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は
じ
め
に

西
田
耕
三
の
研
究
の
特
質
は
、
文
芸
の
主
題
の
成
り
立
つ
所

以
を
発
見
し
、
そ
の
所
以
か
ら
文
芸
を
説
明
し
て
み
せ
る
と
こ

ろ
に
あ
る
c

そ
の
所
以
は
、
「
起
源
」
と
も
「
条
件
」
と
も
呼

ば
れ
る
。
そ
し
て
文
芸
を
説
明
す
る
こ
と
は
西
田
に
と
っ
て
人

聞
を
説
明
す
る
こ
と
、
世
界
を
説
明
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。

文
芸
は
そ
の
た
め
の
通
路
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
文
芸
を
通
路
に

選
ぶ
の
か
。
文
芸
は
現
実
に
基
づ
き
、
現
実
を
描
き
、
現
実
に

存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
は
人
間
に
よ
っ
て
創

造
さ
れ
た
虚
構
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
夢
と
同
じ
よ
う
に
、
確

実
に
我
々
の
現
実
に
浸
透
し
、
我
々
を
翻
弄
し
、
感
動
さ
せ
る
。

精
神
分
析
学
者
が
夢
か
ら
人
の
無
意
識
を
探
る
よ
う
に
、
西
田

は
文
芸
か
ら
世
界
の
成
り
立
つ
根
拠
を
求
め
る
。
そ
れ
は
常
人

の
な
し
う
る
わ
ざ
で
は
な
い
。

飯

ノb、
屈

洋

し
か
し
、
そ
れ
が
抽
象
的
、
観
念
的
に
な
る
こ
と
を
西
田
は

極
力
忌
避
す
る
。
た
と
え
ば
「
起
源
」
や
「
条
件
」
を
自
ら
の

作
っ
た
記
号
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
。
西

国
に
よ
れ
ば
、
文
芸
の
主
題
の
成
り
立
つ
「
条
件
」
、
つ
ま
り

文
芸
の
「
起
源
」
は
、
物
語
に
お
い
て
「
生
涯
」
で
あ
り
、
日

本
近
世
文
学
に
お
い
て
は
「
人
は
万
物
の
霊
」
で
あ
る
。
こ
の

聞
き
な
れ
た
こ
と
ば
を
根
幹
に
す
え
て
、
西
田
は
文
芸
の
聞
に

光
を
当
て
て
ゆ
く
。
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生
涯

「
生
涯
と
し
て
の
人
間
」
は
、
「
物
語
の
条
件
」
で
あ
る
と
西

国
は
『
生
涯
と
い
う
物
語
世
界
説
経
節
」
(
世
界
思
想
社
、
一

九
九
三
年
)
で
言
う
。
「
生
程
と
し
て
の
人
間
」
と
は
何
か
。
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説
経
と
は
、
神
仏
が
「
ひ
と
た
び
は
人
間
に
て
お
は
し
ま

す
」
時
の
物
語
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
き
わ
め
て
人
間
的
な
物
語

が
展
開
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
「
神

仏
が
か
つ
て
人
間
で
あ
っ
た
と
き
の
物
語
巴
で
あ
る
。
〈
神
仏
に

な
る
た
め
の
受
苦
〉
と
い
う
貴
種
流
離
謂
の
型
も
思
い
出
さ
れ

る
の
だ
が
、
説
経
の
物
語
は
、
人
聞
が
神
仏
に
な
る
物
語
で
は

な
い
。
あ
く
ま
で
も
人
間
の
物
語
と
し
て
自
立
し
て
い
る
の
で

あ
る
。そ

う
い
う
、
説
経
を
説
経
た
ら
し
め
て
い
る
形
式
と
は
、

「
神
仏
の
凶
位
(
神
仏
に
な
る
た
め
の
修
行
期
間
)
の
物
語
」

と
い
う
構
造
か
ら
、
「
神
仏
の
」
の
部
分
を
剥
離
さ
せ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
「
生
涯
と
し
て
の
人
間
の
物
一
北
巴
の
謂
い
な

の
だ
。「

生
涯
」
と
は
、
人
間
の
ふ
生
を
意
味
す
る
一
一
一
日
葉
で
は
な
い
。

存
在
で
は
な
く
、
存
在
の
形
式
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
西
国

