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Abstract

　　　One　should 　strictly　choose 　proper　technical　terms　in　a　study ．　Judging　from　the　present
conditions ，

　however
，
　the　meaning 　of　the　terrns

，

‘’dance−appreciation ”
and

“dance・contemplation ”

in　a 　dance　study 　is　very 　ambiguous 　as 　there　is　no 　common 　understanding 　among 　scholars ．　With

an 　assumption ，
　that　the　tem

‘‘dance−enjoymen ゼ
’ includes　bOth ‘‘dance・appreciatio バ and

’‘dan  一contemplation
”

，
　we 　aimed 　at　to　clarify　the　structure　of

“danoe−enjoyrnent ”

through

examining 　the　two 　oonceptions ，
‘‘dan  ・appreciation

”
and

’‘dance℃ ontemplation
” fbcusing　on

the　theory　of　Martin　Buber．

　　　After　examining 　the　problem　above ，　we 　may 　conclude 　as　follows：

　　　1）　
‘‘Dance・appreciation ” is　the　subjective 　pr  ess 　that　a　spectator 　defines　the　dance　as

‘‘
objectivity

，，

through
‘‘

concept
，’
．　The　goa1　of　this　subj 　ective 　process　is　to　evaluate　the　individual

interpretation．　Through 　this　pr  ess ，
　a 　spectator　will　get　a　connotation 　and 　a　knowlegde　of　a

dan  ．

　　　2）　
“Dance£ ontemplation

”
　is　the　direct　relation 　between　a　spectator 　and 　a　dance，　which 　is

defined　as
‘bther

”
，
　tota苴

，
　unique 　and 　unified 　existance 　and 　is　accomplished 　through 　the　sou 且ful

interchange　with 　a　coleographer ．　As　a　result 　of　this　relaUon ，a　spectator　is　perfect〔Ul　as 　a　human

and 　a　dance　is　perfected　as　an 　art．

　　　3＞
‘‘Dancetnjoyment

”
consists 　of　the　double　 structure 　of

‘‘dan  ・appreciation
”

and
‘‘dance・contemplatio バ ．

“Dance・appr   iation
”

operates 　 as　the
‘‘
necessar ジ conditions 　 and

‘‘
danoe−contemplation

”
as　the

’‘
essential

”
conditions ．　They 　are 　caused 　by　the　doubie　human

nature 　of　the
‘‘
subjectivit ゾ

’
or　the

‘‘
personality

”

．

　　　It　is　considered 　that　not 　on 置y　the　structure 　of
‘‘dance・enjoymen ゼ

’
且ifts　up 　the　contents 　of

‘‘dan  ・appr   iation”

and
‘‘dance・contemplation

”
，
　 but　 it　oontributes 　 to　 the　 object　 o正 the

evaluation 　in　a　dan  ．　To　conclude ，　estab 且ishing　the　way 　of　the　evaluation　in　a　dan  ，　especial 且y
in　character 　building　at　schoo1 ，　will　be　regarded 　as　a　very 　important　factor．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σapan エPhys．　Educ．， 35：99− 108，　September， 1990．）

緒言
一

間題 の 所在 ， 研究 の 目的及 び方法

他 の 芸術 と同様 ， 舞踊 作品は 観客の 主体的発

動 を俟 っ て 初め て 成就する と言 え る．つ ま り ，

一
つ の 舞踊作品 の 完 成は ，舞踊 家の 創作体験 の

終局で あ りな が ら ， 観客の 追形成 と い う形で 始
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め られ る芸術体験の 始 ま りで あ る と も言え る で

