
〈

研

究

論

文
７

〉

キ
リ
ス
ト
教
的

悲
劇

の
誕
生

―
―
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
創
造
的
神
秘
主
義
―
―

一

、

「
宗

教

・

芸

術

」

に

つ

い

て

宗

教

と

芸

術

の

関

係

は

、

人

間

の

存

在

の

根

本

的

問

題

の

一

つ

で

あ

る

。

宗

教

は

人

間

の

自

ら

の

超

越

的

根

柢

へ

の

関

係

で

あ

り

、

そ

し

て

、

芸

術

は

人

間

の

創

造

性

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

二

つ

の

領

域

の

間

に

は

、

当

然

深

い

関

わ

り

が

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

宗

教

と

芸

術

と

の

関

係

を

今

世

紀

前

半

の

オ

ラ

ン

ダ

の

宗

教

現

象

学

者

ヴ

ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
（
Ｇ
ｅ
ｒ
ａ
ｒ
ｄ
　
ｖ
ａ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｌ
ｅ
ｅ
ｕ
w
，
　
１
８
９
０
-
１
９
５
０
）
に
従
っ
て

考

え

て

い

く

と

、

一

応

、

ⅰ
．
宗
教
と
芸
術
と
の
未
分
の
在
り
方
―
―
祭
祀
―
―
、
ⅱ
．
宗
教
芸
術
、

ⅲ
．
芸
術
宗
教
、
ⅳ
．
宗
教
的
芸
術
、
ｖ
．
宗
教
・
芸
術

の
五
つ

の
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
原

始
的

な
人
間
に
お
い
て

は
、
宗
教
と
芸

術
と

は
全
く
未
分
で
あ

っ

石
　

井
　

誠
　

士

た
。
歌
は
祈

り
で
あ
り
、
ド
ラ
マ
は
神
聖

な
演
技
で
あ
り
、
舞
踊
は
儀
式
で

あ

っ
た
。
そ
う
い
う
在
り
方

は
、
今
日
で
も
祭
祀
に
お
い
て
保
持
さ
れ
て

い

る
。と

こ
ろ

が
、
文
明
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
分
裂
が
起
こ
る
。
人
間
の
様
々

な
要
素

が
分
化
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
発

展
を
遂
げ
て
い
く
と

こ

ろ

に
文
明

の
方
向
が
あ
る
。
そ
れ
で

、
文
明

の
初
期
に
お
い
て
一
つ
で

あ
り
、

未
分
で

あ
っ
た
も
の
が
、
分

裂
し
て
く

る
。
そ
し
て

、
宗
教

か
ら
舞
踊
や
彫

刻
や

絵
画

が
追
放
さ
れ
る
に
到
る
。
キ
リ
ス

ト
教
に
お
い
て
も
、
仏
教

に
お

い
て

も
、
そ
の
最
初
期
に
は
、
造
像

が
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
た
。

ギ
リ
シ
ア
の

悲
劇

は
、
道
徳
的
な
意
識

の
発

達
と
共

に
弱
く
な
っ
て

い
っ
た
の
で

あ
る
が
、

そ
れ

に
追
い
撃
ち
を
か
け

た
の
は
キ
リ

ス
ト
教
で
あ
る
。

し

か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
的

に
は
、
こ
の
分
裂
は
、
根
本
的
に
は
、
む
し

ろ
、

ア

ダ
ム
と
イ

ヴ
の
堕
罪

に
準
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
の
で
、
次
に
は
、
宗
教

（
５

８



と

芸

術

と

の
新

た

な
統

一

が

追
求

さ
れ

る
。

ま

ず

、

さ

ま

ざ

ま

な

宗
教

的

表

象

を

具

体

的

に
形

象
化

し

て

示

す

こ
と

が

行

わ

れ

る

。

キ

リ

ス

ト
教

で

は

、

聖

書

の
物

語

が
形

象

に

よ

っ
て

表

現

さ
れ

る
よ

う

に

な

り

、
仏

教

で

も

、

ガ

ン
ダ

ー
ラ
以

後

、

仏

像

が

造

ら

れ

る

よ
う

に

な

る

。

か

く

し

て

い

わ

ゆ

る

「
宗

教

芸

術
」

Ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｎ
ｓ
ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ

生

ま

れ

る

。
そ

し

て
そ

こ

か

ら

、
芸

術

に

聖

と
俗

と

の
二

つ

の
形

式

の
対

立

が

生

ず

る

よ

う

に

な

る

。
原

始

的

な
祭

祀

か

ら
発

生

し

た

ド

ラ

マ
は

、

霊

的

な

ド

ラ

マ
と

世

俗

的

な

ド

ラ

マ
と

に
分

裂

し

て

い
く

。

音

楽

も

、

教

会

の

ミ

サ
や

オ

ラ

ト

リ

ウ

ム

な
ど

の
典

礼

音

楽

と

器

楽
曲

や

オ
ペ

ラ

の
よ

う

な

世

俗

音

楽
と

に
分

れ

て

い
く

。

殊

に
近

代

に

お

い

て

、

聖

な

る

「
宗
教

芸

術

」

と

世

俗

的

芸

術

と

の
対

立

が
大

き

く

な

り

、

こ

の
世

俗

的
芸

術

の
方

か
ら

、

純

粋

な

芸

術

が

自

立

し

て

成

立

し

て

く

る

。
そ

し
て

、

そ

れ

は
、

審

美

主

義

の

、

芸

術

自

体

に

救

済

を

見

る
「
芸

術

宗

教

」
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔｓ
ｒ
ｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
ｎ

