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nterface

人 と ネ ッ ト ワ ー ク

トランスナショナリティ研究流動性と閉鎖性のダイナミズム

文:編集部

21世 紀COEプ ログラム 「インターフェイスの人文学」の一翼を担う 「トランスナショナリティ研究」。 人

間科学研究科の人類学研究分野を中心とするこのプロジェクトの視点とこれまでの約1年 半の取り組み、

そして展望を取材した。

1.グ アテマラで深刻な水不足と、岩盤崩落事故について聞き取り謂査をおこなう小泉潤 二教授(左)

2.キ ューバの子どもの誕生日の様子。{ﾟ影=田 沼幸子

3.イ ンド・ゴア州で人ロの約3割 を占めるキリスト教徒の調査をおこなう松川恭子助 手(左2番 目)

4.グ アテマラの子どもたちを撮したフィールドのひとこま。 撮影:小 泉潤二

現

代

、

さ

ま

ざ

ま

な

人

や

モ
ノ
、

情

報

が

大

都

市

間

は

も

と

よ

り

辺

境

の
地

に

い

た

る
ま

で
、
驚

く

べ
き

量

と

ス
ピ

ー

ド

で
移

動

し

て

い
る

こ
と

は
、
程

度

の
差

こ
そ

あ

れ
、

誰

も

が
実

感

し

て

い
る
。

こ

の
よ

う

な

状

況

は
、

一
般

に

は
グ

ロ
ー

バ
リ

ゼ

ー

シ

ョ
ン

と

か
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ

ム
と

い
わ

れ
て
き

た
が
、

こ
れ

ら

の
言

葉

は
世

界

が
、

均

質

化

す

る

イ
メ
ー

ジ

で
あ

り

、
ア
メ
リ

カ
中

心

的

な

ニ
ュ

ア

ン
ス
が
強

い
。

世

界

各

地

で
お
き

て

い
る

移

民

・
難

民

を

は

じ

め

と

す

る

さ

ま

ざ

ま

な

越

境

現

象

は
、

そ

れ

ぞ

れ

異

な

る
意

味

と

性

格

を

も

っ
て
お
り
、

互

い
に
作

用

し
あ

う

さ
ま

を

一
様

に
語

る

こ
と

は

で
き

な

い
。

そ

う

し

た

視

点

か
ら

、

ト

ラ

ン
ス
ナ

シ

ョ

ナ

リ

テ

ィ
ー

ト

ラ

ン
ス
ナ

シ
ョ
ナ

ル

(国

を

越

え

る
)

と

い
う

形

容

詞

を

名

詞

化

し

た

概

念

ー

と

い
う

言

葉

を
鍵

に
、

越

境

現

象

を
個

別

な
動

き

と

し
て
、

個

別

の
フ
ィ
!

ル

ド

に

お
い
て
と

ら

え

る

の

が
、

ト

ラ

ン
ス
ナ

シ

ョ
ナ

リ

テ
ィ
研

究

の
試

み
だ

。

問
題
の
ク
ラ
ス
タ
ー
化

プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
柱
と
な

っ
て
い
る
の
は
、

月

平

均

二
回
の
ペ
ー
ス
で
実

施

さ
れ
て

い

る

「
ト
ラ

ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
研

究
セ
ミ

ナ

i
」

で
あ

る
。

二
〇
〇

二
年

一
二
月

か

ら

一
年
半
あ
ま
り
の
間

に
、
二
九
回

(七
月

二
日
現
在

)
の
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
た
。

入

類

学

の
み
な

ら
ず
歴

史

学
、

社
会

学
、

心

理
学
な
ど
隣

接
領
域

の
研
究

者
が
講

師

に
招

か
れ
、
「
ホ
ー
ム
レ
ス
・シ
ェ
ル
タ
ー
文
化
」

「
密

航
す
る
女

性
た
ち
」

「
ア
フ
リ
カ
の
紛

争
」

な
ど
、
多
彩
な
ト
ピ
ッ
ク
が
演
題

に
並

ぶ
。

こ
れ
ら
の
講
演

と
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論

の
な
か
か
ら
、
何
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ

う
か
。

「
地

域
的
に
も
テ
ー

マ
的
に
も
、
多
岐

に

わ
た
る
ト
ピ

ッ
ク
は

一
見

分
散

的

で
す
が
、

連

続
的

に
数
多

く
議

論
を
重

ね
て
ゆ
く

こ

と

に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題

の
つ
な
が

り
が
見
え
て
く
る
。

い
わ
ゆ
る
問

題
の
ク
ラ

ス
タ
ー
化
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ

れ
と
同
時

に
人
的
な
つ
な
が
り
も
築

い
て
ゆ

き

た
い
。

他

の
専

門

分

野
の
人
た
ち
と

の

交

流
や
対
話

の
な
か
か
ら
浮

か
び
上
が
っ
て

き
た
、
よ
り
大
き
な
テ
ー

マ
に
焦
点
を
あ
て

た
論
集
や
、
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加

し
た
人
た
ち

の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
使

っ
た
新
た
な
研
究
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

が
、
こ
こ
か
ら

つ
ぎ

つ
ぎ

と
生

ま
れ
て
く
る
こ
と
を
ね
ら

っ
て
い
ま
す
」

と

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
代
表

の
小
泉

潤

二
教

授
は
い

う
。

実

際
、

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
副
産
物

と

し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や

ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
が

開
催

さ
れ
、
今

年
三
月

に
は

『
境
界

の
生

産
性

』

と
題
す
る
報
告
書

も
刊
行

さ
れ
て

い
る
。

現
場
で
実
感
さ
れ
る
概
念

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
で
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ

リ

テ
ィ
研
究

の
国

際
的

な
拠

点

形
成
を

め

ざ
し
て
、
研

究
情

報
の
蓄
積

と
発
信
、

関

連

資
料

の
収
集
、

国
内
外

の
研

究
者
と

の

交

流
、
授

業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
変
な
ど
も

進

め
ら
れ
て
い
る
。

そ

の
取

り
組

み
の
ひ
と

つ
に
、
大

学

院

22InterfaceHumanities
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生

の
現
地
調

査
派
遣

が
あ
る
。
従

来
、
人

類
学

の
学

生
た
ち
は
、
指

導
教

官

の
科
学

研
究
費

補
助

金
な
ど
を
利

用
し
て
調
査

を

お
こ
な

っ
て
き
た
が
、

こ
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

の
助
成

に
よ

っ
て
、
独
自

の
関
心

に
も
と
つ

い
た

フ
ィ
ー

ル
ド
と
テ
ー

マ
を
選

ん
で
調
査

に
出
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

す
で
に
、
の

べ
九
名

の
博

士
後

期

課
程

の
大
学

院
生

が

助
成
を
受

け
て
い
る
。

で
は
、
彼

ら

は

「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ
」

を
自
身

の
研
究

の
中
で
ど

の
よ
う

に
位
置
づ
け
て
い
る
の
だ

ろ
う

か
。

キ

ュ
ー

バ
の
移

民

現
象

を
調

査
す

る
C
O
E
研

究

員
の
田
沼
幸

子
さ
ん
は

「
フ
ィ
ー
ル
ド
に
身

を
置

い
て
み
る
と
、
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル

と
い
う

言
葉

は
抽

象
的

で
は
な
く
、
非

常

に
具
体
的
、
か
つ
現
場
か
ら
で
て
き
た
概
念

で
あ

る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

実
際
、

私

が
接

し
た
人
ぴ

と

の
状

況
は
、

そ
の
地

域

や
国

の
特

殊
性

と
深

く
関
わ

っ
て
い
て
、

グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
か
デ
ィ
ア
ス
ポ

ラ

と

い
っ
た

一
般
論

で
は
と

ら
え
き
れ
な

い
。

個

別

に
具
体

的

な
越
境

の
事

例

を
み
て
い

く
こ
と
、
そ
れ
が
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

研
究

に
つ
な
が
る
の
だ
と
思

い
ま
す

」
と

い

う
。

院
生

の
テ
ー
マ
に
は

「
マ
ヤ
の
木

彫
り

の
人

類
学

」

「
イ

ン
ド
古

典

舞

踊

の
受

容

と

消
費

に
関
す
る
研
究

」

な
ど
、
ト

ラ
ン

ス
ナ

シ
ョ
ナ

ル
と

は
結
び

つ
き
に
く

い
よ
う

に
見

え
る
も

の
が
多

い
。

し
か
し
、
こ
う
し

た
テ
ー
マ
に
も
、
観
光
化

や
出
稼

ぎ
と
い
っ

た
現
象
が
大
き

く
影
響

し
て
い
る
。
ト
ラ
ン

ス
ナ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
は
、
現
場

で
は
じ
め

て
実
感
さ
れ
る
概

念
だ
と
彼
ら
は
語

る
。

動
い
て
い
る
も
の
を
と
ら
え
る

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
ね
ら

い
は
単

に
越
境

現

象

を
記

録

す
る

の
で
は
な
く
、
そ

こ
か
ら

生

ま
れ
る
も
の
を
さ
ぐ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

か
つ
て
こ
れ
ほ
ど
軽

々
と

人
、
モ
ノ
、
情

報

が

「
国
境
」

を
越
え
る
時
代
は
な
か
っ
た
。

し

か
し
逆

に
、
そ

の
壁
が

こ
れ
ほ
ど

高
く
、

厚

く
な

っ
た
時
代

も
な
か

っ
た
と

い
え
る
。

「
在

日
ビ
ル
マ
人
を
対
象

に
し
た
最
初

の
調

査

の
時
か
ら
、
私
た
ち
が
国
と
い
う
も
の
に

保

護
さ
れ
、
か
つ
規
定

さ
れ
て
い
る
の
を
実

感

し
ま
し
た
。

今

は
ど

ん
な

辺
境

の
村

に

住

ん
で
い
て
も
、
国
と

い
う
境
界
か
ら
逃

れ

ら
れ
な

い
」

と

田
沼

さ
ん
。

人
類

学

は
そ

の
流
動

性

と
閉

鎖

性

の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
を

と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

で
は
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
?

い
ま
や

調
査
対
象

は
も
と
よ
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク

の
あ
り

方

じ
た

い
が
変
化

し

て
き

て
い

る
。

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
研
究

の
地

平

は
、
ま

さ
に
人
類
学

が
直

面
し
て
い
る
、

動

い
て
い
る
も
の
を
動

い
て
い
る
ま
ま
で
と

ら

え
る

こ
と

の
困

難

さ
に
向

き
あ

い
続

け

る
と
こ
ろ

に
開
け
る
と
い
え
よ
う
。

構
成
11
三
谷
研
爾

InterfaceHumanities23
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nterface

人 と ネ ッ ト ワ ー ク

音 楽 は な に を描 くか
ス テ ラ ・ジ ブ コ バ さ ん(特 任 研 究 員)