あろ う．故に ， そ こ に は ，観客が どの よ うに 作

品 （舞踊創作） を受 け止め る の か ， と い う問題

が 成立す る こ と に な る．

　と こ ろ で ， こ れ ま で の 研究で は ，こ の 問題 を

分析す る際の テ ク ニ カ ル ・タ ー
ム として ，

「舞踊

鑑賞」 や 「舞踊観照」 ある い は 「舞踊 観賞」 等

の 名辞 が提示 され ， それ らが 用 い られて きて い

る。例 えば，松本 らに よれ ぽ，舞踊 「鑑賞」 と

は ，身体の 動きを媒体 と した 「伝 え ＝ 送 り内容」

が 「感情」 の 伝達 と し て 受 け止め られ る こ とを

意味 し ， 作者の 意図 と受け手の 感 じが合致 し ，

受け手の 感情 を強 く動か した と ぎ豊か な精神的

交流が 行わ れた と され る
13｝
．ま た ， 渡辺 （俊）ら

に よ れば，「提示 され た舞踊 作品 に 内在す る 作者

の 思想，感情 を洞察す る知的，情動的活動」
1帥 （p．

101） が舞踊 「鑑賞」 の 意味す る とこ ろ で あ り，

動作 分析 に 皮膚電気反射，脳波 ， 呼吸曲線を指

標 と し て 検討を 加 え客観性 を付与す る こ とで
，

「同 じ部位で 同じ興奮 を示す な らぽ
， 作品を介 し

て創作者は十分に 自分の 感情， 思想を鑑賞者に

伝え得た」
tS） （p．107） と結 論づ け られて い る．

更に 渡辺 （江）に お い て は，「観照」と い う名辞

を用 い ，舞踊 「観照」 と は 「舞踊美 の 本質 をみ

る こ とで あ っ て，すなわち舞踊 の もつ 運動か ら ，

そ こ に 力を感 じ ， ある い は 感情 や 情緒を よ び お

こ し ， そ の 美感 の 中 で 自由な想像の 世界に ひ た

る こ と」
17） （p．161） で ある と され ， そ れ を 「単

なる部分的な知的経験で は な く， む しろ全人格

的体験で あ る」
L7｝

（p．161） とし ， 運動者の フ ォ

ル ム や 作品 の 空 間， リズ ム ある い は 全体か ら作

品の モ テ ィ フ や主題 を如 何に 「感 じた 」か が 問

わ れ て い る．
一方，邦は 「作 者 と と もに 感激す

る こ と」を舞踊 「観賞」 の 内実 と し ，
r良 い 観賞

をす るた め に それ相応の 用意と条件 が観賞者 に

要求 され る」
3〕と して ，（1）先入観や 偏見を捨て

る，（2）作品に対 し肯定的 ， 積極的態度を と る，

（3）音楽や 衣装 に ま どわ されず舞踊 その もの を

観 る ， （4）舞踊 に 関す る知識や教養を もつ
， （5）

創作体験を もつ ， と い っ た 5 つ の 条件 を挙げて

い る．

　 しか し，上述 の 渡辺 （俊） ら に お い て は
， 同

し 「舞踊鑑賞」 と い う名辞 を用 い る中で ，研究

方法に お い て松本 よ りも若 干の 客観性が示 され

て い る に 過 ぎず， また ，渡辺 （江）に お い て は ，

「鑑賞」に 対 して 「観照」と い う名辞を新た に 提

示する こ とに 止 ま り， 松本と同様に ， 何れ も「感

情」 とい うキ ー ワ ー ドの 桎梏か ら逸脱で きな い

まま， こ の 3 者の 結論 は 何 ら変わ る と こ ろ は 見

られない もの とな っ て い る ．ま た， こ の こ とは

舞踊 「観賞」 と い う名辞を 用い る邦に お い て も

同様で あ り， 更に
， そ こ で の 5 つ の 条件 か ら判

断す る限 りで は ，観客 の 事 前の 知識や 教養，あ

る い は 創作体験 こそが先入観や偏見の もと に な

る とい う撞着が生 まれ ， 結果 として ， 舞踊 と は

高い 教養を もつ 人 の み に 通 じ る芸 術 で し か な

い
， と受 け取 られか ね ない で あ ろ う．

　以上 の こ とか ら鑑み る と ， 個 々 の 研 究 者 が

様 々 な 思想の もと，様 々 な 方法を 用い て 種 々 の

解釈を試 み て は い る もの の ， 舞踊作品 を観客 が

受け止め 統
一す る際の 厳密で 明確 な概 念 規定

と ， それに 基づ く名辞の 使用及 びその 各 々 の 内

実に つ い て は
， 何 ら共通理解が 見 られな い ま ま

混沌 として い る の が現状で ある と言 える． こ の

よ うな陥穽に 陥 る に 至 っ た 主 な理 由は ， 上述 し

た 者 の み な らず こ れ ま で の 研 究老達が一
様に

と っ て きた と こ ろ の 舞踊作 品 と観客 とを切 り離

し ， 観客の 情動的な変化 を分析す る とい う手法

を採 る
，

とい う
一部 に 偏 した命題設定に ある と

考 え られ る．つ ま り，或る
一

つ の 舞踊作品 に よ っ

て 観客 の 心中に 喚起す る様 々 な感情を，す ぺ て

網羅 し分析する こ とは 至難の 業 で ある こ とは 自

明で ある の に 加 え ，舞踊作品 と観客の 両 者の 間

に 内包 され る 「関係」 を彼 等が 閑却 し て し ま っ

て い る と考 え られ るか らなの で ある． し か し ，

畢意す る に ， 舞踊作品 と観 客 と の 相互作用は ，

人間に も舞踊作品に も環元 す る こ との で ぎない

両者間の 「関係」に 他 ならない の で あ り，
こ の

「関係」に こ そ前述の 舞踊作 品を観客 が受 け止め

統
一

す る 際の 問題解決 の 糸 口 が伏在 し て い る と

考 え られ る の で あ る．

　 そ こ で ，本研 究に お い て は
， 芸術学 で 散見す
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る 「享受」 とい う術語よ り，

