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「檸檬」の受容論

　

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

あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
拙
稿（

１
）に
お
い
て
、「
檸
檬
」
の
研
究
の
隆
盛
と
刊

行
形
態
、
タ
イ
ト
ル
の
変
化
か
ら
「
檸
檬
」
の
受
容
に
つ
い
て
論
じ
た
。

本
稿
で
は
、
研
究
の
隆
盛
や
タ
イ
ト
ル
の
変
化
と
パ
ラ
レ
ル
に
行
わ
れ

て
い
た
、「
檸
檬
」
の
国
語
教
科
書
採
録
を
視
座
と
す
る
こ
と
で
、「
檸

檬
」
の
受
容
論
に
新
た
な
視
点
を
提
示
し
て
い
く
。

　

二
〇
一
六
年
現
在
、
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
梶
井
基
次
郎
作
品

は
「
檸
檬
」
の
み
で
あ
り
、
教
育
出
版
、
筑
摩
書
房
を
除
い
た
東
京
書

籍
、
三
省
堂
、
大
修
館
書
店
、
数
研
出
版
、
明
治
書
院
、
第
一
学
習
社
、

桐
原
書
店
の
「
現
代
文
Ｂ
」
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

当
初
よ
り
「
檸
檬
」
と
い
う
作
品
の
み
が
採
録
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、「
城
の
あ
る
町
に
て
」
や
「
闇
の
絵
巻
」
と
い
っ
た
作
品
も
採

録
さ
れ
て
い
た
。

　

な
ぜ
「
檸
檬
」
が
国
語
教
科
書
に
採
録
さ
れ
、
梶
井
基
次
郎
の
作
品

の
中
で
唯
一
現
在
も
採
録
さ
れ
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
、「
檸
檬
」

の
国
語
教
科
書
に
お
け
る
読
ま
れ
方
の
変
遷
を
中
心
に
、
学
習
指
導
要

領
や
「
檸
檬
」
研
究
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、
一
章
で
は
一
九
五
二
年
、
初
め
て
「
檸
檬
」
が
採
録
さ
れ
た

際
の
設
問
と
学
習
指
導
要
領
か
ら
、
当
時
の
「
檸
檬
」
が
ど
の
よ
う
な

目
的
を
担
っ
て
い
た
か
を
考
察
す
る
。
続
い
て
二
章
で
は
一
九
六
五
年

以
降
「
檸
檬
」
が
増
加
し
て
い
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
設
問

が
作
品
の
読
解
を
中
心
と
し
た
も
の
に
な
っ
た
変
遷
を
追
う
。
そ
の
う

え
で
三
章
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、「
檸
檬
」
の
設
問
が
「
私
」

に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
も
の
に
な
っ
た
理
由
を
、
当
時
の
国
語
教
育
で
重

視
さ
れ
て
い
た
「
人
間
形
成
」
と
い
う
目
的
に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
、
四
章
で
は
、
今
後
の
課
題
を
述
べ
る
。

一
、
最
初
の
「
檸
檬
」
教
科
書
採
録

　
「
檸
檬
」
が
初
め
て
国
語
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
の
は
一
九
五
二
年
、

三
省
堂
の
『
新
国
語
（
改
訂
版
）
文
学
三
』
に
お
い
て
で
あ
る
。「
Ⅱ　

小
説
の
特
質
」
に
お
い
て
志
賀
直
哉
の
「
城
の
崎
に
て
」
と
モ
ー
パ
ッ

サ
ン
の
「
首
飾
り
」（
青
柳
瑞
穂
訳
）
の
間
に
置
か
れ
た
。「
Ⅱ　

小
説

の
特
質
」
の
「
単
元
の
要
旨
」
で
は
「
は
た
し
て
、
文
学
と
は
ど
う
い

う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
も
う
一
度
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
小

説
を
勉
強
し
て
み
ま
し
ょ
う
。」
や
「
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
様
式
に
わ
た

っ
て
、
そ
の
本
質
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
検

「
檸
檬
」
の
受
容
論

　
　
　
　

教
科
書
掲
載
を
視
座
と
し
て　
　

西
尾　

泰
貴
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討
し
て
み
て
よ
い
時
期
が
来
て
い
ま
す
」
と
い
っ
た
、「
文
学
史
を
学

ぶ
」
目
標
が
述
べ
ら
れ
て
い
る（

２
）。

　

そ
の
た
め
か
、
こ
の
教
科
書
に
お
け
る
「
檸
檬
」
の
設
問
は
「
梶
井

基
次
郎
に
つ
い
て
調
べ
、
さ
ら
に
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
頃
の
日
本

の
文
壇
（
特
に
小
説
）
の
こ
と
を
調
べ
て
み
よ
う
」
や
「
こ
の
よ
う
な

小
説
を
私
小
説
と
い
う
が
、そ
の
理
由
お
よ
び
特
色
を
考
え
て
み
よ
う
」、

「
私
小
説
な
ど
を
中
心
に
し
て
、
日
本
の
近
代
小
説
の
特
色
を
研
究
し

て
み
よ
う（

３
）」

と
い
っ
た
作
家
や
文
学
史
的
な
問
い
が
二
問
、「
主
人
公

（
こ
の
場
合
、
だ
い
た
い
作
者
の
分
身
）
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
い

