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『
第
十

の
詩
神

-
英
文
学
者
と
美
術
批
評
ー
』

　

最

近
、
わ
が

国
で
も
、
作

家

の
美
術

批
評

と

い
う

こ
と
が

は
や

っ
て

い
る
。

が

、

こ

ん

な

こ
と

は
、

西
洋

で
は
古
く

か
ら
あ

っ
た

こ
と
で
、

フ
ラ

ン
ス
で

は
、
す

で
に
十
八
世
紀

か
ら
始

ま

っ
て

い
る
。
美
術

の
後
進
国

だ
と

い
わ
れ
る
英
国

で
も

、
後

れ
こ
そ
し

た
が

、
十
九
世
紀

に
は
、
ラ

ス
キ

ン
や
ペ
イ
タ
ー

の

よ
う
な
す
ぐ
れ

た
作
家

の
美
術
批
評
家
が
あ

ら
わ
れ

て

い
る
。

し
か
も

、
ラ

ス
キ

ン
の
タ
ー
ナ
ー
批
評

や

ペ
イ
タ
ー
の

『
モ
ナ

・
リ
ザ
』
批
評

は
、
世
界

に
類

を
見

な
い
す
ぐ
れ

た
美
術
批
評
だ
と

い

っ
て
よ
い
。

と

こ
ろ
で
、

フ
ラ

ン
ス
文
学
者

の
美
術
批
評

に

つ
い

て
は
、
す

で
に
フ

ォ
ス
カ
と

い
う

人

の
研

究

が

あ

り
、
わ
が
国

で
も
翻
訳

さ
れ

て
い
る
が
、
英
国

の
そ

れ

に

つ
い
て
は
、
そ
れ

ら
し
き
も

の
は
何

ひ
と

つ
な

い
。

ひ
と

つ
ぐ

ら
い
あ

っ
て
も

よ

い

の

で

は

な

い

か
。
こ
う
思

い
立

っ
て
書

い
た
の
が
、
本
書

で
あ

る
。

先
年

物

故

し

た

英
国

の
詩
人
批
評
家

ハ
ー
パ

ー

ト

・
リ
ー
ド
は
、

『
第
十

の
詩
神
』
な

る
書
物

に
お

い
て
、
ラ

ス
キ

ソ
や
ペ
イ
タ
ー
の
美
術
批
評
が

「
第

十

の
詩
神

に
献
げ
物
を
す

る
」

こ

と

を

説

い

て
い

る
。

こ
れ
は
ど
う

い
う
意
味
だ

ろ
う

か
。
ギ

リ
シ
ア

神
話

で
は
、
諸
芸
術

を
司

る
の
は
九
人

の
詩
神

(
ミ

d
.--.ズ
)

