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紹

介井

手
恒
雄

著

「中

世

の
文

芸

・
非
文
芸
」

板

坂

耀

子

こ
の
本

は
十

四

の
論

文

か
ら

な

っ
て

い
る
。

一
九

六
○

～

一
九

七
○
年

に
か
け

て
、
種

々
の
雑

誌

・
書
籍

に
発

表
さ

れ

た
も

の
で
、

と
り

上
げ

ら

れ
た
題

材
も

式

子
内
親

王

・
西
行

・
慈

円
ら

の
和

歌
、

方
丈

記

、
徒
然

草

、

平

家
物

語

、
芭
蕉

の
句

、

五
山
文

学
、

川
柳

な

ど
、
ま

こ
と

に
多
彩

で
あ

る
。
引

用

さ
れ

る
書
物

に

い
た

っ
て

は
、
藤
村

「若

菜
集

」

、
佐
多

稲
子

の
作

品

、
宮

本
百

合
子

の
芸

術
論

、
更

に
は

マ
ル
ク

ス

・
エ
ン
ゲ

ル
ス
の

著

述
ま

で
、

ま

さ
に

、
枚
挙

に

い
と
ま

が
な

い
。

し

か
し
、

こ
れ
ら
多

く

の
材
料

を
使

用
し

て
、
著

者

が
述

べ
よ
う

と
さ

れ

た

こ
と

は
、

「
あ

と
が
き
」

で
著
者
自

身

が
記

さ
れ

る
よ
う

に
、

コ

貫

し

て
、
中

世

に
お

い
て
何

が
文

芸

で
あ

り

、
何

が
そ
う

で

な

い
か
」
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

巻
頭

論
文

「
中

世

の
文
芸

・
非

文
芸
」

は

、
そ

の
ま
ま

、

こ

の
書
全

体

の
題
名

と
な

っ
て

い
る
。

と
同

時

に
、
内

容
的

に
も

、

こ
れ

は
、
全
体

を

通

じ

て

一
貫

し

て

い
る

、
著
者

の
主

張

で
も
あ

る
。

著

者

の
姿
勢

は
、
全
論

文
を

通
じ

て

、
き

わ
め

て
明
確

で
あ

る

が
、
と

り

わ
け

、

こ
の
巻
頭

論
文

に
お

い
て
は

、
鮮

明
で
あ

り
、

こ
れ
を

巻

頭

に

あ

げ
た

の
は
大

胆

で
あ

る
と

さ
え
言

え
よ
う

。

こ
の
巻

頭

論
文

「
中

世

の

文
芸

・
非

文
芸

」

で
、
著
者

は

、
最
近

と

み

に
話

題
と

な

っ
て

い
る

「何

を
文

芸
作

品

と
見
、

何
を

そ
う

で
な

い
と
見

る

か
」

の
問
題

に

つ
い
て
、

「
そ
れ

は
困
難

な
問

題

で
あ

る
」

と

さ
れ

な
が
ら

、
ま

っ
向

か
ら

、

こ

の

課
題

に
た
ち

む
か

い
、

は

っ
き

り
と

し
た
見
解

を

う
ち

出
さ

れ
た

。

そ
れ

は
、

一
言

で
言
う

な
ら

「
文

芸
を
否

定
す

る
よ

う
な
姿

勢

や
内
容

の
作

品

は
文

芸
と

は

い
え
な

い
」

と

い
う
点

に
帰

す

る
で
あ

ろ
う

。
そ

し

て
、

こ
の
よ
う

な
観

点

に
た

っ
て
、
著

者

は
、
最

近

、
文
芸
作

品

と
し

て

と

り
上
げ

ら

る

べ
き

で
あ

る
と
主

張
さ

れ
る

こ
と

の
多

い

「
正

法
眼

蔵
」

「
正
法
眼

蔵
随
聞

記
」

の
類

は
、
文

芸
作

品

と
し

て
と
り

上
げ

る

べ
き

で

は
な

い
、

そ
れ

ど

こ
ろ
か
、

そ
れ

ら
を
文

芸

と
認

