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中
島
敦
「
文
字
禍
」
論
―
―
〈
古
譚
〉
を
記
述
す
る
方
法
―
―

葛
西

ま
り
子

 
中

島
敦

「文

字
禍

」

の
初

出

は

一
九

四

二
年

(昭
和

十

七
年

)

二
月

の

『文

学

界
』

で
あ
り

、
「
山

月
記
」

と

と
も

に
、

「
古

課
」

と
題

さ

れ
て
掲

載

さ
れ

た
。

そ

の
後

の
同
年

七
月

に
出
版

さ

れ
た
処

女
小
説

集

『光

と
風

と
夢

』

(筑
摩
書

房

)

に
は
、
先

の

「
文
字

禍
」

「
山

月
記

」

に
更

に

「
狐

懸
」

「
木

乃
伊

」
の
二
編
を

あ
わ

せ
、
「
古

調
」
と
し

て
収
録

さ

れ

て

い
る
。

 

こ
れ

ま

で
に
、

こ

の
四
編

の

「古

諌
」

を
何

ら

か

の
統

一
性

あ

る

い
は

連
続

性

を
も

っ
た

テ
ク

ス
ト
群

と
し

て
位

置
づ

け

よ
う

と
す

る
試

み
が
な

さ
れ

て
き

て
お
り
、

そ

の
中

で

「
文
字
禍

」

に
も

さ
ま
ざ

ま
な

意
味

づ
け

が
与

え

ら
れ
、

論

じ
ら

れ
て
き

た
。
ま

た
、

「
文
字
禍

」
を

単
独

で
論

じ

よ

う

と
す

る
試

み

に
お

い
て
も
や

は
り
、
中

島
敦

の
他

の
諸

作
品

と

の
関
連

の
中

で
論
じ

ら
れ

る

こ
と
が
多

か

っ
た

。
例

え
ば
戸

塚
安

津
子

は
、
「
作
品

「文

字
禍

」

で
語
り

手

が
読

み
手

に
か
け
た

〈
あ

り

の
ま
ま

の
姿

が
読

み

取

れ
な

い
〉

と

い
う

問
題

は
、

こ

の
作

品

に
お

い
て
強
調

さ

れ
た
題

材

で

あ

る

《
文
字

の
霊
》

の
害

に
通

じ
る
も

の

で
あ

る

こ
と
が

わ

か
る
。

そ

し

て
、
〈
実

体
〉

〈
真
実

〉
〈
あ

り

の
ま
ま

の
姿
〉
が
伝

わ

っ
て

こ
な

い
、

受

け

入

れ
ら

れ
な

い
と

い
う
問

題

は
、
そ

の
ま
ま
作

者
中

島
敦

の
抱

え

る
大

き

な
問
題

で
も
あ

っ
た
と
言

え

る
。
」
と

し
、

「中

島
敦

の
抱

え

る

こ
の
問
題

は
、
「
文

字
禍

」
を
挟

ん

で
初
期

の

「
か
め

れ
お
ん

日
記
」

「
狼

疾
記

」

か

ら
後

期

の

「
悟
浄

出
世

」
ま

で
、
中

島

の
作
家

人
生

を
通

し

て

の
も

の
で

あ

る
。
」

と
敷
術

さ

せ
て

い
る
。

 

ま
た
、
宮

田

一
生

は
、
「
文
字

」
と
題

さ

れ
た

「文

字
禍

」
の
先
行

テ

ク

ス
ト
と
見

ら
れ

る
作
品

と

の
比

較

の
中

で
捉

え
て

い
る
。
宮

田
は
、

野

口

武
彦

の

「
さ
す

が

に
中
島

敦

の
鋭
敏

な
感
覚

は
、

『歴
史

と
は
何

か
』
を

問

う

こ
と

が
、
す

で

に
古

代

オ
リ

エ
ン
ト

の
時
代

か

ら
、
人

間

に
と

っ
て
永

遠

の
大
問

題

で
あ

る
こ
と
を

見
逃

さ
な

か

っ
た
」

と

い
う

「
文

字
禍

」

に

つ

い
て

の
指
摘

を
受

け
、

「
野

口
氏

は

「
若

い
歴
史
家

」

「
イ

シ

ュ
デ

ィ

・

ナ
ブ

」

の
言
葉

に
注

目
し

た
よ
う

だ
」

と
判
断

し

て

い
る
。

そ
し

て
、

テ

ク

ス
ト

に

お
け
る

「
イ

シ

ュ
デ

ィ

・
ナ
ブ

」

の

「
歴

史

と
は
、

昔

、
在

つ

た
事

柄

を

い
ふ

の
で
あ
ら
う

か

?
 

そ

れ

と
も
、
粘

土
板

の
文

字

を

い
ふ

の
で
あ

ら
う

か
?
」

と

い
う

言
葉

を
引

用
し

つ
つ
、

次

の
よ
う

に
論

じ

て

い
る
。野

口
氏

は
お

そ
ら
く
中

島
敦

の
歴
史

に
対

す

る
自
覚

的

な
意

識
感

覚

に
対

し

て
賞
賛

の
言
葉

を
送

っ
た

の

で
あ
り
、

『文
字

禍

』
の
世
界

そ

の
も

の
に
対

し
て

で
は
あ

る
ま

い
。

(中

略
)

た
だ
、

現

在

、

『文

字

禍
』

の
草

稿

と
し

て
残

さ

れ

て
い
る

『文

字
』

で
は
、

歴
史
家

の
ナ
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ブ

、

エ
リ

バ
博
士

に
加

え

て
王
室

天
文
台

長
ナ
ブ

・
イ
ク
ビ

の
三
者

の
鼎
談

と

い
う
形

式

を
と
り

な
が

ら
、
歴
史

論
議

が
続

い
て

い
る
。

し
た

が

っ
て

『文

字
』

は
文

字

の
霊

の
存

在

の
有

無

と

い
う

点
が
中

心

で
は
な

く
、

む
し

ろ
、
歴

史
論
議

を
中

・10
と
し

た
作
品

と
言

え
、

野

口
氏

の
指

摘

は
、

む
し

ろ

『文
字

』

に
対
し

て
与

え
ら

れ
る

べ
き

で
あ

り
、

『
文
字
禍

』

に
は
さ
ほ

ど
有
効

で
あ

る
と

は
言

え
な

い
。

 

そ

し

て
、

「
『文

字
禍

』

は

「
分

析
病
」

と

い
う
中
島

の
作

品

に
し
ば

し

ば

見

ら
れ

る
常

套
的
問

題

へ
と
変

質

し
て
し

ま

っ
た
。
」
と
、
や

は
り

「
分

析

病
」

と

い
う

コ
ン
テ
ク

ス
ト

に
回
収

し

「
文
字

禍

」
を
捉

え

て

い
る
。

こ

の
よ
う

に
、

「
分
解
癖

」

「
分
析

病
」

と

い
う

モ
チ
ー

フ

に
焦
点

化

し

て

「
文
字

禍
」

を
捉

え

る

こ
と
は
、

中
島
敦

と

い
う
作
者

の

コ
ン
テ
ク

ス
ト

を
参

照
し

た
時

に
は
有

効

か
も

し
れ
な

い
。

し

か
し
、

「文

字
禍

」
の
テ

ク

ス
ト
そ

の
も

の
を
見

て

い
く
と
、

こ
う

し
た

「
分
解
癖

」

「
分
析

病
」
に

は

収

ま
る

こ
と

の
で
き

な

い
部

分

が
大

き

い
よ

う

に
思

わ

れ
る
。

本
論

で

は

「
文
字

禍
」

の
テ

ク

ス
ト

を
外
部

情
報

を

ひ
と
ま
ず

措

い
て
捉

え
、
特

に

「
ア

ッ
シ
リ
ヤ

」
と

い
う
時

間

に
属

す
る
物
語

が

ど

の
よ
う

に
語
り

/
記

述

さ
れ

て

い
る

の
か
、

と

い
う
点

に
着

目
し

て
分
析

す

る
。

そ
し

て
、

そ

の
語

り
/
記

述

す

る
方

法

の
特
徴

を
探

る

こ
と

で
、
〈
古
讃

〉
と

し

て
の
「
文

字
禍
」

と

は
何

か
、

と

い
う

こ
と
を
考

え

る
端
緒

と
し

た

い
と
思
う

。

 

、

1

「
ア

ッ
シ
リ
ヤ
」

の
パ

ラ
ダ
イ

ム

 

