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2018年度

【博士後期課程】

早稲田大学大学院文学研究科

専門科目 演劇映像学 コース

西洋j戴リ（問題用紙全4枚）

A、Bの2題の中から 1題を選び、解答しなさい。

A.次の文章を読んで、後の聞いに答えなさい。

入学試験問題

※解答は別紙骨・縦書）

Opera houses, at least in也eeighreen血制 加郎防抽centuri回，問問，likechurches, imposing buildings in which all of society 

might伊也er旬，ge也町toview the most expensive叩低血irunentsavailable. Eve.ry small d句＇inEurope h笛組句>era加山e，釦d阻 ch

肘剖bprovide也em凶 t也剖ingpossible ven田 for句:,era.The velvet, gilt, mirrors, assembly rooms, and great s凶rcasesmade the 

operahou路 a戸la，偲forめepublic and a fi凶ngtemplef1ぽ theri加d配 tsthat也e鈎 cietywould enact inside. 

Those ritual』凶.however. have evolved with time. It wぉ usualin eiim臨 n血伺醐rvLondon to hold a b侃 f目社1eseason and旬

辺倒1dthe ooera rec伺島divbut to come to the front of the box onlv fc町afavorite出aor a favorite sin倒 佃d由開旬配曲e船田rdsor

oth町 diversions.This a旬10sohered宜的合om血e回CI凶 silen偲叩draotat蜘姐on也atwe now think of as n01mal. Parisian飢 die即自

由.OU曲tit fa剥onableto come to the O間四 hou鶴 間 同wav出rouim也.eoem佃 nance:onlv tourists and五回t岨間3伺 meat the 

bemmine. At La Scala in Milan肘 bo服 were館側Ivthe orivate oro情的Fd也eirowners -an extension of血eirh叩毘.asort of 

間信凶α1room:t'1>

But the first night of a new. opera is always exciting.主g島’saudier悶 forOtello sought tickets by組ym聞 s,and for叩民

audience members were more interes凶 in血eopera itself白釦inthe singers; Verdi is泊idto have wanted the most制服白lpl紙 Sin 

his operas lo be rehβarsed only at the l国tmoment so that也eywould not be whistled in the S住民tsbefore血epremie鳳 Thisis not血c

excitement with which we greet a new wぽkat由。beginningof也etwenty－白'Stcentwy [ ... ] . 

At脈問町ofYi.箆盟b’sid回 ofo戸国isa fusion of poe句，. music, and伽 main加 whathe called a Gesan幼 OlStw宮内，aTo凶

Work of Art. As to由。問try,Wag附 crea:凶 hisownlibt甜m，白s面倒ngmostof也倒的mthetimel回S凶回ofNorse my由ology,

with their gods佃 dmo血 ls，血eir白ndam回凶m同UCVall悶，加d也eirwhopping gα対sぬd回 thatm紘eexcellent色白t.er.［…］ 

The music, too, is b田eelon血.eonen回 sof music and drama. The music is in some ways more like a symphony出anan opera. 

The防御即位ias,no long melismas釦domamen包dsongs: singe四 are侃戸C岡崎decl誼ntheir WO吋sin a sort of heigh蜘 .ed

speech-rh戸hm,in国関ciationwi白恥α油凶凶.The singer's challeng問鵬首I佃 eof power and s包mina.There are no ensembles in 

his Ring cycle, no chomses (un副血.everyend); the drama is in血ewords，釦din出eo油田町L[ ... ] 

Wagn釘’SF邸 tsoie1h凶 s(5)at Bayreu血，油out125 mil白問地 ofMunich, is perhaps血eg四回tmonument船田yindividual 

composer. It is the阿国語onof what might be・出.oughtofぉ oned也e由民e血田:pmョbleelements in W：噂町、works:poe句r,m凶 ic,

and represen凶 on.The配旬aleffi民ton也.eaudienceα閣制bythe staging，制血gs,ac也1g,andco期間s,not to mention the sound 

of 1he music and伊e句，, could only be配 α四戸shed，泊W相 1er's view, by a F世 戸 時b凶ltせ1佃町.Andhe b凶｝tit.It w.田 d民idedly

and intentionally simple -G館司er’SO問団ho岨seinParisゅwhichOJ氾nedin1875, costsev叩 .ty血nesmo時．

