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１　
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
と
精
神
分
析
に
つ
い
て

　

現
在
ア
メ
リ
カ
文
学
・
文
化
を
研
究
す
る
に
際
し
て
意
識
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
最
も
重
要
と
な
る
研
究
方
法
の
転
換
期
を
挙
げ
る
な
ら

ば
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
と
一
九
九
〇
年
前
後
に
お
け
る
二
つ
の
大
き
な

変
化
だ
ろ
う
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
・

ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
受
容
が
開
始
さ
れ
た
。
ア
メ
リ

カ
で
は
、
こ
の
端
緒
と
な
る
批
評
的
動
向
を
「
脱
構
築
」
と
呼
び
習
わ
し

た
の
だ
っ
た
が
、「
脱
構
築
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
時
代
は
、
ジ
ャ
ッ

ク
・
デ
リ
ダ
の
思
想
に
基
づ
い
た
テ
ク
ス
ト
の
脱
構
築
的
な
読
み
を
標
榜

し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ェ
ー
ル
学
派
」
が
、「
学
派
」
と
し
て
集
合
的
に

実
践
し
た
方
法
論
が
受
容
さ
れ
た
時
期
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
知
的
革
命
が
ア
メ
リ
カ

に
飛
び
火
し
、
デ
リ
ダ
以
外
の
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
そ
の
他
の
思
想
家

た
ち
の
思
想
の
摂
取
・
受
容
を
含
ん
だ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
民
主
主
義

の
概
念
そ
の
も
の
を
革
命
的
に
転
倒
し
た
事
件
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
転
倒
の
動
き
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス
タ

デ
ィ
ズ
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
新
歴
史
主
義
な
ど
の
新
し
い

批
評
方
法
に
つ
な
が
り
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
は
、
一
九
四
〇
年

代
に
編
纂
さ
れ
たR

obert E. Spiller

のLiterary H
istory of the U

nited 

States

に
代
表
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
ア
メ
リ
カ
文
学
史
観

を
改
変
す
る
、C

olum
bia Literary H

istory of the U
nited States

やThe 
C

am
bridge H

istory of Am
erican Literature

な
ど
の
出
版
が
相
次
い
だ
。

ま
た
、
現
代
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
ト
ニ
・
モ
リ
ソ
ン
が
、

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で“The W

illiam
 E. M

assey Sr. Lectures in the 
H

istory of A
m

erican C
ivilization”

と
し
て
行
わ
れ
た
一
九
九
〇
年
の
講

演
を
、Playing in the D

ark: W
hiteness and the Literary Im

agination 

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
ま
と
め
、
人
種
と
ア
メ
リ
カ
文
学
を
論
じ
た

の
は
九
〇
年
代
初
頭
の
こ
と
だ
っ
た
し
、
現
代
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
が
、
従
来
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

に
お
け
る
女
性
主
体
の
脱
構
築
を
実
践
し
た
、
画
期
的
な
評
論G

ender 
Trouble

が
出
版
さ
れ
た
の
も
一
九
九
〇
年
だ
っ
た
。
六
〇
年
代
後
半
に

開
始
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
文
学
史
改
訂
の
動
き
は
、
九
〇
年
前
後
に
な
っ
て

一
応
の
落
ち
着
き
を
見
せ
た
。

　

一
九
九
〇
年
代
前
後
に
形
成
さ
れ
た
文
学
史
観
は
、
Ｆ
・
Ｏ
・
マ
シ
ー

セ
ン
に
よ
る
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
概
念
に
代
表
さ
れ
、

転
倒
の
動
き
の
な
か
で
継
承
さ
れ
る
と
と
も
に
激
し
い
批
判
に
も
さ
ら

さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
良
い
意
味
で
も
悪
し
き
意
味
で
も
、「
モ

ダ
ニ
ズ
ム
」
の
時
代
に
形
成
さ
れ
た
文
学
史
観
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
、D

. H
. Law

rence

に
よ
るStudies in C

lassic 

白
い
想
像
力
と
精
神
分
析
の
ダ
イ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
ス

─
レ
ズ
リ
ー
・
Ｆ
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
『
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
愛
と
死
』、

　
　
ト
ニ
・
モ
リ
ソ
ン
の
『
プ
レ
イ
ン
グ
・
イ
ン
・
ザ
・
ダ
ー
ク
：
白
さ
と
想
像
力
』
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
雄
二
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———　表象のポリティクス　———

Am
erican Literature

やVan W
yck B

rooks

のThe Flow
ering of N

ew
 

England

、
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
な
ど
に
触
発

さ
れ
開
始
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
文
学
の
再
評
価
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
モ

ダ
ニ
ズ
ム
文
学
・
芸
術
の
隆
盛
の
契
機
と
な
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
後
の

合
衆
国
の
経
済
的
繁
栄
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
へ
の
反
省
と
絶
望
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
そ
の
も
の
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
主
義
へ
の
信
頼
が
揺
ら
ぎ
始
め
る
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
を
そ

の
一
部
と
す
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
周
辺
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ

う
し
た
諸
現
象
の
ひ
と
つ
と
し
て
ア
メ
リ
カ
文
学
の
再
評
価
が
本
格
的

に
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
隆
盛
の
支
え
と
な
っ

た
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』（The W

aste Land

）
や
ジ
ェ
イ

ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』（U

lysses

）
な
ど
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

を
代
表
す
る
諸
作
品
が
、
西
欧
の
再
生
の
可
能
性
と
不
可
能
性
の
二
重
性

を
、
西
欧
に
た
い
す
る
東
洋
や
イ
ギ
リ
ス
に
た
い
す
る
歴
史
的
な
被
支
配

国
と
し
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
の
西
欧
に
お
け
る
中
心
と
周
辺
と
の

対
比
を
示
唆
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
提
示
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ

で
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
て
も
よ
い
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
学
に
お
い
て

は
、
西
欧
の
中
心
性
は
失
わ
れ
て
い
な
い
が
、
中
心
に
た
い
す
る
周
辺
の

あ
り
か
た
が
、
中
心
と
の
関
係
に
お
い
て
重
要
性
を
増
し
て
く
る
。
こ
う

し
た
観
点
か
ら
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
論
じ
る
議
論
が
現

れ
て
き
て
も
い
る

1
。

　

こ
う
し
た
政
治
的
・
文
化
的
地
勢
図
が
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
予
見
さ

れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
「
冷
戦
構
造
」
と
フ
ロ
イ
ト
的
な
精
神
分
析
の
文

学
研
究
へ
の
導
入
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
冷

戦
構
造
」
も
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
精
神
分
析
も
、西
欧
の
「
文
明
」
や
「
個
人
」

と
し
て
の
西
欧
的
主
体
の
絶
対
性
の
揺
ら
ぎ
を
、
単
一
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
二
重
化
す
る
構
図
と
し
て
示
し
、
西
欧
中
心
主
義
批
判
の
端
緒
を

兆
す
構
図
を
提
出
し
て
い
た
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
「
無
意
識
」
の
領
域
の

発
見
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
意
識
的
な
自
我
と
し
て
認
知
さ
れ
る
領
域

を
「
無
意
識
」
と
の
関
係
に
お
い
て
相
対
化
す
る
理
論
で
あ
り
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
主
義
に
対
す
る
「
周
辺
」
に
呼
応
す
る
構
図
を
提
出
し
て
い
る
。

Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
や
レ
ズ
リ
ー
・
Ｆ
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
な
ど
、
二
〇
世

紀
の
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
が
開
始
さ
れ
る
端
緒
と
な
り
、「
冷
戦
」
の
時

代
に
そ
れ
を
豊
か
に
し
て
き
た
批
評
家
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
に
お

い
て
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
を
そ
の
理
路
の
骨
子
と
し
て
い
た
こ
と
を

思
い
起
こ
せ
ば
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
単
純
な
構
図
を
把
握
し
て
お
く
こ
と

の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

マ
シ
ー
セ
ン
に
よ
る
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
は
、エ
ド
ガ
ー

Ａ
・
ポ
ー
を
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
正
典
か
ら
排
除
す
る

な
ど
、
正
典
に
た
い
す
る
外
典
と
い
っ
た
二
重
性
を
排
除
あ
る
い
は
隠

蔽
す
る
ア
メ
リ
カ
文
学
史
を
形
成
し
、「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
「
再
生
」
の
テ
ー

マ
と
重
ね
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
文
学
史
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
人
文
主
義
の
系
譜
に
連
ね
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
一
九
八
〇

年
代
以
降
、
マ
シ
ー
セ
ン
が
構
築
し
た
系
譜
が
激
し
い
批
判
に
さ
ら
さ

れ
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
正
典
の
再
検
討
作
業
と
な
ら
ん
で
、
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
概
念
が
批
判
的
に
再
検
討
さ
れ
た
。
た
と

え
ば
、
そ
の
一
例
と
な
る
著
書
、Beneath the Am

erican Renaissance: 
The Subversive Im

agination in the Age of Em
erson and M

elville

に
お

い
て
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
レ
ナ
ル
ズ
は
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」

の
主
流
の
作
家
た
ち
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
代
表
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
人
文
主
義
の
伝
統
に
連
な
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
ポ
ピ
ュ
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ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
形
式
や
イ
デ
ィ
オ
ム
を
利
用
す
る
な
ど
、
高
級
芸

術
を
志
向
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
お
い
て
、
ハ
イ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
に

対
す
る
ロ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
さ
れ
て
い
た
ジ
ャ
ン
ル
や
形
式
と
断
絶
し

て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
試
み
る

2
。
ま
た
、
八
〇
年
代

半
ば
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
概
念
装
置
を
歴
史
的

に
再
検
討
す
る
論
集
の
出
版
が
相
次
い
だ
。
い
わ
ゆ
る
「
ハ
イ
・
モ
ダ
ニ

ズ
ム
」
の
問
題
点
を
補
お
う
と
す
る
所
作
と
し
て
、
ハ
イ
・
カ
ル
チ
ャ
ー

に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
を
取
り
上
げ
る
批
評
的
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
現
代
ア
メ
リ
カ
文
学
批
評
に
お
い
て
典
型
的
な
例
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
を
批
判
的
に
再
検
討
し
よ
う
と
す

る
一
連
の
著
作
に
お
い
て
は
、
精
神
分
析
に
お
け
る
「
意
識
」
と
「
無
意

識
」
の
分
割
の
過
程
を
連
想
さ
せ
る
「
抑
圧
」
や
、「
抑
圧
」
の
結
果
と

し
て
生
じ
る
「
他
」
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
っ
た
言

葉
遣
い
が
目
立
つ
。
マ
シ
ー
セ
ン
の
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」

