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本
論
は
、

ポ
ー

ル
・

ヴ

ァ

レ

リ
ー

に
と

っ

て

な
ぜ

文
学
に

お
け
る

描
写
が

批

判
の

対
象
と

な
っ

た

の

か
、

そ
の

理
由
を
分
析
す
る

こ

と

を
通
じ

て、

彼
じ

し

ん

が
目
指
し
た

詩
作

品
の

あ
り

方
を

解
明
す
る

も
の

で

あ
る
。

描
写
批
判
と

い

っ

て

も、

ヴ
ァ

レ

リ

ー

は

明
確
に

描
写
を

攻
撃
す
る

こ

と
を
目
的
と
し

た

テ

ク
ス

ト
を
公
に

発
表
し
て

い

る

わ
け
で

は

な
い

。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

猫
写
に

つ

い

て

の

コ

メ

ン

ト

は、

私
的
に

書
き
た

め

て

い

た

『

カ

イ
エ
』

を

別
に

す
れ
ば

、

ほ

と

ん

ど

つ

ね
に

付
随
的、

散
発
的
な
仕
方
で

な
さ

れ

る

の

み

で

あ
る

。

そ
の

た
め

に、

こ

の

点
に
つ

い

て

主
題
的
に

あ
つ

か
っ

た

研
究
も
こ

れ
ま
で

の

と

こ

ろ

存
在
し
て

い

な
い

。

し

か

し
な
が

ら
ヴ
ァ

レ

リ

ー

の

描
写
に
つ

い

て

の

コ

メ

ン

ト
は、

確
か

に

総
量
と

し
て

は
少
な
い

も
の

の
、

し

ば
し

ば
非
常
に

重
要
な

場
面
に

お
い

て

な
さ
れ

て

い

る
。

す
な
わ
ち、

じ

し

ん

の

文
学
的
な

立
場
を
明

ら
か

に

し
よ
う
と

す
る

と
き
に、

ヴ
ァ

レ

リ
ー

は

描
写
を
批
判
す
る

と
い

う
手

続
き
を
と
る

の

で

あ
る

。

ヴ
ァ

レ

リ
ー

と
は

「

描
写
を

し

な

い

書
き
手
」

な
の

で

あ
る

。

　

描
写
に
つ

い

て

の

コ

メ

ン

ト

を
分
析
す
る
作
業
は
、

ヴ
ァ

レ

リ

ー

の

表
現
者

と
し
て

の

立
場
を、

同
時
代
の

芸
術
的
思
潮
の

な

か
に

位
置
づ

け
る

う
え
で

も

重
要
で

あ
る

。

と

い

う
の

も
、

ジ

ャ

ッ

ク
・

ラ
ン

シ

エ

ー

ル

が

端
的
に

総
括
す

る

よ

う
に、
「

象
徴
主
義
の

時
代
と
構
成
主
義
の

時
代
の

あ
い

だ
」

に

お

い

て
「

イ

メ

ー

ジ

の

終
焉
」

と
い

う
事
態
が

進
行
し

た
が、

描
写
と

は

ま
さ

に

イ

メ

ー

ジ

を
提
示
す
る

技
法
に

他
な

ら
な
い

か
ら

で

あ
る
（
↓
。

描
写
を
批
判
す
る

こ

と

が

き
わ

め

て

「

こ

の

時
代
ら

し
い
」

身
振
り
で

あ
る

と

す
れ

ば、

そ
の

身
振
り

を
詳
細
に

分
析
す
る

こ

と

に

よ
っ

て、

時
代
の

思
潮
の

な

か

で

の

ヴ
ァ

レ

リ
ー

の

位
置
を
明
確
に

す
る

こ

と

が

で

き
る

だ

ろ

う
。

本
論
で

は、

こ

の

位
置
づ

け

の

作
業
の
一

端
と
し
て

、

ア

ン

ド

レ
・

ブ

ル

ト
ン

の

議
論
を
適
宜
参
照
項
と

し

て

と

り
あ
げ
る

。

　
簡
単
に

本
論
の

構
成
を

述
べ

て

お

く。
第
1
節
で

は
、

描
写
を

め

ぐ
っ

て

ヴ
ァ

レ

リ

ー

と
ブ

ル

ト

ン

が

共
通
の

問
題
意
識
を
抱
え
て

い

た

こ

と

を

確
認
し、

そ

の

あ
と
で

こ

の

問
題
に

対
す
る

ブ

ル

ト

ン

の

解
決
策
を
概
観
す
る

。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

解
決
策
は

第
3
節
で

明
ら

か

に

す
る

が、

第
2
節
で

は
、

そ
れ
に

至
る

た

め

の

補
助
線
と
し

て
、

描
写
と

い

う
表
現
の

技
法
が、

ヴ
ァ

レ

リ

ー

に

と

っ

て

は

た

ん

な
る

表
現
の

質
の

問
題

に

と
ど
ま
ら
ず

、

表
現
の

倫
理
に

か
か

わ
る

も
の

と

し

て

認
識
さ

れ
て

い

た

こ

と

を
確
認
す
る

。

描
写
は、

読
者
の

信
じ
や

す
さ、

受
動
性
を

前
提
と

し
た

技
法
な
の

で

あ
る

。

第
3
節
で

は
、

そ
の

よ
う

な
描
写
的

作
者

−
読
者
関
係
を
乗
り
越
え
つ

つ
、

ヴ

ァ

レ

リ

ー

が

ど
の

よ

う
な

役
割
を
読
者
に
与
え、

ま
た
理
想
的
な

作
品
の

あ
り
方
を
見
出
し

た
の

か

を
分

析
す
る

。
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1
、

ブ
ル

ト
ン
と

ヴ
ァ

レ

リ
ー
に
と
っ

て
の

描
写

「

恣
意
的
」

で
「

あ
や
ま
っ

た
現
実
」

に
か
か

わ
る
も
の

　
ヴ

ァ

レ

リ

ー

は
、

描
写、

す
な
わ

ち
対
象
の

視
覚
的
な
再
現
に

対
し

て、

ほ

と
ん

ど

憎
し

み

に

近
い

感
情
を
口

に

す
る

。

「

私
は

決
し

て

風
景
や

登
場
人

物、

場
面、

事
件
に

専
念
し

は

し

な
い

（
…）
。

私
は

自
分
が
見
た

も
の

を
書
く
こ

と
に

は

嫌
悪
を

覚
え
る
」

（
O
广

も。
O
 ）〔
2）。

描
写
は
、

ヴ
ァ

レ

リ
ー

に

と
っ

て
「

二

重
の

踏
み

絵
」

と
し
て

機
能
す
る。

描
写

を

批
判
す
る

こ

と

は、

一

方
で

そ
れ

を

特
徴
的
な
手
法
と

し

て

用
い

た

レ

ア

リ

ス

ム

ー
ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

と
っ

て

ひ

と

つ

前
の

世
代
に

あ
た

る
バ

ル

ザ

ッ

ク

ら

ー
に

対
す
る

反
発
の

表
明
で

あ
り

、

他
方
で

は

ジ

ャ

ン

ル

を

か

け
て

描
写
を

発
展
さ

せ

た

散
文
か
ら

詩
を

峻
別
し
よ

う
と

い

う
「

純
粋
性
」

の

主
張
で

も
あ
る

の

で

あ
る

。

レ

ア

リ
ス

ム
へ

の

反
発

に

関
し

て

は
、

2
節
で

あ
ら
た

め

て

触
れ

よ

う
。

こ

こ

で

は
さ
し

あ
た

り
、

散

文
性
の

排
除
に

関
す
る
ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

発
言
を

引
用
し

て

お
く

。

「

詩
は

（
…
）
、

あ
ら
ゆ

る

散
文
か

ら

は
根
本
的
に

区
別
さ
れ

る
。

と
り
わ

け、

詩

は
、

現
実
の

イ
リ
ュ

ー

ジ
ョ

ン

を

与
え
る

こ

と
を

め
ざ
す
出
来
事
の

描
写
と
語
り
と

は

截
然

と
対
立

す
る

。

つ

ま

り
物
語
や

人
物
描
写
や

場
面
そ

の

他
現
実
生

活
の

再
現
に

真
実
ら

し
い

力
を
与
え
る

こ

と
を
そ
の

目
的

と
す
る

と

き
の

、

小
説
や

短
編
の

物
語
に

対
立
す
る
」

（
臼
H

し
゜。

週
）

。

　

