
息を
「
吹
く
」
し
ぐ
さ
と
「
吸
う
」
し
ぐ
さ
ー
ウ
ソ
ブ
キ
と
ね
ず
鳴
き
の
呪
術
性
－
　
　
常
光
徹

↓
字
Φ
羽
「
③
O
工
O
O
O
噛
m
×
字
Φ
一
一
コ
Q
Φ
コ
O
一
コ
7
③
一
一
コ
0
＞
一
「
ー
吟
字
Φ
一
≦
③
Q
一
〇
〇
輪
⊂
ω
O
ひ
⊆
《
一
〇
コ
O
Z
Φ
N
C
コ
③
×
一
1

はじ
め
に

0息を
吹
く
民
俗

②
息
を
吸
う
民
俗

［論
文要
邑
呂

　本
稿
は
、
あ
る
対
象
に
向
け
て
意
識
的
に
息
を
吹
く
し
ぐ
さ
と
、
何
ら
か
の
意
図
の
も
と
に
息
を
　
　
　
　
ブ
キ
と
い
う
。
ウ
ソ
ブ
キ
を
す
る
と
、
風
が
起
き
る
と
か
、
蜂
が
逃
げ
て
い
く
と
い
う
俗
信
に
つ
い

吸う
し
ぐ
さ
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
ぐ
さ
の
伝
承
に
関
す
る
資
料
に
は
ま
と
ま
っ
た
も
　
　
　
　
て
も
考
察
す
る
。

の

が無
く
、
部
分
的
な
事
例
が
各
種
の
報
告
書
に
混
在
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
　
　
　
　
　
第
二
章
で
は
、
息
を
「
吸
う
」
し
ぐ
さ
を
取
り
上
げ
る
。
チ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
と
音
を
た
て
て
息
を
吸

究
に
お
い
で
も
、
特
定
の
テ
ー
マ
以
外
に
は
話
題
に
な
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
「
吹
く
」
　
　
　
　
う
し
ぐ
さ
を
ね
ず
鳴
き
と
い
い
、
漁
師
が
魚
を
釣
る
と
き
や
海
女
が
海
に
潜
る
際
に
行
う
。
こ
れ
は

と
「
吸
う
」
に
ま
つ
わ
る
資
料
を
分
類
し
、
そ
の
呪
術
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
か
な
海
の
幸
を
期
待
す
る
呪
術
的
な
行
為
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
遊
女
が
客
を
呼
び
込
も
う
と
す

　第
一
章
で
は
、
息
を
「
吹
く
」
し
ぐ
さ
を
取
り
上
げ
る
。
火
傷
や
怪
我
、
あ
る
い
は
毒
虫
に
刺
さ
　
　
　
　
る
と
き
に
も
ね
ず
鳴
き
を
行
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
動
物
を
呼
ぷ
と
き
に
も
こ

れ
た
と
き
な
ど
に
、
呪
い
歌
を
唱
え
て
負
傷
し
た
箇
所
を
フ
ー
フ
ー
と
吹
く
し
ぐ
さ
は
広
く
行
わ
れ
　
　
　
　
の
し
ぐ
さ
が
み
ら
れ
る
。

てき
た
。
呪
い
歌
の
力
で
痛
み
を
取
り
去
り
治
癒
の
効
果
を
期
待
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
際
、
息
を
　
　
　
　
吹
く
し
ぐ
さ
に
、
邪
悪
な
モ
ノ
を
払
い
の
け
遠
ざ
け
る
は
た
ら
き
が
強
調
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

吹き
か
け
る
の
は
、
邪
悪
な
モ
ノ
や
不
浄
な
も
の
を
祓
い
浄
化
す
る
た
め
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
　
　
　
吸
う
し
ぐ
さ
に
は
、
外
部
の
も
の
を
招
き
寄
せ
る
は
た
ら
き
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
違
い
は
「
吹
く
」

息
を
吹
い
て
妖
怪
を
追
い
払
う
場
合
も
あ
る
が
、
反
対
に
、
妖
怪
か
ら
人
が
吹
か
れ
る
の
は
危
険
な
　
　
　
　
と
「
吸
う
」
と
い
う
息
遣
い
の
あ
り
方
と
重
な
っ
て
お
り
、
「
吹
く
」
か
「
吸
う
」
か
の
違
い
は
、
そ

状
態
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
民
間
説
話
の
怪
談
の
な
か
に
は
、
妖
怪
が
息
を
吹
き
か
け
て
人
を
殺
　
　
　
　
れ
そ
れ
の
伝
承
群
の
意
味
や
機
能
の
方
向
性
を
基
本
的
に
規
定
し
て
い
る
。

す
モ
テ
ィ
ー
フ
が
成
立
し
て
い
る
。
口
を
す
ぼ
め
て
息
を
強
く
吹
い
た
り
口
笛
を
吹
く
こ
と
を
ウ
ソ

5
5

2
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は
じ
め
に

　
行
為
や
し
ぐ
さ
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
は
、
身
体
、
病
、
感
性
と
い
っ
た
主
題

と
と
も
に
今
後
の
新
し
い
展
開
が
期
待
さ
れ
る
領
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

は
「
笑
い
」
や
「
指
切
り
」
な
ど
特
定
の
テ
ー
マ
に
関
心
が
集
ま
る
傾
向
が
み
ら
れ
、

行
為
や
し
ぐ
さ
そ
れ
自
体
を
対
象
と
し
て
総
合
的
な
視
座
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
話
題
に
す
る
、
あ
る
対
象
に
向
け
て
意
識
的
に
息
を
吹
く
、

あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
息
を
吸
う
と
い
う
し
ぐ
さ
（
も
し
く
は
行
為
）

に

つ
い

て

も
、
従
来
検
討
さ
れ
る
機
会
の
乏
し
か
っ
た
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
た

だ
一
口
に
、
「
吹
く
」
と
「
吸
う
」
に
関
す
る
伝
承
と
い
っ
て
も
、
当
然
、
そ
れ
が
機

能
す

る
場
の
状
況
や
文
脈
の
な
か
で
そ
の
性
格
は
一
様
で
は
な
い
が
、
あ
る
状
況
の

変
化

を
期
待
す
る
呪
術
的
な
意
味
を
帯
び
て
行
わ
れ
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
し
ぐ
さ
に
ま
つ
わ
る
資
料
を
整
理
・
分
類
し
、
主
に
そ
の

呪
術
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
「
吹
く
」
と
「
吸
う
」
と
い
う
対
照
的

な
ベ
ク
ト
ル
の
向
き
が
、
二
つ
の
伝
承
群
の
意
味
や
機
能
の
違
い
と
し
て
表
出
さ
れ

る
点
に
つ
い
て
も
触
れ
る
。

0
息
を
吹
く
民
俗

　
川
災
厄
を
祓
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
じ
な

　
愛
媛
県
上
浮
穴
郡
久
万
町
の
渡
辺
満
尾
氏
の
家
に
は
、
火
傷
の
呪
い
と
血
止
め
の

呪
い

が

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
以
一
9
0
、
毎
年
の
よ
う
に
渡
辺
氏
の
家
に
や
っ
て
き
て
接

待

を
受
け
て
い
た
遍
路
が
、
お
礼
代
わ
り
に
教
え
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
り
　
　
　
　
　
　
　
け
た

傷

を
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
場
で
す
ぐ
「
霜
柱
氷
の
梁
に
雪
の
桁
　
雨
の
垂
木
に
霧

　
ふ
き
く
さ

の

葺
草

　
ナ
ム
ア
ブ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
く
く
」
と
唱
え
て
、
痛
む
箇
所
を
自

分
の

口
で
フ
ウ
フ
ウ
フ
ウ
と
三
回
吹
く
。
こ
れ
を
三
回
繰
り
返
す
と
不
思
議
に
痛
み

が

止

ま
る
と
い
う
〔
渡
辺
　
一
九
七
四
〕
。
「
霜
柱
氷
の
」
の
歌
は
火
伏
せ
の
目
的
で

も
唱
え
ら
れ
る
呪
歌
の
一
種
で
あ
る
。
野
本
寛
一
は
、
こ
の
歌
の
呪
的
な
原
理
に
つ

い

て

「
火

を
消
す
力
を
持
つ
『
水
』
が
、
霜
・
雪
・
雨
・
露
と
い
う
様
々
な
形
で
列

挙
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
が
建
築
物
の
部
位
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

と
説
明
し
て
い
る
〔
野
本
　
一
九
九
三
a
〕
。
火
傷
の
際
に
こ
の
歌
が
用
い
ら
れ
る
の

も
、
火
が
も
た
ら
す
災
い
を
打
ち
消
す
と
い
う
点
で
共
通
の
心
意
に
根
ざ
し
て
い
る

の

は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
注
目
し
て
み
た
い
の
は
、
呪
歌
の
最
後
に
フ
ウ

フ

ウ
フ
ウ
と
息
を
吹
き
か
け
る
し
ぐ
さ
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
火
傷
の
治
療

に
つ
い
て
類
似
の
伝
承
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
み
ら
れ
る
。

㈲
　
「
ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
朝
霧
に
島
が
く
れ
ゆ
く
舟
を
し
そ
思
ふ
」
と
い
う

歌

を
三
回
唱
え
て
、
息
を
患
部
に
吹
き
か
け
る
（
奈
良
県
磯
城
郡
）
〔
恩
賜
財
団
母
子

愛
育
会
　
一
九
七
五
〕

㈹

　
「
猿
沢
の
池
の
ほ
と
り
の
さ
さ
竹
は
　
火
焼
き
場
や
き
の
薬
と
な
る
そ
や
　
ア

ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
」
と
三
回
唱
え
て
、
息
を
大
き
く
フ
ウ
フ
ウ
フ
ウ
と
三
回
吹

き
か
け
な
が
ら
「
七
谷
明
神
の
お
水
を
榊
の
葉
で
患
部
に
か
け
て
冷
や
す
（
高
知
県

大
川
村
）
〔
北
村
　
二
〇
〇
一
〕
。

㈲
の

歌
は

『
古
今
和
歌
集
』
に
み
え
る
よ
み
人
知
ら
ず
だ
が
柿
本
人
麻
呂
の
作
と
も

い

わ
れ
る
歌
で
、
こ
こ
で
は
、
人
麻
呂
（
人
丸
）
を
火
止
る
の
意
味
に
掛
け
て
い
る
。

倒
の

「
猿
沢
の

池
」
も
火
を
鎮
め
る
す
ぐ
れ
た
力
を
も
つ
と
信
じ
ら
れ
、
火
伏
せ
や

火
傷
の
治
癒
に
効
果
が
あ
る
と
す
る
伝
承
は
多
い
〔
花
部
　
一
九
九
八
〕
。
い
ず
れ
も
、

言
葉
の
呪
的
な
作
用
に
よ
っ
て
火
傷
の
治
癒
を
願
う
も
の
だ
が
、
最
後
に
息
を
吹
き

か

け
る
し
ぐ
さ
が
つ
い
て
い
る
。
呪
歌
や
呪
文
を
唱
え
る
際
に
こ
の
し
ぐ
さ
を
伴
っ

て

い

る
例
は
少
な
く
な
い
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

○
　
沖
縄
県
中
頭
郡
北
中
城
村
で
は
ウ
ル
シ
に
か
ぶ
れ
る
こ
と
を
ハ
ジ
マ
キ
と
い
う

　
　
が
、
ハ
ジ
マ
キ
は
た
だ
の
か
ぶ
れ
で
は
な
く
一
種
の
崇
り
だ
と
信
じ
ら
れ
、
熱

　
　
田
で
は
ハ
ジ
マ
キ
に
か
か
る
と
ハ
ジ
マ
キ
の
神
に
出
会
っ
た
の
だ
ね
と
い
っ
て

　
　
カ
ッ
テ
ィ
（
手
馴
れ
た
人
）
が
息
を
吹
き
か
け
て
呪
文
を
唱
え
た
り
、
ま
た
、
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ハ
ジ
マ
キ
の
木
に
石
を
下
げ
る
呪
い
な
ど
を
し
た
〔
北
中
城
村
　
一
九
九
六
〕
。

