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マ

ニ

エ

リ

ス

ム

=

バ

ロ

ッ

ク

研
究
史
に

お

け
る

A
･

ハ

ウ

ザ

ー

の

位
置

-
近

著
『

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

』

を

め

ぐ
っ

て

-

河

村

錠
一

郎

ラ

フ

ァ

エ

ロ

の

死
と

共
に

ル

ネ

サ
ン

ス

の

栄
光
の

陽
が

蝕
を

起
し
､

た

ち
ま

ち
､

様
相
を

ま
っ

た

く

異
に

す

る

影
の

時
代
が

や
っ

て

き

た
｡

ハ

ウ

ザ
ー

は

い

う
､

｢

怖
し
い

何
か

が

こ

の

世
代
に

起
っ

た
の

だ
｡

こ

の

世

代

を

骨
の

髄
ま

で

震
撼
さ
せ

､

こ

れ

ま

で

信
じ

ら

れ
て

き
た

至

高
の

価
値
を

も

疑
わ

し

め
■
る

何
か

が
｡

+

即
ち

､

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

の

到
来
で

あ

る
｡

(

1
)

ハ

ゥ

ザ
ー

の

近

著
『

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

ー
ル

ネ

サ
ン

ス

の

危
機
と

現
代

芸
術
の

源
泉

-
』

は

か

な

り

大
部
の

本
だ

が
､

そ
の

紹
介
と

批
評
に

入

る

前
に

､

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

或
は
バ

ロ

ッ

ク
､

ま

た

は
､

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

及

び
バ

ロ

ッ

ク

(

以

下

｢

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

=

バ

ロ

ッ

ク
+

と

記

す
)

研
究
史

に

触
れ

る
こ

と

に

よ
っ

て
､

こ

の

著
作
の

も
つ

歴
史
的
意
義
を

明
ら
か

に

し

た
い

｡

(

1
)

筆

者
の

使
用

し

た

版

は

著
者

巨

岩
○
】

み

H
聖
-

旨
→

と

の

協
同

作

業
で

呂
○
∽
一

岩
O

F
e

H

が

英

訳
し

た

旨
ぎ
さ

さ
Q

ユ
り

き

ー
づ

訂

?
訂
訂

阜
叶

訂

賢
き

已
設

§
罠

§
乳

汁

訂

Q
l

蚤
さ

Q

ヽ

昏
乱

笥
さ

L

号
叶

-
N

く
○
-

払
.

､

-

諾
ぃ

で

あ

る
¢

バ

ロ

ッ

ク

ヘ

の

関
心

が

近

年
と

み
に

高
い

｡

バ

ロ

ッ

ク

は

も

と

も
と

美

術
史
の

用
語
で

あ

る

が
､

今
日

で

は

芸
術
諸
領

域
の

境

界
に

ま

た

が
っ

た
､

包
括
的
な

用
語
と

な
っ

て

い

る
｡

そ

れ
は

特
定
の

文
芸
様
式
に

対

す

る

名
称
と

し
て

は
じ

ま
っ

て

い

る

が
､

同
時
に

､

き

わ

だ
っ

て

特
異
な

顔

付
き

を

し
た

こ

の

ス

タ

イ
ル

が
､

数

多
く
の

傑
れ

た

作
品
を

生

み

だ

し
た

特
定
の

時
代
の

背
景

､

精
神
の

風
土

な

り
､

思
想
及
び

心
理
の

襲
を

も

示

し

て

い

る
｡

そ
の

時
代
と

は

他
な

ら

ぬ
､

ホ

ワ

イ
ト
ヘ

ッ

ド
い

う
と
こ

ろ

の

｢

天
才
の

時
代
+

､

十
六

世
紀
中
葉
か

ら

十

七

世
紀
後
半
に

か

け

て

の

ほ

ぼ
一

世
紀
に

相
当
す
る

｡

後
期
ル

ネ

サ
ン

ス

と

名

付

け
て

し

ま

え

ば

す

み

そ

う
な

も
の

だ
が

､

十
八

･

九
世
紀
が
こ

の

時
代
の

様
式
を

低
く

評
価

し
た
こ

と

に

対

す
る

反
動
と

も

い

え

る

現
代
の

再
評
価
は

､

別

個
の

名

称

(

2
)

を
必

要
と

感
じ

た
｡

か

つ

て

啓
蒙
主
義

･

教
養
主
義
の

紳
士

淑
女
に

よ
っ

て
､

悪
越
味

･

奇
矯
の

意
味
で

使
わ

れ

て

い

た

｢

バ

ロ

ッ

ク
+

と

い

う
修

飾
語
が

､

こ

う
し

て

鋳
直
さ

れ
る

こ

と

ぷ
な

っ

た
｡

ル

ネ

サ
ン

ス

く

ず
れ

と

し
か

顧
ら
れ

な

か
っ

た

｢

バ

ロ

ッ

ク
+

を
､

客

観
的
に

評
価
し

直
し

､

歴
史
の

上
に

正

統
な

位
置
を

与

え

た
の

は
､

ス

イ

ス

生
ま

れ
の

美
術
史
家
ダ
ニ

ル

フ

リ

ン

で

あ

る
｡

そ
の

最
初
の

成
果
と

し

て

ド
･

ム

ル

グ

は

『

美
術
史
の

原
理
』

を

あ

げ

て

い

る

が
､

正

し

く
は

彼

が
二

十

四

歳
で

世
に

問
う
た

最
初
の

著
書
『

ル

ネ

サ
ン

ス

と
バ

ロ

ッ

ク
』

(

3
)

と

す
べ

き
で

あ

ろ

う
｡

そ
の

素
材
は

ほ

と

ん

ど

建
築
物
で

あ
る

が
､

僅
か

に

文
学
作
品
も

論
じ

て

い

る
｡

(

た
だ

し

ほ

ん

の

び

と
こ

と
､

ア

リ

オ

ス

】7

ト

ー

と

タ

ッ

ソ

ー

の

相

違

を
ル

ネ

サ

ン

ス

か

ら
バ

ロ

ッ

ク
へ

の

変

遷
と

し

が
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て

把
え

て

い

る
｡

)

本
書
で

ヴ
ュ

ル

フ

リ

ン

が
い

う
バ

ロ

ァ

ク

様

式
の

特

質
は

次
の

四
つ

で

あ
る

｡

m

絵
画

様
式
(

建

築
物
に

つ

い

て

主
と

し

て

論

じ

て

い

る

た

め
の

用

語
｡

広
く

美

術
一

般
に

は

妥

当

な

術

語
で

は

な

さ

そ

ぅ
｡

ル

ネ

サ

ン

ス

の

建
築

的
な

明

確

な

輪
郭

を

破
る

､

光
と

陰
の

交

錯
す

る

変

化
と

動
き

｡

そ

れ

に

よ
っ

て

生

じ
る

奥
行
き

と

掴

み

ど

こ

ろ

の

な

さ
｡

)

