
j 国 際 セ ミ ナ ー

モノの世界から見た中東文化 ・ イスラーム文化

| 住 ま い方 を 中 心 に | 

概 要

2004 年 1 1 月 19""'20 日 ， 国際セ ミ ナー 「モ ノ の

世界か ら 見た 中 東文化・ イ ス ラ ー ム 文化一一住 ま い

方 を 中 心 lこ一一J (The Middle Eastern and Islamic 

Worlds as Seen in the Context of their Material 

Cultures) が(財) 中 近東文化セ ン タ ー に お い て 開 催

さ れ た。 毎年一回 「紅海文化 と ナ イ ル文化J と い
う テ ーマ の も と に ， エ ジ プ 卜 調査関連公開研究会

が行なわれて き た。 第 1 2 回 目 に あ た る こ の年は，

国際交流基金の I 中 東知的 交流セ ミ ナ一助成J プ ロ

グ ラ ムの助成 を 受 け て ， エ ジ プ ト と ア メ リ カ か ら

の研究者 を 迎 え て 活発な議論が繰 り 広 げ ら れた。

建築 に 関す る 伝統は， 土地. I�I 然環境 と の 関わ
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り の なかで， 宗教， 政治を越 え た 文化伝統 に な っ

て い る こ と に注 目 し ， 住 ま いや住 ま い方 を さ ま ざ

ま な 側面か ら捉 え る こ と が ， テ ー マ と し て掲 げ ら

れた。 ( プ ロ グ ラ ム は 下記)

シカ ゴ大学 オ リ エ ン 卜 研究所の ドナル ド ・ ウ イ

ッ ト コ ム は. イ ス ラ ー ム 考古学の指導的役割! を果

た し て き た研究者であ り ， エ ジ プ ト 紅海沿岸の都

市遺跡 ク サ イ ル ， ヨ ル ダ ン紅海沿岸 の都市遺跡 ア

カ パ の発掘者 と し て 多 く の功績 を残 し て き た。 エ

ジプ ト 文化省考古最高会議イ ス ラ ー ム ・ コ プ ト 考

古局長 ア プ ダ ッ ラ ー ・ カ ー ミ ル博士 は ， モ ス ク を

中心 と し た イ ス ラ ー ム 世 界全域 ま た エ ジプ ト にお

け る 建築 史 の専門家であ る 。

プ ロ グラ ム

- 開催趣旨・ H ・ H ・ . . . . . ・ H ・ H ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . . … …. . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . .川 床陸夫 ( rjl近 *文化セ ン タ ー 主任研究i-U

・ 人の移動 と 交流が作 り 出 す文化. . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . .… ……家島彦一 ( '，1.稲 11 1 大学大学院特任教授)

一一ア ラ ビア海の ダウ船貿 易に関す る現地調査か ら

国 イ ス ラ ーム考古学 と イ ス ラ ーム都市の展開 … … …. . . ・ H ・ . . ドナル ド ・ ウ イ ッ ト コ ム ( シ カ ゴ大学 オ リ エ ン ト

研究所助教授)

・ 第 24 次ラ ーヤ ・ ト ウ ール地域の考古学的調査報告 ・ H ・ H ・ . .川 床陸夫

・芸術的伝統. 環境要因 と その相互的影響関係か ら

見た ア イ ユー ブ朝末期 以前のア ジア と ア フ リ カ に

お け る イ ス ラ ーム建築. . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . . … . . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . . ア ブ ダ ッ ラ ー ・ カ ー ミ ル (エ ジプ ト 文化省考古最高

会議イ ス ラ ー ム ・ コ プ ト 考古局長)

・ 日 本の住 ま い一一中世絵巻物にみ え る 住 ま い . . . ・ H ・ H ・ H ・ . . …河津健 司 (武蔵野大学教校)

・ ゲ ミ レル島周辺の ピザン子 ィ ン遺跡・ H ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . . … 浅野手日生 (�愛知教育大学教授)

--ftß市 と 聖堂の立地

・ 早稲 田 大学エ ジ プ ト 学研究所 に よ る 2004 年の

発掘調査報告… . . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . . . . . ・ H ・ . . … . . . ・ H ・ . . …… …近藤二郎 ( 早稲 川 大学教校)

・ ア コ リ ス 調査隊 に よ る 2004 年度の発掘調査報告 … … … …川 西宏幸 (筑波 大学教授)

・ パ ネ ル ・ デ ィ ス カ ッ シ ョ ン . . . ・ H ・ H ・ H ・ . . 新 井 勇 治 (国土舘大学イ ラ ク 古代文化研究所 共同研究H) /板垣雄三

