
折口信夫の芸能史思想と身体

折
口
信
夫
は
、
一
九
二
○
年
代
に
「
芸
能
」
と
い
う
こ
と
ば
を
新
た
に

見
出
だ
す
こ
と
で
、
近
代
の
学
問
が
軽
視
し
て
き
た
「
演
ず
る
身
体
」
に

関
す
る
学
問
を
「
芸
能
史
」
の
名
の
も
と
に
展
開
し
始
め
た
。
こ
の
学
は
、

「
芸
術
学
（
美
学
）
」
・
「
民
俗
学
（
常
民
民
俗
学
）
」
・
「
国
文
学
（
文
学
史
）
」

と
い
う
三
つ
の
学
問
分
野
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
表
明
し
た
も
の
で

あ
り
、
日
本
文
学
の
発
生
論
を
は
じ
め
と
す
る
折
口
の
古
代
研
究
の
基
底

を
構
成
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
折
口
の
言
説
を
通
し
て
、

折
口
芸
能
史
が
目
指
し
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
を
探
り
、
そ
の
今
日
的

な
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
。

折
口
が
「
芸
能
史
」
と
い
う
呼
称
を
書
物
の
中
で
使
っ
た
の
は
、
昭
和

五
年
刊
行
の
「
古
代
研
究
（
民
俗
学
篇
２
こ
に
付
さ
れ
た
「
追
ひ
書
き
」

が
最
初
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

私
の
研
究
の
立
ち
場
は
、
常
に
発
生
に
傾
い
て
ゐ
る
。
其
が
延
長
せ

ら
れ
て
、
展
開
を
見
る
様
に
な
っ
た
。
か
う
す
る
事
が
、
国
文
学
史

（１）

や
、
芸
能
史
の
考
究
に
は
、
最
適
し
い
方
法
だ
と
考
へ
る
。

折
口
が
こ
こ
で
「
芸
能
史
」
を
「
国
文
学
史
」
と
並
列
的
に
記
し
て
い

折
口
信
夫
の
芸
能
史
思
想
と
身
体

｜
、
芸
能
の
語
義
と
芸
能
史
の
始
発
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
③
所
作
と
知
ｌ
〈
型
〉
が
生
み
出
す
身
体
の
知
Ｉ

る
こ
と
は
、
当
時
の
学
問
の
環
境
か
ら
見
て
、
特
異
な
こ
と
で
あ
り
注
目

す
べ
き
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
当
時
、
い
わ
ゆ
る

「
芸
能
」
（
当
時
は
演
芸
と
言
わ
れ
た
）
は
学
問
の
対
象
と
認
識
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
追
ひ
書
き
」
の
こ
の
記
述
は
、
折
口
に
よ
る

い
わ
ば
「
芸
能
史
」
と
い
う
学
問
の
始
発
宣
言
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ブ（》Ｏ実
は
こ
の
「
追
ひ
書
き
」
は
、
書
物
の
刊
行
の
二
年
前
の
昭
和
三
年
に

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
内
容
（
同
年
十
月
に
逝
去
し
た
長

兄
の
静
氏
の
通
夜
の
晩
に
書
き
始
め
た
と
あ
る
）
か
ら
知
ら
れ
る
。
そ
し

て
折
口
は
、
同
じ
年
の
四
月
に
慶
應
義
塾
大
学
の
教
授
就
任
と
同
時
に
同

校
に
「
芸
能
史
」
を
私
称
す
る
講
義
（
文
部
省
の
認
可
は
「
国
文
学
」
）

を
開
講
し
て
い
る
。
こ
の
講
義
は
昭
和
二
八
年
ま
で
断
続
し
て
行
な
わ
れ

る
が
、
そ
の
開
講
は
、
「
芸
能
」
を
対
象
と
し
た
学
問
が
可
能
で
あ
り
必

要
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
時
点
で
折
口
が
確
信
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
「
追
ひ
書
き
」
の
「
芸
能
史
」
の
語
は
、
こ
の
確
信
に
基
づ
い
て
記

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
当
時
、
「
芸
能
史
」
は
も
ち
ろ
ん
、
「
芸
能
」
と
い
う
こ
と
ば
さ

え
今
日
に
お
け
る
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
語
で
は
な
か
っ
た
。
中
国
で
長

伊
藤
好
英
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く
使
わ
れ
て
き
た
「
芸
能
」
は
、
紳
士
が
身
に
つ
け
る
べ
き
教
養
の
意
味
で
、

日
本
で
も
奈
良
時
代
か
ら
の
文
献
に
同
義
の
用
例
が
多
く
見
え
る
。
た
だ

し
日
本
で
は
平
安
朝
の
院
政
時
代
か
ら
、
「
芸
能
」
に
こ
の
意
義
の
ほ
か

に
「
演
芸
」
に
近
い
伎
芸
の
意
味
が
生
じ
、
鎌
倉
以
後
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
日
本
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
意
義
の
流
れ
は
近
代
に
お
い
て
も
受

け
継
が
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
昭
和
初
期
に
お
い
て
は
「
演
芸
」
と
い

う
こ
と
ば
が
広
く
使
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
「
芸
能
」
の
意
義
は
む
し
ろ

前
者
の
流
れ
の
方
が
優
勢
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
昭

和
一
六
年
に
小
学
校
か
ら
改
称
さ
れ
た
国
民
学
校
に
設
け
ら
れ
た
「
芸
能

科
」
の
内
容
が
図
画
・
工
作
・
唱
歌
・
裁
縫
を
統
括
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
そ
の
時
期
に
な
っ
て
も
な
お
、
「
芸
能
」
の
意
義

は
大
き
く
揺
れ
動
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
折
口
の
「
芸
能
史
」
は
そ
の
始
発
の
時
か
ら
「
芸
能
」
の
意