テ
ク

ス
ト

の
冒
頭

に
お

い
て
は
、
「文

字

の
霊

な
ど
と

い
ふ
も

の
が
、

一

体
、

あ

る
も

の
か
、

ど
う

か
。
」
と

い
う
問

い
か

け
が
ま
ず

示

さ
れ

る
。

こ

の
問

い
は

一
見

、

「霊

」
と

い
う

非
日
常

的

な
も

の
が
存

在
す

る

の
か
ど

う

か
、

と

読
者

に
問

い
掛

け

て

い
る
よ
う

に
考

え
ら

れ

る
。

し

か

し
、

こ

の

問

い
か
け

の
役

割

は
そ

れ
だ

け
で

は
終

わ

ら
な

い
。
続

く
段

落

に
お

い
て
、

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
人

は
無
数

の
精

霊
を
知

つ
て

ゐ
る
。
夜
、

闇

の
中

を

跳
梁

す
る

リ

ル
、

そ

の
雌

の
リ
リ

ツ
、
疫

病
を

ふ
り
撒

く

ナ
ム
タ

ル
、
死

者

の

霊

エ
テ

ィ
ン
ム
、

誘
拐
者

ラ
バ

ス
等

、
数

知
れ

ぬ
悪
霊

共
が

ア

ッ
シ
リ

ヤ

の
空

に
充

ち
満

ち
て

ゐ
る
。
」

と
、

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
人
」

が

「
霊
」

そ

の
も

の

の
存

在
を
自

明

の
も

の

と
し

て

い
る

こ
と
が
示

さ

れ
る

の

で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な

「
ア

ッ

シ
リ

ヤ
人
」
も
ま

た
、

「
し

か
し
、
文
字

の
精

霊

に
就

い

て
は
、

ま
だ

誰
も

聞

い
た

こ
と
が

な

い
。
」

の
で
あ
り

、
「
霊

」

の
存

在
を

自

明

で
あ

る
と
考

え

て

い
る

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
人
」

に
と

っ
て
も
、

冒
頭

の

問

い
か
け

は
意
味

を
成

す
も

の
で
あ

っ
た
こ

と
が
分

か
る
。

 

こ

こ
で

の

「
ア

ッ
シ
リ
ヤ
人

」
に

つ
い
て
は
、

以
降

の
記
述

か
ら
、

「
ア

シ

ュ
ル

・
バ

ニ

・
ア

パ

ル
大

王

の
治

世
第

二
十
年

目

の
頃
」

に

「
ア

ッ
シ

リ
ヤ
」

の

「
ニ
ネ
ゴ
」
」

に
住

む
人

々

で
あ

る
こ
と
が

分

か
る
。

「
霊

」

の

存

在

を
認

め

る
彼

ら

が
、

「霊

」
に

つ
い
て
ど

の
よ
う

に
考

え

る

の
か
が
次

に
記

さ
れ

る
。
そ
れ

に
よ

れ
ば
、
「
夜
、
闇

の
中

を
跳

梁
す

る

リ

ル
、
そ

の

雌

の
リ
リ

ツ
」

と
は
、

こ
れ
は
ど

の
よ
う

な
性

質

の
も

の
か
全

く

わ
か

ら

な

い
も

の
の
、

「夜

」

「
闇
」

と

い
う
、

人
間

の
認
識

の
届

き

に
く

い
現
象

に
ま

つ
わ

る

「霊

」

な

の
だ
ろ
う

と
考

え
ら

れ
る
。

さ
ら

に
後

の

「
疫
病

を

ふ
り
撒

く

ナ
ム
タ

ル
、

死
者

の
霊

エ
テ

ィ
ン

ム
、

誘
拐
者

ラ

バ
ス
等
」

と

い

っ
た
例

を
考

え
合

わ

せ
る

に
、

「霊

」
と

は
、
人

間

の
力

や
人
知

の
及

ば
な

い
現
象

に

つ
い
て
説

明
を

つ
け

る
た
め

の

〈
物

語
〉

で
あ

る

と
思

わ

れ

る
。
「
疫

病
」

と

い
う
人

間

の
太

刀
打

ち

で
き
な

い
現
象

や

、

「
死
者

」

と

い
う
想

像

す
る
し

か
な

い
存
在

、

ま
た
霊

に
よ

る

「
誘
拐

」

と

い
う

の

も

お
そ

ら
く
神

隠

し
な
ど

に
対

す
る
説

明

で
あ

ろ
う
。

こ
う

し
た

「
霊

」
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の
延

長
線

上

に

に
、
後

の

「
死
神

エ
レ
シ

ュ
キ

ガ

ル
」
も
浮

か
ん

で
く

る
。

「
神

」

と

い
う

名
称

に

こ
そ

「
霊

」
と

の
差
異
化

が

見
ら

れ

る
が
、

人
間

の
範

疇
を

超

え
る
現
象

を
超

人
格

化
し
、

そ

れ

に
命
名

す

る

と

い
う

行
為

は
、
「
霊

」

の
場
合

と
同
様

で
あ

る
と
言

え

る
。

 

こ
う

し

て
人

間

の
枠

外

に
形
成

さ
れ

る

「
霊

」
と

い
う
存

在

は
し

か
し
、

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」

に
お

い
て
は
、

生
物

と
同

じ

ル
ー

ル
を

適
用

し

て
考

え

ら

れ

て

い
る
。

そ

れ
は
例

え
ば
、

「
夜
、

闇

の
中

を

跳
梁

す
る
」
と

い
う
性

質

を
持

っ
た

「
霊
」

に
、
雄

と
雌

の
区
別

が

な
さ

れ
て

い
る

と

い
う

こ

と

に
現

れ
て

い
る
だ

ろ
う
。

ま
た
、

「
ア

シ

ュ
ル

・
バ

ニ

・
ア
パ

ル
大
王

」

が

病

に
伏

し
た
折

に
、

「
侍
医
」
が

「
大
王

」
の
衣

裳
を

ま

と

っ
て

「
死

神

エ

レ
シ

ュ
キ
ガ

ル

の
眼

を
欺
」
こ
う

と
し

た

の
も
、

「
死
神
」
に
人

間
等

の
生

物

と
同

じ
よ
う

に

「
眼
」

が
あ

る
と
考

え

て
の
行
為

で
あ

る
。

 

こ

の
よ
う

な

「霊

」
を
生

成

す
る
思
考

方
法

自
体

は

と
り

た
て

て
珍

し

い
も

の
で
は

な

い
で
あ

ろ
う
。

た
だ
、

こ

こ
で
は

「
ア

ッ
シ
リ
ヤ
人

」

ら

が

「
霊
」
に
ま

つ
わ
る
物
語

を
共
有

し

て

い
る
こ

と

に
見

ら
れ

る
よ

う
な
、

あ

る

一
定

の
物

の
見
方

・
考

え
方

 

 
言
う

な
れ
ば

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」

の

パ
ラ
ダ

イ

ム
と

で
も
呼

ぶ

べ
き

も

の
が
、

こ
の

テ
ク

ス
ト
内

の
物
語

現
在

に
お

い
て
存
在

し

て

い
る

こ
と
を

確
認

し

て
お
け
ば

よ

い
で
あ

ろ
う

。

 

そ

の
よ
う

な

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」
の
パ

ラ
ダ

イ
ム

は
、
「
毎

夜
、

図
書

館

の

闇

の
中

で
、

ひ
そ

く

と
怪

し

い
話
し

声
が

す

る
」

と

い
う
、

説
明

の

つ

か
な

い
現
象

も
ま

た
、
同
じ

よ
う

に
そ

の
パ

ラ
ダ

イ
ム

に
回
収

し

て

い
く
。

闇

の
中

か
ら
声

が
聞

こ
え

る
と

い
う
不

可
思
議

な
現

象

は

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ

人
」

に
と

っ
て
人
間

の
範

疇
を
超

え

た
も

の
で
あ

る

と
認
定

す

る
し

か
な

い
の
で
、
「
文

字

の
霊

」
と

い
う
存

在

を
措
定

す

る

に
至

る

の
で
あ

る
。

ま

た
そ

の
際

に
、
「
最
近

に
王

の
前

で
処
刑

さ

れ
た

バ
ビ

ロ
ン
か
ら

の
俘

囚
共

の
死
霊

の
声

だ
ら

う

と

い
ふ
者

も
あ

つ
た

が
、

そ
れ

が
本
当

で
な

い
こ

と

は
誰

に
も
判

る
。

千

に
余

る
バ
ビ

ロ
ン
の
俘

囚

は
悉

く
舌

を
抜

い
て
殺

さ

れ
、

そ

の
舌

を
集

め

た
所
、
小

さ

な
築
山

が
出

来

た

の
は
、
誰

知

ら

ぬ
者

の
な

い
事
実

で
あ

る
。

舌

の
無

い
死
霊

に
、

し

ゃ
べ
れ

る
訳

が
な

い
。
」
と

の
推

定
が

な

さ
れ
て

い
る
が
、

こ
こ

で
も
や

は
り
、

「
死
霊

」
で
あ

っ
て
も

声
を
出

す

た
め

に
は
舌

が
必
要

で
あ
る

と

い
う

、

「霊

」
を
生

物

の
ル
ー

ル

に
沿

っ
た
存
在

と

し

て
考

え
よ

う

と
す

る
思

考

が

あ

る
。

「
ア

ッ

シ
リ

ヤ

人
」

は

「
文
字

の
霊
」

を
措
定

す

る
た

め

に
、

こ
れ
ま

で
と
同

じ

「
霊

」

認
定

の
プ

ロ
セ
ス
を
踏

ん

で

い
る

の

で
あ

る
。

2

、

ナ

ブ

・
ア

へ

・

エ
リ

バ

の

〈
物

語

〉

 