に

ま
で

到

る
。
ヴ

ァ

ン

・
デ

ル

・
レ

ー

ウ
は
形

象

を
全

く

排
除

し

て

成

り

立

つ
音

楽

に

芸

術

の
本

質

を
見

た

シ

ョ

ー
ペ

ン

ハ
ウ

ア

ー

の
思

想

に
そ

れ

を
見

い
だ

し

て

い

る

。

し

か

し

、
芸

術

の
純

粋

な
自

律

的

営

為

の
中

で

、

も

っ
と

深

い

徹

底

し

た

統

一

の
形

態

が
生

ま

れ

る

。

つ

ま
り

、

芸

術

作

品

が

ど

こ

ま

で

も

芸

術

作
品

で

あ

っ
て

、

し

か

も

聖

な

る

も

の

を

象

徴

す

る

「
宗

教

的

芸

術

」
ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｓ
ｅ

Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ

そ

れ

で

あ

る
。

そ

こ

で

は
、

美

、

こ

の

移

ろ

い

ゆ

く

も

の

が

、

聖

、
永

遠

の
象

徴

と

な

る

。

美

は

純

粋

に

美

で

あ

っ
て

、
し

か

も
そ

れ

が
聖

を

シ

ン
ボ

ラ

イ

ズ

す

る

。

と

こ

ろ
で

、

ヴ

ァ

ン

・

デ

ル

・

レ

ー

ウ

の

「
神

学

的

美

学

」

に

お

い
て

特

徴

的

な

こ

と

は

、

こ

の

、

一
切

の
形

象

か

ら
解

放

さ
れ

た
純

粋

な

芸

術
や

聖

を
象

徴

す

る

芸

術

の

近

代

的

立

場

か
ら

さ

ら

に

一
転

し

て

、

芸

術

に

「
見

て

、

触

れ

る
こ

と

が

で

き

、

確

固

た

る
輪

郭

と

性
質

を
も

っ

た
も

の

」
、
形

象

を
、

中

心

を

、

回

復

し

よ

う

と

し

た

こ
と

に

こ

そ
あ

る

。
そ

の

と

き

に

決

定
的

な

の
は

、

人

が

「
隠

さ

れ

た
形

」

で

あ

る

キ
リ

ス

ト

に
よ

っ
て

そ

れ

に

あ
ず

か

る
こ

と

が

で

き

る

「
神

の
像

」
Ｂ
ｉ
ｌｄ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔｅ
ｓ

で

あ

る
。

宗

教

と

芸
術

と

は
、

そ

れ

ら

が

、

い

ず

れ

も

信
仰

に
対

す

る
人

間

の

応

答

で

あ

る

こ
と

に

よ

っ
て

の
み
、
つ
ま
り
「
沈
黙
の
中
で
」
、
「
無
限
、
神
に
お
い
て
」
の
み
交
わ
り
、

浸

透

し

合

う

。

私

た

ち

は

、

こ

の
最

後

の
立

場

を

、
先

の

「
宗

教

的

芸

術
」

か
ら

区

別

し

て
「
宗

教

・
芸

術

」
Ｒ
ｅ
ｌ
ｉｇ
ｉｏ
ｎ
-
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ

と

呼

ぼ

う

。

ヴ

ァ

ン

・

デ

ル
・

レ

ー

ウ

で

は

、
「
宗

教

・
芸

術

」

の

可
能

性

の
根

拠

は

、

受

肉

の

信
仰

に

あ

る

。

芸

術

は
芸

術
で

あ

っ
て

、

し

か

も

「
神

の
像

」

そ

の

も

の

の
表

現

で

あ

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

つ

ま
り

、

一

つ

の

別

の
受

肉

で

あ

っ
て
初

め
て

真

実

な

も

の

と

な

る

。
終

末

論

的
芸

術

、
す

な

わ

ち
芸

術

の

終

わ

る
と

こ

ろ

か
ら

始

ま

る

芸
術
が
真
の
芸
術
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
芸
術
作
品
は
芸
術
作
品
で
あ
っ
て
、

し

か

も

ま

さ

に

「
下

僕

の

た
め

に

、
す

べ

て

の
美

し

い
言

葉

と

音

と

を
破

壊

し

う

る
」

そ

の

「
神

の

顕

現
」

Ｅ
ｐ
ｉｐ
ｈ
ａ
ｎ
ｉｅ

な

の

で

あ

る

。

ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
と
同
様
に
、
モ
ー
ツ
ァ

ル

ト
の

オ

ペ
ラ

に
そ

れ

を

見
て

い

た
。

こ

の
点

で

は
、

ヴ

ァ

ン
・

デ

ル

・

レ

ー

ウ
は

、

モ

ー
ツ

ァ

ル
ト

の
音

楽

に
た

だ
直

接

的

エ

ロ
ス

的

な

も

の

の
純

粋

な
表

現

を

見

た

キ

ェ
ル

ケ
ゴ

ー

ル
の

見
方

に
反

対

で

あ

る
。

例

え

ば

、
彼

は

、

生誕の劇悲的教トスリキ8
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こ
う
言

っ
て

い
る
。「

モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
の
『
シ
ャ
ン
ペ
ン
の
ア
リ
ア
』
の
よ
う