惚

荘
重

華
麗
(

直

撃

的

な

力
で

見
る

者
を

拉

致

す

る

が
､

陶

酔
は

瞬

間

的
で

､

空

白

感
を

後
に

残

す
｡

美
が

巨

大
さ

を

基
準

に

計

ら

れ
る

点

が
､

ル

ネ
サ

ン

ス

の

明

晰

で

調

和

あ
る

優
雅

･

典

雅

を

基

準

と

す
る

美

感

と

異
る

｡

)

榔

重

量
感

(

教

会

建

築
で

は

垂

直
方

向
が

残

さ

れ

て

は

い

る

が
､

や

は

り

水

平
の

ア

ク

セ

ン

ト

が

ず
っ

と

重

く

な
っ

て

い

る
｡

)

他

動

き

(

パ

ロ

γ

ク

は

始
め
か

ら
上

へ

の

明

確
な

方

向

感

を

持
っ

て

い

た
｡

こ

の

上

昇
へ

の

衝

動

と
い

う

垂

直
の

グ
エ

ク

ト

ル

と
､

重

量

感
と

い

う
水

平

の

ヴ
ュ

ク

ト

ル

が

括

抗
す
る

｡

が
､

終
局

的
に

は

調

和

的

に

解

決

さ

れ

る
｡

バ

ロ

ッ

ク

後
期
か

ら
ロ

コ

コ

で

は

垂

直

が

勝
つ

｡

)

以
上

の

う
ち

､

矧

と
㈲

を

ヴ
ュ

ル

フ

リ

ン

は

特
に

バ

ロ

γ

ク

の

二

大
要

素
と

み

な

し

て

い

る
｡

(

2
)

美

術

史

家
の

多
く

は

デ
ィ

デ
ロ

の

百

科

全

書
に

お

け

る

次
の

定

義
を

例

証
と

し

て

引

く
の

が

常
で

あ
る

｡

即
ち

､

｢

建

築

用

語

た

る

バ

ロ

ッ

ク

は

風

変
り

な
(

b
-

N

弓
詔
)

と

い

う
ニ

ュ

ア

ン

ス

を
も

つ
｡

バ

ロ

ッ

ク

な

る

概

念
は

滑

稽
の

極

限
と
い

う

概

念
を

自

ら
に

ひ

き

ず
っ

て

い

る

…

…
+

(

3
)

O
f

･

ロ
e

呂
○

仁

ぷ
ロ
2
払

‥

蕪
"

へ

竜
ぎ
邑
昌
㌣

由

葛
遥
莞

§
軋

h
で
小
.

凸

恵

喜

～

廿
仏

寺
写

-

諾
ぃ

･

㌍
e

訂
ユ
色
F

弓
三

塁
-

ロ

‥

昏
さ

監
h

旨
喜
へ

ミ
邑

也

葛
害
計

､

-

∞

00

∞
､

知
ぎ

空
音
琵
Q

訂
Q

g
吋

Q

訂

苧
§
会
名
→

き
､

朗り
〟

-

¢

}

汁

四

項
目

を

右
の

よ

う
に

列
挙
す
る

と

す
ぐ

気
付

く
こ

と

だ

が
､

仙

と

価

ま

た

は

仰

と
仙

は
､

そ

れ

ぞ

れ

共
通
項
を

含
み
な

が

ら
も

､

相
矛

盾
す
る

概
念
で

あ
る

｡

構
築
的
な

明

確
さ

を

破
る

流
れ

る

線
､

掴
み

ど
こ

ろ
の

な

さ

等
は

､

重

量
感
と

ど

う
つ

な

が

る

か

?

こ

の

重

量
感
㈲

は
､

荘
重

葦

魔
必

と

密
接
な
つ

な

が

り

を

持
つ

｡

そ
の

胤

の

｢

見
る

者
を

拉
致
す
る
+

力
と

陶
酔

､

そ

し

て
､

後
に

残

さ

れ

る

｢

空

白
感
+

は
､

ひ

を

心

理

的

に

い

い

か

え

た

も

の

と

も

見
な
せ

る
｡

同
じ
こ

と

は

拙

と
の

つ

な

が

り
に

つ

い

て

も
い

え

る

が
､

こ

の

㈱

｢

動
き
+

は
､

撒

｢

重

量
感
+

と

常
識
的

に

は

抵
触
す
る

｡

が
､

こ

の

抵
触
は

惚

｢

荘
重

華
靂
+

の

内
容
に

お
い

て

解
消
さ

れ

て

い

る

と

も
い

え

る
｡

ヴ
ュ

ル

フ

リ

ン

自
身
ほ

気
付
い

て

い

な

か
っ

た
こ

と

だ
が

､

実
は

､

す
で

に

こ

こ

に

｢

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

+

と
い

う

(

4
)

｢

失
わ

れ

て

い

た
こ

と
ば
+

の
出

師
生

す
る

下

地
が

あ
っ

た
の

で

あ

る
｡

ヴ
ュ

ル

フ

リ

ン

は
バ

ロ

ッ

ク

時
代
を
一

五

二

〇
-

一

六

三

〇
年
と

大
づ

か

み

に

し

た
｡

一

つ

の

様
式
が

固
定
し
た

､

い

わ

ば

イ

デ
ア

的
あ

り

方
で

酉
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

を

支
配
し
っ

づ

け
る

こ

と

ほ

常
識
か

ら
い

っ

て

も
あ

り

得

な
い

｡

山

～

㈲

の

混
乱
は
こ

こ

に

起
因
し

て

い

る
｡

こ

う
し
て

､

彼
は

自

(

5
)

身
､

の

ち
の

『

古
典
美
術
』

で
､

｢

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

時
代
+

を
ル

ネ

サ

ン

ス

と
バ

ロ

ッ

ク

の

間
に

挟
み
こ

む
｡

近

代
美
術
史
に

や
っ

と

麒
を

出
し

た

｢

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

+

が
､

ま
だ

ま

ま

子
扱
い

し

か

う
け
て

い

な

か

っ

た
こ

と

は
､

次
の

引
用
か

ら

察
せ

ら
れ

よ

う

-
｢

彼
(

､

､

､

ケ

ラ

ン

ジ

ェ

ロ

)

