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まえがき

山口 修

本 書 をもって 「映像 人文学」なる学 的知 の新 しい領域 を提 唱 し、あわせ てい くつ かの重要 な問題

領域 を提示 す るだけで なく、具体 的に 「インターフェイス」的 な活 動 に従事 す るこ とによ り人文学

的 な知の領域 を拡大 す るこ とを意 図す る。

「映像」はビデオな どの動 画 に限 定すべ きで はな く、静止 画像 、そ して その重要 な一端 を占め る

「文字」に も映像人文 学的 な眼差 しを向ける必要 があ る。そ こで本書 の場 を活用 して、異 なる種類

の文 字や言語 表記 の問題 に映像人 文学 的 に切 り込む ことを試み た。ただ し、紙数 の制限 な どもあ

ってベ トナム語 を本 書で扱 うことはわず かしか で きなか ったの で、この問題 をあ る程 度 は解 決 で

きた本 報告書 シリーズ第1巻 をあ わせ て参照 され たい6ま た、全8巻 に共通す る付 録DVDは 本書

との相 補的 な関係 にある表現 媒体 であ るか ら、あ わせ て ご覧 い ただ きた い。
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Foreword

YAMAGUTIOsamu
●

Withthispresentvolμme,weintend
.tomakeaproposalforthevisual

humanities,anewdisciplinaryfield,therebyprovidinganaggregateofsubject

mattersinthisfieldaswellasshowingthepotentialitiestoenlargetherealmof

humanintellectbywayofengagingourselvesin"lnterfacial"activities.

"Thevisual"inhumancultureisheremeanttocovernotonlymoving

imageslikevideosbutalso"stillimages『Thelatter,asamatteroffact,includes

scripts,charactersorlettersasaresultofhumanculturalcreativeness.Therefore,

wehaveattemptedtoapproachthisaspectofthevisualfromperspectivesofthe

visualhumanities,whichresulted,thoughtoalimitedextent,inamulti-lingual

presentation.InthecaseoftheVietnameselanguage,however,wehavemadeuse

ofthefirstvolumeofthispublicationseriesratherthanthispresentvolumesimply

becauseofthepaucityofavailablep.ages.Inaddition,aDVD,asanappendixtothe

entireeightvolumes,canalsobereferredtoasacomplementarymeansf6rour

communicationwiththereaders/viewers.
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[nterfaceHumanities

Group6

映 像 人 文 学

第1部

国際フォーラム

「映像の力 日越両国文化の比較と交流のために」
PartlInternationalForum"PoweroftheVisual:

TowardsaCulturalComparisonandExchangebetweenVietnamandJapan"

D11



本 報 告 書 第 一 部 で は 、 こ の フ ォー ラ ム の 一 部(次 の 表 の な か の*印 を 重 点 的 に)を 抄 録 す る 。

他 の 部 分 お よ び フ ォ ー ラ ム 全 体 に っ い て は 報 告 書 第1巻 お よ び 報 告 書 第8巻 映 像 ・音 響 記 録DVDを 参 照 さ れ た い 。

Partlofthispresentvolumeisanextractreportoftheforumshownbelowwithemphasisupontheparts

withasterisks.Forotherportionsaswellasfortheentireforllm,thereadersareencouragedtorefertoVbl-

11meloftheCOEreportseriesandtheDVDasvolumeS.

Dates:2003August31(Sunday)andSeptemberO1(Monday) V6nue:VJCC(VietnamJapanCooperationCenter)

第 第1部 映像の力を人文学に活用する可能性を探求する その1
1 SessionlTowardsutilisingthepowerofthevisua【inthehumanities;ParU
日 Chair:YAMAGuTIOsamu(Professoremeritusofmusicology&seniorresearcherforCOE,OsakaUniversity)

午
晶 基調報告 *山 ロ 修 「映像入文学の提唱」
削 keynotespeech YAMAGUTIOsamu

"Aproposalforthevisualhumanities"

映像データバンク *PANGHoanhLoan 「ベ トナム音楽データバンクの概略」
プレゼンテーション (DeputyDirector:Vietnamese

"A
noverviewofthedatabankonthefolkmusic

databankpresentation InstituteforMusicology) andtraditionalperformingartsofVietnam"

映像作品上映 「越 日音楽の過去 ・現在 ・未来」

Roundtablereportandcomparativevideopresentation"Past,present,andfutureofthemusicsofVietnamandJapan"

1ベ トナム雅楽(ニ ャーニャック)と 日本の雅楽

CourtmusictraditionsofVietnamandJapan:刀 酸 η加cversusgaga加

報 告 *徳 丸吉彦TOKUMARUYbsihiko 「インターフェイス的学問としての民族音楽学」 videoof

report (Professorofmusicology&cultural
"Eth

nomusicologyasaninterfacialdiscipline= 幽 即1ヒα

policy,UniversityoftheAir,Japan> twocasesforVietnam"

報 告 *T6NgQcThanh 「ニャーニャックと雅楽 一 共通の関心事 一 」 videoof

report (President,Associationof ハ晒互η加c and即8欲 ロ=acommoninterest nカ5η加c
.

VietnameseFolkloristslmusicology)

2 両国の少数民族の音楽一 ゲアン省ターイ社会と北海道アイヌ社会

Lifeandmusicofthe ethnicminoritiesinVietnamandJapan:theThaiinNgheAnprovinceversustheAinuinHokkaid6

報 告 山口修 「アイヌの場合」 videoof
.

report YAMAGuTIOsamu ThecaseoftheAinu theAinu

報 告 *NGUY苣NvanHuy 「ベトナム民族学博物館における視覚資料の役割」 videoof

report (Director,VietnamMuseumof Theroleofvisualmaterialsintheactivities theThai

Ethnology,ethnology), attheVietnamMuseumofEthnologソ

午 第2部 学術討論会1「 インターフェイス人文学と映像人文学への提言」

後 Session2Academicseminar1="lnterfacehumanitiesandvisualhumanities=proposals,definitions,andpossibilities"

Chair=MoMoKIShir6(ProfbssorofAsianhistory,OsakaUniversityGraduateSchoolofLetters)

第 第3部 映像の力を人文学に活用する可能性を探求する その2
2

日
Session3Towardsutilislngthepowerofthevisualinthehumanities=Part2Chair:YAMAGUTIOsamu

スライ ドデータバンク *肥塚隆 「美術史研究における画像データ援用の試み」
午
ユ プレゼンテーション KoEzuKATakashi(Director,Museumof ``Ph

otodataandthestudyofarthistory;
目ll slidedatabankpresentaUon OsakaUniversity:professorofarthistory) anexperimentalproposa1"

スライ ドプレゼンテーション *藤岡穣 「文化交流の足跡を示す美術作品への日越共同研究に向けて」
slidepresentation FuJIOKAYutaka(Associateprof6ssorof ``Searchingfortracesofinterculturalexchanges

arthistory,OsakaUniversity>& asQbservedinartworksfromVietnamandJapan
L盒ThlLien(Professor,VietnamInstitute inresearchcooperaUon"

ofArchaeology)

午 第4部 学術討論会2 「譖られるものと番かれるもの 若手による日越の文化比較と共同研究」
後 Session4AGademicseminar 2="Thespokenandthewrittenin.culture=interculturalcomparisonandcooperationbyyoungscholarsof.

Vietnam(inJapanese>andJapan(inVietnamese)"

Chairs=MOMOKIShir6&L£Hoang(Pro艶ssor,HanoiUniversityofForeignLanguages)

OrganisedbyOsakaUniversity21stCenturyProgram"lnterfaceHumanities"(OsakaUniversityGraduateSchoolofLetters,Gradu-

ateSchoolofHumanSciences,GraduateSchoolofLanguageandCulture)inassociationwiththeMuseumofOsakaUniverslty
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映 像 人 文 学 の 提 唱 山口 修

Proposalforthevisualhumanities YAMAGUTIOsamu

過去30年 ほ ど音楽 学徒 として人 生 を歩 んで きた経験 か ら得 た知見 に よ り、 ここに映像人 文学

なる新 しい学問領 域 を提 唱す る。 その30年 は、視聴 覚 機 器の テクノロジーが飛 躍 的な進歩 を遂

げた時期 で あ り、そ れが私 の 思考 に大 き く影 響 をお よぼ した こ とは明 らか であ る。す で に公 表

した二つ の新 しい学問領域 、 す なわ ち未 来指 向性 お よび社 会 との互恵 関係 を重 視す る 「応用音

楽 学」(山口2000)と 人間文化 の見 えに くい側 面 に切 り込 む ことを目的 とす る 「わざ学」(山口;近

藤2000)と 並 ぶ三つ 目の ものであ る。

オ ングに よる対概 念 「口頭性/書 記 性」を文化 理解 のため の有効 な出発点 とし、思考 を拡大 し

てゆけば、人 間の 「知」の領域 が少 な くとも三 つの種類 に分 かれ るこ とに気 づ く。 す なわち、相

互 に排 他 的 とい うよ りもむ しろ相互 に重 な りあ う 「身体 知」「書 記知」そ して 「映像 知」であ り、お

そ らく近い将 来 には 「メデ ィア知」が 第四の知 として大 きな意 味 を もつ ようにな るだろ う。

また、静 止画 や動画 を包括 する映像 に は、人類 文化 の始原 的な段 階以来 い まで も「移動性 」と

い う性 質が備 わ ってお り、そ れを書記 的 に、あ るいは録音 録画 の技 術 に依存 して 「固定 性」へ と

変化 させ るにつれ 、新 た な映像 の性 質 と して 「遍在 性(時 空 自在 性)」が重要 な問題 として浮上 し

て きてい るので、 それ らを深 く関連づ けなが ら考 察す る うえで、 映像 人文学 はそ の存 在価値 を

主張 する こ とがで きる。
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Stimulatedbybeinginvited,aftermyretirement,tocontinuetobeanactive

memberoftheOsakaUniversity21stCenturyCOEProgram`IInterjaceHumanities",

Idecidedtoproposeanewdisciplinaryfield,"visualhumanities".Thispaperprimar-

ilyaimstoattemptatheoreticalframeworklbrthis且eldmainlyonthebasisofwhatI

haveexperiencedduringsomethirtyyearsof田yprof6ssionalcareeLThistimeperiod,

infactcoincidespreciselywiththeremarkabledevelopmentofaudiovisualtechnology;

whichhasinturnaf免ctedmythinkingdiscussedbelow

Firstofall,anothernewdisciplinaryfield"interfacehumanities",aspro-

posedbythecoremembersofthewholeCOEprogram,canbeinterpretedassome-

thingbroaderinscopethanthetraditionalhumanitiessinceitisintendedtoshed

lightuponthoseaspectsofcultureaswellasthoseperspectivesand/brmethodologies

whichhaveremain←dreladvelyuntouchedinthetraditionalhumanities[Figurell・With

asomewhatsimilarmotivation,Imysehlonceattemptedtoconstructaframeofref邸

encefbrmy.understandingofcultureingeneral[Figure2],bywhichIinitiallyintended

torelatemyownmusicologicalactivitiestosocietyatlarge-indeed,anintentiontoem-

phasisetheimportanceofmaintaining"interfacial"connectionswithvahousaspectsof

cul加rera出erthansimplystickingtomusicitse廿 跏d,atthes㎜eUme,tojus⑳my

pro免ssionalactivitiesassomething"interfacially"meaningfultovarioussectorsofsoci-

etybothdomes廿candoverseas.

