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nterface

人 と ネ ットワ ー ク

インタヘフェイスの　　　 ド　　グル　ブ　　

モダニズムと中東欧 の芸術 ・文 化

文:編 集部

国境と芸術ジャンルをともに横断する、新たな研究スタイルの構築をめざしている「モダニズムと中東欧の

芸術 ・文化J研 究グループ。その活動を、ポーランドでのワークショップを中心に紹介する。

文
学

・
美
術

・
音
楽

・
演

劇
と

い
っ
た
芸
術

の
研
究

は
し

ば
し
ば
、
各

種

の
境

界
線

に
よ

っ
て
分

断
さ
れ
て
い
る
。

そ

う
し
た
境

界
の
最
た

る
も

の
は
、
言
語

に
よ

っ
て
か
た
ど
ら

れ
た
国

民
国
家
の
境
界

11
国

境
だ
ろ
う
。

じ

っ
さ
い
多

く
の

場

合
、
芸
術

研
究

の
制
度

は
言
語

ご
と
、
国

ご
と

に
展

開

し
て
き
た
。

し
か
し
、

芸
術

と
芸
術

研
究

が
生

成
す

る
現

場
は
、

そ

う
し
た
区
分

を
相
対

化
し
て
い
く
。

芸
術
家
だ

け
で
な
く

コ

レ
ク
タ

ー
、
出

版
者
、

批
評

家
、
興

行
主
、

画
商
、

そ
し

て
ま

た
研
究
者
自

身
、

国
境
を
超

え
て
往

来
し
、
情
報

を

交
換
し
、
作
品
を
流
通

さ
せ
て
い
る
。

こ
う
し
た
越
境
的
性

格
は
、
と
り
わ
け
モ
ダ

ニ
ズ
ム
芸
術
運
動

に
お
い
て
い
ち
じ
る

し
い
。

そ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
芸

術
表

現
の
分
野
を
貫
き

な

が
ら
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
全
域

を
巻

き
込
ん

で
ア
メ
リ
カ
に
到
達

す
る
い
っ
ぽ
う
、
ア
ジ
ア
の
東
端
に
ま

で
波

及
し
て
い
っ
た
現

象
で
あ

る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ま

で
の
研
究

は
、
国

家
や
言

語
と
い
う
枠

に
強
く
拘
束
さ
れ
て
き
た
。

中
東

欧
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
検
討

は
、

こ
う
し
た
現
状
を
乗

り
こ
え
る
突
破

口
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

問
題

へ
の
安

易
な
接

近
を
阻
ん
で
い
る
の
は
、

言
語
と

民
族
が
モ
ザ
イ
ク
を
な
す

こ
の
地

域
の
文

化

的
複
雑

さ
だ
け

で
は
な

い
。

東

西
冷

戦

と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立

も
、
中
東

欧

モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
越

境
性
を
長
く
隠
蔽
し
、
か
つ
分
断

し
て
き
た
。
私
た
ち
の
研

究
グ

ル
ー
プ
が
め
ざ
す
の
は
、
こ
の
地
域
を
縦
横

に
走

る
境

界
線

沿

い
に
間

断
な
く
生
じ
て
き
た
、

モ
ダ

ニ
ズ
ム
と
呼
ば

れ
る
文

化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
可
能
な
か
ぎ
り
そ

の
全

体

に
お
い
て
と
ら
え

る
こ
と
だ
。

当

の
境
界
じ
た
い
つ
ね

に
流

動
的
な
中
東
欧

地
域

に
根
ざ
し
た
具
体
的
な
検
討

こ
そ
が
、

国
家
、

民
族
、
言
語

の
み
な
ら
ず
、
芸

術
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ

て
も
細

分
化

さ
れ
て
き
た
近

現
代
芸

術

の
研
究

と
そ

の
制

度
の
問

い
返
し
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

越
境
す
る
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ニ
○
〇

三
年
五
月
、
懐
徳

堂
春
季
講

座

「
中
欧
三
都
市

物

語
」

を
企
画
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

っ
た
私
た
ち

の
活
動

は
、
今

年
に
な

っ
て
、
お
お
む
ね
月
二
回
開

か
れ
る

「
モ
ダ
ニ

ズ

ム
と
中

東
欧

の
芸
術

・
文
化

研
究
会

」

(M
C
E
)
に
集

約

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
研

究
会

の
特
徴

は
、.
言
語

・
視

覚

・

聴

覚
な
ど
メ
デ
ィ
ア
ご
と
に
分

か
れ
て
い
る
芸

術
研
究

を
横

断

し
、
同

時
に
ま
た
歴

史
学
や
国

際
関
係

論
な
ど
隣
接

す

る
諸

分

野
に
も

開
か
れ
て
い
る
点
だ
。

研

究
会

報
告

で
取

り

上
げ

ら
れ
た
、

「
民
族
間

の
通
貨

と
し
て
の
音
楽

」

「
近

代
美

術
史

学
と

ユ
ダ
ヤ
」

「
世
紀

転
換
期

の
プ

ラ
ハ
・
ド
イ

ツ
人
社
会

」
な
ど
の
話
題

は
、各
報

告
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ィ
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シ
プ
リ

ン
の
な
か
で
温
め
て
き
た
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
M
C

E
の
場
で
共

有

さ
れ
る
こ
と

で
相
互

に
関
連
し
あ

い
、
こ
の

地
域

の
芸
術

・
文
化
が
は
ら
む
問
題

の
系

列
を
明
ら
か
に
し

て
き

て
い
る
。

ま
た
、
東
欧

ユ
ダ
ヤ
人

の
伝
統
音

楽

「
ク
レ

ズ

マ
ー
」

の
演
奏
を
聴

き
な
が
ら
、
初
期

シ
ャ
ガ

ー
ル
の
美

術
作

品
に
描

か
れ
た
ユ
ダ

ヤ
的
形
象

の
意

味
を
再
検
討
す

る

こ
こ
ろ
み
は
、
M
C
E
な
ら
で
は
の
越
境
的
な
場
と
な

っ
た
。

こ
う
し
た
領

域
横

断
的

な
研

究
活

動
と
な

ら
ん
で
、

国

際

的
な
研

究
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

も
重

要
な

課
題

で
あ

る
。

こ
の
方

面

も
ま
た
従

来
は
国

ご
と

の
交
流

と

い
う
側

面

が
強

く
、
し
た
が
っ
て
二
国
間

の
関
係

に
限
定

さ
れ
る
傾

向

に
あ

っ
た
。

だ

が
私

た
ち

が
め
ざ

す
の
は
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

の
多
極
化

で
あ
り
、
そ
の

一
環

と
し
て
七
月
に
ポ
ー
ラ

ン
ド

か
ら

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
教
授
夫
妻

(美
術
史

)、
十
月

に
チ
ェ

コ
か
ら

シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
オ
ヴ
ァ
ー
教
授

(日
本
研
究

)
を
迎

え

た
。

中
東

欧
地
域

で
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
研
究

の
水
準
だ

け
で
な

く
、
日
本

研
究
の
現
状
を
十
分

に
把

握
す
る
こ
と
は
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
双
方
向

化
に
不
可
欠
だ
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

十

一
月
十

六
日
か
ら
二
日
間
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
と
ト

ル
ン
で
お

こ
な

っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

は
、
私

た
ち

の
問

題
意
識

や
ア

プ

ロ
ー
チ
方
法

を
現
地

の
研
究
者

に
直
接

に
ぶ
つ
け
、
M
C

E
の
活
動

成
果

を
国
際

的

に
発

信

す
る
こ
と

で
今

後
を
展

望
す

る
催

し
と
な

っ
た
。

ふ
だ
ん
は
異
な

っ
た
デ
ィ
シ
プ

リ

ン
に
身

を
置

い
て
い
る
メ
ン
バ
ー

に
と

っ
て
、
研
究
対
象

と
す

る
地
域

に
入

っ
て
現
地

研
究
者

と
と

も
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
企
画

・
運
営
し
た

こ
と
じ
た
い
、

き
わ
め
て
ス
リ
リ

ン
グ

な
領

域
横
断

の
体

験
で
あ

る
。

同

行
し
た
大
学

院
生
と

メ

デ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
に
と

っ
て
は
、
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
か
た
ち
で
国

際
的

な
研
究

集
会

の
設
営
に
か
か
わ
り
、
ま
た
議
論

に
ふ
れ

え
た

こ
と
が
、
大

き
な
財
産

に
な

っ
た

に
ち
が
い
な

い
。

ま

た
、
そ
の
後

の
数
日
間
を
利
用
し
て
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
各

地
で

お
こ
な

っ
た
研
究

者
と
の
交

流
や
資
料
収

集

・
実
地
調
査
な

ど

も
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
得
ら
れ
た
人
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
介
す
る
こ
と
で
予
想
以

