
『
白」
「
闇
中
問
答
j

「
歯
車」
な
ど、
芥
川
晩
年
の
小
説
に
は、
倫
理
上

．
の
罪
を
犯
し
た
人
間
が、
罪
の
意
敗
に
黄
め
苛
ま
れ
て、
告
白
し
懐
悔
を
す

る
と
い
う
形
を
と
っ
た
も
の
が
多
い。
そ
れ
は
芥
川
自
身
の
生
へ
の
徴
悔
そ

の
も
の
で
あ
り、
死
と
の
対
峙
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た。
「
白」
の
よ
う
に

懺
悔
に
よ
っ
て
浄
化
し
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
作
品
も
あ
る
が、
結
局、

彼
自
身
は
自
裁
と
い
う
形
で
し
か
決
箔
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。

慨悔
に
よ
る
功
徳
な
ど、
も
は
や
見
出
せ
ぬ
と
こ
ろ
に
あっ
た
の
で
あ
ろ
う。

小
論
で
取
り
上
げ
る
「
疑
惑」
（
大
正
八
年
七
月一
日
発
行
「
中
央
公
論」

•
第
三
十
四
年
第
七
号
を
初
出
と
す
る。）
は、
人
間
に
潜
在
す
る
罪
を、

「
我
々
人
間
の
心
の
底
に
潜
ん
で
ゐ
る
怪
物」
と
し
て
呈
示
す
る。
明
治
二

十
四
年
十
月
二
十
八
日
に
起
き
た
濃
尾
の
大
地
笈
に
お
い
て、
痰
を
亡
く
し

た
中
村
玄
道
と
い
う
男
が、
地
梃
の
際
の
削
末
を
実
践
伶
理
学
者
で
あ
る

「
私」
を
前
に、
む
し
ろ
背
後
に
あ
る
楊
柳
観
音
を
像
み
見
な
が
ら
告
白
す

る
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る。
大
地
摂
と
い
う
凶
変
に
よ
り、
要
は
梁
の

芥
川
龍
之
介
の
「
疑

惑』

下
敷
き
に
な
り
身
動
き
で
き
な
い。
懸
命
に
助
け
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る

が、
迫
る
火
の
手
を
前
に
玄
道
は
要
を
己
の
手
に
か
け
て
殺
し
て
し
ま
う。

そ
の
時
点
で
は、
生
き
な
が
ら
火
に
焼
か
れ
て
死
ぬ
よ
り
は
と
判
断
し
た
は

ず
で
あ
っ
た。
と
こ
ろ
が、
筑
災
後、
殺
す
為
に
殺
し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
惑
に
か
ら
れ、
つ
い
に
は
人
生
を
枠
に
振
っ
て
し
ま
う。
そ
の
よ
う

な
玄
迫
の
心
理
と
生
き
様
を
描
き、
最
も
凄
惨
で
重
い
罪
を
問
阻
に
し
た
作

品
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。
そ
こ
に
は
浄
化
も
自
裁
も
な
さ
れ
な
い
暗
い
生

が
揺
曳
し
て
い
る
の
で
あ
る。

小
論
で
は、
芥
川
が
地
策
の
描
写
に
際
し
て
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る

「
凪
俗
画
報」
の
紹
介
を
行
い、
こ
の
作
品
の
が心
想
の
原
点
に
つ
い
て
検
討

す
る。
更
に、
芥
川
の
内
部
に
存
在
す
る
罪
意
識
に
お
け
る
「
疑
惑」
の
位

霞
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
る。

『
疑
惑」
に
お
け
る
地
震
の
描
写
に
は
卓
越
し
た
も
の
が
あ
る。
そ
の
リ

ア
リ
テ
ィ
の
根
拠
は、
芥
川
自
身
が
作
品
の
中
で
示
唆
し
て
い
る
と
お
り、

見

尾

久

美

恵
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濃
尾
の
地
裟
を
克
明
に
伝
え
る
「
風
俗
画
報」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。

「
風
俗
画
雑」
（
東
京
束
陽
堂
発
行）
は、
大
地
震
の
起
き
た
そ
の
年
の
十

一
月
三
十
日
（
第
三
十
五
号）
及
ぴ
十
二
月
十
日
（
第
三
十
六
号）
発
行
の

も
の
を
「
震
災
記
聞」
と
し
て
特
集
し
て
い
る。
「
疑
惑」
の
中
で
は、
震

災
後一
年
余
り
た
っ
て
玄
道
の
再
婚
話
も
纏
っ
た
さ
中、
偶
然
立
ち
寄
っ
た

本
屋
で、
玄
道
自
身
に
そ
の
「
風
俗
画
報」
を
手
に
さ
せ
る。
「一
家
の
老

若
が、
落
ち
て
来
た
梁
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
惨
死
を
遂
げ
る
面」、
「
土
地
が

二
つ
に
裂
け
て、
足
を
過
っ
た
女
小
供
を
呑
ん
で
ゐ
る
画
r

「
長
良
川
鉄
橋

陥
沼
の
図」、
「
尾
張
紡
絞
会
社
破
壊
の
図」、
「
第
三
師
団
兵
士
屍
体
発
掘
の

・
図」、
「
愛
知
病
院
負
傷
者
救
護
の
図」
と、
当
時
の
光
尿
を
あ
り
あ
り
と
伝

え
る
絵
を
目
の
当
た
り
に
し
た
玄
道
は、
再
ぴ
当
時
の
記
憶
の
中
へ
引
き
込

ま
れ
て
ゆ
く。
そ
し
て、
最
後
に
見
た一
枚
が、
黒
煙
と
火
の
粉
が
も
う
も

う
と
箕
う
中
で、
「
落
ち
て
来
た
梁
に
腰
を
打
た
れ
て、
一
人
の
女
が
無
惨

に
も
悶
え
苦
し
ん
で
ゐ
る
画」
で
あ
っ
た。
そ
の
絵
は、
ま
さ
し
く
要
の
最

期
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た。
こ
れ
に
よ
っ
て、
そ
れ
ま
で
漠
然
と
心

