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森
鴎
外
と
坪
内
遁
遥
に
よ
る
、
近
代
文
学
史
上
最
大
の
論
争
と
い
わ
れ
る

寸
没
理
想
論
争
」
に
つ
い
て
の
注
釈
の
う
ち
、
遺
遥
の
鴎
外
へ
の
反
論
で
あ

る
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」
(
三
)
に
つ
い
て
の
注
釈
の
続
き
。
「
没
理
想
諭

そ
う
し
た
論
が
細

争
」
に
つ
い
て
は
、

さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、

部
の
読
み
の
共
通
理
解
の
上
で
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

必
ず
し
も
そ

う
と
は
い
え
ず
、

や
や
も
す
れ
ば
机
上
の
空
論
に
な
り
か
ね
な
い
現
状
が
あ

る
。
ま
た
、

注
釈
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
語
釈
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
り
、

視
点
も
個
別
作
家
の
文
学
論
と
し
て
の
見
方
に
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

烏
有
先
生
に
答
ふ

(
承
前
)

わ
れ
巳
に
先
竺
が
詰
問
に
答
へ
了
り
に
た
り
。
い
で
や
、
先
生
が
審
美
論
の
白

米
を
尋
ね
ん
。
先
生
若
干
の
例
諮
を
挙
げ
て
、
先
天
の
理
想
の
存
在
を
説
き
、
更

に
詩
に
説
き
及
び
て
日
へ
ら
く
、
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そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
語
句
の
注
釈
か
ら
出
発
し
て
、
解
釈
に
ま
で
踏
み
込

み
、
両
者
の
文
学
論
争
を
総
合
的
に
捉
え
る
こ
と
を
第
一
の
日
的
と
す
る
。

さ
ら
に
時
代
を
代
表
す
る
両
者
の
論
争
を
通
し
て
、
当
時
の
文
学
思
潮
を
探

り
、
論
争
の
文
学
史
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
も
考
察
を
試
み
、
「
没
理
想

論
争
」
を
、
文
学
史
の
中
で
新
た
に
位
置
づ
け
す
る
こ
と
を
第
二
の
目
的
と

す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

森
鴎
外
、
坪
内
迫
遥
、
没
理
想
、
イ
デ
ー

ハ
ル
ト
マ
ン

「
叙
情
詩
も
し
く
は
小
説
に
縄
想
あ
ら
は
る
と
一
五
ふ
は
、
戯
曲
に
あ
ら
は

る
?
客
観
の
相
は
叙
情
詩
も
し
く
は
小
説
に
於
け
る
よ
り
多
く
、
叙
情
詩
も

し
く
は
小
説
に
あ
ら
は
る
と
王
観
の
感
は
、
戯
曲
に
於
け
る
よ
り
多
き
が
た

め
に
し
か
お
も
は
る
、
の
み
に
し
て
、
其
の
実
は
戯
曲
に
も
叙
情
詩
も
し
く

ママ

は
小
説
に
は
作
者
の
理
想
、
作
者
の
根
致
は
あ
ら
は
る
、
な
り
。
唯
ミ
其
の

ハ五
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理
想
は
、
抽
象
に
よ
り
て
生
じ
模
型
に
従
ひ
て
あ
ら
は
る
、
古
理
想
家
の
類

想
に
非
ず
し
て
、
結
象
し
て
生
じ
無
意
識
の
辺
よ
り
躍
り
出
づ
る
個
想
な
り
。

小
天
地
想
な
り
。
大
詩
人
の
神
の
如
く
聖
人
の
如
く
至
人
の
如
く
お
も
は

理
想
な
き
が
為
な
ら
ず
、
其
理
想
の
個
想
な
る
た
め
な
り
。
小
天

ダ
ス
ア
プ
ゾ
ル
ウ
テ

地
想
な
る
た
め
な
り
。
大
虚
の
無
意
識
中
よ
り
意
識
界
に
取
り
継
が
れ
ず

る
冶
は
、

し
て
生
れ
た
る
造
化
と
同
じ
無
意
識
中
よ
り
作
者
(
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
)
の

意
識
界
を
経
て
生
れ
出
で
し
詩
(
戯
曲
)
と
、
相
似
た
る
に
何
の
不
思
議
か

あ
ら
む
。
唯
ミ
無
意
識
中
よ
り
の
神
来
に
は
真
の
大
詩
人
な
ら
で
は
多
く
逢

は
ず
、
是
れ
を
以
て
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
が
戯
曲
古
今
に
独
歩
す
。
」

と
。
叙
情
詩
も
し
く
は
小
説
に
主
観
の
感
の
あ
ら
は
る
、
こ
と
の
戯
曲
に
於
け

る
よ
り
も
多
く
、
戯
曲
に
客
観
の
相
の
あ
ら
は
る
冶
こ
と
叙
情
詩
も
し
く
は
小
説

わ
れ
も
曾
て
会
得
し
た
り
。
ま
た
戯
曲
に
も
、

作
者
の
理
想
作
者
の
意
見
の
あ
ら
は
る
、
こ
と
、
こ
れ
も
ま
た
然
り
と
思
へ
り
。

畢
寛
わ
が
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
の
傑
作
を
評
し
て
、
没
理
想
と
い
へ
る
は
、
そ
の
作
の