( 東京大学 名 詩教授) / ドナ ル ド ・ ウ イ ッ ト コ ム / ア ブ ダ ッ ラ ー ・

カ ー ミ ル/西本真一 (早稲 111 大学助教段) / 牟 田 口 義郎 ( 中近東文化

セ ン タ 一理事長) /川 床陸夫 u司 会)
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以 上の よ う に ， 本セ ミ ナーの テ ー マ は 住 ま い方

に あ っ た。 た だ し ， 住 ま い方 を 始 ま り と し て 「モ

ノ の世界か ら 見た 中 東文化 ・ イ ス ラ ー ム 文化j と

し づ 枠組みの も と に ， こ れか ら も 連続 し たセ ミ ナ

ー を続け て い く 方向性が示 さ れた。 そ こ に は どの

よ う な展開 が期待 さ れ る の か。 以下では， 川床陸

夫， 家島彦一， 板垣雄三に よ る 発表 内容 と コ メ ン

ト を紹介 し た い。

『モ ノ の世界J か ら 見 る (川床陸夫)

なぜ今 ， rモ ノ の世界」 か ら 中 東文化， イ ス ラ ー

ム 文化 を 見直す こ と が必要なのか。 そ こ に は 「現

在 の 中 東世界， イ ス ラ ー ム 世界 に対す る 報道， 認

識 と い う も の は， 対立， 対決 を促進す る 方向 に 向

か っ て い る と い う 危機感J が あ っ た。 「モ ノ の使用

は， 人類の誕生に と っ て欠 かせない必要条件で し

た。 こ の原点に立ち返 り ， 物質文化の世界か ら ，

自 文化 と 異文化 を見つめ直す必要が痛感 さ れ る の

です。 政治， 宗教， 経済の変動 を 超 え て ， 継続 さ

れて き た 基層 文化の 中 に ， 異文化理解， 異文化尊

重， 文化交流の カ ギが 隠 さ れて い る と 考 え る か ら

であ り ま す。 イ ス ラ ー ム = テ ロ リ ズム ， 不毛の沙

漠 と 好戦的なベ ド ウ ィ ン な ど と い っ た ， イ ス ラ ー

ム世界理解に と っ てマ イ ナ ス の イ メ ー ジを 取 り 払

う た め に は， 同 じ 土俵に 立 っ て み る た め の装置，

器具が必要」 であ る 。 し た が っ て f時間がかかる

こ と は承知 の上で， モ ノ を通 じ て の相互理解 と ，

そ し て 文化交流の道を探 り た し リ と い う の が， 本

セ ミ ナー を企画 ・ 開催 し た川 床陸夫の意図する と

こ ろ で あ っ た。

では 「モ ノ の世界J と は何か。 建造物， 都市，

服装， 楽器， 土器， 陶器， ガ ラ ス 器， 金属器， 石

器， 木器， 皮革， 織物， 玩具な ど ， 現実に 目 に 見

え る も の が ま ず挙げ ら れ る 。 ただ し ， 中 国陶磁器，

ラ ス タ ー彩陶器， 高価な械毛主， 噴水の あ る 邸宅，

宝石， 貴金属 の よ う な も の よ り も ， その時代の 生
活雑器 と し て の 単色紬陶器， 土器， 織物やム シ ロ ，

一般的な住宅な どにむ し ろ焦 点 を あ て る こ と が強

調 さ れた。 なぜな ら ば， r五感で感 じ る 世界， すな

わ ち ， 目 で見 え る ， 耳で聞 く ， 舌で味わ う ， 鼻で

嘆 く: 肌に触れて感 じ る ， こ う し づ 世界J と 密接

につな が っ て い る か ら で あ り ， r政治思想、， 宗教教

義 な ど と は 関 わ り な く 生 き て い た 圧 倒 的 多 数 の

人 々 は， 容貌， 服装， こ と ば， 生活 に ま つ わ る 匂

い な どの五感で感 じ る 世界 か ら 異文化 と 接触 し ，
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異文化 を理解， あ る いは誤解 し て き た j か ら で あ

る 。

し た が っ て ， r我 々 は文化の基層 に あ る 衣食 住 を

中 心 と す る 生活文化， 生活技術 に 限 を 向 け ， 文 化

の底流に流れ る も の に触れ， 相 違点 だ け で は な く ，

共通性， 類似性 を 見 出 し ， そ こ か ら 異文化 を 見つ

め 直す必要が あ る の で は な い で し ょ う かj と い う

問いかけが な さ れ た の であ る 。

『文化交流学J の提唱 (家島彦一)

