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第
四

部
会

ア

リ
ス

ト

テ

レ

ス

の

友

愛
論
と

ギ

リ
シ

ャ

悲
劇

長

　
峯
　
素

眞

生

　
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

『
詩

学
』

に

よ
れ

ば
、

悲

劇
に

は

固
有
な

快
が

あ

り、

詩
人
は

そ
れ

を

創
作
せ

ね
ば

な
ら

な
い

。

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

は

悲
劇

に

固

有
の

快
に

関
し
て

具

体
的
に

は

何
も

説
明
し

な
い

が、

多
く
の

場

合、

そ
れ

は．
冉
現
一

般
を
喜
ぶ

人

間
の

自
然
本
性
と
の

関
係
か

ら

解
釈
さ

れ

る
。

す
な
わ

ち
四

章
で

は
、

人
間
は

自
然
本
性
的
に

何
か
を

再
現
す
る

こ

と
、

お

よ

び

再
現
さ

れ
た

も
の

を
喜
ぶ

も
の

で

あ

り、

と

く
に
、

再
現

さ
れ

た

も
の

を

喜
ぶ

理

由
は

す
べ

て

の

人

間
に

と
っ

て

学
ぶ

こ

と

が
快
だ

か
ら

で

あ
る

と

言
わ

れ

る
。

こ

れ

に
つ

い

て

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

は

絵
画
鑑

賞
を

例
に

挙
げ

、

絵
を

見
る
喜
び

は
「

こ

れ

は

あ
れ

で

あ
る
」

と
い

う
よ

う
に
、

描
か

れ
て

い

る

個
々

の

も
の

が
何
で

あ
る

か
を

学
ん

だ

り
推
論
し

た

り
す
る

こ

と
に

あ
る

と

述
べ

る
。

こ

れ

は
、

感
覚
知
覚
が
認
知
と

密
接

に
関
連
し
て

い

た

古
代
ギ
リ
シ

ャ

の

伝
統
的
解
釈
を

継
承
し
て

も
い

る
。

ま
た
、

悲
劇
の

再
現
対
象
は

優
れ
た
行
為
の

再
現
で

あ
る

と
い

う
六
章
の

定
義
か

ら
、

そ
こ

か

ら

得
る

喜
び
は
、

「

再

現
さ

れ
る

行
為
（

こ

れ
∀

は

優
れ
た
行
為
（
あ
れ
）

だ
」

と

認
知
す
る

こ

と
に

あ．
る

と
、

ひ

と

ま
ず
は

言
え
よ
う

。

し
か

し、

そ
も
そ
も
再
現
さ
れ
た

行
為
を
見
る
と

は

い

か
な

る
事
態
な
の

か
。

本
発
表
は
そ
の

説
明
を

試
み

る

も
の

で

あ
る

。

　
行

為
を

見
る

こ

と
お

よ

び
快
と
の

連
関
は

、

『

ニ

コ

マ

コ

ス

倫

理
学
』

八

−
九

巻
で

論
じ
ら

れ
る

善
き

人
同

士
の

友
愛
に

お
い

て

も

言

及
さ
れ

る
。

ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

は

あ
ら

ゆ
る

共
同
関
係
の

う
ち

に
属
す
る
人
間
同

士

の

結
び
つ

き
を

広
く
友
愛
と

呼
び
、

ま
た
、

友
人
の

存
在
は
人
生
に

と

っ

て

必

須
で

あ
る

と、
言

う
。

そ

れ

ゆ

え、

我
々

は
飲
食
な
ど

自
分
独
り
で

活
動
す
る

と
き
よ

り
も
、

友
を

愛
す
る

と

か、

友
と

の

関
係
に
お
い

て

何

か

を

為
そ
う
と

す
る

場
合
に

、

も
っ

と

も
よ

く
熟
慮
す
る
こ

と
を
求
め
ら

れ

る
だ
ろ

う
。

こ

の

点
に

関
し

て
、

悲

劇
は

ま
さ
に

友

愛
関
係
に

あ
る

人
々

の

間
に

生
じ
る

苫
難
を

描
い

て

お

り、

複
数
の

異
な
る

友
愛
関
係
の

中
で

最
善
