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研究探訪

ア
ー カ イブ資料の 公共財化 を妨 げるもの

Some　DiCacult　lssues　for　Publication　of　Archive

添野 勉 T・ut・m ・ SOENO

　 　 　 　 　 　 国立民 族学博 物館

　National　Museum 　of 　Ethnology

1 ．は じめ に

　筆者は 近現代社会に お ける 図像資料，特に 写真資料の 流 通 や

継承 に 関す る 研 究 を行 っ て い る．映 像論 や視 覚文 化論，メ デ ィ

ア論ある い は ア
ー

カ イ ブ研 究 と い っ た 領 域 か ら言 及 され る こ と

が 多い 研究分野 で ある が、一
方で それ らの 知 見を架橋 し 「映像

資源 （Visual　Resources）を 公 開
・
共有 す る た め の 情 帳基 盤 の

歴 史的変遷」 を検討する営み と し て 本テ
ー

マ を捉え る こ とも可

能 で ある．特 に こ の 変遷 の 終点 ＝成長点で あ る現代の 課題 に 向

き合 う際 に は，情 報 文化学 に お け る 情報 施 設系の 問 題 と して ，

情報基盤 Lで 適用 され る テ ク ノ ロ ジーを含め た課題 と捉え る視

座 が求め られ る．そ こ で は一
定の ソ リ ュ

ー
シ ョ ン を提示する視

点 を組 み 合 わせ ，情報 人間 系の 諸課 題 や 情報 理 念 系の 諸 要素 と

の 連 関の 中 で 映像
・図像資料の 流通 や 継承は い か に あ るべ きか

を考察す る必 要 が あ る 川，

　情報文化研究に お ける文化の 学た る 人 間系，ある い は 理 念系

の 視 点 か ら写 真 資料 の 情 報 文 化学 的 意 義 を 解釈 す る 試 み と し

て は，筆者自身が か つ て 情報文化学会第 16回全 国大会 （2008

年 10月）で 発表 した 「国家
・
文化

・
国土 の 視覚情報形 成〜視

覚 イ メ
ージ の 生 産 と人 的資 源 ネ ッ トワ

ー
ク ；1880・1920」 に お

ける 試み を挙げる こ とが で きる．一
方で 情報施設系の 課題 と し

て ，同時期 か ら筆者 らは オ ン ラ イ ン 上 に お け る知 識情 報 の 情 報

公 開 ・共有 基盤 の ひ とつ で あ る デ ジ タ ル ア
ー

カ イ ブ に お け る 図

像 資料 の 公 開方 法 に つ い て も研 究 を行 っ て き た，筆者 ら が 当時

東京大学大 学院情報学環 にお い て構築 した 「文化資源統合 ア
ー

カ イ ブ 」
「2］

に お い て 実証 研 究を試み た の は，オ ン ラ イ ン 上 に お

ける ア カデ ミ ッ ク な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 形成 や オ ン トロ ジー

