養所の 世界遺産

登録 をめ ざす動 きも活発化してお り，ハ ン セ ン病療養所施設 とい う負の 歴 史的遺産の保存 ・公開

に お い て 「被害の 語 りが優位 に なる 陰で捨象 されが ちな主体的営為 をい か に伝えて い くの か」と

い う問 い は重要性 を増 して い る 。 こ の 問 い は本特集の テ
ー

マ 「環境社会学の ス コ
ー

プ
ー

環境の

時間／社会の 時間」に引きつ けて 言 えば次の よ うに言 うこ とが で きるだ ろ う。
ハ ン セ ン 病療養所

と い う負の 遺産は近年の 保存 ・公開とい う流れを受けて ．入所者が誰 1 人 い なくな っ た後 も長期

にわた っ て 存在する こ ととなる。そ の ため負の 歴 史的遺産 とい う歴 史的環境 に 流 れ る時間は相対

的に長 い ス パ ン で 考えられ る もの である 。 こ の 歴 史的環境の 時間 の 中に，い か に して （歴史的環

境の 時間 と比較すれ ば相対的に短い ）入所者に よっ て生 きられて きた時間の 多様性 を含 み こ ませ る

ことが で きる の だろ うか 。

　本稿 で は 国内に 13 ある国立 ハ ン セ ン病療養所の 1 つ ，大 島青松園に おける食をテ
ー

マ とする

アー トプ ロ ジ ェ ク トを媒介と した記憶の 保存 ・公開活動を事例 として ，こ の 問 い を検討 して い く

こ と とした い 。
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3．大 島青松 園 にお けるア
ー

トプロ ジ ェ ク トの 展開過程

　3．1．瀬戸 内国際芸術祭 にお ける大島の位置 づけ

　香 川県高松市大島に あるハ ン セ ン 病療養所大島青松園
（6＞

は，1909年に 岡山 ・広島 ・iJ亅口
・島

根 ・徳島 ・香川 ・愛媛 ・高知の 8 県連合立 療養所 「第 4 区療養所」とし て 発足 し ，
46年に現在

の 名称で ある 「国立療養所大島青松園」へ と改称された。 南北約 1，500　m ，東西約 600m の 島の

大部分は国有地で ある 。 高松市沖の 島と い う立地上．船舶が大島 と高松 との 間を結ぶ 唯
一

の交通

機関で あ り，現在 2隻の官有船が入所者や 通勤者，施設見学者を運 んで い る 。

　 こ れまで ア
ー トとは特段縁の なか っ た離島の 療養所に ア ー トプ ロ ジ ェ ク トが展開す る こ ととな

っ た き っ か けが 2010年か ら 3年に 1度実施 されて い る瀬戸 内国際芸術祭 （以 下 芸術祭）で ある
〔7）

。

芸術祭は瀬戸内の 島 々 を会場に，ア ー トを媒介 として 地 域の 資源を発見し，そ れが設置され る場

所 に光 をあて る こ とをめ ざして は じま っ た取 り組み で あ る 。 芸術祭開催にあた っ て は，産業廃棄

物問題 に揺れた豊島や，ハ ン セ ン 病療養所の 所在地 とな っ て きた 大島な ど近代化 の 負の 遺産 を抱

えた島々 を会場 とする姿勢が打 ち出され，や さしい 美術 プロ ジ ェ ク トとい うグル ープ に よる取 り

組み 「つ なが りの 家」が実施 され る こ と となる 。

　3．2．や さしい 美術プロ ジ ェ ク ト 「つ なが りの 家」

　や さ し い 美術 プ ロ ジ ェ ク トは，2002 年 に発足 した名古屋造形大学の 教員 と学生 に よる グ ル ー

プ で ある
（8）。や さし い 美術プ ロ ジ ェ ク トは，病院利用者 との コ ミ ュ ニ ケ

ーシ ョ ン や病院が 立地す

る地域文化を生か して 「文化を発信する 地域に開か れた病院の 創出」をめ ざして 愛知県や 新潟県

で活動を行 っ て きた 。 07年 に，芸術祭の デ ィ レ ク ター北川 フ ラ ム 氏か ら，や さし い 美術 プ ロ ジ

ェ ク トメ ン バ ー
の 高橋伸行氏に声かけが あ り，高橋氏が大島に通 い は じめ た こ とか らt 大島青松

園におい て 「つ なが りの 家」 と呼ばれる活動が展開 され て い くこ と とな る。

　「つ なが りの 家」は，次にあげる 3 つ の 活動が主軸 となっ て行 われ た 。 第 1 に，入所者が暮 ら

して きた
一

般独身寮 15寮 を活用 した展示ス ペ ース 「GALLERY15 」，第 2 に，大島を味わ うこ と

を テ
ー

マ とした カ フ ェ 「カ フ ェ シ ヨ ル」，第 3 に．芸術祭 の ボラ ン テ ィ ア で ある こ えび隊の メ ン

バ ーによる来訪者 向けの 「ガ イ ドツ ア ー」で あ る
（9）。そ こ では，入所者 によ るさまざまな生活実

践 が表象され て い くこ ととなる 。

　活動の 詳細 を記述す る の に 先立 っ て ， こ こ で 本稿にお ける生活実践 の 定義 を確認 して お きた い 。

桑畑洋一郎 は，ハ ン セ ン病者の 実践 を制約的な状況下で 生 活を切 り盛 りするため に なん とか や っ

て い くこ とを
一

義的な目的と してなされ るもの で ある と指摘 して い る 。 そ の うえで ，生活を切 り

盛 りして い くこ とを目的 とした　　しか しさ らなる意味 ももちうる 一 実践 とい う意味合 い で

「生 活実践」 とい う概念 を提唱 して い る 。 桑畑は戦後復興期 における沖縄愛楽園の 調 査を通 じて，

こ の 生活実践の様相を具体的に 明らか に して い る 。 そ こ では，ほぼ廃墟 と化 した療養所にお い て

入所者が 自ら の 手で住生活 を再建 した過 程や，さま ざまな手段 を活用 して食糧等の 物資を調達 し

て い っ た様子が詳細 に描 き出されて い る （桑畑，2013）。 本稿で は桑畑 に よる 「生活実践」の 定義

を援用 し て 議論を進め て い く。「生活実践」は有薗の い う 「日常 的実践」と定義 の うえで重 なる
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部分 が大 き く，ほ ぼ同義の 意 味で 使用され て い る と言 っ て よい だ ろ う。