「文化J と は物質文化 を 主 に指 し 「人 が 自 然お よ

びモ ノ と 関 わ る こ と で生み出 さ れた も の (成果) J 

であ る と 定義づ け た 上 で， 家島彦ー は 「 文 化 交流

学J と い う 新 し い研究上のパ ラ ダ イ ム を提起 し た。

「 文化交流学j は 「それぞれの地域に は 固 有の価値

を持っ た 文化が あ る こ と ， そ れ を 十分 に認 め た 上

で， 他の異な る 文化価値 を も 同時に認め る 『相 互

関係性』 の学J であ り ， r地域の 固 有性の発見の た

めの地域研究や， 地域 と 地域 と の 聞 の価値の比較

研究だ け に と ど ま ら ず， 繋が り 方， 結び方， 広 が

り 方， 相 互補完性な ど の原理 を 相 互的 に 考 え る 関

係性そ の も の に着 目 し た研究， 関係学で あ り ， 出

会いの メ カ ニ ズム の研究， 出 会 い の接点の研究で

あ り ， い わ ば広 い意味でのネ ッ ト ワ ー ク の研究J

であ る 。

ではなぜ 「文化交流学」 か。 「文明 の衝突J ， r 文

化相対主義J ， r地域個別 主義J に代わ る ， r地域間

研究」 と 『 共存 ・ 共有の思想J が必要だか ら に他

な ら な い。 「地域研究や相 対主義的 な 考 え 方 を ど こ

ま で も 推 し 進 め て 行 く と ， 結局 ， 固 有文 化の価値

を認め， 強いては文化 の排他的側面 ， 否定的側面

が表面 に 出 て く る の で は な い だ ろ う か。 そ し て ，

固有文化 と 固有の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 主張 は異 な

る 文化のぶつか り 合 い， 文化 ・ 文 明 の衝突 と い う

問題に議論が結び付 き ， 展開 し て行 く 恐れが あ る

い 少 な く と も 文化の衝突の問題 を 解決す る 積極
的な 手段， 思考方法 と は な ら な い の ではな いか，

と 私は考 え て い る 。 ま さ に今， 世界の各地で起 こ

っ て い る 様 々 な事件， 緊張 ・ 対立 ・ 摩擦 ・ 戦争 ・

紛争 ・ 闘争の原因 は， 多かれ少な かれ異な る 多傑

な 文化の主張 と 固 有 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の衝突に

あ る と 捉 え られ， 理解 さ れ て い る か ら であ り ， そ

う し た 考 え 方の基本は， やは り 文化相 対主義的 な

考 え 方， 地域個別主義的な思考に根差 し て い る J

と 考 え ら れ る の で あ る 。



それでは， ア ラ ビア海周縁部 に 生 き る 人 々 の 聞

に 「共存 ・ 共有の思想」 が 生 ま れ， ダ ウ ・ カ ルチ

ャ ー の世界に象徴 さ れ る よ う な ， 人 ・ モ ノ の相 互

依存関係の網 の 目 ( ネ ッ ト ワ ー ク ) に覆われた世界

が長期 間 に わた っ て持続 し て き た 基本要因 と は一

体， 何で‘ あ っ た の か。 「 多除性お よ び様 々 な差異に

あ る ， と 考 え て い る 。 そ し て 多様性お よ び様 々 な

差異 を 個 々 の文化的価値 と し て 認め合 う 相 互の 関

係性の な かか ら ， 異 文化お よ び違し 、(差異)そ の も の

を 自 分， 自 己 の 中 に 取 り 込み. ま た 同時に他者に

提供する と い う �give and take� の相 互の 交換関

係 ， 言 い換 え る な ら ば 白 者 と 他 者 の 相 互の持つ

個 々 の文化価値を 平準化 ・ 平均化 し よ う と する ダ

イ ナ ミ ッ ク な運動， すな わ ち 『交流』 と し 、 う 現象

が 生 ま れJ て き た か ら で あ る 。

ま さ に そ の よ う な世 界 を 生 き た代表例 が ， 1 4 世

紀の 大旅行家イ ブ ン ・ パ ッ ト ゥ ー タ で、あ っ た。 「 イ

プ ン ・ パ ッ ト ゥ ー タ の旅は， 多様な 異 な る 人 ・ も

の ・ 文化の 出会い と 付 き 合いの旅であ り ， 学びの

旅で も あ っ た。 学びの旅 と は， 他者の異な る 常識，

価値 を認め て， 自 己 の も の と し ， 同 時 に 自 己 の価
値を確立 し て ， 他者に提供す る と い う 相互交換関

係の旅， 交流の旅の こ と であ る 。 当 時のイ ス ラ ー

ム世界には， 他者， 客 人 を 柔軟に受 け 入れ る た め

の 多様な 『つき あ し 寸 も し く は 『 も て な し』 の 文

化， 相 互依存関係の網の 目 が あ っ た と 考 え ら れ る 。

[中時]そ し て イ プ ン ・ パ ッ ト ゥ ー タ が イ ス ラ ー ム世

界 を 広 く 旅 行す る こ と が 出 来 る の は， 何 よ り も 先

ず彼が そ の世界に広が る ， つ き あ い と も て な し に

基づ く ， 人 と 人 の 問 の相 互依存関係の網の 目 ， 壮

大な ネ ッ ト ワ ー ク の広 が る 世界を巧みに利用 し た

か ら で あ る と 考 え ら れ る 。 だか ら こ そ ， イ ブ ン ・

パ ッ ト ゥ ー タ は 30 年間 に わた り ， し か も イ ス ラ ー

ム世界全域の旅 を実現で き た J の で・あ っ た。

『多即一J (板垣雄三)