上
の
手

ご
た
え
だ

っ
た
。

今

回
の
経
験

が
私

た
ち

に
示
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る

西
欧

や
北
米

と
は
異

な
り
、

い
ま
だ

シ
ス
テ
ム
化

さ
れ
な

い

か
た
ち

で
堆

積
し

て
い
る
、
中
東

欧

地
域

の
文

化
情

報

と

人

間
関
係

の
豊

か
な
厚

み
で
あ

る
。

そ
れ
は
、

こ
の
地
域

の

モ
ダ

ニ
ズ

ム
の
土
壌

そ
の
も

の
で
も

あ
る
は
ず
だ
。

そ
う
し

た
フ
ィ
ー

ル
ド
を
踏

査
す
る
の
に
必
要
な
も

の
は
、
複
数

の

デ

イ
シ
プ

リ
ン
の
あ
い
だ
を
自

在
に
往

還
で
き

る
強

靱
な
知

的

フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

そ

の
意
味

で
も
、
教

員
と
学
生
、
そ
し
て
研
究
支
援

ス
タ
ッ
フ
が
、
既
存

の
制
度

的
枠
組
を
超
え
て
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
そ

の
成

果
を
発
信

し

つ
づ
け
て
い
く

こ
と
が
大
切
だ
。
さ
し
あ
た
り
次

年
度
に
は
、

大
阪

で
開
催

予
定

の
中
東
欧

現
代

美
術

展
と

リ
ン
ク
す
る

国
際
研

究
集

会
を
企
画
す
る
と

と
も
に
、
M
C
E
で
の
日
常

活
動

を
文
学

研
究
科

の
授
業

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
反
映

さ
せ
る

こ
と
で
、
研
究
と
教
育

の
有
機

的
結
合
を
は
か
り
た
い
。

構
成
11
三
谷
研
爾
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nterface

人 と ネ ッ ト ワ ー ク

ジェンダ ー の 視 点 か ら

問 題 知 を 共 有 す る
ジ ェシ カ ・バ ウ エ ン ス さん(特 任 研 究員)

二
〇
〇
四
年
四
月

か
ら

「イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
日
本
」

研
究
グ

ル
ー
プ

(通
称

「イ
メ
日
」
班

)
で
研
究
員
を

務

め
て
い
ま
す
。

ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ

を
開
催

し
た
り
、

研

究
会

を
や
っ
た
り

し
て
い
る
う
ち
、
あ

っ
と

い
う
ま

に
時
間

が
経

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

お
も
し
ろ
い
の
で

す
が
、
な
か
な
か
忙
し
く
、
関
わ

っ
て
い
る
研
究

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
ま

と
ま

っ
て
き

て
い
る
か
ど

う
か
疑

問
に
思

っ

た
り
、
悩
む
と
き

も
多

い
で
す
。

少

し
ま
と

ま

っ
て
い

く
と

こ
ろ
も
あ

っ
て
、
ほ

っ
と
す
る
と
き

も
。

医
療
社
会

学
を
研
究

し
て
き
た
私
が
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

カ
ル
チ
ャ
ー
を
扱

う

「イ
メ
日
」

班

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、

ポ
ピ

ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
を
扱

う
意
義

、
い
や
そ
の
訳

は
ど

こ
に
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

私

の
こ
れ
ま

で
の
研

究

は
、
医
療
社
会
学

と
は
い
っ
て
も
、
産
科
医
療

の
プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ

る
産
科

医
か
ら
非
科
学
的

か
つ
有

害
的
処

置
が
お
こ
な
わ
れ
た
り
、
妊
産
婦

に
意

図
的
に

誤

っ
た
情
報
を
提
供

さ
れ
る
こ
と
に
注

目
し
て
き
ま
し

た
。

そ
こ
で
キ
ー
と
な
る
概

念
は
、

「
検

閲
」

で
す
。

と
り
わ
け
気

に
な

っ
て
き

た
の
は
、
女
性
が
情
報
や
資

料
を
集

め
た
り
流
し
た
り
す
る
と
き
に
直
面
す
る
抑

圧

の
問

題
で
し
た
。

妊
産

婦

の
場
合
、
医

師
側

の
主

張

を
疑

問
に
思

っ
て
質

問
を
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
必
要

と

思

わ
れ
る
情
報
を
求

め
る
こ
と

は
妥

当

で
は
な
い
ど

こ

ろ
か
、

ヒ
ス
テ
リ
i
的

も
し
く

は
病
理

的
と
さ
れ
る
こ

と
す
ら
あ
る
の
で
す
。

「
イ
メ
日
」
班

で
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
!
の
外
国
で

の
受

容
等

を
詳
し
く

分
析
し
よ

う
と
す
る
と
き
、

興

味

深

い
の
は
、

日
本

に
お
い
て

】
般
書

店

で
売

ら
れ
、

も
は
や
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

(サ
ブ
)
と
い
わ
れ
る
筋
合

い

も
な
い
よ

う
な
、

こ
と
に
女
性

に
人
気

の
あ
る
ヤ
オ
イ

崇 「t一 イズラブ(少 年愛)」 をテー マに した小説・

漫画。1970年 代から流行 しはじめ、90年 代後半

以 降インターネ ッ トを介 して世界中 に広 まった。

アメリカなどではその内容 から 「病的」 なジャン

ル と見 られる ことも多い。

 

小
説

・
漫
画

(※
)
が
広

が
り

っ
て
い
く
と
き
に
引
き

起

こ
す
波

紋
で
す
。
欧

米
で
は
、
男

性
に
よ
る
ポ
ル
ノ

の
消
費

は
当

た
り
前
と

さ
れ
て
い
る
の
に
、
比
較

的
に

ソ
フ
ト
で
非
現

実
的
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
人
権

の
視

点

か
ら
み
て
害

の
な
い
ヤ
オ
イ
文
化
産

物
の
消
費

は
批

判

の
的

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
出

産

・
妊
娠

と
同
じ
く
、

ヤ
オ
イ
も

「
性

」

に
関
わ

る
文

化
産
物

の

一
種

と
考

え

る
と
、
そ
の
想
像
と

消
費
に
か
か
わ
る
言
説
に
ひ
そ

む
ジ

ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
作

業
は
、

非
常

に
面
白

い
で
す
。

春

に
計
画

さ
れ
て
い
る
海
外

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、

こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
ぜ
ひ
聞
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

ジ
ェ
シ
カ

・
バ
ウ

エ
ン
ス

(」
⑩
塗

8

・
gD
m
⊂
ミ
Φ
⊃
ω
)

一
九
七
二
年
ベ
ル
ギ
ー
生
ま
れ
。
文
学

(日
本
学
)
・
文
化
社
会
人
類
学
・
社

会
学
修
±
、
九
七
年
か
ら
日
本
に
住
み
、
現
在
は
博
士
論
文

(文
化

・
メ
デ
ィ

ア
,
医
療
社
会
学
)
を
作
成
を
す
す
め
る
と
と
も
に
、
ヤ
オ
イ
現
象
を
扱
っ

た
論
文
を
執
筆
中
。
研
究
分
野
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
、
と
く
に
女
性
特
有
の

文
化
商
品
へ
の
「検
閲
」。
四
歳
児
の
母
。
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私
は
大
学
院

入
学
以
前

に
、
公
立

中
学
校

の
教
師

を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
し
ば
し
、

中
学
生

の
頃
を

思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

外
国
語

の
教
科

と
し
て

何

語
を
学

習
し
ま
し
た
か
。

何

の
疑

間
も
な

く
、
英

語
で
し
た
か
。

世

界
に
多

数
存
在

す
る
言

語

の
中
で
、

何

故
、

英
語

な
の
で
し
ょ
う
。

話
者

人

口
の
多

い
中

国
語
や

ヒ
ン
デ
ィ
語

で
な
い
の
は
何
故

で
し
ょ
う
。

こ

ん
な
素
朴
な
疑
問
を
持

つ
こ
と
か
ら
、

こ
と
ば

の
学

習

は
始
ま
る
と
思

い
ま
す
。

こ
と
ば

の
学
習

と

い
う

と
、
四
技
能

の
訓
練

な
ど

技
能

的

側
面

や
方

法
論

を
考

え
が
ち

で
す
が
、
そ
れ

だ

け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

文

法
的

能
力
、
社

会
言

語

学
的
能

力
、
談
話
能
力
、
方

略
能
力

と
い
っ
た

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
に
関
す
る
、

こ
と
ば

の
伝

達
機

能

の
学
習
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、

こ
と
ば

に
よ

っ
て
、
世

の
中

の
事

象

の
切

り
取

り
方
や
も

の
の
見

方
が
言

語
文

化
に
よ
り
異
な

る
な
ど
、

こ
と
ば

の
体
系
や
規
則
と

発
想
法

の
関
係
、

こ
と
ば

と
文

化

の
関
係

に
関

す
る
知

識

を
扱

う
、

こ

と
ば

の
認

識
機

能

の
学

習
が
あ
り

ま
す
。

例
え
ば
、

日
本
語

は

「
な
る
」
と
い
う
状

況
中
心

の
表

現
が
多
く
、

英
語
は

「す
る
」

と

い
う
人
間
中
心

の
表
現
が
多

い
と

い
っ
た
こ
と
な
ど
で
す
。

そ
し
て
、

こ
と
ば

は
思
考

と
密

接

に
連
結

し
、
個

人

の
価
値

観
や
世
界
観

を
形
成
し
、
ひ
い
て
は
個
性

や

民
族

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
、

こ
と
ば

と
国
家
、

こ
と
ば

と
社
会

な
ど
の
人
間
生

活
の
諸

相
を
関

係
付

け
る
と
い
っ
た
、

こ
と
ば

の
関
係
機

能

の
学

習
が
あ
り

ま
す
。

冒
頭
の
疑
問

の

一
つ
、
何
故

英
語
な
の
か
と
い

う
問

い
は
、

こ
の
関
係
機
能

の
学
習
で
扱
え
ま
す
。

私
が
取

り
組

ん
で
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
機
能
を
盛

他 者 理 解 へ 繋 が る ことば
松 本 敬 子 さ ん(リ サーチ ・アシスタント)