な
多
く
の
一
見
非

宗
教
的
と
思
わ
れ

る
作
品

に
は
、
多
く
の
オ
ラ
ト
リ
オ
や

賛
美
歌
よ
り
も
、
も
っ
と
多

く
の
深

さ
、
も

っ
と
多
く
の
聖
な
る
も
の
の
認

識
が
あ
る
」
と
。
ま
た
、
「
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
絶
対
的
な
も
の
、
完
全

な
も

の
を
見
い
だ
す
。
そ

れ
ら
を
通

じ
て

、

ケ
ル
ビ
ノ
の
若

々
し
い
愛
や
ド

ン
・

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン

ニ
の
酩

酊
は
、
そ

れ
自

体
が
、
絶
対
的
な
も
の
、
こ
の
世

に
存
在
し

な
い
何
物
か
に
な
る
。
こ
こ
で

、
現
世
的

な
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対

す

る
比
類

な
き
隔
絶
が
達
成
さ
れ
る
」
と
も
。

「
宗
教
・
芸
術
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
立
場
で

あ
る
。
宗
教
と
芸
術
と

の
間

の
こ

の
「
・
」
は
、
『
維
摩
経
』

に
見
ら
れ
る
「
不
二
」

に
な
る
。
「
不

二
」
と

は
、
単
な
る
「
一
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
二

が
一

に
な
る
」
、
あ

る
い
は
、
「
二
が
統
一
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
二
」

が
「
二
」

の
ま
ま

に
、
「
不

二
」
、
そ

し

て
、
「
不
二
」

が
「
不
二
」
の
ま
ま

に
「
二
」
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
に
分
れ
た
も
の
が
絶
対

に

分

れ
た
ま
ま
で
「
一
」
で
あ
り
、
「
一
」
で

あ

っ
て
、
し

か

も
絶
対

に
分

れ

て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

二

、
悲

劇

と

キ

リ

ス

ト

教

悲
劇
ー
ー
そ
れ
は
、
人
間
の
存
在
の
自
己
把
握
の
最
も
深
い
形
態
を
な
す
。

「
悲
劇
的
な
も
の
」
と
い
う
の
は
、
人
間
存
在
、
こ
の
有
限
な
、
時
間
的
な

存
在
の
痛
み
を
表
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
実
存

の
最
も
深
い
問
題
で

あ
る
。

そ

れ
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

は
、
一
義
的

に
は
決
め
ら
れ
な
い
。
そ

れ

は
、
人

に
よ
り
、
時
代

に
よ
り
、
文
化

に
よ
り
、
異
な
る
の
で
あ

る
。
人
間

の
深

さ
は
、「
悲
劇
的
な
も
の
」
の
、
痛
み
の
、
あ

る

い

は

存
在

の
裂
け
目

の
経
験
の
、
ま

た
、
そ
の
把
握

の
深
さ
で

あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。

そ
こ
に
は
常

に
二
つ

の
こ
と

が
あ
る
。

一
つ
は
、
問
題

の
根
本

的
な
未
解
決
性
と
い
う
こ
と
、
な
ぜ
か
と

い
う
と
、

私
た
ち
は
、
こ
の
自

ら
の
実
存

の
外

に
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
越
え
て
出
て

い

く
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
。

あ
と
一
つ
は
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の

問
題
と
真
剣
に
取

り
組

ま
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
な
ぜ
な
ら
、
私

た

ち
は
、
自
ら
の
こ
の
有
限

な
生
に
対
し
そ
の
都
度
何
ら
か
の
決
着
を
つ
け

な

け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
分
裂
―
―
問
題
の
根
本
的
な
未

解
決
性
と
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
問
題
と
真
正
面

か
ら
取
り
組
ま
ざ
る
を
え

な
い
必
然
性
と
―
―
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
悲
劇
的
な
も
の
」
の
本
質
を
な

す
。人

間

の

実

存

の

問

題

の

未

解

決

性

と

い

う

こ

と

は

、

実

存

が

不

完

全

で

あ

る

こ

と

、

完

結

し

な

い

こ

と

、

つ

ま

り

、

徹

底

的

な

分

裂

を

意

味

す

る

。

そ

れ
は
、
Ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
、
救
い
や
癒
し
の
欠
如
の
現
実
を
示
す
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ

は

、

い

わ

ゆ

る

挫

折

（
Ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉｔｅ
ｒ
ｎ
）
と

罪

責

（
Ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
ｌ
ｄ
）
の

経

験

で

あ

る

。
悲

劇

的

実

存

は

、

い

わ

ば

、

自

分

を

全

き

も

の

に

し

よ

う

、

自

己

実

現

し

よ

う

と

し

て

、

課

題

に

ぶ

つ

か

る

。

そ

し

て

、

そ

こ

で

大

き

な

、

捉

え

が

た

い

限

界

の

力

が

彼

を

襲

っ
て

く

る

。

彼

は

、

そ

こ

で

挫

折

す

る

。

そ

の

力

は

外

か

ら

の

運

命

で

あ

る

か

も

知

れ

な

い

。

あ

る

い

は

、

内

か

ら

の

性

格

で

あ

る

か

も

知

れ

な

い

。

し

か

し

、

そ

の

理

由

は

は

っ
き

り

し

な

い

。

そ

の

と

き

に

、

彼



は
、
ま
た
、
何

に
対

し
て

か
解
ら
な
い
が
、
あ
る
罪
責

の
意
識

を
抱

く
。
そ

れ
は
道
徳
的
な
も
の
よ
り
も
も

っ
と
深
い
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
そ

の
罪

責
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
具
体

的
に
何

に
対
し
て
で
あ
る
か
解
ら
な
い
。
そ
し

て

、
こ
の
罪
責
に
よ
る
呪

い
は
一
族
の
全
世
代
と
そ
の
民
の
全
体
と
に
ま
で

及

ぶ
の
で

あ
る
。
意

味
の
な
い
挫
折
と
何

に
対
し
て

か
が
は

っ
き
り
し
な
い

罪
責
と
―
―
そ
こ
で
、
人
間
は
、
説
明
さ
れ
え
ざ
る
も
の
を
前
に
し
て
、
恐

れ
を
、
そ

し
て
畏

敬
を
抱

き
、
頭

を
垂
れ
ざ

る
を
え
な
い
。
こ
れ
が
「
悲
劇

的
な
も
の
」

の
経
験
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て

、
キ
リ
ス
ト
教

に
お
い
て

は
、
救
い
が
現
在
で

あ
る
。『
聖

書
』

は
、
世
界

の
全
過
程
を

Ｉ
な
る
神
の
救
い
の
計
画
の
中
で
義
認
す
る
神

的
世
界
秩

序
を
仮
定

す
る
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て

、
悲
劇
的
実
存
が
そ
こ

で

挫
折
す

る
不
可
解

な
力

、
運
命
と
い
う
も
の
は
、
実
は
神
の
摂
理
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
罪
責
と
い
う
も
の
は
、
神

に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い

な
い
在
り
方

と
し
て

の
罪
で

あ
り
、
神
に
根
拠
づ
け
ら
れ

る
こ
と

に
よ
り
解

消
す
る
の
で

あ
る
。
人
間
が
挫
折

に
お
い
て
初
め
て
出
会
う
神

は
、
真
の
い

の
ち
で
あ
り
、
新

し
い
生
の
開
始

を
意
味
す

る
。

そ
れ
で

は
、
キ
リ
ス
ト
教

信
仰

の
立
場

に
お

い
て
、
「
悲
劇
的
な
も
の
」

は
、
克
服

さ
れ
た
も
の
と

し
て
駆
逐
さ
れ
、
排
棄
さ
れ

る
べ
き
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

歴
史
的
な
事
実
と
し
て

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合

、
パ
ウ
ロ
か
ら
宗
教
改

革
に
至
る
ま
で
、
ギ
リ

シ
ア
の
古
典
的
悲
劇

に
比
べ
ら
れ

る
も
の
は
一
つ
も

存
在
し
て

い
な
い
。
だ
が
、
悲
劇
と

キ
リ
ス

ト
教

の
結
合
と
し
て
の

キ
リ
ス

卜
教
的
悲
劇
の
可
能
性
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
後

、
絶
え
ず
企
て

ら
れ
て
き

た
、
と
言

わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
実
は
、
こ
の
二
つ
を
純
粋
に
分
け
よ

う
と
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
試
み
も
含
め
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
深
部
の
問
題
を

な
す

。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に
イ

タ
リ
ア
で

生
ま
れ
た
オ
ペ
ラ
の
運
動

も
こ
の

流

れ
の
中
で
理
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て

、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
オ

ペ
ラ
は
そ

の
、
こ
れ
を
越
え
て

い
く
こ
と
が
不
可

能
な
ほ
ど
に
充
全
に
成
功

し
た
例
に
な
る
。

三

、
オ
ペ
ラ

ー
ー
不
可
能
な
芸
術

オ

ペ

ラ

に

つ

い

て

は

、

十

九

世

紀

の

リ

ヒ

ャ

ル

ト

・

ワ

ー

グ

ナ

ー

の

総

合

芸

術

論

の

後

に

、

二

十

世

紀

初

め

の

ベ

ル

リ

ン

の

音

楽

評

論

家

の

オ

ス

カ

ル
・
ビ
ー
（
Ｏ
ｓ
ｋ
ａ
ｒ
　
Ｂ
ｉ
ｅ
,
　
１
８
６
４
-
１
９
３
８
）
が
、
そ
の
『
オ
ペ
ラ
』
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｏ
ｐ
ｅ
ｒ
と

い

う

書

の

中

で

、

非

常

に

面

白

い

、

ラ

デ

ィ

カ

ル

に

否

定

的

な

理

解

を

提

出

し

て

い

る

。

ビ

ー

の

こ

の

本

は

、

「

オ

ペ

ラ

は

不

可

能

な

芸

術

作

品

で

あ

る

」

Ｄ

ｉｅ

　
Ｏ
ｐ
ｅ
ｒ

　
ｉｓ
ｔ
　
ｅ
ｉ
ｎ

　
ｕ
ｎ
ｍ

ｏ
ｇ

ｌ
ｉｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｋ

ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
w
ｅ
ｒ
ｋ
.