る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
、
考
え

て
み
よ
う（

４
）」
と
い
っ
た
作
品
内
容
に
関
す
る
、
い
わ
ゆ
る
読
解
的
な
問

題
と
同
数
設
定
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
は
、
佐
藤
泉
が
「
文
学
を
学
ぶ
こ
と
の
歴
史

的
・
社
会
的
な
意
義
が
き
わ
め
て
情
熱
的
な
調
子
で
語
ら
れ
て
い
た（

５
）」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
檸
檬
」
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
一

九
五
八
年
に
三
省
堂
の
『
新
国
語　

総
合
三
』
お
い
て
梶
井
基
次
郎

の
「
筧
の
話
」
が
採
録
さ
れ
た
際
も
「
昭
和
期
文
学
の
概
略
を
つ
か
み
、

現
代
小
説
を
読
む
た
め
の
基
礎
を
作
り
ま
し
ょ
う（

６
）。」
と
い
う
単
元
の

要
旨
が
掲
げ
ら
れ
「
こ
れ
は
わ
が
国
独
特
の
い
わ
ゆ
る
心
境
小
説
の
典

型
で
あ
る
。
そ
の
特
色
を
あ
げ
て
み
よ
う（

７
）」

や
「
筧
の
話
」
の
前
に
置

か
れ
て
い
た
志
賀
直
哉
の
「
赤
西
蠣
太
」
を
意
識
し
て
「
志
賀
直
哉
の

場
合
と
比
べ
て
、
作
者
の
精
神
状
態
、
対
象
へ
の
対
し
方
の
違
い
に
つ

い
て
考
え
よ
う（

８
）」
と
い
っ
た
問
い
を
付
し
て
い
る
。

　
「
筧
の
話
」
の
後
に
置
か
れ
た
中
島
敦
の
「
わ
が
西
遊
記
」
に
お
い

て
も
「
三
つ
の
作
品
全
体
を
通
し
て
、
そ
れ
〴
〵
の
作
者
の
精
神
態
度

の
異
同
に
つ
い
て
考
え
よ
う
」「
次
の
参
考
文
献（
９
）を

参
照
し
て
、
こ
れ

ら
の
作
家
が
ど
う
い
う
傾
向
に
あ
る
か
考
え
て
み
よ
う）

（1
（

」
と
い
っ
た
問

い
が
付
さ
れ
て
い
る
。
同
単
元
に
採
録
さ
れ
て
い
た
作
品
、
作
家
を
連

関
さ
せ
て
学
ば
せ
つ
つ
、
文
学
史
を
広
く
学
ぶ
た
め
の
問
い
が
設
定
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
問
い
の
設
定
に
は
「
一
九
五
一
年
改
訂
版
中
学
校
高
等

学
校
学
習
指
導
要
領　

国
語
科
編
（
試
案
）」
が
影
響
し
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
指
導
要
領
で
は
「
読
書
領
域
を
い
よ
い
よ
広

く
深
く
し
て
、
正
し
い
読
書
習
慣
を
確
立
さ
せ
る
ま
で
に
至
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い）

（（
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
高
校
生
の
読
書
領
域
拡
充
を
目
標
の

一
つ
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
文
学
史
を
広
く
学
ぶ
た
め
の
設
問
は
、
小

説
教
材
の
一
つ
の
目
標
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
た
読
書
領
域
の
拡
充
を

達
成
す
る
た
め
の
設
問
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　

一
九
五
一
年
の
学
習
指
導
要
領
に
則
っ
た
こ
の
時
代
の
国
語
教
科
書

に
お
け
る
小
説
教
材
は
、
作
品
の
読
解
と
並
行
す
る
形
で
読
書
領
域
の

拡
充
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
「
檸
檬
」
も
そ
の
一
つ

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
檸
檬
」
の
読
解
自
体
に
さ
ほ
ど
重
心
が
置
か

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、「
檸

檬
」
の
二
回
目
の
採
録
は
一
九
五
一
年
か
ら
一
〇
年
以
上
経
っ
た
一
九

六
五
年
で
あ
り
、
三
省
堂
に
限
っ
て
言
う
な
ら
ば
二
〇
〇
〇
年
に
至
る

ま
で
採
録
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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「檸檬」の受容論

　

一
九
六
五
年
に
二
つ
の
教
科
書
に
「
檸
檬
」
が
採
録
さ
れ
た
理
由
だ

が
、
大
日
本
図
書
の
教
授
用
指
導
書
に
は
採
録
理
由
と
し
て
「
青
年
期

の
苦
悩
の
実
体
や
そ
の
苦
悩
の
後
に
展
開
す
る
将
来
性
な
ど
に
つ
い
て

深
く
思
索
す
る
よ
う
に
配
慮
し
た
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
採
録
理
由

の
背
景
は
一
九
六
〇
年
の
学
習
指
導
要
領
に
考
慮
す
べ
き
点
と
し
て

「
教
材
は
，
明
治
以
降
の
も
の
と
し
，
生
徒
の
理
解
や
興
味
，
関
心
や
，

現
在
お
よ
び
将
来
に
お
い
て
の
必
要
な
ど
を
考
慮
し
て
，
適
切
で
価
値

の
あ
る
も
の
を
広
く
選
ぶ）

（1
（

」
と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
が
関
連

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
檸
檬
」
は
青
年
期
で
あ
る
学
習
者
の
現
在
の

苦
悩
や
将
来
を
考
え
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
。

　