め
る

こ
と

に
は
、
実

は

あ
る

種

の
危

険

が
伴
う

の
で
は
な

い
か

、
と
述

べ
ら

れ

る

の
で
あ

る
。

な

ぜ
な

ら
ば
中

世

の
社
会

で
は

、
和
歌

・
連
歌

等

の
典

型

的
な
文
芸
作
品
は
、

そ
れ

ら
を

「
い
た
づ
ら

ご
と
」

と
し

て
排
斥

せ
ん
と

し
た
封

建
仏

教
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

の
下

で
、
よ
う

や

く
細

々
と
生

き

の
び
た

の

で
あ

り

、

「
正
法

眼

蔵
」

「
正
法

眼
蔵

随
聞

記
」

等

は
、
他

な
ら

ぬ
そ

の
仏
教

の
イ

デ

オ

ロ

ギ

ー
を

徹
底

し

て
肯

定
す

る
も

の
で
は
な

い
の
か
、

と
。
そ

し

て
、
仏
教

が
日
本

文
芸
史

上

に
貢
献

し

、
す

ぐ

れ
た
作

品
を

生

む
力
と

な

っ
た
と

い

一56一



う

説

に
も

、
強

い
疑

問

を
投
げ

か
け

ら
れ

て
、
仏

教

は
、

む
し
ろ

日
本

文

芸
史

に
お

い
て

、
プ

レ
ー
キ

と
し

て
作

用

し

た

の
だ
と
主
張

さ
れ

る
。

仏
教

の
役

割
を

こ
の
よ
う

に
否
定

的

に
と
ら

え
る

の
は

、
著
者

が
早

く

か
ら

唱
え

ら
れ

て

い
る
説

で
あ

る
。

そ
れ

だ
け

に
反

論
も
多

く

、
様

々
な

議
論

を
呼

ん
だ
。

と
り

わ
け

、

「
何

を
も

っ
て
文
芸

と
す

る
か
」

の
問

題

が
、

重
要
視

さ

れ
は
じ

め

て

い
る
昨

今

、
そ

れ
に
対
す

る

一
つ
の
答

と
、

著
者

従
来

の
仏
教

に
関
す

る
見

解

と
が
結

合
し

て
示

さ
れ

た

こ
の
論
文

は

そ

の
後
、

「
あ

と
が
き

」

で
著

者

が
述

べ
ら
れ

る
よ
う

に
、

一
九

六

九
年

度
中

世
文
学

会

の
公
開
討

論

「
中
世

法
語

の
文

学
性

と
は
何

か
」

に
ま

で

つ
な

が

っ
て

い

っ
た
。

そ

の
討

論

の
緊
張

と
興
奮

が
ま
だ

さ
め

や
ら

ぬ
中

で
、

著
者

は
、

こ

の
書

に
収

録
さ

れ
た

二
番
目

の
論

文

「
法

語
文

芸

・
非

文
芸

」
を
書

か

れ
た

と
あ

る
。
著
者

は

こ

こ
で
、
更

に
具
体

的
な

例
を

あ

げ

ら
れ

て
、
中

世

に
お
け

る
仏

教

が
具
現

し

て

い
た
と

こ
ろ

の
非

人
間

的

な

ス
ト
イ

シ
ズ

ム
、
男

女

の
恋

を

し
り
ぞ

け
、

花
月
を

賞
す

る

こ
と
を

拒

み
、
現

世

の
楽
し

み
を
求

め

る

こ
と
を

否
定

し

た
仏
教

の
思
想

を

紹
介

さ

れ

、

こ

の
よ
う

に
、

い
わ
ゆ

る
文
芸

と
、

明
ら

か
に
対

決
す

る
主
義

を
表

現

し

て

い
る
書

物

が
、

ど
う

し

て
文
芸

で
あ

り
得

よ
う

か
と

、
問

い
か
け

て
お
ら

れ
る
。

文
芸

・
非
文

芸

の
境
界
線

を

、

ど
こ
に

、

い
か
よ
う

に

ひ
く

べ
き
か

に

関

し

て
は
、
勿

論
種

々
の
論

が
あ

る
。

著
者

の
こ

の
よ
う

な
定

義

に
も
異

論

を
持

た
