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nterface

人 と ネ ッ ト ワ ー ク

国際教室での授業に参加する津田葵教授(右)

インタ　フェイスの　　　ノ　あグル　プ　　

「共生」という器 に何 を盛 るのか

文:編 集部

日本国内における、多言語 ・多文化状況の実態について調査 ・研究を進めている「言語の接触と混交」

研究グループ(津 田班)。その活動の現状と展望について、お話を伺った。

「
『共

生
』

と

い
う

の
は
、

マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
の
側
の
言
葉

な

ん
で
す
。

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
た
ち
は
共
生

な
ん
て
い
い
ま
せ

ん
」
と

い
う
の
は
、
言
語
文

化
研
究
科

の
山
下
仁
助
教

授
。

た
し
か
に
、
共
生

と
い
う
言
葉

ほ
ど
、
今

日
の
日
本
社
会

で

プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
も

っ
て
語

ら
れ
て
い
る
言

葉
は
少

な
い
だ

ろ
う
。
プ

ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
覆

い
隠

さ
れ
る
も

の
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
そ
こ
に
ひ
と

つ
の
危
う
さ
を
感

じ
る
と
い

う
の
だ
。

日
本
に
住
む
外
国
籍

の
人
び
と
は
、
約

↓
九

一
万
人

(
二

〇

〇
三
年

末

)
と

い
わ
れ
て
い
る
。

戦
後

長
ら

く
朝

鮮
半

島
を
出
身

と
す
る
在
日

コ
リ
ア
ン
が
そ

の
大
半
を
占

め
て
い

た
が
、
高
度

経
済

成
長

以
降
、
日
本
社

会

は
さ
ま
ざ
ま

な

か
た
ち
で
多
様

な
外
国

人
を
受

け
入
れ
た
。

さ
ら
に

一
九
九

〇
年

の
出

入
国

管

理
及
び
難

民
認

定
法

(
入
管

法

)
の
改

正

・
施
行

に
と

も
な
い
、
ブ

ラ
ジ
ル
や
ペ
ル
ー
出

身

の
日
系

人
は
専
門

的
な
知

識

・
技
能

が
な
く
て
も
日
本

で
仕
事

を
し

て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
に
な

っ
た
。

ま
た
実
習

生

・
研
修

生
と
い
う
身

分
で
主

と
し
て
ア
ジ
ア
の
途

上
国
か
ら
き
た
人

び
と
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
九
〇
年
代

に
急
増

し
た
外

国
籍

の
人
た
ち
は
、
そ
れ
以
前

の
オ
ー
ル
ド
カ

マ
ー

に
対
し
て
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
と

よ
ば
れ
て
い
る
。

ほ
ん
の
二
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
大
都
市
だ
け
に
限
ら
れ

て
い
た
外
国

人

の
姿

が
、

い
ま

や
日
本

の
津

々
浦
々
で
み
ら

れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た

一
九
九

〇
年

代

以
降

の
日
本
社
会

の
急
激

な
多
言

語
化
、
多
文

化
化

の
動

向

を
ふ
ま
え
、

「
共
生
を
生

き
る
日
本
社
会

」

の
テ
ー

マ
で

継

続
的

に
研
究
を
お
こ
な

っ
て
い
る
の
が
、

言
語
文
化

研
究

左より津田葵教授、植田晃次助教授、山下仁助教授、リサーチ・アシスタントの高阪香津美さん、西口光一教授

 

科

の
津
田
葵
教
授
を
代
表
と
す
る

「
言
語

の
接
触

と
混
交
」

班

で
あ
る
。

共
生
の
現
場

津

田
班
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
四
つ
の
グ

ル
ー
プ
で
す
す
め
ら

れ
て
い
る
。

韓
国
系
民
族

学
校
に
お
け
る

「
共
生
」

を
テ
ー

zzInterfaceHumanities
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.