は
そ
の
考
え
方
と
し
て
、
「
世
界
の
起
源
と
し
て
の
神
仏
」
、

「
神
仏
の
起
源
と
し
て
の
人
間
」
、
「
人
間
の
起
源
と
し
て
の

X
」

を
提
示
し
て
、
こ
の

X
こ
そ
が
「
生
涯
」
な
の
だ
と
い
う
。
「
生

涯
と
は
、
世
界
に
も
神
仏
に
も
根
拠
を
も
た
ず
、
し
か
も
そ
れ

ら
に
匹
敵
し
う
る
も
の
、
人
聞
が
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
の
み
根

拠
を
も
ち
、
こ
の
世
に
お
い
て
何
か
の
起
源
と
し
て
あ
る
そ
の

あ
り
方
の
こ
と
で
あ
る
」
。
生
涯
と
は
自
ら
の
生
を
、
生
の
外

か
ら
見
つ
め
る
意
識
で
あ
る
。
「
生
涯
の
恥
」
「
生
涯
の
恋
」
と

い
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
心
情
的
感
情
的
側
面
を
表
現

す
る
の
が
和
歌
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
生
活
」
に
構
造
を
見
出

し
、
「
ひ
と
た
び
は
人
間
に
て
お
は
し
ま
す
」
と
限
定
す
る
こ

と
で
、
胸
を
打
つ
物
語
を
現
出
す
る
語
り
が
説
経
節
な
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
「
生
涯
」
と
は
人
間
の
条
件
で
あ
る
と
と
も
に
、

物
語
の
条
件
で
も
あ
っ
た
」
o

西
岡
は
本
書
で
、
「
A
の
起
源
と
し
て
の

B
」
と
い
う
言
い

方
を
し
た
。
「
起
源
」
と
は
、

A
を
A
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
A
で
は
な
い
・
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
条
件
」
と
置
き
換
え
ら
れ
る
。
本
書
の
最
後
に
西
田
は
「
物

語
の
条
件
」
と
い
う
見
出
し
を
た
て
た
文
章
を
載
せ
る
。
も
と

も
と
西
国
は
説
経
と
い
う
よ
り
物
語
そ
の
も
の
を
問
う
て
い
る

の
で
あ
る
。
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
西
国
は
か
つ
て
の
自
ら

の
論
文
を
挙
げ
、
こ
の
よ
う
に
い
う
。

説
経
正
本
に
残
さ
れ
た
物
語
を
申
し
子
謂
と
欠
親
謂
に
分

け
、
申
し
子
や
親
の
な
い
子
を
、
現
実
に
十
全
な
根
拠
を

も
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
昧
で
幻
想
の
存
在
と
名
づ
け
、

幻
想
の
存
在
が
現
実
に
定
着
す
る
た
め
に
恋
愛
が
あ
っ
た
、

と
考
え
た
。
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こ
れ
を
読
ん
で
私
は
身
震
い
し
た
。
説
経
の
み
な
ら
ず
、
す
べ

て
の
物
語
が
こ
の
定
義
で
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
。
折
口
信
夫
の

「
貴
種
流
離
謂
」
と
同
じ
く
ら
い
に
明
断
で
あ
り
、
「
貴
種
流
離

謂
」
以
上
に
普
遍
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
「
幻
想
の

存
在
」
と
は
い
わ
ば
記
号
で
あ
る
。
凶
田
は
そ
れ
が
自
己
完
結

す
る
こ
と
を
ど
こ
か
で
気
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
驚
く

べ
き
こ
と
に
丙
同
は
そ
れ
を
捨
て
る
。
記
号
論
的
思
考
と
の
別

れ
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
凶
出
は
さ
ら
に
物
語
の
起
源
を
問
う
た
。
そ
れ
は

人
間
の
起
源
を
問
う
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
。
「
生
涯
」
は
、

「
幻
想
の
存
在
」
の
よ
う
に
わ
か
り
や
す
く
は
な
い
。
そ
れ
は

自
明
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
を
読

む
と
い
う
行
為
を
い
く
ら
積
み
重
ね
て
も
決
し
て
西
田
の
よ
う

に
は
、
発
見
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
凶
田
の
国
文
学
者

と
し
て
の
特
異
性
が
あ
る
。
西
国
の
論
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、

き
わ
め
て
宵
突
に
、
カ
ン
ト
の
「
純
粋
理
性
批
判
』
を
読
ん
だ

時
の
感
覚
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
自
明
な
も
の
の
根
拠
を
徹