に よる 資料情報
・
メ タ デ

ー
タの 統制 と と もに，同 ア

ーカイ ブの

開発 当時 は まだあ ま り
一

般 的で はなか っ た ア ノ テ
ーシ ョ ン （電

子付 箋 ） を活用 した 図像 資料 の 研 究 資源化 で あ っ た．こ れ らの

試 み を通 じて，遺 され た 図像 資料 や文 書 資料を どの よ うに 現 代

に お い て 有効に 活用可 能な もの とする の か，それ こ そ が よ りマ

ク ロ な 研究 課題 で あ り，当該の デ ジ タ ル ア
ー

カ イ ブ は そ の 可 能

性 を検証する うえで 有益 な知見を筆者 ら に もた ら した．こ れ ら

の 研究課題 は．過去の 文化的事象 を現代に お い て 情報 として 価

値 化 し再 生 す る た め の 手法 の
一

端 で あ り，情 報 と知 の 流 通 や 調

達 を め ぐる 多彩 な情報文化 的課題 を内 包 した重 要 な テ
ーマ で

あ っ た と も言 え る，

　過 去 ・現 在 を問 わず，既 に 存在す る，ある い は デ ジ タ ル ボー

ン を含めて 新 た に 生み 出 され る 資料 や情 報 は，分類 や 検索，分

析 の た め の メ タ デ ータ を 付 与 さ れ た 形 で ア
ー

カ イ ブ 化 さ れ ，

デ ジ タル 化 を経 て 公 共財化，公 開 され共有 される こ と≡public

な もの と され る こ とに よ っ て 新た な知を生成する よすが となる

もの で ある．そ の こ との 重 要性 は ア カ デ ミズム を は じめ ，政 府

に よ る 知 的 財 産推 進 計 画 の ア
ー

カ イ ブ 利 活用 に 関す る 言 及，

さ らに は 研究 に直接携 わ る こ との ない 多くの 人 々 に も現在で は

幅広 く共 感 を 得 た 認識 で あ る と考え ら れ る．しか し な が ら，現

実 に は 公 開 や 共有とい う行為をめ ぐ っ て は，と きに その 認識 に

反 した現象が散 見 され る こ と も．事実で あ り，文化 資源 の 蓄積 ・

活用 を 目指 す 「ア ー
カ イブ 立国 ：1［3］

の か け声 が聞 かれ る 現 在 に

お い て も，資料の 公 開
・
共有に 際 して は無数の 課題が 存在 して

い る、

　そ こ で 本稿 で は，最 近 筆 者 が 関 わ っ た ふ たつ の 事 例 を も と