全
局
が
酷
だ
造
化
の
無
底
無
辺
な
る
に
似
た
り
と
い
ふ
意
な
り
。
わ
れ
い
ま
だ
造

化
の
本
来
面
目
を
、
絶
対
的
の
意
味
に
て
、
見
る
可
か
ら
ず
と
い
は
ず
。
ま
し
て

や
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
本
来
面
白
を
絶
対
的
の
意
味
に
て
見
る
可
か
ら
ず
と
断
言

わ
れ
は
只
古
人
が
経
見
の
結
果
を
い
ひ
し
の
み
。
そ
は
と
ま

に
於
け
る
よ
り
も
多
き
こ
と
は
、

せ
ん
や
。
あ
ら
ず
、

れ
か
く
も
あ
れ
、
わ
が
謂
ふ
没
理
想
の
戯
曲
と
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
作
中
に

で
も
、
最
も
傑
出
せ
る
も
の
冶
み
を
い
へ
り
、
悉
皆
を
指
せ
る
に
あ
ら
ず
。
シ
ェ

ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
作
と
い
へ
ど
も
就
中
、
壮
年
の
作
に
は
、
作
者
の
影
ほ
の
見
え
た

り
。
中
年
、
晩
年
の
作
、
は
た
畑
眼
を
も
て
見
ば
、
或
ひ
は
作
家
の
影
を
捉
ら
へ

得
べ
き
が
、

只
そ
の
か
り
そ
め
に
も
異
説
を
容
れ
、
反
対
の
解
釈
を
容
れ
得
る
間

は
、
仮
に
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
の
傑
作
を
名
づ
け
て
、
没
理
想
と
云
ふ
も
不
可
な
か

ら
ん
。
例
へ
ば
、
『
オ
セ
ロ

l
』
な
る
イ
ヤ
ゴ
!
と
「
キ
ン
グ
・
リ
l
ヤ
』
な
る

エ
ド
マ
ン
ド
と
、
『
リ
チ
ャ

l
ド
三
世
』
な
る
リ
チ
ャ

l
ド
三
附
と
を
比
べ
見
ん

に
、
其
の
捧
悪
性
の
根
底
に
於
て
、
多
少
の
差
別
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
大
体

の
想
に
於
て
は
、
殆
ど
同
類
に
属
す
る
も
の
あ
り
。
仮
に
エ
ド
マ
ン
ド
を
除
き
て

い
へ
ば
、

リ
チ
ヤ
ー
ド
と
イ
ヤ
ゴ
!
と
の
聞
に
は
、
差
別
を
立
つ
る
こ
と
頗
る
難

し
。
其
の
故
如
何
と
い
ふ
に
、
二
者
の
著
明
な
る
差
別
は
、
む
し
ろ
其
の
境
遇
と

官
能
的
性
質
と
に
多
う
し
て
そ
の
極
悪
極
好
の
情
性
に
於
て
は
、
殆
ど
互
ひ
に
相

過
ず
る
所
多
く
、
二
者
共
に
実
の
象
に
あ
ら
ず
し
て
、
想
の
影
な
る
こ
と
い
ち
じ

る
し
。
即
ち
、
作
者
が
理
想
的
極
悪
人
物
の
結
象
し
て
現
は
れ
た
る
も
の
な
り
。

に若
j支 L
f里か
想く
のの
説如
はき
わ人
ろ物
かを
るg耳又
べり
きい
がで
、て

作
者
の
理
想
見
え
た
り
と
い
は
ず
、
げ

作
者
が
理
想

こ
は
全
局
の
評
に
あ
ら
で
、

の
一
斑
を
認
め
た
る
評
と
い
は
ん
の
み
。
作
者
が
全
局
の
一
面
を
評
し
て
没
理
想

な
り
と
名
づ
け
た
る
説
は
、
こ
れ
が
為
に
去
も
増
減
せ
ら
る
冶
こ
と
無
し
。
テ
ー

(
叩
)ヌ

嘗
て
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
評
し
て
、
彼
れ
は
人
聞
の
根
抵
性
を
狂
と
黙
識
せ
る

と
倣
し
、

オ
セ
ロ

l
ら
幾
多
の
人
物
を
排
析
し
て
、
そ

け
ん
ロ
ょ

の
根
抵
の
性
に
於
て
相
類
す
る
所
あ
る
を
詮
し
き
。
し
か
す
が
に
名
家
の
見
処
と

て
、
他
の
由
学
が
、
杓
子
定
規
の
理
屈
評
に
ま
さ
る
こ
と
万
々
な
り
。
さ
は
れ
、

も
の
、
如
し
、

人
生
の
全
局
を
夢
局
と
悟
り
た
る
も
の
、
ご
と
し
、

ノ、

ム
レ
ッ
卜
、

マ
ク
ベ
ス
、

リ
ー
ャ
、

こ
れ
を
破
せ
よ
と
い
は
て
破
す
る
こ
と
難
か
ら
ざ
ら
ん
。
そ
は
吾
人
の
力
、
よ

想、く
なか
るの
が批
故評
な家
りgを

i変
駕
す
る
が
故

は
あ
ら
ず

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
作
が
没
理

物
の
上

理

あ
ら
は先
る竺
冶カf

と戯
い曲
ふ，を
義;評
なっし
るて
か

理
は想
た見
ぉ、え
し、た
な、り

"、
て、と
の、云
戯、ふ
曲、は
の
上人



を
い
ふ
か
、
そ
も
/
¥
ま
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
が
傑
作
の
全
局
に
彼
れ
が
理
想
あ

