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一

歌
人
で
も
あ
る
長
塚
節
の
唯
一
の
長
編
小
説
『
土
』
は
、
明
治
四
十
三
年
六
月

十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
七
日
ま
で
の
百
五
十
一
回
に
わ
た
っ
て
「
東
京
朝
日

新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
休
載
日
は
八
月
十
六
日
か
ら
二

十
日
ま
で
の
五
日
間
と
、
八
月
三
十
日
、
九
月
二
十
五
日
の
計
七
日
間
だ
け
で
あ

る
。
長
塚
節
は
時
に
三
十
一
歳
で
あ
っ
た
。

『
土
』
が
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
完
結
に
至
っ
た
の
は
、
同
紙
の
文

芸
欄
を
担
当
し
て
い
た
夏
目
漱
石
の
推
挙
と
激
励
、
編
集
主
幹
の
地
位
に
あ
っ
た

池
辺
三
山
の
高
配
と
庇
護
な
ど
の
御
蔭
で
あ
り
、
そ
う
し
た
力
添
え
に
促
さ
れ
な

が
ら
結
実
し
た
作
品
で
あ
る
。
執
筆
依
頼
の
た
め
に
長
塚
節
と
直
接
の
交
渉
や
連

絡
に
当
た
っ
た
の
は
、
漱
石
の
大
学
後
輩
に
し
て
後
の
作
家
・
森
田
草
平
で
あ
る
。

夏
目
漱
石
が
長
塚
節
の
文
才
や
力
量
を
知
っ
た
の
は
、
俳
誌
『
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
』

（
明
治
三
十
年
愛
媛
県
の
松
山
で
創
刊
、
正
岡
子
規
主
宰
。
翌
年
東
京
に
移
り
、

高
浜
虚
子
が
編
集
）
を
愛
読
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
漱
石
が
イ
ギ
リ
ス
留
学
中

（
明
治
三
十
三
年
か
ら
同
三
十
五
年
）
に
、
病
床
に
あ
っ
た
子
規
を
慰
藉
す
る
た

め
に
書
き
送
っ
た
数
々
の
手
紙
は
『
倫ロ

ン

敦ド
ン

消
息
』（
明
治
三
十
四
年
五
月
か
ら
六

月
）
と
題
し
て
『
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
（
帰
国
後
に
書
か
れ
た

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
、
明
治
三
十
八
年
一
月
よ
り
同
三
十
九
年
八
月
ま
で
の

十
一
回
に
わ
た
り
『
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
』
誌
上
に
発
表
）。
こ
の
『
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
』
に

発
表
し
た
長
塚
節
の
写
生
文
や
短
編
小
説
、
と
く
に
紀
行
文
「
佐
渡
が
島
」（
明

治
四
十
年
十
一
月
、『
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
』
第
十
一
巻
第
二
号
）
が
漱
石
の
目
に
止
ま

り
、「
二
三
年
前
節
氏
の
佐
渡
紀
行
を
読
ん
で
感
服
し
た
こ
と
が
あ
る
。
紀
行
文

で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
普
通
の
小
説
よ
り
も
面
白
い
と
思
っ
た
。」
と
い
う
感
想
を

引
き
出
し
、
続
け
て
「
氏
は
若
い
人
で
あ
る
。
し
か
も
若
い
人
に
似
合
わ
ず
落
ち

着
き
払
っ
て
、
行
く
べ
き
路
を
行
っ
て
、
少
し
も
時
好
を
追
わ
な
い
。
是
は
わ
ざ

と
流
行
に
反
対
し
た
の
何
の
と
い
う
む
づ
か
し
い
意
味
で
は
な
く
て
、
氏
に
は
本

来
芸
術
的
な
一
片
の
性
情
が
あ
っ
て
、
氏
は
た
だ
其
性
情
に
従
う
の
外
、
他
を
顧

み
る
暇
を
有も

た
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
最
初
余
か
ら
交
渉
し
た
時
、
節
氏
は

自
分
の
責
任
の
重
い
の
を
気
遣
っ
て
長
い
間
返
事
を
寄
こ
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
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二

ら
漸
く
遣や

っ
て
見
様
と
い
う
挨
拶
が
来
た
。
そ
れ
か
ら
四
十
枚
程
の
原
稿
が
来
た
。

今
の
所
余
は
『
土
』
の
一
篇
が
う
ま
く
成
功
す
る
事
を
氏
の
た
め
に
、
読
者
の
た

め
に
、
且
新
聞
の
た
め
に
祈
る
の
み
で
あ
る
。（
中
略
）
余
が
新
し
い
作
家
を
紹

介
す
る
の
は
、
ミ
ル
を
以
て
自
ら
任
ず
る
と
い
う
よ
り
、
か
か
る
無
責
任
な
評
論

家
の
手
か
ら
、
望
み
の
あ
る
人
を
救
お
う
と
す
る
老
婆
心
で
あ
る
。」
と
し
、
さ

ら
に
は
「
型
に
入
っ
た
批
評
家
の
た
め
に
閑
却
さ
れ
、
多
忙
の
た
め
不
公
平
を
甘

ん
ず
る
批
評
家
の
た
め
に
閑
却
さ
れ
て
は
、
作
家
（
こ
と
に
新
進
作
家
）
は
気
の

毒
で
あ
る
。
時
と
場
合
の
許
す
限
り
そ
う
い
う
弊
は
矯
正
し
た
い
。『
朝
日
』
に

長
塚
節
氏
の
『
土
』
を
掲
げ
る
の
も
幾
分
か
此
主
意
で
あ
る
。」（
明
治
四
十
三
年

六
月
九
月
付
「
東
京
朝
日
新
聞
」）
と
い
う
理
由
の
あ
っ
た
こ
と
を
、『
門
』
の
連

載
を
了
え
た
後
に
「
長
塚
節
氏
の
小
説
『
土
』

（
１
）」
と
題
し
て
懇
切
な
紹
介
と
温
か

い
激
励
を
込
め
て
述
べ
て
い
る
。

漱
石
は
長
塚
節
の
力
量
を
信
じ
て
の
依
頼
で
あ
り
期
待
し
て
の
見
解
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
漱
石
は
す
で
に
、「
拝
啓
　
其
後
は
御
無
沙
汰
に
打
過
候
偖
先
般
は