を
支
配
し
て
い
た
事
件
へ
の
悔
悟
が、
「
要
殺
し」
と
い
う
疑
惑
へ
と
変
化

し
た
の
で
あ
る。

住
1

二
冊
の
『
風
俗
画
報」
を
見
る
と、
震
災
の
凌
惨
さ
を
巧
み
な
絵
と
記
録

文
で
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
る。
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
宮
岡
永
洗
の

「
震
害
図」
を
掲
載
す
る。
「
疑
惑」
の
中
で、
「
表
紙
を
は
ぐ
っ
て・・・・・・
ま

つ
先
に一
家
の
老
若
が、
落
ち
て
来
た
梁
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
惨
死
を
遂
げ

る
画」
と
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う。
そ
の
ま
ま
無
惨
に
死
ん
で
い
る
者、

助
け
を
求
め
て
足
掻
く
者。
そ
し
て、
ま
る
で
玄
道
が
最
後
に
見
た一
枚
の

よ
う
に、
梁
の
下
敷
き
に
な
っ
て
助
け
を
求
め
る
女
や、
梁
の
下
の
子
供
の

手
を
あ
ら
ん
限
り
の
力
で
引
い
て
い
る
男
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る。
こ
の
地

獄
の
よ
う
な
光
景
に
芥
川
は
動
か
さ
れ、
「
疑
惑」
と
い
う
作
品
を
生
み
だ

す
き
っ
か
け
を
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
玄
道
が
本
屋
の
店
先
で
「
風
俗

面
報」
を
手
に
し
た
時、
「
そ
れ
だ。
そ
れ
だ。」
と
何
物
か
が
囁
き、
更
に、

玄
道
に
「
で
は
何
故
お
前
は
要
を
殺
し
た
事
を
口
外
す
る
事
が
出
来
な
か
つ

た
の
だ。」
と
問
い
詰
め
て
く
る。
こ
れ
こ
そ、
芥
川
の
原
罪
意
識
に、
「
風

俗
画
報」
の
絵
が
訴
え
か
け
て
き
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か。

掲
戟
の
図
は
白
黒
の
縮
小
n
ビ
ー
で
あ
る。
実
物
は
B
5
版
の
見
開
き
に

描
か
れ
た
縦
21
.
5
cm
横
31
.
5
cm
の
絵
で、
緑
や
朱
の
色
彩
が
施
さ
れ
て

い
る。
あ
ま
り
に
生
々
し
く
写
実
的
な
絵
に
は
述
い
な
い
が、
黒
煙・
火

焔・
瓦
な
ど
を
吹
き
散
ら
す
こ
と
で、
一
枚
の
絵
の
中
に、
左
上
の
光
原
の

よ
う
な
別
の
楊
を
描
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る。
左
上
の
足
首
と
男
が

子
供
の
手
を
引
い
て
い
る
部
分
は、
臨
場
感
と
切
実
さ
を
伝
え
る。
こ
の一

枚
は、
地
震
に
よ
る
悲
劇
を
象
徴
し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る。

次
に、
地
震
の
描
写
に
あ
た
り、
参
考
に
し
た
か
と
思
わ
れ
る
記
事
を
掲

げ
る。尾

張
名
古
屋
の
発
展
の
時
刻
は
午
前
六
時
三
十
八
分
五
十
秒
に
し
て・・・

（
中
略）
・・・
そ
の
轡
き
恰
も
千
山
万
様
の一
時
に
崩
れ
た
る
如
く
凄
じ
き

響
き
し
て
見
る

／＼
家
浪
れ
て
瓦
雨
の
如
く
飛
ぴ
散
り
砕
け
浴
た
る
壁
は

煙
の
風
に
靡
く
が
如
く
暫
時
は
物
色
を
も
弁
ぜ
ざ
り
し
程
な
れ
ば
遠
近
に
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老
幼
の
悲
し
み
号
ぴ
泣
き
哭
す
る
声
四
方
に
起
り
て
親
は
子
を
救
ふ
の
暇

な
く
夫
は
要
を
助
く
る
の
隙
あ
ら
ざ
れ
ば
我
勝
に
先
を
争
ひ
逸
れ
出
で
、

却
て
瓦
に
頭
を
砕
く
者
あ
り
座
し
て
生
を
全
ふ
す
る
者
あ
り
忽
ち
に
し
て

市
内
に
百
八
十一
名
の
死
者
と
八
百一
名
の
負
侶
者
を
出
し
家
屋
の
倒
泊

（
マ
マー

せ
る
も
半、
全
渋
に
し
て
四
千
四
百
余
戸
に
及
ぷ
初
震
欽
ま
る
も
時
々

震
動
欧
ま
ざ
る
よ
り
十
六
万
の
市
民
は
周
章
狼
狽
為
す
所
を
知
ら
ず
街
頭

に
小
屋
を
掛
け：．．．．
 （
以
下
略）

（
第
三
十
五
号
十
頁
「
名
古
屋
震
災
J
)

こ
の
震
災
は、
何
ら
の
徴
候
も
な
く`

瞬
時
に
し
て
8
喘
を
破
壊
し、
人

命
を
奪
う
も
の
で
あっ
た
よ
う
だ。
こ
の
地
擬
が、
午
前
七
時
前
と
い
う、

-
8
の
始
ま
り
の
時
間
に、
人
々
の
日
常
を
急
襲
し
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い。

こ
の
「
風
俗
画
報」
の
記
録
文
に
も、
朝
食
の
前
後
に
地
震
が
起
こ
っ
た
こ

と
を
述
ぺ
て
い
る
被
災
者
の
声
が
随
所
に
見
ら
れ
る。
こ
れ
が、
「
疑
惑
j

で
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る。

十
月
の
二
十
八
日、
彼
是
午
前
七
時
頃
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
か。
私
が
井
戸