マ
と
す
る
植
田
グ

ル
ー
プ

(代
表
者

・
植

田
晃

次
、
言
語
文

化
研
究

科
助
教
授

)
、
中
国
地
方

に
お
け
る
学
校

で
の
共
生

へ
の
取
り

組
み
を
調

査
す
る
津

田
グ

ル
ー
プ

(
代
表
者

・
津

田
葵
)
、
地

域
日
本
語

教
室

の
取
り
組

み
が
社
会

へ
ど

の
よ

う
な
動
態

を
ひ
き
お
こ
す
か
を
課
題

と
す
る
西

ロ
グ
ル
ー
プ

(代

表

者

・
西

口
光

一
、
留

学
生

セ
ン
タ
ー
教

授

)、

外
国

籍
住

民
の
抱
え
る
生
活
問

題
を
地

方
自
治
体

へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
と
住

民
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ

っ
て
明
ら

か
に
し
よ

う
と

す
る
山
下
グ

ル
ー
プ

(
代
表

者

・
山
下
仁

)
で
あ

る
。

そ
れ

ぞ
れ
の
現
場

で
、

共
生
は
ど
の
よ
う

に
実
現

さ
れ
、

あ
る
い

は
阻
害

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

韓

国
系
民
族
学
校

で
調
査
を
お
こ
な
っ
た
植

田
助
教
授

に

よ

る
と
、
日
本

社
会
の
ひ
と
つ
の
縮
図
、
近
未
来

の
姿

の
よ

う
な
も

の
が
そ
こ
に
み
ら
れ
る
と
い
う
。
日
本

生
ま
れ
の
韓

国

人

の
生
徒
、
本

国
生

ま
れ
の
韓
国

人

の
生
徒
、
日
本
生

ま
れ
の
日
本
人

の
生
徒
な
ど
が
、
葛
藤

を
の
り
こ
え

る
た
め

の
さ
ま
ざ

ま
な
交

渉
を
自
然

と
お
こ
な

っ
て
い
る
の
だ
。

し

か
し
、
在
日
韓

国
人

の
生

徒

の
減

少
に
よ
っ
て
、

い
ま
や
民

族

学
校

の
存

続
、
そ
し
て
日
本
社
会

と

の
共

生
が
課
題

に

な

っ
て
い
る
と

い
う
。

お
な
じ
学
校

で
も
津

田
教
授

が
お
こ
な

っ
た
在
日
ブ
ラ
ジ

ル
人
、

ペ
ル
ー
人

の
受

け
入
れ
を
め
ぐ

る
中

国
地
方

の
小

・

中

・
高
等

学
校

の
調
査
で
は
、
共
生

へ
の
阻
害

と
な
る
壁

の

存

在
を
指
摘
し
て
い
る
。

外
国

人
子
弟

の
受

け
入
れ
に
つ
い

て
国

の
レ
ベ
ル
で
統

一
さ
れ
た

シ
ス
テ
ム
が
で
き

て
い
な
い
こ

と
に
よ

る
学
校

ご
と

の
温

度
差
。

さ
ら
に
、
日
本

社
会

の

現
実

と
学
校

の
現
場

の
動

き
が
噛

み
合

っ
て
い
な
い
こ
と
、

学

校
間

の
連
携
が
小
学

校
ど
う
し
、
あ
る
い
は
小

・
中

・
高

等

学
校
間
で
も
弱

い
こ
と
、
さ
ら
に
学
校
と
親
た
ち
が
就
業

す
る

一
般
企
業

の
連
携
が
な
い
こ
と
、
な
ど
で
あ

る
。

外
国

人
が
日
本

社
会

で
暮

ら
す
と
き
、
目
パ
体

的
な
受

け

入
れ
窓

口
と
な
る

の
は
地

方
自
治

体

で
あ
る
。

山
下
助

教

授
ら
は
大

阪
府
下

の
市

町
村

へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

と
外
国

籍
住

民
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ

っ
て
、
情
報

サ
ー
ビ
ス
の
多

言
語

化
、
住
民

の
内
な

る
国
際

化

の
必
要

性
な
ど
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

共
生
日
本
語
空
間

い
っ
ぽ
う
、
日
本

人
と
外
国
人

の
共
生

の
た
め
の
交
流

の

場

と
し
て
、
西

口
教
授
が
そ
の
可
能

性
を
指

摘
す
る
の
が
地

域
日
本
語

教
室

で
あ

る
。

そ

こ
は
、
日
本

語
が
不
自

由
な

段

階
に
あ
る
外

国
人
に
と

っ
て
、
唯

一
、
生

の
日
本
人

と
利

害

関
係
な
し
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き

る
定
期
的
な
場
を
提
供

し
て
い
る
。

そ
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

る
日
本

語
教
師

と
外

国
人
学

習
者

た
ち
が
試
行

錯

誤
の
過

程
で
つ
く
り
あ

げ

る
共
生

日
本
語

空
間

に
注

目
す

る
。

「
地
域

日
本
語

教

室
に
で
き

る
だ

け
多

く
の
日
本
人
が
関
わ
る
、
そ
し
て
外

国

人
と
接
触

を
も
つ
。

外

国
人
が
話
し
て
い
る
た
ど
た
ど
し
い

日
本
語

に

一
生
懸

命

耳
を
傾

け
る
、
外

国

人
が
わ
か
る
よ

う
に
自
分

の
話

す
日
本
語

に
も
く
ふ
う
を
加

え
る
。

そ
う
い

う
経
験
が
共

生
的
な
日
本
語
が
実
現

さ
れ
る
契

機
と
な
る
」

と
西
口
教
授

は
い
う
。

「
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
人
文
学

」
が
求

め
る
横
断

・
越
境

性
と
臨
床
性
を
あ
わ
せ
持

つ
こ
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
の

「
共
生
」

と
い
う
課
題
を
前
に
、
研
究

の
た
め
の
研
究

で
は
終
わ
ら
な

い
し
、
終
わ
ら
せ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
、

メ
ン
バ
ー
共

通

の
思

い
だ
。

抽
象

的
な
議

論
や
理
念

で
は
な
く
、

現
場

で
の
実

践
が
変
革
を

お
こ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
現
場

は
も

っ

と
自

分
た
ち
の
や

っ
て
い
る
こ
と
に
自

覚
的

に
な
る
べ
き
だ

と
も
い
う
。

研
究
と

現
場
あ
る
い
は
行
政

と
の
、
き
め
細
か

い
対
話
と
密
接

な
連

携
が
こ
れ
ほ
ど
求
め
ら
れ
て
い
る
分
野

も
少
な

い
だ
ろ
う
。

そ
の
積
み
重
ね
と
と
も

に
、

マ
イ
ノ
リ

テ
ィ

・
マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
の
別
な
く
、
人
々
が

「
共
に
生

き
る
」

と
い
う
実
感
を
分
か
ち
合

え
る
に
は
外
国
人
を
含
め
た
住
民

の
意

識

の
変

革
、
国
を
あ
げ
て
の
ハ
ー
ド
面

で
の
取

り
組

み

な
ど
が
、
現
在

、
切
実
に
望
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

構
成
"
金
水

敏

InterfaceHumanities23



nterface

人 と ネ ッ ト ワ ー ク

え
え
。

今

日
は
わ
た
し
の
自

己
紹

介

を
ご
く
手
短

に
と

い
う

こ
と
な
ん
で
す
。

そ
れ
で
人
は
急

が
ば

回
れ
と

も
申
し

ま
す
。

一
人
思
案

に
く
れ
る
よ
り
は
、
よ
い
聞
き
手
に
手
引

い
て
も
ら

っ
た
ほ
う
が
い
い
案

配
に
な
る
か
と
思

っ
て
、
ち

ょ

う
ど
読

み
か
け
の
、

こ
の
ご
本

-

宮

部
み
ゆ
き

『あ
や
し
』

か
ら
、

お
話

上
手

聞
き
上

手
の
G
さ
ん

に
出
向

い
て
い
た
だ

い
た
わ
け
で
。

無

理
言

っ
て
遠

い
と

こ
ろ
を
。

感

謝
に
た
え

ま
せ
ん
。

そ
う
で
す
ね
。

こ
こ
は
何
事
も
手

短
に
行

き
ま
し
ょ
う
。

専

門
で
す
ね
?

い
ち
お
う
歴
史
学

と
。
手

を
そ

め
ま
し
た

方

面
は
、
な
に
ぶ
ん
手
薄

な
領

域
で
し
た
か
ら
ね
、
埋
も
れ

た
史
料

を
捜
し
だ
し
て
、
実

証
的

に
解

き
明

か
し
て
い
く
、

こ
れ
を
本

旨
と
し
て
お
り
ま
し
た
。

な
ぜ

っ
て
そ
り

ゃ
事
実

の
解
明
、

こ
れ
は
面
白

い
も

の
で
す
よ
。

ど
こ
か
の
誰
か
の

何

ご
と
か
に
、
自

分
を
す
か
し
見
た
り
、
人

間
の
こ
と
わ
り

を
見

つ
け
る
心
持
ち

に
な

っ
た
り
。

と
こ
ろ
が
で
す
。

こ
の
実
証
的
な
究
明

と
い
う

の
を
進

め

て
ま
い
り

ま
す
と
、
解

ら
な
い
こ
と
、
と

い
う
よ
り
隠

さ
れ

ア

ト

カ

ク

た

こ
と
、

消
さ
れ
て
し
ま

っ
た

こ
と
の
痕
跡

に
出
会

う
よ
う

に
な
る
わ
け
で
す
。
ま
わ
り
が
も
み
消
し
た
こ
と
ば
か
り
じ
ゃ

あ
な
く
、
御
本
人

か
ら
も
な
か
っ
た
こ
と

に
さ
れ
る
。

現
代

史

な
ん
か
や
っ
て
お
り
ま
す

と
、
昔

語

り
を
お
願

い
に
い
く

機

会
も
少
な
く

な
い
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
を
記
録
に
す

る
と

い
う
段

に
な
り

ま
す
と

、
こ
れ
は
公
表

で
き
な
い
、

こ
れ
は

削

る
と

い
う
部
分
は
か
な
ら
ず
出
て
き
ま
す
。

と
く
に
物
事

や
関
係

に
深
く
影
響

す
る
よ
う
な
と

こ
ろ
こ
そ
、
で
す
か
ね
。

こ
ん
な
こ
と
か
ら
、
実
証

と
か
、
そ
も
そ
も
歴
史
と

い
う

の

は
ど

う
い
う

こ
と
な
の
か
な
と
、
普
段

か
ら
考
え
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
次
第

で
す
。

あ
、

そ
う
で
す
。

こ
れ
は
当

た
り
前

の
こ
と
な
ん
で
す
。

な
に
も

か
も
す
べ
て
お
見

通

し
な
ん

て
こ
と
は
、

あ

っ
た
ら

媒 体/霊 媒 として の 歴 史 記 述
森 宣 雄 さん(特 任 研究 員)

 

森

由
旦
雄

(も
り
・
よ
し
お
)