ほ

老
年
様
式
の

し
か

め

面
の

う
ち

に

あ
っ

て

も

依

然

と

し

て

壮

大
で

あ
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る
｡

し

か

し

彼
の

影

響
は

恐
ろ

し
い

も

の

で

あ
っ

た
｡

す
べ

て

の

美
は

い

ま

や

彼
の

作
品
の

標
準
に

よ
っ

て

測
定
さ

れ
､

ま

た
こ

こ

で

全
く

特
殊
な

個
人

周
諸
条
件
の

も

と

に

生

み

だ
さ

れ

た
よ

う
な

一

つ

の

芸
術
が

普
遍
的

芸
術
と
な

っ

て

い

る
｡

こ

の

｢

マ

ン

ネ
リ

ズ
ム

+

と
い

う
現

象
を

も
っ

と

ま

じ

ま
じ

見
つ

め

る
こ

と

が

必

要
で

あ
る

｡

す
べ

て

の

人
び

と

は
い

ま
や

麻
酔
的
な

塊
竜
効
果
を

も

と

め

る
｡

ラ

フ

ァ

エ

ロ

の

建
築
的
構
図
に

つ

い

て

は

も

は
や

何
も

聞
こ

う
と

欲
し

な
い

｡

寛
潤
な
も

の

と

か
､

美
し
い

節

度
は

無
縁
の

概
念
と

な
っ

て

し

ま
っ

た
｡

+

こ

の

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

が
､

マ

ン

ネ

リ

ズ

ム

と

し
て

で

な
く

､

美
術
史
上

の

正

統
な

嫡
子

と

認
め

ら
れ

る

に

至
っ

た
の

は
､

ド

ブ
オ

ル

シ

ャ

ッ

タ

の

へ

6
)

『

精
神
史
と

し
て

の

美
術
史
』

に

お
い

て

で

あ

る

!
｢

わ

れ

わ

れ

は

政

治
的
悲
劇
に

さ

き
だ

っ

て

行
わ

れ

た

精
神
的
悲
劇
を

指
摘
し

う
る

で

あ

ろ

う
｡

…

…

わ

れ

わ

れ
が

芸
術
上
の

問
題
提
起
と
い

う
限
ら
れ

た

分
野
で

ミ

ケ

ラ

ン

ジ

ェ

ロ

と

テ
ィ

ン

ト
レ

ァ

ト

に

お
い

て

観
取
し

得
た

こ

と
は

､

時

代
全
体
の

規
矩
で

あ
っ

た
｡

･

…

芸
術
の

領
域
に

お
い

て

は
こ

の

よ

う
な

時
期

､

そ

れ

は

決
し

て

完
結
せ

る

時
期
で

ほ

な

く

て
一

つ

の

運

動
で

あ

り
､

こ

の

運
動
の

端
緒
は

第
十

六

世
紀
初
め

に

さ

か

の

ぼ

ら

れ
る

が

ま

だ

そ
の

影
響
が

終
っ

て

い

な
い

こ

の

時
期
を

､

わ

れ

わ

れ

は

も
っ

と
も

不

幸

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に

も

『

マ

ニ

ュ

リ

ズ

ム

』

の

時
期
と

呼
ん

だ
｡

+

(

傍

点

は

筆

者
)

(

4
)

c
什

.

W
.
S
)

ぢ
ど

わ
→

‥

句
q

弓

訟

遷
語

長
知

3
已
設

S
Q
也

無

音
)

-

芝
山

)

C
F
P

匂

l
I

I

こ
･

:

→
F
e

呂
訂
∽
-

口

内

→
e

l

芦
こ

(

5
)

b
訂

和
ぎ

邑
Q

訂

内

…
阜
-

∞
爪

声

以

下
の

引

用

は

守

屋

氏
の

邦

訳

(

美
衝

出

版

社
)

に

よ

る
｡

(

6
)

呂
p

対

ロ
d

d
付

か

打
‥

内
ビ
P

さ

紅
慧

旨
計
叫

訂

已
句

q
軋
h

恵
遥
空
Q

已
Q

訂
♪

-

諾
今

引

用
は

中

村

氏
(

岩

崎

美
術

社

版
)

の

訳
文

を

借

用

し

た
｡

文

学
に

お

け
る

｢

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

+

概
念
の

定
立
が

や

が

て

行
わ

れ
る

(

7
､

よ

う
に

な
っ

た
が

､

そ

の

初

期
の

代
表
は
ク

ル

テ
ィ

ウ
ス

の

『

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

文

学
と
ラ

テ
ン

中
世
』

で

あ

ろ

う
｡

ク

ル

テ
ィ

ウ
ス

の

｢

マ

ニ

エ

リ
ス

ム

+

概
念
は

､

歴
史
的
な

も

の

で

は

な

く
､

原
理

論
的
な

命
題
の

た
て

方

で
､

｢

ク

ラ

シ

ズ

ム

+

の

反
対

概
念
と

し

て

扱
わ

れ
､

こ

の

二

つ

の

措
抗

は

各
時
代
を

通

じ
て

見
ら

れ

る

普
遍
現
象
だ

と

す
る

｡

従
っ

て
､

ク

ル

テ

ィ

ウ
ス

の

業
績
は
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

に

関
す
る

限
り

､

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

研
究

史
の

集
体
成
の

観
を

呈

す
る
ハ

ゥ

ザ

ー

の

労
作
と

は
､

極
め

て

間
接
的
に

し

か
つ

な

が

ら

な
い

｡

(

ク

ル

テ

ィ

ウ

ス

の

領

域

は
ラ

テ

ン

中

世

で

あ
っ

た

が
､

こ

れ

を

近

世

以

降
に

移
し

て

師
の

研

究

方

法

を

発

展

さ

せ

た

の

(

R
こ

が
､

ホ

ッ

ケ

の

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

研

究

『

迷

宮

と

し
て

の

世

界
』

で

あ

る
｡

)

こ

う
し

て
､

例
え

ば

美
術
史
家
ぺ

ブ

ス

ナ

ー

の

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

彫

刻
論

(

9
)