こ の セ ミ ナーの最 後 に は， 板垣雄三が締め く く

り の総合 コ メ ン ト を し た。 そ こ で は， 川床陸夫が

提起 し た 「 モ ノ の世界J か ら 見 る と い う こ と ， ま

た家島彦ーが提唱 し た 「 文化交流学J な ど ， 本セ

ミ ナーでの議論 に 対 し て 「破壊す る 目 的 で、言 っ て
いる のでは な く て ， 逆に も っ と そ れ を サ ポー ト す

る た めに言お う と し て い る J と し て， 以 下の よ う

な コ メ ン ト が な さ れ た。

「 方法論の 問題につい て ， やは り evidence と い

m 国際セ ミ ナー

う こ と が今回の こ の 会議で非常 に 大 き な問題であ

っ た と い う よ う に私は聞 いて お り ま し た。 こ れ ま

ではテ キ ス ト かア ー テ ィ フ ァ ク ト か と い う ， こ れ

も 何 と な く ど こ かで二項対立的 な感覚で問題 が 立

て ら れ て い る 所で， evidence と い う も の に つ い て ，

学 問 に と っ て は 決 定 的 な 大 き な 意 味 を も っ

evidence と い う も の に つい て の 考 え 方 が ， 何 と な

く 分裂 し て い た の では な し 、 か と い う 気がす る の で

す。 例 え ば今や情報デザイ ン な ど ， ネ ッ ト 上 でや

り と り さ れ る 情報 と い う も の の メ ッ セ ー ジ を ， ど

う デザイ ンす る か と い う 次元の問題 ま で我 々 の視

野の 中 に入れて こ な ければな ら な い。 そ う い う 時

代の 中 で， いわば evidence と い う の は， だんだん

広 い意味で， ア ー テ ィ フ ァ ク ト 化 し つつ あ る と 言

え ま す。 そ う い う こ と で ち ゃ ん と 固 め ら れ る 議論

でな ければ evidence と し て の 力 を持 ち 得な い の

ではないか。 そ う な る と 歴史研究全般の 考 古学化

と い う こ と が ， こ れ か ら は問われる こ と に な る だ

ろ う と 思い ま す。 歴 史学 と い う 広 い範囲 の 中 の ど

こ かの コ ー ナ ー に 考古学 が あ る と か， historical 

archaeology と か， そ う い う こ と で は な く て ， 歴

史学の 考古学化J そ し て 「 知 全体の 考 古学化」 こ

そが今後 の課題で あ る と 位 置づ け ら れ た。 つ ま り ，

「モ ノ の 世界 と い う のは， 我 々 が普通 に 考 え て い る

時のモ ノ よ り も も っ と 広 が る のです。 人 工物 と し

ての都市は言 う ま で も あ り ま せん が ， 法 も 制度 も

人工物の側面を あ ら わ に し て く る 。 マ ル ク ス では

あ り ま せんが物象化 Versachlichung と い う か，

モ ノ の 中 に人間 の い ろ い ろ な能力や人 と 人 と の 関

係な どが埋め込 まれて い る わ け な ので， モ ノ の 世

界の 中 に も あ ら ゆ る も の が 入 っ て し ま っ て い る ，

人生 も 宗教 も 宇宙 も 全部 入 っ て し ま う ， そ う い う

よ う な モ ノ を 考 え J な ければな ら な い と い う 考 え

方が出 さ れ た の で あ る 。

つづい て ， 井筒俊彦の最後 の仕事 『意識の形市

上学一 「大乗起信論j の哲学一』 を 引 き 合 い に 出

し な が ら ， r一つにする こ と J ， r 多即一J ， r 多 元的

普遍主義j と い う と ら え 方 に よ り ， こ れ ま での議

論 を 発 展 さ せて い く 道が 板垣雄三 に よ っ て 示 さ れ

た。 「 モ ノ の現れ方 と い う の を ど う い う ふ う に 見 る

か と い う こ と ですが ， フ ィ ジ カ ル な も の を 徹底 し

