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芸
術
作
品
の
可
能
性

ク

リ

ス

ト

フ

・
メ

ン

ケ

田

中

均

訳

一
、
芸
術
の
可
能
性
と
現
実
性

芸
術

に
つ
い
て
考
察
を
始
め
る
際
に
な
じ
み
の
方
法
は
、
哲
学
的
探
究
の
こ
れ
も
ま
た
慣
れ
親
し
ま
れ
た
形
式
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
慣

　

　

れ
親

し

ま
れ

た

形
式

は
、

主

張

と
問

い
と

の
二
段

階

に
よ

っ
て
定

義
さ

れ

る
。

こ
の
主

張

と

は
存
在

の
主
張

で
あ
り

、

こ
れ

が
関

係

す

る

の
は
個

々

の
物

で

は
な

く
、

芸

術

作

品

と

い
う

、

物

の

一
つ
の
ク

ラ

ス
で
あ

る
。

こ

の
存

在

の
主

張

に
よ

っ
て
芸

術

に

つ
い

て

の
な

じ
み

の
哲
学

的

思

考

が

始

ま

る

(
あ

る

い
は
、

こ

の
存

在

の
主

張

に
よ

っ
て
哲

学

的

思

考

は

芸
術

を

な

じ

み

の
も

の
と

す

る
と

も

言

え

る

)

の
だ

が

、

こ

の
主

張

は

、

　

　

「
芸

術

作
品

は
存

在

す

る
」

と

述

べ
る
。

第

二

の
段

階

で
あ

る
問

い

は
、

こ
の
種

の
物

、

つ
ま
り

芸
術

作

品

を

可

能

に
す

る
も

の
に
向

け

ら

れ

る
。

暫

定

的

に
述

べ
る
と

、

問

い
は
可

能

化

す

る
潜

勢

力

に
向

け

ら
れ

て
お
り

、

こ
れ

ら

の
物

、

つ
ま
り

芸

術

作
品

は
、

こ

の
潜

勢

力

の
現
勢

化

と

し

て
理

解

で
き

る
。

芸

術

に

つ

い
て

の
思

考

を
始

め

る

な

じ

み

の
方

法

は
、

ま

ず

「
芸

術

作

品

は
存

在

す

る
」

と
主

張

し
、

次

に

「
い
か

に
し

て
そ

れ

は
可

能

か
」

と
問

う

こ
と

で

あ

る
。

こ
れ

は
よ

く
知

ら
れ

た

探
求

法

で
あ

り
、

ソ
ク

ラ
テ

ス
以
来

の
哲
学

の
探

究

法

で
あ

る
。

こ
の
探

究

法

に

と

っ
て
本
質

的

な

こ
と

は
、

物

の
存

195



在

と
存

在

の
仕
方

を

単

に
受

け

入
れ

る

の

で
は
な

く

問

い

た
だ

す

こ
と
、

あ

る

い
は

「
問

題

化

す

る
」

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま
り

、

あ

る
特

定

の
種

類

の
物

の
存

在

と

存

在

の

仕
方

の
う

ち

に
自

明

な
所

与

性

を

見

る

の

で
も

な
く

、

奇

跡

を

見

い

だ

し

て
驚

嘆

す

る

の
で
も

な

く

、

(
ア

リ

ス
ト

テ

　

　

レ

ス
以
来

言

わ

れ

る

よ

う

に
)

一
つ
の

「
問
題

」
(1
)

し

た

が

っ
て
、

わ

れ

わ

れ

が
理

解

(
あ

る

い
は
説

明

)

し

よ

う

と

し
、

ま
た

理

解

な

い
し
説

明

で
き

る
或

る

こ
と

を

見

る

こ
と

で
あ

る
。

そ
し

て

こ
の

(
哲

学

的
)

説

明

の
形
式

は
、

わ

れ

わ
れ

が

そ

の
現

実

性

を

可
能

性

の
実

現

と
し

て
記

述

す

る
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

わ

た
し

は
直

ち

に

こ
の
理

解

の
形

式

に

つ

い
て
述

べ
よ

う

と

思

う

が
、

そ

の
前

に
、

(
存

在

の
)

主
張

と

(可

能

性

の
)

問

い
と

の

二
段

階

を

　

　

　

　

ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
か
と
い
う
短
い
注
釈
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
作
品
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
問
い
に
答
え
る
こ
と

　

　

　

が
可
能

で
あ
る
以
前
に
、
芸
術
作
品
の
存
在
を
確
実
に
主
張
で
き
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
二
段
階
を
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
芸
術
作
品
は
い
か

に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
答
え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
可
能
性
は
現
実
性
に
先
立

つ
。
す

な
わ
ち
、
芸
術
作
品
が
可
能
で
あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ
が
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ

こ
の
ク
ラ
ス
の
物

が
実
際
に
存
在
す
る
か
も
知
る
こ

　

　

　

　

　

と

は

で
き

な

い
。

ゆ
え

に
、
芸

術

作

品

の
可

能

性

に

つ
い

て

の
問

い
は
、

同

時

に
芸

術

作

品

の
現

実

性

に

つ
い

て

の
問

い
に
他

な

ら

な

い
。

ゆ

え

に
、

「
芸

術

作

品

は
存

在

す

る

。

い
か

に

し

て

そ
れ

は

可
能

か
」

と

い
う

、

な

じ

み

の
哲

学

的

探

究

の
従
来

の
表

現

を

、

以

下

の
表

現

に
置

き

換

え

る

こ
と

が

で
き

る
だ

ろ

う
。

「芸

術

は
存

在

す

る

と
わ

れ

わ

れ

は
思

う
。

そ
れ

は
現

実

に
存

在

す

る

の
か

」
。

ど
ち

ら

の
問

い

芸

術

作

品

は

い
か

に
し

て
可
能

か

、

そ

し

て
、

芸

術

作
品

は
現

実

に
存

在

す

る

か

へ
の
答

え
も

同

じ

で
あ

る
。

以
上

の

こ
と

は
、

芸

術

哲
学

の
な

じ

み

の
探

究

プ

ロ
グ

ラ

ム
が

明
示

的

に
模

倣

し

て

い
る

問

い
を

参

照

す

る

こ
と

で
明

ら
か

に
な

る
。

す

な

わ

ち
、

カ

ン
ト

の
第

一
批
判

に

お

け

る
問

い

「
い
か

に

し

て
純

粋

数
学

と
純

粋

自

然

科

学

は

可
能

か
」
、

そ

し

て
第

二
批

判

に
お

け

る
問

い

「
い
か

に
し

て
道

徳

的

判

断

つ
ま

り
理

性

的

な

自

己

決
定

は
可

能

か

」

と

い
う

も

の

で
あ

る

。

確

か

に

カ

ン

ト

は
以

下

の
よ

う

に
述

べ
て

い
る
、

「
こ
れ

ら

の
学

問

は
実

際

に
存
在

し

て

い

る

の
だ

か

ら

(
2
)、

適

切

な
問

い

は
、

そ
れ

ら

は

い
か

に
し

て
可

能

か

と

い
う

も

の

で
あ

る
。

な

ぜ
な

ら

、

そ

れ

ら

が
可

能

で

な

け
れ

ば

な

ら
な

い

こ
と

は

、

現

実

性

に
よ

っ
て
証

明

さ

れ

て

い

る
か

ら

で
あ

る
」
(
3
)。

し

か

し

こ

の

よ
う

な

存

在

の
主

張

と
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可
能
性

の
問
い
の
継
起
は
誤
解
を
招
く
。
な
ぜ
な
ら
、
(単
に
多
か
れ
少
な
か
れ
確
か
ら
し
い
仮
説
で
は
な
く
)
合
法
則
的
な
関
係
に
つ
い
て
の

　

　

自
然
科
学
的
な
知
識
や
、
(単
に
多
か
れ
少
な
か
れ
利
己
的
な
動
機
か
ら
で
は
な
く
)
法
則
に
対
す
る
尊
敬
だ
け
に
基
づ
く
道
徳
的
行
為
が
実
際

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に
存

在

す

る

か

ど

う
か

は

、

カ

ン

ト

に
よ

れ
ば

、

そ

の
可

能

性

に

つ

い
て

の
問

い

そ

の
よ

う
な

知

識

や
行

為

が

い
か

に
し

て
可

能

か
と

い
う

　

　

　

　

問
い
、

そ
し
て
そ
れ
が
果
た
し
て
可
能
か
と
い
う
問
い

に
答
え
て
初
め
て
決
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

(自
然
)
法
則
に
つ
い

て
の
知
識
や
道
徳

(法
則
)
に
基
づ
く
行
為
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
哲
学
的
な
問
い
は
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
疑
問
の
余
地
な
く
確
定

し
て
い
る
も
の
を
い
か
に
し
て
説
明
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
で
し
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
本
当
は
、
知
識
と
道
徳
の
可
能
性
に
つ
い
て

　

　

の
問

い

で
は

そ

の
現

実

性

が

問

わ
れ

て

い
る
。

な

ぜ

な

ら
、

そ

の
可
能

性

を

理

解

し

な

い
な

ら
ば

、

そ
れ

は

ま

た
存

在

も

し
な

い
か

ら

で
あ

る
。

芸

術

に

つ
い
て
も

同

じ

で
あ

る
。

芸
術

の
可

能

性

に

つ
い

て

の
問

い
の
答

え

を
獲

得

し

、
納

得

の

い
く

芸
術

概

念

を

展
開

で
き

な

け

れ
ば

、

芸

術

作

品

が

現

実

に
存

在

す

る

か

ど
う

か

知

る

こ
と

が

で
き

な

い
。

し

た
が

っ
て
芸
術

の
可

能
性

に

つ
い

て

の
哲

学

的

な

問

い

は
大

し

た

こ
と

の
な

い
問

い

で
は

ま

っ
た
く

な

い
。

そ

こ

で
は
芸

術

の
理

論

だ

け

で
な

く
現

実

性

が

賭

け

ら
れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

と

い
う

の
も
、

現

実

性

の
基

底

に

把
握

が

あ

る

の
で

あ

っ
て
、

そ

の
逆

で
は

な

い
か

ら

で
あ

る
。

二
、
芸
術
の
不
可
能
性

ソ
ク

ラ
テ

ス

(
ソ
ク

ラ

テ

ス
か

ら
カ

ン
ト

ま

で
、

さ

ら

に

そ
れ

以
降

の
)