ら
は
れ
た
り
、
と
い
ふ
か
。
他
の
異
説
を
容
れ
ざ
る
こ
と
、
ミ
ル
ト
ン
、

パ
イ
ロ

ン
ら
が
叙
情
詩
の
、
他
の
異
説
を
容
れ
ざ
る
が
知
く
に
、

若
し
く
は
尋
常
多
数
の

じ
た
り
、

理
想
を
著
し
く
其
の
作
の
全
局
に
現
じ
た
る
が
知
く
に
、

V
」
、
A

ゆ
ム
ワ

と
い
ふ
義
な
る
か
。
若
し
第
一
の
問
ひ
の
知
し
と
あ
ら
ば
、

わ
れ
先
生

戯
曲
家
が
、

理
想
を
現

の
説
に
服
す
。
若
し
く
は
第
二
の
問
ひ
の
如
し
と
あ
ら
ば
、
わ
れ
ま
た
先
生
の
説

に
服
す
。
第
三
、
第
四
の
如
し
と
あ
ら
ば
、

わ
れ
未
だ
服
す
る
能
は
ず
。
敢
て
先

生
が
示
教
を
乞
ふ
。

(
本
文
の
因
に
い
ふ
、

『
女
学
雑
誌
』

(
お
)

の
投
書
家
某
、
暗
に
わ
が
没
理
想
論
を

難
じ
て

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
論
じ
、

フ
ォ

/レ

ス
タ正
ツEし
フく
に有
は理

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
は
、

想
に
し
て
大
理
想
家
な
り
。
彼
れ
は
、
例
へ
ば
、

(
お
)

あ
ら
ず
し
て
へ
ン
リ

l
五
世
な
り
、
と
い
へ
り
。

ク
ス
ピ
ヤ
と
は
、
古
人
も
屡
と
い
ひ
し
こ
と
な
り
。
故
い
か
に
と
い
ふ
に
、

へ
ン
リ

l
五
世
が
シ
ェ

l

へ
ン
リ

i
五
世
の
史
劇
に
は
、
幾
度
も
序
曲
と
い
ふ
物
を
用
ひ
て
、

ス
に
物
語
を
せ
さ
せ
た
り
、
即
ち
英
王
が
智
勇
を
讃
へ
て
、
当
時
の
シ
ェ
ー

ク
ス
ピ
ヤ
が
理
想
か
と
思
る
、
節
も
、
灰
か
に
見
え
た
り
。
是
れ
幾
多
の
批

コ
I
ラ

評
家
が

へ
ン
リ

l
五
世
を
も
て
、

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
が
理
想
の
人
物

(
F
2
0
)

な
る
べ
し
と
椎
度
せ
し
所
以
な
り
。
併
し
な
が
ら
、

か
冶
ら
ん
は
、

詩
に
繰
り
て
詩
を
判
ず
る
と
い
は
ん
よ
り
は
、
説
を
聞
き
て
説
を
立
つ
る
物

と
や
い
は
ん
。
彼
等
に
有
挿
評
の
拙
き
勧
懲
小
説
と
没
理
想
の
好
き
戯
曲
と

を
見
せ
ば

三
十
五
六
歳
の
時
の
作

い
づ
れ
を
取
る
や
ら
ん
、
兎
に
角
に
、

今
γ
も
て
、

五
十
二
ま
で
生
き
た
り
し
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
を
評
せ
ん
に
は
、
早

合
点
な
る
べ
し
。
)
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わ
が
没
理
想
の
本
意
は
、
上
来
反
復
し
て
説
き
つ
れ
ば
、
今
は
も
は
や
余
殖
な

か
る
べ
き
か
。
且
つ
ま
た
類
想
と
佃
想
と
の
差
別
の
如
き
も
、
嘗
て
「
山
一
房
の
論

ほ
ず
そ
の
要
旨
を
領
舎
し
つ
。
わ
が
戯
曲
の
説
を
大
い
に
抵
触

(
叩
)

