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西
田
先
生
は
国
文
学
の
研
究
者
で
あ
っ
た
が
、
世
に
い
う
国
文
学

者
と
は
そ
の
問
題
意
識
も
研
究
方
法
も
異
に
し
て
い
た
。
西
田
先
生

は
つ
ね
に
原
理
・
原
則
や
根
源
・
本
質
を
追
求
し
、
芸
道
・
宗
教
・

美
術
・
哲
学
等
々
、
お
よ
そ
精
神
文
化
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
領
域

に
目
を
向
け
、
全
体
を
府
敵
し
つ
つ
歴
史
的
流
れ
を
把
握
し
、
そ
こ

に
一
貫
す
る
も
の
を
探
っ
て
そ
れ
を
体
系
化
し
よ
う
と
試
み
た
。
世

の
多
く
の
国
文
学
者
た
ち
が
、
作
品
の
訓
詰
註
釈
に
終
始
し
た
り
、

異
本
の
異
同
の
調
査
・
校
訂
に
没
頭
し
た
り
、
旧
家
の
土
蔵
か
図
書

館
か
ら
古
文
書
を
引
っ
張
り
出
し
て
翻
刻
ば
か
り
し
て
い
た
り
、
墳

末
な
考
証
に
走
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
に
、
西
田
先
生
は
し
だ
い
に

異
和
感
を
感
じ
不
満
を
い
だ
き
、
や
が
て
国
文
学
界
と
は
ほ
と
ん
ど

没
交
渉
に
な
り
、
一
人
で
自
分
の
道
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
。
晩
年

の
西
田
先
生
は
、
学
者
と
い
う
よ
り
も
思
想
家
か
求
道
者
の
よ
う
に

わ
た
し
に
は
思
え
た
。

　
西
田
先
生
が
早
稲
田
大
学
文
学
部
に
入
学
し
た
の
は
、
昭
和
二
十

五
年
四
月
で
あ
る
。
わ
が
国
は
、
占
領
下
を
脱
し
て
独
立
を
達
成
し

よ
う
と
し
て
い
た
と
き
で
あ
り
、
敗
戦
後
の
経
済
的
不
安
定
か
ら
よ

う
や
く
安
定
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
が
、
世
界
的
に
も
米
ソ
の
対
決

が
表
面
化
し
、
国
内
で
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
立
が
表
面
化
し
、
社
会

的
に
は
混
乱
期
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
進
歩
的
学
者
・
文
化
人
が
論

壇
を
制
覇
し
、
大
学
生
は
全
学
連
に
結
集
し
て
学
生
運
動
が
は
な
や

か
に
展
開
さ
れ
て
い
た
。
西
田
先
生
が
早
稲
田
と
い
う
学
生
運
動
の

メ
ッ
カ
に
い
て
、
ど
の
程
度
の
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
か
は
聞
か

な
か
っ
た
が
、
時
代
の
風
潮
に
は
無
縁
で
あ
り
え
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

『
淑
徳
短
大
新
聞
』
　
（
昭
4
4
・
1
0
・
2
2
発
行
）
に
寄
せ
た
一
文
で
、

「
と
も
あ
れ
、
念
願
ど
お
り
早
稲
田
の
文
学
部
に
進
学
で
き
た
私
は

こ
多
聞
に
も
れ
ず
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
中
心
と
す
る
社
会
科
学
に
た

だ
な
ら
ぬ
関
心
を
い
だ
か
さ
れ
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
同
じ
学
生
下
宿
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に
そ
の
道
の
か
な
り
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
お
り
、
も
と
よ
り
相
当
の

腕
き
き
で
し
か
も
若
く
し
て
大
器
の
風
格
を
具
え
て
い
た
彼
は
、
ま

る
で
こ
の
私
を
手
玉
に
取
る
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
へ
の
道
を
性
急
に

た
ど
ら
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
」
と
告
白
し
て
い
る
。
愛
知
淑
徳
大