日
本

に
来
て
か
ら
四
年
が
た
ち
ま
し
た
。
ブ

ル
ガ
リ
ア
に

い
る
と
き
、
ソ
フ
ィ
ア
大
学

で
取

り
組
ん
で
い
た
の
は
音
楽

の
表

現
性
、
つ
ま

り
音
楽

は
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝

え
ら
れ
る
か
、

も
し
伝

え
る
な
ら
そ
れ
は
ど
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
か
、
と

い
っ
た

問
題

で
し
た
。

音
楽
を
、
美

学
と
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
の
観
点

か
ら
解
釈
し
よ

う
と
し
て
い
た

の
で
す
。

と

こ
ろ

が
、
こ
う
し
た
視
点
で
研
究
を
続

け
ら
れ
る
大
学

は
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
に
は
見

あ
た
ら
ず
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
阪
大
音

楽
学

研

究

室

の
山
口
修
先
生

と
根

岸

】
美

先
生

の
お
仕
事

ぶ
り
を

知

り
、

こ
ち
ら
に
留
学
し
た
わ
け
で
す
。

阪
大

で
は
、
テ
ー

マ
に
具
体
性

を
も
た
せ
る
よ
う
ア
ド
バ

イ
ス
を
う
け
、
琴
と
文
楽

の
三
味
線

音
楽
を
中
心
に
し
た
日

本
の
伝
統

音
楽

に
つ
い
て
、

そ
の
描
写
性

を
研
究
し
て
い
ま

す
。

た
と
え
ば

琴
に
は
水

の
音
を
描

写
す
る
旋
律
が
あ
り
ま

す
し
、
文
楽

で
も

ス
テ
ー
ジ
に
狐

が
で
て
き
た
ら
三
味

線
も

狐
の
性

格
を
伝

え
る
旋

律
を
奏
で
ま
す
。

旋
律

と
歌

詞
と

パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
が

一
体

と
な

っ
た
、
描
写
性

の
強

い
日
本

の

伝
統
音

楽
は
、
と

て
も
私

に
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

の
で
す
。

音
楽
が
音

楽
以
外

の
な
に
か
具
体

的
な
も
の
や
社
会

の
す

が
た
を
を
表
現
す

る
と
い
っ
た
発
想

は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
は
あ

ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
音
楽

は
、
欧
米

の
音
楽

に
比

べ

て
観
客

の
想
像
力

に
ま

か
さ
れ
る
部
分
が
多

く
、
自
由
度
が

高

い
。

そ
れ
だ
け
に
、
観
客

の
負

担
も
大

き
い
と
思

い
ま
す
。

音
楽

が
な
に
を
表
現

し
て
い
る
か
が
分

か
る
に
は
、
日
本

の

歴
史

だ
け
で
な
く
、
古

典
文
学

な
ど

に
つ
い
て
も

勉
強
し
て
、

そ
の
コ
ー
ド
を
理

解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

じ
つ
は
そ

の
点

で
は
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
の
伝
統
音
楽

に
も
似
た
性

格
が
あ

っ

て
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
人
で
も

き

っ
ち

り
理
解

し
て
い
る
人
は
少

な
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
の
伝

統
音
楽
を
研
究

し
て
い
る
う
ち
気
づ

い
た
の
は
、

ブ

ル
ガ
リ
ア
の
伝

統
音
楽
は
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
面
で
は
日
本

と
似
て
い
る
け
れ
ど
、
描
写
性

は
弱

い
と
い
う

こ
と
。

全
体

と
し
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性

は
あ

る
が
、

端
的

に
な
に
か
を
表

現
す
る
旋
律

は
あ
ま
り
な
い
の
で
す
。

反
対

に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽

と
比
較
す
る
と
、
大
衆
的
だ
け
れ
ど

も
、

理
論
性

に
乏
し
い
。

そ
う
し
た
こ
と
が
見

え
て
き
て
、

あ
ら

た
め
て
ブ

ル
ガ

リ
ア
音
楽

の
あ
り
か
た
を
考
え

て
み
た
い
と

思

う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
C
O

E
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
で
は

「
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の

〈日
本

〉
」

と

「
モ
ダ

ニ
ズ
ム
と
中
東
欧

の
芸
術

・
文
化
」

の
ふ
た
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
関
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

zaInterfaceHumanities

 

ス
テ
ラ

・
ジ
ブ
コ
バ

(oり
↓Φ
=尠
N
丁
一くπ
o
く
巴

一
九
七
四
年
ブ
ル
ガ
リ
ア
生
ま
れ
。

一
九
九
七
年
ソ
フ
ィ
ア
大

学
哲
学
研
究
科
卒
業
。
修
±
論
文
は

「音
楽
に
お
け
る
表
情
性

に
つ
い
て
」。
二
〇
〇
〇
年
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
音
楽

学
専
修
研
究
生
。
二
〇
〇

一
年
よ
り
博
士
課
程
に
在
籍
し
、
博
士

論
文
執
筆
中
。
研
究
の
中
心
は
、
①
琴
音
楽
か
ら
考
察
し
た
文

化
、
②
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
と
実
現
性
。



生
ま
れ
は
那
覇
で
す
が
、
大
学
生

活
を
送

っ
た
の
は
札

幌
、
去

年

か
ら

こ
の

C
O

E
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
参
加

し
て
、

よ

う
や
く
日
本

の
真

ん
中

の
大
阪

へ
た
ど
り
着
き

ま
し
た
。

北
大

時
代

は
、
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
や
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
な
ど

の

フ
ラ
ン
ス
思
想
を
も
と
に
対
人

関
係
の
構
…造
を
研
究
し
て

い
ま
し
た
。

同
時

に
、
看

護
学

校

や
医

学
部

で
教

え
る

機
会

が
あ
り
、
学
生
た
ち
と
接
す
る
な
か
で
生
命
倫
理

に

関

心
を
持

つ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、

じ
っ
さ
い
に

患

者
と

対
話
し
、
そ

の
人
が
現
実

に
抱

え
る
具
体

的
な

問
題

を
考
え

る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

哲

学

と
い
う
と
、

も

っ
ぱ

ら
書

斎
で
大

思
想
家

の
著

作

を
読
ん

で
は
思
索

す
る
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
。

し
か
し
、

デ
カ
ル
ト
が
「
世
間
と
い
う
偉
大
な
書

物
を
読

む
」
と
い
っ

て
町

へ
で
た
よ
う
に
、
も
と
も

と
幅
広

い
知

の
探
求

の
営

み
を
意
味
し
て
い
た
は
ず

で
す
。

思
考

と
は
、

つ
ね

に
他

者

と
の
対

話
の
な
か
か
ら
構
築

さ
れ
て
い
く
も

の
で
あ

る

し
、
社
会

問
題

の
解
決

も
、
現
場

の
具

体
的
な
話

し
合

い
の
な
か
に
こ
そ
糸
口
が
か
く
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

い
ま
私
自
身

が
取

り
組

ん
で
い
る
の
は
、
医
療

や
科
学

技
術

政
策

の
問
題
に
哲
学

の
立
場

か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る

こ
と
で
す
。

薬
宝
呈

イ
ズ
問
題
を
例

に
考

え
て
み
ま
し

ょ

う
。

こ
の
場
合
、
自

然
科

学

的
に
原

因

と
リ

ス
ク
の
因

果
関

係
が
証
明
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
製

薬
会
社
は
も
と
よ

り
、
行
政
や
専

門
機
関
も
動
き
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
問
題

が
あ
り
ま
し
た
。

で
す
が
、
リ

ス
ク
と

は
科
学

的

に
証
明
さ
れ
に
く
い
、
不
確
定
な
部
分
が
大

き
な
も

の

で
す
。

だ
か
ら

こ
そ
深
刻

な
不
安
を
呼
び

お
こ
し
ま
す
。

不
安

の
源

に
つ
い
て
、
当
該

分
野

の
専

門
家
だ
け
で
な
く
、

社

会
科

学
や
人

文
学

に
お
け
る
さ
ま
ざ

ま
な
分

野
の
専

門

家
、
そ
し
て
な
に
よ

り
利
害

の
当
事

者
お
よ
び

一
般

市

民
も
参
加
し
て
の
、
ふ
み
こ
ん
だ
対
話

が
欠

か
せ
ま
せ

ん
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど

の
リ
ス
ク
の
あ
り
か
を
め

ぐ

る
社
会

的

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら

れ
ま
す
。

そ
う
し

て

は
じ
め
て
、
対
応
策

を
練

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ

う
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
大

切
さ
は
、
環

境
汚
染

、

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
や
脳
死
な
ど
死
を
め
ぐ
る
問

題
、

さ
ら

に
は
非
行
や
虐
待

と
い
っ
た
問

題
な
ど
あ
ら

ゆ
る
場
面

に

あ
て
は
ま
り
ま
す
。

対
話

の
な
か
で
ひ
と
り
ひ
と
り
が
知
性

と
感
性
を
鍛
え
、

社
会
的

な
意

思
決
定

へ
と
歩

み
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

技
法
を
磨

い
て
い
く
。

そ

の
実

践
の
場

の
ひ
と

つ
が
、
「
臨

床
と
対

話
」

グ
ル
ー
プ
が
中
心
と

な
っ
て
、
中
之
島

セ
ン

タ
ー
で
お
こ
な
わ
れ
る
哲

学

カ
フ
ェ
や

ソ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク

・

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

で
す
。
専
門
家

と
市
民
と
が
膝

を
突
き
合

わ
せ
て
、
具
体
的
な
経
験

に
引
き
つ
け
て
語

り
合

う
場
を

開

く
。

対
話
を
重
ね
て
い
く
な
か
か
ら
、公

共
的
な

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
と

そ
の
手
法

を
提
言
す
る
。

そ

れ
が
、
哲
学
が
本
来

め
ざ
し
て
い
た
幅
広

い
知
、

つ
ま

り

臨
床

の
知

の
探
求

で
あ
り
、
人
文
学

が
現
代
社
会

に
い
か

さ
れ
る
道
だ
と
思

い
ま
す
。

社 会 に ひ らか れ た 対 詣 の 知
屋 良 朝 彦 さ ん(特 任 研 究 員)