そ
う
し

た
措
定

を
引

き
受

け

て
ナ
ブ

・
ア

へ
・
エ
リ

バ
が

「
文
字

の
霊

」

を

「
研
究

」

し
は
じ

め
る
。

こ
の
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
も
当

然

な
が

ら

こ
れ
ま

で

に
確
認

し

た
よ
う

な

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
の
中

で

生

き

て
い
る

の
だ
が
、

し

か
し
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
が
文
字

の
研
究

の

た

め

に
、

文
字

そ

の
も

の
を
見

つ
め

る
と

い
う
行
動

に
出

た

と
き

に
、

そ

こ
に
ず

れ
が
生

じ
は

じ
め

る
。

こ
こ

で
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
が
行

う

研

究

と
は
、

そ

れ
ま

で
は
自

明

で
あ

っ
た
も

の
を
改

め

て
見

つ
め
な

お
す

と

い
う
作
業

と
な

っ
て

い
る
。

そ

の
ま
ま

で
は

「
文
字

の
霊

」

に

つ
い
て
、

書
物

の
中

に
何

ら

の
示
唆

を
得

る
こ
と

も
出

来
な

か

っ
た
ナ
ブ

・
ア

へ

・

エ
リ

バ
は
、

「
ア

シ

ュ
ル

・
バ

ニ
・
ア

パ

ル
大

王
」

に
報

告
す

る

こ
と
が

か

な

わ
な

い
だ

ろ
う
。

そ

の
た
め
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
は

「文

字

の
霊

」

を
何

と
し

て
も
見
出

さ

ね
ば
な

ら
ず
、

そ

れ
ま

で
は
尋

常
な

現
象

で
あ

っ

た

は
ず

の
文
字

に
異
常

な

現
象

を
見
出

し

て

い
こ
う

と
す

る

の
で
あ

る
。
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一
つ
の
文
字

を
長

く
見

詰
め

て
ゐ

る
中

に
、
何

時
し

か
其

の
文
字

が

解

体

し

て
、
意
味

の
無

い

一
つ

一
つ
の
線

の
交

錯

と
し

か
見
え

な
く

な

つ
て
来

る
。
単

な

る
線

の
集
り

が
、
何
故

、

さ
う

い
ふ
音

と

さ
う

い
ふ
意
味

と
を
有

つ
こ
と
が

出
来

る

の
か
、
ど

う

し
て
も
解

ら

な
く

な

つ
て
来

る
。
老

儒

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ
バ

は
、
生

れ

て
初

め

て
此

の
不

思
議

な
事
実

を

発
見

し
て
、
驚

い
た
。
今

迄
七
十

年

の
間
当

然

と
思

つ
て
看

過

し

て
ゐ
た

こ
と
が
、

決

し
て
当

然

で
も
必
然

で
も
な

い
。

彼

は
眼

か
ら
鱗

の
落

ち
た
思

が
し

た
。

 
凝
視

に
よ

っ
て
得

ら
れ

た
真
実

と
は
、

文
字

は
た

だ

の
線

の
交

錯

で
あ

る

と

い
う

こ
と

で
あ

り
、

そ

こ
に
意

味
が

付
与

さ
れ

て

「文

字
」

と

し

て

扱

わ

れ

る

と

い
う
奇

妙

な

現

象

こ
そ
、

文

字

の
霊

の
所

業

で

あ

る

と
ナ

ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
は
考

え
る
。

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ

に
よ

っ
て
示

さ

れ

た

の
は
、
あ

る
記
号

表

現

に
特

定

の
記

号
内

容
が

結
び

つ
い
て
記

号

と

な

る
と

い
う
、

ソ

シ

ュ
ー

ル
的
な

記
号

と
し

て

の
文

中

の
性

質

で
あ

る
。

そ

こ

に
書

か
れ

た
文
字

が
、

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」
で
流

通

し

て

い
る

記
号

で
あ

る
以

上
、

そ

こ

に

一
定

の
意

味
が

託
さ

れ
る

こ
と

は
、

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
人
」

に
と

っ
て
は
何

ら

の
不
思
議

も
な

い
は
ず

の
現
象

で
あ

ろ
う

。

ナ
ブ

・
ア

へ
・
エ
リ

バ
は
、

「
文
字

の
霊

」

の
研
究

と

い
う

目
的

の
た
め

に
、
あ

え

て

不
思
議

な

現
象

を
自

ら
見
出

し

て
し
ま

っ
て
い
る

の
で
あ

り
、

そ

の
意

味

で
は

「
文
字

の
霊

」
が

先

に
措

定

さ
れ

て

い
る
の
だ

と
言

え
る
。

つ
ま
り
、

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
は

「
文
字

の
霊
」

の
研
究

と

い
う

目
的

を
持

っ
た

と

き

に
、

先

に

「
霊

」

の
存
在

を
措
定

し
、

そ

こ
に
は

不
思
議

な
現

象

を

予

期
し
見

出

し
て

い
く

と

い
う
方

法
を

と

っ
た

の
で
あ

り
、
そ

れ
は

「
ア

ッ

シ
リ

ヤ
」
の
パ

ラ
ダ

イ

ム
と
は
全

く
逆

の
思
考

方
法

で
あ
る
。

「
ア

ッ

シ
リ

ヤ
」
の
パ

ラ
ダ

イ

ム

に
お

い
て
は
、
「
霊

」
と
は
不

思
議

な
現

象

を
説

明
す

る

た
め

に
存

在

す
る

の
で
あ

り
、
不

思
議

な
現
象

を
後

付

け

で
見

つ
け

よ

う

と
す
る

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ

は
そ
う

し
た

「
ア

ッ

シ
リ
ヤ

」

に
お

け

る

「
霊
」

の

〈
物

語
〉

か
ら
逸

脱

し
よ
う

と
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

 

ま
た
、
先

に
触

れ

た
よ
う

に
、
記
号

と

し

て
の
文
字

を

「
単

な

る
線

の

集

り

」
と

し

て
捉

え

て
し
ま

っ
た

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
は
、

そ

の
意
味

で
も

「
ア

ッ
シ
リ
ヤ
」

の
パ

ラ
ダ

イ
ム

か
ら

は
ず

れ

て

い
く

。

ナ
ブ

・
ア

へ
・
エ
リ

バ
は

「最

近

に
文
字

を
覚

え
た
人

々
」

が
文
字

を
覚

え
る

以
前
、

つ
ま
り
文
字

の
霊

の
影
響

を
受

け

る
以
前

と
比

べ
て
ど
う
変

化

し

た

か
を

調
査

し
、

こ
れ

に
よ

っ
て
文
字

の
霊

の
人
間

に
対

す

る
作
用

を

明
ら

か

に

し

よ
う
と

す
る

の
だ
が
、
そ

の
調
査
結

果

は
、
以
下

の
よ
う

な
も

の
で
あ

っ

た
。

「
文
字

ノ
精

ガ
人
間

ノ
眼
ヲ
喰

ピ

ア
ラ

ス

コ
ト
、

猶
、

蛆

轟

ガ
胡
桃

ノ
固

キ
殻

ヲ
穿

チ
テ
、
中

ノ
実

ヲ
巧

二
喰

ヒ

ツ
ク

ス
ガ
如

シ
」

「
文
字

ノ
精

ハ
人
間

ノ
鼻

・
咽

喉

・
腹
等

ヲ

モ
犯

ス

モ
ノ
ノ
如

シ
」

「
文
字

ノ
害

タ

ル
、
人
間

ノ
頭

脳

ヲ
犯

シ
、
精
神

ヲ
麻

痺

セ

シ

ム
ル

ニ
至

ツ

テ
、

ス
ナ

ハ
チ
極

マ
ル
」

 
最

後

の
結

論

め

い
た

一
文

を
導

き

出

し

て

い
る
前

二

つ

の
調
査

結

果

は
、
文

字

の
記
号

と

し
て

の
作

用

で
は
な

く
、
そ

の
記

号

と

い
う
実

体

が
、

粘

土
板

に
書

か
れ
た

も

の
で
あ

る
た
め

に
起

こ
る
現

象

で
あ

る
。
「
ア

ッ
シ

リ

ヤ
」

で
使

わ
れ

て

い
る

の
は
模

形
文
字

で
あ
り
、

粘
土
板

に
模

形

の
模
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様

を
刻

み
付

け

て
綴

っ
て

い
く

も

の
で
あ

る
。
文

字

を
読

み
書

き

す
る

こ

と

に
よ

っ
て
、

「
眼

」
は

と
も

か
く

と
し

て
も

「鼻

・
咽
喉

・
腹

等

」

に
害

が

あ

る
と

い
う

の
は
、
粘

土
板

と

い
う
物
質

を
取

り
扱

う
上

で

の
人

体

へ

の
影
響

で
あ

る

と
も
考

え
ら

れ
る
だ

ろ
う
。

そ
う

し

て
記
述

さ
れ

る
文
字

は
、

凹
凸

に
よ

っ
て
空
間

を
占
有

す

る

こ
と

で
浮

か
び

上

が
る
記
号

で
あ

り
、

ま
た
粘

土
板

と

い
う
媒
体

そ

れ
自

体

の
外

見
も

あ
り
、

紙

に
書

か
れ

た
文
字

よ
り

も

は
る

か
に
物
質

的

な
文
字

で
あ

る

と
言
え

よ
う
。

い
ず

れ

に
せ

よ
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
の
考
察

に
お

い
て
も
、

最
後

に
は

そ

の
主

体

が

「
文
字

ノ
精
」

で

は
な
く

「
文
字

」

と
摩

り
替

わ

っ
て

い
る
こ
と

か

ら
も
、

こ
れ

ら

の
現

象

は
厳
密

に
は

「
文
字

の
霊

」

に
よ

る
作
用

と
は
言

い
が

た
く
、
文

字

そ

の
も

の
に
よ

る
作
用

で
あ

る

と
考

え

ら
れ

る
。
し

か

し
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
は

こ
れ

ら
を

「
文
字

の
霊

」

に
よ
る
現

象
だ

と

し

て
し
ま
う
。

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
に
と

っ
て

の
文
字

と
は
、

記
号

と

し

て
の
文
字

か

ら
、

記
号

で
は
な

い
文
字

、
言

っ
て
み

れ
ば

物
質

と
し

て

の
文
字

へ
と
ず

れ
て

い
く

の
で
あ

る
。

 