に，認識 レ ベ ル に お け る課 題，権利 関 係 に おけ る 課題，情 報 基

盤の 「内製」指向の もた らす課 題 とい う，資料の 公 開や 共有を

制約する 諸課題 に つ い て紹介 して み た い ．

2．文書資料をめ ぐ っ て〜 「市川森
一の 世界」構築か ら

　近 年，筆者 が 連携 し て活 動 を行 っ て い る プ ロ ジ ェ ク トに，一

般社団法人 日 本放送作 家 協会 な らび に
一般杜 団法 人 目本 脚 本

ア
ーカ イブ ズ 推進 コ ン ソ ーシ ア ム が収 集 した 数万 点 に 及 ぶ 放 送

脚 本 （台 本 ） を も と に した 「脚 本 ア
ー

カ イ ブ ズ 」 に 関 す る プ

ロ ジ J 一ク トが あ る．本 プロ ジェク トで は，主 に テ レ ビ放 送 向け

に使用 され た脚本 を社 会 的 ・文 化 的に 電要 な歴 史的 資料 とみ な

し，同 コ ン ソ
ー

シ ア ム とそ の 前 身組 織 が所有 者 か らの 寄贈 を原

則 と して 数 多 の 放 送 脚 本 を収 集 して きた，当該 の 収 集 資 料 は

2013年 に 国立 国会 図書 館 に 収蔵 され る こ とが 決 定 し，現 在 は

国会 図書 館 デ ジ タル コ レ ク シ ョ ン や同 イ ン タ
ー

ネッ ト資料収集

保存事業 （WARP ）内で デ ジ タ ル デ
ー

タ と し て 閲覧が 可 能 と

な っ て い る．

　筆者 は こ の プ ロ ジ ェ ク トの 活 動 の
一環 と して，2012年 末 に

脚 本 家 市 川 森・・
（1941．2011） の 功 績 を 顕 彰 し た web サ イ ト

「市川 森一の 世 界」 141の 構 築 に 携 わ っ た．同 サ イ トの 詳細 な説

明 は紙 幅の 関係 lt同 プ ロ ジ ェ ク トの 報 告書 に譲 るが，同サ イ ト

は故 人 の 履歴 ・写 真資料
・
音源 等，多彩 な情報を集約 した デ ジ

タ ル ア ーカ イ ブ と して の色彩を 帯び た サ イ ト構築が な さ れ ，特

に その メ イ ン コ ン テ ン ッ と して pdf 化 され た市川 森一の 手 に な

る約 200本の 脚 本 をオ ン ラ イ ン で 閲覧 す る こ とが可 能 なサービ

ス と して 開 設 さ れ た．
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　実 は同サ イ トの 構築 に あ た っ て は，当初 か ら pdf の 放送 脚本