二
〇
Q
三
年

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
博
士

(文
学
)。
専

門
は
沖
纒

・
台
湾
の
近
現
代
史
。
『台
湾
/

日
本
-

連
鎮
す
る
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
」
(イ

ン
パ
ク
ト
出
版
会
、
二
〇
〇

一
年
)
、
『複
数

の
沖
縄
』
(人
文
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、共
著
〉、

『
戦
後
初
期
沖
縄
解
放
運
動
資
料
集
レ
(不
二

出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
共
編
V
ほ
か
。

鬼

魅
が
悪

う

ご
ざ
い
ま
す
。

要
は
、

明
る
み
に
出
す

こ
と
、

出

て
い
る
こ
と
と
、
隠

さ
れ
る
こ
と
消

え
て
ゆ
く

こ
と
、

こ

の
関
係
が
問
題
な
の
で
し
ょ
う
。

語

り
え
ぬ
こ
と
は
ど

う
表

現
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
ど
う

表

現
す
る
か
。

記
述
者

は
歴

史

の
当

事
者

と
の
対

面
関
係

を
想
起
し
て
記

述
の
あ
り
方
、
語
り
方
を
考

え
て
い
く

の
で

す
が
、

こ
の
対

面
的
な
関
係
性

は
、

い
わ
ゆ
る
読
み
手

の
が

わ
に
も
及

ぶ
質

の
も
の
で
す
。

研
究
は
公
表
さ
れ
る
も

の
で

あ
る
以
上
、
記
述
は
も
は
や

二
者

関
係
で
は
す
ま
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
れ
は
不
特
定

の
誰

で
も
な
い
誰
か
に

む
け
た
語
り

口
と
は
な
り
え
ま
せ
ん
。

こ
の
二
者
関
係

に
か

か
わ

っ
て
く
る
あ
な
た
に
む
け
た
語

り
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

と
も
あ
れ
当
事

者

と
読

み
手

に
む
け
て
、
歴

史
学

は
過

去

の
再
現

や
だ
れ
か
の
代

弁
な
ど

は
で
き
な
い
も

の
だ
と
、

ま
ず

は
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

で
す
が
こ
こ
で
逆
に
ひ
ら
け

て
く
る
も

の
も
あ
る
わ
け
で
す
。

歴
史
記
述

の
媒
体
と
し
て

の
役
割
と

で
も
申

し
ま
し
ょ
う
か
。

つ
な
げ
る
と
い
う
意

味

で
…
…
。

で
も
、
記
述

者
が
中
立

的
な

調
停
者

と
し

て
の

役

割
を
そ

こ
に
獲
得

す
る
と

い
う
意

味
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

口
を

つ
ぐ
む
当
事

者

の
経
験

に
寄
り
そ

っ
て
記

述
す
る
と

い

う
こ
と
、

そ
れ
は
代

弁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

乗
り

う
つ
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

し
か
し
乗
り

う
つ
っ
て
い
る
私

は
、
私
で
も
な
け
れ
ば
そ
の
人

で
も
な
い
。

主
体
を
維
持

し

た
ら
乗

り
う
つ
れ
る
わ
け
が
あ

り
ま

せ
ん
。

む
し
ろ
行

為
の

な
か
で
行
為

に
乗

っ
取

ら
れ
る
と

こ
ろ
が
出
て
こ
な
い
と
記

述

に
リ
ア
リ
テ
ィ
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

媒
体

の
な
か
で
変
様

し
た
関
係
が
生
ま

れ
る
。

悟
性

的
な
行

為
と

し
て
の
媒

介

で
な
く
、
媒
体

と
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
歴
史
記
述

の
面
白
み

の
ひ
と

つ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
、
お
時
間
で
す
ね
。

続
き
は
ま
た
と

こ
ろ
を
か
え
て
。

24InterfaceHumanities



"
国

×
。
ユ
∩
Z
。
ζ
。
「9

と

い
う

人
類

学

の
論
集

が
あ
る
。

人
類
学

は
、
も

は
や
対

象
を

「
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
」

な
も
の
に

限
ら
な
い
の
だ
と
い
う
意
志
表

明
と
共
に
、
「
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
」

で
は
な
い
事
象

に
関
す
る
論
文

が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

「
社

会
主

義
」

に
ま

つ
わ

る
論

文

は
、
キ

ュ
ー
バ
に
つ
い
て

一
言

だ
け
触
れ
て
い
る
。

「
キ
ュ
ー
バ
は

一
九
六
〇
年

以
来
の
米
国

に
よ
る
経
済
封

鎖
に
も
関
わ
ら
ず
、
多

く

の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
社

会
よ

り
も
よ
い
公
衆

衛
生
、
教

育
、
年
金

を
住
民

に
供
給

し
て
い
る
」

[用宀
磐
コ
N
O
O
P
"り
α
]
。

ふ
と
、
笑

っ
て
し
ま
っ
た
。

キ
ュ
ー
バ
政
府

の
公
式
発
表

そ
の
ま
ま

の
言
説
を
、
論
文

で

単
な
る
事

実
と
し
て
書

く
人
類
学
者

の
方

こ
そ
、
私
に
と

っ

て
は

「
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
」
な
の
に
、
と
思

っ
た
の
だ
。

私

は
キ
ュ
ー
バ
の
首
都

ハ
バ
ナ
で
、
合
計
二
十
六

ヶ
月
間

の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
た
。

ソ
連
崩
壊
後

、
経
済
危
機

下

に
あ
る
キ
ュ
ー
バ
は
、

「
西
側

」

か
ら

の
観
光

客
も

人
類

学

者
も
受

け
入
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
観
光
や
研
究
の
対
象

と

し
て
人
気

が
あ
る
の
は
、
宗

教
儀
礼
や
ダ

ン
ス
、
歌
、

混
血

性
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る

「
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
」

な
風
物

、
そ
れ

に

「
キ
ュ
ー
バ
革
命

」
だ
。

い
ま
の
キ
ュ
ー
バ
で
は
、
こ
う
し

た
対
象

に
関
わ
り
を
持

っ
て
い
れ
ば
、
高
い
収
入
を
得

る
可

能
性

が
あ
る
。

が
、
写
真

に
映

る
、
私

の
キ
ュ
ー
バ
人
の
友

人
た
ち
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

私

と
同
年
代

の
三
〇
歳

前
後

で
、

ハ
バ
ナ
大
学
を
出

て
仕
事

に
就

い
た
も
の
の
、
自

活

で
き
る
額

は
稼
げ
ず
、
結
婚

し
て
い
て
も

両
親
や
祖

父
母

な
ど
家

族
の
世

話
に
な

っ
て
い
た
。

彼

ら
は
、
日
々
の
不
満

を
ジ

ョ
ー
ク
に
し
、
何
時

間
で
も
語

り
合

い
、
肉

が
買
え
な

い
の
で

「
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
」
料

理
を
つ
く
り
、
混
ぜ
物

の
入

っ

た

エ
ス
プ

レ
ッ
ソ
を
い
れ
、
長
い
夜

、
お
金

を
使
わ
ず
楽

し
む

た
め

の
ゲ

ー

ム
を

発
明

し
た
。

私
は
彼

ら

の
方

に
興

味
を

持

っ
た
し
、
彼

ら
も
私
が

「
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
」

で
は
な
い
彼
ら

に
興
味
を
持

っ
た
こ
と
に
応

じ
て
く
れ
た
。

田
沼

幸
子

(た
ぬ
ま
・
さ
ち
こ
)

キ
ュ
ー
バ
で
通
算
二
十
六
ヶ
月
間
(
一
九
九
九

年
～
一
一〇
〇
四
年
)
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

行
う
。
か
つ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
実
現
が
、
可

能
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
社
会
の
い

ま
を
、
通
文
化
的
に
研
究
す
る
た
め
、
ポ
ス

ト

・
ユ
ー
ト
ピ
ア
研
究
会
を
発
足
さ
せ
た
。

今
秋
十
月
二
十
九
ニ
ニ
十
日
に
は
公
益
信
託

澁
澤
民
族
学
振
興
基
金
と
、
本
C
O
E
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
助
成
を
受
け
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

行
う
。

エ キ ゾ チ ック で も 、

ユ ー トピ ア で も な く
田 沼 幸 子 さん(特 任 研究 員)

非公式な「共同研究者」たち。テープ起こしをしてもらうだけでなく、研究について議講したりした。

なかなかモノや金を受け取らない誇り高い彼らとつきあうのは、時に難儀だったけど、かけがえの

ない経験だった。

 