な
ぜ

描
写
は

排
除
さ

れ

る
べ

き
な
の

か
。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

が

あ
げ
る

そ
の

理
由

と

解
決
策
の

要
点
を
際
立
た
せ

る

た

め

に、

こ

こ

で

ア

ン

ド

レ
・

ブ

ル

ト

ン

の

主

張
を

参
照
し

よ

う
。

と

い

う
の

も
ブ

ル

ト

ン

は、

ま

さ

に

ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

発

言
を
引
用
し

な
が

ら
ヴ

ァ

レ

リ

ー

と

同
じ

よ

う
に

描
写
を
批
判
し

た

存
在
で

あ

り、

に

も

か

か

わ

ら
ず
ヴ

ァ

レ

リ

ー

と

は

ま
っ

た

く
別
の

ー
ほ

と

ん

ど

正

反

対
と

い

っ

て

い

い

−
解
決
策
を

見
出
し

た

か

ら

で

あ
る

。

　
一

九
二

四

年
に
発
表
し
た

「

シ
ュ

ル

レ

ア

リ

ス

ム

宣
言」

の

な

か

で

ブ

ル

ト

ン

は
言
う

。

「

ポ

ー

ル
・

ヴ

ァ

レ

リ

ー

は

か
つ

て

小
説
に

つ

い

て
、

自
分
に

関

す
る

限
り、

〈

公
爵
夫
人
は

五

時
に

出
か

け
た
〉

と
書
く
こ

と

は

や

は

り
受
け

入
れ

ら

れ
な

い
、

と

私
に

向
か
っ

て

断
言
し
た

が
、

こ

の

よ

う
な

考
え

は

彼
に

さ
ら

に

名
誉
を
与
え
る

も
の

で

あ
る
」

（
色
。

〈

公

爵
夫
人
は

五

時
に

出
か
け
た
〉

式
の
、

い

か

に

も
あ
り
そ

う
な
小
説
の

書
き
出
し
は

、

ヴ
ァ

レ

リ

ー

に

と
っ

て

も
ブ

ル

ト
ン

に

と
っ

て

も、

そ
の

描
写
性
ゆ

え
に

容
認
し
が

た
い

も
の

で

あ
る

。

そ
れ
は

な
ぜ

か
。

ひ

き
つ

づ

き
ブ

ル

ト
ン

の

言
葉
を
引
用
し
よ

う。

登
場
人
物
に

関
す
る

あ
ら

ゆ

る

た

め
ら

い

を
、

私
は

な
し
で

す
ま
す
こ

と

が

で

き
な

い
。

金
髪
に

す
る

か、

ど

う
い

う
名
前
に

す
る

か
、

夏
に

も
っ

て

い

く
か
？

（
…

）

そ
れ

に

あ
の

描
写
と
き
た

ら
1
な

に

ひ

と
つ
、

こ

れ

の

無
価

値
さ
に

く
ら

べ

ら

れ

る

も
の

は
な
い

。

こ

ん

な

も
の

、

カ

タ
ロ

グ

的
な
イ

メ

ー

ジ

の

積
み

重
ね

に

す
ぎ
な
い

し、

作
者
は

、

い

よ

い

よ

ま

す
ま
す
勝
手
に

ふ

る

ま
い

、

好
機
を

逃
さ

ず
自
分
の

絵
葉
書
を

何
枚
か

私
に

そ
っ

と

手
渡
し、

あ

り
ふ

れ

た

常
套
句
に
つ

い

て

私
を

作
者
に

同
意
さ

せ

よ

う
と

す
る

の

だ
（
4）
。

描
写
の

対
象
で

あ
る

登
場
入
物
や

場
面
の

設
定
は、

し

ょ

せ

ん

作
者
が
勝
手
に

選
ん

だ

に

す
ぎ
な
い

。

に

も
か
か

わ
ら
ず、

描
写
を
通
じ

て

作
者
は
自
分
を
売

り
込
み

つ

つ

「

私
11

読
者
」

の

同
意
を
得
よ

う
と

し
て

く
る

。

こ

れ

が

ブ

ル

ト

ン

に

と
っ

て

描
写
が

批
判
さ

れ
る

べ

き
理
由
で

あ
る

。

ち
な
み

に
、

こ

の

直
後

に

『

罪
と
罰
」

か
ら

の

引
用
が
あ
る

こ

と

か

ら、

こ

こ

で

ブ

ル

ト

ン

も
ま
た

レ

ア

リ

ス

ム

の

作
家
を

念
頭
に

お

い

て

い

る
。

ブ
ル

ト

ン

は

は
っ

き
り
と

断
言
す

る
。

「

私
は

レ

ア

リ
ス

ム

の

態
度
を

ひ

ど

く
憎
ん

で
い

る
」

（
三
。

　
ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

と
つ

て

も
、

描
写
は

し
ょ

せ

ん

「

恣
意
的
」

な
も
の

で

あ
る

。

た

と

え
ば

「

レ

モ

ン

色
の

帽
子
」

と

い

う
描
写
に

対
し

て、

作
者
が
想
定
す
る

も
の

と
、

個
々

の

読
者
が
想
定
す
る

も
の

は
当
然
異
な
る

だ

ろ

う
。

「

最

高
の

描
写
も
決
し

て

人

が
観
察
し
た

も
の

を

復
元
せ

ず、

物
事
を
見
な

か
っ

た

第
三

　
　
　　　　ロ　　
　コ　　　　　
　
　　　　　　　
　
　コ

者
が

形
成
し

う
る

も
の

を

復
元
す
る
」

（
O
尸

G。

O
 ）

の

み

で

あ
る

。

描
写
は、

現
実
を
再
現
し、

現
実
の

振
り
を

す
る

よ

う
に

見
せ

か
け
て、

現
実
の

う
ち
の

2

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society for Aesthetics

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　for 　Aesthetios

「

恣
意
的
で

表
面
的
な
」

（
臼
γ

鼠
認

）

も
の

を

取
り
入
れ

て

い

る

に

す
ぎ
な
い

。

描
写
は

「

現
実
」

で

は
な

く
「

現
実
の

イ

リ
ュ

ー

ジ
ョ

ン
」

「

真
実
ら

し
い

力
」

の

生
産
に

か

か

わ

る

の

で

あ
り、

結
局
「

あ
や

ま
っ

た

現
実
」

（
臼
尸

目

ω

課
）

し
か
生
み

出
さ

な
い

の

で

あ
る。

　

描
写
へ

の

依
存
は

、

文
学
に

お
け
る

視
覚
の

肥
大
化
で

も
あ
る

。

ヴ
ァ

レ

リ

ー

の

診
断
に

よ

れ

ば、

詩
に

も

散
文
的
な
要
素
が

多
く
紛
れ
込
ん

で

い

る。
「

多

く
の

近
代
人
が

イ
メ

ー

ジ

を
追
い

求
め、
（
…

）

詩
を
イ
メ

ー

ジ

も
し

く
は

隠

喩
に

限
定
す
る

ま
で

に

な
っ

て

い

る
」

（

ON

し
80
）

。

ヴ
ァ

レ

リ

ー

に

言
わ
せ

れ

ば
、

そ
れ
は

「

真
の

詩
の

原
理
を
発
見
で

き
な

い

無
力
さ

」

（

筐
e
の

現

わ
れ
で

あ
る

。

　

ブ
ル

ト
ン

は

描
写
を
嫌
悪
す
る

理

由
と

し

て

「

恣
意
性
」

に

加
え
て

「

作
者

が

同
意
を

得
よ

う
と

し

て

く
る

」

と

い

う
点
を
あ
げ
て

い

た
が、

同
様
の

視
点

は

ヴ

ァ

レ

リ

ー

も
共
有
し
て

い

る
。

「

現
実
の

イ

リ
ュ

ー

ジ
ョ

ン
」

を

作
り
出

す
こ

と

を
旨
と

す
る

描

写
は

、

読
者
に

「

信
仰

、

信
じ

や

す
さ

、

自
己
の

破
棄
」

（
O
卜o讐

旨
09

を
要

求
す
る

。

し
か
し

現
実
に

か

か

わ

る
べ

き
で

あ
る

詩
は

、

む
し

ろ

読
者
の
「

積
極
的
な
協
力
」

を、
受
動
的
な
承
認
よ

り
は
「

抵
抗
」

（【
玄

巳

を

求
め

る

の

で

あ
る

。

　

さ

り
げ
な
い

点
だ
が、

の

ち
の

議
論
の

た

め

に

こ

こ

で

注
意
を
喚
起
し
て

お

き
た

い

の

は
、

ブ

ル

ト

ン

も
ヴ

ァ

レ

リ

ー

も、

描
写
の

対
象
と
し
て

ま
っ

さ
き

に

登
場
人

物
の

身
体
的
特
徴
を
あ
げ
て

い

る
、

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

歴
史
的

に

見
て

も、

こ

の

指
摘
は
一

定
の

妥
当

性
を

も
つ

も
の

で

あ
る

と

い

え
よ

う
。

と
い

う
の

も
小
説
の

始
ま

り
と
も…
言

わ

れ

る

ロ

ベ

ー

ル
・

シ

ャ

ー

ル

の

『

フ

ラ

ン

ス

名
婦
伝
』

ー
小
説
の

起

源
を
ど
こ

に

設
定
す
る

か

と
い

う
問
題
は
こ

こ

で

は

措

く

！
が

、

「
ボ

ル

ト
レ

」

の

伝
統
を

う
け
つ

ぎ
な
が

ら
、

さ
ま

ざ
ま

な
人
物
の

身
体
的
特
徴
を

ま
さ

に

カ

タ

ロ

グ
的
に

記
述
す
る

も
の

で

あ
っ

た

か

ら

で

あ
る
（
色
。

小
説
と

い

う
文
学
ジ

ャ

ン

ル

が
登
場
人
物
の

描
写
か
ら

派
生

し

た

と

す
れ

ば
、

ま
さ

に

ヴ
ァ

レ

リ

ー

が

行
っ

て

い

た

よ

う
に

、

描
写
へ

の

批

判
は

根
本
的
に

は
小
説
へ

の

批
判
な
の

で

あ
り、

よ

り
具
体
的
に

は

登
場
人
物

の

扱
い

方
に

対
す
る

批
判
と
い

う
形
を

と
る
こ

と

に

な
る

。

そ
う
で

あ
る

な
ら

ば
、

描
写
を

批
判
す
る
以

上、

ヴ

ァ

レ

リ

ー
は

登
場
人
物
に

対
す
る

新
し
い

扱

い

方
を

提
示
し

な

け
れ
ば

な
ら
な
い

は

ず
で

あ
り、

ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

登
場
人
物

の

扱
い

を
明
ら
か

に

す
る

こ

と

に

よ
っ

て、

私
た
ち
は、

ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

と
っ

て

の

詩
の

理

想
的
な

あ
り
方
を
明
ら
か

に

す
る

こ

と

も
で

き

る

は
ず
で

あ
る

。

描
写
と

写
真

　

さ
て

、

す
で

に

述
べ

た

よ

う
に

、

ブ

ル

ト
ン

と
ヴ
ァ

レ

リ

ー

が
共
有
し
て

い

た
の

は
あ
く
ま
で

描
写
と

い

う
技
法
に

対
す
る

批
判
的
意
識
の

み

で

あ
っ

て
、

そ
の

解
決
策
に

関
し
て

二

入
は

ま
っ

た

く
別
の

道
を
あ
ゆ

む

こ

と
に

な
る
。

ヴ
ァ

レ

リ

ー

の

見
出
し

た

解
決
は

ブ

ル

ト
ン

に

と
っ

て

は

容
認
し
え
な

い

も
の

で

あ
っ

た

し
、

そ

れ
は

ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

と
っ

て

も
同
様
だ
っ

た
。

「

シ

ュ

ル

レ

ア

リ

ス

ム

宣
言
」

の

な

か

で

ブ
ル

ト

ン

は

早
く
も

「

だ

が

彼
は

約
束
を

守
っ

た

だ
ろ

う
か

P
」

？）

と
嫌

疑
を
口

に

し
て

い

る
し

、

ヴ
ァ

レ

リ

ー

も
一

九

二

七

ー
八

年
の

カ

イ
エ

で
「

廃
棄
物
に
よ

る

救
済
」

（
ON

崑
O
°。）

に

す
ぎ
な
い

と
シ

ュ

ル

レ

ア

リ

ス

ム

を
手
厳
し

く
批
判
し

て

い

る
。

　