 

屋
良

朝
彦

(や
ら
・
と
も
ひ
ご
)

　
九

六
五
年
沖
鐸
生

ま
れ

。
北
海
道
大
学

大
学
院

文
学
研
究
科
博
士
課

程
修

了
。
博
士

(文
学

)。
専

門
分

野
は
哲
学

・
倫

理
学

。
お
も

な
研
究
テ

ー
マ

は
、
①

医
療

・
介
護

・
教

育

:
心
理
学

の
分
野

に

お
け

る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
主
軸
と
し
た

「臨

床
哲
学
」
、
②
科
学
技
術
に
お

け
る
リ
ス
ク
・
コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
。
著
書
に

「
メ
ル
囗
1ー
ボ

ン
テ

ィ
と

レ
ヴ

ィ
ナ
ス
ー
他
者

へ
の
覚
醸
」

(東
信
堂

二
〇

〇

三
年
〉
が
あ
る
.、

構
成
"
三
谷
研
爾

InterfaceHumanities25
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「インターフェイスの人文 学」のさまざまな活動情 報を鈕 春「.‡彳

EventReport2004

平成16年 度 懐徳 堂春季講座 〈107回 〉

「生のかたち 死のかたち」

2004年5月25日 から28日 にかけて大阪大学中之島センター

にて平成16年 度懐徳堂春季講座 〈107回〉「生のかたち 死

のかたち」が開催されました。

 

懐

徳
堂

は
、

一
七
一
一四
年
に
創
設

さ
れ
た
、

大
坂

町
人

の
自

助
的

な
人

文
学
セ
ン
タ
ー
で
す
。

明
治
以
降
、
そ
の
精
神
と
事
業

は
懐
徳
堂

記
念
会
に
う
け
つ
が
れ
、

さ
ら
に
第

一
一次

世
界
大
戦

後

は
、
大
阪
大

学
と
の
密
接

な
連
携

の
も
と
に
す
す
め
ら
れ
て
き
ま

し
た
。

現
在
の
懐

徳
堂

事
業
は
、
春
秋

講
座
と
古

典
講
座

を
二

本

の
柱

と
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
市

民
向

け
の
企

画
か
ら
な
っ
て
い

ま
す
。

往

時

の
懐
徳

堂
は
、

【
八
世
紀

の
日
本
を
代
表

す
る
中
井

竹

山

、
中
井

履
軒
、
山
片

蟠
桃
と
い
っ
た
学

者
を
擁
し
つ
つ
、

町
人

社
会

と
と
も
に
歩
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
し
い
知
の
か
た
ち
を
生

み

出
し
て
い
き
ま
し
た
。

私
た
ち
は
そ
の
姿
を
、

「イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

の
人
文

学

」
の
す
ぐ
れ
た
お
手

本
と
考

え
、

昨
年

度
か
ら
春

秋

講
座

の
後
援
を
し
て
い
ま
す
。

今

年
度
春

季
講
座

の
総
合

テ
ー
マ
は

「生

の
か
た
ち

死

の
か

た
ち
」
。

私
た
ち

の
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
で
は
、

と
り
わ
け

「
臨
床
と
対

話
」
グ
ル
ー
プ
が
取
り
組
ん
で
い
る
問
題
と

深
く
結
び

つ
く

も
の

で
す
。

ま
た
、
今

回
か
ら
会
場
と
な
っ
た
大

阪
大
学
中
之

島
セ
ン

タ
ー
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
映
像

・
音
声

の
収
録
機
材
が
と
と
の
っ
て
お

り
、
本

C
O
E

プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
の
重
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
デ
ー
タ
の

ア
ー
カ
イ
ブ
化
事
業
を
試
験
的
に
お
こ
な
う
、
格

好
の
モ
デ
ル
ケ
ー

ス
と
な
り
ま
し
た
。

講
座
じ
た
い
も
ま
た
、
四
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た

ば
か
り
の
中
之
島
セ
ン
タ
ー
の
機

能
を
い
か
し
て
、
講

演
や
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
だ
け
で
な
く
、
対

談
や
対
話
と
い
う
多

様
な
か
た
ち
が
実

験
的
に
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

生
と

死
を
、
医
療
技

術
や
法
制
度

に
か
か
わ
る
一般
論

と
し
て

議
論
す

る
の
で
な
く
、
つ
ね
に
個
別
的
で
具
体
的
な
場

面
と
し
て

考

え
る
と
い
う
人
文
学

の
立

場
に
貫
か
れ
た
四
日
間

、
の
べ
一
一〇

〇
名
以
上

の
受
講
者
が
熱
心
に
参
加

さ
れ
ま
し
た
。

イベントプログラム

講演 「生と死の習俗一 その伝統と現代亅

中村生雄(文 学研究科教授、日本思想史

5月25日

シンポジウム「都市の生と死一 廃虚とパラダイスのはざまで」

大橋良介{文 学研究科教授、美学 ・哲学}

藤田治彦{文 学研究科教授、環境美学 ・建築史}

鈴木 毅 〔工学研究科助教授、建築工学}

上倉庸敬(文 学研究科教授、美学 ・芸術学}

5月26日

対談 「生と死の表象一 近現代文学を中心に」

内藤 高{文 学研究科教授、比較文学}

出原隆俊{文 学研究科教授、日本文学}

5月27日

対話 「生と死はみんなの現場」

中岡成文(文 学研究科教授、臨床哲学)

西川 勝(京 都市長寿すごやかセンター、臨床哲学

5月28日

26InterfaceHumanities
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COE研 究員による知的 ターミナルの構築