○
血
を
止
め
る
に
は
、
白
い
き
れ
い
な
紙
（
紙
が
な
け
れ
ば
き
れ
い
な
葉
）
を
九
つ
に

　
　
折

り
「
や
ま
お
く
の
お
に
の
か
け
た
る
た
ま
だ
す
き
、
め
も
は
も
き
れ
て
か
た

　
　
ち
も
な
し
、
ア
ビ
ラ
オ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
」
と
三
回
言
い
、
紙
ま
た
は
葉
を
傷
口

　
　
に
あ
て
三
度
息
を
吹
き
か
け
る
（
岡
山
市
）
〔
有
森
　
一
九
六
三
〕

○
　
目
に
入
っ
た
塵
を
取
る
ま
じ
な
い
は
「
向
え
の
ば
ば
さ
、
目
ち
り
が
は
い
っ
た

　
　

で
、
杓
子
を
も
っ
て
と
り
に
こ
い
」
と
言
っ
て
、
プ
ー
ッ
と
目
を
吹
い
や
る

　
　
（
岐
阜
県
）
〔
板
取
村
教
育
委
員
会
　
一
九
八
二
〕

○
　
す
ば
こ
の
と
き
に
は
「
朝
日
さ
し
こ
う
が
の
山
の
痩
せ
女
（
男
）
招
か
つ
と
す

　
　
れ
ど
こ
う
で
い
た
さ
よ
ア
ブ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
」
と
三
度
唱
え
て
痛
い
と
こ

　
　
ろ
を
三
度
吹
く
（
長
野
県
北
安
曇
郡
）
〔
信
濃
教
育
会
　
一
九
三
二
〕

○
　
ク
サ
（
瘡
）
が
で
き
た
と
き
は
「
セ
ン
グ
ワ
ン
（
千
貫
？
）
の
牛
、
こ
の
草
み

　
　
な
取
っ
て
く
れ
、
ア
ベ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
」
と
唱
え
て
、
患
部
に
息
を
吹
き

　
　
か

け
る
こ
と
を
三
回
繰
り
返
す
（
奈
良
県
）
〔
鈴
木
　
一
九
八
二
〕

　
病
気
や

怪
我
だ

け
で
な
く
、
腹
や
ム
カ
デ
な
ど
に
咬
ま
れ
た
際
に
も
呪
歌
を
唱
え

て

傷
口
に
息
を
吹
き
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
富
山
県
東
砺
波
郡
で
は
、

腹

に
咬
ま
れ
た
と
き
に
は
「
宝
の
山
の
知
者
マ
ム
シ
、
チ
ボ
ヨ
（
道
芝
）
の
恩
を
忘

れ
た
か
」
と
一
気
に
三
喝
し
傷
口
に
息
を
吹
き
か
け
る
〔
鈴
木
　
一
九
八
二
〕
と
言

い
、
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
で
は
、
ム
カ
デ
に
咬
ま
れ
た
箇
所
を
口
で
吹
き
な
が
ら
「
こ

こ
か
筑
前
大
近
の
渡
し
、
ム
カ
デ
な
ん
ぞ
わ
ざ
わ
い
す
ん
な
、
ア
ブ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
、

ア
ブ
ラ
カ
ス
」
と
三
回
唱
え
る
と
痛
み
が
取
れ
る
〔
鈴
木
　
一
九
八
二
〕
と
伝
え
て

い

る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
す
で
に
発
生
し
た
災
難
を
鎮
静
化
す
る
ケ
ー
ス
だ
が
、

事
前
に

防
ぐ
目
的
で
行
う
場
合
も
あ
る
。
山
梨
県
富
士
吉
田
市
古
原
で
は
、
山
に
入

る
と
き
蛇
や
ム
カ
デ
を
除
け
る
た
め
に
「
な
む
、
ち
り
ゅ
う
の
お
み
ょ
う
じ
ん
さ
ん
、

へ
び

に

も
、
む
か
で
に
も
、
あ
わ
せ
ね
ー
で
く
で
ー
」
と
唱
え
て
、
図
1
の
よ
う
に

人
差

し
指
と
親
指
で
四
角
形
を
つ
く
り
、
そ
の
間
か
ら
右
手
の
中
指
を
手
前
に
差
し

入
れ
て

「
フ

ー
フ
ー
フ
ー
」
と
三
回
吹
き
込
む
〔
富
士
吉
田
市
　
一
九
八
四
〕
。
穴
の

、

、

（

　　　図1蛇・ムカデよけのしぐさ

「古原の民俗　市史民俗調査報告書第三集』より

前
に

だ

し
た
中
指
を
蛇
や
ム
カ
デ
に
見
立
て
そ
れ
を
吹
き
払
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
他
人
の
怪
我
に
つ
い
て
手
ま
ね
物
ま
ね
を
ま
じ
え
て
話
し
た
と
き
に
は
、
あ

と
で
怪
我
の
箇
所
に
息
を
吹
き
か
け
て
お
か
な
い
と
自
分
も
同
じ
箇
所
に
怪
我
を
す

る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
（
岩
手
県
二
戸
地
方
）
　
〔
小
林
　
一
九
四
三
〕
。

　

日
常
生
活
を
送
る
上
で
怪
我
や
毒
虫
の
害
は
し
ば
し
ば
体
験
す
る
現
実
だ
が
、
そ

れ

を
た
ま
た
ま
遭
遇
し
た
不
運
だ
と
割
り
切
っ
て
す
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に

何
か

目
に
見
え
な
い
邪
悪
な
モ
ノ
の
影
響
を
感
じ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た

不
安
は
以
前
に
は
一
層
強
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
、
呪
い
を
駆
使
し
て
痛

み

を
取
り
去
り
治
癒
の
効
果
を
期
待
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
時
に
「
ふ
う
ふ
う
」
と

息
を
吹
き
か
け
る
の
は
、
邪
悪
な
モ
ノ
や
不
浄
な
も
の
を
祓
い
浄
化
す
る
た
め
だ
と

い

っ

て

よ
い
だ
ろ
う
。
高
知
県
香
美
郡
物
部
村
で
、
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
を
伝
承
す

る
小
松
為
繁
氏
に
よ
れ
ば
、
悪
い
も
の
が
人
に
取
り
愚
い
て
病
気
に
な
っ
た
と
き
に

は
、
指
を
ラ
ッ
パ
の
よ
う
に
組
ん
で
病
人
を
フ
ー
ッ
と
つ
よ
く
吹
い
て
祓
い
の
け
た

と
い
う
（
図
2
）
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
祈
祷
の
過
程
で
み
ら
れ
る
儀
礼
の
一
餉
で
あ
っ
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図2　病魔を吹き祓う　小松為繁氏（再現）

て

こ
れ
だ
け
で
懸
い
て
い
る
病
魔
が
退
散
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
こ
に

は
、
息
を
吹
く
こ
と
の
呪
的
な
機
能
の
一
面
が
窺
え
て
興
味
深
い
。
小
さ
な
怪
我
や

毒

虫
の
害
で
は
、
呪
文
を
唱
え
、
あ
る
い
は
患
部
を
さ
す
り
な
が
ら
、
最
後
に
顔
を

近
づ
け
て
息
を
吹
き
か
け
る
。
息
の
う
ご
き
は
邪
悪
な
モ
ノ
を
吹
き
飛
ば
す
感
覚
と

し
て
直
に
皮
膚
に
伝
わ
る
。
単
純
な
手
続
き
の
な
か
に
も
呪
い
の
効
果
が
実
感
さ
れ

る
。
し
か
し
、
太
夫
が
病
人
を
相
手
に
息
を
吹
き
か
け
る
場
合
に
は
、
対
象
が
大
き

い

だ

け
に
吹
く
側
と
吹
か
れ
る
側
の
間
隔
が
広
が
る
。
た
だ
吹
く
だ
け
で
は
息
の
力

動
は
距
離
に
吸
収
さ
れ
て
届
か
な
い
。
ラ
ッ
パ
状
に
組
ん
だ
手
は
、
病
人
の
体
全
体

を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
そ
の
延
長
は
ま
ち
が
い
な
く
病
魔
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

そ

れ
は
、
吹
き
出
す
息
の
無
駄
な
拡
散
を
防
ぎ
、
息
の
力
を
束
ね
て
目
標
を
的
確
に

照
射

す
る
た
め
の
演
出
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
岩
手
県
大
船
渡
市
で
は
「
流
行
病

の

人
と
話
を
し
た
ら
息
で
フ
ー
フ
ー
吹
き
返
せ
ば
う
つ
ら
ぬ
」
と
伝
え
て
い
る
。

　
邪
気

を
祓
う
と
い
う
心
意
に
根
ざ
し
た
類
似
の
俗
信
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
も

あ
る
。
「
奥
南
新
報
」
の
昭
和
六
年
八
月
四
日
付
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
は
し
か
み