森
田
草
平
氏
を
通
じ
て
突
然
な
る
御
願
に
及
び
候
処
早
速
御
聞
届
被
下
候
段
感
謝

の
至
に
候
其
後
草
平
君
よ
り
再
度
照
回マ

マ

に
対
す
る
御
返
事
正
に
拝
見
致
候
小
生
の

小
説
は
い
つ
完
結
す
る
や
実
の
処
本
人
に
も
不
明
に
候
え
ど
も
ご
く
短
か
く
て
も

九
十
回
に
は
な
る
べ
き
か
と
予
想
致
居
候
只
今
六
十
回
故
今
よ
り
起
草
被
下
候
え

ば
小
生
も
安
心

（
２
）
。」（
明
治
四
十
三
年
四
月
二
十
九
日
付
、
長
塚
節
宛
書
簡
）
な
ど

と
伝
え
て
お
り
、
こ
の
教
示
に
従
っ
て
「
四
十
枚
程
の
原
稿
」
が
漱
石
の
も
と
に

送
り
届
け
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
節
氏
は
自
分
の
責
任
の
重
い
の
を
」
承

知
し
な
が
ら
、
漱
石
の
期
待
と
恩
師
・
正
岡
子
規
の
遺
訓
に
報
い
る
べ
き
熱
い
思

い
を
胸
に
秘
め
て
書
き
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
遺
訓
と
は
、
病
床
に
あ
っ

た
子
規
が
愛
弟
子
・
節
に
宛
て
た
最
後
の
手
紙
に
託
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
文
面
に

は
「
思
ふ
に
君
の
村
で
は
、
君
の
家
一
け
ん
だ
け
比
較
的
開
け
て
ゐ
て
、
他
は
尽

こ
と
ご
と

く
野
蛮
な
の
に
違
ひ
な
い
。
そ
こ
で
僕
の
考
へ
る
に
は
、
君
に
は
大
責
任
が
あ
る
。

そ
れ
は
君
は
自
ら
率
先
し
て
君
の
村
を
開
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
学
校
も
立マ
マ

て
る
が
善

い
。
村
民
の
子
弟
の
少
し
俊
秀
と
も
い
ふ
べ
き
者
あ
ら
ば
、
君
は
学
費
を
出
し
て

（
若も

し

く
は
村
費
を
出
し
て
）
東
京
へ
で
も
水
戸
へ
で
も
出
し
、
簡
易
農
学
校
位
を

修
業
さ
せ
て
や
る
が
善
い
。
其
外
農
談
会
と
か
幻
灯
会
と
か
を
開
い
て
村
民
に
智

識
を
与
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
委
細
は
面
会
の
節
話
す
べ
し
。
一
家
の
私
事
だ
け
で
も

忙
し
い
と
い
ふ
や
う
な
能
無
し
で
は
役
に
立
た
ぬ
。
其
傍
で
一
村
の
経
営
位
に
は

任
じ
な
く
て
は
行
か
ぬ
。
君
は
東
京
へ
出
て
来
る
こ
と
を
道
楽
か
何
か
の
や
う
に

思
ふ
て
居
る
か
知
ら
ぬ
が
、
そ
れ
は
大
間
違
ひ
だ
。
時
々
東
京
へ
来
て
益
を
得
て

帰
る
や
う
に
務
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
田
舎
に
引
込
ん
で
し
ま
つ
て
そ
れ
で
忙
し

い
な
ど
と
云
つ
て
る
や
う
で
は
困
る
。
僕
な
ど
へ
物
を
贈
ら
る
る
に
は
珍
し
い
も

の
を
要
せ
ぬ
、
水
戸
の
名
菓
な
ど
よ
り
は
、
君
が
手
つ
く
り
の
大
根
か
蕪
の
方
が

善
い
。
今
度
の
や
ま
と
芋
の
如
き
は
甚
だ
あ
り
が
た
く
感
ず
る

（
３
）
。」（
明
治
三
十
五

年
八
月
十
九
日
付
書
簡
。
子
規
は
翌
月
の
十
九
日
、
三
十
五
歳
に
て
逝
去
。
節
は

時
に
二
十
三
歳
で
あ
っ
た
。
明
治
三
十
三
年
三
月
二
十
八
日
、
子
規
と
の
初
対
面

か
ら
僅
か
に
二
年
半
余
り
）
と
あ
り
、
同
志
の
伊
藤
左
千
夫
に
「
先
生
と
長
塚
と

の
間
柄
は
親
子
と
し
て
は
余
り
に
理
想
的
で
、
師
弟
と
し
て
は
余
り
に
情
的
で
あ

る
。
故
に
予
は
之
を
理
想
的
愛
子
と
名
附
け
た

（
４
）
。」
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
、
生
前
の

僅
か
な
月
日
の
間
に
見
事
な
師
弟
愛
と
い
う
一
体
感
を
醸
し
だ
し
、
そ
の
死
後
も
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三

猶
揺
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
―
―
か
く
し
て
連
載
の
準
備
は
虎
視
眈
眈
と
推
し

進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

長
塚
節
は
「
小
生
は
自
己
の
資
本
た
る
努
力
は
毛
頭
を
し
み
申
す
ま
じ
く
候

骨
折
る
こ
と
を
以
て
小
生
は
唯
一
の
武
器
と
心
得
居
り
候
　
田
舎
者
は
到
底
田
舎

の
こ
と
を
書
く
よ
り
外
は
無
之
候

（
５
）
」（
明
治
四
十
年
十
一
月
二
十
六
日
付
、
岡
三

郎
宛
書
簡
）
と
心
掛
け
、
身
を
も
っ
て
実
践
し
た
人
で
あ
る
。
そ
の
『
土
』
は

「
最
初
は
せ
い
ぜ
い
三
、
四
十
回
く
ら
い
の
約
束
で
あ
っ
た
が
、
六
十
回
に
な
っ

て
も
ま
だ
終
ら
な
い
。
八
十
回
で
も
ま
だ
結
末
に
な
り
そ
う
な
様
子
が
見
え
な
い
。

（
中
略
）
当
時
長
塚
君
は
、
故
郷
の
実
家
で
執
筆
し
て
い
た
。
私
は
勿
論
社
内
で

『
土
』
の
評
判
の
悪
い
こ
と
な
ど
は
黙
っ
て
置
い
た
が
、
池
辺
さ
ん
の
褒
め
て
い

ら
れ
る
こ
と
だ
け
は
通
知
し
て
や
っ
た
。
そ
れ
に
気
を
好
く
し
た
も
の
か
、
同
君

は
書
き
も
書
い
た
り
、
八
十
回
が
百
回
で
終
ら
ず
、
百
二
十
回
で
終
ら
ず
、
到
頭

百
六マ

マ

十
何
回
に
及
ん
で
漸
く
結
末
に
達
し
た
。
ま
っ
た
く
途
方
も
な
い
男
で
あ

る（
６
）。」
と
、
仲
介
役
に
任
じ
編
集
を
担
当
し
た
森
田
草
平
に
語
ら
れ
た
よ
う
に
、

『
土
』
は
粉
骨
砕
身
の
努
力
に
よ
っ
て
結
実
し
た
作
品
で
あ
る
。
果
し
て
漱
石
の

期
待
通
り
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
真
意
の
ほ
ど
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
『
土
』