哲
学

は
、

可

能

性

に

つ
い

て

の
問

い

に
答

え

る

こ
と

に
よ

っ
て
或

る

現
象

を

理

解

し

よ
う

と

す

る

が
、

で
は

哲
学

は

こ

の
問

い
を

ど

の
よ

う

に
理

解

し

て

い
る

の
か
。

可

能

性

の
条

件

に

つ
い
て
問

う

と

き
、

つ
ま

り
、

或

る

こ
と

　

　

を
可

能

に
す

る

も

の

に

つ
い
て
問

う

と

き
、

わ
れ

わ

れ

は
何

に

つ
い
て
問

う

て

い
る

の
か

。
哲

学

は

こ

の
問

い
を

成

功

の
可

能

性

に

つ
い

て

の
問

い
と

し

て
理
解

す

る
。

よ
り

正

確

に
言

う

と

、

わ

れ

わ

れ

は

い
か

に
し

て
或

る

こ

と

を
成

功

さ

せ

る

そ

し

て

そ
れ

に
よ

っ
て
わ

れ

わ

れ

が

　

　

　

「
主

体
」

(
認

識
、

道

徳

、

芸
術

の
)

と

な

る

こ
と

が

で
き

る

の
か
と

問

う

の
で
あ

る

(4
)。
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こ

れ

は
以

下

の
よ

う

に
理

解

で
き

る

。

認
識

や
道

徳

の
行

為

は
、

成

功

ま

た

は
失

敗

し

う

る
遂

行

の
領

域

に
属

し

て

い
る

。

「
認

識

」

と

「
道

徳

」

と

は
成

功

の
表

現

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て

そ
れ

ら

が
指

し

て

い
る

の

は
、

努

力

や
実

行

の
成

就

し

成

功

し

た
結

果

で
あ

る

(
そ

の
反

対

は
、

誤

謬

や
利

己

主

義

と

い

っ
た
失

敗

の
形

態

で
あ

る
)
。

ゆ

え

に
、

可

能

性

に

つ
い
て

の
哲

学

的

な

問

い
と

は
、

あ

る

遂

行

が

(
誤
謬

で

は
な

く

)

認
識

で
あ

っ
た

り

、

(
利

己

的

な

行
為

で

は

な
く

)

道

徳
的

行

為

で
あ

っ
た

り

す

る

た

め

に

は

つ
ま

り
、

或

る
遂

行

が

成
功

す

る

た
め

に
は

何

が

前

提

と
さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
か

、

し

た

が

っ
て
、

い
か

な

る
条

件

が

満

た
さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い
か

、

と

い
う
問

い

で
あ

る
。

こ

の
条

件

　

　

が
成
功
を
可
能
に
す
る
。
つ
ま
り
認
識
な
い
し
道
徳
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
可
能
性
の
概
念
は
、
論
理
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
実
践

的
な
意
味
も
持

っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
成
功
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
実
践
の
成
功
を
引
き
起
こ
し
、
さ
ら
に
は
保
証
す
る
こ

　

　

　

　

と
を
わ
れ
わ
れ

わ
れ
わ
れ
主
体

に
可
能
に
す
る
潜
勢
力
を
確
か
め
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
成
功
の
可
能
性
に
つ
い
て

　

　

　

の
問
い
は
、
わ
れ
わ
れ
が
実
践
を
遂
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
能
力

へ
と
至
る
。
問
い
は
、
能
力
と
し
て
の
可
能
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
能
力
を

持

つ
者

は
、
或
る
事
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
或
る
事
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
い
か
に
し
て
認
識
と
道
徳
は
可

能
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
は
、
わ
れ
わ
れ
が
認
識
し
道
徳
的
に
判
断
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
能
力

へ
と
導
く
。

つ
ま
り
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
的

に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
対
象
を
分
類
す
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
印
象
を
総
合
し
概
念
を
使
用
す
る
能
力
で
あ

っ
た
り
、
道
徳
的
判
断
の
場

合
に
自
律
的
に
法
則
に
よ

っ
て
吟
味
す
る
理
性
的
能
力
で
あ
る
。
哲
学
は
可
能
性
の
条
件
に
つ
い
て
の
問
い
を
、
主
体
と
そ
の
能
力
に
つ
い
て
の

問
い
と
し
て
理
解
す
る
。

こ
う
し
た
哲
学
的
理
解
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
さ
か
の
ぼ
り
、
(そ
の
定
式
を
こ
こ
で
私
が
踏
ま
え
た
)
カ
ン
ト
も
ま
た
常

に
そ
の
よ
う
に
理
解
し

　

　

た
。

し

か

し

、
芸

術

も

こ

の
よ

う
な

仕

方

で
哲

学

的

に
理
解

し

た

り

「
説

明

」

し

た
り

で
き

る

の
か

、

と

い
う
疑

い
も

ま

た

ソ
ク

ラ

テ

ス
に
さ

か

の
ぼ

る
。

す

な

わ
ち

、

ソ
ク

ラ

テ

ス
は

認
識

と

道

徳

の
可

能

性

に

つ

い
て
問

う

こ
と

が

で
き

る

と
考

え

た

が
、

同

じ

仕
方

で
芸

術

の
可
能

性

に

つ

い
て
問

う

こ
と

が

で
き

る

の
か
、

つ
ま

り
、

答

え

を

展
望

し

つ

つ
こ
の
問

い
を

立

て

る

こ
と

が

で
き

る

の
か

と

い
う

疑

い
を
彼

は

持

っ
た

の

で
あ

る
。

よ

く
知

ら

れ

て

い
る
よ

う

に

ソ
ク

ラ

テ

ス
は
芸
術

家

を
批

判

し
、

芸
術

家

が

も

た
ら

す
楽

し

み

に
も

か
か

わ

ら
ず

(あ

る

い

は
そ

れ
ゆ

え

に
)
、
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芸
術
家
を
都
市
か
ら
追
放
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
批
判
の
核
心
は
、
芸
術
の
可
能
性
を
哲
学
的
に
理
解
す
る
こ
と
の
可
能
性

へ
の
疑
い
に
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
芸
術
批
判
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
哲
学
的
探
求
は
芸
術
に
は
適
用
で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
芸
術
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
認
識
や
道
徳
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
問
い
と
は
反
対
に
、
芸
術
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
問
い
に
は
決
し
て
答
え
が
与
え
ら
れ
な
い
。
芸
術

は
哲
学
的
に
把
握
不
可
能
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
芸
術
の
可
能
性
を
把
握
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。

す

な

わ

ち
、

叙

事
詩

の
作

者

た
ち

で
、

す
ぐ

れ

て

い
る

ほ
ど

の
人

た

ち

は
す

べ
て
、

技

術

に
よ

っ
て

で
は

な
く

、
神

気

を

吹

き

こ
ま

れ

(げ
甲

σq
o
巨

窪

)
、

神

が

か

り

に
か

か

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

そ

の
美

し

い
詩

の

一
切

を

語

っ
て

い
る

の

で
あ

り

、

そ

の
事

情

は
、

叙

情

詩

人

た

ち

に

し

て
も

、

そ

の
す

ぐ

れ

た
人

た

ち

に
あ

っ
て
は

同

じ

こ
と

な

の
だ
。

つ
ま

り
、

叙

情

詩
人

た
ち

も

ま

た
、

ち

ょ
う

ど

コ
リ

ュ
バ

ン
テ

ス

の
信

徒

た

ち

が
、

正
気

を

保

ち

な
が

ら

踊

る

の

で
は

な

い

よ
う

に
、

同

様

に
、

正
気

を

保

ち

な

が

ら

そ

の
美

し

い
詩

歌

を

つ
く

る

の

で
は
な

い
。

む

し

ろ

彼

ら

が
調

和

や
韻

律

の
中

へ
踏

み

こ
む

と

き

は
、

彼

ら

は
、

狂

乱

の
状

態

に
あ

る

の
だ

。

そ

し

て
、

ち

ょ
う

ど
バ

ッ
コ

ス
の
信

女

た

ち

が

、

河

か

ら
蜜

や

乳

を
汲

み
あ

げ

る

の

は
、

神

が

か
り

に
か

か

る

こ
と

に
よ

っ
て

で
あ

っ
て
、

正

気

の
ま

ま

で

い
た

の

で
は

そ

う

は

で
き

な

い

の
と

同

じ
よ

う

に
、

叙

情

詩

人

た
ち

の
魂

も

ま

た
、

神

が

か
り

に
か

か

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

彼

ら

み
ず

か

ら

が
語

っ
て

い
る

そ

の
と

お

り

の

こ
と

を
行

っ
て

い
る

の
だ

。

と

い
う

の
も

、
思

う

に
詩

人

た
ち

は
、

わ

れ

わ
れ

に

こ
う
語

っ
て

い
る
か

ら

だ

彼

ら

は
、

あ

た
か

も

蜜

蜂

さ

な
が

ら

に
、

彼

ら

み
ず

か

ら

も
飛

び

か

い
な

が

ら
、

ム

ゥ
サ

の
女

神

た

ち

の
庭

や

谷

に
あ

る
蜜

の
泉

か

ら
、

そ

の
詩

歌

を

つ
み

と

り
、

わ

れ

わ

れ

の
も

と

に
は

こ

ん

で
く

る

の
だ
と

。

そ

の
彼

ら

の
言

葉

は
、

真

実

で
も

あ

る

わ

け
だ

。

と

い
う

の
も

、
詩

人

と

い
う

も

の

は
、

翼

も

あ

れ

ば
神

的

で
も

あ

る

と

い
う
、

軽

や
か

な

生

き
も

の

で
、

彼

は
、

神

気

を
吹

き

こ
ま

れ
、

吾

を

忘

れ

た
状

態

に
な
り

、

も

は

や
彼

の
中

に
知

性

の
存

在

し

な

く

な

っ
た

と

き

に

は
じ

め

て
、

詩

を

作

る

こ
と

が

で
き

る

の

で
あ

っ
て
、

そ
れ

以
前

に

は
、
不

可

能

な

の
だ

(
5
)。
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ソ
ク

ラ

テ

ス
に

よ
れ

ば

詩

作

は

「
神

的

な
狂

気

と

愚
依

」

で
あ

り
、

「
い
ず
れ

に
せ

よ

[
…
]
、

自

分

自
身

と

そ

の
真

理

に

つ
い

て
説

明

で
き

る

　