　次節で は，入所者に よ る食をめ ぐる実践が取 り上 げられ た カ フ ェ シ ヨ ル に焦点 をあて ，そ こ で

い っ たい どの よ うな営みが想起 され伝 えられ る こ ととな っ た の か を確認 して い きた い 。

4． カ フ ェ シヨ ル に おける生 活実 践の 表象

　4．1．食をめ ぐる生活実践へ の 注目
一

お か しの は なし
（10）

　や さ し い 美術 プ ロ ジ ェ ク トの メ ン バ ーで あ り，「つ なが りの 家」 の デ ィ レ ク タ ーで あ る 高橋氏

は 2007年以降大島に泊 りがけで 通 い ，入所者の 人々 との 関係を深め て い っ た 。 その 中で ，自分

が 島の こ とを ま っ た く知 らなか っ た こ と，島の こ とが外 には知られ て い な い こ とに気づ き，「自

分が何かこ こ に作品を作る の では なく，こ こ にあるもの を外側 に見せて い くこ とをや らなくて は

い けない 」 と考える ように なる
｛Ll）

。 高橋氏の こ の思い を出発点に，や さしい 美術 プロ ジ ェ ク ト

の メ ン バ ー
た ちに よ っ て前述 の 3 つ の 活動が企画 され る こ ととな る。

　こ こで 本節にお い て 取 り．トげる カ フ ェ シ ヨ ル の 概要に つ い て 簡単に 紹介 して お きた い 。 「シ ヨ

ル 」 とい う店名 は香川 の 方言に由来する。香川 で は 「〜して い る」を 「しよる」と言 い ，こ の 方

言が そ の ま ま店名に な っ て い る。シ ヨ ル の 建物 は新築で はな く，もと は 第二 面会人宿泊所 と呼ば

れ る施設で ，入所者 との 面会 の ため に島を訪問す る家族 などが宿泊す るため に使用 されて い た 。

2009 年の 時点で 第二 面会人宿泊所 は ほ と ん ど使用 され てお らず，こ の 第二 面会人宿泊所 を改装

して作 られ た の が カ フ ェ シ ヨ ル で あ る 。 改装 にあ た っ て は古 い 壁 材をはが して 漆喰が塗 られ，大

島の 浜をビーチ コ ーミ ング して拾 っ たガ ラ ス や入所者が浜 に埋めた陶器の かけ らが壁面に装飾 さ

れた 。 また，陶芸 を特技 とする入 所者の 指導の もと大 島で 採れた陶土 を使 っ た大 島焼の 器が製作

され，カ フ ェ シ ヨ ル で はほぼすべ て の メ ニ ュ
ーを大島焼 の 器で 味わ うこ とが可能 となっ て い る 。

　カ フ ェ シ ヨ ル の 運 営を担当する こ とに な っ た の は，や さ しい 美術 プ ロ ジ ェ ク トの メ ン バ ー
，泉

麻衣子氏 と井木宏美氏の 2 人 で ある 。 こ こ で は まず，泉氏 を中心 し て実施さ れ た ，菓子 「ろ っ ぽ

うや き」再現の 取 り組み に つ い て見て い く。 泉氏は 「つ なが りの 家」の 取組み以前か らや さ しい

美術 プ ロ ジ ェ ク トに参加 し，病院内における作品作 りに取 り組ん で い た 。 こ れ まで の 作品制作に

あた っ て は，まず入院患者 にイ ン タビ ュ
ーを行 い ，イ ン タビ ュ

ー内容をもとに作 品プ ラ ン を考え

る と い う方法 をと っ て きたた め．大島で も同様 に入所者ヘ イン タビ ュ
ーを重ねて い くこ とになる 。

　当初，泉氏が イ ン タビ ュ
ー

で しば しば聞 くこ ととな っ た の は，歴 史的な事実や，辛か っ た こ と

など被害 に つ い て の 経験で あ り，日常の暮 らしを感 じるエ ピ ソ ー ドはなかなかで て こ なか っ た 。

そ の 後イ ン タ ビ ュ
ーを続けて い く中で 徐々 に生 活感を感 じるエ ピ ソ ードが現れ るよ うにな り，そ

の 中で と くに人 々 が柔 らか い 表情で 語 っ た の が，療養所内 の 加工 部で 製造されて い た菓子 「ろ っ

ぽ うや き」をめ ぐる話 しで あ っ た。ろ っ ぽ うや き とは和 菓子 の 1種で あ り，サイ コ ロ の よ うな立

方体 の饅頭で 六面が 焼 き上 げ られ て お り中に あん こ が 入 っ て い る 。 入所者 たちが 自らと ろ っ ぽ う

や きとの 関わ りつ い て 熱心 に語る の を 目の あた りに した泉氏 は．プ ロ ジ ェ ク トにお い て ろ っ ぽ う

や きの復刻をめ ざして い くこ とを決める 。 同時期にプ ロ ジ ェ ク トメ ン バ ーの 井木氏は島で カ フ ェ

の 運営を検討 して お り，食 をめ ぐる取 り組み とい う点で の つ なが りか ら共 同で 運営にあ たる こ と

が決 ま り，ろ っ ぽ うや きは カ フ ェ の メ ニ ュ
ーの 1つ として提供され る こ ととなる 。
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　 ろ っ ぽ うや きの 復刻にお い て は 当時の 加工 部で 製造 に閧わ っ た人々 や製造の 様子 を見て い た