り
込

ん
だ
こ
と
ば
の
学
習
を
研
究
す
る
こ
と
で
す
。

そ

し
て
、

こ
と
ば

の
学
習

を
通

じ
て
、

母
語

と
学

習

対

象
言

語

の
こ
と
ば

に
反

映

さ
れ
る
価

値
観

や
物
事

の

捉
え
方

の
相
違

に
気

付
く

こ
と

は
、
他
者

理
解

や
多

文
化
理
解

の
第

一
歩

に
な
る
と

思
わ
れ
ま
す
。

「言

語

の
接

触

と
混
交

」

グ
ル
ー
プ

の
中

で
、

今
年

度
取

り

組
ん
で
い
る
テ
ー

マ
で
あ
る

「多

文
化
共
生

」

の
概

念

を
紐

解

く
に
も
、
言

語
観

の
相
違

あ

る
他
者

同
士

の

理
解

や
差
異

の
認

識
と

い
う
観
点

が
重

要

で
あ
る
と

思
い
ま
す
。

ま
た
、
隔

週
木
曜
日
に
開
催

さ
れ
て
い
る

C
O
E
若
手

研
究
会

で
も
、
各

自

の
デ
ィ
シ
プ
リ

ン
に

基
づ
い
た
こ
と
ば

の
遣
り
取
り
か
ら
、
相
違
点
を
明
確

に
し
共

通
認
識

へ
繋

が
る
こ
と
ば

の
模
索

へ
と
議
論

が

尽
き
な
い
の
は
、
と
て
も
興
味
深

い
こ
と
で
す
。
ま

さ

に
差

異

の
認
識

か
ら
他
者

理
解

へ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

横
断

し
て
ゆ
く
、
こ
と
ば

の
臨

床
の
場
を
体
現

し
て
い

る
研
究
会
だ
と
思
い
ま
す
。

松
本
敬

子

(ま
つ
も
と
・
け
い
こ
)

大
阪
大
学
大
学
院
言
語
文
化
研
究
科
博
士
後
期
課

程
在
学
中
。
専
門
分
野
は
言
語
文
化
教
育
学
。
主

な
業
績
は

「自
己
認
識
過
程
と
し
て
の
書
く
学
習
」

「言
語
文
化
教
育
学
の
可
能
性
を
求
め
て
』
(
三
省

堂
、
二
〇
〇
二
)、
「
概
念
メ
タ
フ
ァ
ー
と
学
習
者

の
表
現
の
変
化
」
「英
語
教
育
研
究
』
{関
西
英
語

教
育
学
会
、
二
〇
〇
四
〉
、
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
場

に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
「言
語
文
化
学
』

〔大
阪
大
学
言
語
文
化
学
会
、
二
Q
O
四
)
な
ど
。

構
成
胴
三
谷
研
爾

InterfaceHumanities21
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Eventﾟeport2004

阪大 フォーラム

「日本、もうひとつの顔」

2004年11月5日 から7日 にかけてストラスブール(フ ランス)

で阪大フォーラム 「日本 、もうひとつの顔」が開 催されました。

 

「阪
大

フ
ォ
ー
ラ
ム
」

は
、

こ
れ
ま
で
阪
大

の
主
催

で
世
界
各

地

の
大
学

で
開
催
さ
れ
て
き
た
が
、

本
年
は

「イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

の
人
文

学
」

の
成

果
を
踏

ま
え
、
初

め
て
人

文
系
を
主

体
と
し

て
開
催

さ
れ
た
。

開
催

地
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
マ
ル
ク

・
ブ
ロ
ッ

ク
大
学
、

テ
ー
マ
は

「
日
本
、

も
う
ひ
と
つ
の
顔

(「
Φ
」
①
O
o
コ

、

q
m
⊂
#
Φ
ω
く
「ω
①
O
Φ
ω
)」
。
伝

統
工
芸

、
武

士
道
、
フ
ジ
ヤ
マ
、
ゲ

イ
シ
ャ
と
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
日
本
で
は
な
く
、

死
、
中
世

・

幕
末
、
近
代
演
劇

、
マ
ン
ガ
と
い
っ
た
新
鮮
で
多

彩
な
切
り
口
か
ら

日
本
を
再
照
射
し
て
見
せ
る
と
い
う
狙
い
で
企
画
さ
れ
た
。

阪
大
か
ら
乗
り
込
ん
だ
メ
ン
バ
ー
は
、

ま
ず

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の

街
の
美
し
さ
に
、
そ
し
て
何
よ
り
大
学

の
建
物
や
庭
園

の
壮
麗
さ

に
心
を
奪
わ
れ
た
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
会
場

で
あ
る
1
1
9
ホ
ー
ル
を

含
む
パ
レ
・
ユ
ニ
ヴ

エ
ル
シ
テ
ー
ル
は
、

さ
な
が
ら
歴
史
的
建
造
物
で

あ
り
、
メ
ン
バ
ー
の
誰
も
が

「う
ら
や
ま
し
い
…
」

と
溜
息
を
つ
い

た
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
宮

原
総

長
の
挨
拶

で
幕

を
あ
け
、
鷲

田
教
授

の
基
調
講
演
、
ジ
ャ
ッ
ク

・ル
ボ
ー
氏
の
講
演
と
続
い
た
。
メ
ン
バ
ー

は
会

場
の
入
り
を
大
変
心
配
し
て
い
た
が
、
蓋
を
開
け
て
み
る
と
、

コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
若

い
学
生

を
中
心

に
多
く

の
聴
衆
が
詰
め
か
け
、

そ
の
数
、
二
日
間
で
延
べ
三
百
人
に
の
ぼ

っ
た
。
ど
の
発
表
の
後

も
、

発
表
者
と
聴
衆
の
間
で
活
発
な
議
論
が
交

わ
さ
れ
た
。
会

場
に
は

鰤

匹

InterfaceHumanitiesI22
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「

叡

プログラム

挨拶 宮原秀夫(大 阪大学総長〉

基調講演 「日本、もうひとつの顔」 鷲田清一(大 阪大学副学長)

講演 「死者たちを覆い隠すこと:心敬(1406-1475)と シャルル・ドルレアン ジャック・ルボー(詩 人)

(1394-1465)一 あるフランス詩人の現在における若干の考察とともに」

第一部(日 本:死 の文化の伝統と現在》

「死の習俗一 その伝統と現在」

「日本神話と神社神道における死の観念」

「君主の墓一 日本とフランス」

「戦後日本のポピュラーカルチャーのなかの 『戦争』と 『死』」

中村生雄(大 阪大学教授)

フランソワ・マセ(INALCO=国 立東洋言語文化研究所教授)

江川 温(大 阪大学教授)

伊藤公雄(大 阪大学教授)

同
時
通
訳
用
の
ブ
ー
ス
が
設

置
さ
れ
、
質
疑
応
答
を
含
め
て
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
極
め
て
ス
ム
ー
ズ
で
あ
っ
た
。

個
々
の
発
表

も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
和

田
章

男
教
授

の
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
見
事

な
司

会

ぶ
り
も
、
参
加
者

の
心
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
。

や
や
余
談

め
く
が
、
最
後

の
金

水

・
吉
村

の
マ
ン
ガ
に
関
す
る

発
表
の
あ
と
、

若
い
マ
ン
ガ

・
フ
ァ
ン
が
発
表

者
の
も

と
に
詰
め
か

け
、
さ
ら
に
金
水
、
吉

村
氏
と
伊
藤
教

授
は
彼

ら
に
日
本
マ
ン
ガ

第二部 《日本の相貌》

「中世日本の二重の顔」

「フランス人が見た幕末日本」

第三部(演 ずる日本》

「日本古典演劇における女性」

「近代日本演劇とその分身」

「近代日本漫画の言葉と身体」

日仏若手研究者フォーラム

「インターフェイスの人文学一若手研究者による日本研究の現在」

荒木 浩(大 阪大学助教授)

