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技術の オ ン トロ ギ ー

イ ヌ イ トの 技術複合 シス テ ム を通 して み る 自然 ；文化 人類学 の 可能性

大　村 　敬 　一 ＊

　本稿 の 日的は、カ ナ ダ極北圏の 先住民、イヌ イ トの 人 び との 間 に み られ る
一

連 の 諸 技術 を
一

つ

の 事例 に、「自然 ＝人 間 （社会 ・文化）」の
一

元 論的 視点 か ら 人類 の 技 術 の 営 み を世 界 生 成 の 機 械

と して 捉 え る 自然 ＝文化人類学 の 技術複合 シ ス テ ム 論を提示 し、そ の 可能性 を探 る こ と で あ る 。

そ の ため に、本 稿で は まず、イ ヌ イ トの 生 業 シ ス テ ム に つ い て 検討 し、そ の 生 業 シ ス テ ム に よ っ

て、「自然」 も 「人問 」 もない
一

元 的 な世 界か ら、イ ヌ イ トや さ ま ざま な野 生 生 物な ど、さ ま ざ ま

な カ テ ゴ リ
ー

が 絶 え 問 な く産出 され 、一
つ の 秩序化 さ れ た 生 活世 界 が 持 続 的 に 生 成 さ れ て ゆ くメ

カ ニ ズ ム を明らか に す る 。 そ の うえで 、 こ の 生業 シ ス テ ム がイヌ イ トの さまざまな技術 の 営み を

組 織 化 す る統 辞 法 に な っ て い る こ と、す な わ ち、こ の 生 業 シ ス テ ム に よ っ て、野 生 生 物 を 含め た

生 態 環 境 と の か か わ り合 い を め ぐる技 術 と知 識 か ら、杜 会 関係 を め ぐる社 交 の 技 術 に い た る まで 、

イ ヌ イ ト社会 に み られ る
一
連 の 諸技術が 、　 ・

貰 し た 技術複A シ ス テ ム と して 安定的 か つ 柔軟 に組

織化 され て い る 様子 を追跡す る 。 そ して 最後 に 、 こ の イ ヌ イ トの 技術複合 シス テ ム の 考察を通し

て、「自然 ＝人 間 （社 会 ・文 化）」の
一

元 的 な存在論か ら 出発 し、人 類 の 技術の 営 み を世界生 成 の

た め の 機械 と し て 捉える 自然 ＝文化人類学 の 視座を提示 し、そ の 白然 ＝文化人 類学 の 視座 が 人 類

の 技術 の 研究 に 対 して 拓 く冂∫能性 に つ い て 考える 。
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1　 出発点 ： 「自然 ＝ 人間」の
一

元的存在論

「動物た ちが 人間た ち と と もに人物 と して 参

加する の は、文化的に構築され、有機体
一
環

境の 相互 作用 とい う自然の 所与の 基層 の うえ

に重 ね られた表象 の 世界 に表 され る ヴ ァ
ー

チ ャ ル な リ ア リテ ィ の な かだ けで は な い
。 動

物た ちが 現実 の 世界 にか か わる の は 、 感覚 を

持 ち、 自律的に行為する力をそ な えた現実の

世界の 生 き物 と して で あ り、人 間はそ の 動物

た ちに特徴的な行動や気 質や感性 を、彼 らと

実 際に 囗常的 にか か わ る な か で 知る 。 こ の

点で 、人 間で は な い 動物た ち とかか わ る こ と

は 、 仲 間の 人間たち とかかわる こ と と基本的

に異 な る わ け で は な い 。 実 際、ア ル フ レ ッ

ド ・シ ュ ッ ッ が 提示 した 次の よ うな社会性

の 定義 は一 括 弧 で示 した語 を挿 入す れ ば

一 、人 間の ハ ン タ
ー

と獲物の 出会い に も等

し くあ て は め る こ とが で きるだ ろ う。 「社会

性 は コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン の 行為 に よ っ て構築

され て お り、そ の コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン の 行為

で は 、 私 （ハ ン ター）は他者 （動物）にな り

変わ り、その際 に他者 も私にな り変わる人物

として 理 解され るが 、こ の 事実を私 も他者も

∫解 して い る」［Schutz　1970； 163］。 」［Ingold

2000 ： 52］

　新旧両大 陸の 北方先住民 が欧米近代 の 「自

然 ／人間 （社会 ・文化 ）」の 二 元論的な世界観

を前提 とせ ず、「人間」 と 「自然」を画然 と分

け る こ と の ない
一

元 的 な世界 を生 きて い る こ

とが指摘 されて 久 しい 匚cf 　lngold　 2000 ；大村

2002b；Willerslev　 2007］。 カ ナ ダ極北 圏の 先住

民 で ある イヌ イ トもこ の 例外で は ない
。 こ れ ま

で の 極北 人類学者の 研究に よ っ て 、そ して 最近

で は イヌ イ ト自身に よ っ て も、イヌ イ トは 「大

地」（nuna ）とい う 「自然 」 も 「人 間」 も等 し

く包摂す る
・一元 的な世 界に 生 きて い る こ とが 強

調 され て きた 匚げ大村 2002a ；Stairs＆ Wenze1

1992］。

　 もちろ ん 、 「人 間」 と 「自然」 を分 けない か

ら とい っ て 、イヌ イ トが 「人 間」 （inuk） を他

の 野生 生 物や さ まざま な存在者 と混同 して い

る わけで は な い 。 こ れ か ら本稿 で 検討 して ゆ く

ように、イ ヌ イ トは狩猟
・漁労

・採集 ・罠猟 か

らなる 牛 業の 絶え間ない 実践の プ ロ セ ス にお い

て 、野生生物に対し て は 「誘惑／命令」の 相互

行為 、 イ ヌ イ トに対 して は 「信頼と協調」の 相

互 行為 とい う異なる型の 相互行為 を展 開す る こ

とで 、他の さ まざまな野生生物か ら 自らを差異

化 して い る 。

　 しか し、そ うして 差異化 され る イヌ イ トに

と っ て の 「人 間」は、「自然」と対立す る欧米

近代 の 「人 間」 の カ テ ゴ リーの よ うに 、 あ ら

ゆ る関係が切 り結 ば れ る の に先立 っ て さま ざま

な野生生物や存在者たちか ら切 り離され、あ ら

ゆ る 関係の 前提 となる所与の カテ ゴ リーなの で

は な い 。 イ ヌ イ トに と っ て の 「人 間」 は 、 「人

間1 と 「白然」は もち ろ ん、「人間」 と他 の さ

まざまな野生生物や存在者 たちが未分化 な状態

か ら、絶 え 間な い 生 業の 実践 の 過程 を通 して

生 成 され るべ き結果 である 。 こ の 意眛で、一
元

的な世界 を生 きる とは 、 「人間」や 「自然」 な

どの カ テ ゴ リ
ーを前提 に生 きる の で は な く、生

業の 実践の な かで異 な る型 の相互 行為を展開す

る こ とを通 して 、 カ テ ゴ リ
ーが未分化 なと こ ろ

に カ テ ゴ リ
ーを生成 し、それ らを差異化 しつ つ

生 きる と い うこ と な の で あ る ［cf 大村 2009b；

Willerslev　2007］。

　こ うした事実は、私た ちが 人類の 技術の 営み

に つ い て 普遍的 に考え よ うとす る な らば 、 「人

間／ 自然」 の 二 元論 を前提 とすべ きで ない こ と

を端的に教えて い る 。 人類の 誰 もが 「自然」 と

「人問」 を分 ける こ とを前提 に生 きて い る の な

らば、「一連の 動作 に安 定 さと柔軟 さを同時 に

与える文字どお りの統辞法に よ っ て、連鎖的に

組織 された身ぶ りと道具」 ［ル ロ ワ ＝ グ
ー

ラ ン

1973 ： 122］で ある人類 の 技術 の 営み に つ い て

考 える 際に 、 「人間」が「自然」の 「非人 間」（モ ノ ）

N 工工
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と交 わす 関係 の ための 技 術か ら、 「自然」 か ら

切 り離 された 「人間」同士 の 問で 交わ され る関

係の ための技術 を分離 して考 えるこ と もある い

は許 され よ う。 しか し、人類の なか には、・・
元

的な世界で 「人 聞」 と 「自然」が 未分化な状態

か ら 「人 問」 を差異化 しなが ら生 きて い る 人々

が い る以 上 、「人 間」同士 の 関係に お ける技術

で あろ うと、「自然」の 「非人 間」（モ ノ ）との

関係 にお ける技術 であろ うと、 技術 に つ い て考

える際 に は 、 「人間」 と 「自然」が 未分化 な と

こ ろ か ら出発せ ねばな らない 。

　そ もそ も、冒頭 にあげた イ ン ゴ ール ドの こ と

ばに指摘 されて い るよ うに 、 「人間」 同士の 間

で あ ろ うと、「人間」 と 「自然」 の 存在者 の 問

で あ ろ うと、そ こに生 じるか か わ り合い に本質

的な違 い が ある わ けで は ない 。 その ため 、 技術

の 営み も含め 、か か わ り合 い に つ い て考える際

には 、 「人間」 と 「自然」 の 境 界を 自明視する

わ けに は い か な い 。 「人間」で あろ うと 、 「自然」

の 存在者、た とえば野 生生物で あ ろ うと、私た

ちは 自分以 外の もの が 何 を考 え て い るか を直接

に知 る こ とは で きず 、 その 振 る舞 い か ら間接的

に推測する しか な い 。 そ の た め 、「私は他 者に

な り変わ り、 その 際に他者 も私に な り変わ る人

物 と して 理解 され るが、こ の 事実を私 も他者 も

了解 して い る」 とい う事態、すなわち コ ミュ ニ

ケーシ ョ ン は、イ ン ゴ ール ドが示すよ うに、そ

の よ うに振 る 舞 う二 者 の 間 で あれ ば、「人 間」

同士 の 問で な くて も成 立す る 。
コ ミ ュ ニ ケ

ー

シ ョ ン は 「人 間」同士 の 関係に特有な現象で は

な く、非人間 との 聞で 交わ される 関係 もコ ミ ュ

ニ ケーシ ョ ン とい う共通 の 地 平にお い て 考える

こ とが で きる以 上 、人 間同士 の 関係 にお ける技

術 も 、 非人間 との 関係 における技術 も、
コ ミ ュ

ニ ケ
ーシ ョ ン の 技術、つ ま り社交の 技術 とし て

考 える ところ か らは じめ ねば な らな い 。

　 したが っ て 、 人類の 技術の 営 みにつ い て 考え

る とい うこ とは、「人間」の カ テ ゴ リ
ーも「自然」

の カ テ ゴ リー もない
…

元的 な世界の なか か ら、

「人間」と「自然」を含め 、さまざまなカ テ ゴ リー

107

が差異化 されて分化す る過程で 、 人間同士の 相

互 行為 と非人 間との 相互行為にお ける社交 の 技

術が 果た して い る役割 を考 える こ とに他 な らな

い とい うこ とに なる だろ う。 それでは 、 そうし

た カ テ ゴ リ
ー

の 差異化 と分化の 過程で技術が果

た す役割 を と らえる ため に は、ど うすれ ば よ い

の だろ うか 。

　本稿の 目的は、カ ナ ダ極北 圏 の 先住民、イ ヌ

イ トの 人び との 間に み られ る
一

連の 諸技術 を
一

つ の 事例 に、こ の 問い へ の 解を探求する こ と で

あ る 。 そ の ため に、本稿で は まず、イ ヌ イ トの

生業シ ス テ ム に つ い て検討 し、 その 生業 シ ス テ

ム に よ っ て 、 「自然 」 も 「人間」 もな い
一

元 的

な世界か ら 、 イヌ イ トや さまざまな野生 生物 な

ど、さまざまなカ テ ゴ リ
ーが絶 え間な く産出さ

れ、一
つ の 秩序化され た生活世界が持続的に生

成 され て ゆ くメ カ ニ ズ ム を明 らか に す る 。 そ

の うえで、こ の 生業シ ス テ ム が イ ヌ イ トの さま

ざまな技術の 営 み を組織化する 統辞法に な っ て

い る こ と 、 すなわ ち、 こ の 生業 シ ス テ ム に よ っ

て、野生生 物を含め た生態環境 と の か か わ り合

い をめ ぐる技術 と知識 か ら、社会関係をめ ぐる

社交の 技術 に い た る まで 、 イヌ イ ト社会に み ら

れ る
一一漣 の 諸技術が、・．・

貫 した技術複合シ ス テ

ム として安定的か つ 柔軟に組織化 され て い る様

子 を追跡する 。 そ して 最後に 、 こ の イヌ イ トの

技術複合 シ ス テ ム の 考察 を通 して 、「自然 ＝人

問 （社会 ・文化）」の
一

元 的 な存在論か ら出発

し、 人類の 技術の 営み を世 界生成 の た め の 機械

として捉 える 自然 ；文化人類学
1）

の 視座 を提示

し、 その 自然 ＝文化人類学 の 視座が人類 の技術

の 研 究に対し て 拓く可 能性 に つ い て 考える 。

且　 イ ヌ イ トの生業 シス テ ム　生活世界 を

紡ぎ出す装置

　こ れまで の 極 北人類学 の 成果 に よ っ て ［e，g ，

Bodenhorn 　l989，1990 ；Fienup−Riordan 　l983，

1990；岸上 1996
，
1998，2007；Nuttall　l992；大村

2007，2008，2009b，2011a ；Omura 　2007 ；Stairs＆
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Wenzel　 1992： ス チ ュ ア
ー