人 々 か ら製法に つ い て 詳細な ア ドバ イ ス が な され た。

私は手伝 い に行 っ たこ とがあ っ てな 。

……
うちの 寮か ら加工 に行 っ て い る人がお っ たか ら。

ち ょ っ と手伝 っ て くれ ませ んか と。

……そこ で 見た こ とを （シ ヨ ル の 2人 に伝えた）
q2｝

。

作 っ とっ た んはほ ぼ真四角とい うかね，横の 方か ら見る とね
……

厚みが あ っ てね ，中は こ し

あんだ か らね 、皮が 3 ミ リ くらい の 厚さは あっ たか な 。 そ うとう作 りよ っ た ん じ ゃ な い か な，

何百とも。……だ っ て 1人が何十個 も頼むんだか ら。……鉄板の 上で返 しよる うちにね最初

は丸 い や つ で も返 して い くと四角 くなる ん で すよ 。 ほ ぼ
（13＞

（カ ッ コ 内は，筆者加筆）。

前述の通 り，ろ っ ぽ うや きの 復刻をめ ざして泉氏が聴き取 りを行 っ て い く過程で，入所者たちに

よ っ て菓子の 製造，販売 をめ ぐるさまざまな実践が想起 され て い くこ ととな っ たので ある 。

　ろ っ ぽ うや きは戦後材料が手に入 る よ うにな っ た昭和 20年代後半か ら昭和 50 年代 まで ，療養

所 に入る前には菓子職人だ っ た入所者 を中心 に加工部で 作 られてお り，現在の 入所者の 大多数が

そ の 味をよ く知っ て い る。自治会 （共和会）が発行す る機関誌 「青松』で は 1968年 2 月号に 「ま

ん じゅ う屋繁盛記」と い う記事が掲載 されてお り，製造風景の 写 真とともに加工 部の 様子が次の

ように描か れ て い る 。

園内 の まん じゅ う屋 こ と 自治会購買部直営 の 加工 部 は近 頃大 い に繁 盛 して い る 。 主任 の K

さん と部員 3 名で 1 ヵ 月 に十 日余 り開業して い る 。
……K さんは入 園す る以前か らまん じゅ

う屋 が本職で ，加工部で 作 られ る まん じ ゅ うの 品質は外部か ら入 っ て くる物にお とらず安 く

て，うまい 。

……店は古 くて もそ こ で作 られる まん じ ゅ うは安 くて うまい の で大 い に繁盛 し

て い る 。

　入所者の 間で ろ っ ぽ うや きの 評価は高 く，「加工部が，作 ります よ，欲 しい 人は注文 して くだ

さい と言えばみ ん なが頼ん で い た」
（14）

人気商品だっ たの で ある 。

　また 大島青松 園，邑久光明 園 ， 長島愛生園 の 瀬 戸内 3園 で は友園交歓 とい う交 流が な され て お

り，入所者は各療養所 の友人 を互 い に訪問しあ っ て い た 。 その 際に もろ っ ぽ うやきは人気 の お土

産で あ り，他園の 友人た ちか ら 「今度 くる と きは良か っ た ら 20ほ ど持 っ て きて」と依頼 され る

な ど大島名物の ような存在で あ っ た
 

。 こ うい っ た エ ピ ソ
ー

ドか ら，園内外 を問わず評判が 高

か っ た ろ っ ぽ うや きを入所者自身が作 っ て い た とい う実践は，入所者たちに とっ てポ ジテ ィ ブ な

思 い 出と して記憶されて い る こ とが わか る
（161。そ の ため，復刻 したろ っ ぽ うや きは入所者の 間

で 人気を博 し，
一

般向け営業を実施 しな い 口に 島内限定で 2 日間の み の 販売を行っ た 際に 230 個

を売 り切 っ た とい う記録が あ る （高橋，2010c）。

　泉氏 は ろ っ ぽ うや きを再現す る 過程 に お け る入 所者の 語 りを 同時 に映像 に記 録 し，GAL −

LERY15 にお ける企 画展 「大 島に暮 らす」展の 中で 展示 した
（17）

。 さらに再現 されたろ っ ぽ うや

きに，おか しの はなしと い う焼印を押 して提供 し，ろ っ ぽ うや きに こ め られた記憶 を，味を共有

す る ことを通 して伝える こ こ ろ み全体 を 「おか しの はなし」 と名付 けて い る （泉，2015）。 ろ っ ぽ
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うや きを食べ た来訪者は，映像作品を視聴する こ とで．その 製造過程や，そこ に込め られた思 い