加
え
て
、
読
書
領
域
の
拡
充
を
目
標
と
し
て
い
た
一
九
五
一
年
の
学

習
指
導
要
領
と
は
異
な
り
、
一
九
六
〇
年
の
学
習
指
導
要
領
に
は
「
作

者
な
ら
び
に
作
品
の
背
景
な
ど
の
扱
い
は
，
作
品
の
読
解
を
基
本
に
し

て
，
そ
れ
に
参
考
に
な
る
よ
う
に
す
る）

（1
（

」
と
い
う
文
言
が
考
慮
す
べ
き

点
と
し
て
追
加
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
広
く
文
学
を
学
ぶ
た
め
の
門
戸

と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
小
説
教
材
は
、
あ
く
ま
で
「
作
品
の
読

解
を
基
本
」
と
す
る
学
習
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、

「
現
在
お
よ
び
将
来
に
お
い
て
の
必
要
な
ど
を
考
慮
」
し
た
結
果
、
一

九
五
〇
年
代
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
文
学
史
を
学
ぶ
た
め
の
設
問
も
消
え

て
い
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
の
教
科
書
は
文
学
史
と
い
っ
た
過
去
で
は

な
く
、
現
在
や
将
来
へ
と
焦
点
化
し
て
い
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
、「
檸
檬
」
採
録
に
よ
り
多
く
の
影
響
を
与
え
た
の
は
、
前

述
し
た
よ
う
な
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
九

二
、
全
集
刊
行
後
の
「
檸
檬
」
教
科
書
採
録

　

一
九
五
二
年
以
来
の
「
檸
檬
」
採
録
と
な
っ
た
の
は
一
九
六
五
年
の

秀
英
出
版
『
国
語　

現
代
編
三
』
と
大
日
本
図
書
『
高
等
学
校
現
代
国

語
三
』
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
学
習
指
導
要
領
の
変
更
に
伴
い
、
秀
英

出
版
に
は
「「
そ
の
中
に
現
実
の
私
自
身
を
見
失
う
の
を
楽
し
ん
だ
。」

（
一
五
七
ペ
ー
ジ
８
行
）
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
主
人
公
の
気
持
を

想
像
し
て
み
よ
う
」「「
何
か
が
私
を
追
い
た
て
る
。」（
一
五
八
ペ
ー
ジ

14
行
）
と
あ
る
が
、
何
が
主
人
公
を
追
い
た
て
て
い
る
の
か
考
え
て
み

よ
う
」「「
第
一
に
安
静
。
が
ら
ん
と
し
て
旅
館
の
一
室
。」（
一
五
七
ペ

ー
ジ
４
行
）
の
よ
う
に
、
体
言
で
文
が
終
止
し
て
い
る
例
を
抜
き
出
し
、

そ
の
は
た
ら
き
を
考
え
て
み
よ
う）

（1
（

」
と
い
っ
た
作
品
の
読
解
を
基
本
と

し
た
設
問
が
並
ん
で
い
る
。

　

一
方
、
大
日
本
図
書
で
は
「
印
象
の
あ
ざ
や
か
に
感
じ
ら
れ
た
と
こ

ろ
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
」
と
い
っ
た
設
問
以
外
に
「
藤
村
の
『
嵐
』

（
論
者
注
：
教
科
書
内
で
島
崎
藤
村
の
「
嵐
」
が
「
檸
檬
」
の
前
に
置

か
れ
て
い
た
）
に
は
、
な
に
か
文
体
の
上
で
特
色
と
い
え
る
よ
う
な
も

の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
い
ま
ま
で
に
各
自
が
読
ん
だ
い
ろ
い
ろ
な
小
説

と
比
べ
合
わ
せ
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
た
梶
井
の
『
檸
檬
』
の
場
合
は

ど
う
か）

（1
（

」
と
い
っ
た
一
九
五
〇
年
代
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
他
の
小
説
と

比
較
し
て
読
む
こ
と
を
主
旨
と
し
た
設
問
も
付
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く

と
も
一
九
六
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
こ
う
し
た
学
習
指
導
が
多
少
な
り
と

も
継
続
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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五
九
年
以
降
の
「
檸
檬
」
研
究
で
あ
ろ
う
。「
檸
檬
」
研
究
に
お
い
て

長
ら
く
主
流
と
な
っ
て
い
た
読
み
方
は
、
一
九
三
二
年
の
小
林
秀
雄

の
「
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）
（1
（

」
と
い
う
評
か
ら
始
ま
っ
た
、
作
品
を
作
家
へ
と
還
元
し
て
い
く
読

み
方
で
あ
っ
た
。

　

鈴
木
貞
美
は
小
林
秀
雄
の
評
を
「
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）

（1
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の

よ
う
な
読
み
方
を
「
資
質
還
元
主
義
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
資

質
還
元
主
義
」
的
な
読
み
方
は
、
磯
貝
英
夫
が
「
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）

（1
（

」
と
述
べ
、
高
田

瑞
穂
も
「
磯
貝
君
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
越
え
る
た
め
に
先
づ
必
要
な
も
の

は
、
か
え
っ
て
正
確
な
資
質
論
で
あ
る）

（1
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
再
生
産

さ
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
「
資
質
還
元
主
義
」
的
な
読
み
方
と
並
行
す
る
形
で
現

れ
た
の
が
、
習
作
と
の
比
較
研
究
で
あ
る
。
一
九
五
九
年
の
筑
摩
書
房

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

話
」
と
い
っ
た
「
檸
檬
」
の
習
作
群
が
載
録
さ
れ
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、