「研 究集合 」へ向けての実験的試 みとして、若 手

の研 究者による定例研 究会 が豊中と吹田で交 互 に

開かれており、現 在はメンバーそれぞれの研究を順 次

紹介 している段 階です。予め提 出されたディスカッショ

ン ・ペーパーに対し、全 員がネット上のフォーラムヘコ

メントを投稿 、問題 点を共有 した上 で実 際の議 論 に

臨みます。 お互いに専 門の全 く異なるメンバーが会し

ての自由な討 論では、方 法論の違 い等 をめぐって分

野 間に反 発も生 じますが、 むしろこの衝 突から発 して

各研 究の 「臨床 ・横断」 可能性 を探るところにこそ

この研究会の意味があるのです。

AchievementsData
COE報 告書の刊行情 報

2004年1月 に 「インターフェイス の 人 文 学 」2002・

2003年 度 報告 書が刊行 されて以 降の、COE出 版物 です。

トランスナショナリティ研究一境界の生産性

0発 行日 、。。4年,月12日
責任編集:小 泉潤二 栗本英世

編集:丹 生絵海子 木村 自

映像人文学 国際フォーラム 「映像のカー日越

O両 国文化・比較・交流のたaht:..1:言・糒
発行日2004年2月27日

責任編集:山 口修 桃木至朗

編集;北 山夏季

映像人文学2003年 度報告書

ヨーゼフ・ラスカ{父 の愛》

発行日2004年3月24日

責任編集:根 岸一美

編集:岡 村 睦

EventData
イベント情報

2004年 に開 催 された主 なイ

ベ ントをご紹介 します。 各 イベ

ントの詳細 ならびにその他 につ

いては、ホームページ(http:〃

www.let.osaka-u.ac.jp/coe/)

をご参 照ください。

(※2004年7月31日 現在)

ト 第24回 ～ 第28回

ランスナショナリティ研 究セミナー

文化人類学の新たな地平をひらく。本誌22～23ペ ージを参照

。。。デンフ.ルス教 授講演会

現象学研究の最前線を語る

海 域。ジ。史研究会,月 例会

海でつながるアジア世界の探求

。 、回 。.ツ.。 。,.ク ラフツ運 動 史 国際 会、義

生 活と美をひとつのもの としてとらえる。 本誌17ペ ージ参照

第1回 ～第6回..,.F

MCE(モ ダニズムと中東 欧の=匹 竃 術 ・文 化)研 究 会

芸術のジャンルと言語 ・民族の境界をこえる

,,..ジ としての 、日 。 、」研究 部 会 第1回

メディアがおりなす 〈文化 〉のイメージ

,,..ジ としての 、,本 、」研 究。.,シ 。ップ 第 、回

人 文学の対 象としてのポピュラー ・カルチャー

公開授業,科 学、社会、 科学技術、倫 理

市民社会とテクノロジーの世界をむすぶ

.d.

公開授業 「科学と社会」 医療 ・生 卩卩 の倫理

ベッドサイドに生きる人文学の知

2711nterfaceHumanities



鶯
シ
ル
ク

ロ
ー

ド
出

土
文
献

の
現
物

調
査

「
中
央

ア
ジ
ア
の
歴
史
を
研

究
す
る
の
に
、
な
ぜ
こ
ん
な
ロ
シ
ア
の

西
の
果

て
ま

で
や

っ
て
来
た

の
か
?

