
室
生
犀
星
「
火
の
魚
」
論

一
つ
の
芸
術
論
と
し
て

一

色

誠

子

【
、
は
じ
め
に

 
物
語
は
、
一
冊
子
書
物
の
造
本
と
装
頗
を
め
ぐ
る
も
の
で
、
〈
私
の
物
語
〉

と
く
私
と
折
見
と
ち
子
の
物
語
〉
の
体
を
成
し
て
い
る
。
〈
私
〉
は
あ
る
小
説

の
装
槙
を
、
次
の
よ
う
に
描
い
て
も
ら
お
う
と
し
て
い
る
。

或
有
名
な
西
洋
画
家
に
手
紙
を
書
い
て
一
尾
の
金
魚
が
燃
え
尽
き
て
海
に

二
つ
込
ん
で
、
自
ら
死
に
果
て
る
と
こ
ろ
を
描
い
て
ほ
し
い
と
い
ひ
、
金

魚
は
一
尾
で
結
構
、
た
だ
し
切
火
の
や
う
に
烈
し
さ
が
見
た
い
の
で
す
と

勝
手
な
こ
と
を
書
い
て
送
っ
た
。
実
際
、
私
は
も
は
や
一
尾
の
金
魚
が
海

に
突
つ
込
ん
で
行
く
と
い
ふ
光
景
よ
り
も
、
一
人
の
重
い
女
体
が
そ
れ
自

身
の
体
重
に
加
へ
て
、
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
激
越
さ
で
、
髪
の
あ
る

方
を
海
面
に
向
け
て
た
だ
眩
ゆ
い
瞬
間
に
消
え
て
ゆ
く
と
こ
ろ
を
頭
に
ゑ

が
い
て
、
書
物
の
表
紙
檜
を
作
る
こ
と
に
む
ち
ゅ
う
に
な
っ
て
み
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
線
論
者
・
以
下
同
）

 
と
こ
ろ
が
、
《
西
洋
画
家
か
ら
い
ま
躰
躯
の
調
子
を
悪
く
し
て
み
て
、
当
分

か
け
な
い
と
い
ふ
断
り
の
返
事
》
を
も
ら
う
。
返
事
を
も
ら
っ
た
あ
と
、
〈
私
V

は
早
計
な
依
頼
を
し
た
と
悔
む
。
と
こ
ろ
が
あ
る
巳
、
花
屋
の
硝
子
の
鉢
の
死

ん
だ
《
朱
い
さ
か
な
》
を
見
、
不
意
に
魚
拓
を
お
も
い
つ
き
試
み
る
。
し
か
し
、

〈
私
〉
が
意
図
し
て
い
る
《
先
づ
そ
の
姿
勢
が
逞
し
く
頭
を
下
に
向
け
、
尾
は

 
 
け

天
を
蹴
っ
て
鏡
く
裂
け
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
体
の
炎
は
燃
え
切
っ
て
蒼

い
海
面
の
が
ら
す
を
切
り
砕
い
て
ゆ
く
降
下
状
態
を
、
題
目
も
あ
ざ
や
か
に
紙

の
上
に
刷
》
る
こ
と
が
、
．
ど
う
に
も
上
手
に
出
来
な
い
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な

時
、
婦
人
記
者
の
折
見
と
ち
子
の
存
在
を
思
い
出
す
。
彼
女
の
父
親
が
釣
り
好

き
で
、
魚
拓
を
取
っ
て
い
る
の
を
よ
く
見
て
い
て
、
そ
の
様
子
を
よ
く
知
っ
て

い
る
ら
し
い
の
で
、
〈
私
〉
は
折
見
と
ち
子
に
金
魚
の
魚
拓
を
依
頼
す
る
。
そ

し
て
、
彼
女
の
労
作
〈
炎
の
金
魚
〉
が
完
成
す
る
。

 
こ
こ
で
い
う
一
冊
の
書
物
と
は
、
周
知
の
ご
と
く
『
蜜
の
あ
は
れ
』
（
昭
和
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三
十
四
年
）
を
指
し
て
お
り
、
《
一
尾
の
朱
い
さ
か
な
が
、
結
局
死
ぬ
こ
と
に

な
り
、
空
か
ら
頭
を
突
つ
込
む
や
う
に
し
て
海
に
降
下
し
て
行
く
、
さ
う
い
ふ

精
四
丁
を
持
つ
た
魚
拓
》
と
い
う
の
が
、
『
蜜
の
あ
は
れ
』
の
箱
の
表
を
飾
っ

て
い
る
。

 
ま
た
、
登
場
す
る
折
見
と
ち
子
が
、
実
在
の
人
物
で
あ
り
、
魚
拓
依
頼
も
事

実
で
あ
る
こ
と
は
、
『
蜜
の
あ
は
れ
』
見
開
き
の
《
魚
拓
「
炎
の
金
魚
」
 
栃

折
久
美
子
 
装
順
全
般
 
著
者
〉
と
あ
る
点
、
次
に
挙
げ
る
昭
和
三
十
四
年
六

月
八
日
附
の
金
魚
ら
し
い
絵
の
入
っ
た
、
栃
折
久
美
子
宛
の
書
簡
で
も
明
ら
か

で
あ
る
。

金
魚
の
魚
拓
ヲ
一
枚
作
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
、
形
は
天
か
ら
火
の
や
う
に