写
真
に
映

っ
た
キ
ュ
ー
バ
人

の
な
か
で
、

キ
ュ
ー
バ
に
残
る

の
は
、
も
う
、
一
人
し
か
い
な
い
。

「
未
来
が
な
い
か
ら
」

と

キ

ュ
ー
バ
を
後

に
し
た
彼

ら
が
、

不
法

滞
在

す
る
で
あ
ろ
う

渡
航
先

で
、

「未

来
」

を
手

に
で
き

る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

た
だ
、

〈
い
ま

・
こ
こ
〉
で
は
な
い
時
と
場
所

を
夢

見
る

こ
と

で
し
か
、
不
条
理

な
日
常
を
生
き
抜

く
こ
と
が
で
き
な

い
と

い
う
切

実

さ
は
、

私
も

感

じ
た
。

冒

頭

の
人

類
学

者

が
、

第

三
世

界

の
希

望
だ

っ
た
/
で
あ

る

「
キ
ュ
ー
バ
革
A
叩
」

を

擁

護
す

る
気

持

ち
も
分

か
ら
な

い
で
は
な

い
。

が
、
私

は
、

友

人
た
ち
が
生
き
た
、
そ
の

「続

き
」
を
書
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

エ
キ
ゾ
チ

ッ
ク
で
も
な
け
れ
ば
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
で
も

な
い
、
革
命

の
あ
と
の
日
常

を
。

文
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毫

♂

瞽

の
歴
史
問
題
に
み
る
対
話
の
臨
縻

昨
今
日
本
で
は
韓
国
ド

ラ
マ
が
流
行

り
、
韓
国
で
は
日
本
の
歌
手

が
人
気
が
あ
る
。

]
方

で
、
独
島

・
竹
島
問

題
や
靖

国
神
社

へ
の
参

拝
問
題

な
ど
の
、
歴
史

問

題
を
め
ぐ

る
摩

擦
も
存

在
す

る
。

こ
う

し
た
歴
史

問
題
を

め
ぐ
る
摩
擦

は
、
政
府

や
専

門
家

レ
ベ
ル
で
の
み

起

こ
る
も

の
で
は
な
い
。

韓
国
語
や
韓
国
文
化

を
勉

強
す
る
学
生

か

ら

「
外

国
に
行

っ
た
と
き
に
、
歴
史

問
題

に
つ
い
て
韓
国

人
の
学
生

と
議
論

に
な

っ
た
が
、
自
分

に
歴
史

に
関
す

る
知

識
が
な
く

て
困

っ

た

こ
と
が
あ
る
。
自

分
が
責

め
ら
れ
る
よ
う
で
不
愉
快

な
思

い
を
し

た

」
と
よ
く
聞
く
。

日
本
国
内

に
い
れ
ば
話

は
別
だ
が
、

一
歩

外

に

出

る
と
歴

史
問
題

の
摩
擦

は
個
人

レ
ベ
ル
で
起

こ
り
得

る
の
で
あ
る
。

現
代

韓
国
文

化
や
歴

史
問

題
の
専

門
家

で
な
く

て
も
、
日
本

に

暮

ら
す
韓
国
人

の

一
人
と
し
て
、
そ
れ
ら

に
対
す
る
見

解
を
持

っ
て

お
く
べ
き
で
あ
ろ
う

と
考
え

る
。

と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら

の
歴
史

問

題
に
つ
い
て
意
見
を
聞

か
れ
る
こ
と
も
多

く
、

ま
た
日
常
会

話
の
中

で
、
身

近
な
人
か
ら

「
韓

国
は
い
つ
ま
で
竹
島

(
11
独

島

)
を
占
領

す
る
つ
も
り
な
ん
で
す
か
。

い
い
加

減
返
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
か
、

「
日
本
を
守

る
た
め
に
な
く
な
っ
た
人

々
を
祀
る
靖
国
神
社

へ
参

拝
す

る
の
に
、
何
が
悪

い
ん
だ

」
と
い
う
意

見
を
聞

く

こ
と
が
多

く
な

っ

た
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
意
見

は
、
日
常
会
話

の
範

囲
を
超
え
な

い
軽

い
タ
ッ
チ
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま

で
の

一
部

の
団
体
や
集
団

か
ら
の

意
見
で
は
な
く
、
身
近
な
人

か
ら

の
日
常
会
話

の
な
か
で
の
意

見
だ

か
ら
こ
そ
、
問
題
を
深
刻
に
受
け
止
め
ざ
る
を
得

な
い
。

以
下
で
は
、
韓
日

・
日
韓

(
以
下
、
韓
日
と
す
る
)
の
歴
史
問

題

(
※
2
)
に
つ
い
て
検
討
し
、
韓
日
関
係

の
悪
化

や
摩
擦

の
背
景

に
あ

る
と
思
わ
れ
る

「
対
話

の
臨
床

性
欠

如

」
を
指
摘

す
る
。

例

と
し

て
独
島

・
竹
島

(
以
下
、
独
島
と

す
る
)
問

題
や
靖

国
神
社

へ
の
参

拝
問
題
を
取

り
上
げ
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
是
非

を
問
う
も

の
で
は
な

く
、
対
話

の
臨

床
性
の
欠
如
を
専
門
家

と

一
般
市

民

(
非
専
門
家

)

と

の
対

話

に
つ
な

げ

て
い
く

こ
と

を

目

的

と

す

る
。

李
吉
鎔

ま
ず
歴
史
問
題

に
対

す
る
政
府
間

の
対
話

か
ら
見
て
い
こ
う
。

小

泉
首
相

は
、
靖
国
神
社
参

拝
な
ど
の
歴
史
問

題
に
つ
い
て

「
話

せ
ば

わ
か
る

」
と

言

い
続
け
て
い
る
。

一
方
、
韓

国
側

は

「
靖

国
神

社

へ

の
参

拝
は
近

隣
諸

国
に
協

調

的
な
態
度

で
は
な
く
、
そ

も
そ
も

の

歴
史

認
識
が
問
題
だ

」
と
主

張
す
る
。
韓

国

の
論

点
は
、
小
泉
首

相
の
い
う

「
話
し
合

う

」
こ
と

よ
り

も
、
「
協
調

的
な
態
度

」
で
話

し
合

い
に
臨
む
か
ど
う
か
、
と
い
う
話
し
合

い
の
前

提
条
件

が
問

題

だ
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
話

し
合

い
の
前
提
条
件

と
な

る
対

話
の
姿

勢
を
小
泉
首
相

が
満
足

さ
せ
て
い
な
い
こ
と

が
政
府

間

の
対
話

の
足

か
せ
に
な
る
の
で
あ

る
。

な
お
、
韓
国

側
が
協

調
的
な

態
度

で
あ
る
か
ど

う
か
と
い
う

こ
と

に
つ
い
て
も
議

論

の
余

地
が
あ

り
、
ま
た
以

下
に
述

べ
る
こ
と
は
韓

国
の
場
合

も
さ
ま
ざ

ま
な
形

で

問
題
を
抱

え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
り

こ
こ
で
は
日
本

側
に
限
定
し
て
話
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

次

に
、
日
本

に
お
け
る
専
門
家
と

一
般
市
民

と
の
間
の
歴
史
問

題

に
対
す
る
対

話
は
ど

う
な
の
か
。

十
分
な
歴
史
教

育
を
受

け
て
こ
な

か
っ
た

一
般
市

民
が
接
し
得
る
情
報

の
多

く
は
、
新
聞

・
テ
レ
ビ

・
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
な
ど
の
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
か
ら
発
信

さ
れ

る
も

の
で
あ

る
が
、
情
報

の
量

・
質

・
関
係
性

か
ら
み
た
対
話

の
不
足

に
つ
い
て
、

以
下

の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ω

歴

史

問
題

に
関

す
る
基
本

的
な

情
報

量
が
不

足
し
て
い
る
。

断
片

的
な
情

報
し
か
提
供

さ
れ
て
い
な
い
か
、
あ

る
い
は
、
日
本

側

の

一
方
的
な
情

報
の
み
が
提
供

さ
れ
て
い
る
こ
と

が
多

い
。
(例

一
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
靖
国

神
社
と

の
関
係

は
ど
う
な
の
か
)