」
。

現
地

の

一
般
市

民
は
私

の

渡
航
目

的
を
知

る
と
、
た
い
て
い
こ
の
よ
う
な
反
応

を
す

る
。

ロ
シ

ア
共
和

国
西
部
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
湾

に
面
し
た
古
都
サ

ン
ク
ト

・
ペ
テ

ル
ブ

ル
ク
市
。

こ
こ
が
私

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
現
場
で
あ
る
。
有

名
な
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美

術
館
の
あ
る
街

で
あ
り
、
二
〇
〇
三
年

に
建

都
三
百
年
を
祝

し
サ
ミ
ッ
ト

(
主

要
国
首

脳
会
議

)
が
開

か
れ
た

こ

と
は
記
憶

に
新
し
い
。

し
か
し
、
私

は
決

し
て
ロ
シ
ア
の
歴
史

を
研

究
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

私

の
研
究
対

象
は
、

十

一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
前

半

に
か
け
て
、

寧
夏

・
甘

粛
地
方

(
現
在

の
中

国
北

西
部
に
あ
た
る

)
に
あ
っ
た
西

夏
国

の
歴
史

で
あ
る
。
西
夏

は
農
業
生
産

の
高
く
な
い
内
陸

の
乾
燥

地
帯

に
立
地

し
て
い
な
が
ら
、
当
時

ユ
ー
ラ
シ
ア
大

陸
の
東

西
を
結

ぶ
重
要

な
交

通
路

(
い
わ
ゆ
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

)
の
要
衝
を
支

配
下
に

収
め
て
繁
栄
し
た
。

漢
字
を
複
雑

に
し
た
よ
う
な
西
夏
文

字
が
こ
の

国
で
創

ら
れ
た

こ
と
は

一
般

に
も
知
ら
れ
て
い
よ
う
。

私
は
そ
の
西

夏
文
字

で
書
か
れ
た
古

文
献
を
史

料
と
し
て
利
用
し
、
主

に
西
夏
と

諸
外

国
と
の
貿
易
史
を
中
心

に
研
究
し
て
い
る
。

今
か
ら
お
よ
そ
百

年
前
、

ロ
シ
ア
の
探
検

隊
が
カ
ラ
ホ
ト

(
現
在

の
中
国
内

蒙
古
自

治

区

エ
チ
ナ
旗

)
の
西
夏

時
代

の
遺
跡
を
発
掘
し
、
膨
大
な
数

の
文
献

や
絵
画
資

料
を
持
ち
帰

っ
た
。

こ
れ
ら

の
文
献
は
現
在
、

ロ
シ
ア
科

学

ア
カ
デ
ミ
i
東
方

学
研
究
所

サ
ン
ク
ト

・
ペ
テ
ル
ブ

ル
ク
支
部

(
以

下
、
研

究
所
と
略
す

)
の
文
献
室

に
保

管
さ
れ
て
い
る
。

西
夏
の
歴

史

を
物

語
る
文
献

は
、
イ
ギ
リ
ス
、
中
国
、
日
本
な
ど
の
国
々
に
も

収

蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
数

の
多

さ
や
文
献

の
ジ
ャ
ン
ル
の
曲豆
富

さ
に
お

い
て
ロ
シ
ア
の
も

の
が
他

を
圧
倒

し
て
い
る
。

こ
の
研
究

所

は
西
夏

の
文
献

の
宝
庫

で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

収
蔵

文
献

の

う
ち
、
主
要
な
も
の
は
近
年

、
写
真
版

と
し
て
公

刊
さ
れ
て
は
い
る
が
、

佐
藤
貴
保

私
は
あ
く
ま

で
文

献

の
現
物

を
閲
覧
す
る
た
め
、
日
本
か
ら
も
、
そ

し
て
西
夏

国
の
あ

っ
た
地
域

か
ら
も
遠

く
離
れ
た

ロ
シ
ア
の
西
端

ま

で
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

ソ
ビ
エ
ト
連
邦

崩
壊

後
、
収

蔵
文
献

は
諸
外

国

の
研
究

者

に
も

広
く
公

開
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

と
は
い
え
、
何

の
約
束
も

な
し

に
研
究
所

を
訪
ね
て
も
相
手

に
さ
れ
な
い
。

文
献
を
研
究
所

以
外

の

者

に
閲
覧
さ
せ
る
か
ど
う
か
は
、
研
究
所
側

の
判
断

・
厚
意

に
委
ね

ら
れ
て
い
る
。

よ

っ
て
研
究
所

に
訪

問

・
閲
覧

の
許

可
を
事
前

に
取

り
付

け
る
こ
と

が
現
地
調

査

の
第

一
歩

で
あ
る
。

私

の
現
地
調

査

の
場

合
、

過
去
に
調
査

経
験

の
あ

る
研
究
者

を
通

じ
て
研

究
所
長

・

文
献
室

長
の
許
可
を
取
り
付

け
、
二
〇
〇
三
年
二
月

に
実
現
の
は
こ

び
と
な
っ
た
。

研

究
所

の
文
献

室
が
開

い
て
い
る
の
は
月

・
水

・
金

曜
の
十

一
～

十

三
時

・
十
四
～
十

六
時
。

極

め
て
短
時
間

で
あ
り
、
効
率
良

い
調

査

の
実
施

が
求
め
ら
れ
る
。

現
地

で
問
題

の
箇
所

を
ピ

ン
ポ
イ
ン
ト

で
調
査
す
る
た
め
に
、
訪

問
の
前

に
所
蔵
目
録

で
自
分

の
閲
覧
し
た

い
文
献

の
整
理
番
号

を
控

え
る
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
写
真
版

で
判
読

で
き
な
い
箇
所

を
チ
ェ
ッ
ク
し

て
お
く
、
と
い
っ
た
準
備
が
欠
か
せ
な

い
。

ま
た
文

献
室
側

の
都

合
で
、
自
分

の
見
た
い
文
献

が
閲
覧

で
き

な
い
場
合
も
想
定

さ
れ
る
た
め
、
第
二
、
第
三
の
閲
覧

候
補
も
用
意

し
て
お
く
。

調
査

開
始
後

も
、

閉
室
日
に
は
前

ロ
に
集
め
た
デ
ー
タ

の
整
理

・
読

み
直

し
を
し
、
次
の
開
室

日
の
作

業
方
針
を
練

る
な
ど

の

「
予
習

・
復

習

」
作

業
が
必
要

に
な

る
。

以
上

の
よ

う
な
準
備
作

業
を
整

え
た
結
果
、

現
地

で
の
調

査
は

順
調
に
進
ん
だ
。
そ
し
て
写
真
版
ば
か
り
に
頼

っ
て
い
て
は
わ
か
ら
な

い
新
た
な
知

見
が
得
ら
れ
た
。

写

真
版

で
は
判

読

の
で
き
な
か
っ
た

文
字

が
実

際
に
は
う

っ
す
ら
と
書

か
れ
て
い
た
り
、
今
ま

で
文
字

の

一
部
だ
と
思

っ
て
い
た
写
真
版

の
黒
い
部
分
が
、
ゴ
ミ
や
破

損
の
た
め

佐藤 貴保(さとう・たかやす)

COE特 任研究員。2004年 、大阪大学大学院文学研究科博±後期課程修了。専門

分野は東洋史学。おもな業績に「西夏法典貿易関連条文訳註」(『シルク囗一ドと世界史∬

大阪大学21鰾u'COEプ ログラム「インターフェイスの人文学」2002・2003年度報告書、

2003年)な ど。
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に
黒
く
見
え
て
い
る
に
過

ぎ
ず
、
実
は
全

く
別
な
意
味

の
文
字

で
あ

っ

た
り
す
る
例
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

西
夏

の
文
献

の
多
く

は
西
夏
文

字

で
書

か
れ
る
が
、
筆

画

の
複
雑
な
西
夏

文
字

は
、

「
点

」
や

「
横

棒

」
の
数

、
あ

る
い
は

「
は
ら
い
」
の
始
点

の
位

置
や
角
度

な
ど
、
わ

ず

か
な
字

形

の
違

い
で
、
全

く
別
の
意

味

の
文
字

に
変
わ

っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

写
真
版

と
し
て
公
刊

さ
れ
て
い
な
い
文
献

に
も
出
会

っ
た
。

こ
れ

ま
で
写
真

版

で
は
欠

損
し
て
い
た
り
判
読
が
困
難

で
あ

っ
た
り
す
る

箇
所
が
、
未

公
刊

の
文
献

に
よ

っ
て
補
え
る
場
合

も
し
ば
し
ば
あ

っ

た
。

な
か
に
は
写
真

版
で
は
ま

る
ま

る

一
ぺ
ー
ジ
分
掲
載

し
忘

れ
て

い
る
文
献

も
見

つ
か
っ
た
。

不
完
全
な
写
真
版

を
基
に
翻

訳

・
考
察

を
行

な
っ
て
き
た
従
来

の
研
究

は
今
後

再
検
討

を
迫

ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。

そ
し
て
文
献

の
内

容

・
用
途

・
作
成
年
代

に
よ
っ
て
紙
質

(
色

・

厚

さ

・
漉
き
縞

)
が
異

な
る
こ
と

も
明
ら

か
に
な

っ
た
。

紙
そ

の
も

の
が
文
献

の
性
格
を
知
る
手

が
か
り
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

写
真

や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

の
映
像

媒
体

に
よ

っ
て
、
私
た
ち

は

現
地

に
行
か
ず
と
も
文

献
を
た
や
す
く
閲
覧

で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

し
か
し
不
鮮
明

な
箇
所

の
判
読
や
紙
質

な
ど

の
情

報
は
、
現
物
を
じ

か
に
見
な
い
か
ぎ
り
わ
か
ら
な
い
。

映
像
だ
け
で
は
、
す
べ
て
の
情

報

は
伝
わ

ら
な
い
の
で
あ
る
。
私

が
古
文

献

の
実

見
調
査

に
こ
だ
わ

る

理
由

は
そ
こ
に
あ
る
。

そ
し
て
現
地

調
査
で
得

た
情
報

を
い
か
に
正

確
に
伝

え
、
他

の
研
究
者

と
共
有
し
て
い
く
か
、
そ
れ
が
古

文
献
を

研
究
す
る
私

に
与
え
ら
れ
た
課

題
で
あ
る
。

ロシア科学アカデミー東方学研究所サンクト・ペテルブルク支部

西夏文字の例

少しの形の違いで意味が全く異なってくる。

意味=①価格、②遠い、③挙げる、④準備する
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充讐

"
実

験

"
美

術

史

学

?