演劇l映像学コース（ 5 ) 



2018年度

【博士後期課程】

早稲田大学大学院文学研究科

専門科目 演劇映像学 コース

入学試験問題

※角絡は別紙個・縦書）

Wagner had樹凶Bayreu血in1871 （也ey四rof G回 nanm岨伺tion)wi世1a view加 usingthe 担~Ve’s T胸包r（乃 f町 his

dram邸；heliked出etown for b飯田IIsize and its isolation, but not由cold町 tb伺.ter,d回piteits large s句e.The town剖血orities,

alarmed at losing Wagner's色盛主E恥，madeserious efforts to匙回phim血e鳳 Theyalloca旬dapi配 ed加1dfor a new the蹴 f紅1d

helped伯 or伊 1ize,under 1he local banker Friedrich Feus凶，acorrunit勧etoove.悶 e:finances and help raise mon匂r.Itw宙開勾Ito S出

the adv祖国gesof hosting such a famous comp国民whosefestival would at回ctmany perfo・，rmers釦 dvisi釦rswho would n白d

housing,m回Is,and souvenirs. 

百10masForrest Kelly, First N（抑~at the Opera, Yale U凶ve隠ity町田S(ISBN 978-0-300-11526-0), 20倒，pp.xvi-xvii, p232, pp. 237』238.

※Web公閣にあたり、著作権者の要請により出典追記しております。
xvi-xvii,P.232,P.237-P.238, First Nights at the Opera, 
Thomas Forrest Kelly,Yale University Press,2004 

1.下線部（1）を日本語に訳しなさい。さらに観宰の習慣が芸術自体に与える影響について、自由に論じなさい（行数

自由）。

2.下線部（2）およひ守糠部（3）に関して、その代表的な作品を挙げながら、両者の差異を説明しなさい（行数自由）。

3.下線部（4）に関して、演劇史におけるその意義を説明しなさい C行数自由）。

4.下線部（5）、下線部（6）、下線部（7）に関して、その美学的な差異を説明しなさい C行数自由）。さらに、下線部

(5）の劇場の開場の影響のもと、 19断抹以降、ヨーロッパの伝細句劇場建築が受けることになった蝉ljについて説

明しなさい（行数自由）。

5.下線部（8）を説明しなさい（行数自由）。今回、芸術のフェステイノ勺レに求められる役割はいかなるものであるの

か、あなたが考えることを自由に論じなさい計数自由）。

演劇映像学コース（ 6 ) 
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早稲田大学大学院文学研究科

演劇映像学 コース専門科目

2018年度

【博士後期課程】

8.次の文章を読んで、後の聞いに答えなさい。

Une fois sur scene, un o対etn1est plus l凶－memeC盟~1>excluait que !'on puisse y allumer une ci伊rette,nonp訂 crain也dfacendie,

mais p町 equ’“une flamme d1allumette dans la salle ou ailleurs倒］ameme que SUT SC白e.A剖 ter''):il se met主signifie1「・Savaleur

d’U担 .ge田 tre]ayee，戸rfoiseffacee, par sa valeur鈎nan岬1e.Tornぱoisl’impor凶 testmoins血 目 白qu'ilsign出eque d血 E血 fa90n

de signifier et clans le processus d回 sign節句tionsqu’U aliment巴旬，utau long du sp民泊de，。1ela batte d’M盟盟ω回，it組組 un

phallus, cela merite，回比回，at旬ntion,mais ce q凶faitla richesse et, b田aroonsle mot, la血俗図litede回to句氾t,c＇田tprecisement qu'il 

soit, a la財 s,l’atむibutd’un personnage (la M恥 d白i回1eAr1equin), un o吋etutilitaire (Arlequin s’en sert. comme d’un b船 npo町田

defendre, ba位es回 凶erie国 'SOUS田 egauxet se proc田町dequoi rnang≪:苛）et, egalement, un phallus (elle m圃m凶teson appetit sexuel). 

Le plaisir du s戸C阻舵町naftalors，出m血 iementde cet objet, de I’in目 指 阻te仕ansgr四sionde son sens凶 quelej四 lefait et le def：抵t.