と

い

う

言

葉

で

始

め

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

ビ

ー

に

よ

る

と

。

オ

ペ

ラ

は

ひ

と

つ

の

ユ

ー

ト

ピ

ア

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

理

念

と

し

て

要

請

さ

れ

る

が

、

た

だ

不

完

全

に

し

か

実

現

し

え

な

い

も

の

で

あ

る

。

な

ぜ

か

と

い

う

と

、

オ

ペ

ラ

の

美

学

は

、

除

去

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

本

質

的

な

矛

盾

も

し

く

は

パ

ラ

ド

ッ

ク

ス

か

ら

成

り

立

っ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

彼

は

そ

こ

で

八

つ

の

ア

ン

テ

ィ

ノ

ミ

ー

を

挙

げ

て

い

る

。

生誕の劇悲的教トスリキ１０
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そ
れ
ら
は
、
①
音
楽
そ
の
も
の
の
矛
盾
（
一
）
―
―
メ
ロ
デ
ィ
―
的
で
あ

る
こ
と
と
ハ
―
モ
ニ
ー
的
で
あ
る
こ
と
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
叙
述
的
、
時
間
的
。

ハ
ー
モ
ニ
ー
は
建
築
的
、
空
間
的
。
②
音
楽
そ
の
も
の
の
矛
盾
（
二
）
―
―

心
理
学
的
本
能
と
形
式
的
要
求
。
③
テ
キ
ス
ト
の
矛
盾
―
―
音
と
言
葉
、
音

楽
と

詩
、
音

楽
と
言
語

、
音

楽
と

デ
ク
ラ

マ
チ
オ

ー
ン
、
音
楽
家
と
詩
人

。

④
声

と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
。
⑤
作
品
と
上
演
。
⑥
作
曲
者
や
上
演
者
と
享
受

す

る
社
会
。
⑦
理
論
の
矛
盾
―
―
音
楽
と
ド
ラ
マ
。
⑧
歴
史
そ
の
も
の
の
矛
盾
。

実

際
の
オ
ペ
ラ
は
、
こ

れ
ら
の
矛
盾

の
統
一
と
し
て
成
り
立
つ
。

こ
こ
で
一
番
根
本

的
な
の
は
、
音
楽
自
身

に
あ
る
矛
盾
の
指
摘
で

あ
ろ
う
。

音
楽

は
単

に
時
間
芸

術
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
時
間

的
に
し
て
空
間

的
な
芸

術

な
の
で
あ

る
。
あ

る
い

は
、
叙
述
的
に
し
て
構

築
的
な
芸

術
で

あ
る
。
さ

ら

に
言
え
ば

、
心
理

的
な
感
情
変
化

を
表
現
す
る
と
共

に
形

式
美

を
も
た
ら

す

。
こ
れ
は
音
楽
自
身

の
も
つ
深

い
矛
盾
で
あ
る
。
一
つ

の
音
楽
作
品

は
、

こ

の
矛
盾

の
統
一
と
し
て
成

立
す

る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、

こ
の
よ
う
な
矛

盾

の
統
一
と
し
て

の
音
楽

が
詩
人

の
ド
ラ

マ
と
結

合
す
る
と

き
、
オ
ペ
ラ
が

生
ま
れ
る
。

音
楽
と
詩
と
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
、
メ
タ
ス
タ
ジ
オ
や
グ
ル
ッ
ク
が
、
音

楽
は
詩
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
に
対
し
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

は
、
逆
に
、
音
楽

に
詩

が
仕
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

た
。
彼

の
、
一
七

八
一

年
十
月
十
三
日

の
父
親

宛
の
手
紙
の
中
の
説
明

は
、
音
楽

が
、
時
間
と

空
間

と
の
矛
盾

の
統
一

に
成

り
立
つ
純
粋
に
内
面
的

な
自
由

の
芸
術
で
あ

る

が
ゆ
え

に
、
現
実

に
直
接
的

に
つ
な
が
り
を
も
つ
詩

を
素
材
と
し
な

が
ら
、

高
次
の
劇
的
空
間
を
開
く
働
き
を
有
す
る
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
も
の
と
理