　

　

　

よ

う

な
知

識

で
も

な

く

能

力

で
も

な

い
」
(
6
)。

詩

作

や
、

さ

ら

に

一
般

的

に
わ

れ

わ

れ

が

「
芸

術

」

と

呼

ぶ

も

の

は
、

ソ

ク

ラ

テ

ス

に
と

っ
て

テ
ク
ネ
　

は

「
芸

術

」

で
は

な

い
。

な

ぜ

な

ら
、

修
練

に
よ

っ
て
獲

得

さ

れ

た
実

践

的

能

力

の
自

覚

的

で
制

御

さ

れ

た
行

使

、

つ
ま

り
技

術

で
は

な

い
か

ら

で
あ

る
。

む

し

ろ

詩

作

は
慧

依

状

態

に
お

い

て
神

の
息

吹

を

吹

き

こ
ま

れ

て
起

き

る

。

し

た

が

っ
て
ま

た

、

「
主

体

」

と

い
う
表

現

を

以

前

用

い

た

と
き

の
意

味

で

は
、

詩

人

は

「
主

体
」

で
は
な

い
。

な

ぜ
な

ら
、

〈
で
き

る
者

〉

(困
α
目

①↓)

で

は
な

い
か

ら

で
あ

る
。

す
な

わ

ち
、

自

分

の
能

力

に

よ

っ
て
或

る
事

を

成

功

さ

せ
た

り

可
能

に
し

た

り

で
き

る
者

で
は
な

い
か

ら

で

あ

る
。
詩

作

に
お

い

て
は
主

体

性

の
喪

失

が

生

じ

て

い

る
。

言

い
換

え

れ

ば
、

詩

作

は

主

体
性

の
喪

失

か

ら
生

じ

る
。

ゆ
え

に
詩

作

は
把

握

す

る

こ
と

が

で
き
な

い
。

詩
作

は
主

体
的

な
能

力

の
適

用

に
お

け

る
成

果

で
は

な

く
、

ゆ

え

に
そ

の
可

能

性

を
見

通

す

こ
と

が

で
き

な

い
の

で
、

哲
学

的

に
把

握

で
き

な

い

の
で
あ

る
。
詩

作

は
神

の
息

吹

を

吹

き

こ
ま
れ

て
生

じ

る

と

い
う

言

明

は
、

詩

作

は

い
か

に
し

て
可

能

で
あ

る
か

と

い
う

ソ
ク

ラ

テ

ス
的

-

哲

学

的

な
問

い

へ
の
も

う

一
つ
別

の
答

え

で

　

　

は

な

い
。

詩

作

は
神

の
息

吹

を
吹

き

こ
ま

れ

て
生

じ

る

と

い
う

こ

の
答

え

は
、

答

え

で

は
な

く
、

答

え

の
拒
絶

で
あ

る
。

ソ
ク

ラ
テ

ス
が
芸

術

の

可
能

性

に

つ
い
て

の
問

い

に
与

え

る
答

え

は
、

こ

の
問

い

が
芸

術

に

つ
い

て
は

答

え

る

こ
と

が

で
き

な

い
と

い

う
も

の

で
あ

る
。

ソ
ク

ラ

テ

ス

に

よ

れ
ば

芸

術

は
不

可

能

で
あ

る

(
そ
し

て
そ
れ

ゆ

え

に
、

上

記

の
よ

う

に
、

そ

の
現

実

性

も

ま

た
不

確

実

で
あ

る
)
。

こ

の
答

え

は

正

し

い
。

こ
の
答

え

は

ひ

た
す

ら

正

し

く
理

解

せ

ね
ば

な

ら

な

い
。

そ

の
た

め

の
第

一
段

階

は
、

こ

の
答

え
を

積

極
的

に
読

む

こ

と

で
あ

る
。

つ
ま
り

、

逆

説

の
定

式

化

と

し

て
読

む

こ
と

で
あ

る
。

そ

の
よ

う

に
読

む

場

合
、

芸

術

に

つ
い
て

の

ソ
ク

ラ

テ

ス
の
主

張

は
以

下

の

よ

う

に
な

る
。

芸

術

は
不

可

能

で
あ

る
、

そ
れ

ゆ

え

に
芸

術

は

可

能

で
あ

る
。

芸
術

は

哲
学

的

に

理
解

さ

れ

た
可

能

化

と

い
う

意

味

で
は

不

可

能

で
あ

る

が

ゆ

え

に
、

(
ま

た

そ

の
場

合

に

の

み
)

可

能

で
あ

る
。

芸

術

を
可

能

に
す

る

の
は

そ

の
不

可
能

性

で
あ

る
。

以

下

で
は

こ

の
テ

ー
ゼ

を

説

明

す

る

が
、

ま
ず

ヴ

ァ
レ
リ

ー

と

と
も

に
、

こ

の
逆
説

を
根

拠

づ
け

る

も

の

を
示

す

(
三

)
。

そ
し

て

ニ
ー

チ

ェ
と
と

も

に
、

こ

の
逆

説

を
解

消

す

る

こ
と

は

で
き

な
く

と
も

、

い
か

に
し

て

「
非

悲
劇

的

」

に
、

し
た

が

っ
て
積
極

的

に
読

む

こ
と
が

で
き

る

の
か

を
示

す

(
四
)
。
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三
、
制
作
と
作
品
の
逆
説

ヴ

ァ

レ

リ

ー

ポ

ー

ル

・
ヴ

ァ
レ
リ

ー

の

コ
レ

ー

ジ

ュ

・
ド

・
フ

ラ

ン

ス
就

任

記
念

の
詩

学

講

義

(
一
九

三

七
年

)
(7
)
は

、

詩

作

に

つ
い

て

の
或

る
見

方

に

取

り
組

ん

で

い
る
。

こ

の
見
方

は
、

一
見

し

た
と

こ
ろ
、

そ
し

て
さ

ら

に
も

う

一
度

見

た

と

し

て
も

、

詩

作

の
理

解

は
不

可

能

で
あ

る

と

い
う

ソ

ク

ラ

テ

ス
の
主

張

と

は
反

対

の
方

向

に
最
も

極

端

に
進

ん

で

い

る
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

ヴ

ァ
レ
リ

ー
は

詩
作

の
理
解

を

「
ポ

イ

エ
チ

ッ
ク
」

(
P
O
い
)

【
邦

訳

四

七

二
頁

、

一
五
〇

頁

】

と

し

て
定

義

す

る
。

こ
れ

は

「
制

作

」

に

つ
い

て

の
学

で
あ
り

、

「
制

作

」

は

「
作

品

」

に
お

い

て
完

成

す

る

(P
O
ひ
)

【
邦

訳

同

所

】
。

こ
れ

は
、

ソ
ク

ラ

テ

ス
の
詩

作
批

判

に
対

す

る

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス

の
答

え
を

想

起

さ

せ

る
。

す

な

わ
ち

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス

は

ま
さ

に
、

詩
作

と

い
う

仕
事

を
成

功

可
能

に
す

る

手
段

と
技

術

を
探

求

す

る

こ
と
を

課

題

と

す

る

「
詩
学

」

と

い
う

理
論

の
形

式

を
創

設

し

た

の

で
あ

る

(8
)
。

し

か

し
ヴ

ァ
レ
リ

ー
は

同
時

に
、

詩

の
制

作

と
詩

の
成

功

、

つ
ま

り
作

品

の
産

出

と

の
間

に

は
、

独

特

の
緊

張

関
係

が

支

配

し

て

い
る
と

指

摘

す

る
。

こ
の
緊

張

関

係

は

、

「
制

作

活

動
」

が

し
ば

し

ば

「
制

作

さ

れ

た
物

に
対

す

る

よ

り
も

一
層

の
喜

び

を

も

っ
て
、

そ
れ

ど

こ
ろ

か

よ
り

一
層

の
情
熱

を
も

っ
て

[見

ら

れ

る
]
」

(P
O
刈
)

【
邦

訳

四
七

三

頁

】

こ
と

に
暗

示

さ

れ

て

い
る
。

し

た

が

っ
て
、

「
制

作

活

動

」

は

詩

学

な

い
し

「
ポ

イ

エ
チ

ッ
ク
」

が

意

図

す

る

の
と

は

違

っ
て

「
制

作

さ
れ

た

物

」

へ
と
導

か

ず

、

そ

こ
か

ら
遠

ざ

け

る

の

で
あ

る

。

制

作

と

作

品

の
間

に

は
不

一
致

が
あ

り
、

乖

離

が

あ

り
、

そ
れ

ど

こ
ろ
か

架

橋

不
可

能

な

断
絶

が
あ

る

。

な

ぜ

な
ら

、
制

作

か

ら

作

品

に

は
決

し

て
到

達

し

な

い
か

ら

で
あ

る
。

制

作

は

作
品

を

制

作

せ

ず
、

作

品

は
制

作

に
よ

っ
て
制

作

さ

れ

る

の

で
は

な

い
。

ヴ

ァ
レ
リ

ー

は
、

一
連

の
徐

々

に
先

鋭

化
す

る
診

断

と

い
う

形

で
こ

の
洞

察

を
表

現

し

て

い
る
。

第

一
の
診

断

に
よ

れ
ば

、

或

る

も

の
を

制

作

し

よ
う

と

す

る
人

、

つ
ま

り
制

作

者

に
と

っ
て
、

制

作

に
注

意

を

向

け

る

こ
と

は
制

作

を

頓
挫

さ

せ

て
し

ま

う
。

自

分

が
或

る
も

の
を

い
か

に
し

て
制

作

す

る

か

に
注

意

し

て

い
る
人

は
、

も

は

や
制

作

で
き

な

い
。

そ

の
人

は

可
能

化

の
能

力

す
な

わ

ち

成
功

さ

せ

る
能

力

を

失

う

の
で
あ

る
。

例
え
ば
、

一
人
の
詩
人
が
、
彼
の
根
源
的
な
能
力
、
彼
の
直
接
的
な
生
産
力
を
、
分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
損
な
わ
な
い
か
と
恐
れ
る
と
し
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て
、

