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梶井基次郎作品の受容について

は
じ
め
に

　

二
〇
一
五
年
八
月
二
一
日
に
丸
善
が
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
す
る
と
い

う
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
た
。
丸
善
は
一
八
七
二
年
に
二
条
通
柳
馬
場
東
に

京
都
支
店
を
開
設
し
て
以
降
、
閉
店
、
移
転
を
繰
り
返
し
、
二
〇
〇
五

年
に
京
都
河
原
町
店
の
閉
店
以
来
一
〇
年
ぶ
り
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー

プ
ン
で
あ
っ
た
。
梶
井
基
次
郎
の
「
檸
檬
」
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
一

九
〇
七
年
か
ら
一
九
四
〇
年
ま
で
三
条
通
麩
屋
町
に
あ
っ
た
丸
善
だ
っ

た
の
だ
が
、
河
原
町
店
の
閉
店
の
際
に
も
多
く
の
来
店
客
が
本
の
上
に

レ
モ
ン
を
置
く
様
子
が
話
題
と
な
っ
て
い
た（

１
）。

　
「
丸
善
」
と
い
え
ば
「
檸
檬
」
が
出
て
く
る
よ
う
に
、「
梶
井
基
次

郎
」
と
い
え
ば
「
檸
檬
」
が
出
て
く
る
。
確
か
に
現
在
書
店
に
あ
る
梶

井
刊
行
物
の
ほ
と
ん
ど
は
「
檸
檬
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
冠
し
て
い
る
。

刊
行
物
の
カ
バ
ー
に
も
レ
モ
ン
は
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
代
表
作
と

し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

し
か
し
、
梶
井
基
次
郎
は
い
く
つ
か
の
短
編
の
み
を
残
し
て
没
し
た

た
め
、
今
日
「
檸
檬
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
梶
井

刊
行
物
は
、「
作
品
集
」
と
い
う
形
で
受
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
作
品

集
の
中
で
も
「
檸
檬
」
は
巻
頭
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
作
品

集
」
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
檸
檬
」
と
他
作
品

の
受
容
の
差
は
か
な
り
大
き
い
よ
う
に
思
え
る
。

　

本
論
の
目
的
は
梶
井
基
次
郎
の
「
檸
檬
」
が
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
梶
井
の
作
品
群
の
中
で
も
評
価
さ
れ
、
代
表
作
と
し

て
見
な
さ
れ
て
き
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
、「
檸
檬
」
が
代
表
作
で
あ

る
原
因
を
梶
井
の
「
資
質
」
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
れ
ま
で
の
研
究
傾

向
を
批
判
的
に
捉
え
、
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

梶
井
は
、「
作
品
群
」
全
体
を
評
価
し
て
い
る
論
も
あ
る
一
方
で
、

多
く
の
研
究
は
「
檸
檬
」
に
集
中
し
て
い
る
作
家
で
あ
る
。
し
か
し
、

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
「
檸
檬
」
は
当
初
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
よ
う
だ
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
日
刊
行
さ
れ
て
い
る
「
梶
井
基

次
郎
作
品
集
」
の
多
く
は
「
檸
檬
」
を
冠
し
た
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

梶
井
の
評
価
の
高
ま
り
に
関
し
て
、
先
行
研
究
で
は
後
述
す
る
よ
う

に
「
全
集
」
の
刊
行
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ
て
お
り
、「
檸
檬
」
の

評
価
の
高
ま
り
に
関
し
て
は
作
品
内
容
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
「
全
集
」
以
外
の
梶
井
の
刊
行
物
や

梶
井
基
次
郎
作
品
の
受
容
に
つ
い
て

　
　
　
　

 『
檸
檬
』
刊
行
形
態
と
評
価
の
変
遷　
　

西
尾　

泰
貴
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先
行
研
究
の
変
遷
、
さ
ら
に
は
国
語
教
科
書
採
択
の
事
例
も
視
野
に
入

れ
、「
檸
檬
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
梶
井
の
刊
行
物
に
お
い
て
通
例
化

し
、
梶
井
の
代
表
作
と
し
て
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
プ
ロ

セ
ス
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

本
稿
は
「
梶
井
基
次
郎
」
作
品
の
受
容
に
関
す
る
研
究
の
一
環
で
あ

り
、
今
回
は
全
集
以
外
の
刊
行
物
と
研
究
の
変
遷
に
の
み
着
目
し
た
が
、

今
後
は
国
語
教
科
書
採
択
と
の
関
わ
り
を
も
追
求
す
る
こ
と
を
視
野
に

入
れ
て
い
る
。

　

本
論
の
構
成
は
「
一　

作
品
の
評
価
と
「
檸
檬
」
の
評
価
」、「
二　

当
時
の
文
学
状
況
と
同
時
代
評
」、「
三　
「
檸
檬
」
刊
行
形
態
の
変
化
」、

「
四　
「
檸
檬
」
研
究
状
況
の
変
化
」
で
あ
る
。

一
、
他
作
品
の
評
価
と
「
檸
檬
」
の
評
価

　

梶
井
作
品
の
評
価
に
関
し
て
福
永
武
彦
は
「
梶
井
基
次
郎
は
大
正
末

期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
珠
玉
の
よ
う
な
名
作
を
幾
つ
か
書
き
残

し
た
作
家
」
で
あ
り
、「
死
後
に
於
て
、
梶
井
の
文
学
は
最
も
多
幸
な

運
命
を
持
っ
た
。
昭
和
九
年
に
早
く
も
二
冊
本
の
六
蜂
書
房
版
の
全
集

が
出
て
い
る
し
、
作
品
社
版
、
高
桐
書
院
版
な
ど
の
全
集
を
経
て
、
今

年
昭
和
三
四
年
に
は
三
冊
全
集
本
が
、
決
定
版
と
し
て
筑
摩
書
房
か
ら

出
版
さ
れ
」、「
梶
井
の
文
学
の
持
つ
こ
の
人
気
は
、
生
前
の
梶
井
の
持

つ
人
柄
の
せ
い
な
ど
に
帰
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
梶
井
の
文
学
そ
の

も
の
に
、
人
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
魅
力
が
蔵
さ
れ
て
い
る
の
だ
し
、

そ
れ
は
今
日
に
於
て
ま
す
ま
す
そ
の
新
鮮
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る（