福
永
武
彦）

11
（

や
三
好
行
雄）

1（
（

が
、
い
ち
早
く
こ
う
し
た
手
法
を
取
り
入
れ
た

研
究
を
行
っ
た
。

　

習
作
と
の
比
較
研
究
は
そ
の
後
増
加
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
鷺
只

雄
が
「
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）

11
（

」
と
ま
で
言
う
よ
う
に
、
主
流
の
読
み
方
と
な
っ

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
研
究
の
隆
盛
が
背
景
に
あ
っ
た
が
故
に
、
国
語
教
科
書
に

「
檸
檬
」
が
採
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、「
人
間
形
成
」
と
い
う
役
割

　

研
究
上
で
は
「
作
家
の
資
質
」
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

「
檸
檬
」
だ
が
、
一
九
七
〇
年
代
を
境
に
国
語
教
科
書
で
は
、
あ
る
明

確
な
目
的
を
持
っ
た
読
ま
れ
方
が
付
与
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
一

九
七
二
年
の
大
日
本
図
書
の
教
科
書
で
は
次
の
よ
う
な
設
問
が
付
さ
れ

た
。
少
し
長
い
が
、
設
問
を
そ
の
ま
ま
を
引
用
す
る
。

　
　
〔
研
究
〕

　

１　
「
私
」
は
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」（
Ｐ
74
・
２
）
と

ど
の
よ
う
に
し
て
戦
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。

　

２　
「
み
す
ぼ
ら
し
く
て
美
し
い
も
の
」（
Ｐ
74
・
９
）
と
し
て
、
ど

の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
。

　

３　
「
画
本
」
の
「
城
壁
の
頂
に
お
そ
る
お
そ
る
檸
檬
を
す
え
つ

け
」（
Ｐ
81
・
３
）
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
憂
鬱
」
か
ら
抜
け
出
す
こ
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と
が
で
き
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
心
の
働
き
に
よ
る
も
の
か
、
あ
と

づ
け
て
み
よ
う）

11
（

。

　

ま
た
、
一
九
七
三
年
の
教
育
出
版
の
教
科
書
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　
　
【
演
習
】

　

一　
「
私
」
は
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
と
、
ど
の
よ
う

に
向
か
い
合
い
、
戦
っ
て
い
る
の
か
考
え
よ
う
。

　

二　
「
み
す
ぼ
ら
し
く
て
美
し
い
も
の
」
は
、「
私
」
に
と
っ
て
ど
う

い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
説
明
し
よ
う
。

　

三　
「
Ｍ
店
」
は
「
私
」
に
と
っ
て
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、

「
私
」
の
過
去
・
現
在
に
わ
た
っ
て
考
え
よ
う
。

　

四　
「
私
」
は
「
憂
鬱
」
か
ら
、
何
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
解
放

さ
れ
た
か
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
「
私
」
の
心
理
や
行
動
で
あ
と
づ

け
よ
う
。

　

五　

表
現
に
即
し
て
、「
闇
と
光
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
ら
え
よ
う）

11
（

。

　

こ
こ
で
注
視
す
べ
き
は
「
私
」
に
関
す
る
設
問
の
多
さ
で
あ
る
。
一

九
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
の
教
科
書
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ

る
が
、
七
〇
年
代
の
教
科
書
で
は
「
私
」
に
関
す
る
設
問
が
一
挙
に
出

現
す
る
。
斎
藤
義
光
に
よ
る
と
一
九
七
〇
年
代
「
社
会
的
情
勢
の
急
激

な
変
化
が
、
国
語
教
育
の
上
に
も
、
人
間
形
成
の
点
で
、
ま
た
社
会
の

情
報
化
の
点
で
、
影
響
を
与
え
は
じ
め
」、
一
九
七
二
年
当
時
の
「
国

語
教
育
の
傾
向
と
性
格
を
、
そ
の
頃
の
各
研
究
団
体
の
大
会
の
テ
ー

マ
な
ら
び
に
副
題
で
概
略
」
す
る
と
「「
豊
か
な
心
を
育
て
る
国
語
教

育
」（
国
語
教
育
科
学
研
究
会
）、「
教
科
に
お
け
る
能
力
開
発
と
人
間

形
成
」（
全
国
構
造
教
育
研
究
会
）、「
国
語
教
育
に
お
け
る
人
間
形
成

と
言
語
能
力
」（
全
日
本
国
語
教
育
研
究
協
議
会
）、「
人
間
関
係
・
人

間
性
の
開
発
と
話
し
こ
と
ば
教
育
」（
話
し
こ
と
ば
の
会
）
な
ど
」
の

「
人
間
性
に
か
か
わ
る
テ
ー
マ）

11
（

」
が
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
た
と
述
べ
て
い

る
。
一
九
七
〇
年
代
の
国
語
教
育
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
理
想
の
人
間

形
成
」
と
い
っ
た
目
標
が
強
調
さ
れ
始
め
た
の
だ
。

　

こ
こ
に
「
私
」
に
関
す
る
設
問
が
付
さ
れ
た
理
由
を
見
出
す
こ
と
が

出
来
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
読
書
領
域
の
拡
充
か
ら
作
品
の
読
解
を
基

本
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
国
語
科
に
、
七
〇
年
代
新
た
に
「
理
想
の
人

間
形
成
」
と
い
う
役
割
が
担
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
私
」
を
中
心

