
交通博物館閉館（2006年 5月）イベントにおける、
辻先生のフィールドワークの様子。
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情
報
づ
け
の

時
代
を
生
き
抜
け

情
報
化
社
会
に
ヒ
ン
ト
を

も
た
ら
す
フ
ァ
ン
と
オ
タ
ク

辻
先
生
の
研
究
対
象
は
「
情
報
の
受
け

手
」。
特
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
を
独
自

の
発
想
で
使
い
こ
な
し
、
自
分
な
り
の
楽

し
み
を
満
喫
す
る
「
フ
ァ
ン
」
や
「
オ
タ

ク
」
の
存
在
に
注
目
し
て
い
る
。「
雑
誌
を

切
り
抜
い
て
交
換
し
た
り
、
ア
イ
ド
ル
の

写
真
を
貼
っ
た
ネ
ー
ム
カ
ー
ド
を
自
作
し

て
共
通
の
好
み
を
持
つ
人
を
探
し
た
り
。

〝
フ
ァ
ン
〞
や
〝
オ
タ
ク
〞
と
呼
ば
れ
る
熱

心
な
受
け
手
は
、
通
常
人
が
思
い
も
つ
か

な
い
よ
う
な
、
独
創
的
な
情
報
の
使
い
こ

な
し
方
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
／

彼
女
ら
は
、
情
報
化
社
会
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
を
考
え
る
上
で
、
多
く
の
ヒ
ン
ト
を

も
た
ら
す
存
在
だ
と
思
い
ま
す
」

こ
う
し
た
「
フ
ァ
ン
」
や
「
オ
タ
ク
」

を
研
究
す
る
た
め
に
、
先
生
は
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
と
し
て
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
で
開

