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文
化
人
類
学
者
に
よ
る
開
発
研
究
の
動
向

鈴
木　

紀

特 集特 集
開発援助と人類学

●
は
じ
め
に

　

人
類
学
者
が
国
際
開
発
に
貢
献
す
る
典
型
的
な

姿
は
、
途
上
国
文
化
の
専
門
家
と
し
て
開
発
援
助

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
地
域
の
住
民
に
関
す
る
情
報

を
他
の
専
門
家
や
ド
ナ
ー
に
提
供
し
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
質
的
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
活
動
に
従
事
す
る
人
類
学
者
は
増
加
し

て
き
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
人
類
学
と
国
際
開

発
の
関
係
が
ス
ム
ー
ズ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
人
類
学
が
開
発
と
関
わ
る
時
に
は
ど
の
よ
う

な
問
題
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
前
半

で
は
、
英
米
の
研
究
動
向
を
参
照
し
主
要
な
論
点

を
三
点
抽
出
す
る
。
後
半
は
日
本
の
文
化
人
類
学

研
究
者
に
よ
る
開
発
研
究
を
レ
ビ
ュ
ー
し
、
前
半

で
指
摘
し
た
論
点
が
ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ
て
い

る
か
考
察
す
る
。

●
開
発
と
人
類
学―

三
つ
の
論
点

　

開
発
と
人
類
学
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
多

く
の
研
究
は
両
者
の
困
難
な
関
係
を
指
摘
す
る
。

こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
三
つ
の
論
点
を
指
摘
し
た

い
。
第
一
に
開
発
は
人
類
学
の
研
究
対
象
で
あ
る

か
否
か
。
第
二
に
い
か
な
る
形
で
開
発
に
関
与
す

べ
き
か
。
そ
し
て
第
三
に
人
類
学
を
専
門
と
し
な

い
者
に
人
類
学
の
視
点
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い

く
か
で
あ
る
。

　

第
一
の
論
点
に
つ
い
て
ホ
ロ
ビ
ッ
ツ
は
、
始
原

の
文
化
へ
の
嗜
好
性
が
人
類
学
の
基
本
的
な
関
心

で
あ
る
と
述
べ
る
（
参
考
文
献
④
）。
人
類
学
に

深
く
染
み
込
ん
だ
開
発
へ
の
忌
避
感
は
、
開
発
が

汚
れ
な
き
伝
統
文
化
を
汚
染
す
る
と
い
う
想
定
か

ら
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
古
典
的
な

伝
統
文
化
観
を
保
持
す
る
こ
と
は
い
ま
や
難
し
い
。

人
類
学
に
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
導
入
さ
れ
た
結
果
、
人
類
学
者
は
も
は

や
始
原
の
文
化
の
歴
史
性
を
無
視
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
。
ウ
ル
フ
は
資
本
主
義
の
発
展
は

資
本
主
義
の
中
核
の
文
化
だ
け
で
な
く
、
周
辺
の

文
化
も
形
成
し
た
こ
と
を
論
じ
た
（
参
考
文
献

⑥
）。
未
開
人―
ウ
ル
フ
の
用
語
で
は
歴
史
な
き

人
び
と―

も
、
世
界
シ
ス
テ
ム
の
周
辺
で
さ
ま

ざ
ま
な
文
化
動
態
を
経
験
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
現
在
、
人
類
学
者
は
伝
統
的
な
文
化