に

刺
戟
さ

れ

た
メ

イ
フ

ッ

ド

の

『

詩
と
ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

』

に

お

け

る

ダ

ン

及
び

ミ

ル

ト
ン

の

｢

バ

ロ

ッ

ク

詩
+

の

研
究
等

､

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

‖

バ

ロ

ッ

ク

文
学
研
究
が

盛
ん
に

な
る

に

至
っ

た
｡

多
く
の

学
者
が

指
摘
し

て

い

る
よ

う
に

､

文
学
に

お

け

る
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

‖

バ

ロ

ッ

ク

の

傑
作
は

､

シ

ェ

イ
ク

ス

ピ

ア
､

ジ
ョ

ン

･

ダ
ン
､

､

､

､

ル

ト
ン

そ

し

て

ジ

ャ

コ

ピ

ア

ン

の

劇
作
家
を

主
軸
と

す
る

イ

ギ
リ

ス

に

集
中
的
に

生

ま

れ

た
｡

こ

の

こ

と

は
､

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

期
の

イ

ギ
リ

ス

が

イ

タ

リ

ア
･

オ

ラ

ン

ダ

等
の

大
陸

諸
国
に

く

ら
べ

絵
画

･

彫

刻
の

分
野
で

見
る

べ

き

も
の

を

持
た

な
か
っ

た

O
ソ

ニ

と

を

考
え
る

と

極
め

て

興
味
深
い

｡

主
と

し
て

十
七

世
紀

英
文
学
を

め

甜
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ぐ

り

な

が

ら
､

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

‖

バ

ロ

ッ

ク

研
究
の

ア

プ

ロ

ー

チ

が

文
学

研
究
に

も

及
ん

で

き

た

わ

け

だ

が
､

｢

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

+

を

西
欧
精
神
史

の
一

区

分
と

し

て

総
合
的
に

把
握
し
ょ

う
と

す
る

に

は

至

ら

な

か
っ

た
｡

(

1 0
)

そ

れ

を

ま

ず
手
が

け

た
の

が
､

ハ

ウ

ザ
ー

の

『

芸
術
と

文
学
の

社
会
史
』

で

あ
る

｡

ラ

ブ

ジ

ョ

イ

教
授
を

ほ

じ

め
と

す
る

主
と

し

て

ア

メ

リ

カ

で

盛

ヒ

ス

ト

ワ

ー
･

オ

ブ
･

ア

イ

子

ア

ズ

ん

な

思

想

史

研

究
を

､

美
術
の

面
か

ら

行
う

､

野
心

的
な

労
作
で

､

ド

ヴ
ォ

ル

シ

ャ

ブ

タ

の

仕
事
に

つ

な

が

る

と
い

え

る
｡

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

の

背
後
に

｢

近

代
資
本
主

義
の

始
ま

り
+

｢

宗
教
改
革
と

反
宗
教
改
革
+

｢

現

実
主
義
政
治
理

念
+

の

三
つ

の

主
要
な

推

進

力
を

見
､

｢

騎
士
道
の

再
敗

北
+

と

い

う

観
点
せ

持
ち
こ

む

な
ど

､

文
字
通
り

｢

芸
術
の

社
会
史
+

を

志
し

て

い

る

が
､

少
な

く

と

も
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

に

関
す
る

限
り

､

網
羅
的

に

な

ろ

う
と

す

る
こ

と

が

そ
の

ま

ま

分
散
的
な

お

ざ

な

り
に

通
ず
る

う
ら

み
が

あ

り
､

例
え

ば
､

シ

ェ

イ

ク

ス

ピ

ア

の

ど
こ

が

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

な
の

か

つ

っ

こ

み

が

足
り

な
い

｡

専
門
の

美
術
に

限
っ

て

も
､

マ

ニ

エ

リ

ス

ト

と

し

て

の

ミ

ケ

ラ
ン

ジ

ェ

ロ

の

分
析
な

ど

不

十

分
で

あ

る
｡

美
術
と

対

等

に

文
学
を

大
き

く

扱
い

な
ぶ

ら

(

こ

れ

ほ

精

神

史
を

意

図

す
れ

ば

当

然
で

あ

る

が
)

､

美
術
史
家

と

し
て

は

権
威
者
の

ハ

ゥ

ザ

ー

も
､

文

学
の

読
み

は

浅
い

と

感
じ

さ
せ

る

欠
点
が

､

社
会
史
を

美
術
史

･

文
学
史
と

背
中
合

せ

に

し
､

各
時
代
の

精
神
或
は

思
想
の

風
土

を

浮
彫
に

し

よ

う
と

す
る

試

み

を

中
途
半
端
に

さ

せ

た
､

と

も
い

え

よ

う
｡

或
は

､

通
史
と

し
て

止

む

を

得
な

か
っ

た

か

も

知
れ

な
い

｡

(

7
)

甲

声

C

喜
t

小

一

㌫
‥

玩
ミ

･

遺
賢
芸
訂

卜
中

訂

⊇
ぎ
→

§
軋

ぎ
訂

ぎ
㌣

箋
訂
一

転
叶

へ

訂

g
叶

等
～

-

貨
故

･

(

邦

訳

『

迷
宮

と

し
て

の

世

界
』

の

苔

諸
に

は

一

茂
牟

と

あ
る

が
､

間

違
い

で

は

な

か

ろ

う

か
｡

)

(

8
)

G
･

戸

H
｡
｡

訂
‥

b
訂

一

ヨ
乳
叶

已
わ

ト

已
胃
訂
革

-

況
γ

邦
訳

は

美

術
出

版

社
一

九

六

六

年
｡

H
巴

}

冨
→

∵
革

U
[

さ

莞
→

訂
∋

こ

諾
ぃ

が
､

こ

の

『

迷
宮

と

し
て

の

世

界
』

を

無

視
し

て

い

る

の

は

注

目

す
べ

き
こ

と

だ

が
､

た

だ
一

度
(

註
の

中
で

名
を

あ

げ

て

い

る

に

す

ぎ

な

い

が
)

言

及

し
て

い

る

箇
所

(

同

書
三

九

八

東
)

で
､

出

版

年

代
を

一

九

二

七

牢

と

し
て

い

る

の

は

失

態
で

あ

ろ

う
｡

そ
れ

ほ

ど

眼

中
に

な

い

と
い

う
こ

と

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

の

こ

と

は

後
に

触
れ

た

い

｡

(

9
)

芦
]

芦

呂
P

F
0
0

P

∵
謬
監
遥

§
乱

昏
ヨ
辞
さ
叶

わ

喜
一

ー

ま
〇

.

(

1 0
)

哲
監
已
実
害
計

杜
氏

札

等

内
g
→

岩
叶

ま

声
軋

卜
琵

琶
已
S

-
､

-

況
-

.

た
だ

し

英

語

版
の

タ

イ

ト

ル

に

は

｢

文

学
+

が

削

ら

れ

て

つ

訂

姿
Q

訂
～

加
計
首

遥

ミ
っ

ゝ

ミ
｢

¢

と

と

な
っ

て

い

る
｡

著
者
の

気
お

く

れ

を

示

し
て

い

る

の

だ

ろ

う
か

?