で
中
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ー
ソ
ン
や

ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
、典
型
的
に
ア
メ
リ
カ
的
な
「
自
我
」（“the 

self”

）
を
体
現
し
よ
う
と
し
た
作
家
た
ち
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主

義
的
自
我
な
る
も
の
が
、
代
表
的
で
は
な
い
「
自
我
」
の
「
他
」
と
し
て

の
あ
り
か
た
を
抑
圧
し
て
い
た
よ
う
に
、
マ
シ
ー
セ
ン
が
「
ア
メ
リ
カ

ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
総
称
し
た
ア
メ
リ
カ

文
学
の
正
典
も
ま
た
、
精
神
分
析
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識
の
関
係
に
相

似
の
構
造
の
も
と
に
、
外
典
と
し
て
の
「
他
な
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
」
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る

3
。
レ
ナ
ル
ズ
が
著
書
の
タ
イ
ト
ル

をBeneath the Am
erican Renaissance

と
し
た
こ
と
は
、
レ
ナ
ル
ズ
も

ま
た
ハ
イ
／
ロ
ー
と
い
う
二
項
対
立
を
、
精
神
分
析
的
な
抑
圧
に
よ
っ
て

意
識
と
無
意
識
に
分
割
さ
れ
た
、
精
神
分
析
に
お
け
る
自
我
と
相
似
的
に

階
層
構
造
化
さ
れ
た
文
化
観
を
受
け
入
れ
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て

も
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
マ
シ
ー
セ
ン
に
よ
る
「
ア
メ
リ

カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
が
抑
圧
的
で
あ
っ
た
と
批
判
す
る
批
評
家
た
ち

も
ま
た
、
マ
シ
ー
セ
ン
が
抑
圧
し
た
「
他
」
と
し
て
の
「
ア
メ
リ
カ
ン
・

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
、
マ
シ
ー
セ
ン
の
文
学
史
観

に
よ
っ
て
「
抑
圧
」
さ
れ
た
「
他
」
を
想
定
し
、
マ
シ
ー
セ
ン
の
文
学
史

観
が
生
じ
さ
せ
る
「
意
識
」
的
な
正
典
と
「
無
意
識
」
的
な
外
典
と
い
う

構
図
を
反
復
・
裏
書
き
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
上
記
「
転
倒
」
の

動
き
そ
の
も
の
も
ア
メ
リ
カ
文
学
史
の
階
層
構
造
化
を
免
れ
得
な
い
こ

と
に
な
る
。

２　
レ
ズ
リ
ー
・
Ｆ
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
『
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
愛

と
死
』

　

マ
シ
ー
セ
ン
の
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
に
対
抗
す
る
か
の

よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
文
学
が
単
一
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
系

譜
に
属
さ
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
重
要
な
研
究
と
し
て
、
レ

ズ
リ
ー
・
F
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
『
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
愛
と
死
』

（Love and D
eath in the Am

erican N
ovel

）
が
あ
る
。
ル
イ
ス
・
Ａ
・
レ
ン

ザ
が
注
目
し
た
よ
う
に
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
マ
シ
ー
セ
ン
の
正
典
か
ら
排

除
さ
れ
た
ポ
ー
を
重
要
視
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
排
除
さ
れ
た
作
家
を
文

学
史
の
正
典
に
回
復
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
レ
ン

ザ
は
、“Poe’s confounding of the distinction betw

een high- and low
-

brow
 literature entails an A

m
erican populist dem

ystification of elitist 
institutionalism

, and in this w
ay accords w

ith the A
m

erican political 
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‘experim
ent’”

と
述
べ
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
上
で
述
べ
た
階
層
構
造
が

孕
む
問
題
点
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

4
。
だ
と
す
れ

ば
、
上
に
述
べ
た
正
典
形
成
の
宿
命
と
も
言
う
べ
き
構
造
に
た
い
す
る

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
態
度
が
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
は
革
命
と
と
も
に

生
ま
れ
、
本
来
的
に
革
命
へ
の
志
向
を
持
っ
た
文
学
だ
と
さ
れ
る
。
そ
こ

で
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
無
意
識
的
な
も
の
が
意
識
的
な
も
の
を
浸
食
し
転

倒
す
る
、
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識
を
モ
デ
ル
と
し
て
利
用
す

る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

To Freud and his follow
ers, and also to C

arl Jung, I ow
e a sim

ilar debt. 
R

eaders fam
iliar w

ith orthodox Freudianism
 and Jungian revisionism

 
w

ill recognize the sources of m
uch of m

y basic vocabulary; I cannot 
im

agine m
yself beginning the kind of investigation I have undertaken 

w
ithout the concepts of the conscious and the unconscious, the 

O
edipas com

plex, the archetypes, etc. O
nly m

y aw
areness of how

 
syncretically I have yoked together and how

 cavalierly I have 
transform

ed m
y borrow

ings prevents m
y m

aking m
ore specific 

acknow
ledgm

ents.

5

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
こ
こ
で
同
書
の
議
論
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ

る
と
述
べ
る
こ
う
し
た
精
神
分
析
の
諸
概
念
と
装
置
は
、
革
命
以
降
の
時

代
に
お
け
る
新
し
い
「
内
面
性
」（“inw

ardness”

）
と
自
我
（“the self”

）

の
解
説
と
し
て
利
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
内
面
性
」

こ
そ
が
、ア
メ
リ
カ
文
学
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
そ
の
際
、フ
ィ
ー
ド
ラ
ー

が“B
reak-through”

と
呼
ん
で
重
視
す
る
革
命
以
降
の
時
代
を
特
徴
づ

け
る
の
は
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
に
精
神
分
析
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
統
的

な
哲
学
と
の
乖
離
で
あ
り
、
そ
の
乖
離
が
「
新
し
い
精
神
の
レ
ベ
ル
」
の

発
明
に
つ
な
が
る
の
だ
と
さ
れ
る
。

The B
reak-through is characterized not only by the separation of 

psychology from
 philosophy, the displacem

ent of the traditional 
leading genres by the personal lyric and analytic prose fiction (w

ith 
the consequent subordination of plot to character); it is also m

arked 
by the prom

ulgation of a theory of revolution as a good in itself and, 
m

ost notably perhaps, by a new
 concept of inw

ardness. O
ne is alm

ost 
tem

pted to say, by the invention of a new
 kind of self, a new

 level of 
m

ind; for w
hat has been happening since the eighteenth century seem

s 
m

ore like the developm
ent of a new

 organ than the m
ere finding of a 

new
 w

ay to describe old experience.

6

　

同
書
を
通
じ
て
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
記
述
は
そ
れ
自
体
分
析
を
要
求
す

る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
い
く
ぶ
ん
謎
め
い
て
い
る
こ
の
箇
所
に
つ
い
て

も
解
説
・
注
釈
が
必
要
と
な
る
。
も
し
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
別
の
箇
所
で

述
べ
て
も
い
る
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
に
そ
の
源
を
持
つ
革
命
の
思
想
が
、
そ

れ
自
体
「
善
」
で
あ
る
思
想
的
基
盤
と
し
て
流
布
さ
れ
、
旧
来
の
哲
学
と

分
離
し
た
精
神
分
析
が
、
精
神
分
析
の
基
本
構
造
と
相
似
の
思
想
的
前
提

に
お
い
て
新
し
い
「
内
面
性
」
を
形
成
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
伝
統
的
な

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
階
層
構
造
と
共
犯
関
係
に
あ
っ
た
は
ず
の
哲
学
の
下
位

に
、
い
わ
ば
そ
の
無
意
識
と
し
て
あ
る
「
内
面
性
」
が
ア
メ
リ
カ
的
な
自

我
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

7
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な

哲
学
の
無
意
識
と
し
て
の
自
我
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
無
意
識
と
し
て
の
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自
我
も
ま
た
意
識
と
無
意
識
の
二
つ
の
領
域
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
言
う“a new

 level of m
ind”

と
は
、
こ
の
よ
う

に
し
て
二
つ
の
分
割
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
生
起
す
る
三
つ
の
領
域
を

前
提
と
す
る
。
同
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
具
体
例
に
即
し
て
述
べ
る

な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

─
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
的
な

─
革
命
に
親
し

い
新
し
い
「
内
面
性
」
は
、
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
分
離
さ
れ
た
革

命
の
意
識
と
無
意
識
で
あ
る
ル
ソ
ー
と
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
に
代
表
さ
れ

る
。

　

従
っ
て
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
触
発
さ
れ
て
同
書
を
執

筆
し
た
と
序
文
で
述
べ
て
い
る
こ
と
も
極
め
て
重
要
で
あ
る

8
。
マ
ル
ク

ス
主
義
的
な
「
文
化
」
の
理
解
は
、
後
の
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ

ン
に
よ
っ
て
よ
り
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
議
論
も
興
味

深
い
が
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
こ
こ
で
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
よ
う
に
言
語
論
を

展
開
す
る
の
で
は
な
い
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け

る
階
級
の
概
念
と
精
神
分
析
に
お
け
る
意
識
／
無
意
識
の
階
層
構
造
を

お
そ
ら
く
は
相
似
な
る
も
の
と
し
て
併
置
し
て
お
り
、
上
記
の
よ
う
な
革

命
に
と
も
な
っ
た
新
し
い
「
内
面
性
」
の
生
起
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
・
弁
証

法
的
に
理
解
さ
れ
て
も
い
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と

労
働
者
と
の
関
係
性
や
意
識
と
無
意
識
と
の
関
係
性
を
、
た
と
え
ば
ヘ
ー

ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
主
奴
の
弁
証
法
と
し
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
、
自
我
に
対
す
る
他
者
の
生
起
の
過
程
と
相
似
の
も
の
と
し

て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
後
述
す
る
他
の
問
題
と
関
係
し

て
、
新
た
な
重
要
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
の
一
側

面
で
あ
る
。
同
書
の
こ
う
し
た
諸
相
を
顧
み
る
と
す
れ
ば
、
フ
ィ
ー
ド

ラ
ー
が
言
う
新
し
い
「
内
面
性
」
や
「
自
我
」「
精
神
の
新
し
い
レ
ベ
ル
」

な
ど
が
、
複
雑
に
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
だ
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
が
現
在
に
至
る
ま
で
啓
蒙
的
で
あ
る
の
は
、
革
命