底
的
に
問
い
、
従
来
見
え
な
か
っ
た
も
の
を
取
り
出
し
て
見
せ

る
西
田
の
論
は
、
記
号
を
決
し
て
作
り
出
さ
な
い
説
明
を
す
る

こ
と
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
禁
欲
的
で
あ
り
、
奇
跡
的
な
の
で

あ
る
。

本
書
の
最
後
に
西
国
は
呈
一
口
う
。

時
代
は
ゆ
っ
く
り
と
転
回
す
る
。
幕
藩
体
制
の
強
化
と
儒

教
運
動
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
「
人
間
」
は
「
生
涯
」
の
懐

か
ら
離
脱
し
始
め
る
。
「
人
間
の
起
源
と
し
て
の
生
涯
」
は

古
層
に
沈
み
、
新
た
に
「
生
涯
」
の
起
源
が
探
し
求
め
ら

れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
の
人
聞

が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

人
は
万
物
の
霊

-59一

こ
の
結
び
は
こ
れ
か
ら
見
る
西
田
の
主
著
「
人
は
万
物
の

霊
』
(
森
話
社
、
・
一

0
0
七
年
)
の
内
容
を
予
告
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。
『
人
は
万
物
の
霊
』
の
副
題
は
「
日
本
近
世
文
学
の
条

件
」
で
あ
る
。
西
田
の
考
察
が
中
世
的
な
も
の
か
ら
近
世
的
な

も
の
へ
向
か
う
こ
と
、
そ
れ
は
「
生
涯
」
の
起
源
を
探
し
求
め
、

そ
れ
を
表
現
し
た
近
世
文
学
を
近
世
文
学
た
ら
し
め
た
も
の
、

す
な
わ
ち
「
人
は
万
物
の
霊
」
の
認
識
が
、
い
か
に
文
芸
に
広

が
っ
て
い
る
か
を
見
定
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
「
生

涯
」
に
次
ぐ
、
人
間
の
根
拠
、
物
語
の
根
拠
の
発
見
で
あ
る
。

「
万
物
の
霊
」
と
は
何
か
。
「
管
理
と
は
「
上
澄
み
」
と
い
う
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ほ
ど
の
意
で
、
「
万
物
に
す
ぐ
れ
て
た
う
と
」
(
『
和
俗
童
子
訓
』
)

き
こ
と
で
あ
る
。
人
は
「
万
物
の
霊
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
貴
い
。

そ
の
恨
氏
は
人
が
社
会
性
を
持
ち
、
倫
理
を
認
識
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
人
は
「
万
物
の
霊
」
た
り
え

な
い
。
「
万
物
の
霊
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
聞
は
、
天
地
の

目
に
見
え
る
徳
(
日
月
の
運
行
の
ご
と
き
)
と
同
じ
よ
う
に
、

目
に
み
え
ぬ
徳
を
、
こ
の
世
に
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

天
地
と
万
物
を
媒
介
す
る
位
置
に
人
聞
は
立
っ
て
い
る
。
し
か

し
「
万
物
の
霊
」
は
そ
れ
だ
け
で
立
派
な
の
で
は
な
い
。

「
万
物
の
霊
」
の
根
拠
で
あ
る
、
知
や
心
と
い
う
も
の
は
、

常
に
転
落
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
人
は
動
物

(
う
ご
く
も
の
)
で
あ
り
、
善
に
動
か
ざ
る
時
は
不
善
に
う
ご
」

き
、
「
種
々
転
変
し
て
止
さ
る
者
は
人
の
心
」
(
供
斎
樗
山
『
天

狗

2
術
論
』
)
で
あ
り
、
「
心
は
善
悪
二
つ
の
人
物
」
(
西
鶴
「
懐

硯
』
)
だ
か
ら
な
の
だ
。
人
は
知
あ
る
が
ゆ
え
に
貴
い
が
知
あ

る
が
ゆ
え
に
あ
さ
ま
し
い
(
西
川
如
見
『
町
人
嚢
』
)

0

そ
れ
ゆ

え
常
に
知
を
正
し
く
明
ら
か
に
保
ち
、
心
を
修
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
人
が
「
万
物
の
霊
」
で
あ
る
こ
と
と
教
化
の

問
題
は
切
り
離
せ
な
い
。

人
が
「
万
物
の
霊
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
た
め
に
、
教
化

が
必
要
と
な
り
、
教
化
の
道
具
と
し
て
文
芸
が
用
い
ら
れ
る
。

私
な
り
に
敦
賀
言
す
れ
ば
、
こ
れ
が
載
道
主
義
的
文
学
観
で
あ
り
、

日
本
近
世
に
お
け
る
文
学
観
の
基
盤
で
あ
る
。
そ
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
の
中
心
に
勧
善
懲
悪
が
あ
る
。
し
か
し
教
化
の
意
識
が
剥
落