か
れ
る
ア
イ
ド
ル
フ
ァ
ン
の
集
会
に
参
加

し
た
り
、
鉄
道
オ
タ
ク
と
一
緒
に
さ
ま
ざ

ま
な
路
線
を
「
乗
り
鉄
」
し
た
り
す
る

そ
う
だ
。
し
か
も
、
先
生
自
身
が
筋
金
入

り
の
ア
イ
ド
ル
フ
ァ
ン
か
つ
鉄
道
オ
タ
ク
。

趣
味
と
実
益
を
兼
ね
た
、
楽
し
そ
う
な
研

究
で
あ
る
。
実
は
、
先
生
に
は
研
究
者
と

し
て
大
切
に
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。「
当

事
者
視
点
」
だ
。

「
当
事
者
」
の
視
線
に

基
づ
い
て
研
究
し
、
発
言
す
る

先
生
は
大
学
院
時
代
、
社
会
学
者
の
宮

台
真
司
教
授
の
指
導
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、

「
一
般
の
人
と
同
じ
目
線
に
立
た
な
い
と

リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
発
言
は
で
き
な
い
け

れ
ど
、
一
般
の
人
と
同
じ
行
動
を
し
て
い

た
ら
研
究
者
で
あ
る
意
味
が
な
い
。
あ
く

ま
で
も
普
通
の
生
活
を
し
な
が
ら
、
研
究

者
と
し
て
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
現
象

を
見
つ
め
提
言
す
る
、
そ
う
し
た
〝
当
事

者
性
〞
が
大
切
」
と
叩
き
込
ま
れ
る
。
以

後
、「
当
事
者
視
点
」
は
、
先
生
の
揺
る

が
な
い
指
針
と
な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
そ

れ
ま
で
雑
誌
な
ど「
情
報
を
発
信
す
る
側
」

を
研
究
対
象
と
し
て
見
て
い
た
先
生
に
宮

台
教
授
は
、「
情
報
を
受
け
て
実
際
に
使

い
こ
な
し
て
い
る
存
在
の
方
が
、
対
象
と

し
て
面
白
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
。
マ

ス
コ
ミ
な
ど
の
情
報
発
信
者
が
考
え
る
ほ

ど
、簡
単
に
世
の
中
は
動
か
な
い
。む
し
ろ
、

受
け
手
が
情
報
を
ど
う
受
け
取
っ
て
い
る

の
か
の
実
態
を
追
究
す
る
べ
き
な
の
で
は

な
い
か
、
と
示
唆
さ
れ
た
の
だ
。
こ
の
指

摘
で
視
線
が
切
り
替
わ
っ
た
、
と
先
生
は

振
り
返
る
。「
説
得
力
の
あ
る
発
言
を
し
、

そ
の
内
容
に
責
任
を
持
つ
た
め
に
は
、テ
ー

マ
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
、
関

わ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
フ
ァ
ン
や
オ
タ

ク
は
、
僕
が
当
事
者
視
点
を
持
つ
の
に
最

適
な
テ
ー
マ
。
生
活
者
と
研
究
者
、
両
者

の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
大
切
に
し
な
が
ら
研

究
を
行
っ
て
い
ま
す
」
と
先
生
は
語
っ
た
。

携
帯
電
話
が
も
た
ら
す
、

似
た
者
同
士
の
人
間
関
係

先
生
が
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
の

一
つ
が
、「
ユ
ー
ザ
ー
の
視
点
か
ら
各
種
メ

デ
ィ
ア
の
利
用
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
」

と
い
う
も
の
。
先
生
は
、「
現
代
で
は
気

を
付
け
な
い
と
、
ユ
ー
ザ
ー
が
メ
デ
ィ
ア

に
〝
使
わ
れ
る
〞
可
能
性
が
あ
る
」
と
指

摘
す
る
。
そ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
。

メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
い
る
う
ち
に
思
考

停
止
に
陥
る
状
態
、と
先
生
は
説
明
す
る
。

「
例
え
ば
携
帯
電
話
は
、友
人
関
係
の
〝
同

質
化
〞
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
考
え
ら

メ
デ
ィ
ア
に
「
使
わ
れ
な
い
」

処
方
箋
と
は

で
は
、思
考
停
止
に
陥
ら
ず
に
、メ
デ
ィ

ア
を
「
使
い
こ
な
す
」
た
め
に
は
ど
う
し

た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
先
生
は
、
二
段

階
の
方
策
を
提
示
し
て
く
れ
た
。

「
最
初
の
段
階
は
〝
手
放
す
〞。
携
帯
電

話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
テ
レ
ビ
も
雑
誌

も
見
な
い
生
活
を
体
験
し
て
み
る
。
そ
の

時
、
暮
ら
し
に
ど
ん
な
影
響
が
あ
る
の
か
、

自
分
は
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
り
行
動
す
る

の
か
を
冷
静
に
観
察
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
」
や
は
り
必
要
、
と
い
う
結
論
に
落
ち

着
く
と
し
て
も
、
一
度
手
放
す
こ
と
で
、

メ
デ
ィ
ア
が
自
分
の
暮
ら
し
の
ど
ん
な
と

こ
ろ
に
役
立
っ
て
い
る
の
か
が
把
握
で
き

る
。
そ
れ
が
重
要
な
の
だ
。

そ
し
て
次
の
段
階
。「
今
ま
で
自
分
が

触
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
に
出
会
う
こ
と

で
す
。〝
新
し
い
も
の
と
出
会
う
〞
際
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
と
て
も
優
れ
た
ツ
ー

ル
な
の
で
す
が
、
探
し
方
に
慣
れ
て
い
な

い
と
結
局
知
っ
て
い
る
こ
と
を
〝
再
検
索
〞

す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
れ
な

ら
ば
む
し
ろ
、
旅
に
出
る
く
ら
い
の
思
い

切
り
の
あ
る
行
動
を
し
た
方
が
い
い
」
こ

こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
一
人
で
出
か
け
る
」

こ
と
。
友
達
と
一
緒
だ
と
、
そ
れ
ま
で
の

生
活
の
延
長
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
だ
。

ま
た
、
よ
り
気
軽
に
で
き
る
方
法
と
し

て
、
先
生
は
「
本
屋
を
歩
く
」
こ
と
も
提

れ
ま
す
。
今
、
若
者
層
の
友
達
づ
く
り
は

携
帯
メ
ー
ル
の
ア
ド
レ
ス
交
換
が
第
一
歩
。

大
学
だ
と
、
新
入
生
歓
迎
会
や
初
回
の
必

修
授
業
な
ど
に
参
加
す
れ
ば
、
た
く
さ
ん

の
ア
ド
レ
ス
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
携
帯
電
話
に
多
く
の
連
絡
先
が
登