２
）」
と

述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
須
藤
松
雄
は
「
昭
和
七
年
、
三
十
二
歳
で
病
死
し
た
こ
の
作

家
の
多
か
ら
ざ
る
作
品
は
、
厳
し
い
必
然
性
に
お
い
て
自
然
を
取
り
上

げ
、
高
い
密
度
で
表
現
し
た
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
日
本
の
自
然
文
学
の

珠
玉
で
あ
る（

３
）」

と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
神
聖
視
を
加
速
さ
せ
る
よ
う
な
評
は
ま
さ
に
梶
井
の
評

価
軸
と
な
っ
て
お
り
、
福
永
と
須
藤
が
述
べ
る
よ
う
な
、
珠
玉
の
作
品

を
残
し
た
後
、
若
く
し
て
こ
の
世
を
去
っ
た
、
と
い
う
作
家
性
も
梶
井

に
対
す
る
一
種
の
神
聖
視
を
加
速
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
評
の
中
で
、「
檸
檬
」
は
三
好
行
雄
が
「
発
表
当
時
は

ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
た
が
、
い
ま
や
梶
井
基
次
郎
の
代
表
作
と

し
て
こ
れ
ほ
ど
安
定
し
た
評
価
を
得
て
い
る
作
品
も
珍
し
い（

４
）」
と
述
べ
、

黒
井
千
次
も
「
梶
井
と
い
う
と
「
檸
檬
」
ば
か
り
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。

文
庫
本
を
見
た
っ
て
、
み
ん
な
「
檸
檬
」
が
入
っ
て
い
て
、
表
紙
の
カ

バ
ー
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
」「
代
表
作
と
い
う
こ
と
に
は
な
る

か
も
し
れ
な
い（

５
）」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
梶
井
基
次
郎
の
代
表
作
」

と
し
て
評
さ
れ
て
い
る
。

　

三
好
や
黒
井
が
述
べ
た
よ
う
な
「「
檸
檬
」
は
梶
井
基
次
郎
の
代
表

作
」
で
あ
る
と
い
う
評
は
、
決
し
て
印
象
批
評
に
留
ま
る
も
の
で
は
な

い
。
次
の
表
は
国
文
学
論
文
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
い
て
「
梶
井
基

次
郎
」
と
い
う
作
家
名
と
梶
井
の
作
品
名
を
個
別
に
検
索
し
、
ヒ
ッ
ト

し
た
件
数
を
示
し
た
表
で
あ
る（

６
）。

　

国
文
学
論
文
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
全
て
の
梶
井
研
究
を
網
羅
し
て
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二
、
当
時
の
文
学
状
況
と
同
時
代
評

　

梶
井
基
次
郎
が
作
家
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
時
代
は
、
新
感
覚
派
が

流
行
・
衰
退
を
し
、
大
衆
文
学
が
流
行
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が

展
開
、
芸
術
派
が
登
場
、
と
い
う
文
学
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

文
学
状
況
の
中
、
梶
井
の
同
時
代
評
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

　

梶
井
の
同
時
代
評
は
、
全
体
と
し
て
肯
定
的
な
評
価
が
多
く
、
作
品

を
批
判
し
た
評
は
少
な
い
。
外
村
繁
の
「
梶
井
の
「
過
古
」
に
つ
い

て
」
で
は
「
梶
井
の
一
月
号
の
「
過
古
」
を
読
み
な
が
ら
、
私
は
不
図

懐
か
し
い
匂
ひ
を
嗅
い
だ
。
そ
れ
は
此
の
少
年
時
代
の
香
は
し
い
枯
れ

草
の
匂
ひ
だ
つ
た
。
私
は
読
み
終
わ
つ
て
、
実
に
い
ゝ
作
だ
と
思
つ
た
。

青
空
も
こ
ん
な
い
ゝ
も
の
を
載
せ
る
よ
う
に
な
つ
た
か
と
思
ひ
、
一
寸

私
は
得
意
だ
っ
た（

７
）」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
井
伏
鱒
二
は
「
或
ひ
は
失
言
？
」
に
お
い
て
「
文
藝
都
市
七
月

号
で
「
あ
る
崖
上
の
感
情
」
を
読
み
、
そ
れ
か
ら
「
梶
井
基
次
郎
君
の

印
象
」［
筆
者
注
：
淺
見
淵
が
『
文
藝
都
市
』
昭
和
三
年
七
月
号
に
掲

載
し
た
評
］
を
読
ん
で
み
て
、
私
は
梶
井
君
の
浄
心
を
尊
し
と
し
、
ま

た
淺
見
君
の
芸
術
に
対
す
る
態
度
を
尊
し
と
し
た
。
こ
れ
は
よ
き
傾
向

で
あ
る（

８
）

」
と
述
べ
て
お
り
、
川
端
康
成
は
「
梶
井
基
次
郎
氏
の
「
愛

撫
」」
で
「
し
か
し
、
久
し
ぶ
り
に
彼
の
作
品
「
愛
撫
」（
詩
・
現
實
、

第
一
号
所
載
）
を
読
ん
で
、
私
の
意
見
は
顔
を
赤
ら
め
た
。
こ
の
傑
れ

た
、
短
い
散
文
詩
風
の
作
品
は
、
説
明
す
べ
き
種
類
の
も
の
で
は
な
い

い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
「
檸
檬
」
と
他
の
作
品
に
は
か
な

り
の
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。「
檸
檬
」
の
一
五
六
件

と
い
う
数
は
二
番
目
に
多
い
「
城
の
あ
る
町
に
て
」
と
比
較
し
て
も
、

一
二
〇
件
以
上
の
差
が
あ
る
。

　
「「
檸
檬
」
は
梶
井
基
次
郎
の
代
表
作
」
と
い
う
見
方
は
、
先
行
研
究

に
お
い
て
は
「
檸
檬
」
の
刊
行
状
況
や
変
遷
を
見
ず
に
、
作
品
の
読
解

の
み
で
説
明
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
数
値

に
よ
っ
て
も
は
っ
き
り
と
分
か
る
よ
う
な
「「
檸
檬
」
は
梶
井
基
次
郎

の
代
表
作
」
と
い
う
見
方
は
、
前
述
し
た
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
梶
井
の
生
前
か
ら
出
来
上
が
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
見
方
は
作
家
の
資
質
や
作
品
の
内
容
だ
け
で
は