を
研
究
す
る
際
に
、
そ
の
文
化
が
近
代
化
や
開
発

政
策
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
き
た

か
を
問
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

開
発
に
対
す
る
人
類
学
者
の
研
究
関
心
が
高
ま

る
一
方
で
、
研
究
成
果
活
用
の
試
み
も
ま
た
増
え

て
き
た
。
人
類
学
者
に
よ
る
開
発
実
践
の
取
り
組

み
で
あ
る
開
発
人
類
学
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降

徐
々
に
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
世
界
銀
行
の
研
究
者

で
あ
っ
た
チ
ェ
ル
ネ
ア
は
「
人
間
優
先
」
原
理
を

と
な
え
て
、
開
発
援
助
実
務
に
人
類
学
や
社
会
学

の
知
識
導
入
を
呼
び
か
け
た
（
参
考
文
献
①
）。

し
か
し
こ
れ
ら
の
動
き
に
は
反
作
用
が
と
も
な
っ

た
。
人
類
学
者
の
開
発
政
策
へ
の
関
わ
り
方
を
非

難
す
る
声
で
あ
る
。
こ
れ
が
開
発
と
人
類
学
の
間

に
あ
る
第
二
の
論
点
で
あ
る
。
例
え
ば
エ
ス
コ
バ

ル
は
、
開
発
が
人
類
の
繁
栄
を
口
先
で
約
束
す
る

言
説
に
す
ぎ
ず
、
実
際
は
人
間
の
不
幸
を
い
っ
そ

う
深
刻
に
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、
開
発

人
類
学
の
制
度
化
に
対
し
て
警
告
を
発
し
た
（
参

考
文
献
②
）。

　

エ
ス
コ
バ
ル
の
批
判
は
開
発
概
念
を
脱
構
築
す

る
点
で
有
効
だ
と
し
て
も
、
世
界
で
今
も
続
く
低

開
発
の
プ
ロ
セ
ス
を
終
わ
ら
せ
、
逆
転
さ
せ
る
た

め
の
明
瞭
な
進
路
を
提
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

ガ
ー
ド
ナ
ー
と
ル
イ
ス
は
「
も
し
人
類
学
者
が
世

界
を
改
善
す
る
こ
と
に
コ
ミ
ッ
ト
し
続
け
る
の
で

あ
れ
ば
、
批
判
的
な
洞
察
は
維
持
し
つ
つ
、
し
か

し
そ
れ
が
時
折
引
き
起
こ
す
政
治
的
無
関
心
に
陥
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る
こ
と
な
く
、
脱
構
築
を
超
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
」
と
論
じ
る
（
参
考
文
献
③
）。
こ
の
意
味
で

開
発
人
類
学
は
、
開
発
を
批
判
し
て
遠
ざ
け
る
の

で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
関
わ
っ
て
改
善
し
よ
う

と
す
る
選
択
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
開
発
人
類
学
者
は
開
発
実
務
に
貢
献

で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ノ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
開

発
実
務
者
は
多
く
の
場
合
人
類
学
者
に
懐
疑
的
で

あ
り
、
そ
の
理
由
は
人
類
学
者
と
開
発
立
案
者
の

間
に
文
化
の
違
い
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
（
参
考

文
献
⑤
）。
両
者
の
相
違
は
「
ど
の
程
度
の
知
識

で
十
分
な
の
か
」
と
「
あ
な
た
は
ど
ち
ら
の
側
な

の
か
」
と
い
う
問
い
に
集
約
さ
れ
る
。
実
務
者
は
、

人
類
学
者
の
詳
細
な
民
族
誌
を
全
部
読
む
時
間
が

な
い
。
そ
し
て
人
類
学
者
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

研
究
対
象
の
人
々
に
味
方
し
、
開
発
実
務
者
を
敵

視
す
る
態
度
に
不
快
感
を
も
つ
。

　

人
類
学
者
の
情
報
の
提
供
先
は
開
発
援
助
実
務

者
で
は
な
く
、
途
上
国
の
住
民
と
い
う
場
合
も
あ

る
。
調
査
さ
れ
た
人
々
は
そ
の
結
果
を
使
う
権
利

が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
人
類
学
を
専
門
と
し
な

い
こ
れ
ら
の
人
び
と
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
た

め
に
は
、
人
類
学
者
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
常
識
を

見
直
す
必
要
が
あ
る
。
長
期
の
参
与
観
察
に
よ
っ

て
異
文
化
の
解
釈
を
深
め
て
い
く
こ
と
や
、
解
釈

の
根
拠
を
丁
寧
に
書
く
こ
と
は
重
要
だ
が
、
そ
う

し
た
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
簡
潔
に
伝
え
て
い
く

こ
と
は
大
き
な
挑
戦
で
あ
る
。
こ
れ
が
開
発
と
人

類
学
の
間
の
第
三
の
論
点
で
あ
る
。

●�
日
本
に
お
け
る
人
類
学
者
の
開
発
研

究

　