が
連
載
終
了
後
の
明
治
四
十
五
年
五
月
十
五
日
、
春
陽
堂
か
ら
単
行
本
と
し
て
発

行
さ
れ
た
時
、
漱
石
は
「『
土
』
に
就つ

い

て
」
と
題
す
る
懇
切
丁
寧
な
序
文
と
も
解

説
と
も
思
わ
れ
る
長
文
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
畏
友
の

子
規
に
対
す
る
友
情
で
あ
り
、
そ
の
畏
友
を
敬
慕
す
る
愛
弟
子
へ
の
愛
情
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
「
型
に
入
っ
た
批
評
家
」
に
対
す
る
悲
憤
慷
慨
を
秘
め
、
画
一
性
を
拒

絶
す
る
高
潔
な
心
情
と
孤
高
の
精
神
を
具
現
、
如
実
に
披
瀝
し
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、『
土
』
は
子
規
の
遺
訓
に
導
か
れ
、
漱
石
や
池
辺
三
山
の
激
励
に

促
さ
れ
な
が
ら
報
恩
の
道
に
徹
し
よ
う
と
し
た
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
心
意
気
の
連
続
、

刻
苦
勉
励
に
勤
し
む
自
虐
的
な
実
践
と
に
貫
か
れ
た
身
心
一
如
の
所
産
で
あ
る
。

堅
忍
不
抜
の
姿
勢
は
具
体
的
な
筆
づ
か
い
と
な
っ
て
『
土
』
の
随
所
に
認
め
ら
れ

る
。
本
小
考
は
そ
れ
ら
の
一
端
で
あ
る
各
章
の
書
き
出
し
や
結
び
の
「
表
現
」
に

着
目
し
、
身
土
不
二
に
等
し
い
『
土
』
の
「
も
う
一
つ
の
文
体
」
を
創
出
す
る
至

っ
た
作
者
・
長
塚
節
の
生
き
方
に
つ
い
て
迫
ま
っ
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ

る
。

二

長
塚
節
の
長
編
小
説
『
土
』
の
初
版
本
は
明
治
四
十
五
年
五
月
十
五
日
、
春
陽

堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
菊
版
四
百
四
十
四
頁
、
箱
入
り
の
上
製
本
で
、
定
価
は
一

円
十
銭
。
新
聞
紙
上
で
の
連
載
を
了
え
て
か
ら
一
年
半
後
の
こ
と
で
あ
る
。

長
塚
節
は
『
土
』
を
連
載
中
に
初
出
と
な
っ
た
そ
の
新
聞
を
毎
回
切
り
抜
い
て

は
綴
り
合
わ
せ
て
保
存
し
て
い
た
。
初
版
本
を
刊
行
す
る
際
に
は
、
そ
の
切
り
抜

い
て
お
い
た
新
聞
紙
上
に
黒
イ
ン
キ
で
入
念
な
修
訂
を
施
し
て
い
る
。
こ
の
修
訂

は
新
聞
に
掲
載
し
た
本
文
の
句
読
点
、
接
続
語
、
会
話
部
分
の
語
句
の
訂
正
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
数
行
に
わ
た
る
情
景
描
写
の
書
き
替
え
に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん

ど
全
篇
に
及
ん
で
お
り
、『
土
』
に
寄
せ
た
熱
意
の
ほ
ど
が
偲
ば
れ
よ
う
。
私
の

手
元
に
あ
る
定
本
全
集
第
一
巻
『
土
』（
春
陽
堂
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
二
十

日
発
行
）
の
「
巻
末
記
」
に
は
、「
こ
の
切
り
抜
き
は
、
第
一
回
分
が
欠
落
し
て
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四

い
る
だ
け
で
、
他
の
百
五
十
回
分
は
完
全
に
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
。」
と
あ
り
、

「
本
巻
の
校
訂
に
当
た
っ
て
は
、
初
版
本
を
底
本
と
し
、
初
出
及
び
前
記
長
塚
家

所
蔵
の
新
聞
切
り
抜
き
に
あ
る
修
訂
本
文
を
も
っ
て
校
合
し
た
。」（
四
百
二
十
頁
）

と
い
う
の
だ
か
ら
、『
土
』
は
「
東
京
朝
日
新
聞
」
紙
上
の
連
載
を
了
え
て
完
結

し
た
の
で
は
な
く
、「
新
聞
切
り
抜
き
に
あ
る
修
訂
文
」
を
加
え
た
も
の
が
完
全

稿
で
あ
り
、
定
本
全
集
に
て
そ
の
全
容
が
明
確
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、

作
者
の
意
向
は
半
世
紀
以
上
も
の
長
い
歳
月
を
経
て
よ
う
や
く
叶
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

『
土
』
は
「
東
京
朝
日
新
聞
」
の
購
読
者
｜
｜
中
産
階
級
以
上
の
有
識
者
と
思

わ
れ
る
都
会
や
そ
の
近
郊
、
あ
る
い
は
地
方
都
市
に
住
む
有
産
階
級
層
の
人
々
を

意
識
し
、
毎
日
の
連
載
と
い
う
条
件
の
も
と
で
話
題
の
選
択
や
展
開
、
文
字
遣
い

か
ら
説
明
の
仕
方
な
ど
の
表
現
に
至
る
ま
で
、
遍

あ
ま
ね
く
心
血
を
注
ぎ
、
創
意
工
夫
を

施
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
で
も
猶
、
連
載
終
了
後
に
は

全
篇
に
わ
た
っ
て
「
修
訂
」
を
加
え
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、『
土
』
に
対
す
る
自

責
や
執
心
な
ど
の
深
い
思
い
入
れ
を
も
伺
え
よ
う
。
こ
う
し
た
心
身
一
如
に
等
し

い
筆
づ
か
い
は
『
土
』
の
全
体
を
貫
き
、
詳
細
な
情
景
描
写
と
い
う
独
自
性
に
富

む
作
品
や
作
風
を
紡
み
、
醸
し
だ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
端
は
各
章
の
書
き
出