録
さ
れ
て
、
友
達
が
増
え
た
気
が
す
る
。

し
か
し
実
際
は
、
気
が
合
わ
な
い
相
手
の

ア
ド
レ
ス
を
消
し
て
い
く
の
で
、
結
果
的

に
は
同
質
の
友
達
し
か
残
ら
な
い
。
自
分

で
は
携
帯
電
話
を
使
い
こ
な
し
て
友
達
を

増
や
し
た
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

多
様
な
友
達
が
い
る
、
と
い
う
状
態
に
は

な
ら
な
い
ん
で
す
」
そ
れ
が
携
帯
電
話
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
に
頼
っ
た
友
達
づ
く
り
の

問
題
点
で
あ
り
、
思
考
停
止
に
陥
っ
て
い

る
場
合
に
起
こ
る
現
象
だ
と
考
え
ら
れ

る
、
と
先
生
は
語
る
。
そ
し
て
、
こ
の
状

況
に
気
づ
か
な
い
と
、
自
分
と
は
異
質
な

も
の
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
、

と
先
生
は
続
け
た
。

「
自
分
を
磨
く
た
め
に
は
、
サ
ッ
カ
ー

に
例
え
る
と 

〝
ホ
ー
ム
〞
と
〝
ア
ウ
ェ
ー
〞

の
両
方
が
必
要
な
ん
で
す
。
ア
ウ
ェ
ー
は

違
う
者
同
士
だ
と
い
う
こ
と
が
前
提
の

場
。
緊
張
す
る
し
気
も
遣
う
け
れ
ど
、
お

互
い
を
尊
重
し
合
っ
て
高
め
合
え
る
関
係

が
で
き
る
。
何
よ
り
、
自
分
は
人
と
違
っ

て
い
い
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
思
考

停
止
に
陥
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
場
を
持

つ
機
会
が
な
く
な
る
。
視
野
を
広
げ
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
」
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案
し
て
く
れ
た
。「
自
分
の
好
み
を
忘
れ

て
、
普
段
は
見
る
こ
と
の
な
い
コ
ー
ナ
ー

も
の
ぞ
く
と
良
い
と
思
い
ま
す
。
世
の
中

に
は
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
が
山
ほ
ど
あ

る
、
と
肌
で
感
じ
ら
れ
る
。
も
し
興
味
を

惹
か
れ
る
テ
ー
マ
を
見
つ
け
た
ら
、
そ
の

本
を
読
む
こ
と
が
一
番
で
す
が
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
関
連
情
報
を
検
索
し
て
み
て
も