　
悪
い

水
　
野
沢
（
階
上
村
）
の
さ
い
か
ち
平
の
人
が
、
春
先
に
杉
苗
を
植
え
る
に
、

　
　
や
　
ち

あ
る
谷
地
に
来
か
、
り
（
谷
地
の
名
は
記
憶
に
な
い
）
そ
こ
ま
で
く
る
と
、
急
に
水

を
欲
し
く
な
つ
た
。
持
つ
て
い
た
か
ん
だ
い
で
矢
も
鉄
砲
も
き
か
ず
そ
こ
を
掘
つ
て

い

た
。
山
に
い
つ
て
た
い
て
い
掘
る
と
水
が
湧
く
や
う
に
、
こ
ん
こ
ん
と
、
さ
い
か

ち
平
の
人
に
も
清
水
が
溢
れ
た
。
澄
む
の
を
ま
つ
て
、
す
ぐ
口
を
寄
せ
て
一
気
に
飲

む

と
、
見
る
み
る
う
ち
に
顔
が
は
れ
あ
が
り
、
身
体
に
ま
は
つ
て
い
つ
た
。
そ
し
て

家
に
着
く
か
着
か
な
い
う
ち
に
倒
れ
て
し
ま
つ
た
。
あ
と
で
き
く
と
、
そ
こ
で
昔
乞

食
が
死
ん
だ
と
こ
ろ
だ
つ
た
さ
う
だ
。
水
を
飲
む
に
は
直
に
口
を
や
ら
ず
手
で
掬
ふ

か

手
拭

を
浸
す
さ
う
で
あ
る
。
他
に
行
つ
て
飲
む
水
が
無
か
つ
た
場
合
に
悪
い
水
で

も
、
そ
の
上
に
指
で
「
水
」
の
一
字
を
三
度
書
き
、
ふ
う
、
ふ
う
、
ふ
う
と
吹
い
て

の

む

と
当
て
ら
れ
な
い
と
い
ふ
は
な
し
〔
青
森
県
環
境
生
活
部
　
一
九
九
八
〕
。

　
谷
地
の
水
を
飲
ん
で
倒
れ
た
の
は
、
昔
そ
の
場
所
で
死
ん
だ
乞
食
が
取
り
退
い
た

た

め
で
は
な
い
か
と
推
測
し
、
野
外
で
水
を
飲
む
に
は
息
を
吹
き
か
け
て
飲
む
と
よ

い

と
教
え
て
い
る
。
山
野
の
生
水
を
不
用
意
に
口
に
す
る
の
は
危
険
な
行
為
と
考
え

ら
れ
て
き
た
。
兵
庫
県
で
は
「
谷
川
の
水
を
飲
む
と
き
、
ホ
ー
と
言
う
と
あ
た
ら
な

い
」
と
い
う
〔
井
上
　
一
九
三
七
〕
。
ま
た
、
原
泰
根
は
『
茶
ア
喰
ら
い
爺
ー
負
の
民

俗

ー
』
（
初
芝
文
庫
）
の
な
か
で
、
長
崎
県
の
対
馬
に
行
っ
た
と
き
の
体
験
と
し
て

か
み

あ
が
た
　
　
さ
　
ご

「
上
県
の
佐
護
で
、
あ
る
お
年
寄
り
に
話
を
聞
い
て
い
て
、
飲
み
水
の
話
が
出
た
時
の

こ
と
で
あ
る
。
山
の
中
や
な
ん
か
で
喉
が
か
わ
い
て
来
て
水
が
飲
み
た
く
な
り
、
湧

き
水
を
飲
む
と
き
に
は
、
必
ず
『
ウ
ヲ
ォ
ー
ン
』
と
声
を
か
け
て
、
山
の
神
さ
ん
と

水
の
神
さ
ん
に
許
し
を
得
て
か
ら
飲
む
よ
う
に
し
た
ら
い
い
、
と
教
え
ら
れ
た
こ
と

が

あ
っ
た
。
八
十
歳
を
過
ぎ
た
お
ば
あ
さ
ん
の
教
え
で
あ
っ
た
」
と
報
告
し
て
い
る
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が

こ
れ
ら
も
同
類
で
あ
ろ
う
〔
原
　
一
九
九
四
〕
。
沖
縄
に
は
、
水
を
飲
む
と
き
の
呪

い

の
由
来
謂
が
語
ら
れ
て
い
る
。
該
当
す
る
箇
所
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
三
人
の

友
人
が
ね
親
し
く
毎
日
交
わ
っ
て
い
た
が
、
あ
る
日
二
人
は
か
わ
い
そ
う

に
、
先
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
二
人
は
、
お
ば
け
に
な
っ
て
、
中
の
一

人
が
言

う
に
は
「
さ
あ
僕
ら
は
、
あ
の
一
人
は
ス
ダ
に
変
り
な
く
、
一
人
で
淋
し
い

で

し
ょ
う
か
ら
、
命
を
と
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
一
人
の
お
ば
け

は
「
ど
ん
な
方
法
で
と
る
の
か
」
と
い
っ
た
。
す
る
と
「
彼
が
真
夜
中
に
水
飲
み
に

出
る
時
に
、
毒
を
入
れ
て
置
け
ば
」
と
。
こ
の
話
を
聞
い
て
い
た
一
人
は
「
彼
が
水

を
飲
も
う
と
す
る
前
に
、
水
に
息
を
プ
ー
ッ
と
吹
き
か
け
て
飲
め
ぱ
、
台
無
し
だ
よ
。

何

に
も
な
ら
ぬ
」
と
言
っ
て
か
ら
、
素
早
く
と
ん
で
行
っ
て
、
ス
ダ
の
友
人
に
「
今

晩
の
水
は
、
飲
む
前
に
、
フ
ー
ッ
と
吹
い
て
か
ら
飲
む
よ
う
に
」
と
教
え
た
の
で
、

さ
す
が
の
計
略
も
失
敗
し
た
（
宮
古
郡
多
良
間
村
）
〔
多
良
間
村
役
場
　
一
九
八
一
〕
。

　
水
を
飲
む
前
に
フ
ー
ッ
と
息
を
吹
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
霊
の
害
を
退
け
た

話
だ

が
、
ほ
か
に
も
、
「
子
ど
も
に
飲
ま
せ
る
水
に
は
息
を
吹
き
か
け
る
」
と
い
う
俗

信
の

由
来
を
説
く
昔
話
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　
②
妖
怪
を
吹
く
、
妖
怪
に
吹
か
れ
る

　

日
が
照
っ
て
い
る
の
に
雨
の
降
る
天
気
の
こ
と
を
「
日
当
た
り
雨
」
と
か
「
狐
の

嫁
入

り
」
な
ど
と
呼
ぷ
。
こ
の
と
き
に
狐
の
窓
を
作
っ
て
そ
の
穴
か
ら
覗
く
と
狐
の

嫁
入
り
行
列
が
見
え
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
妖
怪
の
正
体
を
見
破
る
の
に
狐
の
窓

か

ら
覗
く
と
よ
い
と
の
伝
承
は
各
地
に
あ
り
、
藍
亭
普
作
・
歌
川
国
丸
画
の
『
新
版

化
物
念
代
気
』
（
文
政
二
年
）
に
は
「
化
も
の
見
や
う
の
事
此
見
や
う
ハ
日
に
も
時

に

も
か
ま
ハ
つ
　
な
ン
で
も
あ
や
し
い
と
見
た
ら
バ
　
つ
の
ご
と
く
ゆ
び
を
く
ミ

け
し
や
う
の
も
の
か
ま
し
や
う
の
も
の
か
正
た
い
を
あ
ら
ハ
せ
ト
三
べ
ん
と
な
へ
て

の

ぞ

け
ハ
　
も
と
の
す
が
た
を
あ
ら
ハ
す
」
と
み
え
る
（
図
3
）
。
狐
の
窓
は
そ
こ
か

図3　狐の窓（「新版化物念代気」文政2年）湯本豪一氏所蔵
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ら
覗
き
見
る
と
と
も
に
穴
か
ら
息
を
吹
く
こ
と
も
あ
る
。
大
分
県
直
入
郡
で
は
「
狐

窓
を
し
て
吹
け
ば
狐
火
が
消
え
る
」
と
い
い
〔
高
田
　
一
九
二
五
〕
、
長
野
県
北
安
曇

郡
で
は
「
狐
に
騙
さ
れ
た
時
に
は
狐
の
窓
を
こ
し
ら
え
て
三
度
吹
け
ば
よ
い
」
〔
信
濃

教
育
会
　
一
九
三
二
〕
と
い
う
。
愛
知
県
渥
美
郡
伊
良
胡
塩
津
で
は
「
狐
の
火
を
見

た

時
に
は
指
を
組
合
せ
『
ソ
ー
コ
ー
ヤ
　
ア
サ
ダ
ガ
ハ
ラ
ニ
　
モ
ン
タ
ッ
テ
　
ト
ー

ヤ
ヒ
ガ
シ
ヤ
　
ラ
ン
ヤ
　
ア
ラ
ラ
ン
』
と
唱
え
、
そ
の
窓
へ
息
を
吹
き
込
む
と
狐
の

火
が

消
え
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
〔
白
井
　
一
九
三
〇
〕
。
当
然
、
狐
の
窓
か
ら
覗
い

た

り
息
を
吹
く
の
は
妖
異
に
向
け
て
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
人
に
向
け
て
行
っ
て
は
な

ら
な
い
。
大
分
県
直
方
郡
で
は
「
両
手
ノ
指
デ
狐
窓
ヲ
作
ッ
テ
其
ノ
窓
カ
ラ
ロ
デ
人

ヲ
吹
ク
ト
其
ノ
吹
カ
レ
タ
人
ガ
死
ヌ
ル
」
と
い
っ
て
禁
忌
と
さ
れ
て
い
る
〔
高
田

一
九
二
五
〕
。
狐
の
窓
に
限
ら
ず
人
に
向
か
っ
て
息
を
吹
き
か
け
る
の
を
忌
む
土
地
は

少

な
く
な
い
。
「
人
を
吹
け
ば
死
ん
だ
と
き
大
風
が
吹
く
」
（
岩
手
県
）
、
「
人
を
吹
く

と
福
が
逃
げ
る
」
（
長
野
県
丸
子
町
）
、
「
人
を
吹
く
と
ど
す
に
な
る
」
（
岐
阜
県
高
山

地
方
）
な
ど
と
い
う
。
秋
田
県
雄
勝
郡
や
平
鹿
郡
な
ど
で
「
人
に
息
を
吹
き
か
け
る

と
夜
間
幽
霊
に
息
を
吹
き
か
け
ら
れ
る
」
〔
東
北
更
新
会
　
一
九
三
九
〕
と
い
う
の
は
、

吹
き
祓
う
べ
き
対
象
か
ら
反
対
に
人
が
吹
か
れ
た
場
合
の
危
険
性
を
暗
示
し
て
い
る
。

幽
霊
や
妖
怪
か
ら
息
を
吹
き
か
け
ら
れ
る
と
い
う
薄
気
味
悪
い
想
像
力
は
、
怪
談
を

構
成
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
小
山
真
夫
編
『
小
県

郡
民
謹
集
』
に
こ
ん
な
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
あ
る
寺
の
小
僧
が
友
達
を
集
め
て
百
物
語
を
始
め
よ
う
と
蝋
燭
百
燈
を
点
し
て
本

堂
に
立
て
列
べ
た
。
別
室
で
怪
談
を
一
話
終
わ
る
と
話
し
手
が
本
堂
へ
行
っ
て
一
燭

を
吹
き
消
し
て
帰
る
。
臆
病
の
者
か
ら
先
に
や
り
だ
ん
だ
ん
剛
の
者
に
廻
る
の
で
あ

る
。
最
後
に
小
僧
と
荘
屋
の
息
子
と
が
残
っ
た
。
燈
は
二
本
と
な
り
一
本
と
な
り
遂

に

最

後
の
燈
も
消
え
た
。
先
に
す
ん
だ
人
々
は
終
わ
り
次
第
家
へ
帰
っ
た
が
や
り

残
っ
た
人
々
は
今
や
っ
と
す
ん
だ
所
。
夜
は
大
層
ふ
け
た
様
子
。
小
僧
の
す
す
め
で

二
人
は
寺
に
泊
ま
っ
た
そ
ろ
そ
ろ
眠
り
つ
い
た
が
独
り
眼
が
さ
へ
て
い
る
の
は
荘
屋

の

息
子
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
物
の
け
は
い
が
す
る
の
で
夜
着
の
袖
か
ら
細
目
に
見

て

い

る
と
幽
霊
が
う
ら
め
し
そ
う
に
小
僧
の
夜
着
を
持
上
げ
ふ
う
と
吹
い
て
去
っ
た
。

暫
く
す
る
と
又
来
て
刀
屋
の
息
子
を
ふ
う
と
吹
い
て
去
っ
た
。
そ
こ
で
二
人
の
名
を

呼
ぶ
に
返
事
が
な
い
。
も
う
死
ん
で
い
る
。
今
度
は
自
分
の
番
か
と
心
配
し
て
い
る

と
鶏
の
一
番
ど
き
が
し
た
の
で
安
心
し
て
家
へ
帰
っ
た
。
二
度
と
再
び
あ
ん
な
物
に

来
ら
れ
ぬ
よ
う
に
と
氏
神
に
祈
り
に
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
帰
り
が
け
に
い
つ
も
同
じ