解
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
に
お

い
て
、
こ
の
音
楽

の
矛
盾
の
統
一
性

が
何

に
基
づ
く

か
、
そ

れ
は
も

は
や
問

い
え

な
い
。
し

か
し
、
私
は
、
そ

こ
に
、

モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
の
信
仰
を
見

る
の
で
あ

る
。

信
仰

が
モ
ー
ツ

ァ
ル
ト
で

は
創
造
の
原
動
力

に
な
っ
て

い
る
。
あ
る
い
は
、

信
仰
と
音
楽
と

の
「
不
二
」
が
こ
の
音
楽

の
根
源

に
な
っ
て

い
る
。
モ

ー
ツ

ァ
ル
ト
の
音
楽
で
、
時
間
的
要

素
、
つ
ま
り

メ
乙
ア
イ
ー
的
要
素
と
、
空
間

的
要
素
、
つ
ま
り
和
声
的
構
築
的
要
素
と
ど
ち
ら
が
優
位
で
あ
る
か
と
言
え

ば
、
こ
れ
は
明

ら
か
に
、
時
間
的
要
素
、

メ
ロ
デ
ィ
ー
的
要
素
の
方
で
あ

る
。

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
は
、
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
常

に

そ
れ
に
否

定
的
に
対
立
す
る
和
声
的
構
成
的
要
素
と
「
不
二
」
に
結
び
つ
い

て
い
る
。
私
た
ち
は
そ

こ
に
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
信
仰
を
認
め
る
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
時
の
中
に
あ
っ
て
、
時
を
越
え

る
も
の
の
現
出
で

あ
る
。

ゲ
ー
テ
は
こ
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
創
造
性
に
「
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も

の
」
を
見
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
「
宗
教
的

デ
モ

ー
ニ
ッ
シ
ュ

な
も
の
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
彼

の
場
合

に
は
、
美
の
イ

デ

ア
へ
と
こ
ち
ら
か
ら
限

り
な
く
接
近
し
て
い
く
プ

ラ
ト

ン
的
に

エ
ロ
ス
的
な

も
の
で

な
く
、
ま
た
、
神

に
対

す
る
閉
鎖
性
と
し
て
の

キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
や

ド
ス
ト
エ
ー
フ
ス
キ
ー
の
「
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
」
で
も
な
く
、
む
し

ろ
、
こ
ち
ら
か
ら
見
て
求

め
ら

れ
る
超
越
的
な
も
の
の
現
在
と
し
て

、
ア

ガ

ペ
的
な
も
の
で

あ
り
、
し

か
も
そ
れ
が
創
造
的
な
も
の
で
あ
る
の
で

あ
る
。



信
仰
と

「
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
」
－

こ
れ
こ
そ
「

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
」

の
最
も
根
本
的
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
な
す
。

四

、
モ

ー
ツ

ァ

ル

ト

に

お

け

る

信
仰

と
音

楽

と

の
関

係

モ
ー
ツ

ァ
ル
ト
の
書
簡
や
教
会
音
楽
に
は
、
彼

の
敬
虔
な

カ
ト
リ
ッ
ク
信

仰

が
息

づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
私

た
ち
は
、
さ
ら

に
、
彼
の
す
べ
て

の
器

楽
曲

に
も
、
さ

ら

に
、
『
フ
ィ
ガ
ロ

の
結

婚
』
や

『
コ
シ
・
フ
ァ
ン
・
ト
ゥ

ッ
テ
』
の
よ
う
な
「
非
道
徳
的
」
作
品
に
も
、
彼
の
信
仰
の
躍
動
を
見
る
。

モ

ー
ツ
ァ
ル
ト
の
そ
う
い
う
見
方

は
、
典
型
的

に
は
、
例
え
ば
、
ヴ
ァ
ン
・

デ
ル
・
レ

ー
ウ
や

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
が
し
て
い
る
。
そ
し
て

、
音
楽
史
家

の

ヘ
ル
マ
ン
・
ア
ー
ベ
ル
ト
、
ま
た
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が

そ

う
で

あ
る
。「
偉
大
な
音
楽
家
で

カ
ト
リ

ッ
ク
信
徒

た

る
作
曲
家
が

あ

っ

た
と

す
る
な
ら
、

モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
こ
そ
ま
さ

に
そ
れ
だ

っ
た
」
。

わ
が
国
で

は
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
信
仰
に
つ
い
て
、
ネ

ガ
テ
ィ
ヴ
に
評
価

す
る
傾
向
が
強
い
。
最
近
の
わ
が
国
に
お
け
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
論
の
ほ
と
ん

ど
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
そ
う
い
う
傾
向
の
文
献

は
あ

る
。
例
え
ば
、
現
代

ド
イ
ツ
の
作
家
Ｗ

・
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ

マ
ー
の
モ

ー

ツ
ァ

ル
ト
論
が
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
音
楽
史
家
海
老
沢
敏
が
、
醒
め
た
、
穏
当
な
見

解

を
示

し
て
い
る
。

私

た
ち
は
、
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
の
信
仰
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
り
、
ま
た
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
信
仰
と
音
楽
の
関
係
が
ど