い
い
」

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
メ

デ
ィ
ア
に
慣
れ
切
っ
た
今
、
と
き
に
は
ア

ナ
ロ
グ
な
場
に
自
分
を
置
く
。
こ
う
し
た

「
デ
ジ
タ
ル
と
ア
ナ
ロ
グ
の
往
復
運
動
」で
、

自
分
と
は
異
な
る
も
の
と
出
会
い
、メ
デ
ィ

ア
が
伝
え
る
内
容
と
は
ま
た
違
う
リ
ア
ル

な
現
実
に
触
れ
て
、
情
報
を
鵜
飲
み
に
す

る
思
考
停
止
状
態
を
防
ぐ
。
情
報
の
洪
水

の
中
で
メ
デ
ィ
ア
に
飲
み
込
ま
れ
ず
「
使

い
こ
な
す
」
に
は
、
こ
う
し
た
行
動
が
有

効
だ
と
思
う
、
と
先
生
は
語
っ
た
。

模
範
解
答
は
ア
ウ
ト
。

思
考
力
と
当
事
者
視
点
を
磨
く

思
考
回
路
を
常
に
動
か
す
。
こ
の
た
め

先
生
の
授
業
は
、徹
底
的
に「
考
え
さ
せ
る
」

ス
タ
イ
ル
で
成
り
立
っ
て
い
る
。「
Ａ
と
Ｂ

の
二
つ
の
論
を
並
べ
て
学
生
に
選
ば
せ
、

そ
の
理
由
も
し
っ
か
り
答
え
て
も
ら
い
ま

す
」
理
由
に
つ
い
て
も
模
範
解
答
で
は
済

ま
せ
な
い
、
と
先
生
は
言
い
切
る
。
予
定

調
和
的
で
出
す
の
が
楽
な
模
範
解
答
で
は

な
く
、
学
生
が
自
ら
の
頭
を
フ
ル
に
使
っ

て
出
し
た
答
え
を
、
先
生
は
要
求
す
る
。

ま
た
、
先
生
自
身
が
宮
台
教
授
か
ら
教

わ
っ
た
よ
う
に
、
学
生
の
中
の
「
当
事
者

視
点
」
を
磨
く
こ
と
も
先
生
は
大
切
に
し

て
い
る
。
先
生
の
ゼ
ミ
で
は
、ど
ん
な
テ
ー

マ
を
研
究
対
象
に
し
て
も
い
い
。
条
件
は

た
だ
一
つ
、「
当
事
者
性
が
あ
る
こ
と
」。

最
初
は
優
等
生
的
な
テ
ー
マ
を
選
ぶ
学
生

が
多
い
ん
で
す
、
と
先
生
は
笑
う
。「
却

下
し
ま
す
、
つ
ま
ら
な
い
よ
と
。
君
が
本

当
に
興
味
の
あ
る
も
の
を
選
ん
で
ご
ら
ん
、

と
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
。
す
る
と
、〝
こ
ん
な

内
容
で
い
い
ん
で
す
か
〞
な
ん
て
言
い
な

が
ら
、
サ
ッ
カ
ー
や
コ
ス
プ
レ
な
ど
、
自

由
に
テ
ー
マ
を
選
ん
で
き
ま
す
」
そ
し
て

先
生
は
、「
な
ぜ
、
自
分
は
こ
の
テ
ー
マ
に

興
味
を
抱
く
の
か
」
を
客
観
的
に
考
え
る

よ
う
学
生
を
指
導
す
る
。「
自
分
は
ど
ん

な
人
間
な
の
か
」
を
把
握
し
た
上
で
、「
自

分
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
こ
の
環
境
は
ど

ん
な
社
会
な
の
か
」
を
見
つ
め
る
よ
う
学

生
を
導
い
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
学
生
に

と
っ
て
少
し
し
ん
ど
い
作
業
か
も
し
れ
ま

せ
ん
、
と
先
生
は
言
う
。「
け
れ
ど
、
こ
の

地
点
を
乗
り
越
え
た
学
生
は
着
実
に
成
長

す
る
。
や
は
り
、〝
本
当
に
こ
れ
が
好
き
、

追
究
し
た
い
〞
と
い
う
思
い
は
力
に
な
る

ん
で
す
」

情
報
を
使
い
こ
な
し
て

「
楽
し
く
」
生
き
る

人
々
の
想
像
力
が
「
内
向
き
」
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
通
じ
て
、

先
生
が
感
じ
て
い
る
こ
と
だ
。「
以
前
は

海
外
や
未
来
に
向
か
っ
て
豊
か
に
ふ
く
ら

ま
さ
れ
て
い
た
想
像
力
が
次
第
に
し
ぼ

み
、
自
分
の
中
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
し

か
働
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
特
に
最
近
は
、

Ｃ
Ｇ
な
ど
の
映
像
技
術
が
発
達
し
過
ぎ

て
、
受
け
手
の
想
像
力
を
ス
ポ
イ
ル
し
て

し
ま
っ
て
い
る
印
象
が
あ
り
ま
す
。
先
の

３.