説
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。「
檸
檬
」
受
容
の
変
化
を
と

ら
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
同
時
代
評
か
ら
梶
井
の
「
檸
檬
」
に
対
す
る

評
価
を
見
て
い
こ
う
。

作品名 件　数
檸檬 156
城のある町にて 33
泥濘 19
路上 14
橡の鼻 7
過古 7
雪後 5
ある心の風景 14
Ｋの昇天 18
冬の日 28
桜の樹の下には 22
器楽的幻覚 9
蒼穹 17
筧の話 7
冬の蠅 29
ある崖上の感情 10
愛撫 5
闇の絵巻 15
交尾 11
のんきな患者 23
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け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
こ
れ
は
、
少
な
く
書
く
人
が
書
け
る
作
品
で

あ
る
。
多
く
書
く
人
の
書
け
な
い
作
品
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
気
品
は
、

書
か
な
い
で
ゐ
る
こ
と
か
ら
し
か
生
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ（

９
）」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
『
青
空
』
同
人
以
外
か
ら
も
一
定
の
評
価
を
受

け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

批
判
的
な
評
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
匿
名
の
「
同
人
雑
誌
短
評

　

其
の
一
」
と
い
う
評
に
お
け
る
梶
井
の
「
或
る
崖
上
の
感
情
」
に
対

す
る
「
変
な
安
つ
ぽ
い
無
常
主
義
し
か
響
い
て
は
来
な
い
。
吾
々
は
さ

う
し
た
無
常
感
に
安
住
し
て
ゐ
る
梶
井
氏
の
境
地
を
嗤
う
と
共
に
、
積

極
的
に
生
き
る
こ
と
を
切
に
希
望
す
る）

（（
（

」
や
正
宗
白
鳥
の
「
文
藝
時
評

（
一
）」
に
お
け
る
「
の
ん
き
な
患
者
」
に
対
す
る
「
は
じ
め
て
名
を
聞

く
作
者
で
あ
る
が
そ
の
た
め
か
懸
賞
小
説
の
応
募
原
稿
を
読
む
や
う
な

気
が
し
た
。
し
か
し
読
ん
で
ゐ
る
う
ち
に
、
私
に
も
親
し
み
が
起
つ

た）
（（
（

」
く
ら
い
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
作
品
の
評
価
に
お
い
て
は
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、「
檸
檬
」
は
当
初
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
作
品
で
は
な
か

っ
た
。「
檸
檬
」
に
触
れ
て
い
た
同
時
代
評
は
少
な
く
、
主
な
も
の
と

し
て
「
青
空
合
評
會
第
一
回
」
で
行
わ
れ
た
「
檸
檬
」
と
「
冬
の
日
」

の
比
較
批
評
に
お
け
る
丸
山
薫
の
「「
檸
檬
」
の
方
が
よ
い
。
梶
井
は

小
さ
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
沢
山
持
つ
て
ゐ
て
、
書
く
時
に
一
つ
に
纏
め

て
個
々
の
も
の
を
一
つ
に
つ
な
い
だ
と
思
は
れ
る
。
梶
井
の
こ
れ
を
知

ら
ぬ
人
は
気
が
付
か
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
が
！
」
と
い
う
発
言
や
淀
野
隆
三

に
よ
る
「「
檸
檬
」
と
「
冬
の
日
」
は
濃
度
が
違
ふ
。「
冬
の
日
」
の
方

が
濃
度
が
濃
い
と
思
ふ）

（（
（

」
と
い
う
発
言
、
伊
藤
整
に
よ
る
「
檸
檬
」
で

の
「
小
説
と
し
て
の
構
成
、
配
列
は
下
手
だ
。
否
む
し
ろ
テ
エ
マ
や
プ

ロ
ツ
ト
を
生
か
す
た
め
に
、
自
分
の
中
に
醗
酵
さ
せ
た
精
神
の
純
度
を

犠
牲
に
す
る
こ
と
は
氏
は
極
端
に
避
け
た
も
の
ら
し
い
。
だ
か
ら
氏
の

作
品
を
読
む
と
、
全
体
に
は
わ
ざ
わ
ざ
打
壊
し
た
や
う
な
拙
さ
が
あ
つ

て
、
そ
れ
が
あ
る
た
め
に
か
へ
つ
て
局
部
的
な
魅
力
が
よ
く
生
き
て
ゐ

る
。
そ
れ
が
こ
と
に
長
い
作
品
に
多
く
、
短
い
諸
作
品
は
局
部
だ
け
の

魅
力
で
あ
る
が
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
皆
成
功
し
て
ゐ
る）

（（
（

」
と
い
う
も
の

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
檸
檬
」
の
評
価
は
高
い
と
は
言
え
ず
、

し
か
も
印
象
批
評
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
一
体
「
檸

檬
」
の
評
価
の
高
ま
り
は
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
起

こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
、『
檸
檬
』
刊
行
形
態
の
変
化

　

前
節
で
も
述
べ
た
通
り
、「
檸
檬
」
は
発
表
当
初
か
ら
注
目
を
浴
び
、

高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
作
品
で
は
な
い
。
し
か
し
、
先
の
黒
井
が
言
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梶井基次郎作品の受容について

う
よ
う
に
現
在
書
店
に
並
ぶ
よ
う
な
梶
井
の
刊
行
物
は
「
み
ん
な
「
檸

檬
」
が
入
っ
て
お
り
、
表
紙
の
カ
バ
ー
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
な
っ
て

い
る

）
（（
）（
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
大
き
く
刊
行
形
態
を
変
化
さ
せ
た
「
檸
檬
」
だ
が
、
先

行
研
究
に
お
い
て
刊
行
形
態
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
は

非
常
に
少
な
い
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
福
永
の
論
に
「
死
後
に
於

て
、
梶
井
の
文
学
は
最
も
多
幸
な
運
命
を
持
っ
た
。
昭
和
九
年
に
早
く

も
二
冊
本
の
六
蜂
書
房
版
の
全
集
が
出
て
い
る
し
、
作
品
社
版
、
高
桐

書
院
版
な
ど
の
全
集
を
経
て
、
今
年
昭
和
三
十
四
年
に
は
三
冊
全
集
本

が
、
決
定
版
と
し
て
筑
摩
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
よ
う

に
、
全
集
の
刊
行
に
関
し
て
の
指
摘
は
幾
つ
か
の
論
に
お
い
て
見
受
け

ら
れ
る
。

　