一般 に 比較的多 く

使用 され る 「舞踊 鑑賞」 と 「舞踊観照 」を 抱摂

す る概 念 と して 舞踊 に お け る 「享 受」，す なわ ち

「舞踊享受」
ifV

と い う名辞を新た に提 示 し ， そ れ

が 舞踊 作品 と観客 との 「関係」 の 純化 された 輪

郭を現 し め ，その 淵源 を看取で きうる もの と仮

定 した．その 際 ， 常 に ，人間存在の 可能的 「関

係」 を ，

一方を世界の 体系化を 目的 と し た 「我
一それ」 （lch・Es）1°， （p．　5）関係，他方を世 界 と

の 一体化 を実現す る 「我一汝」 （lch・Du ）
1°｝（p，5）

関係 とす る こ とで 二 重の 構造を もつ も の と し て

捉 えた マ ル テ ィ ン ・ ブ ーバ ー （Martin　Buber，

1878− 1965）の 思考枠組に 準拠す る こ とで ，更

に は
， 彼 の 基 本 概 念 で あ る 「原 離 隔」

（Urdistanzierung）
8）
（p．7）と い う人間存在の 基

本的前提に も則る こ とで ，
「我一

そ れ」関 係を「舞

踊鑑賞」 に 「我一汝」 関係 を 「舞踊観照 」に 援

用す る こ と で ， 各 々 の 名辞の 内実 の 分析 か ら「舞

踊享受」 の 構造 を明 らか に す る こ とを 目的 とし

た．

1．舞踊享受 の 必要契機 と して の 舞踊

　 「鑑賞」に つ い て

　観客が一
つ の 舞踊作品 に 接す る と きは，（1）

ダ ソ サ ー
達の 物理 的 な「動 き」（movement ）注 2｝

の

知覚 か ら出発 し，次 い で ，（2）能動的 に 作 品を

芸術的対象 と して 追 形成す る活動 に 移 り，そ れ

が一
通 り完了する と ， か くして ， （3）構成 され

た 作品を 直観的に 把 握 し
， （4）そ こ に 美を感じ ，

感情の 浄化 （カ タ ル シ ス ）を経験 し て ，最後に

（5）その 価値 内包 に 対 して 反応す る に 至 る．そ

れ らの 経験 は 凡そ 日常 とは か け離れた 美的で 自

由な イ メ
ージ の 中で の 非 日常的 な世界 の 構築で

あ る か の よ うで ，実 は ，依然 と して 自然的態度

の 枠内で 行わ れ て い る行為で あり ， 木幡に よれ

ば そ れ は 「単な る 日常的実践 の 態度で は な い け

れ ど も，それに よ っ て ，主体 の 自然的態度が攪

乱 され る こ とは ない 」
4｝と見倣 され る．

　まず第 1 に ，観客は普段，彼がそ うして い る

よ うに 彼 の 表層意識 に お い て ， 理論的に 反復可

能 な 「動 き」 の パ タ ーγ の
一

連 の 時間的連続体

を 「観察」 （Beobachtung）9》
（p．102）（眼前の 作

品 か ら様 々 な特徴を捉え よ う とす る こ と） し，

あ る い は 「照察」 （Betrachtung）9） （p．102） （特

徴 な ど気に す る こ とな く作品 を 見 よ う とす る こ

と）す る． こ の 作品の 感覚的，知 覚的 認知 は 舞

踊 鑑賞 に お け る第 一次 的 な機 能 で あ る．ダ γ

サ ー達 の 一つ の 動き ， あ る い は 一
達の 動きに 喚

起 され ， 観客は 絶えず様 々 な イ メ ージ を次 々 に

己 の 内面 に 生み 出 して い る． こ の イ メ ージ は ，

彼の 外界に 実 在す る と こ ろ の ，彼 が見 て い る舞

踊 の 現象的変化 に 裏打 ち され て お り，
こ の イ

メ ージ と現象は あ ま りに ぴ っ た り合致 し て い る

の で ，彼は感性的イ メ
ージ の 介在を 意識 しな い ．

しか し ， イ メ ージ の 皮膜を通 して 彼は それを舞

踊 とし て 認知 する．それ は
，

ラ ン ガ ーが 舞踊 を

「能動的な力 の 仮 像で あ り，
ダ イ ナ ミ ッ ク な イ

メ ージ で ある」
16）

と述 べ て い る こ と に 符 号す る．

つ ま り， 舞踊 を舞踊 と して 感性経験 的 に 認識 で

きる と い うの は
，

イ メ ージ の 意味分節作 用 に 基

づ き，動 きの 意味 を手懸か りに ，その 現 象の 実

体に 分節線を縦横に 引い て ， 原初的な 「本質」

把握が前反省的 ， 無自覚的， 気分的了解 ， と い

う形で なされ て い る意識の 働 きに よる もの なの

で ある．

　第 2 に
， イ メ ージ は 表 層意識 に お い て ， 常 に

言葉 と 1 対 1 の 関係 に あ る こ と か ら，原初的 本

質は 複雑 な概念の 糸で 結 ぼれ，観客は舞台上 で

繰 り広げ られ る現象を
一

つ の 意味体系 と して舞

踊家の 意図 に 従 い 追形成す る．作品 を時空間的

に 秩 序づ け る と い うこ の 機能は，観客の 「作為」

的行為で ある と同時 に ，反面，観客が 概念に 操

られ，全 く動 きの とれな い 世 界を構築 し て い る

こ と に もな る．それ故 ， 追形成 とは ブーバ ー
の

表現を借 りれ ば，「持続で は な くて ，静止 で あ り，

停止で あ り， 中断 ， 硬直 ， 分立で あ り ， 関係の

欠如 ， 現在の 欠如」
10 ｝（p．20）し た 行為な の で あ

る，

　第 3 に ，意味体系 と して 秩序づ け られた 作品

は ， 概念 の 仲介 を経て 明確 な言葉を も っ て 解釈

され ， 観客は 作品か らそ の 性質 ， 状態 に 関す る

知識 を，
一

つ の 経験 と して 持ち 帰 る． しか し，
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直 観的に 把握 され た 「概念的」 本質は ， 舞踊の