柏木隆雄(大 阪大学教授 ・文学研究科長)

ジルー村上 栄(マ ルク・ブロック大学教授)

永田靖(大 阪大学教授)

林 于竝(国 立台北藝術大学演劇学系助教授)

金水 敏(大 阪大学教授)

吉村和真(大 阪大学COE共 同研究員 ・京都精華大学マン

ガ文化研究所研究員)

専

門
店
に
誘

わ
れ
て
、

そ
こ
で
さ
ら
に
多

く
の
マ
≧
ガ

・
フ
ァ
ン
と

交
歓

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

マ
ン
ガ
や
ゲ
ー
ム
等

、
日
本

の
ポ
ピ
ュ

ラ
ー

・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
、
彼

の
地
に
お
け
る
熱
狂
的
な
受
け
入
れ
ら

れ
よ
う
は
想
像
を
遙
か
に
超

え
る
も
の
で
あ
り
、
図
ら
ず

も
、
「
日

本
、

も
う
ひ
と
つ
の
顔
」

を
メ
ン
バ
ー
自

身
が
見
せ
つ
け
ら
れ
る
結

果
と
な
っ
た
。
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H
O
「〕
一
〇
の

一
二
月
一
一〇
日
と
二

一
日
の
両
日
、
中
之
島

セ
ン
タ
ー
を
会

場

と
し
て
、
今

年
度

の

「イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
人

文
学

」

ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
前
年
九
月
に
お
こ
な
わ
れ
た

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
引

き
継
ぎ
つ
つ
、
今
年
度

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

若
手

研
究

員
を
中
心
と
す
る

「
研
究
集
合

」
の
活
動
を
集
約

し
、

人

文
学
研
究

に
お
け
る
横
断
性

と
臨
床
性

を
い
か
に
実
現
し
て
い

く
か
を
議
論

す
る
場
と
し
て
計

画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第

一
日

は
、
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト

・
リ
ー
ダ
ー
の
鷲

田
清

一
教

授
に
よ
る
キ
ー
レ

ク
チ
ャ
ー
の
あ
と
、

「科
学
技
術
と
社
会
」

「芸
術
と
芸
術
研
究
の

あ
い
だ
」
と
題
し
た
ふ
た
つ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
も
た
れ
た
。
第

二
日
は
、

「学

知
の
か
た
ち
、

組
織
の
か
た
ち
」

セ
ッ
シ
ョ
ン
の
の
ち
、
大

阪

大

学
研
究
推

進
室
文

系
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
の
共

同
開
催
に

な
る

「地
域
か
ら
、
地
域
を
超
え
て
」
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

最
初

の
ふ
た
つ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
N
P
O
法
人
を
拠

点
に
活

動
さ
れ
て
い
る
春

日
匠
氏
、
な
ら
び
に
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
事
業

企

画
を
担
当

し
て
お
ら
れ
る
谷

本
裕

氏
の
参
加
を
得

て
、

大
学

で
の
研
究
活
動
が
市
民
社
会
に
い
か
に
接
続
さ
れ
る
の
か
を
め
ぐ
っ

COEWorkshop

2004年 度 「インターフェイスの人文学」ワークショップ

2004年12月20日 と21日 の 両 日、 大 阪 大 学 中 之 島 セ ンター で、

2004年 度 「インターフェイスの人文学 」ワークショップがひらかれました。

畠

EventData
イベント情報

2004年8月1日 ～2005年1月31日 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:〃

….let.osaka-u.ac.jp/coe1)を ご参照ください。

一
2004年8月9日 ～11日 第2回 全国高等学校歴史教員研修会

9月19日 死別の悲しみからの回復を助けるワークショップ

9月25日 ～26日 「イメージとしての 〈日本〉」若手研究者交流ワークショップ

10月29日 ～30日 ワークショップ 「海から見た東北アジア;東 南アジアとの対話」

2005年

10月30日

11月30日

12月1日 ～5日

1月21日

1月22日

財団法人ラスキン文庫創立20周 年記念シンポジウム

第1回 地域研究ワークショップ 「世界史とアジア研究」

第3回 対話シンポジウム

第3回 多言語社会研究大会

海域アジア史ワークショップ

「モダニズムと中東欧の芸術 ・文化」研究会(第7回 ～第11回)

トランスナショナリティ研究セミナー(第29回 ～第45回)

海域アジア史研究会(10月 例会 ・11月例会 ・特別例会)

InterfaceHumanitiesI24
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基調講演にかえて

鷲田清一

第1セ ッション 「科学技術と社会」

コーディネーター/中 岡成文

ゲスト 春日匠(NPO法 人サイエンス・コミュニケーション事務局)

発表者 家高 洋 ・加藤謙介 ・佐藤貴保 ・屋良朝彦

第2セ ッション 「芸術と芸術研究の間」

コーディネーター/三 谷研爾

ゲスト 谷本 裕(ザ ・フェニックスホール企画 ・事業担当)

発表者 三谷研爾 ・藤本武司 ・樋上千寿

第3セ ッション 「学知のかたち、組織のかたち」

コーディネーター/鷲 田清一 ・金水 敏

ゲスト 吉村和真(京 都精華大学マンガ文化研究所研究員)

発表者 森 宣雄 ・加藤敦典 ・山内晋次 ・表 智之

第4セ ッション 「地域から、地域を超えて一 研究の視座を求めてj

コーディネーター/栗 本英世

ゲスト

発表者

足立 明(京 都大学大学院アジア ・アフリカ地域研究研究科教授)

杉原 薫(大 阪大学大学院経済学研究科教授)

臼杵 陽(国 立民族学博物館 ・地域研究企画交流センター教授)

黒木英充(東 京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助教授)

小泉潤二 ・春日直樹 ・中川 敏 ・栗本英世

 

の
り
一
〇
〇
ト
.
二

一

て
、
ト
ピ
ッ
ク
が
展

開
し
た
。

若
手
研
究
員
お
よ
び
メ
デ
ィ
ア
ス
タ
ッ

フ
が
中
心
と
な
り
、
さ
ら
に
大
学

に
お
け
る
マ
ン
ガ
研
究

の
最
前
線

に
た
っ
て
お
ら
れ
る
吉
村

和
真
氏
を
ま
じ
え
た
第

三
セ
ッ
シ
ョ
ン
で

は
、
現
代

の
メ
デ
ィ
ア
状
況

を
見
据
え
た
人
文
学

研
究
の
可
能
性

に
つ
い
て
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

最
終
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、

人
間
科
学

研
究
科
人
類

学
研
究
室

の
ス
タ
ッ
フ
に
く
わ
え
、
学
内

外
で
地
域
研
究

を
リ
ー
ド
し
て
こ
ら
れ
た
杉
原
薫
、

足
立
明
、
臼

杵
陽
、

黒
木
英
充
の
各

氏
を
ゲ
ス
ト
に
、
地
域

研
究

そ
の
も
の
の

位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
分
厚
い
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

全

体
と
し
て
、

「イ
ン
タ
ー
フ
エ
イ
ス
の
人
文
学

」
が
問
う
べ
き

問
題
群
が
明
確
に
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
、
た
し
か
な
手
ご
た

え
の
あ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
半

年
間
を
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
準
備
に
あ
て
て
き
た

「研
究
集
合

」
に
お
い
て
議
論
が

熟
し
つ
つ
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
メ
デ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
が
参
加

し
て
い

く
、
新
し
い
か
た
ち
の
研
究
の
予
兆
も
強

く
感
じ
ら
れ
た
。

CSCD
コミュニケ ーションデ ザ イン ・センター発 足

2005年4月 、大 阪大学 コミュニケーションデザイン・センター

がうごきだします。

 

「
大

阪
大

学

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
デ
ザ

イ

ン
・
セ
ン
タ
ー
」

(C
S
C
D
)
が
二
〇

〇

五
年

四
月
に
開
設

さ
れ
る
。

「専

門
家

と

一
般
市

民
、
利
害
関
心
の
異
な
る
人
々
を
つ
な
ぐ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構

想

・
設

計
」

(鷲

田
教

授
)

と
い
う

中
心
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
人

文
学

の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
も
つ
な
が

る
。

市
民
に
信
頼
さ
れ
る
科
学

・
技
術
者
を
養
成

す
る

一
方

で
、

医
療
福
祉
、

安
全

・
安
心
、

ア
ー
ト
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
、

社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
幅

広
く
促

進
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

OCenterfortheStudyofCommunication-Design
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窺{毛
を測

