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【
序
論
】

二
一
世
紀
か
ら
感
受
性
文
化
と
感
情
史
を
辿
る

小
川
公
代

は
じ
め
に
―
―
感
受
性
文
化
と
は
何
か

最
近
、
海
外
で
も
日
本
で
も
、
感
情
史
ブ
ー
ム
、
共
感
ブ
ー
ム
は
凄
ま
じ
い
勢
い
で
広
が
っ
て
い
る
。
感
情
史
ブ
ー
ム
を

牽
引
し
て
き
た
優
れ
た
研
究
は
数
多
く
あ
り
、
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
ヤ
ン
・
プ
ラ
ン
パ
ー
『
感
情
史
の
始
ま
り
』
森
田
直

子
監
訳
（
み
す
ず
書
房
、
二
○
二
○
年
）、
ウ
ー
テ
・
フ
レ
ー
フ
ェ
ル
ト
『
歴
史
の
中
の
感
情
―
―
失
わ
れ
た
名
誉
／
創
ら

れ
た
共
感
』
櫻
井
文
子
訳
（
東
京
外
国
語
大
学
出
版
会
、
二
○
一
八
年
）、
バ
ー
バ
ラ
・
Ｈ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ワ
イ
ン
、
リ
ッ
カ

ル
ド
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ニ
『
感
情
史
と
は
何
か
』
伊
東
剛
史
・
森
田
直
子
・
小
田
原
琳
・
舘
葉
月
訳
（
岩
波
書
店
、
二
○

二
一
年
）、
伊
東
剛
史
・
後
藤
は
る
美
編
著
『
痛
み
と
感
情
の
イ
ギ
リ
ス
史
』（
東
京
外
国
語
大
学
出
版
会
、
二
○
一
七
年
）、

乾
敏
郎
『
感
情
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
―
―
現
代
科
学
で
読
み
解
く
感
情
の
し
く
み
と
障
害
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

○
一
八
年
）
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
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一
般
読
者
に
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
著
書
と
し
て
は
、
ブ
レ
イ
デ
ィ
み
か
こ
『
他
者
の
靴
を
履
く
―
―
ア
ナ
ー
キ
ッ
ク
・

エ
ン
パ
シ
ー
の
す
す
め
』（
文
藝
春
秋
、
二
○
二
一
年
）
や
ポ
ー
ル
・
ブ
ル
ー
ム
『
共
感
論
―
―
社
会
は
い
か
に
判
断
を
誤

る
か
』
高
橋
洋
訳
（
白
楊
社
、
二
○
一
八
年
）
も
あ
る
。
た
だ
し
、
ブ
ル
ー
ム
の
共
感
論
を
手
に
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
一

方
向
か
ら
の
感
情
批
判
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
、
は
た
し
て
こ
れ
ま
で
の
感
情
史
研
究
、
感
受
性
研
究
の
豊
か
な
蓄
積
が
広

く
共
有
さ
れ
て
き
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
「
感
情
労
働
」
と
い
う
、
ま
さ
に
資
本
主
義
的
な
文
脈
で
批
判
的
に
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
概
念
も
人
口
に
膾
炙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
共
感
」
や
「
感
情
」
に
対
し
て
危
機
感
を

持
つ
必
要
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
し
か
し
現
代
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
「
感
情
」
や

「
共
感
」
と
い
う
概
念
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
だ
け
で
切
り
取
ら
れ
て
し
ま
う
風
潮
が
ど
う
し
て
も
あ
る
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。

本
書
の
よ
う
な
論
集
を
刊
行
す
る
意
義
は
、
よ
り
複
雑
で
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
「
感
受
性
文
化
」
と
い
う
も
の
を
歴
史

的
に
丹
念
に
掘
り
起
こ
し
、
言
語
化
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

感
情
や
情
念
な
ど
の
「
感
受
性
」（sensibility

）
は
、
歴
史
的
に
遡
っ
て
も
、
道
徳
哲
学
、
政
治
経
済
学
、
美
学
、
詩
、

文
学
批
評
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（A

dam
 Sm

ith, 1723-1790

）
や

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
（D

avid H
um

e, 1711-1776

） 

な
ど
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
家
ら
の
道
徳
哲
学
や
政
治

経
済
学
の
言
説
を
一
貫
し
て
特
徴
づ
け
る
の
も
、
近
代
市
民
社
会
を
統
制
す
る
原
理
と
し
て
の
理
性
で
は
な
く
、
情
念
や
感

