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ユ

　

悲

劇

の
何

た

る
か

に
か

か
わ

る
基
本

的

な
問
題

の
ひ

と

つ
を

こ
の
語

「
悲
劇

」

の
多
義

性

が

し
め
し

て

い
る
。

「喜

劇

」

と

お
な
じ

よ
う

に
、

そ

れ
は

「
不
幸

な
事

件

」

と

い

っ
た
派

生

し
た
意

味

を

の
ぞ

け
ば
、

一
方

で
は
舞
台

で
上
演

さ

れ
る

か
ぎ

り
で

の

(
あ

る

い
は
す
く

な

く
と
も

上

演
を

目
的

と

し
た

も

の
と
し

て
う

け

と
ら

れ
る

)
作

品

(
の
総
体

)

を
、

他
方

で
は
、
書

か
れ
た

も

の
と
し

て

の
文
学

作

品

(
の
総

体
)

を

い
み

す

る
。
同

じ
曖

昧

さ
は
、

総
称

語

「
演
劇

」
に

つ
い
て
も

い
え

る
。

「
戯
曲

」
と
は
文

学
ジ

ャ
ン

ル
な

の
で
あ

る
。

由

々
し

い
こ
と

に
そ

れ
は
、
名

前

の
定

義

を
正

す

こ
と

に
よ

っ
て
整

理

で

き
る

こ
と
ば

の
問

題

で
も

な
く

、
遅

か

れ
早

か
れ
消
滅

す

る
流

行

現
象

で
も

な

い
。

そ

の
こ
と

は
、

歴

『
詩
学

』

に
お
け
る
悲
劇

の
二
重
性

末

松

壽

演
出

、
制

作

つ
ま

り

そ

の
う

ち

に
固
有

に
あ

る
演
劇

的
な

も

の

の
全

て
を

テ
ク

ス

ト
に
従

属

さ
せ

る
演
劇

と

は
、
白

痴

の
、
気

違

い
の
、
倒

錯

者

の
、
文

法
家

の
、

八
百
屋

の
、

反

・
詩
人

の
、
実

証
主
義

者

の
、

す
な

わ
ち
西

欧

の
演
劇

で
あ
る

(A

・
ア

ル
ト
オ

、

一
九
三

二
)
。



史

へ
の
瞥
見

が

こ
れ

を
容

易

に
あ

か
し

て
く

れ

る
だ

ろ
う
。

ま
ず

問

い
を

ひ
ら

く
手

が

か
り

と

し
て
、

い
に
し

え

の

一
つ
の
言

葉
を

お
も

い
だ
そ

う
。　

い

　　
ね

こ
れ

で
あ

る
。

『詩

学
』

テ

ク

ス
ト

で
悲
劇

詩
人

を

さ
す

こ
の
語

は
、
文

字

ど

お
り

「悲

劇

を
教

え

る
者

」
を

い
み
す

る
。

だ
れ

に

?

俳

優

に
。

そ

し

て
合

唱

舞
踏

隊

に
。
西

洋
演
劇

の
出
発

に
お

い
て
悲
劇

詩

人

と
は
、
喜

劇
詩

人

(
　

)
と

お
な

じ
よ
う

に
、
言

う

(書

く
)

ヘ

へ

人

で
あ

る

の
み
な

ら
ず

、
否

そ

の
ま

え

に
ま
た

あ

る
意
味

で
優

れ

て
作

る
人

で
あ

っ
た

(あ

る
意

味

で
と

い
う

限
定

を
忘

れ

ま

い
)
。
十

七

世
紀

の

フ
ラ

ン
ス

で
も
、
書

く

人

が
ま

た
教

え

る
人

で
あ

っ
た

こ
と

は

モ
リ

エ
ー

ル

の
例

が
雄

弁

に

つ
げ

て

い
る
。

た
だ
、

こ

の
喜

劇
詩

人

は
ま
ず

役

者

で
あ

り
か

つ
座
長

で
も
あ

っ
た

の
だ

か

ら
例
外

的

な

ケ
イ

ス

で
あ

る
、

と

の
異
論

が

あ

る
か

も
し

れ
な

い
。

し

か
し
、

コ

ル
ネ

イ

ユ
や

ラ

シ
ー

ヌ

を

は

じ
め

と
す

る

一
般

に
詩

人

に
関

す

る

い
く

つ
も

の
証
言

が

あ
る

。

ひ
と

つ
だ

け
参
照

し

て

お
く
。

「
わ

が
詩

人

た
ち

に
は
、

そ

の
作

品
を

面
前

で
演

じ

さ

せ
て
、

な

さ
ね
ば

な

ら
な

い
全

て

の

こ
と
を
俳

優

た

ち

に
告
げ

知

ら

せ
る

習
わ

し
が

あ

る
　

筆

者

は
、
書

く
行

為
/

作

る
行

為

の
分
離

の
プ

ロ
セ

ス
は
十

七
世

紀
末

か
ら
十

八
世

紀

に

お

い
て
完

成

す

る
と
推

定

し

て

い
る
。
機

能

の
分
化

が
完

成

し
た
後

、

か

な
り
遅

れ

て
そ

れ
ぞ

れ
を

受

け
も

っ
て
果
た

す
者

(
　

)
が

現

れ
る

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う

。

で
は

、
文
学

理
論

と

し

て

の
詩

学

の
源
泉

、
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ー

ス
に

お

い
て
は
ど

う

で
あ

っ
た

か
。
そ
れ
を

こ
の
試
論

は
観

察

し
よ

う

と
す

る
。

*

差

異

の

基

準

『
詩
学

』

は
、

ミ

メ
ー

シ

ス
の
活
動

、
芸

術

を
区

分
す

る

た
め

に
三
重

の
分
類

を
提

出

す
る
。

第

一
章

の
テ
ク

ス
ト

を

み
よ
う

。



「
し

か
し

そ

れ
ら

は
互

い
に
三
通

り

の
や
り

方

で
異

な

っ
て

い
る
。

別

の
も

の

に
よ

っ
て
模
倣

す

る

こ
と

に
お

い
て
、
別

の
も

の
を
模

倣

す

　
る

　

る

こ

と

に
お

い
て
、
別

様

に
す

な
わ

ち
同

じ

や
り
方

で
な
く
模

倣

す

る

こ
と

に
お

い
て
」
。

そ
れ

ぞ

れ
日
常

語

の

「
何

に
よ

っ
て
」
(
　

)、

「
何

を

」
(隊
)、

「
ど

の
よ

う

に
」
(
　
)
に
こ
た

え

る
、

お
な

じ
単
語

族

に
属

す

る
お

な
じ

く
卑

近
な
　

で
も

っ
て
分
節

さ

れ
る

こ

の
対

立

は
、
手

段

/
対
象

/
様

態

の
そ
れ

と
し

て
翻
訳

す

る

こ
と
が

で

き
る
。
第

三

の
基

準

に
よ

る
識
別

が

と
く

に
我

々
の
興
味

を

そ
そ

る
。

第

三
章

の
テ

ク

ス
ト
が

こ
れ

を
説

明
す

る
。

「
な
ぜ

な
ら
ば

、

同
じ

手
段

に
よ

っ
て
同

じ
対

象
を

、

一
方

で
は
伝

え

る
者

と

し

て
、

ホ

メ
ー

ロ
ス
が
す

る

よ
う

に
な

に

か
他

の
も

の

に
な

る

に
せ
よ

、
同

じ
も

の
と
し

て
自
分

を

か

え
る

こ
と

な
く

に

せ
よ
、
模

倣

す

る
こ

と
が

で
き

る
し
、

あ

る

い
は
皆

が

じ

っ
さ

い
に
な

す
も

の
と

　
ら

　

し

て
、
活
動

し

つ

つ
あ

る
も

の
と

し

て
模
倣

す

る
も

の

に
も
成

り
う

る

か
ら

で
あ

る
」
(
　

)。

仏
訳

者

は
後
半

部

分

を
解

説

し

て

こ

の
う

え

な
く
判

明

に
書

い
て

い
る
。

「
こ

こ

で
　

に
は
　

(実

際

に
行
為

す

る
)