実体か ら は 「分離された本質」
ls｝（p．　15）で ある．

つ ま り ，
こ の 種 の 本質は 「抽象的」で あるか 「限

定的」で あるか を免れ ない ．前者の 場合は 実在

的本質に と っ て他者 で ある 内的 ， 外的限定要素

を明瞭 に 意識 し つ つ 排 除 した後に 残 る無限定的

超越者 と して の 本質，後者 の 場合 は様 々 な具体

的性質に よ っ て 限定 され本来の 純粋性 を喪失 し

た本質 で あ り，何れ も観客の 意識的操作の 結果

得られ た本質で ある．故に ， 観客に と っ て ，舞

踊 の 切 り開 く
一

つ の 世界は ， 初め か ら既 に 出来

上が っ た もの とし て 見 られ た 「存在性」 の 形成

す る意 味分節的な存在地平で あ る．それ故 ， 舞

踊鑑賞が 言葉の 文化的制約性 に 束縛 され る こ と

は免れ な い の で あ る．或 る具体的文脈の 中で 生

まれ育 っ た 人間の 意識は ，

一
つ ひ とつ の 文脈に

固有の 価値 相関の 雰 囲気 の 中で ，人間意識
一

般

か ら抜け出 して ， 微妙 に 特殊化 し，色付け られ ，

その 働 きも自ず と特異な傾 向性 を もつ ，ア ル ビ

ン ・エ イ リ
ー

の 作品 を，彼 と同 じ文化的文脈の

中で 育 っ た 人間 と ， そ うで ない 人間が ともに 見

た場合 ， 彼 ら の もつ イ メ ージは 異な るで あろ う

し ， 同 じ文化圏 の 中に お い て もそ れは 様 々 な類

型学的差異 を示す こ とに なる． ノ エ マ 体系が文

化毎に 異な るだ けで な く，存在分節の 単位 が 同

じだ とし て も， どの 角度か ら どの 単位 に照明が

当て られ る か が著 し く相違す る の で あり ， それ

故 ， 或る 観客の 表層意識 に お ける作 品の 捉 え方

は
， 無限 に 可能な分節様 式の

一
つ で あるに過ぎ

ない と言 え る．以 上 の こ とか ら，舞踊鑑賞 とは

「主観」（観客），「客観」 （舞踊の 知覚的現象），

「概 念」 （知識）の 3要素か ら構成 され る 日常的

経験 で ある こ とが理解 され る．

　 第 4 に ， 以上述べ て きた く外的〉経験に く 内

的〉経験 と して感情 とい う要素を加えて も， そ

の こ と に 変わ りは な い ．表層意識的 な感激は ，

様 々 な イ メ
ージ に 誘発 されて 様 々 な種類 と度合

い で 生起す る．つ ま り， 感情 とは 表象 の 結果で

あ り，且 つ ス カ
ーラ （階 列） の うちに おか れ ，

しか も， 両極的 な緊張の 内部に 位置 し て そ れぞ

れ対立する もの に よ っ て 限定を受 け る，故に ，

観客 の 反応 感情 が作品 の 中の 対象感情
t「s）と類

似 で あ る こ と は あ っ て も同
一

で あ る こ とは な

い ．10人の 観客がい れ ば 10の 作品が存在 し， そ

の 反応感情 も人数分だけ相対的に存在す る．ま

た， こ の こ とは 美に つ い て も同様で ある と言 え

よ う．舞踊の 美は 舞踊 の 実体 と同列 に は ない ．

正に ，「実体が 現象 となる こ とが美で あ る」
川 （p．

116）が ， 故 に 美は 舞踊家に よ っ て 把握 され た実

体が ， 舞踊の 形式 となる こ とに 属する もの と し

て捉えられ る．美は快感の 対象で あ り， 快感に

対 して 相対的な もの で ある．外的経験に して も

内的経験に して も， 経験 （舞踊鑑賞） とは ，観

客の 内部で 行わ れ る こ とで ，観客 と舞踊 との 間

に お け る事柄で は な い ．つ ま り， その 場に は 自

己の 意識の 産物で あ る舞踊を所用す る主観的存

在者の み が い るだけで あ り，対話は成 立 しな い ．

それ故 ， 舞踊は 未だ に その 実体を開示 され得な

い
， 彼 の 表層意識の 産物 として 「仮象」で あ り，

し か も彼の 興味， 関心 に よ っ て 部分的に抽出 さ

れた 不 完全 な知識の 集合体で しか な い ．そ して ，

主観的存在 で あ る観客 は
， どん なに 想像力が豊

富で も，感受性 が強 くと も， また ， そ の 作 品か

ら どん なに 多 くの 知識 を獲得 して も，つ ま り，

彼の 存在様 態が如何に 拡張 されて い て も ， 彼は

点 の 寄せ 集め に 過 ぎず， そ の こ とで 実体 とは な

らない の で ある．つ ま り， 彼 もまた 本来の 自己

か らは か け離れた仮象で あ り， 部分的で 不完全

な存在 として 見故 され るの で あ る．

　 最後 に ，観客は 人間特有 の 感覚器官の 構 造 と，

言葉 の 文化的制約性 と に束縛され な が ら獲得 さ

れた 知 識 を基盤 と し て そ の 作品 を評 価 す る．

個 々 の 舞踊作品 の背後 に あ る作者の 生涯 や ， 時

代の 思潮や様式の 発展関連に 関す る知識 ， 舞踊

的教養 ， 舞踊体験 ， 広 くは個人の経歴等に よ り，

その 作品 に 対す る解釈力は補強され ，

一
層豊富

な内容を も っ た舞踊鑑賞が成立 し
， それは 反省

的判断 として の 評価意識を もっ て美的価値体験

と して完成する．特に ， 現代 の 状況 に お い て ，

ポ ス ト ・ モ ダ γ ダ ン ス 以降， 暖昧多義で 難解な

観念構成 に は しる作品な どで は
， 舞踊鑑賞もそ

の 解釈に 多 くの 比重 を置か ざるを得ない ． しか
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し，如何 に 舞踊 が 時代 の 精神状況の もと で 知的