す
れ
ば
「
万
物
の
霊
」
は
た
と
え
ば
悪
の
根
拠
づ
け
に
も
な
る
。

文
芸
が
そ
れ
を
描
け
ば
ど
う
な
る
の
か
。

文
学
史
の
領
域
に
お
い
て
言
え
ば
、
「
万
物
の
霊
」
で
あ

る
と
い
う
人
間
像
を
め
ぐ
る
教
化
の
意
識
の
剥
落
は
、
仮

名
草
子
と
総
称
さ
れ
る
近
世
前
初
期
の
文
芸
が
、
西
鶴
を

は
じ
め
と
す
る
浮
世
草
子
に
転
換
し
て
い
く
重
要
な
モ
メ

ン
ト
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

譜
一
語
・
滑
稽
が
「
人
は
万
物
の
霊
」
に
ま
つ
わ
る
教
化
意
識

を
剥
落
さ
せ
て
い
く
。
「
人
は
万
物
の
霊
」
と
い
っ
て
自
慢
し
て

い
る
人
間
は
滑
稽
で
は
な
い
か
。
そ
う
『
町
人
嚢
』
が
言
う
の

を
西
国
は
見
逃
さ
な
い
。
も
と
も
と
「
人
は
万
物
の
霊
」
と

三
一
口
っ
た
の
は
人
間
で
あ
る
。
そ
う
い
う
自
意
識
か
ら
現
実
に

返
っ
た
時
、
人
聞
は
滑
稽
な
存
在
に
映
る
。
西
出
は
そ
こ
に
近

世
文
学
の
い
ま
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
滑
稽
を
見
出
す
。
つ
ま

り
「
万
物
の
霊
」
の
揺
れ
の
両
端
に
教
訓
と
滑
稽
が
あ
る
と
い

う
わ
け
だ
。
「
教
訓
」
と
「
滑
稽
」
を
近
世
文
学
の
特
徴
と
い
う

の
は
中
野
三
敏
で
あ
る
。
西
田
の
論
は
、
意
識
的
か
否
か
、
中

野
の
見
取
り
図
の
上
に
重
な
っ
て
い
る
。
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「
人
は
万
物
の
霊
」
の
前
提
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
滑
稽
・
譜

語
に
堕
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
伊
藤
仁
斎
は
そ
れ
を
克
服
す
る

た
め
に
、
「
人
は
万
物
の
霊
」
を
人
間
の
目
的
と
し
た
。
荻
生

但
僚
は
、
人
と
天
地
(
聖
人
)
を
切
り
離
し
、
つ
い
に
「
人
は

万
物
の
霊
」
を
無
化
し
た
。
こ
れ
で
人
は
楽
に
な
り
個
性
を
伸

ば
せ
ば
よ
く
な
る
。
賀
茂
真
淵
は
、
「
知
」
を
乱
附
し
た
人
間

の
堕
落
を
説
き
、
人
聞
が
万
物
と
と
も
に
生
き
た
古
代
を
理
想

と
し
た
。
つ
ま
り
「
万
物
の
霊
」
の
百
定
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
近
世
的
な
認
識
者
で
あ
る
の
は
、

人
聞
を
万
物
の
中
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

西
田
の
解
説
は
明
快
だ
。

も
う
ひ
と
つ
、
西
国
が
文
芸
を
捉
え
よ
う
と
す
る
切
り
口
に

死
活
の
説
が
あ
る
。
死
活
の
説
と
は
、
常
に
先
行
す
る
思
想
を

死
(
悪
)
、
自
説
を
活
(
孟
口
)
と
す
る
。
「
死
活
に
本
当
の
意
昧

を
与
え
る
の
は
、
新
し
い
活
の
場
の
発
見
」
で
あ
る
。
言
葉
と

い
う
も
の
は
そ
れ
自
体
は
活
物
で
は
な
い
が
、
そ
の
使
い
主
に

よ
っ
て
活
き
活
き
と
す
る
。
浄
瑠
璃
の
人
形
と
同
じ
で
あ
る
。

た
と
え
ば
伊
藤
仁
斎
は
、
心
を
活
物
だ
と
し
、
宋
学
・
老
荘
・

禅
の
よ
う
な
心
の
死
物
化
を
批
判
す
る
。
仁
斎
は
、
心
は
活
物

だ
と
い
い
、
心
を
現
実
の
人
倫
の
「
場
」
に
解
き
放
っ
た
。
人

倫
と
い
う
場
が
、
仁
斎
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
場
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
三
浦
梅
園
は
、
天
地
万
物
の
生
成
の
場
を
発
見
し