ト 1991，1992a，199　5，

1996 ；Wenzel　 l991コ、北米大 陸の 極北圏か ら グ

リーン ラ ン ドに拡が る イヌ イ トとユ ッ ピクに共

通 してみ られ る生業 システ ム が 、単に生存 に必

要な資源を獲得するた め の 技術 ・経済的な活動

なの で は な く、自律 した意志を もつ 「人間で は

な い 人物 」 （nonhuman 　person）で ある野生 生物

との 生 態的な関係 を生成す る と同時に 、 や は り

同 じ よ うに 白律 した意志 をもつ 人間同 上の 社会

的 な関係 を生 成 しなが ら 、 イヌ イ トの 生 活世

界の 全体 を 「大地」 （nuna ） として秩序 づ け る

複合的な循環 シ ス テ ム であ る こ とが 明 らか に さ

れ て きた
2 ）

。 す で に別稿 ［大村 2eOZ　 2009b，

2010，2011a，2011b，2012］で 詳 しく論 じたよ

うに 、 こ の シ ス テ ム の概略 は、次の よ うな循環

シ ス テ ム と し て モ デ ル化す る こ とが で きる 。

　 まず、イヌ イ トが 狩猟 ・漁労 ・罠猟 ・採集 の

生 業技術 に よ っ て 、野生生 物の 個体 と 「食べ も

の の 贈 り手／受け手」 と い う生 態 的な関係 に

入 る と同時に 、そ の 結果 として手 に入 れた食 べ

もの な どの 生活資源を イ ヌ イ トの 間で 分か ち合

うこ と で 、 イ ヌ イ ト同士 の 社会 ・政治関係の 基

礎 となる拡 大家族集団が 生成 され る
31

。 こ の と

きに重要 なの は 、 イヌ イ トが実現すべ き世界 を

示す世界観で は、生業で 実現 されるべ きイヌ イ

トと野生生物の関係 として、次の よ うな彑恵 的

な 関係が 目指され る ため、食べ もの を分か ち合

うこ とが イヌ イ トの 間で 規範化 される こ とで あ

る 。

　イ ヌ イ トが 目指すべ き世 界を示す世界観
41

に

お い て は 、 野生 生 物 は 「魂」 （tagnig ） を もち 、

そ の 身体が 滅ん で も、そ の 魂が滅 び る こ と は な

い とされ る。た だ し、こ こで注意せ ね ば な らな

い の は、 こ の 野生生物の 魂 は 、 イヌ イ トが そ の

身体を分か ち合っ て 食べ 尽 くさねば 、 新 たな身

体 に再生 す る こ とは で きない と され て い る こ と

で ある 。 その ため 、 野生生物の魂 は 、 白らが新

た な身体に再生する ため に、自ら の 身体 を イ ヌ

イ トの 間で 分か ち合われ るべ き食 べ もの と して

自らすすんで イ ヌ イ トに与える こ とに な る。こ

の こ とは 、 イヌ イ トの 側か らみ れば 、 生存の た

め の 資源が与えられ る こ とを意味する の で 、イ

ヌ イ トは野生 生物 か ら助け られ る こ とに な る 。

つ ま り、イヌ イ トが実現 すべ き世界 に お い て

は、生業を通 して 実現 され るべ き野生生物 とイ

ヌ イ トの 関係 と して 、 野生 生 物は イヌ イ トに 自

ら の 身体を食べ もの として与える こ とで イ ヌ イ

トの 生存を助け、イ ヌ イ トはそ の 食べ もの をイ

ヌ イ トの 間で 共有 して食べ 尽 くすこ とに よ っ て

野生 生物が新 た な身体 に再生 す る の を助ける と

い う互 恵的な関係が 日指 される こ とになる の で

あ る 。

　 こ うした 世界観 に よ っ て 示 され る指針 の 結

果、イヌ イ 1・は野生生物 に対 して常 に 「食 べ も

の の 受け手」と い う劣位にあ る者と して、野生

生物か ら
’

」
’え られ た食べ もの を 自分 た ちの 間で

常に分かち合 っ て 食べ 尽 くさね ばな らない こ と

にな り、イ ヌ イ トの 間で の 食べ もの の 分か ち合

い が規 範化 され る 。イ ヌ イ トの 問で 与えられた

食べ もの が分かち合われねば、野生生物の 魂 は

再生す る こ とが で きな くな るため 、野生生物は

イ ヌ イ トに 自らを食べ もの と し て 与え な くな っ

て し まうか らで ある 。 したが っ て 、 野生生物か

ら食 べ もの が与 えられ る よ うにす るた め に は 、

野生生 物か ら食べ もの が 与 えられ た ら、イヌ イ

トはその 食べ もの を常に必ず分か ち合 わねばな

らな い こ とに なる。

　 こ の とき重要なの は、イヌ イ トに 「食べ もの

の 分か ち合 い 」 とい う規範を課 して い る の は野

生生物で あ っ て イ ヌ イ トで はな い よ うに ⊥ 夫 さ

れ て い る こ とで ある 。 その た め 、 イヌ イ トの 問

で は、誰が誰 に対 して も命令する こ と な く、誰

もが 同 じ規範に従 っ て 食べ もの を分か ち合 う協

調 の 関係が 成立す る 。 しか も、 こ こ で 規範化

され て い る の は食べ もの の 分か ち合 い で ある た

め 、 イ ヌ イ トの 問に お い て は 「食 べ もの の 贈 り

手／受 け手」 とい う関係が 生 じる こ とが な く、

誰かが 「食べ も の の 贈 り手」 と い う優位な立場

に 立 つ こ と も、誰 かが 「食 べ もの の 受 け手」 と

して負い 日を負うこ と もな い 。こ うして 、イ ヌ
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イ トの 間で は、対等 な食べ もの の 分 か ち合 い

の なか で、相手を裏切 っ てそ の 食べ もの の 取 り

分 を横取 りしない と い うこ とを相互 に 期待 し合

い 、食べ る とい う同 じ行為 を協調 して行 うとい

う相 互 の 意志 に依存 し合 う信 頼の 関係 が 生 じ

る 。 結果 と して 、 イ ヌ イ トは野生 生物 に 対 して

「食べ もの の 受 け手」 として 常に 劣位 な立場に

立 ち 、 イヌ イ トの 間で の 食 べ もの の 分 か ち合 い

の 規範 を課す命令 を野生生物に 託 して しまうこ

とで、 自分た ち の 間か ら 「支配／ 従属」の 関係

を厄介払い し、自分 たちの 間に 対等な立場 で 協

調 し合 う信頼 の 関係 を実現する こ とに なる 。

　 しか し、こ うし て 「支配／従属」の 関係 を 自

らの 間か ら厄介払 い し、自ら の 間に 対等な信頼

の 関係を維持する代償として、イ ヌ イ トは野 生

生物に対 して常 に 劣位の 立場 に 立 た ねばな らな

い ため、イヌ イ トに は野生生物 を馴化 して 支配

する道が 閉ざされ る こ とにな る 。 もしイ ヌ イ ト

が 野生生物 を馴化 して しまえば 、 食 べ もの の 分

か ち合 い の 規範 をイ ヌ イ トに課 して い る の は 野

生 生物で は な く、そ の 野生 生物を馴化 した イ ヌ

イ トとい うこ と に なっ て しまうか らで ある 。 こ

れ で は イヌ イ トが イヌ イ トに命令 して い る こ と

に な り、 厄 介払 い した はずの 「支配／従属」の

関係が イヌ イ トの 間に 舞 い 戻 っ て きて しま う。

イヌ イ トの 問で対等な信頼 と協調 の 関係が成立

するた め に は、野生生 物は イ ヌ イ トの 誰に対 し

て も優位 な立場 に あ らねば ならな い
。 結果 と し

て、イ ヌ イ トは野 生生物に対 して支配 と管理に

繋が る ような方法 、 た とえば牧畜を採用する こ

とはで きな くな り、相手に従属す る弱者の 立場

か ら相手 に働 きか ける誘惑の技、つ ま り弱者の

技 で ある 戦術 を駆使す る狩猟や漁労、罠猟、採

集に徹する こ とになる
」 ）
。

　また 、 野生 生 物を馴化す る こ とな く、狩猟や

漁労、罠猟、採集 の 生業技術 に 徹す る こ と で 、

イ ヌ イ トの 間で の 食べ もの の 分か ち合 い の 規 範

は さら に
一

層強化 され る こ とに な る。野生生 物

を馴化 して しまえば、その 生物の 面倒 をみ つ づ

けね ば な らな い とは い え、最終的 にそ の 生物 と
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「食べ もの の 贈 り手／受 け手」 とい う関係 に 入

る こ とは確実 に な り
6）

、食 べ もの の 分か ち合 い

とい う規範を遵守する こ とが こ の 関係の 条件と

は ならない 。 しか し、狩猟や漁労、罠猟、採集

など の 生 業技術で は 、
こ の 関係 に常 に 入る こ と

が で きるわ けで は ない た め 、 食べ もの を分か ち

合 うこ とで こ の 関係が 本当に再現 され るか どう

か と い う こ との 真偽 は ど うあれ 、
こ の 不確 実性

を埋 め る た め の 条件 と して 設定 された規範、つ

ま り食べ もの の 分 か ち合 い の 規 範が 強化され る

こ と に なる。 しか も、こ の 不確実性は、食べ も

の とい う生存 に決定的 に重要な要素にかかわる

た め 、こ の 不確実性を埋 め る 食べ もの の 分か

ち合 い の 規範化は 、飢 えや 死 へ の 恐怖の か た ち

で さ らに強化 され る 。 つ ま り、こ の シ ス テ ム で

は 、 狩猟 や漁労 、 罠猟 、 採集など の 生 業技術の

不確実性 と飢 えと死へ の 恐怖が、食べ もの の 分

か ち合い の 規範化の 強化に活用 され てお り、こ

の シ ス テ ム で 生業を実践すればする ほ ど 、 イヌ

イ トは 自らの 間で 食べ もの を分か ち合 い 、 拡大

家族集団での対等な信頼の 関係を強化 して ゆ く

こ とに な る の で ある 。

　 さ らに、こ うして イヌ イ トの 間に対等な信頼

と協調 の 関係を生み 出 して 強化して ゆ く食べ も

の の 分 か ち合 い の 規範化は、食べ もの の 分か ち

合 い だ けで なく、 生業の た め の 技術や 知識の 共

有と協働 を促す。こ の 規範化に よ っ て、イ ヌ イ

トの 問で は、狩猟や漁労な どの 結果 と して 手に

人れ られる食 べ もの が常に 分かち合 われねば な

らな くな るた め、横取 りや裏切 りを心 配す る こ

とな く、 狩猟や 漁労で 協働する ことが可能にな

るか らで あ る ，、 む しろ 、 狩猟や漁労の 結果とし

て 得られ る食 べ もの を決 して 独 り占めす る こ と

がで きず、常 に イヌ イ トの 間で 分か ち合わ ねば

ならな い の であれ ば、狩猟や漁労 を単独で行 っ

た り、技術や 知識 を独占した りする こ とに積極

的な意味が な くな り、技術や知識の 共有 と協働

に よ っ て 労働 を分か ち合 うこ とに積極 的な意味

が で て くる。

　 こ う して イヌ イ トの 間で協働が促 され 、 知識
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と技術が共有され る よ うになる と 、 その 協働 と