制
で
楊
子
を
使
っ
て
ゐ
る
と、
要
は
台
所
で
釜
の
飯
を
移
し
て
ゐ
る。
ー

そ
の
上
へ
家
が
つ
ぶ
れ
ま
し
た。
そ
れ
が
ほ
ん
の
ご一
分
の
間
の
事
で、

ま
る
で
大
風
の
や
う
な
凄
ま
じ
い
地
嗚
り
が
襲
ひ
か
か
っ
た
と
思
ひ
ま
す

か
し

と、
忽
め
き
め
き
と
家
が
傾
い
で、
後
は
唯
瓦
の
飛
ぷ
の
が
見
え
た
ば
か

り
で
ご
ざ
い
ま
す。
私
は
あ
っ
と
云
ふ
暇
も
な
く、
・・・
（
中
略）
・・・
目
の

前
に
あ
る
の
は
私
の
家
の
屋
根
で、
し
か
も
瓦
の
間
に
草
の
生
へ
た
の
が、

そ
つ
く
り
地
の
上
に
ひ
し
や
げ
て
居
り
ま
し
た。

瓦
の
間
に
草
が
生
え
た
ま
ま
の
状
態
で
地
上
に
落
ち
た
屋
根
と
い
う
表
現
は、

均
質
化
し
た
日
常
生
活
の
隣
時
の
崩
壊
を、
極
め
て
単
純
化
し
な
が
ら
痛
烈

な
形
で
描
写
し
て
い
る。
そ
し
て、
梁
の
下
敷
き
に
な
っ
て
悶
え
苦
し
む
要

と、
餌
に
い
な
が
ら
何
も
な
す
術
の
な
い
錯
乱
状
態
の
夫
と
い
う
急
場
が
設

定
さ
れ
る。
こ
れ
は、
こ
の
「
風
俗
画
報」
か
ら
箔
想
を
得
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る。

濃
尾
の
大
地
擬
の
際、
人
々
は、
密
て
安
政
年
間
に
起
こ
っ
た
江
戸
の
大

地
霞
を
想
起
し
て
い
る。
そ
の
規
模
と
被
害
は、
安
政
二
年
＋
月
二
8
以
来

の
大
地
誕
で
あ
り、
折
し
も
三
十
七
回
（
三
十
六
年
目）
に
相
当
す
る。
新

聞
等
で
も
二
つ
の
地
庭
の
規
模
を
比
較
し
た
記
事
が
見
ら
れ
た。
「
風
俗
画

報」
で
は、
参
考
と
し
て
花
兄
虐
士
の
「
安
政
江
戸
地
擬
記
事」
を
戟
せ
て

い
る。
そ
こ
に
は、
地
震
と
い
う
凶
変
な
く
し
て
は
起
こ
り
得
な
い
異
常
な

逸
話
が
語
ら
れ
て
い
る。
そ
の一
部
を
次
に
抜
粋
し
て
み
る。

ぅ，＂”
＊●
".̀

，

．．．．．．
 述
後
れ
た
る
人
々
は
梁
に
圧
れ
棟
に
繋
た
れ
死
す
る
者
数
を
知

“
11

あ＂

ら
ず
猶
も
哀
れ
な
る
は
壊
れ
落
ち
た
る
木
材
に
身
を
挟
ま
れ
て
逸
る
、
こ

あ
た

し

ピ',
td
ゎ
C
へ

あ

た
す

ち
か
ら

た

い
か．．
 

と
能
は
ず
栽
族
其
傍
に
在
り
て
援
け
出
さ
ん
と
す
れ
ど
力
足
ら
で
如
何

か
“
し

ぇA
(

2

"1

つ
＂

み

みe,

せ
ま
じ
と
悲
む
程
に
炎
姪
地
を
巻
き
来
り
迫
り
て
遂
に
看
す

／＼
猛

い
と

＂v.
人

よ

そ

そ
で

ぬ

火
に
焚
死
さ
る
最
惨
然
な
る
有
様
余
所
の
袖
さ
へ
澱
れ
ぬ
べ
し・・・・・・
（
以

下
略）

（
第
三
十
五
号

二
十
六
頁）

大
筵
ほ
ど
瞬
時
に
日
常
を
崩
壊
し、
人
間
の
無
力
さ
を
痛
感
さ
せ
る
天
災
も

な
か
ろ
う。
こ
こ
に
は、
落
ち
て
き
た
木
材
に
挟
ま
れ
て、
生
き
な
が
ら
焼
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か
れ
る
肉
親
を
目
の
当
た
り
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
惨
状
が
語
ら
れ
て

い
る。

9
つ
は
＂

み
し
つ
＂

・・・・・・
山
口
秀
平
て
ふ
湘
士
は
柑
来
る
梁
の
下
に
右
の
腕
を
圧
苅
ら
れ

わ

こ
人

かr

て
引
抽
く
可
き
様
も
無
け
れ
ば
人
々
下
り
合
ひ
助
け
て
た
べ
と
戸
の
限
り

呼
は
れ
ど
も
皆
周
章
惑
ひ
て
誰
有
り
て
聞
付
く
る
者
も
無
く
火
は
煩
て
我

し
ょ
せ
ん

身
の
傍
へ
燃
近
づ
き
に
け
れ
ば
所
詮
焼
死
ぬ
よ
り
外
な
し
と
思
定
め
し

＂勺9
た

所
に
長
男
馳
来
り
て
大
い
に
驚
き
上
に
掩
ひ
瓜
な
り
し
木
ど
も
取
除
け
ん

と
す
る
を
秀
平
は
止
め
て
事
既
に
急
な
り
我
を
救
は
ん
と
せ
ば
共
に
焼
死

う
で

●
り
ず

u
ん
で
9

や
い
“

な
ん
早
く
腕
を
切
捨
て
よ
と
言
へ
ば

何條
父
の
身
に
刃
を
当
ら
れ
候
ペ

き
と
て
猶
予
ふ
程
に
火
益
々
迫
り
け
れ
ば
秀
平
は
怒
り
て
汝
腕
を
切
ら

ず
は
父
を
焼
殺
す
な
り
疾
＜

／＼
切
れ
と
急
が
し
け
る
故
に
今
は
是
非
も

た
す

（
ん

焦
し
と
て
思
断
り
て
腕
切
裕
と
し
父
を
火
中
に
援
け
出
し
に
け
り
此
事
君

侯
に
問
え
て
仮
令
父
の
身
に
刀
を
当
つ
る
と
も一
命
を
救
ふ
事
道
理
な
り

、
f

と
て
米
二
人
口
を
加
増
さ
れ
け
り
と
な
ん

（
第
三
十
六
号

二
十
頁）

父
親
の一
命
を
救
う
た
め
に、
親
に
刀
を
向
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
息
子
の