が
重

な

り
明
確

に
し

て

い
る

。
今

や

テ
ク

ス
ト

の
行
為

化

・
現
実

化

(
　

　)、
劇
的

行

動

が
問
題

な

の

で
あ

る
。
作

家

に
よ

っ
て
言

葉

を
委

ね
ら

れ

て
自

ら

「
我
」
と

い
う

、
行

動

す

る
人

物

た

ち
が
舞

台
上

で
表

象

を

実
現

す

る
人

々
な

の

で
あ

る
　

)。

叙
事

詩

/
演

劇

と

い
う

二
大

ジ

ャ
ン

ル
の
区
別

で
あ

る
。
後

者

に

お
け
る
模

倣

は

(
こ

こ

に
現

れ
な

い
語

を

用

い
れ
ば

)

「俳

優

」
(
　

)

(
　

が

、

(ギ

リ

シ
ア
人

た

ち

が
対

応
物

を

も

た

な

か

っ
た

概

念

を

用

い
れ
ば

)

「
登

場
人

物

」

に

な

っ
て
、

こ

れ
を

実

現

す

る
。

た

だ

し

〈
　

は
文
字

ど

お
り

「
な

す

(
　

)
者

」

を
意
味

す

る

(能

に
お

け
る

シ

テ

ェ
ミ
ミ

に
比

肩

で
き

る
)

の

で
あ

っ
て
、
行

為

を

い
わ
ば

抽
象

し

ゆ

え

に
ま
た

〈
普

遍
化

〉
し

た
把
握

の
仕
方

を

し
め

す
。

そ
れ

に
対

し

て

〈
　

〉

に
は
、

身
体

的

な
特
徴

は
も

ち
ろ

ん
心

理
や
性

格

が
本

質
的

で
あ

っ
て
、

そ

れ
は
個

性
あ

る

い
は
個

別

者

と
し

て

の
把

握
を

特
徴

と

す
る
。

ギ

リ

シ
ア

に

お
け

る
仮

面

の
使

用

と

て
、
固
有

名

を

二
次
的

な

も

の
と
す

る

(
　

)
こ
の
抽
象

的

な

「
人
物

」
把

握

と
連

帯

し
た
現

象

と
し

て
理
解

さ

れ
よ

う
。

(
フ
ラ

ン
ス
十

七

世

紀

に

お

い
て
も
、

脚
本

冒
頭

の
教

示

〈
　

〉
は
ま

だ

「
行

為
者

」
(
　

)
の
リ

ス
ト
を

か

か
げ

て

い
た
。

「登

場

人
物

」
は
十

八



世
紀

以
後

の
発
明

で
あ

る

)
。
叙
事

詩

と
悲

劇

の
種

差

(
　

は

そ
れ

ゆ
え
、

ミ
メ

ー

シ
ス

の
対

象

の
何

た

る
か

に
で

は
な

く
、

用

い
ら

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ

る
手
段

に
で

も
な

く
、

一
方

が
、

語

ら
れ
聞

か

れ

る
と

こ
ろ

の
説
話

で
あ

る
と

い
う
事
実

に
、
他

方

が
、
事

物
化

さ
れ

て
見

ら
れ

か

つ
聞

か
れ

か
上
演

で
あ

る

と

い
う
事
実

に
存

す

る
。

説
話

学

の
立

場

か
ら
哲

学
者

に
お
け

る

二
項

の
関
係

を
プ

ラ
ト

ー

ン
と

の
関

連

で
統

一
的

に
解

釈

し
た

　　
　

ジ

ェ
ラ

ー

ル

・
ジ

ュ
ネ

ッ
ト

の
論
文

以
来

〈
　

〉
＼

〈
　

〉

の
形

で
よ
く

知

ら
れ

る
対

立

で
あ

る
。

　　
　

こ
の
読

み
が

、
上
記

テ

ク

ス
ト

(
　

の
指

示
対

象

は
言

語
芸

術

と
し

て

の
詩

に
限

ら
れ
、
よ

っ
て
後

半

は
戯

曲
を

い
み
す

る
と

い
う
解

釈

を
拒

む

こ
と

は

い
う
ま

で
も

な

い
。

そ

の
見
解

は
、
大

前
提

「
あ

る
種

の

ミ
メ
ー

シ

ス
は
韻

文
を

手
段

と

す
る

」

に
た

い
し

て
、
小

前
提

「
と

こ

ヘ

へ

ろ

で
叙
事

詩

は
書

か
れ
読

ま

れ

る
」
を

も

ち

こ
み
、

ゆ

え

に
後

半

の
主
題

は
戯

曲

で
あ

る

と
結
論

し
、

そ

こ

か
ら

「
行
為

す

る
も

の
」

を
字
義

か

ヘ

へ

ら
離

れ

て
文
字

(
テ

ク

ス
ト
性

)

に
閉

じ

こ

め
て
し

ま

っ
た

の

で
あ

ろ
う
。

異
論

が

二

つ
あ

る
。

一
は
小
前

提

が
グ

ー
テ

ン

ベ
ル

ヒ
の
銀
河

系

に

お

い
て
の

み
自

明

の
速

断

に
す
ぎ

な

い
こ
と
。

叙
事

詩

は
聞

き
手

(
　

)
を
相
手

に
語

ら

れ

た

の
で

は
な

い
か
。

一
は
様
態

の
議

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

論

が
手
段

の
そ

れ

に
よ

っ
て
無

化

さ
れ

て

い
る

こ
と
。
書

か
れ

た
韻

文

に
よ

る
、

説
話

+

(他

の
も

の
に
よ

る
)
セ
リ

フ
/

セ
リ

フ

の
対
立

な

ら
、

そ

れ

は
同

じ
手
段

の
細

分

に
す

ぎ

ま

い
。

我

々

の
読

み
は

「
行
為

す

る
も

の
」

を
字

義

ど

お
り

に
と

っ
て
、

こ

れ
を
文

字

か
ら
解

放

す

る

こ
と

に

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

る
。

韻
文

で
話

す

こ
れ
ま

た
行
為

で
あ

る
ー

ミ

メ
ー

シ

ス
は
韻

文

で
語

る
部
類

と

「
同

じ
手
段

に
」
よ

っ
て

い
る
と

い
わ

れ
よ

う
が

(9

　、

著
者

が
強

調

の
た

め

に
反
復

す

る

「
行
為

す

る
も

の
」

を

「
行

為

す
る
も

の
と
し

て
書

か

れ
た

る
も

の
」

と
読

み
直

す

こ
と
が
許

さ

れ
る

の

か
。

ホ

メ
ー

ロ
ス
が

「
他

の
も

の
に
な

る
」
(
　

と
し

て
も
、

そ

れ
ゆ

え

に
こ
れ

は

ソ
ボ

ク

レ
ー

ス
と
同

じ

タ
イ
プ

の
詩

人

で
あ

る
と

は

い
わ

れ

て

い
な

い

(膳
○。
餌
N
O
-b。
ご
。

ソ
ボ

ク

レ
ー

ス
は
　

で
は

な
か

っ
た

の

か
。

構

成

要

素

三
通

り

の
区
分

は
、
悲

劇

の
構
成

要
素

あ

る

い
は
部

分

の
列

挙

に
も
関

与

す
る
。
す
な

わ

ち
、
物

語
　

)、
性

格

(
　

、
思
惟

(
　

)、

　
　
ソ

見

え

る

も

の

(
　

、

物

言

い

(
　

、

歌

(
　

)
の

う

ち

、

前

の

三

つ
は

「
何

を

」

に
、

後

の

二

つ

は

「
何

に

よ

っ

て

」

に
、

残

る



六

つ
の
要

素

が
等
質

で
な

い
こ
と
を

ま
ず
確

認

し

て
お
く

。

そ

こ
で
詩

学
者

は

い
う
。

「
あ
ら

ゆ

る
悲

劇

が
必

然
的

に
こ

れ
ら
六

つ
の
部
分

を

ふ
く

む
。

そ
れ

ら
が

い
か

に
あ

る

か

に
よ

っ
て
悲
劇

の

い
か

に
あ

る

か
は
決

ま

る

の

で
あ

る
し

(
　

)
o

そ

し

て
こ
れ

に
続

い
て
、
多

く

の

い
み

で
問

題

的
な

テ

ク

ス
ト
が
来

る
。

ハ
い
　

「
見

え

る
も

の
は
す

べ

て
を

も

つ
。
性

格

も
、
物

語

も
、

物
書

い
も
、
歌
　

)
も

、
思
惟

も

お
な

じ

よ
う

に
。
　

あ

ら
ゆ

る
要

素
が

舞
台

に
乗

せ

ら
れ

る
し
乗

せ
ら

れ
ね
ば

な

ら
な

い
。

ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
し

か
意
味

し

な

い
オ
プ

シ
ス
概
念

を
拡

大

す

れ
ば

、

そ

れ
ら

は

す

べ
て
見

せ
ら

れ

か

つ
聴

か
さ
れ

る
.