学
創
設
の
際
に
文
部
省
へ
提
出
し
た
「
教
育
研
究
上
の
業
績
一
覧
」

の
論
文
の
項
の
最
初
に
、
「
文
学
研
究
の
方
法
論
的
諸
前
程
」
　
（
『
文

学
叙
説
』
昭
勿
・
4
）
が
載
っ
て
お
り
、
概
要
欄
に
「
文
学
研
究
法

を
め
ぐ
る
学
説
の
対
立
も
整
理
統
合
し
、
歴
史
社
会
学
的
方
法
に
よ

る
文
学
の
合
理
的
研
究
方
法
を
提
示
し
た
も
の
」
と
あ
り
、
次
い
で

卒
業
論
文
の
「
封
建
革
命
期
に
お
け
る
文
学
の
変
革
過
程
」
　
（
2
9
・

1
）
が
出
て
い
る
。
い
ず
れ
も
未
見
だ
が
、
西
田
先
生
の
視
点
は
察

し
が
つ
く
。
こ
こ
に
西
田
先
生
の
出
発
期
に
お
け
る
志
向
と
マ
ル
ク

ス
主
義
の
影
響
が
如
実
に
う
か
が
え
る
。

　
昭
和
二
十
九
年
四
月
、
大
学
院
修
士
課
程
へ
進
学
。
指
導
教
官
は

仏
教
説
話
の
伊
藤
康
安
教
授
と
岡
一
雄
教
授
。
岡
教
授
は
「
源
氏
物

語
」
研
究
の
権
威
で
あ
る
が
、
　
「
学
風
は
文
献
学
的
成
果
を
踏
ま
え

て
作
家
の
創
作
心
理
の
内
奥
と
作
品
の
イ
デ
ー
と
を
、
傑
出
し
た
解

釈
力
で
実
証
的
に
追
体
験
し
、
作
家
と
作
品
に
た
い
す
る
文
芸
科
学

的
な
価
値
判
断
が
究
極
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
方
比
較
文
芸

学
的
発
想
に
よ
っ
て
文
学
現
象
の
相
対
的
認
識
を
志
向
す
る
点
で
独

自
の
も
の
が
あ
る
」
　
（
『
日
本
近
代
文
学
事
典
』
）
学
者
。
西
田
先

生
は
師
の
専
門
と
学
風
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
か
、
修
士
論
文
は

「
源
氏
物
語
の
文
芸
学
的
研
究
」
。
た
だ
し
、
そ
の
後
は
「
源
氏
物

語
」
の
研
究
を
め
ざ
し
た
の
で
は
な
く
、
文
芸
学
の
方
に
興
味
と
関

心
を
寄
せ
た
と
こ
ろ
に
西
田
先
生
の
特
徴
と
師
の
も
う
ひ
と
つ
の
学

風
の
投
影
が
見
ら
れ
よ
う
。
昭
和
三
十
一
年
四
月
、
早
稲
田
を
出
て

郷
里
・
名
古
屋
に
帰
っ
て
金
城
学
院
に
務
め
る
が
、
　
「
現
代
文
学
理

論
の
根
本
に
あ
る
も
の
」
（
昭
3
2
・
6
）
、
「
文
学
批
評
の
探
求
」
（
昭

3
2
・
9
）
、
「
文
学
は
い
か
に
学
た
り
得
る
か
」
（
昭
3
3
・
1
）
と
、

矢
継
ば
や
に
小
冊
子
を
自
費
で
出
し
、
東
西
の
文
学
理
論
を
渉
猟
し

つ
つ
自
ら
の
理
論
の
確
立
を
模
策
し
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
、
フ
ロ
イ

ト
主
義
、
実
存
主
義
を
視
野
に
入
れ
て
の
西
田
先
生
の
論
考
は
、
い

か
に
も
巨
体
の
西
田
先
生
に
ふ
さ
わ
し
く
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
、
と

か
く
微
視
的
に
な
り
が
ち
な
国
文
学
界
で
は
異
色
で
あ
っ
た
。

　
西
田
先
生
が
フ
ロ
イ
ト
に
傾
倒
し
、
精
神
分
析
に
熱
中
し
た
こ
と

は
、
若
き
日
の
西
田
先
生
を
知
る
人
の
間
で
は
有
名
で
あ
る
。
精
神

科
医
と
も
交
際
し
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
患
者
の
治
療
や
相
談
に
あ
た
っ
て