行
為
は、
善
行
と
し
て
扱
わ
れ、
増
倅
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る。

さ
ん
じ
ょ
（

こ
人

“人

か
"
0
と

そ
う
＂
人

＂
ょ
ゎ

又
産
褐
の
困
難
な
り
し
は
屯
戸
町
に
亀
田
宗
軒
と
い
へ
る
前
医
あ
り
其

・
人

の
ぞ

わ

に
ぐ

娑

と

洟
が
分
娩
に
臨
み
た
る
時
の
地
縦
な
れ
ば
負
は
れ
て
述
る
事
も
tr
は
ず
兎

角
す
る
程
に
近
隣
に
火
起
り
煙
室
に
洪
ち
け
れ
ば
装
が
首
ふ
到
底
逃
延

ヒ
＂
た
2

e

っ

し
す
•J

ん
事
思
ひ
も
寄
ら
ず
早
く
八
歳
の
男
子
を
連
れ
我
を
弄
て
、
迩
給へ
と
申

か
“
し

た

せ

す
べ

な
（

／＼

つ

せ
ば
宗
軒
は
悲
み
に
堪
へ
ね
ど
も
為
ん
術
な
く
て
泣
々
男
子
を
巡
れ
て

 

込
れ
出
傍
近
き
巷
に
踏
躇
て
我
家
の
焼
く
る
を
見
つ
ヽ
弱
卒
の
炭
椛
る

U
S
し
の

ゃ

こ·
ら

と
と
”

.

h
g
し

つ
i

武
祓
野
の
焼
く
る
心
地
し
て
我
に
も
あ
ら
ぬ
所
に
隣
の
人
来
て
汝
の
要

0

た
す

は
火
中
を
出
て
用
水
桶
の
水
を
飲
居
た
り
早
く
往
き
て
助
け
よ一
耳
ふ
宗
軒

い
か

し
ん

S

耽
つ

書

は
争
で
さ
る
事
あ
る
ぺ
き
と
て
信
せ
ざ
れ
ば
然
ら
ば
ー
連
れ
来
た
ら
ん
と

て
板
て
背
に
負
ひ
て
来
た
る
を
見
れ
ば
疑
ひ
も
撫
き
我
要
な
り
け
り
コ

二
と
し

うん
約
と

ム

し

9

と
に

ハ
不
思
議
な
り
何
と
し
て
出
で
け
る
よ
と
雪
へ
ば
小
児
は
産
落
し
た
れ
ど

り

ず
ぺ

？

辻
み

e"
9

.-n2
で

為
ん
便
な
く
て
火
中
に
残
し

身
は
焼
濶
れ
な
が
ら
に
是
迄
来
た
り
け
る

も"e,

v.
，

｀

L

よ
と
国
ひ
け
り
其
後
治
根
し
て
火
癒
も
愈
に
け
り
と
そ

（
第
三
十
六
号

二
十一
頁）

こ
の
逃
げ
後
れ
て
焼
か
れ
た
は
ず
の
要
が、
子
を
産
み
洛
と
し
て
難
を
逃
れ、

九
死
に一
生
を
得
た
と
い
う
話
は、
「
疑
惑
j

の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る。

玄
迫
は、
「
風
俗
画
報
j

を
手
に
す
る
こ
と
で
誘
発
さ
れ
た
「
洪
殺
し」
の

猛
惑
に
沢
め
苛
ま
れ
て
い
た。
そ
れ
を、
「
あ
の
場
合
要
を
殺
さ
な
か
っ
た

に
し
て
も、
表
は
必
火
事
の
為
に
焼
け
死
ん
だ
の
に
相
迩
な
い。
さ
う
す
れ

ば
何
も
要
を
殺
し
た
の
が、
特
に
自
分
の
罪
悪
だ
と
は
云
は
れ
な
い
筈
だ。」

と
考
え
る
こ
と
だ
け
で
自
分
を
ご
ま
か
す
事
が
で
き
て
い
た。
し
か
し、
梁

の
下
敷
き
に
な
り
身
動
き
で
き
な
か
っ
た
女
が、
火
事
に
よ
っ
て
梁
が
焼
け

折
れ
た
た
め、
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
て
助
か
っ
た
と
い
う
話
を
同
僚
か
ら

開
か
さ
れ
た
時、
そ
の
わ
ず
か一
条
の
血
路
さ
え
も
封
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
っ
た。

こ
の
よ
う
に
読
ん
で
く
る
と、
大
地
従
と
い
う
状
況
下
で
は、
ど
の
よ
う

な
事
態
で
も
起
こ
り
得
る
の
が
必
定
で

し

し

し

し

し

,

'

.

.

