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地
域
の
歴
史
へ
の
眼
差
し 

「
小
学
生
の
頃
か
ら
北
海
道
の
歴
史
や
鉄
道
が

好
き
だ
っ
た
」
と
語
る
伊
藤
大
介
さ
ん
。
学
芸
員
を

目
指
し
た
き
っ
か
け
は
社
会
科
見
学
で
訪
れ
た
開

拓
記
念
館
（
現
、
北
海
道
博
物
館
）
だ
。
展
示
室
の

一
角
に
あ
っ
た
蒸
気
機
関
車
の
部
品
に
目
を
奪
わ

れ
た
。
「
北
海
道
は
、
鉄
道
が
伸
び
た
先
か
ら
発
展

し
て
い
っ
た
歴
史
が
あ
る
」
。
歴
史
と
鉄
道
の
両
方

を
扱
え
る
学
芸
員
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
。 

大
学
院
は
、
学
芸
員
の
資
格
が
取
れ
る
北
海
道
大

学
に
進
学
し
、
博
物
館
学
を
中
心
に
学
ん
だ
。
研
究

テ
ー
マ
は
、
博
物
館
の
来
館
者
研
究
。
各
地
の
博
物

館
を
巡
り
、
来
館
者
調
査
で
博
物
館
を
訪
れ
る
人
々

の
考
え
方
に
触
れ
た
。 

博
士
課
程
を
休
学
し
、
北
海
道
立
文
学
館
に
勤
め

始
め
た
。
任
期
つ
き
の
勤
務
で
あ
っ
た
が
、
「
藤
倉

孝
幸
展
」
な
ど
の
展
覧
会
を
持
っ
た
。 

文
学
館
に
２
年
間
勤
め
た
後
、
平
成
二
三
（
二
〇

一
一
）
年
、
有
島
記
念
館
に
移
っ
た
。
現
在
は
田
能

村
元
仁
さ
ん
と
館
の
学
芸
業
務
を
行
っ
て
い
る
。 

伊
藤
さ
ん
は
、
現
在
、
ニ
セ
コ
町
教
育
委
員
会
有

島
記
念
係
の
係
長
と
、
主
任
学
芸
員
を
兼
任
し
て
い

る
。
前
者
の
事
務
、
後
者
の
学
芸
と
い
う
、
相
反
す

る
仕
事
を
抱
え
て
い
る
。
仕
事
の
八
割
は
予
算
や
作 

 

品
の
折
衝
な
ど
事
務
に
関
わ
る
部
分
だ
が
、
良
い
面

も
あ
る
と
い
う
。
「
自
分
で
企
画
展
な
ど
の
事
業
を

考
え
な
が
ら
、
お
金
の
こ
と
も
持
て
る
の
は
、
あ
る

意
味
す
べ
て
の
分
野
を
掌
握
で
き
る
」
と
伊
藤
さ
ん

は
前
向
き
だ
。
自
分
の
言
葉
で
議
会
に
説
明
で
き
る

強
み
を
活
か
し
て
活
動
し
て
い
る
。 

た
だ
一
方
で
葛
藤
も
あ
る
。
人
の
生
死
に
関
わ
ら

な
い
博
物
館
の
活
動
に
ど
れ
だ
け
予
算
を
つ
け
て

よ
い
の
か
、
日
々
せ
め
ぎ
合
い
だ
と
い
う
。 

有島記念館と地域社会 ―地域と関わる学芸員の仕事― 
𠮷𠮷田 朋生 

北海道大学大学院 

文学院修士課程 

ニセコ町立有島記念館 ・主任学芸員の伊藤大介さん （41）にお話をうかがった。近年、

観光と結び付けられがちな博物館であるが、そこで働く「学芸員」の地域社会におけ

る役割を、伊藤さんの活動から探ってみたい。 

ブックカフェでコーヒーを飲みながら語る伊藤さん 
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伊
藤
さ
ん
が
有
島
記
念
館
に
来
て
か
ら
、
明
確
に