ま
ず
ブ

ル

ト

ン

の

解
決
策
を
簡
単
に

見
て

お
こ

う
。

ブ

ル

ト

ン

が
描
写
の

代

替
物
と

し

て

見
出
し
た

も
の

、

そ
れ

は

大
き
く
分
け
て

二

つ

あ
る

。

ひ

と
つ

は

文
体
に

関
し

て
、

分
析
医
の

よ

う
な
「

観
察
所
見
」

の

ス

タ

イ

ル

を
用
い

る

こ

と
、

ふ

た
つ

め

は

「

写
真
」

を
使
用
す
る

こ

と
で

あ
る
。

自
伝
的
で

あ
り
な
が

ら

こ

の

二

つ

の

手
法
を

あ
わ

せ

て

用
い

る

こ

と
に

よ
っ

て

「

反
文
学
的
」

な
様

相
を
呈
し

て

い

る

テ

ク

ス

ト
、

そ
れ
が
一

九

二

八

年
に

発
表
さ

れ

た
『

ナ

ジ

ャ
』

で

あ
る

。

ブ

ル

ト

ン

は

序
文
「

遅

れ
て

来
た

至
急
便
」

の

な
か
で

次
の

よ

う
に

述
べ

て
い

る
。

『

ナ

ジ

ャ
』

に

つ

い

て

も
ま
た、

こ

の

作
品
が
し
た

が
っ

て

い

る

二

つ

の

主

要
な

《

反
文
学
的

磐
臨
属
耳

曾
臥
8
ω

》

要
請
の

う
ち、

そ

の

ひ

と

つ

の

た

め
、

と

く
に

同
じ
こ

と
が
言
え
る

だ

ろ

う
。

豊
富
な

写
真
図
版
は

、

一

切
の

描
写

3
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1
『

シ

ュ

ル

レ

ア

リ

ス

ム

宣
言
』

に

お
い

て
、

突
如
む
な
し

さ

に

襲
わ
れ

た

あ
の

描
写
と

い

う
も
の

ー
を
除
去
す
る

こ

と
を
目
的
と

し

て

い

る

わ

け

だ

が、

そ

れ
と

同
時
に

、

語
り
の

た

め

に

採
用
さ
れ
た

調
子
は、

医
学
的
な

観
察
所
見

、

と

り
わ
け
神
経
精
神
医
学
に

お
け
る

観
察
所
見
の

そ
れ
を
真
似

た

も
の

で

あ
る

。

そ
う
し

た
観
察
所
見
の

調
子
は、

診
察
や

尋
問
が
明
か
す

こ

と
の

で

き
る

あ
ら
ゆ

る

も
の

の

痕
跡
を

、

そ
れ

を
報
告
す
る

に

あ
た
っ

て

は
、

文
体
に

関
す
る

最
小
の

わ
ざ
と
ら
し

さ

を
も
抱
え
込
ま
ず
に、

保
持
し

よ
う
と
す
る
（
8）
。

こ

こ

で

特
に

着
目
し
た

い

の

は、

解
決
策
の

第
二

の

点
、

す
な
わ

ち
描
写
の

代

用
物
と

し

て

の

写
真
の

使
用
で

あ
る

。

ブ

ル

ト

ン

に

と
っ

て
、

言
語
に

よ

る

描

写
が、

ひ

と

つ

の

対
象
（

た

と
え
ば

主
人
公
の

少
女）

を
視
覚
的
に

提
示
す
る

に

あ
た
っ

て、
作
者
の

恣
意
的
な
選
択
の

結
果
と
し

て

の

イ

メ

ー

ジ
の

集
積
（

髪

は

ブ

ロ

ン

ド、

目
の

色
は

ブ
ル

ー
、

く
ち

び

る

は

…）

し

か

提
示
し

え
な
い

の

に

対
し

、

写
真
は

、

い

か

な
る

選
択
も
な

し
に

、

一

気
に

そ
の

対
象
を
読
者
の

目
に

提
示
す
る

こ

と
の

で

き
る

メ

デ

ィ

ア

な
の

で

あ
る

。

し

か

も
写
真
は
、

提

示
さ

れ
た

そ

の

対
象
物
が
作
者
の

創
造
物
で

は
な
く、

現
実
に

存
在
し

た

事
物

で

あ
る

と
保

証
し
て

く
れ

る

証
拠
品
と

し

て

も

機
能
す
る

。

写
真
を

通
じ
て、

読
者
は
対
象
を
作
者
か
ら
で

は

な
く
現
実
か

ら
受
け
取
る

の

で

あ
る

。

こ

う
し

て

写
真
は
、

レ

ア

リ

ス

ム

の

抱
え
る

問
題
を
一

気
に

解
決
し

な
が

ら
、

テ

ク

ス

ト
と

現
実
を

結
び

つ

け
る
メ

デ

ィ

ア

と

し
て

歓
迎
さ

れ
る
〔
9）
。

　
一

方
ヴ
ァ

レ

リ
ー

に

お
け
る

写
真
の

位
置
づ

け
は、

ブ

ル

ト
ン

の

そ

れ

と

は

ほ

と

ん

ど

正

反
対
と

い

っ

て

い

い

も
の

で

あ
る

。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

は

写
真
の

登
場

と
い

う
歴
史
的
な
一

点
に

注
目

し
、

写
真
こ

そ

レ

ア

リ

ス

ム

の

生

み

の

親
だ
と

主
張
す
る

。

写
真
は

、

「

あ
ら

ゆ

る

視
覚
的
認
識
の

価
値
の

再
検
討
」

（
−0＞

を
人
々

に

促
し

た
。

見
て

い

な
か
っ

た

も
の

を
見
よ

、

と
写
真
は
促
す

。

こ

の

要
求
に

応
じ

る

の

が

描
写
の

文
芸
と

し

て

の

レ

ア

リ
ス

ム

で

あ
る

。

「

写
真
が

出
現
し

た

そ
の

と
き
に

は、

描
写
的
ジ

ャ

ン

ル

が
文
芸
に

侵
入
し
始
め

て

い

た
。

散
文

と

同

様
に

韻
文
に

お

い

て

も、

生
活
の

景
観
と
外
的
様
相
と

が、

著
作
中
に

ほ

と

ん

ど

過
大
な
場
所
を

占
め

た
」

（
u
。

「

写
真
術
と

共
に

、

そ
し
て

バ

ル

ザ
ッ

ク

の

足
跡
に

従
っ

て
、

レ

ア

リ

ス

ム

が

わ
れ

ら

の

文
芸
に

顕
著
に

な
る
」

（
撃
。

し
か

し

ヴ
ァ

レ

リ
ー

は、

言
葉
が

記
録
す
る
も
の

と

写
真
が
記
録
す
る

も
の

は
、

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　　
ロ　　　ロ　　
　サ　
　
　の

そ
も
そ
も

質
的
に

異
な
る

も
の

で

あ
る

は

ず
だ

と

主

張
す
る。
「

私
に

物
語
ら

コ　　
　
　　
　
　　
ロ　　
　
　　　コ
　
　

ロ　
　コ　　
コ　　
　　
　サ
　
　　　
　コ　　
　　
　　　
　の　
　サ　
　サ
　
　

ロ
　
　ロ
　
　

　　　
の
　　　
　
　

リ　　
ロ
　　
　

れ
た

し
か

じ

か
の

事
実
は

写
真
に

と

る

こ

と

が

で

き
た

の

だ

ろ

う
か

？
」

〔
13｝

ブ
ル

ト
ン

に

と
っ

て

描
写
の

代
用
品
と
し

て

機
能
し

え
た

写
真
は

、

ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

お
い

て

は
文
学
が

本
来
追

究
す
べ

き
現
実
と
は

ま
っ

た

く
別
の

現
実
に

か

か

わ

る

も
の

と
し
て

切
り
捨
て

ら

れ
る

の

で

あ
る、

2
、

表
現
の
倫
理

読
者
へ

の

意
識

　
で

は
ヴ

ァ

レ

リ

ー

は
、

い

か

に

し

て

小
説
的
な
描
写
を
乗
り
越
え、

ど

の

よ

う
な

作
品
の

あ
り
方
を
目
指
す
の

か
。

い

さ

さ
か
遠
回

り
に

な
る

が
、

本
節
で

は
、

ヴ
ァ

レ

リ
ー

の

解
決
策
を

み

る

の

に

先
立
っ

て、

別
の

視
点
か

ら
補
助
線

を

引
い

て

お

き
た

い
。

　

想
起
し

た
い

の

は
、

描
写
が
批

判
さ
れ
る

べ

き
理
由
と

し

て
、

「

現
実
の

イ

リ
ュ

ー

ジ
ョ

ン
」

を
作
り
出
す
べ

く
、

読
者
に

「

信
仰、

信
じ

や
す
さ、

自
己

の

破
棄
」

を
要
求
す
る、

と
い

う
点
が

あ
げ
ら
れ
て

い

た
こ

と
で

あ
る

。

こ

の

理
由
が
注
目

に

値
す
る

の

は、

作
品
の

質
と

同
時
に
、

そ
の

質
が
成
立
す
る

た

め

に

必
要
な

読
者
像
に
つ

い

て

語
っ

て

い

る

か

ら
で

あ
る。

つ

ま
り
描
写
批

判

は、

ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

と
っ

て、

ど

の

よ

う
な
読
者
像
を

設
定
し

て

書
く
か、

作

品
を
発

表
す
る

に

あ
た
っ

て

読
者
を
ど

の

よ

う
な
存
在
と
し
て

想
定
す
る

か

と

い

う
作
者
の

倫
理
の

問
題
で

も
あ
る

の

で

あ
る

。

ひ

と
り
の

文
学
者
と

し
て
「

信

じ
や

す
い

読
者
」

の

存
在
を
前
提
に

し

て

書
く
こ

と
、

ま
た

そ
う
し
た

読
者
を

大
量
生

産
す
る

こ

と

は、

ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

と
っ

て

倫
理
的
に
許
す
こ

と

の

で

き

な
い

行
い

だ
っ

た
。

「

信
じ
込
ま

せ

る

た

め

に

書
く

」

と

い

う
行
為
に
つ

き
ま
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と

う
や

ま
し

さ、

恥
ず
か

し

さ
に

鈍
感
で

な
け
れ

ば
の

う
の

う
と
描
写
な

ど

で

き
な

い

は

ず
で

あ
り、
ひ

い

て

は

小
説
な
ど

描
け
な
い

は
ず
だ、
と
ヴ
ァ

レ

リ
ー

は

言
う
の

で

あ
る

。

　

ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

と
つ

て

「

書
く

」

と
い

う
行
為
は、
「

信
じ

込

ま
せ

よ

う
」

と

い

う
意
図
か

ら

切
り
離
さ

れ
な

け
れ

ば
な
ら

な

い

ば

か

り
か

、

そ
も
そ
も
「

信

じ
ら

れ

る

か
ど
う
か
」

と

い

う
問
い

が

発
せ

ら

れ

な
い

と
こ

ろ

で

な
さ

れ

な
け

れ
ば

な
ら
な
い

。

作
者
は

、

読
ま
れ

る

と
い

う
状

況
に

対
す
る

顧
慮
抜
き
に、

つ

ま
り
読
者
の

存
在
ぬ

き
に

書
か
な
け
れ

ば
な

ら

な
い

の

で

あ
る

。

ヴ

ァ

レ

リ
ー

の

こ

う
し
た

倫
理
観
を
端
的
に

示
す
の

が
、

一

九
一

七
年
に

長
篇
詩
『
若

き
パ

ル

ク
』

が
出
版
さ
れ

た

際
の
い

き
さ
つ

で

あ
る

。

｝

九

〇

〇

年
以
降、
ヴ
ァ

レ

リ

ー

は

い

わ
ゆ

る

「

沈
黙
期
」

に

入
り、

少
数
の

例
外
を
の

ぞ

い

て

テ

ク

ス

ト
を
公
に

す
る

こ

と
が
ほ

と

ん

ど
な
か
っ

た
。

そ

ん

な

な

か
、

一

九
一

二

年
に

ガ

リ
マ

ー

ル

社
の

社
長
と
友
人
の

ア
ン

ド
レ
・

ジ

ー

ド

が

ヴ
ァ

レ

リ
ー

を
訪
れ、

こ

れ
が

き
っ

か
け
と
な
っ

て

五

年
後
に

『

若
き
パ

ル

ク
』

出
版
に

至
る

の

で

あ

る
。

こ

の

と
き
の

ガ

リ
マ

ー

ル

と
ジ
ー

ド
の

訪
問
に
つ

い

て
、

の

ち
に

ヴ
ァ

レ

リ
ー

は

公

開
さ
れ

た
テ

ク

ス

ト
で

次
の

よ

う
に

振
り
返
っ

て

い

る
。

私
は
あ
ら
ゆ

る

文
学
か

ら
遠
く
離
れ

、

読
ま
れ

る

た
め

に

書
く
あ
ら
ゆ

る

意

図
も
な
く、

従
っ

て

読
む

人
々

に

対
し
て

平
穏
に

暮
ら

し
て

い

た
の

だ
が、

そ
の

と
き、
　一

九
一

二

年
ご

ろ、

ジ

ー

ド
が

ガ

リ
マ

ー

ル

と
一

緒
に

な
っ

て、

私
が
二

十
年
前
に

作
っ

た

詩
や、

そ

の

当
時
の

さ
ま
ざ
ま
な
雑
誌
に

載
っ

た

い

く
つ

か
の

詩
を
集
め

て

出
版
し
た

い

と

求
め

て

き
た

。

私
は

す
っ

か
り
び
っ

く
り
し

た
。

私
の

心
に

生

き
残
っ

て

い

る

も
の

に

何
も

訴
え
ず、

心
に

惹
き
つ

け
る

も
の

を
何
も
呼
び

覚
ま
し
得
な
い

そ
の

よ

う
な

提

案
な

ど
、

私
は

少
し
も

考
え
て

み

る

こ

と
さ

え
で

き
な

か

っ

た
（
畠
ど

＝
決）
。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

こ

こ

で

の

意
図
は、

一

九

〇

〇

年
頃
以
降
の

自
ら
の

文
壇
か

ら

の

隠
遁
ぶ

り
を
強
調
し

つ

つ
、

『

若
き

パ

ル

ク』

の

出
版
が

自
ら

の

自

発
的
な

意
志
に

よ
っ

て

企

画
さ
れ

た

も
の

で

は

な
く、

あ
く
ま
で

偶
然
外
部
か
ら

も
た

ら
さ

れ

た

提
案
を

き
っ

か

け
に

し
て

し

ぶ

し
ぶ

外
圧
の

要
求
に

答
え
る

形
で

実

現
し

た
、

と

い

う
い

き
さ
つ

を

公
開
す
る

こ

と

で

あ
る

。

こ

の

い

き
さ
つ

は

確

か
に

事
実
で

あ
ろ

う
が

、

し

か

し
う
が
っ

た

見
方
を

す
れ

ば、
一

種
の

「

ア

ピ

ー

ル
」

と

も
読
め

る

箇
所
で

あ
る

。

つ

ま
り
こ

れ

は
『

若
き
パ

ル

ク
』

の

外
部
か

ら

『

若
き
パ

ル

ク
」

の

位
置
づ

け
や

テ

ク

ス

ト

の

性
格
を

指
定
す
る

こ

と

を
ね

ら
っ

た
、

操
作
的
な
注
釈
と

読
む
べ

き
で

は
な

い

だ

ろ

う
か

。

ヴ

ァ

レ

リ
ー

の

な
か

に

は、

自
己

演
出
的
な
意
識
が

多
少
な

り
と
も
あ
っ

た

か

も
し
れ

な

い
。

お

そ

ら

く
、

「

読
者
を

意
識
し

な
い
」

と

い

う
主

義
は

、

「

読
者
を
意
識
し

な
い

と

い

う
自
己

意
識
」

と

い

う
ジ

レ

ン

マ

を
本
質
的
に

抱
え
ざ
る

を
得
な
い

の

だ

ろ

う
。

い

ず
れ
に

せ

よ

（
事
実
に

せ

よ
、

演
出
に

せ

よ
）
、

読
者
を
前

提
せ

ず

に

書
か

れ

た

も
の

を
読
者
が

目

に

す
る

と

い

う
「

偶
然
」

が

成
立
す
る

た

め
に

は
、

作
者
の

も
と
を
訪
れ

る

「

依
頼
者
」

の

存
在
が

不
可
欠
で

あ
る

。

じ
っ

さ

い
、

ヴ

ァ

レ

リ

ー

は
自
分
の

作
品
が

い

か
に

生
涯
を

通
し

て

依
頼
者
の

動
機
に

よ
っ

て

出
版
さ

れ
て

き
た

か
と

い

う
こ

と

を
し
ば

し
ば

語
っ

て

い

る
（
14）。

つ

ま

り
作
家
と

し
て

の

消
極
性
を
読
者
に

繰
り
返
し
印
象
づ

け
て
い

る
の

で

あ
る（
15）
。

　
で

は

「

読
者
を
意
識
し
て

書
く

」

と
き、

ど
の

よ

う
な

好
ま
し

か

ら

ざ
る

こ

と

が

起
こ

る

の

か
。

ヴ
ァ

レ

リ

ー
の

診
断
に

よ

れ
ば

、

い

ま
や
ほ

と
ん

ど

す
べ

て

の

文
学
が

読
者
を
意
識
し

て

書
か

れ

て
い

る

と

い

う
が

、

そ
こ

に

は

ど

ん

な

事
態
が

発
生
し
て

い

る

の

か
。

今
日

の

文
学
に

は
、

「

主
題
」

と

「

表
現
」

の

両
面
に

お

い

て

歪
み

が

見
ら

れ

る
と

ヴ

ァ

レ

リ

ー

は

言
う

。

　
ま
ず
「

主
題
」

の

歪

み

に

関
し
て

、

ヴ
ァ

レ

リ
ー

が
憂
慮
す
る

の

は

新
聞
の

影
響
で

あ
る。

新
聞
は

部
数
を
か
せ

ぐ
た
め

に

新
奇
な
「

事
件
」

ば
か

り
を
取

り
上

げ
、

「

ト

ピ

ッ

ク
」

を
次
か

ら
次
へ

と

創
造
す
る

。

小
説
も
ま
た、

冒
険

や

犯
罪
な

ど
読
者
の

歓
心
を

買
う
よ

う
な
極
端
な
出
来
事
の

み

を
描
き、

あ
り

ふ

れ

た

普
遍
的
な

出
来

事
を

排
除
す
る

傾
向
が

あ

る
。

「

ほ

と

ん

ど

す
べ

て

の

　
　
　
ロ
　
　
　　
　
　　　

文
学
は

大
衆
的
で

あ
る

。

作
品
の

大
多
数
が

、

そ
の

主
題
と
し

て
、

異
常
な
事
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件、

危
機
的
な

様
子

−
情
熱、

犯
罪、

奇
妙
な
行
動

−
な
ど

極
端
な

様
子

1
を
持
ち

、

そ
れ

ら

は

も
の

ご

と
の

あ
り
ふ

れ

た

成
り
行
き
に

は

惹
か

れ
な

い

精
神
を
捉
え

、

興
奮
さ

せ

る

よ

う
な
も
の

で

あ
る

、

と
い

う
意
味
で

。

物
体

の

落
下
は

文
学
的
な

事
実
で

は
な

い
」

（
Ob
。

』
卜。

＝
）

。

　

補
足
し
て

お

く
な

ら
ば

、

新
聞
記
事
と

小
説
の

質
的
な
類
似
に

は、

単
な
る

「

時
代
の

風
潮
」

以
上

の

必
然
的
な
理
由
が

存
在
す
る

。

そ
れ

は

「

新

聞
小
説
」

の

存
在
で

あ
る

。

新
聞
の

紙
面
の
一

番
下

の

段
に

小
説
を

掲
載
す
る

と

い

う
ス

タ

イ
ル

は
、

十
九

世
紀
前
半
以
降
に

大
流
行
し

、

有
名
ど

こ

ろ

で

は

デ

ュ

マ
、

ネ
ル

ヴ

ァ

ル
、

バ

ル

ザ
ッ

ク

と

い

っ

た
人

気
作
家
を

生
み

出
し
た

。

ま

だ
文
庫

一

冊
の

値
段
が

労
働
者
の

平
均
日

給
の

二

日

分
以

上

（
七

フ

ラ
ン
）

と

い

う
値

段
で

あ
っ

た
か

ら、

新
聞
小
説
と
と

も
に

、

文
学
は

文
字
ど

お

り
「

大

衆
化
」

し
た

の

で

あ
る

。

こ

う
し

た

新
聞
小
説
が

そ

れ
ま

で

の

書
き
下
ろ

し
小
説
と

決

定
的
に

異
な
る

の

は
、

そ
れ

が
連

載
で

あ

る
、

と

い

う
こ

と
で

あ

る
。

連
載
と

い

う
形
式、

つ

ま
り
毎
回
「

次
」

を
期
待
さ

せ

な

け
れ
ば

な

ら
な

い

と
い

う
形

式
が
、

極
端
な

主

題

の

選
択
に

よ

る

「

見
せ

場
」

と

「

宙
づ

り
感
」

の

演
出
を

お
の

ず
と

要
請
し

て

い

っ

た（
尊
。

ヴ
ァ

レ

リ
ー

も、

新
聞
小
説
の

メ

デ

ィ

ア

と
し
て

の

特
性
に

は

注
目
し

て

お

り、

図
書
館
に

出
か
け
て

実
際
に

当
時
の

新

聞
紙
面
上
で
バ

ル

ザ
ッ

ク

ら
の

作
品
を
読
ん

で

い

る

（
6b
。

」
卜。

卜。

ご
。

　