共有を通 して 生業 の ため の 知識 と技術 は豊か に

錬磨 されて ゆ くこ とに な り、その 結果とし て 、

イ ヌ イ トが新た な野生生 物の 個体 と の 問で 「食

べ もの の 受け手に して 分か ち合 い の 命令 の 受諾

者／食べ もの の 与え手に して分か ち合 い の 命令

者」 とい う関係に再び 入る確率が上 がる よ うに

なる 。 そ し て 、こ の 関係が 実際に狩猟や漁労で

実現 され る と、す べ て が 生 業の 出発点に戻 り、

もう
一

度 、 同 じ循環 が 繰 り返 され る こ とに な

る 。 こ うして、野生生物 の魂 の 新た な身体へ の

再生 は 、 循環す る生 業の 過程の 中で イヌ イ トと

野生生物の 関係が再生産 され る とい うか た ちで

実現 され る。野生生物の 魂 は、イ ヌ イ トと野 生

生物 の 間の 「食べ もの の 受け手に して 分かち合

い の 命令 の 受諾者／食べ もの の 与 え手に して分

かち合 い の 命令者」 とい う関係 の こ とを指 して

お り、イ ヌ イ トが 目指 して い る世界 を示す世界

観に ある よ うに 、 イヌ イ トが 野生 生物か ら与え

られ た食べ もの を分か ち合 うこ とに よ っ て 、こ

の 関係 は死滅す る こ と なく、 新 たな野生 生物 と

イ ヌ イ トの 間に再生 す る こ とになる の で ある 。

　 こ うしたイヌ イ トの生業の 循環シス テ ム を次

の ように まとめ る こ とがで きる
7）

。 まず 、 イヌ イ

トが生 業技術の 実践 を通 して 野生生物 に 自らの

身体 をイヌ イ トにすすん で贈 る よ うに誘惑し
li’）
、

そ の 誘惑に乗 っ た野生 生物が イ ヌ イ トに 自らの

身体 を贈 る こ とで 食べ もの の 分かち合 い の 規範

をイ ヌ イ トに課す。 そ の 命令に従 っ て 野生 生物

か ら贈 られ た食べ 物を分 か ち合 っ て 食べ 尽 くす

こ とで 、 イヌ イ トは自分 たちの 間に相互 に信頼

し合 っ て 協調 し協働する社会関係 を生 み 出 し、

そ の 信頼 と協調の 中で 野生生物を誘惑す るため

の 戦術 的な技 を共有 して 豊か に錬磨する 。 こ の

戦術 的な誘惑の 技 を錬磨する こ とで 、イヌ イ ト

は さ らに新た な野生牛物 の 個体 を誘惑 し、 その

個体 との 間に も 「食べ 物 の 贈 り手／受け手」 と

い う自他関係を再生 して ゆ く。こ うして循環す

る生 業の 過程を通 し て 、イ ヌ イ トと野生 生物の

問の 「誘惑／命令」の 相互行為が、イ ヌ イ ト同

士 の 「信 頼 と協調 」の 相 互 行為 と絡 み合 い な

が ら展開 され 、 イヌ イ トに とっ て 「信頼 して協

調 し合 うべ き者」 とし て の 「イヌ イ ト （人間）」

と「誘惑す る対象に して その 命令に従 うべ き者」

と し て の 「野生 生物」が 差異化され て 浮か び上

が っ て くる。そ の 帰結 として、対等な個人が相

互 の 信頼 の もと で協働す る イヌ イ トの 拡大家族

集団が 、野生生物との 非対称な関係を媒介に生

成され て ゆ くの で あ る。

　 もちろ ん 、 こ うした循環的な過程で 生成 され

て 更新されて ゆ く野生生物との 関係は
一
種類の

野生生物 に限 られるわ けで は な く、さまざまな

野生生物種 との 間 に結 ばれ る 。 したが っ て、こ

の 生業の 循環に よ っ て 生成する イ ヌ イ トの 拡大

家族集団は 、 そ うした複数の 野生生物種 と循環

的に更新 され る諸関係 の 結節点 に生成 され る こ

とに なる。また、そ うして イ ヌ イ トと関係を結

ぶ 野生 生物種同士 も無 関係 なわ けで は な く、 彼

ら は 相互 に生態的な関係を結び 合い 、そ うして

結ば れ る生態的な諸関係の ネ ッ トワ
ー

ク の 結節

点 と して それぞれの 群 れを生成 して い る 。 した

が っ て 、イヌ イ トの 拡大家族集団は、さまざま

な野生生物の 群 れ の 結節点が 無数に相互 連結 し

た ネ ッ トワ
ー

ク の なかに 、 その 結節点の 一つ と

して溶け込み つ つ 浮か び上が る よ うな存在 で あ

る と言 える 。 こ の よ うに生態的な関係 と社会的

な関係 とい う社 交の 糸に よ っ て 織 り一Lげ られて

秩序 づ けられたネ ッ トワ
ー

クが 、「大地」 と呼

ばれ る イ ヌ イ トの 生 活世界で あ り、イ ヌ イ トの

拡大家族集団は 、こ の 「大地」の
一

部 に 生業 の

実践 を通 して溶け込み つ つ 浮か び上が る の で あ

る 。

　 こ うした イ ヌ イ トの 生 業 シ ス テ ム は 、 「人間」

も 「自然」 もない 混沌か らイヌ イ トの さ まざま

な拡大家族集団 とさまざまな野生 生物種 を分節

化 しつ つ 連結 し、「大 地」 と呼 ばれ る イヌ イ ト

の生活世界全体 の秩序を生成 して お り、イ ヌ イ

トに と っ て の 世界を生 成す る シ ス テ ム で ある と

言 える 。 また、こ の 生 業を実践す る こ とは、生

存に必要 な資源を獲得して流 通 させ る経済活動
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の み な らず 、 野生 生物 と生態 的な関係 を結び 、

イ ヌ イ ト同士 で社会的な 関係 を結ぶ 社交 の 活

動 、 ある べ き世界 と して 表象 され た世界観を実

現する倫理的で 文化 的な活動 を実践する こ とで

もあ り、こ の 意味で イヌ イ トの 生業 シス テ ム は

イヌ イ ト社会 の 中核 と して 政治 ・経済 ・社会 ・

文化の すべ て の 領域 を束ねて い る 。 イ ヌ イ トの

生 業シ ス テ ム は生活世界 の秩序全体を一
挙に 成

立 させ る シ ス テ ム で あ り、 イヌ イ ト白身が しば

しば強調す る よ うに
9／，
、イ ヌ イ ト と して の 生 の

全体 の 礎 となる 「生 き方」 と呼ぶ にふ さわ し い

の で ある 。

皿　 イ ヌ イ トの技術 複合 シス テ ム の原 理 ；

技術 の統辞法 と して の 生業 シス テ ム

　 こ う した イヌ イ トの 生業 シ ス テ ム は、「
一

連

の 動作に安定さ と柔軟さ を同時に 与える文字ど

お りの 統辞法に よ っ て 、 連鎖的に 組織 され た身

ぶ りと道具 」 とい うル ロ ワ ＝グ
ー

ラ ン ［1973 ；

122］の 技術 の 定義に従 え ば、イ ヌ イ トが 野生

生物 に対 して 展 開す る技術 か らイ ヌ イ ト同士 の

間で の技術 に い たる まで 、 イ ヌ イ トが 「大地」

と い う生活世界 を生成す るため に展 開す る技術

の 統辞法、すなわち、さまざまな技術の 連鎖 を

安定的か つ 柔軟に組織化する原理に なっ て い る

こ と に気づ く。 こ の 生 業シ ス テ ム に よ っ て 、野

生生物に対する 社交の 活動か らイヌ イ ト同士 の

問で の 社交 の 活動 に い た る まで 、イ ヌ イ トが

「大地」 とい う生活世界を生成 して 維持す るた

め に展開す る
一

連の 身ぶ りと道具の すべ て が循

環的 な流 れ の 中で 連鎖的に 結び つ け ら れ て 安定

的か つ 柔軟に組織化され てお り、こ れ か ら検討

する よ うに 、 イヌ イ トが展 開する あ らゆ る技術

が こ の 生業 シ ス テ ム の 必 然 と して導き出され る

か らで ある 。

　前章で みた ように 、 イヌ イ トの 生業シ ス テ ム

にお い て は、イ ヌ イ トの 問で の 食べ もの の 分か

ち合 い の 規範が 成 立 し、 イ ヌ イ トの 間で 対等

な信頼 と協調の 社会関係が維持 されて ゆ くた め

111

に 、 野生 生物の 支配 と管理 に つ なが る ような相

互 行為を野生生物 と交わ すこ とがイヌ イ トに禁

止 され て い る 。 もしイヌ イ トが馴 化と家畜化を

通 して 生物 を支配 して 管理 して しまえば 、 野生

生物が 自らの 身体 を自発的にイヌ イ トに贈 る こ

とで イ ヌ イ トに課 して い た 「食べ もの の 分か ち

合 い 」の 規範は 、 イヌ イ トが馴化 して 支配 し、

管理す る生物 を経山する かたちで 他 の イヌ イ ト

に 課す規範 に なっ て しま い 、野生 生物に託す か

た ちで 自らの 間か ら厄介払 い し た はず の 「支配

／従属」の 関係が 自らの 間に舞 い 戻 っ て きて し

まう。 また 、 野生生 物を馴化 し て 家畜化 し て し

ま うと、食べ もの をは じめ とする 資源 の 獲得 に

あた っ て の 不確実性が低減され、分か ち合 い の

規範が弱体化 されて しまう 。 イヌ イ トの 生 業シ

ス テ ム にお い て、牧畜 で は な く、狩猟、漁労、

罠猟、採集 と い う技術形 態が 採 られ て い る の

は、信頼 と協調に よる対等な社会関係が イヌ イ

トと野生生物との 関係を媒介 に して 成 り立 っ て

い る と い う彼 ら の 生 業シ ス テ ム の 性格か ら し て

必然的なの で ある 。

　実際、イヌ イ トの 生業技術 の 多 くは、野生 生

物 に 対 し て 弱者の 立場 か ら働 きか ける こ とを基

本 とし て お り、獲物に な らな い よ うに 捕食者か

ら逃 げる とい う通 常の 行動か ら野 生生物を逸 ら

して 、 結果的にそれ らが 自らすすんで 自らを イ

ヌ イ トに贈 る かた ちに なる よ うに 野生 生物 を誘

導する誘惑の 技術 であ る
1°1

。 文字通 りに餌で 野

生 生 物 を誘惑す る 罠猟や 疑似餌 漁は もと よ り、

た とえば、次に あげる漁労に つ い て の イ ヌ イ ト

の 古老の 逸話に、こ うした イ ヌ イ トの 生業技術

の 誘惑の 技 と し て の 性 質が よ くあ ら わ れ て い

る 。

「沢 山の 魚 を獲 っ た 。 こ の 月に は い つ も魚獲

り用 の 投 げ槍 （nauliNniut ）を使 っ た もの だ 。

こ の 淵 （qamaniq ）で何度 も槍 を投げ、 3 尾

の 大 きな成 熟 した マ ス （iLuug ）を 獲 っ た。

こ の 淵 と川の 湖 口 の 間に は浅瀬 （qariaq）が

あ り、そ こ で は川幅が狭 くな り、水が濁 っ て
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い た 。こ の 浅瀬 は湖 の よ うにな っ て お り、魚