打
ち
出
し
た
の
が
「
若
手
芸
術
家
の
振
興
」
と
い
う

考
え
方
だ
。
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
若
手
の
演
奏
家
を
招

き
、
美
術
展
で
は
若
手
の
美
術
家
を
紹
介
。
中
高
生

を
対
象
と
し
た
公
募
展
で
、
若
手
芸
術
家
の
発
掘
も

行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
若
手
の
芸
術
家
を
支
え
る

と
い
う
有
島
武
郎
の
志
を
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
有
島
は
、
小
説
『
生
ま
れ
出
づ
る
悩
み
』
の

モ
デ
ル
に
な
っ
た
岩
内
の
画
家
・
木
田
金
次
郎
と
い

う
若
い
作
家
を
世
に
出
そ
う
と
し
た
。
東
京
で
展
覧

会
を
開
催
し
て
お
金
を
集
め
て
、
画
材
費
を
贈
る
な

ど
の
支
援
を
し
て
い
た
。 

「
個
人
の
名
を
関
し
た
記
念
館
の
使
命
は
、
個
人

の
や
り
た
か
っ
た
こ
と
や
、
志
し
た
こ
と
を
後
の
世

に
具
現
化
し
て
い
く
こ
と
」
と
伊
藤
さ
ん
の
理
念
は

明
快
だ
。
有
島
の
志
が
記
念
館
の
普
及
事
業
の
基
本

的
な
考
え
方
と
な
っ
て
い
る
。 

有
島
記
念
館
の
成
り
立
ち
と
役
割 

 