れ

る
方

は
、
も

と
よ

り
お

ら
れ

る
で
あ

ろ
う

。

だ
が
、

そ
れ

は

さ
て

お
く

と

し
て
も

、
著
者

が

い
わ

れ
る
「
文

芸
を
否

定

す

る
」
「
文

芸
と
対

決
す

る
」
と

は

一
体

ど
う

い
う

こ
と

で
あ
る

か
、
今

少
し

詳
細

に

み
た

い
。

こ
の
定

義

を
安
易

に
理

解
し

応
用

さ
れ

る

こ
と
を

、
著
者

も
恐

れ

て
お

ら

れ
る

よ
う

だ
。
既

述
し

た

二
論

に
お

い
て
も
著

者

は
、

一
見

、

文
芸
を

否
定

し

、
花
月

の
情

や
男
女

の
愛

を
し

り
ぞ

け
よ
う

と

し

て

い
る

か
に
見

え

る
作

品

の
中

に
、
実

は

そ
う

い
う

姿
勢

を

表
面

で
取

る

こ
と
に
よ

っ
て

か

ろ
う

じ

て
自

ら

の
人
間
的

な
欲

望
を

表
現

す

る

こ
と

に
成
功

し

て

い
る

も

の
が
あ

る

こ
と
を
指
摘

さ
れ
、

こ
れ

ら
は
勿

論
文

芸
と

い
え

る
、

そ
れ

も
す

ぐ
れ

た
文

芸

で
あ

る

と

い
え

る
、

と
さ

れ
た
。
真

の
意

味

で

の
文

芸

否
定

で
あ

る
か

ど
う

か
を
、

】
々
の
作
品

に

つ
い
て
、
読

み
と

っ
て

い
く

必
要

が
あ

る
と

い
う

わ
け

で
あ

る

。

こ
の
指
摘

は

、
著
者

の

「非

文
芸

」

の
定
義

を
完
全

に
し

て
ゆ
く
も

の

で
あ

る
と
同

時

に

「
文

芸
」

の
定
義

に

お

い
て
も
重
要

な
柱

と
な

る
も

の

で
あ

る
。
す

な

わ
ち
著
者

は

、

こ
の
よ
う

に
、

何
ら

か

の
制

約

の
も

と
で

、

正

々
堂

々
と
は
語

れ

ぬ
こ
と
を

、
何

と

か
工
夫

を

こ
ら
し

て
表
現

し
、

め

ざ
す
相

手

に
伝
達
す

る

と

い
う

こ
と

こ
そ

、
文

芸

の
本

質

で
あ

る
と
さ

れ

る
か

ら
で
あ

る
。

こ
の
、
工
夫

を

こ
ら
し

て
表

現
す

る

こ
と
を
、

著
者

は

「
言

語

の
ク

ン
ス
ト

(技

術

・
芸
術

)
」

だ
と
呼

ば
れ

る
。

以
上

の
よ
う

な
視

点

に
た

っ
て
、

一
つ

一
つ
の
作

品

を
注
意

深

く
見

つ

め

て

い
か
れ

た
結
果

が

、
以
下

の

一
つ

一
つ
の
論
文

で
あ

る
と
言

っ
て
も

い
い
で
あ
ろ
う

。

中

世
文

芸

の
上

に
常

に
重

く

の
し

か
か

っ
た
仏
教

の
禁
欲

主
義

と

、
そ

れ

に
対
す

る
抵
抗

と

し
て

の
文
芸
ー

著

者

は
、
そ

れ
を

く
り

返
し
我

々

に
説
く

の

み
な

ら
ず

、
そ

の
よ
う

に
見

た
時

、
我

々
が
既

に
知

り

ぬ

い
て

い
る
と
思

っ
た
作

品

の

一
つ

一
つ
に
、
思

い
も

か
け

ぬ
新

し

い
解

釈

が
可

能

に
な

る

こ
と
を
実

証
し

て
み

せ
て
く

れ
る
。

式
子

内
親

王

「花

に
も

の

思

ふ

」
の
歌

が
、

「更

級

日
記
」

と
同
様

に
、
風
流

に
あ

け
く

れ

た
過

去

を

は
じ
ら

う
述
懐

(
そ
れ
も

ま

た
前
述

の
ク

ン
ス
ト

で

は
あ
る

が
)