を知る こ ととなる 。

　「おか しの はな し」にお い て 再現 され たろ っ ぽ うや きは，食をめ ぐる 主体的な実践 を表象す る

モ ノ で あ っ た と い うこ とがで きる だ ろ う。

　4．2，農産物の 生産をめぐる共同性の 表象

　カ フ ェ シ ヨ ル で は，ろ っ ぽ うや き以外 に も大島で 収穫 され る果実や野菜を使用 した さまざまな

メ ニ ュ
ーが提供 され て い るが，それ らは入所者たちが趣 味耕地 で栽培 ・収穫 した もの が おすそ分

けされた もの で ある 。 カ フ ェ では○○ さん の 春菊，水菜，○○ さん の 白菜 とい っ たか た ちで メ ニ

ュ
ーボー ドに 生産者名が示 され，来訪者 は 自分が食べ て い る野 菜や 果実を誰が作 っ た の か を知 る

こ とが で きる
（18〕

。 以下で は，趣味耕地で 収穫 され た野菜や 果実が カ フ ェ に提供 され，生産物が

来訪者との 間で 共有される意味に つ い て考えて い きた い 。

　戦中戦後の 食糧難の 時代，耕作地 にお ける食糧生産は，自治会が耕作権 を買 い 取 っ て 農耕作業

者を指定し，厳重な供出制度を設け る とい うか た ちで 実施 され て きたが，食糧事情の 改善に伴 い

その 必要はなくな り，1954年に耕作地 は趣味耕地 とし て希望者に分配され る こ と とな る （国立 療

養所大島青松園，1960）。

　趣味耕地
（19）

で の 耕作 は人 気を博 し，多い と きには 250人余 りの 人 々 が参加 し，1 人畳 6〜7枚

の ス ペ ース で農作物作 りに精を出した 。 自治会機関紙 『青松』 1968年 12月号に は耕作地で農作

業をする入所者の 写真が掲載され，夏作物として西瓜，メ ロ ン，ナ ス ， トマ ト，南瓜，胡瓜，ピ

ー
マ ン など，秋作物 として 白菜 t ネギ，大根，か ぶ ，人参 キ ャ ベ ツ ，カ リ フ ラ ワ

ー
，ご ぼ うな

ど多様な農作物が栽培 され て い る こ とが記述 され て い る。耕作地が趣味耕地 として 開放 された翌

年で ある 1955年 10 月の 「青松』 には 「私た ち の
一

番開放的 な楽 しみ の 1 つ に趣味耕地 と云 うの

が ある 。

……限 られ た生活範囲に，がぜ ん趣味耕地 は私 たちの 娯楽場，社交場，運動場 とな っ た

の であ る」 とい う記載が残 っ て お り，趣 味耕地の 人気 ぶ りの 一端が 垣 間見 え る 。 そ の 後 『青松』

1974年 12 月号の 中で も 「物 を作 り育て る と云 うこ とは楽 しみ な もの で ある」 と記述 され て お り，

耕地の 開放か らある程度の 時間が経過 して も，耕作が熱心 に行わ れ て い た ことが わか る 。 趣味耕

地 となっ て か らは とくに西瓜 の 栽培が さか ん に行われ，毎年 7月に は 品評会が 開催され互 い にそ

の 腕 を競 い あ っ た。最盛期には 1年 に 8万キ ロ の西瓜が収穫 され た と もい われ てお り，趣味耕地

で 西瓜を作 っ て い ない 人 も，食べ 飽 きるほ ど貰っ た り，ご馳走された りして い た 。 さらに，西瓜

の み な らず， トマ トな どさまざまな農作物が生産者か ら人 々 に おすそわ けされ て お り，喜ばれて

い た と い う。 こ こ か らは，野菜や 果実を作 り，他者 とそれ を共有する こ とは 楽 しみ を伴 う生活実

践 と認識 され て い る こ とが読み取れ る 。

　体調の 問題 などか ら，趣味耕地で の 耕作が で きな い 入 々 に と っ て 入所者仲間か ら お すそ分けさ

れ る農作物 は大切な 品で あ っ た 。 目 の 見えない F 氏は，体調 を崩 して 食事がほ とん ど喉を通 ら

なか っ た とき，島内で作 られた西瓜は食べ る こ とが で き，それ を知っ た友人 たちが畑で 作 っ た西

瓜 を次 々 届 けて くれた とい う （ベ ッ ドの 下 に は い つ も 3 つ 4 つ 大 きな 西 瓜の 玉が こ ろが っ て い た そうで

あ る ）。 そ の 後食べ られ る西瓜の 量 はだ ん だ ん増 え，最終的 に は普通に食事がで きる よ うにな っ

た 。 F 氏は危 うい と こ ろ を西瓜に よ っ て 息 をつ ない だ と語 っ て い る
  。
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　前述 の通 り大島で さか んに作 られて きた西瓜は カ フ ェ シ ヨ ル にお い て は， ドリ ン クに入れ る西