だ
が

あ

る
奇
妙

な
も

の
が
現

れ

て

い
る
。

全
体

の
ひ

と

つ
の
部

分

で

し

か
な

い
も

の
が
、

こ
の
全
体

を

構
成

す

る

ほ
か

の
全

て

の
部

分

を
、

こ

れ
ま
た
内

に
ふ
く

む

と

い
う

の
で
あ

る
。

入

れ
籠

構
造

な

の

か
?

あ

る

い
は
む

し

ろ
こ

こ

に
は
、

す

で

に
ひ
と

つ
の
曖

昧

さ
を

見
破

る

べ
き

な

の
で
あ

ろ
う

か
。

見

え
る

も

の
は

ひ
と

つ
の
も

の

の
部

分

で
あ

り
な

が

ら
、
同

時

に
そ

れ

に
平
行

す

る
も

一
つ
は

「
ど

の
よ

う

に
」

に
応

え

る

か
ら

で
あ

る
。

こ
れ

は

つ
と

に
ラ

シ
ー

ヌ
そ

の
人

の
解
釈

で
も
あ

っ
た

。
あ

ま

り
知

ら
れ

て

い
な

い
テ

ク

ス

ト

な

の
で

こ
こ

に
報

告

す

る
。

門
な
ぜ

な
ら
ば

、

そ

れ

に
よ

っ
て
模
倣

が

な

さ
れ

る
も

の
は

二

つ
あ

り

(歌

、
書

う

こ
と
　

)、

模
倣

の
仕

方

は

繭
つ
あ

り

(劇

の
上

演
　

、

つ
ま

り
舞
台

装
置

、
衣

裳
、
身

振

り

な
ど

)
、
そ

し

て
模

倣

さ

れ
る

も

の
は
三

つ
(即

ち
劇

行
為
　

、

ハき
レ

品
性
　

、
思

い
　

)
あ

っ
て
、

そ
れ
以

上

に
は

な

に
も
無

い
か
ら

で
あ

る
。
㍊

表

に
え

が
け
ば

こ
う
な

る
。



う

ひ
と

つ
の
何

か

で
も
あ

る

と

い
う

二
重
性

を

?

換

言

す
れ
ば

、
悲

劇

と

は
上
演

を

つ

つ
む
全
体

、

い
や
む

し

ろ
総

合

と

し

て
の
上
演

そ

の
も

の

で
あ
り

、
な

お

ま
た
上

演

を
捨
象

し

た
部

分
、

テ

ク

ス
ト

で
も
あ

る

と

い
う

概
念

の
分

裂

を
。

ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
が
全

て
を

も

つ
と

い
う
命

題

は
、

演

劇

に

お
け

る

〈
ロ
ゴ

ス
中

心
主
義

〉

の
拒

否

と

い
う
注

目
す

べ
き

テ

ー
ゼ

で
あ

る
。

も
し

こ

の
文
章

を
知

っ
て

い
た

な
ら
ば

、

ア

ル
ト

オ
は
熱

狂

し

た

で
も
あ

ろ

う
。
し

か
し
、
か
な

ら
ず

し
も

明
確

で

は
な

い
テ

ク

ス
ト

に
も

と
つ

い
て
の
先
走

り

は

さ
け

る

の
が
賢

明
な

の
か
も

し
れ

な

い
。

後

退

し
よ

う
。

く
り

か
え

せ
ば

、
悲

劇

が
悲
劇

で
あ

る
の

は
そ
れ

が

「
見

え
る

も

の
」
を

も

つ
、

つ
ま

り
上
演

を

ミ

メ
ー

シ

ス
の
様
式

と
す

る

か
ら

で
あ

る
。

そ

れ
が
叙

事
詩

に
た

い
す

る
悲
劇

の
種

差

で
あ

る
。

と

こ

ろ
で
、
悲

劇

の
身

分

の

二
重

性

は
、

構
成

要
素

そ

れ
ぞ

れ

の
重

さ
を

は

か

る
時

に

こ
ん
ど

は
明
白

な

形

で
立

ち
現

れ

て
く

る
だ

ろ
う
。

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ー

ス
は

い
う

。

「
こ
れ

ら
要
素

の
う

ち
で

も

っ
と
も
重

要

な

の
は
諸

々
の
事
件

の
構

成

で
あ

る
」

(
　

)。

す

な
わ

ち
、

「
初

め
、

な

か
ば

、

結
末

」
(
　

を

そ
な

え

た
事
件

(行

為

・
事
実

)

(
　

)
の
連

辞
的

な
統

一
、

シ

ス
テ

ム
化

で
あ

る
。

要

す
る

に

ひ
と

つ
の
物

語

の
形
成

。

こ
れ

こ

そ
が

「
悲

劇

の
原
理

で

あ
り

い
わ
ば

魂

で
あ

る
」
(
　

)。

こ

の
命
題

の
解

説

は
、

パ

ラ

フ

レ
イ
ズ

に
で
は

な
く

、
ジ

ャ
ン
・
ラ

シ
ー
ヌ

の
有
名

な
逸

話

に
あ

お
ぐ

こ
と

に
し
よ

う
。
息

子

の
ル
イ

は
書

い
て

い
る

。

「
あ
ら

ゆ

る
場

(面

)
を
た

が

い
に

　け
　

結
び

つ
け

た
と

き
」

そ
れ

も
散

文

で
。

つ
ま

り

こ
れ
は
梗

概

(
　

)
で
あ

る
。
恐

ら

く
起

草
し

た

こ
れ

ら

の
文
章

を
詩

人

が
保
存

し

て

い
た
ら

!

　ね
　

「
彼

は
言

う

の
だ

っ
た
。

『
私

の
悲
劇

作

品

は
で

き
た
』
、

と
。
残

余

は
何

で
も

な

い

(
　
こ

と

み

て

い
た

の

で
あ

る
。
」

残
余

、

殊

に
作
詩

法

を
。

こ
れ
は

『
詩

学
』
が

エ
ム
ペ
ド

ク

レ
ー

ス
を

む
し

ろ
自
然

学
者

と
よ
び

(
　

)、
韻

文

訳

ヘ
ロ
ド
ト

ス

は
蓋

し

歴
史

だ

と
す

る
箇
所

(
　

へ
の
注

解

と
も

な

ろ
う
。

等
質

で
は
な

か

っ
た
六

つ
の
要
素

は

ゆ
え

に
等
価

で
も

な

い
。

そ

れ
ら

は
、
物

語

が
頂

点

に
た

つ
と

こ
ろ

の
価

値

の

ヒ

エ
ラ

ル
キ
ー
を

な

す
。

対

象

の
範

疇
内

部

に
お

け
る

ミ

ュ
ー
ト

ス
の

〈性

格

〉

に
た

い
す
る
優

位

(
　

)
も

い
う
ま

で
も

な

い
。
古

典
主

義

は

と
り

う
け

た
も

の

の

　お
　

ブ

ル
ジ

ョ
ワ
小
説

と
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
演

劇

が
転
倒

す

る

こ
と

に
な

る

こ
の
見
解

の
意
義

を

バ

ル
ト
は
積

極
的

に
評
価

し

て

い
る
。

そ

の
点

に
は
喜

ん



で
与

す

る
我

々
は
、

そ

の
大
枠

を

な
す

対
象

範
疇

そ

の
も

の
が

文
学

を
支

配

し
た
事

実

を
わ

す

れ
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

「
何

に
よ

っ
て
」
お
よ
び

「
ど

の
よ
う

に
」
に
た

い
す

る

「
何

を
」
の
優
位

は
、

自
明

の
信

条

と
し

て
、

長

き

に
わ
た

っ
て
文

学
観

の
歴
史

を

つ
ら

ぬ

い
て

い
く

の
だ

か
ら
。

書

簡

に
お
け

る

フ

ロ
ベ
ー

ル
を
別

に
す

れ
ば

、
筆

者

の
知

る

か
ぎ

り
、

二
十
世

紀
初

め

に

ロ
シ

ア

・
フ

ォ
ル

マ
リ

ス
ト
た

ち
が

こ
れ

に
異
論

を
唱

え

る
ま

で
は
、

文

学

は
そ

の
支
配

の
も
と

に
あ

っ
た

。

こ

の
グ

ル
ー
プ

が

「
何

を
」
で
も

「何

の
た

め

に
」

で
も

「
誰

が
」

で
も
な

く
、

「
…

は
ど

の

よ
う

に
作

ら
れ

て

い
る

か
」
と
執
拗

に
問
う

て

い
く

こ
と

の
意
義

を
無

視

し

て
は
な

る

ま

い
。

そ

れ
が
哲

学
者

の

「
ど

の
よ
う

に
」
よ

り

は
個

々

の
作

品

(な

い
し

ジ

ャ

ン
ル
)