日
本
に
お
け
る
人
類
学
者
に
よ
る
開
発
研
究
の

動
向
を
把
握
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
日
本
文
化
人

類
学
会
の
学
会
誌
『
文
化
人
類
学
』（
二
〇
〇
四

年
六
八
巻
四
号
ま
で
は
『
民
族
学
研
究
』）
に
掲

載
さ
れ
た
論
考
（
投
稿
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
論

文
、
研
究
ノ
ー
ト
を
中
心
と
す
る
が
、
一
部
、
資

料
と
通
信
、
特
集
の
序
文
な
ど
も
含
む
）
を
レ

ビ
ュ
ー
す
る
。
レ
ビ
ュ
ー
対
象
は
、
紙
幅
の
関
係

で
一
九
九
〇
年
代
か
ら
現
在
（
二
〇
〇
七
年
末
）

ま
で
に
掲
載
さ
れ
た
研
究
と
す
る
。
そ
れ
ら
の
う

ち
内
容
が
開
発
、
援
助
、
国
際
協
力
な
ど
に
関
連

す
る
も
の
は
、
少
な
く
と
も
一
九
本
あ
る
（
表
１

参
照
）。
以
下
で
は
前
節
で
指
摘
し
た
論
点
が
日

本
の
研
究
者
の
間
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る

か
み
て
い
こ
う
。

　

①
開
発
は
人
類
学
の
研
究
対
象
か

　

表
１
で
明
ら
か
な
と
お
り
、
開
発
を
扱
っ
た
研

究
は
断
続
的
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
一
八
年
間

で
一
九
本
と
い
う
論
文
数
は
決
し
て
多
く
な
い
。

し
か
も
一
九
本
の
う
ち
、
投
稿
論
文
は
三
本
の
み

で
あ
り
、
他
は
編
集
委
員
会
が
企
画
し
た
特
集
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
や
、
講
演
会
の
報
告
な
ど
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
開
発
研
究
は
日
本
の
人
類

学
に
と
っ
て
い
ま
だ
小
さ
な
研
究
領
域
に
す
ぎ
な

い
が
、
学
会
執
行
部
は
基
本
的
に
推
進
す
る
姿
勢

を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

研
究
内
容
に
は
一
つ
の
明
ら
か
な
傾
向
が
あ
る
。

そ
れ
は
途
上
国
の
人
び
と
は
自
分
た
ち
の
文
化
に

基
づ
い
て
開
発
を
理
解
し
、
そ
の
理
解
に
基
づ
い

て
行
動
す
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
。

　

関
根
（
表
１
、
①
番
参
照
。
以
下
す
べ
て
表
中

の
番
号
の
み
記
述
）
は
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
を
事
例
に
、

一
九
七
八
年
の
独
立
国
家
の
形
成
を
近
代
化
へ
の

第
一
の
選
択
、
そ
の
後
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
民
が
開
発

と
貨
幣
経
済
の
浸
透
に
対
し
て
と
る
態
度
を
第
二

の
選
択
と
呼
ぶ
。
後
者
は
「
西
洋
的
物
質
文
化
を

完
全
に
受
容
す
る
の
か
、
部
分
的
に
受
容
す
る
の

か
、
受
容
し
て
か
ら
独
自
に
加
工
し
直
す
か
、
拒

否
す
る
の
か
の
選
択
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
近

表１　『文化人類学』に掲載された開発研究（1990年 -2007年）
番号 著  者 タイトル 出版年 巻 号 ページ
① 関根久雄 ソロモン諸島と開発 1991 56 1 94-106
② 細川弘明 開発問題と人類学－いかなる形で関わりあうか 1994 59 1 67-70