さ
て、

も
ち
ろ

ん

他
方
に

は
、

極
端
な
出

来
事
だ
け
で

な
く、

「

物
体
の

落
下
」

と
同
じ

く
ら

い

あ
り
ふ

れ

た

出
来
事
を
書
く
小
説
も
存
在
し

て

い

た
。

た

だ
し

、

ヴ
ァ

レ

リ

ー

に

よ

れ

ば
そ
こ

に

も

別
種
の

「

読
者
へ

の

意
識
」

が

働
い

て

お
り

、

そ
こ

に

二

つ

目
の

歪
み

が

生
じ
る

、

と
い

う
。

一

つ

目
の

歪
み
に

つ

い

て

小
説

と
類
比
的
に

捉
え
ら

れ

る

の

が

新
聞
で

あ
っ

た
と

す
れ
ば
、

二

つ

目
の

歪
み

は

演
劇
と
の

類
比

に

よ
っ

て

浮
か
び
あ
が
る

。

「

文
学
が

あ

り
ふ

れ

た

も
の

ご

と

を
扱
う
と
き
に

は、

巧
妙
な

や

り
か

た
で

そ
れ
に

演
劇
化
さ

れ
た、

詩
的
に

さ

れ

た

価
値
を

付
加
し

な
け
れ

ば
な

ら

な
い
」

（
Ob
。樋

這
＝−
旨

嵩
）

。

こ

こ

で

い

う

「

演
劇

化
」

と
は

、

内
容
を
い

か

に

「

演
出
」

す
る

か

と
い

う
書
き
方
に

関
わ

る

も
の

で

あ
る

。

そ

の

よ

う
な
演
出
が
際
立

つ

の

は
、

書
く
と

い

う
行
為
と
矛

盾
す
る

よ

う
な
内
容
が
書
か

れ

る

と

き
で

あ
る

。

「

ど

れ
だ

け
多
く
の

も
の

を

書
く
人
間
が

、

た
だ

書
く
と
い

う
事
実
が

書
く
こ

と

を

禁
じ

て

し

ま
う
あ
ら
ゆ

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　コ
　
　　
じ
　　　ロ　　　の

る

こ

と
に、

気
づ

い

て

い

な

い

こ

と
か
1
と

り
わ

け、

書
く
こ

と
じ

た

い

へ

の

適
用
じ
た
い

と
矛
盾
し、

適
用
じ
た
い

が

裏
切
る

よ

う
な
話
題

。

目
に

見
え
る

技
と

配
慮
を

も
っ

て
、

私
は

途
方
に

暮
れ

た

者
だ

、

不
幸
の

極
み

だ
（

パ

ス

カ

ル
）

と
言
う
べ

き
で

は

な
い
」

（

Ob
。

レ
ト。

HG

。）
Q

　
本

当
に

途
方
に

暮
れ

て

い

る

の

な

ら
、

そ
の

心
情
に

つ

い

て

技
と
配

慮
を

持
っ

て

表
現
し

た

り
は

し
な

い

は

ず
だ

し
、

自
然
に

ふ

る

ま
っ

て

い

る

よ

う
に

見
ら

れ
た
い

と
意
図
す
る

こ

と
は

す
で

に

自
然
な
も
の

で

は
な
い

。

書
く
と

い

う
行
為
に

踏
み

切
る

こ

と

じ

た
い

が、

書
く
と

い

う
行
為
が
不
可
能
な
状
態
に

つ

い

て

書
く
こ

と

を
原
理
的
に

排
除
し
て

い

る

は

ず
な

の

に、

多
く
の

人

が
演

劇
化
に

よ
っ

て

そ
れ

を
語
る

の

で

あ
る

。

内
容
と
は

矛
盾
す
る

密
か
に

払
わ

れ

た
努
力
の

あ
と

が
見
え
る

と
き、

そ
の

語
り
の

調
子
は

読
者
を
意
識
し

た

わ

ざ

と
ら

し
い

演
出
に
し

か

見
え
な
い

だ
ろ

う
。

演
劇
と

の

類
比
に

つ

い

て

は
、

特

に

そ
れ
が
時
代
の

モ

デ

ル

で

あ
っ

た
十
八

世
紀
の

作
家
に
つ

い

て

論
じ

る

際
に

よ

り
具
体
的
な
関
連
が
主

張
さ
れ

る。

た

と

え
ば
「

公
衆
の

前
で

の

告
白

」

を

し
た

ル

ソ

ー

は

も
っ

と

も
文
学
者
的
で、

「

露
出
の

父
」

（
Ob
。望

這
謹
）

と

ま
で

罵
倒
さ
れ
る

。

い

ず
れ
に

せ

よ、

物
書
き
は

本
質
的
に

、

実
際
は
そ
こ

に

は

い

な
い

観
客
で

あ
る

読
者
を
意
識
し

て

演

技
す
る

滑
稽
な

「

喜
劇

役
者
」

（
O
卜。男

ト

ト。
ド

゜。
）

で

あ
ら
ざ
る

を
え
な
い

。

「

書
く
こ

と
、

そ
れ

は

舞

台
に

登
場
す
る

こ

と
な
の

で

あ
る
」

（
筐
e

。

「

誠
実
さ
」

と
伝
達
の

構
図

　
こ

の

よ
う
に

ヴ
ァ

レ

リ
ー

の

考
え
に

よ

れ

ば
、

新
聞
小
説
の

よ
う
に

興
味
を

ひ

き
そ
う
な

新
奇
な
主
題
を
と
り
あ
げ
る

に

せ

よ、

語
る

に

足
ら
な
い

あ
り
ふ

れ

た

主
題
を

演
劇
化
し
て

語
る

に

せ

よ
、

公
に

向
け
て

書
く
こ

と

は

読
者
を

意

識
し

て

振
る

舞
う
こ

と

と

不
可
分
で

あ
る

。

だ

が
通

常、

公
に

向
け
て

書
く
者

は、

そ
の

こ

と

を
隠
蔽
す
る

。

書
く
行
為
が

「

誠
実
」

な
も
の

で

あ
っ

た

よ

う
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に

見
せ

か
け
る

の

で

あ
る

。

ル

ソ

ー

が
自
身
の

著
作
を
「

告
白
」

と
銘
打
っ

た

こ

と

は

そ

の

典
型
で

あ
り

、

そ

れ
は

演
技
を
隠

蔽
す
る

演
技
に

他
な
ら
な
い

。

つ

ま
り
ヴ
ァ

レ

リ

ー

に

言
わ

せ
れ
ば

、

公
に

向
け
て

書
く
こ

と

に

は
、

「

誠
実
さ
」

で

は

な
く
「

誠
実
さ
の

効
果
を
狙
っ

た

配
慮
」

（
ON

這
NO

）

と

い

う
不
誠
実

が
つ

き
ま
と
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　
「

効
果
を

狙
っ

て

演
じ

る
」

と
い

う
作
者
の

振
る

舞
い

は、
ブ
ル

ト
ン

が

「

遅

れ

て

来
た

至
急

便
」

の

な
か

で

用
い

て
い

た

言
葉
を
再
び

引
用
す
れ
ば
「

わ

ざ

と
ら
し

さ

昌
只
ゆ

こ

で

あ
り、
ヴ

ァ

レ

リ

ー

が

し

ば

し

ば
使
う
言
い

方
で

は

「

気

取
り

勹

誌
o

δ
り゚

蒙
」

と
い

う
こ

と

に

な
ろ

う
。

ブ

ル

ト

ン

に

お

い

て、

そ

う
し

た
「

わ

ざ
と

ら

し
さ
」

や

「

気
取
り

」

は
、

神
経
科
医
の

観
察
所
見
の

書
き

方

に

倣

う
こ

と
で

排
除

す
る

こ

と

が
可
能
だ

と

さ
れ

て

い

た
。

し
か
し

ヴ
ァ

レ

リ

ー

に

と
っ

て、

そ
れ

は

ど

う
に

も
逃
れ
よ

う
の

な

い

と

思
え
る

ほ

ど
に
、

気

に

な
っ

て

し
ま

う
も
の

で

あ
る

。

「

も
っ

と

も
通
常
の

言
語
も
極
度
の
《

気
取
り

》

か

ら
で

き
て

い

る
」

（
Ob
。

』
一

Φ

c。）
。

気
取
っ

て

い

な

い

と
見
え
る

も
の

も
、

気

取
り
の

有
無
を

判
定
す
る

の

は

「

た

だ
慣
れ

の

み
」

（陶
三
匹゚
）

に

す
ぎ
な
い

。

　
こ

の

「

誠
実
さ

」

と
「

気
取
り

」

の

問
題
は

出
口

が

な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る。

確
か
に

ヴ
ァ

レ

リ

ー

が

毎
朝
書
き
記
し
た
『

カ

イ
エ
』

の

実
践
は

、

自
己
を

唯

一

の

読
者
と

す
る、
「

誠
実
な
」

エ

ク

リ

チ

ュ

ー

ル

の

実
践
で

あ
っ

た

と
い

う

こ

と

が

で

き
る

か

も
し

れ

な
い

。

と

は
い

え
、

じ
っ

さ

い

に

は

著
作
を
い

っ

さ

い

出
版
し
な
か
っ

た

わ
け
で

は

な
く

、

頼
ま

れ

仕
事
と
は
い

え
詩
や
エ

ッ

セ

イ

を
か
な

り
の

点
数
発
表
し

て

い

た
ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

と
っ

て
、

「
誠
実
さ
」

と

「

気

取
り

」

の

ジ

レ

ン

マ

は

乗
り
越
え
が

た
い

問
題
と

し

て

残
り

つ

づ

け
る

。

　
し
か

し
ひ

る

が

え
っ

て

考
え
て

み

れ
ば、

作
者
の

振
る

舞
い

に

誠
実
さ
を

み

る

に

せ

よ、

気
取
り
を
み

る

に

せ

よ
、

そ
の

よ

う
な

問
い

が

発
せ

ら
れ

て

い

る

時
点
で

、

作
者
か

ら

読

者
へ

の
一

方
向
的
な

「

伝
達
」

の

構
図
が
前
提
と

さ
れ

て

い

る
。

「

作
者
が

何
ら

か
の

内
容
を

読

者
へ

と

伝
え
る
」

と

い

う、

こ

の

伝

達
の

構
図
に

お

い

て

は、

作
者
か

ら
一

方
的
に

内
容
を
受
け
取
る

側
で

あ
る

読

者
は

、

語
り
に

く
い

こ

と
、

つ

ま
り
読
者
の

存
在
を

意
識
し

て

は

語
れ

な
い

こ

と
を
こ

そ
求
め

る
。

「

誰
に

で

も
話
し
て

い

る

話
」

よ

り
も
「

誰
に

も

話
し

た

こ

と

の

な
い

話
」

の

ほ

う
が

受
け
手
に

と
っ

て

は

情
報
的
価
値
が

高
い

と

感
じ

ら

れ
る

の

で

あ
る
。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

が

「

誠
実
さ

の

効
果
に

対
す
る

配
慮
」

を
批

判
す
る

と
き

、

そ
の

根
底
に

は、

こ

の

作
者
か

ら

読
者
へ

の
一

方
的
な

伝
達
と

い

う
構
図
じ
た

い

へ

の

批
判
が
あ

る
。

詩
は
決
し

て
、

作
者
の

感
情
や

思
想
を

伝
え
る
た

め

の

媒
体
で

は
な

い
。

「

す
べ

て

の

詩
は
、

真
で

唯
一

の

対
応

す
る

意
味
を
持
ち

、

作
者
の

何
ら

か

の

考
え
と
一

致
し
、

そ
れ

と
同
一

の

も
の

だ
、

と
主

張
す
る

こ

と

は

詩
の

本
性
に

対
す
る

誤
り
で

あ
り

、

詩
に

と
っ

て

致
命
的

な

こ

と

で

あ
る
」

（
Q
罫
一

 

8）
。

「

詩
に

と
っ

て

致
命
的
」

と

は

と
り
も
な

お

さ

ず
「

詩
を
散
文
に

し

て

し

ま
う
」

と

い

う
こ

と
だ
ろ

う
。

伝
達
を

目
的
と

す

る

文
学
と
は

散
文
で

あ
り、

そ
れ

ゆ

え
「

散
文
は

理
解
さ

れ
る

や

否
や
消
滅
す

る
」

（

臼
一、

δ
一

〇）
。

ま
た

読
者
に

と

っ

て

も、

作
品
は

そ

こ

か

ら
作
者
の

感

情
や

思
想
を
読
み
解
く
べ

き

道
具
で

は

な
い
。

詩
が
生
ま
れ
る

の

は
、

言
葉
が

伝
達
の

道

具
で

あ
る

こ

と
を

や
め

て、
「

ま
っ

た
く

別
の

生
」

（
臼
ど

一

認
α）

を

獲
得
す
る

と
こ

ろ

で

あ
る

。

「

誠
実
さ
」

と

「

気
取
り

」

の

ジ

レ

ン

マ

を

乗

り
越
え
る

に

は
、

伝
達
に

よ
っ

て

結
び

つ

い

た

作
者
と

詩
人
の

関
係
じ
た

い

を

更
新
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。

　
言
葉
が

伝
達
の

道
具
で

な

く
な

る

と

い

っ

て

も
、

ヴ

ァ

レ

リ

ー

が
目
ざ
す
の

は
、

言
語
か
ら

意
味
を

指
示
す
る

機
能
を
奪
う、

と
い

う
こ

と

で

は

な
い

。

も

ち

ろ

ん
、

ヴ
ァ

レ

リ
ー

が

言
葉
の

音
楽
的
な
響
き
や

リ

ズ
ム

を
磨
き
上
げ
る
こ

と

に

心
を
砕
い

た
の

は

事
実
で

あ
る

。

し
か

し
な
が
ら

そ
の

よ

う
に

詩
の

言
葉

を

磨
き
上
げ
る

こ

と

は
、

ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

と
っ

て

は

あ
く
ま
で

そ

の

先
に

設
定

さ

れ

た

よ

り
大
き
な
目
的
の

た

め

の

手
段
に

す
ぎ
な
い
、

美
し
い

言
葉
を
作
る

こ

と
そ
れ

自
体
が
最
終
的
な
目

的
で

は

な
い

の

で

あ
る
。

「

よ

り
大
き
な
目
的
」

と

は

す
な
わ
ち

、

詩
を

発
表
し

、

流
通
さ
せ

る

目
的
に

他
な

ら

な
い

。

伝
達
を

嫌
っ

た

か

ら

と

い

っ

て
、

あ
る

い

は

発
表
す
る

こ

と
に

慎
重
で

あ
っ

た
か

ら
と

い

っ

て
、

ヴ
ァ

レ

リ

ー

は

決
し

て

「

創
作
に

と

じ
こ

も
る
」

詩
人
で

は

な

か
っ

た
。

作
る

こ

と

そ
れ
じ

た

い

を

目
的
化
し
て

い

た

わ

け
で

は

な

か
っ

た
。

詩
人

7

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society for Aesthetics

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　for 　Aesthetios

は
、

詩
を
読
者
の

も
と
に

と

ど

け
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

何
を

し

う
る

の

か
。

詩

は
、

読
者
に

対
し

て

ど

の

よ

う
な

働
き
を
す
べ

き
な
の

か
。

作
者
と
読
者
の

関

係
を
更
新
し
よ

う
と

し

な

が
ら、

ヴ
ァ

レ

リ
ー

は

詩
の

社
会
的
な
役
割
を

考
え

て

い

た
。

伝
達
の

構
図
に

代
わ

る

両
者
の

関
係
と
は

い

っ

た

い

ど

の

よ
う
な

も

の

な
の

か
。

次
節
で

は

こ

の

点
を
明
ら
か

に

す
る

。

3、

読
者
の
能
力
の

開

拓

消
費
齟

生
産
者
と
し
て
の

読
者

　
こ

の

よ

う
に

、

ヴ
ァ

レ

リ
ー

の

描
写
批
判
の

背
後
に

は、

読
者
を
意
識
し

て

書
く
作
者
の

「

演
技
性」

へ

の

批
判
が

あ
り、

そ
れ

は

本
質
的
に

は

作
者
か

ら

読
者
へ

と
い

う
「

伝
達
の

構
図
」

の

失
効
を

意
味
し

て

い

る
。

散
文
的
な
も
の

を

排
除
す
る

と

こ

ろ

に

自
ら
の

詩
観
を
立
ち
上

げ
よ

う
と
す
る
な

ら

ば、
「

伝

達
の

構
図
」

に

代
わ

る

作
者
−

読
者
関
係
を
構
築
し

な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。

い

っ

た

い

ヴ

ァ

レ

リ

ー

は
ど

の

よ

う
な

関
係
を
作
り
出
そ
う
と
し

た

の

か
。

　