義
を
明
確
に
規
定
し
て
い
た
。
折
口
は
昭
和
三
年
四
月
の
「
芸
能
史
」
の

最
初
の
時
間
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

、

、
芸
能
と
い
ふ
語
は
お
よ
そ
平
安
末
期
よ
り
用
ゐ
ら
れ
、
大
体
舞
踊
の

意
で
あ
る
。
「
能
」
は
平
安
朝
時
分
に
は
特
殊
な
使
ひ
方
が
あ
る
。
即
、

「
能
」
は
「
態
」
の
略
字
で
あ
る
。
ほ
ん
と
う
は
「
た
い
」
と
呼
ぶ

べ
き
で
あ
る
が
「
の
う
」
と
い
ふ
の
も
古
い
。
「
態
」
に
も
「
の
う
」

と
い
ふ
音
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
日
本
で
は
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
と

（２）

は
別
に
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
自
身
の
「
芸
能
史
」
が
平
安
末
期
か
ら
現
わ
れ
た
「
伎
芸
」

な
い
し
「
舞
踊
」
の
意
味
を
も
つ
日
本
固
有
の
用
法
の
「
芸
能
」
を
扱
う

も
の
で
あ
る
こ
と
の
宣
言
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
折
口
は
こ
こ
で
「
芸

能
史
」
か
ら
紳
士
の
教
養
、
学
問
的
な
技
能
と
い
う
中
国
伝
来
の
意
義
を

さ
て
、
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
折
口
の
「
芸
能
史
」
は
、
ど
の
よ
う
な
性

格
を
持
っ
た
学
問
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
折
口
の
発
言
を
手
掛
か
り
と
し
て

以
下
に
そ
の
考
察
を
行
な
っ
て
い
こ
う
。
取
り
上
げ
る
著
述
は
次
の
も
の

である。①
『
日
本
芸
能
史
ノ
ー
ト
』
昭
和
三
二
年
刊
行
、
昭
和
三
～
五
年
の

慶
應
義
塾
大
学
に
お
け
る
「
芸
能
史
」
の
講
義
ノ
ー
ト
を
折
口
没

後
に
刊
行
し
た
も
の

②
『
日
本
芸
能
史
六
講
』
昭
和
一
九
年
刊
行
、
昭
和
一
六
年
に
行
な
っ

た
公
開
講
座
の
速
記
が
も
と
に
な
っ
て
い
る

③
『
日
本
文
学
の
発
生
序
説
』
昭
和
一
三
年

④
「
日
本
文
学
の
発
生
」
『
人
間
』
昭
和
二
二
年
一
～
四
月

⑤
「
日
本
芸
能
史
序
説
」
『
本
流
』
昭
和
二
五
年
二
月

排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
「
能
」
は
「
態
」
の
略
字
で
あ
る
」

と
は
、
日
本
で
発
生
し
た
こ
の
「
芸
能
」
の
新
義
が
、
「
態
」
の
和
訓
で

あ
る
「
わ
ざ
」
の
語
義
を
受
け
継
い
で
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て

い
る
。
「
わ
ざ
」
と
は
、
「
わ
ざ
お
ぎ
」
「
か
み
わ
ざ
」
な
ど
と
い
う
と
き

の
「
わ
ざ
」
で
あ
る
。
折
口
の
「
芸
能
史
」
は
、
こ
の
「
わ
ざ
」
を
根
本

に
据
え
た
広
い
意
味
の
伎
芸
、
す
な
わ
ち
身
体
的
表
現
（
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
）
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
右
の
発
言
を
敷
術
す
れ
ば
、
そ
う
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
う
捉
え
る
と
き
、
今
日
的
視
座
か
ら
見

て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
研
究
の
嗜
矢
と
も
言
え
る
折
口
の
こ
の
新
し
い
学
問

が
、
「
芸
能
」
と
い
う
こ
と
ば
を
学
術
用
語
と
し
て
再
定
義
す
る
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

｜
｜
、
芸
術
学
（
美
学
）
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
芸
能
史
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前
述
し
た
よ
う
に
、
折
口
の
「
芸
能
史
」
の
始
発
は
昭
和
三
年
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
教
室
と
い
う
狭
い
空
間
の
中
の

出
来
事
で
あ
っ
た
。
実
は
、
折
口
の
「
芸
能
史
」
の
実
態
を
世
間
が
広
く

知
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
一
六
年
後
の
『
日
本
芸
能
史
六
講
』

の
刊
行
を
待
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
講
演
筆
記
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

折
口
自
身
は
こ
の
書
の
内
容
に
は
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
書
は
、
そ
の
後
の
日
本
の
芸
能
研
究
の
流
れ
を
作
る
大
き
な
契

機
と
な
っ
た
。
と
も
あ
れ
理
論
を
含
ん
だ
折
口
芸
能
史
の
ま
と
ま
っ
た
書

物
と
し
て
は
、
と
も
に
筆
記
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、
右
の
①
と
②
の
書

が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
①
は
そ
の
量
も
大
部
で
あ
り
、
始
発

の
頃
の
「
芸
能
史
」
の
内
容
が
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ノ
ー

ト
篇
所
収
ゆ
え
に
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
の
書
の

記
述
を
一
つ
の
軸
と
し
て
以
下
の
論
を
進
め
て
い
こ
う
。

最
初
に
予
告
し
た
よ
う
に
、
折
口
の
「
芸
能
史
」
は
ま
ず
「
芸
術
学
（
美

学
）
」
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
い
う
性
格
を
持
つ
。

こ
の
こ
と
は
第
一
に
、
こ
の
「
芸
能
史
」
か
ら
「
紳
士
の
教
養
、
学
問

的
な
技
能
」
と
い
う
中
国
伝
来
の
芸
能
の
意
義
が
排
除
さ
れ
て
い
る
点
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
『
日
本
芸
能
史
ノ
ー
ト
』
の

最
初
の
頁
で
は
、
「
芸
能
」
の
語
が
日
本
に
お
い
て
、
中
国
風
の
高
尚
な

技
芸
を
広
く
表
わ
す
「
能
」
の
義
か
ら
、
身
体
動
作
を
表
わ
す
「
態
」
の

義
へ
と
転
換
し
た
こ
と
が
ま
ず
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
日
本
に
お

け
る
「
能
」
が
「
態
」
の
意
義
で
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
の
重
視
で
あ
る
。

