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書 評

原 書:LeonBattistaAlberti,Dereaedificatoria

訳 書:相 川 浩 訳,ア ル ベ ル テ ィ 「建 築 論 」 中 央 公 論 美 術 出 版,

1982年11月

待望 久 し き,イ タ リア ・盛 期 ルネ サ ンスの 巨 匠 アル ベ ルテ ィの 建築 書 の,単 独 の 訳 者 に

よ る,本 邦 初 の,直 接 原 典 か らの 全訳 が よ うや く日の 目を 見た 。 ま さ にモ ニ ュ メ ン タ ル と

もい え る歴 史 的 な 訳業 の 完 了で あ る。 この 翻 訳 に用 い られた テ クス トは,ジ ョバ ンニ ・オ

ル ラ ンデ ィの 校 訂 本(ラ テ ン語 とイ タ リァ語 の 対訳)沈.B.Alberti,L'Architettura,(De

reaedificatoria)TestoLatinoetraduzioneacuradiGiovanniOrlandi,intro-

duzioneenotediPaoloPortoghesi,ed.11Polifilo,Milano,1966.≧ で,こ れ は

今 日入 手 出 来 る も っと も確 か な定 本 とい われ る。本書 はそのラ テ ン語原 文 か らの 邦語 訳 で あ

る。 訳者 多年 の 御 苦労 に対 して,ま ず深 甚 の 敬 意 を表 した い。

レオ ン ・バ ッテ ィス タ ・ア ルベ ルテ ィ(1404～72)は,フ ィ レンッ ェの 産 だ が,同 じく

フ ィ レ ンツ ェ出 身 の 巨匠 た ち とは異 る新 し い建 築 化 の タ イ プ を示 す もの とい われ る。 ル

ネ サ ンス 第2世 代 と して の 彼 に は,初 期の 巨 匠 た ちの よ うな地 域 性 は 見 られ ず,よ り広 い

視 野 を もっ 古 典 主 義 的 コ スモ ポ リタ ンで あ り,単 に建 築 の 世 界 だけ に止 ま らず,同 時 に他

の 多 くの 文 化 諸 部 門 に も精 通 した,い わ ゆ る 「全能 の 人」 ミ1'uomouniversaleこ だ っ た と

い えよ う。 それ 故 建築 家 と して は,N・ ペ ヴス ナ ー も い うよ うに,「 彫 刻 家 ・建築 家 と し

て の ブ ル ネ レス キ や ミケ ラ ン ジェ ロ,画 家 ・建 築 家 と して の ジ ョッ トーや レオ ナ ル ド ・ダ

・ヴ ィ ンチ な どの 場 合 と は異 な る,い わ ば ジ レ ッ タ ン ト建築 家 」 と して,「 水 際立 っ た騎

手 で あ り,運 動 家 で あ り,… … その 機智 に富 ん だ 会話 も有 名 で あ った。 劇 を作 り,作 曲 を

な し,絵 を よ く し,物 理 も数 学 も学 び,法 律 に通 じ,そ の著 書 は絵 画 や建 築 は 勿論,家 庭

経 済 に も 及ん で い た 」(「ヨー ロ ッパ建 築 序 説 」小 林 文次 訳)事 実,ア ル ベ ルテ ィは まず 「家

庭 論 」を1432年 か ら 書 きは じめ,1434年 よ り2年 あ ま りフ ィレ ンツ ェ に滞 在 中 に「絵 画 論」,

「彫 刻論 」 を もの して い る。彼 が この,い わ ゆ る 「建 築 十 書」 に着 手 す るの が1443年,そ

の後 一時中断の後,1447年 より 第6書 か ら再 び書 き初 め て1452年 一 応 の 完 成 を見 た が,そ の

出 版 は ア ルベ ル テ ィの死 後 の ことで,1485年 フ ィ レ ンツ ェで初 版 が出 され て い る。(なお詳

しくは,本 訳書の巻末P.359頁 を参 照 され た い)訳 者 が 最初 よ み は じめ た と い うの が こ の フ
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イ レンツ ェ版 なの で,も は や 今 か ら20年 もの昔,昭 和38年(1963年)頃 の こ とで あ る。 ち