を

為
そ

う
と

す
る
主

人
公
の

行
為
を

再
現
し

て

い

る

の

で

あ

る
。

　
さ

て
、

ア

リ

ス

ト
テ

レ

ス

に

よ

れ

ば
、

友
愛
は
共
同
関
係
の

種
類
に

応

じ
て

さ

ま
ざ
ま

存
在
す
る

が
、

徳
に

し
た

が
っ

た
善
き
人
同
士
の

友
愛
が

究
極
的
な
友
愛
で

あ
る
。

そ

し

て
、

善
き
人
が
同
じ
善
き
人
で

あ
る

友
を

必
要
と

す
る

の

は
、

自
分
に

固
有
な

行
為
を
見
る
の

を

欲
す
る
か
ら
だ
と

、
言

わ

れ

る
。

我
々

は
一

般
に

、

自
分
自
身
に

固
有
な、

あ
る

い

は

そ
れ
に

類
似
し

た

行
為
を

快
く
思
う
が
、

自
分
の

行
為
は
見
え

に
く
く、

他
人
の

行
為
の

方
が

よ

り
観
察
し
や

す
い

。

善
き
人
の

行
為
は

そ
れ
自
体
立
派
で

快
い

と
い

う
点
で
、

互

い

に

同
じ
で

あ
る

か、

類
似
し

て

い

る
。

そ
れ
ゆ

え
善
き
人
々

に

と
っ

て
、

自
分
に

固
有
な
行
為
を
見
る

こ

と

は
友
の

行
為

を
見
る

こ

と
に

等
し
く、

ま
た

快
な

の

で

あ
る

。

　

他
方、

悲

劇
の

主

人
公
と

観
客
は

過
失
を
犯
す
存
在
で

あ
る
と

い

う
点

で

似
て

お
り、

悲
劇
を

見
る

こ

と
が

快
で

あ
る
の

は
、

ま
ず
は
こ

の

類
似

点
が

確
保
さ

れ

て

い

る

か

ら

だ
と

考
え
ら

れ
る

。

し
か

し、

悲
劇
の

主
人

公
は

徳
に

お

い

て

観
客
よ

り
も

優
れ

て

い

る
．

そ
れ
ゆ

え、

主
人
公
の

行

為
を

見
る

こ

と
は

自
分
よ

り
優
れ

た

人
物
の

行
為
に

先
立
つ

熟
慮
を
知
る
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こ

と

で

も
あ
る

。

な
ぜ
な
ら

、

悲
劇
は
登
場
人
物
た

ち
の
一

人
称
語

り
で

進
行
し、

す
べ

て

の

思
い

と

行
い

が
言

菓
に

よ
っ

て

明
か
さ
れ
る

か
ら
で

あ
る

。

行
為
の

始
点
で

あ

り
、

行

為
の

内
容
を
決
定
す
る

熟
慮
の

過
程
を

知
る

と

い

う
意

味
で
、

悲
劇
で

再
現．
さ
れ
る

行
為
を

見
る

こ

と

は、

そ
の

行

為
を

実

行
す
る

こ

と

に

比
肩
す
る

と

言
い

う
る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う

か
。

　

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

よ

れ

ば
、

徳
の

形

成
は

行
為
に

よ

っ

て

な
さ

れ

る
。

そ
れ
ゆ
え
、

行
為
を
見
る
こ

と

が

善
き
行
為
の
一

つ

の

実
践
訓
練
た

り
う
る

な
ら

ば
、

悲
劇
は

友
愛
ゆ

え
の

活
動
を
よ

り

善
く
す
る

た

め

の
一

助
と
な

り
う
る
。

悲
劇
の

上

演
は

デ

ィ

オ
ニ

ュ

ソ

ス

信
仰
に

基
づ

く
国
家

行
事
で

あ
っ

た

が、

ア

リ
ス

ト
テ

レ

ス

は

同
じ
共
同

体
に

属
す
る

市
民
た

ち
の

絆
、

す
な
わ

ち

社
会
的
友
愛
を
よ

り
善
く、

か
つ

盤

石
に

す
る

方
法

を
、

宗
教
と
は

別
の
、

高
貴
な
行
為
を

再
現
す
る

悲

劇
に

み

と
め

、

期
待

し

て

い

た
の

で

は

な

か
ろ

う
か

。

死
を
意

味
づ

け

る

語
り

　

　
　