3
マ
ン
ガ
と
差

別

の
悩

ま

し

い
関
係

映
画
や

マ
ン
ガ
、

ポ
ッ
プ

ミ
ュ
ー
ジ

ッ
ク
や
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
な
ど

の

ポ
ピ

ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
は
、

人
間

の
喜

怒
哀

楽

と
ダ
イ
レ
ク
ト
に

結
び

つ
く

も
の
だ

け
に
、
社

会
か
ら
危
険

視
さ
れ
や
す
い
。

性
や
暴

力
、
そ
し
て
差
別
を
扱

っ
た
も
の
は
特

に
そ
う
だ
。
年

齢
制
限
な
ど

の
法

的
規
制

は
あ

っ
て
い
い
し
、
市

民
社
会

か
ら
批
判

さ
れ

る
こ
と

も
、
そ
れ
を
怖
れ
て
メ
デ
ィ
ア
企
業

の
側
が
自

主
規
制

を
行

う

こ
と

も
、
市
場
原
理

の

一
つ
と

し
て
見
れ
ば
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。

む
ろ

ん
問
題

は
多

い
。

規
制

の
基

準
が
曖
昧

で
審
査

過
程

も
不
透

明

で

あ
る
こ
と
。

ポ
ピ

ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー

11
害
悪

と
い
う
よ
う
な
観
念

が
発
想

の
根
底

に
あ
る
の
か
、
規
制

に
よ

っ
て
生

ず
る
不
利
益
を
企

業

の
側
に
す
べ
て
負
担

さ
せ
る
た
め
、
小

さ
な
メ
デ
ィ
ア
ほ
ど
打
撃
が

大

き
く
結

果
的

に
弱

い
者

い
じ
め
に
な

っ
て
い
る
こ
と
。

そ
れ
ら
運

用

面
の
問
題

は
あ
る
も
の
の
、

「
メ
デ
ィ
ア
に
は

一
定
の
規
制

が
さ
れ

る
べ
き
」
と

い
う
原
則
自
体
は
正
し
い
、
と
い
う
の
が
私

の
立
場
だ
。

公
権

力
に
よ
る
弱

い
者

い
じ
め
や
、
市
民
社
会

が
時

に
暴
走
し
て

引
き
起

こ
す
魔
女

狩
り
を

こ
の
ま
ま
放
置

し
て
い
い
わ
け
で
は
も
ち

ろ
ん
な
い
。

伝

統
文
化
や
芸
術

の
場
合
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
く
わ
か

る
が
、
文
化

を
市

民
社
会

に
な
じ
ま

せ
つ
つ
、

か
つ
そ
の
自
律

性
を

保

つ
に
は
、

公
権
力

や
市

場
原
理

と
は
別
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
評
価

シ
ス
テ
ム
が
必

要
だ
。

不
幸

に
し

て
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
に
は
そ

れ
が
な
か
っ
た
。

売

れ
な
か
っ
た
も

の
や
つ
ま

ら
な
い
も

の
、
あ

る
い

は
社
会
に
害
を
な
す
と

み
な
さ
れ
る
も
の
ま
で
含

め
、
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
カ

ル
チ
ャ
ー
を
保
存

し
、

そ
の
全
体
像
を
捉

え
る
視
点
を
提
供

し
、
議

論

の
場

を
維
持

し
て
い
く

こ
と
ー

こ
れ
か
ら

の
大
学

の
、
特

に
人

文
学

の
急
務

の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

い
ま
私

は
、
吉
村

和
真
氏

・
田
中
聡

氏
と

の
リ
レ
ー

コ
ラ
ム

「
差

別
と
向
き
合

う

マ
ン
ガ
た
ち
」
を
部

落
問
題
研
究
所

の
機

関
誌

『
人

権
と
部
落

問
題
』

に
連
載

し
て
い
る
。

マ
ン
ガ
と
差
別

は
ど
う
関
わ

表

智
之

り
が
あ
る
の
か
、
例
え
ば

「
『ジ
ャ
ン
グ

ル
大

帝
』
問
題
」
を
ど
う
考

え

る
の
か
。

一
九
九
〇
年
秋

、
手
塚
治
虫

『ジ
ャ
ン
グ

ル
大
帝
』

の

黒

人
描
写
が

「
差
別
的
」
と
す
る
抗
議

が
大
阪
の
市
民

団
体

に
よ
っ

て
な
さ
れ
、
神

戸
市

立
博

物
館

で
開
催

中
だ

っ
た
手
塚

治

虫
展

が

展

示
を
差
し
替
え
、
図
録

販
売

を
中
止
す

る
な
ど
各
方

面
に
大

き

な
影

響
を
も
た
ら
し
た
。

『手
塚

治
虫
全
集
』

の
出
版

元

・
講
談
社

と
手
塚
プ

ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
こ
の
問

題
に
対
す
る
公
式
見
解

と
し
て
、

全
集
各
巻

の
末

尾
に

「
読
者

の
皆
さ
ま

へ
」
と
題
す
る
注
釈
文
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
が
、
要
点

と
し
て
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。
①

「人

々
の

特
徴
を
誇
張
し
て
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
漫
画
の
ユ
ー

モ
ア
の
最
も
重
要
な
手
法

の
ひ
と
つ
」
で
あ
る
こ
と
。
②

「作
者

は
(中

略

)
す
べ
て
の
憎
悪
と

対
立
は
悪
で
あ

る
と
い
う
信
念

を
持

ち

つ
づ

け
た
人

で
、
物

語
の
底
に
は
強
い

「人

間
愛

」
が
流
れ
て
」
い
る
こ
と
。

③

「第

三
者
が
故

人
の
作
品

に
手

を
加
え

る
こ
と

は

(中
略

)
当

該

問

題
を
考

え
て
ゆ
く

う
え
で
も

決
し
て
適

切
な
処
置
と

は
思
え
な
い

こ
と
」
。

マ
ン
ガ
は
人
物

の
特
徴

を
誇
張

す
る
こ
と

で
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
描

き
分
け
る
。

背

の
低

い
キ
ャ
ラ
は
極

端
に
低

く
、
美
男
美
女

は
極
端

に
目

が
大
き

く
と
い
う
よ
う
に
。

ギ
ョ
ロ
目
や
分
厚

い
唇
を
強

調
し

て
黒
人

を
描

く

の
も

そ
れ
と
同

じ
こ
と

で
、

そ
う
い
っ
た
類
型

的
な

表
現
は
マ
ン
ガ
の
本

質
の

一
つ
で
あ
る
。

①
が
言

う
の
は
そ
う
い
う

こ

と
だ
が
、
問
題

は
、
そ
う
い
う
絵
を
見

て
私
た
ち

が
な
ぜ

そ
れ
が
黒

人
だ
と
わ
か
る
か
、
と
い
う
点
に
あ

る
。

日
本

も
含

む
帝

国
主
義
国

家

が
植
民
地
住

民
を
類

型
化

し
て
捉

え
、
そ
の
身

体
的
特
徴
を

"
野

蛮

さ
"
の
し
る
し
と
し
て
扱

っ
て
き
た
歴
史
が
あ
っ
て
こ
そ
、
私
た
ち

は
そ
の
絵
を
黒
人

と
理
解
で
き
る
。

マ
ン
ガ
を
描

く
こ
と

も
読
む
こ

と
も
、
世

の
差

別
意
識

と
決

し
て
無
縁
で
は
あ
り
得
な
い
。
た
だ
し

そ
れ
は
、
作
品
を
通
じ
た
作
者
と
読
者

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
そ

表 智之(お もて・ともゆき)

1969年 大阪生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程修了、博士(文 学)。専門

分野は思想史 ・マンガ研究。おもな研究テーマは①19世 紀に流行する骨董趣味が近代

の歴史学・考古学・美術史学の成立に与えた影響について、②マンガやアニメを一種の

教養として生きることの意味にっいて。e-mai【:QVGO1014@nifty.com
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の
時
代

