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ン語の原典は、Borgnetの編集したアルベルトゥス・マグヌスの全集（Opera omnia, 38 vols., 
Paris, 1890‒1899）の中の第V巻に収められたものである。
　アルベルトゥスは鉱物界を石・金属・中間物の3つに分類している。それらの産地、産状やさ
まざまな性質を記載し、その成因や護符や医薬としての効能などを論じている。石については、
古代ギリシア以来の四元素（火、気、水、土）説で、質料（構成物質）や性質を説明しているが、
金属についてはアラビア錬金術の硫黄―水銀説に基づいてそれらを解釈している。全部で約150
種の鉱物（岩石・鉱物・鉱石・金属など）が記載されている。したがって、この書物は、古典
古代（ギリシア・ローマ）時代とアラビアの鉱物に関する知識を集大成したものとも言えるが、
アルベルトゥスが鉱山で観察したことや自身で行った錬金術の実験の結果をも加味して書かれて
いるので、鉱物界について彼が独自に築き上げた体系でもある。
　近代語とは違って、古典語の文献を翻訳することは相当の困難が伴うが、特に自然科学の分野
の文献では、現在と当時とでは概念や用語が大きく異っており、適当な訳語を選ぶ（または造る）
のに苦労した。ラテン語はカエサル（シーザー）の「来た、見た、勝った」ではないが、極めて
簡潔に書かれているために、字面だけを訳してもほとんど意味が通じず、その背景をも汲み取っ
て訳さなければならない。そのため、関連した事項についての幅広い知識が必要とされる。さ
らに、アリストテレスの質料と形相、可能態と現実態の哲学に基づいて解釈されているので、そ
の方面の知識も必要とされた。（著者）
　朝倉書店「科学史ライブラリー」の一冊　2004年12月　vii＋188頁　定価（本体3600円＋税）。

『茅盾研究 ― ｢新文学｣の批評・メディア空間―』
桑島　由美子　（経済学部助教授）

　「メディア」という言葉から今日イメージされるのはマス・カルチャー
研究であったり表象文化論であったりするが、本稿は大衆文化・通俗文
学とは対立概念である「新文学」（知識エリートの文学）と近代メディア
との連繋についての一試論であり、十年来の研究テーマである茅盾につ
いての専著でもある。20世紀を代表するリアリズム作家・茅盾は90年代
の文化批評において欧化・モダニティ・メディアなど様々な視点から議
論される対象となって来ている。それは茅盾が、出版メディアとの関わ

りから「新文学」制度化の象徴的存在であり、国民国家統一を背景にして進められた『中国新文
学大系』編纂をはじめ、創作理論・作家論・メディア批評においても時代の先蹤と位置付けられ
るためである。茅盾の伝記資料や近代出版関係の資料が出揃った今日、五四期に文化価値の転
換をもたらし、20年代から40年代において「公共圏」を半ば独占した「新文学」と近代メディ
アとの連携について考察がなされても良い時期ではないだろうか。
　以下各章の内容について触れると、第一章では商務印書館編訳所の文化史的背景と文学研究会
同人の文学論・初期の評論、第二章では国民革命期のメディア（『民国日報』を中心として）、第
三章では30年代の文芸誌・文化期刊と初期小説・『子夜』における物語コミュニケーションの多
次元性、第四章では抗日戦期文化界と出版メディア（「生活書店」を中心として）をテーマとし
て取り上げている。未公開資料や現地調査の成果も併せ、同時代の文学研究多元化を受けての「重
写文学史」や経典作家の再評価を取り込みつつ、90年代における茅盾研究の総括と新しい視点
を提示した。
　拙著の刊行は平成16年度愛知大学学術出版助成を受けてなされたものであり、心から感謝を
申し上げたい。（著者）
　汲古書院　2005年2月　viii＋328頁　定価（本体7500円＋税）。


