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〈フランスの若手舞踊研究者〉 

 

Quelle place pour les études et la recherche en danse à 

l’Université de Strasbourg ? 

 

ギヨーム・サンテス 

(北原まり子訳) 

 

 

Comme le rappellent Hélène Marquié et Laure 

Guilbert, dans le premier numéro de la revue 

Recherches en danse, « Être chercheur en danse », 

les études et la recherche en danse sont, en France, 

mais cela vaut également à l’échelle internationale, 

encore assez récentes.  

Ainsi en va-t-il à l’Université de Strasbourg, où le 

premier poste titulaire de maître de conférences en 

danse fut créé à l’automne 2017, position que j’ai 

l’honneur et la responsabilité d’occuper depuis lors. 

Les études en danse y prennent place au sein de la 

Faculté des Arts (l’une des 38 facultés que compte 

actuellement l’Université de Strasbourg), laquelle 

est organisée en 3 départements : arts visuels, arts 

du spectacle et musique, auxquels s’ajoute le 

centre de formation de musiciens intervenants 

(CFMI). 

Le Département des Arts du Spectacle a été créé 

en 2006, à la suite d’une autonomisation des 

études théâtrales et cinématographiques, 

précédemment rattachées à la Faculté des Lettres.  

Pendant une dizaine d’années, s’est mis en place 

un enseignement en danse dans un cursus d’Arts 

du Spectacle, pris en charge principalement par 

des enseignants et enseignants-chercheurs en 

エレーヌ・マルキエ1とロール・ギルベール2が、

『舞踊研究』創刊号の特集「舞踊研究者であるこ

と」3で述べている様に、舞踊研究はフランスに

おいて（国際的にも当てはまることだが）、いま

だ新しい分野である。 

私は、ストラスブール大学で 2017 年秋に新設

された舞踊専門の准教授のポストを光栄にも担う

ことになったのであるが、そこでもやはり事情は

同じである。舞踊学はここで、芸術学部（ストラ

スブール大学に現在ある 38 学部の 1 つ）の中に

場所を得ているが、その芸術学部は 3 つの学科

（ビジュアル・アーツ、舞台芸術、音楽）と音楽

教師養成センター（CFMI）からなっている。 

舞台芸術学科は、文学部に属していた演劇学及 

 
1 Hélène Marquié, « Regard rétrospectif sur les études en 

danse en France », Recherches en danse, no 1, « Être 

chercheur en danse », 2014. Disponible en ligne : 

<https://journals.openedition.org/danse/619>, consulté 

le 24 janvier 2023. 

2 Laure Guilbert, « Brève historiographie de l’émergence 

des recherches en danse au sein de l’université française. 

Quel rôle pour l’histoire ? », op. cit. Disponible en ligne : 

<https://journals.openedition.org/danse/625>, consulté 

le 24 janvier 2023. 

3 Op. cit. Disponible en ligne : 

<https://journals.openedition.org/danse/193>, consulté 

le 24 janvier 2023. 
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Sciences du Sport ou en Littérature, accompagnés 

par des artistes chorégraphiques installés dans le 

Grand-Est. Aujourd’hui, la Licence d’Arts du 

Spectacle est encadrée par 15 enseignants et 

enseignants-chercheurs titulaires (dont un seul en 

danse) et de très nombreux enseignants vacataires 

(artistes, professionnels de la culture, doctorants et 

docteurs), et s’organise distinctement autour de 3 

disciplines : cinéma, danse et théâtre, 

correspondant à autant de parcours d’études. Les 

études en danse proposent une spécificité : la 

possibilité pour les étudiants de bénéficier d’une 

pratique artistique complémentaire au 

conservatoire.  

Du côté de la recherche en danse, celle-ci était, à 

mon arrivée en 2017, réduite à portion congrue. 

En effet, quelques rares thèses (3 ces dix dernières 

années) dirigées par des collègues en arts ou arts 

du spectacle avaient été soutenues ou étaient en 

cours. Aucun enseignant-chercheur n’avait comme 

objet d’étude la danse. La recherche en danse s’est 

donc principalement développée, dans des 

proportions toutefois réduites bien que régulières, 

dans d’autres facultés : en sociologie, mais surtout 

en littérature. Dans ce domaine, grâce à 

l’impulsion et la direction de Guy Ducrey, 

professeur de littérature comparée ayant une 

appétence particulière et prononcée pour la danse, 

plusieurs jeunes chercheurs ont ainsi pu être 

formés. En art, c’est donc sur un terrain presque 

vierge que se sont inscrites mes propres recherches.  