瓜氷や シ ャ
ーベ ッ トとな っ て人々 を楽しませ た 。 高齢化に伴 っ て畑を耕す人は年々 減少して い る

が，シ ヨ ル に 定期的に 農作物が届ける入所者たちが お り，彼 らか らは 「お い しい っ て言 っ て くれ

る。あ りがた い 」（
21）とい う声が 聞かれ た。また，カ フ ェ と連動するかた ち で ，GALLERY15 に お

い て畑作業に お ける入所者 同士 の声掛けの 様子が作品 として 展示 された 。 「大智 × 東條展」と題

され た こ の 展示で は 1 入所者同士が 掛け合 う声が精密 な録音機器で 記録 されギ ャ ラ リーの 空間全

体に音響が再現 された 。 作家で ある高橋氏 は，島に泊 りが けで通 う中で こ の声に出会い
，

こ の 声

を記録する必要を感じた と い う。ここで は生 き物 と風の 息吹を含め た空 間を録 り，聞 きなが ら目

を瞑る と情景が 見えて い く空間が ギ ャ ラ リ
ー

に再現 され る こ とが め ざされた
（22）

。 現在で は耕作

者 もずい ぶん少な くなっ たが，数百人の 耕作者がい た全盛期 には農繁期 ともなれ ばい たる とこ ろ

で 何人かが 寄合 い ，大げさな言葉 も飛 び出 してそ の 応酬 が 島畑の 壁 か ら壁 に伝わ り，向こうの 壁

か ら も応 酬が きて い っ そうに ぎやか に な っ た と い う
 

。 こ の 作品を通 じて ，来訪者た ちが趣味

耕地 にお ける生産の 様子 を知る こ とが で きる仕掛けが作 られ て い た の で ある 。

　療養所に お け る 農産物 の 生 産 ・分配 ・共有を め ぐっ て ，青山陽子 は次 の 点を指摘 して い る。 多

磨全生 園の 耕作地 （慰安畑）にお い て，耕作者が 収穫物 を独 占する こ とは まれで あ り，多 くの 耕

作者は他の人 々 へ おすそ分けを して歩い た 。 青山は こ こに 「平等の 論理」 を見出 し．こ の 患者社

会固有の 論理が彼 らの 共同性 を支えて い た こ とを指摘する （青 山，2014）。

　青山が取 り上げた事例 と大島青松園の 事例は，「個人 が権利をもつ 耕作地 で 生産され た収穫物

がおすそ分けの かた ち で広 く共有 され て い た」 とい う点で 共通 して お り，大島青松 園に お い て も，

農産物 の 生産 をめ ぐる共同性が発露 して い る とい うこ とが可 能で あ ろ う。

　現在，入所者仲間へ の おすそ分けか ら カ フ ェ へ の 提供 に その か た ちを変えては い るが，収穫物

を独 占せ ず，他者と共有する （カ フ ェ の 場合，来訪者 と の 共有）とい う，農産物 の生産 をめ ぐる共

同性がそこ に は表れて い る と言えるだろ う
（24）

。

　4．3．楽しみ を伴 う主体的営為と して の 食をめ ぐる生活 実践

　4 節における議論 をまとめてお こ う。 カ フ ェ シ ヨ ル にお い て は 「大島を味わ う」 とい うコ ン セ

プ トの 元，加工 部で 製造 され て きた菓子で ある ろ っ ぽ うや きの 復刻販売 と，趣 味耕作地 で収穫 さ

れた果実，野菜 を使用 した料理 の 提供が な され た。ろ っ ぽ うや き の 復刻がめ ざされた契機は，や

さしい 美術メ ン バ ーの 泉氏が，お菓子 をめ ぐる入所者の語 りが，被害の 語 りとは異なる 日々 の 暮

らしを表出させ る もの で あ る こ と に気づ い た点に あ る。泉氏が入所者の 語 りか ら見出 し た の は ，

被害 ・苦しみ を受けた受動的存在 とい う枠に 収ま りきらな い ，食をめ ぐる 楽 しみ を自ら作 り出 し

なが ら日常生活 を送 る人々 の 姿だ っ た 。 同時に，こ れ まで の 経緯か ら果実，野菜 を生 産 し他者 と

共有す る過程 もまた人 々 か ら楽 しみ を伴 う日常的実践 と して 捉 えられ て い たこ とが わか っ た 。

2010年の ろ っ ぽ うや き販売 をきっ か けに，加工部で 製造 され て い たそ の 他の 菓子類に つ い て も

復刻が 進め られ，当時の 製造方法 などの 丁寧な調査 を経て 13年に は加工 部 の もう1 つ の 人気商

品であ っ た くりまん じゅ うもカ フ ェ シ ヨ ル で 販売され る ようにな っ た 。

　カ フ ェ シ ヨ ル にお ける取 り組み で は，い ずれ も楽 しみ を伴 う主体的営為 と して の 食を め ぐる 生

活実践が表象され て お り，従来捨象 されが ち で あ っ た 「被害以外の 語 る に値する経験」が そ こ で
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は継承され て い る と言える 。 だか らこ そ，入所者 自身が ろ っ ぽ うや きの 購入 や収穫物の提供 とい