と
し
て
「
檸
檬
」
を
読
む
こ
と
で
作
品
内
の
「
私
」
と
学
習
者
自
身
の

「
私
」
を
相
対
化
し
、
学
習
者
の
人
間
形
成
や
人
間
理
解
が
促
進
し
て

い
く
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
私
」
に
関
す
る
設
問
は
八
〇
年
代
、
九
〇
年
代
に
お

い
て
も
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
な
お
、
以
降
八
〇
年
代
以
降
の
教
科

書
の
設
問
を
見
て
い
く
が
、「
檸
檬
」
を
採
録
す
る
教
科
書
も
増
加
し
、

全
て
の
教
科
書
を
見
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
比
較

的
占
有
率
が
高
か
っ
た
教
科
書
会
社
を
取
り
上
げ
て
い
く）

11
（

。

　

一
九
八
一
年
の
明
治
書
院
の
教
科
書
で
は
、「「
え
た
い
の
知
れ
な
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い
不
吉
な
塊
」（
二
六
ペ
ー
ジ
１
行
）
の
た
め
に
、「
わ
た
し
」（
論
者

注
：
本
教
科
書
で
は
「
わ
た
し
」
表
記
で
あ
っ
た
）
は
ど
ん
な
状
況
に

あ
っ
た
か
ま
と
め
て
み
よ
う
」「
二
、「
わ
た
し
」
は
な
ぜ
「
見
す
ぼ
ら

し
く
て
美
し
い
も
の
」（
二
六
ペ
ー
ジ
９
行
）
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い

た
の
か
考
え
て
み
よ
う
」
と
い
っ
た
「
私
」
に
関
す
る
問
い
が
、
七
〇

年
代
の
教
科
書
以
上
に
増
え
て
お
り
、
六
つ
の
設
問
全
て
が
「
私
」
に

関
す
る
問
い
に
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
明
治
書
院
に
お
い
て
は
、「
檸

檬
」
本
文
の
「
私
」
と
い
う
表
記
を
、
わ
ざ
わ
ざ
「
わ
た
し
」
と
い
う

平
仮
名
表
記
に
変
え
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
八
七
年
の
東
京
書
籍
、
一

九
八
八
年
の
第
一
学
習
社
の
設
問
も
全
て
「
私
」
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

八
〇
年
代
の
こ
れ
ら
の
教
科
書
に
共
通
し
て
い
る
点
は
「
私
」
に
関

す
る
設
問
の
多
さ
だ
け
で
は
な
い
。
明
治
書
院
が
「
檸
檬
」
を
採
録
し

た
理
由
は
「
何
か
鬱
屈
し
た
、
深
刻
な
情
感
を
、
し
っ
か
り
と
し
た
自

己
凝
視
・
表
現
の
上
に
構
築
し
た
作
品
で
あ
り
、
や
や
も
す
れ
ば
軽
信
、

移
動
、
短
絡
に
陥
り
が
ち
な
青
少
年
に
、
人
間
理
解
、
人
間
形
成
、
人

間
表
現
の
望
ま
し
い
姿
を
植
え
付
け
る
た
め
の
糧
の
一
部
に
な
し
得
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る）

11
（

」
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
東
京
書
籍
の
採
録
理
由
は
「“
不
吉
な
塊
”」
が
「
文
学
作
品

の
世
界
に
お
い
て
の
み
特
有
な
問
題
で
は
な
く
、」「
作
家
の
み
に
固

有
の
、
個
別
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、

我
々
が
日
々
生
活
し
て
い
く
上
で
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
逢
着
す

る
課
題
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
作
品
に
接
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己

を
み
つ
め
、
社
会
を
み
つ
め
、
人
生
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
こ
と

を
理
解
さ
せ
た
い）

11
（

」
た
め
で
あ
る
。

　

採
録
理
由
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、「
檸
檬
」
を
「
人
間
形
成
」
や

「
自
己
を
み
つ
め
」
る
教
材
と
し
て
扱
う
だ
け
で
な
く
、
両
教
科
書
と

も
に
「
檸
檬
」
に
お
け
る
「
私
」
の
不
安
や
悩
み
、「
不
吉
な
塊
」
と

い
っ
た
も
の
を
、
青
少
年
、
つ
ま
り
学
習
者
の
心
情
と
重
ね
て
読
ん

で
い
る
の
だ
。
一
九
九
九
年
に
東
京
書
籍
が
再
び
「
檸
檬
」
を
採
録
し

た
際
、「「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
に
心
を
脅
か
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
青
年
期
に
あ
っ
て
だ
れ
も
が
一
度
は
経
験
す
る
こ
と
で
あ

り
、
い
わ
ば
普
遍
的
な
心
情
作
用
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な

い
か）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
八
〇
年
代
、
九
〇
年
代
を
通
じ
て

こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
心
情
と
青
少
年
の
心
情
を
重
ね
る
読
み
方
が
教

科
書
上
で
継
続
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

　

加
え
て
七
〇
年
代
の
教
科
書
の
設
問
で
は
「
私
」
は
憂
鬱
か
ら
抜
け

出
せ
た
、
あ
る
い
は
解
放
さ
れ
た
と
い
う
読
み
方
を
前
提
と
し
て
い

る
が
、
八
〇
年
代
の
教
科
書
で
は
そ
の
よ
う
な
読
み
方
は
前
景
化
し

て
こ
な
い
。
憂
鬱
か
ら
抜
け
出
し
て
い
く
成
長
に
焦
点
を
あ
て
る
と
い

う
よ
り
も
、
憂
鬱
を
抜
け
出
せ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
青
年
と
し