②

歴

史
認

識
を
正
当

化
す
る
証
拠

が
ほ
と
ん
ど
提

示
さ
れ
て
い

web上 の対話の記録 「半月城通信」(h[tp=〃www.han.org/a/half-moonノ)

韓国に関する歴史上の様々な問題について、日本に定住している外国人の立

場からの論考を公開している。 情報の量 ・質において充実した内容で知られる。
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な
い
。

(
例

一
な
ぜ
独
島

は
日
本
の
領
土
で
、
韓
国
側

が
実
行
支

配

す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
)

⑤

歴
史

問
題
が

一
般
市

民

の
生
活

に
直

接
的

に
関
係

す
る
重

要

な
意

味
を
も
つ
こ
と
は
何

か
、
語
ら
れ
て
い
な
い
。

(
例

冖
独
島

問

題
と
靖

国
神

社

へ
の
参
拝

問
題
が
、
今
後

の
近

隣
諸

国
と

の
円
満

な
関
係
を
創
造
し
維
持
す
る
こ
と

へ
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
)

専
門
家

か
ら
の
対
話

の
不
足

に
つ
い
て
も
う
少
し
説

明
を
加
え
る
。

日
本
の

一
般
市

民
の
歴
史

教
育

の
不
足
は
か
ね
が
ね
指
摘

さ
れ
て
い

る
が
、
前

述
し
た
よ

う
に
歴
史

に
関
す
る
知

識
が
な
い
が
た
め
に
、

外
国
で
不
愉
快
な
思
い
を
す
る
日
本

の
若
い
人
も
多

い
。

公
教
育
や

マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
情
報

提
供

に
消
極

的

な
専

門
家

は
、

こ

の
よ

う
な
事

態
を
い
つ
ま
で
傍
観
す

る
つ
も
り
な

の
か
。

専
門
家

に

一
定
の
責

任
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
と

問
い
た
く
な
る
。

一

方
で
、
も
し

「
一
般
市

民
は
各
自

勉
強
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言

う
の

で
は
、
責
任

放
棄
も
甚
だ
し
い
。
他

方
で

「
一
般
市
民
が
近

・
現
代

歴
史
を
勉

強
し
て
も
、
日
本

の
た
め
に
な
ら

な
い
」
と
い
う
判
断

に

基
づ
い
た
も

の
で
あ
れ
ば
、
近

隣
諸

国
を
不
幸

に
し
か
ね
な
い
閉

鎖

型
愛
国

主
義

に
走

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

近
隣

諸
国
と

平
和
な
関

係

が
築
け
る
開
放
型
愛

国
主
義

に
な

る
た
め
に
は
、
歴
史

に
対
す
る
知

識
の
習
得

は
必
須
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
だ

が
…
。

ま
た
専

門
家
か
ら
の
対
話

の
臨
床

性
は
、

こ
と
ば
の
問

題
と
も
関

わ
る
。

日
本

の

一
般
市

民
の
多

く
が
接
し
得
る
の
は

「
日
本
語

で
の

情
報

」
の
み
で
あ

る
。

日
本
語

以
外

の
こ
と
ば
が
わ
か
る
市
民

は
、

外

の
情
報

に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
ア
ク
セ
ス
可
能

で
あ
る
が
、

そ
う
で
な
い

場
合

は
専

門
家

の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て

(
す
な
わ
ち
、
専

門
家

の

日
本

語
訳

に
)
接
す

る
こ
と
に
な
る
。

情
報

の
量

・
質

・
関
係

性

か
ら

し
て
、
専

門
家

の
役

割

の
重

大

さ
や
姿
勢

が
問
わ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

と

こ
ろ
が
、
問
題
を
よ
り
深

刻
に
す
る
の
は
、

一
般
市
民

か
ら
の

対
話

の
不

足
、
す
な
わ
ち
歴
史

問

題
な
ど

の
知

識

に
対
す

る
学

習

欲
求

が
な
い
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
般
市

民
に
知
識

に

対
す

る
学

習
欲

求
が
な
け
れ
ば
、
専

門
家

の
言

う
こ
と
を
批
判

的

な
検

討
な
し
に
信

じ
ざ
る
を
得
な
く

な
る
。

専

門
家
が
、
専

門
知

識
が
な
く
、
ま
た
学
習
欲
求

も
持
た
な
い
非
専

門
家

に
対

し
て
、
ど

の
よ
う
に
学

習
意
欲

を
か
き
立
て
て
い
く
か
、
苦
悩
す

る
と

こ
ろ
に

「
対

話
の
臨

床
性

」
が
見

い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

一
般

市

民
の
日
常
生
活

レ
ベ
ル
に
お
け
る
歴
史
問
題

の
摩

擦
の
背

後
に
は
、

こ
の
よ
う
な
専

門
知

識
の
不
足
や
学

習
欲

求

の
無
さ
に
対
す
る
専

門
家

の

「
対
話

の
臨
床
性

の
欠
如

」
が
潜
ん
で
い
る
よ

う
に
思
わ
れ

る
Q

※
1

こ
の
原
稿
の
執
筆
は
、
関
西
外
国
語
大
学
の
学
生
一一人
と
の
討
論
が
き
っか
け

と
な
っ
た
。
お
二
人
に
感
謝
し
た
い
。

※
2

材
料
は
異
な
る
が
、
中
日
・
日
中
関
係
に
お
け
る
摩
擦
も
軌
を
一
に
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

歴史問題に関する学生のプレゼンテーションの様子。

学生の歴史知讖に対する学習意欲をかき立てる試みの
一環として、独島・竹島問題を素材に対話の臨床性の

実践の場を設けた。

李 吉 鎔(い ・きりょん)