高

橋
義
孝

氏
の

訳

は

『

芸

術
の

歴

史
』

(

平

凡

社
)

で

あ

る
｡

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

=

バ

ロ

ッ

ク

研

究
が

こ

の

段
階
に

あ
っ

た

と

き
､

文
学

と

美
術
の

両

領
域
を

単
に

併
行

的
に

処
理

す
る

の

で

な

く
､

精
神
風
土

の

歴
史
的
研

究
に

お

け

る
一

つ

の

総
体
的
資
料
と

し

て

扱
う
ア

プ

ロ

ー

チ

を

(

11
)

見
事
に

示
し

た

の

が
､

サ

イ
フ

ァ

ー

の

『

ル

ネ

サ

ン

ス

様

式
の

四

つ

の

段
階
』

で

あ

る
｡

償
は

広
義
の

ル

ネ
サ

ン

ス

を
､

ル

ネ

サ

ン

ス

･

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

･

バ

ロ

ッ

ク
･

後
期
バ

ロ

ッ

ク

の

四

期
に

区

分
す
る

｡

文
学

･

美

術
両
領
に

わ

た

る

広
い

知
見
を

縦
横
に

駆
使
し

て

息
を
つ

が

せ

ぬ

お

も

む

き
が

あ

る

が
､

特
に
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

特
有
の

カ

オ

ス

指
向

(

こ

れ

は

筆

者

の

造

語
で

あ

る
)

の

現
象
を

記
述
す
る

あ

た

り

は
､

数
多
く
の

絵
画

･

彫

2 7(フ
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刻
･

建
築
へ

の

言
及

と

並
ん

で
､

シ

ェ

イ

ク

ス

ピ

ア

や

ジ

ョ

ン

･

ダ
ン

を

は

じ

め

十

七

世
紀
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

文
学
か

ら
の

的
確
な

引
用
を

自
在
に

ち

り
ば

め
､

読
む

者
を

一

種
の

興
奮
に

び

き

ず
り

こ

む
｡

(

サ

イ

フ

ァ

ー

は

地

の

文
に

ま

で

引

用

符
を
つ

け

ず
に

い

つ

の

ま

に

か

ダ
ン

や

シ

ェ

イ

ク

ス

ピ

ア

の

言

葉
を

援

用
し
て

い

る

の

で
､

十

七

世
紀

文

学

に

疎
い

読
者
は

戸

惑

う
か

も

知
れ

な
い

｡

著

者
が

註
を

つ

け

な

か

っ

た

の

は

惜

し

ま
れ

る
｡

筆

者
は

現

在

同
書

を

講
義
の

テ

キ

ス

ト

に

使
っ

て

い

る

が
､

引

用
や

移
し

い

固

有

名

詞
の

解

説
に

時

間

を

と

ら
れ

て

し

ば

し

ば

進

路

を

阻

ま
れ

る
｡

)

こ

の

興
奮
は

前
に

触
れ

た

例
の

ホ

7

ケ
､

こ

の

邦
訳
の

出
た

た
め

に

日

本
に

も

や
っ

と
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

ヘ

の

関
心
が

高
ま
っ

た

(

こ

の

三

月
の

朝

日

新

聞
に

二

回
に

わ

た

っ

て

土

方

氏
が

現

代

美

術
を
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

と

し

て

把

え
る

と
い

う

文

章
を

寄
せ

て

い

ら
れ

る

が
､

こ

れ

も

そ

の

一

つ

の

あ

ら

わ

れ

か
)

､

あ
の

『

迷
宮
と

し

て

の

世

界
』

が

与
え

る

興
奮
と

は

ま

た

異
質
の

も
の

だ
｡

暗
黒
と

混
沌
が

も
つ

魅
力
の

､

め

く
る

め

く

興
奮
の

る

つ

ぼ

に

読
者
及

び

著
者
自
身
を
も

引
摺
り
こ

ん
で

い

く
の

が

ホ

γ

ケ

で

あ

る

な
ら

､

同
じ

興
奮
と
い

っ

て

も
､

サ

イ

フ

ァ

ー

の

易
合
は

､

分
析
記
述

と

分
類
体
系
化
へ

の

学
問
的
志
向
を

い

つ

も

脱
け

出
ま
い

と

す
る

意
味
で

目
醒
め

た

理

性
の

興
奮
で

あ

る
｡

ル

ネ
サ
ン

ス

文
芸
の

現
象
分
析
と

記
述

､

四
つ

の

ス

タ

イ
ル

に

区

分
け

す
る

大
枠
設
定
に

よ

る

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

=

バ

ロ

ッ

ク

の

整
序

､

な
か

ん

ず

く

文
学

･

美
術
の

融
合
的
処
理

､

こ

れ

ら
が

サ

イ

フ

ァ

ー

の

眼

目

で

あ

る
｡

と
い

う
こ

と

は
､

｢

精
神
史
研
究
+

な

り

｢

社
会
史
と

し
て

の

文
芸
+

の

ア

プ
ロ

ー

チ

か

ら

す
る

と
､

同
時
代
の

社
会
構
造
へ

の

考

察
が

欠

落
す

る

鯖
具
に

な
る

｡

こ

う

し
て

､

ハ

ゥ

ザ

ー

の

労
作
『

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

』

(

一

九
六

五

年
)

は
､

そ
の

集
体
成
的
な

位
置
を

､

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

研

究
史
上
に

持
つ

の

で

あ

る
｡

(

11
)

註
4

参

照
｡

な

お

サ

イ

フ

ァ

ー

の

系

譜

を

つ

ぐ

も

の

と

し

て

は
､

U
P

n
-

e
-

甲

声
つ

W
-

P

ロ
n
‥

転

S
莞
→

訂
ヨ

ー
怒

号
持

さ
乱

b

旨

乱
)