次
に
、
伊
藤
さ
ん
が
勤
め
る
有
島
記
念
館
が
、
ニ

セ
コ
と
い
う
地
域
に
お
い
て
果
た
し
て
き
た
役
割

に
つ
い
て
、
そ
の
成
り
立
ち
と
共
に
振
り
返
っ
て
み

た
い
。
ニ
セ
コ
と
い
う
と
観
光
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。

有
島
記
念
館
も
ま
た
、
観
光
の
中
で
役
割
を
果
た
し

て
き
た
側
面
が
あ
る
。 

も
と
も
と
有
島
記
念
館
は
、
旧
有
島
農
場
の
小
作

人
の
子
孫
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
謝
恩
会
に
よ
る
民

活
民
営
で
あ
っ
た
。
昭
和
五
三
（
一
九
七
二
）
年
、

ニ
セ
コ
町
が
常
設
展
示
室
を
建
設
し
、
町
立
の
施
設

と
し
て
再
ス
タ
ー
ト
し
た
。 

当
時
、
記
念
館
は
博
物
館
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て

お
ら
ず
、
観
光
施
設
と
し
て
の
側
面
が
強
か
っ
た
。

ま
だ
高
橋
牧
場
や
道
の
駅
な
ど
の
現
在
の
観
光
名

所
も
な
く
、
ト
イ
レ
休
憩
の
場
所
と
し
て
大
型
バ
ス

が
訪
れ
た
。
多
い
時
で
は
年
間
４
万
人
以
上
が
足
を

運
ん
だ
と
い
う
。
現
在
も
観
光
客
の
利
用
は
多
い
が
、

団
体
バ
ス
で
来
る
人
よ
り
は
、
記
念
館
に
興
味
の
あ

る
個
人
客
へ
と
変
化
し
て
い
る
。 

地
域
住
民
の
利
用 

と
こ
ろ
で
、
有
島
記
念
館
を
利
用
し
て
い
る
の
は

観
光
客
だ
け
で
は
な
い
。
地
元
の
人
々
も
記
念
館
を

利
用
し
て
い
る
。
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
普
及
事
業
は

半
分
が
町
民
の
方
だ
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
文
化
ホ

ー
ル
と
し
て
の
機
能
は
、
有
島
記
念
館
が
重
視
す
る

４
つ
の
機
能
（
文
学
館
・
美
術
館
・
郷
土
博
物
館
・

文
化
ホ
ー
ル
）
の
う
ち
の
一
つ
だ
。 

ま
た
、
町
民
の
利
用
が
多
い
と
い
う
の
が
平
成
二

七
（
二
〇
一
五
）
年
に
館
内
に
開
業
し
た
ブ
ッ
ク
カ

フ
ェ
。
ア
ー
ト
ホ
ー
ル
か
ら
羊
蹄
山
を
眺
め
な
が
ら
、

ゆ
っ
た
り
と
コ
ー
ヒ
ー
と
読
書
を
楽
し
め
る
。
利
益

よ
り
も
、
記
念
館
を
盛
り
上
げ
た
い
と
い
う
町
内
の

「
高
野
珈
琲
店
」
の
協
力
で
実
現
し
た
。
ド
リ
ン
ク

が
割
引
に
な
る
年
間
パ
ス
は
、
２
回
来
れ
ば
元
が
取

れ
、
コ
ン
サ
ー
ト
も
聞
き
放
題
と
町
民
に
人
気
だ
。 

有島記念館の歩み 

1949(昭和 24)年 
農地改革により、有島農場が解散。旧場主の恩に

報いるために有島謝恩会が設立され、旧農場事務

所で有島武郎や旧農場の資料を保存・展示。 
1957(昭和 32)年 記念館が焼失。収蔵品の殆どは無事搬出された。 

1963(昭和 38)年 
謝恩会を中心に再建運動がおこり、募金により、1

階がレンガ造、2階が木造の有島記念館を再建。 

1978(昭和 53)年 
管理上の問題や会館の老朽化に伴い、有島武郎生

誕百年を記念して、ニセコ町が町立の施設として、

現在の常設展示室と呼ばれている部分を建てる。 
1989(平成元)年 講堂や事務所などを増築。 
1995(平成 7)年 アートホールなどを増築。 
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さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
地
域
に
お
け
る
学
芸
員
の
役

割
を
考
え
て
み
た
い
。
学
芸
員
の
仕
事
と
言
う
と
何

を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
資
料
を
集
め
て
未
来

に
継
承
す
る
こ
と
（
収
集
・
保
存
）
、
資
料
の
価
値

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
（
調
査
・
研
究
）
、
資
料
の

価
値
を
伝
え
る
こ
と
（
展
示
・
教
育
普
及
）
な
ど
、

学
芸
員
の
仕
事
は
資
料
に
関
連
す
る
。
有
島
記
念
館

で
も
、
文
学
資
料
や
絵
画
資
料
、
そ
し
て
郷
土
資
料

に
関
わ
る
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
郷
土
資
料

の
収
集
な
ど
の
、
有
島
記
念
館
の
郷
土
博
物
館
機
能

に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。 

五
〇
年
後
を
見
据
え
た
資
料
の
収
集 

有
島
記
念
館
で
は
開
館
以
来
、
ニ
セ
コ
町
に
関
す

る
郷
土
資
料
の
収
集
を
目
的
の
一
つ
に
掲
げ
て
き

た
。
後
世
の
人
々
に
ニ
セ
コ
町
の
生
活
の
様
子
を
知

っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
だ
。 

伊
藤
さ
ん
は
資
料
の
収
集
の
際
、
五
〇
年
後
を
意

識
し
て
い
る
と
い
う
。
今
は
価
値
の
な
い
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
で
も
、
後
の
世
に
価
値
が
見
出
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
。
例
え
ば
、
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
に