の
産
物
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
文
学
を
相
対
化
す
る
視
点
が
存
在
し
て
お

り
、
レ
ン
ザ
が
言
う
よ
う
に
、
マ
シ
ー
セ
ン
ら
よ
り
も
「
ア
メ
リ
カ
的
な

政
治
的
実
験
」
に
お
け
る
平
等
化
の
理
念
に
よ
り
忠
実
に
、
階
層
構
造
を

平
均
化
し
よ
う
と
す
る
構
図
が
論
の
基
盤
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い

9
。
し
か
し
、
現
在
の
視
点
か
ら
見
た
と
き
、
フ
ィ
ー

ド
ラ
ー
の
論
は
ル
ソ
ー
や
ド
・
サ
ド
と
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
「
小
説
」

ジ
ャ
ン
ル
と
「
ゴ
シ
ッ
ク
」
の
ジ
ャ
ン
ル
の
関
係
性
や
、
共
同
体
的
な
認

識
と
し
て
中
心
化
さ
れ
る
男
性
・
父
と
女
性
・
母
と
の
関
係
性
を
ほ
と
ん

ど
同
一
視
し
、
上
の
引
用
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、“com

m
unal fantasies”

の
基
盤
を
あ
く
ま
で
西
欧
に
限
定
し
て
い
る
な
ど
、
論
の
根
拠
そ
の
も
の

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
フ
ロ
イ
ト
的
な

意
識
・
無
意
識
の
関
係
性
を
階
層
構
造
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
深
層
心
理

学
」
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
な
ど
、
論
そ
の
も
の
の
前
提
を
裏
切
る
議
論

を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
ま
た
次
第
に
了
解
さ
れ
て
く
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー

に
と
っ
て
、
ジ
ャ
ン
ル
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
絶
対
性
や
新
し
い
「
内
面

性
」
の
絶
対
性
、
あ
る
い
は
革
命
の
理
念
が
「
共
同
体
的
」
に
善
と
な
っ

た
こ
と
な
ど
は
、
具
体
的
に
「
事
実
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
伝
統
的
な
哲
学

か
ら
離
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
「
歴
史
」
に
と
っ
て
の
「
夢
」
へ
と
転
じ

て
い
る
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
文
学
・
文
化
に
と
っ
て
は
歴
史

の
真
実
で
あ
っ
た
。“The A

m
erican w

riter inhabits a country at once 
the dream

 of Europe and a fact of history.”

な
ど
と
い
っ
た
同
書
に
散

見
さ
れ
る
断
片
的
な
コ
メ
ン
ト
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
読
者
が
そ

う
し
た
こ
と
を
意
識
化
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る

10
。

 

精
神
分
析
的
な
内
面
性
と
そ
の
他
者
や
、
そ
れ
ら
と
相
似
の
構
造
を
な

す
ゴ
シ
ッ
ク
と
感
傷
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
、
表
層
と
深
層
、
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
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ト
ス
な
ど
が
交
錯
す
る
歴
史
と
し
て
ア
メ
リ
カ
文
学
の
歴
史
を
描
く
同

書
は
、
そ
れ
自
体
が
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
を
意
識
し
て
書
か

れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
は
、
た
と
え
ば
こ
の
箇
所
に

お
け
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
夢
で
あ
る
と
同
時
に
歴
史
的
事
実
で
も

あ
る
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
歴
史
や
文
学
史
に
夢
と
事
実
性
の
両

方
を
認
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夢
と
事
実
性
、
そ
し
て
そ
れ
と
親

密
に
連
想
さ
れ
る
無
意
識
と
意
識
を
階
層
構
造
化
し
て
お
り
、
か
な
ら
ず

し
も
階
層
構
造
を
破
棄
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

マ
シ
ー
セ
ン
や
レ
ナ
ル
ズ
に
比
べ
、
階
層
構
造
を
平
準
化
し
よ
う
と
す
る

傾
向
を
持
つ
と
は
い
え
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
も
自
ら
の
論
述
が
階
層
構
造
を

肯
定
す
る
こ
と
を
回
避
し
得
て
は
い
な
い
の
だ
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
『
ア

メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
愛
と
死
』
は
、
マ
シ
ー
セ
ン
ら
が
二
〇
世
紀
半
ば

に
形
成
し
た
主
流
の
文
学
史
観
が
、
文
学
史
の
正
典
形
成
に
お
い
て
行
使

し
て
い
た
抑
圧
と
、
抑
圧
に
よ
っ
て
「
他
」
と
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
の
間

に
存
在
す
る
意
識
・
無
意
識
の
関
係
性
に
類
似
し
た
構
造
を
可
視
化
し
、

議
論
そ
の
も
の
の
構
造
と
し
て
問
題
化
す
る
こ
と
に
は
成
功
す
る
が
、
階

層
を
破
棄
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
３　
二
〇
世
紀
ア
メ
リ
カ
文
学
と
文
学
研
究
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識

　

上
記
は
、
一
九
五
〇
年
代
以
前
・
以
後
の
ア
メ
リ
カ
文
学
や
モ
ダ
ニ
ズ

ム
以
降
の
時
代
に
お
け
る
文
学
論
一
般
に
共
通
す
る
問
題
点
で
も
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
「
逃
亡
」
す
る
文
学
と
し
て
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
ら
に
よ
っ

て
拓
か
れ
た
分
野
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
・
文
化
を
肯

定
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
文
主
義
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
考
え
、
ア
メ

リ
カ
文
学
・
文
化
の
一
部
を
抑
圧
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
研
究

と
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
の
よ
う
に
、
そ
の
深
層
構
造
を
見
据
え
る
研
究

と
に
別
れ
て
い
た
だ
け
な
の
だ
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

当
然
の
ご
と
く
「
国
民
文
学
」
に
つ
い
て
の
分
析
と
し
て
構
想
さ
れ

た
マ
シ
ー
セ
ン
の
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
や
、「
文
明
」
の

そ
れ
自
体
と
し
て
の
あ
り
か
た
を
前
提
と
し
た
フ
ロ
イ
ト
的
な
文
化

論
を
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
ダ
イ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
ス
と
と
も
に
採
用
す
る

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
に
お
い
て
、
二
重
化
し
た
国
家
の
文
化
の
あ
り
か
た

が
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
国
家
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

11
。
ま
た
、
そ
の
論
理
的
枠
組
み
そ

の
も
の
に
あ
る
種
の
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
指
摘
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
に
つ
い
て

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
お
そ
ら
く
ア
メ
リ
カ
を
、
フ
ロ
イ
ト
が
「
エ
ロ
ス
」

と
「
タ
ナ
ト
ス
」
の
二
項
対
立
の
も
と
に
論
じ
た
よ
う
な
「
文
明
」
の
全

体
性
と
し
て
論
じ
て
い
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
で
さ
え
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国

家
と
そ
の
文
学
が
、
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
階
層
構
造
に
基
づ
い
た
国

家
・
文
化
形
成
の
あ
り
か
た
と
は
離
れ
た
、
異
な
っ
た
国
家
・
文
化
で
あ

る
と
認
知
し
つ
つ
も
、
国
家
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
を
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」

と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
枠
組
み
で
捉
え
、「
文
明
」
と
「
非
文
明
」、

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
「
エ
ロ
ス
」
と
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
「
タ
ナ
ト
ス
」
と
い
っ
た

階
層
構
造
の
も
と
に
理
解
し
て
い
る
。

　

上
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

が
、
西
欧
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識
の
関
係
性
と
相
似
で
あ
り
、
更
に
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
が
意
識
と
無
意
識
、
あ
る
い
は
正
と
反
の
二
項
に
分
離
し

て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
合
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
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う
国
家
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
国
家
や
文
明
観
と
は
異
な
っ
た
全
体
性
を

体
現
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
全
体
性
そ
の
も
の
は
、

フ
ロ
イ
ト
的
な
無
意
識
に
相
似
し
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
存
在
し
え
な

い
何
か
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
「
愛
」
と
「
死
」

や
ア
メ
リ
カ
的
な
意
識
と
無
意
識
は
、
そ
の
ど
ち
ら
も
が
全
体
と
し
て
無

意
識
的
な
も
の
と
な
り
、
単
一
の
個
と
し
て
の
全
体
性
と
の
関
係
を
あ
ら

か
じ
め
喪
失
し
て
い
る
そ
の
二
項
の
間
の
階
層
構
造
は
破
棄
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
だ
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
、
新
し
い
「
内
面
性
」
の
発
見
を
革
命
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
成
立
に
固
有
の
現
象
と
し
て
議
論
す
る
際
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
ジ
ャ

ン
ル
を
前
提
と
し
た
「
内
面
性
」
の
定
義
は
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
好
ん
で

論
じ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ロ
ッ
ク
デ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ア
ー

ヴ
ィ
ン
グ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
フ
ェ
ニ
モ
ア
・
ク
ー
パ
ー
、
エ
ド
ガ
ー
・
Ａ
・

ポ
ー
、
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
な
ど
の
作
家
た
ち
の
作
品
に
頻
出
す
る
イ
メ
ジ
に
忠

実
に
、
あ
る
種
の
「
内
面
性
」
を
表
象
す
る
空
間
や
「
内
面
性
」
の
深
層

を
前
提
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
分
析
の
対
象
と
し
て
い

る
の
は
、
作
品
や
作
品
の
言
語
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
た

と
え
ば
「
ア
メ
リ
カ
小
説
」「
ゴ
シ
ッ
ク
」「
感
傷
小
説
」
と
い
っ
た
ジ
ャ

ン
ル
の
全
体
性
で
あ
り
、
ま
た
、
作
品
の
言
語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
作
品

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
テ
ー
マ
だ
っ
た
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
ア
メ
リ
カ
文
学

に
見
出
す
新
し
い
「
内
面
性
」
は
、
作
品
の
言
語
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た

空
間
や
テ
ー
マ
と
し
て
の
空
間
性
一
般
を
指
し
示
し
て
お
り
、
た
と
え

ば“inw
ardness”

と
い
っ
た
言
葉
は
、「
内
面
性
」
の
存
在
そ
の
も
の
に

従
属
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
サ
ム
・
Ｂ
・
ガ
ー
ガ
ス
が
議
論
し

て
い
る
よ
う
に
、
現
代
の
ア
メ
リ
カ
文
学
論
は
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
同
様
、

ア
メ
リ
カ
文
学
に“the w

holeness, unity and stability of the A
m

erican 
ego”