続
い
て
同
書
は
、
「
能
」
と
「
態
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
能
」
は
「
何
々
の
わ
ざ
を
学
ぶ
」
の
で
「
も
の
ま
ね
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
身
振
り
狂
言
で
あ
る
。
身
振
り
狂
言
に
自
ら
様
々
な
種
目
が

出
来
て
、
範
囲
が
ひ
ろ
く
な
っ
て
行
っ
た
が
、
も
と
は
も
の
ま
ね
で

ある。
こ
の
「
能
」
と
い
ふ
字
が
ま
づ
一
番
芸
術
的
に
使
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、

宮
廷
の
御
神
楽
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
「
才
男
態
」
で
あ
る
。
「
才

ノ
男
」
は
「
人
長
」
と
対
立
し
て
ゐ
る
。
人
長
は
真
面
目
な
方
で
、

舞
で
あ
る
。
才
男
は
こ
れ
に
反
し
て
、
お
ど
け
て
か
、
る
方
で
「
態
」

（３）

である。

こ
こ
で
は
日
本
的
な
意
味
の
「
能
」
す
な
わ
ち
「
態
（
わ
ざ
こ
が
、

た
と
え
ば
隼
人
が
海
幸
彦
が
溺
れ
た
と
き
の
「
種
々
の
態
（
く
さ
ぐ
さ
の

わ
ざ
）
」
を
絶
え
る
こ
と
な
く
行
な
っ
た
よ
う
な
「
も
の
ま
ね
」
を
本
義

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
態
（
わ
ざ
と
は
、
身

体
動
作
の
中
で
も
高
尚
で
優
雅
な
「
舞
」
を
中
軸
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

お
ど
け
た
身
ぶ
り
を
主
に
指
す
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
「
人
長
」

と
「
才
ノ
男
」
と
の
対
比
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
人
長
」
と
「
才
ノ
男
」
と
の
関
係
は
、
折
口
の
芸

能
史
に
と
っ
て
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
「
も
ど
き
」
の
理
論
を
わ
か
り
や

す
く
示
す
例
で
あ
る
。
折
口
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
「
も
ど
き
」
と
は
神
に

対
す
る
精
霊
の
「
身
ぶ
り
」
で
、
神
の
言
動
を
真
似
た
り
茶
化
し
た
り
す

る
行
為
を
指
す
。
折
口
は
、
精
霊
を
威
圧
す
る
神
の
言
動
よ
り
も
、
こ
の

精
霊
の
「
も
ど
き
」
に
芸
能
の
原
点
を
見
よ
う
と
す
る
。

「
も
ど
き
」
に
関
連
し
て
、
や
は
り
「
日
本
芸
能
史
ノ
ー
ト
』
の
中
に

次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

カ
ド
ヤ

三
河
の
鳳
来
寺
に
附
属
し
て
ゐ
る
村
の
門
屋
Ｉ
鳳
来
寺
を
と
り
ま

い
て
い
る
田
楽
村
が
沢
山
あ
る
。
そ
の
中
に
猿
楽
村
が
一
つ
あ
っ
て
、

そ
れ
が
門
屋
で
あ
る
。
ｌ
こ
の
村
で
は
「
翁
」
を
主
に
行
ふ
。
黒

-３７-
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い
方
の
「
翁
」
で
つ
ま
り
三
番
要
で
あ
る
。
そ
の
三
番
要
を
や
る
時

に
は
条
件
と
し
て
、
後
に
幕
を
垂
れ
て
ゐ
る
。
三
番
里
が
独
り
で
ふ

む
と
、
う
け
答
へ
、
嗽
し
繰
り
返
す
も
の
が
幕
の
後
に
ゐ
る
。
三
番

里
が
引
っ
込
む
と
幕
が
上
る
。
そ
れ
が
全
体
の
舞
台
で
あ
る
。
（
中
略
）

幕
の
下
っ
て
ゐ
る
の
と
下
っ
て
ゐ
な
い
の
と
で
、
演
じ
て
ゐ
る
演
芸

種
目
の
種
類
を
分
け
た
習
慣
が
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
幕
の
下
り

て
ゐ
る
の
は
ｌ
私
は
か
う
簡
単
に
考
へ
て
ゐ
る
ｌ
、
そ
の
か
げ

、

、

、

に
も
ど
き
の
人
が
ゐ
て
も
ど
く
の
だ
。
そ
れ
が
す
む
と
幕
が
上
っ
て
、

、

、

、

も
ど
き
が
沢
山
出
て
来
て
、
い
る
ノ
ー
と
芸
を
す
る
。
幕
の
前
で
や

、

、

、

る
の
は
神
の
芸
で
、
そ
の
後
で
や
る
の
は
も
ど
き
の
芸
で
あ
る
と
思

（４）ふ。
こ
こ
の
翁
は
黒
い
翁
、
つ
ま
り
三
番
要
で
あ
る
。
三
番
要
は
元
来
翁
の

「
も
ど
き
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
幕
の
内
側
に
そ
の
さ
ら
な
る
「
も
ど

き
」
た
ち
が
い
る
。
実
は
彼
等
が
幕
の
向
こ
う
側
に
い
る
こ
と
に
は
重
要

な
意
味
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
ま
ず
彼
等
は
幕
の
か
げ
に
い
て
「
も
ど
く
」
。

次
に
彼
等
は
幕
の
中
か
ら
出
て
来
て
「
も
ど
く
」
。
幕
の
向
こ
う
側
は
普

段
の
秩
序
か
ら
排
除
さ
れ
た
「
も
の
」
た
ち
の
世
界
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の

中
で
「
も
ど
い
」
て
い
た
彼
等
が
、
幕
が
開
く
と
中
か
ら
大
勢
出
て
来
て

存
分
に
自
分
た
ち
の
演
技
を
展
開
す
る
。
最
初
の
三
番
里
は
、
「
も
ど
き
」

た
ち
の
演
技
の
き
っ
か
け
を
作
っ
て
引
っ
込
ん
だ
形
で
あ
る
。
こ
の
「
も

ど
き
」
た
ち
は
、
折
口
が
考
え
る
「
わ
ざ
」
「
芸
能
」
の
性
格
を
端
的
に

表
わ
し
て
い
る
。
折
口
の
「
芸
能
史
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
低
い
」
領
域