の
社

会

の
共
通

認
識

に
も
と
つ
く
以

上
、
世

の
差
別

意
識

に
も
必

然
的

に
根
ざ
し
て
い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
て
、
作
品
が
差

別
を
生

み
だ
し
て
い
る
か
ど

う
か
と

は
ひ
と
ま
ず
別

の
問
題
で
あ
る
。

②

が
言

う
の
は
そ
こ
で
、
黒

人
の
描

き
分
け
方

は
た
し
か
に
旧
来
の

差
別

的
な
技
法

を
使

っ
て
い
る
け
れ
ど
、
作
品

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て

は
む
し
ろ
反
差
別

的
な
の
だ
、
手
法

で
は
な
く
目
的

で
判
断
し
て
欲

し
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
判
断

は
き
わ
め
て
デ
リ
ケ
ー

ト
な
も
の
に
な

る
し
、
意

見
が
分

か
れ
る
こ
と

も
あ

ろ
う
。

時
間
を

か
け
て
注
意
深

く
議
論
す
る
必

要
が
あ
り
、
そ
の
意

味
で
も
、
問
題

の
個
所
を
た
だ
改
変
す
れ
ば

い
い
と
い
う
も

の
で
は
な
い
、
と

い
う
の

が
③

だ
。
前

述

の
連

載
を
ま
さ
に
そ
う
い
う
議

論

の
場

に
し
た
い
と

私
た
ち
三
人
は
考
え
て
い
る
。

た
だ
し
そ
れ
は
、
差
別
的
な
作
品
と

そ
う
で
な
い
作
品
を
選
り
分

け
る
た
め
の
議
論

で
は
決

し
て
な
い
。

例
え
ば

手
塚

の
作
品
を
差
別

的

に
読

む
こ
と
も

可
能
だ
し
、
そ
の
逆

も
あ
り

う
る
。

そ
も
そ
も

人
間

の
心

に
は
、
差

別
を
憎

む
心
と

差
別

を
楽
し
む
心

の
両
方

が

↓
人
の
人
間

の
中
に
同
居

し
て
い
る
。
差

別
の
痛

み
と
共

に
差

別
の

快
楽

を
も
描

い
た
作
品
、
善
な
る
主

人
公
が
乗

り
越
え
る
べ
き
悪
を

魅
力

的
に
描

い
た
作
品

ほ
ど
名

作
た
り
え

て
、
善

を
の
み
描

い
た
平

板
な
作

品
が
概

し
て
退
屈
な
も

の
に
な
り
が
ち
な

の
も
そ
の
た
め
だ
。

世

の
差

別
意
識

に
根
ざ

し
て
描

か
れ
、
読
ま

れ
る
マ
ン
ガ
は
、

そ
れ

ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
差
別
意
識

に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
る
力

も
持

っ
て
い

る
。

こ
の
悩

ま
し
い
両
面
性

に
ど
う
向

き
合

う
か
、
注
意

深

く
議

論
を
続
け
て
い
き
た
い
。

テ
鵬鍵灘

手

『

h

※上の図版は著作権法第32条 第1項 によって認められた引用である。
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奪
フ

ィ

ー

ル

ド

か

ら

の

「
声

」

1

高
齢
者
施
設

で
の
動
物

・
ロ
ボ

ッ
ト
を
介

し
た
ケ
ア

の
事
例
よ
り
ー

近
年
、
様

々
な
場

面
に
お
い
て
、
動
物
や
ロ
ボ
ッ
ト
を
介
し
て
ケ
ア

を
行
う
治
療

・
活

動
に
注

目
が
集

ま

っ
て
い
る
。

動
物
を
介
し
た
ケ

ア

(ア
ニ
マ
ル
・セ
ラ
ピ
ー
)
に
は
、
正
確

に
は
、
『動

物
介

在
療
法
』

『
動

物
介
在
活

動
』

の
区
別
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。
前

者
は
、
様

々
な
治

療
場
面

に
動
物
を
介
在

さ
せ
る
も

の
で
あ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等

が
、

医
療
従

事
者
と

協
力
し
、
治
療

計
画

・
目
標

を
設
定
し
、
対
象
者

へ
の

「
効
果
」
を
記
録

・
評
価
す
る
治

療
法
で
あ
る
。

一
方
、
後
者

は
、
動
物
と
対
象
者

と
の
ふ
れ
あ
い
を
目
的
と
す
る
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ

ン
で
あ
り
、
綿
密
な
治
療
計

画
等
は
設
け
な
い
。

こ
れ
ら
の
方
法
論

を
踏
襲
し
、
動
物

の
代

わ
り
に
ロ
ボ
ッ
ト
を
用
い
た
も
の
は
、
『
ロ
ボ
ッ

ト
介
在
療

法
』

『
ロ
ボ

ッ
ト
介
在
活
動
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

私
は
、
集
団

の
変
化

を
検

討
す
る
グ
ル
ー
プ

・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を

専
攻

し
て
い
る
が
、
縁

あ
っ
て
、
動
物

・
ロ
ボ
ッ
ト
を
介
し
た
ケ
ア
の

現
場

に
関
わ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

紹
介

し
た
い
。

こ

こ
で
は

、
二

つ
の

フ
ィ
ー

ル
ド

を

一
九
九
八
年
四
月

よ
り
約

一
年
間
、
私

は
、
兵

庫
県

に
あ
る
老

人
性

痴
呆

疾
患

治
療

病
棟

A
病

院
で
実
施

さ
れ
た
、
犬
を
用

い
た

動
物
介
在

療
法

(ド

ッ
グ

・
セ
ラ
ピ
ー
)
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
関
わ

っ
た
。

A
病

院
で
の
ド

ッ
グ

・
セ
ラ
ピ
ー
は
、
N
P
O
法
人

日
本

レ
ス
キ

ュ
i

協
会

職
員
と
、
特

別
に
訓
練

さ
れ
た
セ
ラ
ピ
ー
ド
ッ
グ
と
が
、

A
病

院
職

員
と
協
働
し
、
毎
週

一
回
約

一
時
間
実
施

さ
れ
た
。

対
象

者

は
、
施

設
に
入
所
す
る
高

齢
者
の
べ
五
十
五
名
で
あ
り
、
毎
回

の
セ
ッ

シ
ョ
ン
で
は
、
犬
二
頭
、
高

齢
者
十
名

の
グ

ル
ー
プ
が
設
け
ら
れ
た
。

セ
ッ
シ
ョ
ン
中
は
、
犬

の
ス
ト
レ
ス
を
十
分

に
考

慮
し
つ
つ
、
犬

に
ボ
ー

ル
を
投

げ
る

「
ボ
ー

ル
投
げ
」
、

ス
プ

ー
ン
に
餌
を
載
せ
犬
に
向

か
っ

て
歩

く

「
ス
プ
ー

ン
リ

レ
ー
」
、
犬

に
服
を
着

せ
る

「
着

せ
替
え

」
、

加
藤
謙
介

犬
と

の
ふ
れ
あ
い
等

、
様

々
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
、
私

は
、
主
に
観
察

者
と
し
て
、

ド
ッ

グ

・
セ
ラ
ピ
ー
の
実
施
場

面
全
体

に
生
じ
る
変

化
を
記
述

・
分
析
す

る
役
割

を
担

っ
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
た
だ
観
察

・
記
述

を
す
る
だ

け
で
な
く
、
各

種

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
ド
ッ
グ

・
セ
ラ
ピ
ー

へ
の
参

加
を

通
し
て
、
様

々
な
か
た
ち
で
フ
ィ
ー
ル
ド
の
人
々
と
交
流
し
た
。

さ
ら

に
、
A
病

院
で
の
介
護

実
習
に
も
参
加
し
、
高

齢
者
介
護
を

「
体
験
」

も
し
た
。

A
病

院
で
の
ド
ッ
グ

・
セ
ラ
ピ
ー
は
大
変

な
好
評
を
博
し
、
対
象

者
だ
け
で
な
く
、
病
院

と
い
う
集

団
全

体
に
変

化
を
も
た
ら
し
た
。

ま
ず
、
犬
を
中

心
と
す
る
場

の

〈表
情

〉
が
、
あ
た
た
か
く
和
や
か

な
も

の
に
変
わ

っ
た
。
ま

た
、
対
象

と
な

っ
た
高
齢

者
に
様

々
な
変

化
が
見
ら
れ
た
。

「
も
う
立
て
な
い
の
で
は
」

と
思
わ
れ
て
い
た
お
じ

い
さ
ん
が
、
小
走

り
で
犬
に
餌

を
や
り

に
行

っ
た
り
、

「
病

気
が
進

ん
で
会
話

で
き
な
い
の
で
は
」

と
思
わ
れ
て
い
た
お
ば
あ
さ
ん
が
、
満

面
の
笑
顔

で
犬
や
周
囲

の
人
と
会

話
を
す
る
様

子
が
観

察
さ
れ
た
。

高

齢
者

ら
の
変

化
は
、
施
設

職
員

ら
に
よ

る
介
護

の
方

法

に
も
変

化
を
も
た
ら
し
た
。

「
あ
ん
な
に
元
気

な
ら
オ
ム
ツ
が
外
せ
る
か
も
し

れ
な
い
」

「
犬

が
あ
れ
ほ
ど
喜
ば
れ
る
な
ら
、
他

の
時
間

に
も
犬

を

連
れ
て
き
た
ら
ど

う
か
」
等
、
ド
ッ
グ

・
セ
ラ
ピ
!
に
直
接
関
わ
ら
な

い
場

面
で
も
、
様

々
な
新
し
い
取

り
組

み
が
行
わ
れ
る
こ
と

と
な

っ

た
。

私
の
観
察

ノ
ー
ト
や
分
析

結
果
は
、

こ
う
し
た
変
化

の
記
録
の

一
つ
と
し
て
、
実
践
の
場

で
活

用
さ
れ
た
。

そ

の
後

、
私

は
、
二
〇
〇
二
年

五
月
よ
り
約

十
ヶ
月
間
、
高
齢
者

施
設

に
お
け
る
ロ
ボ

ッ
ト
を
介
し
た
ケ
ア
の
フ
ィ
ー

ル
ド
に
も
関
わ
る

加 藤謙介(か とう・けんすけ)
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について、研究を行ってきた。
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こ
と
と
な