ん
な
も
の
か
を
客
観
的

に
決
定

す

る
こ

と

は

で

き

な

い

。
重

要

な

の

は

、

モ

ー

ツ

ァ
ル

ト

の
信

仰

の
問

題

に

お
い

て

、
全

く

正

反
対

の
見

解

が

成

り

立

つ

こ
と

。
そ

し

て

。
実

は
、
こ

れ

こ

そ

が

、

モ
ー

ツ

ァ

ル

ト

の
音

楽

と

人
間

と

に

お

い
て

、

核

心
的

な
問

題

を

な

す

と

い

う

こ

と

で
あ

る

。
確

か

に

、
彼

は

神
学

者

や

詩

人

で

は
な

い
。

彼

自

身

が

言

っ
て

い

る
よ

う

に
、

彼

は

、
音

楽

家

、

純

粋

に

音
楽

家

で

あ

る

。

し

か

し

、
純

粋

に

音
楽

家

で

あ

る

と

い

う

こ
と

が

、

信
仰

の
問

題

に
な

る

の

で

あ

る

。

彼

の
存

在

で

特

徴

的

な

こ

と

は
、

徹
底

的

な

服

従

が
徹

底

的

な
自

由

と

一

つ

で
あ

っ

た
と

い

う

こ
と

で

あ

る

。

ま
さ

し

く

こ

の
こ

と

が

彼

の
信

仰

の
内

容

を
な

す

。
純

粋

に

音
楽

家

で
あ

る
と

い

う

こ
と

は
、

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

の
音

楽

に
は

、

神

か

ら

の
も

の
で

な

い

音

が

一

つ

も
な

い
と

い

う

こ

と
を

も

意

味

す

る
で

あ

ろ

う

。

音

楽

か
ら

言

え

ば

、

モ

ー
ツ

ァ

ル
ト

の

音
楽

に

は
、

ど

こ

に
も

裂

け

目

や

空

虚

が

な

い

。

そ

れ

は
存

在

の
充

実

の

音

楽

で

あ

る
。

そ

し

て
、

そ

れ
は

、

自

我

、

個

、

主

観

性

と

い
う

も

の
を

消

し

て

い

る

。
本

質

的

な
こ

と

は
、

そ

こ

で

モ

ー
ツ

ァ

ル
ト

と

い
う

個

人

が

消

え

る
と

い
う

こ

と

で
あ

る

。
文

学

者

饗
庭
孝
男
は
そ
れ
を
「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
ア
ノ
ニ
ー
ム
に
な
る
」
と
言
い
表

わ

し

て

い

る

。
そ

の
脱

自

的

（

エ
ク
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
）
で

あ

る
そ

の
も

の

が

空

間

的

・
時

間

的

に

場

を
開

い
て

自

己
表

現

す

る

の
が

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト
の

音
楽

、

そ

し

て

彼

の

オ

ペ

ラ
の

世
界

で
あ

る

。
そ

れ

故

に
、

彼

の

オ

ペ

ラ

に

お

い

て

は

、

一
人

一
人

の
人

間

の
実

存

が
、

そ

の
存

在

の
底

か
ら

全

体

と

し

て
生

き

生
き

と

音
楽

的

に
表
現

さ

れ

る

の

で

あ

る
。

音

楽
家

モ

ー
ツ

ァ

ル

ト

は

「
リ
ア
リ
ス
ト
に
し
て
、
神
秘
主
義
者
」
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
信
仰
と
音

生誕の捌的教トスリキー9
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楽

と
の
「
不
二

」
が
根
源
で

あ
る
彼

の
芸
術
を
創
造
的
神
秘
主
義
と
特
徴
づ

け

る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
キ
リ
ス
ト
教
的
悲
劇
の
誕
生

―
―
ド
ラ
マ
・
ペ
ル
・
ム
ジ
カ
『
イ
ド
メ
ネ
オ
』

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
は
神
学

は
な
い
。
し
か
し
、

オ
ペ
ラ
・

セ
リ
ア
『
イ

ド

メ
ネ
オ
』
（
Ｋ
．
三
六
六
）
は
彼
の
信
仰
内
容
そ
の
も
の
の
オ
ペ
ラ
的
表
現
で

は
な
か

っ
た
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
オ
ペ
ラ
の
題
材
は
ギ
リ
シ
ア
的
悲
劇
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
こ

に
は
、
同
時

に
、
キ
リ
ス
ト
教

的
な
解

釈
が
加

わ
っ
て
き
て
い
る
。

『
イ

ド
メ
ネ

オ
』
の
テ

ー
マ
自
体
は
、
当
時

の
オ
ペ
ラ
・

セ
リ
ア
や
ト
ラ

ジ

ェ
デ

ィ
ー
・
リ
リ

ッ
ク
で
繰
り
返

し
取

り
上
げ

ら
れ
た
も
の
と
同
じ
で

あ

る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
、
父
が
子
を
神
に
捧
げ
る
と

い
う
テ
ー
マ
に
は
明

ら

か
に
、
旧

約
聖
書

の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
や
イ
ェ
フ

タ
の
物
語
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
、
こ
の
父
と
子
の
関
係
に
は
、
ま
さ
し
く
、
神

と

キ
リ
ス
ト
の
関
係
が
重
ね
合

わ
さ
れ
て
い
る
。
イ
ダ

マ
ン
テ
ス
は
キ
リ

ス

ト
の
予
徴
（
プ
レ
フ
ィ
グ
ラ
チ
オ
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
イ
ダ
マ
ン
テ
ス
を
愛