性格を帯 びて い よ うと も， そ の 美的体験 として

の 根本構造 に お い て ， こ の 知的作用 が中心的地

位を 占め るとい うこ と に は な らな い の で ある．

ブ ーパ ー
の 基本概念で ある 「我

一
それ」関係が

，

人間に と っ て 必要で あ っ て も無味乾燥な もの で

あ るよ うに ，舞踊批評が舞踊鑑賞の 構造の 中だ

けで 語 られ るな らば， どん なに 多 くの 視点か ら

述ぺ られ た と し て も， それ は 観客の 経験か ら抽

出 された部 分的 な言葉で あ り，全体性，統
一

性

を欠い た評価で しか な い の で ある．

　以 上の こ とか ら ， 舞踊鑑賞 とは
， 観客が概念

を 介 して舞踊を客観 と し て 定位 し
， そ こ か らカ

タ ル シ ス を伴 う概念的本質を獲得 し，個 人の 解

釈力 に 基づ く評価を 目的 とした作為的過程 で あ

り， 自我 の ア イ デ γ テ ィ テ ィ に 安住 し停滞 す る

状態で ある， と纏め られ よ う．

　舞踊批評 の 集積 に よ り舞踊創作の 技術は 向上

し，舞踊史 ， 舞踊学 の 発展 も可能で ある．そ の

上 ， 観客が劇場 に 足を運ぶ の は 舞踊 に 何等か の

興味 ， 関心 を もつ か らで あ り， 況 して ， す べ て

の 舞踊享受は動 きとい う現象の 知覚か ら出発す

る の で あるか ら ， 舞踊 「鑑賞」は
， 舞踊享 受を

可能 に す る 「必 要契機」 と し て 機能する もの と

位置付け られ る， しか しなが ら， 他方で それは

ブーバ ーの 言 うと こ ろ の 「我
一

そ れ 」 関係で あ

り， 舞踊享受を豊か な充実した 体験 とす る本質

契機 と は 成 り得な い こ とも看過 して は な らな い

の で ある．

2．舞踊享受に お け る本質契機 と して の

　 舞踊 「観照」に つ い て

　舞踊享受 だ けで な く舞踊創作に と っ て も ア プ

リ オ リな舞踊 の 実体 と は
， 舞踊 の 知覚的現象 の

内側に 隠れ ， しか も脈 々 と息づ く力動的 エ ネ ル

ギ
ーE4 ）

と して 潜在的に 存 在 し て い る。つ ま り，

舞踊の実体 とは
， 創作 に お い て は舞踊家がその

　 　 　 　 　 　 し thうじ

エ ネ ル ギ
ーを種子（bija）2，（p．　214）と して イ メ ー

ジをわ かせ ，そ の イ メ
ー

ジ に よ っ て 動きを つ く

り， ある い は そ の イ メ
ージ に 照 らし て 動 きを修

正 しつ つ 作 品を完成 させ る
一

つ の 方向性を もつ

原動力で あ り， 享受 に お い て は
，

一瞬一瞬の 鑑

賞的 現在 に 作品 の 完成像を予感させ る こ とに よ

り， 舞踊鑑賞の 過程の中 へ 刻 々 と内在 して くる

よ うな力動的 な エ ネ ル ギ ーなの で あ る．

　舞踊観照 に お い て 観客は，知覚，認識 とい っ

た手 順を踏まず， こ の 作品の 「実体」 と
一気に

直接的関係 を結ぶの で あ る．つ ま り，舞踊鑑賞

に お い て
一次的機能で あ っ た感覚的 ，知覚的認

知の 能力は ，「観察」と「照察」か ら「観」（Schau）
へ と深ま る

s｝
（p．45）こ ととな り， こ の 「観」 に

まで深 ま っ た観客の 知覚能力は ， 眼前で繰 り広

げ られる舞踊が「前客体化的個体」， すなわ ち表

層意識の 対象 として 言語化 され ， 認識主体の 面

前に 引き据え られ る以前の ， 原 初的 実在性 に お

ける作品の 「第
一

次的な意味の 核心 」
15） （p．15）

を
一

挙に 直接的に 把握す る こ とに な る ．それは

ブーパ ーの 表現を借 りれば，その 舞踊が 「固有

な
一

回的有 り方で ， 本質的に私 とは 違 っ て い る

事実 を認め ，… （略）…そ の もの を全体 と して ，

し か も同時に い っ さい の 短縮的抽象化 もともな

わずに ，ま っ た き具体性に お い て知 る」
9）こ とで

あ り，「我
一

汝」関係が成就す る こ とを意味す る．

そ し て ， そ こ に は 「人格」（Person）：o｝ （p．　84）

と し て の 観客 と，彼の 表 層意識 の 束縛を受け な

い 彼 とは別 の 「他性」 （Anderheit）9） （p，14）eE ）

と し て の 舞踊の 2 者が 存在す る こ と とな る．何

故な ら，そ の 作品は 本来私に とっ て の 作品で あ

り， 私の 作 品で は な い ．つ ま り，舞踊は 認識主

体で あ る 彼の イ メ ージ の うちに も宿 るけれ ど

も， 彼の イ メ
ージ の うちに その 一部 とし て 組み

入 れ られ 得 な い も の で あ る 「存 在
一

意 味」

（Sein・Sinn）10〕
（p．125）を舞踊 は 舞 踊の うちに

担 っ て い る の で ある．

　 ブ
ーバ ー

は 「我
一

汝」 関係が 成就す る実 存的

場 を，人間の意志の み で な く， 神の 恩寵もが関

与 して 発現す る 「間 在」 （Zwischensein）s｝ （p．

108）と して 設定す る． し か し
， 観客 と舞踊の 実

体と の 出会 い は 何か 神秘的 な事象の うち にお い

て で は な く，厳密な意味で 事実的な ， そ して 全

て の 観客が と もに 見 て い る舞踊 と，その 具 体的

な時 間継起に か た く結び付 い て い る，舞踊 観照
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と い う枠 の 中で 成就す る もの で あ る と言 える．