っ
た
。

私

は
、
兵
庫
県

内

の
有

料
老

人
ホ
ー
ム
K
に
お
い

て
、
毎

週

一
回
約

一
時

間
、
施

設
に
入

所
す
る
高
齢
者

を
対
象

に

し
た
ロ
ボ
ッ
ト
介
在
活
動

の
実
践

に
参

与
し
た
。

ド
ッ
グ

・セ
ラ
ピ
ー

の
場
合

と
異
な
り
、
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
、
私
自
身

が
施
設

に
ペ
ッ

ト
型

ロ
ボ
ッ
ト
を
持
ち
込
み
、

ロ
ボ
ッ
ト
を
用
い
た
娯
楽
プ

ロ
グ
ラ
ム

の
実
践
、
職

員

と

の
交

渉
、

入
所
者

と

の
会

話
等
、

ロ
ボ

ッ
ト
介

在
活

動

の
実
践

家
と
し

て
の
役

割
を
務

め
た
。

ま
た
、
研

究
者

と

し
て
、
ペ
ッ
ト
型

ロ
ボ
ッ
ト
を
用
い
た
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
場

面
の
記
録

・

分
析
を
行

っ
た
。

幸

い
、
私
の
拙

い
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
は
概
ね
好
評

で
あ
っ
た
が
、
「
実

践
家
」

で
あ
る
私

が
素
人
同
然
だ

っ
た
た
め
、
施

設
職
員
や
入

所
者

に
、
大

い
に
助

け
て
頂

く

こ
と
と

な

っ
た
。

私

は
、

こ
の
フ
ィ
ー
ル

ド
に
お
い
て
、
実
践
家
兼

研
究
者
と
し
て
、
高
齢
者

や
施
設
職

員
の

『
声
』

に
、

一
層
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
特

に
、
ペ
ッ

ト
型

ロ
ボ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
参
加
者

と
の

「
会
話
」
、
即
ち

『
声
』
の
交

流

は
、
理
論
的

に
も
実
践
的

に
も
、

ロ
ボ
ッ
ト
介
在

活
動

の
枢

要
で

あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

私

は
、
こ
れ
ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
、
施

設
で
暮
ら
す
高

齢
者
、

介
護

を
行

う
施
設

職
員
、
そ
し
て
、

ド
ッ
グ

・
セ
ラ
ピ
ー
を
実
践
す

る
N
P
O
ら
の
様

々
な

『声
』

に
出
会

っ
た
。

フ
ィ
ー
ル
ド
に
身
を
お

く

こ
と
は
、
単
に
実
践
家

や
当
事
者
と

関
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、
様
々

な
種

類
の
智
恵
や
専
門
性

と
交
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、

フ
ィ
ー
ル
ド
は
、

「臨

床
」

の
場
だ
け
で
な
く
、
「
横
断

」

の
場
で
も

あ
る
。
フ
ィ
ー

ル
ド
の
智
恵
や
専

門
性
は
、
い
わ
ゆ
る
「
学
術

的
な
知
」

と

は
ま
た
別

の
、
だ
か
ら

こ
そ
強

烈
な
迫
力

を
持

っ
て
い
る
。

フ
ィ
ー

ル
ド
か
ら
聞

こ
え
る
こ
れ
ら
の

『
声
』

は
、
私
が
持

っ
て
い
る
は
ず
の

専

門
性

に
、

絶
え
ず
揺

さ
ぶ
り
を
か
け
る
。

フ
ィ
ー

ル
ド
へ
の
参

与

を
続

け
な
が
ら
、

私
は
、
自

分
が
研
究
を
続

け
る
こ
と

の
意
味

を
、

何
度

も
自

問
自
答
し
た
。

私
の
研
究

の
成

果
物
は
、
彼
ら

の

『声
』
な
く
し
て
は
存
在

し
得

な
か
っ
た
。

フ
ィ
ー

ル
ド
で
当
事

者
ら

と
共

に
悩

み
考
え

る
中
で
、

研
究
者

自
身
の

『声

』
と

フ
ィ
ー
ル
ド
の

『
声
』
が
重
な
り
合

う
こ

と
。

そ
れ
ら

の

『声
』
の
ざ
わ
め
き
か
ら
生
み
出

さ
れ
る
も
の
こ
そ
が
、

フ
ィ
!
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
た
り
得

る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

InterfaceHumanitieszs



讐

テ

キ

ス

ト

か

ら

肉

声

へ

ー

フ
ラ

ン
ス
占
典
k
義
演
劇

の
校
訂

テ
キ
ス
ト
を
め
ぐ

っ
て
ー

フ
ラ

ン
ス
古

典

主
義

の
代

表

的

劇

作

家
、
ジ

ャ
ン
・
ラ
シ
!

ヌ

(
一
六
三
九
-

一
六
九
九
)
の
没
後
三
百
年
に
あ
た
る

一
九
九
九
年
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
講
演
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
多
く

の
催

し
が
行
わ
れ
た
。

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の

『
ラ
シ
ー
ヌ
論
』

(
一
九
六
三
)