大阪大学大学院文学研究科博士課程修了、博士(文 学)。専門分野は社会言語学・

第2言 語習得。日本人と韓国人の言語行動の対照研究と、日本語学習者の社会言語

能力の習得研究を行っている。「日本語学習者におけるスタイル切換え能力の発達一韓

国語母語話者を対象として一 」(BookPark.2005年 〉など。現在、関西地方の大学

で韓国語や言語文化を教える。
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私

の
研

究
は
、
む
ら

の
人
た
ち

の

「
も

め
ご
と

」
の
お
か
げ

で
成

り
立

っ
て
い
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
は
ベ
ト

ナ
ム
中

部

の
ハ
テ
ィ
ン
省

と
い
う
と

こ
ろ
だ
。

ベ
ト
ナ
ム
の
国

土
が
い
ち
ば

ん
細
く

く
び

れ
て
い
る
あ
た
り

に
位

置

し
て
い
る

(
図
-
)
。

そ
こ
の
農
村
地

域
で
約

一
年

間
の
フ
ィ
ー

ル
ド

ワ
ー
ク
を
し
て
き
た
。

調
査

テ
ー

マ
は
、
や
や
不
正
確
な
言

い
方

に

な
る
が
、
住

民
自
治

の
文
化
人

類
学
的

研
究
で
あ

る
。

こ
こ
数
年
、

ベ
ト
ナ
ム
政
府

は
村

落

レ
ベ
ル
に
お
け

る

「
民
主

」
化

の
実

現
を
う

た
っ
て
、
社
会
生

活
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
、
地
域
住

民
に
よ

る

「
自

主
管

理

」
を
促

進
さ
せ
よ

う
と

し
て
い
る
。

ベ
ト
ナ
ム
政
府

の
考
え

に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ま
で
の
社
会

主
義
的
な

「
国
家
丸
抱

え
」
体
制

の

弊
害
を
払
拭
し
て
開
発

・
発

展
を
推
し
進

め
る
た
め
に
は
、
地
域
住

民

の
自

助
努

力
と
自

主
管

理
能

力

の
強
化

が
必
要

だ
と
い
う

こ
と

ら
し
い
。

そ
の
よ
う
な
時
代

に
あ

っ
て
、
実

際
の
と

こ
ろ
、
村
落
住

民
は
ど

の
よ
う
に

「
自
主
管

理

」
を
実
践
し
て
い
る
の
か
。

そ
も
そ

も
、

「
自
主

」
的
な

「
管

理

」
と

か
、

「
自
治

」
的

で
あ

る
と
い
う

の
は
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
。

そ
の
よ

う
な
問

題
意

識
か
ら
調

査
を

お
こ
な

っ
て
き
た
。

調
査

地
は
、
行

政
的
に
は
人
口
六
千

人
程
度

の

社

(
×p
)
と
い
う
区
分

で
、

そ
の
な
か
に
あ
る
人
口
六
百
人
程

度

の

集

落

(
ソ
ム
×
。
ヨ
)
を
日
常
的
な
調
査

の
場

と
し
て
い
た
。

観
察
者

と
し
て
は
、
住
民
ど

う
し
が
も
め
て
く
れ
た
り
、
行
政

に

対
し
て
抗

議
行
動
を
始
め
て
く
れ
た
り
す
る
と
、
調
査
デ
ー
タ
を
い
っ

き
に
手

に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。

そ
の
よ

う
な
デ
ー
タ
を
集

め
る

た
め
、
集

落

(
ソ
ム
)
レ
ベ
ル
の
各

種

の
集
会

に
は
す
べ
て
顔

を
出
す

よ
う
に
し
て
い
た
。

ソ
ム
の
集

会
に
は
、
全

戸
の
住

民
が
参

加
す
る

集

会
や
、
女
性
連

合
会
支
部

の
集
会
、

社
の
人

民
評
議
会

議
員
と

集

落
住
民

の
懇
談

会
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
集
会
が
あ

る
。

そ
れ
ら

の
集
会

は
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
で
も
め
る
。

貧
困

補
助
世
帯

」

の
推
薦
順
位

を
め
ぐ

っ
て
も
め
る
こ
と
も
あ
る
し
、
農
地
区

画
整
理

事

業
で
の
土
地

分
配

の
不
公

平
を
め
ぐ

っ
て
も
め
る
こ
と

も
あ
る
。

公

立
高
校
建
設
用

地
に
と
ら
れ
た
農
地
の
補
償
を
め
ぐ

っ
て
行

政
側

と
住

民
側
が
も
め
て
、
住
民
が
説

明
会
の
途
中

で
退
席
し
て
し
ま

う

こ
と
も
あ

る
。

住
民
同

士

の
も

め
ご
と
の
仲
裁

の
し
か
た
を

め
ぐ

っ

て
も
め
る
こ
と
も
あ
る
。

ち
な
み
に
、

共
産
党
支

部
の
会
合

へ
の
出

席

は
た
い
が
い
断

ら
れ
た
が
、
よ
ほ
ど
怖

い
話

で
も
め
て
い
る
に
違

い

な
い
。

集
会

場
の
外
で
も
入
々
は
も
め
る
。

あ
る
と
き
、
行
政
村

(
社

)

の
主

催
す
る
サ
ッ
カ
i
大
会

で
暴
力

行
為
が
あ
り
、
う
ち

の
ソ
ム
の

選
手

が
け
が
を
し
た
。

ソ
ム
の
住
民

は
、
社
の
管

理
責

任
を
追
及
す

る
と
言

っ
て
、
数

日
間
に
わ
た

っ
て
人

民
委
員
会

(
い
わ
ゆ
る
村

役

場

)
の
前
で
座
り
込

み
を
し
た
。

け
が
を
し
た
選
手

の
お
姉

さ
ん
は
、

人

民
委
員

会
前

の
広

場

に
仰
向

け
に
倒

れ
て
号
泣
し
、
抗

議

の
姿

勢
を
示
す
。

そ
の
ま
わ
り
に
は
、
社

の
行

政
幹
部
に
詰

め
寄
る
住

民

が
い
る
い
っ
ぽ
う
で
、
夕
涼
み
が
て
ら
、
食
事

を
す
ま
せ
て
座
り
込

み

に
き
て
い
る
人

も
い
る
。

ひ
と
つ
の
小

劇
場
が
そ
こ
に
出

現
す
る
。

図1ベ トナム

C【AのHP(http=〃www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/vrn.html)