Thistheoreticalthhlkinghas,infact,ledtotwoproposalsfbrnewdiscipHnary

fields.Oneis"appHcativemusicology",whichismeant,byde且nition,tobefuture一
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orientedbywayofkeepingreciprocal(and,therefbre,interfacial)relationswith

societylThiscontrastswithtwoothersubdivisionsofmusicology:1)historicalmu-

sicology(whichdealsmainlywiththepast);and2)comparativemusicology(which

dealswiththepresent(YAMAGuTI2000).Theotheris"凧 鰕studies(technetics)"

(YAMAGuTI;KoND62000)[Figure31,whichaimsto.investigatethataspectofculture

andhumantechnicalitieswhichhasnotyetbeenfullyunderstood,thoughtosome

extentexplainedas"tacit㎞o輌ng"byMichaelPO㎜(PO圦NYI1966)orbymeans

of"affbrdancetheory"byJamesJeromeGIBsoN,particularlyinhis7乃 θ θcolb即 鰄 妙

ρro∂c血 友)1η's召躍 ραcβ ρ面oπ(GIBSON1979)。Therefbre,thispresentproposalofmine,

athirdone,istobeunderstoodashavingmuchtodowitheachoftheprevioustwo.

Hereafter,Ishalltrytobringf6rthseveralpointsofdiscussionsothatsome,

ifbynomeansall,oftheassumedlyimportantissuesofthevisualhumanitiesmaybe-

comeclearlyouthnedand,asaresult,de且nethenewdisciplinaryfield.Bydoingso,it

isalsohopedthatalltheactivitiesofGroup6"VisualHumanities"mayreasonablybe

justmedbythemselveswithinthewholeschemeof"InterfaceHumanities".

W6canstartbyreconsideringthemeaningofouraction"tofεel"[Figure4].

Whenwefbelsomething .physically;itbasicallymeansthat"斑ehearsomething","we

seesomething","wetastesomething","wesmellsomething",or"wetouchsomething"

[Figure41.Thesensationsineachcasearefbltwiththesensualorgansand,then(orat

thes㎜ehme),theybecomeimpressedin出ebodyandmemodsedtovaryingdegrees

ofimpact[Figure5].Whatisculturallysign愉cantisthathumansexpre6ssomething
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asthebasicsofhumanbehaviourindailyl漉aswe11asinnon-dailyl漉hkeartistic,

religiousandacademicactivities.Thisdichotomyitsehlisalmostidenticaltoanother

``Perceive(PercePt)versusconceive(concept)"[Fig
ur(ラ6亅.

Next,wemustpaymoreattentiontoouractionof"seeing"andtheres111ts

thereoffbrthepurposeofexploringintothevastareaofhumanintellectimperative

illconsideringthenecessityofestablishingthevisualhumani廿es.Perhaps,twoofthe

mostcharacteristicallyhumanproductsderiving丘omseeingmaybesaidtoinclude

drawings,sketches,pictures,pain廿ngsontheonehandandcharacters,letters,scripts

andthelikeontheother[Figure7].Hereitshouldbenotedthataclear-cutborderhne

betweenthesetwohumanproductsisimpossibleo鵡ratheちunnecessarylItisbecause

thesetwokindsofhumanproductsareoftenoverlappedorevenintegratedintoone

fbrm-agoodex哉mplewouldbewhatiscalledpictographorhieroglyph,wher6pictu1㌔

esqueliningsdof6rmcharactersthemselves.Notwithstanding,itisequallyworthwhile

tonotethattherehasbeenagradualtendencytomove廿omconcretedepictiontoab-

stractexpressioninthefbrmationofvariouscharactersandletters.

Here,wemusttakenoteofaninterestingproductofmankind,namelylan-

guage.Languageisprimarilysomething,whichisnotvisible;insteaditissomething

audible,asonicphenomenonthatisculturallysign姐edbymeansofphonetics,pho-

nemics,morphology;andmanyotherHnguisticmechanismsgenerallycalledgrammaち

whichis,important塩culturallyboundtoparticularcultures.Thisacoustichuman

productitself,howeve鵡canbethoughttobebased,atleastinportion,uponthehu一
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manconcep廿onofthevisual,whichαdstsintheenvironmentwherepeopleUve.The

mosttypicalexamplesoftherelated口essoflanguagewiththevisualareideophones

(vocabulariesorspeechexpressionstodescribestatesorprocessesofmatterssurr

roundinghumans)andonomatopoeia(basicalb㌃speechimitationsofsonicphenomena,

buttosomeextentdescriptionsofvisualsensations).

Whenlinguisticutterancesbecomefb【edtocharactersonapieceofpaper

oronatombstone,whichisindeedaveryvisualandeff6ctivewayofattractingpeople'

sattentioninonewayoranothe蔦thenthereahsesanareaofhumanproduc廿onwhich

maybedoublyinterpretedbyhumansofagivensociety;6fnatureandevenofthecos-

mos.Thefirstinterpretationisthatspokenwordsorutterancesthemselvesareresults

ofhumanperceptionandconceptionofthestimuhfromoutsidethehumanbodylThe

secondisthatvowelsandconsonantsconstitutillgtheutterancesareinterpretedinto

characters.Her6,weshouldbegratefultoWalterJ.ONG,whoclearlyproposedanim-

portantdichotomouspairofterms"oralityversushteracy"asa6trategyfbrhumanists

tounderstandhumanculturesatIarge(ONG1982).Here,somethingspokenoruttered

(theoralororality)andsomethingwrittendo㎜(thehteralorliteracy)areluxtaposed

sincetheyeachhavetheirownsign田cancetohumancultureandch瞳1isation.For

instance,whenwecomparedailydiscoursewithwrittendocumentsororal「literature

withwrittenliterature,wenoticeadras廿cshiftofouractions丘omhearillg/listeningto

seeing/reading[Figure81.

ONG'sdichotomyisagoodstartingpointinorderfbrustolaunchournew
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丘eldofacademicinterest【Figure91.First,hisconceptoforalitycanlegitimatelybeex-

pandedtocovernoton】yoralcommunicationbutalsoevenallhumanbehaviourthat

isexecutedbyvariouspartsofthebodyTbdescribethis,Iproposetheterm"somatic-

ity".Characteristictothisrealmofhumanintellectismobilitysinceoralandsomatic

communicationarefu缶11edhereandthere,ornowandthen,eachtimeandateach

place,directedtoaparticularpersonorapardcularcircleofpeople.Incontrast,Htera尸

cy;whichisalmostidenticaltotheFrench6㎝'血 π θ(aIoanwordinJapanese),ischarac-

terisedbyfbdtyinnatureand,theref6re,canattainthepurposeofcommunica廿onany

timeandanywheretoanunlimitednumberofpeopleaslongastheresultofwriting

down,drawing,orevenconstructingaphysicalmatteriskeptandsho㎜toanypeople

whounderstandthemeaningembeddedinit.

Here,itcanbepointedoutthat,sincethe19thcenturywhenthetechnology

ofphotographyandaudiorecordingcameintoexistence,humanshaveincreasingly

madeuseofwhatONGcalls"secondaryorality",whichheexempli且eswiththecaseof

recordingsthat且xsomethingwhichwasutteredandcanbereplayedevenlongafter

theoriginalincidentofthatwhichwasuttered.Particularlyimportantisvisualtechnol-

ogybecauseitdevelopedfromstillphotographytocinematography【Figure10].Itis丘)r

thisreasonthatIamnowtryingtogobeyondONG'sdichotomytoincludemorethan

twoconceptsinourunderstandingofhumanintellect.Forthetimebeing,addingthe

conceptof"visuality"wouldbesuf且cetowidenourperspectiveinunderstandinghu-

manculture.Nevertheless,wemayhavetoconsiderotherfactorsinthecourseofthe
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rapiddevelopmentandchangeinhightechnology;whichisyettocome[Figure11].

Atthisperiodatthebeginningofthe21stcentury;whendigitaltechnology

seemstobedrasticallydeveloping,wenoticeathirdねctorattachedtothemodeofhu-

mancommunication,namely"ubiquity"incontrastto"mobility"and"fbdty"mentioned

above[Figure12LTheInternet,mobiletelephonesandtheHkearebecomingincreas-

inglyimportantininfluencingourbehaviourToputitinanotherway;moreandmore

inf6rmationisbecomingavailabletoustotheextentthattheterm"ubiquitous"gains

greaterimportant,althougharealfbrmofubiquitycanneverbeattained.

〈代 表 者 ・名誉 教 授 客 員 教 授 特 任 教 員(COE)音 楽 学 〉
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ベ トナム音 楽 データバ ンク ダン・ホアイン・ロアン

Anoverviewofthedatabankonthefolkmusicandtraditional

performingartsinVietnamD呑NGHoanhLoan∫

Inthefirst45yearsofoperationoftheVietnameseInstituteforMusicolo-

gy(1950-1995),whetheratwarorinpeace,wewenttoruralcommunestorecordand

collectthepreciousculturalheritageofthenation.Oureffo士tshaveresultedinacol-

1ectionofdiversemusics,includingtraditionalandfolkmusicof54ethnicgroups

acrossthecountry.

In1995,whenthecountrystartedtorebuild,doorspreviouslyclosedwere

openedtotheworld.Therefore,newdemandsandstandardsforarchivework

emerged.Thesechangesworriedusbecausetodate,ourmusicarchiveCouldonly

serveresearchersasmaterialsforcomparison.W6couldnotproduceaudioproducts

ofhighquality:Inaddition,thequalityofourpicturearchivewasalsoveナypoor.In

1992,0urinstitutecouldonlyrentanormalcameraM1000torecordforafewhours.

Howshouldwecarryoutfieldworktorecordmusiconaudio-andvideotapesofhigh

quality2Thisremainedanuna耳swerablequestionforus.Then,wewereprovided

withanoPPortunity;

In1997,undertheauthorisationoftheVietnamesegovernmentandMinis-

tryofCultureandInformation,ourinstitutereceivedequipmentfromtheJapanese

governmenttopreservetraditionalmusicanddances.Theequipmentwasinthe

formofηoη 一refundableculturalaiddonatedinthe1996financialyear.Theequip-

ment,includingcars,wastobeusedinfieldworktocollectandpreserveVietnamese

folkmusicandtraditionaldances.