墜
ち
て
く
る
恰
好
、
つ
ま
り
頭
が
地
上
に
向
き
、
尾
が
天
に
向
く
恰
好
、

に
し
て
、
大
き
さ
は
伸
ば
す
つ
も
り
で
す
か
ら
、
製
革
は
小
さ
く
て
も
い

い
の
で
す
、
眼
ノ
玉
と
尾
と
を
正
確
に
、

◎
問
題
は
金
魚
を
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
る
か
と
い
ふ
事
が
恐
ろ
し

い
。

 
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
事
は
、
栃
折
久
美
子
の
『
製
本
工
房
か
ら
』
（
昭
和
五

十
三
年
冬
樹
社
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
室
生
犀
星
と
私
」
の
中
の
1
炎

の
金
魚
1
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
栃
折
久
美
子
は
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
火
の
魚
」
は
、
随
筆
風
で
あ
り
身
辺
小
説
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
事

実
を
そ
の
ま
ま
書
い
た
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
別
の
、
一
つ
の
世
界
を
作

り
出
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
実
感
と
し
て
知
っ
た
。

 
折
見
と
ち
子
の
物
語
の
中
で
彼
女
が
肋
骨
を
四
枚
切
り
取
る
手
術
を
し
、
胸

に
ギ
プ
ス
を
し
て
い
る
こ
と
や
、
手
術
の
た
め
休
職
し
た
出
版
社
に
折
よ
く
復

職
を
し
た
こ
と
は
、
『
室
生
犀
星
全
集
』
（
新
潮
社
）
第
十
】
巻
、
'
月
報
第
四
號

の
「
ギ
プ
ス
の
音
」
に
詳
し
い
と
こ
ろ
だ
。

二
、
犀
星
の
装
禎
意
識

書
物
は
そ
の
装
領
を
造
り
上
げ
た
と
こ
ろ
で
、

れ
を
告
げ
る
の
が
、
私
の
な
ら
ひ
で
あ
っ
た
。

何
時
も
そ
の
書
物
と
わ
か

 
と
、
犀
星
は
「
火
の
魚
」
の
中
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
作

品
を
書
く
だ
け
で
作
家
の
仕
事
は
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
装
偵
を
し
、
世
に
送

り
出
す
ま
で
が
そ
の
責
務
で
あ
る
こ
と
を
言
う
も
の
だ
が
、
〈
私
〉
の
こ
と
ば

で
あ
る
と
同
時
に
、
犀
星
の
こ
と
ば
で
も
あ
る
。
犀
星
は
、
自
身
に
よ
る
装
槙

だ
け
で
も
五
十
六
作
品
に
も
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
装
領
に
関
し
て
は
、
出
版

社
任
せ
で
は
な
く
、
、
本
人
以
外
の
場
合
は
自
ら
が
依
頼
し
て
い
る
。
こ
う
い
つ

 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
り

た
書
物
に
対
す
る
哲
学
は
、
す
で
に
昭
和
四
年
に
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

○
装
槙
は
内
容
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
与
件
は
、
装
槙
學

の
上
で
誰
で
も
氣
の
付
く
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
装
順
は
小
説
や
詩
の
命

題
の
や
う
な
効
果
と
役
目
を
負
う
て
み
る
。
装
槙
自
身
の
力
で
護
者
を
惹

き
つ
け
る
こ
と
が
意
外
に
多
く
、
本
屋
の
店
先
で
最
初
に
眼
を
射
る
も
の
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は
装
偵
自
身
の
権
威
で
あ
っ
て
、
内
容
の
接
鰯
は
そ
の
瞬
間
で
は
第
二
義

の
位
置
に
あ
る
。

○
装
偵
は
作
者
自
身
で
親
切
に
行
為
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
他
を
煩
は

す
場
合
は
飽
迄
氣
持
の
通
じ
る
書
家
や
装
槙
家
に
依
嘱
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。○

飽
か
な
い
氣
持
を
続
け
る
爲
に
は
凡
ゆ
る
装
偵
は
地
道
に
、
日
を
 
う

て
生
じ
る
書
籍
愛
を
繋
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

○
書
物
ま
た
凡
ゆ
る
意
味
に
於
け
る
智
性
的
幸
福
の
感
情
を
植
ゑ
つ
け
る

も
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
い
ふ
書
物
も
人
間
を
不
幸
な
立
場
に
立
た
す
こ
と

が
な
い
も
の
で
あ
る
。
書
物
の
作
用
に
よ
っ
て
我
々
は
育
て
ら
れ
て
行
く

の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
鵬
で
あ
る
装
槙
が
地
味
な
ら
地
味
で
言
語
ま
で
も

質
素
な
上
品
さ
を
も
っ
て
表
装
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

〇
一
種
の
工
藝
美
術
と
し
て
の
建
築
訳
書
禎
が
最
近
漸
く
識
者
の
間
に
論

議
さ
れ
て
ゐ
み
こ
と
も
、
自
分
と
し
て
喜
び
に
堪
へ
な
い
。
か
う
い
ふ
機

会
に
日
本
の
書
物
は
日
本
的
な
味
ひ
と
姿
と
を
、
何
番
ま
で
も
材
料
と
苦

心
と
に
依
っ
て
積
み
立
て
研
究
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
つ
ま
り
、
書
物
を
単
な
る
読
み
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、

一
つ
の
く
工
芸
品
〉
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

さ
ら
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
、
装
傾
へ
の
意
識
向
上
を
、
自
論
を
持
っ
て
展