を
見
出
す

12
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
発
見
を
し
な
が
ら
も
、
批
評

家
た
ち
は
、“A

m
erican literature fuses w

ith and sustains the politics 
of ordered disorder and the ideology of a consensus of rebels and 
naysayers that com

prise the A
m

erican W
ay”

と
ガ
ー
ガ
ス
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
文
学
・
文
化
に
、
夢
と
歴
史
の
事
実
と
の
対
比
に

類
似
し
た“ordered disorder”

や
、
主
流
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
た
い
す
る

“rebels and naysayers”

の
合
意
を
見
出
し
て
し
ま
う
の
だ

13
。 

４　
深
層
と
人
種

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
即
し
て
述
べ
た
上
の
よ
う
な
問
題
点
は
、
実
際
、

二
〇
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
文
学
を
読
解
す
る
う
え
で
重
要
な
論
点
と

な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
奇
し
く
も
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
『
ア
メ
リ

カ
文
学
に
お
け
る
愛
と
死
』
と
同
年
に
出
版
さ
れ
た
、ト
マ
ス
・
ピ
ン
チ
ョ

ン
の
初
期
の
代
表
作
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
「
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
」
や
そ

の
後
の
諸
作
品
に
お
け
る
パ
タ
ン
と
し
て
の
二
重
構
造
や
３
の
数
字
の

重
視
な
ど
に
も
、
お
そ
ら
く
関
わ
り
が
深
い

14
。
ま
た
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
独
自
性
を
単
一
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
お
い
て
認
め
る
の
で
は
な
く
、
他

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
の
関
係
に
お
い
て
し
か
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
構

造
を
持
っ
た
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
『
野
生
の
棕
櫚
』
の

「
二
重
小
説
」
の
構
造
な
ど
と
も
関
わ
り
が
深
い
は
ず
で
あ
る

15
。
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
は
お
そ
ら
く
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
プ
ロ
ッ
ト
が

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
従
属
す
る
宿
命
を
担
っ
た
近
代
小
説
の
問
題
点
と
し

て
、
ひ
と
り
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
テ
ク
ス
ト
の
中
心
と
な
り
、
作
中
人
物
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に
関
わ
る
プ
ロ
ッ
ト
の
階
層
構
造
が
明
確
に
な
る
こ
と
の
問
題
点
を
意

識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
か
ら
だ
。
ア
メ
リ
カ
初
期
の
ポ
ス
ト
・
モ
ダ

ニ
ス
ト
で
あ
る
ト
マ
ス
・
ピ
ン
チ
ョ
ン
や
ジ
ョ
ン
・
バ
ー
ス
ら
が
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
の
作
品
と
そ
の
形
式
に
多
く
を
学
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
な
ど
は
、
他
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
二
重
性
の
重
視

─
た
と
え

ば
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
や
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
な
ど
の
音
楽
家
や
画
家

の
作
品
に
お
け
る
、
音
と
沈
黙
と
の
関
係
性
、
具
象
と
非
具
象
と
の
関
係

性
、
あ
る
い
は
男
性
的
原
理
と
女
性
的
原
理
、
フ
ロ
イ
ト
的
意
識
／
無
意

識
と
の
関
係
性
な
ど

─
と
並
ん
で
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ

文
学
・
文
化
の
問
題
意
識
の
あ
り
か
た
を
指
し
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
に

と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
フ

ロ
イ
ト
的
二
重
性
の
問
題
は
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
そ
の
他
の
論
者
が
予
め
認

め
て
も
い
た
よ
う
に
、
抽
象
的
な
芸
術
論
・
文
化
論
・
文
学
論
の
領
域
に

限
定
さ
れ
た
重
要
性
を
持
つ
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
も
し
、
国
家

や
文
明
が
、
抑
圧
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
意
識
と
無
意
識
と
い
う
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
／
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
二
項
対
立
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
構
造
と
し

て
理
解
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
公
に
認
知
す
る
マ

ル
ク
ス
主
義
的
な
階
級
だ
け
で
な
く
、
人
種
差
と
性
差
が
問
題
化
さ
れ

る
。
と
く
に
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
同
書
の
注
釈
に
お
い
て
、
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ

レ
ン
ス
の
ア
メ
リ
カ
文
学
論
に
欠
落
し
た
視
点
で
あ
る
と
し
て
い
る
人

種
差
の
問
題
は
、
抑
圧
を
行
使
す
る
白
い
人
種
と
抑
圧
さ
れ
た
「
黒
い
」

人
種
と
の
関
係
性
に
、
階
層
化
さ
れ
た
意
識
／
無
意
識
の
構
図
を
容
易
に

適
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
し
ま
う

16
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
論
は
、
ア
メ
リ
カ
作
家
た
ち
の
作
品
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

な
、
抑
圧
さ
れ
た
も
の
と
し
て
現
れ
る
「
他
者
」
と
し
て
の
異
人
種
を
コ

ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
に
見
出
し
、
そ
れ
に
西
欧
の
文
明
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

を
見
出
し
て
も
い
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ェ
ニ
モ
ア
・
ク
ー
パ
ー
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
チ
ン
ガ
チ
グ
ッ
ク
や
メ
ル
ヴ
ィ
ル

の
「
ベ
ニ
ト
・
セ
リ
ノ
」
の
バ
ボ
、
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
の
『
ハ
ッ
ク

ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
の
冒
険
』
の
「
ニ
ガ
ー
・
ジ
ム
」
な
ど
は
、
フ
ィ
ー

ド
ラ
ー
が“B

reak-through”

と
呼
ん
だ
時
代
に
生
じ
た
ア
メ
リ
カ
の

新
し
い
「
内
面
性
」
の
ナ
ル
シ
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
鏡
像
で
あ
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
白
人
を
基
準
と
し
て
形
成
さ
れ
た
民
主
主
義
に
よ
っ
て
抑
圧

さ
れ
た
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
と
っ
て
は
ア
メ
リ
カ
の
無
意
識
の
表
象
で

あ
る

17
。
し
か
し
、
こ
う
述
べ
る
際
に
、
ナ
ル
シ
ス
の
像
の
こ
ち
ら
側
、

つ
ま
り
実
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
白
人
的
な
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
、「
事
実
と
し
て
の
歴
史
」
と
し
て
、
実
体
と
し
て
の
存
在
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も

し
、
意
識
・
無
意
識
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
的
構
造
が
二
項
対
立
の
ダ
イ
ア
レ

ク
テ
ィ
ク
ス
と
し
て
こ
の
構
造
と
相
似
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
事
実

と
し
て
の
歴
史
」
は
事
実
に
と
っ
て
他
で
あ
る
「
非
事
実
と
し
て
の
歴
史
」

と
対
置
さ
れ
、フ
ィ
ー
ド
ラ
ー（
ら
）が
論
じ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
歴
史
・

文
学
史
は
、
通
常
ヘ
ー
ゲ
ル
・
サ
ル
ト
ル
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
自
立
し

た
意
識
」
対
「
非
自
立
し
た
意
識
」
と
の
対
比
と
同
じ
く
、
そ
れ
自
体
と

一
致
し
た
「
存
在
者
」
と
決
し
て
そ
れ
自
体
と
一
致
し
え
な
い
「
非
存
在

者
」
に
二
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
う
し
た
構
造
の
も
と
で

は
、
い
か
な
る
形
で
の
止
揚
も
生
起
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、初
期
デ
リ
ダ
の
言
葉
で
「
存
在
（presence

）
／
不
在
（absence

）」

と
し
て
表
象
さ
れ
る
二
項
対
立
が
「
意
識
」「
無
意
識
」
の
構
造
に
当
て

は
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ロ
イ
ト
的
な
精
神
分
析
の
ダ
イ
ア
レ
ク

テ
ィ
ク
ス
と
し
て
理
解
さ
れ
る
意
識
／
無
意
識
の
階
層
構
造
は
、「
事
実
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と し て の 歴 史 」 で あ る 人 種 差

（ お よ び 性 差 ）

に 基 づ い た 差 別 の

構 造 を そ の ま ま 反 復 す る こ と に な る

1 8。

　
一 九 六 〇 年 代 ま で の ア フ リ カ ン ＝ ア メ リ カ ン の 文 学 に お け

る 重 要 な 問 題 点 は 、 近 年 の 研 究 に お い て 明 ら か に さ れ て も い るよ う に 、 上 記 の 構 造 と 深 く 関 わ る も の で も あ っ た 。 最 も よ く 知ら れ た 例 と し て は 、 ア メ リ カ 社 会 に お け る ア フ リ カ ン ＝ ア メ リカ ン の 不 可 視 性

（
“invisibility” ）

を 、 適 切 に も 実 存 主 義 の 文 脈 で

理 解 し 作 品 化 し た ラ ル フ  ・  エ リ ソ ン の 『 見 え な い 人 間 』

（

Invisible 

Man

）
が あ る が 、 そ れ に 後 れ て 、 公 民 権 運 動 の 際 に 「 ア メ リ カ 」

の 名 の 下 に 人 種 的 な 和 解 を 計 っ た ジ ェ ー ム ズ ・ ボ ー ル ド ウ ィ ンは 、 ヘ ン リ ー ・ ジ ェ イ ム ズ を 師 と 仰 ぎ 、 リ ア リ ズ ム 小 説 の 形 式を 反 復 し た た め に 、 抑 圧 者 と し て の 白 い ア メ リ カ を 十 全 に 批 判す る こ と が で き な か っ た 。 ト ニ ・ モ リ ソ ン が 作 品 の 言 語 か ら 人種 に か か わ る 言 語 的 コ ー ド を 取 り 除 く 実 験 と し て 書 い た 短 編“
Recitatif”

に 先 だ っ て 、 ボ ー ル ド ウ ィ ン は 、 ア フ リ カ ン ＝ ア メ

リ カ ン の 作 家 で あ り な が ら も ア フ リ カ ン ＝ ア メ リ カ ン の 人 物を 扱 う こ と を 拒 否 す る あ る 種 の 実 験 と し て 書 か れ た 『 ジ ョ ヴ ァン ニ の 部 屋 』 や 、 人 種 的 雑 婚 を テ ー マ と す る 小 説 『 も う ひ と つの 国 』 に お い て 、 ホ モ セ ク シ ュ ア ル を テ ー マ 化 し た り 、 キ ャ ラク タ ー に 付 随 し た 複 数 の プ ロ ッ ト を 併 置 す る な ど の 実 験 を 行い な が ら も 、 キ ャ ラ ク タ ー 中 心 の プ ロ ッ ト 構 成 や 、 テ ー マ 中 心の 作 品 構 成 か ら 逃 れ て は い な い 。 あ く ま で リ ア リ ス ト で あ っ たボ ー ル ド ウ ィ ン が 、 自 身 が 批 判 す る 対 象 で あ る ブ ラ ッ ク ・ ム ズリ ム た ち に も 似 て 、 現 状 の 歴 史 と し て の ア メ リ カ 合 衆 国 に 対 する 「 も う ひ と つ の 国 」 を 家 族 関 係 と の 関 わ り に お い て 構 想 し てい た こ と は 、  『 山 に の ぼ り て 告 げ よ 』 や 自 伝 的 エ ッ セ イ 『 次 は