を
め
ぐ
る
論
争
を
は
じ
め
、

一
連
の

「新

批
評
」

に
属
す
る
言
説

に

よ

っ
て
、
従
来

の
ラ
シ
!
ヌ
研

究

の
み
な
ら
ず
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

ラ
シ
ー
ヌ
像

そ
の
も

の
に
対
し
、
深
刻
な
異
議

申
し
立

て
が
行
わ
れ

た
世

紀

の
終

わ
り
に
ふ
さ
わ
し
く
、

そ
こ
で
扱
わ
れ
る
テ
ー

マ
や
視

点

は
、
文

学
、
演
劇
学

、
音
楽
学

、
社

会
学
、

教
育
学

な
ど
、
極

め
て
多
岐

に
わ
た
っ
た
。

こ
の
年

の
大
き
な
成

果
の
ひ
と
つ
は
、
ジ

ョ
ル
ジ

ュ
・
フ
ォ
レ
ス
テ
ィ

エ
校

訂

の
新

た
な

ラ
シ
ー

ヌ
演

劇
全

集

が
プ

レ
イ
ヤ
ー
ド
叢

書

に
、

加

わ
っ
た
こ
と
だ

ろ
う
。

こ
れ
は
、
ラ
シ
ー
ヌ
の
伝
記

的
研
究

の
金

字

塔

『ジ
ャ
ン
・
ラ
シ
ー

ヌ
の
栄
達
』

(
一
九
五
六
)
の
作
者

で
、
バ
ル

ト
と
激
し
く
対
立
し
た
レ
ー
モ
ン
・
ピ
カ
ー
ル
に
よ
る
旧
版

(
一
九
五

〇
)
の
成
果
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
従

来
か
ら
の
テ
キ
ス
ト

研
究

に
新
た
な
可
能
性
を
付
与
す
る
提

案
を
行

っ
た
も
の
だ
。

フ
ォ
レ
ス
テ
ィ
エ
版
は
、
本

文
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
ラ
シ
ー
ヌ
生
前

に
出
版

さ
れ
、
詩
人

自
身

が
眼
を

通
し
て
い
る
も
の
を
採

用
し
た
。

と

は
い
え
、
十

七
世

紀
の
正
書

法
を
そ
の
ま

ま
活

字
に
組
ん
だ
わ
け

で
は
な
い
。

他

の
プ

レ
イ
ヤ
ー
ド
叢
書
と

同
様

、
十
七
世
紀
特

有
の

綴

り
は
現
代

風
に
改

め
ら
れ
て
い
る
。

フ
ォ
レ
ス
テ
ィ
エ
が
重
視
し
た

の
は
、
句
読

法
だ

。
新

版
で
は
、

ピ
リ
オ
ド
、

コ
ン
マ
、

コ
ロ
ン
、
セ

ミ
コ
ロ
ン
、
疑
問

符
と

い
っ
た
句

読
点
類

が
、
明

ら
か
な
誤
植

と
考

え
ら
れ
る
場
合
を
の
ぞ
い
て
、
入
念

に
再
現
さ
れ
て
い
る
。

も

っ
と

も
、
テ
キ
ス
ト
校
訂

の
基

本

か
ら
考

え
れ
ば
、

フ
ォ
レ
ス

テ
ィ
エ
が
行

っ
た
こ
と

は
し
ご
く
当
た
り
前

の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ

そ
れ
ま
で
の
研
究
用

底
本
が
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
句

読
法
を
無
視

し
て
い

藤
本
武
司

た
こ
と
に
疑

問
を
感

じ
る
の
が
普
通

で
あ
ろ
う
。

し
か
し

一
方

で
、

新
版

が
採
用
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
旬

読
法
が
、
現
代

の
読
者

を
当
惑

さ
せ
る
代
物
で
あ
る

こ
と
も
確
か
だ
。

反
対
に
こ
れ
ま

で

一
般
に
用

い
ら
れ
て
き
た
テ
キ
ス
ト
の
句
読
法

は
、
統
語
論

的
、
意
味
論

的
な

面
で
納
得

の
ゆ
く
よ
う

に
改
変

さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
、

「
精
緻
な
心

理
の
自

然
な
描
写

」

で
あ
る
と
さ
れ
る
ラ
シ
ー

ヌ
劇

の

テ
キ
ス
ト
解
釈
を
保

証
し
て
い
た
。

と

こ
ろ
が
、

こ
の
解
釈
自

体
が

十
九
世
紀

に
成

立
し
た
文
学

批
評

の
産

物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
れ

が
、
そ
の
後

学
校
教
育

の
中

で
固
定
化
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
誇
る

「古

典
」
と
し
て
制
度

化
さ
れ
、
「
ラ
シ
ー
ヌ
神

話
」
の

一
翼
を
担

う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

バ
ル
ト
が
問

い
た
だ
し
た
の
も

こ
の
点
だ

っ
た
。

こ
の
こ
と

は
、
現
代

に
お
い
て
ラ
シ
ー
ヌ
劇

の

「
伝
統

的
」

な
演
出

と
さ
れ
る

コ
メ
デ
ィ
ー

・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
舞
台

が
、
や
は
り
十
九
世

紀

の
偉

大
な
俳
優
た
ち
の
解

釈
を
脱
し
て
は
い
な
い
の
と

符
合
し
て

い
る
。

十
七
世
紀
に
お
い
て
、
詩
や
演
劇

(と
り
わ
け
悲

劇
は

一
行
十
二

音
節

で
、
二
行

ご
と
に
韻

を
踏
む
定

型
詩

の
形

式
が
多

い
)
の
テ
キ

ス
ト

は
、
あ
く
ま

で
声
を
出

し
て
読
む
た
め
の
も

の
だ

っ
た
。

こ
の

種

の
テ
キ
ス
ト
を

目
で
追

い
思

索

に
ふ
け
る
読
者

が
主
流

と
な

っ
た

の
は
後
世

の
こ
と

で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
詩
行
か
ら
成

り
立

つ
も
の

だ
か
ら
、
当
然
朗
誦
が
前

提
と
な
る
。

従

っ
て
、
句
読
点

は
、
文
法

的
あ

る
い
は
意
味
的
な
区
切
り

で
あ
る
前
に
、
声

の
区
切
り
、
肉

声

に
よ
る
リ
ズ
ム
の
指
標

で
あ
る
の
だ

。

フ
ォ
レ
ス
テ
ィ
エ
が
提
示
す

る

句
読

法
は
、
朗

誦
対
象
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
に
立
ち
返

ろ
う
と
す

る

も

の
な
の
で
あ
る
。

ラ
シ
ー

ヌ
は
自

作

の
ヒ
ロ
イ
ン
を
演
ず
る
女
優

シ
ャ
ン
メ
レ
ー
嬢

に

口
ず
か
ら
朗

誦
法
を
伝

授
し
た
。

映
画

『女
優

マ
ル
キ
ー
ズ
』

に
描

か
れ
る
デ

ュ
パ
ル
ク
嬢
と

の
懇

ろ
な
語

ら
い
も
、
恋

の
口
説
だ
け
で
は

藤本武 司(ふ じもと・たけし〉

大阪大学大学院文学研究科博士後期課程中途退学(フランス文学)。フランス古典主義、

とりわけ悲劇詩人ラシーヌを中心に研究を行っている。ラシーヌの作品解釈譌文の他、『エ

クリチュールの冒険一 新糧フランス文学史且(大阪大学出版会、2003年 、共著)など。
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な
か
っ
た
は
ず
だ
。

イ
タ
リ
ア
出
身

で
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
音
楽
監
督

と

な

っ
た
リ

ュ
リ
は
、
自
ら

の
音
楽

悲
劇

を
フ
ラ
ン
ス
宮

廷
人

の
趣
味

に
合
わ

せ
よ
う
と
、
ラ
シ
ー
ヌ
詩

の
秘

密
を
探
る
か
た
わ
ら
、
俳

優

た
ち

に
は
シ
ャ
ン
メ
レ
ー
嬢
の
朗

誦
法
を
学
ぶ
よ
う
奨

め
た
と
言
う
。

一
方

ラ
シ
ー

ヌ
は
、
自
作
を
宮
廷

や
劇
場

で
上
演
す
る
の
と
前
後
し

て
、
サ

ロ
ン
や
王

族

の
前

で
頻
繁

に
そ

の
朗
読

を
行

っ
て
い
る
。

舞

台
で
の
上
演
と
は
別

に
、
こ
の
よ
う
な

「演
奏

」
を
行

う
の
は
、
ラ
シ
ー

ヌ
に
限
ら
ず
当
時

の
劇
作

家
の
常
で
あ

っ
た
。

フ
ォ
レ
ス
テ
ィ
エ
に
よ
る
新
版

の
出

版
は
、

古
典

主
義

時
代

の
演

劇
を
当

時
の
形

で
上
演
し
よ
う
と
す
る
ひ
と

つ
の
潮
流
を
も
た
ら
し

た
。

ま
た
、

『
バ
ロ
ッ
ク
の
声
』

(二
〇

〇

一
)

の
著
者

で
、

映
画
監

督

と
し
て
知

ら
れ
る
ウ
ジ
ェ
ー

ヌ
・
グ
リ
ー

ン
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
み
な

ら
ず
、

イ
ギ

リ
ス
や
イ
タ
リ
ア
の
演
劇

テ
キ
ス
ト
も
含

め
て
、
そ

の

朗
誦
法
を
は
じ
め
と

し
て
演
技

・
美

術

・
音

楽
の
す
べ
て
に
わ
た

っ
て

当
時

の
上
演
を
再
現
す
る
活
動
を
す
で
に
始

め
て
い
る
。

た
だ
、

こ

の
よ
う
な
試

み
を
現
代

フ
ラ
ン
ス
の
観

客
が
こ
ぞ
っ
て
受

け
入
れ
て
い

る
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。

た
と
え
ば
、
十
七
世
紀

に
は
す

で
に
現
代

の
フ
ラ
ン
ス
語
の
形

が
整

い
つ
つ
あ

っ
た
も
の
の
、
詩
句

の
朗

誦
に
お

い
て
は
、
当

時
日
常
会

話

で
は
発

音

さ
れ
な
く
な

っ
て
い
た
語

末

の

子
音
が
詩
句

の
行
末

に
お
い
て
保

持
さ
れ
て
い
た
事

情
が
あ
る
。

こラシーヌの肖像(大 作家苺書版全集のアルバムより)

の
よ
う
な
歴
史

的
事
実

に
忠

実
な
上

演
の
再
現

は
、
現
代

の
観

客

か
ら
意
味

を
覆

い
隠

し
、
旋

律
の
魅
力

の
み
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と

に
な
り

か
ね
な
い
。

か
つ
て
T
N
P
劇
場

を
主

宰
し
た
ジ

ャ
ン
・
ヴ
イ

ラ
ー
ル
は

「時

代
に
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
し
て
ラ
シ
ー

ヌ
を
上
演

し
な
か
っ

た
。

「
古
典

」

の
研
究

と
演
奏

は
、
こ
う
し
た
問
題

に
つ
ね

に
直

面

し
て
い
る
。

「
現
代

に
お
い
て
ラ
シ
ー

ヌ
を
演
奏
す
る
方
法

と
意
味
」

の
探
求
を

め
ざ

し
て
い
る
私
と
し
て
も
、

「
古
典

」

研
究

・
演
奏

者

の
意
図
と
、
現
代

の
様

々
な
層
に
属
す
る
観

客
の
意

識
と
の
ず
れ
を

い
か
に
測
定
す
る
か
は
、
大
き
な
課
題
だ

。

Voil瀋omme,occup馘emonnouvelamour,

Mesyeux,sanssefermer,ontattendulejour.

(プレイヤード蕋書旧版。中等教育で用いられる所謂 「教科書版」も同様)

Voil瀋ommeoccup馘emonnouvelamour

Mesyeuxfansfefermerontattendulejour.

(7670年 の初版。 フォレスティエのブレイヤード叢書新版はfの 表記を5に 変えているが、

句読法は初版のまま。シンタックスに配慮した句読点が全くない。)
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編 集後記

「不安 」 をめ ぐろ特 集記 事 を編 集 しているさなかの年末 、

インド洋 沿岸 各 地を巨大 な津波 が 襲いました。 おそらく21

世 紀最 大の自然 災害のひとっになるだろうと思 われ る、惨 禍

です。こうした出来事 の記憶 を言葉 によってかたどること、に

もかかわ らずかたどりつくせない深みにまでに思 いをよせるこ

と。 言葉 を手がか りに人と人 とを結 びつ ける可 能性 について

考えろことこそが、 人文学 的思考 のありようを鋳直 していく契

機になるにちがいありません.,

さいわい研究 集 合が軌 道 に乗4,ま たメデ1ア スタッフも

参加すろ新 しい研究スタイルの模索 もはじまりました。 日々の

営 みの積み重ねが、ようや く実 を結 びつつ ある感 じです。(M)

1

凵'
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