.
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と
思
え
る
話
で
も、

必
ず
し
も
異
常
な
逸
話
と
は
言
え
な
く
な
る。

日
常
が

突
然
崩
壊
し
た
時、

異
常
性
こ
そ
が
そ
の
状
況
に
お
け
る
常
識
と
化
す
の
で

あ
る。

そ
し
て、

激
し
い
愛
ゃ
憎
し
み、

痛
烈
な
悲
し
み
や
苦
し
み、

不
安

な
ど
が
人
々
を
製
い、

日
常
生
活
の
中
で
つ
け
て
い
る
仮
面
を
剥
ぎ
取
っ
て

し
ま
う。

従
っ
て、

命
か
ら
が
ら
生
き
延
ぴ
た
人
々
の
心
の
中
に
は、

黙
し

て
語
る
事
の
出
来
な
い
惨
状
が、

深
い
條
と
し
て
残
っ
て
い
る
に
述
い
な
い
。

．
玄
道
は
肉
体
的
に
欠
陥
の
あ
る
要
を
内
心
悧
ん
で
い
た。

芥
川
は
「
我
々
の

心
の
底
に
潜
む
怪
物
J

を
暴
露
す
る
た
め
に、

公
に
は
さ
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
忌
わ
し
い
体
験
を
玄
道
に
背
負
わ
せ
た
の
で
あ
る。

そ
し
て、

そ
れ

が
日
常
生
活
の
中
で、

徐
々
に
露
見
し
て
行
く
過
程
を
描
く。

「
風
俗
画
報一

は、

地
震
の
描
写
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
根
拠
で
あ
っ

た
だ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は、

地
震
と
い
う
非
日
常
的
な
極
限
状
況
の
中

で
の
人
間
の
生
き
様
そ
の
も
の
が
記
録
さ
れ
て
い
た。
こ
の
よ
う
な
記
事
の

掲
載
さ
れ
て
い
る
r
風
俗
面
報
j

を
芥
川
が
手
に
し
た
時、

彼
自
身
に
と
っ

て
諏
要
な
テ
ー
マ
の
一
っ
を
そ
こ
に
見
出
し
た
と
し
て
も
不
思
談
で
は
な
い。

芥
川
に
お
い
て
は、
「
精
神
上
の
敗
残
者」
の
心
理
を
様
々
な
時
代
や
状
況

の
中
で
描
き
出
し
て
い
く
事
が、

重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た。
「
疑
惑
j

は、

「
風
俗
画
報
j

に
出
会
っ
た
芥
川
が、
一
切
の
社
会
的
束
縛
が
地
上
か
ら
姿

を
消
す
地
展
と
い
う
状
況
を
借
り
て、
こ
の
テ
ー
マ
を
定
滸
さ
せ
た
作
品
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。
「
疑
惑
j

の
前
年
に
発
表
さ
れ
た
「
開
化
の
殺
人
j
‘

そ
し
て
K

奉
教
人
の
死
j

か
ら、

晩
年
の
作
品
群
に
至
る
「
粕
神
上
の
敗
残

者」

を
テ
ー
マ
と
し
た
流
れ
の
中
に、
「
疑
惑
j

を
位
骰
付
け
る
事
が
出
来

る
の
で
あ
る。

「
疑
惑
j

執
第
か
ら
四
年
後
の
大
正
十
二
年、

芥
川
自
身
も
関
東
大
祖
災

に
遭
遇
す
る。

そ
の
際、

大
綬
災
に
関
す
る
一
連
の
手
祀
を
残
し
て
い
る。

そ
の
中
の
一
っ
が
次
に
掲
げ
る
「
大
煤
雑
記」
で
あ
る。

こ
れ
は
夙
に
ク
ラ
イ
ス
ト
が
「
地
祖」
の
中
に
描
い
た
現
象
で
あ
る。

い
や、

ク
ラ
イ
ス
ト
は
そ
の
上
に
地
裳
後
の
異
布
が
静
ま
る
が
早
い
か、

も
う
一
度
平
生
の
恩
怨
が
除
ろ
に
目
ざ
め
て
来
る
恐
し
さ
さ
へ
描
い
た。

す
る
と
ポ
プ
ラ
ア
供
楽
部
の
芝
生
に
難
を
避
け
て
ゐ
た
人
人
も
い
つ
何
時

隣
の
肺
病
忠
者
を
躯
逐
し
よ
う
と
試
み
た
り、

或
は
又
向
う
の
奥
さ
ん
の

私
行
を
吹
聴
し
て
歩
か
う
と
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
僕
で
も
心
得

て
ゐ
る。

「
平
生
の
恩
怨
が
除
ろ
に
目
ざ
め
て
来
る
恐
し
さ」
に
つ
い
て、
I

疑
惑
j

の
中
で
玄
逍
を
し
て
「（
我
々
人
間
の
心
の
底
に
潜
ん
で
ゐ
る）

怪
物
が
居

り
ま
す
限
り、

今
日
私
を
狂
人
と
嘲
笑
つ
て
ゐ
る
述
中
さ
へ、

明
日
は
又
私

と
同
様
な
狂
人
に
な
ら
な
い
も
の
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん。」
と
語
ら
せ
て
い

た。

罰
の
伴
わ
な
い
罪
を
重
ね
て
い
る
人
間
の
本
心
を、
「
怪
物」
と
呼
ん

で
い
た
の
で
あ
っ
た。
し
か
し、
「
大
冥
雑
記」
の
統
く
文
中
に、

ま
た、

自
分
が
そ
の
よ
う
な
多
勢
の
一
人
で
あ
る
こ
と
に、
い
つ
に
な
い
親
し
さ
の

涌
く
の
を、

美
し
く
忘
れ
が
た
い
光
飛
と
も
表
現
し
て
い
る。

ま
た、
「
大
展
に
寄
せ
る
感
想」
で
は、

日
称
の
肌
戦
を
悲
設
的
に
見
る
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の
で
は
な
く、

逆
に、

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
け
る
確
固
た
る
人
間
の
樹
立

に
つ
い
て
説
い
て
い
る。
そ
れ
は
被
害
を
受
け
た
人
に
あ
て
て
咎
か
れ
た
文

章
で
あ
り、

扇
動
的
な
要
紫
が
強
く
現
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が、

芥
川

．

の
生
へ
の
強
い
執
滸
を
院
み
と
る
事
が
で
き
る。

多
く
の
罪
の
た
め
に
脚
に

傷
を
負
い
な
が
ら
生
き
る
輩
で
あ
れ
善
良
な
市
民
で
あ
れ、

プ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
で
あ
れ
プ
ロ
レ
ク
リ
ア
ー
ト
で
あ
れ、