す
る
所
あ
り
と
し
も
思
は
ず
。
さ
す
れ
ば
、
没
理
想
の
解
釈
を
除
き
去
ら
ば
、
先

文
」
を
読
み
て
、

生
と
わ
れ
と
の
聞
に
、
解
を
異
に
す
る
論
点
と
い
ふ
は
、
殆
ど
次
の
二
点
の
み
と

な
ら
ん
。

(
第
一
)
先
生
は
、
先
天
の
想
と
い
ふ
も
の
宇
宙
に
み
ち
/
¥
た
り
、

と
信
じ
、

わ
れ
は
こ
れ
を
断
ず
る
こ
と
能
は
ず
。

(
第
二
)
先
生
は
、
戯
曲
家
の
理
想
は
結
象
し
て
無
意
識
の
辺
よ
り
躍
り
い
づ

る
個
想
な
り
、

と
信
じ
、

わ
れ
は
こ
れ
を
解
す
る
能
は
ず
。

案
ず
る
に
、

先
生
が
戯
曲
の
説
は
、

明
か
に
ハ
ル
ト
マ
ン
が
無
意
識
の
哲
学
に

旺
胎
せ
る
必
然
的
系
論
な
ら
ん
。
げ
に
や
、
太
虚
の
無
意
識
中
よ
り
意
識
界
に
取

り
継
が
れ
ず
し
て
生
ま
れ
た
る
も
の
を
造
化
と
な
さ
ば
、
先
生
の
如
く
に
戯
曲
を

解
す
る
こ
と
も
或
ひ
は
論
理
の
自
然
な
ら
ん
。
わ
れ
は
先
生
が
審
美
論
の
由
来
の

深
遠
に
し
て
且
つ
幽
玄
な
る
こ
と
を
信
ぜ
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
只
、
奈
何
に
せ
ん
、

所
謂
想
と
実
と
の
関
係
を
審

ユ
ニ
ワ

l
ス

如
何
に
し
て
全
世
界
を
生
み

わ
れ
い
ま
だ
ハ
ル
ト
マ
ン
に
通
ぜ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に

か
に
せ
ず
、
否
、
無
意
識
に
於
け
る
智
と
意
と
が

け
る
か
は

わ
れ
ほ
の
か
に
知
り
得
た
れ
ど

そ
が
究

先克
生の
が目
意、的
識、に
を、於
経、け
て、る
生、哲
ま、理

h、は

で、わ
ぬ、れ
る、ぃ
無、ま
意、だ
識、解
の、す
哲、る
写:、こ

はSと
能
は
ず

ま
し
て
や

そ
も
ま
た
如
何
な
る
形
を
も
て
る
か

我
れ
い

ま
だ
知
る
こ
と
を
得
ず
。
先
生
の
謂
ふ
無
意
識
の
精
霊
は
、
客
観
の
実
体
か
、
そ

ユ
一
一
ワ

l
ス

が
全
世
界
を
造
り
し
究
克
の
目
的
は
何
ぞ
。
彼
れ
は
何
が
為
に
と
て
意
識
を
造
り

し
ぞ
。
先
生
乞
ふ
、
こ
れ
を
教
へ
よ
。
わ
れ
は
無
意
識
の
実
在
を
一
暗
記
せ
よ
、
と
は

ノ、
七
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乞
は
ず
、

又
如
何
に
し
て
意
識
を
造
り
し
か
を
議
せ
よ
、

と
も
乞
は
ず
。

又
如
何

に
し
て
一
元
の
無
意
識
が
化
し
て
万
象
と
な
り
し
か
を
誼
せ
よ
、
と
も
乞
は
ず
。

只
と
そ
の
究
克
目
的
の
在
る
所
を
問
ふ
の
み
。
人
あ
る
ひ
は
い
は
ん
、
か
冶
る
質

聞
は
、
審
美
学
の
本
領
を
外
れ
た
り
と
。
し
か
れ
ど
も
、
わ
れ
は
此
の
間
ひ
に
答

た

と

り

こ

わ

ね

へ
を
得
ざ
れ
ば
、
仮
令
暗
中
よ
り
躍
り
い
づ
る
先
天
の
哩
想
が
声
音
は
聞
く
と
も
、

そ
の
声
の
実
在
を
認
む
る
こ
と
を
得
ず
。

又
如
何
に
し
て
戯
曲
家
の
倒
想
が
、
無

意
識
の
辺
よ
り
躍
り
い
で
て
、
大
な
る
戯
曲
と
な
る
べ
き
か
を
悟
ら
ず
。
将
た
如

何
に
し
て
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
が

ひ
と
り
真
成
の
大
詩
人
と
崇
め
ら
れ
て
、
古
今

に
独
歩
す
る
か
を
会
す
る
能
は
ず
。
此
に
於
て
や
、
わ
れ
大
い
に
惑
へ
り
。
夫
れ

(
お
)