開
し
て
い
る
。

○
装
偵
は
飽
き
な
い
の
が
最
も
そ
の
要
を
得
て
み
る
。

○
堅
牢
で
あ
っ
て
飽
き
る
こ
と
の
な
い
の
は
装
慎
の
奥
義
で
あ
る
。

室
生
犀
星
「
火
の
魚
」
論

一
つ
の
芸
術
論
と
し
て
一

 
こ
れ
ら
は
何
も
、
犀
星
だ
け
が
述
べ
て
い
る
特
異
な
事
で
は
な
い
。
初
め
て

世
．
に
出
た
犀
星
の
詩
集
『
愛
の
詩
集
』
（
大
正
七
年
一
月
掛
感
情
詩
社
）
、
『
拝

情
小
曲
集
』
（
大
正
七
年
九
月
 
感
情
詩
社
）
の
挿
画
及
び
装
槙
を
し
て
い
る

恩
地
孝
四
郎
も
、
装
本
家
の
立
場
か
ら
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
ほ
ぼ
同
様
の
論
理

 
 
 
 
 
註
麟

を
述
べ
て
い
る
。

○
本
は
文
明
の
旗
だ
、
そ
の
旗
は
当
然
美
し
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
美

し
く
な
い
旗
は
、
旗
の
効
用
を
無
意
味
若
し
く
は
薄
弱
に
す
る
。
美
し
く

な
い
本
は
、
そ
の
効
用
を
減
殺
さ
れ
る
。
即
ち
本
で
あ
る
以
上
美
し
く
な

け
れ
ば
意
味
が
な
い
。

○
ど
ん
な
い
い
装
飾
美
を
成
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
本
の
性
格
に
合
わ
な

け
れ
ば
凡
そ
ぶ
ち
壊
し
と
な
る
。

○
本
の
使
用
目
的
た
る
、
本
の
内
容
の
玩
味
と
、
も
一
つ
本
を
愛
す
る
心

情
と
に
よ
く
適
合
す
る
よ
う
配
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

○
装
本
を
単
に
工
芸
と
し
て
扱
う
人
も
あ
る
が
、
本
と
い
う
も
の
の
性
質

を
考
え
合
せ
れ
ば
、
普
通
考
え
ら
れ
る
工
芸
品
と
し
て
扱
っ
て
し
ま
っ
て

い
い
も
の
と
は
い
い
切
れ
な
く
な
る
。
本
に
は
人
間
の
精
神
が
生
き
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
一
個
の
生
き
物
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
だ
。

 
以
上
挙
げ
た
よ
う
な
、
．
犀
星
の
哲
学
1
一
装
禎
意
識
は
、
〈
炎
の
金
魚
〉
を
作
成

す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
生
き
て
い
る
と
い
え
る
し
、
そ
の
過
程
を
描
い
た
「
火

の
魚
」
と
い
う
作
品
の
中
に
も
生
き
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

犀
星
の
詩
話
意
識
が
、
全
作
品
に
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
・
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考
察
が
さ
ら
に
必
要
に
な
る
為
、
稿
を
改
め
た
い
つ

三
、
さ
か
な
の
と
ら
え
方

 
犀
星
は
、
〈
魚
V
と
作
品
と
の
か
か
わ
り
を

述
べ
て
い
る
。

「
火
の
魚
」
の
中
で
こ
の
よ
う
に

 
私
の
初
期
の
叙
情
詩
は
魚
の
こ
と
を
う
た
っ
た
詩
が
大
部
分
で
、
青
き

魚
を
釣
る
人
と
か
、
遠
い
魚
介
と
か
、
七
つ
の
魚
と
か
、
魚
と
哀
漱
と
か
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
と
ま

魚
は
木
に
登
る
と
か
、
枚
墾
に
逞
な
き
ま
で
に
さ
か
な
の
何
か
に
鰯
れ

た
い
の
ぞ
み
を
持
っ
て
る
た
。

 
ま
た
、
「
拝
情
詩
集
を
上
梓
す
る
に
就
て
」
（
大
正
五
年
七
月
号

で
は
、
次
の
よ
う
に
自
ら
述
べ
て
い
る
。

『
詩
歌
』
）

私
の
室
に
な
っ
て
み
た
脚
高
な
縁
側
の
下
に
市
街
を
貫
い
た
大
き
な
犀
川

が
流
れ
て
み
る
。
そ
ん
な
關
係
か
ら
魚
の
詩
が
多
い
。
水
に
ち
な
ん
だ
詩

が
多
い
。

 
で
は
、
「
魚
の
詩
」
が
ど
う
い
つ
だ
要
素
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
述

 
ロ
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ

の
叙
情
詩
を
例
に
挙
げ
、
検
討
し
た
い
。

 
 
 
 
魚
と
そ
の
哀
歓

う
か
び
く
る
は
か
の
蒼
き
魚

し
、
、
つ
か
な
る
燐
光
と
そ
の
哀
歓
と
の

か
く
て
も
わ
が
こ
こ
ろ
を
去
り
え
ず

や
は
ら
か
く
伸
び
む
と
す
る
梢
に
は

わ
が
魚
は
ま
た
泳
ぎ
そ
め
た
り

そ
の
肌
に
指
ふ
れ
む
と
す
れ
ば

指
は
こ
こ
ろ
よ
く

・
小
さ
き
魚
の
ご
と
し

 
 
 
 