た
。
こ
れ
は
原
子
の
よ
う
な
「
中
の
一
点
」
の
設
定
に
基
づ
く
。

こ
う
し
て
時
間
的
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
世
界
観
が
、
生
々
し

て
や
ま
な
い
世
界
観
へ
と
変
貌
す
る
。
こ
う
い
う
仁
斎
や
梅
園

の
現
実
認
識
(
場
の
発
見
)
が
、
近
世
文
学
の
作
者
た
ち
に
も

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
西
田
は
述
べ
て
、
西
鶴
の
例
を
あ
げ
る
。

た
し
か
に
西
鶴
は
、
死
物
を
活
物
に
す
る
天
才
で
あ
る
。
そ
れ

は
解
釈
可
能
な
日
常
世
界
が
、
い
つ
不
可
解
な
非
日
常
に
反
転

す
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
我
々
に
教
え
る
と
い
う
点

で
、
戦
傑
的
で
あ
る
。
本
書
の
第
五
章
は
そ
の
よ
う
な
西
鶴
の

技
法
に
迫
る
も
の
だ
。

「
透
視
の
欲
望
」
。
「
透
視
」
と
は
「
見
通
す
」
こ
と
。
つ
ま
り

占
い
な
ど
の
見
な
ぞ
ら
え
(
作
意
)
に
よ
っ
て
、
潜
在
的
な
も

の
を
顕
夜
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
潜
在
的
な
も
の
と
は
何
か
。

そ
れ
は
好
色
や
金
銭
や
人
の
心
と
い
う
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
個
別
特
殊
な
具
体
例
を
通
し
て
し
か
透
視
で
き
な

い
た
め
、
そ
の
普
遍
の
確
認
の
た
め
に
透
視
は
繰
り
返
さ
れ
る
。

透
視
と
は
表
現
者
に
お
い
て
は
言
葉
で
あ
り
、
透
視
行
為
と
は

創
作
で
あ
る
。
潜
在
的
な
も
の
が
欲
望
で
あ
り
、
そ
れ
を
顕
在

化
す
る
た
め
に
言
葉
に
よ
っ
て
次
々
と
作
意
す
る
と
こ
ろ
に
西

鶴
の
特
質
が
あ
る
そ
う
い
う
西
田
の
西
鶴
観
は
、
潜
在
的
な

唱

E
A
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欲
望
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
夢
を
解
釈
し
、
そ
れ
を
大
量
の
個
別

特
殊
な
具
体
例
に
よ
っ
て
示
す
ブ
ロ
イ
ト
の
「
夢
判
断
』
に
、

西
鶴
文
芸
を
「
見
な
ぞ
ら
え
」
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
は
西
国
自
身
の
西
鶴
透
視
の
欲
望
で
も
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
西
鶴
の
欲
望
の
透
閥
、
だ
。
「
見
な
ぞ
ら
え
」
る
こ
と
に

よ
っ
て
な
ん
で
も
な
い
こ
と
(
死
物
)
が
動
き
出
す
。
こ
れ
を

可
能
に
す
る
の
が
虚
構
力
、
つ
ま
り
文
芸
の
力
で
あ
る
。
そ
こ

に
西
鶴
の
面
白
さ
が
あ
る
と
西
岡
は
二
一
同
う
。
そ
れ
は
西
鶴
と
同

化
し
た
両
国
の
一
一
二
日
葉
で
あ
る
。

こ
こ
で
細
か
く
述
べ
る
余
裕
は
な
い
が
、
以
卜
「
狂
乱
」
「
演

技
」
「
細
玉
」
「
人
形
」
「
物
真
似
」
ら
が
西
鶴
文
学
の
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
取
り
上
げ
れ
ら
て
い
る
。
西
鶴
を
透
視
す
る
た
め
に

西
国
が
用
い
る
占
い
の
道
具
(
言
葉
)
は
、
す
べ
て
死
活
と
関

係
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
文
芸
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
死
物
を
活

物
に
す
る
こ
と
で
、
西
鶴
は
現
実
の
人
聞
が
読
ん
で
飽
き
な
い

バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
の
世
界
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。