女
に
会
う
、
願
が
き
れ
た
こ
ろ
に
は
何
と
な
く
心
安
く
な
り
遂
に
そ
の
女
と
夫
婦
に

な
っ
た
。
あ
る
晩
妻
が
勝
手
へ
行
っ
て
は
る
か
来
な
い
か
ら
窺
い
て
み
る
と
先
年
寺

で
み

た
幽
霊
そ
の
ま
ま
の
顔
で
火
を
吹
い
て
い
た
。
夫
は
急
に
胸
を
躍
ら
せ
た
。
百

物
語
は
去
年
の
今
夜
。
わ
っ
と
叫
ん
で
引
き
さ
が
っ
た
。
妻
は
急
に
走
り
よ
り
夫
を

一
跨
ぎ
に
ふ
う
と
吹
く
。
そ
の
一
息
に
夫
は
絶
命
し
た
。
　
（
里
老
）
〔
小
山
　
一
九
七

五
〕　

百
物
語
に

ま
つ
わ
る
怪
異
談
で
あ
る
。
幽
霊
に
「
ふ
う
」
と
吹
か
れ
た
小
僧
と
刀

屋
の
息

子
は

そ

の

場
で
絶
命
す
る
。
そ
の
日
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
後
の
夜
、
荘
屋
の

息
子
の

妻
が
幽
霊
そ
の
ま
ま
の
顔
で
火
を
吹
い
て
い
た
と
い
う
の
は
怖
い
。
野
村
純

一
は
こ
の
話
の
結
構
に
つ
い
て
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
『
怪
談
』
に
収
め
ら
れ

た
「
雪
女
」
に
通
じ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
〔
野
村
　
一
九
九
八
〕
。
ハ
ー
ン
の
「
雪

女
」
は
、
西
多
摩
郡
調
布
村
（
東
京
都
青
梅
市
）
の
百
姓
が
土
地
に
伝
わ
る
伝
説
と

し
て
語
っ
た
も
の
だ
と
い
う
が
原
話
を
辿
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
成
立
過
程
に
つ

い

て

は
外
国
文
学
の
影
響
が
つ
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
が
、
大
島
広
志
は

「
小
屋
に

現
れ
た

白
装
束
の
女
が
、
寝
て
い
る
茂
作
の
上
に
か
が
み
こ
み
息
を
吹
き
か

け
て
殺
す
」
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
山
仕
事
に
従
事
す
る
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
早
く
か
ら

伝
承

さ
れ
て
き
た
可
能
性
が
高
い
と
論
じ
て
い
る
〔
大
島
　
一
九
九
八
〕
。
大
島
が
事

例
の

一
つ

と
し
て
紹
介
し
て
い
る
東
京
都
西
多
摩
郡
桧
原
村
の
昔
話
「
大
き
な
柳
の

木
」
は
興
味
深
い
。
こ
の
話
は
、
谷
間
の
大
き
な
柳
の
木
を
数
人
の
木
こ
り
が
伐
る

こ
と
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
あ
る
晩
、
一
人
の
若
い
木
こ
り
が
表
に
で
た
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と
こ
ろ
、
美
し
い
女
が
立
っ
て
い
て
、
柳
の
木
を
伐
ら
な
い
で
く
れ
と
懇
願
す
る
。

し
か
し
、
木
こ
り
た
ち
は
女
の
願
い
を
聞
き
入
れ
ず
に
伐
り
倒
し
て
し
ま
う
。
そ
の

夜
、
若
者
は
小
屋
の
な
か
で
怖
ろ
し
い
光
景
を
目
撃
す
る
。

　

そ
し
た
ら
、
雪
が
ぱ
ら
ぱ
ら
降
り
始
め
て
き
て
ね
、
そ
い
で
小
屋
の
中
で
み
ん
な

で
一
杯
お
酒
を
飲
ん
で
、
火
を
燃
し
て
あ
た
っ
て
、
あ
し
た
か
ら
木
を
引
き
出
さ
な

き
ゃ
な
ら
な
い
っ
て
ゆ
う
ん
で
、
小
屋
で
み
ん
な
一
杯
飲
ん
だ
か
ら
み
ん
な
う
た
た

寝
に
寝
ち
ま
っ
た
。
そ
し
た
ら
、
そ
の
若
者
は
、
夕
べ
き
た
女
の
人
が
気
に
な
っ
て

眠
れ

な
い
ん
だ
っ
て
。
そ
い
で
、
そ
こ
に
ね
え
座
っ
て
い
る
と
、
向
こ
う
の
方
か
ら

赤
く
な
っ
た
な
あ
と
思
っ
た
ら
、
女
の
人
が
来
た
の
。
も
の
す
ご
い
顔
で
ね
。

「
あ
ん
た
は
、
あ
れ
ほ
ど
頼
ん
だ
の
に
木
を
伐
っ
て
し
ま
っ
た
。
ど
う
し
て
伐
っ
た

の
。
あ
れ
ほ
ど
お
願
い
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
」

と
っ
て
、
も
の
す
ご
い
顔
で
来
た
か
ら
、
そ
の
人
は
怖
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
ね
、
ま
あ
、

戸
の

す

き
間
と
か
ど
こ
と
か
に
隠
れ
て
見
て
た
ら
し
い
の
。
そ
し
た
ら
、
男
が
見
て

た
ら
し
い
の
、
男
が
逃
げ
出
し
て
ね
。

　

そ
し
た
ら
あ
た
り
を
こ
う
見
回
し
て
ね
、
寝
て
い
る
人
へ
ね
、
七
、
八
人
そ
こ
に

男
が
寝
て
ん
だ
け
ど
ね
、
そ
の
人
が
ね
、
息
を
さ
あ
ー
と
吹
き
か
け
る
と
ね
、
み
ん

な
体
が
固
ま
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
ね
、
口
も
動
け
な
く
な
っ
て
ね
、
凍
っ
た
よ
う
に

死
ん
じ
ま
う
の
。

　

こ
の
あ
と
女
は
若
者
と
結
婚
す
る
が
最
後
は
息
を
吹
き
か
け
て
殺
し
て
し
ま
う
。

実
は
、
伐
り
倒
さ
れ
た
柳
の
木
は
女
の
夫
だ
っ
た
〔
高
津
　
一
九
八
七
〕
。

　
い

ず
れ
の

話

も
、
幽
霊
や
妖
怪
と
い
っ
た
魔
性
の
モ
ノ
に
「
吹
か
れ
る
」
と
い
う

恐
怖
が

語

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
妖
異
が
人
に
向
か
っ
て
息
を
吹
き
か
け
る

行
為

を
危
険
と
み
な
す
の
は
、
人
が
邪
悪
な
モ
ノ
に
向
か
っ
て
息
を
吹
き
か
け
る
行

為
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
㈲
息

と
霊
魂

　
呼
吸
は
私
た
ち
の
諸
活
動
の
根
源
の
働
き
を
司
っ
て
い
る
。
生
命
と
呼
吸
が
密
接

不
可
分
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
呼
吸
停
止
や
心
臓
停
止
を
自
然
な
死
と

認

め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
〔
柴
田
　
一
九
九
九
〕
。
堀
維
孝
は
、
一
九
二

七
年
に
発
表
し
た
「
く
さ
め
に
関
す
る
俗
信
（
完
）
」
の
な
か
で
、
気
息
（
息
）
を
生

命
や
霊
魂
と
同
一
と
す
る
思
想
は
各
種
族
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
る
原
始
的
信
仰
だ
と

述
べ
て
い
る
。
堀
に
よ
れ
ば
、
く
さ
め
（
ク
シ
ャ
ミ
）
は
普
段
は
ほ
と
ん
ど
気
づ
か

れ

る
こ
と
の
な
い
気
息
を
意
識
さ
せ
る
き
っ
か
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
く
さ
め
の
多

様
な
言
い
伝
え
の
要
因
を
認
め
て
い
る
〔
堀
　
一
九
二
七
〕
。
柳
田
国
男
も
「
日
本
で

は
、
二
三
の
民
間
説
話
の
中
に
、
た
v
痕
跡
を
と
Y
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
知

能
の
ま
だ
ひ
ら
け
な
い
民
族
の
中
に
は
、
鼻
の
穴
を
た
ま
し
い
の
出
入
口
の
や
う
に
、

思

つ
て

い

る
者
が
ず
い
ぶ
ん
多
い
。
生
命
と
不
可
分
な
る
気
息
が
そ
こ
を
通
路
と
し
、

睡
中
に
も
遠
く
遊
び
」
と
述
べ
て
い
る
〔
柳
田
　
一
九
七
〇
〕
。
息
と
魂
の
深
い
関
係

に

つ
い

て
は

早
く
か
ら
関
心
が
も
た
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
、
谷
川
健
一
が
沖
縄
で

の

調
査

を
も
と
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
南
島
地
帯
を
あ
る
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
「
フ
ー
」
と
い
う
言
葉
に
し
ば
し
ば
出

合

う
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
「
フ
ー
」
と
い
う
の
は
息
を
ふ
き
か
け
る
こ
と
が
そ

も
そ
も
の
は
じ
め
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
魂
と
も
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
私
は

思

う
。
呼
吸
と
霊
魂
と
の
関
係
は
不
可
分
で
あ
り
、
往
々
に
し
て
そ
れ
は
同
一
物
で

あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
ア
イ
ヌ
の
間
で
も
息
は
魂
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う

し
て
息
は
風
の
ご
と
き
も
の
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
南
島
で
は
帆
を
プ
ー
と
呼
ぷ

こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
〔
谷
川
　
一
九
九
三
〕
。

　
沖
縄
の
宮
古
で
は
人
間
の
運
気
の
衰
え
た
こ
と
を
「
フ
ー
さ
が
り
」
と
言
う
そ
う

だ

が
、
こ
の
と
き
の
処
方
に
つ
い
て
谷
川
は
万
古
山
の
老
婆
か
ら
の
聞
き
書
き
を
も

と
に
「
苧
（
麻
糸
）
を
ま
る
め
て
し
ば
り
、
そ
れ
を
フ
ー
の
下
が
っ
た
人
間
の
頭
の
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上
に

お
く
ま
じ
な
い
を
す
る
。
ま
た
、
ぐ
っ
た
り
と
し
た
子
ど
も
の
頭
の
頂
点
の
毛

の

渦
巻
き
、
す
な
わ
ち
「
つ
む
じ
」
に
む
か
っ
て
フ
ー
と
息
を
吹
き
か
け
る
こ
と
も

あ
る
。
そ
う
す
る
の
は
、
頭
の
頂
点
の
毛
髪
の
渦
巻
き
の
と
こ
ろ
は
、
そ
こ
か
ら
息

を
吹
き
入
れ
る
場
所
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
谷
川

一
九
九

三
〕
。
高
知
県
物
部
村
の
い
ざ
な
ぎ
流
の
太
夫
、
小
松
豊
孝
氏
の
行
う
病
人
祈

祷
の
な
か
の
「
お
っ
た
て
の
加
持
」
で
は
、
病
魔
を
追
い
払
う
儀
礼
の
最
後
で
、
呪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
し
い