鮮
魚
詩
篇

わ
が
ひ
た
ひ
に
魚
ぎ
ざ
ま
れ

わ
が
肌
に
魚
ま
っ
は
れ
り
。

わ
れ
、
い
つ
の
こ
ろ
よ
り

か
の
魚
と
燐
光
を
し
た
ひ
し
か
は
知
ら
ざ
れ
ど

池
の
ほ
と
り
に
三
つ
と
き

わ
れ
よ
り
か
へ
り
ゆ
く
青
魚
を
見
る
。

わ
れ
、
水
の
な
か
に
ひ
そ
め
る
と
き

魚
も
わ
が
こ
こ
ろ
と
と
も
に
あ
り
。

わ
れ
、
お
ほ
く
の
詩
篇
を
焼
け
ど
も

魚
に
か
か
は
れ
る
も
の

す
べ
て
わ
が
血
も
て
は
ぐ
く
め
る
も
の

手
に
あ
り
て
ま
た
水
に
か
へ
る
。
・

（「

D
情
小
曲
集
」
）
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わ
れ
、
い
ま
人
の
世
の
山
頂

た
だ
し
く
魚
を
い
だ
き
て
惇
て
り
。

（
同
）

い
ろ
青
き
眼
を
か
た
み
に
な
ら
べ

喜
び
甘
ゆ
る
ご
と
く

や
が
て
ま
た
わ
が
肌
に
せ
め
ぎ
く
る
魚
…
…

 
 
 
 
寂
し
き
魚
界

わ
れ
つ
ね
に
敬
慶
な
る
こ
こ
ろ
を
持
ち
て

魚
界
の
は
て
な
き
方
に
．
封
ふ
。

魚
は
並
み
な
ら
ぶ
波
の
上

や
さ
し
く
眠
を
あ
げ
て
凝
視
め
あ
り
。

魚
の
名
に
よ
り
て

つ
ね
に
棒
ぐ
る
詩
篇
は
つ
た
な
し
。

さ
れ
ど
記
せ
よ
。

遠
く
て
寂
し
き
魚
界
の
あ
な
た
に

日
入
り
て
い
よ
い
よ
繁
く
。

（
同
）

又
た
眺
め
く
ら
せ
ば

魚
こ
そ
は
た
だ
し
く
澄
め
る
な
れ
。

静
け
さ
を
纏
ひ
つ
く
し
つ

ひ
と
す
ぢ
に
魚
こ
そ
は
澄
め
る
な
れ
。

あ
あ
、
雪
と
肺
秘
と
の
な
か
よ
り

手
を
鰯
る
れ
ば

燃
え
あ
が
る
燐
青
の
魚

く
る
く
る
と
舞
ひ
あ
が
り
砕
け
散
り

あ
ら
ぬ
方
よ
り
笛
を
吹
く
。

 
 
 
 
七
つ
の
魚

な
や
ま
し
き
日
の
暮
れ
な
り

つ
 
ち

陶
土
を
も
て

忘
る
な
き
魚
の
姿
を
つ
く
り
て
あ
り
ぬ
。

か
ぎ
り
も
あ
ら
ぬ
肌
の
蒼
さ
。

草
の
葉
の
か
な
た
に
そ
よ
ぐ
ま
に

ひ
と
つ
の
魚
を
つ
く
り
終
へ
た
り
。

し
ろ
が
ね
の
眼
を
う
が
ち

月
白
く
い
つ
る
ま
で
七
つ
の
魚
を
つ
く
り
て

こ
の
ふ
る
び
た
る
曾
院
を
泳
が
し
め
む
。
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わ
れ
の
か
ほ
ど
に
魚
を
し
た
ふ
は

う
れ
ひ
の
地
上

そ
を
懸
ひ
て
躍
る
こ
こ
ろ
か

吹
き
し
き
る
渚
の
か
た
に

魚
よ
り
し
も
生
れ
し
に
あ
ら
ざ
る
か

猫
の
鼻
の
つ
め
た
き
は
魚
の
冷
た
さ
に
あ
ら
ざ
り
し
か
ど

わ
れ
の
燭
る
れ
ば
た
ち
ま
ち
に
魚
の
燃
ゆ
。

室
生
犀
星
「
火
の
魚
」
論
一
一
つ
の
芸
術
論
と
し
て
ー



あ
あ
、
北
國
の
山
な
み
ふ
か
く

ひ
か
り
て
絶
え
ぬ
四
季
の
雪

青
け
れ
ば
煙
り
て
絶
え
ぬ
四
季
の
雪

そ
の
雪
に
こ
こ
ろ
悲
し
く
放
て
ば
消
ゆ
る
七
つ
の
魚

ひ
と
つ
は
君
に
走
り
で
お
も
ひ
を
罷
り

君
が
ち
ぶ
さ
の
ぬ
く
み
に
親
し
ま
む
。

魚
よ

（
同
）

 
こ
れ
ら
の
詩
を
読
ん
で
い
く
と
、
〈
魚
〉
〈
青
き
魚
〉
と
い
う
の
は
、
犀
星
自

穿
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
奥

野
健
男
、
鳥
居
邦
朗
、
三
浦
仁
の
三
業
に
よ
り
指
摘
さ
れ
、
ほ
ぼ
こ
れ
に
尽
き

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
論
后
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
奥
野
健
男
氏
は
、
《
い

ろ
青
き
魚
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
自
分
の
か
な
し
い
出
生
と
環
境
と
屈
折
し
た
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
故
知
ら
ぬ
深
層
意
識
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
》
と
見
た
上