忘

窒

が

あ

る
｡

分

析

記

述

型
に

属
し

､

サ

イ

フ

ァ

ー

と

同

様
､

社

会

史
･

精
神

史
の

面

は

極
め

て

弱
い

｡

ハ

ウ

ザ

ー

の

『

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

』

は

従

来
の

ど
の

研
究
よ

り

も
き

わ

だ

っ

て

文

明

史
臭
が

濃
厚
で

あ

る
｡

彼
が

総
論
で

提
示

す

る

命
題
は

｢

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

､

す
な

わ

ち
､

パ

ラ

ド

ク

ス

の

精

神
+

だ

が
､

そ

れ

は
､

｢

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

は

西
洋
文
明
の

中
で

も

比

較
的
単
相
の

二

つ

の

時
代

､

静
的

な

キ

リ

ス

ト

教
中
世
と

､

動
的
な

科
学
の

新
時
代
の

中
間
に

あ

り
､

そ
の

ヤ

ア

ス

両

方

に

顔
を

向

け
る

両
面
神
で

あ

る
+

と
い

う
規
定
の

中
に

そ

も

そ

も

内

在
し

て

い

る
｡

各
種
各

様
の

パ

ラ
ド

ク

ス

或
は
二

律
背
反
の

絵
巻
は

人

間
誕
生

以

来
ど

の

時
代
に

も

見
ら

れ

る
と

い

う
反
論
が

あ

ろ

う
が

､

そ
し

て

そ

れ

も

事
実

に

は

違
い

な
い

が
､

中
世
の

閉
ざ

さ

れ

た

世
界
が
ル

ネ
サ
ン

ス

の

栄
光
と

そ
打

瓦

解
を

経
た

時
点
で

､

｢

人

間
こ

の

パ

ラ

ド

ク
･
ス

な

る

も

の

+

の

本

質
が

人

間
活
動
の

各
分
野
に

お

い

て

吹
出
物
の

よ

う
に

一

斉
に

現
わ

れ

た

と
い

え

よ

う
｡

以

下
､

ハ

ウ

ザ
ー

の

指
摘
す
る
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

･

パ

ラ

ド

ク

ス

の

概
略
を

記
す

1
プ

ロ

テ
ス

タ
ン

テ
ィ

ズ

ム

に

お

け

る
パ

ラ

ド

ク

j

ス

(

予

定

認
が

次
の

逆
説

を

生

む
｡

即
ち

､

信

仰
は

論

理

ば
か

り

で

な
く

ガ
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モ

ラ

リ

テ

ィ

を

も

香

足

し
､

罪
の

観

念
を

抜

殻

す
る

｡

い

わ

ば

『

カ

ラ

マ

ゾ
フ

の

兄

弟
』

の

ア

リ

ョ

ー

シ

ャ

よ

り
､
､

､

プ

チ

ャ

が

救

済
さ

れ

る

と
い

う

パ

ラ

ド

ク

ス

)
､

経
済
機
構
に

見
ら

れ

る
パ

ラ

ド

ク

ス

(

労

働
力
の

商
品

化
に

よ

り
､

労

働
者
と

労
働
の

間
の

意
味
あ
る

有

機

的
な
つ

な

が

り
の

崩

潰
｡

労

働
を

通
し

て

そ

の

所

産

た
る

製
品
と

本

来
も
っ

と

も

深
い

関

連
性

の

上

に

立
つ

労

働
者

が
､

労

働

な

ら
び

に

製
品
か

ら

逆
に

も
っ

と

も

遠
ざ

か

る

と

い

う

逆
説
勺

労

働
を

享

受
す
る

の

は

資
本

家

で

あ

り

製

品

を

享

受

す
る

の

は

金

を

支

払

う

買
手
で

あ
る
)

､

政
治
に

お

け

る
パ

ラ

ド
ク

ス

(

マ

キ

ヤ

ヴ
ュ

ル

リ

に

よ

っ

て

は

七
め

で

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

ほ

明

確
に

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

概

念
を

持
っ

た
｡

即

ち
､

マ

キ

ヤ

ヴ
ュ

リ

ズ

ム

は

道

義

基

準
は
+

つ

で

な

く
､

社

会

的

な
地

位
√

政

治

目

的

等
の

各

特

定

状

況
に

よ
っ

て

異
る

複

数
の

も
の

だ

と

教
え

た
｡

マ

キ

ヤ

ヴ
ュ

リ

ズ

ム

を

認

識

論
と

し

て

把

え
､

こ

れ

を
､

生

に

対
す

る

十

七

世

紀

特

有
の

こ

わ
れ

た

鏡
の

視
点

と

結

び

つ

け
る

こ

と

ぺ
『

芸

術
の

歴

史
』

以

来
ハ

ウ

ザ

ー

が

主

張
し

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

)

以
上

に
､

文

学
･

芸
術
に

あ

ら

わ

れ
た
パ

ラ

ド

ク

ス

が

加
わ

る

が
､

中
で

も
パ

ラ

ド

ク

ス

が

文
学
の

ジ

ャ

ン

ル

に

お
い

て
｢

近

代
悲
劇
+

と

｢

(

十

六
･

七

世

紀

固

有
の

)

ヒ

ュ

ー

マ

ー
+

の

形
を

と
っ

た

こ

と

を

論
ず
る

第
一

部

第
九

章
｢

悲
劇
と
ヒ

ュ

ー

マ

ー
+

に

は
､

近

代
悲
劇
の

背

後
に

あ

る

世

界
観
と
プ

ロ

テ
ス

タ
ン

ト
の

予
定
説
理

論
と
の

共
通
性

(

特

に

罪

に

対

す
る

考

え
を

軸
と

し

て
)

の

指
摘
や

､

当
時
イ
ギ

リ

ス

で

流

行

ト
ラ

ジ
･

コ

メ

デ
ィ

の

｢

悲

喜

劇
+

に

お

け
る
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

精
神
に

関
す
る

考
察
な

ど
､

文
学
研
究
の

側
か

ら
も

傾
聴
す
べ

き

も
の

が

あ
る

｡

農
民

戦
争
に

お

け

る

ル

ー

テ
ル

の

二

枚
舌

､

宗
教
改
革
が

人

間
を

人

間
に

返
す
こ

と

で

あ

り
､

人

間
の

運
命
は

永
久
に

定
ま

っ

て

お

り
､

何
も

の

も
､

何
人

も

変
え

得
な

い

と

い

う
､

い

わ

ば

底
な

し
の

谷
を

の

ぞ

く

絶
望
感

､

遺
棄
感
を

与
え

る

㍑ウ
～

に

至
っ

た
こ

と
､

政
治
の

自
律
性

･

道
義
の

多
様
性

は

各

分

野
で

の

自

律
･

独

立
の

風
潮
を

惹
起
し

た

が
､

教
会
の

ド

グ
マ

と
ス

コ

ラ

哲
学
か

ら

の

独
立

は

同
時
に

人

間
の

絶
対

的
孤
独
を

意
味
し
た

こ

と

(

B
･

ウ
ィ

リ

ー

が

『

十
七

せ

紀
の

背
景
』

等
で

つ

と
に

力

説
し
た

こ

と

だ

が
)