文

を
唱
え
、
病
人
に
向
け
て
フ
ー
ッ
と
息
を
吹
き
か
け
る
。
こ
れ
を
「
魂
止
め
」
と

称

し
て
い
る
。
病
人
の
体
に
魂
を
固
定
す
る
た
め
の
よ
う
だ
（
注
1
）
。
小
松
氏
に
よ

れ

ば
、
こ
の
法
は
山
な
ど
で
倒
れ
た
り
ふ
さ
ぎ
こ
ん
だ
り
し
た
と
き
に
も
行
う
が
、

た

だ
、
八
十
歳
を
過
ぎ
た
高
齢
の
病
人
に
は
や
っ
て
は
な
ら
な
い
と
太
夫
で
あ
っ
た

父
か

ら
教
え
ら
れ
た
と
い
う
。
と
い
う
の
は
「
魂
が
戻
っ
て
、
か
え
っ
て
病
人
が
難

儀

を
す
る
場
合
が
あ
る
か
ら
」
だ
と
い
う
。
宮
古
で
「
フ
ー
さ
が
り
」
の
と
き
に
子

ど
も
の
つ
む
じ
に
息
を
吹
き
か
け
る
と
か
、
小
松
豊
孝
氏
の
病
人
祈
祷
に
お
け
る

「
魂
止
め
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
邪
悪
な
モ
ノ
を
吹
き
祓
う
こ
と

に

よ
っ
て
病
人
の
活
力
を
取
り
戻
し
魂
を
安
定
さ
せ
る
狙
い
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、

し
か
し
、
こ
の
場
合
は
そ
う
解
釈
す
る
よ
り
も
、
モ
ノ
に
取
り
愚
か
れ
て
衰
え
た
身

体
に

息

を
吹
き
込
み
、
あ
る
い
は
息
を
吹
き
付
け
て
、
魂
に
活
力
を
与
え
安
定
化
さ

せ

る
意
味
合
い
が
つ
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
息
を
吹
き
込
む
行
為
は
同
時
に
、

そ
の
〈
生
命
力
に
満
ち
た
息
〉
を
吸
い
込
む
（
吸
収
す
る
）
と
い
う
相
手
と
の
関
係

が

想
定
さ
れ
て
い
る
。
息
は
生
命
の
根
源
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
た
だ
、

息
で
「
吹
き
祓
っ
て
い
る
」
の
か
、
息
を
「
吹
き
込
ん
で
い
る
」
の
か
、
そ
の
判
断

は
常
に
確
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
個
々
の
現
場
の
状
況
の
な
か
で
理

解
す

べ

き
だ
が
、
実
際
に
は
、
両
者
の
意
味
の
境
界
は
重
層
し
て
い
る
場
合
も
多
い

と
予
想
さ
れ
る
。

　
岡
山
市
今
村
で
は
「
苦
労
性
の
人
（
何
か
に
つ
け
て
苦
労
の
種
に
す
る
く
せ
の
あ

る
人
）
は
、
死
者
入
棺
の
前
に
棺
の
中
に
は
い
り
、
蓋
を
し
て
も
ら
っ
て
、
し
ば
ら

く
寝
て
、
息
を
三
息
吹
き
か
け
て
お
け
ば
、
死
者
が
す
べ
て
の
苦
労
を
も
っ
て
い
っ

て

く
れ
、
あ
ま
り
く
よ
く
よ
し
な
く
な
る
」
と
い
う
〔
土
井
　
一
九
九
七
〕
。
悪
癖
を

黄
泉
路
へ
旅
立
つ
死
者
に
持
っ
て
い
っ
て
も
ら
お
う
と
の
魂
胆
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

息

を
吹
き
か
け
る
行
為
は
、
何
か
を
吹
き
払
う
た
め
で
は
な
く
て
、
癖
と
い
う
と
ら

え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
を
、
吹
き
出
す
息
と
と
も
に
身
体
か
ら
離
し
て
外
に
移
す
手

段
で
あ
る
。
石
川
県
石
川
郡
河
内
村
で
は
「
大
正
時
代
に
流
行
性
風
邪
（
ス
ペ
イ
ン

風
邪
）
が
流
行
し
た
時
、
白
山
宮
よ
り
白
紙
を
人
形
に
切
り
、
息
を
吹
き
込
ん
で
川

に

流
す
法
が

行

わ
れ
た
」
と
い
う
〔
上
山
　
一
九
八
三
〕
。
「
息
を
吹
き
込
ん
で
」
と

い

う
表
現
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
悪
い
も
の
を
人
形
に
移
す
行
為
で
あ
る
。
酒
に
酔
っ

た
と
き
に
は
壁
に
息
を
吹
き
か
け
れ
ば
治
る
（
石
川
県
金
沢
市
）
と
い
う
俗
信
も
、

酔
い

を
壁
に
移
す
呪
い
で
あ
ろ
う
。

　
高
知
県
高
岡
郡
中
土
佐
町
上
ノ
加
江
で
「
赤
ん
坊
を
夜
間
に
連
れ
出
す
と
き
に
は

息
を
吐
き
か
け
て
お
く
」
〔
桂
井
　
一
九
七
三
〕
と
い
う
の
は
、
夜
間
に
俳
徊
す
る
悪

霊
か

ら
子
ど
も
を
守
る
一
種
の
魔
よ
け
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
徳
島
県
鳴
門
市
で
は
、

食
物

を
持
っ
て
夜
道
を
歩
く
と
き
は
狸
に
取
ら
れ
ぬ
よ
う
に
ホ
ケ
シ
（
息
）
を
か
け

て

お
く
と
よ
い
と
い
う
〔
鈴
木
　
一
九
八
二
〕
。
こ
の
場
合
は
口
を
す
ぼ
め
て
息
を
吹

き
か
け
る
の
で
は
な
く
、
体
内
の
息
を
絞
り
出
す
よ
う
に
ハ
ァ
ー
ッ
と
吐
き
か
け
る

し
ぐ
さ
だ
ろ
う
。
齋
藤
孝
は
、
吐
き
出
す
息
に
つ
い
て
「
吸
い
込
ま
れ
る
前
の
空
気

は
匿
名
的
で
あ
る
が
、
吐
か
れ
る
呼
気
に
は
私
の
身
体
の
内
側
の
刻
印
が
残
さ
れ
て

い

る
」
と
表
現
し
て
い
る
〔
齋
藤
　
二
〇
〇
三
〕
。
息
の
か
か
っ
た
も
の
に
は
外
部
の

モ

ノ
は
容
易
に
手
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
こ
に
は
、
息
を
吐
き
か
け
た
者

の

意

志
、
言
葉
を
変
え
れ
ば
、
霊
的
な
力
が
作
用
し
そ
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。
特
定
の
人
間
の
影
響
や
支
配
を
受
け
る
こ
と
を
「
○
○
の
息
が
か
か
っ

た

者
」
と
言
う
の
と
共
通
の
心
意
が
読
み
取
れ
る
。

㈲

ウ
ソ
ブ
キ
と
風

　
一
月
十
五
日
に
小
豆
粥
を
つ
く
っ
て
食
べ
る
風
習
は
広
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、

小
豆

粥
を
吹
い
て
食
べ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
吹
い
て
食
べ
る
と
、
田
植
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え

の

と
き
に
風
が
吹
く
（
岩
手
・
新
潟
・
長
野
・
和
歌
山
）
、
二
百
十
日
に
風
が
吹
く

（群
馬
・
岡
山
）
、
稲
が
風
害
に
あ
う
（
群
馬
二
二
重
・
和
歌
山
）
、
死
ん
だ
と
き
に
風

が

吹
く
（
長
野
）
な
ど
と
い
う
。
禁
忌
を
犯
し
た
と
き
の
心
配
（
制
裁
）
の
多
く
が

風
に

よ
る
稲
の
害
に
集
中
し
て
い
る
。
小
正
月
に
は
、
一
年
間
の
農
作
業
の
真
似
事

を
し
て
秋
の
豊
か
な
収
穫
を
期
待
す
る
予
祝
儀
礼
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
小
豆
粥
の

伝
承
に

も
そ
の
一
環
と
し
て
の
性
格
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
新
潟
県
で
は
「
小

豆

粥
は
ト
ロ
ト
ロ
と
出
来
る
と
苗
代
の
で
き
が
よ
く
、
吹
い
て
食
べ
る
と
田
植
え
の

時
に

大
風

と
な
り
、
焦
げ
る
と
田
が
乾
く
と
い
う
。
板
倉
町
で
は
、
若
木
で
小
さ
な

馬
と
エ
ブ
リ
を
作
り
、
男
が
、
こ
の
馬
を
小
豆
粥
に
入
れ
て
掻
き
ま
わ
し
、
エ
ブ
リ

で
表
面
を
な
ら
し
て
田
な
ら
し
の
真
似
を
す
る
」
と
い
う
〔
新
潟
県
　
一
九
八
二
〕
。

小
豆
粥

を
田
ん
ぼ
に
見
立
て
て
い
る
。
吹
い
て
食
べ
る
と
風
が
吹
く
と
い
う
の
は
、

似
た

も
の
は
似
た
も
の
を
生
む
、
つ
ま
り
結
果
は
そ
の
原
因
に
似
る
と
い
う
類
感
呪

術
に
も
と
つ
く
伝
承
で
あ
る
。

　

口
を
す
ぼ
め
て
息
を
強
く
吹
い
た
り
口
笛
を
吹
く
こ
と
を
ウ
ソ
ブ
キ
（
哺
）
と
い

う
が
、
ウ
ソ
ブ
キ
が
風
を
招
く
話
が
『
日
本
書
紀
』
の
海
幸
山
幸
の
神
話
に
で
て
い

る
。　

ま
た
　
　
　
　
つ
り
　
　
　

う
み
へ
た
ま
　

か

ざ
を
ぎ
な

　
又
、
兄
、
海
に
入
り
て
釣
せ
む
時
に
、
天
孫
海
辺
に
在
し
て
、
風
招
を
作
し
た
ま

　
　
　
　
　
　
す
な
は
う
そ
ぶ
き
　
　

か

く
　
　
　
わ
れ
お
き
つ
か
ぜ
　
へ
つ
か
ぜ
　
お
こ
　
　
は
や
な
み
　
も

ふ

べ

し
。
風
招
は
即
ち
哺
な
り
。
如
此
せ
ば
、
吾
源
風
・
辺
風
を
起
し
、
奔
波
を
以

　
　
お
ぽ
ほ
　
な
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
の
を
り
の
み
こ
と
か
へ
り
き
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぶ
さ
　
わ
た
つ
み
　
を
し
へ
　
し
た
が

ち
て
溺
し
悩
さ
む
と
ま
を
す
。
火
折
尊
帰
来
ま
し
て
、
具
に
神
の
教
に
遵
ひ
た
ま

　
　
え
　
　
　
つ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
た
　
　
　
　
　
お
と
　
う
み
へ
た
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
う
そ
ぶ

ふ
。
兄
の
釣
す
る
日
に
至
及
り
、
、
弟
、
浜
に
居
し
ま
し
て
哺
き
た
ま
ふ
。
時
に

は
や
ち
た
ち
ま
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ぽ
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
な

迅
風

忽

に

起

り
、
兄
則
ち
溺
れ
苦
し
び
、
生
く
べ
き
に
由
無
し
。
〔
小
島
他
　
一
九

九
四
〕
。

　

「
風
招
と
は
繍
な
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
口
を
す
ぼ
め
て
息
を
吹
き