で
、
《
魚
は
母
へ
の
胎
内
回
帰
願
望
の
象
徴
》
（
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
 
「
季

刊
芸
術
」
 
青
き
魚
i
室
生
犀
星
の
詩
的
故
郷
）
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
た
形
で
、
鳥
居
邦
朗
氏
は
、
「
魚
と
そ
の
哀
歓
」
等
の
作
品
鑑
賞
に

際
し
、
魚
が
犀
星
の
《
自
己
の
心
情
を
託
し
た
》
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
点
を
指
摘
。

そ
れ
は
《
意
識
以
前
あ
る
い
は
未
生
以
前
か
ら
の
欠
落
感
を
抱
い
て
生
き
る

「
哀
歓
」
を
託
し
た
〉
も
の
と
説
い
て
い
る
。
（
『
現
代
詩
鑑
賞
講
座
4
』
角

川
書
店
）
ま
た
、
こ
の
両
氏
の
見
解
に
添
う
と
し
て
、
さ
ら
に
三
浦
氏
は
、
犀

星
の
〈
魚
〉
な
い
し
〈
青
き
魚
〉
に
は
、
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
一
つ
は

「
凍
え
た
る
魚
」
に
見
え
る
よ
う
に
、
《
魚
が
詩
人
主
体
と
密
接
に
重
な
り
合

い
、
詩
人
が
魚
に
化
身
す
る
形
で
詩
人
の
心
情
を
魚
が
担
う
場
合
》
。
二
つ
は
、

「
青
き
魚
を
釣
る
人
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
・
《
魚
が
時
に
詩
人
主
体

で
あ
り
、
憧
憬
や
願
望
の
対
象
と
し
て
客
体
化
》
さ
れ
た
場
合
を
見
る
と
述
べ

て
い
る
。
（
『
研
究
露
風
・
犀
星
の
好
情
詩
』
 
第
三
章
「
拝
情
小
曲
集
」
の
主

題
と
方
法
 
昭
和
五
十
三
年
三
月
 
秋
山
書
店
）

 
さ
て
、
晩
年
に
な
る
ど
、
小
説
に
〈
魚
〉
が
多
く
扱
わ
れ
る
。
初
期
作
品
に
見

ら
れ
た
よ
う
に
〈
魚
〉
を
自
己
と
照
し
合
せ
る
の
で
は
な
く
、
別
の
象
徴
と
し
て

捉
え
る
よ
う
に
な
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
「
て
、
『
蜜
の
あ
は
れ
』
、
「
脆
の
子
」

が
あ
る
。
人
間
世
界
で
表
現
し
て
し
ま
う
と
、
風
俗
に
す
ぎ
な
い
題
材
を
、
魚

の
世
界
に
借
り
る
こ
と
に
よ
り
く
生
あ
る
も
の
〉
の
必
然
、
運
命
を
充
分
に
表
現

し
得
る
も
の
と
し
て
い
る
。
余
計
な
状
況
説
明
も
な
け
れ
ば
、
必
要
以
上
の
時

間
の
省
略
も
な
く
、
集
約
さ
れ
た
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
。

四
、
「
火
の
魚
」
を
ど
う
読
む
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

 
さ
て
、
モ
デ
ル
捜
し
や
、
事
実
関
係
は
さ
て
お
き
、
一
つ
の
物
語
と
し
て
、

「
火
の
魚
」
を
読
み
す
す
め
た
い
。

 
ま
ず
、
〈
私
V
と
く
と
ち
子
〉
の
さ
か
な
ぺ
の
反
応
を
見
る
と
、
〈
私
V
は
、
さ

か
な
に
対
し
て
あ
る
概
念
を
持
っ
て
い
る
。
さ
か
な
に
は
《
生
き
る
在
り
か
》

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
《
感
情
も
何
も
見
え
な
い
》
と
見
て
い
る
一
方
で
、

次
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
。

さ
か
な
は
や
さ
し
く
、
女
の
人
の
ど
こ
か
に
似
て
み
て
、
こ
と
さ
ら
に
生

き
て
み
る
の
を
握
る
と
、
生
き
物
の
生
き
て
み
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
判

っ
て
來
て
、
ち
よ
つ
と
の
間
、
こ
こ
ろ
も
弾
む
思
ひ
で
あ
っ
た
。
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さ
か
な
の
ぬ
め
っ
と
し
た
柔
ら
か
な
感
触
を
、
女
性
と
し
て
捉
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
魚
拓
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
さ
か
な
（
金
魚
）
を
、
彼

女
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
例
え
ば
、
こ
う
で
あ
る
。

彼
女
を
洗
ひ
、

を
は
じ
め
た
。

充
分
に
水
分
を
切
り
硯
に
墨
を
す
っ
て
魚
拓
に
と
る
用
意

彼
女
と
呼
ぶ
の
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
と
ち
子
も
そ
う
で
あ
る
。

○
晴
れ
た
美
し
い
水
中
に
喜
ん
で
泳
い
で
み
る
彼
女
を
ど
ん
な
人
で
も
、

い
き
な
り
手
掴
み
で
殺
せ
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

○
彼
女
の
死
を
ね
が
ふ
人
間
の
手
に
提
げ
ら
れ
た
金
魚
は
、
一
尾
は
白
の

ま
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
じ

交
っ
た
ぶ
ち
で
、
一
尾
は
火
を
噴
い
て
み
る
寒
紅
に
黒
の
斑
鮎
が
雑
っ
て

ゐ
ま
し
た
。
，

 
つ
ま
り
、
二
人
と
も
金
魚
を
女
性
と
し
て
見
て
い
る
の
だ
。

 
で
は
、
〈
と
ち
子
〉
は
金
魚
の
魚
拓
を
と
る
・
こ
と
に
つ
い
て
、
ゼ
の
よ
う
に
思
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