て
「
私
」
を
扱
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
の
読
み
方
自
体
が
よ
り

内
面
へ
と
向
い
て
い
る
、
憂
鬱
を
抱
え
た
ま
ま
の
青
年
へ
と
変
化
し
て

い
る
の
だ
。
七
〇
年
代
、
八
〇
年
代
と
も
に
「
私
」
を
設
問
の
中
心
と

し
て
据
え
る
方
向
性
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
「
私
」
は
異
な
る

「
私
」
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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「
檸
檬
」
に
お
け
る
憂
鬱
を
抱
え
た
ま
ま
の
青
年
、
内
面
へ
向
い
て

い
る
青
年
と
い
う
「
私
」
像
は
研
究
史
の
中
で
も
現
れ
て
い
る
。
一
九

九
九
年
、
鷺
只
雄
は
「「
檸
檬
」
が
何
故
多
く
の
若
者
た
ち
の
支
持
を

得
、
青
春
の
文
学
と
し
て
評
価
さ
れ
る
か
」
と
言
う
と
憂
鬱
か
ら
脱

出
し
た
い
と
い
う
「
現
実
脱
出
の
希
求
」
が
「
青
春
の
未
熟
さ
」
と
い

っ
た
青
年
の
本
質
や
、
青
年
の
唐
突
か
つ
空
想
的
な
地
に
足
が
つ
い
て

い
な
行
動
か
ら
拡
大
さ
れ
る
「
不
安
」
と
「
時
代
の
不
安
」
が
理
由
で

あ
り
、「
こ
れ
に
、
後
代
の
青
年
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
不
安

を
重
ね
合
わ
せ
て
「
檸
檬
」
に
お
の
れ
の
「
生
の
不
安
」「
青
年
の
不

安
」
を
読
ん
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か）

11
（

」
と
結
ん
で
い
る
。

　

憂
鬱
な
青
年
、
不
安
を
抱
え
た
青
年
と
い
う
「
私
」
像
は
、「
檸

檬
」
研
究
か
ら
始
ま
り
、「
檸
檬
」
研
究
を
参
考
に
し
て
い
る
国
語
教

科
書
か
ら
、
さ
ら
に
「
檸
檬
」
研
究
へ
と
再
び
繋
が
っ
て
い
き
、
相
互

的
に
紡
が
れ
て
い
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
檸
檬
」
と
い
う
作
品
は
、
な
ぜ
国
語
教
科
書
に
採
録
さ
れ
、
定
番

化
し
て
い
っ
た
の
か
。
一
九
五
二
年
の
初
め
て
の
採
録
で
は
他
の
文
学

教
材
と
同
様
、
読
書
領
域
の
拡
充
の
た
め
、
あ
る
い
は
文
学
へ
広
く
開

い
て
い
く
た
め
の
門
戸
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
た
だ
し
採
録

は
続
く
こ
と
な
く
、
一
九
六
五
年
に
研
究
の
隆
盛
が
影
響
し
た
結
果
、

再
び
採
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
研
究
史
を
反
映
し
た
読
み

方
と
と
も
に
七
〇
年
代
に
「
人
間
形
成
」
と
い
っ
た
役
割
を
担
う
よ
う

に
な
り
、
八
〇
年
代
以
降
「
私
」
の
読
み
方
を
変
え
な
が
ら
、「
人
間

形
成
」
の
た
め
の
読
解
が
再
生
産
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
、「
檸
檬
」
は

定
番
教
材
と
し
て
採
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
前
述
し
て
き
た
作
品
の
読
ま
れ
方
の
変
化
以
外
に
、
一
九

九
九
年
に
「
闇
の
絵
巻
」
を
採
録
し
て
い
た
角
川
書
店
が
二
〇
〇
三
年

に
教
科
書
か
ら
撤
退
し
た
こ
と
や
、
一
九
九
九
年
に
同
じ
く
「
闇
の
絵

巻
」
を
採
録
し
て
い
た
右
文
書
院
と
「
城
の
あ
る
町
に
て
」
を
採
録
し

て
い
た
旺
文
社
が
二
〇
一
三
年
に
撤
退
し
て
い
っ
た
こ
と
も
「
檸
檬
」

の
教
科
書
に
お
け
る
主
流
化
に
拍
車
を
か
け
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た）

1（
（

。

教
科
書
会
社
の
寡
占
化
も
、「
檸
檬
」
が
教
科
書
に
お
い
て
主
流
と
な

っ
た
理
由
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
今
後
の
課
題

　

定
番
教
材
と
な
っ
た
「
檸
檬
」
だ
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
な
る
と
こ
れ

ま
で
と
異
な
っ
た
読
み
方
を
提
示
す
る
教
科
書
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

実
に
四
八
年
ぶ
り
に
三
省
堂
が
採
録
し
た
際
の
設
問
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

　
　
【
課
題
】

　

一　
「
そ
の
こ
ろ
」
の
「
私
」
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
も
の
に
心
ひ
か
れ
て
い
た
の
か
、
整
理
し
て
み
よ

う
。

　

二　
「
そ
れ
に
し
て
も
心
と
い
う
や
つ
は
何
と
い
う
不
可
思
議
な
や

つ
だ
ろ
う
。」（
１
３
７
／
２
）
と
い
う
一
文
が
作
品
全
体
の
中
で
も

つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
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三　
「
そ
の
こ
ろ
私
は
…
覚
え
て
い
る
。」（
１
３
２
／
９
）、「
そ
れ

