
文芸の力　時代の力
折口信夫

青空文庫





あ
ゝ
言
ふ
時
代
別
け
は
、
実
は
お
も
し
ろ
く
思
は
ぬ
の
だ
が
、
一
往
は
、
世

間
に
従
う
て
お
い
て
よ
い
。
東
山
だ
の
、
桃
山
だ
の
、
と
言
ふ
称
へ
で
あ
る
。

こ
の
所
謂
東
山
時
代
・
桃
山
時
代
、
其
に
似
た
心
持
ち
を
、
十
分
に
持
つ
た

江
戸
の
元
禄
時
代
、
此
等
の
時
期
が
、
日
本
の
芸
術
・
文
学
の
、
大
い
に
興

つ
た
時
代
、
と
言
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
此
に
は
、
異
存
は
な
い
。
歴
史

の
上
の
、
著
し
い
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
此
時
代
が
、
健
全
な
時
代

で
あ
つ
た
か
。
此
反
省
は
真
に
、
そ
れ
／
″
＼
の
時
代
に
、
同ドウ
じ
難
い
も
の
ゝ

あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
而
も
其
で
ゐ
て
、
芸
術
・
文
学
を
生
育
し
、
飛

躍
さ
せ
る
の
に
、
ま
こ
と
に
恰
好
な
力
の
あ
つ
た
時
期
だ
つ
た
こ
と
は
、
否

む
訣
に
は
い
か
ぬ
。
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時
代
と
し
て
、
俄
分
限
・
成
り
上
り
者
の
時
世
ト
キ
ヨ
、
と
い
ふ
感
の
深
い
此
等
の

時
勢
に
、
健
康
な
芸
文
の
営
み
が
行
は
れ
、
美
し
い
花
が
咲
く
と
思
は
ぬ
の

が
、
通
例
、
芸
術
史
・
文
学
史
の
上
の
、
考
へ
の
型
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
。

吾
々
す
ら
、
さ
う
思
ふ
の
だ
か
ら
、
世
間
大
体
は
ま
づ
、
さ
う
言
ふ
行イ
き
方
カ
タ

で
、
時
勢
と
芸
文
と
の
関
聯
を
、
考
へ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
と
謂
は
れ
よ
う
。

芭
蕉
や
、
近
松
や
、
西
鶴
に
お
い
て
、
題
材
は
ど
う
あ
ら
う
と
、
表
現
力
や
、

芸
文
に
対
す
る
意
欲
、
第
一
に
人
間
の
掴
み
出
し
方
の
、
実
に
堂
々
と
し
て

居
る
点
を
見
る
と
、
不
健
全
な
時
勢
が
育
ん
だ
文
学
で
あ
り
、
文
学
者
で
あ

る
、
と
は
思
は
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
か
う
言
ふ
点
に
な
る
と
、
扱
つ
て
ゐ
る
題

材
な
ど
は
、
全
く
問
題
で
は
な
く
な
る
。

金
閣
や
銀
閣
の
、
立
面
図
の
案
出
せ
ら
れ
た
時
代
、
さ
う
言
ふ
建
て
物
の
内
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部
を
整
へ
る
壁
代
・
調
度
の
類
を
作
り
出
す
異
常
な
俊
才
も
、
輩
出
し
て
ゐ

た
の
で
あ
る
。
其
よ
り
も
更
に
、
さ
う
言
ふ
座
敷
に
出
て
演
ぜ
ら
れ
た
芸
能

や
、
其
台
本
と
な
る
文
学
が
、
発
達
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
誰
し
も
認
め
る
事