し
や
結
び
の
「
表
現
」
に
も
込
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
繙
き
、「
も
う

一
つ
の
文
体
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

『
土
』
は
全
二
十
八
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
章
は
、

烈は
げ

し
い
西に
し

風か
ぜ

が
目め

に
見み

え
ぬ
大お
ほ

き
な
塊
か
た
ま
りを
ご
う
つ
と
打う

ち
つ
け
て
は
又ま
た

ご
う

つ
と
打う

ち
つ
け
て
皆み
な

痩や
せ

こ
け
た
落ら
く

葉え
ふ

木ぼ
く

の
林
は
や
し
を
一
日に
ち

苛い
ぢ

め
通と
ほ

し
た
。
木き

の
枝え
だ

は

時と
き

々ど
き

ひ
う

く
と
悲ひ

痛つ
う

の
響
ひ
ゞ
き
を
立た

て
ゝ
泣な

い
た
。
短
み
じ
か
い
冬ふ
ゆ

の
日ひ

は
も
う
落お

ち
か

け
て
黄き

色い
ろ

な
光
ひ
か
り
を
放ほ
う

射し
や

し
つ
ゝ
目ま

叩た
ゝ

い
た
。
さ
う
し
て
西に
し

風か
ぜ

は
ど
う
か
す
る
と

ぱ
つ
た
り
止や

ん
で
終し
ま

つ
た
か
と
思お
も

ふ
程ほ
ど

静し
づ

か
に
な
つ
た
。
泥ど
ろ

を
拗ち

切ぎ

つ
て
投な

げ

た
や
う
な
雲く

も

が
不ふ

規き

則そ
く

に
林
は
や
し
の
上う
へ

に
凝ぢ

然つ

と
ひ
つ
ゝ
い
て
居ゐ

て
空そ
ら

は
ま
だ
騒さ
わ

が

し
い
こ
と
を
示し

め

し
て
居ゐ

る
。
そ
れ
で
時と
き

々ど
き

は
思お
も

ひ
出だ

し
た
や
う
に
木き

の
枝え
だ

が
ざ

わ

く
と
鳴な

る
。
世せ

間け
ん

が
俄
に
は
か
に
心
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
な
つ
た
。（
引
用
は
す
べ
て
『
長
塚

節
全
集
』
春
陽
堂
、
第
一
巻
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
二
十
日
発
行
に
拠
っ
た
）

と
い
う
情
景
描
写
で
始
ま
っ
て
い
る
。
引
用
し
た
の
は
冒
頭
第
一
段
落
の
全
文

で
あ
り
、
文
字
通
り
『
土
』
全
篇
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一
章
の
終