火 だ 』 な ど 、 フ ロ イ ト 的 な 父 子 関 係 を 基 本 構 造 と し た 他 の 作 品と 並 ん で 、 父 の 絶 対 性 や 国 家 の 全 体 性 、 無 意 識 に 対 す る 意 識 の優 位 性 を 階 層 構 造 と し て 前 提 す る イ デ オ ロ ギ ー が 、 リ ア リ ズ ムを 前 提 と し た ア メ リ カ 文 学 に 大 き な 影 響 力 を 及 ぼ し て い た こと を 証 明 し て い る 。 ア メ リ カ で は 通 常 高 く 評 価 さ れ る ラ ル フ ・エ リ ソ ン に し て も 、

“invisibile”

と い う 、 視 覚 的 な 可 視 性 の 反 転

さ せ た イ メ ジ あ る い は 反 イ メ ジ を 、 お そ ら く は ド ス ト エ フ スキ ー の 『 地 下 生 活 者 の 手 記 』 に な ら っ た 地 下 の 「 穴 」

（

“hole” ）

と と も に 、 主 人 公 の 属 性 と す る 。  『 見 え な い 人 間 』 で は 、 ま った く あ か ら さ ま に フ ロ イ ト 的 な 意 識 と 無 意 識 が 上 下 の 階 層 構造 と し て 示 さ れ 、 そ れ が ヘ ー ゲ ル 、 サ ル ト ル の 自 我 と 他 者 の 闘争 関 係 を 思 わ せ る 視 覚 的 な

“visible/invisible”

と い う 二 項 対 立 に

重 ね ら れ て い る 。 エ リ ソ ン の 『 見 え な い 人 間 』 の 重 要 な 結 び はつ ぎ の よ う な も の で あ る 。

In going underground, I 
whipped it all except the 

mind, the mind
. 

And 

the 
mind that has conceived a plan of living 

must never lose sight of 

t
he c

ha
os a

gai
nst 

w
hic

h t
hat 

patter
n 

was c
o
ncei

ve
d. 

T
hat 

g
oes f

or 

societies as 
well as for individuals. 

Thus, having tried to give pattern 

to the chaos 
which lives 

within the pattern of your certainties, I 
must 

co
me 

out, I 
must 

e
merge. 

And there’s still 
a 

con
flict 

within 
me: 

With 

Louis 
Ar

mstrong one half of 
me says, “

Open the 
windo

w and let the 

f
o
ul air 

o
ut,” 

w
hile t

he 
ot

her sa
ys, “It 

was 
g
o
o
d 

gree
n c

or
n 

bef
ore 

the harvest.” 
Of course 

Louis 
was kidding, he

 
wouldn’t have thro

wn 

old 
Bad 

Air out, because it 
would have broken up the 

music and the 

dance, 
when it 

was the good 
music that ca

me fro
m the bell of old 

Bad 
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Air’s horn that counted. 
Old 

Bad 
Air is still around 

with his 
music and 

his 
da

nci
n
g a

n
d 

his 
di

versit
y, a

n
d I’ll 

be 
u
p a

n
d ar

o
u
n
d 

wit
h 

mi
ne. 

And, as I said before, a decision has been 
made. I’

m shaking off the 

ol
d s

ki
n a

n
d I’ll lea

ve it 
here i

n t
he 

h
ole. I’

m c
o

mi
n
g 

o
ut, 

n
o less 

invisible 
without it, but co

ming out nevertheless. 

1 9

　
こ こ で 、  主 人 公 の 「 パ タ ン 」 と 「 混 沌 」 と い う 言 葉 に は 、  「 地

上 」 と 「 地 下 」 の 二 元 論 と 相 似 の 形 で 、 意 識 ／ 無 意 識 と 似 た 階層 構 造 が 提 出 さ れ て い る 。 フ ィ ー ド ラ ー の 「 内 面 性 」 に 呼 応 する 「 精 神 」 と い う 言 葉 は 、 ほ と ん ど 否 定 的 に 語 ら れ 、  「 パ タ ン 」を 形 成 す る 主 体 と さ れ て い る 。 こ の こ と は と く に 、 リ ア リ ズ ム文 学 に お け る 創 作 行 為 が 「 パ タ ン 」 と し て 語 ら れ る こ と が 多 いこ と を 思 え ば 、 よ り 強 い 意 味 合 い を 帯 び て く る だ ろ う 。５
　
ト ニ ・ モ リ ソ ン 『 プ レ イ ン グ ・ イ ン ・ ザ ・ ダ ー ク 』 序 文

　
周 知 の よ う に 、 ト ニ ・ モ リ ソ ン は 、 エ リ ソ ン や ボ ー ル ド ウ ィ

ン が 、 五 〇 年 代 か ら 六 〇 年 代 ま で の 思 想 的 パ ラ ダ イ ム に 忠 実 に語 り 、 あ る 意 味 で は 失 敗 し た 後 に 現 れ た 。 一 九 七 〇 年 の 『 青 い目 が 欲 し い 』 は 、 語 り 手 と 犠 牲 者 と な る ピ コ ー ラ と い う ア フ リカ ン ＝ ア メ リ カ ン の 少 女 を 併 置 し 、 キ ャ ラ ク タ ー の 自 立 性 を 単独 に で は な く 相 互 関 係 の も と に 構 成 し つ つ 、 実 体 で は な く 、 流通 す る イ メ ジ で あ る 白 人 主 体 の 表 象 と し て の 「 青 い 目 」 を 、 原題 の

“
The 

Bluest 
Eye”

が 、 お そ ら く は 単 色 を 極 め た 結 果 と し て

「 黒 」 に 転 じ る と い う ア イ ロ ニ カ ル な 装 置 に よ っ て 、 言 語 と 指

示 対 象 と の ず れ 、 あ る い は そ れ ら の 序 列 の 反 転 の 可 能 性 を テ ーマ 化 し つ つ 語 っ た 作 品 だ っ た 。  『 青 い 目 が ほ し い 』 を 含 む 初 期の 作 品 段 階 か ら 構 想 さ れ て い た 新 し い 文 学 の 方 法 は 、 一 九 九 〇年 代 初 頭 に 出 版 さ れ た 評 論 集 、  『 プ レ イ ン グ  ・  イ ン  ・  ザ  ・  ダ ー ク ：白 さ と 想 像 力 』 に お い て 、  批 評 の 方 法 論 と し て 展 開 さ れ て い る 。Ｄ ・ Ｈ ・ ロ レ ン ス の 『 古 典 ア メ リ カ 文 学 研 究 』 で は 省 略 さ れ 、フ ィ ー ド ラ ー の 『 ア メ リ カ 文 学 に お け る 愛 と 死 』 で は 、 上 記 のよ う に 人 種 的 階 層 構 造 を 肯 定 し か ね な い か た ち で 表 象 さ れ てい た 国 家 の 無 意 識 と し て の 「 人 種 」 は 、 モ リ ソ ン の 評 論 集 に おい て 初 め て そ の あ り か た を 再 検 討 さ れ る 。　
ラ ル フ ・ エ リ ソ ン の 『 見 え な い 人 間 』 を 意 識 し て か 、 モ リ ソ

ン は 『 プ レ イ ン グ  ・  イ ン  ・  ザ  ・  ダ ー ク 』 の 「 序 文 」 を 、 ル イ  ・  ア ーム ス ト ロ ン グ の 表 象 の 一 例 に ま つ わ る エ ピ ソ ー ド か ら 開 始 する 。 モ リ ソ ン は 、 他 の 箇 所 で 議 論 し て い る よ う に 、 ア メ リ カ にお け る 「 ア フ リ カ ニ ズ ム 」 と 呼 ば れ る も の が 、 か な ら ず し も アメ リ カ に 独 特 の も の で は な く 、 西 欧 諸 国 に お け る コ ロ ニ ア リ ズム と 同 形 の 問 題 で あ る こ と を 示 す た め に 、 ア ル ジ ェ リ ア 生 ま れの フ ラ ン ス 人 作 家 マ リ ー ・ カ ル デ ィ ナ ル の

The 
Words to Say It

を 取 り 上 げ る

2 0。 カ ル デ ィ ナ ル は 、

“autobiographical novel”

と 同

書 を 名 づ け 、 ル イ ・ ア ー ム ス ト ロ ン グ の コ ン サ ー ト を き っ か けと し て 引 き 起 こ さ れ た 精 神 的 病 の 発 作 の 症 状 を 兆 候 的 な も のと し て 語 る の だ が 、 モ リ ソ ン は そ の 体 験 を 、 フ ィ ー ド ラ ー の 中心 的 な 概 念 と な っ て い る 「 ゴ シ ッ ク 」 や 「 内 面 性 」 と 関 係 づ けて 理 解 し て い る 。　
モ リ ソ ン の 議 論 の 文 脈 で は 、 西 欧 に お け る 白 人 と ア フ リ カ ン ＝

ア メ リ カ ン の 関 係 は 、 キ リ ス ト 教 的 な 天 国 と 地 獄 、 善 と 悪 の 二
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元 論 に 相 似 な 形 で 、 言 語 と そ の 連 想 と に よ っ て 具 体 的 な 意 味 づけ
が 行 わ れ て い る と さ れ 、 言 語 と そ の 連 想 が 、  『 青 い 目 が 欲 し

い 』 の タ イ ト ル と 同 じ よ う に 、 指 示 対 象 と の 間 に 明 白 な ず れ を持 っ て い る こ と も 認 め ら れ て い る