実
で
あ
ら
う
。
又
、
さ
う
言
ふ
芸
能
の
代
表
者
の
背
後
に
は
、
幾
千
万
の
み

じ
め
ら
し
い
芸
の
乞
士
が
、
古
い
歴
史
を
負
う
て
、
お
な
じ
く
古
き
世
よ
り

持
ち
伝
へ
た
芸
能
に
、
喚ワメ
き
、
踊
り
、
狂
う
て
居
た
の
で
あ
つ
た
。
利
休
を

生
み
出
し
、
又
利
休
の
生
み
出
し
た
「
茶
」
の
伝
統
が
、
果
し
て
後
世
の
吾

々
の
考
へ
慣
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
わ
び
し
い
味
ひ
に
帰
す
る
も
の
だ
ら
う
か
。

一
輪
の
「
わ
び
す
け
」
の
半
開
の
白
瑪
瑙
の
鍾
チ
ヨ
クは
、
憂
鬱
と
は
凡
、
縁
の
な

い
快
さ
に
咲
い
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。

利
休
の
生
涯
を
考
へ
て
も
、
此
わ
び
す
け
を
拡
大
し
た
ら
、
そ
こ
に
出
て
来
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さ
う
な
闊
達
性
が
、
十
二
分
に
物
を
言
つ
て
ゐ
る
。
彼
の
茶
も
、
そ
こ
に
、

性
根
が
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。

桂
離
宮
な
ど
を
拝
見
し
て
帰
つ
た
印
象
の
中
心
に
は
、
や
は
り
此
闊
達
性
の
、

大
き
く
ひ
ろ
が
つ
て
来
て
ゐ
る
の
に
、
心
づ
く
。

な
る
程
、
遠
州
好
み
と
言
ふ
も
の
は
、
こ
ん
な
傾
向
に
対
す
る
評
価
だ
つ
た

の
だ
、
と
会
得
す
る
で
あ
ら
う
。
石
州
の
案
出
し
た
と
伝
へ
る
茶
席
・
茶
庭

を
見
て
も
、
や
は
り
相
当
に
、
豪
華
過
差
の
感
を
受
け
る
。

茶
の
精
神
の
中
か
ら
、
此
豪
華
に
し
て
過
差
な
る
も
の
を
認
め
る
こ
と
の
出

来
ぬ
、
人
ば
か
り
で
も
あ
る
ま
い
と
思
ふ
が
、
ど
う
だ
ら
う
。

茶
は
茶
、
日
常
生
活
は
日
常
生
活
と
い
ふ
風
に
游
離
し
て
ゐ
た
の
が
、
利
休

の
生
活
で
は
な
い
。
又
、
さ
う
言
ふ
游
離
に
、
意
味
を
認
め
て
、
そ
こ
に
風
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雅
閑
寂
が
あ
る
の
だ
な
ど
ゝ
考
へ
る
人
が
あ
る
と
し
た
ら
、
其
は
、
思
ひ
直

し
て
欲
し
い
と
思
ふ
。

茶
は
、
芸
術
の
生
活
内
容
を
持
つ
て
居
て
、
言
語
化
・
造
形
化
せ
な
ん
だ
ま

で
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
か
は
り
、
演
劇
の
最
近
い
処
ま
で
、
素
質
を

展
開
し
て
来
て
居
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
花
道
に
並
ん
で
見
物
し
た
り
、

羅
漢
台
に
押
し
合
つ
て
、
役
者
の
後
姿
と
か
、
か﹅
う﹅
せ﹅
き﹅
ば
か
り
を
鑑
賞
し

て
居
た
。
あ
ゝ
言
ふ
見
物
が
、
茶
の
客
に
当
る
や
う
で
あ
る
。

謂
は
ゞ
、
見
物
で
あ
る
筈
の
客
と
、
少
数
の
陪
賓
と
が
、
時
と
し
て
は
役
者

に
な
り
、
立
て
ば
頭
が
つ
か
へ
、
た
ひ
ら
に
坐
れ
ば
、
壁
土
を
お
と
す
と
言

ふ
様
な
、
窮
屈
な
舞
台
で
演
ぜ
ら
れ
る
演
劇
だ
、
と
言
ふ
こ
と
も
出
来
よ
う
。

だ
が
此
は
、
決
し
て
比
喩
の
つ
も
り
で
言
ふ
の
で
は
な
い
。
真
実
さ
う
し
た
、
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僅
か
な
距
離
よ
り
な
い
こ
と
を
言
は
う
と
す
る
の
だ
。