そ

れ

が
当

然

で
あ

る

こ
と

は

理
解

で
き

ま

す
。

彼

は
そ

れ

ら

の
力

を
、

自

己

の
芸
術

を
鍛

錬

す

る

以
外

の
や

り
方

を

も

っ
て
探

る

こ
と

を

、

ま

た
論

証

的

理

性

に

よ

っ
て

い

っ
そ
う

完

全

に

そ
れ

を
統

御

す

る

こ
と

を
本

能

的

に
拒

否

し

ま

す
。

わ
れ

わ

れ

の
最

も

単
純

な
行

為

、

わ

れ

わ

れ

の
最

も

身

に

つ
い
た

仕

草

で
も

、

も

し

わ

れ
わ

れ

が

そ
れ

を

行

う

た

め

に
絶

え

ず
頭

に
思

い
浮

か

べ
、

ま

た

そ
れ

を

根
底

か

ら

認

識

し

て

い
な

け
れ

ば

な

ら

な

い
と

し

た

ら
、

そ

れ

ら
を

や
り

と
げ

る

こ
と

は

で
き

な

い

で
し

ょ
う

し
、

わ
れ

わ

れ
自

身

の
有

す

る

ほ

ん

の
わ

ず

か

な

能

力
も

わ

れ

わ

れ

の
妨

げ

に
な

る

で
し

ょ
う
。

ア
キ

レ

ス
が

空

間

や
時

間

の

こ
と

を
思

案

し

て
い

て

は
、
亀

を
追

い
越

す

こ
と

は

で

き

ま

せ

ん
。

(P
O
ひ
)

【
邦

訳

四
七

三

頁

、

一
五

一
頁

】

202

制
作

に
つ
い
て
考
え
る

(そ
れ
を
認
識
し
分
析
す
る
)
こ
と
は
、
制
作
と
し
て
の
制
作
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
。
制
作
は
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
思
考
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
制
作
に
つ
い
て
認
識
す
る
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
そ
の
制
作
は
成
功
す
る
制
作
で
は
な

　

　

　

　

　

い
か

ら

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て

(お

そ
ら

く

は
)

以

下

の

よ
う

に
主
張

で
き

る

だ

ろ

う
。

作

品

は
制

作

か

ら
生

じ

る
が
、

い
か

に
し

て
そ
れ

が

制

　

　

　

　

 
作

か

ら
生

じ

る

か
を

理

解

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
と

。
制

作

を

追

遂
行

【
思

考

に

お

い

て
再
度

遂

行

】

す

る

こ
と

で
作

品

は
わ

れ

わ

れ

か

ら
逃

れ

て
無

意

味

な

も

の
、

把

握

で
き

な

い
も

の

に
な

る

。

制

作

と

い
う

観

点

か

ら

見

る

と
、

作

品

は
不

可

能

性

と

い
う

物

で
あ

る

。

つ
ま

り

非

-
物

【
あ
り

え

な

い
物

】

(d
〒
島
昌
σq
)

で
あ

る
。

ヴ

ァ
レ
リ

ー

が
作

品

に
与

え

る

一
連

の
非

-

言

葉

(d
⇒
ーぐ
～
α
訴
O
↓)

【
否

定

の
言

葉

】

か

ら

二

つ
の
例

を
挙

げ

よ
う

。

　

　

　

(
一
)
作
品
の
不
均
衡

巨
大
な
記
念
碑
を
鑑
賞
し
、
そ
の
衝
撃
を
感
じ
る
に
は

一
瞥
で
十
分
で
し
ょ
う
。
二
時
間
の
う
ち
に
、
悲
劇
詩
人
の
全
て
の
計
算
、
彼
が
自

ら
の
作
品
に
秩
序
を
与
え
、
詩
句
を

一
行

一
行
作
る
た
め
に
費
や
し
た
あ
ら
ゆ
る
労
苦
が
、
あ
る
い
は
作
曲
家
が
作

り
あ
げ
た
和
音
や
楽
器



の
全
て
の
組
み
合
わ
せ
が
、
あ
る
い
は
ま
た
哲
学
者
の
全
て
の
省
察
お
よ
び
、
彼
が
自
己
の
思
想
の
決
定
的
な
構
成

を
見
出
し
、
承
認
す
る

時
を
待
ち
な
が
ら
、
自
己
の
思
想
の
歩
み
を
緩
め
た
り
、
ひ
き
と
め
た
り
し
た
年
月
の
全
体
が

、
こ
れ
ら
全
て
の
信
条
の
行
為
、
選
択

の
行
為
、
精
神
的
な
取
り
引
き
の
行
為
が
、

つ
い
に
完
成
し
た
作
品
の
状
態
と
な
っ
て
、
知
的
労
働
の
こ
の
巨
大
な
充
電
の
励
起
に
突
然
に

　

　

　

　

　

出

会

っ
た

他
者

の
精

神

を

打

ち
、

驚

か

し
、

眩

惑

し

、

も

し

く

は
狼

狽

さ

せ

ま

す
。

そ

こ

に
は
不

均

衡

【
度
外

れ
】

(α
σヨ
。
。。自
ρ

d
暑

o}
匿

邑

。・
ヨ
農
粛
ざ
ご

の
働

き

が
あ

る

の

で
す
。

(P
=
)

【
邦

訳

四
七

七

頁

以
下

、

一
五
六

頁

以

下

】

作

品

の
不

均
衡

の
意

味

は
、

芸

術

家

の
行

為

と

、
他

人

に
対

す

る
作

品

の
作

用
と

そ

の
作

用

の
仕

方

と

の
間

の
不
相

応

(之
ぢ
葺
o
巨
。。嘆
8
冨

昌
αq
)

で
あ

る
。

制

作

す

る
行

為

と

作

用
す

る

作
品

と

は
分

裂

し
、

作

品

の
作

用

は
行

為

か

ら
分

離

し
、

そ
れ

だ

け

で
自

立

し

て
、

し

か

し

ま

た

そ
れ

ゆ

え

に
理

解

不

可
能

で
あ

る

。

(
二
)

　

　

　

　

　

　

　

作
品
の
あ
り
そ
う
も
な
さ

一
方

で
わ

れ

わ
れ

は

、

わ

れ
わ

れ

に
働

き

か

け

る
作

品

が

、

わ

れ
わ

れ

に
ぴ

っ
た
り

し

て
お
り

、

自

分

と
作

品

が

別

の
も

の
と
考

え

ら
れ

な

い

ほ
ど

で
あ

る

の
を

感

じ

ま
す

。

無
上

の
満

足

を
感

じ

る
場
合

に
至

っ
て
は
、

わ
れ

わ

れ

は
、

自

ら

が
何

か

深

い
仕
方

で
変

容

し
、

か

く

も

充

実

し

た
歓

喜

と

直

接
的

な
理

解

と

を
受

け

入

れ

う

る
よ

う

な
感

受

性

の
持
主

で
あ

る

と
感

じ

ま

す
。

し
か

し

そ

れ

に
劣

ら

ず
強

く
、

あ

た

か

も

別

の
感

覚

に
よ

っ
て
感

じ

る

か

の
よ
う

に
、

わ

れ
わ

れ

は

こ
う

感

じ

ま

す
。

こ

の
よ

う
な

状

態

を

わ
れ

わ

れ

の
な
か

に
惹

き
起

こ
し

、

そ
れ

を

発

展
さ

せ

、

そ

の
力

に
わ

れ

わ
れ

を

さ

ら

し

て

い
る
、

こ
う
し

た

現
象

は
な

い

こ
と
も

あ

り

え

た

の

で
は

な

い
か

、

い
な
、

あ

り

え

な

か

っ
た

の

で

は
な

い
か
、

つ
ま

り

そ

れ
が

、

あ

り

そ

う

に
な

い
も

の

【
一、巨

嘆
。
審
巨
ρ

量
。・
d
⇒
器

腎
。・
。冨

巨

一。冨

】

の
部

類

に
属

す

の
だ
、

と

感

じ

ま

す
。

(P
ま

)

【
邦

訳

四
八

二
頁

、

一
六

二
頁
】
(9
)
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制

作

と

作

品

と

の
不

均

衡

が
意

味

す

る

の
は
、

作

品

が

わ
れ

わ

れ

に
と

っ
て
も

は

や
可

能

な

も

の
と

し

て
で

は
な

く
、

あ
り

そ
う

も

な

い
も

の

と

し

て
現

れ

る

と

い
う

こ
と

で

あ

る
。

つ
ま
り

、

非

現
実

的

も

の
と

し

て
、

現

実

に

お

い

て
期
待

し

え

ず

、
現

実

の
秩
序

或

る

可
能

性

の
実

現

と
し

て
、

あ

る

い

は
す

で
に
可

能

に
さ

れ

た
も

の
と

し

て
わ

れ

わ

れ
が

理

解

で
き

る
も

の

の
秩

序

に
属

し

て

い
な

い
も

の
と

し

て
現

れ

る

の
で
あ

る
。

ヴ

ァ
レ
リ

ー

は

こ
れ

ら

の
記
述

に
よ

っ
て
制

作

と

作

品

と

の
不

一
致

に

つ
い

て
思

索

を

巡

ら

せ

て

い
る

が
、

こ

の
不

一
致

が

最

も
先

鋭

的

に
な

　

　

　

　

る

の
は
、

詩

的

な

制

作

の
そ

れ
自

体

と

の
不

一
致

に

お

い

て

で
あ

る
。

詩

的

な

制

作

に
お

い

て

「
[創

造

的

な

精

神

]

は
、

そ

れ

が
承

認

し

、

生

産

し
、

表

明

す

る

こ
と

を
余

儀

な
く

さ

れ

て

い
る

も

の
と

闘

う

。

つ
ま

り
自

分

の
自

然

本

性

と
闘

う

の

で
あ

る
」

(P
霜
)