っ た さまざまなか た ちで カ フ ェ シ ヨ ル に積極的に関 わ っ て い る の で はない だ ろ うか 。 2010年以

降，出張シ ヨ ル と題 して園内の バ リ ア フ リー施設にお い て 入所者限定の 営業 も実施 され，多 くの

入所者が カ フ ェ シ ヨ ル の メ ニ ュ
ーを楽しん だ 。

　小坂有資は，や さしい 美術 プ ロ ジェ ク トの 調査の 中で カ フ ェ シ ヨ ル の 活動が飲食を通 して入所

者の 身体知を継承する活動で ある こ とを指摘 して い る が ，そ の 活動は大島でか つ て 使用されて い

た解剖台の 展示や歴史的事実を解説する ガ イ ドツ ァ
ーとい う被害を表象する取 り組み と同列 に併

記 して 論 じられ て お り，それぞ れ の 活動 の特性 （被害を表象 し て い る の か，そ うで な い の か と い う点）

は とくに区別 されて い ない 、 本稿で は小 坂の 指摘 に加 えて，カ フ ェ シ ヨ ル の 取 り組み にお い ては

楽 しみを伴 う主 体的営為が表象され てお り，「被害以外の 語 る に 値する経験」が そ こ で は継承 さ

れて い る こ とを指摘 して おきた い （小坂，2014）。

　また．島外か らの 来訪者が 高橋氏に対 して語 っ た 「ハ ン セ ン病の 療養所は辛 くて悲 しい 歴史そ

の もの だ けれ ど，実際に大 島に来て それだけで は な い ，何か を感 じた」と い う言葉 は，シ ヨ ル を

通 じて伝 えら れ る 「被害以外の 語るに値する経験」を来訪者が受け取 っ たこ とに よ り発せ られた

と考 える こ とが で きるだろ う。 高橋氏は，「歴 史の 年表に は載 らな い ，生 き抜 く力の ドラ マ が 1

人ひ とりの 入所者の 記憶 の 中に ある」と語 り 「ハ ン セ ン 病回復者 とひ とくくりで は決 して 見えて

こ な い ……人 間 の 生 き様 に ふ れ る こ と」の 重要性を指摘 して い る （高橋，2010b）。

5．結 　 　語

　本稿で は，大 島青松園で 実施 されて い るプ ロ ジ ェ ク ト 「つ なが りの 家」 を事例 として 取 り上げ．

負の 歴史的遺産で ある ハ ン セ ン 病療養所 にお い て，被害の 語 りが優i位 になる陰で捨象されが ちな

主体的営為をい か に伝 えて い くの か を検討 して きた 。

　青山 も指摘する通 り，資料館 と い う設備にお ける 展示の 中で は，らい 予防法違憲国家賠償請求

訴訟を契機に ク ロ ーズア ッ プ され た，隔離政策の誤 りと被害の 諸相が強調 される 。 そこ で は，入

所者たちの 生の 多様性は大幅に縮減 され ざる をえな い 。

一方 ， 食をめ ぐる 生活実践を伝 える カ フ

ェ シ ヨ ル の 取 り組み は，被害 とは異なる 入所者たちの 経験を浮か び上 が らせ ．入所者た ちの さま

ざまな経験が被害の み に還元 され て しまうこ とを巧み に回避 して い る
〔25）

。

　1節で も記述の 通 り，現代 は，あ りとあ らゆる もの が 文化遺産 とな りうる 時代で ある （小川，

2002 ；荻野，2000）。 小川伸彦は，遺産化する とは保存 し公開 ・展示す る事と言い 換 える こ とが可

能で あ り，保存に際 して は 「過去」に属する事物の 存在意義を 「現在」 とい う保存の 時点にお い

て
一
定の 基準に基づ い て 解釈 し意味づ ける作業が行われて い る と述 べ て い る。そ の うえで，保存

の 営みが なされた時点 にお ける価値観が そ こ に保存 され て い る とい う視点の 重要性 を指摘 し て い

る （小川，2002）。

　それ で は，こ の小川の指摘 をふ まえて カ フ ェ シ ヨ ル の 取 り組み を考えた と き，浮か び上 が っ て

くる の は い っ た い どの ような点だ ろ うか 。 特徴 として挙げ られる の は，カ フ ェ シ ヨ ル の 取 り組み

を通 じて，入所者た ちが存命であ り，自らの 経験 ・意味づ けを語 る こ とが可能な現時点にお い て，

入所者 自身が 自らの 生 きて きた時間をど の ように捉 え．それをどの ように伝えよ うとして い る の
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かを残す こ とが可能 となっ て い る とい う点で あ る。