より作成

28InterfaceHumanities



そ
う
い
う
も
め
ご
と
に
出

会

っ
た
と

き
は
、
な
る
べ
く
自
分

の
存

在

感
を
薄

く
し
て
、
人

々
の
あ
い
だ

に
混
じ

っ
て
、
彼

ら
の
発

言
や

身

振
り

に
注
目
し
な
が
ら
、
必

要
な
メ
モ
を
と

っ
て
い
く
。
あ

く
ま

で
自

分
は
観
察

者
に
な
っ
て
い
よ
う
と
努

力
す
る
。

し
か
し
、
う

っ
か
り
す
る
と
、
自
分

自
身
も

も
め
ご
と
に
巻
き
込

ま
れ
て
し

ま
う
。

住
み
込

み
で
調

査
を
し
た
こ
と
が
あ
る
入
な
ら
、

だ
れ
で
も

経
験
す

る
よ
う
な
話

か
も
し
れ
な
い
が
、
参
与

〈
観
察

〉

が

〈
参
与

〉
観
察

に
な
っ
て
し
ま
う
場
面

で
あ
る
。

私
が
居
候
し
て
い
た
家

の
夫

婦
が
、
あ

る
と
き
ひ
ど
い
ケ
ン
カ
を
し

た
。

あ
ま
り

に
ひ
ど

か
っ
た
の
で
、
夫

婦
ゲ
ン
カ
は
人
類
学

者
も
喰

わ
な

い
と
い
う
こ
と

で
、
用
事
を

つ
く

っ
て
し
ば
ら

く

ハ
ノ
イ

に
逃
げ

て
み
た
。
と

こ
ろ
が
、
帰

っ
て
き
て
も
ま
だ
も
め
て
い
る
。

家

に
い
る

と
奥

さ
ん
の
愚
痴

を
聞
か
さ
れ
る
。

愚
痴

を
聞
く
の
は
し
ん
ど
か
っ

図2老 人会ソム支部の年次大会

た
が
、

そ
れ
で
も
私
は
彼

女

に
同
情
的
だ

っ
た
。

彼
女

の
た
め
に
何

か
で
き
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
た
り
も
し
た
。

あ
る
日
、
ど

こ
か
の
宴

会
に
招

か
れ
て
だ
い
ぶ
お
酒
を
飲
ん
で
帰

っ

て
き

た
私

は
、
野
暮

な
話
だ
が
、
夫
婦
ゲ

ン
カ
の
こ
と

で
ダ
ン
ナ

さ

ん
と

口
論

を
し
た
。

そ

の
と
き

私
は
、
勢

い
あ
ま

っ
て
、
テ
ー
ブ

ル

を
叩

い
て
相
手

を
指
さ
し
、
大

声
で
文

句
を
言

っ
て
し
ま

っ
た
。

彼

は
こ
れ
を
と
が
め
て
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
年

長
者
に
対
し
て
そ

の
よ
う
な

態
度

を
と

る
の
は
失

礼

で
あ
る
と
言

っ
て
怒

っ
た
。

と
り
あ
え
ず
、

私
が
謝

っ
て
そ
の
場
は
お
さ
ま

っ
た
が
、
居

候
の
フ
ィ
ー
ル
ド

・
ワ
ー

カ
ー
と
し
て
は
気
が
重

い
。

ち
ょ
う
ど
そ

の
翌
日
、
私

の
婚
約
者

の

祖
母
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
知

ら
せ
が
入
り
、
私

は
急
遽
ボ
ー

・
チ

・

ミ
ン
市

に
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な

っ
た
。

私
は
そ
の
旨
を
彼

に

告
げ
、
わ
だ

か
ま
り
を
う
や
む
や
に
し
て
彼
と
和

解
し
た
。

日
本
で

も
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
身

内
の
不
幸
と

い
う
も
の
は
和
解

の
き

っ

か
け
に
な
り
や
す
い
。

私

が
ボ
ー

・
チ

・
ミ
ン
市

で
の
葬
式
を
終
え
て
帰

っ
て
き
た
あ
と
も
、

夫
婦

の
仲

は
相

変
わ
ら
ず
し

っ
く
り
し
て
い
な
い
様

子
だ

っ
た
。

そ

の
後
、
二
人

の
仲
が
ど
う
な
っ
た
の
か
は
よ
く
知

ら
な
い
。

私

が
フ
ィ
ー

ル
ド
を
離
れ
て
し
ば

ら
く
し
て
、
彼

ら
は
家

を
新

築

し
た
。

私

と
ダ

ン
ナ
さ
ん
と

の
関
係

は
、
と
り
あ
え
ず
、

つ
つ
が
な

く
続

い
て
い
る
。

加藤敦典(か とう・あっふみ)

7975年 、東京生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科搏士後期課程/日 本

学術振興会特別研究員。専門は文化人類学。フィールドはベトナム。研究テーマ

は住民自治と民主化の民族誌。業績として「ベトナムにおける『民主」と村落共同体
一 『基層レベルにおける民主制度規定!の分析より」『年報人間科学』第25号 、

2004年 。
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孺聾

グ

ロ
ー

バ

ル

ヒ

ス
ト

リ

ー

の

探

求

グ

ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
、
現
代

の
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
歴

史

的
起
源

を
解

明
し
、
従
来

の
世
界

史
研

究
に
見
ら
れ
た
西
洋

中

心
史
観

を
相
対

化
す
る
試

み
と
し
て
、
内
外

の
学
界

で
注
目
さ
れ
て

い
る
。

私

た
ち

の
研
究
班
で
は
、
関
係
史

的
な
視

点
か
ら
、
ア
ジ
ア

か
ら
見
た
独
自

の
グ

ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
構
築
を

め
ざ
し

て
い
る
。

特

に
、
近

年
の
国
際
学

界
で
議
論
が
集

中
し
て
い
る

「近
世

ア
ジ
ア
」

世
界

に
焦
点

を
絞
り
、
世

界
シ
ス
テ
ム
の
形
成

・
発

展
に
お
け
る
ア

ジ
ア
世
界
の

「
相
対
的
自
立
性

」
を
検
討
し
て
き
た
。

研
究
班

で
は
、
桃
木
氏

を
申
心
と
す
る

「
ア
ジ
ア
海
域
史

研
究
」

と
連
携
し

つ
つ
、
欧

米
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究

の
第

冖
人
者
を
招
聘
し
て
、
大

阪
大
学
大

学
院
文

学
研
究
科

と
経
済

学

研
究
科

に
お
い
て

「グ

ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ

ー
・セ
ミ
ナ
i
」

(
二
日
間
)

を
開
催

し
英
語

で
議
論

を
交
わ
す

こ
と
を
通

じ
て
、
国

際
的

な
研

究
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
て
い
く
こ
と
を
重
視
し

て
き
た
。
ま
た
、

研
究
成

果
の

一
部

を
国
際
学
会

に
お
い
て
発
表
す
る
こ
と
で
、
日
本

か
ら
の
情
報
発
信

に
も
努

め
て
い
る
。

具
体

的
な
検
討

課
題

と
し
て
、
①

西
洋
中

心

の
近
代

世
界

シ
ス

テ
ム
論
に
対

し
て
、
東

ア
ジ
ア
世
界

の
優
位
と
独

自
性
を
主
張

し
て

注

目
を
集

め
て
い
る
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の

「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
学
派

」

の
近
世
史
解
釈

の
再
検
討

、
②

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
グ

ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス

ト
リ
ー
研

究

の
動
向

を
中
心

に
、
歴
史

学
、
経

済
学
、
世

界

シ
ス

テ
ム
論

、
ア
ジ
ア

・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究

か
ら
の
学

際
的
ア
プ

ロ
ー
チ

を
試

み
て
い
る
。

二
〇
〇
三
年
九
月

に
、

ロ
ン
ド
ン
大

学

の
A

・
ポ

ー
タ
ー
を
交

え

て
、

日
本

の
ア
ジ
ア
地
域

研
究
や
国
際
政
治
学

の
専

門
家
と
と
も
に

二
日
間
の
合

宿

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
富
山

で
開
催

し
、

ア
ジ
ア
地
域

研

究

(東

ア
ジ
ア

・
東
南

ア
ジ
ア

・
南
ア
ジ
ア

・
中
東

)
の
分

野
で
グ

ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
i
概
念

が
ど

こ
ま
で
有
効
性
を
持

つ
の
か
を
議
論

秋
田
茂

し
た
。

地
域

研
究

の
立

場
か
ら

は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

は
依

然

と
し
て
英

米
中
心
の
発
想

で
あ
る
と
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
以
降
、
今
ま
で
に
十
回
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
・セ
ミ
ナ
ー