Theequipmentincludedthreeprofessionalcameras,aprofessionalediting

table,abrof6ssionalsoundrecordingnetworkandastrongall-terrainvehicle(Video1:

equipment).Withthisequipment,inthepast6yearsfrom1998to2003,wehave

spentmostofourtimeandresourcesconductingaseriesoffieldworkstomanycom-

munesin60provincesandcitiesacrossthecountry」W壱haverecorded416video-

tapesandmorethan500audiotapesofdifferentfolksongs,musicanddancesaswell
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asfestivals.Alsoduringthatperiod,wehavecollectednearly200differenttraditional

musicalinstruments,whicharenowondisplayintheshowroomattheinstitute(Video2).

Duringthesameperiod,wewereinvitedtowritereportsfortheDatabank

onTraditional/folkPerf6rmingArtsinAsiaandthePacificasplannedbyACCU(Asia/

PacificCulturalCentreforUNESCO).Thisbookstipulatedthatweshoulddevelopa

databankofourselvesinVietnam,calledDatabankonFolkMusicandTraditional

PerformingArtsofVietnam,whichwillbefurtherexplainedinthisreport(Illustration

3:somepagesoftheAsiaDatabank).

In2001,tworesearchersfromourInstituteattendedRVMV;atraining

workshoponfieldworkexperiencesorganisedbyProfessorYAMAGuTIandhiscol-

leagues.Aftertheworkshop,whichincludedfieldwork,theyreturnedwithmany

usefulexperiencesindocumentation,whichtheylearned,fromtheprofessors.

These.newexperienceshavebeenexchangedanddiscussedalnongthemembersof

ourResearchDepartment.Asfromthen,wheneverwewereoutonfieldwork,weof-

tensaidthatwear6goingtouse"Japanesemethods".Asamatteroffact,Japanese

fieldworkdocumentationisfullydone.

"Beginningisthedifficulty"
.WethankthegovernmentsofVietnamand

Japanfortheirspecialsupportaswenowhavearich.collectionofaudioandvideo-

tapesofinternationalstanding.Thankstoourinitialsuccesses,wecontinuedreceiv-

ingsupportandassistancef亡omtheMinistryofCultureandInformationintermsof

modernequipmenttohelppreserveourrecordsontoCD,VCDandDVD.Therefore,

stemmingfromthishistoricevent,weoftensaytheperiodfrom1997to2003isthe

"periodofdevelopment"
.

Withacompletesetofequipment,theresultsoffieldworkandthediverse

archivesobtainedwereofahighqualitybuttheproblemremainedastohowtomake

useofthesematerialsindailylife.ThepublicationbyACCUoftheabove-citedData-

bankonTraditional/FolkPerformingArtsinAsiaandthePacifichasencouragedus

tosubmittotheStateourprojectoftheDatabankonFolkMusicandTraditionalPer-

formingArtsofVietnam.ThβprojectwasapprovedandinvestedbytheMinistryof

CultureandInformationin2002.Thisf6asibleprolecthascontributedtothepreser-

vationanddevelopmentofVietnam'sculturalidentities,whichwillserveasthefoun一
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dationforculturalexchangesamongdifferentcommunities,regionsandonanation-

widescaleaswellasexchangewithothercountriesintheworldasstipulatedinthe

resolutionofthegthNationalCongressoftheCommunistPartyofVietnam.

Theprojectconsistsoftwoparts.

PartIistechnologicalequipmentAcompletecollectionofmoderntechnological

equipmelltwillbeusedtomanagethedatabank.Thisincludes:

1.Inputequipment(Eg.4:diagram):includingsoundandvideotapeplayers

andequipmentfortextediting(computerwithwordprocessingsoftware).

2.AIIth臼inputequipmentwillbelinkedtoadecodingnetwork(E.g.5:dia-

gram):Thisnetworkconsistsof4differentsections;namelyavideoprocess-

ingstation,anaudioprocessingstation,ametacordtransfermachineanda

databankwheredocumentsarestoredinDVDRAM.

3.Afterthedocumentsarecoded,theywillbeautomaticallytransferredto

thearchivenetwork(E.g.6).Fromthearchives,thesignalswillbesenttoda-

tabankuserstationswhereourend-userscanexploreourpicture,soundand

textdata.Theoutputnetworkcanalsoservetheclientswh.owishtobuyour

archives.

PartHisthedataitselfInordertomanagethewholesetofarchivesofpictures,

soundsandtextsofourfolkmusicandtraditionalperformingartsofVietnam,wear-

rangeanddivideourarchivesofmorethan10,000hoursofaudio-andvideotapesof

Vietnamesefolkmusicandtraditionalperformingartsintothreediff6rentcategories.

CATEGORY1=

Signalsoffglkmusic,songsandtraditionalperformingartswith7items:

1)folksongsandmusic;2)traditionalprofessionalmusic;3)royalmusic;4)opera

theatreandf61kperf6rmance;5)traditionalprof6ssionaldances;6)Vietnamesepup-

petry;and7)professionalmusicinstrumentsandorchestras(E.g,7-demo,1minute).
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CATEGORY2=

Signalsofaudio-andvideotapesofprogrammesoffolkmusicandtradi-

tionalperformingartswith8items:1)audioandvideoprogrammesoffolksongsof

differentethnicgroupsinVietnam;2)thoseoffolkmusicofdifferentethnicgroups

inVietnam;3)thoseoftraditionalprofessionaltheatresinVietnam;4)thoseoftradi-

tionalperformingartsofdifferentethnicgroupsinVietnam;5)thoseoffolkdances

inVietnam;6)thoseofpuppetryinVietnam;7)thoseofamixtureofdifferentartsin

Vietnam;and8)ppublicationsoffolksongsandmusicofdifferentethnicgroupsin

Vietnam(E.g.8-demo,1minute).

CATEGORY3=

DocumentsrelatingtofolkmusicandtraditionalperformingartsofViet-

namwith7items:1)documentsrelatingtoresearch,analysisandcriticism;2)pro-

filesofartists,actorsandactresses;3)fieldworkreports;4)ancientlettersanddocu-

ments;5)bookpublications;6)archivephotographs;and7)mmusicalnotations(E.g.

9-demo,1minute).

Allthesectionsanditemsareinterfacedwithoneanothercloselywithinthenetwork.

ItwillhelpusersgetdetailedinformationoftheproductsanddataintheDatabank.

Itisplannedthatattheend6fDecember2003,theDatabankwillbelaUnched

intothewebsiteofourInstituteundertheaddress:http:〃Vn-style.com!へdln∠TheDa-

tabankwillfacilitateculturalexchanges,thuspromotingmutualunderstandingand

integrationintoothercountriesintheworld.

VietnameseInstituteforMusicology
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Listofdatasheetforms(27forms)

#contentsofthedatasheets quantity

1 Form1;forfolksongs 2datasheets

2 Form2:forfolkinstrumentalmusic 1datasheet

3 Form3:fortraditionalprofessionalvocalmusic 1datasheet

4 Form4=fortraditionalprofessionalinstrumentalmusic 1datasheet

5 Form5:forcourtvocalmusic 1datasheet

6 Form6;forcourtinstrumentalmusic 1datasheet

7 Form7:fortraditionalstages 4datasheets

8 Form8:forfolkdances 2datasheets

9 Form9:forpupPetry 1datasheet

10 Form10:formusicalinstruments 1datasheet

11 Form11:fororchestra 1datasheet

12 Form12:programmesoffolksongsonCD,VCDandDVD 4datasheets

13 Form13=programmesoffolkmusiconCD,VCDandDVD 2datasheets

14 Form14:programmesofprofessionaltraditionalmusicofVietnamonCD,VCDandDVD 1datasheet

15 Form15:programmesofVietnamesecourtmusiconCD,VCDandDVD 1datasheet

16 Form16=programmesoftraditionaltheatresofVietnamonCD,VCDandDVD 1datasheet

17 Form17=programmesoftraditionalperformingartsonCD,VCDandDVD 1datasheet

18 Form18=programmesoffolkdancesonCD,VCDandDVD 1datasheet

19 Form19=programmesofpuppetshowsonCD,VCDandDVD 1datasheet

20 Form201programm6sofvarietyofmusiconCD,VCDandDVD 2datasheets

21 Form211fordocumentsforresearch,analysisandcriticism 1datasheet

22 Form22:forprofilesofartists,actorsandactresses 1datasheet

23 Form23:forfieldworkreports 1datasheet

24 Form24=forancientdocuments 1datasheet

25 Form25=forpublication 1datasheet

26 Form26:forarchivephotographs 1datasheet

27 Form27=formusicalnotationdocuments 1datasheet
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ラウンドテーブル報告とビデオ上映 一 越 日音楽の過去 ・現在 ・未来一

山口 修

1994年3月 に首都 ハノイおよび古都 フエで 開かれ た無 形文化 遺産保 全 ・育成 会議 に出席 してい

た トー ・ゴク・タイン、グエ ン・ヴァン・ブイ、徳 丸吉 彦、山口修 の 四人 は、9年 半後 に大阪 大学21世

紀COEプ ログラム 「インターフェイスの人文 学」が主催 す る国際集会 の場 で共同報 告す る機 会 を

与 え られ た ことに感 謝 の意 を表 した。また、一対 の具体 的 なプロジェクト[Figure1]が それぞれ

「映 像記 録化 」とい う映像 人文 学 のなか の一側 面 を重 視 して展 開 して きた し、そのす べ ての段階

で 両 国お よび異 な る分 野 の専 門家 や文化 の 担 い手 たちが まさに 「顔 と顔 をつ き合 わせ るインタ

ーフェイス」的状況 を大切 に して きた
。 したが って、「インターフェイスの人文学 」お よび 「映像人

文学 」いず れ との 関連 において も、10年 間の事 業 的研 究 を体 系的 に回顧 す るだけで なく、現 在 を

みつ め、未来へ の展望 を得 る絶好 の機会 が本 ラウン ドテーブルで ある ことを実感 した。 なお 、四

人 に共通す る心理 として、両 プロジェクトの映像 記録化 とい う側面 で主導 的な考 え と実践 に献身

的 な努力 を惜 しまなか った映像 制作 者、故 高橋 光則氏(み つ プロ)へ の追悼 の意 がラウンドテーブ

ル時 間のあ いだ を通 して支 配 して いた ことを告 白す る。事 実、当 日上映 された ビデオは大半 が高

橋作 品であった し、彼 か ら直接 あるい は間接 に指 導 を受 けた若 い世代 の後継 者 によるものも上映

された。 両 プロジェク トの詳細 が報 告 され、以下 にそ の骨子 を記録す るが 、あわせ て静止 画 によ

る概 念図 とい う表現 手段 で ここに提示 す る[Figurelto3]・

UNESCOconference1994

ユ ネ スコ会 議1994

"l
nternationalexpertmeetingsforthesafeguarding

andpromotionoftheintangibleculturalheritageofVietNam"