ょ うど訳 者 がA・ パ ル ラ ー デ ィオ の研 究 に一段 落 した直 後 とか で,各 国 には既 に近 代語 訳

が あ るの に,日 本 には な い の が不 思議 と思 い,こ の訳 業 を思 い 立 っ た と聞 い て い る。

とこ ろで,甚 だ唐 突 な が ら,本 書 の タ イ トル が アル ベ ル テ ィ 「建 築論 」 とな っ てい るの

が まず気 に かか る。 訳 者 に,何 故 「建 築 論 」 な の か と問 い た だ した と ころ,こ れ は出 版社

の 方 でつ けた との こ と。 そ うい えば ア ルベ ルテ ィの 「絵 画論 」 が三 輪福 松 訳 で 同 じ出 版社

か ら既 に出 てい るので,そ の タイ トル に な らっ た もの だ ろ うが,何 と も心 な き わ ざだ と思

う。 ア ル ベ ルテ ィは この 書 を古代 ロー マ時 代 の建 築の 教 本 と して有 名 なrウ ィ トル ー ウ ィ

ウ ス建 築書 」9earchitecturalibridecemaの 写 本 に基 き,古 典 復 興 の 意味 か ら も,そ れ

に代 る近 代 の,よ り完 全 な建 築 書 を書 こ うと した こと は明 らか で,内 容 的 に も両 書 は,た

ちが たい 強 い絆 でむ す ば れ て い る。 そ して そ の こ とは ちょ うど,ウ ィ トル ー ウ ィ ウス建 築

書 の本 邦 初 の,そ して唯 一 の完 訳 者 と して の故 森 田慶 一博 士 と,ア ル ベル テ ィ建 築 書 の訳

者 と しての 相 川浩 博 士 との 間 の,切 っ て も切 れ ぬ師 弟 の 関係 と相 似 な ので あ る。訳 者 は本

書 の 「あ とが き」 の中 で特 にこ の点 にふ れ て い るの が注 目 さ れ る。「終 りに謝辞 を述 べ た い。

それ は学 統 を示 す こ とで も あろ う。 京都 大 学 名誉 教授,森 田慶 一 博 士 か らは,ウ ィ トルー

ウ ィウ ス建 築 書 の ご研 究 を通 じて,ち ょ うど古代 ロー マ 建 築 と ル ネサ ンス建 築 の 関係 の よ

うに,常 に ご指 導,ご 鞭 達 賜 わっ た。 それ以 土 に恩 師 と して,建 築 本 質へ の直 観 の厳 し さ

をお教 え戴 い た」

こ の よ う に して,本 書 は,ウ ィ トル ー ウ ィウ スの 建 築 書 と同 様,そ の内 容 は本 質 的 に教

本 として技術 全書的な もの なの であって,目 次 か らで もわ か る よ うに,い わゆ る建 築 十 書 で あ

る とこ ろ か ら も,「建 築 論」で は な く,あ くまで も「建 築 書」,それ も アル ベ ルテ ィ 「建 築 書」

で は な くて,こ れ も森 田博 士 に した が って 「ア ルベ ルテ ィ建 築 書 」 こそ が本 来正 しい タイ

トル だ と考 え ら れる。 これ につ いて は 少 々長 い が森 田博 士 の 「ウ ィ トル ー ウ ィウ ス建 築 書 」

につ い て の 記述 を是 非 お 目 にか けて お きた い。 「この 書 は,… …architecturaに つ いて の

書で あ る。architecturaは ふ っ う建 築 ま た は建築 術 と訳 されて い るが,古 典 古代 にあ っ

て は,そ れ は 「諸技術 の原 理 的 知識 を もち,職 人 た ち の頭 に立 っ て制 作 を指 導 し うる工 匠

の術 」 を意味 した。 そ こで この 書 は,単 に建 築 術 だ けで な く土 木技 術 ・機 械 技術 ・造兵 技

術 な ど高 度 の 知 識 を必 要 とす るい わ ゆ る大技 術 一般 を 含む 広 汎 な技 術 の書 で あ る。 しか も

そ れ ら諸 技 術 の 基礎 と なる 自然 学 的 知識 を も網 羅 した い わ ば大 技術 の全 書 とい う こ とがで

きる。 そ して この大 技 術 の 中 心的 位置 を 占め てい るの が わ れ われ の 言 う建 築 なの で あ る」

(傍 点筆 者)本 書 が基 本 的 にに な う全 書的 な性格 は,こ れ と い さ さか も かわ る もの で は な

い 。 とは い え,こ の こ とは 本 書の 核 心 と もい える建 築 論 的 な部 分,す な わ ち古代 古 典 以 来
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の ヨー ロ ッパ 的伝 統 と して の厳 しい 古典 主 義精 神 に貫 か れ た アル ベ ルテ ィの建 築 思 想 の 本