金
魚
を
魚
拓
に
と
る
と
い
ふ
こ
と
は
悪
趣
味
で
あ
っ
て
、
わ
た
く
し
に
出

來
．
る
こ
と
か
ど
う
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
（
中
略
）
わ
た
く
し
は
生
き
て
み

る
金
魚
を
殺
せ
る
や
う
な
恐
ろ
し
い
女
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
い
か
な
る

情
理
が
あ
っ
て
も
或
ひ
は
人
間
な
ら
一
人
く
ら
み
は
殺
せ
て
も
、
金
魚
を

室
生
犀
星
「
火
の
魚
」
論

一
つ
の
芸
術
論
と
し
て
一

ま
と
も
に
殺
す
と
い
ふ
意
識
の
も
と
で
は
、
到
底
、
こ
れ
を
殺
す
と
い
ふ

こ
と
が
出
來
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
（
以
下
略
）

 
〈
私
〉
と
は
、
魚
拓
を
取
る
こ
と
へ
の
意
識
の
差
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
差
は
、
〈
私
〉
の
く
と
ち
子
〉
へ
の
依
頼
内
容
が
、
あ
ま
り
に
も
突
飛
す
ぎ

た
た
め
の
驚
き
か
ら
く
る
も
の
、
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
こ
の
驚
き
も
次
第
に
消
え
、
魚
拓
を
と
り
終
え
る
頃
に
は
、
〈
と
ち
子
V

の
意
識
は
次
の
よ
う
．
に
変
化
し
て
い
る
。

○
…
…
あ
な
た
の
指
揮
ど
ほ
り
に
や
り
と
ほ
し
た
時
に
、
こ
れ
は
普
通
の

魚
拓
で
は
な
く
、
わ
た
く
し
自
身
が
ナ
イ
フ
か
何
か
で
い
ま
刻
み
こ
ん
で

み
る
の
だ
と
い
ふ
感
慨
を
、
こ
の
お
仕
事
の
最
中
頭
に
う
か
べ
て
み
た
信

念
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
さ

○
わ
た
く
し
は
時
た
ま
、
こ
の
セ
ル
ロ
イ
ド
の
扉
を
柔
し
く
敲
い
て
み
る

こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
固
い
扉
の
下
に
も
わ
た
く
し
自
身
の
金
魚

と
い
ふ
す
が
た
を
持
つ
た
、
女
性
の
さ
か
な
が
泳
い
で
み
る
筈
で
す
か
ら
、

 
 
 
 
 
 
 
い
た
よ

わ
た
く
し
は
聴
く
働
っ
て
上
か
ら
扉
を
敲
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
彼
女
ら

と
お
話
す
る
こ
と
が
出
來
た
の
で
す
。

○
わ
た
く
し
自
身
が
こ
の
や
う
な
患
者
で
あ
る
の
に
、
朱
い
さ
か
な
の
死
、

を
ね
が
っ
て
み
る
た
こ
と
は
何
と
い
っ
て
も
、
罪
の
ふ
か
い
こ
と
に
思
は

れ
ま
す
。
い
ま
は
併
し
さ
か
な
は
も
う
一
度
生
き
直
る
こ
と
が
出
來
る
と
、

わ
た
く
し
は
こ
の
小
包
を
作
り
な
が
ら
た
す
か
っ
た
や
う
な
氣
に
な
っ
て

居
り
ま
す
。
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こ
う
い
つ
た
意
識
の
変
化
は
、
〈
と
ち
子
〉

と
し
て
捉
え
、
金
魚
の
命
と
〈
と
ち
子
〉
が
、

る
。

五
、
手
紙
に
よ
る
会
話

が
、
金
魚
を
一
つ
の
く
生
命
体
V

一
体
化
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

 
と
こ
ろ
で
、
〈
私
V
と
く
と
ち
子
〉
の
会
話
は
、
手
紙
と
い
う
方
法
を
用
い
て

い
る
。
手
紙
と
い
う
方
法
は
、
差
し
出
し
人
が
自
己
の
内
面
を
語
る
時
に
用
い

る
の
が
通
例
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
よ
り
集
約
さ
れ
た
ぐ
心
理
表
現
〉
の
場
で

も
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
場
合
〈
と
ち
子
〉
か
ら
来
た
手
紙
を
〈
私
〉
が
読
む
と

い
う
形
で
、
物
語
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

 
読
む
主
体
と
い
う
の
が
、
あ
く
ま
で
も
〈
私
〉
に
あ
る
の
だ
。
と
い
う
こ
と

は
、
こ
う
い
つ
た
形
を
と
る
こ
と
で
差
し
出
し
人
の
内
面
の
他
に
、
読
み
手
自

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド
ラ
マ

身
の
内
面
も
入
り
混
り
、
〈
と
ち
子
〉
の
物
語
が
、
〈
私
〉
の
内
面
に
組
み
込
ま

れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
例
え
ば
、
出
来
上
が
っ
た
魚
拓
と
と
も
に
送
ら