で い っ ぱ い だ っ た 。 その 浅瀬で 腰か ら胸の 辺

りまで水に浸か りなが ら魚 を獲 っ た 。 亡 き妻

が 、川 を下 る魚が 下 流 の 湖 に 行か な い よ う

に、湖凵 の 手前 に 、k っ て 槍 の柄で 魚を追 い 立

て た 。 追 い 立 て られ た 魚に私 が槍を投 げた 。

こ うし て 沢山 の マ ス と陸封 ホ ッ キ ョ ク イ ワ ナ

を獲 っ た 。 どれ も大物だ っ た 。 あま りに立派

で 重 く、た っ た 2尾 を背負うの が 精
一

杯だ っ

た。キ ャ ン プ との 間を何 度 も往復 して 少 しず

つ 運ぶ しか なか っ た 。 妻 は そ の 魚 を捌 い て

干 し魚 （ρiphit）を作 っ た 。 」 （2003年 8 月 8

口に古老が語 っ た物語 の 部分 の 要約）匚大村

2005］

こ の よ うな追 い 込み漁 に は、遡上 して くる ホ ッ

キ ョ クイ ワ ナ を石造の ヤ ナで
一

ヵ所 に誘導 し、

三 つ 又の ヤ ス で 獲 る 方法が あ り ［Balikci　 l989 ；

ス チ ュ ア
ー ト 1992b，1993a，1993b］、 今 日で

も春季や 夏季に 盛 ん に 行わ れ て い る 。 また 、

1960年代 の 定住化以後、ナ イ ロ ン製 の 漁網が手

に入 る よ うになる と、ホ ッ キ ョ クイ ワ ナ の 遡上

ル ー トの 水面下 や河氷下 に定置網を仕掛 けて 獲

る方法 も行 わ れ る よ うに な っ て い る ［Stewart

2005］。 い ずれ に して も、 こ れ らの 漁法は遡上

す る魚 の 動 きそ れ 自体を利用 した り、そ の 動き

を誘導 した りする こ と に よ っ て 、結果 と して 魚

が 自らすすんで漁網に かか っ た り、ハ ン ターの

前に現れ た りするか た ち に なる よ うに 工 夫 され

た漁法で ある と言 える 。

　 こ の よ うな追 い 込 み は漁 労に限 らず、カ リ

ブ ー猟や ク ジ ラ猟で も
一

般 的で あ る 。 20世紀

に ライフ ル が導入 される まで は 、イヌ ク シ ュ ク

（inukhttk）と呼ば れ る 2 メ
ー

トル ほ どの 高さ の

人型 の 石積み を並 べ た り、勢 予に よ っ て 追い 立

て た りする こ とで、ハ ン タ
ー

が 待ち伏せ す る地

点 まで カ リブ
ーを誘導 して 弓矢で 獲る カ リブー

猟が 行わ れ て い た ［ス チ ュ ア ー ト 1990］。 また、

私も1997年に参加 した イ ッ カ ク ク ジ ラ猟で は 、

10隻ほ ど の 船外機付の ア ル ミ ニ ウ ム 製の ボー ト

で イ ッ カ クク ジ ラ を誘導す る猟法が 行わ れ て い

た 。 こ うした追 い 込み に加えて 、カ リブー猟 と

ア ザ ラ シ猟で は 、 カ リブ
ー

や アザ ラ シ の 動 きを

読ん で 待ち伏せ する猟法が採 られ る。民族誌映

画 ［Balikci　 l967 ：Flaherty　 1922］ で も有 名 に

な っ た海氷上 で の ア ザ ラ シ の 待ち伏せ 猟で は、

ア ザ ラ シ が 呼吸の た め に 上 が っ て くる十数個の

呼吸穴の 前で複数の ハ ン タ
ーが待 ち伏せ し、 呼

吸 に上が っ て くる ア ザ ラ シを回転離頭銛で獲る

［Balikci　 1989］。 ま た、ラ イ フ ル が 導入 され る

以 前は、カ リブ
ーの 移動ル ー

ト上 にある河や湖

の狭 隘部で 待 ち伏せ し、 カ ヤ ッ クか ら銛や弓矢

で獲 る猟法が一般的で あ っ た ［Balikci　 1989］。

　こ うした追 い 込み や待ち伏せ は、高性能ラ イ

フ ル や ス ノ ーモ ービ ル 、 船外機付 の 金属製ボ ー

トが 標準的 な装備 とな っ て い る今 日で も漁法や

猟法の 基本 とな っ て い る。 そもそ もク ジラや カ

リ ブー、ホ ッ キ ョ ク イ ワ ナ など、イ ヌ イ トの 主

要 な獲物 は季節移動性が高 く、 広大な ツ ン ドラ

の 大地 を季節 に応 じて た えず数百 キ ロ を移動 し

て い るた め、野生生 物 を馴化 し て 自ら の 側に 留

め てお か ない 限 り、た とえ どん なに高性能な ラ

イフ ル を装備 し、 高速の ス ノ ーモ ービ ル や船外

機付 の ボ ー トを駆使 して も、野生生物 の 群れ と

遭遇 し、ラ イ フ ル の 射程距離に接近せ ね ば、宝

の 持ち腐れ に す ぎな い 。 また、 ア ザ ラ シ の 場

合、海面 ドもしくは海氷 ドを自在 に移動する た

め、そ もそ も ア ザ ラ シを捕捉する こ と 白体が難

し い
。 さ らに 加 えて 、 当た り前の こ とだが 、 野

生生物は ハ ン タ
ーの 姿や エ ン ジン音に少 しで も

気づ けば、獲物 にな らな い ように逃走す る の が

普通で あ り、 そうした通常 の行動か ら野生生物

を逸脱 させ た り、野 生生物 の針路で待ち伏せ し

た りする こ とに よ っ て 、 野生生 物が 自らの 姿 を

ハ ン ターに曝 して しまうよ うな工 夫が漁労や狩

猟では そ もそ も必要 な の で ある 。

　ただ し、こ こ で 注意せ ね ばな らない の は 、 前

章 で 検討 した よ うに、こ うした生業技術の あ り

方はあ くまで も生業 シス テ ム の 必然なの で あ っ

て 、 イ ヌ イ トは野生 生 物に 対 して 実際に 弱者で
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あるか ら、野生生物を誘惑す るわ けで は な い と

い うこ と で ある。た しか に、野生生 物の 身体能

力 は イヌ イ トよ りもは るかに高 く、 通常で あれ

ば、接近する こ と自体が 難しい
。 しか し 、 ア ザ

ラ シやク ジ ラは さすが に難 しい とは い え、カ リ

ブー （北米 トナ カ イ）で あれ ば、旧大陸で の ト

ナ カ イ の馴化 と家畜化の 先例が ある ように 、 馴

化 して 家畜化す る こ とは技術 的に は可能 なはず

である 。 実際、19世紀末と20世紀前半に、ア ラ

ス カ とカナ ダで 政府主導の もと、イ ヌ イ トに ト

ナカイ牧畜 を導人する プ ロ ジ ェ ク トが い くつ か

試み ら れ た ［Sonnenfeld　 l959；Scotter　 l972］。

しか し 、 トナ カ イ牧畜は イヌ イ 1・の 問に定着す

る こ とな く、 こ れ らの プ ロ ジェ ク トは失敗に終

わ っ て し まっ て い る 。 環境条件 をは じめ とする

さまざまな要因があ っ た とは い え、イ ヌ イ トの

生業シ ス テ ム に牧畜が そ ぐわ なか っ た こ と も、

こ の 失敗 の 要因で あ っ た と考 える こ とが で き

る 。 イヌ イ トは分かち合 い の 規範を白分た ちに

課す役割 を野生 生物 に託 し、自分た ち の 問か ら

「支配 ／従属」の 関係 を厄 介払 い し て 信頼 に 基

づ く対 等な社会関係 を生成す る ため に、野生生

物に対す る 自らの 行為が誘惑に しか な らな い よ

うにす る こ と で 、自分た ち の 誰 もが 等し く野生

生物に対 して弱者に なる ように して い る の であ

り、こ うした生業 シス テ ム の あ り方に トナ カイ

牧畜の 導入はそ ぐわ ない の で ある 。

　同 じこ とは、こ うした野生生物 とのか か わ り

合い の ため に使わ れ る イ ヌ イ トの 生態 学的な知

識 に もあて は まる 。 すで に別稿 ［大村 2002a，

2003a，2007．2008］で 明 らか に したよ うに、イ

ヌ イ ト社会で は、 ド ・セ ル トー ［1987］が 言 う

と こ ろ の 「戦術」の 実践様式が 「戦略」の 実践

様式よ りも尊ば れ、弱者の 誘惑の 技 として物語

の か た ちで 語 られ る 「戦術」的 な知識が、対象

の 支配 と管理の ため に マ ニ ュ ア ル 化 され た 「戦

略」的な知識 よ りもは るか に発達 して い るた め、

イ ヌ イ トの 生態学的な知識は近代科学 とは対照

的なか たちをとっ て あらわれ る こ とに なる 。

　 ド ・セ ル トー ［1987］に よれ ば、戦術 とは、

］13

自分 よ りも強い 相手 の 支配の 下で 、 その 相手に

組み しかれ た まま、 相手 と の 関係 の 中に
一瞬あ

らわ れ る機会をつ かみ 、 そ の機会を利用 して 自

分の H 的 を達する 機略の こ と で ある 。 「柔 よ く

剛 を制す」柔術 の ように、圧倒的 な力をもつ 相

手の 支配 に甘 ん じなが ら、相手の 動きを利用 し

つ つ 相手 を誘導 した り、

一
瞬の 問合 い に相手 の

動 きに介入 した りす る こ とに よ っ て、 自他 の 力

関係を逆転させ る の で ある 。 こ の 戦術 は 、 相手

の 自由を侵害する こ と も、 相手 に何か を強要す

る こ ともな く、自分 に対 して相手が 自らすすん

で 欲望す る よ うに相手 の 意志 を誘導す る誘惑の

技 に他な らな い 。 他方で 戦略と は 、実践 主体が

流動的な周囲の環境か ら身を引 き離 し、一
望 監

視 的ある い は鳥瞰的な視点か ら環境 を一挙 に見

通 して客体化 した対象を支配 して管理 しようと

す る実践様式で ある。

　 た しか に 、 イ ヌ イ トの 野生生物 に関す る知識

や 地理 に 関す る知識な どの 生 態学的な知 識は、

地 名や方位 な ど、個 々 の 状況か ら離れ て 俯瞰的

に と らえ られた 地理 空 間の 構造、つ ま り戦略的

視点か らで なければ とらえる こ との で きない 知

識 に基礎づ け られ て い る 。 しか し、イ ヌ イ ト社

会に お い て は、支配 と管理 に つ なが る 戦略 よ り

も誘惑の 戦術が尊 ばれ る ため 、 戦略的知識はあ

くまで初歩的な暗黙 の 背景的知識 に退い て しま

う。 また 、 近代科 学の よ うに現象 を 般 化 し

て 法則 を導 き出す よ うな戦略的 な知識 実践 も、

「子 ど も っ ぽ い 」 （nutaraopaluktuq ）や り方 と し

て 低 く評価 され て しまうた め 、あ まり発達 しな

い 。 代わ りに、イ ヌ イ ト社会で は、弱者 の 誘惑

の 戦術的な技を再現 して 伝える に適 した物語の

かた ちの 知識が高 く評価 されて 高度に発達 して

い る 。

一
瞬あ らわれ る機会をつ か み、そ の 機会

に 乗 じて 相手を 誘導す る 戦術 を実践する た め に

は 、 チ ェ ス や柔道の 場合で の よ うに 、 鋭 い 観察

力 と素早 い 判断が 必要 とされ るた め、多様 な コ

ン テ キ ス トに よ っ て 微細 に異 なる多様 な 「手」

や 「わざ」 をで きる だけ多 く知 っ て い る こ とこ

そが 肝心 で あ り、そ うした 「手」や 「わ ざ」を
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再現 して伝える には物語の か た ちが 適して い る

か らで あ る 。

　 こ う して、 しば しば指摘 され て きた よ うに

［Berkes　 1993，1999；Freeman　1985，ユ993 ；Gunn，

Arlooktoo　and 　Kaomayok 　1988 ；Stevenson　l996］、

イ ヌ イ トの 生態学的な知識は近代科学 の 生態学

的知識 と対照 的な性 格 を示す こ と に なる 。 「自

然」を客体化し て 支配 と管理 を企 図する戦略的

な 近 代科学の 生態学的知識が 、定量 的、分析

的 、 還元主義的 、 客観的 、 機械論 的で ある の に

対 して、環境 に巻 き込 まれ た弱者 の 立場か ら野

生 生 物や環境 に誘惑の 戦術 で対処 して ゆこ うと

する イヌ イ トの 生態学的知識は 、 定性的 、 全体

論的、直感的、主観的、経験的、 コ ン テ キ ス ト

依存的で 、 万物 に意図を認める ア ニ ミ ズ ム 的で

精神論的な説明原 理 に基 づ い たか た ちをと る よ

うに なる の で ある。こ こ で も、イヌ イ トの 生業

シ ス テ ム は、イ ヌ イ トの 生 態学的知識 を方向づ

け、組織化す る原理 に な っ て い る の で ある 。

　 また、こ うした生態環境 との か か わ り合 い を

め ぐる技術 と知識 に加 え て 、 イ ヌ イ トの 生業 シ

ス テ ム は イ ヌ イ ト同十 の 社交 の 技 術 の あ り方

も組織化 して い る 。 イ ヌ イ トの 生業シ ス テ ム で

は 、 シ ス テ ム の 必然 と して 、 イヌ イ ト同士の 間

に 信頼の 関係が求め られる が、実際、イヌ イ ト

同士の社 交の技術 にお い て は相互 に信頼 を築 く

技術が 発達 し て い るか らで ある。

　 イ ヌ イ ト社会で は、成熟 した 大 人 の 証で あ

る 「分別」 （ihuma−） と人 間的 な善性 の 証で あ

る 「慈 愛 」 （naglik −）を兼ね そ な え た 人 物が 、

理想的なパ ーソ ナ リテ ィ であ る 「真なる イヌ イ

ト」（lnunmariktuq） と し て 目指 され る ［Briggs

1968．1970 ；大村 1998，2003b］。 「分別ある大

人」 （iht〃maqagtug ） と は 、 い かなる時 に も平静

さを失わずに 困難を受け入れ 、決 して怒 らず に

自己 をバ ラ ン ス よ くコ ン トロ ール し、物理的に

も精神的 に も自らの 生活 を自律的 に律 しなが ら

社会的に適切な行動を行うの み な らず 、 相手の

自律性 を尊重す る 自律 した 人物 の こ とで ある 。

他 方で 、「慈愛 に 満ち た善人 」（pittauRuq） と

は、笑 い を絶や さず、物理 的 に も精神的に もす

すん で 分かち合 っ て 助け合 う社交性 に溢れ た人

物で ある 。 したが っ て、イ ヌ イ トに と っ て の 理

想的な人物 とは、自律しつ つ も他の 人 びとと相

互 に依存 し合 う 「信頼」の 関係 を築 くこ とが で

きる人物で ある とい うこ とになる 。 イン ゴール

ド ［2000］が 看破 して い る よ うに、相互 に依存

し合 い なが らも、 相互 の 自律性 を尊重す る こ と

が 「信頼」の 本質だか らである 。

　 こ の ように イヌ イ トの 間で は 、 相互 に依存 し

合 い なが らも相．圧の 自律性 を尊重する 信頼の 関

係が 理想的 な社会関係 と して 目指され るた め 、

当然 、 イヌイ ト同士の社交 の技術 は信頼関係 を

築 くため の 技術 として高度に発達 して い る 。 こ

の 側面か らの イ ヌ イ ト社会の研 究は、私見の 限

り、 こ れ まで に ほ と ん ど行 わ れ て い な い が
11，

、

イ ヌ イ ト社会 の 感情生活の あ り方を調査 したブ

リ ッ グ ス の 次の こ とばか ら、そ の 片鱗 をうか が

うこ とが で きる 。

「
一

ヶ 月前 の 夕方 、

一
杯 の お 茶 をすすめ なが

らイヌ ッ テ ィ ア ッ クが私 を娘 と して 迎えた と

き、暖か く守られ て い る と感 じなが ら も、今

や イヌ ッ テ ィ ア ッ ク の 住 まい に移るこ とに な

る の も間近 だ と い う恐 怖が私 の 巾で ふ くれ

あが るの を感 じた 。 終 凵24時 問、他の 人々 と

一
緒に い る こ と に 耐え られ るだ ろ うか。こ の

一
ヶ 月の 間、私 の 個人 テ ン トが避難所に な っ

て い て 、毎晩、キ ャ ン プの 他 の 人 々 が寝静ま

る と、そ こ に引 き こ もっ て バ ノ ッ ク （無発酵

揚 げ パ ン ）や ピー
ナ ッ ツ

・バ タ
ー、煮た米、

凍 っ た ナ ッ メ ヤ シ、ヘ ン リ
ー ・ジ ェ

ーム ズ で

荒廃 した心 を慰 めた の だ っ た 。 そ うして 生 き

返るため の 気 ままな時 間 、 それ を失 うこ とを

恐 れ て い た 。 11月に イ グ ル ーを建 て る まで 、

ど うか イ ヌ ッ テ ィ ア ッ ク が
一

緒に 住 む よ う誘

わない よ うに私 は祈 っ て い た 。 （中略 ：結局、

ブ リ ッ グ ス は嫌 々 なが らもイ ヌ ッ テ ィ ア ッ ク

の 核家族 と同 じテ ン トとイグ ル ーで 暮 らす よ

うになる）私は 隠れ家の 必要を感じる こ とは
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なか っ た 。 イヌ ッ テ ィ ア ッ クの住まい の 温か