天
災
は
人
を
分
か
た
ず
火
の
手

を
上
げ
る。
地
震
の
際、

要
子
を
顧
み
ず、

屋
外
に
飛
ぴ
出
し
て
い
た
芥
川

（
「

大
裳
雑
記」
よ
り）

は、

己
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
し
て
の

人
間
を、

冷
笑
し
つ
つ
も
甘
受
し
て
い
く
の
で
あ
る。

ま
た、
「
或
阿
呆
の
「
生
j

の
中
で
は、
「

三
十一

大
地
震」
と
姐
し
た

一
節
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る。

殊
に
彼
を
動
か
し
た
の
は
十
二
三
歳
の
子
供
の
死
骸
だ
っ
た。

彼
は
こ
の

足悶

烹‘

犀
か
酎e
ま
し
さ
に
ilU
い
も
の
を
盆
じ
た。
「
第
パ
に
如

せ
ら
る
る
も
の
は
夭
折
す」

ー
か
う
云
ふ
言
葉
な
ど
も
思
ひ
出
し
た。

彼

い

ば
て
い

う
ら

＂

か
h

あa

の
姉
や
異
母
弟
は
い
づ
れ
も
家
を
焼
か
れ
て
ゐ
た。
し
か
し
彼
の
姉
の

g
と

9
し
よ9¢
い

を
か

た
め

し
つ

召
い
う
よ

t

か
ら
だ

夫
は
偽
証
罪
を
犯
し
た
為
に
執{
猶
予
中
の
体
だ
つ
たo

た
れ

介
れ

し

よ

・

「
誰
も
彼
も
死
ん
で
し
ま
へ
ぱ
善
い」

介
れ

e

あ
と

に
・

ず

彼
は
焼
け
跡
に
件
ん
だ
ま
ま、

し
み
じ
み
か
う
思
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ

な
か
っ
た。

こ
こ
で
は、

己
を
束
縛
す
る
者
の
死
を
望
み、

己
を
拘
束
す
る
世
界
の
崩
壊

を
願ヽ
り
気
持
ち
を
吐
露
し
て
い
る。
そ
こ
に
芥
川
の
精
神
の
孤
立、

あ
る
い

は
周
囲
と
の
断
絶
を
垣
間
見
る
事
が
で
き
る。
し
か
し、

そ
れ
に
よ
っ
て
し

「
疑
惑
j

は、

楊
柳
観
音
を
背
後
に
し
た
実
践
倫
理
学
者
で
あ
る
「
私」

か
自
ら
の
生
を
保
ち
得
な
い
の
な
ら
ば、
ま
た、

そ
れ
が
か
な
え
ら
れ
な
い

願
認
な
ら
ば、

自
ら
が
死
を
選
ぶ
よ
り
他
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

の
前
で、

玄
道
が
告
白
し、

懐
悔
を
行
う
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
た。
こ
こ

で、

芥
川
の
憐
悔
観
か
ら
見
た
「
疑
惑」

み
た
い。

芥
川
は
晩
年
の
作
品
に
お
い
て、

懐
悔
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て、

以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る。

の
手
法
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て

四
十
六

拙

か
h

か
れ

サ
い
し
人
て
・
11

.

,
6

介
ん

か
＂

あ
く

彼
は
彼
の
精
神
的
破
産
に
冷
笑
に
近
い
も
の
を
感
じ
な
が
ら、
（
彼
の
悪

即
ゃ

耐
虹

巳
ダ
組
ら
ず
餌
に
は
わ
か
つ
て
ゐ
た。）

和
饂
如
い
ろ
い
ろ

＂
ん

よ

L
い
0
9
て
●

9
そ

の
本
を
続
み
つ
ゞ
け
た。
し
か
し
ル
ッ
ソ
ウ
の
懐
悔
録
さ
へ
英
雄
的
な
紐

に
充
ち
滸
ち
て
ゐ
た。
殊
に
「
新
生」
に
至
っ
て
は
ー
彼
は
「
新
生」
の

ヽ
＂
人
し
や

で

あ

主
人
公
ほ
ど
老
拾
な
偽
普
者
に
出
会
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た。

（
E

或
阿
呆
の
一
生
j
)

懐

悔

古
人
は
神
の
前
に
伐
悔
し
た。

今
人
は
社
会
の
前
に
徴
悔
し
て
ゐ
る。

す
る
と、

阿
呆
や
悪
党
を
除
け
ば、

何
ぴ
と
も
何
か
に
懐
悔
せ
ず
に
は
娑

婆
苦
に
堪
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

四
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七 し
か
し
ど
ち
ら
の
懐
悔
に
し
て
も 、

ど
の
位
信
用
出
来
る
か
と
云
う
こ

と
は
お
の
づ
か
ら
又
別
問
題
で
あ
る
。

ト
ル
ス
ト
イ

ピ
ュ
ル
コ
フ
の
ト
ル
ス
ト
イ
伝
を
読
め
ば 、

ト
ル
ス
ト
イ
の
「
わ
が
伐

悔」

や
「
わ
が
宗
教」

の
維
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
こ

の
維
を
話
し
つ
づ
け
た
ト

ル
ス
ト
イ
の
心
ほ
ど
倍
ま
し
い
も
の
は
な
い

。

彼
の
謡
は
余
人
の
巽
実
よ
り
も
は
る
か
に
紅
血
を
滴
し
て
ゐ
る

。

（
以
上
「
保
紺
の
言
薬」）

悔

わ
た
し
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
懐
悔
に
わ
た
し
た
ち
の
心
を
動
か
す
で
あ
ら
う 。

が 、

あ
ら
ゆ
る
悛
悔
の
形
式
は 、
「
わ
た
し
の
し
た
こ
と
を
し
な
い
や
う

に 。

わ
た
し
の
言
ふ
こ
と
を
す
る
や
う
に
」

で
あ
る

。

（
「
＋
本
の
針」）

懐
悔
の
形
式
の
虚
偽
を
見
透
か
し
た
上
で

、

懺
悔
す
る
こ
と
の
杓
神
的
な
意

味
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る

。

芥
川
に
と
っ
て
は

、

ル
ッ
ソ
ウ
の
「
懐
悔

録
j

も 、

島
崎
藤
村
の
「
新
生」

も 、

虚
像
で
あ
り
偽
善
的
で
あ
る

。

し
か

し 、

懺
悔
に
精
神
的
な
救
済
を
求
め
る
多
く
の
人
々
の
心
や 、

懐
悔
に
心
を

動
か
さ
れ
る
人
々 、

懐
悔
の
嘘
を
知
り
つ
つ
語
り
萩
け
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
心