れ
て
き
た
く
と
ち
子
V
の
手
紙
の
一
節
に
こ
う
あ
る
。

作
家
で
あ
る
の
に
あ
な
た
の
指
揮
さ
れ
た
言
葉
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
ん
な

に
美
事
な
飛
躍
し
た
急
所
が
掴
ま
れ
な
か
っ
た
か
毛
知
れ
ま
せ
ん
、
（
中

略
）
い
ま
は
あ
な
た
が
ご
自
分
で
計
理
な
い
こ
と
で
も
、
言
葉
を
あ
た
へ

で
お
や
り
に
な
る
こ
と
と
、

し
ま
し
た
。

た
瞬
間
か
ら
與
へ
ら
れ
た
言
葉
は
別
の
人
間
に
振
っ
て
、
あ
な
た
ご
自
身

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
マ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
些
し
も
楡
り
な
い
事
を
い
し
く
も
獲
見
い
た

 
こ
れ
は
言
う
な
ら
ば
、
〈
私
〉
の
内
面
と
〈
と
ち
子
〉
の
内
面
が
、
一
つ
の

魚
拓
を
と
る
こ
と
で
く
共
同
感
覚
〉
を
持
ち
、
こ
れ
を
終
え
る
事
で
二
人
の
内

面
は
同
一
化
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
〈
私
〉
の
意
志
と
く
と
ち
子
V
の
意

志
が
、
魚
拓
の
中
に
反
映
さ
れ
た
1
自
ら
も
魚
拓
の
中
に
生
き
た
と
い
う
こ

と
に
も
な
る
。

 
ま
た
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
読
み
も
で
き
よ
う
。
〈
私
〉
と
く
と
ち
子
〉
が
く
共

同
感
覚
〉
を
持
ち
得
た
こ
と
と
、
〈
内
面
の
同
一
化
〉
が
見
ら
れ
る
と
い
う
観

点
に
よ
る
読
み
。
そ
し
て
、
先
に
も
述
べ
た
が
く
と
ち
子
〉
の
手
紙
を
〈
私
〉

が
読
む
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
、
〈
と
ち
子
〉
の
文
面
に
よ
る
こ
と
ば
（
語
り
）

は
、
〈
私
〉
の
こ
と
ば
（
語
り
）
で
も
あ
る
と
の
解
釈
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、

〈
語
り
の
同
一
化
〉
と
言
え
る
が
、
作
品
全
体
の
構
造
と
し
て
見
た
と
き
、
〈
と

 
 
 
 
ド
ラ
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド
ラ
マ

ち
子
〉
の
物
語
を
覆
う
形
で
〈
私
〉
の
物
語
が
、
二
重
構
造
の
形
で
存
在
し
て

い
る
の
だ
。

 
さ
て
、
手
紙
に
よ
る
会
話
が
、
〈
私
V
と
く
と
ち
子
〉
の
く
語
り
の
同
一
化
〉

を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
が
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
〈
私
〉

が
装
傾
論
を
展
開
す
る
に
は
、
舞
台
や
語
ら
れ
る
こ
と
ば
の
全
て
が
、
〈
私
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ダ
イ
ア
ロ
 
グ

の
意
識
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
見
〈
会
話
〉

と
し
て
の
形
体
は
ふ
ん
で
は
い
る
が
、
本
質
は
、
手
紙
と
い
う
形
の
〈
私
〉
の

 
モ
ノ
ロ
 
グ

〈
独
白
〉
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
つ
た
形
体
は
、
全
文
が

会
話
体
一
で
描
か
れ
て
い
る
「
火
の
魚
」
の
前
作
で
あ
る
『
蜜
の
あ
は
れ
』
に
も

 
 
 
 
 
 
註
旧

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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六
、
芸
術
論
と
し
て

 
〈
私
〉
の
求
め
て
い
た
《
炎
の
や
う
な
さ
か
な
》
と
は
、
生
き
と
し
生
け
る

も
の
の
く
生
V
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
魚
拓
に
と
ろ
う

と
し
て
い
る
金
魚
は
、
そ
の
生
命
を
ま
さ
に
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
つ

ま
り
、
〈
死
〉
と
隣
り
合
せ
で
あ
る
。

 
晩
年
の
犀
星
が
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
最
後
の
輝
き
を
、
魚
拓
に
表
現

す
る
こ
と
は
、
「
装
慎
と
著
者
」
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
《
作
者
の
精
紳
的

な
も
の
が
一
本
鋭
利
に
そ
の
装
槙
の
上
に
輝
き
貫
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
》

と
い
う
点
に
通
ず
る
と
こ
ろ
だ
。
〈
私
〉
が
魚
拓
で
表
現
し
た
か
っ
た
《
一
禮

の
炎
は
燃
え
切
っ
て
蒼
い
海
面
の
が
ら
す
を
切
り
砕
い
て
ゆ
く
降
下
状
態
》
と

は
、
た
っ
ぷ
り
と
し
た
真
紅
の
夕
陽
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
同
時

に
持
ち
得
て
い
る
魚
拓
は
、
〈
私
〉
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
さ
に
燃
え
る
魂
と
言

え
よ
う
。

 
さ
て
〈
私
〉
は
、
魚
拓
を
と
る
と
い
う
こ
と
を
、
《
精
管
力
で
生
き
う
つ
し

に
出
来
る
〉
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
魚
拓
を
と
る
我
身
を
こ
の
よ
う
に