鷺
只
雄
は
、
全
集
の
中
で
も
筑
摩
書
房
版
に
よ
る
梶
井
受
容
の
拡
大
、

増
加
に
触
れ
て
い
る）

（（
（

。
鈴
木
貞
美
は
「
梶
井
基
次
郎
の
評
価
は
、
作
家

歿
後
、
最
初
の
六
蜂
書
房
版
個
人
全
集
（
一
九
三
四
）
の
刊
行
時
を
前

後
に
し
て
に
わ
か
に
高
ま
」
っ
た
と
し
、
評
価
の
傾
向
を
「
①
西
欧
近

現
代
文
芸
の
本
質
を
実
現
し
た
「
詩
」
に
近
い
も
の
と
い
う
評
価
の
流

れ
が
あ
り
、
②
そ
こ
か
ら
想
像
力
に
よ
る
散
文
の
構
築
物
と
い
う
面
を

強
調
す
る
も
の
が
分
岐
す
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
③
東
洋
的
な
美
学

を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
、
肯
定
す
る
立
場
と
、
否
定
す
る
立
場
に
分

か
れ
る）

（（
（

」
と
し
て
い
る
。

　

鷺
は
一
般
読
者
の
受
容
を
、
鈴
木
は
主
に
作
家
の
受
容
を
述
べ
て
い

る
の
だ
が
、「
全
集
」
の
刊
行
の
み
に
着
眼
点
を
置
い
た
こ
の
よ
う
な

指
摘
で
は
「
檸
檬
」
単
体
が
他
作
品
と
比
べ
て
多
く
の
評
価
を
得
て
い

る
説
明
が
つ
か
な
い
。
果
た
し
て
全
集
だ
け
で
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

そ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
全
集
以
外
の
刊
行
物
の
変

遷
で
あ
る
。
梶
井
の
受
容
は
全
集
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
川
村
二
郎
は
「
討
議
＝
梶
井
基
次
郎　

書
く
こ
と
見
つ
め

る
こ
と
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

ぼ
く
が
梶
井
を
最
初
に
読
ん
だ
の
は
昭
和
十
九
年
か
二
十
年
な

ん
で
す
。
本
の
一
番
少
な
い
時
で
す
ね
。
ぼ
く
は
十
九
年
に
高
校

に
入
っ
た
ん
だ
け
ど
、
本
を
読
み
た
く
て
も
な
い
か
ら
、
本
が
宝

物
み
た
い
な
感
じ
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
頃
高
校
生
に
と
っ
て
、

岩
波
文
庫
な
ん
て
の
は
貴
重
品
扱
い
の
感
じ
が
あ
っ
て
、
そ
の
ほ

か
に
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
み
ん
な
が
そ
う
だ
っ
た
か
ど
う
か
知
ら

な
い
け
ど
、
創
元
選
書
っ
て
や
つ
が
、
ま
あ
教
養
の
上
で
権
威
あ

り
げ
に
見
え
て
い
た
ん
だ
な
。
こ
の
選
書
に
は
小
説
は
あ
ん
ま
り

は
い
っ
て
い
な
い
ん
だ
け
ど
、
ど
う
い
う
わ
け
だ
か
梶
井
基
次
郎

と
牧
野
信
一
が
、
そ
れ
か
ら
嘉
村
礒
多
も
あ
っ
た
か
な
。
あ
と
は

谷
崎
が
い
く
つ
か
ぐ
ら
い
。
な
ん
か
、
そ
の
ぐ
ら
い
し
か
小
説
は

な
か
っ
た
ん
で
、
そ
う
い
う
創
元
選
書
と
い
う
立
派
そ
う
な
叢
書

の
な
か
に
入
っ
て
い
る
作
家
っ
て
こ
と
で
一
緒
に
読
ん
だ
ん
で
す）

（（
（

。

　

川
村
に
よ
れ
ば
、
梶
井
の
作
品
の
受
容
は
全
集
以
外
に
よ
っ
て
も
行



6

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
梶
井
の
受
容
を
考
え
る
な
ら
ば
、
全
集
以

外
の
刊
行
物
を
も
含
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
裏
付
け
と

も
な
る
だ
ろ
う
。

　

梶
井
の
「
檸
檬
」
を
収
録
し
た
作
品
集
は
年
表
に
す
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
檸
檬
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
変
遷
で
あ

る
。
梶
井
の
作
品
集
の
中
で
「
檸
檬
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
最
初
に

付
け
ら
れ
た
も
の
は
昭
和
六
年
の
武
蔵
野
書
院
版
『
檸
檬
』
で
あ
る
。

「
檸
檬
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
た
根
拠
と
し
て
、
武
蔵
野
書

院
版
『
檸
檬
』
を
刊
行
す
る
際
の
梶
井
に
よ
る
「
檸
檬　

こ
れ
が
い
ゝ

と
思
ひ
ま
す
。
恰
度
巻
頭
へ
來
る
か
ら
。
然
し
普
通
の
人
に
は
レ
モ
ン

と
は
讀
み
下
せ
な
い
か
も
知
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
の
が
疵
で
す
。
さ

し
當
り
外
に
考
え
な
し）

（（
（

」
と
い
う
書
簡
と
、
淀
野
隆
三
に
よ
る
「『
檸

檬
』
は
『
青
空
』
一
月
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
。「
創
作
と
い
っ
て
も

短
い
の
を
一
つ
、·　
　

あ
ま
り
魂
の
入
っ
て
い
な
い
も
の
」
を
発
表
し

た
と
友
人
宛
に
い
さ
さ
か
逆
説
め
い
て
書
い
た
が
、
梶
井
は
自
信
を
持

っ
て
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
習
作
と
か
試
作
と
か
い
う
気
持
は
毛
頭
な

か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
全
然
注
意
さ
れ
な
か
っ
た）

（（
（

」
と
い
う
解
説
が

挙
げ
ら
れ
る
が
、
梶
井
の
書
簡
に
よ
れ
ば
『
檸
檬
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル

に
し
た
理
由
は
「
恰
度
巻
頭
へ
來
る
か
ら
」
で
あ
り
、「
さ
し
當
り
外

に
考
え
」
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
檸
檬
」
を
梶
井
自
身
が
評
価
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
は
後
年
の
淀
野
の
解
説
だ
け
で
あ
り
、
果
た

し
て
真
に
梶
井
が
「
檸
檬
」
を
「
自
信
を
持
っ
て
発
表
し
た
」
か
ど
う

か
を
判
断
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　

先
に
述
べ
た
川
村
が
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
創
元
社
の
梶
井
作
品
集
の
タ

イ
ト
ル
は
『
城
の
あ
る
町
に
て
』
で
あ
る
。『
檸
檬
』
で
は
な
い
。
こ

れ
は
創
元
社
だ
け
で
は
な
く
、
刊
行
年
表
を
参
照
す
れ
ば
分
か
る
通
り
、

武
蔵
野
書
院
『
檸
檬
』
以
降
の
刊
行
物
の
タ
イ
ト
ル
に
『
檸
檬
』
が
付

け
ら
れ
る
こ
と
は
、
通
例
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
創
元
社
版
『
城
の
あ
る
町
に
て
』
の
三
好
達
治
に
よ
る
あ
と
が
き
に

て
「「
城
の
あ
る
町
に
て
」
こ
の
書
名
は
假
り
に
私
が
撰
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
書
中
に
収
め
た
作
品
も
ま
た
私
が
私
の
好
み
に
從
つ
て
假
り
に

こ
の
著
者
の
作
品
中
よ
り
撰
み
出
し
た
も
の
で
あ
る）

（（
（

」
と
述
べ
ら
れ
て

刊
行
年

タ
イ
ト
ル

出
版
社

一
九
三
一

檸
檬

武
蔵
野
書
院

一
九
三
四

梶
井
基
次
郎
全
集

六
蜂
書
房

一
九
三
六

梶
井
基
次
郎
全
集

作
品
社

一
九
三
九

城
の
あ
る
町
に
て

創
元
社

一
九
五
〇

梶
井
基
次
郎
集

新
潮
社（
文
庫
）

一
九
五
一

檸
檬

酣
燈
社（
文
庫
）

一
九
五
一

城
の
あ
る
町
に
て

角
川
書
店（
文
庫
）

一
九
五
四

檸
檬
・
冬
の
日
他
九
篇

岩
波
書
店（
文
庫
）

一
九
五
九

梶
井
基
次
郎
全
集

筑
摩
書
房

一
九
六
七

新
潮
社
が『
梶
井
基
次
郎
集
』を『
檸
檬
』に
改
題

一
九
七
二

檸
檬

日
本
近
代
文
学
館

一
九
七
二

檸
檬
・
Ｋ
の
昇
天

講
談
社（
文
庫
）

一
九
七
二

檸
檬
・
あ
る
心
の
風
景
他
二
十
編

旺
文
社（
文
庫
）
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梶井基次郎作品の受容について

い
た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
三
好
は
『
檸
檬
』
を
選
ば
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
一
九
五
〇
年
か
ら
始
ま
る
新
潮
文
庫
、
酣
燈
社
学
生
文
庫
、

角
川
文
庫
、
岩
波
文
庫
に
よ
る
一
連
の
文
庫
本
刊
行
は
「
文
庫
本
出
版

の
空
前
の
盛
況）

（（
（

」
の
中
で
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
盛
況
ぶ
り

は
「
文
庫
本
の
繁
栄
は
戦
時
各
国
に
現
れ
た
現
象
で
あ
る
が
、
最
近
の

わ
が
国
の
如
き
も
の
は
他
に
見
ら
れ
な
い
所
と
い
え
る）

（（
（

」
ま
で
で
あ
り
、

「
低
下
し
た
購
買
力
の
吸
引
と
、
自
社
出
版
物
の
版
権
確
保
と
の
二
つ

の
ね
ら
い
を
含
め
て
、
各
社
文
庫
本
の
企
画
に
は
げ
し
い
競
争
が
展
開

さ
れ）

（（
（

」
て
い
っ
た
。
そ
の
後
「
文
庫
合
戦
と
い
う
乱
戦
に
明
け
て
、
文

学
全
集
、
文
学
作
品
集
に
暮
れ）

（（
（

」
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、「
独
創
性

な
き
焼
き
直
し
版
と
か
、
不
完
全
集
と
か
、
回
転
資
金
か
せ
ぎ
と
酷
評

さ
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
文
学
も
の
を
中
心
と
す
る
全
集
の
競
争
が
一
年

中
華
々
し
く
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た）

（（
（

」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
庫
本

の
盛
況
の
中
で
刊
行
さ
れ
た
梶
井
基
次
郎
作
品
集
で
あ
っ
た
が
、「
檸

檬
」
を
タ
イ
ト
ル
に
冠
す
る
こ
と
は
通
例
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
い
つ

の
時
点
で
「
檸
檬
」
タ
イ
ト
ル
は
通
例
と
な
っ
た
の
か
。

　
「
檸
檬
」
を
タ
イ
ト
ル
に
付
す
こ
と
が
通
例
と
な
っ
た
こ
と
に
お
い

て
着
目
す
べ
き
は
、
武
蔵
野
書
院
版
に
関
す
る
書
簡
等
で
は
な
く
、
一

九
六
七
年
に
新
潮
文
庫
が
今
ま
で
『
梶
井
基
次
郎
集
』
と
い
う
タ
イ
ト

ル
で
刊
行
し
て
い
た
文
庫
本
を
『
檸
檬
』
に
改
題
し
、
そ
の
後
続
く

刊
行
物
の
タ
イ
ト
ル
ほ
ぼ
全
て
に
『
檸
檬
』
が
冠
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
点
で
あ
る
。
こ
の
新
潮
文
庫
の
改
題
の
際
、
淀
野
隆
三
は
「
改
版
に