古
代
キ

リ
ス

ト
教
周
辺
と

死
生

学

1土

　
居

　
由

　
美

　
宗
教
を
ど

の

よ

う
な
視
点
か
ら

捉
え
る

か
と

い

う
課
題
は
宗
教
学
に

お

け
る

基
本
的
問
い

で

あ
り、

こ

れ
に

つ

い

て

従
来
様
々

な
視
角
が
提

示
さ

れ
て

き
た

。

そ
れ
ら
の
一

つ

と
し
て

、

様
々

な
意
味
づ

け
／
解
釈
行
為
と

い

う
視
点
か
ら
宗
教
を

捉
え
る
と

い

う
仕
方
は
、

宗
教
学
の

普
遍
性
或
い

は

そ
の

多
様
な
方
法
論
の

展
開
と

い

う
観
点
か
ら

の

み
な
ら
ず、

死
生
学

と
の

関
連
性
に

お
い

て

も
改
め
て

実
践
的
で

あ
る
と

考
え
ら
れ
る

。

　

そ
の

よ

う
な

問
題
意
識
を
念
頭
に

置
き
つ

つ
、

死
を
意
味
づ

け
る

／
解

釈
す
る

行
為
に

つ

い

て
、

そ
の

典
型
的
で

具
休
的
な
一

例
と

し
て

新
約
聖

書
福
音
書
「

受
難
物
語
」

中
の

「

闇
」

を
め

ぐ
る
表
象
か

ら
辿
る

。

　

新
約
聖

書、

特
に

四

福
音
書
に
お
い

て

は
、

イ
エ

ス

の

生

と

死
が
意
味

づ

け
ら
れ
、

そ
の

結
論
が
提
示
さ
れ
る

。

そ
の

物
語
上

の

ク

ラ
イ
マ

ッ

ク

ス

は

各
福
音
書
に

お

い

て

受
難
物
語
中
に

あ
る

と

い

っ

て

よ

い
。

こ

の

物

語
部
に

お

い

て
、

実
在
の

人
で

あ
る

イ

エ

ス

の

死
と
生
が

ど

の

よ

う
に

意

味
づ

け
ら

れ

て

い

っ

た

の

か

と

い

う
過
程
が

詳
細
な

分
析
に

よ
っ

て

辿
ら

れ
る
。

従
来
の

キ

リ
ス

ト

教
神
学
に

お

い

て

は
、

こ

の

問
い

は

「

キ

リ

ス

ト
論
」

と
し

て

表
現
さ

れ

て

き
た

と

い

え
る

が
、

こ

れ

に

対
し
て

こ

の

同

じ

問
い

は
、

死
を

意
味
づ

け
る

語
り
と
し

て

広

く
一

般
的
な

視
点
に

立

ち

宗
教
学
的
に

記
述
さ

れ

る

こ

と
が

可
能
で

あ
り
ま

た

有
益
で

あ
る

と

い

え

る
。

新
約
聖

書
の

四

福

音
書
中

、

マ

ル

コ
、

マ

タ

イ
、

ル

カ

の

共
観
福
音

書
受
難
物

語
に

お
い

て、

イ

エ

ス

が
死

に

ゆ

く

場
面
は

ウ

全
地

を
覆

う

「

闇
」

〃

の

記
述
に

よ
っ

て

始
め

ら
れ
、

こ

の

「

闇
」

は

イ
エ

ス

の

死

の

瞬

間
ま
で

継
続
す
る

。

　
こ

れ
ら
の

う
ち
マ

ル

コ

に

お

け
る

「

闇
」

の

描
写
は

、

イ
エ

ス

の

死
を

旧
約
聖
書
の

文
脈
に

語
ら
れ
る

神
に

よ
る

救
済
の

業
に

連

続
す
る

も
の

と

意
味
づ

け
ら
れ
た
も
の

で

あ
る

。

そ
の

上

で
、

そ

の

直
前
に

生
じ

る
「

闇
」

が
旧
約
に

表
れ
る
典
型
的
な
「

闇
」

と
パ

ラ

レ

ル

に

描
か
れ
て

い

る

と

捉

え
ら
れ

る
。

マ

ル

コ

に

お
い

て
、

「

イ
エ

ス

の

死
」

と
い

う
悲
惨
な
出

来

事
は
、

旧
約
聖
書
の

文
脈
を

手
掛
か
り
と

し
つ

つ
、

な
お
広

く
世

界
に

渡

る
神
の

救
済
の

出
来
事
と

解
釈
が
広
げ
ら
れ
て、

そ
の

読
者
に
イ
エ

ス

の

死
と

共
に

「

神
の

審
判
」

次
い

で

「

神
に
よ

る
救
済
の

業
」

が
遂

行
さ
れ
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