資 料 に つ い て は 3 ヶ 月 の 時 限公 開 と い う条件 が 与 え られ て い

た、そ の 理 出に つ い て はい くつ か挙げ る こ とが で きるが，市 川

氏 の 脚 本 が 現 在 も出版 物 と して 流通 して い る こ とが 特 に 大 きな

理 由 と され 151，結 果，公 開す る脚 本 の pdf デ
ータに つ い て も学

術 的な デジ タル ア
ーカ イブ 全般 と比 べ て は るか にセ キ ュ ア な制

限が 課 され る こ ととな っ た．所有権お よ び 著作権継承者の 権利

に基 づ く公 開デ
ー

タ の 制 限 は決 して 珍 しい もの で は な い が ，特

に 第二 次世界 大戦後，20世紀後半以 降の 時代 を対象 とする オ

ン ラ イ ンで の 資料公 開を行う場合に は，こ れ らの 課題 は十 分に

考慮 され る べ きで あ ろ う，

　 なお，今回の 場合，そ こ か ら生 じた 問題 は資料の 共有
・公 開

の 理 念 に照 ら して ネ ガテ ィ ブ な事態 を招 くこ と とな っ た，pdf

の フ ァ イル 操 作 に 対 して 制 限 を強化 した代償 と して ，ユ ーザ側

の 閲覧可 能環境が 著 し く制 限 され る一具 体 的 には ロ ーカ ル で の

放送脚 本 データの 保存 が で きない だけ で な く，キ ャ ッ シ ュ 生 成

自体 を阻害す る高 レ ベ ル の セ キュ リテ ィ設 定を施す
一

こ とは，

ユ ーザ側 の 閲覧環 境 に よ っ て は フ ァ イ ル の 展 開 自体が で きない

と い う問 題 と して オ ン ラ イ ン に お け る 資料の 活用 に 際 して 不 自

由を生 じ，公 開側 に もサ ポ
ー

ト等人的 資源 の 有限性の 観点か ら

望 ま し くな い 事態 を 引 き起 こ した と言 え る．も っ と も，採 用 し

た プ ラグイ ン の トラブ ル な ど か ら閲覧環 境に 支障を来す事態は

こ れ まで に 構築さ れ 早 くも半ば放置さ れ つ つ ある 旧 来の
一

部の

デ ジ タ ル ア
ー

カ イ ブ に つ い て も散 見 さ れ る事 態 で あ る こ とか

ら，推 奨 環境 をサ イ ト上 で 明示す る な ど適切 な対
．
応 を行 え ば．

当該 の 問 題 は技術 的 な課 題 と して は古典 的 な部類 に属 す る もの

と も考 え られる，

　 む しろ こ こ で 注 目され る べ きよ り重要 な問題 は，ア
ーカ イ ブ

化 され る 資料の 枠組み と，権利 と公開 の 相克にある．モ ノ は収

集 さ れ，分析 さ れ る こ と で 初 め て 「資料 」 と して 認識 され る こ

とを考 え れ ば，そ もそ も放送 脚 本 とは こ れ まで 「資料」 と し

て 認識 され る 対象 とは 言い 難い 存在で あっ た．脚本
・
台本 を分

析 して 使 用 した 研 究 は 数 多 く存 在 して も，こ と放 送 脚 本 とな る

と，従 来 は ア
ーカ イブ された デ

ー
タ で は な く，個 人所 蔵等 ア ク

セ ス 手 段 に乏 しい もの に依 存 した研 究が 行 われ て きた と言 わ ね

ば な らない ，い ず こ か に収集 され，蓄積 され る こ とが な けれ ば

資料 は 単 な る モ ノ に す ぎず，情 報 と して の 価値 を 帯 び た 「資

料」 と して の 扱い が 困難に な る．今回，国立 国会図書館が 放送

脚本 を収集の 対象 と した こ とで 集積 さ れ た モ ノが 価値 化さ れ ，

そ れ らを活用 し た研究 の 進展 が 今後 期待 さ れ るの は 望 ま しい こ

とで は あ る が．同時 に そ こ で 再 び 「資料 」 と して の 認 識 か ら外

れ て し まうもの が何 で あ る の か が問 わ れ ね ば な らな い ．放 送脚

本を例 に取れ ば，文学作品同様，完成稿の み が 「資料」と して

扱 わ れ る の で は な く，初 稿 か ら 完成 に 至 る ま で の 複数の バ ー

ジ ョ ン こ そが完成稿へ の 過程 を示す重 要な 資料で ある と考 え ら

れ るが，現実の 収集
・
保存事業に お い て は，バ リエ

ー
シ ョ ン の

量 的上 限が 不 明瞭 な対 象 に つ い て 事業 主 体が 収 集 ・収蔵 を躊躇

する こ とは十分 に考 え られ る．い か な る 収蔵施設に お い て もあ

らゆ るモ ノ を収 集 ・収 蔵す る こ とは 空 間 的 に 不 可 能 で あ る以

上，ア
ー

カ イ ブ に お い て は 選択 の 基準 を め ぐる 問 い 直 しが 不 断
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に 行 われ る べ きで あ ろ う，