際
し
て
」
の
中
で
「
こ
の
度
の
改
版
に
際
し
、
従
来
の
版
の
書
名
に
変

え
て
梶
井
の
代
表
作
『
檸
檬
』
を
総
題
と
し
た
。
ま
た
、
原
稿
、
初
出

誌
そ
の
他
を
能
う
限
り
参
照
し
、
校
訂
に
厳
密
を
期
し
た
が
、
本
文
を

新
字
新
仮
名
に
改
め
、
梶
井
の
文
学
が
、
よ
り
正
し
い
形
で
、
若
い
読

者
に
一
層
親
し
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
。
今
回
の
改
版
が
大
方
の
好
評

を
得
れ
ば
幸
い
で
あ
る）

（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
淀
野
は

「
青
空
合
評
會
第
一
回
」
に
お
い
て
は
「「
檸
檬
」
と
「
冬
の
日
」
は
濃

度
が
違
ふ
。「
冬
の
日
」
の
方
が
濃
度
が
濃
い
と
思
ふ）

（（
（

」
と
述
べ
て
い

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
梶
井
の
代
表
作
が
「
檸
檬
」
で
あ
る
と
明
記
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
ま
で
に
「
檸
檬
」
が
代
表
作
で
あ
る
と
見

な
さ
れ
る
何
ら
か
の
契
機
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
は
一
体

何
か
。

四
、「
檸
檬
」
研
究
状
況
の
変
化

　

こ
こ
で
、「
檸
檬
」
の
研
究
の
変
遷
に
着
目
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

戦
前
の
「
檸
檬
」
研
究
に
お
い
て
長
年
非
常
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ

て
い
た
評
は
、
小
林
秀
雄
に
よ
る
一
九
三
二
年
の
「
文
芸
時
評　
　

梶

井
基
次
郎
と
嘉
村
礒
多
」
に
お
け
る
「
昨
年
梶
井
氏
の
創
作
集
「
檸

檬
」
が
上
梓
さ
れ
た
時
著
者
か
ら
贈
ら
れ
て
こ
れ
を
通
読
し
、
清
澄
鋭

敏
に
み
る
作
家
資
質
と
私
は
感
服
し
た
」、「
氏
の
創
作
集
で
作
品
は
初

期
の
も
の
か
ら
年
代
順
に
並
べ
ら
れ
て
を
り
、
氏
は
劈
頭
の
短
篇
「
檸

檬
」
の
題
名
を
と
つ
て
こ
の
創
作
集
に
冠
せ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
短
篇
が

氏
の
全
制
作
の
導

ラ
イ
ト
モ
チ
フ

調
を
な
し
て
を
る
」、「
だ
が
梶
井
氏
は
語
り
難
い
作
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家
で
あ
る
。
私
は
氏
の
一
作
一
作
に
私
の
知
ら
ぬ
氏
の
顔
を
見
る
よ
う

な
思
ひ
が
す
る
、
氏
の
生
地
を
感
ず
る
様
な
思
ひ
が
す
る
。
そ
う
い
ふ

種
類
の
作
家
は
語
り
難
い）

（（
（

」
と
い
っ
た
よ
う
な
言
説
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
小
林
の
評
に
対
し
、
鷺
は
「
解
説
」
の
中
で
「
そ
の
評

価
を
不
動
の
も
の
と
し
、
梶
井
の
今
日
に
至
る
価
値
の
礎
石
が
築
か
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
こ
の
評
論
が
、
梶
井
も

の
殆
ど
全
て
の
作
品
は
同
人
誌
な
ど
の
リ
ト
ル
マ
ガ
ジ
ン
に
発
表
さ
れ
、

そ
の
評
価
・
力
量
が
周
辺
の
一
部
具
眼
の
士
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
も
の
を
一
挙
に
舞
台
に
押
し
上
げ
、
同
時
に
弾
圧
に
よ
り
下
降
を
示

し
始
め
て
い
た
と
は
言
え
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
盛
期
に
所
謂
芸
術

派
の
文
学
を
称
揚
評
価
し
た
功
績
は
見
逃
せ
な
い）

（（
（

」
と
も
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
鈴
木
貞
美
も
「
解
説
」
の
中
で
鷺
と
同
様
「
長
い
間
、
梶
井
基

次
郎
に
対
す
る
評
価
の
内
容
と
方
向
を
左
右
し
て
き
た
も
の）

（（
（

」
と
し
、

こ
の
よ
う
な
小
林
の
批
評
の
方
法
を
「
資
質
還
元
主
義
」
と
呼
ん
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
近
年
の
「
檸
檬
」
研
究
に
は
こ
の
よ
う
な
「
資
質
還
元
主

義
」
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
。
棚
田
輝
嘉
の
「
物
語
へ
の
意
志　
　

梶

井
基
次
郎
〈
檸
檬
〉」
で
は
「
檸
檬
」
に
続
い
て
発
表
さ
れ
た
作
品
が
、

な
ぜ
「
城
の
あ
る
町
に
て
」
で
あ
る
の
か
等
、「
檸
檬
」
の
位
置
づ
け

に
関
す
る
新
た
な
視
点
を
提
示
し）

（（
（

、
日
比
嘉
高
は
「
身
体
・
空
間
・
心

・
言
葉
：
梶
井
基
次
郎
「
檸
檬
」
を
め
ぐ
る
（
京
都
に
お
け
る
日
本
近

代
文
学
の
生
成
と
展
開
）」
の
中
で
「
身
体
と
空
間
と
心
、
そ
し
て
言

語
の
連
関
」
を
考
察
し
て
い
る）

（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
視

点
を
提
示
し
た
研
究
も
あ
る
一
方
で
、「
資
質
還
元
主
義
」
的
な
「
檸

檬
」
研
究
は
盛
ん
に
行
わ
れ
、
現
在
ま
で
残
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

鈴
木
は
当
時
そ
の
よ
う
な
「
資
質
還
元
主
義
」
に
対
し
て
新
た
な
方

法
分
析
の
途
を
拓
こ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
磯
貝
英
夫
の
論
や
高
田
瑞

穂
の
論
を
挙
げ
て
は
い
た
。
し
か
し
磯
貝
は
「
だ
が
、
そ
れ
ら
の
作
家

（
筆
者
注
：
磯
貝
曰
く
「
他
の
多
く
の
敏
感
な
作
家
」）
の
か
な
り
多
く

が
、
時
代
の
狂
躁
的
な
動
き
に
足
を
と
ら
れ
、
自
己
を
見
失
う
こ
と
に

な
っ
た
の
に
対
し
、
梶
井
が
例
外
的
に
自
己
の
資
質
の
ほ
ぼ
完
璧
な
文

学
的
定
着
に
成
功
し
た
と
い
う
こ
と
は
特
筆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
る）