Dans印胞pers戸ctive,1’ac節目句碑問責出回1tcomme un destructeur que comme un cor附 ucteurde sign回.Surla民主ne,il devient, 

白川田，凹戸rsonnageou une figw-e. h伽iscet低incarnationou田町白勧i伺 tionn’回tjamaisto凶e.De剖悦 lepersonnage, il y a 

叫 oursl’acteur. D岨 sle Parat加 M le comedienr,3), !2辺倒i)SU毘的itc’est p町 田 qu’Un'est rien, perso岨 e,que le 伊 nd

com“ien peut etre加ut,les personnag回 l田 plusdive1「s.Onpo回目itrenversぽ laorooosition : c’回tm田 au'ildemeure l凶『即釦1e.

叩’ilse Diite a divers oersonn碑 es亀田nss’V店普由eiamais司 aueleαm“ien白tl?J3Ild. Au moment meme oil H回ts町 leooint de se 

dissoudre dans Ia fiction田eniaue.son co叩set岨 voixs叩 tla DO町 nousraooeler au’ii回tirreductible a toute me阻morohose

盤担由。－

Ainsi laqu回tiondu色：xteet dela蹴 nese伽 也.vedep恥 ee.Il即 S’agitplus de savoir q凶l’empo胞団，du蹴 teou de la scene. Le町

rapport, comme 協同油onsentre l回 compos血 tesde la scene, peut meme ne plus釦芯pens6en term白 d’unionou de subordination. 

C凶 uneco冊petitionq凶 alieu, c’回tune co恒国dictionq山田 deploiedevant no凶， spec飽teurs.La也ea回 lite,alors, n’回tplus 

seulement印侃“白ais田町 desi四 .es。”dontparlait Rol血 dBar也e句・回le倒加盟ledeplacement de c白話gnes,le町凶pos司ble

conjonction, leur confrontation sous le reg置dduspec也te町 de切除renresen箇値onem.cmcivee(S). 

D国鳩山etelle oratiaue. le metteur en対 :neoe吋lasuzerain出圃CelaneE阻岨CD出 oour印国tunre加urau.抑 制auoante司 aun

thea民 d’ac低町souaun由鎚民de也xte.La mutation q凶s’estorod凶包剖debutduはX1siecle n’en est p出釘m叫白：aucon回国．

elle田 orolongeet.即時etre.s’acco四vlit.A uavers la ori毘 duoouvoir oar le metteur en民ene.larem色en凶 onavait conauis son 

h1deoendance et son orom己 S白血t.Auio田d'hui.oar emancioation oroeressive de s回 d貫道四臨sco叩~osanぬs. elle s’ouv陀 S町四1e

activation du soec包teuret renoue ainsi a刊 C旬。凶estoeut-etre la vocation m釦1edu由.eatre: non de宣則百四texte OU d’or四国ser

Uil SD民.tacle.mais d’e出 unecritia四 enacte de la 羽田i自cation.Le ieu v retrouve tout son l!Ouvoir. Au凶 taue c四1struction町 la

thea回lireest interro四組ondu田町．明

Bernard Dort, Ia Repr，仰 ntation白旭町ip白，ActeSud (ISBN 978-2・8686』見63-4),1988, pp. 182-4. 
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2018年度

【博士後期課程】

早稲田大学大学院文学研究科

専門科目 演劇映像学 コース

入学試験問題

※解答は別紙骨・縦書）

I.下線部（1）、（2）、（4）、（7）の人物のそれぞれについて、演劇学に関係することを中心として知っていることを述

べなさい C行数自由）。

2.下線部（3）に関して、その内容を要約しなさい（行数自由）。

3.下線部（5）を日本語に訳しなさv＼，また、この主張に関して、あなたが考えるところを自由に述べなさい（行数自

由）。

4.下線部（6）、下線部（8）のそれぞれについて、その意味を説明しなさい。

5.下線部 (9）を日本語に訳しなさ凡また、 《Iρjeuy間的uvetout son pouvoir. At血ntque co回国：ction,la由ea.trail話回t

interrogation du sens》という最後の主張に関してあなたが考えるところを、具体例を挙げながら自由に述べなさい（行

数自由）。

（以下余白）

演劇映像学コース（ 8 ) 