とすれば ，
「間在」の 発現とは 意識全体か ら見れ

ぽ そ の
一

部に 過ぎな い 表層意識が 止場 され ， 観

客 の 深層意識が 覚醒す る こ と，
ブ ーバ ー

の 表現

を借 りれば 「無為」
1°｝ （p．101）の 状態 に 置 か れ

る こ と で ある と考え られ る。それ 故 ， 舞踊は 表

層意識 とい う我 々 に とっ て は 馴染 み深 い 実在的

諸方向以外の ，もつ
一

つ の 別種 の 実在 の 方向を

感得させ る可能性を内在して お り， その 意味で

舞踊享受は 非 日常的世 界へ の 「誘 い 」 とし て の

一
面 を もつ こ とに な る．深層意識に お い て 舞踊

は ，無記的，無媒介的に ，

一
切の 言語的手懸か

りな し に ，つ ま り，観 客の 生 み 出す イ メ ージ に

先立 つ 「実在的」 本質 と し て 丸 ご と，節 目な く

観 客に 与 え られ る．こ の 分 節 は 存 在 リ ア リ ィ

テ ィ その も の の 象徴的分節で あ り， それ は ， す

べ て の 人間に 共通の 深層意識的分節の 仕方で あ

り ， そ の 時舞踊 は 時空 間的秩序 を失 い
， 普段見

慣 れ ない 形で その 実体 を露 に す る．明 らか に 舞

踊は 象徴性を備えて は い るが
， し か し観客に 与

え られた こ の 実体 が表 層意識 に の ぼ りイ メ ージ

とな り，記号的に 結晶し て シ ン ボ ル とな る限 り

生 きた 象徴と は な らな い の で ある．そ れ は ア ラ

ン が 言 うよ うに
，
「人は し る し の 意味を知 る よ り

も先に しる しを会得す るの で あ る，理解 す るよ

り先に 応 答 す る 」
1）か らで あ る ． こ の よ うに し

て ， 観客が無為 （考 え得る限 りの あ らゆ る限定

要 素 との 関連 に お い て ，実体 その もの を完全 な

不 定状態，謂わ ぽ完全 な態度未決定）の 状態に

置か れた と きに は
， 舞踊 は 言葉 の 文化的制約性

を 越え て ，人種の 違 い
， 男女 の 別，年齢 ，舞踊

的教養の 有無に 関わ らず， すべ て の 人の 心 の 琴

線に 触れ 「感応」，
「協和」を もた らすの で ある．

諦観の 深み に お い て 観客を包み こ み ， 全 くの 依

存 と全 くの 自由を与 えて くれ る こ の 真実の 感 動

は
， 表層意識的な感激 とは 異 な り，個 人 の ス カ ー

ラ の うちに 置 か れた りは し な い ．それは 感情 の

両極的緊張を も包摂 し ， 超越 して ， 常 に 唯
一

で

あ り等質 なの で あ る．

　そ し て ，その 感動 を伴 う舞踊の 実体 との 出会

い は ，観客の 表層意識に ま で 昇 り，概念と結合

して 自我 の 心 的内容や 知識となれぽ ， そ の 輝 ぎ

を失 っ て死物 と化す．それは ， 唯 ， 深層意識に

お い て ， 舞踊 の 「自存性」 と舞踊 と観客の 「二

者対応」（Zweiheit」t「6）
の 保障に 基づ い て 生 き生

ぎと輝 くの で ある．それ故，伝達 され得 る内容

の 外側 で 観客 と 舞踊 と の 間 に 「生 起流 通」

（Begebnis）s） （p．57）す る こ の 直接的関係 は ，

評価の 対 象に は成 り得ない と言え よ う．

　以上 の こ とか ら， 舞踊 観照 とは 「人格性」 （観

客），「他性」 （舞踊の 実体），
「間在」 （深層意識

の 開示）の 3要素か ら構成 され る非 日常的経験

で ある と理 解で きる．

　だが
， 深層意識の 開示 と い っ て も舞踊観照 は

観念論的 な構造を もつ もの で は な く，
ブ ーパ ー

の 表現を借 りれぽ，観客と舞踊 は 共 に 「全一精

神的
一

身体的
一

人 」
s，

（p．　31） と し て の 自他で な

くて は な らな い ．こ れ は つ ま り， 舞踊観照 の 成

就に お い て ， 例 え ば ， 興奮状態に よ り呼吸が 速

くな る と か ，自分 の か らだが 自然に舞踊 の 律動

を 追 っ て い る とか ，あ る い は 感激 の あま り涙が

出 る， とい っ た 感覚器官 に よ る意識現象や ，豊

富な イ メ
ー

ジ の 喚起，追形成 の 能力，更 に は ，

カ タ ル シ ス に よ る快感等が深層意識 の 発現 に

よ っ て 排斥 され る とい うの で は な く ， そ れ らの

あ らゆ る部分的行為は 止場 され 自己の 全体性 の

内に 集
一

されて ，観 客は 全体的，唯一的，統一

的 人間 と して 「完成」 す る， とい うこ とを意味

し て い る に 他 ならない の で あ る．

　 こ こ で の 「完成」 とは，「原離隔」以来，主 観

（鑑賞者 ）が 人格 （観照者）を 可能態 と して 潜在

させ る と い う形で 分離状態に ある 観客が，舞踊

観照 の 成就に よ り，そ の 両者の 両極的緊張が解

消され観客が本来の 自己の 姿に 「一致」した 「非

一
分離」（Ungeschiedenheit）tt71の 自分 に 出会 う

こ とを意味 し て い る．非 分離 の 自分 に 出会 うと

い う こ とは，原離隔以前の 状態に 戻る と い うこ

と で は な く，時 々 刻 々 に 新 し い 世界が そ こ に 開

け る人間 の 生体験を意味する．つ ま り，観客の

「人格」 とい うもの は 「主観」 に 先行す る始原的

な存在で は な く，概念 の 支配 に 拘束 された 主観

の 産物で あ り，未だ意味化され ない 生の 動き，
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あ る い は 絶えず主 観 に な ろ うとす る力で あ る と