ハ
ル
ト
マ
ン
は
最
近
哲
学
の
大
祖
師
な
り
。
そ
が
形
而
上
学
を
、
守
柵
草
紙
』
の

と
乞
は
ん
は
、
恐
ら
く
は
無
理
な
ら
ん
。
し
か
れ
ど

限
り
あ
る
紙
上
に
述
べ
よ
、

も
、
わ
れ
は
全
豹
を
示
せ
よ
、
と
乞
ふ
に
あ
ら
ず
。
且
つ
我
れ
不
学
な
り
と
い
へ

多
少
の
有
紘
境
に
あ
り
。
た
と
ひ
直
竪
一
指
頭
の
教
へ
に
よ
り
て
、
先
牛

A

ど
も
、

が
本
領
に
融
合
す
る
能
は
ざ
ら
ん
と
も
、
宣
に
一
を
聴
い
て
其
の
二
を
推
度
す
る

い
か
で
教
へ
給
へ
。

筆
を
欄
か
ん
と
し
て
、
熟
ミ
忠
ふ
に
、
先
生
は
積
極
に
し
て
、

の
知
H
慧
な
か
ら
ん
や
。

わ
れ
は
消
極
な

り
。
先
生
は
有
な
り
、
わ
れ
は
無
な
り
。
先
生
は
明
く
、
わ
れ
は
暗
し
。
火
に
比

せ
ば
、
先
生
は
噴
火
な
り
、

山
様
こ
れ
が
為
に
震
ひ
、
河
海
こ
れ
が
為
に
津
浪
す
。

わ
れ
は
不
住
の
夕
立
雲
、
未
だ
稲
妻
の
け
は
ひ
も
な
し
。
水
に
喰
へ
ん
か
、
先
生

は
懸
空
の
海
布
泉
な
ら
ん
。
直
下
す
る
こ
と
幾
千
側
、
飛
鳥
を
の
、
い
て
墜
ち
、

か

ひ

み

づ

う

み

山
鬼
驚
き
て
泣
く
。
わ
れ
は
峡
聞
な
る
湖
の
、
ま
だ
流
れ
ゆ
か
ん
行
方
を
知
ら
ず
。

先
生
は
猶
ほ
大
明
の
ご
と
し
。
紅
輪
わ
づ
か
に
海
角
を
離
れ
て
、
群
陰
皆
影
を
伏

す
。
況
ん
や
赫
々
と
し
て
雲
漢
の
表
に
騰
る
時
を
や
。
金
を
も
流
す
べ
く
、
石
を

し
ハ
八

(

幻

)

(

時

)

そ

ら

も
燥
す
べ
し
。
わ
れ
は
然
ら
ず
。
弥
生
の
空
の
お
ぼ
ろ
月
の
、

A
I
尚
は
な
か
空
に

た
ず
よ
へ
り
と
も
見
る
べ
き
か
。
鴨
呼
、
先
生
は
巳
に
立
て
り
。
好
し
建
立
門
を

聞
い
て
、
大
い
に
丈
を
論
じ
、
文
界
の
衆
生
を
済
度
せ
よ
。
わ
れ
は
、

学
に
志
せ
り
。
今
よ
り
修
業
門
に
入
り
て
、

明
治
文
学
グ〉

為

主主
卦ミ

キオ
を
蒐や
めう

い〈

、玉
(
1
)

先
生
が
詰
問
・
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
(
『
柵
草
紙
』
二
七
号
、
明
治
二

四
年
一
二
月
)
の
「
烏
有
先
生
」
の
論
難
。
詳
し
く
は
、
「
没
理
想
論
争
注
釈

稿
」
(
一
一
)
1
(
四
)
、
(
司
文
芸
言
語
研
究
文
芸
篇
』
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学

系
』
一
一
一
一

l
二
四
号
、
一
九
九
二
1

四
年
)
参
照
。
な
お
、
こ
の
時
点
で
は
、

遁
遥
は
「
烏
有
先
生
」
は
鴎
外
そ
の
人
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
。
の
ち
に
、

鴎
外
で
は
な
く
、
ハ
ル
ト
マ
ン
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

(
2
)

若
干
の
例
誼
・
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
で
、
鴎
外
は
「
烏
有
先
生
」
の

言
と
し
て
、
孔
雀
の
羽
根
の
模
様
を
司
り
美
た
ら
し
め
て
い
る
存
在
、
「
祇
園

精
舎
の
鐘
の
声
、
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
」
に
接
し
た
と
き
に
美
で
あ
る
と
人
間

に
感
じ
さ
せ
る
存
在
、
モ
オ
ツ
ア
ル
ト
の
音
楽
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与

え
た
存
在
と
し
て
、
「
理
想
」
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
遺
遥
は
、
物

に
は
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
感
じ
方
が
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
、
「
祇
園

精
舎
の
鐘
の
声
」
を
、
乙
女
は
待
人
恋
し
と
感
じ
、
釈
迦
は
寂
滅
為
楽
と
感
ず

る
な
ど
の
例
を
引
い
て
い
る
が
、
鴎
外
は
、
こ
れ
は
怠
識
的
・
後
天
的
な
判
断

で
あ
っ
て
、
無
怠
識
的
・
先
天
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
人
で
も
美
と
感
ず
る
の

だ
、
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鴎
外
は
、
世
界
を
意
識
的
・
後
天
的
な
世
界

と
無
意
識
的
・
先
天
的
な
世
界
に
分
け
て
、
美
を
一
方
で
は
産
み
だ
し
、
一
方

で
は
判
断
す
る
「
理
想
」
の
存
在
を
後
者
の
世
界
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
3
)

叙
情
詩
も
し
く
は
小
説
に
主
観
の
感
の
あ
ら
は
る
・
ニ
と
の
:
:
:
作
者
の
理

想
作
者
の
意
見
の
あ
ら
は
る
:
-
と
、
こ
れ
も
ま
た
然
り
と
恩
へ
り
・
叙
情
詩

や
小
説
で
は
、
地
の
文
に
作
者
の
感
想
や
意
見
な
ど
が
入
り
込
み
、
そ
れ
を
通

し
て
作
者
の
人
生
観
が
現
れ
や
す
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
戯
曲
で
は
、
台
詞
や