書 に お け る重要 性 を毫 もゆ る がせ にす る もの で は ない 。

そ うした 古 典精 神 の 純粋 結 晶の よ うな一 節 、 い わゆ る`ClassicPassage;は,本 書 の

第6書 第2章 に お け るア ル ベ ルテ ィの美 の 定 義 に も っ とも端 的 に示 され る。「美 とは,特 定

の理 論 的 方 法 を伴 った,あ らゆ る構 成 部 分 の均 整 で あ り,劣 悪 化 な しに,そ れ らの 部 分 の

何一 っ 増 、減 、 あ る いは移 動出 来 な い もの で あ る」(P.159訳 文の ま・)同 様 の 精 神 は ま た

他 の箇 所,例 え ば 第9書 第5章(P.283～284)に お い て も示 され る が,尨 大 な頁 数 の な か

で,と もす れ ば見 過 しや す い,古 典 の造 形 精神 の,聖 書 の一 筋 に もた と え られ る,こ れ ら

建 築 論 的 に重 要 な部 分 を読 者 に把 握 させ るた め に,訳 者 は註 にお い て それ ぞ れの 箇 所 の原

文 を引 用 す る こ とで 明 瞭 に示 して い る。 また一 方,技 術 史 的 な興 味 を もつ読 者 の た め に,

訳 者 は 関係 記 述 を さが す便 宜 を考慮 して,巻 末 に 「内容 詳 細 目次 」(P.364--367)を わ ざわ

ざ作 って くれて い るの も行 き届 い た措 置 だ と思 う。

古 代 古 典 の建 築 書 か ら近 世 ルネサ ンスの建築書へ と,西 洋 古典学の二 大著書の,師 弟二 代 に

わた る訳業 は,頭 書の よ うに,モ ニュ メンタル と い う語 にふ さ わ しい壮 挙 で あ り,そ れ だ け に,

あ え て こ の 途 方 も な い仕 事 に 自 ら を ひ き入 れ た 訳 者 の 心 構 え に は 当 初 た だ な ら ぬ 気

配 が感 じ られた 。 ま るで修 業 僧 の よ うに早 朝3時 に起 きて,学 校 に出 か け る まで の時 間 を,

訳 者 は も っ ぱ ら この 訳業 に専 念す る こ と実 に20年 に 及ん だ の で あ る が,前 述 の1485年 の フ

ィ レ ンツ ェ版(フ ィ レ ンツ ェ国立 図 書 館蔵 の 原 本 を マ イ ク ロフ ィル ムに複 写)の 飜 訳 は実

に難 渋 を き わめ た もの で あ った よ うだb「 ど うが ん ば って も一 日数 行 ほ ど しか す ・ま な い。

一 体 いつ に な った ら終 る こ とや ら。 ひ ょっ とす る と一 生 か け て も出 来 な い か も」 とい った

風 な悲観 的 な言 葉 を訳者 か ら聞 いた よ うな記 億 が あ る。

この初 版 本 にひ きっ つ い て,訳 者 は さら に1512年 の パ リ版 も入 手 して い るが ,「両 書 と も

ラテ ン語の 語 尾 を略 号で 書 い て い るの で,そ れ が判 らず に困 りま した。 そ こで,両 書で 組

活 字 の位 置 が違 う場 合,略 号 を用 い ず,全 部 語尾 変 化 を活 字 に示 して い る もの が あ り,そ

れ を探 し出 して 対照 表 を作 りか けた こ と も あ ります 」 初 版 本 の飜 訳 につ いて の苦 心 の程 を

訳者 は,筆 者 の 問 い に この よ うに答 えた が,ま っ た く筆舌 に絶 す る難行 苦 行 の連 続 で あ っ

た も の と思 わ れ る。 そ れゆ え,た と え20年 近 い歳 月 を費 した とは い え,比 較 的 限 られた 期

間 内 に,こ の 訳 業 が完 了 を見 る こ とが 出釆 た の は,訳 者 も い うよ うに,も っぱ ら頭 書 の テ