（（
（

」
と
述
べ
、
高
田
瑞
穂
は
「
磯
貝
く
ん
の
い
わ
ゆ
る
「
閉
鎖

的
資
質
論
」
を
正
し
く
越
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

む
し
ろ
私
は
こ
う
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
閉
鎖
的
資
質
論
」
を
超
え

る
た
め
に
先
づ
ひ
つ
よ
う
な
も
の
は
、
か
え
っ
て
正
確
な
資
質
論
で
あ

る）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

磯
貝
の
「
梶
井
が
例
外
的
に
自
己
の
資
質
の
ほ
ぼ
完
璧
な
文
学
的
定

着
に
成
功
し
た
」
や
高
田
の
「「
閉
鎖
的
資
質
論
」
を
超
え
る
た
め
に

先
づ
ひ
つ
よ
う
な
も
の
は
、
か
え
っ
て
正
確
な
資
質
論
で
あ
る
」
と
い

っ
た
言
説
は
「
資
質
還
元
主
義
」
に
対
し
て
新
た
な
方
法
分
析
の
途
を

拓
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
磯
貝
の
論
は
一
九
六
二
年
、

高
田
の
論
は
一
九
六
四
年
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
昭
和
三

〇
年
代
後
半
ま
で
「
資
質
還
元
主
義
」
は
続
い
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
「
資
質
還
元
主
義
」
と
並
行
す
る
形
で
、「
檸
檬
」
に

お
い
て
新
た
な
研
究
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
梶
井
の
詩
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梶井基次郎作品の受容について

「
秘
や
か
な
楽
し
み
」
と
習
作
「
瀬
山
の
話
」
を
絡
め
た
「
檸
檬
」
研

究
で
あ
る
。
福
永
武
彦
の
「『
檸
檬
』
鑑
賞）

（（
（

」
や
、
三
好
行
雄
の
「
檸

檬）
（（
（

」
が
最
初
期
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
梶
井
の
習
作
、

詩
を
用
い
た
「
檸
檬
」
研
究
は
、
一
九
五
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
筑
摩
書

房
版
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
に
「
秘
や
か
な
楽
し
み
」
や
「
瀬
山
の

話
」
と
い
っ
た
習
作
群
が
載
録
さ
れ
、
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た

め
に
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
福
永
の
論
は
一
九
五
九
年
全
集

刊
行
後
に
書
か
れ
、
三
好
の
論
は
一
九
六
三
年
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

筑
摩
書
房
版
全
集
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
「
習
作
、
詩
」
の
検
討
に

よ
る
「
檸
檬
」
研
究
に
つ
い
て
、
鷺
只
雄
は
「
解
説
」
の
中
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

論
の
積
み
重
ね
が
な
い
こ
と
は
呆
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
む
し

か
え
し
と
放
置
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
殊
に
同
人
誌
や
各
大
学
の
国

文
学
会
詩
所
載
の
卒
業
論
文
に
手
を
入
れ
た
も
の
に
こ
れ
が
甚
し

い
。
梶
井
と
言
え
ば
「
檸
檬
」、「
檸
檬
」
と
言
え
ば
草
稿
の
検
討

か
ら
と
い
う
パ
タ
ー
ン
な
の
で
あ
る
が
、
く
り
か
え
し
が
悪
い
と

い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
肯
定
と
否
定
と
を
問
わ
ず
先

行
研
究
の
達
成
を
踏
ま
え
て
い
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
無
意
味
で

あ
る
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
る）

（（
（

　

梶
井
研
究
に
お
い
て
「
主
流
」
の
研
究
方
法
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
の

よ
う
な
「
習
作
、
詩
」
の
検
討
に
よ
る
「
檸
檬
」
研
究
は
、
一
層
「
資

質
還
元
主
義
」
を
強
化
、
物
語
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
「
梶
井
と
言
え
ば
「
檸
檬
」、「
檸
檬
」
と
言
え
ば
草
稿
の
検
討
か

ら
と
い
う
パ
タ
ー
ン
」
と
な
る
「
全
集
に
よ
る
梶
井
の
草
稿
受
容
」
が

研
究
上
の
偏
り
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
檸
檬
」
が
何
故
代
表
作
と
な
っ
た
の
か
。
研
究
に
お
け
る
偏
り
の

要
因
は
先
に
述
べ
た
「
同
様
の
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
習
作
、
詩
の

発
見
」
で
あ
ろ
う
。
他
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
草
稿
や
詩
の
発
見
は
、

「
檸
檬
」
を
梶
井
の
作
品
群
の
中
で
も
「
研
究
し
や
す
い
」
作
品
へ
と

押
し
上
げ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
小
林
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
語
り
難

い
」
作
家
の
「
語
り
難
い
」
作
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
檸
檬
」
が
、
他

の
作
品
と
比
べ
「
語
り
や
す
い
」
作
品
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
習
作
、
詩
の
発
見
」
と
そ
れ
に
伴
う
「
檸
檬
」
研
究
の
隆
盛
は
一

九
五
九
〜
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
四
〜
三
八
年
）
か
ら
始
ま
っ
て
い

く
。
そ
し
て
「
檸
檬
」
タ
イ
ト
ル
の
通
例
化
は
一
九
六
七
年
（
昭
和
四

二
年
）
か
ら
起
こ
る
。「
檸
檬
」
研
究
の
隆
盛
、
増
加
と
「
檸
檬
」
タ

イ
ト
ル
の
通
例
化
が
パ
ラ
レ
ル
に
起
こ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
檸
檬
」

と
い
う
作
品
は
梶
井
の
作
品
群
の
中
で
も
よ
り
一
層
代
表
作
と
い
う
性

格
を
強
め
て
い
っ
た
の
だ
。

お
わ
り
に

　
「
檸
檬
」
研
究
の
隆
盛
、
増
加
と
「
檸
檬
」
タ
イ
ト
ル
の
通
例
化
は

パ
ラ
レ
ル
に
起
き
て
は
い
た
が
、
研
究
の
隆
盛
に
よ
る
「
研
究
上
の
受

容
増
加
」
と
タ
イ
ト
ル
の
通
例
化
に
よ
る
「
一
般
読
者
の
受
容
増
加
」
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は
そ
の
ま
ま
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
檸
檬
」
の
受
容
に
お
い
て