痛
そ
の
も
の
は 、

容
認
し
て
い
る

。

こ
の
よ
う
な
心
痛
や
精
神
的
な
救
済
の

中
に
こ
そ
懐
悔
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る

。

「
要
殺
し

」

と
い
う
罪
が 、

自
ら
の
心
の
中
で
徐
々
に
露
呈
さ
れ
て
く
る

又

慨

過
程
に
お
い
て 、

玄
道
の
心
は
大
き
く

揺
ら
ぎ
続
け 、

救
い
の
手
を
さ
し
の

ぺ
る
余
地
も
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

玄
辺
の
意
識
し
て
い
る
罪
は 、

他
人
か

ら
糾
弾
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く 、

む
し
ろ 、

ど
ん
な
に
正
当
化
し
よ

う
と
し
て
も
正
当
化
で
き
な
い

、

人
間
で
あ
る
が
故
に
持
っ
て
い
る
罪
で
あ

る
。

そ
れ
故
に 、

読
者
も
黙
然
と
座
っ

て
い
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ

た

「
私」

と
同
じ
境
地
に
囮
か
れ
る
の
で
あ
る

。

芥
川
が
「
老
招
な
偽
普
者」

と
烙
印
を
押
し
た
「
新
生
j

と
比
較
し
て
み

る
と 、

主
人
公
も
説
者
も 、

全
く
逆
の
結
末
に
浮
か
れ
て
行
く
。

藤
村
の

『
新
生」

は 、

前
店
が
大
正
七
年
五
月
一

日
か
ら
十
月
五
日
ま
で

、

後
屈
が

大
正
八
年
八
月
五
日
か
ら
十
二
月
二
十
八
日
ま
で 、
「
東
京
朝
日
新
聞」

に

迎
戟
さ
れ
た

。
一

方 、

芥
川
の
「
疑
惑
j

は 、

大
正
八
年
七
月
に
発
表
さ
れ

て
い
る
。

ま
た 、
「
大
正
八
年
度
の
文
芸
界」
（
大
正
八
年
十
二
月
五
日
発
行 、

大
阪
毎
日
新
間
社
・

束
京
日
日
新
聞
社
編
纂
「
毎
日
年
鑑
j

掲
戟）

に
お
い

て 、

芥
川
は
H

新
生
j

を
取
り
上
げ 、
「
叔
姪
の
恋
愛
と
云
ふ
如
き
大
問
題

で
あ
り
な
が
ら 、
「
新
生
j

の
主
人
公
の
自
己
批
判
は 、

余
り
に
容
易
な
る

憾
が
あ
る
。

従
っ
て
こ
れ
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
主
人
公
の
心
も
ち
も
余
り