Formé à l’Université Paris 8, j’ai soutenu en 2015 

une thèse de doctorat intitulée « Préfiguration, 

structuration et enjeux esthétiques du métier de 

chorégraphe (France, 1957-1984). Une histoire 

administrative, réglementaire et politique de la 

danse », sous la direction d’Isabelle Launay, 

び映画学が独立することにより、2006 年に新設

された。 

そこから 10 年ほどの間に、舞台芸術学課程に

舞踊教育が導入されていったが、スポーツ科学や

文学分野の教員や研究者が主に担当し、グラン＝

テスト地域圏に拠点を置く舞踊アーティスト達も

協力した。今日、舞台芸術学科の学部は 15 人の

専任教員及び教員研究者（舞踊はその内ただ 1

人）と、数多くの非常勤教員（アーティスト、文

化分野の専門家、博士課程の学生）からなり、映

画・舞踊・演劇の 3 分野を中心に組織されてい

るが、教員はそれぞれが独自の専門性を発揮して

いる。舞踊学の学生は、コンセルヴァトワールで

の補足的な芸術実践を享受することが可能という

点が一つの特色である。 

舞踊研究については、私がポストを得た 2017

年には、わずかな割当てしかない状態であった。

芸術や舞台芸術の教員によって指導されたわずか

な博士論文（10 年間で 3 本）が、すでに口頭試

問をパスしているか、もしくは執筆中であった。

教員研究者のうち、舞踊学を研究対象とする者は

いなかった。そうして舞踊学は、主にその他の学

科（社会学部、そしてとりわけ文学部）で、小規

模ながらそれなりの継続性を保ちつつ展開されて

いる状態であった。文学部では、舞踊について特

に関心を示していた比較文学のギ・デュクレ教授

の推進力と指導によって、複数の若い研究者4が

育っていた。つまり私自身の研究が入り込んだ場

は芸術分野で、ほとんど未開拓地であったのだ。 

私はパリ第 8 大学で学び、イザベル・ロネ舞

踊学教授の指導の下、2015 年に博士論文「振付

家という職業の萌芽、組織化、美学的争点（フラ

ンス、1957～1984 年）：行政、規制、政治の視 

 
4 ソルボンヌ・ヌーヴェル＝パリ第 3 大学に所属してい

る研究者 Bénédicte Jarrasse、現在ニース大学の准教授

である Alice Godfroy、より最近では Camille Riquier-

Wautier や Lucas Serol の名を挙げることができよう。  
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professeur en danse. Si cette recherche se 

concentrait sur la situation en France, mes travaux 

portent sur la construction des métiers en danse : 

celui de chorégraphe (que j’envisage depuis le 

droit d’auteur, la politique culturelle et la 

réglementation de l’enseignement de la danse) 

dans le cadre de la thèse et, aujourd’hui, sur celui 

d’enseignant, de pédagogue en danse (à l’occasion 

d’un projet financé par l’Agence nationale pour la 

recherche). Au-delà, mes recherches s’intéressent 

plus largement à l’archive, la mémoire et l’histoire 

en danse. 

Dans ce cadre, j’ai cofondé avec deux autres 

chercheuses, Sylviane Pagès et Mélanie Papin, le 

groupe de recherche « Histoire contemporaine du 

champ chorégraphique » avec lequel nous avons 

engagé des projets qui se sont penchés sur la 

situation du champ chorégraphique dans les 

années 1970, sur Mai 68, ou encore sur la 

circulation d’artistes de la danse internationaux en 

France.  

À l’issue de mon doctorat, j’ai engagé un 

programme de recherche consacré à une 

chorégraphe franco-allemande : Karin Waehner. 