し

か
し

そ
れ

は
、

誰

に
も
共

有

さ
れ
得

な

い

〈
物

語
〉

で
あ

る
。
先

に

確

認

し
た

よ
う

に
、
「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」
の
人

々
は
、
文

字
を

記
号

と
し

て

の

み
ま

な
ざ
し

て

い
る
。
文

字

が
記
号

と

し
て

し
か
認

識

さ
れ

て

い
な

い
以

上
、
文
字

が
物

質

で
あ

る
こ

と

に
は
着

目

さ
れ
ず

、
「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」
の
人

々

に
と

っ
て
は
、
文
字

は
そ

の
記

号
内

容

と

の

つ
な

が
り

の
中

で
し
か
捉

え

ら

れ
て

い
な

い
の
で
あ

る
。
粘

土
板

に
刻

ま

れ
る
模

形
文

字

は
確

か
に
、

紙

に
書

か
れ
る
文
字

よ

り
も

は

る
か

に
物

質
的

で
あ
り
、

そ

の
こ
と

は
例

え
ば

「
書
物

狂

の
老

人

」
が
粘

土

板
を
砕

い
て

口

に
す

る

こ
と
を
可
能

に

し

て

い
る
。

し

か
し
、

「
書
物

狂

の
老

人
」
が

そ

の
よ
う

な
行
為

に
至

る

の

は
、

そ

れ
が

「
ギ

ル
ガ

メ
シ

ュ
伝

説

の
最
古

版

の
粘

土
板

」

で
あ
れ
ば

こ

そ
で
あ

る
。

「
書
物

狂

の
老

人
」
は

「
粘
土

板
」
を

「書

物
」

と
し

て
見
な

し

て

い
る
の

で
あ

り
、

言

い
か
え
れ
ば

そ

れ
は
文
字

を
た

だ

の
線

の
集

ま

り

で
は
な

く
意
味

を
持

つ
記
号

と
見

な
し

て

い
る
た
め
な

の

で
あ

る
。

こ

う
し

た

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」

の
文
字

を

た
だ

の
物
質

で
は
な

く
記

号

と
し

て

見
な

す

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」

の
パ
ラ
ダ

イ

ム
か
ら
も

、
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
は
ず

れ
て
行

く

の
で
あ

る
。

 
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ

の

「
文
字

の
霊

」

に
関

す

る
認
識

は

「
ア

ッ
シ

リ

ヤ
」

の
パ

ラ
ダ

イ

ム

か
ら
外

れ

て
お
り

、
ま

た
そ

こ
で
ま

な
ざ

さ
れ

て

い
る
文
字

そ
れ
自

体

も

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」

の
記
号

と
し

て

の
文

字

と

は
離

れ
、

物
質

と
し

て

の
文
字

と

な

っ
て
し
ま

っ
た
。

で
あ

る
以

上
、

ナ
ブ

・

ア

へ
・
エ
リ

バ
が
作

り
出

し
た

「
文
字

の
霊
」
に
関
す

る

〈物

語

〉
を

「
ア

ッ

シ
リ
ヤ
」

の
人

々
が

共
有

す

る

こ
と
は
不

可
能

な

の
で
あ
る

。

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
は
自
分

の
作

り
出

し

た
文
字

の
霊

の

〈
物
語

〉

が

「
ア

ッ

シ

リ

ヤ
」

で
は
共

有

さ
れ
得

な

い
こ
と

に
気

づ

か
ぬ
ま

ま

に

「
ア

シ

ュ
ル

・

バ

ニ
・
ア
パ

ル
大
王

」

に
報
告

し
、

「
い
た
く
大

王

の
御
機

嫌

を
損

じ
」

て

し

ま
う
。

そ

し

て
、

つ

い
に
は
地
震

に
よ
り
崩

れ
落

ち
る

「
移

し

い
書

籍

が
 

 
数

百
枚

の
重

い
粘

土
板

が
、

文
字

共

の
凄

ま

じ

い
呪

の
声

と
共

に

此

の
諜
諦

者

の
上

に
落

ち

か

〉
り
、

彼

は
無
悪

に
も

圧
死
し

た
」

と

い
う

カ
タ

ス
ト

ロ
フ
が
訪

れ

る
。

記
号

で
あ

る
文
字

が
、

た
だ

の
物
質

と

し

て

の
文

字

と
な

っ
た

こ
と

に

よ

っ
て
、
「
書

籍
」
は
も

は
や
た
だ

の
重

量

あ
る

「粘

土
板

」

と
し

て
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
に
落

ち
か

か

っ
て
来

た

の

で

あ

る
。

あ

る
意

味

で
は
確

か

に
、

ナ
ブ

・
ア

へ
・
エ
リ
バ
は

「
文
字

の
霊

」

に
よ

っ
て
命

を
落

と
し

た

の
だ

と
言

え
る
だ

ろ
う
。

「
ア

ッ

シ
リ
ヤ
」
の

パ

ラ
ダ

イ
ム

か
ら
離

れ

た
物
質

と

し
て

の
文
字

こ
そ
が

、
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
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リ

バ
の

「
文
字

の
霊

」

を
作

り
出
し

た

の
だ

と
言
え

る

か
ら

で
あ

る
。

 

こ
う

し

て
、

「
ア

ッ
シ
リ
ヤ
」
の
パ
ラ
ダ

イ

ム
か
ら
外

れ

て
し

ま

っ
た
と

こ
ろ

に
起

き
た
カ

タ

ス
ト

ロ
フ
が

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ

の

〈
物

語
〉

で

あ
り
、

テ

ク

ス
ト
の
名

と
も

な

っ
て

い
る
よ
う

な

「
文
字
禍

」

と
言

う

べ

き
物
語

で
あ

る
と

一
先
ず

は
言

え

る
だ

ろ
う
。

3
、
記
述
と

い
う

行
為

 
し

か
し
、

「
文
字
禍

」
と

い
う

テ
ク

ス
ト
を
分
析

す

る
た

め

に
は
、

こ
れ

ま

で
見

て
き
た
よ

う
な

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ

の

〈
物

語

〉
を
包

含

す
る

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」
に
お
け

る
物
語

の
析

出

だ
け

で
は
事

足

り
な

い
だ

ろ
う
。

す
な

わ
ち
、

こ

の
テ
ク

ス
ト

が

「
古

調
」

と

い
う
枠

の
中

で
語

ら
れ

て

い

る

こ
と

の
意
味

と
、

そ

れ

に
よ

っ
て
テ

ク

ス
ト
が
ど

の
よ

う

に
影

響

を
受

け
た

の
か
を

分
析

し
、

そ
れ

を

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」

で
の
物
語

に
重

ね
合

わ

せ

る
と

い
う
作

業

が
必
要

な

の

で
あ

る
。

そ

こ
で
、

ま
ず

は

こ
の

テ
ク

ス

ト

の

「
古
課

」

と
し

て
の
性

質

に

つ
い
て
見

て

い
き
た

い
。

 