か
ら
出
現
し
て
く
る
「
も
の
」
た
ち
の
声
と
身
ぶ
り
を
そ
の
対
象
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
紳
士
が
身
に
つ
け
る
べ
き
高
尚
な
技
能
を
意
味

す
る
中
国
風
の
「
芸
能
」
の
語
義
を
受
け
入
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
「
日
本
芸
能
史
序
説
」
は
、
こ
の
中
国
風
の
「
芸
能
」
を
も

含
む
洗
練
さ
れ
た
高
尚
な
技
能
を
「
芸
術
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
「
芸
能
」

と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

見
せ
物
の
対
象
に
な
る
芸
が
芸
能
で
あ
る
。
当
然
、
芸
術
的
な
高
さ

を
持
っ
て
来
れ
ば
、
そ
れ
は
芸
能
で
は
な
く
な
っ
て
了
ふ
。
併
し
、

ど
の
様
な
芸
術
で
も
、
う
ち
棄
て
、
お
け
ば
、
高
く
な
る
気
づ
か
ひ

は
な
く
、
必
、
低
下
し
た
り
下
落
し
た
り
し
て
、
い
つ
も
其
芸
術
的

高
さ
を
保
っ
て
ゐ
る
訣
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
の
様
な
も
の
に
も
、

芸
能
と
言
へ
る
時
期
が
あ
っ
た
し
、
又
、
そ
の
時
期
が
来
る
訣
で
あ

（５）る。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
芸
術
」
は
、
わ
れ
わ
れ
が
使
う
芸
術
と
同
義

で
、
ア
ー
ト
（
胃
巳
の
訳
語
と
し
て
の
語
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
十
九
世
紀
以
後
の
西
洋
の
美
学
が
「
芸
術
」
と
認
め
る
だ
け
の
洗
練

さ
を
も
つ
技
能
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
芸
術
」
は
、
日
本

の
過
去
の
文
化
の
中
に
も
探
せ
ば
多
く
見
つ
か
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
折
口
は
そ
の
よ
う
な
「
フ
ァ
イ
ン
・
ア
ー
ト
（
言
の
胃
己
」
は
も
は

や
芸
能
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
「
芸
能
」
は
そ
の
よ
う
な
「
芸
術
」
を
生

み
出
す
前
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
「
芸
術
」
が
低
下
・
下
落
し
た
そ
の
あ

と
の
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
に
は
、
西
洋
の
近
代
美
学
の

基
準
か
ら
見
た
場
合
に
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
雑
多
な
技
芸
（
広
い
意
味

の
見
せ
物
）
の
中
に
、
実
は
極
め
て
大
事
な
日
本
人
の
生
活
の
歴
史
が
隠

さ
れ
て
い
る
と
す
る
彼
の
確
信
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
折
口
芸
能

史
が
表
明
す
る
こ
の
よ
う
な
主
張
を
、
先
に
見
た
中
国
風
の
「
芸
能
」
と

の
差
異
化
と
い
う
面
も
含
め
て
、
「
芸
術
学
（
美
学
）
」
に
対
す
る
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
と
呼
ぼ
う
と
思
う
。
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と
こ
ろ
で
、
「
芸
術
」
と
は
異
な
る
「
芸
能
」
の
テ
ー
マ
（
目
的
）
は

何
で
あ
る
と
折
口
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
観
阿
弥
・
世
阿
弥
の

出
現
に
よ
っ
て
「
芸
術
」
の
領
域
に
入
っ
た
と
現
代
人
か
ら
見
ら
れ
て
い

る
猿
楽
の
能
、
そ
の
前
身
の
猿
楽
の
発
生
に
つ
い
て
の
折
口
の
こ
と
ば
か

ら
そ
の
一
端
を
探
っ
て
み
よ
う
。

平
安
朝
の
中
頃
か
ら
行
は
れ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
、
踏
歌
の
節
会
に

現
れ
て
来
る
「
こ
と
ほ
ぎ
」
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
踏
歌
の
普
通
の

人
と
は
別
で
、
踏
歌
の
人
数
の
他
に
、
「
こ
と
ほ
ぎ
」
の
群
が
加
り
、

顔
も
姿
も
か
く
し
て
、
非
常
に
仮
装
し
て
ゐ
る
。
猿
楽
の
翁
も
、
そ

の
発
達
の
最
初
を
考
へ
る
と
、
田
楽
と
一
緒
に
な
っ
て
、
酬
剖
-
引
刈

の
家
々
に
ね
り
こ
ん
で
行
っ
た
。
だ
か
ら
、
田
楽
の
中
に
お
い
て
、

こ
の
「
こ
と
ほ
ぎ
」
の
や
う
な
位
置
に
ゐ
る
も
の
が
猿
楽
だ
と
見
る

事
が
出
来
る
。
（
中
略
）

こ
の
「
こ
と
ほ
ぎ
」
の
役
は
、
も
と
は
土
地
の
精
霊
で
あ
る
。
そ
れ

が
醇
化
し
て
神
の
や
う
に
な
り
、
白
式
尉
が
出
て
く
る
に
到
る
の
で

（６）
ある。

能
の
白
式
尉
で
は
す
で
に
言
い
立
て
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
猿
楽
の

翁
の
元
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
田
楽
の
群
れ
に
加
わ
り
パ
ト
ロ
ン
の
家
（
な

い
し
社
・
寺
）
を
祝
福
す
る
た
め
に
口
立
て
を
お
こ
な
う
「
こ
と
ほ
ぎ
」

で
あ
り
、
そ
の
「
こ
と
ほ
ぎ
」
は
、
か
つ
て
そ
の
家
（
な
い
し
社
・
寺
）

の
設
置
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
た
土
地
の
精
霊
の
役
だ
と
い
う
。