､

マ

ル

ク

ス

の

疎
外
論
援
用
と

疎
外

芸
術
と

し

て

の

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

論
､

社
会

学
･

心

理

学
に

お

け

る

ナ

ル

シ

ズ

ム

論
を

通
用
し

て

の

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

文

学
､

『

ハ

ム

レ

γ

ト
』

『

オ

セ

ロ

ウ
』

『

ド
ン

･

キ

ホ

ー

テ
』

解
釈

等
々

､

量
に

災
い

さ

れ

て

質
的
に

は

概
論
な

り

研
究
ノ

ー

ト

程
度
に

と

も

す
れ
ば

お
わ
っ

て

し

ま

う
と
い

う
欠
陥
を

も

ち

な
が

ら
､

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

を

総
体

的
に

把
握
し

ょ

う
と

す

る

意
欲
が

直
か

に

伝
わ
っ

て

く

る

よ

う

な

労

作

で
､

学
術
的
な

本
と

し
て

は
､

そ

の

テ

ー

マ

の

せ
い

も

あ

ろ

う
が

､

い

わ

ば

極
め

て

｢

熱
っ

ぽ

い

+

本
だ

｡

専
門
の

研
究
分
野
か

ら

筆
者
に

と
っ

て

最
も

興
味
深
く

参
考
に

な
っ

た

の

は

第
一

部
(

総
論
)

だ

が
､

や

は

り

圧
巻
は

第
二

部
(

歴
史

的

研

究
)