で
あ

る
と

い
う
が
、
英
文
学
者

の
美
術
批

評
が
第
十

の
詩
神

に
献
げ
物

を
す

る
と

い
う

の
は
、

こ
れ
が
諸
芸
術

に
劣
ら

ぬ
す
ぐ
れ

た
芸
術

で
あ

る
こ

と

を
意
味
す

る
の
で
あ

る
。
本
書

の
表
題

は
、
言
う

ま

で
も
な
く
、

こ
れ
を
借

り
た
も

の
で
あ

る
。

美
術
と
文
学

は
、

一
方

は
色
彩
と
形
態
、
他
方

は

言
葉
と

い
う
、
全
く
別
個

の
表
現
手
段
を
用

い
る
別

種

の
芸
術

で
あ

る
。
文
学
者

は
、
形
態
と
色
彩

に
よ

る
絵

の
美
し
さ
を
、
そ

の
ま
ま
自
分

の
言
葉

で
言

い

表
わ
す

こ
と

は
で
き
な

い
。

で
き

る
の
は
、
た
だ
、

そ

の
絵

の
美
し
さ

に
見
合
う
美

し
い
言
葉

で
、

こ
れ

を
表
現
す
る

こ
と
だ
け
な

の
で
あ

る
。
言

い
換
え
れ

ば
、
そ

の
絵

に
劣
ら

ぬ
絶
妙
な
イ

メ
ー
ジ
を
用

い
て
、

美
し

い
詩
を
歌
う

こ
と

で
し
か
な

い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
英
国

の
名
随
筆
家

ラ
ム
は
、
テ

ィ
ツ
ィ

ア
ー
ノ
の

『
.ハ
ッ
コ
ス
と

ア
リ
ア
ド
ネ
ー
』

の
中

に
、
自
分

の
暗

い
経
験
を
読
み
込

み
、
自
分
が
詩

に

歌

っ
た

『
昔

の
親
し

い
顔

女
』

の
イ

メ
ー
ジ
を
見
出

そ
う

と

す

る
。

一
方

、

ペ
イ

タ
ー
は

『
モ
ナ

・
リ

ザ
』

の
中

に
、
ヴ

ィ
ク
ト
リ
ア
朝

末
期

の
唯

美
思
想

や
終

末
思
想

の
イ

メ
ー
ジ
を
捜

し
求

め
、
リ
ー
ド
は

モ
ダ

ン
ア
ー
ト
の
中

に
宇
宙
時
代

の
イ

メ
ー
ジ
を
求

め
る
。
彼

ら

の
呼
び

出
す

イ

メ
ー
ジ
は
そ

の
対
象

の

絵
と

は
余

り
関
係
が

な
い
か
も

し
れ
な

い
が
、
彼

ら

の
そ
れ
を
描
く
文
章

は
、
そ

の
対
象

に
勝

る
と
も
劣

ら

ぬ
美

し
い
文
章
を

な
し
、

ペ
イ

タ
ー
の
場
合

の
よ

う

に
、
そ
れ
自
身
美

し
い
詩
と
も

な
る
の
で
あ

る
。

ま
た
、
批
評
家
が
他

の
す
ぐ
れ

た
文
学

や
音
楽

の

イ

メ
ー
ジ
を
援
用

し
て
文
章
を
豊

か
に
す

る
場
合
も

あ

る
。
例
え
ば
、

ラ
ス
キ
ン
は
タ
ー
ナ
ー
の
絵
を
、

『
ロ
メ
オ
と

ジ

ュ
リ

エ
ッ
ト
』
や

『
マ
ク
ベ

ス
』

の

よ
う
な

シ

ェ
イ

ク
ス
ピ

ア
劇

の
イ

メ
ー
ジ
や
、

シ

ェ

リ

ー
の
抒
情
詩

の
イ

メ
ー
ジ
を
用

い
て
批
評
す

る
。

ロ
レ
ソ
ス
は
セ
ザ

ン
ヌ
や

エ
ト
ル
リ
ア
の
美
術
を
批

評
す
る

の
に
、

ス
ト
ラ
ヴ

ィ
ソ
ス
キ
ー
の

『
春

の
祭

典
』
や

『
う
ぐ

い
す

の
歌
』

の
イ

メ
ー
ジ
を
借
用
す

る
と

い
う
具
合

で
あ

る
。

私
は
、

こ
う

い
う
文
学
者
た

ち
の
イ

メ
ー
ジ
を
さ

ぐ
り
、
そ

の
名
文

の
秘

密
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と

つ

と
め
た

つ
も
り

で
あ

る
。
だ
が
、
そ
れ

は
果
し
て
ど

じ
く

じ

の
程
度
成
功
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
顧
み
て
忸
怩
た

る
も
の
が
あ
る
。

(や
ま
か
わ

こ
う
ぞ
う

文
学
部
教
授
)

(
昭
和
六
十

一
年
四
月

あ
ぼ
ろ
ん
社
発
行

本
文
二
四
〇
頁

二
、
五
〇
〇
円
)

一65一


