
第 一 段 落

Ａ 生 活 を 構 成 し て い る 要 素 （ 原 因 ）

∑ 起 床 ↓ 食 事 ↓ 仕 事 ↓ 就 寝 。

∑ 新 聞 を 読 む 。 違 い が な い

∑ テ レ ビ を 見 る 。
⇩ Ｃ

Ｂ ま と ま っ た 全 体 の 結 果

∑ も の の 見 方 や 感 じ 方 。 ひ ど く 違 う

第 二 段 落

∑ 人 生＝ 雑 誌 編 集

Ａ 生 活 を 構 成 し て い る 要 素 Ｂ ま と ま っ た 全 体 の 結 果 Ｃ

同 じ 原 稿 違 っ た 誌 面 エ デ ィ タ ー シ ッ プ

編 集 者 の 勘

料 理 の 腕

外 部 か ら 与 え ら れ た も の 独 創 的 、 個 性 的 な 一 日 順 序 を つ け て 、 一 日 の 中

押 し つ け ら れ た も の に 収 め る

他 人 か ら 借 り た も の

材 料 料 理 料 理 の 腕

本 を 読 ん で 優 れ た 思 想 や 新 我 が も の に し て 、 日 常 に 人 生

し い 知 識 に 触 れ る 。 生 か す

一 次 的 創 造 二 次 的 創 造 ⇔ 模 倣
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第 三 段 落

∑ 解 釈＝ 料 理

解 釈 料 理

∑ そ の ま ま で は 理 解 で き な い ∑ そ の ま ま 食 べ ら れ な い

∑ い く つ か の 解 釈 の 仕 方 が 考 え ら れ る ∑ 食 べ て も お い し く な い 材 料

テ ク ス ト

○ テ ク ス ト や 原 典＝ 一 次 的 意 義 ○ 材 料＝ 一 次 的 意 義

× ↓ ○ 解 釈＝ 二 次 的 意 義 ○ 料 理＝ 二 次 的 意 義

∑ 江 戸 時 代

∑ お も し ろ く な い 時 代

↑ 解 釈

∑ 文 化 的 、 歴 史 的 に も 興 味 深 い 時 期

∑ 徳 川 家 康

∑ 嫌 な タ ヌ キ 爺

↑ 解 釈

∑ 経 営 の 天 才

客 観 的

∑ 「 時 代 や 人 物 は 歴 史 的 に 不 変 で あ る 」

不 変

「 後 か ら の 解 釈 に よ っ て 魅 力 的 な も の に も 、 疎 ま し い も の に も な る 」

「 歴 史 は 後 世 の 書 く も の で あ る 」

不 変 変 化

「 後 世 の 解 釈 で 料 理 さ れ た 事 実 が 歴 史 に な る 」

主 観 的 評 価 変 化

∑ 学 者 や 批 評 家＝ 知 的 料 理 人

学 者 や 批 評 家 知 的 料 理 人

理 解 し や す い 口 に 合 う

テ ク ス ト す で に あ る 材 料

解 釈 新 し い 味 付 け
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第 四 段 落

一 次 的 創 造 二 次 的 創 造

学 者 や 批 評 家 テ ク ス ト 解 釈

映 画 監 督 脚 本 演 出

指 揮 者 楽 譜 演 奏
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