2018年度

【博士後期課程】

次の間いに答えよ。

早稲田大学大学院文学研究科

専門科目 演劇映像学 コース

舞踊学（全1枚）

入学試験問題

※解答は別紙骨・縦書）

(1）あなたが大学で、バレエ史の講義を担当することになったとします包ロマンティック・バレエからクラシック・パレ

エへの発展と両者の差異についてどのように説明するか、書きなさい。

(2）『白鳥の湖』のモスクワ初演版（1887）が数年後にレパートリーから外れたという事実をめぐって、バレエ史家た

ちはどのような議論をしてきたか、簡潔にまとめなさしL

（司 20也紀後半における世界のバレエの発展における主な潮流を、欧米を中心に、略述しなさlt'o

（必パレヱにおける「演技jについて、「19断己バレエJ「マイム」「ドラマティック・バレエ」という用語を使って論

じなさい。

(5）いわゆるコンテンポラリーダンスとバレエの関係について解説しなさい。

（以下余白）

演劇映像学コース （9 ) 



2 0 1 8年度 早稲田大学大学院文学研究科 入学試験問題

【博士後期課程】 専門科目 演劇映像学コース ※解答は別紙（⑮・縦書）

［睦央匿主I今全］

問 I～問血のいずれか一つを選んで解答しなさい。 ［映画学 1/4] 

［問 I] 

次の文章は LotteEisnerの古典的名著の英訳からの抜粋である。テクストを読んであとの設問に日本語で答えな

さし、

※乙の問題は、著作権の関係により掲載ができません。

演劇映像学コース clO) 



2 0 1 8年度 早稲田大学大学院文学研究科 入学試験問題

【博士後期課程】 専門科目 演劇映像学コース ※解答は別紙（⑮・縦書）

［映画学 2/4] 

※この問題は、著作権の関係により掲載ができません。

設問1 この文章で論じられている Stimmungとは何か。具体的な例を挙げて詳細に論じなさい。

設問2 この文章の筆者LotteEisnerについて知っていることを述べなさい。

［問II]

次の文章を読んで、あとの設問に日本語で答えなさい。なお、註はすべて劃愛した。

Self-regulation, this core feature by which Hollywood has managed to minimize outside pressure as well as 

maximize internal authority via the MPAA, has been studied quite closely in recent years. In particular, the 

Hays Code, usually ridiculed as a sign of the film community’s prudishness and moral double standards, has 

undergone substantial re・evaluation. Chief among the historians of this re-evaluation are Richard Maltby and 

Ruth Vasey. Maltby in particular has built much of his approach to the study of Hollywood on the centrality of 

self-regulation, whose external, reflexive dimension he characterizes by the “principle of deniability.”It is a 

political term originally used by Vasey to characterize Hollywood’s stance on sensitive topics, when it came to 

演劇映像学コース ＜! I ) 



2 0 1 8年度 早稲田大学大学院文学研究科 入学試験問題

［博士後期課程］ 専門科目 演劇映像学コース ※解答は別紙（⑮・縦書）

［映画学 3/4] 

its dealings with foreign and export markets, but developed by Maltby into a more general strategy of both 

equivocation and ambivalence. Deniability allows Hollywood to disavow “authorial responsibility for whatever 

moral or political intent" a spectator might attribute to, or an institution, like the Church，血ightdetect in a 

film, and thus becomes a tool to defend elliptical narratives and even contradictory modes of address, that is, 

to manage the communication feedback loop with audiences under adverse or hostile conditions. Maltby is able 

tοshow that such a tactic of double address. said to be tvoical of nost・modern or “New”Hollvwood. and first 

described bv Noel Carrollc1), actually dates back to the early days of the Hays Code. He cites the Code’s first 

administrator, who argued that the movies needed a system of representational conventions: 

from which conclusions might be drawn by the sophisticated mind, but which would mean nothing to the 

unsophisticated and inexperienced .... This involved devising systems and codes of representation, where 

“innocence”was inscribed in the text, w bile “sophisticated viewers" could “read into" the movies whatever 

meanings they pleased to find, so long as producers could use the Hays Code to deny that they had put 

them there. 