　一方 で 後者 の 権利 と公 開 の 相 克 をめ ぐる 課題 もまた 容易 に 答

え を得 るこ との で きない ，しか し重 大 な論 点で ある．例 え ば先

日世 界記憶 遺 産候補 と して 推 薦 される こ と が決 まっ た 東寺 百 合

文書 （京都 府 立総 合資料 館 所蔵 ） をオ ン ラ イ ン で 公 開 して い る

「東寺百合 文書 WEB 」で は．「ク リエ イテ ィ ブ ・コ モ ン ズ 表示

2．1 日 本 ラ イ セ ン ス 」（CC −BY ） を適用 する こ とで，オ ン ラ イ

ン空 間 を越 えて 極め て 自由度 の 高 い 資料公 開 の あ り方を実現 す

る 画期 的な試 み が 行わ れ たが
【6］，当該資料とほ ぼ 同 様の 形 で 現

在 も流 通 して い る商 品が存在する タ イプの 資料に つ い て は，ク

リエ イテ ィ ブ
・

コ モ ン ズ の ル ール を適用 す る た め の 権 利者 間の

調整 は容易で は ない ．か く記す筆者 自身も，かつ て 明治期 の 写

真 資料 の オ ン ラ イ ン 公 開 に 際 して は，所 有 者側 の 権利 に つ い て

一
定 の 配 慮 を必要 とす る事態 に 遭遇 す る な ど，古写真 の 現代 的

な商 品性 （古 写真 は 美 術品 や近 代 の 紙 資料 の
一

種 と して 市場 価

値が あ るだ けに止 ま らず，例 えば 被 写体 が 歴 史的 に よ く知 られ

た 人物で ある場合 印画紙上 に焼き付 け られ た イ メ
ー

ジ そ れ 自

体 の 広 告 等 へ の 転 用 に よ る 商 品性 の 創造 と い う副 次 的 な 利用 の

側面 が存在す る ）に つ い て 検討 す る 必要 が あ る こ とを ア
ー

カ イ

ブ の 構築過程にお い て 痛感す る に至 っ た．古書市場の み な らず

再編 集 され 新刊 と し て も流 通 す る 放 送脚 本 も同様で あ る が，あ

らゆる モ ノが 「コ ン テ ン ツ 」の 名の 下 に 現代的な商品性 を帯 び

る 可 能性の ある 現在，資料所有者の 存在や 公共財 として の 意 味

をめ ぐる そ の 判 断の 重 要性 が あ ら た め て ク ロ
ーズ ア ッ プ さ れ て

くる もの と考え る．

3 ，図像資 料 をめ ぐ っ て〜小 川
一

眞関 係資 料 目録 の編 纂 か ら

　
一
方，非文字資料の うち図像 資料 をめ ぐっ ては，従来 か ら少

な か らぬ 研 究 機 関に おい て デ ジ タ ル 化 や公 開が 行 わ れて きた，

そ の 中で も先 述 の 放送脚 本 資料 もそ の 対 象 と して 含 まれ て い る

国立 国会図書館 の デ ジ タ ル コ レ ク シ ョ ン とい えば．数多 くの 古

典籍 や 博士 論 文 をは じめ と した 多彩 な 資料を デ ジ タ ル 化 し て オ

ン ラ イ ン 上で 広 く公 開す る プ ロ ジ ェ ク トと して 夙 に 知 ら れ て い

る ［7］．近年 で は
一

部 デ
ータの 公共 図書 館 へ の 配信 （図 書館 送 信

資料），デ ジ タル 化 資料の 拡 充 に よる館内閲覧専用 資料 （国 立

国会 図書館 内 限定 閲覧 資料 ） の 増大 な ど，その 成 果 は 研 究者 に

と っ て 内容 ・シ ス テ ム ともに 関心 の 的 と な っ て い る，20世 紀

半ば以 前の デ ジ タ ル 化 し た 資料 を公 開 して きた近代デ ジ タ ル ラ

イ ブ ラ リ
ー （2016年 に デ ジ タル コ レ ク シ ョ ン と統 合予 定）と併

せ ，ます ます充 実 の 度合 い を高 め て い る こ の オ ン ラ イ ン 資料群

につ い ては，筆者 もこの データを頻繁 に使 用す る ひと りで あ る，

　 しか しなが ら，研究対象 と して 写 真資料を主に 扱うこ との 多

い 筆者 と して は，館外 に向けて 公 開 さ れ て い る デ
ー

タ の 品質 に

は 不満 な点も散見 され る、一
例 を挙げれ ば，デ ジ タ ル コ レ ク

シ ョ ン に は筆者の 関心の 高い 写真資料，特に 明治
〜
大正期 に刊

行 さ れ た 写 真 rl1占 （写 真 を印刷 して 編 集 し．ア ルバ ム 化 した 刊 行

物） も数多 く包 含 され て い る が ，こ れ らの 分析 に 際 して は．写

真 技術 や 印刷技 術へ の 注 目が必 要 とな る に も関 わ らず，デ ジ タ

ル デ
ー

タ で は それ らの 情 報 は 解像 度 の 問 題 か ら失 われ て い る．
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現在 の 公 開 デ
ー