2 1。 モ リ ソ ン の  『 プ レ イ ン グ  ・

イ ン ・ ザ ・ ダ ー ク 』 と い う タ イ ト ル も 、 モ リ ソ ン が 取 り 上 げ るマ リ ー ・ カ ル デ ィ ナ ル の

The 
Words to Say It

と い う タ イ ト ル も 、

言 語 の 「 戯 れ 」 や 記 号 と 指 示 対 象 の 乖 離 と い っ た 、 ソ シ ュ ー ル以 降 の 、 シ ニ フ ィ ア ン と シ ニ フ ィ エ の 本 質 的 な 結 び つ き を 否定 す る 言 語 観 を 前 提 と し て い る 。

し か し 、 文 化 の 内 部 で 、 シ ニ

フ ィ ア ン と シ ニ フ ィ エ が 、 フ レ デ リ ッ ク ・ ジ ェ イ ム ソ ン が 『 政治 的 無 意 識 』 に お い て 現 代 批 評 に お け る 「 歴 史 化 」 の 重 要 性 とな ら ん で 強 調 す る よ う に 、 あ る 程 度 必 然 化 さ れ た 解 釈 の 階 層 構造 を 形 成 し て い る こ と が 自 然 化 さ れ た 形 で 理 解 さ れ る の だ と すれ ば 、 そ う し た 歴 史 的 に 決 定 さ れ た 解 釈 の 階 層 構 造 が 必 然 で ある と 、 あ る 「 主 体 」 に よ っ て 信 じ ら れ る こ と は あ り 得 る

2 2。 モ

リ ソ ン は 、  『 プ レ イ ン グ ・ イ ン ・ ザ ・ ダ ー ク 』 の 序 文 で 、 読 者自 身 の 解 釈 枠 を 自 己 省 察 的 に 問 題 化 す る た め か 、 い く ば く か のヒ ン ト と な る コ メ ン ト を 配 置 し な が ら も 、  カ ル デ ィ ナ ル の 「 例 」の 解 釈 を 読 者 に ゆ だ ね る 。 典 型 的 に 「 リ ー ダ ブ ル 」 な 評 論 が 成立 し て い る の だ が 、 カ ル デ ィ ナ ル の 著 書 か ら の つ ぎ の よ う な 引用 は 、 エ リ ソ ン の 『 見 え な い 人 間 』 へ の コ メ ン ト で あ る 可 能 性を 示 唆 し て い る だ け で な く 、 こ れ ま で 指 摘 し て き た 、 ア メ リ カ文 学 と そ の 批 評 の 問 題 点 に コ メ ン ト す る も の で も あ る だ ろ う 。モ リ ソ ン の テ ク ス ト と 重 複 す る が 、 カ ル デ ィ ナ ル か ら の 引 用 をこ こ で も 引 い て お く こ と に す る 。

   
My 

flrst anxiety attack 
occurred 

during a 
Louis 

Ar
mstrong concert. 

I 
was nineteen or t

wenty. 
Ar

mstrong 
was going to i

mprovise 
with his 

tr
u

m
pet, t

o 
b
uil

d a 
w
h
ole c

o
m
p
ositi

o
n i

n 
w
hic

h eac
h 

n
ote 

w
o
ul

d 
be 

i
m
p
orta

nt a
n
d 

w
o
ul

d c
o
ntai

n 
wit

hi
n itself t

he esse
nce 

of t
he 

w
h
ole. 

I 
was 

n
ot 

disa
p
p
oi

nte
d: t

he 
at

m
os

p
here 

war
me

d 
u
p 

ver
y fast. 

T
he 

scaff
ol

di
n
g a

n
d fl

yi
n
g 

b
uttresses 

of t
he jazz i

nstr
u

me
nts s

u
p
p
orte

d 

Ar
u

mstr
o
n
g’s tr

u
m
pet, creati

n
g s

paces 
w
hic

h 
were a

de
q
uate e

n
o
u
g
h 

for it to cli
mb higher, establish itself, and take off again. 

The sounds of 

the tru
mpet so

meti
mes piled up together, fusing a ne

w 
musical base, 

a sort of 
matrix 

which gave birth to one precise, unique note, tracing 

a s
o
u
n
d 

w
h
ose 

pat
h 

was al
m
ost 

pai
nf

ul, s
o a

bs
ol

utel
y 

necessar
y 

ha
d 

its equilibriu
m and duration beco

me; it tore at the nerves of those 
who 

follo
wed it.

   
M
y 

heart 
be

ga
n t

o accelerate, 
bec

o
mi

n
g 

m
ore i

m
p
orta

nt t
ha

n t
he 

music, shaking the bars of 
my rib cage, co

mpressing 
my lungs so the 

air could no longer enter the
m. 

Gripped by panic at the idea of dying 

there in the 
middle of spas

ms, sto
mping feet, and the cro

wd ho
wling, I 

ran into the street, like so
meone possessed.

2 3

　
モ リ ソ ン 自 身 も 、

“I re
me

mber s
miling 

when I read that, partly 

i
n a

d
mirati

o
n 

of t
he clarit

y i
n 

her rec
ollecti

o
n 

of t
he 

m
usic 

— its 

i
m

mediacy
…”

と 述 べ 、 こ の 回 想 の パ ッ セ ー ジ の 「 直 接 性

（

“i
m

mediacy” ）」 ＝ 「 媒 介 さ れ て い な い 状 態 」 を 賛 美 す る と 付 け

加 え て い る が 、 そ の 「 直 接 性 」 が 「 微 笑 み 」 を 誘 う の は 、 皮 肉な こ と に 、 お そ ら く 書 き 手 で あ る カ ル デ ィ ナ ル が 、 彼 女 が 親 しん だ 解 釈 の 枠 組 み や 、 そ れ ら に よ っ て 媒 介 さ れ た 結 果 と し て
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“im
m

ediacy”

を
獲
得
し
て
い
る
音
楽
の
描
写
そ
の
も
の
の
、
自
然
化
さ

れ
た
西
欧
的
ク
リ
シ
ェ
と
そ
の
指
示
対
象
と
の
本
来
的
な
乖
離
を
意
識

し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
だ
か
ら
だ

24
。

　

ジ
ャ
ズ
の
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
も
そ
も
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル

が
言
う
よ
う
な“com

position”

で
は
な
く
、
元
来
あ
る
と
さ
れ
る
曲
の

構
造
に
則
っ
て
音
を
即
興
的
に
自
由
に
配
列
し
、
他
の
演
奏
者
の
そ
れ
と

重
ね
合
わ
せ
る
方
法
で
あ
り
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
曲
の
描
写
は
、
西
欧

音
楽
の
伝
統
的
な“com

position”

と
し
て
の
あ
り
か
た
を
、
ジ
ャ
ズ
の

あ
り
か
た
を
無
視
し
て
オ
ゥ
ヴ
ァ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
に
違

い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の“com

position”

は
、「
全
体
」（“w

hole”

）」
の

概
念
に
連
接
さ
れ
る
。
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
即
興
演
奏
は
、
カ
ル
デ
ィ

ナ
ル
に
よ
れ
ば
、“a w

hole com
position in w

hich each note w
ould be 

im
portant and w

ould contain w
ithin itself the essence of the w

hole”

を
造
り
出
す
（“build”

）
の
だ
。
こ
れ
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
有
機
体
的

芸
術
論
の
ジ
ャ
ズ
へ
の
適
用
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の

実
際
の
演
奏
の
描
写
と
し
て
適
切
で
は
な
い
。
更
に
、
こ
こ
で“build”

と
い
う
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
偶
然
で
は
な
い
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル

は
つ
い
で
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
が
造
り
出
す“a w

hole com
position”

を
、“scaffolding”

や“flying butresses”

が
そ
の
一
部
と
し
て
組
み

込
ま
れ
た
中
世
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
例
え
る
か
ら
だ
。“Scaffolding”
や

“flying butresses”

と
し
て
の“jazz instrum

ents”

を
い
わ
ば
脇
役
と
し

て
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
（
お
そ
ら
く
は
、
極
め
て
伝
統
的
に“phallic”

な
意
味
合
い
を
持
つ
）
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
支
え
、「
ス
ペ
ー
ス
を
創
り
出
す
」

（“creating spaces”

）
と
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
述
べ
る
そ
の
順
序
を
た
ど
る
と

き
、
読
者
は
、
こ
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
を
引
用
す
る
モ
リ
ソ
ン
の
慧
眼
さ
と
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
ら
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
解
釈
枠
の
、
あ
る
種
の
必
然
性

に
驚
愕
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
で“clim

b higher, establish itself, 
and take off again”

と
描
写
さ
れ
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
似
つ
か
わ
し
い

「
上
」「
上
昇
」
の
イ
メ
ジ
を
付
与
さ
れ
る
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
ト
ラ
ン

ペ
ッ
ト
の
演
奏
は
、
更
に“the sounds of the trum

pet som
etim

es piled 
up together, fusing a new

 m
usical base, a sort of a m

atrix w
hich gave 

birth to one precise, unique note”

と
描
写
さ
れ
る
の
だ
が
、“pile up”

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
階
層
化
さ
れ
、
お
そ
ら
く
は
男
性
的
に
イ
メ
ジ
さ

れ
た
音
楽
は
、“a sort of a m

atrix”

と
し
て
の“base”

と“fuse”

し
て
、

何
と“gave birth”

し
た
の
だ
と
さ
れ
る
…
…
。
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の

演
奏
の
解
釈
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
音
楽
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
カ
ル

デ
ィ
ナ
ル
自
身
の
精
神
の
あ
り
か
た
に
よ
る
も
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
認

め
ざ
る
を
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
は
、

“m
y heart began to accelerate, becom

ing m
ore im

portant than the 
m

usic, shaking the bars of m
y rib cage, com

pressing m
y lungs so the 

air could no longer enter them
.”