更
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、「
檸
檬
」
の
国
語
教
科

書
採
択
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
檸
檬
」
の
国
語
教
科
書
採

択
は
大
日
本
図
書
『
高
等
学
校
現
代
国
語
三
』
と
秀
英
出
版
『
国
語
現

代
編
三
』
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
採
択
は
ま
さ
に
「
研

究
の
隆
盛
」
と
「
タ
イ
ト
ル
の
通
例
化
」
の
間
に
当
た
る
一
九
六
五
年

（
昭
和
四
〇
年
）
か
ら
行
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
国
語
教
科
書
採
択
の
事
例
」
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
は
今
後

別
の
論
で
扱
う
と
し
て
、
今
回
は
「
研
究
の
隆
盛
」
と
「
タ
イ
ト
ル
の

通
例
化
」
と
い
う
二
点
の
み
に
着
目
し
て
論
じ
た
。
年
代
順
に
す
る
な

ら
ば
「
研
究
の
隆
盛
」
→
「
国
語
教
科
書
採
択
」
→
「
タ
イ
ト
ル
の
通

例
化
」
と
い
う
流
れ
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
こ
れ
ら
は

直
線
的
な
流
れ
で
は
な
く
、
パ
ラ
レ
ル
な
流
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が

筆
者
の
考
え
で
あ
る
。
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の
一
」『
大
學
左
派
』
一
九
二
八
年
八
月
、

大
學
左
派
編
輯
所

（
11
）『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
三
一
年
一
二
月
二
八
日

（
12
）
青
空
同
人
編
「
青
空
合
評
會
第
一
回
」『
青
空
』
一
九
二
七
年
四
月

（
13
）
伊
藤
整
「
檸
檬
」『
新
文
學
研
究
』
一
九
三
一
年
七
月
号
、
大
空
社

（
14
）
梶
井
基
次
郎
『
檸
檬
』
二
〇
〇
三
年
、
新
潮
社

（
15
）
梶
井
基
次
郎
『
檸
檬
』
二
〇
一
一
年
、
角
川
春
樹
事
務
所

（
16
）
鷺
只
雄
「
解
説
」『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書　

梶
井
基
次
郎
・
中
島

敦
』
一
九
七
八
年
、
有
精
堂

（
17
）
鈴
木
貞
美
『
日
本
文
学
の
論
じ
方　
　

体
系
的
研
究
法
』
二
〇
一
四
年
、

世
界
思
想
社

（
18
）『
ユ
リ
イ
カ　

詩
と
批
評
VOL.
５-

２
』
一
九
七
三
年
、
青
土
社

（
19
）
梶
井
基
次
郎
「
淀
野
隆
三
宛
書
簡
」（
一
九
三
一
年
二
月
一
四
日
の
も

の
。
淀
野
隆
三
、
中
谷
孝
雄
編
『
梶
井
基
次
郎
全
集
第
三
巻
』
一
九
五
九
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梶井基次郎作品の受容について

年
、
筑
摩
書
房
か
ら
引
用
し
た
。）

（
20
）
淀
野
隆
三
編
「
解
説
」『
檸
檬
』
一
九
六
七
年
、
新
潮
社

（
21
）
三
好
達
治
編
「
あ
と
が
き
」、『
城
の
あ
る
町
に
て
』
一
九
三
九
年
、
創

元
社

（
22
）
出
版
年
鑑
編
集
部
編
『
一
九
五
二
年
版
出
版
年
鑑
』
一
九
五
二
年
、
出

版
ニ
ュ
ー
ス
社

（
23
）
同
上
。

（
24
）
同
上
。

（
25
）
出
版
年
鑑
編
集
部
編
『
一
九
五
三
年
版
出
版
年
鑑
』
一
九
五
三
年
、
出

版
ニ
ュ
ー
ス
社

（
26
）
同
上
。

（
27
）
梶
井
基
次
郎
『
檸
檬
』
一
九
六
七
年
、
新
潮
社

（
28
）（
12
）
を
参
照
。

（
29
）（
16
）
を
参
照
。

（
30
）『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書　

梶
井
基
次
郎
・
中
島
敦
』
一
九
七
八
年
、

有
精
堂

（
31
）
鈴
木
貞
美
編
『
梶
井
基
次
郎
『
檸
檬
』
作
品
論
集　

近
代
文
学
作
品
論

集
成
⑫
』
二
〇
〇
二
年
、
ク
レ
ス
出
版

（
32
）
棚
田
輝
嘉
「
物
語
へ
の
意
志　
　

梶
井
基
次
郎
〈
檸
檬
〉」『
日
本
近
代

文
学
第
54
集
』
一
九
九
六
年
、
日
本
近
代
文
学
会

（
33
）
日
比
嘉
高
「
身
体
・
空
間
・
心
・
言
葉
：
梶
井
基
次
郎
「
檸
檬
」
を
め

ぐ
る
（
京
都
に
お
け
る
日
本
近
代
文
学
の
生
成
と
展
開
）」『
佛
教
大
学
総

合
研
究
所
紀
要
二
〇
〇
八
（
別
冊
）
号
』
二
〇
〇
八
年

（
34
）
磯
貝
英
夫
「
梶
井
基
次
郎
・
檸
檬
」『
現
代
日
本
文
学
講
座　

小
説

６
』
一
九
六
二
年
、
三
省
堂

（
35
）
高
田
瑞
穂
「
資
質
論
を
ど
う
超
え
る
か　
　

梶
井
基
次
郎
私
見
」『
本
』

一
九
六
四
年
、
麦
書
房

（
36
）
福
永
武
彦
「『
檸
檬
』
鑑
賞
」『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
18　

中
島
敦
・
梶

井
基
次
郎
』
一
九
五
九
年
、
角
川
書
店

（
37
）
三
好
行
雄
「
檸
檬
」『
國
文
學　

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
六
三
年
、
至
文

堂

（
38
）（
16
）
を
参
照
。

（
に
し
お
・
た
い
き
／
早
稲
田
大
学
大
学
院
）