ト
書
き
な
ど
客
観
描
写
が
主
と
な
る
の
で
、
比
較
的
作
者
の
感
想
・
意
見
は
入

り
込
み
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
登
場
人
物
の
思
想
・
言
葉
・
行
動
、
ま
た
、

筋
や
脚
色
な
ど
作
品
全
体
が
作
者
の
人
生
観
を
表
わ
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う

な
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。
な
お
、
「
作
者
の
意
見
」
は
、
初
出
「
作
者
の
根

致
L

。

(
4
)

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
傑
作
・
初
出
「
傑
作
」
に
傍
点
。
傑
作
で
は
没
理
想
だ

が
、
そ
う
で
な
い
作
品
で
は
、
理
想
が
見
え
る
と
い
う
の
が
迫
遥
の
考
え
。

(
5
)

全
局
・
初
出
圏
点
。
作
品
全
体
の
あ
り
さ
ま
。
登
場
人
物
や
場
而
と
い
っ
た

作
品
の
側
々
の
要
素
に
対
し
て
全
体
を
い
っ
た
も
の
。
一
人
物
に
は
理
想
が
現

れ
て
い
る
が
、
全
体
を
一
定
し
て
み
る
と
理
想
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
考
え
。

(
6
)

造
化
の
本
来
面
目
・
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
の
本
来
面
目
」
と
対
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
造
物
主
の
作
意
の
こ
と
。
当
時
は
、
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
な
ど
の
厭
世
哲
学
が
流
行
す
る
一
方
で
、
ダ

l
ウ
イ
ン
の
進
化

論
も
紹
介
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
進
化
論
と
い
わ
れ
る
ス

ペ
ン
サ
!
の
思
想
も
流
行
し
て
い
た
。
宗
教
に
つ
い
て
も
、
仏
教
・
キ
リ
ス
ト

教
・
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
が
乱
れ
咲
い
て
お
り
、
神
の
有
無
、

可
知
不
可
知
、
ま
た
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
の
議
論
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
坂
井

健
「
没
理
想
論
成
立
の
背
景
l
宗
教
の
混
乱
と
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
流
行
」

(
『
京
都
語
文
ι

六
号
、
二

O
O
O
年
一

O
月
)
参
照
。

(
7
)

絶
対
的
の
意
味
に
て
、
見
る
可
か
ら
ず
と
い
は
ず
・
初
出
寸
絶
対
的
L

、
「
見

る
可
か
ら
ず
」
に
圏
点
。

(
8
)

絶
対
的
の
意
味
に
て
見
る
可
か
ら
す
・

(
7
)
と
同
様
。

(
9
)

経
見
の
結
果
・
経
験
し
て
見
た
結
果
。
西
洋
の
先
学
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ア
研

究
の
結
果
で
あ
る
こ
と
い
っ
て
い
る
。

(
叩
)
最
も
傑
出
せ
る
も
の
〉
み
を
い
へ
り
、
悉
皆
を
指
せ
る
に
あ
ら
ず
・
初
出

「
最
も
傑
出
せ
る
も
の
、
み
」
に
傍
点
、
「
悉
皆
」
に
圏
点
。

(
日
)
か
り
そ
め
に
も
異
説
を
容
れ
、
反
対
の
解
釈
を
容
れ
得
る
聞
は
、
仮
に
シ
ェ

ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
傑
作
を
名
づ
け
て
、
没
理
想
と
云
ふ
も
不
可
な
か
ら
ん
・
さ
ま

ざ
ま
な
解
釈
が
成
り
立
つ
の
は
、
理
怨
が
見
え
な
い
か
ら
だ
と
い
う
考
え

H
o

文
学
部
論
集

第
八
五
号
(
二

O
O
一
年
一
三
月

(
ロ
)
イ
ヤ
ゴ

i
・
初
出
「
イ
ア
ゴ

I
L
。
オ
セ
ロ
の
部
下
。
オ
セ
ロ
に
妻
に
対
す

る
疑
い
を
持
た
せ
、
破
滅
に
追
い
込
む
人
物
。

(
日
)
エ
ド
モ
ン
ド
・
リ
ア
王
に
対
し
て
謀
反
を
起
こ
し
、
コ

l
デ
リ
ア
を
殺
す
人

品
川
司
。

唾
1

(
日
)
リ
チ
ャ

l
ド
三
世
・
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
の
せ
む
し
の
弟
。
肉
親
・
政
敵
を
謀

殺
し
、
王
位
に
つ
く
人
物
。

(
日
)
想
・
こ
こ
で
は
登
場
人
物
に
表
れ
て
い
る
作
者
の
人
午
観
・
人
間
観
、
と
い

っ
た
意
味
。
ふ
っ
、
7
、
「
想
」
は
「
想
を
練
る
」
と
い
っ
た
よ
、
7
に
、
作
品
の

イ
メ
ー
ジ
、
ア
イ
デ
ア
を
指
す
が
、
当
時
は
「
想
が
高
い
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、