と
述
べ
る
の
で
あ
る
（
イ
タ
リ
ッ
ク
ス

は
筆
者
）

25
。

　

自
ら
の
身
体
を
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が“m

y rib cage”

、“m
y lungs”

な

ど
の
空
間
的
な
も
の
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
も
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な

い
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
解
釈
の
過
程
で
認
識
さ
れ
る
知
覚
と
知
覚
す
る
主

体
は
、
お
そ
ら
く
出
産
の
イ
メ
ジ
が
家
族
構
造
を
喚
起
す
る
た
め
に
、
ゴ

シ
ッ
ク
的
な
家
の
空
間
の
開
か
れ
な
い
閉
塞
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
。
カ

ル
デ
ィ
ナ
ル
の
知
覚
は
、
対
象
と
し
て
の
音
楽
を
指
向
し
な
が
ら
も
、
解

釈
に
用
い
ら
れ
る
自
然
化
さ
れ
た
西
欧
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
特
有
の
言

語
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
そ
の
閉

塞
は
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
自
身
が
無
意
識
の
う
ち
に
認
知
し
て
い
る
、
ル
イ
・

ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
人
種
的
他
者
性
に
た
い
す
る
防
衛
と
し
て
働
い
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て
い
る
の
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
る
し
、
モ
リ
ソ
ン
と
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が

思
春
期
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
母
親
殺
し
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
に
知
覚
す
る
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
的
な
ク
リ
シ
ェ
で
あ
る“spasm

s, stom
ping feet, and 

the crow
d how

ling”

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
で
は
あ
っ
て
も
、
カ
ル
デ
ィ

ナ
ル
が
こ
の
場
面
で
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
に
象
徴
さ
れ
る
ア
フ
リ
カ
ン
・

ア
メ
リ
カ
ン
の
男
性
と
の
性
的
関
係
や
出
産
を
図
ら
ず
も
想
像
し
て
し

ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ

ン
グ
の
演
奏
に
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
特
有
の
上
昇
の
イ
メ
ジ
や
空
間
性
、
性

的
交
わ
り
と
出
産
が
行
わ
れ
る
家
の
イ
メ
ジ
を
解
釈
と
し
て
読
み
込
ん

で
し
ま
う
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に
と
っ
て
、
み
ず
か
ら
が“m

atrix”

と
な
る
こ

と
は
必
然
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
解
釈
と
し
て
創
り
だ

す
閉
鎖
空
間
は
、
彼
女
を
過
呼
吸
に
陥
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に

“possess”

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。も
ち
ろ
ん
、“possess”

し
て
い
る
の
は
悪
霊
な
り
悪
鬼
な
り
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
ル
イ
・
ア
ー
ム

ス
ト
ロ
ン
グ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
こ
の
問
題
は
、
モ
リ
ソ
ン
と
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に
よ
っ
て
、
や
は

り
い
く
ぶ
ん
謎
め
い
た
や
り
か
た
で
、
母
親
殺
し
の
イ
メ
ジ
と
直
接
的
に

連
接
さ
れ
る
。
モ
リ
ソ
ン
が
つ
い
で
長
く
引
用
す
る
の
は
、
つ
ぎ
の
記
述

に
お
い
て
で
あ
る
。

In reconstructing the origin of the pow
erfully repellent feelings the 

Thing incites, C
ardinal w

rites, “It seem
s to m

e that the Thing took 
root in m

e perm
anently w

hen I understood that w
e w

ere to assassinate 
A

lgeria. For A
lgeria w

as m
y real m

other. I carried her inside m
e the 

w
ay a child carries the blood of his parents in his veins.” She goes 

on to record the conflicting pain that w
ar in A

lgeria caused her as a 
French girl born in A

lgeria, and her association of that country w
ith 

the pleasures of childhood and budding sexuality. In m
oving im

ages of 
m

atricide, of w
hite slaughter of a black m

other, she locates the origin 
of the Thing. A

gain, an internal devastation is aligned w
ith a socially 

governed relationship w
ith race. She w

as a colonialist, a w
hite child, 

loving and loved by A
rabs, but w

arned against them
 in relationships 

other than distant and controlled ones. Indeed, a w
hite cam

elia “svelte 
in appearance but torn apart inside.” 

26

　

カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
「
そ
の
も
の
」（“the Thing”

）
を
病
の
「
起
源
」
と

し
て
い
る
と
い
う
モ
リ
ソ
ン
の
解
釈
も
興
味
深
い
が
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の

描
写
の
分
析
を
続
け
よ
う
。
前
の
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
か
ら
の
引
用
の
な
か
に

は
、
ひ
と
つ
の
矛
盾
が
見
て
取
れ
る
。
仮
説
と
し
て
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ

ン
グ
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
音
が“pile up”

し
て
い
る
状
態
か
ら“m

atrix”

が
生
じ
、
そ
れ
が“one precise, unique note, tracing a sound w

hose 
path w

as alm
ost painful, so absolutely necessary had its equilibrium

 
and duration becom

e”

を
「
産
む
」
こ
と
が
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、

カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に
自
身
の
身
体
の
性
的
な
可
能
性
を
示
唆
す
る
の
だ
と

す
れ
ば
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は
性
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
意
識
さ
れ

る
は
ず
だ
が
、“m

atrix”

か
ら
生
み
出
さ
れ
る
「
音
」
も
ま
た
ア
ー
ム
ス

ト
ロ
ン
グ
自
身
の
も
の
で
あ
る
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
解
釈
で
想
像
さ
れ
る

ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は
、
父
で
あ
り
同
時
に
息
子
で
あ
り
、
こ
の
場
面
に

は
近
親
相
姦
的
な
意
味
合
い
す
ら
読
み
取
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

モ
リ
ソ
ン
は
同
書
を
通
じ
て
、
お
そ
ら
く
故
意
に
フ
ロ
イ
ト
的
な
エ

デ
ィ
パ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
父
と
子
を
語
る
こ
と
を
避
け
、
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———　表象のポリティクス　———

そ
れ
が
抑
圧
す
る
母
と
娘
の
関
係
を
前
景
化
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、

抑
圧
さ
れ
た
形
で
、
そ
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
エ
デ
ィ
パ
ス
の
構
造
が

強
く
意
識
さ
れ
る
語
り
方
を
選
ぶ
。
そ
の
際
、
上
の
箇
所
で
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
エ
デ
ィ
パ
ス
的
な
構
造
な
り
そ
の
影
と
し
て
の
母
娘
関
係
な
り

が
、
明
確
に
時
間
性
に
か
か
わ
る
考
察
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も
事
実
性
を
出
来
事
に
認
め
な

い
モ
リ
ソ
ン
の
議
論
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
は
事
実
性
の
影
と
し
て
の
可

能
性
と
し
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン

グ
が
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に
と
っ
て
父
で
あ
り
息
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と

と
、
つ
ぎ
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
自
身
が
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
を
母
で
あ
る
と
認
識
し
つ
つ
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
コ
ン
サ
ー
ト
に

お
い
て
自
分
自
身
を
母
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
、
通
常
事
実
性
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
エ
デ
ィ
パ
ス
の
父
子
と
そ
れ
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
無
意

識
的
な
母
子
関
係
の
双
方
に
お
い
て
中
心
的
な
存
在
あ
る
い
は
概
念
で

あ
る
父
と
母
の
特
権
が
、
息
子
や
娘
と
の
同
一
化
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
モ
リ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
は
、
黒
い

肌
を
持
っ
た
ア
ラ
ブ
人
の
国
で
あ
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
「
真
実
の
母
」
と

し
て
表
象
し
、
そ
れ
を
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
戦
争
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス

か
ら
の
攻
撃
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ひ
と
り
の
黒
い
母
親
の

白
い
殺
害
」（“w

hite slaughter of a black m
other”

）
と
直
訳
さ
れ
る
母
親

殺
し
を
連
想
し
て
い
た
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
が
「
真
実
の
母
親
」
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
解
釈
に
お
い
て

は
、
お
そ
ら
く
「
白
い
」
母
親
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
に
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
は

抑
圧
さ
れ
な
が
ら
も
先
行
し
て
い
る
の
だ
。“a w

hite cam
elia, ‘svelte in 

appearance but torn apart inside’”

と
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
自
ら
を
表
象
す

る
の
は
、
お
そ
ら
く
奔
放
に
性
的
な
主
体
で
あ
る
み
ず
か
ら
が
、
母
で
も

娘
で
も
あ
り
う
る
も
の
と
し
て
白
さ
と
黒
さ
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
そ
の
こ
と

を
、“I carried her inside m

e the w
ay a child carries the blood of his 

parents in his veins”

と
、
意
義
深
く
も
血
液
に
な
ぞ
ら
え
て
語
る
と
す

れ
ば
、
親
し
い
関
係
を
持
つ
こ
と
を
暗
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
ア
ラ
ブ
人
た

ち
と
の
間
に
で
あ
っ
て
も
、
比
喩
的
に
血
縁
関
係
を
持
つ
可
能
性
が
認
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
父
と
息
子
・
母
親
と
娘
の
差
異

が
実
質
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
解
釈
に
お
い
て
は
、

表
向
き
認
め
ら
れ
る
時
間
性
は
否
定
さ
れ
る
。「
母
」
や
「
父
」
は
、
実

際
の
子
供
と
し
て
の
娘
・
息
子
の
存
在
や
概
念
と
し
て
の
「
娘
」・「
息
子
」

に
む
し
ろ
依
存
し
た
存
在
あ
る
い
は
概
念
で
あ
り
、
実
際
、
娘
・
息
子
に

時
間
的
に
先
行
す
る
ど
こ
ろ
か
そ
れ
ら
と
同
時
に
し
か
生
起
し
得
な
い

か
ら
で
あ
る
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
独
立
す
る
戦
い
に
従

事
し
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
時
間
的
先
行
性
を
付
与
す
る
の
は
、
そ
う
し
た

理
由
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ル
イ
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
で
、
生
み

出
さ
れ
る
音
が
、
持
続
す
る
時
間
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た

意
義
深
い
。
上
記
の
考
察
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
と
き
、
お
そ
ら
く
は
絶

対
的
な
時
間
的
差
異
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
エ
デ
ィ

パ
ス
に
お
け
る
父
・
息
子
の
関
係
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
時
間
性
に
依
拠

し
た
概
念
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
と
き
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ゴ
シ
ッ

ク
建
築
に
例
え
ら
れ
る
芸
術
と
し
て
の
音
楽
が
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に
示
唆

す
る
時
間
の
概
念
も
ま
た
、
本
来
的
に
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
は
な

い
、
二
義
的
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
空
間
性

イ
メ
ジ
と
と
も
に
脱
構
築
さ
れ
る
。

　

従
っ
て
、
モ
リ
ソ
ン
の
評
論
の
テ
ク
ス
ト
は
、
冒
頭
か
ら
時
間
的
な
先
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行 性 に 基 づ い た 階 層 構 造 、 全 体 性 、 空 間 的 な 比 喩 の 必 然 性 を 否定 し よ う と し て い る 。 こ の 評 論 で は 、

フ ィ ー ド ラ ー の 前 提 の ひ

と つ で あ る 「 ヨ ー ロ ッ パ の 夢 と し て 歴 史 の 真 実 で あ る 」 ア メリ カ の 歴 史 が 、  「 ア フ リ カ ニ ス ト 」 と 呼 ば れ る ア フ リ カ ン ＝ アメ リ カ ン の 存 在

（ モ リ ソ ン は ア フ リ カ ン ＝ ア メ リ カ ン に つ い て は 、

「 存 在 」  （

presence
） と い う 言 葉 を 用 い る ）

を 無 視 ・ 抑 圧 す る こ と で

成 り 立 っ て い る が ゆ え に 白 人 た ち の 夢 に な っ て い る と し 、 そ の「 夢 」 と し て の ア メ リ カ の 歴 史  ・  文 学 史 を 脱 構 築 す る こ と に よ って 新 し い 文 学 史 へ の 視 点 が 得 ら れ る の だ と 考 え ら れ て い る のだ 。 有 名 な

“I 
ca

me to realize the 
obvious: the subject 

of the 
drea

m 

is the drea
mer.”