Son parcours personnel et professionnel éclaire 

d’une façon singulière l’histoire de la danse en 

France bien sûr (Karin Waehner ayant formé à 

Paris pendant 40 ans plusieurs générations 

d’artistes de la danse, parmi lesquels on peut citer 

Angelin Preljocaj ou Ambra Senatore), mais aussi 

il permet de comprendre comment se sont joués 

des transferts culturels entre la France et 

l’Allemagne, si importants et constitutifs pour la 

danse moderne du XXe siècle.  

Aujourd’hui, et en collaboration avec Emmanuelle 

Delattre-Destemberg (Université de 

Valenciennes) et Marie Glon (Université de Lille), 

点でみる舞踊史」を提出した。この研究はフラン

スの状況について分析したものだが、舞踊の領域

において職業というものがどのようにつくられて

いったのかという点に関心を向けている。博士論

文では振付家という職業について、著作権、文化

政策、そして舞踊教育に関する種々の規制を通し

て検討した。現在は、国立研究機構（ANR）の

支援を得たプロジェクトの枠組みで、舞踊教師や

舞踊教育者という職業について考察している。さ

らに私の研究は、舞踊のアーカイヴや記憶、歴史

というものに広く関心を向けている。 

その一環で、「舞踊界の現代史」という研究グ

ループをシルヴィアーヌ・パジェスとメラニー・

パパンと共に立ち上げ、1970 年代の舞踊界の状

況、1968 年の五月革命、そして国際的な舞踊ア

ーティスト達の循環に焦点をしぼった複数のプロ

ジェクトを展開した。 

博士号取得後は、独仏の国籍を持つカリン・ヴ

ァエナーという振付家についての研究に着手した。

彼女の個人的な経歴と舞踊家としてのキャリアは、

単にフランスの舞踊史について新たな視点を与え

てくれただけでなく（カリン・ヴァエナーは 40

年間パリで教え、アンジュラン・プレルジョカー

ジュやアンブラ・セナトーレ等、何世代にもまた

がる多くの舞踊家を輩出した）、フランスとドイ

ツの間の文化的な移動が、どのように 20 世紀の

モダンダンスにとって非常に重要で決定的な役割

を果たしたのか、という点についても理解を助け

てくれた。 

現在、ヴァランシアンヌ大学のエマニュエル・

ドゥラートル＝デタンベールと、リール大学のマ

リ・グロンと協力して、17 世紀から 21 世紀にか

けてのフランスにおける[舞踊]教育者という職業

について、その社会政治的な歴史研究を進めてい

る。長期のこのプロジェクトによって、ヨーロッ

パで舞踊教育に結びつく職業がどのように組織化

されていったのかを理解することができるように 
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nous travaillons à une histoire sociale et politique 

du métier de pédagogue en France, entre les XVIIe 

et XXIe siècles. Ce projet de longue haleine devrait 

permettre de comprendre comment se sont 

organisées des professions liées à l’enseignement 

de la danse en Europe.  

Enfin, la recherche en danse n’est utile que si elle 

sert le champ chorégraphique, mais aussi – et peut-

être surtout – la cité. C’est en ce sens que s’est 

organisée la résidence de la chorégraphe Mathilde 

Monnier à l’Université de Strasbourg en 2020. 

Cette résidence de recherche s’est déployée en une 

série de conférences, workshops, rencontres, 

ateliers et projections, et s’est clôturée avec un 

colloque, qui ont réuni des étudiants de l’université, 

mais se sont adressés également à un grand public 

par le biais des partenariats noués pour l’occasion 

avec des théâtres, cinémas et bibliothèques de 

Strasbourg. 

Cette dynamique a permis de constituer un noyau 

autour duquel professionnels de la culture, artistes 

et jeunes chercheurs se regroupent à l’Université 

de Strasbourg. Ainsi en est-il par exemple, d’Anna 

Kalyvi ou de Paul Andrianamama qui mène des 

recherches sur le genre, la catastrophe ou encore le 

costume de danse. 

Si les études et la recherche en danse, on l’aura 

compris, sont encore jeunes, elles témoignent 

toutefois d’un intérêt grandissant et, je l’espère, 

bénéficieront d’un avenir prometteur à l’Université 

de Strasbourg. 