り
は
、お

品し
な

が
自じ

分ぶ
ん

の
股も
ゝ

引ひ
き

と
足た

袋び

と
を
お
つ
ぎ
に
提さ

げ
さ
せ
て
帰か
へ

つ
た
時と
き

に
月つ
き

は

竊ひ
そ
かに
隣
と
な
り
の
森も
り

の
輪り
ん

郭
く
わ
く
を
は
つ
き
り
と
さ
せ
て
其そ
の

森も
り

の
隙す
き

間ま

が
殊こ
と

に
明あ
か

る
く
光ひ
か

つ

て
居ゐ

た
。
世せ

間け
ん

が
し
み

ぐ
と
冷ひ

え
て
居ゐ

た
。
お
品し
な

は
薄う
す

い
垢あ
か

じ
み
た
蒲
団
ふ
と
ん

へ

く
る
ま
る
と
、
身
体

か
ら
だ

が
又ま
た

ぞ
く

く
と
し
て
膝ひ
ざ

かマ
マ

し
ら
が
氷こ
ほ

つ
た
や
う
に
成な

つ

て
居ゐ

た
の
を
知し

つ
た
。

と
あ
り
、
こ
の
段
落
の
な
か
で
登
場
人
物
の
状
況
や
情
景
、
心
理
状
態
な
ど
の

説
明
を
施
し
な
が
ら
結
ん
で
い
る
。

続
い
て
第
二
章
の
書
き
出
し
は
、「
次つ

ぎ

の
朝あ
さ

お
品し
な

は
ま
だ
戸と

の
隙す
き

間ま

か
ら
薄う
す

ら
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五

明あ
か

り
の
射さ

し
た
ば
か
り
に
眼め

が
覚さ

め
た
。
枕
を
擡も
た

げ
て
見み

た
が
頭
あ
た
ま
の
心し
ん

が
し
く

く
と
痛い
た

む
や
う
で
い
つ
に
な
く
重お
も

か
つ
た
。
狭せ
ま

い
家い
へ

の
内う
ち

に
羽は

叩ば
た

く
鶏
に
は
と
りの
声こ
ゑ

が

け
た
ゝ
ま
し
く
耳み

ゝ

の
底そ
こ

に
響ひ
ゞ

い
た
。
お
つ
ぎ
は
ま
だ
す
や

く
と
し
て
眠ね
む

つ
て
居ゐ

る
。」
な
ど
と
い
う
文
章
が
続
き
、
や
が
て
「
夜よ

は
深ふ

け
た
。
外そ
と

の
闇や
み

は
氷こ
ほ

つ
た

か
と
思お

も

ふ
や
う
に
只た
ゞ

し
ん
と
し
た
。
蒟こ
ん

蒻
に
や
く
の
水み
づ

に
も
紙か
み

の
如ご
と

き
氷
こ
ほ
り
が
閉と

ぢ
た
。」

と
い
う
段
落
を
も
っ
て
第
二
章
を
結
ん
で
い
る
。
以
下
、
数
章
の
書
き
出
し
と
結

び
の
、
そ
れ
ぞ
れ
二
、
三
文
づ
つ
抽
出
し
「
も
う
一
つ
の
文
体
」
の
考
察
に
供
し

た
い
（
漢
数
字
は
章
を
示
し
、
頭
は
書
き
出
し
の
こ
と
、
結
は
結
び
に
至
る
文
章

で
あ
る
）。

（
三
）「
次つ

ぎ

の
朝あ
さ

霜し
も

は
白し
ろ

く
庭に
は

葢ぶ
た

の
藁わ
ら

に
お
り
た
。
切き
り

干ぼ
し

の
筵
む
し
ろ
は
三さ
ん

枚ま
い

ば
か
り

其そ
の

庭に
は

葢ぶ
た

の
上う
へ

に
敷し

い
た
儘ま
ゝ

で
、
切き
り

干ぼ
し

に
は
氷
こ
ほ
り
を
粉ふ
ん

末ま
つ

に
し
た
や
う
な
霜し
も

が
凝こ

つ
て

居ゐ

て
、
東
ひ
が
し
の
森も
り

の
隙す
き

間ま

か
ら
射さ

し
透と
ほ

す
朝あ
さ

日ひ

に
き
ら

く
と
光ひ
か

つ
た
。
白し
ろ

い
切き
り

干ぼ
し

は
蒸む

さ
ず
に
干ほ

し
た
の
で
あ
つ
た
。」（
頭
）「
お
品し
な

は
喰そ

の
日ひ

は
明あ

日す

か
ら
で
も

起お

き
ら
れ
る
や
う
に
思お
も

つ
て
居ゐ

た
。
さ
う
し
て
勘か
ん

次じ

は
仕し

事ご
と

の
埒ら
ち

が
明あ

い
た
の
で

又ま
た

利と

根ね

川が
は

へ
行ゆ

か
れ
る
こ
と
ゝ
心
こ
こ
ろ
に
期き

し
て
居ゐ

た
。」（
結
）

（
四
）「
お
品し

な

の
容よ
う

態だ
い

は
其そ

の
夜よ

か
ら
激げ
き

変へ
ん

し
た
。
勘か
ん

次じ

が
漸
や
う
や
く
眠
ね
む
り
に
落お

ち
た

時と
き

お
品し
な

は
『
口く
ち

が
開あ

け
な
く
成な

つ
て
仕し

や
う
ね
え
よ
う
』
と
情
な
さ
け
な
い
声こ
ゑ

で
い
つ
た
。

お
品し

な

は
顎あ
ご

が
釘く
ぎ

附づ
け

に
さ
れ
た
や
う
に
成な

つ
て
、
唾つ
ば

を
飲の

む
に
も
喉の
ど

が
狭せ
ば

め
ら
れ
た

や
う
に
感か

ん

じ
た
。」（
頭
）「
お
品し
な

も
恁か

う
い
ふ
伴
侶
な
か
ま

の
一
人
ひ
と
り

で
あ
つ
た
。
そ
れ
が

今け

日ふ

は
其そ

の
笑せ
う

声せ
い

を
後あ
と

に
し
て
冷つ
め

た
い
土つ
ち

に
帰き

し
た
の
で
あ
る
。」（
結
）

（
五
）「
お
品し

な

は
自じ

分ぶ
ん

の
手て

で
自じ

分ぶ
ん

の
身み

を
殺こ
ろ

し
た
の
で
あ
る
。
お
品し
な

は
十
九

の
暮く

れ

に
お
つ
ぎ
を
産う

ん
で
か
ら
其そ
の

次つ
ぎ

の
年と
し

に
も
亦ま
た

妊に
ん

娠し
ん

し
た
。
其そ

の
時と
き

は
彼か
れ

等ら

の

窮き
う

迫は
く

の
極
き
よ
く
度ど

に
達た
つ

し
て
居ゐ

た
の
で
其そ

の
胎た
い

児じ

は
死し

ん
だ
お
袋
ふ
く
ろ
の
手て

で
七
月
目め

に
堕だ

胎た
い

し
て
畢し
ま

つ
た
。
そ
れ
は
ま
だ
秋あ
き

の
暑あ
つ

い
頃こ
ろ

で
あ
つ
た
。」（
頭
）「
与よ

吉き
ち

は
躓
つ
ま
づ
い

て
倒た

ふ

れ
て
も
其そ
の

時と
き

は
決け
つ

し
て
泣な

く
こ
と
が
な
い
。
鉄て
つ

砲ぽ
う

玉だ
ま

は
麦む
ぎ

藁わ
ら

の
籠か
ご

へ
も
入い

れ

ら
れ
た
。
与よ

吉き
ち

は
そ
れ
を
大だ
い

事じ

相さ
う

に
持も

つ
て
は
時と
き

々ど
き

覗の
ぞ

き
な
が
ら
、
お
つ
ぎ
が
炊す
ゐ

事じ

の
間
あ
ひ
だ
を
大
人
お
と
な

し
く
し
て
坐す
わ

つ
て
居ゐ

る
の
で
あ
つ
た
。」（
結
）

（
六
）「
春は

る

は
空そ
ら

か
ら
さ
う
し
て
土つ
ち

か
ら
微
か
す
か
に
動う
ご

く
。
毎ま
い

日に
ち

の
や
う
に
西に
し

か
ら

埃ほ
こ
りを
捲ま

い
て
来く

る
疾し
つ

風ぷ
う

が
ど
う
か
す
る
と
は
た
と
止と
ま

つ
て
、
空く
う

際さ
い

に
は
ふ
わ

く

と
し
た
綿わ
た

の
や
う
な
白し
ろ

い
雲く
も

が
ほ
つ
か
り
と
暖
あ
た
ゝ
か
い
日に
つ

光
く
わ
う
を
浴あ

び
よ
う
と
し
僅
わ
ず
か
に

立た

ち
騰の
ぼ

つ
た
と
い
ふ
や
う
に
、
動う
ご

き
も
し
な
い
で
凝じ

然つ

と
し
て
居ゐ

る
こ
と
が
あ

る
。」（
頭
）「
手て

ラ
ン
プ
の
ぼ
う
と
立た

つ
油ゆ

煙え
ん

が
ほ
ぐ
れ
た
髪か
み

へ
靡な
び

き
掛か
ゝ

る
の
も

知し

ら
ず
に
お
つ
ぎ
は
そ
つ
ち
こ
つ
ち
へ
と
単ひ
と

衣へ

を
弄い