ー

シ
ャ
ガ
ー
ル
的
源
泉
を
求
め
て
ー

「
ハ
セ
ネ

.
タ

ン
ツ

(
結

婚

式

の
ダ

ン
ス
≦

。注

冒
αq
匹
譽

8

)
」
で
始

ま

り
、

「
ド

ナ

・
ド
ナ

(
子

牛

の
歌

)
」
を

合

唱

し

、

「
ミ

ル

・
ザ

イ

ネ

ン

・
ア

レ
・
ブ
リ

ー

デ

ル

(
み
な

兄

弟

≦

。
母
。
曁

耳
9
冨

『。・)
」
で

締

め

く

く

る
東

欧

ユ
ダ

ヤ
音

楽

「
ク

レ
ズ

マ
i

」
の
演

奏

会

も

六

月

十

四

日

の

阪

大

公

演

(
第

六

回

「
モ
ダ

ニ
ズ

ム
と

中

東

欧

の
芸

術

・

文

化

」
研
究

会

)
で
計

五

回

を
数

え
た

。

「
シ
ャ
ガ

ー

ル
が
聴

い
た
音

楽

」
と

い
う

副

題

を

つ
け
た

}
連

の
演

奏

会

は
そ

も

そ

も
、

私

が
研

究

テ

ー

マ
と

し

て
い
る

シ
ャ
ガ

ー

ル
の
芸

術

的

源

泉

を

、

目

と

耳

で

確

認

し
な

お
す

"
実

験

"

と

い
う
位

置

づ
け

で
始

め
た
研

究

発

表

の

一
形

態

で
あ

る

。

マ
ル
ク

.
シ
ャ
ガ

ー

ル

(
ζ

霞
6
∩
ご
σq
巴
r

一
八

八

七

～

一
九

八

五

)
と

い
え

ば

、

色

と

り

ど

り

の
花

々
や

空

飛

ぶ
恋

入

た

ち

が
放

つ
ラ
ブ

リ

ー

で
オ
シ
ャ
レ
な

フ
レ
ン
チ

・ア
ー

ト

、
と

い
う
イ

メ
ー

ジ

が
強

い
だ

ろ

う
。

お
そ

ら

く

そ

の
イ

メ
ー
ジ

は
美

術

館

で

の
展

覧

会

よ

り

は
む

し

ろ
、

日

本

の
商

業

主

義

的

な

美

術

マ
ー

ケ

ッ
ト

で
醸

成

さ
れ

て
き

た
も

の
と

思

わ

れ

る
。

私

が

仲

間

の

ミ

ュ
ー
ジ

シ

ャ
ン
と

と

も

に
行

う

"
実

験

"
(
演

奏

会

)
は
、

と

く

に
シ
ャ
ガ

ー

ル
の
初

期

作

品

に
多

く

描

か
れ

た

音

楽

家

た
ち

1

東

欧

ユ
ダ
ヤ
人

の
集

落

「
シ
ュ
テ
ー
ト

ル
」
の
結
婚
式

で

演

奏
し
た
器
楽
演
奏

家

ク
レ
ズ
マ
ー
た
ち

ー

が
実
際

に
演
奏
し

て

い
た
と
思

わ
れ
る
音

楽
を
、
作
品

を
鑑
賞

し
つ
つ
実
際

に
演

奏
し
、

聴

い
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

自
分

の
演
奏

に
ま
だ
ま
だ
余

裕

が
な
く
、
作
品
と

ど
の
よ
う
に
共
鳴
し
合

っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い

は
不
協
和

音
を
奏

で
て
い
る
の
か
、
実
感
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、

少

な
く
と

も
オ
シ
ャ
レ
で
ラ
ブ
リ
ー
な
シ
ャ
ガ

ー
ル
・
イ
メ
ー
ジ
は
大

幅

に
修

正
さ
れ
ま
し
た
と
い
う

"
実
験
結

果
"