個
別
特
殊
の
具
体
例
は
芭
蕉
に
も
及
ぶ
。
ザ
巴
蕉
は
ど
う
い
う

常
識
や
ス
ケ
ー
ル
を
持
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
ど
う
工
夫
し
た

か
の
か
。
凶
出
は
そ
の
よ
う
に
問
う
。
工
夫
そ
の
も
の
に
関
心

が
あ
る
の
で
は
な
く
、
常
識
や
ス
ケ
ー
ル
に
関
心
が
あ
る
の
だ
。

こ
の
場
合
ス
ケ
ー
ル
と
は
杭
界
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
見
方
の
こ
と
で
あ
り
、
「
鳥
暗
き
魚
の
眼
は
泊
」
の

句
は
そ
の
ス
ケ
ー
ル
を
転
化
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
中
峰
な
ど

禅
僧
の
語
録
に
探
し
当
て
ら
れ
た
ス
ケ
ー
ル
と
は
、
要
す
る
に

慣
界
を
活
物
と
し
て
見
る
見
方
の
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
の
創
作

以
前
に
、
芭
蕉
の
脳
裏
に
浮
か
ん
で
る
は
ず
の
そ
の
よ
う
な
風

景
を
西
田
は
想
像
す
る
。
巴
蕉
の
句
や
三
口
説
を
読
み
こ
み
、
そ

の
背
後
に
百
蕉
の
常
識
と
ス
ケ
ー
ル
を
探
し
当
て
よ
う
と
す
る

志
向
。
こ
れ
も
ま
た
、
透
視
の
欲
望
に
他
な
ら
な
い
。

主
人
公

ヮ“co 

と
こ
ろ
で
、
本
書
第
四
章
「
創
作
の
条
件
」
の
第
一
節
に

「
仮
名
草
子
の
主
人
公
」
と
い
う
論
文
が
あ
る
。
一
九
八
七
年

初
出
の
こ
の
論
文
こ
そ
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
西
田
の
第
三
の

単
著
で
あ
る
『
主
人
公
の
誕
生
中
世
禅
か
ら
近
憤
小
説
へ
』
(
二

0
0
七
年
、
べ
り
か
ん
社
)
へ
向
け
た
胎
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
主
人
公
の
誕
生
」
の
「
あ
と
が
き
」
に
西
田
は
書
い
て
い

マ
Q
o

二
十
年
前
、
本
書
の
発
想
の
も
と
に
な
る
文
章
を
書
い
た

時
、
稲
田
篤
信
氏
(
首
都
大
学
東
京
)
が
興
昧
を
示
し
て
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く
れ
た
こ
と
が
記
憶
に
あ
り
、
数
年
前
、
も
っ
と
敷
約
し

て
み
た
い
と
思
い
立
っ
た
。

「
仮
名
草
子
の
主
人
公
」
で
西
田
は
、
『
為
愚
痴
物
語
』
に
出

る
、
「
万
法
と
と
も
侶
だ
っ
て
侶
た
ら
ざ
る
も
の
、
是
何
人
ぞ
」

と
質
さ
れ
、
答
え
て
「
本
来
の
面
目
」
「
金
剛
の
正
体
」
「
仏
心

仏
性
」
「
真
如
の
月
」
と
も
名
付
け
ら
れ
る
「
主
人
公
」
に
注
目

し
、
仮
名
草
子
は
こ
の
「
主
人
公
」
を
可
視
化
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
。
「
主
人
公
」
と
は
本
来
は
見
え
な
い
も
の
だ
が
、
そ

の
人
の
個
的
存
在
を
根
底
か
ら
規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
世
界
の
中
で
生
き
つ
つ
、
世
界
の
中
で
孤
立
し
て
い
る

存
在
で
あ
っ
て
、
現
実
的
存
在
で
は
な
い
が
、
文
芸
的
に
は
可

視
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
休
・
竹
斎
・
楽
阿
弥
・
浮
世
坊
ら

が
そ
う
な
の
で
あ
る
。
『
主
人
公
の
誕
生
』
に
よ
れ
ば
、
苦
沙
弥

先
生
の
前
に
現
わ
れ
た
「
吾
輩
」
と
い
う
猫
も
ま
た
「
主
人

公
」
で
あ
る
。
西
田
が
こ
れ
を
抽
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
私