　カ フ ェ シ ヨ ル の 取 り組み を通 じて保存 の営みが な され た時点 （＝入所者 たちが存命で，語る こ と

が 可 能 な現時点） にお け る入所者た ち の 価値観が ハ ン セ ン病療養所 とい う歴史的遺産に含み こ ま

れ た とい うこ とがで きるだろ う。 高齢化が進む中で ，将来的に は 入所者が い な くなる時期が 到来

するが，食をめ ぐる生活実践の 伝承の 中に，入所者た ちの 経験 ・価値観 は保存 されて い くこ とに

なる 。 1 人ひ と りの 記憶の 中には経験が 豊か に残 されて い るが ， 主体的営為を表象す る取 り組み

が媒介する こ とに よ っ て 初めてそれは消える こ とな く伝える こ とが可能 に なる 。

　2014年時点で大島青松 園 の 入所者数は 80人に まで 減少 して お り，子 どもをもつ こ とが 許され

なか っ た とい う事情 もあっ て ，将来的には療養所か ら入所者が い な くなる時期が到来する 。 入所

者が い な くな っ た後もハ ン セ ン 病療養所 は負の 歴史的遣産 として保存 ・公開が続けられ て い くこ

とになるが，その 中で 食をめ ぐっ て なされた生活実践が語 りつ が れ，カ フ ェ の メ ニ ュ
ーとい うモ

ノ を媒介 として入所者た ちの 楽しみ を伴 う主体的営為が表象され る こ とで ，負の 歴史的遺産と い

う歴史的環境 の 長 い 時間の 中に，入所者 に よ っ て生 きられて きた時間の 多様性の
一

端 を含み こ ま

せ る こ とが可 能 とな る 。

　本稿で扱 っ た事例 で は食を対象 とす る ア
ー トプロ ジ ェ ク トが 主体的営為の伝承 を可能と したが ，

人 々 に よ っ て紡 ぎ出され る物語が多様である こ とを鑑 みれば，主体的営為の表出を媒介する もの

もまた多様 であ っ て よい と考え られ る 。 お もに資料館 にお い て 展 開す る 「被害の語 り」 と並列す

るかた ちで 多様 な手段 を媒介 として主体的営為 を表出する 取 り組みが 活発化する こ とで ，彼 ら の

生 きて きた証 を しるすバ トン を豊か に受け渡す こ とが可能 になる の で は な い だ ろ うか 。

注

（1） 小 川 （2002） に お い て ，文化遺産 と い う言葉は ユ ネ ス コ の 世界遺産条約 に おけ る文化遺産 とい う狭

　　義の 概念 で は なく，自然環境 や 記憶 とい っ た もの も含む 広義 の 概念 と して 使用 され て い る。

（2）　『朝 日新聞』2009年 4 月 18 日朝刊 「ハ ン セ ン 病問題基本法施行再出発 の 春道険 し」『山陽新聞』

　　2011年 5月 12 日朝刊 「回 復者 た ちの 今 ハ ン セ ン 病熊本地裁判決 10年」 よ り。

（3） ただ し，時間が た つ に つ れ て 負の イ メ
ージが消され て い く可 能性 を完全 に 否定す る こ と は で きな い 。

　　荻 野 は網 走刑務所 を例 に挙 げ，観光地化 が 進む 中 で テーマ パ ーク 化が 加速す る 可能性を示唆 して い る

　　 （荻野，2000）。

（4）　有薗は，療養所内で 日常的か つ 集団的に行わ れ て きた 活動に着 目し，療養所生活を少しで もましな

　　もの にす る た め に試み られ て きた 諸活動 を 「日常的実践」と呼 ん で い る。日常的実践 とい う言葉の 中

　　に は 人間 の行為を状況 へ の 働 きか け と して 見 る点とそれに よ っ て 社会的世界 が 変化す る 契機 を見 出 そ

　　う とす る 点 に 特徴 が ある と指摘 されて お り （有薗，2008b）t 本稿 で こ の 用語 を用 い る 際 は 有薗 に よ

　　る 定義を援用す る 。

（5） 青山は 多磨全 生 園内 に ある 国立ハ ン セ ン病資料館の リニ ュ
ー

ア ル 前後 の 展示企図 の 違 い を分析す る

　　こ とを 通 じて，資料館 で 展 示 さ れ る歴 史 が 患 者集団の 記憶 に 基づ か な い 過 去へ ，国家 の 出来事 （＝人

　　権侵害 と して の ハ ンセ ン病政 策）とい う過 去 に 向けて 流れ出した こ とを指摘す る。入 所者 に と っ て 各

　　療養所 か ら集 め られ た，自分 た ち との つ なが りがわ か る展示品で あふ れ た 旧資料館 は自分たちの経験

　　そ の もの，生 きて きた 記憶 の か た ちで あ っ たが，そ れ が新資料館に お い て は 失われ たの で あ り，入所

　　者 は こ の 点を残念 に 思 っ て い る （青山，2014）。 これ も，ハ ン セ ン病療養所の保存と公開 の 過程にお

　　い て 当事者 た ち の多様な経験 の 表象が 失わ れ て い く出来事の 1 つ だ と言える 。
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（6） 大島青松園の 概要 につ い て は （国立療養所大島青松園創 立 百周年記念誌編集委員会編，2009） をも