③ 大崎雅一 歴史的観点から見た｜Gwiと∥Ganaブッシュマンの現状
－セントラル・カラハリの事例より 1996 61 2 263-276

④ 南真木人 開発一元論と文化相対主義－ネパールの近代化をめぐっ
て 1997 62 2 227-243

⑤ 鈴木　紀「開発人類学」の課題 1999 64 3 296-299

⑥ 斯波知子 集落開発の仮定と実践をめぐる人類学的考察－グアテマ
ラにおける参加型集落開発の事例から 1999 64 3 300-316

⑦ 小國和子 村落開発実践の民族誌－援助事業に関わるアクターとし
ての人類学者の視点から 1999 64 3 317-334

⑧ 杉田映理 援助実施機関の組織文化と「住民参加」－タンザニア・マラ
リア対策プロジェクトの事例 1999 64 3 335-353

⑨ 中谷文美「女の仕事」としての布生産－インドネシア、バリ島におけ
る毛織物業をめぐって  2000 65 3 233-251

⑩ 橋本和也 観光研究の再考と展望－フィジーの観光開発の現場から 2001 66 1 51-67
⑪ 足立　明 開発の記憶－序にかえて 2003 67 4 412-423
⑫ 加藤　剛 開発と革命の語られ方－インドネシアの事例から 2003 67 4 424-449
⑬ 内山田康 開発の二つの記憶 2003 67 4 450-477

⑭ 石井洋子 開拓フロンティアの人類学－脱国営化をめぐるギクユ人
入植社会の再編 2003 68 3 346-368

⑮ 岸上伸啓 都市イヌイットのコミュニティー形成運動
－人類学的実践の限界と可能性 2006 70 4 505-527

⑯ 川田順造 文化人類学とは何か 2006 71 3 311-346

⑰ 佐藤斉華 消え去りゆく嫁盗り婚の現在－ヒマラヤ山地民の言説実
践における「近代」との交叉をめぐって 2007 72 1 95-117

⑱ 関根久雄 対話するフィールド、協働するフィールド－開発援助と人
類学の「実践」スタイル 2007 72 3 361-382

⑲ 木村秀雄 愚直なエスノグラフィー－著作権・無形文化遺産・ボラン
ティア 2007 72 3 383-401

（出所）筆者作成。
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代
」
と
「
伝
統
」
が
葛
藤
す
る
と
い
う
。
そ
し
て

開
発
を
文
化
的
問
題
と
し
て
扱
う
場
合
は
、
こ
の

よ
う
な
第
二
の
選
択
が
研
究
テ
ー
マ
に
な
る
と
提

案
す
る
。
南
（
④
）
も
ネ
パ
ー
ル
の
近
代
化
を
題

材
に
、
開
発
を
西
欧
近
代
と
い
う
普
遍
主
義
が
世

界
大
に
拡
大
し
て
い
く
過
程
と
み
な
す
「
開
発
一

元
論
」
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
人
類
学
の
開
発
研

究
の
役
割
は
、「
非
近
代
的
な
価
値
観
を
変
え
な

い
開
発
」
の
あ
り
よ
う
を
と
ら
え
て
い
く
こ
と
で

あ
る
と
示
唆
す
る
。
佐
藤
（
⑰
）
は
ネ
パ
ー
ル
の

嫁
盗
り
婚
を
話
題
に
、
南
の
開
発
一
元
論
批
判
を

補
強
す
る
。
チ
ベ
ッ
ト
系
ヨ
ル
モ
の
人
び
と
は
、

国
家
に
よ
る
開
発
言
説
が
流
布
し
た
現
在
、
略
奪

婚
の
一
形
態
で
あ
る
嫁
盗
り
婚
を
過
去
の
習
慣
と

説
明
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
し
か
し
佐
藤
は
、

そ
の
理
由
を
女
性
の
人
権
侵
害
と
い
う
近
代
的
な

価
値
観
の
受
容
と
い
う
よ
り
は
、
社
会
的
対
立
や

宗
教
的
秩
序
攪
乱
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
ロ
ー
カ

ル
に
つ
ち
か
わ
れ
て
き
た
価
値
観
の
純
化
／
強
化

の
結
果
だ
と
考
え
る
。

　