こ
の
物
語

を
物
語

る
主

体

が

「
文
字

禍

」
を

「古

(
い
に
し
え

)
」
の

「
調

(
は
な
し
)
」
と
見

な
し

て
語

り
/
記

述

す
る
時

、

そ

の
主

体

は
ど

の
よ
う

な
時
間

に
存
在

し

て

い
る

の
か
、

ま
た

ど

の
よ
う
な

時
間

の
読
者

に
対

し

て
語

り

か
け
て

い
る

の
か
、

と

い
う

こ
と
を
考

え

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。
ま

ず
、
「古

」
と
は
、

一
体

ど

の
程

度

は
な
れ

た
時

間
を
指

す

の

で
あ

ろ
う

か
。

お

そ
ら
く
、

時
間

の
量
的

な
差

異

は
問
題

と

は
な
ら

な

い
だ

ろ
う
。

そ

の

物
語

を
語

り
/

記
述

す

る
主
体

が
物

語
内

容

を

「
古

」

の
も

の
と
し

て
認

識

し
、
且

つ
そ

の
よ
う

に
明

示

し
、
そ

し

て
ま
た

そ
れ

を
読

む
者
が

そ

れ

を

「古

」
の
も

の
と

し

て
認

識

し

て
は
じ

め

て
、

「
古
課

」
と

い
う
名

を
冠

さ
れ

た

テ
ク

ス
ト
は
成

立

す
る
。

逆

に
言

え
ば
、
例

え

テ
ク

ス
ト
が
時

間

的

に
過
去

の
も

の
と

な
る
物

語
内

容
を

持

っ
て

い
た
と

し
て

も
、

語

り
/

記
述

す

る
主

体

が

そ

の
時

間

と
共

時

的

な
存

在

と

し

て
物

語

る

の
な

ら

ば
、

そ

れ
は

「
古

謂
」
た
り

え
な

い
だ

ろ
う
。

「
文
字
禍

」
と

い
う

テ
ク

ス

ト
が

「
古

謳
」

と

い
う
枠
内

に
組

み
入
れ

ら
れ

る

の
は
、

そ

の
物

語
内

容

に
お

い
て

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」
、

も
う
少

し
詳

し
く

言
え
ば

「
ア

シ

ュ
ル
・
バ

ニ

・
ア

パ

ル
大

王

の
治
世

第

二
十

年

目

の
頃

」

と

い
う
舞

台

設
定

が

な
さ

れ

て

い
る
か
ら

、

と

い
う

理
由

だ

け
で
は

な

い
。

そ

の
よ
う

な
物

語

の
時

間

を
過
去

の
も

の
と
し

て
ま
な

ざ
し

そ
れ

を
語

り
、
更

に
ま

た

こ

の
テ
ク

ス
ト

に
お

い
て
よ
り
重

要

な

の
は
、

そ
れ

を
文
字

と
し

て
記

述
す

る
主

体

が

テ
ク

ス
ト
内

に
明
確

に
示

さ
れ

て

い
る

と

い
う

こ
と
の
た

め

な

の
で
あ

る
。

 

ア

ッ
シ
リ

ヤ
、
あ

る

い
は

ア

ッ
シ
リ

ア
と
は
、

紀
元
前

六

〇
〇

〇
年

頃

に
起

源

を
持

ち
、
前

六
〇

九
年

に
滅

亡
し

た
、
古

代

オ
リ

エ
ン
ト
最
初

の

世

界
帝

国
を
築

い
た
国
家

の
名

で
あ

る
。

ア

ッ

シ

ュ
ー

ル
バ

ニ
パ

ル
王

の

在
位

は
紀

元
前

六

六
八
年

か

ら
六

二
七
年

と

さ
れ

て

い
る
。

よ

っ
て
、

こ

の
テ

ク
ス
ト

に
お

い
て
示
さ

れ
る

「
ア

シ

ュ
ル

・
バ

ニ

・
ア
パ

ル
大

王

の

治

世
第

二
十
年

目

の
頃
」

と

い
う
時

間
設

定

か
ら
、
物

語

の
現
在

は
紀

元

前

六

四
八
年
頃

で
あ

る

と
推
定

で

き
る
。

そ
し

て
、

「
問
題

の
図

書
館

」
に

対

し
、

「
(そ

れ
は
、

其

の
後

二
百
年

に
し
て
地

下

に
埋

没

し
、
更

に
後

二

千

三
百
年

に
し

て
偶

然
発

掘

さ
れ

る
運
命

を
も

つ
も

の
で
あ

る

が
)
」
と
あ

た
え
ら

れ

る
注
釈

は
、

西
暦

}
八

四

二
年

に

フ
ラ

ン
ス
人

の
ボ

ッ
タ
が

ニ

ネ

ベ
で
、

そ
し

て

一
八
四
五
年

に
イ
ギ

リ

ス
人

の
レ
ヤ
ー
ド

が

ニ
ム

ル
ド

で
発
掘

を
開

始
し

た

こ
と
、

そ
し

て

ニ
ネ

ベ
に

お

い
て
ア

ッ
シ

ュ
ー

ル
バ

ニ
パ

ル
の
書
庫

が

発
見

さ

れ
、

二
万

二
千

枚

に
及

ぶ
粘
土
板

が

発
見

さ

れ
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た

こ
と
を
踏

ま

え
た

も

の
で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る
。
以

上

の
事

実
関

係

と

テ

ク

ス
ト
内

表

記

か
ら
、
記

述
者

が

こ

の
よ
う

な
表
記

を
な

す

こ
と
の
出

来

る
時
間

は
西

暦

一
八
五

二
年

以
降

で
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。
自
然

そ

れ

は
、

「
文
字

禍

」
の
発
表

さ

れ
た

一
九

四

二
年

へ
と
重

ね
ら
れ

て

ゆ
く

こ
と

で
あ

ろ
う

。

よ

っ
て
、

テ
ク

ス
ト
記

述
者

の
現

在

は
、

一
八
五

二
年

か
ら

一
九

四
二
年

の
間

に
設

定

さ

れ
得

る
。

こ

の

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」

の
時

間

と

い
う
物
語

の
現
在

と
、
作

者

や

ひ

い
て

は
読

者

を
想
定

し
得

る
記
述

者

の

現
在

と

い
う

二

つ
の
時

間

の
間
隔

が

、
「
文

字
禍

」
を

「
古
讃

」
た

ら
し

め

て

い
る
の

で
あ

る
。

の
模
様

が

つ
い
た
骨

や
皮

や
粘
土

の
板

で
し

か
な

い
。
発
掘

後

の
時

間

に

お

い
て
は
、
模

様

を
記

号

で
あ

る
と
措

定
す

る

こ
と
、
解
読

す

る

と

い
う

(あ

る

い
は
、

し
よ

う

と
す

る
)
行

為

こ
そ
が
、

そ

の
物

質

を

「書

物

」

化
す

る

の
で
あ

る
。
過

去

へ
の
志

向

は
、
物

質
を
解

読

し
て

そ

こ
に
意
味

を
見
出

し

て

い
こ
う

と
す

る

そ
れ

と
し

て
、

現

わ
れ
る

の

で
あ

る
。

 

こ

の
テ
ク

ス
ト

の
記
述

者

は
、
物

語

の
現
在

で
あ
る

「
ア

ッ
シ
リ
ヤ

」

の
時
間

を
、

記
述

者

な
ら

び

に
読

者

の
現
在

に
お

い
て
語

る
際

、

こ
れ

と

よ
く
似

た
過

去

へ
の
志
向

を
持

っ
て

い
る
。

 

テ

ク
ス
ト
内

の
随
所

に
お

い
て
刻

ま
れ

る
、

こ
れ
ら
物

語

の
現
在

と
記

述
者

の
現

在

と

の
間
隔

を

示
す
表

現

は
、

単

に
こ

の
テ
ク

ス
ト
を

「古

讃

」

た
ら
し

め
る
だ

け

の
も

の
で

は
な
く

、

テ
ク

ス
ト

に
と

っ
て
重
要

な
意
味

を
持

っ
て

い
る
。

 

物
語

の
現
在

と
記
述

者

の
現

在
、

ひ

い
て

は
読
者

の
現
在

と
を
隔

て
る

約

二
五
〇

〇
年

か
ら

二
五

九
〇

年

と

い
う

時
間

を
結

ぶ
も

の
は
、

一
般

的

に
は
先

に
触

れ
た
ボ

ッ
タ
、

レ
ヤ

ー
ド

ら

に
よ
る

よ
う
な
、

発
掘

と

い
う

行

為

で
あ

る
。

発
掘

に
よ

っ
て
示

さ
れ

る
過

去

へ
の
志

向

は
、

よ
り
端

的

に
言

え
ば

解
読

す

る
と

い
う
行

為

に
他

な
ら

な

い
。
例

え
ば

、
発

掘

の
結

果
、
動
物

の
骨

や
皮

、

そ
し

て
ま

た

「
粘

土
板

」
な

ど

に
何

ら

か

の
加

工

が
発
見

さ
れ

た
時

に
、

そ
れ

ら

の
骨

や
皮

、
粘

土

の
板

を

「
書
物

」

と
し

て
分
類

す
る

こ
と
が

あ

る
。

な
ぜ

そ

の
よ
う

に
考

え
る

こ
と
が
出
来

る

の

か
と
言

え
ば
、
そ

こ

に
刻

み
付

け

ら
れ

た
記
号

を
文
字

で
あ

る

と
判

断

し
、

そ
れ

を
解

読

し
、
解

釈

し

て

い
く

志
向

・
行
為

を
前

提

に
し

て

い
る
た
め

で
あ

る
。
解

読

さ
れ
な

け

れ
ば

、

そ

れ
ら

は

「
単

な
る
線

の
集

り
」

な
ど

そ

の
日
以
来

、

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
博
士

は
、

日
毎

問

題

の
図
書

館

(そ
れ

は
、

其

の
後

二
百
年

に
し

て
地
下

に
埋
没

し
、

更

に
後

二

千
三

百
年

に
し

て
偶

然
発

掘

さ
れ

る
運

命
を

も

つ
も

の
で
あ

る
が

)