た
ち
は
近
世
文
学
の
中
に
、
瓢
然
と
し
て
滑
稽
と
転
変
の
境
地

を
生
き
続
け
る
「
彼
ら
」
が
頻
繁
に
登
場
す
る
こ
と
を
認
識
で

き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
「
万
物
と
侶
だ
っ
」
以
上
、
万
物

と
の
触
れ
合
い
の
中
に
お
い
て
の
み
「
主
人
公
」
の
あ
り
方
は

決
ま
る
。
「
人
は
万
物
の
霊
」
と
の
関
わ
り
が
こ
こ
に
あ
る
。

『
主
人
公
の
誕
生
』
に
お
い
て
「
主
人
公
」
は
、
よ
り
徹
底

し
て
、
そ
の
概
念
の
淵
源
で
あ
る
禅
の
語
録
か
ら
探
索
さ
れ
る
。

印
象
的
な
瑞
厳
の
自
問
自
答
。
現
実
に
と
っ
て
は
虚
構
で
あ
り
、

虚
構
に
し
て
は
現
実
的
で
あ
る
「
主
人
公
」
の
存
在
は
、
「
岩

鼻
や
こ
こ
に
も
ひ
と
り
月
の
客
」
の
去
来
句
に
お
け
る
「
こ
こ

に
も
ひ
と
り
」
の
存
在
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
に

則
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
我
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
我
を
映

す
も
の
な
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
で
も
な
く
、

教
訓
で
も
な
い
、
近
世
文
学
の
と
ら
え
方
を
西
田
は
提
唱
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
と
ら
え
た
時
に
私
が
想
起
し
た
の
は
、
秋
成
が

七
十
歳
の
記
念
に
と
高
橋
道
八
か
ら
贈
ら
れ
た
自
ら
の
陶
像
で

あ
る
(
現
西
福
寺
所
蔵
)
。
こ
の
陶
像
、
贈
ら
れ
た
た
と
き
に

「
に
く
さ
げ
な
る
も
の
」
と
秋
成
は
感
じ
、
「
あ
は
れ
破
れ
く
だ

け
よ
か
し
、
土
に
か
へ
ら
む
を
」
と
思
い
な
が
ら
も
「
え
て
ぽ

た
ぬ
心
き
た
な
さ
よ
」
と
述
懐
す
る
。
「
あ
あ
い
つ
そ
死
ん
で
し

ま
い
た
い
の
に
、
そ
の
勇
気
も
な
く
在
り
わ
び
て
い
る
」
と
い

う
含
意
が
あ
る
が
、
そ
の
像
は
土
で
作
ら
れ
、
い
ず
れ
は
士
に

か
え
る
も
の
と
い
う
認
識
、
つ
ま
り
天
地
と
と
も
に
あ
り
、
そ

れ
で
い
て
秋
成
自
身
で
あ
る
と
こ
ろ
が
、
あ
た
か
も
「
主
人

公
」
が
可
視
化
し
た
姿
に
映
る
。
そ
し
て
、
秋
成
が
随
筆
な
ど

で
描
く
白
像
は
、
ど
こ
か
操
作
さ
れ
て
い
て
、
秋
成
と
い
う
よ

63 
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り
も
秋
成
の
「
主
人
公
」
を
描
写
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ

う
(
そ
う
い
え
ば
、
西
国
耕
三
じ
し
ん
が
、
西
田
耕
三
の
「
主

人
公
」
を
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
特
殊
的
個
別
事

例
は
枚
挙
に
暇
の
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
は
そ
れ
を
述
べ
る

場
所
で
は
な
い
だ
ろ
う
)
。

西
田
耕
三
の
「
起
源
」

こ
の
よ
う
な
西
田
の
近
世
文
学
論
が
、
際
立
っ
て
思
想
的
色

彩
を
帯
び
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
こ
と
を
誰
も
否
定
は
し
な
い

だ
ろ
う
。
一
方
で
そ
の
文
体
は
非
常
に
禁
欲
的
で
あ
る
よ
う
に

も
見
え
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
「
そ
の
由
来
を
尋
ぬ
る
に
」
、
私

た
ち
は
、
「
日
本
文
学
」
一
九
七
九
年
二
月
号
の
西
田
耕
三

「
松
田
修
の
存
在
」
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
当
時
西
田
は
ま