に

お

け
る

マ

ニ

エ

リ

ス

ト

画
家
の

各
論
及
び

そ

の

作

品

論
で

あ

ろ

う
｡

『

最
後
の

審
判
』

を
ハ

ウ

ザ
ー

は
こ

う
分
析
し

批
評
す
る

ー
こ

れ

ほ

混

沌
と

絶
望
の

絵
で

あ

る
､

カ

オ

ス

か

ら
の

救
い

を

求
め

る

叫
び

の

形

象

化
､

｢

美
し
い

+

こ

と

を

止

め

た

絵
､

冷
や

か

で

頑
固
で

厳
し

く

人

を

ほ

ね

つ

け

る

印
象
を

与
え
る

絵
だ

｡

細
部
描
写

で

充

満
し
て

い

る

ば

か

り

で

ギ

ヤ

フ

プ

な

く
､

隙
間
や

矛
盾
が

充
満
し

て

い

る
､

全
体
ほ

互
い

に

連
結
の

密
度
の

弱
い

幾
つ

も
の

グ
ル

ー

プ

か

ら
な

り
､

あ

る
い

ほ
一

つ

の

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

が

粉
々

に

さ

れ

た
､

そ
の

断
片
の

寄
り

集
り

､

孤
立

し

た
エ

ピ

ソ

ー

ド

の

群

れ
､

そ
の

個
々

か

ら

発
す
る

爆
発
的
な

カ
が
こ

の

絵
の

各
々

異
る

部
分
と
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部
分
の

問
に

つ

な
が

り
を

つ

け

る
｡

人

物
の

大
き

さ

は

遠
近

法
や

骨
格
の

法
則
に

よ

ら

ず
､

人

物
の

も
つ

精
神
的
な

重

要
性

､

役
割
の

大
き

さ

に

よ

っ

て

決
め

ら
れ

て

い

る
｡

即
ち

､

作
品
の

漁
泉
は

外
界
観
察
に

な

く

内
な

る

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

に

あ
り

､

感
覚
経
験
の

欺
瞞
性
が

排
除
さ

れ

内
的
経
験
が

語
り

出
す

｡

こ

う
し
て

『

最
後
の

審
判
』

を

｢

失
わ

れ
た

世

代
+

の

最
初

の

傑
作
と

規
定
し
､

そ

こ

に

み

な

ぎ

る

も
の

は

｢

方

向

喪

失

感
+

だ

と

す
る

｡

或
は

『

聖
パ

ウ
ロ

の

改
宗
』

に

見
ら

れ

る

馬
の

構
図
の

特
異
性
を

同
テ
ー

マ

の

ラ

フ

ァ

エ

ロ

の

構
図
と

比

較
し

な
が

ら
､

絵
画
構
造

と

し
て

の

機
能
を

失
っ

た

無
気
味
な

空

間
の

無

駄
を

指
摘
し

､

ミ

ケ

ラ

ン

ジ
ェ

ロ

の

様
式
の

革
命
的
な

変
貌
を

論
ず
る

｡

美
術

史
に

お

い

て

何
ご

と

か

を

起
し
っ

つ

あ
っ

た

も
の

が
､

同
様
に

､

文
学
の

流
れ

を

も

変
え

ん

と

し

て

い

た
こ

と
の

具
体
的
な

論
証
は

き

わ

め

て

難
か

し
い

が
､

こ

の

『

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

』

に

い

た
っ

て

も
､

ま

だ

ま

だ

不

十
分
で

あ

り
､

相
変
ら

ず
文
学
に

は

玄
人
で

な
い

こ

と

か

ら

く
る

弱
さ

が
､

ハ

ゥ

ザ
ー

の

欠
点
の

一

つ

で

あ

る
こ

と

は

変
っ

て

い

な

い
｡

し

か

し

見
る
ぺ

き

提
言
や

分
析
批
評
が

散
見
さ

れ

る
｡

例
え

ば

第
二

部
第
三

幸
三

節
で

彼
は
い

う
､

建
築
に

お

い

て

空
間
は

単
な

る

手
段
と

し

て

だ

け

で

な

く

芸
術
的
創
造
の

其
の

根
渡
で

あ

る

と
こ

ろ
の

､

可
能
態

･

結
合
の

諸
形

態
･

複
合
の

諸
形
態
の

精
髄
そ

の

も

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

の

詩
は

､

言
語
の

本
性
に

根
ざ

し
､

言

葉
に

縛
り
つ

け

ら
れ

た
､

言
葉

の

芸
術
に

す

ぎ

な
い

だ

け
で

な

く
､

言

語
の

精
か

ら

湧
き

上
っ

て

く

る

も

の

で

あ

り
､

言
語
に

内
容
を

満
た

す
の

で

な

く
､

言
語
か

ら

内
容
を

引
き

出
す

｡

こ

こ

で

ハ

ウ

ザ
ー

が

暗
示

し

て

い

る
こ

と

は
､

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

に

お

い

て

は

じ

め
て

空
間
が

自
ら

動
き

出
し

､

言

葉
が

自
ら

走
り

出
し

た

と

い

う
こ

と

で

あ

ろ

う
｡

彼
が
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

期
を

近

代
の

は

じ

ま

り

と

す

る

ゆ
え

ん

は
こ

こ

に

お
い

て

他
に

な
い

の

だ
｡

筆

者
が

『

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

』

を

最
初
に

読
了
し
て

か

ら
ざ
っ

と
一

年
､

日
々

に

記
憶
が

薄
れ
て

い

く

な
か

で

絶
え

ず
心

が

た

ち

戻
っ

た
の

も
こ

こ

だ

ー
空

間
が

動
き

出
す

､

言
葉
が

動
き

出
す

-

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

文
学
論
の

中
で

､

イ

ギ

リ

ス

の

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

文
学
を

マ

ー

ロ

ウ

か

ら
マ

ー

ヴ
ュ

ル

ま
で

と

規
定
し

て

展
開
す

る

論
陣
は

大
変
常

識
的
で

あ

り
､

そ
の

他
の

国
の

文
学
を

扱
う

章
に

お
い

て

も

ほ
ぼ

同
様
文

学
研
究
自
体
の

側
か

ら
い

え
ば

特
に

研

究
史
上

新
展
開
を

み

せ

た

も
の

と

は
い

え

頂

い

が
､

『

芸
術
の

歴
史
』

と

比

較
す
れ

ば
､

取
り

上

げ

た

文

学

作
品
は

一

段
と

数
を

増
し

､

分
析
記
述
も

詳
し

く

な

り
､

通
史
と
こ

と
な

る
モ

ノ

グ

ラ

フ

と

し

て

の

面
目
は

果
し

て

い

る
｡

さ

ら

に
､

ハ

ゥ

ザ
ー

は

一

つ

の

様
式
が

社
会
状
況
の

異
る

歴
史
上
の

別
々

の

時
点
に

繰
り

返
さ

れ

る

こ

と

は

あ

り

得

ず
､

モ

ー

リ

ス

･

セ

ー

ブ

を

十
六

世
紀
の

マ

テ

ル

メ

と

い

っ

た

り
マ

ラ

ル

メ

を

十

九

世
紀
の

ゴ

ン

ゴ

ー

ラ

と

評
す
る

こ

と

が

適
わ

し

い

か

ら

と
い

っ

て
､

ま
た

十
六

世
紀
を

ゆ

さ

ぶ
っ

た
の

と

類
似
の

危
機

が

現
代
社
会
に

出
現
し
て

い

る

と

は

い

っ

て

も
､

現
代
の

我
々

に

は

シ

ェ

イ

ク

ス

ピ

ア

や
セ

ル

プ
ァ

ン

テ
ス

､

テ
ィ

ン

ト
レ

ッ

ト

や
エ

ル

･

グ

レ

コ

に

相
当

す
る

作
家

･

画

家
が

い

な

い

で

は

な
い

か

と

主
張
し
て

､

自
ら
の

歴
史
的
立

場
を

明

確
に

し
､

時
流
に

尻
軽
に

乗
る

軽
評
論
家
の

む

れ

と

区

別
し

､

ホ

ッ

ケ

を

無
視
す
る

の

だ

が
､

な

お

か

つ

第
三

部
｢

現
代
芸
術
+

を

も

う
け

､

ボ

ー

ド
レ

ー

ル
､

超
現
実
派

､

カ

フ

カ

等
に

お

け
る

｢

擬
似

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

+

を

論
ず
る

｡

至
れ

り

尽

く

せ

り

と

は
こ

の

こ

と

で

あ

ろ

>

つ
0
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従

来
の

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

研
究
の

成
果
を
ハ

ウ

ザ
ー

独
自
の

ア

プ

ロ

ー

チ

打

よ
っ

て

ま

と

め

あ

げ
た

本
書
の

意
義
は

非
常
に

大
き
い

｡

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

を

総
体
的
に

把
握
す
る

野
心

的
な

試
み

は

か

な

り

成
切

し
て

お

り
､

と

も

か

く

読
者
を

把
え

て

離
さ

ず
､

各
分
野
の

専
門
家
も
そ

れ

ぞ

れ

啓
発
さ

れ

る

と
こ

ろ
が

多
い

筈
で

あ

る
｡

し

か

し
､

こ

の

よ

う
に

集
体
成
の

最
初

の

試
み
が

な

さ
れ

る

と
､

逆
に

､

や
っ

と
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

の

本
格
的
研
究

へ

の

端
緒
が

で

き

た
､

と
い

う
感
じ

を

与
え

る
｡

焦
点
は

｢

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

+

に

絞
ら
れ

て

も
､

ア

プ

ロ

ー

チ

の

間
口

は

絶
望
的
に

広
い

｡

各
個
研

究
に

一

度
徹
底
し

て

散
ら

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

だ

ろ

う
か

､

そ

れ
と

も

他

に

な
に

か

方

法
が

､

新
し
い

角
度
が

見
出
さ

れ

る

だ

ろ

う
か

?

筆
者
の

予
測
で

は
､

ハ

ウ

ザ
ー

の

次
の

仕
事
は

､

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

研
究

の

深
化
進
展
よ

り

も
､

こ

の

『

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

』

と

同
じ

形
で

の

バ

ロ

γ

ク

研
究
で

あ

ろ

う
｡

本
書
の

中
で

度
々

マ

ニ

エ

リ

ス

ム

と
バ

ロ

ッ

ク

の

相

遠
に

言
及

し
そ

の

混
同
を
い

ま

し

め

て

い

る

が
､

本
文
で

は

そ

れ

に

触
れ

指

る

余
裕
が

な

か
っ

た
｡

筆
者
に

も
い

う
べ

き
こ

と

は

少
な

か

ら

ず
あ

る
｡

ゥ
～

バ

ロ

ッ

ク

ば

や

り
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

ば
や

り
の

気
味
が

見
え

か

く

れ

す

る

昨

今
だ

が
､

現
代
の

何
が
マ

ニ

エ

リ

ス

ム

で

何
が

バ

ロ

ッ

ク

な
の

か
｡

我
々

の

時
代
に

と
っ

て

こ

れ

ら
の

用
語
は

的
確
な

の

か
｡

西

欧
社
会
の

伝
統
に

生

ま

れ

た

様
式
に

名
付
け

ら
れ

た

評
語
が

現

代
に

ど

う
い

う
有
効
性
を

持

っ

か

或
は

持
た

な
い

か

の

議
論
ほ

､

単
に

現

代
を

ど

う
把
え

る

か

だ

け

で

な

く
､

ど

う
あ
ら

し

め

よ

う
と
い

う
､

文
学

･

芸
術
に

対

し

て

持
つ

前
向

き
の

姿
勢
と

表
裏

一

体
に

な

る
ぺ

き

も

の

で

は

な

い

か
､

等
々

｡

し
か

し
､

今
の

筆
者
に

は
い

さ

さ
か

手
に

余
る

難
問
で

あ

り
､

ま

た
こ

こ

は

そ

れ

を

論
じ

る

場
所
で

も

な
い

｡

(

一

橋
大

学

専

任

講

師
)