「
芸
術
」
以
前
の
「
芸
能
」
に
遡
る
こ
と
で
、
折
口
が
見
よ
う
と
し
て

い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
幕
の
向
こ
う
側

か
ら
出
現
し
た
あ
の
門
屋
の
「
も
ど
き
」
た
ち
の
よ
う
に
、
翁
の
源
た
る

こ
の
「
こ
と
ほ
ぎ
」
た
ち
も
ま
た
斥
け
ら
れ
た
「
も
の
」
た
ち
で
あ
る
。

三
、
民
俗
学
（
常
民
民
俗
学
）
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て

の
芸
能
史

右
に
引
い
た
折
口
の
こ
と
ば
は
、
彼
が
「
芸
能
」
の
重
要
な
テ
ー
マ
が

「
こ
と
ほ
ぎ
」
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
「
こ

と
ほ
ぎ
」
と
は
、
基
本
的
に
は
口
立
て
に
よ
っ
て
神
や
精
霊
の
意
志
を
表

現
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
こ
と
ほ
ぎ
」
に
そ
の
副
演
な
る
身
ぶ
り

が
加
わ
っ
た
も
の
が
「
ほ
か
ひ
」
で
あ
る
。
折
口
の
「
芸
能
史
」
は
、
こ

（７）

の
二
つ
の
こ
と
ば
を
巡
っ
て
展
開
し
て
い
る
。

神
や
精
霊
の
意
志
を
こ
と
ば
や
身
ぶ
り
に
よ
っ
て
表
現
す
る
人
々
を
、

折
口
は
万
葉
集
巻
一
六
の
乞
食
者
詠
の
訓
読
み
な
ど
に
倣
っ
て
「
ほ
か
ひ

び
と
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
語
は
、
漂
泊
芸
能
者
を
広
く
指
す
こ
と
ば
と
し

て
、
現
在
「
ま
れ
び
と
」
の
語
と
と
も
に
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

と
な
っ
て
い
る
。
実
は
、
右
に
述
べ
た
「
芸
能
」
の
テ
ー
マ
か
ら
見
る
と

き
、
こ
の
「
ほ
か
ひ
び
と
」
す
な
わ
ち
漂
泊
芸
能
者
の
歴
史
が
折
口
芸
能

史
の
最
も
中
心
と
な
る
課
題
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
に
折
口
芸
能
史
の
始
発
を
昭
和
三
年
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
「
芸
能
」
の
語
を
使
用
し
て
の
学
の
始
発
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
も
の
」
た
ち
の
声
と
所
作
（
ふ
る
ま
い
）
に
、
折
口
の
「
芸
能
史
」

は
多
大
の
関
心
を
寄
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
彼
等
は
「
も
の
」
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
家
・
社
・
寺
な
ど
の
主
人
で
あ
る
「
我
等
」
を
祝
福
す
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
彼
等
の
声
と
所
作
は
、
最
も

内
奥
の
世
界
か
ら
の
発
信
で
あ
る
が
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
の
心
を
揺
さ
ぶ
り

続
け
る
。
「
芸
術
」
で
は
な
く
「
芸
能
」
の
名
を
冠
す
る
こ
と
で
、
折
口

は
そ
の
発
信
を
受
け
止
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
言
え
る
。
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実
際
に
は
、
折
口
は
そ
の
学
の
ご
く
初
期
の
頃
か
ら
漂
泊
芸
能
者
に
多
大

の
関
心
を
示
し
、
多
く
の
論
考
を
も
の
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
「
ま
れ

び
と
」
と
そ
の
零
落
し
た
存
在
と
し
て
の
「
ほ
か
ひ
び
と
」
を
中
軸
に
据

え
た
芸
能
と
文
学
の
発
生
に
関
す
る
独
自
の
論
を
こ
の
昭
和
三
年
の
時
点

で
す
で
に
完
成
さ
せ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
直
後
に
刊
行
さ
れ
た
「
古
代

研
究
』
（
昭
和
四
～
五
年
）
に
、
折
口
芸
能
史
の
大
要
は
ほ
ぼ
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
折
口
芸
能
史
の
中
心
テ
ー
マ
が
漂
泊
芸
能
者
の
歴
史
に
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
、
柳
田
国
男
が
あ
る
時
期
か
ら
目
指
し
た
い
わ

ゆ
る
常
民
民
俗
学
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
ろ
う
。
初
期
の
柳
田
に

は
、
コ
イ
タ
カ
」
及
び
「
サ
ン
カ
ヒ
「
巫
女
考
」
「
毛
坊
主
考
」
「
山
椒
太

夫
考
」
な
ど
の
非
定
住
民
へ
の
関
心
か
ら
書
か
れ
た
多
く
の
論
考
が
あ
る
。

し
か
し
彼
の
民
俗
学
は
や
が
て
農
耕
民
を
中
心
と
す
る
普
通
の
人
々
Ⅱ
常

民
の
生
活
を
記
述
す
る
方
向
に
舵
を
切
る
こ
と
と
な
る
。
他
書
で
も
述
べ

た
よ
う
に
、
実
は
折
口
の
漂
泊
民
に
対
す
る
興
味
を
最
初
に
促
し
た
も
の

は
柳
田
の
初
期
の
論
考
で
あ
っ
た
。
折
口
芸
能
史
は
、
柳
田
が
常
民
の
民

俗
学
を
構
築
す
る
段
階
で
あ
る
意
味
で
切
り
捨
て
た
分
野
を
受
け
継
ぐ
と

（８）

い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
「
民
俗
学
」
も
「
芸
能
」
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
は
、
「
民
俗
学
事
典
」
（
民
俗
学
研
究
所
編
、
柳
田
国
男
監
修
）

が
「
民
間
芸
能
」
の
名
で
呼
ぶ
よ
う
な
現
在
民
間
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
（
あ

る
い
は
近
年
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
）
芸
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
芸
能
全

体
の
歴
史
を
扱
お
う
と
す
る
姿
勢
は
見
え
な
い
。
そ
れ
は
「
民
俗
学
」
が

常
民
の
生
活
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
芸
能
に
対
象
を
限
定
し
て
い
る
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
折
口
芸
能
史
と
の
隔
離
が
見
ら
れ
る
。