【
邦

訳

四
八

三

頁

、

一

六

三
頁

】
。

詩
的

な
制

作

は
自

分

自

身

と

の
闘

い

で
あ

り
、

自

分

自

身

と

抗

争

関

係

に

あ

る
。

な

ぜ

な

ら
詩

的

制

作

は

一
方

で
自

己
分

裂

、

注

意

散

漫

、

偶

然

に

よ

る
導

き

、

さ

ら

に
は

瞬
間

的

な

気

分

や
恣

意

に
対

し

て
自

ら

を
開

く

が

詩

的

制

作

は

そ

こ
か

ら

「
可

能

性

の
宝
庫

」

を

得

る

の

で
あ

っ
て
、

そ
れ

が

な

け

れ
ば

何

も
制

作

で
き

な

い

同

時

に

そ
れ

ら

に
対

抗

す

る

か

ら

で
あ

る
。

と

い
う

の
も
、

詩

的

制

作

が

そ
れ

ら

に
没

入

し

身

を

ゆ

だ
ね

る

な

ら
ば

、

や

は

り
何

も

制

作

し

な

い
だ

ろ

う
か

ら

で
あ

る
。
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し

か

し

な

が

ら
、

こ

こ
に
実

に
驚

く

べ
き

事

情

が

あ
り

ま

す
。

そ
れ

は
、

常

に
間

近

に
迫

っ
た

こ

の
自

己
分

裂

が
、

自

己

集

中

と

ほ
と

ん

ど

同

じ

く

ら

い
、

作

品

の
生

産

に
と

っ
て
重

要

で
あ

り
、

生

産

に
協

力

し

て

い
る

と

い
う

こ
と

で
す

。

活
動

中

の
精
神

、

す

な

わ

ち
、

自

ら

の

移

ろ

い
や

す
さ

や
、

生
来

の
不

安

や
、

固

有

の
多
様

性

や
、

い
か
な

る
特
殊

化
さ

れ

た
態

度

に
も

付

き

も

の

の
放

心

や
堕

落

な

ど

と
闘

っ
て

い
る

精
神

は
、

他

方

で
、

こ

の
よ

う

な
条

件

そ

の
も

の

の
な

か

に
比

類

の
な

い
資

源

を

見
出

し

ま

す
。

私

が
述

べ
た
不

安

定

、

不
調

和

、

矛

盾

は
、

精
神

が
首

尾

一
貫

し
た

構

築

ま

た

は
構

成

を
企

て
る

場
合

に

は
束

縛

や
制

限

と

な

り
ま

す

が
、

そ
れ

と

全

く
同

様

に
、

可
能

性

の
宝

庫

で
も

あ

り
、

精

神

が
自

問

し

熟

考

す

る
瞬

間

に
は

そ

の
豊
富

な
可

能

性

が
身

近

に
予
感

さ
れ

ま

す
。

精

神

は

こ

の
蓄

え

に
あ

ら

ゆ

る
も

の

を

期

待

で
き
ま

す

。

ま

た
、

賭

け

て

い
る
解

答

、
合

図

、

イ

メ

ー

ジ
、

単

語

が
、

自

分

が
思

っ
て

い
る

よ
り

ず

っ
と
近

く

に
あ

る

と
精

神

が



希

望

す

る

根
拠

で
も

あ

り

ま
す

。
精

神

は
自

己

の
薄

明

の
な

か

で
、

探

し

求

め

て

い
る
真

理

も

し

く

は
決

定

を

常

に
予

感

で
き

ま

す
が

、

そ

れ

ら

が

、
些

細

な

も

の
、

無

意

味

な

混
乱

そ

の
も

の

に
依

存

し

て

い
る

こ
と

を
知

っ
て

い
る

の

で
す
。

か

つ
て

こ

の
混

乱

は

、

む

し

ろ
精

神

を

真

理

や
決

定

か

ら

逸

脱
さ

せ
無

限

に
遠

ざ

け

る

か

の
よ

う

に
見

え

て

い
た

の

で
す

が
。

(巴

。。
)

【
邦

訳

四

八

四
頁

、

一
六

四
頁

以

下

】

(
一
)

制

作

と
作

品

の
不

均
衡

ゆ
え

に
わ
れ

わ

れ

は

(
二
)

作

品

を
あ

り

そ

う

も

な

い
も

の
と
し

て
経

験

す

る
が

、

こ
の
不

均

衡

は

(三

)

詩

的

制

作

の
そ

れ
自

体

と

の
不

一
致

に
根

拠

を
持

つ
。

な

ぜ

な

ら
、
詩

的

制

作

の
自

ら

と

の
不

一
致

こ

そ
が
、

作

品

を

不
可

解

で
謎

め

い
た
も

の

に

す

る
か

ら

で
あ

る
。

ヴ

ァ
レ
リ

ー

が
思

索

を

巡

ら

せ

て

い
る
逆

説

は
以

下

の

よ
う

に
要
約

さ

れ

る
。

一
方

で
、

わ

れ

わ
れ

は

、

作
品

が

生

じ

る
元

で
あ

る
制

作

を

知

ら

ね
ば

な

ら

な

い
。

な

ぜ

な

ら
、

作

品

は
制

作

さ

れ

た
も

の
と

し

て
理

解

さ

れ

る
場

合

に

の
み

、

(
わ
れ

わ

れ

に
と

っ
て
)

作

品

だ

か

ら

で
あ

る
。

制

作

さ

れ

ざ

る
作

品

、

制

作

さ

れ

た

も

の
と

し

て
理

解

さ

れ

て

い
な

い
作

品

　

　

は
作

品

で
は

な

い
。

他

方

で
、

わ

れ

わ
れ

は

、

作
品

が

生

じ

る
元

で
あ

る
制

作

を

知

る

こ
と

が

で
き

な

い
。

な

ぜ

な

ら
、

わ

れ

わ
れ

が

認
識

す

る

こ
と

の
で
き

る
制

作

か

ら

は
作

品

は
生

じ

な

い
か

ら

で
あ

る
。

詩

的

な

制
作

を

知

る

こ
と

は
、

そ

れ

を

そ
れ

自
身

と

の
闘

い
と

し

て
経

験

す

る

こ
と

で
あ

る
。

し

か

し

そ

う
す

る

と
、

い
か

に
し

て

そ

こ
か

ら
作

品

が

生

じ

う

る

の
か

も

は

や
理

解

す

る

こ
と

が

で
き
な

い
。

芸

術

作

品

の
可

能

性

に

つ

い
て

の
問

い
に
答

え

る

以
前

に
、

芸
術

作

品

の
現

実
性

が
す

で

に
確

実

で
あ

る
、

そ

の
よ

う

な
具

合

に
芸

術

作

品

の

現
実

性

と

そ

の
可

能
性

へ
の
問

い
と

は
連

結

し

な

い
が

、

そ

の
理

由

は
な

ぜ

か
と

い
う

こ
と

も

ま

た
、

ヴ

ァ
レ
リ

ー

の
考

察

か

ら
明

ら
か

に
な

る
。

制

作

の
仕
方

に

つ
い
て

の
問

い

作
品

を

生

み
出

す

か

ま
た

は
可

能

に
す

る
制

作

に

つ
い

て

の
問

い

に
答

え

る

こ
と

が

で
き

な

い
な

ら

ば
、

　

　

こ
れ
が
作
品
な
の
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
も
そ
も
作
品
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
わ
れ
わ
れ
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
作
品
は
現
実
に
あ
る

よ
う
に
見
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
圧
倒
的
な
力
を
経
験
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
作
品
の
制
作
を
理
解

し
つ
つ
追
遂
行
で
き
な
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い
な
ら
ば
、
「
[そ
の
存
在
は
]
わ
れ
わ
れ
に
は
あ
る
異
常
な
偶
然
、
運
命
の
豪
奢
な
恵
み
の
結
果
と
し
て
現
れ
ま
す
。
そ
し
て

(忘
れ
ず
に
述
べ

る
と
)

こ
の
点
で
芸
術
作
品
の
効
果
と
あ
る
種
の
自
然
の
様
相
の
効
果
と
の
間
に
は
独
特
な
類
比
関
係
が
見
い
だ
せ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
地
質
学

的
な
偶
然
や
、
夕
暮
れ
の
空
に
見
え
る
光
と
水
蒸
気
の
は
か
な
い
組
み
合
わ
せ
で
す
」
(国
ひ
h
)
【邦
訳
四
八
二
頁
以
下
、

一
六
二
頁
以
下
】
。
わ

れ
わ
れ
が
作
品
の
制
作
を
理
解
せ
ず
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
作
品
の
可
能
性
を
理
解
し
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
は
も
は
や
芸
術
作
品
で
は
な
く
、

自
然
と
同
然
な
の
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
う
と
、
わ
れ
わ
れ
が
作
品
の
制
作
を
理
解
せ
ず
、
そ
れ
に
伴

っ
て
作
品
の
可
能
性
を
理
解
し
な
い
な

ら
ば
、
作
品
が
芸
術
作
品
で
あ
る
か
自
然

(と
同
然
)
で
あ
る
か
も
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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四
、
制
作
に
お
け
る
抗
争

二

ー

チ

ェ

ス
ペ
イ

ン

の
小
説

家

エ

ン
リ

ー

ケ

・
ビ

ラ

ー

マ
タ

ス
は
小

説

『
バ

ー

ト

ル
ビ

ー

と
仲

間

た

ち
』

に
お

い

て
、

近

代

に
お

け

る
書

か

な

い
作

家

像

を
、

一
連

の
人

物

の
肖

像

の

ス
ケ

ッ
チ

に

よ

っ
て
探

求

し

て

い

る
。

そ
れ

は
、

書

か

な

い
と

い
う
仕

方

で
作

家

で
あ

る

こ
と

を
、

そ

れ

ど

こ
ろ

か
、

　

　

　

　

書

か
な

い

こ
と

に

よ

っ
て
作
家

で
あ

る

こ
と
を

決

断

し

た
作

家

像

で
あ

る
。

ビ

ラ

ーー

マ
タ

ス

に
よ
れ

ば

、

一
連

の
肖

像

に
は
、

そ

の
多

産

さ

に
も

か

か

わ

ら
ず

B

・
ト

レ

イ

ヴ

ン
も

属

し

て
お

り
、

ビ

ラ

ーー

マ
タ

ス
は

ヴ

ァ
ル

タ

ー

・
レ
ー

マ
ー

と

い
う

人

物

の
解

釈

を
参

照

し

て

い
る
。

「
彼

は

い
か

な

る
過

去

も
否

定

す

る

こ
と

で
、

い
か

な

る
現
在

も

否
定

し
、

そ
れ

に
よ

っ
て

い
か

な

る
現
前

も

否
定

し

た
。

ト

レ
イ

ヴ

ン
は
存

在

し

な
か

っ

た
。

彼

の
同

時
代

人

に
と

っ
て

も
決

し

て
存

在

し

な

か

っ
た
。

彼

は
非

常

に
特

異

な
否

定

の
作
家

で
あ

り
、

自

ら

の

ア
イ
デ

ン

テ

ィ
テ

ィ

の
位

置

づ

け

を
拒

絶

す

る
と

き

の
激

し

さ

に
は

或

る

悲

劇

的

な

も

の
が

あ

る
」
(-o
)
。

ビ

ラ

ーー

マ
タ

ス
の

引

用

す

る

レ

ー

マ
ー

に
よ

れ

ば

、

実

際

に

こ

の

「
秘

密

に
覆

わ

れ

た
作

家

は
、

そ

の
不
在

の

ア

イ
デ

ン

テ

ィ
テ

ィ
に
お

い

て
、

近

代
文

学

の
悲

劇

的

意
識

の
全

体

を

自

ら

の
根
本

問

題

へ
と

高

め

て

い
る
。

こ

の
悲

劇

的

意

識

と

は
す

な

わ

ち
、

書

く

と

い

う

こ
と

が
不

満

足

と

不
可

能

性

に
さ

ら
さ

れ

て

い
る
と

い
う
、

ま
さ

に
そ

の
こ
と

の
意

識

で
あ

る
」

(圏

ゆ
)