ぢ

つ
て
居ゐ

た
。『
汝わ
れ

う
つ
か
り

し
て
、
そ
う
れ
燃も

え
つ
ち
ま
あ
ぞ
』
勘か
ん

次じ

は
油ゆ

煙え
ん

が
復ま

た
傾
か
た
む
い
た
時と
き

慌あ
わ

て
ゝ
お
つ

ぎ
の
髪か

み

へ
手て

を
当あ

て
ゝ
い
つ
た
。」（
結
）

（
七
）「
勘か

ん

次じ

の
田た

畑は
た

は
晩ば
ん

秋し
う

の
収し
う

穫
く
わ
く
が
み
じ
め
な
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は

気き

候こ
う

が
悪わ
る

い
の
で
も
な
く
、
又ま
た

土と

地ち

が
悪わ
る

い
の
で
も
な
い
。
耕か
う

耘う
ん

の
時じ

期き

を
逸い
つ

し

て
居ゐ

る
の
と
、
肥ひ

料れ
う

の
欠け
つ

乏ば
ふ

と
で
幾い
く

ら
焦あ

慮せ

つ
て
も
到た
う

底て
い

満ま
ん

足ぞ
く

な
結け
つ

果く
わ

が
得え

ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。」（
頭
）「
其そ

の

晩ば
ん

は
其そ

れ
つ
切き

り
二
人
ふ
た
り

の
間
あ
ひ
だ
に
噺
は
な
し
は
な
か
つ
た
。」

（
結
）以

下
省
略
。
｜
｜
か
つ
て
福
田
恆
存
は
田
山
花
袋
の
『
田
舎
教
師
』
に
つ
い
て
、

「『
田
舎
教
師
』
の
主
人
公
は
林
清
三
で
あ
る
よ
り
は
、
私
に
は
そ
れ
ら
の
田
舎
町

の
風
物
や
生
活
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す

（
７
）
。」
と
い
う
感
慨
を
「
解
説
」
の
な

か
で
述
べ
て
い
た
が
、『
土
』
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
印
象
を
も
た
れ
る
人
も
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六

多
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
両
作
品
と
も
、
漱
石
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
斯
様
な

生
活
を
し
て
い
る
人
間
が
、
我
々
と
同
時
代
に
、
し
か
も
帝
都
を
去
る
程
遠
か
ら

ぬ
田
舎
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
悲
惨
な
事
実

（
８
）
」（
漱
石
「『
土
』
に
就つ
い

て
」）
を
描

写
し
た
物
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
時
代
は
も
と
よ
り
、
そ
の
田
舎
と
は
共
に
北
関

東
―
―
『
土
』
は
茨
城
県
南
西
部
、
現
在
の
石
下
町
を
中
心
と
し
た
鬼
怒
川
沿
で

あ
り
、『
田
舎
教
師
』
は
明
治
四
十
二
年
の
作
品
で
、
埼
玉
県
北
東
部
の
熊
谷
、

行
田
、
羽
生
の
各
市
を
中
心
と
し
た
利
根
川
沿
に
位
置
す
る
内
陸
部
に
て
共
に
展

開
さ
れ
て
お
り
、
物
語
の
主
題
や
描
写
、
記
述
の
手
法
も
ま
た
共
に
自
然
主
義
と

称
さ
れ
る
ほ
ど
写
実
的
な
の
だ
か
ら
類
似
性
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
（
猶
、

長
塚
節
は
明
治
十
二
年
、
茨
城
県
結
城
郡
岡
田
村
〈
現
、
石
下
町
〉
生
ま
れ
。
田

山
花
袋
は
明
治
五
年
〈
陰
暦
で
は
明
治
四

（
９
）
年
〉、
栃
木
県
〈
明
治
九
年
よ
り
群
馬

県
〉
邑
楽
郡
館
林
町
〈
現
、
館
林
市
〉
生
ま
れ
で
あ
る
。
節
は
家
郷
に
と
ど
ま
り
、

花
袋
は
出
郷
し
て
そ
れ
ぞ
れ
活
躍
し
た
と
い
う
違
い
が
あ
る
）。

三

烈
し
い
西
風
が
目
に
見
え
ぬ
大
き
な
塊
を
ご
う
つ
と
打
ち
つ
け
て
は
又
ご
う
つ

と
打
ち
つ
け
て
皆
痩
こ
け
た
落
葉
木
の
林
を
一
日
苛
め
通
し
た
。
―
―
と
い
う

『
土
』
の
書
き
出
し
を
改
め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
な
く
、
冒
頭
第
一
段
落
の
な
か

に
作
品
全
体
の
特
色
が
結
集
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
て
も
決
し
て

過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
各
章
の
冒
頭
は
話
題
や
場
所
、
季
節
な
ど
を
転
換
さ
せ
、

話
題
や
人
物
の
言
動
な
ど
の
展
開
や
運
び
は
結
び
の
段
落
が
担
っ
て
い
る
か
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
特
色
と
は
、
冒
頭
の
第
一
段

落
を
は
じ
め
と
す
る
各
章
の
書
き
出
し
が
時
候
の
推
移
を
明
示
し
、
そ
の
情
景
を

具
体
的
に
描
写
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
冒
頭
の
「
短
い
冬
の
日
」
に
始
ま
り
、

第
六
章
の
「
春
は
空
か
ら
さ
う
し
て
土
か
ら
微
に
動
く
」
に
受
け
継
が
れ
、
た
ち

ま
ち
第
七
章
の
「
勘
次
の
田
畑
は
晩
秋
の
収
穫
」
へ
と
巡
る
の
で
あ
る
。
第
八
章

に
な
る
と
再
び
「
与
吉
が
五
つ
の
春
に
成
つ
た
」
と
、
新
た
な
季
節
の
訪
れ
を
喜

ぶ
間
も
な
く
、
第
十
章
に
て
「
秋
」
に
な
り
、
第
十
二
章
に
て
ま
た
「
冬
」
が
告

げ
ら
れ
る
。「
冬
来
た
り
な
ば
春
遠
か
ら
じ
」
と
は
実
に
そ
の
通
り
に
て
名
言
と

思
わ
れ
る
も
の
の
、
第
十
三
章
に
至
っ
て
は
夏
の
日
ざ
し
を
浴
び
な
が
ら
躍
動
す

る
人
々
の
姿
が
語
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
た
ち
ま
ち
「
初
秋
の
風
」
が
吹
き
渡
り

冬
へ
と
駆
け
足
で
過
ぎ
て
行
く
の
で
あ
る
。

―
―
こ
う
し
て
追
い
か
け
て
い
く
と
、『
土
』
は
秋
か
ら
冬
、
そ
し
て
春
の
季
節

の
な
か
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
夏
の
描
写
は
少
な
い
。
こ
れ
が

作
者
が
意
図
し
た
で
あ
ろ
う
物
語
の
展
開
で
あ
り
文
体
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ
て