と い う 文 の 意 味 は 、 文 字 通 り に は そ う し た 意 味

に 解 釈 さ れ う る 。 ま た 、 こ こ で 「 主 体 」 の 定 義 そ の も の が 変 容し か ね な い こ と も 注 目 さ れ な け れ ば な ら な い だ ろ う

2 7。 こ こ で

「 主 体 」 と さ れ て い る 「 主 体 」 と は 、 モ リ ソ ン の 論 で は 個 人 のも の で は な く 「 国 家 」 の も の で あ り 、 従 来 主 体 に よ っ て 意 識 的に 構 築 さ れ て き た と 考 え ら れ て き た 歴 史 は 、 無 意 識 的 な も の であ る と 考 え ら れ て い る 。 母  ・  娘 関 係 に つ い て の コ メ ン ト や 「 夢 」と し て の 歴 史 と い う 議 論 の 過 程 に 示 唆 さ れ て い る フ ロ イ ト 的な 視 点 が 集 合 的 に 思 考 さ れ て い る こ と 自 体 を 疑 問 視 し な け れば な ら な い が 、 モ リ ソ ン の 視 点 の 転 換 は 、  「 主 体 」 と 「 客 体 」の 関 係 性 や 、 フ ィ ー ド ラ ー の 論 に お い て 問 題 視 さ れ う る 「 歴 史の 事 実 」  と  「 夢 」  と の 関 係 を 逆 転 す る の で は な く 、  「 歴 史 の 事 実 」を 「 夢 」 と し て 読 み 直 す こ と に よ っ て 「 真 実 」 と 「 夢 」 と の 関係 を 「 夢 」 と 「 夢 」 と の 関 係 に 転 換 し 、 そ の 階 層 構 造 を 破 棄 する こ と に 成 功 す る の だ 。 意 識 と 無 意 識 の 階 層 構 造 を 破 棄 す る ため に 、 従 来 「 主 体 」 や 「 意 識 」 と さ れ て い た も の を 脱 構 築 す る

こ と に よ っ て 、 新 た な 議 論 の レ ベ ル を 拓 い て ゆ く の で あ る 。６
　
精 神 分 析 と ア メ リ カ 文 学 研 究 の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン の 可能 性 に つ い て

　
モ リ ソ ン の 論 は 、 上 記 の 点 だ け で な く 、 他 に も 様 々 な 意 味 で

未 発 見 の 装 置 を 隠 し て い る 可 能 性 が あ り 、 詳 細 な 論 は 別 の 形 をと っ て 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 た と え ば 、 す で に 触 れ た フ レド リ ッ ク  ・  ジ ェ イ ム ソ ン に よ る 「 無 意 識 」 の 議 論 や 、 ジ ャ ッ ク  ・ラ カ ン 、 ジ ュ リ ア ・ ク リ ス テ ヴ ァ 、 ル イ ・ ア ル チ ュ セ ー ル な どの 精 神 分 析 と 言 語 に つ い て の 議 論 で あ る

2 8。 ま た 、 こ こ で 取 り

上 げ ら れ て い る ト ピ ッ ク は 、 人 種 と 並 ん で フ ェ ミ ニ ズ ム の 重 要な 論 点 で も あ り 、 ジ ュ リ エ ッ ト ・ ミ ッ チ ェ ル 、 ジ ェ ー ン ・ ギ ャロ ッ プ 、 ジ ュ デ ィ ス ・ バ ト ラ ー な ど を ほ ん の 数 例 と す る 理 論 家た ち の 議 論 が 広 汎 に 参 照 さ れ な け れ ば な ら な い だ ろ う 。 ま た 、モ リ ソ ン が 、 フ ィ ー ド ラ ー と と も に ア メ リ カ 文 学 史 を 考 察 す るう え で 最 も 重 要 で あ る と す る ポ ー な ど の ア メ リ カ 作 家 た ち の作 品 を 、 頻 繁 に 現 れ る 深 層 の イ メ ジ と 言 語 的 表 象 と の 関 係 に おい て 再 検 討 す る 作 業 が 行 わ れ な け れ ば な ら な い

2 9。 シ ャ ロ ン ・

キ ャ メ ロ ン な ど が 、

The 
Corporeal Self: 

Allegories of the 
Body in 

Melville and 
Ha

wthorne
 (

Ne
w 

York: 
Colu

mbia 
U.

P., 
1991)

な ど で す

で に 類 似 の 研 究 を 行 っ て お り 、 キ ャ メ ロ ン も 取 り 上 げ て い るハ ー マ ン ・ メ ル ヴ ィ ル そ の 他 の 作 家 の 解 釈 に お い て 、 本 論 か ら展 開 し た 視 点 を 応 用 す る こ と は 重 要 で も あ る

3 0。 そ の う え で 、

つ ぎ に は 、  「 夢 」 と 「 夢 」 を 自 我 や 国 家 の 二 つ の 領 域 と し て 、
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い わ ば 平 等 化 す る こ と の 多 岐 に わ た る 意 味 合 い が 、 理 論 的 に も考 察 さ れ な け れ ば な ら な い だ ろ う 。　
フ レ デ リ ッ ク ・ ジ ェ イ ム ソ ン は 、  『 政 治 的 無 意 識 』 の 冒 頭 で 、

“subject” / “object”

の 二 項 対 立 に 基 づ い た 認 識 論 の 問 題 点 を 指

摘 し 、 こ の 問 題 を 言 語 の 問 題 と し て 捉 え 返 す 必 要 性 を 説 い て いる し

3 1、 ジ ュ リ ア ・ ク リ ス テ ヴ ァ の 『 詩 的 言 語 の 革 命 』 に お い

て は 、 本 論 前 半 で と り あ げ た ヨ ー ロ ッ パ の 伝 統 的 歴 史 と 意 識 と無 意 識 に 分 裂 し た ア メ リ カ 合 衆 国 と い う 三 つ の 項 目 に も 似 て 、「 リ フ ァ レ ン ト 」  「 シ ニ フ ィ ア ン 」  「 シ ニ フ ィ エ 」 の 三 項 の 関 係性 が 、 精 神 分 析 と 並 ん で 論 じ ら れ る

3 2。 多 く の 批 評 家 が 指 摘 す

る よ う に 、 人 種 の 問 題 も ま た 、 リ フ ァ レ ン ト 、 シ ニ フ ィ エ の 問題 で は な く 、 人 種 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 、 た と え ば 法 の 言 語 によ る 表 象 の 問 題 で あ り 、 モ リ ソ ン が そ う す る よ う に 、 あ く ま で言 語 を 議 論 す る こ と に よ っ て し か そ の 所 在 を 確 か め 得 な い から だ

3 3。  教 科 書 の 家 族 構 造 の 記 述 の 行 間 と 文 字 間 隔 を 、  ア ー テ ィ

キ ュ レ ー シ ョ ン が 消 去 さ れ る よ う に つ め る こ と に よ っ て 、 家 族構 造 の 規 範 が 本 来 的 な も の で は な く 言 語 に よ る 分 節 化 の 作 用で あ る こ と を 示 し 、 同 時 に 印 刷 さ れ た 文 字 が 密 集 し た 「 黒 」 のス ペ ー ス を 作 り 出 す 、 や は り 有 名 な 『 青 い 目 が 欲 し い 』 の 冒 頭に お い て と 同 様 、  『 プ レ イ ン グ ・ イ ン ・ ザ ・ ダ ー ク 』 に お け るモ リ ソ ン も ま た 、

“the 
Thing”

と し て 言 語 に よ っ て 名 指 さ れ た も

の が 、 言 語 に よ っ て 事 実 と し て で は な く 表 象 さ れ る そ の あ り かた を 言 語 に よ っ て 分 析 し よ う と す る の で あ る

3 4。 確 か に 、 読 者

は 規 範 が 絶 対 な ら ざ る も の と し て 言 語 に よ っ て 構 築 さ れ る 様を 目 撃 し た り 、 ゴ シ ッ ク 的 な ス ペ ー ス や 父 権 的 な 制 度 が 言 語 によ っ て 構 築 さ れ る 様 を 分 析 す る の で あ っ て 、  「 も の 」 そ の も の

と 出 会 う の で は な い 。 マ リ ー ・ カ ル デ ィ ナ ル は 、 精 神 分 析 医 のオ フ ィ ス に お か れ た ガ ー ゴ イ ル に つ い て 、

“
You shouldn’t keep 

that 
gargoyle in 

your 
of

flce, it is 
hideous.”

と い う 発 話 を 行 っ た こ

と を き っ か け に し て 治 癒 し た と モ リ ソ ン は 報 告 す る

3 5。  し か し 、

そ れ は お そ ら く 、 ゴ シ ッ ク 建 築 に 取 り つ い た ア フ リ カ ン ＝ ア メリ カ ン の 男 性 と 解 釈 し う る ガ ー ゴ イ ル が 、 物 理 的 に 精 神 科 医 の白 い 部 屋 か ら 排 除 さ れ た こ と に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る の で はな い か ら だ 。 ラ ル フ ・ エ リ ソ ン の 『 見 え な い 人 間 』 の 結 末 と モリ ソ ン の 『 プ レ イ ン グ ・ イ ン ・ ザ ・ ダ ー ク 』 と の こ の よ う な 点に お け る 類 似 は 驚 く べ き も の で 、 そ こ に 読 み 取 れ る 言 語 的 諸 要素 は 、 ア メ リ カ 文 学 ・ 文 化 研 究 に と っ て も 重 要 で あ る に 違 い ない か ら で あ る 。　 　
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