い
た
と
わ
た
し
も
聞
い
た
。
西
田
先
生
に
よ
れ
ば
、
　
「
精
神
現
象
と

し
て
こ
の
文
学
を
社
会
科
学
ひ
と
つ
で
裁
断
す
る
こ
と
を
、
さ
な
が

ら
鋸
で
豆
腐
を
き
ざ
む
よ
う
に
野
暮
く
さ
く
思
っ
た
私
は
、
同
じ
大

学
時
代
に
、
こ
れ
ま
た
多
少
と
も
主
任
教
授
か
ら
の
示
唆
を
被
っ
て

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
は
お
よ
そ
対
照
的
に
、
主
と
し
て
心
理
学
を
方
法

と
す
る
文
学
研
究
を
め
ざ
し
て
反
転
」
　
（
前
掲
『
淑
徳
短
大
新
聞
』
）

し
た
と
い
う
。
精
神
分
析
学
を
テ
コ
と
し
た
論
文
も
、
早
稲
田
大
学
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国
文
学
会
機
関
誌
『
国
文
学
研
究
』
　
（
昭
3
4
・
3
）
に
載
せ
た
「
エ

ロ
ス
と
文
芸
」
以
下
数
篇
あ
る
。
特
に
昭
和
三
十
八
年
四
月
号
『
国

文
学
』
に
発
表
し
た
「
太
宰
治
の
深
層
心
理
学
的
診
断
」
は
、
た
ま

た
ま
わ
た
し
も
「
太
宰
治
論
」
を
卒
業
論
文
と
し
て
書
い
た
直
後
だ

っ
た
の
で
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
頃
は
す
で
に
西
田
先
生
は
、
精
神
分
析
学
や
精
神

医
学
に
も
絶
望
し
て
、
宗
教
と
宗
教
文
学
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ

て
い
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
　
「
ひ
と
び
と
を
救
お
う
と
い
う

尊
大
な
精
神
医
学
の
姿
勢
を
、
私
は
ま
た
も
や
例
の
『
猜
疑
心
』
に

よ
っ
て
肯
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
本
物
の
人

間
救
済
は
宗
教
的
絶
対
者
と
の
か
か
わ
り
の
う
ち
で
し
か
得
ら
れ
ぬ

も
の
の
よ
う
に
思
え
た
か
ら
だ
と
だ
け
白
状
し
て
、
お
許
し
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
　
（
前
掲
『
淑
徳
短
大
新
聞
』
）
と
し
か
述

べ
て
い
な
い
。
が
、
も
う
少
し
前
の
と
こ
ろ
で
「
文
学
に
た
ず
さ
わ

る
者
の
重
責
の
よ
う
に
人
間
の
『
救
い
』
の
問
題
を
か
な
り
早
く
か

ら
気
に
し
だ
し
た
わ
け
で
す
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
西
田
先

生
の
文
学
研
究
の
原
点
が
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
西
田
先
生
が
宗
教
と
宗

教
文
学
の
世
界
に
向
か
っ
た
の
も
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
も
い
え

よ
う
。
そ
し
て
、
宗
教
色
が
最
も
豊
か
だ
っ
た
日
本
の
中
世
が
、
当

面
の
研
究
対
象
に
な
っ
た
の
も
い
わ
ば
必
然
の
道
程
だ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
と
も
あ
れ
、
昭
和
三
十
六
年
十
月
、
早
稲
田
大
学
国
文
学
会

で
「
古
典
に
お
け
る
愛
」
と
題
し
て
、
古
典
の
愛
に
見
ら
れ
る
自
己

否
定
と
宗
教
と
の
関
係
を
研
究
発
表
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
翌
三
十

七
年
に
は
創
設
さ
れ
た
ぱ
か
り
の
愛
知
淑
徳
短
期
大
学
に
招
か
れ
て

同
短
大
の
研
究
紀
要
と
国
文
科
の
機
関
誌
に
、
　
「
法
門
の
栄
華
－

古
代
精
神
史
の
末
路
」
　
（
昭
3
8
・
3
）
以
下
、
毎
号
関
連
論
文
を
載

せ
た
。
そ
れ
ら
は
の
ち
に
、
　
『
乱
世
の
精
神
史
ー
中
世
日
本
の
思

想
と
文
化
』
　
（
河
出
書
房
、
昭
4
1
・
2
）
、
『
中
世
的
人
間
像
ー
中

世
日
本
の
思
想
と
人
物
』
（
同
、
昭
4
2
・
4
）
、
『
仏
教
と
文
学
』
（
桜

楓
社
、
昭
4
2
・
9
）
の
三
部
作
に
ま
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
『
無
常
観