の
も

っ
と
微

細

な

〈
手

法

〉
を

い
み
し

た

に
せ
よ

。
主
題

の
優
先

は
西

欧
、

フ
ラ

ン

ス
に
お

い
て
は

一
九
五
〇

年

代
、

サ

ル
ト

ル
ま

で
変

わ

る

こ
と
は

な

い
で
あ

ろ
う

。

し
か

し

『詩

学

』

に
も
ど

ろ
う

。

そ
れ

で

は
、

ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
は

ど

こ
に
位

置
す

る

の
か
。

こ
こ

で

『
詩
学

』

は
断
層

を

み

せ
る
。

「
見
え

る
も

の

は
と

い
え
ば

、
心

を
動

か
す
も

の

で
は
あ

る

が
、

こ
れ

は
術
技

に
は
全

く
無

縁

で
あ

っ
て
詩

学

に
は
属

さ
な

い
。
悲

劇

の
力

は
競
演

や
俳

優

な

し

に
あ

る

の
だ

か
ら

」
(
　

)。

知
性

の
営

み
と

し
て

の
詩

学

は

そ

の
領

域

か
ら

ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
を
、
よ

っ
て
上
演

を
排

除

す

る
。
悲

劇

の
何

た

る

か
は

そ
れ

に
依
存

し

な

い
と

い
う
。

し

か
し

、
上
演

を

な

に
か
非

本
質

的

な
も

の

と
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
悲

劇

は

そ
れ

で
あ

る

こ
と
を

や
め

る
と

い
う

〈
悲

劇

〉
を
演

ず

る

こ
と

に

な

り

は
し
な

い
か
。

概

念

の

分

裂

舞

台

な

き
悲

劇

と

は
な

に

か
。
そ

れ

は
詩

、
今

日

い
わ
ゆ

る
戯
曲

で
あ

る
。

我

々

は

こ
う

し

て
、
悲

劇

の
分
裂

、

そ

の
ふ

た

つ
の
概
念

、

ふ
た

つ
の
現

実

へ
の
離

別

に
た

ち
あ

う
。

『
詩
学

』

は
　

を
強

調
し

(魂

を
動

か

す
、
快

楽
　

観

客

が
悲

劇

の
判
定

者
　

な

が
ら

、
他

方

で
は
異

な

る

レ
ヴ

ェ
ル
で
、
様

々
な
や

り
方

に

よ

っ
て

「
見

え

る
も

の
」
を

除
名

し

て

い
く
。

そ

れ
は

ま
ず
作

品

の
構
成

に
お

い

て
現

れ
る
。

部
分

の
列

挙

と
説

明

の
あ

と
、

『詩

学

』

は

こ
の

「術

技

に
は

ま

っ
た
く
無

縁

(
　

)
の
」

要
素

に

つ
い
て
は

「
俳
優

と



み
な

さ

れ
る

べ
き

L
(
　

)
合
唱

舞
踏

隊

に

つ

い
て
と

お
な

じ
く
、

も

は
や

さ

ほ
ど
論
ず

る

こ
と
は

な

い
。

ほ
か

の
要
素

は

も
ち

ろ

ん
論
義

の
対

象

と
な

る
。
物

語

は
第

七
～

十

四
章
、

第
十

六
～

十

八
章

で
ー

い
か
に

ミ

ュ
ー
ト

ス
が
重

大

で
あ

る

か
!

、

性
格

は
第

十

五
章

で
、

思
惟

　レ
　

は
第

十
九

章

で
、
物

言

い
は
第

二
十
～

二
十

二
章

で
。

最
後

の

レ
ク

シ
ス
が
物

語

に

つ
い
で
し

め
る
特

権
的

な
地

位

は

い
さ

さ

か
意

外

で
あ

ろ
う

。

俳
優

の
セ
リ

フ
が
実

現

す

る
か
ぎ

り

で
は

そ

れ
は
〈
俳

優
術

〉
の
対
象

で
あ

る
と

し
て
、
哲
学
者

は
詩
学

か
ら

こ
れ
を

除
外

す
る

と

い
う

(
　

)。

　め
　

こ
れ
ま

た
追
放

宣

言

で
あ

る
。

し

か
る

に
そ

れ
は
、

と

り
わ

け
書

か

れ
も
す

る
が

ゆ

え

に
も
う

ひ
と

つ
の
知

の
体
系

、
修

辞

学

に

(
ま
た
文

法
学

に
も
。
第

二
十
章

)
属

す

る
。

そ
し

て

そ

の
か
ぎ

り
で

『
詩

学
』

は

こ
れ

を
扱

う
と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

こ
う
し

て
我

々

は
、
西

欧

の
後

世

に
お

　
め
　

い
て
な

が

ら
く
同

伴

し
あ

う

こ
と

に
な

る
ふ

た

つ
の
学

が
、

す

で

に
そ

の
淵

源

に

お

い
て
部

分

的

に
重

な

り
あ

っ
て

い
る

こ
と

を
知

る
。

概

念

の
分

裂

は
、
テ
ク

ス
ト

を
分
節

す

る

い
く

つ
も

の
論
点

に
お

い
て
、
そ

れ
も

つ
ね

に
上
演

の
軽

視

な

い
し
排

除

と

い
う

か
た

ち
で
現

れ

る
。

一
連

の
顕
著

な
例

を
観

察

し
よ

う
。

ま
ず

諸
事

件

の
案
配

の
手
法

と

し
て

の

「
認

知

」
(
　

)
に

つ
い
て
。

理
論

家

は
さ

ま
ざ

ま

な
種

類

の
認

知

の
価
値

を

か
た

る
。

最
高

位

に
は

「
事

柄

そ

の
も

の
か
ら

出

て
く

る
」
(
　

、
物

語

の
筋

が
不

可
避

的

に
も

た
ら

す
認
知

が

く

る
。

　
レ
　

た

い
し

て
、
最
低

の
そ

れ
と

は
標

(
　

)
に
よ

る
も

の
で
あ

る
。

感
覚

さ
れ
見

え

る
も

の

に
属

す

る

〈
蓋

然

的
〉

で
し

か
な

い
し

る
し
。

こ

れ
を
哲

学
者

は
、

叡
盲

り
に

つ
い
て
と

お
な

じ
語

を
も

っ
て

「
術
技

に
も

っ
と
も
無

縁

」
(
　

)
と
評
価

す

る
。

こ
こ

で
も
詩

学

は
ヴ

ィ
ジ

ョ
ン

を

〈
認

知

〉
す

ま

い
と

す
る
。

作

品

の
途

中

か
ら

侵
入

し

た
悲
劇

の
せ
ま

い
定
義

は
、
冒

頭

で
立

て
ら

れ
た

そ

れ

に
矛

盾

し
、
叙

事
詩

に
た

い
す

る

こ
の
ジ

ャ
ン

ル
の
固
有

性

を
無
化

し
か
ね

な

い
。
だ

が

、
そ

れ

は
た
ま

た

ま

の
逸

脱

で

は
な

い
。

な
ぜ

な

ら
ば

、

お
な

じ
否
認

は
悲
劇

の
力

(デ

ュ
ナ

ミ
ス
)
あ

る

い
は

目
的

で
あ

る
恐

れ

と
憐

れ
み

の
議
論

に
お

い
て
も

み
え

る
か
ら

で
あ

る
。

そ

の
く
だ

り

を
読
も

う
。

「
ま

さ

に
そ

れ
ら

を

オ
イ
デ

ィ
プ

ー

ス

の
物

語

を
き

く
者

が
受

け

る

で
あ

ろ
う
。

そ

れ
を
諸

々

の
見

え
る

も

の
に

よ

っ
て
し

つ
ら

え
る

の

は

術
技

に
は

む
し

ろ
無

縁

の

こ
と
で
あ

っ
て
、

コ

ロ
ス
を

編
成

す

る
者

の
仕
事

で
あ

る
」
(
　

)。

こ
れ
は
、

詩
人

と
合

唱

舞
踏

隊
長

あ

る

い
は
む

し

ろ
費

用

を
う

け

も

つ
パ
ト

ロ
ン
と

の
役
割

分
担

、

し
た

が

っ
て

「悲

劇

を
教

え

る
者

」

の
任

務



　　
　