「ベトナムの無形文化遺産の保全と育成のための国際専門家会議」

ethnicminorities(nationalities}

eX-COUrtCUItUreetC

元 宮廷文 化等

Figure1 ThetwointernationalconferencesinVietnamin

March1994
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Roundtablereportandvideopresentation:

Past,present,andfutureofthemusicsofVietnamandJapan

Chair:YAMAGUTIOsamu

Thefourreporters/panelistsofthepresentroundtablesessionsharethesameex-

perienceofattendingtwointernationalconferencesheldinHanoiandHuein1994.Here,on

theoccasionofourgatheringataninternationalmeetingdevotedto"visualhumanities"and

organisedbytheOsakaUniversity21stCenturyProgram"InterfaceHumanities",weallfelt

highlygratefulthattwoprojects,implementedbyus,havebeenassociatedliterallywiththe

intentionsembeddedinthenewlycoinedtermsof"visualhumanities"and"interfacehumani-

ties".Inaddition,Idareconfessthatthefourofusalsosharedasimilarf6elingthatthisvery

occasionmightserveasamemorialforthelateTAKAHAsHIMitsunori(MitsuProductions)who

Iedouractivitieswithregardtothe"visualdocumentation"inbothprolects.Asamatterof

fact,hisworkswerethemainbodyofthevideopresentationsduringtheforum;inaddition,

avideoworkofRVMVshownwasthatbyhissuccessorsofyoungergeneration.Theoutline

ofthetwoprojects,asreportedbythefourofus,areincludedinthearticlesthatfollow.Asa

complementarymeansofexpression,Ishallherewithincludethreestillimagesasaformof

informationpresentation.[Figurelto3】.

concreteproposals

具体的提案

嬲麗鑞蠶蠶蠶鑞鑾

鏨i攤鑞韈韃韈

鑞i靆鑿 ■レ

TrainingProgrammeinthe

visualdocumentationofthe

performingartsoftheethnic

minoritiesinVietnam

i`Revitalisationofcourtmusic

traditionsofVietnam"

「ベ トナ ム 雅 楽 復 興 計 画 」

Figure2 ConcreteproposalsmadebyTOKUMARUand

YAMAGUTI

oneofthetwoproposalsmadeattheUNESCOconference
=trainingprogrammei冂thevisualdocumentationof

theperforming飢softheethnicminoritiesinVietnam

1994

1999

2000

2001

COE

::::]
future?

RADIAア ジア 無 形 文 化 財 映 像 記 録 化 調 査 研 究会

ResearchCommitteefortheAudiovisuaI

DocumentationofthelntangibleCulturalHeritageofAsia

曹

RVMVベ トナム少数民族 無形文化遺産

調査 ・映像記 化および人材養 成プロジェクト

TrainingProlect=ResearchandVideo

DocumentationProiectofMinorities'

【ntarlgibleCultura[HeritageinVietnam

moreinternatlona聴sation+domestication

F孟gure3 Abr董efh玉storyofourendeavourswiththe

minOritieS'CUItUreS
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インターフェイス 的 学 問 としての民 族 音 楽 学 徳 丸吉彦

Ethnomusicologyasaninterfacialdiscipline:areportontwo

casesforVietnamToKuMARuYbsihiko

民 族音 楽学 は、人間 と音 楽 の関係 を探 究す る学 問であ る とい う意 味で、本 来インター フェイス的

な性 質 を備 えてい る。 私の場合 、1970年 代か らベ トナムの音 楽 や音 楽 家 との 関係 を保 って きた

過程 で 、い くつか の具体 的 な課題 を解 決す るため、実践 的 な方 策 を取 るこ とになった。そ の体験

か ら私が主 張す る ようになったのが、ベ トナムの元 宮廷 の音楽 はひ とりベ トナムの歴 史的遺 産で あ

るだけで な く、人類が 共有 す る貴重 な無 形文化 遺産 の一端 を占め る とい うこ と、そ して、さ らに、そ

の ような国家 の中心 にあ る文 化 にだけ 目を向け るので はな く、「周辺」的 な ところにおか れてい る

「マ イナーな」文化 を も等 しく貴重 な もの として考慮 に入れ なけれ ばならないということであ る。

.讐 弋 》ietnam

di幵usionof雅 楽

(``elegantmusic"》

inEastAsia

　覊

FigurelAnEastAsiannetworkofelegantmusic(figureprovidedbyYAMAGuTIOsamu)
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Myspecialityismusicology,especiallyoneofitsbrallches:ethnomusicol-

ogy;Theaimofthisdisciplineistoconsiderandexplaintherelationshipsbetween

humanbeingsandmusic.Inotherwords,wedonotseparatemusicalsoundsfrom

peoplewhohavecreated,performedandenjoyedthem。Consequently,themost

importantdomainofourresearchliesintheinterfacebetweenmusicandpeople。

Therefore,wecansaythatethnomusicologyfromitsoutsethasbeencharacterised

byitsinterfacialnature.

Sincethe1970sPfofessorYAMAGUTIandIhavebeenendeavouringto

makeadensenetworkamongresearchersandmusiciansofAsiancountries.In

1974,forexample,IvisitedHoChiMinhCityinthehopeofinvitingex-courtmusi-

cianstoasymposiumtobeheldinT6ky6in1976.Itdidnotmaterialiseduetothe

politicalsituationofVietnam.OurinterestinVietnamesecourtmusic,however,has

remainedverystrong.Thereweretworeasonsforthis:firstlythemusicitself,and

secondlythewayofmakingthemusicinaVietnamesenationalstyle.

Asyouknow,JapanintroducedthemusicofChinaintheancientperiod,

aroundthe7thand8thcenturies.Thismusicisnowgenerallycalled解 即 左α.The

twoChinesecharactersf6rthiswordarepronouncedη 加 η加cinVietnamese.Both

即 即 勧andη 加 η加cstillutilisemusicalinstrumentswhichwereoriginallyim-

portedfromChina.Bothofthem,however,havesuccessfullycreatedVietnamese

andJapanesestyles,respectively[cf.Figure1]。Asaresult,thef6rmationofthesena-

tionalstyleshaveacquiredauniquenesswhichcannotbefoundinanyothercountryl

Theiruniqueness,inturn,hasattractedpeopleoutsideVietnamandJapan.

Japanese即 即1盈,forexample,hasbeenenjoyedoutsideJapansincethe

1960s.IthasalsobeenperformedandtaughtinseveralAmericanuniversities.Such

anextensionofinterestbeyonditsnativecountryhasfUnctionedasabasisforin-

ternationalrecognitionofitsmusicalstyle.Inotherwords,inthecaseofVietnam-

esecourtmusic,thisisnotonlythepropertyoftheVietnamesepeople.Itisoneof

theintangibleheritagesoftheworld.

In1994VietnamesespecialistsaskedJapanesemusicologiststorevital,

isethecourtmusictraditioninHue.Afteralongdiscussion,bothVietnameseand

Japanesespecialistsreachedtheconclusiontoopenanof且cialcoursetoteachthe

courtmusicinsidethefacultyofartsinthestateUniversityofHue.AssoonasI
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camebacktoJapan,IpersuadedtheJapanFoundationandtheMinistryofForeign

Affairstoallocateaspecialbtldgetforthispurpose.Theirofficialskindlyunderstood

myintentionanddecidedtoissuethebudgetveryquicklylThisquickdecisionwas

areflectionoftheideathattheVietnameseheritageshouldbelong,notonlytoViet-

nambutalsotothewholeworld.Inmyopinion,thisideawasacknowledgedbythe

GovernmentofVietnam.Therefbre,VietnamsubmittedanapplicationtoUNESCO

askingforrecognitionof刀 加 ηゐacasoneoftheculturalheritagesoftheworld.

HereIshouldliketoemphasisethefollowingfact。Whenweproposed

theprojectforrevitalising皿 加 迎加c,wealsoproposedanotherprojectforrevital-

isinganddocumentingtheperforming盆rtsoftheethnicminoritiesofVietnam.

Wεhadtopostponethesecondprojectseveralyears.Thiswassimplybecauseofthe

shortageofhumanresourcesintheJapanesemusicologicalsociety;Atlastin2001,we

startedthesecondprojectincollaborationwiththeVietnamMuseumofEthnolog又

Whydidweproposethetwodifferentprojectsin1994PWbintendedto

abolishthedichotomyordiscriminationbetweenthecentricandtheperipheralarts.

Intermsoftherelationshipsbetweenmusicandpeople,theperforlningartsofordi-

narypeopleareequallyimportantascourtmusic.W6shouldnotdiscriminatemusi.

calstylesintermsofthesizeandpoliticalpowerofperformers.InJapan,forexam-

Ple,wehavetriedtopayequalattentiontobothJapanesecourtmusicandthemusic

oftheAinupeople,anethnicminoritylivingmainlyinthenorthernpartofJapan.

Ethnomusicologyinthe20thcenturyhassucceededindescribingand

documentingrelationshipsbetweenmusicandpeople.Fromascientificviewpoint,

thisshouldbesufficient.Fromthesocialviewpoint,however,thisisnotsuf且cient.

Itlackstheimportanttaskwhereitshouldhelpmusicaltraditionstobemaintained

bylivinghumanbeings.Inthisconnexion,theaudiovisualdocumentationshould

notbeunderstoodasamethodforfixingtheperformingarts.Itshouldnotbethe

丘naltaskofethnomusicologyξTheaudiovisualdocumentationshouldbeastarting

point,fromwhichpeoplecanmaintaintheirperformingartsaslivingtraditions.

Inconclusion,Isincerelyhopethatthissymposiumdedicatedtothetask

ofinterfaceandvisualdocumentationmaycontributetothedevelopmentofnew

ideasonhumansocietiesandcultures.