(
聴

衆

の
反
応

)
は

多

く
得
ら
れ
て
い
る
。

「
シ
ャ
ガ
ー

ル
研
究

」
1

そ
れ
は
十
九
世

紀
末

か
ら

二
〇
世

紀

の
大

部
分
を
奇

跡
的

に
生
き
抜

い
た
、

ロ
シ
ア
系

ユ
ダ

ヤ
人
で
あ
り

樋
上
千
寿

芸

術
家

で
あ
っ
た
ひ
と
り

の
人
物
の
生

い
立

ち
に
寄
り
添

う
作
業

で

あ
る
。

九
十
七
年

と
い
う
長

い
生
涯

に
わ
た
っ
て
常

に
新

し
く
て
普

遍
性
を
持

つ
独

自

の
芸
術
を
創

造
す
る
た
め
に
、
白

ロ
シ
ア
の
ヴ

ィ

テ
ブ

ス
ク
か
ら
、
キ
ュ
ビ
ズ
ム
を
は
じ
め
真
新
し
い
モ
ダ

ン
・
ア
ー
ト
が

絢
爛
と
咲
き

始
め
た
パ
リ

へ
、
ユ
ダ

ヤ
芸
術
再

生
の
た
め
に
モ
ス
ク
ワ

へ
、
そ
し
て
再
び
パ
リ
へ
と
移
動

・
越
境

を
繰

り
返
し
た
シ
ャ
ガ
ー

ル

は
、
同
時
に
、

一
八
八
○
年
代

の
東

欧
で
の
ポ
グ
ロ
ム

(
反

ユ
ダ
ヤ
暴

動

)
の
記

憶
、
第

一
次
世

界
大
戦

と

ロ
シ
ア
革

命
、
ナ
チ
ズ
ム
と
第

二
次

世
界
大
戦
と
い
う
不
可
抗
力

に
よ

る
移
動

・
越

境

-

合
衆
国

へ
の
亡
命
も
含

め
ー

も
強

い
ら
れ
た
。

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ

(
離
散

)
の

果
て
の
地

「
シ
ュ
テ
ー
ト
ル
」
に
生

ま
れ
た
彼
は
、
現
在

南
仏

二
ー
ス

近
郊

の
サ
ン
・
ポ
ー

ル
・
ド

・
ヴ
ァ
ン
ス
の
丘

の
墓

地

に
キ
リ
ス
ト
教

徒
と
と
も
に
眠
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
芸
術
家

シ
ャ
ガ
ー

ル
の
不
可
解
さ
を
端
的

に
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

西
欧

キ
リ

ス
ト
教

文
化
を
主

流
と

す
る
西
洋

美
術

史

の
領
域
内

で
は
、

シ
ャ
ガ

ー
ル
研

究
を
進

め
よ

う
と
し
て
も
す
ぐ
さ
ま
壁

に
ぶ

つ
か
る
。

私
が
シ
ャ
ガ

ー
ル
研

究

の
当
初

か
ら
取

り
組
ん
だ
の
は
む

し
ろ
、
そ

の
西
欧
キ
リ
ス
ト
教

文
化

と
常

に
緊
張
関

係
に
あ

っ
た
ユ

ダ
ヤ
教
で
あ
る
。

一
四
九
二
年
に
カ
ト
リ
ッ
ク

・
ス
ペ
イ
ン
を
追
放
さ

れ
た

ユ
ダ
ヤ
人
が
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
地

で
紡
ぎ
続

け
た
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統

が
、
や
が
て
異
端
的
で
神
秘
主
義

的
な
ユ
ダ

ヤ
教
解
釈

『カ
バ
ラ

』
を

生
み
出

し
、
そ
れ
が
度
重
な
る
ポ
グ
ロ
ム
に
苦
し
む
東
欧

ユ
ダ
ヤ
人
の

心
を
捉

え
、

ハ
シ
デ
ィ
ズ

ム
※
へ
と
発

展
し
て
い
く
。

シ
ャ
ガ
ー
ル
の

芸
術

世
界

に
は

『聖

書

(
ト

!
ラ
!

)
』
の
正
統

的

ユ
ダ

ヤ
教
世

界

よ
り
む
し
ろ
、

東
欧

の
シ
ュ
テ
ー
ト
ル
で
育
ま
れ
た

ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
の

神
秘
主
義

的
な
ユ
ダ
ヤ
教
世
界
が
色
濃

く
反
映

さ
れ
て
い
る
。

図
像

を
忌
み
嫌

い
、
器
楽
演
奏

を
禁

じ
る
厳
格

な
ユ
ダ
ヤ
的
感

覚
は
青

年

シ
ャ
ガ
ー

ル
に
は
な
か
っ
た
。
抑

圧
か
ら
精
神
を
解
き
放

つ
た
め
の
イ

樋上千 寿(ひ のうえ・ちとし)

1966年 京都市生。同志社大学大学院文学研究科美学及び藝術学専攻博士後期課程

単位取得退学。2004年4月 より大阪大学21世 紀COEプ ログラム特任研究員、「モダ

ニズムと中東欧の芸術・文化」班所属。大学在学中よりジャズ演奏活動を行う。2002

年秋東欧ユダヤ音楽クレズマーのユニットを緒成、以来国内各地で演奏活動を展開中。

主要業績 「シャガールの修復(テ ィクーン)h'民 族藝術」第19号 、民族藝術学会羂、

2003年 など。

InterfaceHumanities 30



デ
ィ
ッ
シ
ュ
的
冗
舌
、
華
々
し
い
音
楽
と
輪
舞

。

こ
れ
ら
が
シ
ャ
ガ
ー

ル
芸

術
の
源
泉

に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
、
そ
う
気
づ
い
た
と
き
、
副

業
と

し
て
続

け
て
き
た
私

の
音
楽

演
奏

活
動

が
自

然
と

こ
の
研

究

と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く

は
ユ
ダ
ヤ
学

に
対
す
る
認
識

の
希

薄
さ
、
無

理
解
あ

る

い
は
誤

解
が
原
因
な

の
だ
ろ
う
か
、
日
本

の
大

学
に
は
ま
だ

ユ
ダ

ヤ

学
を
専
門

に
扱
う
研

究
部

門
は
な
い
。

し
た
が

っ
て
私

が
主
た
る
研

究

の
場
と
し

て
き

た
の
は
在

野
の
研
究
団

体
、

「
神

戸

・
ユ
ダ

ヤ
文

化
研

究
会

」
で
あ
る
。

「
ユ
ダ
ヤ
」
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
、
歴

史
学

の

み
な
ら
ず
、
神

学
、
文

学
、
哲
学
、
経

済
学
、
法

学
、
医

学
、
心

理
学

な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活

動
す
る
研

究
者
、
学
生
や
主
婦
、

O
L
、
企

業
家
、

演
奏
家

な
ど
が
毎

月
神

戸

に
集

い
、

文
化
講

座

や
読
書
会
を
開
く
。

ま
さ
に
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
な
研
究
会
で
あ
る
。

多

分
野

の
専

門
家

と
非

専
門

家
が

一
堂

に
会

し
、

そ
し

て
柔
軟

な

議

論
が
展

開
さ
れ
る
在

野

の
研
究

会
だ

か
ら

こ
そ
、
実
験

的
な
研

究
形

態
で
あ
る

「
シ
ャ
ガ
ー
ル
が
聴

い
た
音
楽

・ク
レ
ズ

マ
ー
演
奏
会

」

は
生

ま
れ
た
。

芸
術

解
釈

の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
、

一
定

の
成
果

を

論
文

と
い
う
文
章
以
外

の
形

式
で
発
表
す
る
こ
と

ー

そ
れ
を

「
実

験
美

術
史
学
」

な
ど
と
あ
え
て
名
付

け
る
必
要
が
あ

る
か
ど
う
か
は

別

に
し
て
ー

こ
れ
も
、
研
究

対
象

の
本
質
を
よ
り
明

ら
か
に
す
る

と

い
う

目

的

に
適

う
も

の
と

し
て
提

案

し
た

い
。

※
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム

冖
中
世
ユ
ダ
ヤ
教
神
秘
主
義
カ
バ
ラ
の
流
れ
を
汲
む
神
秘
主
義
的
信

仰
で
シ
ュ
テ
ー
ト
ル
の
生
活
の
隅
々
ま
で
を
支
配
し
て
い
た
。
毎
週
の
安
息
日
や
祝
祭
時
、

結
婚
式
な
ど
の
席
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
歌
と
踊
り
に
よ
っ
て
魂
の
昂
揚
を
得
て
神
に
近

づ
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
ら
れ
た
。
厳
格
な
律
法
主
義
の
対
極
に
あ
る
民
衆
信
仰
。

第6回 「モダニズムと中東欧の芸術 ・文化」研究会 クレズマー ・コンサート

(2004年6月14日)に て。

左、右:シ ャガールの絵について説明している。 中央;演 奏 中の筆者。

コンサートの一部は下記サイトにてご覧いただけます。

http:llwww.letosaka-u.ac.jp/coe/mce_0614hinoue/
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《編 集歪麦言己》

「インターフェイスの人文 学」も、はや3年 目に入 りました。

これからはいわば後半 戦、新 しい人文学 研究の具体 的な姿を提 示 してい

かなけれ ばなりません。 巻頭 の 「研究 集合」宣 言は、そのためのマニフェスト

としてお読み ください。

藤田治 彦先生 にアドバ イスをいただいた特 集 「モノの人文学」、ベ テラン

編 集者の石 川泰子 さんの応 援 をいただいての研究 クシレープ取 材や若 手インタ

ビューなどをとおして、雑誌づ くりの楽 しみに夢 中になっているうち季節 は移 り、

キャンパスはいつの まにかセミしぐれです。(M)
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