だ

す
状
態
や
そ
の
時
の
音
が
風
の
連
想
に
結
び
つ
い
た
呪
術
で
あ
ろ
う
。
「
口
笛
を
吹

く
と
風
が
吹
く
」
と
い
う
俗
信
は
現
在
も
よ
く
耳
に
す
る
。

・

口
笛
を
吹
く
と
風
が
吹
く
（
青
森
・
岩
手
・
鹿
児
島
・
沖
縄
）

・
朝
、
口
笛
を
吹
く
な
。
そ
の
日
大
風
が
吹
く
か
ら
（
千
葉
県
市
川
市
）

・

家
の
中
で
口
笛
を
吹
く
と
風
が
吹
く
（
岩
手
・
秋
田
）

・
海
で
口
笛
吹
け
ば
風
が
た
つ
（
青
森
県
五
所
川
原
市
）

　
特

に
、
船
の
中
で
口
笛
を
吹
く
の
を
忌
む
（
岩
手
・
宮
城
・
石
川
・
静
岡
）
の
は
、

風
が

で

る
と
波
が
高
く
な
っ
て
漁
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
心
配
す
る
た
め
で
あ
ろ

う
。
石
川
県
輪
島
市
で
も
「
口
笛
を
吹
く
と
海
が
シ
ケ
る
」
と
い
う
が
、
こ
の
禁
忌

の

理
由
を
土
地
の
人
は
「
口
笛
の
音
が
シ
ケ
の
時
の
音
に
似
て
い
る
か
ら
で
は
な
い

か
」
と
説
明
し
て
い
る
〔
竹
内
　
一
九
九
九
〕
。
海
上
で
口
笛
を
忌
む
一
方
で
、
帆
船

の

時
代
に
は
一
定
の
風
を
必
要
と
し
た
の
で
「
帆
を
張
る
と
き
風
が
な
け
れ
ば
口
笛

を
吹
く
と
よ
い
」
（
青
森
・
沖
縄
）
と
も
い
う
。
口
笛
で
風
を
呼
ぶ
伝
承
は
い
ろ
い
ろ

な
場
面
で
み
ら
れ
る
。
海
上
で
禁
忌
と
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
「
農
民
が
籾
な
ど
の
撰

別
・
風
撰
作
業
で
箕
を
使
お
う
と
す
る
時
、
無
風
で
は
仕
事
に
な
ら
な
い
の
で
風
を

呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
風
を
呼
ぶ
の
に
口
笛
を
吹
く
」
と
い
っ
た
事
例
も

報
告
さ
れ
て
い
る
〔
野
本
　
一
九
八
八
〕
。
筆
者
も
同
様
の
こ
と
を
沖
縄
県
八
重
山
郡

竹
富
島
で
聞
い
た
。
沖
縄
県
国
頭
郡
北
中
城
村
で
は
、
か
つ
て
、
夏
の
涼
を
と
っ
て

い

る
さ
い
に
夕
凪
で
風
が
止
ん
だ
と
き
に
は
、
大
人
た
ち
が
口
笛
で
風
を
呼
び
寄
せ

て

い
た

と
い
う
〔
北
中
城
村
　
一
九
九
六
〕
。
ま
た
、
凧
揚
げ
の
風
が
欲
し
い
と
き
に

も
口
笛
を
吹
い
た
よ
う
だ
〔
碓
井
　
一
九
八
二
〕
。

　

口
笛
を
吹
い
て
蜂
を
退
散
さ
せ
る
俗
信
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

・
口
笛
を
吹
い
た
ら
蜂
に
刺
さ
れ
な
い
（
和
歌
山
県
高
野
口
町
）

・

蜂

は
口
笛
を
吹
く
と
逃
げ
る
（
秋
田
・
山
形
・
群
馬
・
長
野
・
奈
良
・
佐
賀
・
長

　
崎
・
熊
本
）

・

口
笛
を
吹
く
と
蜂
が
寄
っ
て
こ
な
い
（
秋
田
県
仙
北
郡
）

　

明
応
八
年
（
一
四
九
九
）
の
序
文
を
も
つ
『
竹
馬
狂
吟
集
』
巻
第
五
に
「
花
を
折

り
を
り
う
そ
を
こ
そ
吹
け
」
の
句
に
「
軒
端
な
る
は
ち
の
ず
は
い
に
梅
さ
き
て
」
と

付
け
た
例
が
み
え
る
。
『
竹
馬
狂
吟
集
　
新
撰
犬
筑
波
集
』
　
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
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で

は
「
花
を
折
り
つ
つ
鼻
歌
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
よ
。
軒
端
の
蜂
の
巣
の
あ
る
若
枝

に

梅
が
咲
い
て
ね
。
実
は
鼻
歌
で
は
な
く
て
蜂
を
吹
き
払
っ
て
い
る
の
さ
」
と
現
代

語
訳
を
付
し
て
い
る
〔
木
村
・
井
口
　
一
九
九
二
〕
。
「
う
そ
を
吹
く
」
の
意
味
を
、

鼻
歌

を
う
た
う
風
流
人
か
ら
、
枝
に
巣
く
っ
て
い
る
蜂
を
恐
れ
て
ふ
う
ふ
う
吹
き
払
っ

て

い

る
姿
に
転
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
蜂
を
退
散
さ
せ
る
に
は
、
口
を
す
ぼ

め

て

強
く
息
を
吹
く
、
あ
る
い
は
口
笛
を
吹
く
と
よ
い
と
い
う
俗
信
を
踏
ま
え
た
句

で

あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
『
十
訓
抄
』
に
は
、
蜘
蛛
の
巣
に
か
か
っ
た
と
こ
ろ

を
助
け
ら
れ
た
蜂
の
恩
返
し
諌
が
載
っ
て
い
る
。
恩
の
あ
る
飴
五
太
夫
に
加
勢
す
る

蜂
が

敵
を
襲
う
場
面
を
「
蜂
ど
も
仮
屋
よ
り
雲
霞
む
の
ご
と
く
涌
い
で
、
、
敵
一
人

に
二
三
十
・
四
五
十
と
り
つ
き
、
目
鼻
と
も
わ
か
ず
、
物
具
の
あ
き
ま
を
さ
し
つ
め

け
り
。
手
足
ふ
と
こ
ろ
に
も
入
つ
、
、
す
べ
て
は
た
ら
く
所
ご
と
に
さ
し
そ
ん
ぜ
ず

と
い
ふ
こ
と
な
し
。
う
ち
こ
ろ
せ
ど
も
三
四
十
ば
か
り
こ
そ
死
す
れ
。
敵
に
あ
ふ
ま

で

は
お
も
ひ
も
よ
ら
ず
、
今
は
目
を
ふ
さ
ぎ
う
そ
を
ふ
き
て
、
あ
き
ま
を
さ
、
れ
じ

と
あ
は
て
さ
は
ぐ
ほ
ど
に
」
と
描
写
し
て
い
る
。
蜂
に
襲
わ
れ
た
人
間
が
う
そ
を
吹

き
な
が
ら
逃
げ
ま
ど
う
さ
ま
は
『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
』
巻
六
（
十
四
世
紀
後
半
成

立
）
に
も
描
か
れ
て
い
る
（
図
4
）
。
永
池
健
二
は
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
「
東
大
寺

に

巣
く
っ
た
大
蜂
の
群
れ
に
襲
わ
れ
て
逃
げ
ま
ど
う
人
び
と
の
中
に
、
両
手
を
空
に

挙

げ
顔
を
あ
お
む
け
口
を
と
が
ら
し
て
逃
げ
る
少
年
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
。
ウ

ソ
ブ
ク
と
い
う
行
為
の
実
際
の
姿
を
伝
え
る
貴
重
な
画
証
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

〔永
池
　
一
九
九
五
〕
。
「
口
笛
を
吹
く
と
蜂
が
逃
げ
る
」
と
い
う
俗
信
の
近
時
に
起
こ
っ

た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
了
解
で
き
る
。
一
般
に
腹
や
ム
カ
デ
以
上
に
蜂
に
襲
わ
れ

る
危
険
度
は
高
く
、
身
近
な
恐
怖
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
口
笛

を
吹
く
の
だ
ろ
う
か
。
「
口
笛
を
吹
く
と
逃
げ
る
」
と
い
う
の
は
、
吹
き
鳴
ら
す
口
笛

の

音

に
退
散
さ
せ
る
呪
的
な
力
が
宿
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
本
来
は
、

こ
の
虫
に
向
か
っ
て
ふ
う
ふ
う
と
息
を
吹
い
て
遠
ざ
け
よ
う
と
し
た
し
ぐ
さ
に
由
来

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
地
を
這
う
虫
と
ち
が
っ
て
空
中
を
自
在
に
飛
び
回
る
蜂

に
は
、
と
っ
さ
に
身
を
か
わ
す
と
か
、
手
や
足
で
即
座
に
払
う
こ
と
が
難
し
い
と
い

う
事
情
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
蜂
は
天
候
の
予
知
に
た
く
み
で
大
風
を
避

け
る
と
い
う
俗
信
が
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
注
2
）
、
口
笛
を
吹
く
の
は
蜂

の

嫌
い
な
風
を
呼
び
起
こ
す
手
段
で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
可
能
だ
が
、
こ
の
点
に

つ
い

て
は
今
後
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

②
息
を
吸
う
民
俗

　
川
漁
師
と
ね
ず
鳴
き

　
息
を
「
吹
く
」
し
ぐ
さ
に
関
す
る
民
俗
の
諸
相
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
そ
れ
と

は
別
に
あ
る
意
図
の
も
と
に
、
息
を
「
吸
う
」
と
い
う
し
ぐ
さ
や
行
為
に
ま
つ
わ
る

伝
承
も
い
く
つ
か
報
告
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
息
を
「
吹
く
」
事
例
に
比
べ
る
と

264



常光　徹［息を「吹く」しぐさと「吸う」しぐさ］

「
吸
う
」
こ
と
に
関
す
る
事
例
の
方
は
か
な
り
少
な
い
。

　
チ

ュ

ウ
チ
ュ
ウ
と
音
を
た
て
て
息
を
吸
う
「
ね
ず
鳴
き
」
は
、
ネ
ズ
ミ
ナ
キ
あ
る

い

は

ネ
ズ
グ
チ
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
漁
師
や
海
女
の
間
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
高
知

県
幡
多
郡
鵜
来
島
で
は
、
船
霊
様
に
お
神
酒
を
あ
げ
た
り
、
釣
針
を
投
げ
る
時
な
ど

に

鼠
鳴
き
を
す
る
習
慣
が
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
ネ
ズ
グ
チ
と
い
っ
て
い
る
〔
牧
田

一
九
六
六
〕
。
同
県
宿
毛
市
沖
ノ
島
広
瀬
な
ど
で
も
ネ
ズ
グ
チ
（
鼠
口
）
と
い
い
、
漁

師
が
網
を
海
に
投
げ
る
と
き
な
ど
に
神
に
豊
漁
を
祈
っ
て
「
チ
ュ
ウ
」
と
音
を
立
て

る
。
同
時
に
「
ヤ
ッ
ト
エ
ベ
ス
サ
マ
」
と
も
唱
え
る
〔
財
団
法
人
民
俗
学
研
究
所

一
九
五
五
〕
。
桜
田
勝
徳
は
「
土
佐
漁
村
民
俗
雑
記
」
で
「
漁
者
が
釣
糸
を
下
す
時
に

は

盛
ん

に

鼠
鳴
き
を
な
し
、
ま
た
屡
〉
『
や
っ
と
え
べ
す
』
と
云
う
懸
声
を
出
す
。

又
船
が

沖
か
ら
帰
っ
て
魚
市
場
の
岸
壁
に
横
づ
け
に
つ
く
と
、
ま
ず
船
員
が
潮
を
汲

ん

で
、
之
を
水
押
に
か
け
、
そ
の
余
っ
た
海
水
を
（
余
ら
ね
ば
も
う
一
度
汲
ん
で
）

船
上

よ
り
魚
を
揚
げ
る
場
所
へ
鼠
鳴
き
を
し
乍
ら
撤
く
。
か
く
し
て
か
ら
、
始
め
て

魚

を
揚
げ
る
こ
と
に
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
〔
桜
田
　
一
九
八
〇
〕
。
島
根
県