放 送 大 学 教 授UniversityoftheAir,Japan
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ニャーニャックと雅 楽 共 通 の 関 心 事 トー ・ゴク・タイン

ハ駒2η 勿oand即 即 左〃:acommoninterestT6NggcThanh

古代 中 国に起源 を もつ雅 楽 は 日本 、朝鮮 半 島、ベ トナムへ とそれ ぞれ異 なる時代 に伝 播 し、そ

れぞ れの民族 性 によ り変容 した。 しか し、社 会 的な変動 とともにベ トナムのニ ャーニャックは滅亡

の危機 に瀕 して いた。幸 い1994年 のユ ネス コ会 議 を転 機 として 日本 を初 め国際 的な関心 と協 力

の輪 を呼ぶ こ とにな り、い まで は大 学 の課程 で教 授 され るな どの新 しい道 が と られてい る。この

新 しい動 きのなか で映像記 録化 とい う活 動 とその成果が は たした意義 は大 きい。

y砂 αθカ,anobleandelegantmusicoftheroyalfamiliesandfeudalaris-

tocracy,isthoughttohaveappearedinancientChinaandwasimportedintoJapan

duringthe7thand8thcenturieswhereitwascalled幽 即1ヒ α.Themusicwasimport-

edintoKoreaunderthenameヨ 誑inthe12thcentury.y砂 αe乃wasfirstimported

intoVietnamundertheHodynasty(1402)andwascalledη 酸 η加o.ItofficiaUybe-

camecourtmusicfrom1437undertheLeDynasty.Since1945,however,theex-

courtmusictraditionsofVietnamhaveundergonevaryingdegreesofcrisisdlleto

thesocialchanges.

InMarch,1994,duringaUNESCOconference,JapaneseProfessorsTo-

KuMARuYosihikoandYAMAGuTIOsamutogetherwithFilipinoProfessorJos6MAcE-

DAandProfessorDoctorTRANVanKheputforthaprojectontherestorationand

trainingofη 艚 η加o.Thisprojectconsistedoftwomainparts:1)researchonη 姐

η加cimplementedbyaJapaneseteam-theypaidagreatdealofattentiontodocu-

mentingthemusicactivitiesaudiovisually;and2)organisingatrainingcourseat

universitylevelofη 醸 η加cattheHueUniversityofArts.Theprojectcametobe

sponsoredbytheJapanFoundationAsiaCenteroveraperiodofsixyears(1995-2000).

Todate,HueUniversitycontinue§toorganiseanothercoursewithfundsfromthe

MinistryofEducationandTrainingofVietnam.

AssociationofVietnameseFolklorists

[Editor'snote:Avideoworkonη 箙 η加cbyTAKAHAsHIMitsunorifollowedthepresentation.】
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ベ トナム民 族 学 博 物 館 にお ける視 聴 覚 資 料 の役 割 グエン・ヴァン・ブイ

TheroleofvisualmaterialsintheVietnamMuseumof

EthnologyProfDr.NguyenVanHuy

近 年のテ クノロジーの恩 恵 を受 けて 、世界 の博 物館 が視聴 覚資料 を多角 的 に活用 す る傾 向 は き

わめ て顕著 になって きてお り、ベ トナム民族 学博物 館 も例外 ではな い。 当館 の場合、スタッフが 日

本の研 究者 との相 互訓練 ・相互学 習 というインターフェイス的活 動の おかげ でスタッフの 質 を高 め

るの みな らず 、博物館 を訪 れる人 び ととの インターフェイス的状況 を拡大 しつ つあ る。

[Editor'snote:AvideoworkontheAinuculturebyTAKAHAsHIMitsunoriprecededthepresentation.]

Inthelastdecadesofthe20thdentury,museumsacrosstheworldexperi-

encedmanychanges,especiallyinapplyingadvancedtechnology」Thesechanges

haverevitalisedtheoperationofallmuseumsandentertainedmuseumvisitorsand

researchers.Foundedinthelastyearsofthe20伽century,theVietnamMuseumof

Ethnologyinheritedtheachievementsofadvancedscienceandtechnology,especial-

lyabodyofvisualmaterials,whichhelpedpreserve,developandintroducethecul-

tures,anddailyIivesofdifferentethnicgroupsinVietnam.

Asaresearchandknowledgedisseminationagency,themandateofthe

VietnamMuseumofEthnologyisnotmerelytopreserveanddeveloptangiblecul-

turalheritage,butalsotoresearch,collect,preserveanddevelopintangiblecultures

ofdifferentethnicgroupsinthecountry」nadditiontoorganisingartsperformanc-

es,demonstrationsoftraditionalcraftsandexhibitiolls,ourmuseumhasstudiedand

developedvideodocumentationaboutVietnam'sintangibleculturalheritage.These

videotapesareeffectivetoolstohelpusachieveourmission.Intheearlydaysofour

operation,wefullyunderstoodtheimportantroleofvisualmaterialsinouractivities.

OurMuseumhasmadeethnologicaldocumentationtosupportourexhibition.Muse-

umviewerscanadmirethematerialsinordertounderstandhowtheyhavebeen

usedindailylife.Forexample:inadditiontoexhibitedobjectsandvideosshowing

objectsinreallif6,avideoshowshowlocalpeoplebuyrawmaterials,prepare,make

andselltheirhatsinanexhibitiononthediff6rentstagesofconicalhatmakingatChu一
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ongvillage.ThevideomakestheviewersfeelasiftheywereatChuongvillageand

theycanseewiththeirowneyeshowaconicalhatη6ηismade.Similarlyavideoat-

tachedtotheexhibitionofafuneralceremonyoftheMuongethnicminoritygroup

helpstheviewerssee,withtheirowneyes,arealfuneralceremonylThisincludesmany

rituals,customs,costumes,thevoicesandcryingofthedeceased'srelativesahdhis

neighboursandthemusicandthedrum,whichdeeplyexpressthesadnessofsepara-

tionwiththedeceased.Allthesevisualaidsmakethedisplayedobjectslivelyandsig-

nificant.Theyalsomakethemessagesoftheexhibitioneasilycomprehensible.

Inadditiontotheintrodμctionofvividpicturesofthedailylif6andculture

ofeachethnicgroup,thevideo-andaudiotapesarepreciousmaterialsforresearch

andknowledgedissemination.Duetorapidchangesinthedailylifeofthepopula-

tionresultingfrommodernisationandglobalisation,andinparticularthedisappear-

anceofculturaltraditions,theVietnamMuseumofEthnologyhasidentifiedits

emergencytasksofsavingintangibleculturalvaluesbydocumentation,studyand

preservationofthesetraditionalvaluesnotonlyf6rpresentgenerationsb亘talsofor

thefuture.Ourgoalistodevelopabodyofvideo-andaudiotapesoftheintangible

culturalheritageofallethnicgroups.AsallthestaffmembersoftheVietnamMuse-

umofEthnologyaresolelyethn610gists,andnowhavetobeinvolvedinanewarea

ofstudy,itisnecessarytofamiliarisethemselveswiththetheoriesandpracticesof

videoshootingandaudiorecordingoftheintangibleculturalheritage.Toachieve

thisobjective,theVietnamMuseumofEthnologyhascollaboratedwithOsakaUni-

versityandOsakaUniversityofArtsArtInstitutetoimplementaprojectcalled

"TrainingProject:圜esearchand団ideoDocumentationof図inorities'Intangible

CulturalHeritagein[璽ietnam(RVMV)".Sofa鴎theprojectlastedf6rthreeyears(2001

-2003)
.Itprovidedthemuseumstaff,projectbe耳eficiariesfromthemuseumand

culturalsectors丘omotherprovincesandregionswiththeories,methodology,skills

a且dnecessarypracticesforthevideodocumentationoftheintangibleculturalheri-

tagesofethnicminoritiesinVietnam.TheprojectwasfundedprimarilybytheJapan

FoundationAsiaCenter.

Theprojectaimsat"producinghuman.resourcestrainedinnewperspec-

tivesandtechnicalitiesinundertakingresearchandaudiovisualdocumentationof

theintangibleculturalheritageartisticallyandactivelyexpressedintheperforming
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arts,visualarts,andsoforth..."andexpandthenetworktoothermuseumsandcu1-

turalagenciesatlocalauthoritiestopreserveanddevelopintangibleculturalheri-

tages.Theprojectdrewontheparticipationof』30researchersandmuseologistsof

Vietnamand28expertsfromJapanwithProfessorYAMAGuTIOsamuandmyse∬as

theirleaders.Representativesfrombothsidesmetanddiscussedprojectimplemen-

tation.Theprojectwasdividedintothreephaseswiththreebasicstagesineach

phase.Thefirststagewasdevotedtothetheoryandmethodologyofvideodocumen-

tationofintangibleculturalassets,firstandforemostthemusic,traditionalartsand

ritualsaswellastraditionalcrafts.Thesec6ndstagewasconcernedwithfieldwork

andthethirdstagewasfordataprocessingandediting.Alltrainingmaterialswould

beeditedandpublishedinVietnameseandEnglishbeforethenextworkshopstart-

ed.Thepurposewastomakeiteasyfortheparticipantstoaccesstextbooksandto

promote,socialiseanddisseminatethenewmethodologynationwide.Reportsofthe

fieldworkandtheoutcomeoftheprojecthavebeeneditedandpublishedinboth

VietnameseandEnglishforreference.Thevideotapesandwrittenmaterialswillbe

conservedattheVietnamMuseumofEthnologyandOsakaUniversityofArtsArt

Institute.TheprojectselectedthenorthernmountainousprovinceofTuyenQuang,

thenortherncentralprovinceofNgheAnandthesoutherncentralprovinceofNinh

Thuanasprojectsites.Intwoyears(2001-2002),projectstaff,includingVietnamese

andJapanesewhowerebothtrainersandtrainees,learnedfromoneanotherand

joinedeffortsduringfieldwork.In2001,14Vietnameseresearchersandtheir12Jap-

anesecounterpartswenttostudytheKh'muandThaiethnicminoritygroupsin

NgheAnfromOctober29止toNovember16th,2001.Priortotheirtriptothefield,

theyspent4dayslisteningtolecturesonthetheoryandmethodologyonhowtocol-

lectanddocumentvideoandaudiomaterialand.howtooperateacamera.Theyalso

heardtheoriesofperformances,visualartsalldmusicstudypresentedbytheJapa-

nesesciehtistslTheywereintroducedtothecultureoftheKh'muandtheThaiby

Vietnameseprofessors.Duringtheirfieldwork,theparticipantsWeredividedinto4

groups,coveringdifferenttopics.Threegroupswereassignedtocollectinformation

respectivelyinthreecommunesfortheirwrittenreportswhilethefourthgroup

achievedvideoandaudiodocumentation.EachgrouphasJapaneseexperts,who

tookpartinthefieldworkandalsoinstructedtheirVietnamesecolleaguestocollect
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dataandvideodocumentation.Atthesites,allthetrainersandtraineesdiscussed

theoreticalandpracticalissues.Aftercollectingallthedata,theparticipantsagainat-

tendedanotherworkshoptoleamhowtoeditandprocessthedata.Theworkshop

wasalsoanopportunityfortheparticipantstopresenttheirfindingstothepublicat

theVietnamMuseumofEthnology;

ThesecondphasewasfromSeptember25止toOctober13血,2002.Interms

oftheory,theparticipantswerelecturedonmethodologiestopreserveandusevideo

andwrittendocuments,onvideodocumentation,andontheroleofacademicre-

search.TheywereintroducedtotheDzao,TayandCaoLanethnicminoritiesinViet-

namsothattheycouldstudytheirlifeandculturalcharacteristics.28people,includ-

ing12JapaneseresearchersstudiedthesegroupsinTuyenQuangProvince.