タ 品質 で は，網 目版 印 刷 の 密度の 違 い を 公 開

デ
ータ か ら 目視 で きない ば か りか，同 時代 の 他 の 印刷 技 術 との

比定 も困難 な状 態で あ る．デ ジ タル ア
ーカ イブ に快 適 な レ ス ポ

ン ス を求め る の で あ れ ば，デ
ー

タの 表示 に特 別 な ブ ラ グ イ ン を

使用 して 高 画質 な画像 を 分割 表示 可能 に す るか ，解像 度 を落 と

して 閲 覧者の 利 便性に資す る とい う選 択肢 を採 らざる を得 ない

とは い え，こ の 水準で は現 物資料の 持つ 情報を十分に 代替可 能

な水準に 到 達で きて い な い こ と は 明 ら か で あ る．こ の よ うな 問

題 は，ア
ー

カ イ ブ の公 開側 が 「資料」 と して 何 が 必 要十分 な情

報で ある と考えて い る の か．その 認識範囲の 限 界を示す事例 と

考え られ る が，先の 放 送 脚 本 に お け る 「資料 」 の 範 囲 が 量 とい

う概 念 と結びつ くい わば 「横」の 認識 の 問題 で あ る とすれ ば，

こ ち らは一
資料 内の 質 とい う概 念 と結 合 した 「縦 」 の 認 識 の 問

題 と捉 え る こ とが可 能で あ ろ う、

　 こ の 国立 国会 図書館 デ ジ タル コ レ ク シ ョ ン に は，筆者 が行 田

市 郷 土博 物 館 と連 携 して 編 纂 協 力 した 『小 川
一

眞 関係 資 料 目

録』 の 対 象 で あ る 小川
一

眞の 手 に な る 写真 帖 も少 なか らず 含 ま

れて い る，2013 年 に 刊 行 され た 同 目録 は 行 田 市郷 1二博 物 館 に

資料 所 蔵者 よ り寄贈 ・寄 託 された 明治期 の 代 表 的 な写真 師小 川

一
眞 （1860 −1929） に 関 連す る 写 真 資 料，周 辺 資料の リス ト を

掲載 し，こ れ ま で 不 明 な 点の 多か っ た 明治期 の 視覚情 報 ・視 覚

文化の 形成を分析する うえで 重要 な 目録 とな っ て い る．しか し

なが ら，本書は さ ま ざまな制約か ら 図像資料そ の もの を大量 に

掲載する こ とは 叶 わず，また
一地 方 自治体 の 博物 館 レベ ル で 同

資料 をオ ン ラ イ ン 上 で 公 開する に は．財 政面や 継続 「生の 観点か

らも困難が 存在 す る．

　 こ れ らは古 くて 新 しい 問題 で はあ る が 地方 自治 体 の 保有 す

る 図像 資料 を資料 と して の 「質」 を確 保可 能 な高解 像 度で 公開

す る こ とは現 時点 で は極 め て実現 可能 性 の 乏 しい プ ロ ジ ェ ク ト

で あ る と い うこ と は 強 く指摘 せ ね ば な ら な い ，い わ ゆ る デ ジ タ

ル ア
ー

カ イ ブ の 「内製」 をめ ぐる 問題，コ ン テ ン ツ か らシ ス テ

ム まで の ア
ー

カ イブ の 総体に つ い て ，現物資料 を保管す る 当該

の 機関 に お い て そ の 全 て 賄 お うとす る こ との危 険性 は，人 的 ・

財 政 的裏付 けや 継続 性，外 部へ の 発注 や 連携 を含 む長期 的 な メ

ン テ ナ ン ス の 問題 とい っ た サ ス テ ィ ナ ビ リテ ィの 視 点 か ら，筆

者 を含 む 多 くの 類似 した プ ロ ジ ェ ク ト担当者にお い て 共有 され

て い る 重要 な課 題 で あ るが ，紙 媒体 で もデ ジ タ ル デ
ー

タで も解

像度や 再現 性に 厳 し い 注文が 付けられ る 図像資料を扱う場 合 に

は，サ ス テ ィ ナ ビ リ テ ィ を保持 する た めの 負担 もまた重 く，す

べ て を内 製 した シ ス テ ム 下 で まか な うこ と は もはや 現 実 的で は

な い ．

　 こ の よ う な課 題 に 対 す る ひ と つ の ブ レ イ ク ス ル
ー

と して