折
口
は
芸
能
の
原
義
を
「
わ
ざ
」
に
お
き
、
芸
能
者
を
「
わ
ざ
お
ぎ
（
俳

優
）
」
の
者
、
す
な
わ
ち
「
わ
ざ
」
（
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
に
よ
っ
て
神
意

を
招
き
寄
せ
る
者
と
捉
え
た
。
こ
の
「
わ
ざ
お
ぎ
」
と
い
う
「
お
こ
な
い
」

が
、
い
わ
ゆ
る
常
民
の
存
在
形
態
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
常
民
と
は
す
で
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
「
世

界
」
（
共
同
体
）
の
中
に
住
ん
で
い
る
人
々
で
あ
り
秩
序
が
そ
の
前
提
に

な
っ
て
い
る
（
つ
ま
り
「
神
」
は
村
の
神
と
し
て
す
で
に
存
在
し
て
い
る
）
。

こ
れ
に
対
し
「
わ
ざ
お
ぎ
」
の
者
は
、
「
わ
ざ
」
に
よ
っ
て
新
た
に
「
世
界
」

を
造
り
上
げ
る
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
に
と
っ
て
秩
序
は
最
初
か
ら
あ

る
も
の
で
は
な
い
。
彼
等
は
、
混
沌
の
中
に
積
極
的
に
入
り
込
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
を
誘
い
出
し
た
よ
う
に
、
神
を

新
た
に
引
き
出
し
世
界
を
更
新
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
彼
等
の
身
体
は
常
民
の
身
体
と
は
異
質
な
も
の
と
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
彼
等
の
身
体
は
混
沌
の
世
界
と
の
親
和
性
が
よ
り
強
い
身
体

で
あ
る
。
兵
藤
裕
己
が
詳
し
く
考
察
し
た
よ
う
に
、
「
見
え
な
い
存
在
の

物
音
」
を
聴
き
そ
れ
を
表
現
す
る
琵
琶
法
師
は
、
そ
の
こ
と
の
故
に
盲
目

（９）

で
あ
っ
た
。
韓
国
映
画
「
西
便
制
（
風
の
丘
を
越
え
て
と
で
は
、
作
品

上
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
る
が
、
父
親
は
あ
の
世
の
「
も
の
」
た
ち
の

ハ
ン
（
恨
）
を
パ
ン
ソ
リ
の
声
の
中
に
盛
り
込
む
た
め
に
あ
え
て
主
人
公

の
娘
の
眼
を
つ
ぶ
す
。
さ
ら
に
折
口
芸
能
史
の
原
点
と
も
言
え
る
小
説
「
身

毒
丸
」
（
大
正
六
年
）
に
お
い
て
、
田
楽
師
た
ち
は
空
中
で
お
こ
な
う
笠

飛
び
と
い
う
常
人
の
な
し
得
ぬ
危
険
な
「
わ
ざ
」
に
我
が
身
体
を
ゆ
だ
ね

て
い
る
。
こ
の
小
説
の
主
人
公
身
毒
丸
と
そ
の
父
が
ハ
ン
セ
ン
病
で
あ
る

こ
と
は
、
芸
能
者
の
身
体
が
常
民
の
身
体
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の

一
つ
の
象
徴
と
言
え
る
。
以
上
の
事
柄
は
芸
能
者
の
身
体
の
特
殊
性
に
関
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す
る
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
例
に
過
ぎ
な
い
。
実
際
に
は
彼
等
の
身
体
表
現
、

す
な
わ
ち
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
演
技
）
の
全
体
が
芸
能
者
の
身
体
の
異
質

性
の
表
出
と
考
え
ら
れ
る
。

柳
田
国
男
は
、
「
芸
能
は
わ
た
し
は
民
間
伝
承
じ
ゃ
な
い
と
い
っ
た
よ

（旧）

う
な
意
見
を
、
実
は
持
っ
て
る
ん
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
以
上

に
考
察
し
た
よ
う
な
、
芸
能
者
の
常
民
と
は
異
な
る
存
在
の
あ
り
方
を
彼

自
身
十
分
に
認
識
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
発
せ
ら
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
に
違

いない。四
、
国
文
学
（
文
学
史
）
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
芸

能
史

折
口
信
夫
の
「
芸
能
史
」
は
、
テ
キ
ス
ト
の
歴
史
を
記
述
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
文
学
史
、
テ
キ
ス
ト
史
と
し
て
の
「
文
学
史
」
に
対
す
る
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
で
も
あ
る
。

「
日
本
芸
能
史
序
説
」
の
中
で
折
口
は
、
「
芸
能
其
自
身
の
性
質
か
ら
言

っ
て
、
芸
能
史
と
言
ふ
も
の
を
、
所
謂
歴
史
の
形
に
、
時
代
々
々
に
変
っ

て
行
く
姿
を
組
織
し
て
記
述
す
る
こ
と
は
、
出
来
さ
う
に
な
い
。
つ
ま
り
、

（Ⅲ）

芸
能
史
と
言
ふ
名
称
自
身
に
問
題
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
芸
能
は
瞬

時
に
消
え
去
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
年
代
順
に
記
録
す
る
テ
キ
ス
ト
史
の

よ
う
な
歴
史
は
不
可
能
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
し
こ
の
矛
盾
に
も
か
か

わ
ら
ず
彼
が
「
芸
能
史
」
の
名
を
棄
て
な
か
っ
た
の
は
、
書
き
残
さ
れ
た

も
の
の
歴
史
だ
け
が
歴
史
で
は
な
い
と
す
る
確
固
と
し
た
考
え
か
ら
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
彼
が
民
俗
学
か
ら
得
た
信
念
で
あ
る
。

折
口
は
、
研
究
生
活
の
長
期
に
わ
た
り
「
日
本
文
学
の
発
生
」
を
名
の

る
論
考
を
書
き
続
け
た
。
そ
れ
は
大
正
一
三
年
に
「
日
光
』
に
発
表
し
た

「
日
本
文
学
の
発
生
」
に
は
じ
ま
り
、
昭
和
二
二
年
に
「
人
間
』
に
発
表

し
た
「
日
本
文
学
の
発
生
」
に
お
わ
る
。
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
昭

