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【監修・アートディレクター】
河北秀也（かわきた　ひでや）
1947 年生まれ。日本ベリエールアートセン
ター主宰。著書に『デザイン原論』など。
本誌プロデューサー、アート・ディレクター。

【編集・ディレクター】　
山本哲士（やまもと　てつじ）
1948 年生まれ。
政治社会学、ホスピタリティ環境学。
主な著書に、『ミシェル・フーコーの思考体系』、

『ホスピタリティ講義』、『国つ神論』、『〈もの〉
の日本心性』、『高倉健・藤純子の任侠映画と日
本情念』『フーコー国家論』ほか多数。

　
日
本
文
化
が
本
質
的
な
普
遍
力
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
表
象
す
る
仕
方
し
か
で
き

て
い
な
い
。
日
本
語
は
論
理
的
な
言
語
で
は
な
い
情
緒
的
な
言
語
だ
と
か
、
日
本
人
は
態
度
が
は
っ
き
り
し

な
い
、
物
事
を
水
に
流
し
た
が
る
と
か
、
ワ
ビ
だ
サ
ビ
だ
花
鳥
風
月
だ
と
か
、
表
層
で
し
か
ま
だ
捉
え
き
れ

て
い
な
い
ま
ま
数
多
の
日
本
論
・
日
本
人
論
が
出
て
い
る
。

　
ま
ず
、日
本
語
の
言
語
表
現
は
主
語
が
な
い
「
論
理
構
造
」
を
本
質
的
に
有
し
て
お
り
、「
コ
プ
ラ
命
題
形
式
」

の
理
論
思
考
に
な
い
、
ま
っ
た
く
別
の
理
論
構
成
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
述
語
制
が
理
論
生
産
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
、す
べ
て
の
「
な
し
え
て
い
る
」
制
作
に
「
な
さ
れ
え
て
い
な
い
」
客
観
化
と
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
、

自
ら
な
し
て
い
る
こ
と
を
自
ら
が
知
っ
て
い
な
い
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
エ
界
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
を
開

削
し
て
い
く
の
が
、
和
の
文
化
資
本
の
探
究
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
文
化
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
一
般
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
場
所
ご
と
の
文
化
の
違
い
の
多
様
さ
に

表
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
主
客
非
分
離
の
対
象
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
把
握
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
労
働
と
資
本
を
最
初
か
ら
分
節
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
た
め
、
財
産
や
マ
ネ
ー
と
し
て

か
つ
倫
理
的
に
「
悪
」
だ
と
設
定
さ
れ
て
、「
資
本
」
そ
の
も
の
を
観
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
資
本
概
念

の
転
換
が
な
さ
れ
な
い
と
、
日
本
の
多
様
な
文
化
資
本
と
そ
の
本
質
と
が
認
識
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
る
。

　
加
え
て
、
日
常
生
活
で
の
優
れ
た
道
具
技
術
が
、
国
宝
的
な
文
化
財
へ
と
特
殊
疎
外
さ
れ
て
、
道
具
技
術

そ
の
も
の
の
日
々
の
身
体
動
作
の
行
為
に
お
い
て
把
捉
さ
れ
な
く
な
り
、
文
化
が
、
日
常
か
ら
外
在
化
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
自
然
へ
の
非
分
離
の
感
覚
・
情
緒
が
、
消
費
財
の
商
品
的
物
体
に
囲
ま

れ
た
生
活
に
お
い
て
鈍
麻
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
本
誌
は
、
文
化
学
追
究
の
長
い
考
察
検
証
か
ら
、
日
本
文
化
の
本
質
原
理
を
「
非
分
離
、
述
語
制
、
場
所
、

非
自
己
」
と
し
て
探
し
当
て
た
。
そ
の
深
み
を
よ
り
広
く
見
て
い
く
た
め
、
近
代
西
欧
原
理
の
限
界
を
こ
え

る
新
た
な
本
質
的
普
遍
力
と
し
て
、
世
界
へ
貢
献
で
き
る
も
の
へ
と
磨
き
上
げ
て
い
く
こ
と
だ
。

　
戦
争
と
い
う
愚
行
は
、
知
的
資
本
の
劣
化
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
知
的
資
本
が
主
客
分
離
の
文

化
資
本
に
よ
っ
て
転
倒
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
た
め
で
、
主
客
非
分
離
の
哲
学
・
技
術
か
ら
の
知
的
資
本
を
世

界
へ
明
ら
か
に
示
し
て
い
く
こ
と
で
、
少
な
か
ら
ぬ
貢
献
を
な
し
得
て
い
く
と
思
う
。

　
日
本
は
、
和
の
文
化
資
本
に
立
脚
し
て
、
経
済
、
技
術
に
お
い
て
世
界
を
領
導
で
き
る
文
化
力
を
有
し
て

い
る
。
二
千
年
の
文
化
遺
産
を
、
日
本
語
言
語
や
心
性
や
技
術
に
お
い
て
、
し
っ
か
り
対
象
化
し
客
観
化
し
、

実
際
活
用
し
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
願
う
。
文
学
や
ア
ー
ト
に
お
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
大
き
な
世
界
の
ゆ
ら
ぎ
は
、
本
質
の
再
設
定
か
ら
し
か
開
け
な
い
と
思
う
。
そ
れ
を
日
本
文
化
、
和
文
化

は
持
ち
得
て
い
る
の
だ
。

▼
山
本
哲
士
「「
和
の
文
化
資
本
」
探
求
の
た
め
の
哲
学
的
原
理
」　
▼
小
山
聡
子
「
見
え
な
い
モ
ノ
の
文
化
」　
▼
田

中
仙
堂
「「
侘
茶
」
は
い
か
に
し
て
文
化
資
本
に
な
っ
た
の
か
」　
▼
鈴
木
貞
美
「
な
ぜ
、
日
本
に
お
け
る
ナ
ラ
ト
ロ
ジ

ー
が
必
要
か
（
３
）—

—

柳
田
國
男
の
民
俗
学
、
そ
の
評
価
の
問
題
［
そ
の
１
］」　
▼
長
谷
川
櫂
「
涼
し
さ
の
文
化

—
—

俳
句
は
な
ぜ
短
い
か
」　
▼
陳
柯
岑
「
村
上
春
樹
と
サ
ル
ト
ル
『
存
在
と
無
』—

—
『
回
転
木
馬
の
デ
ッ
ド
・
ヒ

ー
ト
』試
論
」　
▼
兵
藤
裕
己「
19
世
紀
末(

明
治
20
年
代)

日
本
の
近
代
小
説
、そ
の
可
能
性
と
限
界
」　
▼
田
中
俊
徳「
森

の
文
化
、
ジ
ビ
エ
の
文
化
」　
▼
浅
利
誠
「
述
語
制
言
語
の
日
本
語
と
コ
プ
ラ
【
連
載
７
】」　
▼
カ
ラ
ー
特
集　
「
マ
ヨ

ル
カ
島
の
布
」
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