に

通

つ

て

万

巻

の

書

に

目

を

さ

ら

し

つ
〉
研

鐙

に

耽

っ
た

。

両
河

地
方

で

は
埃
及

と
違

つ
て
紙
草

を
産

し
な

い
。

人

々
は

、
粘

土

の
板

に
硬

筆
を

以

て
複
雑

な
撰

形

の
符

号

を
彫
り

つ
け

て
を

つ
た
。

書
物

は
瓦

で
あ

り
、

図
書

館

は
瀬
戸
物

屋

の
倉

庫

に
似

て

ゐ
た
。

老

博
士

の
卓

子

(そ

の
脚

に
は
、

本
物

の
獅

子

の
足

が
、

爪
さ

へ
其

の

侭

に
使

は
れ

て
ゐ

る
)

の
上

に
は
、
毎

日
、

累

々
た

る
瓦

の
山
が

う

つ

た
か
く

積

ま
れ

た
。
其

等
重

量
あ

る
古
知

識

の
中

か
ら
、

彼

は
、

文
字

の
霊

に
就

い
て

の
説

を
見

出

さ
う
と

し
た
が

、
無
駄

で
あ

つ
た
。

 

ま
ず
、

記
述

者

は

「
問

題

の
図
書
館

」
を

「
(
そ

れ
は
、
其

の
後

二
百

年

に
し

て
地

下

に
埋

没
し

、
更

に
後

二
千

三
百
年

に
し

て
偶
然

発
掘

さ

れ
る

運

命

を
も

つ
も

の
で
あ

る

が
)
」
と
記
述

し
、
物

語
現
在

に
お

い
て

は

「
図
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書
館

」

で
あ

る
と

こ
ろ

の
も

の
は
、

そ

の
後

「地

下

に
埋

没

し
」

た
後

に

「
発
掘

さ
れ
」
た
も

の

で
あ

る
の
だ

と
示

し

て

い
く
。
こ
れ
は
、
「
図
書
館

」

が

発
掘

さ
れ

る
物
質

と
化

し

た
記
述

現
在

の
視
点

か
ら

み
た

「
図
書
館

」

の
説

明

で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な

「
図

書
館

」

は
、
記
述

現
在

に

お
い
て

は

「瀬

戸
物

屋

の
倉
庫

」

の
よ

う

に
し

か
見

え
な

い
も

の
な

の
で
あ

る
。

こ

う

し

た
記

述

の
仕
方

に
は
、
直

接

明
記

さ
れ

て
は

い
な
く

て
も
、
記

述
者

が

「瀬

戸
物

屋

の
倉
庫

」
の
よ
う

な
物
質

を
、

「
図
書
館

」
な

の
だ

と
解

読

し

た
過
程

が
織

り

込
ま

れ

て

い
る
と
言

え
る
。

 

こ

の
よ
う

な
記
述

方
法

は
他

の
場

所

に
も
見

ら
れ

る
。
後

に
は
、

例

え

ば

「
大

マ
ル
ヅ

ッ
ク
星
」

を
解

読

し
て

「
(木
星

)
」

と
言

い
直

し
、

同
じ

よ

う

に

「
天
界

の
牧

羊
者

」

を

「
(オ
リ

オ

ン
)
」
と
言

い
直

し

て
い
く

の

で
あ

る
。

括
弧

を
利

用

し

て
の

こ
う
し

た
記
述

も
ま

た
、

テ
ク

ス
ト
記
述

の
解

読

と

い
う
性
質

を
浮

き
彫

り

に
し

て
、
物

語

の
現

在
を

記
述
者

の
現

在

に
お

い
て
意

味

づ
け

し
な

お
し

て

い
く
も

の
で
あ

る
。

 

し

か
し
、

こ

の
テ

ク

ス
ト

の
記
述

者

の
作
業

は
、

そ
う

し
た

一
方

向
的

な
発
掘

に
留

ま
ら

な

い
。

そ

の

「
図
書
館

」

に
収
納

さ
れ

る

べ
き

「
粘

土

板

」

の
記

述

は
、

更

に
複

雑

に
な

っ
て

い
く

の

で
あ

る
。
物

語
現
在

に
お

い
て

ナ
ブ

・
ア

へ
・
エ
リ

バ
が

眺

め
る
時

に
は

「
万
巻

の
書
」

「
書
物

」

と

し
て
機
能

し

て

い
る
物
質

は

、
記
述

者
現

在

の
目

に
と

っ
て
は
単
な

る

「粘

土

の
板

」

に

「
複

雑
な
懊

形

の
符

号
」

が
刻

ま
れ

て

い
る

も

の
に
過

ぎ

な

い
。
言

っ
て
し
ま

え
ば
、

そ

れ

は

「
瓦
」

の
よ
う
な

も

の
と
し

か
見

え

な

い
物
質

な

の
で
あ

る
。

だ
が

記
述
者

は
、
「
瓦

」
を

「
書
物

」
で
あ

る
と
解

読

し

た
後

も

、
再

び

「累

々
た

る
瓦

の
山
」
と
名
指

し
、

「重

量
あ

る
古

知

識

」

と
言

い
換

え

て

い
く
。

 

こ

こ
で
行

わ
れ

て

い
る
操

作

は
、
単

に
記
述

者

の
現
在

に

お

い
て

は

「
瓦
」
と

し
か
見

え

な

い

「
粘
土
板

」
が
、
「
ア

ッ
シ
リ
ヤ
」

の
時

間

に

お

い
て
は

「書

物
」

な

の
だ

、
と

一
方
向
的

に
理
解

す

る
だ
け

に
は
留

ま

っ

て

い
な

い
の

で
あ
る
。

「
粘

土
板
」
は
、
物

語

の
現
在

に
お

い
て
は

「書

物
」

な

の
で
あ

る

の
と
同
時

に
、
記
述

者

の
現
在

に
お

い
て
は

「
瓦
」
で
あ

る
。

物

語

の
現

在
す

な
わ

ち

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」

の
文
字

で
書

か
れ
た

「
書

物
」

は

記
述

現

在

の
人

間

に
と

っ
て
は

な

ん

の
意
味

も
も

た

な

い
物

質

で
あ

り
、

そ
れ

は
模
様

の
刻

ま

れ
た

「
瓦
」

で
し

か
な

い
。

し

か
し

、

そ
れ

ぞ

れ

の
視

点

を
交

叉
さ

せ
、

「
書
物

」
と

「
瓦
」
と
を
対
応

さ

せ

て
取

り
結

ん

で

い
く
も

の
が

、
「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」
の
物

語
を
後

代

に
伝
え
得

る
「
粘

土
板
」

な

の
で
あ

る
。
記

述
者

は

「
粘
土
板

」
を
仲
立

ち
と

し
て
、

「
瓦

」
と

「
書

物

」

と
を

併
記

し

て
み

せ
る

の
で
あ

る
。

こ
う
し
た

記
述

の

ゆ
ら
ぎ

を
示

す

こ
と
そ

れ
自
体

が

、
記

述
者

の
現
在

に
お

い
て
は

「
瓦
」

の
よ
う

に
し

か
見

え
な

い

「
粘
土

板
」

と
、
物

語

の
現
在

に

お

い
て

「書

物

」

と
し

て

扱

わ
れ

る

「
粘

土
板

」

と
を
相

互

に
接

続
し

て

い
く

営
為

で
あ

る

と
言

え

よ
う

。

 

記

述
者

は

こ

の

「
粘
土

板
」

と

い
う
言
葉

を
浮

き
上
が

ら

せ
続

け

て

い

く
。

「
粘

土
板

」
と

い
う

「瓦

」
に
も

「
書
物
」

に
も
な
り

う

る
可
逆

的

な

状
態

の
物

質

が
、
書

き
綴

ら

れ
て

い
く

の
で
あ

る
。

テ

ク

ス
ト
を
縦

断

す

る

こ

の

「
粘
土

板
」

が

二

つ
の
時
間

を
繋
ぎ

続

け
る

の
で
あ

る
。

 

こ

の
よ
う

な

「粘

土
板

」

に
よ

っ
て
生

ま
れ

る
の
は
、

も

は
や

「
ア

ッ

シ
リ

ヤ
」

の
物

語

そ

の
も

の
で

は
な

く
、
後

の
時

代

か

ら

ま

な
ざ

し

た

「
ア

ッ

シ
リ

ヤ
」

の
物
語

で
も
な

い
。
そ

こ

に
生

ま
れ

る

の
は
、

言

っ
て

み
れ
ば

、
発
掘

者

に
よ

っ
て
再
生
成

さ

れ
た
、
新

し

い
物

語

で
あ

る
。

物

語

現
在

に
も

記
述

現
在

に
も

一
定

し
な

い
記
述
者

の
語

り
は

、
物

質
を

仲
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立

ち
と

し

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
時

間

の
記
号

と
記
号

と

を
取

り
結

ぶ
行
為

で

あ

る
と
言

え

る
。

 