隠
岐
郡
都
万
村
で
ネ
ズ
ミ
グ
チ
と
い
う
の
は
、
漁
師
が
釣
り
で
な
か
な
か
魚
が
食
わ

ぬ

と
き
、
釣
針
に
唾
を
か
け
て
「
チ
ュ
ー
オ
エ
ビ
ス
」
と
言
う
こ
と
だ
と
い
う
〔
財

団
法
人
民
俗
学
研
究
所
　
一
九
五
五
〕
。
瀬
戸
内
海
の
各
地
で
、
釣
漁
師
が
釣
糸
を
海

に

入

れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
網
漁
で
網
を
海
に
入
れ
る
と
き
に
「
チ
ョ
イ
、
エ
ビ
ス

サ

ン
」
と
つ
ぶ
や
い
て
大
漁
を
い
の
る
〔
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
　
一
九
八
〇
〕
。

こ
の
「
チ
ョ
イ
」
も
ね
ず
鳴
き
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
柳
田
国
男
も
「
九
州

各
地
の

釣
漁

師
な
ど
は
、
針
に
餌
を
挿
し
て
海
に
投
げ
入
れ
る
際
に
、
初
度
に
は
少

な
く
と
も
チ
ユ
ウ
チ
ユ
ウ
と
唇
を
吸
ふ
音
を
さ
せ
る
。
今
で
は
是
も
た
し
か
鼠
鳴
き

と
謂
つ
て
通
じ
て
居
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
柳
田
　
一
九
六
四
〕
。
餌
を
つ
け
た
鉤
や

網

な
ど
を
海
中
に
投
げ
入
れ
る
と
き
に
発
す
る
ね
ず
鳴
き
は
、
豊
漁
を
期
待
す
る
呪

的
な
行
為
だ
が
、
漁
の
習
俗
と
し
て
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
中
世
か
ら

近
世
に

か

け
て
の
庶
民
生
活
を
色
濃
く
映
し
出
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
『
狂
言
六
義

　
抜
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
ゑ
び
す
大
黒
」
に
は
、
「
ゑ
び
す
は
釣
を
た
れ
ん
と

て

ね

ず

な
き
を
し
つ
、
さ
お
、
た
れ
め
で
た
い
を
つ
り
あ
げ
た
る
」
と
み
え
て
い
る

〔天
理
図
書
館
　
一
九
七
六
〕
。
ね
ず
鳴
き
は
、
釣
り
糸
を
た
れ
る
と
き
以
外
に
も
次

の

よ
う
な
場
面
で
行
わ
れ
る
。

○○○

釣
船
で
は
食
事
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
米
、
水
、
し
ょ
う
油
か
ら
割

木
に
い
た
る
ま
で
積
み
込
ん
で
い
た
。
ご
飯
を
た
く
と
釜
の
蓋
に
載
せ
て
フ
ナ

ダ
マ
サ
マ
に
供
え
る
。
ま
た
「
リ
ュ
ウ
ゴ
ン
サ
ン
」
と
唱
え
、
チ
ュ
チ
ュ
と
口

を
な
ら
し
て
海
中
に
も
投
げ
込
ん
だ
（
愛
媛
県
宮
窪
町
）
〔
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗

資
料
館
　
一
九
八
〇
〕
。

荒
見

崎
の
南
方
、
今
の
突
堤
の
東
側
に
「
ハ
ラ
ノ
島
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ

れ
は
「
祓
の
島
」
（
は
ら
い
の
し
ま
）
の
意
、
漁
人
は
出
漁
ご
と
に
こ
の
礼
拝
し

て
、
豊
漁
と
安
全
と
を
祈
願
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
祭
り
の
と
き
に
は
、
こ
の

島
に
小
石
三
個
を
お
き
、
そ
の
一
個
ず
つ
に
洗
米
と
鰹
節
と
神
酒
を
さ
、
げ
て
、

「
チ
ュ
ー
、
チ
ュ
ー
」
と
鼠
鳴
き
を
な
し
、
つ
い
で
「
ホ
イ
ツ
イ
ナ
」
と
唱
え
る
。

古
い
頃
に
は
い
ず
れ
も
何
か
の
由
緒
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
三
重
県
志
摩
町
）

〔鈴
木
　
一
九
六
九
〕
。

瀬
戸
内
町
で
は
、
オ
オ
ダ
マ
サ
ン
（
豊
漁
の
神
様
・
筆
者
注
）
を
ま
つ
る
の
は
、

主

と
し
て
正
月
元
旦
と
網
お
ろ
し
の
時
で
あ
る
。
家
の
床
の
間
に
小
机
を
置
き
、

オ

オ

ダ
マ
サ
ン
が
中
心
に
な
る
よ
う
に
吾
智
網
を
置
く
。
そ
の
前
に
お
神
酒
と

供
物

を
並
べ
る
。
船
頭
（
網
主
、
船
主
）
が
お
神
酒
を
オ
オ
ダ
マ
サ
ン
と
網
と

ミ
ト
イ
ワ
に
三
回
ふ
り
か
け
る
。
最
初
に
ワ
ラ
ス
ベ
を
徳
利
に
浸
す
と
き
に
、

船
頭
は
「
お
お
い
オ
オ
ダ
マ
サ
ン
」
と
つ
ぶ
や
き
、
口
の
中
で
「
チ
ュ
ッ
」
と

い

う
。
海
女
の
ね
ず
み
鳴
き
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
網
お
ろ
し
の
と
き
に
は
、

正
月
元
旦
と
同
じ
よ
う
に
家
の
中
で
儀
礼
を
し
た
の
ち
に
、
網
を
船
に
の
せ
て
、

オ
オ
ダ
マ
サ
ン
と
網
に
お
神
酒
を
そ
そ
ぐ
。
つ
ぎ
に
例
の
「
チ
ュ
ッ
」
と
い
う

ね

ず
み

鳴
き
を
し
て
、
お
神
酒
を
海
に
そ
そ
ぐ
。
リ
ユ
ウ
ゴ
ン
サ
ン
（
龍
宮
様
、

龍
王
様
）
に
加
護
を
祈
る
た
め
で
あ
る
（
香
川
県
高
松
市
）
〔
瀬
戸
内
海
歴
史
民

俗
資
料
館
　
一
九
七
九
〕
。
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こ
う
し
て
み
る
と
、
ね
ず
鳴
き
は
、
リ
ュ
ウ
ゴ
ン
サ
マ
を
は
じ
め
漁
と
関
わ
り
の

深
い

信
仰
の
場
で
多
く
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
神
霊
と
の
交
感
を
図
る
し

ぐ
さ
と
い
っ
て
よ
い
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
そ
の
背
後
に
は
、
豊
か
な
海
の
幸
へ

の

願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
一
章
で
採
り
上
げ
た
「
息
を
吹
く
」
行
為
の
多
く
が
、

あ
る
対
象
を
遠
ざ
け
る
意
図
の
も
と
に
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
息
を
吸
う
」
ね
ず

鳴
き
は
対
象
を
招
き
寄
せ
る
意
味
を
帯
び
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
ね
ず
鳴
き
は
海
女
の
習
俗
の
な
か
に
も
み
ら
れ
る
。
岩
田
準
一
は
『
志
摩
の
海
女
』

の

な
か
で
「
沖
へ
出
て
採
取
場
の
適
宜
な
所
に
舟
を
留
め
て
、
潜
水
す
る
前
に
、
ト

マ

エ

は
先
ず
杓
で
海
水
を
汲
ん
で
嘗
め
、
そ
れ
を
舟
縁
に
振
り
か
け
な
が
ら
、
チ
ュ
ッ

チ
ュ
ッ
と
鼠
鳴
き
を
す
る
か
、
あ
る
い
は
『
ツ
イ
ヤ
シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
』
な
ど
と
唱
え

る
。
龍
神
へ
の
挨
拶
で
、
ま
た
魔
を
除
け
る
た
め
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
漁
夫
の
あ
ら

ゆ
る
場
合
に
斉
し
く
行
う
て
い
る
呪
禁
で
あ
る
。
海
女
は
舟
縁
に
た
た
ず
み
ノ
ミ
を

以
て

海
水

を
握
い
嘗
め
、
あ
た
り
へ
振
漉
い
だ
後
、
そ
れ
を
額
へ
押
当
て
て
戴
き
な

が

ら
鼠
鳴
き
を
す
る
。
或
は
舟
縁
を
ノ
ミ
で
敲
き
『
ツ
イ
ツ
イ
ツ
イ
』
と
唱
え
て
鼠

鳴
き
を
し
た
り
、
ノ
ミ
で
海
水
を
極
う
て
『
ツ
イ
ヤ
龍
グ
ン
サ
ン
』
と
唱
え
て
か
ら

鼠
鳴
き
を
し
た
り
す
る
」
と
報
告
し
て
い
る
〔
岩
田
　
一
九
七
こ
。
同
様
の
民
俗
は
、

一
九
六
八
年

刊
行
の
『
鳥
羽
、
志
摩
漁
携
調
査
報
告
書
』
に
も
「
ア
マ
の
盛
ん
な
志

摩
地
方
で
は
竜
神
へ
の
あ
い
さ
つ
は
魔
除
け
と
解
釈
さ
れ
フ
ナ
ド
ア
マ
が
船
か
ら
入

水
す
る
と
き
に
は
コ
ベ
リ
を
、
カ
チ
ド
ア
マ
が
磯
か
ら
入
水
す
る
と
き
に
は
桶
を
、

ノ
ミ
で
た
た
い
て
『
悪
事
災
難
逃
し
て
下
さ
れ
、
大
漁
下
さ
れ
、
ツ
イ
ツ
イ
』
と
唱

え
る
。
ト
マ
エ
（
船
中
で
ア
マ
の
助
け
を
す
る
役
で
、
専
ら
そ
の
夫
か
息
子
）
も
ア

マ

潜
水
の
前
に
は
杓
子
で
水
を
く
ん
で
な
め
、
そ
れ
を
船
べ
り
へ
ふ
り
か
け
な
が
ら

同
じ
よ
う
に
ネ
ズ
ミ
な
き
を
す
る
」
と
で
て
い
る
〔
三
重
県
教
育
委
員
会
　
一
九
六

八
〕
。
徳
島
県
海
部
郡
由
岐
町
阿
部
の
海
女
は
、
海
に
入
る
直
前
に
「
チ
ョ
ベ
ッ
サ
ン
」

と
呪
文
を
つ
ぶ
や
く
と
い
う
〔
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
　
一
九
八
〇
〕
。
こ
れ
は

「
チ
ュ
ウ
　
え
び
す
さ
ん
」
が
縮
ま
っ
た
も
の
で
、
「
チ
ョ
」
は
ね
ず
鳴
き
の
音
を
写

し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
三
重
県
北
牟
婁
郡
須
賀
利
（
尾
鷲
市
）
と
い
う
漁

村
を
調
査
し
た
牧
田
茂
は
、
氏
神
を
拝
む
と
き
に
「
ツ
ヤ
高
宮
神
社
」
と
よ
び
、
神

棚

に
お
神
酒
を
供
え
た
り
、
海
に
網
を
投
げ
る
と
き
に
「
ツ
ヤ
」
と
い
う
伝
承
に
つ

い

て

記
録

し
、
柳
田
国
男
に
報
告
し
て
い
る
〔
牧
田
　
一
九
六
六
〕
。
こ
の
問
題
に
つ

い

て

柳
田
は
、
九
州
の
漁
民
な
ど
が
チ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
と
唇
を
吸
う
鼠
鳴
き
を
ヒ
ン
ト