ニ
セ
コ
町
が
作
成
し
た
観
光
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
表

紙
に
は
吉
田
初
三
郎
作
の
鳥
観
図
が
描
か
れ
て
い

た
。
後
世
に
吉
田
初
三
郎
の
絵
が
評
価
さ
れ
た
こ
と

で
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
価
値
も
高
ま
っ
た
。 

「
紙
の
資
料
は
意
識
的
に
収
集
し
な
い
と
捨
て

ら
れ
て
し
ま
う
」
と
、
残
り
づ
ら
い
も
の
を
優
先
的

に
収
集
す
る
方
針
だ
。
ま
た
、
資
料
収
集
の
際
に
は

付
属
資
料
も
含
め
て
収
集
す
る
と
い
う
。
例
え
ば
、

老
朽
化
の
た
め
に
引
退
し
た
「
ニ
セ
コ
エ
ク
ス
プ
レ

ス
」
を
、
令
和
元
（
二
〇
一
九
）
年
に
郷
土
資
料
と

し
て
購
入
。
ニ
セ
コ
町
鉄
道
文
化
協
会
が
主
体
と
な

っ
て
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
資
金
を
集
め

た
。
そ
の
時
、
伊
藤
さ
ん
が
Ｊ
Ｒ
に
強
く
求
め
た
の

は
「
図
面
」
の
提
供
だ
。
ニ
セ
コ
エ
ク
ス
プ
レ
ス
は

賞
を
取
る
ほ
ど
デ
ザ
イ
ン
性
も
評
価
さ
れ
て
お
り
、

図
面
も
立
派
な
資
料
と
な
る
。
「
車
両
だ
け
で
は
産

業
遺
産
と
し
て
の
価
値
が
判
断
で
き
な
い
」
と
、
千

枚
近
く
の
図
面
を
集
め
て
い
る
。
こ
れ
は
将
来
の
学

芸
員
の
た
め
で
も
あ
る
。
資
料
に
関
す
る
情
報
が
残

っ
て
い
る
こ
と
で
、
資
料
を
収
集
し
た
本
人
以
外
も

そ
の
価
値
を
評
価
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
配
慮
だ
。 

こ
う
し
た
資
料
の
収
集
を
、
伊
藤
さ
ん
は
「
基
礎

体
力
」
と
表
現
す
る
。
町
民
や
来
館
者
か
ら
は
見
え

な
い
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
で
の
作
業
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

今
後
の
展
示
や
普
及
事
業
の
貯
え
と
な
る
。 

現
在
集
め
て
い
る
地
域
の
人
々
か
ら
の
聞
き
書

き
も
、
今
後
郷
土
資
料
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

企
画
展
が
開
催
さ
れ
た
り
、
出
版
さ
れ
た
り
す
る
ま

で
は
、
日
の
目
を
見
る
事
が
な
く
て
も
、
資
料
の
収

集
は
重
要
な
博
物
館
の
活
動
で
あ
る
。 

地
域
の
遺
構
・
遺
産
の
見
学
会 

週
末
を
中
心
に
開
催
さ
れ
る
講
演
会
や
見
学
会

も
郷
土
博
物
館
と
し
て
の
活
動
の
一
つ
。 

平
成
二
八
（
二
〇
一
六
）
年
に
は
、
文
化
財
ツ
ア

ー
「
西
富
遺
跡
見
学
会
」
を
開
催
。
西
富
遺
跡
は
手

の
付
い
て
い
な
い
北
海
道
で
一
番
状
態
の
い
い
ス

ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
だ
。
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
行
っ
た

髙
倉
純
さ
ん
（
北
海
道
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン

タ
ー
）
と
鈴
木
建
治
さ
ん
（
北
海
道
大
学
文
学
研
究

記念館が重視している機能 

①文学館機能：常設展示を中心に文字活字文化

向上に寄与。絵本作家・かこさとしさんの展

覧会など。 

②美術館機能：藤倉英幸さんの作品を中心に展

示。有島武郎青少年公募絵画展など。 

③郷土博物館機能：ニセコ町に関する郷土資料

の収集、町内遺跡の再評価など。 

④文化ホール機能：各種コンサートや講演会を

開催。若手演奏家によるコンサートや、若手

芸術家を主体としたアート教室など。 
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院
）
を
講
師
と
し
て
招
い
た
。
参
加
者
を
町
民
に
限

定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
地
元
に
そ
う
い

う
も
の
が
あ
る
と
知
っ
て
も
ら
う
機
会
を
提
供
し

て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
町
民
向
け
の
講
座
」
だ
と

い
う
。「
ニ
セ
コ
は
ア
ウ
ト
ド
ア
の
観
光
が
主
だ
が
、

実
は
文
化
財
的
な
も
の
も
結
構
あ
る
。
地
元
の
人
に

知
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
町
外
の
人
に
も
魅
力
が
伝

わ
ら
な
い
」
と
町
民
に
そ
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
多
様
な
郷
土
博
物
館
活
動
が
行
わ