言 える．故に ， 自己の 完成 と い っ て もそ れは 人

格が主観の 産物で あ り， し か も人格が再 び主 観

化され る こ と で 新た に 人格が登場す る とい う円

環運 動の 中の
一

過程 で ある と言え る．

　 こ の 観照者の 生体験の 中で ，舞踊 も現象 と実

体の 両極 的緊張を解消 し，作品 の 知覚的現象 の

拘 束か ら解放 され て ，全体的，唯
一的，統

一
的

存在 とな る と見做 され る．換 言す れば，舞踊は

観照 者の 生体験の 中で こ そ芸術作品 と して 完成

す る の で ある，観照者は 舞踊 家の 生 の エ ネ ル

ギ
ーが作品 化 しよ うとす る正 に そ の 現場 （深層

意識）で ， 舞踊家と出会 い ，彼 の 人格に 感応あ

る い は 協 和 し，彼を舞踊創作 へ と駆 り立 て た エ

ネ ル ギ ーを 己 の 身 の うず きとし て と もに す る の

で あ る．そ れ故，舞踊 は 「芸 術家 と観照者 の 共

同の 所産 」
5）（p．227）と して位置付け られ る の で

あ ろ う．

　以上 の こ とか ら，舞踊 観照 とは観客 と舞踊 と

が 各 々 他的な存在 として ， 且 つ また互 い に 全体

的 ， 唯
一

的 ， 統
一的存在 として 定位 され ， 感応 ，

協和 を伴 い 観客の 深層意識 の 開示 と い う形 で ，

観客 と舞踊の 直接的関係が 成就す る 無為的行為

で あり ， 新た な自己を発見する生 き生 ぎと した

体験で あ る と纏め られ る．

　舞踊観照 と は
， そ れが 単に 言語上 の 遊 び で は

な い こ とか ら， 舞 踊 も また 単 に コ ミ ュニ ケ ー

シ ョ γ の 道具で は な い こ とがわ か る．舞踊 と は ，

観客の 心 の 奥深 く に あ る琴線 に 触れ，新 し い 自

分を感 じ させ て くれ る 生 き生 き と した存 在で あ

り，観客が 自己実現をす るた め の 相手 なの で あ

る． しか し ， 観客の 誰 もが 義務感や 使命か ら舞

踊観照 を しなけれ ば な らな い と い うもの で は な

く，それ は 観客 で ある以上 誰にで も起こ り うる

こ となの で あ り， 且 つ 誰 もがその 生体験 をせ ず

に は い られな い と い う傾 向性 を，その 人が 気づ

こ うと気 づ か ま い と に か か わ らず その 心 の 中に

もっ て い る の で あ る． つ ま り， 観客は 舞踊鑑賞

が結託 して い る感 覚の 領域 の 中で 舞踊観照 を実

現 し よ うと希求 し て い る の で あ り，その 希求が ，

舞踊観照の 成就に お い て ， 観客 は 人間 と し て ，

舞踊 は芸術 と し て 完成す る ， とい う形で 果た さ

れ，そ の こ と に よ っ て 舞踊享受は ，全体性 と統

一
性を も っ た体験 として 完成 され る の で ある．

故に ，舞踊観照は 舞踊享受の 「本質」 契機 と し

て 機能す る こ と に なる の で あ る．舞 踊鑑賞 とそ

れに 伴 う付帯契機 と し て の 「解釈」 と 「評価」

は ，舞踊観照 に 基づ け られ て こそ舞 踊享受に 豊

か な色合 い を与え る．そ れ故，舞踊 の 学問的 ，

審美的な 「理解力は 誠実に 果た され ね ぽ な らず ，

そ し て 理解 し得る事柄を内 に 内包 しつ つ ，理解

を越 えて い るく関係の 真理〉 （舞踊観照）の な

か に 入 りこ ん で ゆ くた め に こ そ 必 要 なの で あ

る」
1D〕 （p，56）（カ ッ

コ 内は 引用者） と言 え る の

で あ る．

3．舞踊 「享受」 の 重層性 に つ い て

　以上 の こ と か ら ， 舞踊享受は t 舞踊鑑賞 と舞

踊観 照の 重層構造の うち に 成立す る と言 え る，

そ して ， 両層は別個 の 世 界と して個 々 に存在す

るの で は な く，舞踊享受の 構造に お い て 観客の

二 重の 態度に 応じ て 二 重 に 生 起す る の で あ る。

す なわ ち ， 観客が 主観的存在 と人格的存在 の 緊

張関係に お い て 存在 す る よ うに ， 舞踊享受 も舞

踊鑑賞 と舞踊観照 の 緊張 関係に よ っ て 保た れ ，

「顕在 （Aktualittit） と潜在 （Latenz）と の 交代

を通 し て 」
1°）（p．26）両 層が 円 環す る力動 的な構

造 を もつ と言 えるだ ろ う．だ が
， 舞踊観照は 瞬

間的に しか顕在 しない ．舞踊 が実在する と い う

こ と は
， それが 概念 と して 考え られ て い な い と

い うこ と で あるが ， し か し， こ の よ うな形で 措

定 され た 舞踊作品 の 実体は ，実在的本質で あ っ

て ，概念的本質で は な い に して も， い つ の 間 に

か 概念的本質に 変性 して い く可能性 をそれ 自身

の 内に 内臓 して い る と言 える ．つ ま り ， 舞踊 の

コ トパ tiB）
と は

， 表層意識 に お い て 固定化された

姿 と深 層意識 に お い て 流 動す る姿を と もに 有

し，深層意識 に ある コ ト パ は 必 ず表層意識 へ と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しゆ う じ

拘 束を強 め ．固定 化す る種子 を宿 し て お り，表

層意識に 移 行した コ トパ は 絶 えず深層意識 へ と

回 帰 して い く円環運動 の 中に あ る と言 え る の で

ある．
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　 また ， 瞬間的に せ よ観客の 深層意識が開示 さ