そ
も

そ
も
、

過
去

を
そ

の
ま
ま

に
物
語

る

こ
と

は
不
可
能

で
あ

る
。

解

読

と

い
う
作
業

は
、
常

に
過

去

の
時

間

の
物
語

を
現

在

の
時
間

に
お

い
て

語

り
な

お
す

こ
と

に
他

な
ら
ず

、
現

在

の
時
間

に
お

い
て
語
ら

れ

る
物

語

は
過
去

の
時
間

の
そ

れ
と
完

全

に

一
致

す
る

こ
と

は
あ

り
得
な

い
。

し

か

し
こ

の
テ
ク

ス
ト

の
記
述

者

は

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」

の
物

語

の
現
在

と
記
述

者

の
現
在

を
取

り
結

ん

で
書

き

つ
づ
け

る
。

そ
れ

は
、

二

つ
の
時
間

を
完

全

に

一
致

さ

せ
、
過
去

の
時

間
を
再

生

す
る

こ
と

の
不
可
能

性

を
あ

え

て

示
し
な

が
ら
、

し

か
し
そ

れ
を
引

き
受

け

て

い
く
記

述

で
あ

る
。

 

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ
バ

は
あ

る

「
書
物

狂

の
老
人

」

に

つ
い
て
、
彼

は

「
凡
そ
文

字

に
な

つ
た
古

代

の
こ
と

で
、

彼

の
知

ら

ぬ
こ
と

は
な

い
」
が
、

今

日

の
天
気
も

隣
人

を
慰

め
る
言
葉

も
知

ら
ず

、
惨

め

な
な

り
を

し
て

い

る
た

め
、
「
文
字

の
精

霊

の
犠

牲
者

の
第

一
」
で
あ

る
と
考

え

て

い
る
。

し

か
し
、
「
斯

う
し

た
外
観

の
惨

め
さ

に
も
拘

は

ら
ず

、
此

の
老

人
は

、
実

に

ー

全

く
羨

ま
し

い
ほ
ど
 
 

何
時

も

幸
福

さ
う

に
見

え
る
」

こ
と

に
、

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
も

一
旦

は
不
審

を
抱

く
。

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ

は
そ

れ
を
も

「
文
字

の
霊

の
媚
薬

の
如

き
好

猜
な
魔

力

の
所
為

」

で
あ

る

と
見
な

す
が
、

「
霊
」
の
存
在

を
自

明
視

し
な

い
者

、

つ
ま
り

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」

の
パ
ラ
ダ

イ

ム
を
持

た
な

い
者

に
と

っ
て
は

、
そ

れ
は
老

人

の

「
幸

福

」
を
説

明

し
た

こ
と

に
は
な

ら
な

い
。

で
は
、

そ

の
よ
う

な
記
述

を
あ

え

て
行

う

の
は
、
な
ぜ

な

の
か
。
テ
ク

ス
ト

を
記
述

す

る

こ
と
に
よ

っ
て
、

解

読
す

る
行
為

そ

れ
自

体

を
示

し
て

い
こ
う

と
す

る
記
述

者

は
、
こ

の
「
不

審
」

を
解

く

も

の
を
知

っ
て

い
る

の
か
も

し
れ
な

い
。

な
ぜ

な
ら

、
現
在

を
省

み
ず

過
去

に
耽

溺

し
て

い
る

「
書

物
狂

の
老

人
」

の

「幸

福

」

は
、

そ

の

「
幸
福
」

の
当

否

は
別
と

し

て
も
、
過

去

と
現
在

を
結

ぼ
う

と

す
る

記

述
者

に
と

っ
て
は
可
能

体

の

一
つ
で
あ

る

か
も
し

れ
な

い
か
ら
だ
。

 

文
字

に
よ

っ
て
記

述

す
る
行
為

、

そ

し
て

そ
れ
を
解

読

し
よ

う
と

す

る

行

為

の
可
能

性
を
、

こ
の
テ

ク

ス
ト

の
記

述

そ
れ
自
体

が

示
そ

う

と
し

て

い
る

の

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

 

、

4

「
古
課
」

と
し
て
の

「
文
字

禍
」

 

さ

て
、

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
の
物
語

に
話

を
戻

そ
う
。

「
文

字

の
霊

」

に
よ

っ
て
禍

を
被

っ
た

ナ
ブ

・
ア

へ
・
エ
リ

バ

は
、
あ

る
意
味

で
は

「
ア

ッ

シ
リ

ャ
」

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
を

一
人
離

れ
、

記
号

と
し

て

の
文

字

を
う

し

な

う

こ
と

に
よ

っ
て
、
物

質

と

し

て

の
文

字

を

ま

な
ざ

す

こ
と

が

可

能

に

な

っ
た

の
だ

と
も
考

え

ら
れ

る
。

ま
た
、

文
字

が

「単

な

る
線

の
集

り
」
、

つ
ま

り
た

だ

の
物

質
と

な

っ
て
し

ま

っ
た
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
は
、
次

第

に
他

の
さ
ま
ざ

ま
な
物

質

に

お

い
て
も
不
思

議

な
現
象

を
見

出

し

て

い

く
。

彼
が

一
軒

の
家

を

じ

つ
と
見

て
ゐ

る
中

に
、

そ

の
家

は
、

彼

の
眼

と

頭

の
中

で
、

木
材

と
石

と
煉
瓦

と
漆

喰

と

の
意
味

も

な

い
集
合

に
化

け

て
了

ふ
。
之
が

ど
う

し
て
人

間

の
住

む
所

で
な
け

れ
ば

な
ら

ぬ

か
、

判

ら
な
く

な
る
。

人
間

の
身
体

を

見

て
も
、
其

の
通

り
。

み
ん
な
意

味

の
無

い
奇

怪
な

形
を

し
た
部

分

々

々
に
分
析

さ
れ

て

了

ふ
。

ど

う

し

て
、

こ
ん
な
恰

好
を

し

た
も

の
が
、

人
間

と
し

て
通

つ
て
ゐ
る

の

か
、

ま
る

で
理
解

で
き

な
く

な
る
。

眼

に
見

え
る
も

の
ば

か
り

で
は

な

い
。
人

間

の
日
常

の
営

み
、
凡

て

の
習
慣

が
、
同

じ

奇
体

な
分

析

病

の
た

め
に
、
全

然
今

ま

で

の
意
味

を
失

つ
て
了

つ
た
。

最

早
、

人
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間
生

活

の
凡

て

の
根

抵
が

疑
は

し

い
も

の
に
見
え

る
。

 

文
字

以
外

の
さ

ま
ざ
ま

な
物

質

に

「
文
字

の
霊

」

に
よ
る

も

の
と
同

じ

よ
う
な

不
思
議

な
現

象
が

起

こ
り
始

め
る
。

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
に

お

い
て
、
物

質

と
し

て

の
文
字

と

、
そ

の
他

の
物

質

と

の
、

そ

し
て

つ
い
に

は
人
間

と

の
差

異

ま
で
が
消

去

さ
れ

て

い
く

の

で
あ
る
。

眼

に
映
じ

る
物

質

す

べ
て
が
、

等
し

く
疑

わ
し

い
も

の

に
な

っ
て

い
く
。

 

こ

の
よ
う

な
視
線

は
、
物

質

そ
れ
自

体

に
着

目

し

て

い
く

と

い
う

意
味

で
は
、
先

に
見

た
よ

う
な

記
述
者

の
志

向

と
繋

が

る
可
能

性

を
有

し
て

い

る
は
ず

で
あ

る
。

た
だ
、

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
自

身

は
そ

の

こ
と

に
気

付

い
て
は

い
な

い
も

の
と
考

え

ら
れ

る
。
例

え
ば

、
若

い
歴
史

家
が

「
歴

史

と

は
、

昔
、

在

つ
た
事
柄

を

い
ふ
の
で
あ

ら
う

か
?
 