情
を
重
視
す
る
姿
勢
で
あ
る
と
い
う
の
も
予
め
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
八
世
紀
以
降
の
こ
の
よ
う
な
感
受
性
文
化
は
多

様
な
文
化
的
意
味
を
生
み
出
し
て
き
た
。
ロ
マ
ン
ス
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
現
実
離
れ
し
た
空
想
世
界
、
あ
る
い
は
官
能
や

欲
望
な
ど
堕
落
に
繋
が
り
う
る
退
廃
的
な
性
質
や
不
道
徳
性
な
ど
を
指
し
示
す
こ
と
も
あ
る
が
、
他
方
で
、
情
動
が
道
徳
的

判
断
の
動
因
に
も
な
り
う
る
。
感
受
性
の
道
徳
的
役
割
に
つ
い
て
ス
ミ
ス
や
ヒ
ュ
ー
ム
ら
に
先
立
っ
て
主
張
し
た
の
は
ジ
ョ

ン
・
ロ
ッ
ク
の
弟
子
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ア
シ
ュ
リ
ー
゠
ク
ー
パ
ー
、
初
代
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
伯
爵
で
あ
っ
た
。
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一
八
世
紀
の
感
受
性
言
説
は
、
恐
怖
、
怒
り
、
喜
び
、
悲
し
み
と
い
っ
た
具
体
的
な
感
情
（feelings

）
の
み
な
ら
ず
、

他
者
へ
の
共
感
（sym

pathy

）
や
慈
善
の
精
神
（charity

）、
想
像
力
（im

agination

）、
あ
る
い
は
空
想
（fancy

）
の
突
飛

な
世
界
に
い
た
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
が
、
感
受
性
に
注
視
す
る
文
化
の
勃
興
に
よ
り
、
主
に
感
受
性
文
学
を
通
じ
て
人
間

の
非
理
性
の
あ
り
よ
う
が
多
種
多
様
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
両
義
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
感
受
性
と
い
う

性
質
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
、
女
性
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
そ
し
て
、
現
代
に
い
た
っ
て
も
ま
だ
そ
う

で
あ
る
）。
意
図
的
な
合
理
性
、
あ
る
い
は
情
念(passion

）
を
制
御
す
る
明
確
な
主
体
性
が
し
ば
し
ば
男
ら
し
さ
の
特
性

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
の
典
型
例
は
一
八
世
紀
の
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（Im

m
anuel 

K
ant, 1724-1804

）
の
理
性
の
表
象
に
も
表
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
い
か
に
人
間
の
理
性
が
飲
み
食
い
に
対
す
る
欲
望
を
制

御
で
き
る
か
を
、
た
と
え
ば
液
体
を
も
っ
と
飲
み
た
い
と
い
う
渇
望
に
突
き
動
か
さ
れ
た
彼
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
、
男
性

的
な
理
性
の
力
に
よ
っ
て
制
御
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
で
も
こ
の
性
差
を
意
識
す
る
文
化
は
廃
れ
て
い
な

い
。
と
は
い
え
、
一
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
北
米
な
ど
で
感
受
性
文
化
が
勃
興
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
価
値
が
以
前

よ
り
高
め
ら
れ
、
男
性
詩
人
、
あ
る
い
は
男
性
の
芸
術
家
た
ち
で
さ
え
感
受
性
の
豊
か
さ
を
自
由
に
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。感

受
性
を
擁
護
す
る
文
化
の
ル
ー
ツ
を
考
え
る
際
に
思
い
浮
か
ぶ
逸
話
が
あ
る
。
ル
ソ
ー
が
『
エ
ミ
ー
ル
』（
一
七
六
二

年
）
で
紹
介
し
て
い
る
子
ど
も
を
め
ぐ
る
逸
話
で
あ
る
。
泣
い
て
い
た
子
ど
も
が
叩
か
れ
て
、
泣
き
や
ん
だ
。
一
瞬
お
び