て 考 え 観 察 し て い こ う と す る と ， いやお う な く

metaphysics に ま で も 進んで行 っ て し ま う と い う

こ と に な る 。 そ う い う ふ う に し て ， 我 々 はモ ノ (形

而下) の世界 を 中 心 に し て 考 え る と ， やがて形而
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上 ま でひ っ く る め た所で我 々 はモ ノ の世界 を 考 え

な ければな ら な い し ， ま し て 中 東の 文化やイ ス ラ

ー ム の 文化について考え よ う と すれば， なおの こ

と そ の覚悟が な ければな ら な いのではな いか， そ

の よ う に も ，思っ て い る わ け です。 そ う な る と ， イ

ス ラ ー ム の タ ウ ヒ ー ド， さ っ き 言 い ま し た複合的

な ア イ デ ンテ ィ テ ィ と い う も の を 中 東の人々 は絶

えず使い分 け な が ら ， それを 自 己責任で コ ン ト ロ

ー ル し な が ら 暮 ら し て い る ， それが 住 ま い方に も

現れて い る わけです。 そ う い う も の の 土台 に あ る ，

『一つ にす る こ と �， 私は 『多即一』 と 説明 してみ

た り ， the many と the one(ness) と が integrate

さ れ る 多 元的普遍主義 pluralistic universalism 

と い う よ う に言い換 え て み た り も し て い ま すが ，

そ う い う も のの考 え方， 生 き 方か ら 都市性や近代

性， 個 人 主義， 合理主義， 普遍主義や， 都市化，

商業化， 政治化の契機な ど， 様 々 な ， 我 々 がずっ

と 受 け て き た教育では全部 ヨ ー ロ ツ ノミか ら 出 て き

た近代的価値の よ う に思い違い し て き た も の は，

基本的 に タ ウ ヒ ー ドの論理か ら 出発 し て いたので

す。 今 日 ， 二項対立の克服 と かネ ッ ト ワ ー キ ン グ

と かパー ト ナー シ ッ プ と か市民社会が流行語に な

っ て い ま すが， こ う い う 思考法は全部 タ ウ ヒ ー ド
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だ と 言 っ て よ い。 Bio- and cultural diversity だ と

か ， そ こ か ら く る 文 明 間 の 対 話 だ と か ，

environmental and ecological harmony と か， そ

こ か ら 来 る 『個』 的 な る も の が 尊厳性 を持 っ て い

る ， 人間の問題 だ け で な く ， 宇宙万物の 個 的 な る

も の が ， 何故の 次元が 『個』 な の か と い う ， こ れ

も い く ら で も ア イ デ ン テ ィ テ ィ 複合 で使 い分 け ら

れる わ け ですが ， そ う い う よ う な こ と の 次 元で人

の 動 き 方や関係の持 ち 方 を 考 え て い く 考 え 方 が 強

ま っ て き ま し た。 それは昨 日 家島 先生が議論 さ れ

た こ と に繋が る わ け ですが， そ う い う 問題 に ま で

行 く の で は な し 、 か と 思 い ま す。 そ う な る と 川 床 先

生が我 々 に投げかけ て く れた 共 同 の 目 標 と し て の

イ ス ラ ー ム 考古学 と い う の は ， 人類の知全体 を 作

り 変 え る ， そ う い う と こ ろ でのパイ オ ニ ア 的 な ミ

ッ シ ョ ン を持 っ て い る よ う に思い ま す。 私の拡げ

て 見せた 風 呂 敷 に ， 川 床 先生は少 し 渋 い顔 を し て

い ら っ し ゃ い ま すが ， こ れで終わ り ま すJ 。
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