Trainingatthisphasewasafollow-upcourse,whichbenefitedthosewhojoinedthe

firstphase.Aftertwophases,theparticipantsmade63videotapes,recorded13au-

diotapesand2CDs,took376photographsandwrotehundreds.ofpagesofreports

abouttheKh'muandtheThaiinNgheAnandtheDzao,TayandCaoLanethnicmi-

noritiesinTuyenQuang.ThethirdphasewasscheduledtostudytheChamandRag-

1aiinNinhThuaninmiddleofthisyear.Nevertheless,duetovariousobstacles,such

asSARS,itwasnotpossibletoimplementthethirdphaseasscheduled.

Theactivitiesandoutcomesofthevideodocumentationprojectofintangi-

bleculturalheritageoftheminoritieshavepromotedresearchandvideodocumenta-

tionintheVietnamMuseumofEthnology,raisedtheMuseum'sawarenessofthe

needstopreserveintangiblecultufalheritages,todiscoveratreasureofmusicand

introducetotheworlddatarelatingtoVietnam'sarts.W6haveobtainedabetterun-

derstandingofthemethodologyonhowtoapproachandconductresearchandvideo

documentationoftheintangibleculturalheritage.Throughthisproject,noto耳ly

staff丘omtheVietnamMuseumofEthnologybutalsoresearchersfromdiffbrentlo-

calitieshaveimprove4theircapacityintheresearchanddocumentationofintangible

culturalheritagesandatthesametimestrengthenedrelationsbetweenthemuseum

andotherlocalities,thuscontributingtothepreservation年nddevelopmentofViet-

nam'sintangibleculturalheritages.Inaddition,ayoungresearcherfromtheViet-

namMuseumofEthnologywassenttoJapanforthreemonthstopracticefilmedit-

ingattheOsakaUniversityofArts.Thankstothecomprehensiveknowledgeofthe
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importanceofvideodocumentationandtheskillsaccumulatedduringprojectimple-

mentation,theVietnamMuseumofEthnologydecidedtosetupanaudiovisualroom

il12002todocumentintangibleculturalmaterialsonvideo-andaudiotapes.Asitwas

newlyinaugurated,therearemanyissuesforimprovement.Moreover,wedonot

havesuf且cientconditionstoeditthecollecteddataortostorethemonCDsordisks

forlong-termpreservation.

Againin2003,tworesearchersfromVietnamweresenttobetrainedon

filmeditinginOsakaintheframeworkofOsakaUniversity21stCenturyCOEPro-

gram.Theywillformacorepeoplewhowillcontinuetodeveloptheaudiovisual

roomatthemuseum.Manystaffofthemuseumh乱vestudiedanddocumentedcul-

turesofmanyethnicgroupstoenrichtheaudiovisualmaterialsofthemuseum.Asa

result,theirskillswereimproved.Inaddition,themuseumisnowdevelopinganau-

dioandvisualdiscoveryroomformuseumvisitorsandresearchers.Theroomwill

beadatabank,storedinaudio-andvideotapes.Anyonecancomeandcarryoutre-

search.Museumvisitorscanwatchshortdocumentaries(10-15')orIongdocumenta-

tions(30-40')ortheycanwatchediteddocumentariesorrawfilms.Theseaudio-and

videotapesareaninvaluablenationaltreasure.Inaddition,anethnologicalfilmfesti-

valwillbeheldattheendofOctober2003bytheVietnamMuseumofEthnologyin

collaborationwithotherrelevantagencies(theCulturalInformationInstituteandthe

FolkCultureInstitute).Entriestothefestivalincludethefindingsoftheresearch

anddocumentationsdevelopedunderthisprojectandotherprojectsimplementedby

ourmuseum.ThecomingfirstEthnologyFilmFestivalwillbeagoodopportunityfor

agatheringoffilmdirectors,cameramellandresearcherstotalkabouttheorienta-

tionoffilmmakinginamoreobjective,accurateandscientificwayとTherefore,the

projects,withthecooperationofJapaneseresearchers;havediversifiedthemuseum's

activities,builtthecapacityofthemuseum'sstaffanddevelopedaneffectivenetwork

ofcooperationbetweenthestaffoftheVietnamMuseumofEthnologyandresearch-

ersfromotheragenciesandlocalities.Thisprojecthasalsousheredinanewdirec-

tionforvisualhumanitiesinVietnamandnewopportunitiesforhumanresourcede-

velopmentinthisnewandimportantfieldforthecountry;

RVMVhasbecomeanimportantandindispensableactivityoftheVietnam

MuseumofEthnologylOnthisoccasion,IwouldliketothanktheJapanFoundation
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AsiaCenter,theOsakaUniversityofArtsArtInstitute,ahdOsakaUniversity,espe-

ciallyProfessorsYAMAGuTIOsamu,ToKuMARuYbsihikoandallJapanesee耳perts

fortheirwhole-heartedsentimentsaswellasforsharingalltheirknowledgeandex-

perienceswiththeirVietnamesetrainees.Ialsowouldliketowishforthesuccessof

thisforumorganisedagainintheframeworkoftheCOEprogram,whichreflectsthe

effectiveandwonderfulculturalexchangesandcooperationbetweenVietnamand

Japan.W6hopethatourcooperationwiththeJapanesescientistswillbefurtherpro-

motedinthenearfuture.

Vi6tnamMuseumofEthnology

匚Editor'snote:AvideoworkontheThaibytheme.mbersofRVMVfollowedthepresentation.]
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美術史研究における画像データ援用の試み

肥塚 隆:

》slide1=画 像デー タを美術 史の教 育研 究へ 活用す る可 能性 につ いて、発表 いた します。私 は

データベースに関す る知識 をほ とん どもってい ませ ん。そ こで今 回の発表 を準備 す るにあたっ

て は、堀 内カラーの全 面的 なご協 力 を得 ました。 同社 アーカイブサ ポー トセ ンターの川瀬敏 雄

さん に感謝 申 し上 げ ます。そ れで はスライドともに、お 手元 の配 布資料 をご覧 くだ さい。

》slide2=私 の発 表 は、次 の3項 目か らなってい ます。

1.最 初 に大阪大 学総合 学術博 物館(TheMuseumofOsakaUniversity)で 整備 を進めて

いる画像 データベースを紹介 します。

2.堀 内カラーが 開発 した"iPalletnexus"は 、2つ の画像 を比較 す るソフトで、このソフ トの美

術 史へ の活 用 を考 えます 。

3.最 後 に、刻 文(inscription)の ラテン文 字表記 を学習 す るツールを紹介 します 。

なお この発 表のス ライドでは、diacriticmarkやaccentmarkを 省 略い たしました。

》slide3:大 阪大学 博物館 は、今 年 中にデータベースシステムを構築 し、大 阪大学 が所蔵 す る

各種 の学術標 本 を順 次入力 し、一般 に公 開す る予 定です 。 このシステムは、特 定 の基 本 ソフ ト

ウェア(OS)に もアプ リケーションに も依存 しない仕組 み にし、ブラウザ上 で誰で もが どこか ら

で もアクセスで きることを 目標 として い ます。

私 は南 アジア、東南 アジァの古代 美術 史 を専 攻 してい まして 、これ までの調査 で撮 影 した彫

刻 や建 築の写真 は数 万点 に達 します。これ らを整理 して、阪大博 物館 のデータベースで美術 資

料 の ファイルとして公 開す る計 画で す。

これが 美術 資料 のファイルの1つ の レコー ドに書 き込 む項 目です。そ の うち(1)か ら(6)ま

で は、基本 的 に博 物館 の説 明ラベル通 りに記 載 します。(7)Descriptionの 項 は、調査 者 のメ

モ です。(9)Referencesは 、この作 品に関す る参考 文献 です。そ れで は、次 のスライ ドで具体

的に示 します。

》slide4=遺 跡 や建 築物 の例 です。ミソンC1の 主祠 堂で、(1)か ら(4)ま で は調査 者 であ る私

の考 えで記載 したので、[]で 囲ってい ます。

》slide5=よ くご存 知 のハ ノイ歴 史博物 館 の玄 関脇 の庭 に置 かれ てい るヴォカニュ刻文 です。

(1)か ら(3)は 博 物館 の説 明ラベ ルの 記載 をその まま記 入 してい ます。(4)と(5)は 私が 記入 し
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たものですので、[]を 付 けて区別 します。(7)は 私 の調 査メモです。

》slide6:チ ャンパ 彫刻博 物館 の シヴァ立 像で す。(9)に 参考文 献 と ともに、博 物館 のラベルと

は異 なる年代 を付 記 して います。個 々の レコー ドに はインデ ックスをつけて検 索 を容易 にす る

予 定で す。 サ ンスクリット語や遺 跡名 にい くつ もの表記 があ る場 合 は、いず れの表記 で も検索

で きるように します。例 えばSivaと い うサ ンスクリット語 はSivaで も、Shivaで もSiwaで も検

索 で きるようにい た します。

先 ほ どこのデータベースは一般 に公 開す る予定 であ る と申 しましたが 、 ここに一つ の大 き

な問題 があ ります 。 私が各 地の博 物館 で撮影 させて もらった場 合 には、基本 的 にその写真 の

使 用 目的 は私 の個 人的 な研究 に限 る として許可 された ものです 。 従 って写真 入 りのデータベ

ース を不特 定多 数の一般 の方 々 に公 開す るにあた っては、そ れぞれ の博 物館 の許可 をとる必

要 があ ります 。これ がか な り困難で あろ うと予 想 して います。もしこの会 場 に博 物館 の関係者

の方が お られ ました ら、ご許可 くだ さい ます よう今か らお願 いして お きます。

》slide7=次 に"iPalletnexus"と いう堀 内カラー と東 京大 学馬場研 究室 とが共 同で 開発 した

画像 ファイル閲覧 ソフ トの美術 史学 への活 用 を考 えて見 ます。 左 右 の画 面のそ れぞ れ右上 の

小 さな画面 が主 画面で、主 画面の写真 の任 意の部 分 を赤 線で 区画 して拡大 し、 それ を左右 に

2図 並べ て比 較対 照 させ る こ とが で きます。TamKyか ら出土 した この2点 の作 品 は、Da

Nang博 物館 とHanoi歴 史博 物館 に所蔵 されて い ます が、 こうや って並べ て比較 す るとこの

2点 が 同 じ遺跡 か ら出土 したほぼ 同時期 に制作 された作 品で ある ことを容易 に確 認す ること

が できます。

、slide8=slide7の 、正 面 の写真 のほ か に、斜 めの 角度か らも撮影 してお くと、そ の類似 は

より明確 にな ります 。

》slide9=左 はKienGiang省 のOcEoCultureの 遺 跡か ら出土 した仏 陀頭部 です。Gand-

hara様 式 の作 品 とされ てい ます ので、Gandharaの 出土 品 と比較 してみ ます。高 さ49cmと

非 常 に小 さな作 品で あ り、陳列ケースのガ ラス越 しに撮 影 した作 品で すので、その ままでは比

較 することは困難 です。そこで大 きく拡大 し、左 のGandhara出 土 の仏 陀坐像 の頭部 と比較 し

ます。

》slide10=右 上 の全 図 に線 を引 いて 部分 を指 定 して、拡 大 しま した。 か な り磨 耗 してい る

ので 目や鼻 や ロの形 ははっきりしませ んが、カールす る長 髪 を左右 相称 に結 い上げ、頭 頂で 髪

束 を作 って肉髻(仏 陀 の頭 頂 の肉の盛 り上が り)としてい る点 は、よく似 てい ます 。 さ らに右 の

Gandharaの 作 品では髪 束 を紐 で結 んで いますが、右 のOcEoの 作 品に も紐 の痕跡 の ような

ものが見 え ます。左 のブロンズの頭 部がGandharaで 制 作 された確証 は ないもの の、メコン・デ

ルタとガ ンダー ラとの 間に交流が あった ことは明 らか です。
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》slide11=比 較対 照の3番 目の例 として、TraVinhか ら出土 した仏 陀坐 像 とマレー半 島の