い 保護の 恩恵 に浴 して い た の だ 。 私に必要な

孤独 は、イ ヌ ッ テ ィ ア ッ ク と一緒に魚獲 りに

出か け る朝の 川 で、あ る い は驚い た こ とに 、

午後の カ ル マ ッ ク　（秋季の 半石造 ・半毛皮製

の 円形の 住居〉の 中で さえ、于に入れ る こ と

が で きた。午後の カ ル マ ッ クは訪問客で い っ

ぱ い だ っ たが 、理解 で きない 静か な会話の 流

れに慰め られ つ つ 、周 りか ら遮断され て 自分

の 中に 引 き こ もる こ とがで きた 。 （中略）多

くの 点で 、イヌ ッ テ ィ ア ッ ク の 住まい で の 生

活は、独 りだ けの テ ン トで の 生活 よ りもず っ

と安逸なもの だ っ た 。

一つ には 、 もう客の も

て なしを しな くてす むようにな っ た とい うこ

とだ。私の ため に確保され た片 隅に静か に 座

り、 イヌ ッ テ ィ ア ッ ク とア ッ ラ ッ クが 訪問客

を もて なす に まか せ る こ とが で きる こ とで 、

孤 立す る こ とへ の 不安な しに プ ラ イバ シ ーを

得る こ とが で きた 。 そ して また、イ ヌ ッ テ ィ

ア ッ ク と ア ッ ラ ッ クは、私が歓迎 され て い る

と感 じられ る よ うに最善 を尽 くして くれ た 。

それ は 、 何 をす れば よ い の か教 えた り、食 べ

させ た り、大地 と気候に無知な私を危険か ら

守 っ た りす る こ とだ けで な く、 それ以上 の こ

とを親 と して 私 の ために して くれる こ とに感

じられ た 。 また、私に心地 よい よ うに、そ の

住ま い で の 生活を調整 して くれ る思 い や りも

感 じた 。 そ うしたけれ ば、 い つ タ イプ を打 っ

て も、夜 い つ もよ り遅 くまで ラ ン プを点 けて

い て も、「時 々 」だ っ た ら皆 に 分けずに 白人

の 食べ 物 を食べ て もよ い と当初か ら請け負 っ

て くれ た 。 「お 前は 白人 な の だ か ら 。 」 しか

も、私が 別の カ ル マ ッ クを訪問 して 夜 を過ご

す と きに は寂 しい とさえ言 っ て くれ た 。 何 よ

りもこ の こ と ば が
一
番 心 に暖か くしみ た 。 」

匚Briggs　1970 ： 237−241］

私自身も狩猟キ ャ ン プ で イ ヌ イ トの ハ ン タ
ー

た

ちと テ ン トを共 に した と き、同 じ ような心地よ

さを経験 して い る 。 狭 い テ ン トや ボ
ー

トの 中
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に 3 〜 4 人 で生活をと もに して い て も、 相互 に

助 け合 い 、 相互 に気遣 い 合 い なが らも、決 して

相手に干渉す る こ とな く、相互 の 自律性を尊重

す るイ ヌ イ トの ハ ン ターとの 生活 は暖か くて 心

地 よ い 。 そ うした相互 依存 と相互 の 自律性を両

立 させ る イ ヌ イ トの ハ ン タ
ー

た ち の 社交の 技術

は 、 恐 る べ き レ ベ ル で 洗練 されて い る の で あ

る 。

　 こ の よ うに、イ ヌ イ トの 生業シ ス テ ム は、野

生生物 をは じめ とす る生態環境 との かか わ り合

い をめ ぐる技術 と知識 をは じめ 、イ ヌ イ ト同

［：で の 社交の 技術 に い た る まで 、その 知識 と技

術 の あ り方 をそ の シ ス テ ム の必然 として 導き出

す こ とが で きる とい う意味で 、イ ヌ イ トの 技術

の あ り方 を複 合的に 組織 して い る統辞法なの で

ある 。 また、こ の 生業シ ス テ ム は、すで に別稿

［大村 2010．2011a，2011b］で 明 らか に して き

たよ うに 、 循環的に 閉 じつ つ も外部に対 して 開

か れ た オー トポ イ エ ーシ ス ・シ ス テ ム と して 、

変転を つ づ ける グ ロ
ー

バ ル な環境 の なか に あ っ

て さまざまな変化を受けなが ら も安定的に稼働

し続ける柔軟性 をもっ てお り、こ の 意味で もル

ロ ワ ＝グ
ー

ラ ン の 言 うと ころ の 技術の 統辞法で

あ ると言える 。

　 イヌ イ トの 生業シ ス テ ム で は、そ れ ぞれ の 野

生生物種 との 生態的 な関係 とイ ヌ イ トの 社会的

な 関係 は循 環 的 に 閉 じた系 に な っ て お り、そ

の 閉 じた系の 中で、食べ もの をは じめ とする生

活資源の 獲得か ら社会関係の 調整 に い た る ま で

の 政 治 ・経済の す べ て 、
つ まり生 活の す べ て が

自律的に賄 える ようにな っ て い る 。 同時 に、こ

の シ ス テ ム は 、 野生生 物 との 生 態的な関係 とイ

ヌ イ ト同上 の 社会関係が循環 的に 生成する な ら

ば 、 外 部か ら何 で も取 り入れ つ つ 自 らを持 続

的に維持す る こ とが で きる 。
こ の こ と は 、 数 々

の 極北 人類 学者 が 指摘 し て きた よ うに ［c，g ，

Fienup−Riordan　l983 ；岸上 1996；Nuttal　l992；

ス チ ュ ア
ー

ト 1992a，1995；Wenzel　1991］、高

性能 ラ イフ ル やス ノ ーモ ービ ル な どの 機械類が

導入 された り、ハ ン バ ー
ガ

ー
な ど の 加工 食品が
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食べ られる よ うに なっ た りして も、生業の 循環

が 途絶 える こ とが な か っ た た め に、さ まざま

な文化の 変化を経て もなお イ ヌ イ ト社会の 継続

性 が保 たれ て きた こ と に 示 され て い る 。 イ ヌ

イ トの 生業シ ス テ ム は、マ トゥ ラ
ー

ナ とヴ ァ レ

ラ 匚1991，1997］の 言 うオ ートポ イ エ テ ィ ッ ク

な シ ス テ ム として、生業が循 環的 に実践 され る

限 りに お い て 自律 的に 閉 じつ つ 外部に 開 い た系

に なっ て お り、ル ロ ワ ＝グー
ラ ン の 言う 「

一
連

の 動作に安定さと柔軟さを 同時に与える 文字 ど

お りの 統辞法1 ［ル ロ ワ ； グーラ ン 1973 ： 122］

として、野生生物や 自分たち自身を含 め、あ ら

ゆる 存在 と イ ヌ イ トが交わ る際の 社交の 技術

を複合的に組織化する 原理 となっ て い る の で あ

る 。

IV　技術の オ ン トロ ギー　 自然 ＝ 文化人類

　学の 可能性

　本稿で は 、 野生 生物 をは じめ とす る生 態環境

との か か わ り合 い をめ ぐる技術か らイ ヌイ ト同

士の 社 交の 技術に い た る ま で 、イ ヌ イ ト朴会

の
一

連の 技術 が、「大地」 と呼 ばれ る イ ヌ イ ト

の 生活世 界を生成す るオ
ー

トポ イエ テ ィ ッ ク な

生業シ ス テ ム に よ っ て 、・・
貫して 安定的 か つ 柔

軟に組織化 され て い る様子 を追跡 して きた 。 狩

猟 ・漁労
・罠猟 とい う野 生生物を誘惑するた め

の 戦術的な技術 も、そ の 技術の た め に必 要な生

態学的知識 も、 イヌ イ トの 聞で 相互依存 と相 圧

自律の 信頼 関係 を築 くた め の 社交 の 技術 も、野

生生物 との 生態的な 関係を媒介に イ ヌ イ ト同士

の 対等 な信頼 と協調 の 関係 を循環的に生 成す る

生 業 シ ス テ ム の 必然 として 生 じる の で あ り、さ

まざまな要素を外部 か ら取 り入れ つ つ も自律的

に閉 じて オー トポイエ テ ィ ッ クに稼働す る生業

シス テ ム に よ っ て安定的か つ 柔軟に組織化さ れ

た 技術複合 シ ス テ ム と して 捉え られ ねば ならな

い
L21’

。 こ の 意味で 、イ ヌ イ ト社会にお ける技術

複合 シ ス テ ム は、オ
ー

トポ イ エ テ ィ ッ ク に稼働

す る 生 業 シ ス テ ム と い うエ ン ジ ン を中核 と して

組 み立 て られ 、 1司時にそれ に よ っ て ドライブ さ

れ 、「白然」 も 「人 間」 もない
一元 的な世界か

ら さまざまな野生生物種 とイヌ イ トの 拡大家族

集団を絶 え間な く差異化 しつ つ 、「大 地 」と い

う生活世界を生 成 して ゆ く一つ の 壮大 な機械
IS〕

で あ る と言 うこ とが で きるだろ う。

　 それ で は 、 こ うした生活世界 を生成する機械

として の イ ヌ イ トの 技術複合シ ス テ ム か ら私た

ちは何 を学ぶ こ とが で きる の だ ろ うか 。

　 まず
一つ に は、すで に本稿 の 冒頭 にお い て指

摘 した よ うに、人類の 技術の 営み につ い て考え

るため には、「自然 」 も 「人問」 もない
一

元的

な世界か ら出発 し、「自然 」や 「野生生物」や

「人 間」や 「民族」や 「拡大家族」な ど、さ ま

ざまなカ テ ゴ リ
ーが差異化 されて 現実化 されて

ゆ くプ ロ セ ス の 全体 を捉 えね ば な らな い と い う

こ とで あ る。 イ ン ゴ ー
ル ド ［Ingold　 2000］が

指摘 して い る ように 、 近代 人類学で は 、 技術 に

つ い て 考える際 に、デ ュ ル ケ
ーム 以 来の 伝統に

従 っ て 「自然／人間 （社 会 ・文化）」の 二 元 論

を前提 に、「自然」の 生態環境 に お ける 生業技

術 を 「人 間 （社会 ・文化）」に お ける コ ミュ ニ

ケーシ ョ ン と分離 して 考 えて きた ［e ．g．，リーチ

1981；サ
ー

リ ン ズ 1984；Friedman　 l974］。 し

か し、 こ うした観点で は、本稿で示 して きた よ

うな 、 「自然」 と 「人間 （社会 ・文化）」 を横 断

して循環的に連鎖する コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン の 流

れが 断片化されて しまい 、そ うした循環的 な流

れの なかで 世界を生成す る機械 の ダ イナ ミ ク ス

が 見落と され て しま う。

　本稿で示 して きた ように、あ らか じめ両然 と

分 け られた 「白然／人 間 （社会 ・文化）」の カ

テ ゴ リ
ー

に従 っ て、「自然」 との 関係 には 生業

技術 が 、「人間」 の 関係 に は コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

ン の 技術が割 り振 られて い る わけで は ない 。 た

とえば イ ヌ イ トの 生活世界 を生成する機械で の

よ うに 、 生 活 世界を生成する
一

つ の 複合的な機

械が循環的に稼働するなか で、野生生物に対 し

て は誘惑の 戦術的 な技術、人 間同十 の 間で は信

頼 関係 を築 くた め の 技術 と い うかた ちで 技 術
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の あ り方が使い 分 け られ る こ とに よ っ て は じ