ヴ
ァ

レ

リ
ー

が

提

示
し
た

答
え
は

、

〈
生

産

者

詈
o

費
9
窪
「
＞

1
〈

作
晶

a
ロ

貞
Φ
＞

1
〈

消
費
者
oo

昌
・゚

o

日

日

讐
Φ

霞
V

と
い

う
三

つ

の

項
か

ら
成
る

図
式

で

あ
る

。

こ

の

図
式
は
、

『
カ

イ
エ
』

の

中
で

ど

ち
ら

か

と
い

え
ば

曖
昧
な
仕

方
で

記
述
さ
れ

て

き
た

思

考
が、

三

〇

年
代
に

頻
繁
に

そ
の

機
会
を
得
る

よ

う

に

な
っ

た
講
演
に

お
い

て
、

は
っ

き
り
と
図
式
の

形
で

発
表
さ

れ

た
も
の

で

あ

る
。

い

っ

た
ん

図
式
の

形
を
と
っ

た

後
は、

ヴ

ァ

レ

リ

ー

は

さ

ま
ざ
ま
な

講
演

や

公
の

テ

ク

ス

ト

で

こ

れ

に

言
及
し

て

い

る
。

な
ぜ

図
式
は

二

つ

で

は
な

く
三

つ

の

項
か
ら
成
る

の

か
。

な
ぜ

作
品
の

創
造
と

受
容
を
説
明
す
る

の

に、

作
者

で

は

な
く

＜

生
産
者
〉

、

読
者
な
い

し

受

容
者
で

は
な

く
く

消
費
者
V

と
い

う

市
場
経
済
の

用
語
を
用
い

な
け
れ

ば

な
ら
な
い

の

か
。

こ

れ

ら

の

問
い

に

答
え

る
べ

く
、

こ

の

図
式
に
つ

い

て

詳
し

く
見
て

い

こ

う
。

　
ま
ず

、

〈

生
産
者
〉

〈
消
費
者
〉

と

い

う
市
場
経
済
の

用
語
を
用
い

る

こ

と

に

関
し
て

。

そ
れ

は

ま
さ

に、

文

学
の

流
通
に

お

い

て

も、

商
品
一

般
の

流

通
に

お

い

て

と

同
じ

よ

う
に、
「

生

産
者
と

消
費
者
は

本
質
的
に

切
り
離
さ

れ

た
二

つ

の

シ

ス

テ

ム
」
（

臼
尸

目

ら。

参
）

だ
か
ら
で

あ
る

。

ヴ

ァ

レ

リ

ー
に

と
っ

て

作

品
は、

生
産
者
11

作
者
の

メ

ッ

セ

ー

ジ
を
消
費
者
11

読
者
へ

と

「

伝
達
」

す
る

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ
ョ

ン

の

媒
介
項
で

は

あ
り
え
な
い

。

あ
る

の

は

作
品
を

前
に

し

た
生
産
者
と

作
品
を

前
に

し

た

消
費
者
と

い

う
ま
っ

た

く
切
り
離
さ
れ

た
二

つ

の

事
実
の

み
で

あ
る

。

こ

の

二

つ

の

事
実
を
同
時
に

分
析
し

う
る

客
観
的
な

視
点
な
ど

存
在
し

え
な
い

。

「

作
品
を
生

産
す
る

精
神
の

観
察
と

、

そ

の

作
品

の

何
ら
か

の

価
値
を
生
産
す
る

精
神
の

観
察
を、

同
一

の

状
態、

同
一

の

注
意

の

も
と

に

結
び

つ

け
る

こ

と

は

不
可
能
で

あ
る
」

（
筐
ユ゚
）

。

　
項
が
三
つ

で

な
け
れ

ば

な

ら
な
い

理
由
も
も
は

や

明
ら

か

だ

ろ

う
。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

と

っ

て

作
品
と

は
、

〈

生

産
者
V

と

く

消
費
者
V

を
結
び

つ

け
つ

つ
、

し

か

し
両
者
の

あ
い

だ

に

割
り
込
ん

で

そ
れ

ぞ
れ
を

別
の

シ

ス

テ

ム

と

し

て

成

立
さ

せ

る

媒
介
ロ

切
断
項
な

の

で

あ
る

。

消
費
者
は、

作
者
の

代
弁
者
と
し
て

の

作
品
の

内
容
を
受
動
的
に

受
け
取
る

の

で

は
も
は

や

な

く、

作
者
か
ら

切
り

離
さ
れ
た

と

こ

ろ

で

作
品
に

向
き
合
い
、

積
極
的
に

そ
れ

を
消
費
す
る

。

つ

ま

り
こ

の

三

項
図
式
が
意
味
す
る

と

こ

ろ

は
、

作
品
が

「

関
係
す
る

二

つ

の

活
動

の

あ
い

だ
の

直
接
的
な
連
絡
の

不
在
」

（
量
ユ．）

を

要
求
す
る

た
め

に、
「

消
費

者
が

生
産
者
に

な

る
」

（
臼
員

お
焉）

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

作
者
が

生
産
す

る

の

は

あ
く
ま

で

作
品
で

あ
っ

て

価
値
で

は

な
い

。

読
者
が
消
費
者
に

な
る

と

は

と

り
も
な
お

さ
ず
生
産
者
に

な

る

と

い

う
こ

と

で

あ
り

、

こ

の

考
え
を
突
き

詰
め

て

い

け
ば、

作
品
の

価
値
は

消
費
の

文
脈
次
第
と
い

う
こ

と

に

な
ろ

う。

消
費
者
が

属
す
る

時
代
や

社
会
状
況
が
違
え
ば
、

作
品
の

価
値
も
ま
た

変
わ

る

可
能
性
は

お
お

い

に

あ
り
う
る

。

こ

う
し

た
「

創
造
的
な
誤
解
」

（

臼
員

巓
お）

も

含
め、

作
品
は

消
費
者
に

と
っ

て

「

あ
る

活
動
の

起
源
」

（｛
団
目

し
恕
。。）

と

な
る

。

「

文
学
的
操
作
が

対
象
を
生
み

出
す
の

で

あ
っ

て

対
象
に

よ
っ

て

文
学

的
操
作
が

生
み

出
さ

れ

る

の

で

は

な
い
」

（
Ob
。、

二
〇

む

の

で

あ
る
（
17）
。

　
伝
達
の

構
図
が
前
提
に

し

て

い

た
「

信
じ

や

す
い

読
者
」

に

代
わ
っ

て、
ヴ
ァ

レ

リ

ー

の

三

項
図
式
が

提
示
す
る

の

は

「

消
費
11

生
産
者
と

し

て

の

読
者
」

で

N 工工
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あ
る
。

作
品
の

価
値
は

、

消
費
者
で

あ
る

読
者
に

よ
っ

て

生

産
さ
れ

る
。

た

だ

し、

ヴ
ァ

レ

リ
ー

が

こ

こ

で

想
定
し
て

い

る

読
者
の

消
費
11

生

産
活
動
は

、

単

純
な
「

意
味
の

理

解
」

の

よ

う
な
も
の

で

は

な
い

。

も
ち
ろ

ん、

詩
の

理
解
が

前
提
に

な
っ

て

い

る

以
上、

意
味
の

理

解
が

ま
っ

た

く
関
わ

ら

な
い

わ

け
で

は

な
い

、

し

か

し
、

ヴ

ァ

レ

リ
ー

の

言
葉
づ

か

い

に

な

ら
っ

て

言
う
な

ら

ば
、

読

者
の

消
費
11

生

産
活
動
は
、

ま
ず
も
っ

て
「

行
為
す
る

こ

と
」

な
の

で

あ
る

。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

的
読
者
に

と

っ

て
、

行
為
な

く
し

て

は、

作
品
を
消
費
し
た
こ

と

に

は

　
　

　
　
　
　
コ
　

　コ
　

　ロ
　
　ロ
　
　ロ
　　の
　

ロ
　

　　の
　

　

　
　

　　
　

　コ　
　　
　
　　
　
　　
　

　コ
　

　

　
　

　　
　
　サ
　

　コ
　

　

　

な
ら

な
い

。

「

精
神
の

作
品
は

、

行
為
に

お
い

て

し
か
存

在
し

な
い
」

（
自
ザ

お
お）

。

ヴ
ァ

レ

リ

ー

が、

思

考
の

よ

う
に

物
理

的
運
動
を
伴
わ

な
い

働
き
を

も
「

行
為
」

と

呼
ぶ

こ

と

を

考
え
れ

ば、

こ

こ

で

詩
を
成
立
さ

せ

る

行
為
と
言

わ
れ

て

い

る

も
の

の

内
実
は

、

も
っ

と

も

表
面
的
な
「

朗
読
」

と

い

う
意
味
に

始
ま
っ

て
、

定
型
詩
の

リ
ズ

ム

に

乗
る
こ

と
や

不
意
打
ち

的
な
音
の

重
な

り
合

い

を

感
じ
る

こ

と
、

物
語
的
な
展
開
を
把
握
す
る

こ

と
、

語
ら

れ

る

内
容
を
自

身
の

身
を
も
っ

て

追
体
験
す
る

こ

と
な
ど

、

多
層
的
で

あ
る

は

ず
で

あ
る

。

し

か
も

詩
の

行
為
は
、

単
純
な
能
動
性
の

発

揮
で

は

な
く、
「

拘
束
」

と

い

う
側

面
を

も
っ

て

い

る
。

「

私
た

ち
が

私
た

ち
の

自
由
を
作
品
に

譲
り
渡
す
代
償
と

し

て、

作
品
は

そ
れ

が
私
た

ち
に

課
す
捕
虜
状
態
へ

の

愛
と、

直
接
認
識
に
伴

う
あ

る
種
甘
美
な
感

情
を

私
た

ち
に

与
え
て

く
れ

る
」

（
臼
目

し
ω

呂）
。

こ

う

し

た
い

わ

ば
「

詩
に

行
為
さ

せ

ら
れ
て

い

る
」

状
態
の

な

か
で

、

読
者
は

自
身

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
ロ
　
　

コ
　　
　
　
　

　
　
　コ

の

機

能
を
こ

れ
ま
で

に

な

い

仕
方
で

組
み

立
て、
「

変
容
を
感
じ

な
が
ら
変
化

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

サ
　
　　
ロ　　　リ

す
る
」

（

9
」
Q。

O
）

。

そ

れ
は

「

本
物
の

行
為
」

（
ま

置゚
）

で

あ
る

。

ヴ
ァ

レ

リ
ー

に

と
っ

て

詩
と

は
、

精
神
的
な
働
き
も
含
め

、

人
間
の

あ
ら
ゆ

る

機
能
が
組
み

立
て

ら
れ

て

行
為
と

な
る

場
と

し
て

の
「

身
体
」

に

か
か

わ

る

も
の

で

あ
る。
「

詩

は

私
た

ち
の

運
動
機
能
の

よ

り
豊
か
な

領
域
に

お

い

て

展
開
さ

れ、

そ
れ
は

私

た

ち
に

完
全
な
行
動
に

よ

り
近
い

参
加
を
要
求
す
る
」

（
臼
同

レ
゜。

胡）
。

詩
と

は、

読
者
を
身
体
的
に

参
加
さ
せ

る

こ

と

の

う
ち
に

、

そ
の

目
的
を
完
遂
す
る
の

で

あ
る
。

登
場
人
物
の

身
体
か
ら
読
者
の

身
体
へ

　
こ

の

よ

う
に

ヴ

ァ

レ

リ

ー

は
、

詩
人
11

生

産
者
の

活
動
と
読
者
11

消
費
者
の

活
動
の

そ

れ

ぞ
れ

に

能
動
性
を
認
め

、

そ
れ

ら
を
全
く
切
り
離
さ

れ
た

二

つ

の

活
動
と

し

て

作
品
の

両
側
に
位
置
づ

け
る

。

作
品
は

も
は

や

作
者
の

思
想
や
感

情
を
伝
達
す
る

媒
体
で

は
な
く、

ヴ
ァ

レ

リ

ー

の

言
葉
づ

か
い

を
用
い

る

な
ら

、

読
者
に

行
為
を

促
す
「

装
置
ヨ
騨

o
ゲ

ぎ
Φ
」

で

あ
る

。

「

詩
と

は
、

し

か

じ

か

の

よ

う
で

あ
る

と

想
定
さ

れ
る

人
々

に、

あ
る

効
果
を

作
り
出

す
装
置
」

（
O
ど

ト。

霸）

な
の

で

あ

る
。

作
品
の

完
全
性
と

は
、

さ
ま
ざ
ま

な

仕
掛
け
に

よ
っ

て

読
者
を

行
為
へ

と

仕
向
け
る

装
置
と

し
て

の

完
全
性
に

他
な
ら
な
い

。

　

し
か

し
「

行
為
」

は

ま
だ、

ヴ
ァ

レ

リ

ー

の

詩
の

プ

ロ

グ

ラ

ム

に

と
っ

て

は

手
段
に

す
ぎ
な

い
。

詩
人
が

読
者
を

行
為
さ

せ

る

こ

と

に

よ
っ

て

最
終
的
に

目

指
す
も
の
、

そ
れ

は

「

読
者
の

能
力
を

開
拓
す
る

こ

と
」

で

あ
る

。

「

《

純
粋
な
》

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

コ　
　　
　

様
式
は

逆
に

、

あ
ら

ゆ

る

指
示
作
用
や

記
号
の

あ
ら
ゆ

る

機
能
か
ら

解
き
放
た

れ
た
、

私
た

ち
の

感
性
の

各
能
力
の

諸
価
値
を

開
拓
し、

組
織
し、

組
み

立

て

る
」

（
臼
ザ

ド

羇
卜。）

。

描
写
を

排
し

読
者
の

能
力
に

注
意
を
向
け
さ

せ

る

こ

と
、

そ
れ

は

表
現
の

対
象
と
し

て

の

現
実
か

ら、

表
現
を
解
す
る

私
た

ち

自
身
の

身

体
と

い

う
現
実
へ

の

転
向
で

あ
る

。

「

描
写」

を
旨
と

す
る

文
学、

つ

ま
り
小

説
等
の

散
文
は
「

あ
や

ま
っ

た

現
実
」

に

ば
か

り
熱
中
し
て

い

た
。

し
か

し
《

純

粋
な
》

様
式
は
「

私
た

ち
の

現
実
の

特
性
」

（
＝
）

崔
し

に
か

か
わ

る。

ヴ

ァ

レ

リ

ー

に
と
っ

て
、

装
置
と
し
て

の

作
品
の

働
き
と

は、

読
者
に
、

行
為
を
つ

う
じ

て

み
ず
か

ら

の

持
つ

能
力
に

気
づ

か

せ

る

こ

と

に

あ
る

の

で

あ
る。

　
ヴ

ァ

レ

リ

ー

に

よ

れ

ば、

詩
の

読
者
と
散
文
の

読
者
の

あ
い

だ

に

は、
「

容

易
に

観
察
さ
れ
る

身
体
的
特
徴
」

（

臼
ど

お
鐸）

の

差
異
が

あ
る。

小
説
の

読

者
は

「

想
像
的
生
の

う
ち
に

没
入
し

て
」

お

り
、

「

彼
は
た

だ

精
神
の

う
ち
の

み

に

在
り

、

動
き、

行
動
し

、

悩
む
」

（

筐
価．）

。

そ
の

あ
い

だ
、

「

彼
の

身
体

は

も
は

や

存
在
し

な
い
」

（
筐
匹’）

。

小
説
の

読
者
は

自
身
の

身
体
を
忘
れ

、

物

語
世
界
に

没
入
し

て

あ
る

登
場
人
物
の

身
方
を
し

た

り、
喜
ん

だ
り、
悔
し
が
っ

た

り
す
る。
「

彼
は

も
は

や

自
分
自
身
で

は
な
く

、

外
的
な
諸
力
か

ら

分
離
さ

9
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一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society for Aesthetics