11
に
つ
い
て
も
、
学
生
か
ら
〝
津
波
の

映
像
に
迫
力
を
感
じ
な
か
っ
た
〞
と
い
う

声
が
聞
き
こ
え
て
き
た
。
も
し
自
分
が
こ

の
映
像
の
中
に
い
た
ら
、
と
い
う
想
像
力

が
働
い
て
い
な
い
ん
で
す
ね
」

外
に
向
か
っ
て
想
像
力
が
働
か
な
け
れ

ば
、
充
実
し
た
未
来
の
自
分
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
目
標
を
設
定
し
努
力
す
る
こ
と
も
、

よ
り
良
い
社
会
の
姿
を
考
え
て
行
動
す
る

こ
と
も
な
い
。
向
上
心
も
行
動
力
も
湧
き

上
が
ら
ず
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
人
生
は

つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、

と
先
生
は
懸
念
し
て
い
る
。「
そ
ん
な
中
で
、

メ
デ
ィ
ア
の
情
報
を
た
だ
受
け
止
め
る
だ

け
で
は
な
く
、
自
分
な
り
の
工
夫
を
し
て

加
工
し
使
い
こ
な
す
フ
ァ
ン
や
オ
タ
ク
は

想
像
力
に
満
ち
た
存
在
。
フ
ァ
ン
や
オ
タ

ク
の
研
究
を
通
じ
て
、
想
像
力
を
豊
か
に

す
る
文
化
の
創
造
を
呼
び
掛
け
た
い
で
す

ね
」
旅
先
の
写
真
や
フ
ィ
ギ
ュ
ア
、
た
く

さ
ん
の
マ
ン
ガ
。「
好
き
な
も
の
」
に
囲
ま

れ
た
研
究
室
で
、
先
生
は
目
を
輝
か
せ
て

語
っ
た
。
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■ 現在の研究テーマ
・ 各種メディアの利用実態に関する実証的研究

■ 高校生の頃の将来の夢は？
高校 1年の時、手塚治虫さんのマンガ『ブラックジャック』
に影響を受けて医者を志しましたが、「医学部に通わせる
学費はない」と親に言われて断念。鉄道やアイドルが好き
だったので、鉄道会社かマスコミ業界に勤務することをそ
の後は夢見ていました。

■ どんな高校生でしたか？
いわゆる「オタク」。鉄道研究会に所属し、鉄道模型をつ
くったり、旅行して全国の鉄道を撮影したりしていました。
男子校だったので、色気ゼロの「暗黒」の青春時代を過
ごしましたが、この時期に日本全国を見て回り、いろいろ
な地方や社会があると知ったことが、今日の仕事にもつな
がっていると思います。

■ お勧めの本を3冊あげてください
（1） 『「私」をめぐる冒険』浜田寿美男（洋泉社新書）
（2） 『友だち地獄』土井隆義（ちくま新書）
（3） 『日本の難点』宮台真司（幻冬舎新書）

自分自身はどんな存在か（1）、周りの人間はどんな存
在か（2）、この社会はどんな状況か（3）という順に、
身の回りの世界の「当り前さ」を見つめ直す。それが、
社会について考えるスタートになるでしょう。

■ 特別な1冊
・ 『手塚治虫物語』（朝日文庫）
戦後における各種メディ
アの発達や変容を知る
上で貴重な資料。そして、
手塚治虫さんが寝る間も
惜しんで創作活動に打
ち込んでいた姿勢に学
ばされます。いつも僕の
傍らにあって、喝を入れ
てくれる存在です。

■ 高校生へのメッセージ
「想像力」を養ってほしい。何もかもが便利な現代で、放っ
ておくと想像力は錆びてしまいやすいですから、意識して
磨いてほしいです。受験勉強なんてどうでもいい。脳みそ
をムダ遣いせず、感動したり驚いたりという体験を多く積
んでほしいと思います。内側から湧いてくるモチベーション
があれば、勉強なんかこれからいくらでも取り返せます。

クロ
ーズ
アッ
プ

■ 辻 泉（つじ いずみ）プロフィール
1976 年 12月17日、東京都生まれ。1995 年、私立駒場東邦高等
学校卒業。1999 年、北海道大学文学部人文科学科卒業。2001年、
東京都立大学大学院社会科学研究科社会学専攻修士課程修了。
2004 年、東京都立大学大学院社会科学研究科社会学専攻博士課
程単位取得満期退学。博士（社会学）。松山大学人文学部社会学科
准教授、中央大学文学部兼任講師等を経て現職。

辻先生の研究室。
多くの「趣味のもの」が先生を見守っている

辻先生の
おすすめの本