作
品
を
支
え
て
い
る
作
者
の
人
生
観
や
着
眼
点
な
ど
を
指
す
こ
と
が
あ
っ
た
。

鴎
外
は
こ
れ
を
イ
デ
l
の
訳
語
に
当
て
て
お
り
、
一
種
の
混
乱
で
あ
る
。

(
同
)
情
性
・
初
出
寸
性
情
」
。
遁
遥
選
集
の
誤
植
か
。

(
打
)
実
の
象
に
あ
ら
ず
し
て
、
想
の
影
な
る
こ
と
い
ち
じ
る
し
・
実
在
の
人
物
に

ょ
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
作
者
の
悪
人
観
が
現
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ

レ」。

(
問
)
結
象
・
具
体
化
。
当
時
の

2
5
3え
の
訳
語
。

(
凹
)
わ
ろ
か
る
べ
き
が
・
初
出
「
わ
る
か
る
べ
き
が
L

。

(
却
)
テ
l
ヌ
・
初
出
「
テ
イ
ン
ヘ
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
研
究
者
。
文
学
研
究
に
科

学
的
方
法
を
導
入
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
主
著
「
英
文
学
史
』
。

(
幻
)
排
析
・
分
析
。

(
幻
)
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
の
作
が
没
理
想
な
る
が
故
な
り
・
初
出
圏
点
。

(
お
)
守
女
学
雑
誌
』
の
投
書
家
某
・
撫
象
子
、
す
な
わ
ち
、
巌
本
善
治
を
指
す
。

以
下
は
、
『
女
学
雑
誌
』
二
九

O
号
(
明
治
二
四
年
一
一
月
七
日
)
に
掲
載
し

た
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
理
想
」
を
指
す
。

(
社
)
フ
ォ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ
・
寸
へ
ン
リ

l
五
世
」
に
紫
場
す
る
脇
役
で
、
喜
劇
的

人
物
。

(
お
)
へ
ン
リ
l
五
世
・
吋
へ
ン
リ
l
五
世
』
の
主
人
公
。
放
蕩
無
頼
の
モ
チ
か
ら
、

理
想
的
君
主
へ
と
変
貌
す
る
。

(
お
)
屡
ミ
・
初
出
「
し
ば
/
-
¥
」
圏
点
あ
り
。

ノ、

)し



没
理
想
論
争
注
釈
稿
(
卜
一
)
(
坂
井

健

(
幻
)
幾
度
も
序
曲
と
い
ふ
物
を
用
ひ
て
、
コ
ー
ラ
ス
に
物
語
を
せ
さ
せ
た
り
・
作

品
中
、
コ
ー
ラ
ス
が
劇
の
進
行
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
が
、
こ
れ
が
主
人
公

の
賛
美
に
つ
な
が
る
の
で
、
作
者
の
考
え
が
呪
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
。

(
お
)
有
挿
評
の
拙
き
勧
懲
小
説
・
叙
述
の
聞
に
、
作
者
の
主
人
公
や
事
件
に
対
す

る
意
見
や
感
想
が
入
り
込
ん
で
い
る
、
勧
懲
小
説
を
指
す
。

(
却
)
余
殖
・
一

J

一
同
い
残
し
た
こ
と
。

(
初
)
わ
が
戯
曲
の
説
と
大
い
に
抵
触
す
る
所
あ
り
と
し
も
思
は
ず
・
ど
の
よ
う
な

戯
曲
が
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
の
遺
遥
の
見
方
と
鴎
外
の
見
方

と
が
、
あ
ま
り
違
わ
な
い
と
い
う
こ
と
の
確
認
。
相
違
点
に
つ
い
て
は
、
以
下

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
但
)
ハ
ル
ト
マ
ン
が
無
意
識
の
哲
学
・
世
界
は
無
意
識
者
が
姿
を
現
わ
し
た
も
の

で
あ
る
と
す
る
考
え
万
。
こ
れ
が
へ

l
ゲ
ル
だ
と
、
神
が
イ
デ
ー
を
通
し
て
自

己
を
実
現
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
に
し
た
が
え
ば
、
美
の

仮
象
に
無
意
識
者
の
面
影
が
現
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
出
会
う
と
、

我
々
は
自
ら
が
よ
っ
て
き
た
無
意
識
者
へ
の
回
帰
を
感
じ
、
美
と
判
断
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

(
認
)
想
と
実
と
の
関
係
・
イ
デ
!
と
実
在
の
関
係
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
で
あ

れ
は
、
イ
デ
ー
が
実
在
で
、
現
象
は
そ
の
影
に
過
ぎ
な
い
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
場

八
円
、
万
物
の
根
源
た
る
無
意
識
者
が
現
れ
た
の
が
現
象
世
界
で
あ
る
。
川
河
象
世

界
か
ら
刺
激
を
受
け
た
主
体
が
、
主
体
の
中
に
写
象
を
形
成
し
、
そ
れ
が
実
を

離
れ
た
場
合
に
美
的
な
仮
象
と
な
る
。
こ
れ
は
無
意
識
者
の
映
し
絵
的
存
在
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
美
の
普
遍
性
が
保
証
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
『
美
の
哲
学
』
に
あ
る
話
で
、
こ
れ
ま
で
の
鴎
外
の
論
で
は
、