【
邦

訳

二
〇

九
頁

】
。

ビ

ラ

ーー

マ
タ

ス
は

レ

ー

マ
ー

に
よ

る

B

・
ト

レ
イ

ヴ

ン
の
解

釈

に
以

下

の
よ
う

に

コ
メ

ン
ト

し

て

い
る
。



「
確

か

に

レ
ー

マ
ー

の
診

断

は

正

し

い
け

れ

ど
も

、

も

し

B

・
ト

レ

イ
ヴ

ン
が

こ
れ

を
読

ん
だ

ら

、

最

初

は
驚

い

て
、

次

に
大
笑

い

し

た

こ
と

だ

ろ

う
。

実

際

私
自

身

が

そ

う

し

か

ね
な

い
と

こ

ろ
な

の
だ
。

な

ぜ

な

ら
、

私

は

レ

ー

マ
ー

の
議

論

の
大

げ

さ

で
ま

じ

め

な

と

こ
ろ

が
大

嫌

い
な

の

だ

か

ら
」

(
oげ
臼
)

ヴ

ァ
ル

タ

ー

・
レ

ー

マ
ー

の
議

論

が

笑

止

な

の
は
、

詩

作

の
不

可

能

性

の
経

験

を

悲

劇
的

に

理
解

し

て

い

る
か

ら

で
あ

る

。

と

い
う

の
も
、

詩

作

の
不

可
能

性

、

す

な
わ

ち
、

制

作

は

そ
れ

自
体

と

し

て
は
追

遂

行
可

能

な

仕
方

で
作
品

へ
と
至

る

こ
と

が
な

い
と

い
う

こ
と
、

こ
の

こ
と

こ
そ

が
詩

作

を

可
能

に
し

、

そ

れ

ど

こ
ろ

か
成

功

さ

せ

る

か

ら

で
あ

る
。

芸

術

を

哲
学

的

に
把

握

す

る

こ
と

の
不
可

能

性

に

つ
い

て

の

ソ
ク

ラ

テ

ス

の
洞
察

に
対

し

て

ニ
ー
チ

ェ
が
行

っ
た

価
値

転

換

は

、
簡

単

に
言

う

と

以
上

の
よ

う

な

テ

ー
ゼ

か

ら
成

る
。

詩
作

が
可

能

で
あ
り

、

芸
術

作

品

を

生

み
出

す

こ
と

が

で
き

る

他

な

ら

ぬ
理

由

は
、

詩

作

が
、

認

識

行

為

や
道

徳

判

断

の
よ

う

に
、

練

習

に

よ

っ
て
獲

得

さ

れ

た
能

力

を

行
使

す

る

こ
と

に

よ

っ
て
遂

行

を
成

功

さ

せ

る
も

の
と

し

て
、

わ

れ

わ

れ
が

理

解

で
き

る
よ

う

な
制

作

の
形

式

で

は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

よ

り

正
確

に
見

る

と
、

ソ
ク

ラ

テ

ス
の
洞
察

の

二
ー
チ

ェ
に
よ

る

価

値
転

換

は
、

　

　

　

　

　

　

こ
の
洞

察

の
二
段

階

の
定

式

化

の
転

換

を
含

ん

で

い
る
。

(
一
)
詩

人

が

自

分

の
知
識

や
能

力
、

つ
ま

り
自

分

の

「
芸

術
」

に
よ

っ
て
語

る

の
で

は
な

い
と

い
う

こ
と

は
、

ソ
ク

ラ

テ

ス

に
言

わ
せ

る

と
、

詩

人

が

「
神

的

な

力
」

に
駆

り
立

て
ら

れ

て

い
る

こ
と

を

意

味

す

る
。

「
詩

人

た

ち

は

[…

]

神

々

の
取

り

つ
ぎ

人

以
外

の
何

で
も

な

い
」
(n
)
。

す

な
わ

ち

、

詩
人

は

「
神

気

を
吹

き

こ
ま

れ

て
」

い
る

の

で
あ

る
。

な

ぜ
な

ら

、
詩

人

を

通

し

て
外

の
、

異
質

な
、

よ

り
高

い
力

が

語

っ
て

い
る

か

ら

で
あ

る
。

神

気

を

吹

き

こ
ま

れ

た
詩

人

は

「
彼

岸

の
電

話

」
(12
)
で
あ

る

。

こ
れ

に
対

し

て

こ
i
チ

ェ
は

、

詩

人

を

捉

え

て

そ

の
主

体

性

を

　

　

失

わ

せ

る
力

が
、

詩

人

自

身

の
力

で
あ

る

と
理

解

す

る
。

詩

人

を

捉

え

る
力

は

、
外

か

ら

の
神

気

の
吹

き

こ
み

に
よ

っ
て
来

る

の

で
は

な
く

、

詩

人
自

身

か

ら

、
美

的

な

活

性

化

に

よ

っ
て
来

る

の

で
あ

る
。

こ

の
状

態

を

ニ
ー
チ

ェ
は

「
陶

酔
」

と

呼

ぶ
。

陶

酔

と

は

「
象

徴

的

な

力

の
全

面

的

な
解

放

」
(
13
)
で
あ

る
。

「
陶

酔
」

は
受

動
的

な
酩

酊

で
は

な
く

、

集
中

度

の
高

ま

っ
た
活

動

の
状

態

、

「
力

の
増

進

と
充

実

」

の
状

態

で
あ

る
。

デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

状
態

に
お

い

て
は
情

動

シ

ス
テ

ム

の
全

体

が
興

奮

し

高
揚

し

て

い
る
。

そ

の
た

め
情

動

シ

ス
テ

ム

は
あ

ら

ゆ

る

そ

の
表
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現

手

段

を

一
挙

に
放

出

し
、

描

出
、

模

写

、

変

形
、

変

化

の
力

を
、

あ

ら

ゆ

る
種

類

の
模
倣

術

や
俳

優
術

を

同

時

に
繰

り

出

す

(14
)。
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ニ
ー
チ

ェ
に

お

い

て

「
陶

酔
」

は

二

つ

の
意

味

を

持

つ
。

一
方

で

「
陶

酔

」

は
無

意

識

的

で
高

揚

し

た

活
動

の
形

式

を
表

し

、

こ
れ

は

い
か

な

る
芸

術

制

作

に

お

い

て
も

作

用

せ

ね
ば

な

ら

な

い
。

第

二

に

「
陶

酔
」

は

「
主

体
」

と
な

る

前

の

い
か

な

る
人

間

の
内

に
も

あ

っ
た

感
性

的

活

動

の
方

式

で
あ

る
。

陶

酔

は

人

間

の
原

初

の
状

態

で
あ

り
、

人

間

の
う

ち

の
深

淵

と

し

て

の
根

源

で
あ

る
。

ゆ

え

に
芸

術
的

陶

酔

は

、
退

行

の
状

態

と

し

て
も

理

解

せ

ね
ば

な

ら

な

い
。

つ
ま

り
、

主

体

以
前

の
感

性
的

活
動

状

態

へ
の

回
帰

で
あ

る
。

こ

れ
を

よ
り

正

確

に
捉

え

る

た

め

に
は
、

「
能

力

」

と

「
力

」

を

概

念

的

に
区

別

せ

ね

ば

な

ら

な

い

(
51
)。

主

体

で
あ

る

こ
と

は

、

既

に
述

べ

た

よ

う

に
、

で
き

る

こ
と

、

つ
ま
り

「
能
力

を

持

っ
て
い

る
」

こ
と

で
あ

る

。

主
体

で
あ

る

こ
と

は
、

或

る
事

が

で
き

る

こ
と

で
あ

り
、

つ
ま

り

主
体

と

は

で
き

る
者

で
あ

る
。

主

体

が

で
き

る

こ
と

と

は
、

遂

行

を
成

功

さ

せ

る

こ

と

で
あ

る
。

主

体

は

或

る
事

を

実

行

で
き

る

の

で
あ

る
。

能

力

を
持

つ
こ
と
、

つ
ま

り

主

体

で
あ

る

こ
と

は
、

或

る
行

為

を

成

功

さ

せ

る

こ
と

が

で
き

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

或

る
行

為

を

成

功

さ

せ
ら

れ

る

と

い
う

こ
と

は
さ

ら

に
、
新

し

い

そ
れ

ぞ
れ

特

殊

な
状

況

に
お

い
て
、

過

去

に
練

習

や
学

習

に

よ

っ
て
獲
得

し
た

普
遍

的

形

式

を

反
復

で
き

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

ゆ

え

に
、

或

る

言
語

の

「
で
き

る
」

人

は
、

同

じ

単

語

を
新

し

い
状

況

に
お

い

て
適
切

に
使

用

で
き

る
。

主

体

が
実

行

で

き

る

よ
う

な

遂
行

の
論

理

的

構
造

と

は

常

に
、

あ

る

普
遍

的

な

も

の
、

つ
ま

り

形
式

や
概

念

を
、

特

殊

な

も

の
、

つ
ま

り

こ

の
特

殊

な
事

例

や
状

況
等

々

の
う

ち

に
実

現

す

る

こ

と

で
あ

る

(
16
)。

人

間

は
主

体

で
あ

る

の

で
は

な

く
、

主
体

に

な

る
も

の

で
あ

る

。

人

間

は

主

体

へ
と
作

ら

れ

る
。

練

習

の
形

式

を

持

つ
教

育

(じU
ま

き

α。
)