え
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、「
そ
の
子
は
、
怒
り
に
喉
を
つ
ま
ら
せ
て
い
た
の
だ
。
息
も
で
き
な
い
く
ら
い

に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
見
て
い
る
と
、
顔
は
紫
色
に
変
わ
っ
た
。
一
瞬
間
の
の
ち
、
は
げ
し
い
叫
び
声
を
あ
げ
た
」（
ル
ソ

ー
、
七
八
）。
ル
ソ
ー
は
こ
の
逸
話
を
挙
げ
、
子
ど
も
に
さ
え
、
正
義
、
不
正
義
の
感
情
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

彼
は
、
乳
母
に
叩
か
れ
た
こ
の
子
ど
も
の
「
恨
み
、
怒
り
、
絶
望
の
あ
ら
ゆ
る
し
る
し
が
、
そ
の
声
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
」
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と
綴
っ
て
い
る
（
同
、
七
八
―
九
）。
パ
ト
リ
ッ
ク
・
コ
ー
ル
マ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
種
類
の
怒
り
の
感
情
こ
そ
が
フ
ラ
ン

ス
革
命
を
起
こ
し
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
要
因
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
ロ
ー
ゼ
ン
ワ
イ
ン
、
一
六
四
）。
他
者
に
不
当

に
扱
わ
れ
た
際
自
ら
の
尊
厳
を
守
る
こ
と
が
「
怒
り
」
の
感
情
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
人

権
の
問
題
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
不
当
に
抑
圧
さ
れ
、
圧
倒
的
な
暴
力
に
よ
っ
て
人
間

の
尊
厳
が
踏
み
に
じ
ら
れ
る
立
場
に
い
る
受
難
者
が
怒
り
の
あ
ま
り
残
忍
な
行
為
を
引
き
起
こ
し
た
と
し
て
も
、
そ
し
て
そ

れ
が
「
最
も
完
全
な
道
徳
的
適
性
に
は
程
遠
い
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
そ
の
行
動
は
あ
る
程
度
ま
で
称
賛
に
価
い
し
、

あ
る
場
合
は
、
そ
の
行
動
は
美
徳
を
有
し
て
い
る
と
す
ら
言
っ
て
い
い
こ
と
が
あ
る
」。
そ
れ
を
「
高
貴
な
、
寛
大
な
報
復

感
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
ス
ミ
ス
で
あ
る）

1
（

（
ス
ミ
ス
、
七
五
）。

こ
の
よ
う
に
一
八
世
紀
に
は
感
受
性
文
化
が
広
く
浸
透
す
る
こ
と
で
、
共
感
、
道
徳
的
感
情
の
重
要
性
が
描
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
他
方
で
、
多
感
な
性
質
の
危
険
性
、
あ
る
い
は
堕
落
に
繋
が
り
う
る
欲
望
な
ど
の
負
の
側
面
な
ど
は
警
戒
さ

れ
た
。
し
か
し
、
他
者
へ
の
共
感
は
、
不
当
な
暴
力
、
権
力
に
よ
る
支
配
、
階
級
間
の
闘
争
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
社
会
的
弱

者
の
苦
し
み
が
源
泉
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
感
受
性
が
市
民
権
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
広
く
共
有
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
人
権
や
慈
善
の
精
神
等
の
言
説
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
社
会
の
あ
り
方
に
作
用
す
る
言
語
態
の
拡
が
り
と
浸
透
が

あ
っ
た
と
い
え
る
。

１　

一
八
世
紀
感
受
性
文
化
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観

ル
ソ
ー
の
よ
う
に
、
人
々
が
怒
り
や
苦
悩
を
実
存
的
に
、
あ
る
い
は
感
受
性
の
言
語
態
を
用
い
て
語
り
は
じ
め
た
の
が
一

八
世
紀
で
あ
っ
た
の
は
、
医
科
学
的
に
も
、
思
想
的
に
も
、
デ
カ
ル
ト
主
義
の
精
神
／
身
体
の
二
元
論
が
次
第
に
一
元
化
さ