は
軽
率
で
あ
ろ
う
か
。
秋
か
ら
冬
、
そ
し
て
春
―
―
こ
の
表
裏
一
体
を
な
す
季
節

を
生
き
る
こ
と
が
『
土
』
の
な
か
の
登
場
人
物
た
ち
に
限
ら
ず
、
生
き
と
し
て
生

け
る
も
の
た
ち
の
生
命
で
あ
り
必
然
で
あ
る
。
そ
の
必
然
を
受
け
入
れ
る
た
め
の

活
動
に
よ
っ
て
人
生
と
い
う
物
語
が
創
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
長
塚
節
は
言
っ
て
い

る
―
―
「
春は

る

は
冬ふ
ゆ

に
遠と
ほ

く
し
て
又ま
た

冬ふ
ゆ

と
相あ
ひ

隣
と
な
り
し
て
居ゐ

る
。」（
第
十
一
章
の
結
び
）

と
。
こ
の
一
文
は
作
者
の
節
が
そ
の
家
郷
に
て
体
得
し
た
実
感
で
あ
り
、
勘
次
一

家
の
実
情
を
如
実
に
も
の
語
っ
て
い
る
。
我
々
の
人
生
の
春
も
ま
た
、
や
が
て
来

る
冬
を
受
け
入
れ
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
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七

文
体
―
―
中
村
明
の
「
文
体
は
読
者
が
自
分
の
内
部
に
育
成
し
た
言
語
感
覚
と

密
接
に
か
か
わ
る
が
、
無
論
、
感
覚
そ
の
も
の
で
は
な
い
。〈
文
体
〉
は
ど
こ
か

に
静
的
に
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
作
品
を
通
し
て
読
者
が
作
者
と
ぶ

つ
か
り
合
う
行
為
の
過
程
で
現
象
と
し
て
成
立
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。」
と
い
う
見
解
や
、
同
じ
く
「
作
品
印
象
が
そ
の
ま
ま
文
体
印
象
で
は
な

い
よ
う
に
、
作
品
の
言
語
的
特
徴
が
必
ず
文
体
的
特
徴
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。

（
中
略
）
真
正
な
意
味
で
の
文
体
は
、
読
者
の
ス
タ
イ
ル
が
つ
か
み
と
っ
た
、
言

語
面
で
の
作
者
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
感
じ
と
っ
た
作
者
の
生
き
方

で
あ
る
と
言
っ
て
お
こ
う
。」「
こ
の
作
品
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
し
み
て
く
る
の

は
な
ぜ
か
。
二
つ
の
魂
を
つ
な
ぐ
意
思
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

そ
の
意
味
で
、
個
性
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
文
体
も
、
大
き
な
展
望
に
お
い
て
は
、

普
遍
へ
の
思
い
思
い
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
い

う
説
明
な
ど
を
一
読
す
る
に
及
ん
で
啓
発
さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
小
説
の
真
実
は
小

説
に
よ
っ
て
し
か
表
現
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
直
観
に
よ
っ
て
し
か
知

り
得
な
い
真
実
で
あ
ろ
う
と
、
文
学
は
そ
れ
を
こ
と
ば
で
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
点
で
、
知
性
的
な
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
文
体

論
の
存
在
理
由
も
消
え
る
。
小
説
は
元
来
作
り
話
で
あ
り
虚
構
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
れ
を
こ
と
ば
に
よ
っ
て
し
か
表
現
で
き
な
い
と
い
う
点
に
、
第
二
の
虚
構
が

あ
る
。」
と
い
う
考
え
方
に
も
教
え
ら
れ
、
学
び
な
が
ら
私
な
り
に
『
土
』
の
文

体
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
『
土
』
全
体
を
概
観
し
て
み
る
と
、
総
振
り
仮
名
つ
き
の
漢
字
表

記
に
し
て
漢
語
が
多
い
、
意
味
仮
名
（
熟
字
訓
も
含
む
和
文
脈
化
）
が
多
い
、
畳

（
12
）

（
11
）

（
10
）

語
が
多
い
、
音
象
徴
語
（
擬
音
語
、
擬
態
語
、
擬
情
語
）
が
多
い
、
方
言
（
特
に

会
話
に
）
が
多
い
、
比
喩
（
直
喩
、
擬
人
法
）
が
多
い
、
踊
（
躍
）
り
字
が
多
い

―
―
な
ど
と
い
う
一
目
瞭
然
の
「
客
体
的
文
体
論
」
を
越
え
て
、
身
土
一
体
と
も

言
う
べ
き
「
土
」
と
共
に
生
き
る
小
作
人
一
家
の
、
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
暮
ら

し
ぶ
り
や
言
動
、
情
景
な
ど
を
克
明
に
描
写
し
、
し
か
も
予
定
を
遙
か
に
越
え
て

連
載
し
続
け
た
作
者
の
姿
勢
、
自
負
、
自
責
、
自
虐
、
執
心
、
情
熱
、
拘
泥
、
心

意
気
な
ど
も
ま
た
、『
土
』
い
う
物
語
に
秘
め
ら
れ
、
作
品
を
貫
い
て
い
る
「
も

う
一
つ
の
文
体
」
な
の
で
は
な
い
か
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
長
塚
節
は
『
土
』

を
執
筆
す
る
前
の
短
編
小
説
『
炭
焼
の
む
す
め
』
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
、「
炭

焼
の
娘マ

マ

を
書
き
し
時
は
稿
を
改
む
る
こ
と
前
後
六
回
程
に
て
、
八
頁
の
も
の
に
六

ケ
月
を
費
し
申
候

恥
を
い
は
ね
ば
分
り
不
申
候
へ
共
事
実
此
の
如
く
候
」（
明
治

四
十
一
年
九
月
二
十
日
付
、
久
保
田
俊
彦
（
島
木
赤
彦
）
宛
書
簡
。
猶
、
短
編
小

説
『
炭
焼
の
む
す
め
』
は
明
治
三
十
九
年
七
月
二
十
五
日
発
行
の
『
馬
酔
木
』
創

刊
三
周
年
記
念
号
に
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
）
と
伝
え
、「
そ
れ
は
小
生
自
ら
近