め て、「白然」や 「人問 （社会 ・文化）」 な どの

カ テ ゴ リ
ー

が 差異化され て 現実化 され て くる。

「自然」や 「人間jな ど 、 あ らゆ る カ テ ゴ リーは 、

生活世界を生成する
一

つ の 複合的な機械 の 稼働

の 結果 な の で あ っ て 、そ の 稼働以 前に は存在し

な い の で ある 。

　 こ の 意味で 、イ ン ゴール ド ［lngold　 2000ユ を

は じめ 、
バ ー ド＝デ イビ ッ ド ［Bird−David 　l999］

や ラ ト ゥ
ール ［2007，2008］、ウ ィ レ ル ス レ ヴ

［WMerslev 　 2007］、森田 匚2011］な ど の 最近 の

人類学者 に よ る 「自然／ 人間」 の 二 元論 へ の

批判は正 しい 。 た だ し、注意せ ねばな らない の

は 、 「自然／ 人 間 （社会 ・文化）」の 二 元 論を

廃 棄 し、人類の 技術 の 営 み も含 め た人び と の

生 の あ り方を 「棲 ま うこ と の 詩学 」（Poetics　 of

dwelling）［lngold　 2000］ と して 「自然 ＝ 社会 ・

文化」の
一

元 的な世 界の なか に位置づ けなおす

だ けで は不 卜分で ある と い う こ とで ある 。 それ

は た しか に重要な視座 で あるが 、 ウ ィ レ ル ス レ

ヴ ［Willerslev　2007］が正 し く指摘する ように 、

あ くまで も出発点で ある にす ぎな い 。そ の 「棲

まうこ との 詩学」が 世界を生成す る一つ の 機械

と して い か に組織化 され て い る の か 、そ して 、

本稿 で 示 し て きた よ うに 、そ の 機械の稼働 を通

して
一

元的な世界か らさまざまなカテ ゴ リーが

絶 え間な く生 成 され、それ ぞ れ の 人 び との 生活

世界が 分節化 され る と同時 に
一

体化 した 全体 と

して 自生的に持続 して ゆ くメ カ ニ ズ ム とダイナ

ミ ク ス を明 らか に せ ねば ならない 。 人類 の 技術

の 営み に 肉薄する た め に必 要 なの は、「自然 ＝

社会 ・文化」の 一元的な世界か らそれ ぞれの 人

び とが棲 ま う生活世界 を生み 出 して い る技術複

合 と して の 「機械」の 分析 なの で ある 。

　 こ の ときに重 要 なの は、こ うした世 界を生

成す る機械が 、あ らゆ る技術に つ い て ラ ト ゥ
ー

ル ［1999，2007］ が 指摘 す る よ うに、「人 間」

と 「非入 間」（モ ノ ）の ハ イ ブ リ ッ ドな複合体

で ある とい うこ とを しっ か りと認識する こ とで

あ る 。 こ れが イヌ イ トの 生活世界を生成す る機
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械が 教え て くれ る 二 つ 目の こ とで ある 。 本稿で

示 して きた よ うに 、 イヌ イ トの 生 活世 界を牛 成

する機械 は、生業シ ス テ ム とい う統辞法に従 っ

て 、 野生 生物 と い う非人間が イ ヌ イ トと い う人

間 と一続 きの 循環的な連鎖と して 組織され て は

じめて成立 する。た しか に、こ の 機械の 稼働に

よ っ て 、 野生生物 とイヌ イ トはそれぞれの 野生

生物種 と拡大家族集団に分節され はす るが 、そ

の 分節はあ くまで もこ の 二 つ の カ テ ゴ リ
ー

が
一

つ の 機械 と して組織 されて い る限 りにおい て で

ある 。 こ の 機械 の 稼働 に よ っ て生成する さ まざ

まな野生 生物種と拡大家族集団は、相 互が相 互

を構成 し合 う弁証法 的な関係
14 ｝

に ある実在 とし

て 極北 の 生態系に生成 され る の で ある。

　 こ の 意味で 、イヌ イ トは野生生物 と の 関係 を

自ら の 間の 社会関係の メ タ フ ァ
ー

で 理 解 して い

るわ けで も、野生生 物を擬人化 して い るわ けで

もない 。 「野生生物が 自らす すん で 自らを イヌ

イ トに 与え る」と い うの も、「イ ヌ イ トが 野生

生物 を誘惑す る」 とい うの も、 生 活世界 を生 成

する機械 にお い て野生生物 とイヌ イ トが実際に

果た して い る役柄 を示 して い る の で あ っ て、世

界 を理解 す る た め の 想像力 の 産物 なの で は な

い 。 そ れ は世界を生成す るため の 現実的な手だ

て で あ る。本稿で 示 して きた よ うに、イ ヌ イ ト

は実際 に野生 生物 を誘惑す る の で あ り、そ の 結

果 と して 野 生生物 は 自らをすす ん で イヌ イ トに

与えるか た ちの 行為 に引 きず り込 まれ る。そ の

よ うな相互 行為の か た ちが現 実 に成 迄せ ね ば、

イ ヌ イ トの 生活世界を生 成する 機械 は 頓挫 して

しまうだ ろ う。 そ して、そ うした相互 行為を成

り・kたせ る た め に こ そ 、 野生生物 に 対する誘惑

の 戦術 的な知識 と技術が現 実の 実践の 場で 錬磨

されね ば な らず、イ ヌ イ トはそ の 身休を駆使 し

て努力せ ねばな らな い の で ある 。

　 しか し、イヌ イ トの 想像力 は何 の 役割 も果た

し て い な い わ け では な い 。 む しろ、イ ヌ イ トの

想像力は世界 を生 成す る機械の 駆動力 と して 重

要 な役割 を果た して い る 。 本稿で 示 して きた よ

うに、生 業 シ ス テ ム とい うイ ヌ イ トの 生活世 界
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ー

を生成する機械 の 統辞法を ドラ イブ して い る の

は 、 目指す べ き世界 として 野生 生物 との 間の 互

恵的な関係 と自分 たち の 間で の 対等 な信頼 関係

を構想 し、未来へ 向けて そ の 世界の 実現 を目指

そ うとする イ ヌ イ トの 想像力だ っ た。そ うした

世界観が構想 されて 目指 されねば
1：’）
、生活世界

を生成する機械の エ ン ジ ン で ある生 業シ ス テ ム

はそ もそ も存在す ら しな い だ ろ う。 ある べ き世

界 を構想 し、 未来に向か っ て投射する想像力が

あ っ て は じめ て 、 イヌ イ トの 生 業 シ ス テ ム とい

うエ ン ジ ンが稼働 し、その統 治法 に従 っ て組織

され た技術複合シ ス テ ム と して の 機械が 生活世

界 を生成 しは じめる 。 未来 に向か っ て実現す べ

き世界観 を投 げかける イ ヌ イ トの 想像力 こ そ、

イヌ イ トの 生活世界を生成する機械の 駆動力な

の で あ る。

　こ うした 人類 の 想像 力 の 現 実的 な駆動 力 こ

そ 、イヌ イ トの 生 活世界を生成 する機械が 教

えて くれ る 三 つ H の こ と で あ る 。 ラ トゥ
ール

［2008］が明 らかに した よ うに 、欧米近代社会

にお い て 「自然／人 間 （社会 ・文化）」 の 二 元

論 が、た と え虚構で あ っ た と し て も、「近 代」

と い うプ ロ ジ ェ ク トを駆動 し、 欧州 とい うロ
ー

カ ル な場に発生 したテ ク ノ サ イ エ ン ス を グ ロ ー

バ ル に拡張させ て きた の と同様 に、イ ヌ イ トの

世界観 は 、 た とえそれ 自体が虚構で ある として

も、イヌ イ トの 生活世界を生成する機械 を駆動

し、「大地 」とい う生活世界を実現 させ て い る 。

人類 の 想 像力 は 未来 へ 向か っ て 投射 され る と

き、現実 の 場 に お い て 「人間」 と 「非人間」 を

さ まざまなかた ちで組織化 して
一

つ の 機械を生

み 出 し、そ の 機械を駆動す る こ とで ・．．一つ の 生 活

世界を生 成 して ゆ く。 想像力は コ ス モ ロ ジーと

い う過去 を説明するた め の幻想 を生 み 出すだ け

で な く、実在す る 人間 と非人間を結び つ けて 生

活世界 を実際に生み出 して ゆ く、現 実的で実行

力の ある力に漲 っ て い る の で ある
’61

。

　 こ の 意味 で 、 人類 の 技 術 に つ い て 語る こ と

は、相互 に絡み合 っ た 認識 論と存在論を存在論

的 に 語る こ とで ある
17、

。 イヌ イ トの 生活世界を

生成する機械の場合であろ うと、私た ちの 生活

世界 を生 成 して い る 「近代」の テ ク ノ サ イエ ン

ス
・ネ ッ トワ

ー
ク の 場合で あろ うと、人類 の 精

神に よ っ て観念的に生み 出 され る世界観は、未

来に 向か っ て 投 げか け られ る とき、実在す る 人

間 と非人間を結 びつ けて ハ イブリ ッ ドに構築 さ

れ る機械 と絡み合い なが ら、観念的な意味に彩

られ、実在的な物理 的価値に 溢れ た生 活世界 を

生成 して ゆ く。 た しか に、そ うして生成 され る

生活世界にお い て は 、
ベ イ トソ ン ［2000］が指

摘 す る よ うに、精神 に よ っ て 構想 され た認 識

論的な世 界観 と世界の 実在の あ り方は、相互 に

相 互を構成 し合 う弁証法的な関係 にあ る。 しか

し、そ うした認識論的な世界観 も、実在 する世

界の なか で生 活世界 と して 現実化され なけれ ば

意味が なく、 逆 に 、 実在する 世界 も、 認識論的

な世 界観 が未来に向か っ て 投 げか け られる こ と

で 実在と して 変容 して ゆ く。 人類の 認識の あ り

方 も、 世界の 実在の あ り方 も、 生活世界を生 成

する実在的な機械の なか で 等 し く実在 として 語

られね ば な らな い の で ある 。

　 それ で は、そ うした人類の 認識論的 な想像力

が 、 実在す る人間 と非人間か ら構築され る技術

複合 シ ス テ ム と して の 機械 を通 して 実現 して ゆ

く生活世界に は、どの ような世界がある の だ ろ

うか 。 本稿で示 して きたイヌ イ トの 「大地」 と

い う生活世界 をは じめ、ラ ト ゥ
ール が 明 らか に

した テ ク ノ サ イ エ ン ス の 生 活世界がそ うした世

界の 一つ であ る こ とに疑 い は な い 。 しか し、人

類 もし くはそ の 祖先が技術 の 営み をは じめ て 以

来、自らの 想像力 と物理的な力 を絡み合わせ な

が ら生 み 出 し て きた 世界生成 の た め の 機械は、

そ れ だけに限 るま い 。また 、今後、今 目の テ ク

ノ サイエ ン ス の 世界生成の 機械 は 、 どの よ うな

か た ちで 展 開 して ゆ くの だ ろ うか 。あ る い は、

地 球圏を超 えて 宇宙 へ 拡 が る 過程 で 、新 た な

かたちの 機械が生 まれて くるか もしれ ない 。 そ

の とき、イ ヌ イ トの 生活世界を生成する機械に

は 、どの ような運命が待 っ て い る の か 。 イ ヌ イ

トの 世界生成の ため の 機械は、こ うした問い を
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私た ちに投 げか ける 。

　 こ の と きに気 を付 けねばな らない の は、そ う

したさまざまな世界生成の ため の 機械 を進化論

的な序列 の なか で 捉 えて は な らない と い うこ と

で ある 。 た しか に、ラ ト ゥ
ール ［2007］が モ ダ

ニ ス トの 「進歩の 神話Jに替わ る試み と して行っ

た 「実践事物創造論」の よ うに 、

一連の 一貫 し

た歴 史を想定で きる場で 人 間と非人間 の 交雑 の

段 階的な歴 史 を追跡す る こ と に は、実証的な根

拠が ある 。 しか し 、 古 くは ボアズ ［2011］に よ っ

て は っ きりと示され て い る よ うに、本稿で検討

したイ ヌ イ トの 生活世界を生成す る機械 をは じ

め、今 口、全地球上 にみ られ る さまざまな技術

複合シ ス テ ム として の 世界生成の 諸機械 を一
つ

の 進化の 階梯 に並べ る こ と に は 、 実証的 な根拠

は何 もな い
。 む しろ、そ れぞ れ の 諸機械は相互

に接触す る過程で 相互 に影響を及ぼ し合 い つ つ

も、 それ ぞ れ に独 自の歴 史を歩 んで きた に違 い

な い
’8）

。

　そ うした それぞれの歴 史を もっ た独 自な世界

生成の機械 として 、 人類 の さ まざまな技術複合

シ ス テ ム の 多様性を明 らか に し、人類 の 観念 的

な想像力が世界の 実在 的な力 と交雑 して 切 り拓

くハ イブリ ッ ドな世界を存在論的 に探求 しなが

ら、人類が 人間 と非人 間を含めた 「自然 ＝社会
・

文化」 に 自らの 生活世界 を生成 して ゆ くメ カ ニ

ズ ム を探る こ とで、人類の潜在的可能性を発 見

して ゆ くこ と 。 自然 ＝ 文化人類学が探求すべ き

技術 の オ ン トロ ギーの 前 に は 、 人類が誕生 して

か ら まだ 見ぬ 未来に い た る まで 、地球 ヒは もと

よ り宇宙にお い て も花開 き、花開 くであ ろ う無

数の 「機械」た ちが待 ち受 けて い る 。

注

1 ）本稿 で は、「社 会
・
文化 」 と す る と 記述 が 煩

　雑 に な る の で 、「文化」 を 「社会」 も含めた生活

　様式全般 とい う広 い 意 味 で 使 い 、「文化」 の 中 で

　 も社会組織や 社会制度 に つ い て 指す場合 に の み 、

　「社会」を 「文化」 の 下位概念と して 使うこ と に

　する 。 なお 、自然＝文化入類学と は、一
つ の 「自
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然 」 の 上 に多様 な 「文化」 が構築 され る とする