中
谷
（
⑨
）、
橋
本
（
⑩
）、
石
井
（
⑭
）
の
三

人
は
、そ
れ
ぞ
れ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
手
織
物
、フ
ィ

ジ
ー
の
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
ケ
ニ
ア
の
灌
漑
事
業

と
い
う
具
体
的
な
産
業
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
の

発
展
と
地
元
の
文
化
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
中

谷
に
よ
れ
ば
、
バ
リ
島
の
手
織
物
産
業
は
女
性
を

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
政
府
の
開
発
政
策
な
ど
の
影

響
に
よ
り
市
場
経
済
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る

が
、
他
方
で
は
依
然
と
し
て
伝
統
的
な
暦
や
儀
礼

に
し
た
が
っ
た
禁
忌
事
項
が
適
用
さ
れ
た
り
、
既

存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
の
制
約
を
う
け
て
い
る
と

い
う
。
石
井
は
ケ
ニ
ア
政
府
の
ム
エ
ア
灌
漑
事
業

に
よ
っ
て
一
九
七
〇
年
に
形
成
さ
れ
た
入
植
村
の

調
査
を
も
と
に
、
九
〇
年
代
以
降
の
経
済
自
由
化

に
対
し
て
農
民
た
ち
が
親
子
、
遠
隔
地
の
親
族
、

姻
族
と
の
関
係
を
活
性
化
さ
せ
て
経
営
に
あ
た
っ

て
い
る
こ
と
を
報
告
す
る
。
両
者
に
共
通
な
の
は

経
済
活
動
を
支
え
る
社
会
文
化
的
文
脈
へ
の
関
心

で
あ
る
。
同
様
な
関
心
か
ら
橋
本
は
フ
ィ
ジ
ー
に

導
入
さ
れ
た
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
批
判
的
に
検
討

す
る
。
外
部
か
ら
も
ち
こ
ま
れ
た
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ

ム
概
念
は
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
ま
だ
十
分
に

現
地
の
人
び
と
の
文
化
の
中
に
「
土
着
化
」
さ
れ

て
お
ら
ず
、「
持
続
可
能
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で

な
く
「
続
く
限
り
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
終
わ
る

可
能
性
が
高
い
と
い
う
。

　

こ
の
他
、
文
化
人
類
学
な
ら
で
は
の
開
発
研
究

と
し
て
足
立
（
⑪
）、加
藤
（
⑫
）、内
山
田
（
⑬
）

に
よ
る
開
発
の
記
憶
に
関
す
る
論
考
が
あ
げ
ら
れ

る
。
加
藤
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
革
命
と
開

発
の
語
り
を
比
較
し
、
前
者
は
記
憶
さ
れ
る
べ
き

過
去
と
し
て
存
在
す
る
が
、
後
者
は
過
去
を
ふ
り

む
か
ず
常
に
自
己
更
新
の
た
め
に
計
画
し
つ
づ
け

ら
れ
る
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
。
内
山
田
も
、

イ
ン
ド
の
い
わ
ゆ
る
「
ケ
ー
ラ
ラ
の
奇
跡
」
が
開

発
研
究
者
の
間
に
定
説
化
し
た
過
程
の
再
検
討
と
、

あ
る
開
発
官
僚
機
構
内
部
の
権
力
の
再
生
産
様
式

の
民
族
誌
的
記
述
を
通
じ
て
、
開
発
の
プ
ロ
セ
ス

に
は
形
式
的
な
（
内
山
田
の
言
葉
で
は
「
フ
ォ
ー

ム
に
つ
い
て
の
」）
記
憶
し
か
な
い
こ
と
を
示
す
。

両
者
の
議
論
を
う
け
て
足
立
は
、
開
発
と
い
う
も

の
が
単
独
で
は
記
憶
さ
れ
に
く
い
性
質
を
も
っ
て

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
改
善
な
き
「
開
発
の
消
費
」

に
結
果
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

②
い
か
な
る
形
で
開
発
に
関
与
す
べ
き
か

　

こ
の
論
点
に
関
し
て
は
、
二
種
類
の
議
論
が
展

開
し
て
い
る
。
開
発
へ
の
関
与
を
前
提
と
し
た
開

発
人
類
学
と
い
う
領
域
が
必
要
か
否
か
と
い
う
一

般
的
な
議
論
と
、
少
数
先
住
民
族
の
開
発
問
題
と

い
う
具
体
的
な
課
題
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
べ
き

か
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

　