の
限
界

を

示
唆

す

る
件

と
し

て
面
白

い
。

だ

が
、
『
詩
学

』
体
系

に
と

っ
て
奇

妙

な
あ

ぶ
な

い
指

摘

で
あ

る
。
な

ぜ

か
。
人

は
物
語

を

、
散
文

(
　

　
)
に
よ

る

に
せ
よ
、

場
合

に
よ

っ
て

は
韻
文

に
よ
る

に

せ
よ
、

誰

か
が
語

る

と
き

に
聴

く
。

そ

れ
は

(語

ら
れ

る
)

小
説

、
も

し

く

は

ラ
プ

ソ
ド

ス

の
朗

調

す

る
叙
事

詩

の
ご

と
き

も

の
で
あ

ろ

う
。

さ
ら

に
後
者

は
そ

の
韻
文

性

の
脚
枷

を

外

せ
ば
前

者

へ
と
転

落

す

る
。
文

学

の
歴
史

は

こ

れ
を
古
典

時
代

に
実
現

す

る
。

じ

っ
さ

い
、

か
た

や
古
代

派

が
小
説

と
は

「
散
文

に
よ

る
叙

事
詩

」

に
す
ぎ

ぬ
と

き

め

つ
け
れ
ば

、

　　
　

近

代
派

は

ホ

メ
ー

ロ
ス

こ
そ

「
韻
文

に
よ
る
小

説

」

で
し

か
な

い
と

反
駁

し
た
事

実

は
象

徴
的

で

あ

っ
た
。
悲

劇

か

ら

の
物

語
抽

出

の
、

あ

る

い

は
む

し
ろ

ミ

メ
ー

シ
ス

の
ミ

ュ
ー

ト

ス

へ
の
還

元

の
可
能

性

と

は
、
ジ

ャ

ン
ル

に
と

っ
て
不
吉

で
あ
る
。

筋

の
威

力

の
強
調

は

、
悲
劇

が

叙
事
詩

に
よ

っ
て
、

あ

ま

つ
さ

え
小
説

も

ど
き

に
よ

っ
て
そ

の
力
を

発
揮

し

そ

の
目
的

を
達

成

で
き

る
と

の
奇
妙

な
命

題

に
導

き
、

悲
劇

は
そ

の
演
劇

た

る
か
ぎ

り

に

お
け
る
存

在
性

を

奪

い
と

ら
れ

る

か
ら

で
あ

る
。
ジ

ャ

ン
ル
を
支

え

る
も

の

こ
そ
が

ま
た

こ
れ

を
解

体

し

て

い
く

の

で
あ

る
。

だ

が
我

々
は

ま
だ
終

わ

り

(テ

ロ
ス
)

に
き

て
は

い
な

い
。

基

準

の

差

異

ア
ポ

ー

リ
ア

は
ま

た

べ

つ
の
面
を

も

つ
。
先

に
読

み
か

か

っ
た

一
つ
の
條

が

三
大

ジ

ャ

ン
ル

の
あ

い
だ

の
構

造

的
均

衡
を

確
定

す

る
よ

う

に
み

え

る
。

ホ

メ
ー

ロ
ス
と

ソ
ボ

ク

レ
ー

ス
が

模
倣

の
対

象

に

お

い
て
同

じ
タ

イ
プ

の
詩

人

で
あ

る
よ

う

に
、

ソ

ボ

ク

レ
ー

ス
と
ア

リ

ス
ト
パ

ネ
ー

ス

は
様
態

の
基

準

か
ら

し

て
そ
う

で
あ

る

(
　

)。

も
し

も

こ
れ
ら

を

か

つ
結

び

か

つ
離

す

ふ

た

つ
の
基
準

が

お
な

じ
価

値

を
も

つ
の
で
あ

っ

た

な

ら
ば
、

均
衡

は

た
し

か

に
完

壁

で
あ

ろ

う
。

と

こ
ろ
が

そ

ん
な

こ
と

は
な

い
。

す

で

に
読

ん
だ
事

件

構
成

の
重

要
性

に
か

か
わ

る
パ

ラ
グ

ラ

フ
に

お

い
て
、
哲

学
者

は
書

い
て

い
る
。

「
事
柄

と
物

語

と
は
悲

劇

の
目
標

で
あ

る
。

そ
し

て
目
標

は
す

べ
て

の
う

ち
で
最

も
重

大

で
あ

る
」

(
　

)。

模

倣

の
対
象

で
あ

っ
た

ミ

ュ
ー
ト

ス
は
、

こ

こ

で

〈
テ

ロ
ス
〉
な

る
賓

辞
を

う

け
て
昇

格

す
る

。

こ
の
卓
越

性

の
宣

言
を

ど

う
理
解

し

よ
う

か
。

ふ
た

つ
の
拡

大
解

釈

が

ゆ
る
さ

れ

る
で
あ

ろ
う

か
。



①

悲
劇

論

で

の
言

表

の
射

程
を

ほ

か

の
ジ

ャ

ン
ル

に
お
よ

ぼ
す

こ

と
。

こ
の

こ
と

の
正

し
さ

は
、

行
為

(筋

・
物

語

)

の
単

一
性

を

ホ
メ

ー

ロ
ス

を
範

と
し

て
叙
事

詩

に

つ
い
て
説

く
第

八
章

臼
9
器

-N
O
や
第

二
十

三
章

の
存
在

の
事
実

が
暗

黙

に

こ
れ
を

承
認

し

よ
う

。

②

悲
劇

の
部
分

相
互

の
比

較

の
論
議

を

、

「
す

べ
て

の
う

ち
で
」
の
拡

大

に
よ

っ
て
、

区

分

の
基

準

の

レ
ヴ

ェ
ル
に
応

用

す
る

こ
と

。

そ

の
こ
と

に

も
た

い
し

た
障

碍

は
な

い
。

六

つ
の
要

素

と
は

ま
た

三

と
お
り

の
ジ

ャ
ン

ル
区

分

の
基

準

で
あ

る
手
段

/
対

象
/

様

態

が
再
編

成

す

る
も

の
で

あ

っ
た

の
だ

か

ら
。

こ
う

し

て
目
標

に
昇

格
し

た
対

象

に
よ

る
規
定

は
も
う

ふ

た

つ
の
基
準

に
よ

る
そ

れ
よ

り
本
質

的

な
も

の

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

そ

う

す
れ
ば

叙
事

詩

と
悲

劇

と
は

お
な

じ
対
象

(む
し

ろ
優

れ

た
人

の
行
為

)