 

 

基本運動「歩行」に着想を得たマチルド・モニエの作品

《Déroutes》（ストラスブール大学、2020 年 1～5 月） 

https://residence-monnier.unistra.fr/ 

 

なるだろう。 

 最後に、舞踊研究は舞踊界に役立たなければ益

がないが、とりわけ地域＝都市にも役立てるべき

である。そうした方針のもと、2020 年に振付家

マチルド・モニエのストラスブール大学でのレジ

デンス・プロジェクトを実現させた。この研究レ

ジデンスは、一連の講演会、ワークショップ、集

会、講習会、上映会によって展開され、最後にシ

ンポジウムで幕を閉じた。それらの行事は、この

機会にストラスブールの劇場、映画館、図書館と

結んだパートナーシップを通じて、ストラスブー

ル大学の学生だけでなく広く一般市民にも開かれ

た。そうしたダイナミズムにより、ストラスブー

ル大学に集った文化関係の職業人、アーティスト、

そして若い研究者の中心的なグループができた。

例えば、アンナ・カリヴィやポール・アンドリア

ナママがいる。後者はジェンダー、大災害、舞踊

衣裳についての研究を進めている。  

もし舞踊研究がまだ若い段階にあるとしても、

関心は日々高まっており、このストラスブール大

学でその光り輝く未来をみたいと、私は期待して

いる。 
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【ギヨーム・サンテス（Guillaume Sintès）】 

ストラスブール大学の舞踊学准教授、舞踊学博士（パリ第 8 大学）。博士課程在籍中にシルヴィアー

ヌ・パジェス、メラニ・パパンと共に研究グループ「舞踊界の現代史」を設立、2 つのプロジェクト

「1960 年代再考（フランスにおける舞踊）」「カリン・ヴァエナー：ある移民アーティスト」を始動し、

2013 年に国立舞踊センター(CND)及び文化省内芸術創作局(DGCA)の援助を得て、シンポジウムの開催

やオーラルヒストリーの収集を行い、『Danser en Mai 68. Premiers éléments』（Micadanses/Université 

Paris 8, 2014）、『Danser en 68. Perspectives internationales』（Deuxième époque, 2018）を共著。2015～

2017 年には、フランス国立図書館（BnF）とパリ第 8 大学による振付家・教育者であったカリン・ヴァ

エナーのアーカイヴ調査研究に携わる。このプロジェクトは CND、リヨン舞踊の家、ベルリン芸術アカ

デミーとの共同で、2017 年末に国際シンポジウム「Karin Waehner. Exposer/performer l'archive」を BnF

で開催した。2020 年にはストラスブール大学の文化活動部局（Suac）の支援を得て、ストラスブール国

立舞踊開発センター（Pôle Sud - CDCN）及びラン国立歌劇場との共同で、振付家マチルド・モニエのス

トラスブール大学でのレジデンスを実現（シンポジウムの記録は現在出版準備中）。2021～2025 年は、

国立研究機構（ANR）からの支援を受け、Emmanuelle Delattre-Destemberg バランシエンヌ大学准教授

及 び Marie Glon リ ー ル 大 学 准 教 授 と 共 に 研 究 プ ロ グ ラ ム 「 EnDansant. Pour une histoire des 

enseignant.es en danse」（https://endansant.hypotheses.org）を率いる。この舞踊教育という研究テーマは、

2020～2022 年に関わったプロジェクト「POP-in-EAC (Production des Politiques Publiques en Éducation 

Artistique et Culturelle)」（Jérémy Sinigaglia ストラスブール大学准教授、Marie-Pierre Chopin ボルドー大

学教授）にもつながっている。こうした活動により、2021 年のストラスブール大学より「Prix Espoirs」

を授与される。 

舞踊研究者協会（aCD）の学会誌『Recherches en danse』（https://journals.openedition.org/danse/）の

共同編集者、舞踊動画サイト「Numeridanse」（https://www.numeridanse.tv）の方針顧問を担う。カナダ

人文科学研究評議会（CRSH）及びグラン＝テスト地域圏の文化行政地方局の舞踊委員会の外部専門家、

Pôle Sud - CDCN の運営評議員も務める。 

出版物に関しては、サイト「univOAK」（https://univoak.eu/islandora/search/sintes?type=dismax）を

ご参照ください。 

  