が
あ
の
こ
ろ
の
こ
と
な
ん
だ
か
ら
。」（
１
３
７
／
13
）
と
い
う
回
想

の
形
式
が
も
た
ら
す
効
果
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

四　

こ
の
作
品
に
特
徴
的
な
、
視
覚
・
触
覚
・
嗅
覚
・
味
覚
・
聴
覚

な
ど
の
感
覚
的
表
現
に
つ
い
て
整
理
し
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。

　

五　
「
檸
檬
」
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
も
の
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
か
、
作
品
全
体
の
中
で
果
た
し
て
い
る
役
割
に
留
意
し
て

考
え
て
み
よ
う）

11
（

。

　
「
私
」
に
関
す
る
問
い
は
少
な
く
、
文
章
や
表
現
の
も
つ
効
果
と
い

っ
た
、
あ
く
ま
で
テ
ク
ス
ト
の
読
解
を
中
心
と
し
た
問
い
が
設
定
さ
れ

て
い
る
。
指
導
資
料
に
は
、「『
檸
檬
』
は
私
小
説
と
し
て
評
価
が
高
ま

り
、
作
家
の
伝
記
的
事
実
や
、
病
と
の
か
か
わ
り
を
重
視
し
た
読
み
に

よ
っ
て
」
授
業
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、「
肺
結
核
と
い
う

病
を
患
う
私
を
描
い
た
「
私
小
説
」」
で
は
な
く
、「
一
顆
の
レ
モ
ン
に

結
実
す
る
詩
的
な
美
を
形
象
化
し
よ
う
と
す
る
文
学
的
虚
構
と
し
て
」

「
新
た
な
視
点
の
読
み
を
み
い
だ
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら）

11
（

」
採
録
し

た
、
と
あ
る
。

　
「
檸
檬
」
の
「
文
学
的
価
値
の
重
さ
を
、
時
代
や
伝
記
的
事
実
に
解

消
す
る
の
で
は
な
く
、
現
在
形
で
の
文
学
的
営
為
と
し
て
、
そ
の
孤
独

な
言
葉
に
よ
る
闘
い
の
意
味
を
読
み
取
っ
て）

11
（

」
い
く
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
明
ら
か
に
「
資
質
還
元
主
義
」
的
な
読
解
、
あ
る
い
は
「
私
」

に
依
っ
た
読
み
方
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
問
い

を
設
定
し
な
が
ら
、
あ
え
て
三
省
堂
は
「
檸
檬
」
を
採
録
し
た
こ
と
が

分
か
る
。

　

以
上
、
本
稿
で
は
教
科
書
に
お
け
る
「
檸
檬
」
の
読
ま
れ
方
が
、
研

究
や
学
習
指
導
要
領
、
国
語
教
育
の
目
的
か
ら
影
響
を
受
け
、
変
化
し

て
い
っ
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
以
前
、
拙
稿
で
は
「
檸
檬
」
が
梶

井
基
次
郎
の
他
作
品
と
比
べ
、
研
究
上
に
お
い
て
多
く
受
容
さ
れ
て
い

っ
た
変
遷
と
、
一
九
三
一
年
以
降
、「
梶
井
基
次
郎
作
品
集
」
と
し
て

刊
行
さ
れ
て
い
た
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
が
、
一
九
六
七
年
の
新
潮
社
に
よ

る
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
か
ら
『
檸
檬
』
へ
の
改
題
を
皮
切
り
に
変
化

し
て
い
き
、
評
価
が
高
ま
っ
て
い
く
過
程
を
追
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
際
、

研
究
上
の
受
容
、
一
般
書
籍
に
お
け
る
受
容
、
そ
し
て
教
科
書
上
で
の

受
容
が
パ
ラ
レ
ル
に
行
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

　

本
稿
で
扱
っ
た
「
檸
檬
」
に
お
け
る
「
私
」
像
の
変
遷
で
は
、
そ
れ

ま
で
の
研
究
史
上
に
お
け
る
読
ま
れ
方
を
引
き
継
い
だ
「
私
＝
梶
井
基

次
郎
」
と
い
う
資
質
還
元
主
義
的
な
「
私
」
像
に
加
え
、
教
科
書
で
は

一
九
七
〇
年
代
に
人
間
形
成
と
し
て
の
「
私
」
像
が
付
与
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
一
九
八
〇
年
代
で
は
「
憂
鬱
か
ら
抜
け

出
す
こ
と
が
で
き
た
私
」
像
か
ら
「
憂
鬱
か
ら
抜
け
出
せ
た
か
は
分
か

ら
な
い
私
」
像
へ
と
変
化
し
て
い
き
、
先
に
述
べ
た
鷺
只
雄
の
よ
う
に
、

教
科
書
に
お
け
る
「
檸
檬
」
と
「
檸
檬
」
研
究
は
相
互
的
に
影
響
を
与

え
て
い
き
、「
檸
檬
」
の
青
年
に
共
感
さ
れ
や
す
い
、
憂
鬱
を
抱
え
た

「
私
」
像
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、「
檸
檬
」
の
「
私
」
像
は
、
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「檸檬」の受容論

研
究
と
教
科
書
の
相
互
的
な
影
響
に
よ
っ
て
、
紡
が
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