美
は
物
質
的
な
「
実
」
で
は
な
い
、
形
の
な
い
「
想
」
で
あ
り
、
世
界
に
は
こ

の
「
想
」
が
満
ち
あ
ふ
れ
で
い
て
、
美
に
出
会
う
と
、
「
先
天
の
理
想
」
が
こ

れ
が
「
美
」
で
あ
る
と
叫
ぶ
の
だ
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
詳
し
い

説
明
は
な
い
。
鴎
外
の
論
で
は
、
想
実
二
元
論
で
ハ
ル
ト
マ
ン
を
理
解
し
て
い

た
た
め
に
、

J
芙
」
で
な
い
も
の
は
、
山
首
「
想
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、

ハ
ル
ト
マ
ン
で
は
前
述
の
よ
う
に
、
物
質
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
細
か
い

七
O 

灰
分
が
さ
れ
て
お
り
、

た。

(
お
)
先
生
が
意
識
を
経
て
生
ま
れ
い
で
ぬ
る
無
意
識
の
哲
学
・
意
識
を
通
し
て
無

意
識
が
生
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、
一
種
の
語
義
矛
盾
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
如
何
な
る
形
を
も
て
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
制
)
そ
の
究
寛
目
的
の
在
る
所
を
問
、
ゅ
の
み
・
前
述
し
た
よ
う
に
、
当
時
は
さ
ま

ざ
ま
な
背
学
・
宗
教
が
氾
濫
し
、
混
乱
し
て
い
た
。
造
遥
は
、
そ
の
ど
れ
に
も

安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
懐
疑
に
陥
っ
て
い
た
。
世
界
の
帰
趨
の
目
的
を
知

る
こ
と
は
、
安
心
立
命
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
。
没
理
想
論
は
、
美
学
的

問
題
だ
け
で
は
な
く
、
遁
遥
の
人
生
観
的
な
問
題
の
必
然
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

、えヲ旬。

(
お
)
ハ
ル
ト
マ
ン
は
最
近
哲
学
の
大
祖
師
な
り
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の
美
学
を
初
め
て

紹
介
し
て
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
鴎
外
で
あ
っ
た
が
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の

哲
学
そ
の
も
の
は
、
当
時
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
シ
ョ

l
ぺ
ン
ハ
ウ
エ
ル

と
並
ぶ
当
時
の
代
表
的
な
厭
世
哲
学
の
思
想
家
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い

た

(
お
)
そ
が
形
而
上
学
を
、

J
棚
草
紙
』
の
限
り
あ
る
紙
上
に
述
べ
よ
、
と
乞
は
ん

は
、
恐
ら
く
は
無
理
な
ら
ん
・
後
に
鴎
外
は
、
こ
れ
に
答
え
る
よ
う
に
、
『
柵

草
紙
』
誌
上
に
『
審
美
論
』
の
訳
を
連
載
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
幻
)
我
れ
不
学
な
り
と
い
へ
ど
も
、
多
少
の
有
縁
境
に
あ
り
・
謙
遜
な
遁
遥
の
物

三
一
口
い
で
あ
る
だ
け
に
、
重
要
で
あ
る
。
迫
遥
は
、
決
し
て
観
念
論
美
学
に
暗
か

っ
た
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
相
応
の
知
識
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
上
で
の
没
理
想

論
で
あ
る
と
考
、
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
大
明
・
太
陽
の
こ
と
。

(
却
)
海
角
・
海
の
果
て
。

(
的
)
群
陰
皆
影
を
伏
す
・
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
す
べ
て
影
を
伸
ば
す
。
日
の
出
に

太
陽
が
万
物
を
照
ら
し
出
す
さ
ま
を
い
う
。

(
H
U
)

雲
一
漢
・
雲
の
塊
。

(
位
)
弥
生
の
空
の
お
ぼ
ろ
月
の
・
遁
遥
の
雅
号
「
春
の
屋
お
ぼ
ろ
」
に
か
け
る
。

二
元
論
で
済
ま
せ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ



(
羽
)
今
尚
ほ
・
初
出
な
し
。

(
叫
)
先
生
は
己
に
立
て
り
・
烏
有
先
生
(
た
だ
し
、
治
遥
の
思
い
込
み
で
は
鴎

外
)
は
、
す
で
に
真
理
を
会
得
し
て
い
る
の
だ
、
の
意
。
し
た
が
っ
て
、
「
文

界
の
衆
生
を
済
度
せ
よ
」
と
統
く
こ
と
に
な
る
。

(
6
)

(
何
日
)
明
治
文
学
の
為
に
素
材
を
蒐
め
ん
・
「
談
理
」
に
対
す
る
「
記
実
」
主
義
の

態
度
の
表
明
。
自
分
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
主
観
的
に
作
品
の
善
し
悪
し
を
批

評
し
て
ゆ
く
よ
り
も
、
そ
の
作
品
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
か
を

客
観
的
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
た
め
に
役
立
つ
素
材
と
し
よ
う

と
す
る
態
度
の
表
明
。

(
さ
か
い
た
け
し
国
文
学
科
)

二
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