そ

れ
と
も

、
粘

土
板

の
文

字

を

い
ふ

の
で
あ
ら

う

か
?
」
と

い
う
問

い
を

発
し

た

と
き

に
、

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
は

「
歴
史

と

は
、
昔
在

つ
た
事
柄

で
、

且

つ
粘
土

板

に
誌

さ
れ

た
も

の
で
あ

る
」
と
断
じ

て
見

せ
る
。

こ
こ
で

ナ
ブ

・
ア

へ
・

エ
リ

バ
が
答

え
て

い
る

の
は
、

文
字
を

記

し
て
残

さ
な

け
れ
ば

「昔

在

つ

た
事
柄
」

で
あ

っ
て
も
伝
達

す

る

こ
と
が

か
な
わ

な

い
の
だ

と

い
う

こ
と

で
あ
り
、

す

な
わ

ち
記
号

と
し

て

の
文

字

の
効
能

だ
け

で
は

な
く
物

質

と

し

て
の
文

字

の
役
割

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ

リ

バ
自
身

は
文

字
が

「
単

な

る
直
線

ど
も

の
集

り
」
と
化

し
た

こ
と

を

「文

字

の
霊

」
の
も

た
ら

し
た

「
恐
し

い
病
」
と
し

て
し

か
認

識

し

て

い
な

い
。

そ

の
た
め
、
こ

の
話
題

も

ま
た

こ
れ

以
上
発

展
す

る

こ
と
は

な
く
、
ナ
ブ

・

ア

へ

・
エ
リ

バ
は
物

質
と

し

て
の
文
字

の
役
割

を
説

い
た
自

ら

の
言

葉

を

「
ど
う

や
ら
、

わ
し

は
、

あ

の
青

年

に
向

つ
て
、

文
字

の
霊

の
威
力

を
讃

美

し

は
せ
な

ん
だ

か
?
」
と
考

え
、

「
わ
し
迄

が
文

字

の
霊

に
た

ぶ
ら

か
さ

れ
を

る
わ
」

と
、

す

べ
て
を

「
文
字

の
霊

」

の
せ

い
で
あ

る

と
考

え

て

し

ま
う

。
だ

か
ら
、

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ

の
中

で

は
、

記
号

と
し

て

の
文

字

と
物
質

と
し

て

の
文

字

の
差

異

の
問
題

は
、

あ

い
ま

い
な
ま

ま

に
終

わ

る
し

か
な

い
。

そ
れ

に
、

い
ず

れ

に
せ

よ
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
の
見
出

し

か
け
た
、

物
質

と
し

て

の
文

字

の
可
能
性

は
、

物
語

の
現

在

に
お

い
て

は
有
効

だ

と
は

い
え
な

い
だ

ろ
う
。

そ

の
可
能
性

は
、

ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ

リ

バ
を
含

め
、

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」
の
パ
ラ
ダ

イ

ム
の
中

に

い
る
物

語

の
登
場

人
物
達

に
よ

っ
て
し

か
判
断

さ
れ
得

な

い
た
め

で
あ

る
。

そ
し

て
、

そ

こ

か
ら
遊

離

し

て
い

こ
う

と
す

る
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ
で

す
ら

、
自

覚
的

に
は
そ
れ

を
な

し
え

て

い
な

い
以
上

、

「
ア

ッ
シ
リ

ヤ
」
と

い
う

限
界

を

や

は
り

背
負

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

 
し

か
し
記

述
者

は
、

そ

の
よ
う

な
ナ
ブ

・
ア

へ

・
エ
リ

バ

の
紡

こ

う

と

し
た

〈物

語
〉
を
、

「
ア

ッ

シ
リ

ヤ
」
と

い
う
物

語

の
現
在

と
、

そ
し

て
記

述
者

の
現
在

と

の
間

に
た

ゆ
た
わ

せ
、

「文

字
禍

」
と

い
う
物

語

と
し

て
記

述
し

て

い
く
。

 

「文

字
禍

」
と

い
う

テ
ク

ス
ト
を
、

物
語

を
記

述
す

る
と

い
う

面

か
ら

見

た

と
き

に
浮

か
び

上
が

る
以

上

の
よ
う

な
側
面

は
、

こ

の
物

語

に
お
け

る

新

た
な
問
題

を
投

げ

か
け

て
く
れ

る
だ

ろ
う
。

つ
ま
り
、

こ

の

テ
ク

ス
ト

に
お
け

る
記

述
者

の
記

述
行

為
そ

れ
自

体
が

「
古
」

を

「
謂
」

を
語

る
/

記
述

す

る
行

為

の

一
つ
の
可

能
体

な

の
で
あ

り
、

ま
た
そ

れ

を
示

す

こ
と

は

「
古
」

の

「
謂
」

を
ど

の
よ
う

に
語

り
/
記

述

し
得

る
の

か
、

と

い
う

問

い
か
け
で
も

あ

る
の
だ

と
言

え
よ
う

。

 
本

論

で
は
、

「
文
字
禍

」
に

お
け

る
記

述
主
体

の
役

割
と

そ

の
志
向

に
着

目

し
て
考
察

し

、

テ
ク

ス
ト
そ

の
も

の

の
志
向

を
論

じ

る
に
留

め

た
。

こ
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れ

ま

で
に
見

た
よ
う

な
志
向

を
内

在
さ

せ
て

い
る

「
文

字
禍

」
を

、

「山

月

記
」

「
木

乃
伊

」
「
狐

懸
」

と

い

っ
た
残

り
の

「古

謹

」
テ

ク

ス
ト

の
中

に

位

置
付

け
た
時

に
、

そ

こ
に
ど

の
よ
う

な
ダ

イ
ナ

ミ
ズ

ム
が
生

ま
れ

る

の

か
、
更

に
論

じ

る
必

要
が

あ

る
だ

ろ
う

が
、

そ
れ

は
別

稿

に
ゆ
ず

る

。

(1
) 

戸

塚
安

津
子

「
『文
字
禍
』
考
」

(『百
舌
鳥
国
文
』
十

三
、

一
九

九
七
年
)

(2
) 

野
口
武
彦
『江
戸

の
歴
史
家
 
歴
史

と
い
う
名

の
毒
』

(筑
摩
書
房
、

一
九

七

 
 
九
年

)

(3
) 

宮

田

一
生

「『文
字
禍
』
論
」

(『日
本
文
芸
研
究
』

四
十

五
-
一
、

一
九
九

三

 
 
年
)

(4
) 

(3
)
に
同
じ

(5
) 

(3
)
に
同
じ

(6
) 

こ
の
他

、
例

え
ば
中
島

甲
臣
も

「中
島
敦
論

 
文

字
・歴
史

・歴
史
記
述
1

 
 

「李
陵

」、

「文
字
禍
」
を
中

心
と
し
て
ー

」

(『北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大

学

 
 
紀
要

』
二
十
九
、

一
九
九
七
年
)
の
中

で
、
「
文
字
禍

」
を

「
か
め

れ
お
ん
日
記

 
 
と
狼

疾
記
」

に
見
ら
れ
る

「分
解
癖

(存
在

の
不
確

か
さ
)
と
、
感
覚

と
観
念

 
 
の
認

識
論
的
対
比
、
の
変

形
で
あ
る
行
動
と
観
念

の
対
比
、
が
核

に
な

っ
て
形

 
 
成

さ
れ
た
作
品
」
と
し
て
位
置
付
け
て

い
る
。
ま
た
、
奴
田
原
諭

は

「
相
対
化

 
 
の
試

み
」

(『二
松
』
十
六
、

二
〇
〇

二
年
)
に
お
い
て
、

「デ

ィ
テ
イ
ル
に
こ
だ

 
 
わ
る
こ
と
」
と

い
う
点
で

「狼
疾
記
」
「悟
浄
出
世
」

と
の
関
連
を
示
し
、
「
文

 
 
字
禍

」

に
お
け
る
ナ
ブ

・
ア

へ
・
エ
リ
バ
を

「
「文
字

の
霊
」

は
存
在

す
る
か
否

 
 
か
、

と

い
う
問

い
に

〈懸
か
れ
た
〉
者
」
と
し
、

「書
物
狂

の
老
人
」
を
配
置
す

 
 
る
こ
と
で

「書
き
手
は

「文
字
禍
」

に
於

い
て

く懸

か
れ

る
V

こ
と
に
対
し
て

 
 
作
中

で
相
対
化
を
試
み
た
」
と
論
じ

て
い
る
。

ま
た
、
『古
讃
』
論
に
お

い
て
も
、

 
 
例

え
ば
鷺
只
雄
が

「「古
課
」
1

1
物
語

の
饗
宴

」

(『中
島

敦
論
1

「狼
疾
」

 
 
の
方

法
』
有
精

堂
、

】
九
九
〇
年
)
に
お

い
て
、
ナ
ブ
・
ア

へ
・
エ
リ

バ
の

「
〈分

 
 
析
病

〉」
を

「存
在

の
不
確

か
さ

へ
の
疑
惑

」
と
捉

え
、

「そ

れ
は
曾
て
痴
疾
と

 
 
な

っ
て
作
者

の
中
島

に
と
り

つ
き
、
「
北
方
行
」

の
折
毛
伝
吉
、
「
狼
疾
記
」

の

 
 
三
造

等

の
口
を
通
し

て
、
繰
り
返
し
苦
渋

に
み
ち
た
声

で
語

ら
れ
た
も

の
で
あ

 
 
る
こ
と
を

こ
こ
に
想
起
し
た

い
。
」
と
述

べ
て

い
る
。

(7
) 

勝
又
志
保

は
「中
島

敦
『文
字
禍
』
論
i

時
代

を
課
す

る
ア

レ
ゴ

リ
i
 

 
」

 
 

(『
国
文
』
九
十

二
、
二
〇
〇
〇
年
)
に
お
い
て
、
中
島
敦

の
ソ

シ

ュ
ー
ル
受
容

 
 
の
可
能
性

に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
。

 
本
文
中

の
引
用

は
『中
島

敦
全
集
 
第

一
巻
』
(筑
摩
書

房
、

一
九

七
六
年
)
に
拠

っ

て
い
る
。
そ

の
際
、

旧
漢
字
を
新
漢
字

に
改

め
た
個
所

が
あ
る
。
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