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　for 　Aesthetios

れ
た
一

つ

の

脳
髄
に

す
ぎ
な
い
」

（

ま
e

。

一

方、

詩
の

読
者
に

お
い

て

は
身

体
が
積
極
的
に

参
加
し
て

い

る
。

「

詩
は、

詩
の

読
者
に

魂
の

従
順

、

従
っ

て

身
体
の

棄
権
を
要
求
す
る

よ

う
な、

あ
や

ま
っ

た

現
実
を
課
し
た

り
は

し

な
い

。

詩
は
存
在
全
体
に

広
が

ら
ね

ば
な
ら
な

い
。

つ

ま
り
詩
は
リ
ズ

ム

に

よ
っ

て

読

者
の

筋
肉
組
織
を
刺
激
し、

そ

の

活
動
全
体
を
高
揚
さ

せ

る

こ

と

で

読
者
の

言

語
能
力
を
解
放
な
い

し

解
き
放
ち、

深
い

と

こ

ろ

で

読
者
の

存
在
全
体
を

秩
序

づ

け
る

の

で

あ
る

。

と

い

う
の

も
詩
は

、

人
間
が

そ
の

力
の

ど
れ

を
も
遊
ば

せ

て

お
く
こ

と
の

な

い

強
い

感
情
に

よ
っ

て

捉
え
ら

れ
た

と
き
に

現
れ

る、

生

け

る

個
人
の

統
一

と
調
和

、

並
外
れ

た
統
一

を
誘
発
な
い

し

再
び

作
る

こ

と

を

目

指
す
か

ら

で

あ
る
」

（

臼
ド

」
も。

課
μ
ω

翻）
。

　

散
文
に

お

い

て

棄
権
さ

れ

て

い

た

読
者
の

身
体
が、

詩
に

お

い

て

は

ま
さ
に

主
題

化
さ
れ

る
。

描
写
の

排
除
に

と
も
な

う
こ

の

変
化
は

、

図
式
的
に

整
理
す

れ
ば
、

「

登
場
人

物
の

身
体
」

か
ら

「

読
者
の

身
体
」

へ

の

移
行
で

あ
る。

描

写
の

典
型
的

対
象
が

登
場
人

物
の

身
体
で

あ
っ

た

こ

と

を
想
起
し

よ
う

。

ヴ
ァ

レ

リ

ー
は

は
っ

き
り
と

断
言
す
る

。

「

登
場
人
物
は

私
の

思
考
の

要
素
で

は

な

い
」

（

Ob
。

』
HG

。

G。）
。

こ

の

移
行
は、

装
置
と

し
て

の

詩
が、

読
者
の

能
力
を
開

拓
す
る

と
い

う
働
き
を
全
う
す
る

た

め

の

必

要
条
件
で

あ
る

。

な

ぜ
な
ら

、

こ

の

二

つ

の

身
体
は
排
他
的
だ

か

ら
で

あ
る

。

登
場
人
物
の

身
体
を

視

覚
的
に

描

写
す
る
こ

と

は
、

そ
れ

を
思
い

描
く
と

い

う
受
動
的
な

態
度
を

読
者
に

強
い

る

た

め

に
、

自
身
の

身
体
を
用
い

て

「

行
為
」

す
る

こ

と
を
阻
害
し

て

し

ま
う
の

で

あ

る
。

　

と

は
い

え、

ヴ

ァ

レ

リ

ー

は

登
場
人
物
そ
の

も
の

を

否
定
し
た

わ

け
で

は

な

い
。

適
切
な

扱
い

を
す
れ

ば、

そ
れ

は

読
者
の

行
為
を

阻
害
し
な
い

ば

か
り
か

促
進
す
る

要
素
に

さ

え
な

る
。

登
場
人
物
の

扱
い

に

関
し

て

は、

ヴ

ァ

レ

リ

ー

は
ラ

シ

ー

ヌ

か
ら

多
く
を

学
ん

で

い

る
。

確
か
に

、

古
典
主
義
悲
劇
に

お
い

て

登
場
人
物
の

身
体
が

描
か

れ

る

こ

と

は

ほ

と

ん

ど

な
い
。

「

十
七
世
紀
に

は
、

身
体
は

著
作
か
ら
消
え
る

。

あ
の

人
々

は

食
べ

も
し
な
け
れ

ば、

性
交
し

も、

見
も
し
な

い
。

〔
そ

う
し

た

こ

と
を

表
現
す
る

の

が
〕

適
切
で

な

い

こ

と
は

、

三

単
一

の

ご

と
く
規
則
で

あ
る

。

有
機
体
的
な
組
織
は

言
外
に

ほ

の

め

か

さ
れ

て

い

る
」

（
Obo

匡
譯

　