来
全
く
散
文
的
の
頭
脳
に
相
成
、
歌
に
全
く
絶
縁
致
し
来
り
候
故
に
有
之
可
申
候
」

（
明
治
四
十
二
年
九
月
十
四
日
付
、
佐
久
間
政
雄
宛
書
簡
）
と
も
伝
え
て
い
る
。

そ
の
少
し
前
に
は
「
余
は
天
然
を
酷
愛
す
。
故
に
余
が
製マ

マ

作
は
常
に
天
然
と
相
離

る
ゝ
こ
と
能
は
ず
。」（「
写
生
断
片
」
の
冒
頭
。
明
治
四
十
二
年
一
月
二
十
五
日

発
行
『
為
桜
』
第
三
十
六
号
）
と
強
調
し
、「
真
実
を
離
れ
て
文
章
は
な
い
。
文

章
の
値
打
は
人
を
動
か
す
に
あ
る
。
人
を
動
か
す
の
は
真
実
以
外
に
何
物
も
な

い
。」（「
写
生
文
を
つ
く
れ
」。
明
治
四
十
四
年
七
月
二
十
五
日
発
行
『
為
桜
』
第

六
十
五
号
）
な
ど
と
い
う
信
念
に
貫
か
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
描
写
や
表
現
を
創

（
17
）

（
16
）

（
15
）

（
14
）

（
13
）
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八

出
し
た
感
性
、
創
作
に
取
り
組
ん
だ
動
機
づ
け
、
生
来
の
資
質
な
ど
に
包
ま
れ
て

引
き
出
さ
れ
た
の
が
、
表
現
と
い
う
字
面
を
支
え
て
い
る
「
も
う
一
つ
の
文
体
」

な
の
で
あ
る
。
そ
の
「
も
う
一
つ
の
文
体
」
は
身
心
一
如
、
身
土
不
二
に
等
し
い

作
者
の
生
き
方
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
、
生
き
方
の
投
影
で
あ
っ
た
と
言
い
た
い
の

で
あ
る
。
話
し
方
も
含
め
た
人
そ
れ
ぞ
れ
の
「
文
体
」
は
、
そ
の
生
誕
の
地
に
て

授
け
ら
れ
育
み
培
い
、
そ
し
て
蓄
積
し
た
教
養
の
具
現
で
あ
る
。
長
塚
節
に
於
い

て
は
、『
万
葉
集
』
以
来
歌
枕
と
し
て
歌
わ
れ
て
き
た
「
筑
波
山
」
を
朝
な
夕
な

身
近
に
眺
め
、
同
郷
人
と
し
て
「
東
歌
」
に
寄
せ
る
歴
史
的
な
共
感
が
、
郷
土
に

対
す
る
深
い
愛
情
（
郷
土
愛
）
や
自
負
と
な
っ
て
書
き
貫
か
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
も
強
調
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
―
―
筆
づ
か
い
は
心
づ
か
い
で
あ
り
、
文

字
の
乱
れ
は
心
の
乱
れ
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
私
の
主
意
で
あ
り
結
論
で
あ
る
。

（
ち
ば
　
み
つ
ぎ
・
高
崎
経
済
大
学
地
域
政
策
学
部
教
授
）

〈
注
〉

（
１
）『
漱
石
全
集
』（
岩
波
書
店
）
第
十
一
巻
、
二
三
八
｜
二
三
九
頁
。

（
２
）
注
（
１
）
に
同
じ
。
第
十
四
巻
、
八
二
一
頁
。

（
３
）『
子
規
全
集
』（
ア
ル
ス
）
第
十
五
巻
、
三
九
一
頁
。
原
文
に
は
句
読
点
は
な
い
。

（
４
）『
左
千
夫
全
集
』（
岩
波
書
店
）
第
五
巻
、
一
九
四
頁
。「
正
岡
子
規
君
」
よ
り
引

用
。

（
５
）『
長
塚
節
全
集
』（
春
陽
堂
）
第
六
巻
、
二
一
四
頁
。

（
６
）
平
輪
光
三
『
人
間
　
長
塚
節
』（
角
川
書
店
）
六
十
八
頁
。

（
７
）
田
山
花
袋
『
田
舎
教
師
』（
新
潮
文
庫
）
二
五
八
頁
。

（
８
）『
長
塚
節
全
集
』（
春
陽
堂
）
第
一
巻
、
五
｜
六
頁
。『
漱
石
全
集
』（
岩
波
書
店
）

で
は
第
十
一
巻
、
五
九
二
頁
。

（
９
）
花
袋
の
生
年
月
日
に
つ
い
て
は
、
花
袋
誕
生
直
後
に
実
施
さ
れ
た
暦
法
の
改
正

に
よ
っ
て
二
通
り
の
記
述
が
あ
る
の
で
注
意
さ
れ
た
い
。
詳
細
は
、
拙
著
『
田

舎
者
の
文
学
』（
高
文
堂
出
版
社
）
一
五
五
頁
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
有

難
い
。

（
10
）
中
村
明
『
日
本
語
の
文
体
｜
｜
文
芸
作
品
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
』（
岩
波
書
店
）

一
六
二
頁
。

（
11
）
中
村
明
「
文
体
に
お
け
る
個
別
性
と
普
遍
性
」
よ
り
引
用
。『
文
体
論
の
世
界
』

（
三
省
堂
）
二
十
九
｜
三
〇
頁
。

（
12
）
東
田
千
秋
「
小
説
の
文
体
」
よ
り
引
用
。『
文
体
論
入
門
』（
三
省
堂
）
五
十
五

頁
。

（
13
）『
土
』
の
文
字
づ
か
い
や
単
語
な
ど
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
私
な
り
に
考

察
し
、
断
片
的
な
が
ら
ま
と
め
て
み
た
こ
と
が
あ
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
け

れ
は
有
難
い
。
拙
著
『
可
惜
あ
た
ら

命
の
文
学
』（
双
文
社
出
版
）
一
五
五
頁
以
下
、

及
び
一
七
六
頁
以
下
の
各
章
。
ま
た
、
同
じ
く
拙
著
『「
近
代
」
と
闘
っ
た
人

び
と
』（
高
文
堂
出
版
社
）
一
七
七
頁
以
下
の
章
。

（
14
）
注
（
５
）
に
同
じ
。
第
六
巻
、
二
五
六
頁
。

（
15
）
注
（
５
）
に
同
じ
。
第
六
巻
、
二
九
六
頁
。

（
16
）
注
（
５
）
に
同
じ
。
第
五
巻
、
三
十
三
頁
。

（
17
）
注
（
５
）
に
同
じ
。
第
五
巻
、
五
十
九
頁
。

附
記
　
本
小
考
は
、
日
本
文
体
論
学
会
、
第
77
回
大
会
（
平
成
12
年
６
月
11
日
、

明
治
大
学
神
田
駿
河
台
校
舎
）
に
て
口
頭
発
表
し
た
要
旨
に
加
筆
し
た

も
の
で
あ
る
。