だ
三
十
代
、
「
平
家
物
語
」
や
説
経
・
近
松
を
論
じ
て
い
た
こ
ろ

だ
。
こ
の
松
田
修
論
は
、
鮮
烈
な
ロ
マ
ン
希
求
者
と
し
て
の
松

田
が
そ
れ
ゆ
え
に
「
何
で
も
な
い
日
常
に
ひ
ろ
が
る
現
実
的
な

自
己
矛
盾
、
平
凡
な
現
実
な
人
々
を
待
ち
か
ま
え
る
大
小
の
陥

穿
」
へ
の
興
昧
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
記
号

論
的
発
想
は
実
体
か
ら
遊
離
し
、
現
実
を
断
片
化
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
れ
で
も
、
松
田
の
記
号
論
的
発
想
は
、
外
在
的
な
も

の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
吉
野
系
と
熊
野
系
と
い
う
対
比
は
、

「
記
号
論
的
発
想
か
ら
出
て
そ
れ
を
こ
え
る
確
か
さ
を
持
っ
て

い
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
結
ぶ
。

国
文
学
界
の
貴
種
で
あ
る
松
田
修
が
開
拓
し
た
豊
能
な
世

界
を
、
単
な
る
断
片
で
は
な
く
全
体
と
し
て
現
実
に
つ
な

ぎ
と
め
る
た
め
に
は
、
や
は
り
〈
感
性
的
実
体
〉
と
い
う

も
の
を
想
定
し
、
そ
こ
に
く
み
こ
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
領
域
を
私
は
ひ
そ
か
に
感
性

起
源
論
と
名
づ
け
て
い
る
。

こ
こ
に
西
国
の
そ
の
後
の
歩
み
が
予
告
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
く
ま
で
実
体
に
と
ど
ま
る
た

め
に
、
浮
遊
し
た
概
念
を
用
い
ず
、
人
間
の
中
身
か
ら
構
築
し

て
い
く
西
田
の
文
学
論
・
文
学
史
論
。
そ
れ
が
い
か
に
困
難
で

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
意
識
的
に
選
ば
れ
た
方
法
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
を
、
私
は
今
回
西
田
の
著
書
を
通
読
し
て
痛
感
し
た
の

で
あ
る
。

「
死
活
の
説
」
。
西
国
の
方
法
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
記
号
論
的

発
想
は
〈
死
〉
で
あ
り
、
人
聞
を
現
実
の
中
の
存
在
と
し
て
、

動
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
〈
活
〉
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
〈
活
〉
と
は
、
〈
死
〉
を
〈
活
〉
か
す
の
で
あ
る
。
仁
斎
と

-64-
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朱
子
学
の
関
係
が
そ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、

な
ぜ
超
克
す
べ
き
存
在
が
松
田
修
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
松
田

修
は
朱
子
の
よ
う
な
正
統
で
は
な
く
異
端
な
の
で
は
な
か
っ
た

.刀

そ
こ
で
私
は
ひ
そ
か
に
物
語
を
妄
想
す
る
。
そ
れ
は
次
の
よ

う
な
物
語
だ
。
西
田
耕
三
は
実
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
感
性
の
人

だ
っ
た
。
あ
る
い
は
西
田
自
身
が
気
づ
か
な
い
西
田
の
「
主
人

公
」
が
そ
う
だ
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
松
田
修
の
中
に
西
田

は
自
ら
を
発
見
し
た
。
た
と
え
ば
「
申
し
子
」
を
「
幻
想
の
存

在
」
と
名
付
け
る
よ
う
な
自
ら
の
感
性
を
で
あ
る
。
西
田
は
そ

れ
が
実
体
か
ら
遊
離
し
て
い
る
と
確
信
す
る
。
そ
こ
か
ら
西
田

独
自
の
近
世
文
学
の
起
源
探
し
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
が
「
感
性

起
源
論
」
の
領
域
だ
。
西
国
が
「
起
源
」
や
「
条
件
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
そ
し
て
起
源
の
物
語
で
あ

る
説
経
節
か
ら
「
感
性
起
源
論
」
を
始
め
た
の
も
ま
た
必
然
で

あ
る
。
生
涯
・
万
物
の
霊
・
主
人
公
は
、
日
常
的
な
こ
と
ば
で

あ
る
と
と
も
に
、
歴
史
的
な
こ
と
ば
で
あ
り
、
ま
た
文
芸
的
な

こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
れ
を
探
し
当
て
た
西
田
耕
三
が
、
物
語
研

究
の
申
し
子
で
あ
る
の
な
ら
、
彼
が
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
し
か

現
実
に
定
着
で
き
な
い
の
も
ま
た
必
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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