に

よ

っ
て
。

で
は
主

体

と

な

る

前

の
人

間

は
何

だ

っ
た

の
か
。

無

と

い
う
わ

け

で
は

な

い
。

人

間

は

「
感

性

的
」

存

在

だ

っ
た

の

で
あ

る
。

よ
り

正

確

に
言

え
ば

、

人

間

は
感

性

的

な

、

あ

る

い
は

「
暗

い
」

諸

力

(寄

韓
節
o
)

を

持

つ
存

在

だ

っ
た

の

で
あ

る
。

す

な

わ

ち

、

人

間

は
構

想

力

、

想

像
力

の
存

在

だ

っ
た

の

で
あ

る
。

人

間

は

そ

の
よ

う

な
存

在

だ

っ
た

か

ら

こ
そ

、
主

体

に
な

れ

た

の

で
あ

る
。

し
か

し

主
体

に
な

る

(
あ

る

い
は

能

力

を
養

成

す

る
)

こ

と

は
同

時

に
、

感

性

的

な

諸

力

の
作

用

を

中

断

さ

せ
制

御

す

る

こ

と

を
意

味

し

て

い

る
。

な

ぜ

な

ら

、

感

性

的

な

い
し



「暗
い
」
諸
力
は
、
理
性
的
で
自
覚
的
な
能
力
と
は
全
く
違
う
働
き
方
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
能
力
は
意
識
的
な
自
己
制
御
に
お
い
て
あ
る
い
は

行
為
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
感
性
的
な
諸
力
は
自
ず
か
ら
作
用
す
る
。
そ
の
作
用
は
主
体
に
よ
っ
て
は
導
か
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え

　

　

　

に
意
識
的
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
何
か

へ
向
か
う
諸
力
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
応
す
る
。
諸
力
は
成
功

と
い
う
基
準
に
は
向
け

ら
れ
て
い
な
い
。
諸
力
は
戯
れ
と
し
て
、
あ
る
い
は
戯
れ
に
お
い
て
作
用
す
る
。
そ
の
意
味
は
、
諸
力
は
、
恒
常
的
な
産
出
と
産
出
さ
れ
た
も
の

の
変
容

の
戯
れ
と
し
て
作
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
産
出
を
制
御
す
る
よ
う
な
普
遍
的
な
形
式
や
規
範
は
志
向
し
な
い
。

芸
術
的
な
陶
酔
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
考
え
た
よ
う
な
外
的
な
影
響
や
神
気
の
吹
き
こ
み
で
は
な
く
、
人
間
が
主
体
と
な
る
前
に
か
つ
て
い
た
状

態

へ
の
回
帰
で
あ
り
、
こ
の
状
態
の
中
で
は
感
性
的
で
暗
い
諸
力
が
戯
れ

つ
つ
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
能
力
の
主
体

と
は
反
対
に
、
陶
酔
の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

人
間

は
本

質

的

な
無

能

さ

に
よ

っ
て
定

義

さ
れ

る
。

「
反

応

し

な

い

で

い
る

こ
と

が

で
き

な

い
無

能

さ
、

(

ど
ん

な
合

図

に
も

応

じ

て

ど
ん

な

役
割

で
も

演

じ

る

或

る
種

の

ヒ

ス
テ

リ

i
患

者

の
場
合

に
似

て

い
る

)
」

(
8

"
=
刈
)

【
邦

訳

九

六

頁

】
。

戯

れ

る
力

の
展

開

と

い
う
原

初

的

な

状

態

へ
の
陶
酔
し
つ
つ
陶
酔
さ
せ
る
回
帰
は
、
自
ら
の
能
力
の
喪
失
で
あ
る
け
れ
ど
も
解
放
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
作
品
の
制
作
に
お
い
て
は
無
能

さ
、
無
能
力
が
創
造
的
に
な
る
。

(二
)
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
詩
的
制
作
に
お
け
る
陶
酔
的
な
無
能
さ
を
同
時
に
限
定
し
、
こ
れ
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
ソ
ク
ラ

　

　

　

　

テ

ス

の
詩

的

熱

狂

の
理

論

の

ニ
ー
チ

ェ
に
よ

る

修

正

の
第

二
段

階

で

あ

る

(17
)。

「
芸

術

が
存

在

す

る

た

め

に

は
、

何

ら
か

の
美

的

な

行

為

や

観

　

　

照

が
存

在

す

る
た

め

に
は

、

一
つ
の
生

理
学

的

な
前

提

条

件

が

不

可

欠

で
あ

る
。

そ

れ

は
陶

酔

で
あ

る
」

(Q
b
」

ま
)

【
邦

訳
九

四
頁

】
。

こ
れ

に
対

応

し

て
、

ニ
ー
チ

ェ
は

『
悲

劇

の
誕
生

』

に
お

い
て
、

芸

術
的

イ

メ

ー
ジ

(
す

な
わ

ち

作
品

)

は
デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

な

状

態

か

ら

の

「
救

済
」

つ
ま

り

分
離

に

よ

っ
て
生

じ

る
と

考

え

て

い
る

(
O
掴

ω
。。
)

【
邦

訳

四

四

頁

】
。

陶

酔

は
芸

術

的

行

為

の

「
前

提

」

で
あ

っ
て

そ

の
全

体

で

は

な
く

、

芸
術

家

は
完

全

に

(
そ
し

て
常

に
)

陶

酔

し

て

い

る
わ

け

で

は
な

い
。

芸

術

家

は
陶

酔

に
対

し

て
屈

折

し

た

関
係

に
あ

る
。

こ

の
点

で

デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

芸

術

家

と

「
デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

野
蛮

人

」

と

は
異

な

る
。

後

者

の
場
合

、

度

を

超

し

た
放

増

な
祝

祭

に
お

い

て

「
ほ
か

な

ら

ぬ
自

然

の
も

っ
と
も

荒

々
し

い
け

だ

も

の
が

解

き

放

さ

れ

て
、

歓

楽

と

残

忍

性

の

吐

き
気

を
催

す

混

合

物

に
ま

で
な

っ
た

。

こ
れ

は

私

に
は
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「
魔

女

の
飲

物

」

そ

の
も

の

に
見

え

た
」

(0
8

ω
P
)

【
邦

訳

三
六

頁

】
。

デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

野

蛮

は
能

力

と
意

識

の
単

な

る
不

在

の
状

態

で
あ

る
。

デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

野
蛮

は
、

「
人

間

が
虎

と
猿

へ
と

退

行
す

る
」

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
芸

術
家

に
お

い
て

は
デ

ィ
オ

ニ

ュ

ソ

ス
的

な

も

の
が

「
情

感

的

な
性

格

」

を
持

つ
。
デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

な

も

の
は

そ

の

「
喪

失

」
と

い
う
視

点

か

ら

の
み
現

れ

る

(
Q
掴

ω
ω
)

【
邦

訳

三
七

頁

】
。

芸

術

家

に
お

い

て
は

「
情

動

の
驚

く

べ
き

混
合

状

態

と

二

重

性
」

(
O
飼

ω
ω
)

【
邦

訳

三

七
頁

】

が

支

配

し

て

い
る
。

芸

術

が

存

在

　

　

　

　

　

　

す

る

の

は
、

こ
の

「
混

合

状
態

と

二
重

性
」

が
作

用

す

る

と

こ
ろ

だ

け

で
あ

る
。

な

ぜ
な

ら
、

陶

酔

と

と

も

に
意

識

、

力

の
戯

れ

と

と

も

に
形

式

の
形

成

が

協

働

し

つ

つ
対

立

し

て
作

用

す

る
か

ら

で
あ

る
。

ソ
ク

ラ

テ

ス
は
詩

人

を
、

神

気

を
吹

き

こ
ま

れ

た
者

と

し

て
描

き

、

そ

れ

に

よ

っ
て

デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

野

蛮

人

と

の
区

別

を
不

可

能

に
し

た

が
、

ニ
ー

チ

ェ
に
よ

れ

ば

「
芸

術

の
進

歩

は

ア
ポ

ロ
ン
的

な

も

の
と

デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス　

的

な
も

の

の

二
重

性

に
結

び

つ
け

ら

れ

て

い
る
」

(
O
担

P
い
)

【
邦

訳

二
九

頁

】
。

芸
術

家

は
自

ら

の
う

ち

で
分

割

さ

れ

、

自

己
意

識

的

な

能

力

お

　

　

よ

び
陶

酔

し

つ

つ
解

放

さ

れ

た
力

に
分

裂

し

て

い
る

。

そ
れ

に
加

え

て
、

さ

ら

に
重

要

な

こ
と

と

し

て
、

ニ
ー

チ

ェ
に
よ

れ
ば

芸

術

家

と

は
能

力

や
力

で
あ

る

だ

け

で

は
な

く
、

芸

術

家

は

一
方

か

ら

他
方

へ
、

ま

た
逆

方

向

へ
の
移
行

が

行

わ

れ

る
場

所

と
過

程

で
あ

る
。

ゆ
え

に

ニ
ー

チ

ェ
の
記
述

に
お

い

て
、

芸

術

家

は
独

特

で
逆

説
的

な

仕

方

で
能

力

を

持

つ
者

で
あ

る

。

な

ぜ
な

ら
、

彼

が

で
き

る

こ

と

は
、

で
き
な

い
と

い
う

こ
と

だ

か

ら

で
あ

る
。

芸

術

家

は

で
き
な

い

こ
と

を

で
き

る

の
で
あ

る

。

芸
術

家

は
力

と
能

力

、

陶

酔

と
意

識

を

分
離

す

る
と

と

も

に
結

合

す

る
。

芸

術
家

は

そ
れ

ら

を
、

区

別

さ

れ

た
も

の
、

互

い

に
矛

盾

す

る
も

の
、

あ

る

い

は
互

い
に
闘

う

も

の

(ヴ

ァ
レ
リ

i
)

と

し

て
結

合

す

る
。

そ

の
点

で
、

芸

術

家

は

デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

な

野
蛮

人

か

ら

区

　

　

　

　

　

別

さ

れ

る

芸

術

家

は
不

可

能

で
あ

る

こ
と

が
可

能

で
あ

る

【
で
き

な

い
と

い
う

こ
と

が

で

き

る
】

か

ら

で
あ

る

(
a
)
。

ま

た
理

性

的

で
自

　

　

　

　

　

　