江
戸
の
初
期
か
ら
、
段
々
用
語
を
替
へ
て
、
お
な
じ
用
語
例
に
宛
て
は
め
よ

う
と
し
た
語
が
あ
る
。
だ﹅
て﹅
と
い
ふ
語
の
代
表
す
る
、
一
系
の
語
で
あ
る
。

寛
闊
と
言
ひ
、
だ﹅
て﹅
と
言
ひ
、
互
に
一
つ
用
語
例
の
中
に
、
少
し
づ
ゝ
範
囲

を
異
に
お
し
展
げ
て
行
か
う
と
し
た
。
其
が
も
つ
と
外
面
式
に
表
現
せ
ら
れ

た
も
の
は
、 

六  

方 

ロ
ツ
パ
ウ

・
丹
前
の
類
の
語
で
、
所
作
行
動
か
ら
、
性
格
ま
で
も

偲
ば
せ
る
や
う
に
な
つ
た
の
だ
。

結
局
、
語
自
身
圧
迫
せ
ら
れ
て
、
極
め
て
狭
い
片
隅
に
し
か
、
意
義
を
残
さ

ず
な
つ
た
、
そ
の
昔
の
「
か
ぶ
き
」
な
る
語
の
内
容
を
、
色
々
に
言
ひ
替
へ

た
に
過
ぎ
ぬ
と
言
へ
ば
、
言
ひ
過
ぎ
だ
ら
う
か
。

新
興
の
気
象
激
し
い
時
代
に
は
、
迅
速
に
生
育
す
る
力
が
つ
き
と
ほ
つ
て
居
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る
。
憂
へ
の
、
歓
び
の
芸
術
も
、
う
つ
た
へ
る
、
た
の
し
さ
の
文
学
も
、
此

力
に
依
つ
て
、
十
分
に
伸
し
あ
が
る
の
で
あ
る
。
憂
愁
の
文
学
が
、
陰
鬱
な

時
代
に
出
て
来
る
と
す
れ
ば
、
其
は
愚
痴
文
学
で
あ
り
、
口
説
ク
ゼ
チ
の
文
学
に
過

ぎ
ぬ
で
あ
ら
う
。

其
と
今
一
つ
、
も
つ
と
芸
文
を
育
て
る
原
動
力
に
な
る
も
の
は
、
擁
護
者
で

あ
る
。
擁
護
す
る
者
な
し
に
、
育
つ
て
こ
そ
、
真
の
芸
文
で
は
あ
つ
て
も
、

擁
護
す
る
も
の
ゝ
な
い
迫
害
の
時
勢
に
は
、
芸
文
は
萎
れ
い
ぢ
け
て
し
ま
ふ

の
で
あ
る
。
「
花
」
は
花
で
も
、
温
室
の
花
を
望
む
吾
々
で
は
な
い
。
擁
護

者
の
手
で
、
さ
も
し
い
芸
文
の
幸
福
を
、
偸
み
た
い
と
も
思
は
ぬ
。

だ
が
、
さ
う
言
ふ
擁
護
に
よ
つ
て
も
、
咲
く
べ
き
花
の
、
大
い
に
咲
い
て
来

て
居
る
の
が
、
歴
史
上
の
現
実
で
あ
つ
た
。
成
り
上
り
時
代
・
俄
分
限
の
時
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勢
の
、
東
山
・
桃
山
・
元
禄
な
ど
の
時
代
が
、
吾
々
に
多
く
の
遺
産
を
残
し

て
く
れ
た
こ
と
は
、
疑
は
れ
ぬ
事
実
な
の
で
あ
る
。
此
が
、
文
士
・
芸
術
家

の
理
想
を
超
越
し
た
世
間
の
姿
な
の
で
あ
つ
た
。
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