言
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ざ
ま

馬
鹿
男
が
縁
側
に
出
て
一
尾
の
さ
か
な
を
こ
ね
く
り
廻
し
た
態
は
、
見
ら

れ
た
て
い
た
ら
く
で
は
な
か
っ
た
。

 
装
槙
を
、
意
図
し
た
魚
拓
に
よ
っ
て
完
成
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
装
慎
に

も
、
も
う
一
つ
の
物
語
が
あ
り
、
・
そ
れ
は
小
説
を
書
く
と
い
う
行
為
と
同
じ
意

味
を
も
つ
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
な
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
〈
私
〉

室
生
犀
星
「
火
の
魚
」
論

一
つ
の
芸
術
論
と
し
て
一

に
と
っ
て
は
、
〈
魚
拓
を
と
る
た
め
に
魚
を
こ
ね
く
り
ま
わ
す
〉
と
い
う
こ
と
と
、

〈
作
家
が
作
品
を
作
る
と
い
う
こ
と
〉
を
同
次
元
の
問
題
と
し
て
、
捉
え
て
い
る

の
だ
。

 
物
（
文
章
）
を
書
く
こ
と
を
〈
言
語
芸
術
〉
と
す
る
な
ら
ば
、
魚
拓
を
と
る

こ
と
は
、
絵
画
・
彫
刻
・
版
画
と
同
じ
く
＜
造
形
芸
術
〉
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
う
す
る
と
、
〈
私
V
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
種
の
〈
芸
術
〉
で
あ
る
。

装
槙
へ
の
こ
だ
わ
り
や
、
金
魚
の
魚
拓
を
と
る
こ
と
の
執
着
と
い
う
問
題
と
し

て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
金
魚
の
魚
拓
を
と
る
こ
と
へ
の
執
着
は
、
〈
私
〉
の

飽
く
な
き
探
求
で
あ
り
、
装
槙
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
〈
私
〉
の
芸
術
論
の
展
開

と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

 
こ
れ
ら
を
、
「
火
の
魚
」
を
も
含
む
犀
星
の
晩
年
の
作
品
に
還
元
し
て
考
え

て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
よ
う
。
犀
星
に
と
っ
て
作
品
と
い
う
の

 
 
ス
ト
 
リ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
ト
 
リ
 

は
、
物
語
の
み
を
指
す
の
で
は
な
い
。
物
語
を
包
む
装
本
・
装
傾
が
完
成

し
て
初
め
て
〈
作
品
〉
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
お
そ
ら
く
犀
星
の
頭
の

中
に
は
、
雑
誌
な
ど
に
初
出
と
し
て
発
表
さ
れ
た
時
点
で
、
単
行
本
と
し
て
世

に
再
び
登
場
さ
せ
、
本
当
の
意
味
に
お
い
て
の
く
作
品
〉
を
思
い
描
い
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
、
そ
こ
に
は
、
読
み
物
・
書
物
と
し
て
の
役
割

と
美
術
的
要
素
が
同
次
元
に
存
在
し
、
広
い
意
味
で
の
く
芸
術
〉
が
あ
る
と
言

え
よ
う
。

 
「
火
の
魚
」
は
、
そ
れ
ら
を
前
面
に
押
し
出
し
た
作
品
で
あ
り
、
犀
星
の
〈
装

槙
論
〉
 
・
〈
芸
術
論
〉
の
結
集
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
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註
ω
 
例
え
ば
、
装
槙
依
頼
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
「
つ
ゆ
く
さ
」
（
昭
和

 
 
三
十
二
年
六
月
一
日
 
文
芸
春
秋
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
小
林
古
径

 
 
と
い
う
人
物
と
、
彼
へ
表
紙
絵
を
依
頼
し
た
経
過
が
、
描
か
れ
て
い
る
。

、
註
吻
 
『
薔
薇
の
藝
』
（
昭
和
十
一
年
四
月
七
日
 
改
造
社
）

〈
初
出
〉
「
書
物
と
友
愛
」
「
装
偵
学
」
（
昭
和
四
年
七
月
一
日
 
中
央
公
論
）

 
 
 
「
書
物
雑
老
 
日
書
物
の
流
転
」
「
口
工
芸
品
と
書
物
（
「
工
芸
的
美
術

 
 
品
と
し
て
の
書
物
」
と
改
題
）
」
「
日
初
版
本
」
「
四
装
釘
と
材
料
」
「
圃

 
 
制
本
と
奥
付
」
（
「
装
本
と
奥
付
」
と
改
題
）
」
「
㈲
読
者
層
に
就
い
て
（
「
読

 
 
書
に
就
い
て
」
と
改
題
）
」
（
以
上
、
同
年
十
一
月
十
二
日
～
十
七
日

 
 
報
知
新
聞
掲
載
）

註
倒
 
恩
地
邦
郎
編
「
恩
地
四
郎
装
慎
美
術
論
集
『
装
本
の
使
命
』
」
（
一
九

 
 
九
二
年
二
月
一
日
 
阿
部
出
版
）

註
団
 
引
用
は
、
『
定
本
室
生
犀
星
全
詩
集
』
（
冬
樹
社
）
に
よ
る
。

註
㈲
 
拙
稿
 
 
『
蜜
の
あ
は
れ
』
論
 
 
錯
綜
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
作
家
の
内

 
 
部
一
」
（
『
日
本
文
学
研
究
2
7
』
 
梅
光
女
学
院
大
学
日
本
文
学
会

 
 
平
成
三
年
十
一
月
）
参
照
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