を
模

倣
す

る

の

で
あ

る

か
ら

し

て
、

そ

の
差

異

は
悲

劇
/

喜
劇

を

わ

か

つ
そ

れ
よ

り

ラ
デ

ィ
カ

ル

で
は
な

い
こ
と

に
な

る
。

パ
ラ

ド
ク

サ

で
あ

る
。

と

い
う

の
も
、
我

々
の
ド

ク

サ
と

は
類

に

お

い
て
ま
ず

詩

(叙
事

詩

)/

演

劇
を

わ

け
る

の
が

様
態

で
あ

り
、

そ

の
下
位

の
種

に
お

い
て

こ
ん

ど
は
対

象

の
基

準
が

演
劇

を

二
分

(悲
劇

/

喜
劇

)
す

る

と

い
う

こ
と

な

の
だ

か
ら

。

こ

こ
に
は
、

彼
方

か
ら
詩

学
を

み

ち
び

く
形
而

上

学
的

目
的

論

に
よ

る

一
種

の
論

理

の
倒

錯

が
あ

り

は
し

な

い
か
。

と
も

あ

れ
ふ

た

つ
の
高

貴

な
ジ

ャ
ン

ル
の
あ

い
だ

の
近
接

性

は
、

す

く
な

く

と
も

ほ

か
の
箇
所

に
よ

っ
て
も
確

認

す

る

こ
と
が

で

き
る
。

親

族

関

係

第

四
章
が

か
た

る
詩

の
生
成

の
歴

史

が
そ

れ

で
あ

る
。

そ

こ
で
ア

リ

ス
ト

テ

レ
ー

ス
は
、
詩

の
起

源

、
発

展

そ
し

て
そ

れ

に
と
も

な

う
通
時

的

な

分
化

の
展

望

を
え

が
く

。
悲

劇

・
喜
劇

の
誕

生

と

い
う
発

展
段

階

の
終

わ
り

を

ひ
ら
く

テ

ク

ス
ト
を

よ
も

う
。

「
悲
劇

と
喜

劇

が
あ

ら

わ
れ

た
と

き
、

そ

の
本
性

か

ら
し

て
そ

れ
ぞ

れ

の
詩

に
専
念

す

る
人

々

の
う

ち
、

あ
る
者

は

イ

ア
ム
ボ

ス
の

で
は
な

く
喜

劇

の
詩

人

に
な

り
、
あ

る
者

は
叙

事
詩

の
で

は
な

く
悲
劇

を

教
え

る
者

に
な

っ
た
。

こ
れ

ら

の
形
式

は
前

の
も

の
よ

り
も

っ
と
大

き

く
も

っ
と
誉

れ
が

高

い
か
ら

で

あ
る

」
(お
鋤
卜。
-9
。

こ

の
件

と
そ

の
文
脈

に
し
た

が

っ
て
、
詩

の
ジ

ャ
ン
ル

の
発
展

の
図

式
を

え
が

く

こ
と

が

で
き

る
。



い
う

ま

で
も

な
く
我

々
の
主

旨

は
、

『詩

学

』
に
お
け

る

ド
ク

サ
と

し

て
の
知

を
、

そ

れ
も
個

別

の
ト
ポ

ス
(
模
倣

、
術

技
、

認
知

、

カ

タ

ル
シ

ス
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

普

遍

性
、

真
実

ら

し
さ

、
急
転

…
)

に

つ

い
て
の

い
か
な

る
思

想

か

で
は
な

く
、

む
し

ろ

そ
れ

ら
が
ど

の
よ
う

に
分
節

さ
れ

る

の
か
を

問
う

こ
と

で
あ

る
。

『
マ
ル
ギ

テ

ー

ス
』

が

ホ

メ
ー

ロ
ス
の
作

か
否

か

に

つ
い
て

は
世

の
註
解

に
ゆ
ず

る
所

以

で
あ

る
。

二
重

の
事

実

に
注

目

し
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

一
は
叙
事

詩

・
悲

劇

の
血
縁

関
係

で
あ
り

、

一
は
親

・
子
が

つ
く

る
尊

厳

の
序

列

で

あ
る
。

す

な
わ

ち
娘

は
先

行

す
る

母
親

の
上

に
位

置

す
る

!

進

化
論

的

な
ヴ

ィ
ジ

ョ
ン

で
あ

る
。
も

っ
と
も

「
よ

り
大

き
く

よ
り

誉

れ

の
高

い
」
と
直

訳

　ね
　

し
た

〈
　

〉

の
意
味

は
か

な
ら
ず

し

も
判

明

で
は
な

い
。

量

の
大

き
さ

は
論
外

と
し

て
も
、

我

々
が

そ
う

理
解

す

る
よ

う

に
、
品
位

や
効
果

や
価

値

の
高

さ
を

い
う

の
か
、

そ
れ

と
も

ひ

ょ

っ
と
し

て
世
評

の
謂

な

の

か
。

も

っ
と
も

こ

の
ふ
た

つ
は
排

除

し
あ

う

と
は

か
ぎ

ら
な

い
。

い
ず

れ

に
も

せ
よ

、
作
者

が

お
な

じ
文

脈

で
、
ジ

ャ

ン
ル

の
変

化
を

本
性

(
　

)
へ
む
け

て

の
歩

み

(
　

)
と

し

て
と
ら

え

て

い
る
事
実

ゆ
え

に
無

限

進
歩

は
語

れ

な

い

、
ま

た
最
終

章

に
み
る
叙

事
詩

に
た

い
す

る
悲

劇

の
優
越

論

を
援

用

す

る
こ

と
が

で
き

る
。

し
か

し
、
ソ
ボ

ク

レ
ー

ス
は

ホ
メ

ー

ロ
ス

に
ま
さ

る

の
か
。

エ
ウ
リ

ピ
デ

ー

ス
は

ア
イ

ス
キ

ュ
ロ
ス

に

(
　

)?

ほ

か

の
評

価

も
あ

り

う

る
。

た

と
え
ば

二
i
チ

ェ
の
そ

れ
が

あ

っ
た
し

、
ま

た
詩

に
二
重

の
意
味

で
の

〈
　

〉
ー

敬

度

+
普

遍

性

(
　

)
(哲

学

者

で
は

こ
れ

が
ポ

イ

エ
ー

シ

ス
を

ヒ
ス
ト

リ
ア

か
ら

分

か

つ

(
　

)

を
要
請

し

て

い
た

ク

ロ
デ

ル
も
、
五
大

詩
人

と
し

て

ウ

エ
ル
ギ

リ

　ね
ソ

ウ

ス
、
ダ

ン
テ
、

シ

ェ
イ

ク

ス
ピ

ア
と

と
も

に
、

ホ

メ
ー

ロ
ス
と
ア

イ

ス
キ

ュ
ロ
ス
を
考

え

て

い
た

ら
し

い
の
だ

か
ら

。

と

に
か
く

こ
れ

ら

の
発

言

が

な
さ

れ
得

た

こ
と

に
我

々
は
驚

け
ば

よ

い
。

じ

っ
さ

い
詩

学
者

は
悲

劇

が

い
ま

や
十
分

に
完

成

に
た

っ
し
た

か
否

か
、

つ
ま

り

そ

の
本

性

を

実

現

し
得

た

か

ど
う

か
と

さ
え
問

い
か

ね
な

い
の
で
あ

る

(
　

)。

詩
の
誕
生

『
イ

リ

ア
ス
』

『
オ

デ

ュ
ッ
セ
イ

ア
』

"
叙
事

詩

(六

脚
律

)

"
高
貴

な

主
題

1
ー

悲

劇

『
マ

ル
ギ

テ

ー

ス
』

"
イ

ア

ム
ボ

ス

(短

長
律

)

"
コ
ミ

ッ
ク
な

主
題

1
↓

喜

劇

(重

い
詩
人

)

臼
祝

い
歌

、
讃

歌

(軽

い
詩
人

)

"
非
難

の
歌

ホ

メ

ー

ロ

ス



ゆ
え

に
そ

の
由

緒

か
ら

し

て
メ

ル
ポ

メ
ネ

ー
は

タ

レ
イ

ア
に
よ

り

は
む

し
ろ

カ
リ

オ

ペ
ー
と

親

し
く
結

ば

れ

て

い
る
。

こ

の
系

譜

の
思

想

は
冒

頭

で
よ

ま

れ
た
芸

術

の
区
分

を

、

そ

の
解

釈

を
乱

さ
ず

に
は
お

か
な

い
。

単
純

に
共

時
態

に
お
け

る
類

/
種

/
亜

種

と

い
う
論

理
的

な
階

梯

上

の

そ
れ

と

お
も
わ

れ
た

(
ゆ
え

に
我

々
は

〈
種

差
〉

を

か
た

っ
た

)
あ

の
三

つ
の
基
準

に
も
と

つ
く

分
類

は
、

じ

つ
は
す

で

に
通

時

の
思
考

に
お

か

さ
れ

、
そ

の
軸

の
う

え

に
位
置

し

て

い
た

の
で

は
な

い
の
か
。

そ

れ
自

体

、
順

次

に
作

動
す

べ
き
区
分

で
は
な

か

っ
た

の

か
。

す

く

な
く

と
も
系

統
図

は

そ

の
こ
と

を
暗

示
す

る
。

対
象

を

も

っ
て

の
区
分

が
出

現

し
、
次

に
、

つ
ま

り
最
後

に
様

態

が
介

入

し

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

対
象

に
よ

る
区

分

が
ま
ず

パ
ラ
デ

イ
グ

マ
を
与

え
、
次

に
様
態

に
よ

る
そ
れ

が

シ

ュ
ン
タ
グ

マ
を
構
成

す

る

と
言

い
換

え

て
も

よ

い
。

し

か
も
後

者

が
ま

た

派

生
な

い
し
変

様

と

い
う
通

時
的

な

動

き
な

の
で

あ

る
。
も

ち

ろ
ん
手

段

は
、
色

・
形

に
よ

る
絵

画

/

メ

ロ
デ

ィ
ー

・
リ

ズ

ム

に
よ

る
音

楽
/

音

楽

●
ロ
ゴ

ス

に
よ

る
悲

劇

な
ど

/

ロ
ゴ

ス

の
み

に
よ

る
無
名

の
も

の

(
い
わ

ゆ
る
文

学
)