和
四
年
刊
行
の
『
古
代
研
究
（
国
文
学
篇
匡
前
半
の
「
国
文
学
の
発
生
（
第

一
～
四
稿
と
と
昭
和
二
二
年
刊
行
の
『
日
本
文
学
の
発
生
序
説
』
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
論
考
は
、
日
本
文
学
が
い
か
な
る
機
制
に
よ
っ
て
発
生
し

た
も
の
で
あ
る
か
を
執
勧
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
こ
こ
で

見
出
し
て
い
っ
た
日
本
文
学
発
生
の
機
制
と
は
「
芸
能
史
的
機
制
」
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

確
か
に
芸
能
は
瞬
時
の
「
わ
ざ
」
で
あ
る
か
ら
直
ち
に
消
え
去
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
わ
ざ
」
は
神
を
招
き
寄
せ
、
「
世
界
」
を
構
成

す
る
「
わ
ざ
」
で
あ
る
か
ら
必
ず
伝
承
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
折
口

の
日
本
文
学
発
生
論
は
、
こ
の
「
わ
ざ
」
の
伝
承
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を

経
て
文
学
、
す
な
わ
ち
文
字
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
て
い
く
か
を
論
じ
た
も
の

で
あ
る
。
彼
が
こ
の
過
程
を
執
勧
に
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

対
象
が
顕
在
化
し
て
い
な
い
た
め
に
直
接
の
歴
史
的
叙
述
が
で
き
ず
、
テ

キ
ス
ト
や
後
続
の
事
象
を
解
体
し
て
再
構
成
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
民
俗

学
的
な
方
法
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

こ
こ
で
話
を
古
代
文
学
に
限
定
し
て
、
宮
廷
伝
承
と
地
方
伝
承
と
の
関

係
を
折
口
が
ど
う
捉
え
て
い
た
か
を
見
て
み
よ
う
。

古
代
に
は
、
宮
廷
詩
を
大
歌
（
お
ほ
う
た
）
と
称
へ
た
。
こ
れ
は
、

ア
ヒ
タ
イ

民
間
の
歌
謡
を
小
歌
（
こ
う
た
）
と
謂
つ
た
の
と
相
対
に
出
来
た
名

で
あ
る
。
（
中
略
）
さ
う
し
て
其
が
、
き
は
め
て
年
を
経
て
、
大
歌

と
共
に
宮
廷
音
楽
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
久
し
く
な
る
と
、
い
つ
か
此

す
ら
、
大
歌
の
中
に
這
入
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

今
日
、
古
事
記
・
日
本
紀
の
上
に
残
っ
た
歌
は
、
凡
す
べ
て
、
宮
廷

-４１-



特集・〈型〉のダイナミズムⅣ

詩
で
あ
っ
た
と
言
へ
る
。
（
中
略
）

勿
論
、
宮
廷
固
有
の
も
の
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
外
か
ら
奉
奏
せ
ら
れ

ト
シ
ッ
キ

・
不
オ

た
も
の
が
、
久
し
い
年
月
の
問
に
、
宮
廷
根
生
ひ
の
歌
の
姿
を
と
る

、

、

や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
地
方
民
間
の
ふ
り
と
い
は
れ
る

歌
群
が
献
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
。
さ
う
言
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
此

日
本
文
学
発
生
史
は
、
書
き
は
じ
め
る
。
」
（
「
日
本
文
学
の
発
生
序

（砲）

説
』
「
詞
章
の
伝
承
」
冒
頭
）

こ
こ
に
は
地
方
伝
承
（
小
歌
）
が
固
有
の
宮
廷
伝
承
（
大
歌
）
の
中
に

取
り
込
ま
れ
て
、
大
文
字
の
宮
廷
伝
承
（
大
歌
）
と
な
っ
て
い
く
構
図
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
古
事
記
・
日
本
紀
の
歌
の
み

な
ら
ず
、
風
土
記
も
含
ん
で
日
本
の
古
代
文
学
全
体
が
宮
廷
の
伝
承
で
あ

（旧）

る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
こ
で
肝
心
な
の
は
、
な
ぜ
「
ふ
り
」
と

呼
ば
れ
る
地
方
伝
承
が
宮
廷
に
奉
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
で
あ
る
。
こ

の
問
に
対
す
る
折
口
の
答
え
は
、
同
書
が
「
悠
紀
・
主
基
の
風
俗
歌
に
よ

っ
て
、
考
へ
ら
れ
た
神
秘
は
、
同
時
に
、
そ
の
両
国
の
代
表
す
る
国
々
の

国
魂
の
悉
く
が
、
聖
躬
に
入
る
こ
と
・
、
古
代
人
に
は
信
じ
ら
れ
た
の
で

（脚）
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
な
「
た
ま
ふ
り
」
（
「
わ
ざ
」
に
よ
っ
て
魂
を
人
の

身
体
に
付
着
さ
せ
る
こ
と
）
の
信
仰
の
中
に
あ
る
。
折
口
の
日
本
文
学
発

生
論
の
基
層
に
「
芸
能
史
的
機
制
」
が
あ
る
と
は
こ
の
よ
う
な
事
柄
を
指

す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
国
魂
は
も
と
は
地
方
の
首
長
に
付
着

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
地
方
レ
ベ
ル
の
「
わ
ざ
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
最
後
に
、
折
口
が
日
本
文
学
史
（
芸
能
史
）
の
起
点
に
据
え
た
こ

の
「
態
（
わ
ざ
こ
が
神
格
化
し
た
も
の
が
「
産
霊
（
む
す
び
）
の
神
」

で
あ
る
と
す
る
彼
の
思
想
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

折
口
が
日
本
文
学
（
芸
能
）
の
発
生
に
「
む
す
び
の
神
」
が
深
く
関
与

し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
始
め
た
の
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
「
日