　1

）

。

ま

る

で

身
体
を
持
た

な

い

か
の

よ

う
な
古
典
主
義
悲

劇
の

登

場
人
物
た
ち
は

、

た

だ
デ
ィ

ス

ク

ー

ル

に

よ

っ

て

の

み
存
在
す
る

存
在

で

あ
る

．

「

古

塁
義
演
劇
は

デ

ィ

ス

彳
ル

に

よ
っ

て

で

き

て

い

る

ー
デ

イ

ス

ク

ー

ル

が

11

場
面
を

設
定
し

、

準
備
し

、

決
定
し、

宣
言
す
る
」

（

O
ド

嵩
゜。

Φ）
。

そ
れ

は
、

発
言
が

行
動
に

な
る

と

い

う
こ

と
、

言
語
に

よ
っ

て

行
為

を

行

う
と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

あ
る

発
言
が

な
さ
れ

る

こ

と

に

よ
っ

て

状
況
の

力
関
係
の

構
図
が

変
わ

り、

そ

の

こ

と
が
自
分
の

敵
対
者
や

恋
人
の

出
方
を
左

右
す
る

。

彼
ら
は

、

も
っ

ぱ

ら

デ
ィ

ス

ク

ー

ル

に

よ
っ

て

他
者
を

動
か
し、
デ

ィ

ス

ク

ー

ル

に

よ

っ

て

動
か

さ
れ
る

。

「

人
生
は
、

ほ

ぼ

完
全
に

言
語
に

置
き
換

え
ら

れ

て

い

る

ー
ち
ょ

う
ど

現
象
が

（
数
理
物
理
学
的
に

）

代
数
的
観
念
に

置
き
換
え
ら

れ
て

い

る

よ

う
に
」

（

蚩
e

。

　
デ

ィ

ス

ク

ー

ル

に

よ
っ

て

行
動
す
る

登
場
人
物
た

ち
の

織
り
な
す
個
々

の

場

面
は
、

読
者
に

と
っ

て、

人

物
た
ち
の

力
関
係
の

構
図
を
読
解
す
べ

き
「

判
じ

絵
」

（

O
卜。、
ド

ミ
ト。）

の

よ

う
な
も
の

で

あ
る

。

読
み

取
る

べ

き
は
、

そ

れ

ぞ

れ

の

人
物
の

心
情
で

は

な
く、

人
物
間
の

関
係
の

変
化
で

あ

る
。

「

私
は

《

関
係
》

を
見
る

。

あ
い

だ

を、

操
作
を

II

場
面
を

、

状
態
を

見
る
」

（
ON

コ
。。

。。
）

。

そ

れ

は

ち
ょ

う
ど、

チ
ェ

ス

盤
の

傍
ら

で

試
合
の

行
方
を

見
守
る

の

に

近
い

。

こ

の

チ
ェ

ス

の

試
A
口

に

お
い

て、

登
場
人
物
た

ち
は

も
は

や

「

駒
」

に

す
ぎ
な

い
。

彼
ら

は

「

ゲ

ー

ム

の

中
で

の

配
置
か

ら

く
る

価
値
に

よ
っ

て

し

か

区
別
さ

れ

な

い
」

（
ON

旨
O
刈）

。

「

個
性
」

と

呼
び

う
る

よ

う
な
行
動
や
思
考
の

内
発

的
な
論

理
を

も
た

ず
に

、

類
型
ご

と

に

モ

デ

ル

化
さ

れ
た

＝

般
心

理
学
」

（【
三
ユ．）

に

従
っ

て

行
動

す
る

登
場
入

物
た
ち。

個
性
を

持
っ

た
人
物
た
ち
が

出
来
事
を

起
こ

す
の

で

は

く、

あ
る

状
況
の

な
か

で

占
め

る

「

配
置
」

に

よ
っ

て

人
物
た
ち
の

性
格
が

際
立

た

せ

ら
れ

る
。

「

人
は

登

場
人
物
た

ち
の

存
在
を

要
約
し

、

性
格
と
役
割
を

定
義
す
る

こ

と

が

で

き
る
」

（

Ob
。曽

二
G。

卜。）
。

描
写
に

よ

っ

て

再
現
さ
れ

る

登
場
人
物
た
ち
の

真
実
ら
し
さ

が、

彼
ら
の

存
在
の

記
述

し
つ

く
せ

な

さ
に

あ
る

の

に

対
し

、

「

駒
」

的
な
登

場
人

物
の

場
合
に

は
、

そ
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の

存
在
が

、

確
定
記
述
の

束
に

よ
っ

て

代
理
さ

れ

う
る

の

で

あ
る

。

読
者
は

人

物
に

対
し

て

感
情
的
な
同
一

化
を
す
る

こ

と
も
な
い

し、

再
現
的
・

視
覚
的
な

興
味
を
抱
く
わ

け
で

も
な
い

。

読
者
の

関
心
は

、

人
物
そ
の

も
の

で

は

な
く
そ

の

向
こ

う
に
あ
る

「

運
動
」

に

向
け
ら

れ
て
い

く。

「

判
じ

絵
」

の

図
柄
の

変
化

、

人
物
た

ち
の

力
構
図
の

移
り
変
わ
り
は
、

個
々

の

登
場
人
物
の

差
異
も

、

台
詞
の

境
界
を
も
超
え
た

と
こ

ろ

に

あ
る

大
き
な

う

ね
り

　
　
ヴ
ァ

レ

リ

ー

は
そ

れ

を
し
ば
し
ば

「

声
」

と
呼
ぶ

ー
と

な
る

。

そ

れ

は
対
立

や

葛
藤、

反
転
や

ど
ん

で

ん

返
し

と

い

っ

た

物
語
的
運

動
で

あ
り、

チ
ェ

ス

で

い

う
と

こ

ろ

の

ゲ

ー

ム

そ
の

も
の

で

あ
る

。

さ

ら

に

古
典
主
義
悲
劇

の

場
合、

ま
た

定
型
で

書
か

れ
る

ヴ
ァ

レ

リ

ー

の

詩
の

場
合

、

こ

の

運
動
に
、

韻
や
脚
韻
を
そ

な
え、

装

飾
音
に

満
ち
た
リ

ズ
ム

が

加
わ

る
。

音
声、

意
味

、

物
語
と

い

う
多
層
的
な
性
格
を
も
っ

た
運
動
が、

い

ま
や

読
者
の

関
心
を

占
め
、

律
す
る。

た

と

え
ば
『

若
き
パ

ル

ク
』

に

お

い

て

ヴ
ァ

レ

リ

ー
が

追
求
し

た
「

転

調
」

は
、

「

調
子
の

変
化
」

と

い

う
形
式
上

の

問
題
で

あ
る

と

同
時
に、

こ

の

詩
が

記
述
し

て

い

る、

睡
眠
と
目
覚
め
の

あ
わ

い

で
パ

ル

ク

が

体
験
す
る

さ
ま

ざ
ま

な

身
体
の

状
態
と
い

う
内
容
上
の

問
題
で

も
あ
る

。

読
者
は
一

方
で

形
式

的
な

運
動
を

、

他
方
で

パ

ル

ク

の

体
験
を

、

自
己
の

身
を
も
っ

て

受
け
止
め
る

。

読
者
を
こ

う
し

た

運
動
に

巻
き
込
み、

拘
束
す
る

こ

と

に

よ
っ

て、

気
づ

か
れ

て

い

な
か
っ

た

諸
能
力
の

発
見
や

開
拓
を

促
す
こ

と
。

こ

れ
こ

そ

ヴ
ァ

レ

リ

ー

が
、

詩
か

ら
描
写
を
排
除
す
る
こ

と

に

よ
っ

て

達
成
し

よ

う
と

し

た
目

的
で

あ

る
。

詩
の

純
粋
性
を
主
張
す
る

際
も

、

「

散
文
的
な
も
の

の

排
除
」

と

い

う
表

面
上
の

潔
癖
主

義
の

先
に、

ヴ
ァ

レ

リ

ー

は

こ

の

よ

り
本
質
的
な
目
的
を
見
据

え
て

い

る。
「

私
が

言
う
と
こ

ろ

の

純
粋
性
と
は、

独
立
し
た
私
の

諸
部
分
に

対
す
る

ま

す
ま
す
鮮
明
な
感
覚

、

に

他
な

ら

な
い
」

（
Ω
る
虧

9
。

お
わ
り
に

は
っ

き
り
区
別
さ

れ
た

私
の

諸
機
能
の

所
有

　
こ

こ

ま
で
、

ヴ
ァ

レ

リ

ー

が

描
写
の

は

ら

む

問
題
を
ひ

き
う
け
な
が

ら
、

読

者
の

身
体
を
主

題
化
す
る
こ

と
に

よ
っ

て

そ

れ

を
乗
り
越
え
た

こ

と

を
確
認
し

た
。

描
写
と

い

う
問
題
は、

内
在
的
な
視
点
に

と
ど

ま
る

こ

と
、

つ

ま
り
社
会

的
な

文
脈
か

ら

切
り
離
さ

れ

た

と
こ

ろ

で

純
粋
に

作
品
の

質
を
問

う
こ

と
を

我
々

に

ゆ

る

さ

な
い

。

そ
れ

は
お
の

ず
と

、

生

産
か

ら

消
費
に

至
る

営
み

の

な

か

で

作
品
が

果
た
す
役
割
に
つ

い

て

考
察
す
る

よ

う
に

我
々

を
う
な
が

す
。

と

い

う
の

も、

描
写
は

単
な
る

表
現
の

要
素
で

は

な
く

、

作
者
と
読
者
の

あ
い

だ

に

あ
る

特
定
の

関
係
を
作
り
出
す
力
を

も
つ

か

ら
で

あ
る

。

描
写
に

注
目
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

見
え
て

き
た、

読
者
論
的
と

で

も
い

う
べ

き
ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

ス

タ

ン

ス

は
、

作
品
分
析
の

方
法
論
と
し

て

も
非
常
に

興
味
深
い

も
の

で

あ
る

。

し
ば

ら
く
ヴ

ァ

レ

リ

ー

研
究
の

主
流
を

占
め

て

い

た

生
成
論
的
な
視
点
に

代
わ

る

新
た
な
方
法
と

し

て
、

こ

の

読
者
論
的
な
視
点
を

ヴ

ァ

レ

リ

ー

自
身
の

作
品

に

適
用
す
る

こ

と

も
で

き
る

の

で

は

な
い

か
。

ま
た

、

こ

う
し
た

ヴ

ァ

レ

リ

ー

の

発
想
を
明
確
に

す
る

に

あ
た

り
、

本
論
は

、

唯
一

ブ

ル

ト
ン

と

比

較
す
る

に

と

ど

ま
っ

て

い

る
。

イ
メ

ー

ジ

の

終
焉
と
い

う
同
時
代
の

思
潮
の

中
で

正

確
な

位
置
づ

け
を
行
う
に

は
、

比
較
項
の

数
を
さ

ら

に

増
や

す
必
要
が

あ
る

。

こ

れ

ら
の

点
に

つ

い

て

は

今
後
の

課
題
と

し

た
い

。
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註
（
1）

（
2）

（
3）

（
4）

（
5）

（
6）

〔
7

）

（
8

）

（
9

）

（
10
）

ジ

ャ

ッ

ク
・

ラ

ン

シ

エ

ー

ル

「

イ

メ

ー

ジ

の

運
命
』

（
堀
潤
之

訳）
、

平
凡
社、

二

〇
一

〇

年、

二

九

−
三

五

頁

ヴ

ァ

レ

ー7
ー
の

著
作
か

ら
の

引
用
に

は

以

下
の

略
号
を

用
い
、

巻

数
と

頁
数
の

み

を

併
記
し
た

。

な

お、

イ
タ

リ

ッ

ク

等

に
よ

る

強
調
は

す
べ

て

ヴ
ァ

レ

リ

ー

じ

し

ん

に

よ

る

も
の

で

あ

る
。

な
お、

以

下
の

著

作
集
に

含
ま

れ

て

い

な
い

テ

ク

ス

ト

か

ら
の

引
用
に

つ

い

て

は、

そ

の

つ

ど

出

典
元
を

明

記

す
る

。

［
臼］
…

臼
ミ

ミ
舞

2
こ
Φ

穹
閏
矯
二

90

注
巨
霞
F
《

虫
σ

ぎ
け

冨
ρ
q
Φ

篇

 

匡

コ
虫

註
Φ
》

b
＜

三
゜傍

‘

お

竃
o

＝
80

［
Ω
”
q
§
暗

声

＄．

冒
凸
荘

ぎ
げ

冒
薩゚

o
旨

亠
巨
孚
ざ

O
巴
目

管
母
9
《

bご
子

ぎ
爵

8
話

島

巴
缶

コ
蝕
巴
Φ

》

b
＜

皀
ωu゚H

 

刈
ω

 

二
ゆ

起

ぎ
α

融
ゆ

話
8
戸
、、

冨
卑

巳
h
Φ

馨
Φ

自
置

し弓
二
『

み
巴
『

ヨ
ρ、、

爲
腰

ミ
携

Oo

§

蔑
黛
鳴

F

O
簿

岳

ヨ
鴛
倉

《

じd

量
ざ

野

8
二

〇

龠

Φ

歹

コ
偉

巴
 
》

篇
Φ

◎。

°。

も゚
し。

鼠

圃

玄
α．
も’
し。

竃

ぽ冖
亀゚

も．
し。

同

し。

田

口

紀

子
「

カ

タ

ロ

グ

的

身
体

か

ら

記
号
的
身
体
へ

　
　
小

説

に

お
け
る

登
場

人

物
の

ボ
ル

ト
レ

を

め

ぐ
っ

て
」 、

吉

田

城
編
『
身

体
の

フ

ラ

ン

ス

文
学

ラ

ブ

レ

ー

か

ら

プ

ル

ー

ス

ト

ま

で
』
、

京

都
大

学
出

版
会、

二

〇

〇

六

年、

ゴ 、…
二

七

−
三

四

七

頁

〉
ロ

ニ

み

bd
噌

 
仲

o

尸
、、】

≦
四

巳
隔

o
ω

冨
qo

ω
苣

ほ
匿
鵠
ω

ヨ
ρ．．

爵
ミ

ミ
塁

6
亀

ミ

黛
ミ
毳Ψ

O

聾
ヨ

母
拝

《

ロご坤
三
ご

臼

8
属
 

往
Φ

冨

コ
騒

巴
 

γ

お
Q。

Q。

も．
ω
同

鼻

匿
母
Φ

田
 

ε
尸
、、
髫
譬
区
冒
 

（
α

曾
曾
冨
「
 

醇
ユ
 

 

ζ

禽
§
竃
砺

9
ミ
腎

ミ
舞

O
巴
躍

巨

母
9
《

国
げ

ぎ
臣
σ

ρ

器
位
Φ

す

国
色
四

庫

 

》

レ
 

G。

G。

も冒
O

 

も
っ

と

も、

シ
ュ

ル

レ

ア

リ

ス

ム

の

運

動
が

見
出
し

た

写

真
の

意

義
は、

現

実

と

の

結
び
つ

き
と
い

う
点
に

か

ぎ
っ

て

み
て

も、

そ

れ
ほ

ど

単
純

な

も
の

で

は

な
い
。

た

と

え
ば

極
端
な

ク
ロ

ー

ズ

ア

ッ

プ

や

コ

ラ

ー

ジ
ュ

の

効
果
に

よ

っ

て、

現

実
の

対

象
を
異

化
し、

別
の

見
え

方

を

発
見

す
る

た

め
の

装

置

と
し

て

も

写

真
は

用
い

ら

れ
て

い

る。

℃
甲

三

く
9
曾
ざ
．．

O
 

葺

8
鉱
「

 

ユ

 

冖
螢

O
げ
089q

「
薗

O

置
ρ、

§
塁

8
→
9

匡
o
「

8
島

ρ

巳
偽

QD

も゚
ω

 

QQ

　
14
＞
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∀　　） 　　）

（

15
）

（

16）
（
17）

管凶
自゚

も゚

8Q
。

ヨ

峯
も
b
 

O

圃
玄
山゜
も゚

巽
目

た

と

え

ば
『

海
辺
の

墓
地

Ω
ヨ
o

幕
器

ヨ

豊
β

』

に

つ

い

て

も

ヴ
ァ

レ

リ

ー

は

同

様
の

事
情
を

語
っ

て

い

る。
「

今

あ

る

よ

う
な

『

海

辺

の

墓

地』

は、

私

に

と

っ

て

は

あ
る

偶
発
事

に

よ

っ

て

内
的

な

労
働

が

切

断

さ

れ

た

結
果
で

あ

る。

一

九
二

〇

年
の

あ
る

午
後

、

わ

れ

ら

が

非
常
に

懐

か
し

き
友
ジ
ャ

ッ

ク
・

リ

ヴ

ィ

エ

ー

ル

が、
私
を

訪

ね
て

き
た

と

き

に
、

私
が

「

海

辺
の

墓

地』

の

あ
る

《

状

態
》

に

あ
る

の

を

発

見

し
た

の

で

あ

る
」

（
臼
ド

嵩
OO

）
。

経

済
的

な

意
味
で

も、

ヴ
ァ

レ

リ

ー

は

文
筆
業
に

頼
っ

た

生

活
を

送
っ

て

い

な

か

っ

た
。

五

十
一

歳
（
一

九
二

二
）

ま
で

は

通

信
社
の

役
員
で

あ

る
エ

ド

ゥ

ア

ー

ル
・
ル

ベ

イ

の

個
人

秘

書
を

つ

と

め、

ル

ベ

イ

亡

き

後
は

あ
ち
こ

ち
に

講
演

旅

行
に

出

か

け
た

り
ア

カ

デ
ミ

ー

で

授

業
を

す
る

こ

と

に

よ
っ

て、

収
入
を

得

て

い

た
。

新

聞
小

説
が

小
説
に

与

え
た

影
響
に

関

し
て

は、

山

田

登
世

子
『

メ

デ
ィ

ア

都

市
パ

リ』
、

青
土

社、
一

九

九
一

年、

第

四

ー
五

章
に

詳
し
い

。

「

ラ

シ

ー

ヌ

や

モ

リ
エ

ー
ル

た

ち

古
典

派

作
家
は

「

王

室

御
用

達
」

の

職
人

で

あ

り、

そ
こ

で

は

王
の

趣
味

が

絶
対
の

掟
で

あ
っ

た
。

こ

の

規
範
か

ら
フ

リ

ー

に

な
っ

た

近
代

の

芸
術
家
た

ち
は、

そ
の

自
由
と

ひ

き

か

え
に、

読

者
と
い

う
顔

の

見

え
な

い

不
特
定
多
数
の

趣

味
に

支

配
さ

れ
る

こ

と

に

な

る
。

自
由
な

ス

タ

イ
ル

は
、

皮

肉

な
こ

と

に、

ト
レ

ン

ド

と
い

う
メ

デ

ィ

ア

の

掟
に

服

す
る

こ

と

に

な
る

の

で

あ

る
。

小
説
の

文

体
と

は、

つ

ま
り
は

〈
市
場
の

ス

タ

イ
ル
〉

に

ほ

か

な
ら

な

い
」

（
一

五
二

頁
V

、

読
者
の

生

産

者
的

な

働
き

を

重

視
す
る

ヴ
ァ

レ

リ

ー

の

こ

う
し
た

発
想

は、

ウ

ン

ベ

ル

ト
・

エ

ー

コ

の

「

開
か

れ
た

作
品
」

概

念
に

通

じ
る

も
の

で

あ

る。

じ

っ

さ
い

、

エ

ー
コ

は

そ

の

著

作
の

随
所
で、

自
身
の

主

張
と

関

係
づ

け

な

が
ら

ヴ

ァ

レ

リ
ー

に

言

及
し

て

い

る
。

た

だ

し

ヴ
ァ

レ

リ

ー
の

主

眼
は、

作

品

を

通

じ

て

読

者
を

「

人

間
の

身
体

的

機
能
」

と
い

う
普
遍

的

か
つ

非
ー
意
味

的

な

も

の

の

発

見
へ

と

み

ち
び

く
こ

と

に

あ

り、
「

創
造
的

な

誤
解」

の

よ

う
な

解
釈

上

の

偏

差
は

あ

く

ま
で

不
可

避
の

副
産
物
と

し

て

の

位

置
づ

け
で

あ
る
こ

と

に

は

注

意

が
必

要

で

あ
る

。
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