　文化相対主義で はな く、人間と非人間 （モ ノ ）が

　繋がれ て 生成 され る 人 間と非人 間の 複合体 とし

て の 「自然 ＝文化」が多様で あ る とす る 自然 ＝

　文化相対主義の 観点に 立 つ 人類学の こ とで あ る 。

　こ の 自然 ＝文化人類学 の 構想 につ い て は 別稿 ［大

村 2010］で 詳しく論じた の で参照願 い た い 、

2 ）イ ヌ イ トの 人 々 は、1950年代か ら1960年代に

か け て 、カナ ダ連邦 政府の 国民 化 政策 の も と、

季節周期 的 な移 動生活か ら定住生活に 移行させ

　ら れ て 以 来 、 生活の全般に わ た っ て急激 な変化

の 波に洗 わ れ て きた 。 毛皮や彫刻などの販売や

賃金労働 を通 し て 産業資本主義経済 の 世界シ ス

　テ ム に依 存す るよ うにな り、学校教 育、医療 ・

福祉制 度、法制 度、貨 幣制度 な どの 浸透 を通 し

て カ ナ ダ と い う国民 国家 へ 統合 され、マ ス ・メ

デ ィ ア を通 して 流 入する カ ナ ダ主流社会の 消費

文化の 波に さらされ て きた の で あ る。そ の 結果、

今 日 の イ ヌ イ トの 人 々 は、私た ちと変わ ら な い

高 度消 費社会に生 き て い る 。 しか し、 こ うした

状況 に あ っ て も、イ ヌ イ トの 人 々 の 生業活動は

　そ の 生活 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ を支 え る 基 盤 と し

て の 重要 性 を失 っ て い な い 。 た しか に今 日で は

そ の や り方 は大 き く変 わ っ て しま っ て お り、多

　くの ハ ン タ ーは 賃金労働 と 生 業を兼業 し て い

　る。狩猟をは じめ とす る 生業活動 は高性 能 ラ イ

フ ル や ス ノ ーモ ービ ル、四輪駆動バ ギ ー、船外

機付 の 金属製ボ
ー

トな どの装備 に よ っ て 高度に

機械化 され て お り、ガ ソ リ ン 代や弾薬費 をは じ

め 、それ ら装備 を調達 して 維持 す る た め の 現 金

が必要 だか らで あ る 。 そ れ で もなお、生 業 は活

発 に実践 され て お り、「生 業活 動 を しな い イ ヌ

　イ トは イ ヌ イ 1・で は ない 」 とま で言われ る ［大

村 1998 ； ス チ ュ ア
ー

ト 1995，1996］。 また 、 現

金収入 に よる加 工 食 品 の 購 入が
一

般化 して い る

　と は い え、生 業活動に よ り得 られ る野生生物 の

肉は エ ス ニ ッ ク ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ を維持する

に 必 須 の 「真 な る 食物 」（niqinmarik あ る い は

niqituinnaq ）と して 愛好 され 、 そ の 肉の 分配 は社

会関係 を維持す る 要 の
一

つ と して 機能 し続け て

　い る ［降上 1996，19　98，2007 ；Kishigami　 l995 ；

　ス チ ュ ァ
ー

ト 1992a；Wenzel　 1991］。

3 ）イ ヌ イ ト社 会 の 社 会 関係 の 基 礎 とな る社 会
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集 団 は、イ ラ ギ ー ト （ilagiit） と呼 ばれ る 親族

集 団 で あ り、そ の 中 で もイ ラ ギーマ ギ ク トゥ ト

　（／lagiimariktut： 真な る イ ラ ギー ト） と呼ばれ る

拡大家族集団が 日常的な社会関係 の 単位 と なる、、

　イ ラ ギ
ー

トは 、 「ど こへ 行 っ て も、 い ず れ は 戻 っ

て きて 、食べ 物 を分 か ち合 い 、互 い に 助 け合

い 、そ して
一

緒 に い る関係 に あ る 人 々 」 ［Ba］ikci

1989： 112］ の こ と で あ り、 こ の こ とか ら、食

べ 物 を分 か ち合 うこ とが 社 会集 団を形 成する た

　め の 核で ある こ とが わ か る 、，また、イ ラ ギ ー
マ

ギ ク トゥ トは 「拡大家族関係 に ある 人 の な か で

　も、同
一

の 場所 に住み 経済活動 な どで 緊密 な協

力関係 にあ る人 々 、 す なわち、具体的 な社 会集

団 を形成す る 人 々 を指す。結果 的 に、後者 （イ

　ラ ギ
ー

マ ギ ク ト ゥ ト）は エ ゴ の 親、兄弟姉妹、

妻 と予供 た ち、マ ゴ、オ ジ、オ バ 、祖父母や イ

　ト コ の 人 々 で あ る こ と が 多 くな る 。 」［岸上 ＆ ス

チ ュ アー ト 1994］ こ の イ ラ ギ ーマ ギ ク トゥ トを

核に 、親族関係 を超 え て、養子縁組関係な ど の

擬制親族関係 （quasi−kinship）、同 名者 関係 や忌

避関係な ど の 自発的 パ ー
トナ

ー
関係 （voluntary

association ）が結 ば れ、拡大家族 を核 とす る複雑

　な社会関係が生 み 出され る 。

4 ）本稿 で は、「世界観」と 「コ ス モ ロ ジー （宇宙

観）」を分 けて 対照的 な意味で 用い て い る 。 世界

観は 、 望ま しい 世 界 と して 未来 に向か っ て 投企

　さ れ る指針 と して の 世界 の あ り方 で あ る 、， 他 jf
で 、 コ ス モ ロ ジ ーは 、過去を 振 り返 っ て 過去 の

現象 を一
般化 した 説 明 と解釈 の 図式 の こ とで あ

　る 。 こ の 世界観 と コ ス モ ロ ジ ー
を明暸 に分け て

使 うこ と が人類 学に お い て 重 要 で あ る こ とに つ

　い て は、別稿 ［大村 2007，20］／c］で 詳細に 検

討 したの で 参照願 い た い 。

5 ）イ ン ゴ ール ド ［lngold　 2000］｝ま、 豸守猟
・
採集

　とい う生業の技術形態 の 基礎 を人間 と 野生生物

の 間の 信頼 （trust）の 関係 に み て い る が、すで に

別稿 ［大 村 2009b］ で 詳細 に 論 じ た よ う に 、イ

　ヌ イ ト は 野 生 生 物を単 に信 頼 して 野生 生物がそ

の 身体を イヌ イ トに 贈 る の をただ待 っ て い る だ

　けで な く、誘惑 の 技 で野生 生物 に積極的に働 き

か けて お り、イ ヌ イ トの 生 業の 基礎に ある の は

信頼で は な く、誘惑と 考 え た ほ うが 適切 で あ る 。

　こ の 「誘惑 と して の 狩猟 や罠猟 」 とい う考 え方

　に つ い て は、ウ ィ レ ル ス レ ヴ ［Willerslev　 2007］

が 、シ ベ リ ア の 狩猟 ・採集民で あ る ユ カ ギール

で の 精緻 な フ ィ
ール ド調査 に 基 づ い た斬新な議

論 を展 開 して い る c， ラ カ ン の 鏡像段 階 の 議論 に

k つ い て 狩猟 の 現場 の ハ ン ター
の 経験 を分析 し

　て ゆ くウ ィ レ ル ス レ ヴの 議論 は 、生 業論に留 ま

　らず、セ ル フ 論、感情 論、ア ニ ミ ズ ム 論 に まで

い たる広大 な領域 に 新た な分析枠組み を提供す

　る 可 能性 に満ち て い る。な お、こ の ウ ィ レ ル ス

　レ ヴ の 論考に つ い て は 、 国 立 民族学 i專物館 の 岸

上 伸啓氏 と 島根大学 の 出 口 顯氏 か ら ご 教示 をい

　た だ い た 。 御礼 申し上 げた い 。

6 ）もち ろ ん、野生生物 を馴化 して 家 畜化 して し

　ま っ た 場 合、人 間 とそ の 生物 の 関 係 は 相 互 に 食

べ もの を与え合 う互 酬的な贈与関係に な り、野

生生物が イ ヌ イ トに 食べ もの を
一

方的に与え る

　関係 と は 異質な関係 に な る 。 こ こ で は 、狩猟 ・

漁労
・
罠猟 な ど の 生 業形態 で は 、 牧 畜 な どの 生

業形態に 較 べ て 、そ の 性 格 E、野生 生物 か ら人

間 に 食べ もの が与 え られ る こ とが不確実 に な る

　とい う こ とを示すため に、こ の 表現 を用 い た c、

7 ）こ こ に 示す説明 は イヌ イ ト自身に よ る もの で

は なく、私が イ ヌ イ トの 言説や 実践 、 さ ら に は

　日常生 活の 場而で示 され る イ ヌ イ トの 野生 生物

へ の 態度な ど か ら導き出した もの で あ る。そ の

論 証 の 詳細 に つ い て は別稿 ［大村 2009b］ を参

照願 い た い 。

8 ）こ こ で 重要 な の は、こ の 誘 惑 の 戦術 が、イ ヌ

イ トの 身体 と野生生 物 の 身体の 間 で 展開され る

　こ とで あ る 。 こ の 誘 惑 の 戦術が 身体 を介 して 展

　開 され る た め、イ ヌ イ トは 野生生物、さ ら に は

　「大地」の 全体との
一
体感を 、 田中 ［2009］が 言

　うと こ ろ の 「エ ロ ス 」として 経験する こ とに な る 。

　田 中 は 、誘惑 に は 「身体 的 で あ る ゆ え に、白身

の 意 図 で 管理 で きな い と い う事態が生 じ」、「誘

惑者 とは誰 な の か。わた しな の か 、あ なたな の

か。あ な た の 身体か。こ うし た 問い か け に簡 単

　に答え られな い 偶発性 （偶有性 contingency ） こ

そ が 誘惑な の だ 。 そ こ にある の は 、 良質な性行

為に認 め られ る 自他 の 融解 （の 兆 し）な の で あ

　る」 と 指摘 し、そ の 融解 の 兆 しか ら 「自己だけ

で な く他 者もまた ともに 世界を共右 し拡大 し て

い く、そ うした世界構築 の 感覚」［田 中 2009 ：
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　46］ を生 み 出す エ ロ ス が導かれ る と論 じ て い る，，

　 こ の 「エ ロ ス」こ そ、別稿 ［大村 2008］で論 じた、

　 イ ヌ イ トが 生業 の 実践 を通 し て 感 じ る 「大地」

　 と の
一

体感 で ある 。 しか し、 こ の 誘 惑 の 身体 的

　 な戦術は 、 同時に 、 その 使 い 手に 自己の 自律性
・

　 自立性 の 喪失を もた らすた め、自己喪失 の 恐怖

　 の 感情 もひ きお こ す 。 それが 「他者 と関わ る こ

　 とに認め られる根元的な畏れ」 ［田中 2009：42］

　で あ り、イ ヌ イ トの 間 で は、野 牛生物か ら 人 間

　 へ 、人 間か ら野生生物へ の 変身の物語と し て頻

　繁に語 ら れ る ［大村 2009c］。 こ うした 恐怖 に つ

　 い て は、狩猟 の 現 場 で の ユ カ ギ
ー

ル の ハ ン タ
ー

　 た ち の 恐 怖 と し て ウ ィ レ ル ス レ ヴ ［Willerslev

　2007］ が 詳細 に 論 じ て い る。 こ うし た 狩 猟をめ

　 ぐる 恐怖の経験 の 問題は、牛 業シ ス テ ム か らハ

　 ン ターの 感情生活が立 ち現 れ て くる 過程に 重要

　な 洞察を与え て くれ る だ ろ う。 こ の 意味で 、本

　稿で 提 示 して い る 世界生成 の 機械 の 問題 系は感

　情 の 人類 学 の 問題系に接続す る 。

9 ）た とえば、こ の こ とは次 の イヌ イ トの こ とば

　に 端 的 に あ らわれ て い る。「生 業は
一

般 的 な意

　味で の 職業で はな い 。生業は生 き方な の だ。生

　き方 と し て の 生業に は 、ハ ン ターの 指針 とな る

　具体的なル ール と し きた りが あ る。そ の よ うな

　不文律が、環境 と の 相関関係は どうで あ る べ き

　か を教 えて くれる 、， 大地 との 関係 を断ち切 っ て

　はな らな い よ うに私 た ちは教 え られ て い る 。 イ

　 ヌ イ トは 自然摂理 の
一

部 に す ぎな い とい う こ と

　を常に 意識 して い る。尊厳、敬意、そ して 相互

　の 利害関係 を守る こ とが行動 の 指針 で あ り、環

　境的な 倫理 で あ る。」［Ernerk　 l989 ；23 ：Wenzel

　l991 ：157よ り引用］（ヌ ナ ヴ ト準州の 初代総監

　 に な っ た ピータ ー ・エ グ ネ ッ ク の こ とば、和訳

　は ス チ ュ ア
ー

ト ［／995］ に 準 じた ）

10）本来 で あれ ば、生業 シス テ ム が生業活動 の 年

　間周期 の 連鎖 をい か に 組織化 して い る の か を具

　体的に 追跡する こ とを は じめ 、生業 シ ス テ ム が

　イ ヌ イ ト社会 の 諸技術 の 統辞 法に な っ て い る こ

　と を よ り詳細 に 実証 的 に 明 ら か に す る 必 要 が

　あ る が 、 本稿で は 紙数の 制限の た め、そ れ を行

　うこ と が で きない 。 本稿で の 追跡 は あ くまで 試

　論で あ り、今後、フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク に 基 づ い た

　精密 な分析を行 っ て ゆ きた い 。なお、イ ヌ イ ト
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　 の 生業活動 の 年間周 期 に つ い て は 別稿 ［大 村