で
あ

る
こ
と
、

長
明

の
和
歌

の
中

に

、
川
柳

の
そ

れ
と
も

相
通
ず

る
大

胆

な
仏

教

冒
漬

の
精
神

が

ひ
そ

ん
で

い
る

こ
と
、

「平

家
物

語
」

冒
頭

の
有
名

な

一
文

は
単

な
る

「
諸
行

無
常
」

で
は
な
く

、

ひ
そ
か

に
激
し

い
清

盛

(
11
じ

権
力
者

)
批

判
を

こ
め
て

い
る
と

い
う

こ
と
、
更

に
、

「徒

然
草
」

「
方

丈
記
」

、

西
行

の
歌
等

に
見

る
、

「
人
間

ら
し

さ
」

の
主
張

、

ま
た

「徒

然
草

」

の

「
つ
れ
づ

れ
」
は
本

来

、
深
刻

な
意
味

な

ど
持

た
ず
、

た

だ
、

「
手

も
ち

ぶ
さ

た
」

「
退
屈
」

と

い
う
程

度

の
意

味

に
す
ぎ

ぬ

こ
と
ー
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細

か

い
検
討

と
独
塒

の
見

解

に
基

い
て
説

き
あ

か
し

て
ゆ
く

著
者

の
語

り

口
は

、
読

む
者

を

ひ
き

つ
け

て
、

は
な
さ

な

い
で
あ

ろ
う
。

我

々
は
国

文
学
者

と

し

て
、

い
か
に
あ

る

べ
き

か
、
ど

の
よ
う

な
心
を

も

っ
て
古
典

と
接

し

て
ゆ
け

ば

い

い
か

、
に

つ
い
て
語
る

「
あ

る
高
僧

の

逸

話
」

を
も

っ
て
、

こ

の
書

は
し

め
く
く

ら
れ

て

い
る
。

こ

の

一
文
な

ど

は
、
あ

る

い
は
不

要

と

い
う

人

が

い
る

か
も
し

れ

ぬ
。

い
や
、

こ
れ

に
限

ら
ず

、
著
者

が
各

論
文

の
中

で
、

と
も
す

れ

ば
述

べ
ら

れ
る
、
文

献
学
者

へ
の
批
判

を
は

じ
め

と
す

る
、
種

々
の
明
瞭

な
見
解

に

つ
い
て
も
、
言

わ

ず

に
お

い
た
方

が
無
難

だ

っ
た

の
で

は
な

い
か
と
思

わ

れ
る
方

が
必
ず

い

よ
う

。
し

か
し

、
著
者

と

し

て
は
、
ま

さ

に
、
他

の
何

よ
り
も

、
そ

れ
ら

の
見

解
を

こ
そ

、
述

べ
ら

れ

た
か

っ
た

の
で
あ
ろ
う

と
思

う
。

ま

た
、

こ

の
書

の
何

よ
り

の
魅

力
も

、

お
そ
ら

く
は

、
そ

こ
に
あ

る
。
著

者

の
全
人

格

と
思

想
と

が
、
生

の
ま

ま
提

示
さ

れ
、
著

者
自
身

の
論
と

入
り
ま

じ

っ

て

一
体

と
な

っ
て
、
我

々
に
問

い
か

け
、

迫

っ
て
来

る

の
で
あ

る
。

(
昭

和

匹

十

八

年

桜

楓

社

刊

・

二

二

八

負

三

八

○

○

円

〉

◇

学

会

彙

報

▼
講
義
目
目

昭
和
48
年
度
第

一
学
期

(大
学
院
)
国
語
学
特
研

国
語
学
史

(阿
刈
葭

)

(大
学
院
)

全

演
習

国
語
資
料
の
研
究

大
学

院

学

部

学

部

大
学
院

大
学
院

大

学

院

学

部

学

部

大
学
院

大
学
院

大

学

陰

学

部

学

部

大
学
院

大
学
院

大
学

院

学

部

学

部

大
学
院

大
学
院

大

学
院

学

部

学

部

大

学

臨

学

部

国
文
学
特
研

平
安
朝
文
学
研
究
法

演
習

特
講

演
習

特
研

演
習

特
講

演
習

特
研

演
習

演
習

講
義

日
本
文
法
の
諸
問
題

万
葉
集

巻
七

音
韻
論

国
語
学
の
諸
問
題

九
州
諸
方
言
の
系
譜

近
世
語

天
の
網
島

雲
州
消
息

(明
衡
往
来
)

平
安
女
流
文
学
の
基
盤

詞
花
懸
露
集

近
世
文
人
伝
記
研
究

貞
門
俳
譜

近
世
文
学
の
背
景

戯
作

(滑
稽
本
類
)

近
代
詩
研
究

近
代
小
説
作
品
研
究

昭
和
文
学
史
の
諸
問
題

国
語
学
臨
講

韻
学
史
と
国
語
史

九

大

教

養
部

福

岡

女
子
大

東

京

教
育
大

春
日

春
日

春
日

春
日

教
授

教
授

教
授

教
授

奥
村
助
教
授

奥
村
助
教
授

奥
村
助
教
授

奥
村
助
教
授

今
井

教
授

今
井

教
授

今
井

教
授

今
井

教
授

中
野
助
教
授

中
野
助
教
授

中
野
助
教
授

中
野
助
教
授

重
松

教
授

重
松

教
授

重
松

教
授

助
川
助
教
授

馬
渕
助
教
授
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