は．例 え ば The 　British　Libraryの 試み が 参考に な ろ う．　 The

British　Libraryで は 2007年 8月 か ら世 界最 大 の オ ン ラ イ ン 写

真共 有サービ ス で あ る flickrの ア カ ウ ン トを開設 して い た が ，

2013年 12月，Microsoft社の 協力を得 て 同館 の 所蔵 する 図像

資 料約 100万 点 を flickr上 に 公 開 し た 「s］，　 flickrは よ く知 られ

て い る よ うに 画像の 公 開
・
共有 に特化 したサービス を グロ ーバ

ル に 展開 し て お り，The　British　Libraryで は
一

般 公 開 向け に

選 別 し た メ タ デ
ー

タ を同サービ ス の descriptionに 組 み 込 み ，

電 子 タ グ に よ る ア イ テ ム の グ ル
ープ分類 を活 用す る こ とで．多

くの 一般 的 なデ ジ タ ル ア ーカ イブ と比較 して 遜色 ない 館 蔵 資料

の 公 開 を実現 してい る．現 状 で も 日本 国内の 多 くの オ ン ライ ン

公 開 資料 が外部 の API や ア プ リケ
ー

シ ョ ン に 何 ら か の 形で 依

存 ・連 携 す る 構 造 を 示 して い る こ とを鑑 み れ ば．資料の 所蔵

機関 は デ ジ タ ル デ
ー

タ の 生 成に の み 注力する こ とで，「内製」

ア
ー

カ イ ブ の も うひ とつ の 課題 で あ る オ ン ラ イ ン テ ク ノ ロ ジー

の 急 速 な 変化 に対する 対応 の 困難に コ ス トを費 や す よ り有益 な

結果 が 得 ら れ る もの と考え ら れ る．

　無論、現在の 且ickrの 公開画質 レベ ル で は，
．
前記 の 分析 対象

と して の 資料 の 「質」 の 問題 を完全 に解 決す る に は至 らず，ま

た権利 関係 の 帰属 につ い て も注意 深い 取 扱 い が 求め られ る が

国 立 国会 図書 館 や 国立 公 文 書 館 の よ う な規 模 の 施 設 は 別 と し

て，人的 ・予 算 的 ・技 術 的制約 の 大きい 全国の 地方自治体の 所

蔵す る資料 を価値 あ る 情 報 と して 生 か して い くた め に は，ま ず

は上 述 した よ うな資料 公 開 をめ ぐる 大胆 な発 想の 転換が 求め ら

れ て い る と 考え られ る．

4 ．今後 の展 望

　こ こ ま で 、文 書 資料 と図 像 資料 の 共有 ・公 開をめ ぐ っ て 筆 者

自身が 経験 し た課題 とそ こ か ら派 生す る問題 に つ い て 紹 介 して

きた．こ こ に 挙 げ た 2 つ の ケース ス タ デ ィ か ら得 られ た 論 点

は．以
．
ドの ように 整理 で きる．

（1） 何 を「資料 」と 見 なすか，資料の 量 （横の 問題系）と質（縦

　 　 の 問題 系 ） の 両 面 か ら判 断 すべ き選択 基 準 へ の 批 判 的

　 　 検 討 の 重要 性

（2 ） 「資料」 の 商品性 と公共財 と して の 側 面 をめ ぐる資料

　 　 所 有 者の 存 在

（3 ） 「内 製 」 の 「非合 理 性 」 と外 部 サービ ス の 積極 活 用 の

　 　 可 能性

　こ れ らの 課題 の
一

部 は，資料学 等，既 に あ る 特定の 分 野 に お

い て は積 極 的 に 議論 され て きた 課 題 で ある が，知識隋報基 盤 を

構築する 関係者に 必 ず しも広 く共 有 され て い る とまで は言 い 難

い もの （1） や，どち らか と い うと ア
ー

カ イブ の 構築者 と資

料所 蔵 者 と い う対 人 ネ ゴ シエ ーシ ョ ン の 問題 と し て 捉え ら れ が

ちで あるが 故 にア カ デ ミ ズム の 議 論 と馴 染み に くい と考 え ら れ

て きた もの （2 ）で あり，また 当該デ ジ タル ア
ーカ イブ の構 築