　 1995］で 紹介 した の で 参照 願 い た い 。 また、本

　 稿 の 議論 の 着想は、統辞法 と い う概 念 こ そ使 っ

　 て い な い が、諸技 術 を統 合する 原理 と して 生 業

　 シ ス テ ム を考 える イ ン ゴ ー
ル ド ［lngold　 2000］

　 の 議論 か ら着想 を得 て い る。ただ し、狩猟 ・採

　 集 の 技術 の 基礎 に信頼 の 鬨係を据 え る イ ン ゴー

　 ル ド ［lngold　2000］ （注 5 参照）は、罠な ど、狩

　猟 ・採集で 用 い られ る 道 具 を 「開示 の 道具」 と

　考 えて い る が 、 本稿 で 示 した よ うに 、 イ ヌ イ ト

　 の 技術 を基礎づ け て い る の は誘惑 で あ り、イ ヌ

　 イ トの 生業 で 用 い られ る 道具は 「誘惑 の 道 具」

　 と考えた方が 妥当で あ ろ う。こ の 問題 に つ い て

　 も、フ ィ
ール ドワ ーク に 基 づ い た 精密な 分析を

　行 っ て ゆ きた い
。

1D こ うし た社交の技術に つ い て 、本稿で提示す

　 る U［r界 生 成 の 機械 に 位置 づ け なが ら調査、分析

　 し、 イ ヌ イ トの 感情 生活 の 基礎 を考察す る こ と

　 は、今後 の 極北人類学 の 重要 な課題 で あ る。

12）「イヌ イ トの 知識」（lnuit　£）auy
’
imay

’
atueangtt ）が

　「イ ヌ イ トの物事の や り方、すなわち、過去と現

　在と未来に お ける イ ヌ イ ト社会の 知識 と経験 と

　価値体系」［IQ　Task　Force　 2002 ：4］ と して 定義

　 さ れ 、イ ヌ イ ト語、極北 の 環境 に 関する 生態学

　的 な知識、狩猟 ・漁労 ・罠猟 ・採集の 技術、社

　会生活を送 るため の 規範 、 価値 観、社 交 の 技術

　な ど の 総体 と され る ［（プ大村 2009a］ 0）は、 こ

　 の た め で あ る。

13）あ くま で も、本稿 で提示 して い る 「機械」の

　概念 は、人間 と非人 問が連 結 され る と同時 に 切

　断も さ れ て 組 み ヒげ ら れ て ゆ くイ ヌ イ トの 技術

　複合 シ ス テ ム の 分析 を通 し て 到達 し た 結論にす

　 ぎな い
。 もちろ ん 、 こ の 概念は ド ゥ ル

ーズ と ガ

　 タ リ ［2006］ の 「機 械」 の 概念、マ トゥ ラ
ー

ナ

　 とヴ ァ レ ラ ［1991，1997］ の 「機械 」 の 概 念 、

　 内 山 田 ［2011］ の 「動 くア ッ サ ン ブ ラ
ージ ュ 」

　の 概 念 と 関係があ る 。 こ の 点 に つ い て の 概 念的

　 な整備 は今後 の 任務 としたい 、，

14）本稿 で 言 う弁証法的関係 は 、「その 構成 要素が

　 2 つ の もの の 相互 の つ なが りに お い て の み生み

　出 され、存在する よ うに な っ た とき に は じめ て

　成 り立 つ 」 関係 と い う ジ ー
ン

・
レ イ ヴ ［1995 ：

　 217］ の 定義 に従 っ て い る 。
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15） もち ろ ん、こ うした世界観が構想 され る 背景

　として 、人類学者との 接触 の み な らず、外部社

　会 の 人 び ととの 接触 に つ い て も考 え ね ば な ら な

　い 。 イヌ イ トは 、 欧米近代社会の 人び とは もち

　ろ ん 、ク リ
ー

な ど の 近隣の 人 び と とも占くか ら

　接触 して きて お り、自 ら と は 異質 な人 び と の 生

　 き方 との 対 照 の なか で 自らの 目指す べ き世界 を

　構想 し て きた 可 能性 は 十分 に あ る，，少な くとも、

　「イヌ イ トの 知識」の 特徴に は 、 欧米近代社会

　の 入 び と、な か で も自然科学者や 人類学者、政

　府 の 行政官 な ど と の 接 触 を 通 し て 、そ れ らの 人

　び と の 「もの の や り方」と 対照 させ なが ら、 自

　らの 理想 として の 「もの の や り方」 を構想 して

　きた結果 として 生 じた部分があ る。こ の 「イ ヌ

　イ トの 知 識 」の 特徴 に つ い て は、別稿 ［大 村

　2003a］ で 詳細 に検討したの で 参照願 い たい 。

16） こ の 問題 は、デ ュ ル ケ ーム 以 来 の 人 類学 の 桎

　梏 となっ て きた 「社会／個人」の r．元論の 問題

　に接続す る。世界生成 の 機械に お け る 主体 の 問

　題 に つ い て考察す る こ とを今後の 課題 と した い
。

17）こ こ で 「存在論的 に語る こ と」を強調した の は 、

　イ ン ゴ ー
ル ド ［lngold　 2000］が指摘 して い る よ

　うに、こ れ まで の 人類学 で は、先住民が い か に

　世界 を認識 して い る の か、そ して 、私 たちがそ

　 の 先住民 の 世界 の 認識 をい か に 知 る こ とが で き

　る の か に つ い て ばか り問うとい う意 味で 、認識

　論的な傾 向が 強 か っ たた め で あ る。人類学が 技

　術 に つ い て 語る場合、先住民 の 人 び とが い か に

　世界 を認識 して い る の か だ け で な く、 ど の よ う

　な世界 を 目指 し、そ の 世界 を実在 と し て い か に

　 生 み 出 しつ つ 変 え て い る の か 、そ して 、私 た ち

　 はそ の 世界 を い か に共有 して い け ば よい の か に

　つ い て 存在論的 に 考え て ゆ くこ と が肝要 で あ る。

18）本稿 で 提示 した世界生成 の 機械 として の 技術複

　合 シ ス テ ム は、ボ ア ズ の 万華鏡 として の 文化 の 概

　念 ［Of大村 2011d］と近似的な位置 に あ る。また、

　人類 の 技術 の 営み に つ い て 、環境決定論で は な

　 く、シ ス テ ム の 必然と して 考え る本稿の視点は、

　ボ ァ ズ の 歴 史個別主義に近 い は ず で あ る。 今 後、

　 こ の 仮説 を フ ィ
ー

ル ド調査 に基づ い て 実証的に検

　証 して ゆ くこ とはもちろ ん の こ と、シ ス テ ム の 必

　然とい う観点か ら、新進化主義を含め、北米に お

　ける 技術研究 の学史を再整理 し、ボア ズの 人類学

的思考の 再評価 も行 っ て ゆ きた い 。
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I examine  the potential of  the natural-cultural  anthropological  approach  to human  technology  based on  the

monistic  worldview  of  
`nature-human.'

    For  that purpose, I elucidate  the mechanism  6fthe Inuit subsistence  system  in chapter  II. In that system,

a continual  distinction is drawn between 
`lnuit'

 and  
'wildlife,'

 That world  does not  have a  pre-existing 
`nature'

vs. 
`human'

 dichotomy, and  maintains  itselfby ceaselessly  bringing fbrth such  categories  into an  ordered  and

systematized  1ife-world called  
`nuna'

 (land) . The practice of  subsistence  is not  only  the economic  activity  that

distributes the resources  necessary  for sustaining  life, but also  the social  practice that  ecologically  connects

the Inuit people with  wild  animals.  Social relationships  aineng  the  Inuit are  provided through such  practices,

Moreover, the practice of  subsistence  is also  a  practice of  cultural  and  ethical  activities that actualize  the

world  view  that the Inuit strive  to achieve.  In that sense,  the subsistence  system  ofthe  Inuit lies at the core  of

their politics, economy,  society,  and  culture,  and  binds those activities together. In other  words,  it establishes

the order  ofthe  life-world with  a  single  breath. As the Inuit often  emphasize,  it is their way  of  life that  forms

the fbundation oftheir lives.

    In chapter  IIt, I investigate the way  in which  that subsistence  system  flexibly incorporates a series  of

technologies  practiced by the  Inuit in their  society  to stabilize  their life-world. I fbcus on  the subsistence

technologies and  ecological  knowledge  that provide the  very  foundation of  their engagement  with  wildlife,

as  well  as the  societal  knowledge and  technologies necessary  fbr their social  interactions. The establishment

of  a series  of  technologies-such  as the 
`tactical'

 techniques to entice  wild  animals  in subsistence  activities,

the ecological  knowledge necessary  for these activities,  and  the  art  of  social  intercourse to maintain  trust

and  cooperation  among  the Inuit-is the logical consequence  of  the subsistence  system  that ceaselessly

establishes  and  maintains  the order  of  the Inuit life-werld. Therefbre, sueh  technologies should  be understood

as  coherently-integrated  parts ofa  complex  system  of  technologies  according  to the principle ofa  subsistence

system.

    In that systern,  the circulation  ofthe  social relationships  among  the Inuit and  the ecological  relationships

with  vaTious  species  of  wild  animals  are  closed,  Nonetheless, the system  lets the Inuit acquire  all their

resources,  including foed, as well  as  the means  to adjust  within  their social  relationships,  including politics

and  economy;  thus, it provides fbr their entire  lives. The Inuit people  are  connected  to the globalized world

network,  but can  also  maintain  the autonomy  of  that  subsistence  as  a  way  of  life so  long as they continue

practicing their subsistence  activities within  that closed  system.  Providcd that the social  relationships  among

the Inuit and  the ecological  relationships  between humans  and  wild  animals  are  cyclicatly  generated, the

system  can  maintain  itself even  if it accommodates  things from the outside.  As previous anthropological

research  in the  Arctic has indicated, Inuit society  can  be (and will  be) sustained  based on  the continuing

practice of  subsistenee,  even  with  the introduction ofhigh-tech  gadgets into their  subsistence  techniques,  and

with  the new  habit of  eating  processed  fbod such  as hamburgers. In that sense,  the technological complex

system  ofthe  Inuit society  can  be understood  as a world  poiesis machine  that fiexibly creates,  stabilizes, and

maintains  
`nund

 according  to the principle ofthe  subsistence  system.

    In chapter  IM I propose a natural-cultural  anthropolegical  approach  to human  technology  based on  the

monistic  worldview  of  
`nature-human'

 that recognizes  the  technological practices of  human  beings as world

poiesis machines.

    In that approach,  technological practices of  all kinds are integrated into and  understood  as  werrd  poiesis
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machines,  organizing  humans  and  non-humans  into a life-world; it is driven by the worldview  envisioned

by the practitioners (which is a  vision  of  what  the world  should  be). As  Latour [2008] indicates, the

technological practices based on  technoscience  are  inevitably integrated into the modern  world  poiesis

machine  that organizes  humans  and  non-humans  into a global technescience  network  based on  and  driven

by the  modern  
`nature!human'

 dualistic worldview.  So the series  of  Inuit technologies, such  as  subsistence

technologies and  the art of  social intercourse, are  integrated into the  
`nund

 poiesis machine,  which  organizes

the Inuit and  wildlife  into 
`nuna,'

 Such practices are  propelled by their worldview,  in which  the reciprocal

relationship  between the Inuit and  wildlife  is indicated as the ideal that they should  achieve.

    Besides the life-world poiesis machines  investigated in this paper, what  kinds of  machines  have human

beings created  since  the beginning of  the history? And  what  kinds of  machines  are they able  to create  in the

future? In my  conclusion,  ] propose that the task of  natural-cultural  anthropology  is to discover and  develop

the potential of  human  beings by showing  the diversity of  the life-world poiesis machines  that they have

created,  and  to elucidate  those mechanisms  ontologically.