　

今
回
は
「
教
科
書
」
を
中
心
と
し
て
「
檸
檬
」
の
受
容
を
述
べ
た
が
、

「
教
科
書
」
に
お
け
る
読
ま
れ
方
の
大
ま
か
な
流
れ
を
把
握
す
る
に
留

ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
後
は
、
三
つ
の
パ
ラ
レ
ル
な
流
れ
の
細
か
い
連

関
を
考
察
し
、
ど
の
よ
う
に
「
檸
檬
」
の
読
ま
れ
方
が
変
遷
し
、
ど
の

よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
を
課
題

と
し
た
い
。

注（
１
）「
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　

」（『
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究　

第
九
号
』
二
〇
一
六
年
）

（
２
）『
新
国
語
（
改
訂
版
）
文
学
三
』（
一
九
五
二
年
、
三
省
堂
）

（
３
）
同
注
（
１
）

（
４
）
同
注
（
１
）

（
５
）
佐
藤
泉
『
国
語
教
科
書
の
戦
後
史
』（
二
〇
〇
六
年
、
勁
草
書
房
）

（
６
）『
新
国
語　

総
合
三
』（
一
九
五
八
年
、
三
省
堂
）

（
７
）
同
注
（
５
）

（
８
）
同
注
（
５
）

（
９
）
平
野
謙
「
昭
和
文
学
の
特
徴
」。『
現
代
日
本
文
學
入
門
』（
要
書
房
、

一
九
五
三
年
）
か
ら
採
録
さ
れ
た
。

（
10
）
同
注
（
５
）

（
11
）
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
昭
和
二
六
年
度　

学
習
指
導
要
領　

一
般

編
（
試
案
）　

国
語
科
」（『
学
習
指
導
要
領
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』　https://

w
w
w
.nier.go.jp/guideline/s26ej/chap2-4.htm

　

二
〇
一
六
年
一
二

月
一
日
参
照
）

（
12
）『
国
語　

現
代
編
三
』（
一
九
六
五
年
、
秀
英
出
版
）

（
13
）『
高
等
学
校
現
代
国
語
三
』（
一
九
六
五
年
、
大
日
本
図
書
）

（
14
）
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
昭
和
三
五
年
度　

高
等
学
校
学
習
指
導
要

領　

国
語
」（『
学
習
指
導
要
領
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』　https://w

w
w
.nier.

go.jp/guideline/s35h/chap2-1.htm

　

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
日
参

照
）

（
15
）
同
注
（
14
）

（
16
）
小
林
秀
雄
「
文
芸
時
評　
　

梶
井
基
次
郎
と
嘉
村
礒
多
」（『
中
央
公

論
』、
一
九
三
二
年
、
中
央
公
論
社
）

（
17
）
鈴
木
貞
美
「
解
説
」（『
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
）

（
18
）
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
）

（
19
）
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
）

（
20
）
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
）

（
21
）
三
好
行
雄
「
檸
檬
」（『
國
文
學　

解
釈
と
鑑
賞
』、
一
九
六
三
年
、
至

文
堂
）

（
22
）
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
）

（
23
）『
新
訂
版　

現
代
国
語
三
』（
一
九
七
二
年
、
大
日
本
図
書
）

（
24
）『
現
代
国
語　

二
』（
一
九
七
三
年
、
教
育
出
版
）

（
25
）
斎
藤
義
光
『
高
校
国
語
教
育
史
』（
一
九
九
一
年
、
教
育
出
版
セ
ン
タ

ー
）
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（
26
）『
教
科
書
レ
ポ
ー
ト,82
』（
出
版
労
連
教
科
書
対
策
委
員
会
編
、
一
九
八

二
年
、
日
本
出
版
労
働
組
合
連
合
会
）
で
は
占
有
率
の
高
い
順
に
「
明
治

書
院
…
23
・
８
％
、
尚
学
図
書
…
14
・
４
％
、
東
京
書
籍
…
９
・
６
％
、

そ
の
他
…
10
社
12
点
52
・
２
％
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
27
）『
現
代
国
語
㈢
新
修
二
版　

指
導
資
料
』（
一
九
八
一
年
、
明
治
書
院
）

（
28
）『
改
訂
現
代
文　

指
導
資
料
上
』（
一
九
八
七
年
、
東
京
書
籍
）

（
29
）『
精
選
現
代
文　

二
分
冊
指
導
資
料
』（
一
九
九
九
年
、
東
京
書
籍
）

（
30
）
鷺
只
雄
「『
檸
檬
』」（『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
九
）

年
）

（
31
）
阿
武
泉
「
読
ん
で
お
き
た
い
名
著
案
内　

教
科
書
掲
載
作
品13000

」

（
二
〇
〇
八
年
、
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
株
式
会
社
）
に
よ
る
と
一
九
五
二

～
一
九
六
二
年
に
は
四
三
社
あ
っ
た
教
科
書
会
社
は
、
一
九
八
二
～
一
九

九
三
年
に
は
一
六
社
に
ま
で
減
少
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
32
）「
高
等
学
校
現
代
文
２
」（
二
〇
〇
〇
年
、
三
省
堂
）

（
33
）『
高
等
学
校
現
代
文
［
２
］　

指
導
資
料
』（
二
〇
〇
〇
年
、
三
省
堂
）

（
34
）
同
注
（
28
）

（
に
し
お
・
た
い
き
／
早
稲
田
大
学
大
学
院
）