に 際 し公 的資金や そ れ に 準ず る 資金が 多 くの 場 合 に 投 入 され て

きた 経 緯か ら も事業の 性質上 容認 さ れ ない ，容 認 しが た い もの

（3 ）で ある と考え られ る．

　 しか し な が ら，オ ン ラ イ ン で 公 開 される 多様 なア
ー

カ イブ を

今後 と も維持 し活用 して い くた め に は，（1 ） の 基準 を 常 に 議

論 しつ つ （2） の 課 題 に取 り組 む べ くケ
ー

ス ス タ デ ィ を収集
・

蓄 積 ・分析 し，さ ら に （3 ）の 認 識 を転換 して ゆ く姿 勢が 求 め

られ る の で は な い だ ろ うか ，

　巨額の 資金 を投 じて 技 術 開発 と公 開 の ため の シ ス テ ム を維 持

で きる 機関 は 全 国に 決 して 多 くは ない ．全 国津 々 浦々 の 資料 を
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公 開
・共 有 す る こ とで public な もの

＝公 共 財 と し，持 続 可 能

な 「ア
ーカ イブ 立 国」 を実現 す る 方策 を見 い だす こ と は 喫 緊の

課題 で あ る、

注

［lj本 稿 で の 情 報 文化 の 基本 構 造概 念 は ，片 方 善治 「サ イバ ー
ス ペ ース

　 の 文 明 と 文 化
一

コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン環 境 と 情 報 文化 に 関 す る 考 察 」

　 『
・
「胄報文 化学会誌』 1 （1），1994，P．4 に 基づ く、

［2］文化 資源統合ア
ー

カ イ ブ は 現在、東京大学大学院情報学環社会情報

　研究資料セ ン タ
ーDigital　Cultural　Heritage に発 展 し公開 中．

　http：／fcrarc．i正i．u．tokyo、ac、jp〆

［3］「ア ーカ イ ブ 立 国」 の 具 体 的 な構 想 に つ い て は ，「ア ーカ イ ブ 立 国宣

　言 」 編 集委員会編 『ア ーカ イ ブ 立 国 宣言〜日本の 文化資源 を活か す

　 た め に 必 要 な こ と』ポ ッ ト出版、2014 を参 照 の こ と．

［4］http：〃 ichikawa．nkac ．or．jp／　な お，日本脚 本ア
ーカ イ ブ ズ推進 コ ン

　 ソ
ー

シア ム の 活動に つ い て は ，日本脚本ア ーカ イ ブ ズ推進 コ ン ソ ー

　 シ ア ム 『文化関係資料の ア ーカ イ ブ構 築 に 関 す る 調査 研 究 ： 放送 脚

　 本 ・台 本 の ア ーカ イブ構築 に 向け て ：事業 報告 書』 日本脚 本 ア
ーカ イ

　 プズ 推 進 コ ン ソ
ー

シ ア ム ，20／3に 詳 しい ．

［5］
一一．

例 として 、市川森
一一．

『市 川森
．．・セ ン チ メ ン タル ドラ マ 集』 映 人社，

　 1983 な どが 挙 げ られ る．

［61東寺百 合文書 WEB 　利 用案内　http：〃 hyakugo．kyoto．jp／guide
［7】国立 国会図書館デ ジ タル コ レ クシ ョ ン　http：〃 dLndl、go、jpf
［8亅The 　British　Library　Digital　scholarship 　blog、　Ben　O

「
Steen，　A 　million

　旋 st　steps 　20ユ3 年 12月 12 日

　http：／fbritishlibrary ．typepad 、co．ukfdigital ．scholarshipf2013 ／12f

　 a．millien．first．steps ．html （2015年 4月 10 閲 覧〉．

　 なお，flickr　The 　British　Library の ア ドレス は 以下の 通 り．

　 https：〃 www ．Hickr．com ／photos 〆britishlibrary〆
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