クス ト,オ ル ラ ンデ ィ校 訂 本 に よ るも ので,訳 者 は この 本 の1966年 の出 版 後 「す ぐに入 手

して 第1頁 か ら完訳 に と りか か った と思 い ます。 それ 以前 は,要 所 の訳,抄 訳で した」 と

述 べ て い る。 こ の訳 業 が一 応 完 了す る のは,1980年,出 版 事 情 の悪 化の た め 刊行 が1982年

11月 と,か な り遅 れた が,こ の 間 訳者 は訳 文 に 目 を通 し誤 訳 に気付 いて は 修正 を くりか え
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した と のべ て い る。

訳者 は この オ ル ラ ンデ ィ校 訂 本 を大変 高 く評価 して い る が。 それ で も な お,こ れ に よ っ

て も問題 はあった ようで,筆 者 の問 い に対 して,訳 の苦 心 と して,ま ず 「建 築 技術 用 語は ま

だ西 洋 建築 史 の 和訳 で 定 着 して い ない 点 が 多い ので,新 しい 造 語 に苦 心 した」 ま た,「建 築

論 と して の重 要 な用 語 は,近 代 語訳 か らの重 訳 で は誤 解 の 危 険 が あ る こ とを実感 し,結 局

ア ルベ ル テ ィの 用 語 を全部 拾 い 出 して 訳 の統 一 的,全 般 的 解 釈 を 試 みた 」 な ど,人 知 れ ぬ

苦 心 の 程 を語 るの だ が,元 来飜 訳 とい う もの は,普 通 の場 合 で も 「よ く行 っ た と こ ろで只

錦 の裏 を見 るに過 ぎ ない」(岡 倉天 心)と い った 風 な性 質 の もの で あ るの に加 えて,特 に

技術 書の 飜 訳 で いい 文 章 を望 む こ と 自体 が,ど だ い 無 理 な話 なの で あ る。 かつ て この 道 の

先 達,森 田慶 一博 士 は,前 記 ウ ィ トル ー ウ ィウ ス建 築 書 の最 初 の 訳(1943年12月,生 活 社

刊)の 冒頭,訳 者序 の おわ りに,次 の よ うな こと をの べ て い る。「飜 訳 の 出来 栄 に就 いて は

今 更 訳者 の 文 筆 の 才 に乏 し き を遺 憾 に思 うの みで あ るが,も し言 い訳 が許 され る な ら ば,

ウ ィ トル ー ウ ィウ ス と共 にNonenimdearchitecturasicscribiturutihistoriaaut

poemata.(5,序,1)な る言 葉 を以 て そ れ に当 て た い」 この こ とは,建 築 の記 述 の あ り

方 は,歴 史(物 語)や 詩 と は ちが っ た性 質 の もの で,そ れ は 本 質 的 に読者 を惹 きつ け る魅

力 に欠 けて い る とい うこ とで,そ の理 由 と して,こ れ につ ・"けて,「 なぜ な ら,(建 築 の書

物 で は)技 術 本来 の 必 要 か ら採 用 された 語彙 はふ だ ん使 って い ない 言葉 なので 意 義 に暗 影

を投 ず るか らで あ る。 そ れ 故,こ れ らは それ 自体 と して 明 白で ない だ けで な く,そ の 名称

も 日常 は一 般 に出て 来 ない か ら,あ ちら こ ち らと広 い範 囲 に わた る教本 の 記述 は …… 言葉

が繰 返 しと過 多の た め に こん が ら が り,読 者 の不 正 確 な思 考 を形 成 す る こ と に な る」 と

の べ て い る。 ウ ィ トルー ウ ィウ ス に よって 代 弁 さ れ る こ う した技 術 書 本来 の 記述 上 の 困 難

さの,さ ら に飜 訳 に よ る一 層 の増 幅 を考 え る時,一 般 に西 欧古 典学 の歴 史 的 大著 の訳 業 の

難 渋 さ加減 が今更 の よ うに痛 感 され る。 そ うした 意味 で,こ の訳 業の完 了 を,お そら くは危
'