Songkhlaか ら出土 した仏 陀坐像 とを比較 します。頭 部 を拡 大 してみ ま しょう。

》slide12:頭 部 を拡大 します と、顔 の形、大粒 の螺 髪(粒 状 の頭 髪)、小 さめの 肉髻 な ど、き

わめて よ く似 てい て、大 きな鼻や 口元 を.吊り上げ た唇の形 も共通 してい ます 。

》slide13=細 くて長 い脚の組 み方 もよく似 てい ます。 このように部分 を切 り取 って対 照す る

ことに より、より細 か く比較 す るこ とが可 能 とな ります。石 の種 類 が異 なる ようにも見 えます

が、左 の作 品 は表 面 につ やの ある塗料 がか け られ てい るか らで、材 質 も同 じ砂岩 で しょう。 こ

の2作 品 はベ トナム南部 とマレー半 島中部 という異 なる地域 か ら出土 しましたが、同 じ土地 で

ほ ぼ同 じ時 代 に制作 された に違 いあ りませ ん。

》slide14=4番 目に 同 じ中部ベ トナムのTraKieuとThapMamの 守 護神 を比 較 してみ ま

しよう。

》slide15:こ の"iPalletnexus"と いうソフ トで は、特 定の 部分 を切 り取 り、それぞ れに分類

(type)、 題名(title)、 記述(description)を つ けて整 理す る ことが で きます。

》slide16:そ うして主 たる作 品を左 に、右 に 目と鼻のサ ムネイル(thumbnail)を 左 に並べ て、

右の 画面 をスクロール して比較 対照 する作 品 を探 す ことが で きます。

》slide17:最 後 にや はり堀 内カラーが 開 発 した"GlassView"を 紹介 します 。 このGlass

Viewは 、無 償 で 提 供 されてい るFlashPlayer6と いうソフトを使 って 、画 像 の上 に文 字 を

透か して見 るツールで す。これ を刻文(inscription)の ラテ ン文 字化(transliteration)の

学習 に活用 す るこ とを考 え ました。古代 インドで 用 い られ たBrahmi文 字 を例 に します。

これはイ ンドのBharhutか ら出土 した浮彫 で、釈迦(GotamaSiddhartha)の 母 が 白い象

のお なか に入 る夢 を見 て、妊 娠 した こ とを知 った とい う場 面 です。このPowerPointの 画面

で はGlassViewを 見 る ことが で きないの で、インターネットの画面 に移 ります。

刻 文の下 にラテン文字 音写 と英 訳 を入 れ てお くと、 クリックす るだけでGlassViewを 浮 か

び上 が らせ た り消 した りす る ことが で きます。

》slide18:同 じくBharhutの 仏伝 図 浮彫の刻 文 です が、こうい った形 で教 材 を用意 して お く

と、学 生が一 人で刻 文の 文字 を学 習す る ことが で きます。 昨 日の討論 の際 に話題 に なったベ

トナムの学校 教 育で の漢字学 習 にも、これは有効 なツール にな るこ とと思 われ ます。

また、文字 の書体 を比較 す るには、先 に紹介 した"iPalletnexus"が 便利 で しょう。以上 で

私の発 表 を終 わ ります 。

〈総合学術博物館教授・館長〉
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文化交流の足跡を示す美術作品への日越共同研究をめざして
一 オケオ出土の金銅仏を中心に一

藤岡 穣

本 日は、ベ トナム南部 、アンザ ン省 のオケオで発 見 され た金銅 仏 を題材 に、それ らが制作 され た

時代 にお け る文化 交流 、 そ して今 日の美 術史研 究 におけ るそれ ら金 銅仏 の意義 につ いて、 お話

させ てい ただ きます 。 オケオは、周 知の通 り、紀 元前後 の頃 か ら、インドー 中国間 の海洋交易 の

中継 地 として栄 えた古代 都市 です。近年 、ベ トナムでは、このオケオを中心 にメコンデル ター 帯 に

花 開いた古代 文化 をオケオ文 化 と称 し、また昨年末 には ここハノイの歴 史博物館 で特 別展が 開催

され るな ど、オケオ文化 は ます ます注 目を集 めてい る ようです。

オケオの名 を世界 に知 らしめ たのは、1942年 か ら、フランス人 考古学者 ルイ・マ ルレが行 った発

掘で す。オケオ とパテ 山の遺跡 におい て、建物 や水路 の遺構 が確認 され 、西は ローマ、東 は中国 に

お よぶ遺物 が発見 され ました。その 成果 は1959年 か ら1963年 にか けて出版 され た報告書(注1)

に詳 しく紹介 され てい ます。そ して、1975年 以 降は、ベ トナム 自身 の手で発掘 が行 われ、オケオ文

化が 空間 的 に も時間 的 にも、より広 が りの あるもの であ るこ とが 明 らか になって きました。1995

年 に刊 行 された 『オケオ文化』(注2)にはその成 果が 集大成 され てい ます。

私 は、そうした発 掘 や踏査 のなか で発見 された金 銅仏 に注 目した い と思 います。オケオで発 見

された金銅 仏 は、マル レの報告 書 にある4点 と、1975年 にパ テ山で発見 され た、現 在 アンザ ン省

博物 館 に展 示 される1点 の計5点 です 。 そ れで は、マル レに よって報 告 された仏像 か ら見 てい く

こ とに しま しょう。

1=仏 坐像[図1]

マル レ報 告書No.431の 仏坐像 です。マル レに よる発 掘 品の多 くはホーチ ミン歴 史博 物館 に所

蔵 され ます が、金銅 仏の うち この1点 は所在 が不 明です 。したが って不鮮 明 な写 真 に よるしかあ

りませ んが、大 きな 肉髻 をもち、袈 裟 を通肩 につ け禅 定印 を結んでいるようです。マルレは、光 背、

肉髻 、台座 にかか る衣 の形式 な どが ガ ンダーラ風 であ る と指摘 してい ます。 しか しなが ら、全 体

のか たち は、む しろ中国4～5世 紀 頃の古式 の金銅 仏 に よく似て い ます。

2=仏 頭[図2]

次 に、マル レ報告書No.432の 仏 頭 です。 パテ山で発 見 された、高 さ53セ ンチ、全 身が残 って
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いれ ば15セ ンチ ほ どもあ る本格 的 な金銅仏 です。ホーチ ミン歴 史博物 館 に常 設展 示 されてい ま

す。肉髻 は半球形 で、肉髻 の基 部 を紐 で くくり、頭髪 に は毛 筋 と東 目を刻 んでい ます。両 眼は小

さい なが らしっか りと見 開い てい ます。 マルレは、パ キスタン・ペ シャワール博 物館 の舎利 容 器の

像 な ど、ガンダーラの2～3世 紀 の作例 で はないか と推 測 してい ます。しか し、私 の見た ところで

は、中国の4～5世 紀 頃 の制 作 とみ られ るガンダーラ風 の仏像 、具体 的に は京都 国 立博 物館 像[図

3]や 東京 国立博物 館像 な どに一 層近 い と思 われ ました。まず、優 しい表情が よく似て い ます。し

か し、よ り重要 なの は側 面観 で、肉髻 の頂 上が平 らで、鉢 が角張 り、頭 髪の毛 筋が前 面 にしか刻

まれ ない点が 共通 してい ます 。

3:立 像[図4]

3番 目は、マル レ報 告書No.433の 仏像 です。像 高29セ ンチ、光背 や台座 は失 われて い ますが 、
にくけい

本体 の完存 する貴重 な作例 です。 先 の2例 とは異 な り、肉髻が低 く表 され 、頭髪 には大粒 の平 た
らほ つ

い螺髪 が刻 まれて い ます。 袈裟 は通肩 につ け ますが 、胸 元 を少 しあけ、右 手施無 畏印 、左 手施与

印 を結 ぶ、説法 相 の仏像 です。マル レは、この像 につ いて、マ レー シアのペラクで発 見 された仏像 、

あ るいは東南 アジアの各 地、ベ トナムでも ドン・ズオンで発 見 されてい る南 インド、アマラーヴァテ

ィー様式 のブ ロンズ像 な どとの比 較 を試み てい ます 。 しか し、細 い 目をした顔 立 ちや、衣 の表現

などは中国 の仏像 に より近い として、結局、北 魏時代 、お そ らく4～5世 紀 頃の作例 で はないか と

言及 してい ます。卵形 の顔立 ち、低 い肉髻 、大粒 で平 たい螺 髪、波 うちなが ら切 れ上が る 目など、

頭部 の特徴 につ いて総 じてい えば、インドや 東南 アジアの仏像 より、中国 ・山東省 出土 の6世 紀後

半頃 の作例 や雲南 省出 土の仏頭 に似 てい るように思 われ ます。また、胸 や腹 部が 台形状 に迫 り出

図1金 銅仏坐像 オケオ出上 図2銅 造仏頭 オケオ出』L

ホーチミン歴史博物館

図3金 銅仏立像 中国4-5世 紀

京都国立博.物館
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し、全体 に四角張 った肉付 きとされ る点 は、梁546年 の上海博 物館 像[図5]に 共通 して い ます。一