す

る
イ
リ
ア
は
ま
さ
に
父
の
た
め
に
子

を
産
み
育
て

る
マ
リ
ア
を
象
徴
す

る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
愛

は
、

グ
ル
ッ
ク
の
場
合
の
よ
う
な
道
徳
的

な
愛
で
も
、
ゲ

ー
テ
の
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
や

レ
ッ
シ
ン
ダ
の
ナ
ー
タ
ン
の
博

愛
で
も

な
く
、
も

っ
と
具
体
的
な
、
父
と
子
、
そ
し
て
男
と
女
の
愛
で
あ
る
。

父
子

の
愛

や
男
女

の
恋
愛
が
ギ
リ

シ
ア
的
悲
劇

の
中

に
取

り
入
れ
ら
れ
た
の

も

ほ
と

ん

ど
こ

れ

が
最

初

で

あ

る

。
「
そ

れ
で

人

は
そ

の

父
と

母

を
離

れ

て
、

妻

と
結

び

合

い

、

一
体

と

な

る

の

で

あ

る
」
。

結

婚

こ

そ

、
実

は
、

最

も

キ

リ

ス

ト

教

的
悲

劇

的

な
も

の
で

あ

る

。
そ

れ

は
、

他

者

の

た

め

に
死

ぬ
宗

教

的

愛

に

よ

っ
て

初

め

て
可

能

に
な

る

の

で

あ

る

。
こ

れ

が

、

モ

ー

ツ

ァ

ル
ト

の
オ
ペ
ラ
の
「
思
想
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
エ
レ
ク
ト
ラ
―
―
彼
女
こ
そ
、

こ

の

作

品

以

後

、

モ

ー
ツ

ァ

ル

ト

の
オ

ペ

ラ

の

ド

ラ

マ

ト

ゥ

ル
ギ

ー
に
お

い

て

重

要

な
要

素

を
な

す

一

連

の

ア

ン
テ

ィ

ク
リ

ス

ト

の
系

列

を

開

始

す

る
人

物
で
あ
る
。
エ
レ
ク
ト
ラ
、
オ
ス
ミ
ン
、
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
、
ド
ン
ナ
・

ア

ン

ナ

、
夜

の
女

王

、

モ

ノ

ス

タ

ト

ス
、

ヴ

ィ
テ

ー

リ

ア
、

あ

る

い

は
、

「
関

係

」

全

体

を
確

認

す

る

前

の

バ

ル

ト

ロ

と

マ

ル
チ

ェ

リ

ー

ナ
、

老

獪

な

哲
学
者
ド
ン
・
ア
ル
フ
オ
ン
ソ
と
女
中
デ
ス
ピ
ー
ナ
―
―
彼
ら
は
、
ま
さ
に
、

愛

に
反

抗
す

る
原

理

、

キ
ェ

ル

ケ
ゴ

ー

ル

の
意

味

で

「

デ

モ

ー

ニ

ッ

シ
ュ

な

も

の
」

を

な
す

。

こ

の

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

の
青

春

の

記
念

碑

で

あ

り

、

彼

の

最

も
壮

大

な

オ

ペ

ラ

で

あ

る

『
イ

ド

メ

ネ

オ
』

に
は

、
独

特

の
響

き

が

あ

る

。
光

と

闇

と

が

交

錯

す

る

そ

れ

は

、
悲

劇

固
有

の
痛

み

の

響

き
と

い

う
べ

き

で

あ

ろ

う
か

。

し

か
し
、
痛
み
は
深
い
慰
安
に
包
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
"
l
i
e
t
o
　
ｆ
ｉ
ｎ
ｅ
"
は
、
メ
タ

ス

タ

ジ

オ
の

オ

ペ
ラ

・

セ
リ

ア

の
美

学

で

重
要

な
要

素

と

さ
れ

た

。

モ

ー

ツ

ァ
ル
ト
は
そ
れ
を
最
高
度
に
充
実
さ
せ
る
―
―
彼
の
音
楽
に
よ
っ
て
。
ｌ
ｉ
ｅ
ｔ
ｏ

は

ハ

ッ

ピ

ー
と

は
違

い

、
「
喜

ば

し

い

」

と

い

う
意

味

で

あ

る

。

彼

の
器

楽

曲
で
も
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
内
に
痛
み
、
深
い
悲
し
み
―
―
神

の
、
そ
し
て
人
の
―
―
を
秘
め
な
が
ら
、
し
か
も
「
喜
ば
し
い
終
り
」
で
あ



る
の
が
、

ｌｉｅ
ｔｏ
　ｆｉｎ
ｅ
"
で
あ

る
。

ｆ
ｉ
ｎ
ｅ
、
「
最
善
の
友
」
で
あ
る
死
―
―
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
音
楽
は
、
そ
こ
か

ら
響
く
。
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友
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二

（

Ｉ

ａ

）

や

第

三

八

番

二

長

調

（

Ｋ

．

五

〇

四

）
．

（

い

し

い

・

せ

い

し

．

哲

学

・

宗

教

芸

術

論

、

京

都

大

学

助

教

授

）
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