れ，舞踊 観照 が現実化 する た め に は ， 日常的態

度の 変更 を必要 とす る．邦の 言 う 「先入 観や偏

見を捨 て る 」 とは ，正 に こ の 表層意識的 態度 の

変更を意味す るが，それは「作品に 対 し肯定的，

積極的態度を とる」， 「舞踊に 関す る知識 や教 養

を もつ 」，
「創作体験 を もつ 」 等の こ とに 矛盾す

る こ とで ある． し か し
， 表層意識の 束縛は 強力

で あ り，我 々 は な か な か そ こ か ら逃れ られ な い ．

ビ デ オ を見た り ， 評論 を読ん だ後に それ な りの

見方を し て しま うこ と は 勿論 ， 観客の 過去 の 経

験す べ て がそ こ に 影響する と思わ れ る．作品に

充満す る悲哀 を過去の 自分の 悲しみ に 照 ら して

想 い を馳せ る とき，そ こ に は 既 に 偏見が 介在 し ，

存在の 深淵を切 り捨て て い る の で ある．それ故 ，

舞踊的知識や 教養 ， 舞踊体験，人生経験は，舞

踊鑑賞の 条件で は あ っ て も， 舞踊観照の 成就に

と っ て は 邪魔に こ そ な れ ， 直接に 役に 立 つ こ と

は ない の で あ る．し か し ， よ り高度で洗練 され

た 舞踊鑑賞に 向か っ て 払 われ る努力 は 舞踊 へ の

関心 を高め ， 豊か な人生経験 に お ける報 わ れぬ

関係 の 淋 し さや哀 しみ ， 充実 した 関係の 喜びや

楽 しさは
， その 繰返 し の 中で 人間に 自分の 不 完

全 さに 気 づ か せ ，
「我

一汝 」関係の 成就を求め ，

人を舞踊 享受 へ と近づ け る こ とに な ろ う．そ し

て ，深 い 人生知 は ，表層意識 に 束縛 され なが ら

生 きる中で ， それ とは別 の も っ と深 い舞踊 との

関わ り方 が あ る こ とを教え ， 舞踊享受と い う虚

構の 空間 に あ りなが ら日常的態 度で い る こ とか

らの 脱却 と，純粋 な 自己 へ の 還 元 ， そ して舞踊

「観照」を成就す る こ との 必要性 を教 える の で あ

る．舞踊家や 教師が よ り良 い 鑑賞を する た め の

条件 を観客や 生徒 に 要求す る とす るな らば ， 舞

踊の 体系化を 目的 とす る舞踊鑑賞 とそれ に 伴 う

付帯契機は
， 生 き生 きとした経験 と し て 舞踊享

受全体の 構造に 組織 されな くて は な らな い ， と

い う こ と と同時に ， 「無為」の 状態で 舞踊 と向き

合 う こ と の 困難さ と重要性を も彼等 に 知 らしめ

る必要が ある で あ ろ う．

結 語

　 ブーパ ーの 理論 に 拠 り， 舞踊享受の 構造に つ

い て 考察 した結果，それ は 二 重の 構造を もつ こ

とが 明 らか とな っ た． こ の 重層性を踏ま え る こ

とは
， 舞踊研 究に お い て ， 特に 舞踊評価の 対象

論 を述ぺ て い く上 で重要である と思わ れ る．

　得点 の 多寡に よ っ て 結果が 明確に 現 れ る ス

ポ ー
ッ とは 異な り，

「芸術 性」と い っ た 形而上 的

要素 を含む舞踊 の 場合，その 作品の 何を評価 す

る の か
， と い う こ と に つ い て こ れ ま で 明言 され

る こ とは な く，あ る い は 言及 された と し て も重

層性の 認識 の 欠如か ら混沌 と した 内容に な っ て

い る．そ こ で ， 観客が舞踊を享受す る ときに は

「作為」か 「無為」か の 態度しか 取 り得ない ， と

い う本論 の 結論 か ら舞踊評価 の 対象を導 き出す

とす れ ば ， 次 の 2 点 に纏 め られ よ う．

　第 1 に
， 作為的 な舞踊鑑賞 に お い て は

， 観客

の 主観的過程 に 沿 っ て 次の 4 点 が問 わ れ る こ と

とな る．それ らは
， （1）舞踏の 構成要素 （ダ ン

サ ーの 動 きを主 と した空 間構成 と音響 ， 照 明），

（2）作者の 意図 ， （3）作品 の 意味（概念的本質），

そ し て ，（4） カ タ ル シ ス
， で あ る．

　第 2 に ， 無為的な舞踊 観照 に お い て は
， 作品

の 実体 と の 出会 い が 現実 に 可能 とな っ た と して

も，そ の 出 会 い 自体を評価の 対象 と は で きな い ．

し か し，無為 の 状態に お い て は，作品 の 現象 と

実体 の 緊張 関係を捉 える こ とが で きる．つ ま り，

舞踊 鑑 賞の 対象で ある 上述 の （1）か ら（4）ま で

が ， 無言の 実体の 代弁者 と して どれだ け効果的

であるか ， と い う評価がで きる．また ，そ こ か

らは 舞踊創 作に あた り作者が 彼の 芸術対象で あ

る舞踊と ど の よ うに 関わ っ た の か ， とい う舞踊

家の 態度 も評価 で きるだ ろ う．例 えば ， 彼は「我
一

汝 」 関係 に お い て 存在 の 深淵 を追 求 し よ うと

した の か
， それ と も 「我

一
そ れ 」関係に お い て

形式 的な美 の み を追求 しよ うとした の か， と い

うその 違 い は 彼の 精神活動とそ れ に 伴 う舞踊創

作の 過程 を 自ず と異 なる もの に し作品 の 現象面

の 差 と して 現れ る こ とに なる の で あ る．

　緒 言で も触れた よ うに ， 舞踊研究 の
一

視点 と
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して の 「感情」 は，本来的表出芸術
tg ）で あ る舞

踊 に と っ て重要で は あ っ て も舞踊評 価の
一

対象

で しか ない
， とい うこ とを念頭 に 置 か なけれぽ

な らない ．そ して ，決 して それか らの桎 梏 を受

けぬ よ うに す る こ とが 肝要 な の で あ る．そ れ故 ，

例 えば学校体育の 教 材 と し て の 舞 踊 に お い て

は
， 鑑賞眼の 洗練と と もに 「存在」 の 深淵を見

通せ る 目を養 うこ とを 目標に し ， 舞踊享受の 構

造を十分に 考慮 した上 で ， 舞踊を個人の 自己実

現に と っ て 重要な意味をもつ もの と して位置付

けて い く必要があろ う．

注

注 1）美学上 の 用 語 と し て 「享受」は 「観照 」 と

　同意義で あり，積極的な価値意識の 意味を含

　む 「鑑賞」は あま り使用 さ れ な い
6 ，．しか し な

　が ら，芸術と し て の 舞踊を扱 う場合，「鑑賞」

　 と い う契機 を無視する こ とは で きな い ．故

　 に ，本研究で は ，「享受」が 「鑑賞」と 「観照 」

　を抱摂 する概念で あ る と仮定し た ．

注 2） ハ チ ャ ド ゥ リア
’
一 　12 》

は ， 舞踊 （踊 る こ と）

　 とは
， 様 々 な動 き（movement ）か ら成 り立 っ

　 て い るの で あ り，想定 され た 所作 （action ）

　か ら，ある い は所作を含む形で成 り立 っ て い

　るわ け で は な い
， と見倣 して い る．

注 3）作品 そ の もの に，そ の 象徴的意味 として

　内包 さ れ た 感情
5）

（p，195）の こ と で あ る．対

　象感情 と反応感情は 同質で ある た め に ，事実

　上 わ か ち が た く融合する が
，

こ こ に最 も純粋

　な芸術的交感を認 め る こ とが で きる．

注 4）丸山 は 芸術家 を創作活動へ と駆 り 立 て る

　原動力を，厂デ フ ォ ル メ された 生 の エ ネ ル

　ギ ー（欲動）」ll＞（p。174）（カ ッ
コ 内は 引用者）

　で あ る とする．従 っ て ，こ の エ ネ ル ギ ーは 自・

　他未分化 の 状態 （カ オ ス ）で 無 意識の 層 に 充

　満する の で あ る が，舞踊享受が表層意識 と深

　層意識 の 間 （コ ス モ ス 内）の 円環運動で ある

　の に 対 し ， 舞踊創作 は
， 更 に ， 深層意識 の 最

　下 部 （無意識）まで 降 りて い っ て，「欲動 とじ

　か に 対峙 し て こ れ を昇華す べ くカ オ ス に ま

　で身を浸す」
1‘） （pp，211− 12）意識 と無意識

　（コ ス モ ス と カ オ ス ） の 間 の 円環 運動 と見做

　 され る．

注 5） 他 性 と は ， 他 者 の 「根 源 他 性

　（Uranderheit）」9［ （p．　15）を意味 し，絶対他

　者性 （Ganzanderheit）9 ） （p，15）に ま で は 制

　 約 されな い ．

注 6） 「二 者 対応 」を前提 とす るが 故 に ，舞踊観

　 照 に お け る 自我 か らの 脱 却 と は，没 我 的 な

　「陶酔」や 「恍惚」等の 官能的快を表す概念 と

　は 区別 され る．つ ま り，二 者対応 な し の
一如

　感 ， すなわ ち忘我的な歓喜とは 異なる の であ

　る
10） （P．lll）．

注 7）原離隔以前 の 「自然的結合関 係」へ 再 び帰

　還 す る こ とで は な く ， 離隔 の 事実 は あ くま で

　踏ま え て ，「自覚的精神的関係」 と し て 実現

　 し，展開し て い く，と い う意味か ら こ の 概念

　が用 い ら れ る
s） （p．262）．

注8）表層意識に お け る コ トパ と深層意識 に お

　け る コ トパ が，二 項対立的 に 分離され た ラ ン

　グ と ラ ン ガ ージ ュ で ある と理解 され て は な

　らな い ．丸山 は 「コ トパ （langage）の 宇宙で
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ラン　ゲ

　ある コ ス モ ス に は 言語 と い う制度 に よ っ て

　 ノ モ ス 化され た 部分 と， まだ ノ モ ス 化され な

　 い 部 分が相 対的 に 見 い 出 され
…

〈 ノ モ ス 化

　され た コ ス モ ス 〉 とく ノ モ ス 化 され な い コ

　 ス モ ス 〉は ，と もに 人間の 意識 と身体を縦 に

　貫 く表層 と深 層で あ る と考 え る こ とが で き

　る だ ろ う」
1‘｝

（pp．172− 73） と述 べ て い る ．

注 9）竹内に よ れ ば，舞踊は ， 表現方式に応 じ た

　芸術の 分類上 ， 心 の 状態や 動きを 直接に 表出

　す る純表出的芸術 に 属す る とし， そ の 中 で も

　それ は 人間 自身 の 身体を媒体 と し，身体運動

　に よ り，そ の うち に実在する生や心 の動 きを

　表出する こ と か ら本来的な表出 の 芸術 と見

　做 され て い る m （pp．676− 86）．
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