の
系
譜
－
日
本
仏
教
文
芸
思
想
史
－
古
代
・
中
世
編
』
　
（
桜
楓

社
、
昭
4
5
・
2
）
、
　
『
無
常
観
の
伝
承
－
日
本
仏
教
文
芸
思
想
史

－
近
世
・
近
代
編
』
　
（
同
、
昭
5
1
・
4
）
を
書
き
お
ろ
し
て
ひ
と

く
ぎ
り
つ
け
た
。
　
『
無
常
観
の
系
譜
』
正
続
二
編
は
A
5
版
で
合
わ

せ
て
百
頁
に
も
及
ば
ん
と
す
る
大
著
で
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
日
本

で
刊
行
さ
れ
た
主
要
文
献
の
ほ
と
ん
ど
全
部
に
目
を
通
し
た
、
前
人

未
踏
と
も
い
う
べ
き
大
作
で
あ
る
。
こ
れ
を
書
き
あ
げ
た
と
き
「
も

う
や
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
い
よ
い
よ
隠
居
だ
：
：
：
」
と
わ
た
し

に
語
っ
た
西
田
先
生
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。

　
日
本
文
化
史
や
日
本
人
の
精
神
史
を
仏
教
－
無
常
観
だ
け
で
体

系
化
し
よ
う
と
す
る
の
は
片
手
落
ち
だ
っ
た
と
西
田
先
生
が
口
に
し

だ
し
た
の
は
こ
の
二
、
三
年
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
仏
教
が
日

本
に
伝
来
し
た
の
は
六
世
紀
、
そ
れ
以
前
に
も
日
本
の
国
は
存
在
し

た
し
日
本
人
も
生
活
し
て
い
た
。
当
然
、
文
化
も
あ
れ
ば
精
神
史
を
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彩
る
な
に
か
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
昭
和
五
十
年
四
月
、
愛
知
淑
徳
大

学
の
開
学
と
と
も
に
こ
ち
ら
に
移
る
と
、
西
田
先
生
は
大
著
を
書
い

て
隠
居
す
る
ど
こ
ろ
か
、
美
術
に
関
心
を
向
け
出
し
た
。
そ
れ
も
例

に
よ
っ
て
古
代
か
ら
で
あ
る
。
文
献
と
な
る
と
さ
ほ
ど
古
い
の
は
な

い
が
、
美
術
史
の
方
は
文
献
の
出
現
以
前
の
古
墳
や
埴
輪
が
残
っ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
当
時
の
人
び
と
の
信
仰
が
反
映
さ
れ
て

い
る
。
西
田
先
生
が
日
本
の
神
道
や
い
わ
ゆ
る
土
俗
信
仰
や
民
俗
学

へ
傾
斜
し
て
い
っ
た
の
は
そ
れ
か
ら
で
あ
る
。
仏
の
う
し
ろ
に
神
が

い
る
1
仏
教
中
心
に
論
じ
て
き
た
日
本
文
化
論
も
日
本
人
の
精
神

史
も
こ
こ
か
ら
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
。
新
潮
選
書
『
花
鳥
風
月
の

こ
こ
ろ
』
　
（
昭
5
3
・
7
）
に
そ
の
一
部
は
披
握
さ
れ
る
が
、
今
年
一

月
発
行
の
大
学
の
紀
要
に
発
表
し
た
「
神
々
の
原
像
」
を
第
一
章
と

す
る
『
神
と
仏
の
対
話
』
に
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
だ
っ
た
。
そ
の
矢

先
最
後
の
章
を
あ
と
わ
ず
か
残
し
て
、
突
然
、
神
と
仏
の
国
へ
逝
っ

て
し
ま
っ
た
。

　
「
神
々
の
原
像
」
は
こ
う
で
あ
る
ー
。

　
「
死
者
の
霊
魂
は
い
っ
た
い
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
う
の
か
。
こ
う

い
う
疑
問
に
答
え
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
死
ん
で
み
な
い

か
ぎ
り
だ
れ
に
も
わ
か
り
よ
う
が
な
い
。
」

　
　
　
（
『
西
田
正
好
先
生
』
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
愛
知
県
支

　
　
　
　
部
刊
よ
り
転
載
）
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