に
虫
が
好
す
ぎ
る
観
な
き
を
得
な
い

。」

と
酷
評
を
下
す 。

こ
の
よ
う
な
経

緯
か
ら 、

周
囲
の
保
守
的
な
体
制
に
救
わ
れ
て
自
己
の
追
求
が
十
分
に
行
わ

れ
な
い
B

新
生
j

へ
の
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
と
し
て 、
「
疑
惑」

が
魯
か
れ
た
と

見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

。

藤
村
の
「
新
生」

に
つ
い
て
は 、
「
島
崎
藤
村

氏
の
懐
悔
と
し
て
観
た
「
新
生」

合
評」
（
大
正
九
年
一

月
発
行
「
婦
人
公

論」

第
五
年
第
一

号）

が
掲
栽
さ
れ
る
な
ど 、

文
坦
に
与
え
た
影
咽
は
少
な
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．

く
な
い
。

芥
川
は
晩
年
に
お
い
て、
「
染
た
し
て
『
新
生」

は
あ
っ
た
で
あ

ら
う
か
？」
（
H

保
脩
の
言
葉
j

「
「
新
生」

読
後」）

と
疑
問
を
投
じ
て
い
る

が、

後
篤
発
表
を
前
に
し
て、
「
新
生』

に
抗
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

力

往
二

芥
川
の
『
新
生」

批
判
に
つ
い
て、

山
田
晃
氏
論
文
に
「
「
人
と
し
て」

の
失
敗
を
「
芸
術
家
と
し
て」

の
成
功
で
贖
う
と
い
う
芥
川
の
拶
想
を
大
き

＜
衷
切
る
も
の
を
持
っ
た
作
品
だ
。

の
み
な
ら
ず、

そ
れ
は、

芸
術
家
と
し

て
の
権
能
を
利
し
て、

新
た
な
罪
悪
が
韮
ね
ら
れ、

そ
の
上
に
人
と
し
て
の

0

マ

マ
）

再
生
が
は
か
ら
れ
て
い
る
と
い
う
姻
疑
を
受
け
る
に
十
分
な
も
の
を
持
て

・
い
る
。」

と
し
て、

藤
村
の
創
作
営
為、

あ
る
い
は
そ
れ
を
支
え
る
人
格
へ

It-
『
一

の
い
ら
だ
ち
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た、

菊
地
弘
氏
は、
「
実
生
活
を
切

り
拾
て
て
虚
構
に
テ
ー
マ
を
託
す
芥
川
龍
之
介
の
小
説
方
法
は、

私
小
説
が

育
ん
だ
告
白
形
式
に
対
立
す
る
姿
勢
を
打
ち
立
て
た
こ
と
に
な
る
」

と
さ
れ、

自
然
主
義
者
た
ち
の
あ
り
方、

な
か
で
も
「
藤
村
の
芸
術
へ
の
態
度
と
方
法

と
は
臭
次
元
の
も
の
で
あ
る
」

と
見
て
お
ら
れ
る
。

そ
し
て
芥
川
の
「
新

生』

評
に
つ
い
て
は、

芸
術
家
を
主
人
公
に
し
た
「
戯
作
三
昧』
（
大
正
六

年
十
一

月
完
）

、
「
地
獄
変
j

'（
大
正
七
年
五
月）
、
『
枯
野
抄」
（
同
年
十
月）

を
挙
げ、
「
芸
術
と
倫
理、

芸
術
家
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
作
品
を
造
型
す
る
中

で
追
尋
し
た
。」

と
い
う
視
点
で
考
察
さ
れ
て
い
る。

更
に
こ
こ
で、

芥
川
の
指
摘
し
た
「
主
人
公
の
自
己
批
判」

に
注
目
す
る

と、
「
新
生」

は、

芥
川
の
悛
悔
観
と
対
立
し
た
が
故
に、
「
疑
惑」

を
執
築

す
る
こ
と
で
自
ら
の
懺
悔
観
を
呈
示
し
よ
う
と
す
る
動
機
付
け
の
ー

つ
に

な
っ
た
と
い
う
感
は
強
い
。

芥
川
は、

自
己
を
拘
束
す
る
あ
ら
ゆ
る
状
況
や

社
会
的
規
範、

そ
し
て
自
分
自
身
を
も
含
め
た
人
間
の
中
に
潜
む
生
の
虚
偽

性
を
看
過
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

生
へ
の
こ
だ
わ
り
が
強
け
れ
ば
強
い

ほ
ど、

他
者
や
自
己
の
虚
偽
性
を
明
確
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

玄
道
は
周

囲
の
人
か
ら
狂
人
呼
ば
わ
り
さ
れ、

自
ら
も
「
精
神
上
の
敗
残
者」

に
な
る

よ
り
ほ
か
な
い
生
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

芥
川
に
と
っ
て、

ト
ル
ス
ト
イ
の

懺
悔
が
「
余
人
の
爽
実
よ
り
も
は
る
か
に
紅
血
を
滴
し
」

た
雑
で
あ
っ
た
よ

う
に、

徹
底
的
に
自
己
批
判
を
行
う
こ
と
に
こ
そ、

懺
悔
の
意
味
は
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う。

「
疑
惑
j

は、

大
地
従
の
よ
う
な
時
空
の
裂
け
目
と
も
曾
え
る
中
か
ら
造

型
さ
れ
て
く
る
世
界
を
描
い
た
作
品
で
あ
っ
た。

玄
道
が
逍
過
す
る
事
件
の

―

っ
ー
つ
は、

写
英
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず、

そ
の
た
め
「
風
俗
画

報」

と
い
う
実
録
を
も
と
に
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

部
分
部
分
の
写
実
を

枝
み
煎
ね
る
こ
と
で、

非
日
常
的
非
合
理
的
な
世
界
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

芥
川
は
そ
の
よ
う
な
批
界
の
造
型
に
こ
そ、

実
在
の
空
間
は
描
か
れ
る
も
の

と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う。

理
由
を
作
っ
て
自
己
弁
設
す
る
こ
と
も
で
き
た
玄

道
の
仮
而
が
こ
と
ご
と
く
刺
さ
れ
て
い
く
の
も、

部
分
部
分
の
写
実
に
基
づ

い
て
い
る
。
「
疑
惑
l

は、

芥
川
の
罪
意
識
や
悛
悔
観
が
形
成
さ
れ
る
過
程

に
お
い
て、

重
要
な
位
僅
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に、

芥
川
の
小
説

の
手
法
を
考
察
す
る
上
に
も
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。

芥
川
自
身
は、
「
疑
惑」

発
表
直
後
の
大
正
八
年
七
月
八
日
付
佐
々
木
茂

索
宛
菜
音
の
中
で、
「
悪
作
脱
む
可
ら
ず」

と
む
い
て
い
る
。

芥
川
が
な
ぜ
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※ 

（
昭
和
六
＋

腐
IlJ
大
学
大
学
院
ti
了）

が、
「
風
俗
固
報
j

は、
今
で
は
知
る
由
も
な
い

こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
か

う
事
実
に
頼
り
す
ぎ
た
が
故
に、
彼
自
身

と
い
う
衰
科
と
汲
尾
大
地
撰
と
い
e

、
う
こ
と
か
も
し
れ
な

、
な
い
面
が
多
い
と
＞

の
中
で
十
分
に
昇
部
し
き
れ
て
し

の
告
白
を
通
じ
て
人
間
の
原
罪
に
迫

、
。
し
か
し、
「
精
神
上
の
敗
残
者」

＞
 

も
の
で
あ
る。
そ
の
中
で、

芥
川
の
手
法
そ
の

る
方
法
は、
ま
ぎ
れ
も
な
く

よ
る
評
価
は
と
も
か
く

た
本
作
品
は、
芥
川
自
身
に

特
に
懐
悔
観
を
追
求
し

ぐ
り
出
し
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
ょ
う。

と
し
て、
芥
川
の
内
面
を
深
く
え

-

+
=-

B、
翌

治文
献
発
行）

注

（
昭
和
四
十
八
年
六
月一

注一

復
刻
版
「
岱
俗
岳
懇

改
め
た。

（
学
泣
社
氾
和
四
十一
年
十

に
拠
り、
旧
淡
字
は
新
淡
字
に

「
芥
111
龍
之
介
と
烏
崎
藤
村」

一
粒
第
十
四
号
所

屈
釈
と
教
材
の
研
究
j

第
十

注
二

山
田
晃
氏
論
文

二
月
二
十
日
発
行
百
国
文
学

収）

（
至
文
党
閉
和
五
十
八
年
三
月一

面
的
藤
村
と
龍
之
介」

八
粒
四
号
所
収）

晋

贋
弘
氏
論
文

霰
と
茫
区
坑
四
十

一
九
七
八
年
岩
波
栢
店
癸
行

日
発
行
曰
国
文
学

一
九
七
七
ー

、
IB
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た。

芥
川
煎
之
介
の
作
品
及
び

吝平
は、

罪
川
煎
之
介
全
芭
に
拠
り

- 285 -