覚

的

な
主

体

か

ら
も

区

別

さ

れ

る

芸

術

家

に
可

能

で
あ

る

の
は

不

可

能

で
あ

る

こ

と

【
で

き

る

の

は
、

で
き

な

い

こ
と

】

だ

か

ら

で
あ

る

(
b
)
。

　

　

　

　

　

(
a
)
芸
術
家
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
野
蛮
人
の
場
合
、
苦
労
し
て
獲
得
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
負
担

と
し
て
感
じ
ら
れ
安
定
的
に
保
持
さ
れ
な
い
実
践
的
な
能
力
に
、
諸
力
の
陶
酔
的
な
解
放
が
取

っ
て
代
わ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
芸
術
家
は
そ
の
能
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力
自
体
を
、
陶
酔
し
つ
つ
解
放
さ
れ
た
諸
力

へ
と
転
換
す
る
。
芸
術
家
の
陶
酔
に
お
い
て
解
放
さ
れ
る
の
は
、
最
高
度
に
展
開
し
た

「象
徴
的
な

　

　

　

　

　

力
」

(O
掴

ω
#
)

【
邦

訳

三
八

頁

】

で
あ

る
。

そ
れ

が

、

不

可

能

で
あ

る

こ
と

が

可
能

で

あ

る
、

と

い

う

こ
と

の
意

味

で
あ

る

。

つ
ま

り

、

単

に

で
き
な

い
と

か
、

能

力

を

形
成

し

て

い
な

い
と

か

い
う

こ

と

で
は

な
く

こ

こ
に

ニ
ー
チ

ェ
の
言

う

、

デ

ィ
オ

ニ

ュ
ソ

ス
的

芸

術
家

の

「
情

感

的

」

性

格

が

あ

る

の
だ

が

形

成

さ

れ

た
能

力

か

ら
、

こ

の
能

力

の
原

初

の
あ

り
方

へ
と

回
帰

す

る

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま
り

、

戯

れ

と
し

て
展

開

す

る
感

性

的

な
諸

力

へ
と

回
帰

す

る

の

で
あ

る
。

　

　

　

　

　

　

(
b
)

芸
術

家

に
可

能

な

の

は
不

可

能

で
あ

る

こ
と

で

あ

る
。

理
性

的

で
自

覚
的

な
主

体

の
場

合

、

或

る
事

が

で
き

る

と

い
う

こ
と

は
、

練

習

に
よ

っ
て
獲

得

し

た
能

力

を

行
使

で
き

る

と

い
う

こ
と

で

あ

る
。

或

る
事

が

で
き

る
と

い
う

こ
と

は
、

そ

れ

を
も

う

一
度

で
き

る

と

い
う

こ
と

で

あ

る
。

可

能

で
あ

る

こ
と

は
反

復

可

能

で
あ

る
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

同

じ

一
般
的

な
形

式

を
、

新

し

い
特
殊

な
状

況

に
お

い

て
同

じ

形
式

と

し

て
再
生

産

で
き

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

が

こ

の
場
合

の

「
成

功
」

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
芸

術

家

は
、

能

力

の
単

な

る
行

使

　

　

　

は
決
し

て
行
為
の
成
功
を
保
証
で
き
な
い
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
能
力
と
成
功
の
間
に
は
断
絶
が
あ
る
。
芸
術
家
は
そ
の
こ
と
を
知

っ
た
か
ら
こ

　

　

　

　

　

そ
、

自

ら
を

こ

の
陶

酔

に

ゆ

だ

ね

る
。

「
偶

然

を

利

用

し
認

識

す

る

こ
と

を

天
才

と
言

う

」
(
81
)。

確

か

に
力

の
陶

酔

的

な

戯

れ

は
決

し

て
何

か

の

目
的

や
計

画

の
た

め

に
遂

行

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
。

な

ぜ
な

ら

そ

れ

は

そ
も

そ

も
遂

行

で
き

な

い
か

ら

で
あ

る

(
そ

れ

は
起

こ
る
)
。

し

か

し
、

芸

術

家

は
能

力
自

体

を

、

陶

酔
的

に
解

放

さ
れ

て
、

美
的

に
戯

れ

る
力

へ
と

転

換

す

る
が

ゆ

え

に
、

そ

の
陶
酔

も

再

び

行
為

に
反

作

用

す

る
。

芸

術

家

で
あ

る

と

い

う

こ
と

は
、

能

力

の
行
使

だ
け

で
は
成

功

で
は

な

い
こ
と

、

能

力

の
行

使

を
諸

力

の
戯

れ

の

な
か

で
停

止

す

る

こ
と

だ

け
が

成

功

へ
と

至

る

と
知

る
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

そ
れ

に
よ

っ
て
、

ソ
ク

ラ

テ

ス
の
詩

人
像

の

ニ
ー
チ

ェ
に
よ

る
書

き
換

え

の
第

二
段

階

は
、

ニ
ー
チ

ェ
が

ソ
ク

ラ

テ

ス
と
共

有

す

る

洞
察

を

決

定

的

に
価

値

転
換

す

る
。

つ
ま

り
、

詩

作

や
芸

術

制

作

一
般

は
、

主
体

の
能

力

の
行

使

と

し

て
は
理

解

で
き

な

い
と

い
う
洞

察

で
あ

る
。

詩

作

に

お

い
て

は
不

可

能

で

あ

る

こ
と

、

無
能

力

と

い
う

能

力

(
⊂
〒
<
。
§

α
σQ
9

)

が

作

用
す

る
。

そ

れ

ゆ

え

に
、

作

品

を
制

作

の
側

か

ら
見

て
も

詩

作

を
理

解

で
き

な

い
。

わ

れ

わ

れ

は
、

能

力

の
行

使

に
よ

っ
て
実

践
的

に
可

能

に
さ

れ

た
も

の
と

し

て
作

品

を

理
解

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
。

ソ
ク
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ラ
テ
ス
に
と

っ
て
こ
の
洞
察
は
、
共
同
の
理
性
的
な
行
為
の
領
域
と
し
て
考
え
ら
れ
た
人
間
的
領
域
か
ら
詩
作
を
追
放
す
る
道
を
開
く
も
の
で
し

か
な
い
。
把
握
し
が
た
い
不
可
能
性
と
し
て
の
芸
術
作
品
は
怪
物
的
で
あ
り
、
人
間
以
下
な
い
し
超
人
的
で
あ
り
、
野
蛮

な
い
し
神
的
で
あ
る
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
耐
え
難
い
も
の
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
詩
人
追
放
論
の
ニ
ー
チ

ェ
に
よ
る
価
値
転
換
と
は
、
芸
術
制
作
に
お
い
て
主
体
、
能

力
、
行
為
の
秩
序
を
打
ち
破
る
も
の
の
う
ち
に
こ
そ
、
つ
ま
り
、
感
性
的
な
力
の
陶
酔
的
な
戯
れ
の
う
ち
に
こ
そ
、
芸
術
作
品
を
可
能
に
す
る
も

の
を
見

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
作
品
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
作
る
能
力
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
場
合

に
の
み
芸
術
作
品
は
可
能
で
あ
る
。

最
初

に
述
べ
た
よ
う
に
、
芸
術
作
品
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
問
い
の
答
え
は
、
芸
術
作
品
の
可
能
性
は
そ
の
不
可
能
性

で
あ
る
と
い
う
逆
説
的

な
定
式

に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
芸
術
作
品
は
不
可
能
な
も
の
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
芸
術
作
品
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ

　

　

　

を
作
る
能
力
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
定
式
が
単
な
る
逆
説
や
愚
か
な
自
己
矛
盾

で
は
な

い
こ
と
の
理
由
も
暗
示
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
定
式
は
可
能
性
の
意
味
を
新
し
く
考
え
る
と
い
う
課
題
を
設
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
来
の
哲
学
的
伝
統
に
お
い
て

「可
能
性
」
が

「能
力
」
と
韻
を
踏
ん
で
き
た
の
と
は
違
う
仕
方

で
理
解
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
可
能
性
と
能
力
を
等
置
す
る
こ
と
は
何
か
或
る

一
つ
の
哲
学
的
な
テ
ー
ゼ
で
は
な
い
。
こ
れ
は
基
本
的
な
仮
定
で
あ
り
、
可

能
性
の
条
件
に
つ
い
て
の
哲
学
的
探
求
、
そ
し
て

「問
題
」

一
般
に
つ
い
て
の
哲
学
的
探
求
は
こ
の
仮
定
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
芸

術
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
、
結
局
は
哲
学
の
概
念
を
別
様
に
理
解
す
る
こ
と
ま
で
も
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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(
16
)

(
17
)

(
18
)

ゆ
え
に
自
己
意
識
は
本
質
的
に
主
観
的
能
力
に
属
し
て
い
る
。
X
を
す
る
能
力
を
持
つ
主
体
は
、
自
分
が
X
を
し
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て

い
る
。
こ
の
目
標
に
向
け
て
自
分
を
導
く
こ
と
が
で
き
、
自
分
が
遂
行
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。

詩
的
な
陶
酔
と
は
、
感
性
的
な
諸
力
が
戯
れ
つ
つ
展
開
す
る
原
初
の
状
態

へ
と
主
体
が
回
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は

ニ
ー
チ

ェ
の
理

解
に
よ
れ
ば
、
主
体
の
能
力
が
感
性
的

・
無
意
識
的
な
諸
力
に
よ
っ
て
取

っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
美
的
に
戯
れ
る
諸

力

へ
と
変
換
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
陶
酔
に
お
い
て
は
、
象
徴
的
な
諸
力
、
例
え
ば
主
体
の
言
語
的
な
能
力
が
増
進
す
る
結
果
、

成
功
を
目
指
す
と
い
う
規
範
を
乗
り
越
え
て
戯
れ
つ
つ
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
陶
酔
と
は
、
主
体
の
諸
力
が
増
進

す
る
結
果
、
主
体
の
意

識
的
な
制
御
を
逃
れ
る
状
態
で
あ
る
。
あ
る
い
は
反
対
に
、
陶
酔
に
お
け
る
諸
力
の
解
放
と
は
、
目
的
指
向
的
な
行
為
に
お
け
る
自
覚
的

な
能
力
の
集
合
状
態
か
ら
の
離
脱
に
他
な
ら
な
い
と
も
言
え
る
。
陶
酔
は
主
体
の
自
己
変
容
な
の
で
あ
る
。
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