　　と に筆者が 再構成 した 。

（7） 瀬戸内国際芸術祭の 概要 に つ い て は （北川監修，2010）をもと に 筆者が再構成 した 。

（8） や さしい 美術 プ ロ ジ ェ ク トの 概要 につ い て は （高橋 ・
井口 編，2010），や さ しい 美術 プロ ジ ェ ク トに

　　よ る 報告書 「や さ しい 美 術平成 22年 度 大 島で の 取 り組 み 活 動 報 告 」 を も とに 筆者が 再構成 し た。

（9） 2013年 の 芸術祭開催時 に はカ フ ェ シ ヨ ル ，GALLERY15，ガ イ ドツ ア
ーに加え入所者 が 暮 らして き

　　た一
般寮 に 「大島資料室」が 開 設 され た 。そ こ に は 入所者 が 使用 して い た 品 々 が展 示 され た。ま た入

　　所者の 蔵書 を集 め た 「北海道書庫」 も 同時に設 け ら れ た。「北海道」とい う名称 は 島 の 北側 の 「北海

　　道」 と呼ばれた地区に こ の
一

般寮がある こ と に 由来す る 。 （北川監修，2014）

（10） 4，1項 の 記述 に つ い て は 2013年 5 月 11H ，13年 6 月 8 日の 高橋氏へ の 聞 き取 り，14年 2 月 10 日，

　　14年 4 月 21 口の 泉氏へ の 聞き取 り．14年 2 月 23 日の D 氏 へ の 聞 き取 り，14年 2 月 23 囗の E 氏へ

　　の 聞き取 り，高橋氏 の プ ロ グ （高橋，2009），やさしい 美術 プ ロ ジ ェ ク トに よ る報告書 「や さ しい 美

　　術 平 成 22年度大島で の 取 り組 み活動報告」「青松』1968 年 2 月号 を もとに筆者が 再構成した。

〔11） 2013年 5 月 ll 日高橋氏 へ の 聞 き取りよ り。

（12） 2014 年 3 月 24 目 C 氏 へ の 聞き取 りよ り。

（13）　「大 島に 暮 らす」展の 中で 展示 され た 映像作品 「お は しの は な し」の 中で の D 氏 の 語 りより。 映像

　　作品 「お か しの は な し」 の 中で は 3名の 入所者がそれぞれ 自身の 知 る ろ っ ぽ うや きにつ い て の エ ピ ソ

　　
ード，製 法 な ど を語 っ て い る e

（14） 2014年 2月 23 日 D 氏 へ の 聞 き取 りよ り。

（15） 2014年 3 月 24 日 C 氏へ の 聞き取 りよ り。友園交歓 の 際，大島を訪れ た他園の 入所者 が ろ っ ぽ うや

　　きを多数購入 して 帰 る な ど，名物 と し て の ろ っ ぽうや きの エ ピ ソ
ードが 複数の 入所者 に よ り語 られ て

　 　 い る 。

　　ま た 泉 氏 は，加 工 部 で製 造 に携 わ っ て い た 女性か ら，ろ っ ぽ うや きの 形 が 悪 い と K さん か ら 「こ ん

　　なの 駄 目だ 」 と注意 を受けた とい うエ ピ ソ
ードを聞い て い る 。 K さん の こ だ わ りか ら も，加工 部 が ろ

　　 っ ぽ うや きの 質 に留 意 し て 製造 を行 っ て い た こ とが わ か る。（2014 年 4 月 21 凵 泉氏へ の 聞 き取 り よ

　　 り）

（16） 大島青松園 における や さしい 美術 プ ロ ジ ェ ク トの 取 り組み を調査 を した 小坂 は 入所者 へ の 聞 き取 り

　　か ら，ろ っ ぽ うや きが 現 在 の 入 所者間の 新 た な社会関係 を もつ な げて い る こ とを指摘 して い る （小坂，

　　2014＞。ろ っ ぽ うや きをめ ぐっ て 入所者間で 新たなつ なが りが構築 され る理 由 を考えた と き，ろ っ ぽ

　　うや きが辛さや苦 しさで は な く，楽しみ を伴っ た主体的営為を想起 させ る か らこ そ，そ れ を め ぐ っ て

　　入所者たちは 積極的に 関 わ りあうと言え るの で は な い だろ うか 。

（17）　「GALLERY15 」 で は 2010 年の 会期中 に 5 回の 企 画展 が 開催さ れ た が 「大島 に 暮 らす」展 は 「大 島

　　 の 身体」展 と同 時に 第 5 回 目の 企画展 と して 実施 され た。

（18） 2013年 に カ フ ェ シ ヨ ル の 運営が こ えび 隊 に 引き継 が れ た後，ラ ン チ メ ニ ュ
ーは休業中で あるが，

　　大島で とれ た果物等を使用 した メ ニ ュ
ーが継続中で あ る 。

（19） 以 下 の 趣 味耕 地 をめ ぐる記述 は 2014年 2月 23 日 E 氏へ の 聞き取 り，「青松』ユ955年 10月号，「青

　　松jl968年 2 月号，「青松』1968年 12月号，『青松』1974年 12月号，お よ び （香川 県健康福 祉 部，

　　2003；国 立 療養所大島青松園，1960）に よ る。

（20）　『青松』 1966年 8 月号随筆 「西瓜の 味」 より。 F 氏は 201  年 の オープ ン 後シ ヨ ル を訪問す る よう

　　 に な る ．

（21） 『毎 日新聞 』2011 年 3 月 2 日 「話」よ り。

（22）　や さ しい 美術 プロ ジ ェ ク トに よ る報告書 「や さ しい 美術平成 22 年度大島で の 取 り組み 活動 報 告 」，

　　高橋 氏 の プ ロ グ （高 橋 ，2010a），2013 年 6 月 8 日 の 高橋氏へ の 聞 き取 りよ り。「大 智 x 東條 展 」 は
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　　「GALLERYI5 」 に お け る 5 回 に わ た る企 画展 の オープ ニ ン グ を飾 る企 画 と して 実施され た。

（23）　 『青松』 1955年 10 月随筆 「趣味耕 地 」 よ り。

（24） 農作物 の 作 り手 で あ る入所者に とっ て ，生産物 を他者 に貰 っ て もらえ る こ と，そ して それが喜 ば れ

　　る こ とは 自己存在の肯定が確認され る 出来事で あっ た と言え る。

（25） 一
方で ，ア

ートプ ロ ジ ェ ク トは ハ ン セ ン 病療養所 に お ける 記憶の 伝承 の あ ら ゆ る 側 面 をすべ て 担 う

　　こ とがで きる わ けで は ない とい う点 に も留意 して お く必要があ る 。 ア
ー

トプ ロ ジ ェ ク トを媒介 と して

　　療養所内の さ ま ざまな もの を 呈示する に あ た っ て は ，そ の 展 示 手法をめ ぐっ て 次 の よ うな課題 も提起

　　さ れ て い る。歴 史学者で ある 阿部安成 は，2013年の 芸術祭に お ける つ な が りの 家の 取 り組み の 1 つ

　　で ある資料室を訪れ，そ こ に展示された書籍や木工 品の 数 々 につ い て の 情報説明がない こ と を惜 しみ，

　　展示解説シ ート設置が あ っ た方が よ か っ たの で は ない か と述べ て い る （阿部，2013）。高松市は 2014

　　年に大島振興方策を策定し 「歴史の 伝承」を柱の 1つ と して い る （高松市，2014）が，こ の ような流

　　れ の 中で ア
ー

トプ ロ ジ ェ ク トが歴史の 伝承 の 何を ど こ まで担うべ きか に つ い て は今後検討を重ね て い

　　く必要があ る 。
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The  Possibility of  Passing  Down  Living  Practice

         in a  Negative Historical Legacy:

A  Case  Study  of  an  Art  PrQject  in a  Leprosy  Sanatorium

         MIYAMOTO  Yuka

           Shiga University

2-5-l Hiratsu, Otsu-shi, Shiga, 520"0862, JAPAN

   In recent  years, while  moves  to preserve and  open  to the general public diverse forms of

architecture  and  natural  or  historic landscapes have gained momentum,  negative  historical

legacies passed down  from generation to generation as  memories  of events  such  as  wars,  di-

sasters, pollution and  discrimination have particularly been attracting  public interest, Since a
historical legacy involves various  factors, controversies  over  which  of  those factors should

have  light shed  upon  them  have  been  intensifying, This paper presents a case  study  of a lep-

rosy  sanatorium,  which  has conventionally  been viewed  as  an  example  of  negative  historical

legacy in terms of  discrimination.

   With regards  to previous  studies  on  leprosy sanatoria,  it has been pointed  out  that a  ma-

jor drawback is 
"narratives

 of  suffering  are  established  in an  overwhelmingly  dominant posi-
tion, forcing various  uncollected  narratives  to be discarded," In the processes  of  preserving

and  opening  to the public a  leprosy sanatorium.  the question  of  
"how

 to pass  down the posi-

tive experience  of the voluntary  work  of  inmates in the leprosy sanatorium,  which  is apt  to be

discarded in the face of increasingly dominant narratives  of suffering", needs  to be answered.

This paper atternpts  to answer  this question  in a  case  study  of  activities  to preserve and  open

to the public a  leprosy sanatorium  through  an  art  project held there  on  the theme  of diet, An

analysis  of eff6rts  at  Cafe Shiyoru on  the theme  of  tasting Oshima  Island, which  was  one  of

the axes  for those  activities,  revealed  that  they  skillfully represented  multiple  ways  of  living

practice over  diet as  voluntary  work  with  pleasure and  inherited diverse experiences  of  the

inmates in the leprosy sanaterium,  which  had been apt  to be discarded. In view  of  the diversi-

ty of stories  narrated  by inmates in the leprosy sanatorium,  it should  be possible to vitalize  ef-

forts to express  voluntary  work  through various  measures,  including art  projects,
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