方、袈裟 の下縁 が反 りか える表 現 は、グプタ彫刻 に しば しばみ られるもので、その影 響 を受け た東

南 アジアの 諸作 例 にみ られ ます が、現在 知 られ てい る中国 作例 には認 め られ ませ ん。地 金の色 、

錆 の様態 などは、 表面観 察 か らは中 国南部 か ら東南 ア ジアにか けての青銅 製 品に近 い と思 われ

ます。 以上 の ことを総 合す る と、中国の南 朝6世 紀 後半、梁 ない し陳の制作 であ る可能性 が高 い

で しょう。

4=菩 薩立 像[図6]
ほそ

4番 目は、小 さく、薄いつ くりの菩薩像 です 。背 面 に柄が あ り、本来 は脇侍像 で あろ うと思 われ

ます。腐 食の ため に判 じが た くなって い ますが 、低 い なが らも大 きな宝 冠 をかぶ り、四角 く張った

顔 立 ちを しめ し、胸飾 の 中央が下 に とが り、左 胸 か ら斜 めに上縁 が横切 るシャツをつ けてい るよ

うです。また、両肩 に は天 衣 をかけ ます が、その天 衣 は膝 上あ た りでX字 形 に交 叉 し、いった ん腕
ひれ

にかかってか ら体 側 に垂 れ るようです。 スカー トの裾 が 左 右 に張 りだ します が、天衣 も左 右 に鰭

の ように張 りだ します。腰 に結 んだ帯が 股 間に垂れ、先 端が 尾鰭状 とな るの も特徴 的 です。蓮華

の上 に立 ち、右手 は胸 の前 にあげ、左 手 にはハー ト形 の持物 をとります。この像 につ いて も、マル

レは 中国 ・北 魏の作 例 と推測 してい ます 。 私も、中国 の作 例 と見 るこ とに は賛 成です が、北 魏 に

は反対 です。中 国の なかで も四川省成都 出土 の530年 の像[図7]な どに近似 してい るこ とか ら、

や は り南朝 梁代 の6世 紀前 半の作 で あろうと考 えます。

図4銅 造仏立像 オケオ出土 図5石 造仏坐像 梁546年 図6銅 造菩薩立像 オケオ出土 図7石 造仏立像及び脇侍像 梁530年

ホーチミン歴史博物館L海 博物館 ホーチミン歴史博物館 成都出土 四川省博物館
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5=ア ンザン省 博 物館 の仏立 像[図8]

最 後 にマ ル レの知 らなか った、1975年 に発 見 され た像 です。この像 は、一見 して 中国 の仏像

と思 われ ます。 近年 、日本で は浅井和 春氏 が この像 の存在 に言及 し、北魏 末期 、6世 紀前 半の様

式 と変 わ らない としつつ も、梁代 の作 例 としています(注3>。 この像 は、なん とい っても.lt海博 物館

の金銅 仏[図9]と そっ くりです。アンザ ン省博物 館像 は約34セ ンチ、上 海博物館 像 は約18セ ンチ

と少 し大 きさは異 なりますが、作風 は きわめ てよ く似 て います。 肉髻 は小 型 でわず か に前 傾 し、
な な こ

頭 髪 には魚子 タガネで粒 状 に螺髪 を表 します。頬 や顎 がで る抑 揚 の強い顔 立 ちで、目尻 は切 れ上

が り、眉 目秀麗 です。 袈 裟 は通肩 につ け ます が、中国式 の着衣 法で、末端 を左腕 にか け ます。 袈

裟 の下 に は別 の衣 の襟が のぞ きます。 その衣 は、上 海博 物館 像 に は紐 がつ い てい て腹 前 で結ん

でい ます。 それが両 者の大 きな相 違点 です。 さ らにそ の下 には左 胸 か ら斜 め に上縁 が表 され る

シャツをつ け、左上 か ら右 下 に流 れ る衣文 が刻 まれ ます 。 裙 も二枚 重ね にはい てい るようです。

衣 の裾 は左 右 に張 り出 します。 右手 施無畏 印、左 手 与願 印、両 足先 を開 き気 味 にして直 立 します

が、頭部 を前傾 させ、胸 を引 き、腹 部 を出 し、側面 観 で はゆる くS字 を描 きます。 全体 に、アンザ

ン省博 物館 像 の方 が よ り切 れ味 が鋭 い印象 でしょうか。 この両 像 の顔 立 ちは、山東 省 出土の6世

紀半 ば頃 の作例 に近 い と思 われ ます。 山東 が海 路 で南 朝 に直 結 してい た ことを思い起 こせ ば、

両像 と山東 の作 例 との類似 には興 味深い ものが あ りましょう。 また、全体 のシルエ ット、着 衣の細

部形式 につ いては先 に見 た四川省成都 出土 の梁530年 の像[図7]に 共通 す る部 分 が多 い ようで

す。メトロポリタン美術 館 の北魏524年 の像[図10]と 比べ る と、はるか に成都 の像 、す なわち南

朝 像 に近い ことがお わか りいた だけ るで しょう。 なお、アンザ ン省博 物館 の像 は、錆 の色、点在 す

図8銅 造仏立像 オケオ出土

アンザン省博物館

図9銅 造仏立像6世 紀

上海博物館

図10金 銅仏立像 北魏524年

メトロポリタン美術館

図11木 造仏立像

ロンアン出土
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す

るクレーター状 の錆痕 、鬆(鋳 造時 に気 泡 が混 じってで きる小 さな穴ぼ こ)が 多 い ことな ど、やは

り中 国南部 か ら東南 アジアの青 銅製 品に共通 す る特色 をしめ して います。

オケオ出土 の金銅仏 の紹介 でず いぶ ん時間 を費や して しまい ま したが、今 日の 中国彫刻史研 究

の水 準 に照 らせ ば、マ ルレの時代 とは少 し違 った見 方 になることがおわか りいただ けたで しょうか。

オケオには、古 くは4世 紀 頃か ら6世 紀 後半 にい たる まで、 中国か ら仏像 がもた らされ ていた よ

うで あ ります。は じめに ご覧 いただいた所在 不明 の仏坐像 や仏 頭の制作 地 は、北朝 か南朝 か、あ る

い は中央 アジアなのか 、検 討が 必要 です。しか し、2体 の仏 立像や 菩薩立像 は南 朝作例 で ある可能

性が 高 く、中国南朝 とインドシナの交 流が これ に よって証 明 されます。

オケオを中心 にメコンデ ルタ地帯 か らは、 これ らブロンズ製の仏 像 のほか に、木製 の大 きな仏

像[図11]も 発見 され てい ます 。ところが、木 製の仏 像 は、カンボジアのアンコール・ボレイ出土の

仏像 や タイの ドヴァーラヴァティー期 の仏 像 な どに様式 が似 てい ます。そ して、そ れ らはいず れ も

インドのグプタ様式 の影響 を受 けてい ます。グプ タその もので はな く、グプタ様式 を受容 しなが ら、

当地 におい て制作 した もの と考 えていい で しょう。 また、オケオか らは、ヒンドゥー教 の神像 も発

見 されてい ますが、これ らも当然 インドの影響 が強 い もの です。

つ まり、いずれ も中国製 とみ られる金銅 仏 は、オケオの宗 教彫刻 の なかで孤 立 した存在 とい う

ことが で きます。そ こにオケオ文化 にお け る主体 的 な選 択 のあ り方 を認め ることが できるでしょう。

さて、オケオ出土の金銅 仏 は、決 してオケオ文 化の みの問題 に と どまるもので はあ りませ ん。第

一 に
、2体 の仏立像 や菩 薩立像 が中 国の南朝作 例 だ とす れば、 確実 な南朝作 例が きわ めて少 な

い だけ に、それ 自体 が きわめて貴重 です 。中国美術 史 では、南朝 と北朝 との交流 が重 要 な研 究課

題 となってい ます が、オケオの金銅仏 はその根幹 に関 わる情報 を提供 します。 た とえば、ア ンザ

ン省 博物館 像 と ともに、上 海博物 館 の金銅仏 が南朝作 例 だ と認 め られれば、その着衣形 式が 龍門

石窟 賓陽 中洞の、 す なわち北魏 後期 を代表 す る仏 像の それ と共 通す るこ とか ら、北魏 後期 の中

国式 着衣形 式の成 立問 題に一石 を投 じるで しょう。 また、四川 や雲南 の作 例 との類似 か ら、南朝

の都 がお かれた南 京 だけで なく、四川 や雲南 も含 めた広域 的 な南 朝造像 のイメージを形成す るこ

とが 可能 になる と思 い ます。そ して、南朝造 像 の研 究 が進展 します と、そ の影 響が 強い と推 定 さ

れて いる朝鮮 半 島や 日本 の6～7世 紀 頃 の仏像研 究 にも大 きく関 わってまいります。

一 方
、仏坐 像や仏 頭 の制作地 につ いて は検 討が必 要 と申 しましたが 、私 自身 は、後 漢か ら三国

時代 、紀元1世 紀 か ら3世 紀頃 にか けて、四川 ない し江南 地方 におい て葬 礼美術 の なかで表 現 さ
っうけん じょういん ず こ う

れ た初期仏 像が、肉髻 、通 肩、定 印、頭 光、足下 の獅子 とい った特徴 をそ なえ、それが古 式 の金銅

仏や ガンダーラ風 の金銅 仏 にその まま通 じてい ることか ら、仏 坐像 、仏頭 とも南 朝で の制作 の可

能性 もあ る と考 えてい ます。この点 が明 らか になれば、中国 におけ る仏像 の成 立 につ いて も大 き
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な問題 を投 げか けます 。

ただ、 これ だけ重要 な問題 をは らんでい るに もか かわ らず 、オケオ出土 の金銅 仏 につ いて は、

私 自身 も簡単 な外見 か らの観 察 しか してお りませ ん。 本 来な らば、成 分分析 によるブロンズの産

地 同定、ガンマ線撮 影 に よる制作技 法 の検討 、さまざまな角度 か らの写 真撮 影 をもとに した様式

比較 な ど、作 品その ものの さ らな る検 証が必 要です 。 この点 、ベ トナムと 日本 両 国の共 同研 究が

実現す るこ とを強 く希望 いた してお ります。

〈大阪大学大学院文学研 究科助教授〉

1

2

0α

Malleret,L.LArch6010gieduDeltaduM6kong.4vols.EFEO43.Paris

LeXuanDiem,OcEoCulture;RecentDiscoveries.Hanoi

肥 塚隆編 『世界美 術大全 集東 洋編12東 南アジァ』小 学館 、2001、109頁

【出典】

図1・2・4・6は マルレ報告書 、図5は 『千 年佛雕 史』(李 崇建著 、台北 市、1997)、 図7は 『世界 四大文 明 中国文 明展』 カタログ

(NHK、NHKプ ロモーション編 、2001)、 図10は 『特別展 図録 金銅 仏一 中国 ・朝鮮 ・日本一 』(東京 国立博 物館 編、1988)か ら

の複写 。他 は筆 者撮影 。
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