本
文
学
の
発
生
」
（
昭
和
二
二
年
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

吾
々
の
先
祖
は
、
何
も
神
に
報
謝
す
る
為
に
、
神
の
詞
を
伝
へ
よ
う

と
し
た
の
で
は
な
い
。
神
の
威
力
の
永
続
を
希
う
て
、
其
呪
力
あ
る

オ
ト

詞
章
を
伝
へ
遺
す
ま
い
、
と
努
力
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
詞
章
を
伝
承
す
る
事
業
は
、
容
易
な
こ
と
ゞ
は
、
昔
の
人
程
考

へ
て
は
居
な
か
っ
た
。
こ
、
に
、
日
本
の
古
代
宗
教
の
形
態
の
拠
り

処
が
あ
っ
た
ら
し
く
思
は
れ
る
。
神
が
神
と
し
て
の
霊
威
を
発
揮
す

る
に
は
、
神
の
形
骸
に
、
威
霊
を
操
置
す
る
授
霊
者
が
居
る
も
の
と

考
へ
た
。
神
々
の
系
譜
の
上
に
、
高
皇
産
霊
尊
・
神
皇
産
霊
尊
ｌ

天
御
中
主
神
の
意
義
だ
け
は
、
私
に
は
ま
だ
訣
ら
ぬ
ｌ
を
据
ゑ
て

（旧）

居
る
の
は
、
此
為
で
あ
っ
た
。

「
神
の
形
骸
に
、
威
霊
を
操
置
す
る
授
霊
者
」
、
す
な
わ
ち
「
た
ま
ふ
り
」

の
「
わ
ざ
」
を
行
な
い
神
を
誕
生
さ
せ
、
そ
の
霊
威
を
発
揮
さ
せ
る
神
が

「
む
す
び
の
神
」
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
立
て
ば
、
「
む
す
び

の
神
」
こ
そ
神
々
の
世
界
と
人
間
の
世
界
を
生
み
出
す
根
本
の
神
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
実
際
、
「
神
道
の
新
し
い
方
向
」
（
昭
和
二
一
年

放
送
）
「
神
道
宗
教
化
の
意
義
」
（
昭
和
二
一
年
講
演
）
「
神
道
概
論
」
（
昭

和
二
一
～
一
三
年
度
講
義
）
「
神
道
の
霊
魂
信
仰
」
（
昭
和
一
三
年
講
演
）

「
産
霊
の
信
仰
」
（
昭
和
二
七
年
講
義
）
な
ど
に
お
い
て
、
折
口
は
「
む
す

び
の
神
」
を
日
本
の
神
道
の
根
本
に
関
わ
る
神
と
し
て
重
要
視
し
て
い
く

（脂）

の
で
あ
る
。

折
口
が
考
え
る
「
む
す
び
の
神
」
と
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
目
に
見
え
な

い
霊
魂
を
発
動
さ
せ
て
神
に
形
を
与
え
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

（
罵
吋
さ
吋
日
９
８
完
全
に
形
づ
く
る
こ
と
）
の
神
で
あ
る
。
折
口
の
「
芸
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能
史
」
は
、
こ
の
神
の
「
わ
ざ
」
を
起
点
と
し
た
多
く
の
時
代
の
「
わ
ざ

お
ぎ
（
俳
優
）
」
の
徒
の
歴
史
を
記
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
八

○
年
代
降
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
し
て
世
界
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
研
究

が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
折
口
の
「
芸
能
史
」
は
、
実
践
と
理
論

に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
研
究
の
す
ぐ
れ
た
先
駆
け
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

注
（
１
）
『
折
口
信
夫
全
集
」
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
～
）
第
三
巻
四

（
ｕ
）
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
一
巻
二
○
三
頁
。

（
岨
）
『
折
口
信
夫
全
集
」
第
四
巻
二
四
～
二
五
頁
。

（
Ｂ
）
折
口
の
地
方
伝
承
と
宮
廷
伝
承
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
折

（
皿
）
寺
田
太
郎
構
成
「
面
影
を
偲
ぶ
ｌ
折
口
信
夫
」
『
短
歌
」
一
九
七

（
９
）
兵
藤
裕
己
「
琵
琶
法
師
の
も
の
が
た
り
と
儀
礼
」
『
古
代
文
学
」

（
８
）
拙
著
『
折
、

二○○六年）

へ へ へ へ へ

７ ６ ５ ４ ３
… ー … … …

（
２
）
『
日
本
芸
能
史
ノ
ー
ト
」
（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
七
年
）
三
頁
。

本
書
は
『
折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
編
」
第
五
～
六
巻
（
中
央
公
論
社
、

一
九
七
一
～
一
九
七
二
年
）
に
収
録
さ
れ
た
。
本
稿
の
引
用
は
原
本

第
五
○
号
、
二
○
一
一
年
参
照
。

三
年
三
月
臨
時
増
刊
号
。

に
よ
る
。

同
書
一
六
六
～
一
六
七
頁
。

『
折
口
信
夫
全
集
」
第
二
一
巻
二
○
五
頁
。

『
日
本
芸
能
史
ノ
ー
ト
』
一
六
八
～
一
六
九
頁
。

「
国
文
学
の
発
生
（
第
四
稿
）
」
中
の
「
呪
言
か
ら
寿
詞
へ
四
」
亀
折

口
信
夫
全
集
」
第
一
巻
一
三
九
～
一
四
三
頁
）
な
ど
参
照
。

拙
著
『
折
口
学
が
読
み
解
く
韓
国
芸
能
妄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

八○頁。
同
書
四
頁
。

二
○
～
二
一
頁
参
照
。

口
信
夫
『
日
本
文
学
発
生
序
説
筐
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
二
○

二
年
八
月
）
を
参
照
願
い
た
い
。

（
Ｍ
）
『
折
口
信
夫
全
集
」
第
四
巻
一
三
八
頁
。

（
喝
）
同
書
三
六
六
～
三
六
七
頁
。

（
肥
）
こ
の
う
ち
「
神
道
概
論
」
「
神
道
の
霊
魂
信
仰
」
は
『
折
口
信
夫

全
集
ノ
ー
ト
編
追
補
』
第
一
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）
所

『ｖへ○
１

-４３-