惧 の 念 を も 交 えっっ,最 も心 待 ち されて い たの は,他 な らぬ 師 の森 田博 士 だ った ろ う。 よ

うや くに しで 出版 に こ ぎっ けた 本 書 を携 えて,取 るもの も と りあ えず 訳 者 が はせ 参 じた時,

先 生 は既 に死 の床 にあ った が,本 書 を献 ず る訳 者 に対 して 珍 ら し くも握 手 を求 め られ た と

い う。 あ と にも さ き に も見 せ た こ との ない博 士 の 最 大 の よ ろ こび の ゼ スチ ュ アだ った と思

わ れ る。 こ こに わ れ われ は;関 東 には 全 くそ の類 を見 な い,西 洋 古 典学 研 究 の,森 田 慶一

博 士 を頂 点 とす る,い わ ゆ る 「京 都 学派 」 の 学統 にお け る輝 か しい一 っ の 成 果 を 見 るの で

あ る。

それ に も か かわ らず,否 それ だ か ら こそ,私 は訳 者 に,失 礼 とは思 う もの の,こ こで 一

つ の 注 文 をつ け させ て い た だ きた い。 これ も また 先達,森 田博 士 の ウ ィ トルー ウ ィウ ス建
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築 書 の 訳業 を か え りみ ての こ となの だ が,博 士 は 前述 の ウ ィ トル ー ウ ィウ スの 言葉 を か り

て の 「飜 訳 の 出 来 栄 えにっ い ての 言 い 訳」 を した 戦 前の 訳 書 にっ ・"いて,戦 後 全 く面 目 を

一 新 した
,言 い 訳 な しの 新 訳 を行 っ て い る。(東 海 大 学 古 典 叢 書,初 版1969年)い か

に も古 典建 築 学 の 学 究 にふ さわ し く,前 記 ア ルベ ル テ ィの 美 の定 義 で は な いが,「 お しも

ひ きも な らぬ 」 もの 事 に完 壁 さをね が う,い わば 完 全主 義 者 と して の博 士 で あ っ て こ その,

この よ うな新 訳,い な完訳 で あった と思 われる。 そこで 当然 の な り行 き と して,私 は 訳者 に

もまた,将 来 アルベ ルテ ィ建 築 書の,渾 然 と した 新 訳 を是 非 とも お願 い した い。 ラテ ン語 も

イ タ リア語 も何 ら解 せ ぬ筆 者 ごと きが,こ ん な事 をい うの は 甚だ お こが ま しい 限 りだ が,

正 直 い って 本 書 の 訳 文 に は,ま だ まだ 推 こ うの 余地 が残 って い る よ うに思 われ る。 何 と し

て も,ア ルベ ルテ ィの 名 にお いて も,訳 業 の 完 了 で は な く,完 成,完 訳 を期 して い た だ き

た い も ので あ る。 そ して その場 合 の 書 名 も また,森 田博 士 に した が って,ア ルベ ル テ ィ「建

築 論」 で は な く,ど こまで も 「ア ルベ ル テ ィ建 築 書」 に か えて いた だ きた い こ とをっ け加

え させ て いた だ く。

次 に 本書 の 内 容 を紹 介す る段 だ が,私 が この 「書 評Jを お 引 うけ した 意味 か らは,す こ

しワキ に そ れ るの で 省略 させ て い た だ きた い。 そ も そも私 は こ うい う書物 を批 評 す る資格

な ど全 くも ち合 せ ない の で,は じめ にお 断 り した の だ が,本 来 の意 味 で の 書評 で は な く,

コ メ ン トの よ うな もの で も いい か らとい うの で,そ れ な らと,潜 越 なが らお引 うけ した次

第 。 当然 結 果 的 には,何 と もか っ こ うの つ か ぬ もの に な って しま った が御 寛 恕 の ほ どお願

いい た します 。

(向 井 正 也)
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