…

と

い
う
ぐ

あ

い

に
、

起
源

(
歴
史

)

に

お

い
て
諸

芸

術

を

わ

か
ち
、

本
性

(論

理

)

に
お

い
て
詩

を
規

定

し
た

の

で
あ

る

(
　

)。

三

重

の
思
考

の
糸

が

『
詩
学

』
の

〈
　

〉
を
織

り

あ
げ

て

い
る
。

共
時

シ

ス
テ
ム

の
糸
、

通
時

的
進

化

の
糸

、

そ
し

て

こ
れ
ら

を
貫

き

も

し
く

は

ひ
そ

か

に
導
く

目
的

論

の
糸

で
あ

る
。

そ

れ
が

こ

の
書

を

し

て
豊

か
で

(お

な
じ
文

章

が

ほ
か

の

い
く

つ
も

の
文
章

に
よ

っ
て
照

り

は
え

る

)
、

ど
う

じ

に
不
純

な

(そ

の
取

り
合

わ
せ

が

い

つ
も

馴
染

む

と
は

か
ぎ

ら
な

い
)

言
説

と

し

て

い
る
。

ペ

ル

ソ

ー

ナ

最
後

に
、

ふ
た

た
び
主

題

に
た

ち
帰

っ
て
も

う

ひ
と

つ
の
パ

ラ
デ

イ
グ

マ
を

と
り
あ
げ

よ
う

(戯

曲

の
朗

読

の
そ

れ
　

は
論
ず

る
余
裕

が
な

い
)
。
詩

学

か
ら

の
見

え
る

も

の

の
追

放

は
、
作

者

が
仮

面

の
考

察

に
わ
ず

か

の
行

し

か
あ

て

て

い
な

い
理

由

を
説

明
す

る
。

こ
の
、
日
本

の

神
楽

や
能

と

と

も

に
ギ

リ

シ

ア
劇

を
特

徴

づ

け
る

も

の
の

ひ
と

つ
に
関

し

て

『詩

学
』

は
、
喜
劇

の

マ
ス
ク

に

つ
い
て
二

回
め

だ
た

な

い
言

及

を

し

て

い
る
だ

け

で
あ

る
。

一
に
曰
く

、

「
お

か
し

な
面

は
苦
痛

は

な
し

に
醜

く

ゆ
が

ん

で

い
る
」
(
　

)。

な

る

ほ
ど

そ
れ

は
暗

黙

に
、
悲

劇

の
そ

れ
は
醜

く

は
な

く

し
て
苦

痛

を
あ

ら

わ
す

こ
と
も
意

味

し

よ
う

。
も

う

ひ
と

つ
は
、

仮
面

の
使

用

の
起

源

は
未
詳

で
あ

る
と

の
指
摘

(
　

)



で
あ

る
。

し

か
し
、

も
し

ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
が
全

て
を

、

し
た

が

っ
て
性
格

や
思
惟

(
そ
れ

に
感
情

も

く
わ

え

て
)
を

つ
た

え

る
も

の
で
あ

る

と
す

れ

ば

、

「
見

え
る

も

の
」
の

一
部

で
あ

る

ペ

ル
ソ
ー

ナ
が

ど
う

し

て
そ
れ

を
あ

ら
わ

に
し
な

い
こ
と
が
あ

ろ

う

か
。
じ

っ
さ

い
、

一
方

に
お

い
て
ギ

リ

シ

ア
演
劇

が
も

ち

い
た

こ
れ

ら

ふ
た

つ
の
タ
イ
プ

の
仮

面

を

つ
き
あ

わ

せ
、
他

方
、

こ
れ
ら

と
異
国

の
そ
れ

を
照
合

す

る

な
ら
ば

、
従

姉
妹

の
関

係

に
し

か
な

い
と

さ
れ

た

ふ
た

つ
の
ジ

ャ
ン

ル
の
間

に
、
ジ

ョ
ル
ジ

ュ
・
ビ

ュ
ロ
ー
が
看
破

し
た

よ
う

に
、

じ

つ
は
も

っ
と
深

い
絆
、

「
悲
劇

的

な

も

の
と
滑

稽

な
も

の
と

の
あ

い
だ

の
ひ
そ

か
な
照

応

」
を
見

る
こ

と
が

で
き

た
か

も
し

れ
な

い
。

そ
れ

も

ミ
メ

ー

シ
ス

の
対

象

の
あ

り
方

が
規
定

す

る
テ

ー

マ
の

レ
ヴ

ェ
ル
に
お

い
て
。

あ

の
、

ひ
と

つ
は
苦

悩

し
も

う

ひ
と

つ
は
咲

笑

す
る

「
そ

れ
ら

の
深

い
表
情

の
」
、

す
な

わ
ち

運
命

を
ま

え

　お
ソ

に
し

た

「
錯
乱

の
表

情

の
奇
妙

な
合

致

篇
を

。
強

調

は
す

ま

い
。
そ

れ

は
、

ア
テ

ナ
イ
人

で
あ
り

つ

つ
ク

セ
ノ

ス
、

さ
ら

に

は
バ

ル
バ

ロ
ス
で
も

あ

れ
か

し
と

い
う

不
可
能

な
要

請

で
あ

っ
た

の
だ

か
ら
。

*

『
詩

学
臨
の
考
察

を

終

わ

る
。

お
ひ
ら

き

と
し

て
展
望

を

も

っ
と
明

ら

か
に
す

る

た
め

に
、

こ

こ
に
ま

た

ひ
と

つ
の
、

こ
ん

ど

は
新

し

い
語

、

現

代
批

評

の
造
語

に
言

及

し

よ
う
。　

ハ23
V

ハ24
)

「
演
劇

性

」
で
あ

る
。

こ
れ

は
、

一
九

六
〇

年
代

に

つ
く

ら
れ

た

「
文
学

性
」
(
　

)
に
平

行

す

る
用
語

で
あ

る
。

便
利

な
抽

象
名

詞

化

の
字

、

〈性

〉
を
も

っ
た

文
字

言
語

を
使

用

す
る
者

に
は
意

外

に
思

わ
れ

る
が
、

サ

ル
ト

ル
は
論

外

に
し

て
も

、
ヴ

ァ

レ
リ

の
よ

う

に
文
学
性

の
概

念

を
主
張

し

て
や

ま
な

か

っ
た
人

が

「
文
学

性

し
を
知

ら

な

か

っ
た
よ

う

に
、

ア

ル

ト
オ

の
よ
う

に
、

一
九

三

一
年

の
講
演

い
ら

い

「
特
殊

的

に

　あ
　

演
劇

的

な
も

の
　

を
絶
望

的

に
確

立

し
よ

う
と

し
た

人
も

そ

の
語

は
知

ら
な

か

っ
た
。

こ
れ

を

い
ち
早

く
定
義

し
た
人

の
ひ
と

り

バ

ル
ト

の

{
九

五

四
年

の

テ
ク

ス
ト
を

み
よ

う
。



「
ボ

ー
ド

レ
ー

ル
の
演

劇

の
理

解

の
た

め

に
は
、

ひ

と

つ
の
概
念

が

必
要

に
な

る
。

演
劇

性

の
概
念

で
あ

る
。
演

劇
性

と
は
な

に
か
。

そ
れ

　　
ね

は
演

劇

マ
イ

ナ

ス
テ

ク

ス
ト

で
あ

り

、
書

か
れ

た
梗

概

か
ら
出

発

し

て
舞

台

上

で
築

か
れ

る
記

号
と
感

覚

印
象

の
厚

み
で
あ

る

…

」

文

学

が
と

に
か
く

テ
ク

ス
ト

か
ら
成

る

(
口
承
文
芸

と
て

も
は

や
例
外

で
は
な

い
)