第
一
の
議
論
で
開
発
人
類
学
の
存
在
を
積
極
的

に
主
張
す
る
の
は
拙
稿
（
⑤
）
で
あ
る
。
鈴
木
は
、

開
発
人
類
学
が
人
類
学
の
研
究
成
果
を
確
実
に
開

発
実
践
に
結
び
付
け
る
姿
勢
と
し
て
重
要
な
だ
け

で
な
く
、
開
発
政
策
の
現
場
を
参
与
観
察
し
、
よ

り
よ
く
開
発
を
理
解
す
る
手
段
と
し
て
も
重
要
と

考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
川
田
（
⑯
）
は
、
開
発
が

人
類
学
者
に
と
っ
て
重
い
課
題
で
あ
る
こ
と
を
認

め
つ
つ
も
、
開
発
人
類
学
と
し
て
人
類
学
の
前
に

関
わ
り
を
示
す
形
容
辞
を
つ
け
る
こ
と
に
反
対
し

て
い
る
。
そ
の
理
由
は
「
開
発
に
す
ぐ
に
役
立
つ

人
類
学
で
は
な
く
、
開
発
と
は
如
何
に
あ
る
べ
き

か
を
人
類
的
視
野
で
問
い
直
す
と
こ
ろ
に
、
個
別

科
学
で
な
い
メ
タ
・
サ
イ
エ
ン
ス
と
し
て
の
人
類

学
の
存
在
理
由
」
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
両
者

の
差
異
は
、
役
立
ち
方
の
レ
ベ
ル
を
め
ぐ
る
も
の

で
あ
る
が
、
開
発
問
題
に
対
す
る
人
類
学
的
視
点

の
有
効
性
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

　

第
二
の
議
論
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
細
川（
②
）

で
あ
る
。
彼
は
主
に
少
数
先
住
民
族
に
被
害
を
も

た
ら
す
開
発
政
策
に
対
し
て
、
人
類
学
者
の
自
分

が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
べ
き
か
を
自
問
し
、「
学
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者
」
と
し
て
で
は
な
く
個
人
と
し
て
関
わ
る
と
い

う
答
え
を
見
出
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
乱
開

発
や
不
正
義
に
対
抗
し
た
い
と
い
う
思
い
と
、
窮

地
に
立
た
さ
れ
た
人
々
が
見
せ
る
文
化
的
戦
略
を

観
察
し
た
い
と
い
う
誘
惑
が
葛
藤
を
お
こ
す
か
ら

だ
と
い
う
。
い
わ
ば
公
私
を
使
い
分
け
、
私
の
部

分
で
開
発
問
題
に
関
与
し
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
大
崎
（
③
）
は
、
ボ
ツ
ワ

ナ
政
府
の
開
発
政
策
に
よ
っ
て
危
機
に
陥
っ
た

ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
現
状
を
報
告
し
つ
つ
、
も
は
や

研
究
者
は
客
観
的
な
観
察
者
と
い
う
立
場
を
す
て

て
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
伝
統
を
尊
重
し
た
開
発
企
画

に
参
加
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

③
人
類
学
の
視
点
を
ど
の
よ
う
に
つ
た
え
る
か

　

斯
波
（
⑥
）、
小
國
（
⑦
）、
杉
田
（
⑧
）
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
住
民
参
加
と
い
う
開
発
手
法

を
相
対
化
し
よ
う
と
試
み
る
。
斯
波
は
グ
ア
テ
マ

ラ
の
農
村
開
発
の
住
民
参
加
活
動
の
理
想
と
現
実

の
乖
離
を
指
摘
し
、
安
易
な
参
加
型
の
実
施
に
対

し
て
警
告
を
発
す
る
。
小
國
も
青
年
海
外
協
力
隊

員
と
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
農
村
開
発
に
関
わ
っ

た
経
験
か
ら
、
介
入
者
と
住
民
間
の
相
互
作
用
の

記
述
を
つ
う
じ
て
住
民
参
加
型
開
発
の
理
解
が
深

ま
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
杉
田
は
組
織
文
化
と
い

う
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
旧
国
際
協
力
事
業
団
の
特
色

を
指
摘
し
、
そ
の
文
化
に
よ
っ
て
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
住

民
参
加
ア
プ
ロ
ー
チ
の
運
営
方
法
が
影
響
を
受
け

て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
三
論
文
は
実

務
者
に
常
識
の
問
い
直
し
を
せ
ま
る
内
容
を
比
較

的
平
易
な
形
で
提
示
し
た
試
み
と
い
え
よ
う
。

　