れ
て
い
る
中
、
軸
と
な
る
信
念
は
何
だ
ろ
う
か
。「
基

本
的
に
は
将
来
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
」
と
い
う
。

調
査
・
研
究
に
よ
り
、
収
集
し
た
資
料
の
価
値
を
高

め
る
。
そ
れ
が
地
域
住
民
の
財
産
と
な
り
、
展
示
や

普
及
事
業
に
よ
っ
て
、
そ
の
価
値
を
理
解
し
て
も
ら

う
。
地
域
に
お
け
る
学
芸
員
の
役
割
が
見
え
て
き
た
。 

鉄
道
遺
産
に
よ
る
町
お
こ
し 

 

今
後
の
活
動
に
つ
い
て
、
伊
藤
さ
ん
に
展
望
を
う

か
が
っ
た
。
「
ニ
セ
コ
鉄
道
遺
産
群
」
の
振
興
が
命

題
だ
と
い
う
。
鉄
道
遺
産
群
が
あ
る
中
央
地
区
は
、

鉄
道
を
敷
く
時
に
計
画
的
に
作
ら
れ
た
地
区
。
現
在

の
ニ
セ
コ
駅
が
あ
る
の
も
こ
の
地
区
だ
。
昭
和
三
〇

年
代
の
鉄
道
輸
送
が
中
心
だ
っ
た
頃
に
は
活
気
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
鉄
道
が
使
わ
れ
な
く
な
る
に
つ

れ
て
中
央
地
区
も
廃
れ
て
い
っ
た
。 

 

  

「
旧
新
得
機
関
区
転
車
台
」
と 

「
殖
民
軌
道
真
狩
線
跡
」 

 

「
そ
こ
に
鉄
道
遺
産
群
が
あ
る
こ
と
で
、
町
民
の

方
に
も
、
鉄
道
と
共
に
開
け
栄
え
た
場
所
が
あ
っ
た

と
再
認
識
し
て
ほ
し
い
」
と
、
鉄
道
遺
産
へ
の
期
待

は
大
き
い
。
小
学
生
の
町
づ
く
り
委
員
会
に
解
説
を

す
る
な
ど
、
学
び
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。 

ニ
セ
コ
駅
の
側
に
あ
る
鉄
道
遺
産
群
に
は
、
ク
ラ

ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
購
入
し
た
ニ
セ
コ
エ
ク

ス
プ
レ
ス
が
今
年
度
中
に
到
着
す
る
予
定
だ
。
月
に

二
回
、
転
車
台
と
共
に
動
か
す
計
画
だ
と
い
う
。「
鉄

道
愛
好
家
だ
け
で
な
く
ニ
セ
コ
町
民
に
も
知
っ
て

も
ら
い
た
い
」
と
伊
藤
さ
ん
は
思
い
を
口
に
し
た
。

各
地
か
ら
愛
好
家
が
集
ま
る
こ
と
で
、
地
元
の
人
に

も
注
目
し
て
も
ら
う
「
仕
掛
け
」
だ
。
こ
う
し
た
鉄

道
遺
産
群
の
取
り
組
み
か
ら
は
、
「
町
づ
く
り
」
へ

の
貢
献
と
い
う
学
芸
員
の
役
割
が
見
え
て
く
る
。 

「
今
の
町
づ
く
り
に
も
貢
献
す
る
し
、
将
来
の
資

料
の
価
値
向
上
に
も
貢
献
し
た
い
」
と
伊
藤
さ
ん
の

目
線
は
現
在
と
未
来
の
地
域
へ
と
向
け
ら
れ
て
い

る
。
学
芸
員
は
展
示
や
研
究
を
す
る
仕
事
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
地
域
の
活
性
化
と
い
う
形
で
地

域
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
有
島
記
念
館

に
お
け
る
伊
藤
さ
ん
の
活
動
か
ら
教
え
ら
れ
た
。 

資
料
と
い
う
地
域
の
財
産
を
収
集
し
、
そ
れ
を
現

在
あ
る
い
は
未
来
の
地
域
住
民
の
た
め
に
保
存
・
活

用
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
学
芸
員
の
仕
事
な
の
だ
。 

「9600形9643号蒸気機関車」 

ニセコ町鉄道遺産 
現在のニセコ駅のすぐ側に位置する。近くには、「中央倉

庫群」や「旧でんぷん工場」などの産業遺産がある。 