を
開

催
し
て
き
た

(計
十

七
報
告

)。

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、

十
八
世
紀

の
世
界

シ
ス
テ
ム
の
理
解

と
、
そ

の
後

の
十
九

世
紀
世

界
に
お
け
る

「
西

洋

の
勃

興

」
(
パ
ク
ス
・
ブ
リ
タ

ニ
カ
)
を
め
ぐ

る
世
界

史
解

釈

が
問

題
に
な
っ
た
。

オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

の
D

・
ウ
オ
ッ
シ
ュ
ブ

ル
ッ

ク
と

ロ
ン
ド
ン
大

学
の
B

・
R

・
ト
ム
リ
ン
ソ
ン
を
招
聘
し
た

「南

ア

ジ
ア
」
(英
領
イ

ン
ド
)
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支

配

確
立

の
過
程
に
お
け
る
現
地
人

エ
リ
ー
ト
層

の
利
害
と
の
相

互
作

用

が
強

調
さ
れ
た
。
協

力
者

階
層
の
存

在
な
く
し
て
、
ア
ジ
ア
に
お
け

る
イ
ギ
リ
ス
帝

国
の
影
響
力

の
拡
張

は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

十

八
世

紀

末
か
ら
の

「
西
洋

の
勃
興

」
の
原
因

を
め
ぐ

っ
て
は
、

K

・
ポ
メ
ラ
ン
ツ
の

「
大

い
な
る
逸
脱
」
論
が
あ

る
が
、
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ

ア
学

派

の
名
付

け
親
で
あ

る

J

・
ゴ
ー

ル
ド
ス
ト
ー
ン
は
、
十

七
世

紀
に
西
欧

で
見
ら
れ
た

「科

学
革
命
」
を
通
じ
た
有
益
な
知
識

の
普

及
が
、
西
欧
と
東

ア
ジ

ア
と
の
そ
の
後

の
経

済
発
展
を
分
け
る
決
定

的
要

因
で
あ

っ
た
こ
と

を
強
調
し
た
。

J

・
ブ

リ
ュ
ワ
ー

は
、
十
八

世
紀

イ
ギ
リ

ス
の
海
軍

力
増

強
を
通

じ
た
財

政
軍
事

国
家

の
構
築

を
重
視
す
る
。
ゴ
ー

ル
ド
ス
ト
ー
ン
は
現
代

の
経
済

発
展

に
お
け
る

国
家
機
構

の
役
割
も
改
め
て
強
調
し
た
。

近
世
東

ア
ジ
ア
世
界

に
お

け
る

「
帝
国

」
支

配

(中
華
帝

国

・
ム
ガ

ー
ル
帝
国

)
と
西
欧
国
家

体
系
と
の
共

通
性
と
相
違
点

は
今
後

の
検
討

課
題
で
あ
る
。

以
上

の
セ
ミ
ナ
ー

・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
の
議
論
を

通
じ
て
、

「
比

較

」

(
O
O
旨P
で
簿
『一qりO
コ
)
と

「
関
係

性

」
(邑
㊤
dδ
口
。
二
旨
q
8
口
口
8
マ

。穿

霧

)
が
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
構
築
し
て
い
く
上

で
の
キ
イ
概

念
で
あ
る
こ
と
、
そ

の
両
者
を
ど
の
よ
う
に
絡

め
て
歴
史

の
全
体
像

を
描

く
か
が
重

要
で
あ
る
こ
と

が
改
め
て
確
認

で
き
た
。

二
〇
〇
三
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年
十

一
月
に
は
、
山
下
範
久

の
新
著

『世
界
シ
ス
テ
ム
論
で
読
む
日
本

』

(
講
談
社

選
書

メ
チ
エ
)
を

め
ぐ

る
拡

大
書

評
会

を
実
施

し
て
、
世

界

シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
日
本

の
位

置
づ
け
を
、

比
較
史

と
関
係
史

の

観
点

か
ら
論

じ
て
い
る
。

グ

ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
考
え

る
上
で
、
研
究

の
射

程

・
構

想
の

雄
大

さ
と
同
時

に
、
当
然

、
歴
史

研
究

と
し
て
の
実

証
的
な
史

料

収
集

・
分
析

の
両

方
が
必
要

で
あ

る
。

私

個
人

は
、
十

九
世
紀

に

み
ら
れ
た
イ
ギ
リ

ス
の
世
界
的
な
影
響

力
を
前
提

に
し
て
、

一
九
三

〇

1

五
〇
年
代

の
ア
ジ
ア
国
際
秩

序
を
イ
ギ
リ
ス
帝
国

と
関
連

付

け
て
再
考
す
る
作
業

を
、
同

時
に
行

っ
て
い
る
。

毎
年

夏
に
は
、

ロ

ン
ド

ン
・
シ
テ
ィ
の
ど
真
ん
中

に
あ

る
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行

に
通
い
、

地
下

の
ア
ー
カ
イ
ヴ

で
ス
タ
ー
リ

ン
グ
圏
と

ア
ジ
ア
諸

国
関
係

の
第

一
次
史

料
を
読
み
あ
さ
っ
て
い
る
。
実

証
面

で
勝
負
し

つ
つ
、
構
想

と
展
望
を
め
ぐ
り
内
外

の
研
究
者

と
広
範

に
対
話
す
る
。

世
界
史

講
座

の
メ
リ
ッ
ト
を
生

か
し
て
、
新
た
な
研
究
領
域

で
あ
る
グ

ロ
ー
バ

ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
可
能
性
を
さ
ら
に
考
え
て
い
き
た
い
。

「

グローバルヒストリー・セミナーの招聘講師 デニス・プリン氏と、16世紀に世界有数

の銀産出を誇った生野銀山(兵庫県朝来市)を訪ねて

ロンドン・シティのイングランド銀行

秋 田 茂(あ きた・しげる)

広 島県福山市出身。 広島大学大学院文学 研究科(西 洋史 学)後 期課程 中退。1985

年から2003年 まで、大阪外国語大学外 国語学 部 ・地域文化学科勤務。2003年10

月より本学文学研 究科世界史講座教授。1994-95年 、zaoi-oz年 ロンドン大学歴

史学研 究所 ・LSEで 在外研究。

主要著 書:「イギリス帝国とアジア国際秩序」(名 古屋大学出版会、2003年 〉;

(ed.1GentlemanlyCapitalism,ImperialismandGlobalHistory

(LondonandNewYork;Palgrave,2002)。

31 InterfaceHumanities



廴

「
山

、

ナ

こ

評

レ

、}

、

診

ニ

デ

'

'

ガ

ノ

イ

《編集 後。己冫 一

(アイス)コ 、ユニケー ノヨ/の 問 題は 「イノターフェイスの 人文学 」の中て も 一 匹

=当初 力b大 きなアーマとなってLた 。 今年 、その目標 を受 け継 く形て 人 阪

大学 内1新 部 局 「コ、ユニケー ノヨノァサイ/セ ノター」力発足 した そ_て

1・te・faceH-ue・ ・6・よ …=ケ ー・・/鰔 り立ノせる技 と知 ・隼 ・ 能

を当て 特集を組んてみた さまさまな事情て難産となった今号てあるカ そ
2艶

の分 読み応 凡も十分 力と考Kる 編 集 執 筆1関 わってLた たけ 者氏1
冒》

Lよ り感謝 申し上 けます。(金 水)、 →
掴 汽孝 帽 馬 丶 ■ ら サ

く へ

転 ゼ ご託 ,
騨 デ 臨 誰 ㌧で



妻

.診

..輒
、竃
爵

: 1掘1.

大阪 大学21世 紀COEプ ロ グラム

「イ ンターフ ェイ スの 人文学 」ニュー ズ レター

InterfaceHumanitiesO6

OsakaUnivcrsiry

The21stCenturyCOEProgramNewsletter

InterfaceHumanitiesO6

発行=「 インターフェイスの 入文 学」研究 開発 委員 会

編 集長=三 谷研 爾

編 集=金 水 敏 本間直 樹 山中浩 司

ロゴデザ イン=奥 忖昭夫

編 集協力 ・取 材'=彩 都 メデ でアラボ 株式 会袿

デザ イン・レイアウ ト=西 田優子

撮影=久 保田美生

印刷=岡 付印刷 工業株式 会社

発(f日=2〔 〕05sF】O厂 】21f.1

PublishedbyCOGCummiuceInterfaceHum;mitics

Chicfcdimr:KcnjiMITANI

Edi【(xs:=Sa【oshiKINSUI,NaokiHOMMA,HiroshiYAMANAKA

LogesDesigner.AkioOKUAAURA

Gdiutrialadvisor.SairoMediaLabCo.,Lul.

Gr叩hicDご5igncr:YukoNISHIDA

Photographs:MioKUBOT'A

PrintedbyOkanuiraPrintingIndunricsCo.,Ltd.

PublishedonOctober21,2005

連 絡 先=〒5GO-8532豊 中 市 待 兼 山 町1-5

大 阪 大 学 大学 院 文学 研 究 科 内

「イン ター フェ イスの 人 文 学 」事 務 届

Phone=OG-G850-6ア16

Fas:OG-6850-6718

http://ｫww.let.osaka-u.acjp/coe/

coeof}ice@let.usaka-u.ac.jp

Contactaddress:InterfaceHumanitiesOffice

Sci℃oolofLc【 【er5辱 く)5akaUni、FerSli【}r

ト5Machikancyam・1・ch・,]by・naka,Osaka5GO-8532

Phone:+ril-G6ri50-C,716

Fax=:81-6-6850-6ア18

http://aww.lct.osaka-u.ac.jp/mr/

coじ 一 〇flicc@let.o～aka-u.ac.ip

幽
、

■
「9の

圃
;

汐■
2
.

二

二
冒
.}
.曽
卩酒
↓
薫

」

喝
∵

「

二
、
.
`

.g

津

r

齟由

歪



謝
幗

蕉

寮

㊥


	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf
	007.pdf
	008.pdf
	009.pdf
	010.pdf
	011.pdf
	012.pdf
	013.pdf
	014.pdf
	015.pdf
	016.pdf
	017.pdf
	018.pdf
	019.pdf
	020.pdf
	021.pdf
	022.pdf
	023.pdf
	024.pdf
	025.pdf
	026.pdf
	027.pdf
	028.pdf
	029.pdf
	030.pdf
	031.pdf
	032.pdf
	033.pdf
	034.pdf
	035.pdf
	036.pdf