の
に
た

い
し

て
、

演
劇

性

と
は

そ

れ
が

う
ち

に
取

り

こ
ん

で

い
る

も

の
、
文

学
を
排

除

し

た
残
余

だ

と

い
う
。

こ
う
し

て
、
上

演

こ
そ
演
劇

で
あ
り
、

そ

れ

は
文
学

と

は

べ

つ
の
営

み
で
あ

る

と

い
う

こ
と
が

明

確

に
な

る
。

と

こ

ろ
で
演

劇

は
ど

の
よ

う

に
扱

わ

れ

て
き
た

か
。

伝
統

が

こ
れ

を
文

学

と
見
傲

し

が
ち

で
あ

っ
た
事

実

は
、

何

で
も

よ

い
、

い
わ

ゆ

る
文

学

史

の
書

物

を
開

い
て
み

れ
ば
十

分

で
あ

る
。
批

評

は

ま
る

で
小
説

を

研
究

す

る
か

の
よ

う

に
、
や

れ
登

場
人

物

の
性
格

や
心
理

(対

象
)
、
さ

ら

に

は
作

品

か
ら

そ
れ
を

生

ん
だ
人

格

へ
の
興
味

の
す

べ
り

に
よ

っ
て
作
家

(
　

で
は
な

い
)

の
思

想

と
り

わ
け

モ
ラ

ル
を
対
象

と
し

て

き
た

。

レ
ヴ

ェ
ル
を
変

え

て
の

や
は

り

「
何

を
」
の
支

配
。

(
そ
れ
ら

が

そ
も

そ
も
文

学

の
学

の
特
権

的

対
象

で
あ
ら

ね
ば

な

ら

ぬ
と

い
う
証

明

は

ハ
が
　

な

さ
れ

た

の
か
)
。

そ

の
意
味

で
は
、
新

批

評

の
時

代

を
画

し

た

バ

ル
ト

の

「
ラ

シ
ー

ヌ
的
人

間

」
と

て
必

ず

し
も
例

外

で

は
な

い
。

あ

る

い
み

で
、

(
西
欧

)
演
劇

の
歴
史

は
、

我

々
が
注

目

し

た
ふ

た

つ
の
概

念

の
盛

/
衰

の
歴
史

で
あ

っ
た
と

み
得

る
。

ひ

と

つ
の
消
滅

と
、

ひ

ヘ

へ

と

つ
の
誕

生

の
プ

ロ
セ
ス

で
あ

る
。
あ

る

い
は
重

複

し
た

演
劇
概

念

の
純

化
、

つ
ま

り
劇

作
家

の
書

き
手
/

演
出

者

と

い
う
形

で
の
独

立

の
。
そ

し

て
そ

の
徴

候

は
詩

学

の
源

に
お

い
て
す

で

に
現

れ

は
じ

め

て

い
る
。
我

々
は
そ

の
痕
跡

を

た

ど
る

こ
と

を
試

み

た
。

註

釈

(1
)

こ
の
試
論

は
、
現
在
す
す
め
て
い
る
ラ
シ
ー
ヌ
を
中
心
に
し
た

〈
　

〉

に
関
す
る
考
察

の

一
部
を
な
す
。

こ
の
研
究

の
企

て
に

あ
た
り
、
一
九
九
〇
1

一
九
九

一
年

に
か
け
て
筆
者

は
、
セ
ミ
ネ
ー
ル
・
面
談
・書
簡
…
を

つ
う
じ
て
様

受
な
意
味

で
、
殊

に
　

　
諸
氏
の
励
ま
し
と
示
唆
を
う
け
た
。
記

し
て
感
謝
申

し
あ
げ
る
。



(2

)
　

・
文

脈

は

こ

れ
を

〈
　

〉
に
対

比

し

て

い
る
。

む

ろ

ん
〈
　

〉
は
頻

出

す

る

(
　

)。

吟

【

『詩

学

』

の

テ

ク

ス
ト

は
　

)
を

用

い
る

。

こ

れ
は

カ

ッ

セ

ル
の
校

本

(
　

に

よ

っ
て

い
る
。

同

じ

テ

ク

ス
ト

は
　

　
)

に
も

み

え

る
。

他

に
、
　

ω　
ご

今

道

友
信

訳

『詩

学

』
、

ア

リ

ス

ト
テ

レ
ス
全

集

17
、

岩
波

書

店

(
一
九

七

二
)
、

第

二
刷

(
一
九

七

七

)
を

参

照

す

る
。

(3
)
　

.
悲

劇

の
二

大

詩

人

に

つ

い
て

は
、
　

(
　

)
参

照
。

(
4
)
　

…

は
以

下

ミ

と
略

記

)
。

な

お

ス
イ

ユ
版

は

〈
　

〉
を

終

始

〈
　

〉

と
訳

し

て

い
る
。

ミ
メ

ー

シ

ス

の
多
義

性

を
代

補

す

る

た

め

に
同

じ

く

不
明

確

な

訳

語

(上

演

、

再

現
、

表

現

、
表

象

…
)

を

も

っ
て

し

て
解

決

に

な

る

の

か
。

(
5
)

〈
　

)

諸

々
の
読
み

(今
道
訳
、
第
三
章
註

一
、
　

参
照
)
に
対

す
る
新
し

い
読

み

(
　

。
ご

の
根
拠

と
な
る
文
法
的
説
明
は
、
長

い
引
用

に

な
る
が
、
復
元
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

「我

々
は
伝
え
ら
れ
た

テ
ク

ス
ト
を
維
持
す

べ
き
だ
と
考
え
、
次

の
よ
う

に
文
章
を
構
築

す
る
。

一

8
、§

に
は
二
つ
の
不
定
詞
節
が
か
か

っ
て
い
て
、
動
詞
　

は
そ
れ
ら
に
共
通
の
要
因
と
し
て
置

か
れ
て

い
る
。

二

二

つ
の
不
定
詞
節

は
少

々
ち
ぐ
は
ぐ
な
並
行
関
係

に
し
た
が

っ
て
展
開
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
　

に
は
た
だ
　

)
が
応

え
る
。
そ
し

て
こ
れ
は
間
に
く
る

呼
の
系
列

の
中

に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
と
見
え
か
ね
な

い
。



三

第

一
の
不
定
詞
節

に
お

い
て
は
　

は
、
正
常

な
仕
方

で
、
　

の
表
明

さ
れ
て
い
な

い
主
語
と
同
格
に
お
か
れ
て

い
る
。

こ

の

れ
は
つ
づ

い
て
い
く

つ
か
の
岡
格
節

(分
詞

の
み
あ
る

い
は
　

に
導
か
れ
る
分
詞
)
に
よ

っ
て
明
確
化

さ
れ
る
。

四

し
か
し
、
第

二
の
不
定
詞
節

に
お
い
て
表
明
さ
れ
る
主
語
は

い
き
な
り
複

数
、
　

に
か
わ
る
。

そ
れ
は
　

+
分
詞

に
よ

っ
て
ま
た
文
末

に

お

い
て
は

一
種

の
解
説
的

(
　

)
同
格
節
、
つ
ま

り
実
体
詞
化

さ
れ
た
分
詞
　

に
よ

っ
て
展
開

さ
れ
明
確

化

さ
れ
る
。

こ
れ
は
意
味
の
う
え
で
、
文
頭
の
き
わ
め
て
離

れ
た
動
詞
　

を
取

り
直
す
。

五

つ
ま
り
、
『
み
な
が
行
為
し
実
際
に
行
動

に
移
る
限
り

に
お

い
て
表
象
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
表
象
す
る
も
の
た
ち
は
』
、
と
な
る
」
　

　
。

こ
の
説
明

に
続

い
て
我

々
が
本
文

で
す
ぐ
引
周
す
る
解
説
が
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
次

の
パ
ラ
グ

ラ
フ
に
お
い
て
註
解
者
た
ち
は
　

　
な
る
表
現

は
…
登
場
人
物

よ
り
は
も

っ
と

く
俳
優
を
探

す
V
人
物
た
ち
を
カ
ヴ

ァ
ー
す
る
」
と
書

い
て

い
る
。
ピ
ラ

ン
デ

ル
ロ
を
も
じ

っ

た

こ
の

「人
物
」
と
は
俳
優

に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
る
以
前

の
人
物

、
戯
曲

の
人
物
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
同

一
の
件

に
関

す
る
同

一
の
注
解
中

の
、
段
落

か
ら
段
落

に
か
け
て
の
こ
の

「
急
変

」
は
我

々
に
は
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