Maltby's best’known example is the scene企omCasablanca (1942), when Humphrey Boga此 andIngrid 

Bergman finally meet in a shabby hotel. After reminiscences and recriminations, a 3~ second fade leaves the 

viewer with mutually incompatible information: we never find out whether they actually made love or not 

during this furtive encounter. Maltby’s essay is in turn cited by Slavoj Ziおk,to illustrate his theory that belief 

is always “delegated，円 involvingeither “interpassivity" or an appeal to the “Big Other.” 

(Thomas Elsaesser, ThθPersistence of Hollywood, New York: Routledge, 2012, p. 332.) 

設問1 文章中で『カサプランカ』のーシーンを例に説明されている事柄を、『カサプランカ」以外の映画から任

意のーシーンを例にとり具体的に説明しなさい。

設問2 この文章にコメン トする形でハリウッド映画に関する自身の見解を述べなさい。ただし、傍線部 （1) に

ついての説明を解答中に必ず含めること。

［問mJ
次の文章を読んで、あとの設問に日本語で答えなさい。なお、注はすべて割愛した。

La possibilite que le cineaste a de travailler sur un materiau enregistre, et done de retrancher, de trier, 

deαmanipulerゅenquelque sorte les 金agmentsinterceptes de reel se traduit par une sur-accentuation de la 

maitrise qu’on lui prete sur son propre mode d’expression. Et on ne neut manauer d’etre suroris oar la 
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recurrence de ce theme. a也 faituresaue fieure de lieu commun de la reflexion cinematoeranhiaue. Non qu’il 
s’agisse pour nous denier le montage, ou de pr・etendreque ce n’est pas la une composante essentielle de !'image 
filmique. Nous nous demandons seulement si l'on ne confond pas deux choses, au moins, la maitrise que peut 
revendiquer tout artiste sur son reuvre en tant qu'il la conclut par !'apposition de sa signature, et !'incertitude 
dans laquelle il travaille, et q山l’ameneparおisa desirer rien d’autre que l'inattendu, a n'esperer rien tant que 
l'inespere. Le montage peut bien etre ce laboratoire ou se travaillent les images, et ou se decouvrent leurs 
articulations secretes : cela ne contredit pas que le moment du tournage ne soit pas un moment tout aussi 
essentiel de travail et de capture, d’attente et d’observation. Le point qu’un jour un peintre 企anchitet qui lui 
permet d’atteindre enfin ce qu’il n’avait jamais f出tque pressentir, pourquoi le cineaste n’en eprouverait・il pas 
le tourment? Combien d’白uvresnous paraissent叫Jestourner autour d’une limite a elles encore inconnue, plus 
devinee que circonscrite, et q山 sepermettent a un moment de la franchir pour devenir en五nce qu'elles sont? 
On notera cependant que ce point mysterieux qui se revele tout d’un coup ou progressivement -et qui pourrait 
se definir comme le langage enfin trouve de !'artiste, sa voix veritable erifin degagee des paroles etrangeres qui 
l'obscurcissaient jusque・la -, ce point-la peut se manifester de bien des fai;ons. Le gout de l'improvise est une 
maniere evidente d’atteindre l'imprevu, mais I’effacement de toute volonte de jeu, manifeste chez Bresson aussi 
bien que chez Ozu, pourrait bien en etre une autre, quand il s’agit d'obtenir aussi ce a quoi l'on ne doit pas 
s’attendre, la verite degagee des conventions expressives de la comedie du jeu, qu'il soit th給tralou non. 

Autant reconnaitre alors que le cineaste fait de tout un z・ecit,et que loin de s’opposer en cela a ce que la 
vie contiendrait de troublant, d’heterogene, d'impuretるbrouillonneet non maitrisee, il ne semble parあ，is
attendre rien d’autre que l'imprevisible, 1’immaitrisable. Et que le cineaste, loin de pretendre au contrδle absolu 
que le montage lui permet cle revendiquer sur ses images, ne cesse d’y gue抗erce qu’il n'avait peut・etre jamais 
espere. 

Wain Menil, L'Ecran du temps, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1991, pp. 71・72.)

設問 1 下線部について、映画理論史上の事例を挙げて簡潔に説明しなさい。

設問 2 この文章の内容を踏まえながら、映画における“意図されたもの”と“予期せぬもの”について論じなさ

。、、
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