岸
上
（
⑮
）、
関
根
（
⑱
）、
木
村
（
⑲
）
は
研

究
成
果
を
ど
の
よ
う
に
開
発
関
係
者
や
調
査
対
象

者
に
伝
え
る
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
。
岸
上

は
カ
ナ
ダ
都
市
部
に
居
住
す
る
イ
ヌ
イ
ッ
ト
に
関

す
る
自
分
の
研
究
が
、
彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形

成
運
動
に
利
用
さ
れ
た
経
験
を
振
り
返
り
、
民
族

誌
の
記
述
と
問
題
解
決
は
人
類
学
的
実
践
と
し
て

は
不
可
分
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
民
族
誌

の
性
質
上
、
客
観
的
な
記
述
と
し
て
提
示
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
に
よ

る
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
形
成
し
民
族
誌
を
評
価
・
批
判

し
あ
う
必
要
も
指
摘
す
る
。
関
根
は
、
ソ
ロ
モ
ン

諸
島
で
活
動
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
対
す
る
自
身
の
役
割

を
、
別
の
視
点
を
も
つ
が
同
じ
よ
う
に
現
地
の
事

情
に
精
通
し
た
対
話
者
と
位
置
づ
け
る
。
ま
た
Ｎ

Ｇ
Ｏ
や
そ
の
受
益
者
で
あ
る
住
民
の
開
発
活
動
展

開
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
協
力
者
の
支
援
を
つ

な
い
で
い
く
活
動
を
創
発
的
協
働
と
呼
び
、
人
類

学
研
究
の
一
つ
の
姿
と
し
て
提
示
す
る
。
木
村
は
、

調
査
者
と
被
調
査
者
の
権
力
関
係
を
踏
ま
え
れ
ば
、

後
者
に
調
査
結
果
を
還
元
す
る
際
に
、
自
身
の
研

究
業
績
と
し
て
の
評
価
を
あ
え
て
放
棄
す
る
方
法

を
提
案
す
る
。
民
族
誌
作
成
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
匿
名
で
研
究
成
果
を
発
表
し
、
自
由
に
利
用

し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
人
類
学
に
向
け
ら
れ

る
伝
統
文
化
の
知
的
収
奪
と
い
う
非
難
を
緩
和
で

き
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

●
結
び

　

本
稿
で
は
英
語
文
献
か
ら
人
類
学
と
開
発
の
間

に
存
在
す
る
問
題
点
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
に
対
す

る
日
本
で
の
取
り
組
み
を
俯
瞰
し
た
。
日
本
の
人

類
学
者
に
よ
る
開
発
研
究
の
数
は
少
な
い
が
、
問

題
意
識
は
欧
米
研
究
者
と
か
な
り
共
有
さ
れ
て
い

る
。
本
稿
が
開
発
研
究
を
志
す
若
手
研
究
者
の
参

考
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
す
ず
き　

も
と
い
／
国
立
民
族
学
博
物
館

先
端
人
類
科
学
研
究
部
准
教
授
）

《
参
考
文
献
》

①
マ
イ
ケ
ル
・
Ｍ
・
チ
ェ
ル
ネ
ア
編
『
開
発
は
誰

の
た
め
に―

援
助
の
社
会
学
・
人
類
学
』
日

本
林
業
技
術
協
会
、
一
九
九
八
年
。

②Escobar, Arturo, "Anthropology and the 
D

evelopm
ent Encounter: The M

aking and 

M
arketing of D

evelopm
ent Anthropology," 

Am
erican Ethnologist 18(4), 1991.

③

G
ardner, K

aty, and D
avid L

ew
is, 

A
nthropology, D

evelopm
ent and the Post-

m
odern C

hallenge, London: Pluto Press, 

1996.

④H
orow

itz, M
ichael M

., "D
evelopm

ent 

A
nthropology in the U

nited States," in F. 

B
liss and M

. Schönhuth eds., Ethnologishe 

B
eiträge zur E

ntw
icklungspolitic, Vol.II, 

B
onn: B

eiträge zur K
ulturkunde 14, 1990.

⑤
リ
オ
ー
ル
・
ノ
ラ
ン『
開
発
人
類
学―

基
本
と

実
践
』
古
今
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。

⑥W
olf, Eric R., Europe and the People w

ithout 

H
istory, B

erkeley, C
A

: U
niversity of 

C
alifornia Press, 1982.