に
「
私
の
想
像
で
は
ツ
ヤ
の
ツ
も
、
其
音
を
言
語
に
現
は
し
た
の
で
、
も
う
一
歩
を

進
め
て
考
へ
る
と
、
人
が
何
物
か
を
要
求
す
る
場
合
に
、
我
知
ら
ず
出
て
来
る
生
理

上
の

発

作
を
、
わ
ざ
と
力
強
く
意
識
し
て
表
示
し
た
の
が
、
そ
の
チ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
の

音
の
も
と
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
」
と
推
測
し
て
い
る
〔
柳
田
　
一
九
六
四
〕
。
野
本

寛
一
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
三
重
県
志
摩
郡
志
摩
町
布
施
田
の
海
女
、
田
畑
た
つ
さ
ん

は
、
海
へ
入
る
と
き
に
は
必
ず
ノ
ミ
で
磯
桶
を
叩
き
な
が
ら
「
ツ
イ
ヤ
　
マ
メ
ソ
ク

サ

イ
で
大
漁
さ
せ
て
下
さ
い
」
と
祈
る
と
い
い
、
同
町
和
具
の
海
女
、
西
川
嘉
栄
さ

ん

の

話
で

は
、
一
月
十
一
日
の
イ
ソ
ノ
ク
チ
ア
ケ
に
は
海
岸
の
岩
の
も
と
に
行
き
、

大
島
さ
ん
の
方
を
向
い
て
「
今
年
も
大
漁
さ
せ
て
下
さ
い
」
と
祈
っ
て
か
ら
、
手
に

ノ
ミ
（
イ
ソ
ガ
ネ
）
を
持
っ
て
、
「
大
漁
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
ツ
イ
　
ツ
イ
　
ツ
イ
」

と
唱
え
な
が
ら
ノ
ミ
で
岩
の
上
に
置
い
た
ヘ
ギ
餅
を
起
こ
す
所
作
を
す
る
と
い
う

〔野
本
一
九
九
三
b
〕
。
ま
た
、
神
奈
川
県
鎌
倉
市
腰
越
の
漁
師
は
、
延
縄
を
入
れ
る

と
き
「
ツ
イ
　
エ
ベ
ッ
サ
マ
」
、
一
本
釣
り
の
と
き
は
「
ツ
イ
ホ
ラ
」
と
常
に
口
に
し

た
〔
内
海
　
一
九
九
〇
〕
。
漁
師
や
海
女
が
唱
え
る
ツ
ヤ
、
ツ
イ
ヤ
、
ツ
イ
、
ツ
ヨ
な

ど
の
言
葉
は
、
ね
ず
鳴
き
同
様
に
豊
漁
を
呼
び
込
む
祈
り
の
際
に
唱
え
ら
れ
る
が
、

そ

れ

は
柳
田
が
推
測
し
た
よ
う
に
チ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
と
唇
を
吸
う
音
を
言
語
に
表
し
た

も
の
だ
ろ
う
。

　
②
遊
女
と
ね
ず
鳴
き

　
遊

女
が
客
を
呼
び
込
も
う
と
す
る
と
き
や
、
男
女
の
逢
引
の
合
図
な
ど
に
ね
ず
鳴

き
を
行
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ふ
つ
う
「
ね
ず
鳴
き
」
と
い
え
ば
、
漁

師
の
習
俗
と
し
て
よ
り
も
こ
ち
ら
の
方
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。
た
と

266



［息を「吹く」しぐさと「吸う」しぐさ］……常光　徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
に
し
ら
れ
ぬ
を
む
な
ぬ
す
び
と
の
こ
と

え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
九
「
不
被
知
人
女
盗
人
語
第
三
」
で
は
、
道
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
り

行

く
男
を
半
蔀
の
陰
か
ら
女
が
招
く
場
面
を
「
夕
暮
方
二
、
ロ
ト
ロ
ト
ノ
辺
ヲ
過
ケ

　
　
　
は
じ
と
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
つ
な
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
し
い
で
　
　
ま
ね
き

ル

ヲ
、
半
蔀
ノ
有
ケ
ル
ヨ
リ
、
鼠
鳴
ヲ
シ
テ
手
ヲ
指
出
テ
招
ケ
レ
バ
、
男
寄
テ
、

め

す

　

　

　

さ
ぷ
ら
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
む
な
ご
ゑ

「召
ニ
ヤ
候
ラ
ム
」
ト
云
ケ
レ
バ
、
女
音
ニ
テ
、
」
と
描
い
て
い
る
〔
森
　
一
九
九
六
〕
。

浮
世
草
子
『
新
色
五
巻
書
』
三
に
は
「
三
條
の
小
橋
伏
見
屋
と
云
ふ
旅
籠
屋
に
宿
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
は
て
　
　
　
ゑ
び
す
や

求
め
。
四
條
の
川
原
残
ら
ず
見
物
し
て
。
婦
り
様
道
縄
手
の
夷
屋
に
は
。
簾
の
内
か

　
ね
ず
み
な

ら
鼠
哺
き
。
何
事
か
と
寄
る
袖
の
時
雨
」
と
み
え
て
お
り
、
夷
屋
は
色
茶
屋
と
考
え

ら
れ
て
い
る
〔
野
間
　
一
九
六
六
〕
。
中
尾
達
郎
の
『
色
町
俗
謡
抄
ー
浅
草
・
吉
原
・

隅
田
川
ー
』
（
三
弥
井
書
店
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
鼠
鳴
き
の
唄
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
よ
　
り

ハ
思

う
こ
と
　
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
そ
苦
の
世
界
　
じ
れ
て
紙
嵯
の
待
人
も
　
抜
け
て
来

　

る
か
と
鼠
鳴
き

ハ
鳥
影
が
　
ち
ら
ち
ら
と
さ
し
て
嬉
し
き
朝
日
影
　
梅
の
小
窓
に
初
音
も
ゆ
か
し

　
来
る
か
来
ぬ
か
　
ち
ょ
い
と
ち
ょ
い
と
　
辻
占
開
け
ば
来
る
と
い
う
　
鼠
鳴
き

　
中
尾
は
「
鼠
鳴
き
は
唇
を
す
ぼ
め
て
チ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
と
息
を
吸
い
込
む
動
作
で
、

一
口
に
い
っ
て
待
人
を
呼
び
寄
せ
る
色
町
の
呪
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
そ
れ
に
は
、

直
接
客
に
向
か
っ
て
行
う
も
の
か
ら
、
待
人
が
来
た
り
喜
ぷ
べ
き
こ
と
が
起
こ
っ
た

と
き
に
し
て
や
っ
た
り
と
い
う
感
じ
で
行
う
場
合
な
ど
、
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
が
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
〔
中
尾
　
一
九
八
七
〕
。
現
在
で
も
「
客
を
呼
ぷ
時
に
は
、
ね
ず

み

の

哺
声
を
ま
ね
し
て
内
股
を
三
度
叩
き
、
手
ま
ね
き
を
三
度
す
る
と
客
が
来
る
」

と
い
う
〔
杉
　
一
九
七
八
〕
。
石
川
県
加
賀
市
片
山
津
の
伝
承
だ
が
、
お
そ
ら
く
片
山

津
温
泉
で
働
く
女
性
た
ち
の
間
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
隠
語
大
辞

典
』
（
皓
星
社
）
に
は
、
各
種
の
辞
典
類
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
ね
ず
み
な
き
」
の
解

説
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
引
用
し
て
み
る
。

鼠
哺
　
　
（
一
）
鼠
の
鳴
く
こ
と
。
（
二
）
花
柳
界
に
て
四
隅
に
向
ひ
、
切
火
灯
か
け
、

　
　
　
鼠
の
哺
く
真
似
を
な
す
呪
。
東
京
語
辞
典
　
一
九
一
七

鼠
哺
き
　
芸
娼
妓
（
げ
い
し
や
う
ぎ
）
が
チ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
と
口
を
鳴
ら
し
て
通
行
す

　
　
　

る
男
子
の
注
意
を
引
き
込
む
や
う
に
す
る
の
を
い
ふ
。
〔
花
柳
界
〕
時
勢
に
遅
れ

　
　
ぬ
新
時
代
用
語
辞
典
　
一
九
三
〇

鼠
泣
き
　
淫
売
窟
の
女
が
客
を
呼
ぷ
に
鼠
の
鳴
き
声
を
真
似
て
合
図
す
る
こ
と
を
い

　
　
　
ふ
。
隠
語
構
成
の
様
式
井
其
語
集
　
一
九
三
五

鼠
哺
　
淫
売
婦
な
ど
が
通
行
す
る
男
を
く
わ
え
こ
も
う
と
し
て
呼
び
か
け
る
声
の
こ

　
　
　
と
、
口
を
す
ぼ
あ
空
気
を
吸
う
て
鼠
の
様
な
声
を
出
す
か
ら
。
語
源
明
解
・
俗

　
　
語
と
隠
語
　
一
九
四
九

鼠
鳴
　
思
ふ
男
又
は
幸
福
を
吸
ひ
寄
せ
る
意
味
を
持
つ
一
種
の
性
的
遊
戯
に
し
て
之

　
　
　

を
行
ふ
時
は
洋
人
キ
ッ
ス
を
行
ふ
時
の
如
く
チ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
と
鼠
の
鳴
声
に

　
　
　
似
た

る
音
を
発
す
る
を
以
っ
て
斯
く
名
つ
く
る
物
。
芸
妓
通
（
モ
ダ
ン
軟
派
語
彙
）

　
　
　
一
九
三
〇

　

花
柳
界
で
娼
妓
が
客
を
呼
ぶ
た
め
に
行
う
と
解
説
し
て
い
る
例
が
多
い
。
ね
ず
鳴

き
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
鼠
の
鳴
き
声
の
真
似
か
ら
と
の
説
が
目
立
つ
が
、
ほ
か
に

も
、
鼠
は
物
を
引
く
の
で
人
の
心
を
引
く
よ
う
に
（
『
江
戸
語
辞
典
』
平
文
社
）
、
と

か
、
「
ち
ょ
っ
と
、
ち
ょ
っ
と
」
の
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
（
『
類
語
辞
典
』
東
京
堂
）

と
い
っ
た
説
明
が
み
ら
れ
る
。
実
際
の
ね
ず
鳴
き
は
、
チ
ュ
ウ
チ
ュ
ウ
と
の
ば
し
て

吸

う
場
合
と
、
チ
ュ
ッ
チ
ュ
ッ
と
舌
を
打
つ
よ
う
に
短
く
吸
う
場
合
が
あ
る
よ
う
だ

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
音
か
ら
鼠
を
連
想
し
た
も
の
で
、
鼠
の
鳴
き
声
や
行

動
か
ら
始
ま
っ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
俗
信
が
「
吸
う
」
と
い
う
生

理
的
な
し
ぐ
さ
や
感
覚
に
深
く
根
ざ
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
し
ぐ
さ
を
「
ね
ず
鳴
き
」
と
呼
ぷ
の
は
、
口
を
す
ぼ
め
て
た
だ
息

を
吸
う
の
で
は
な
く
、
発
音
す
る
こ
と
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
し
ぐ
さ
で
あ
る
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
「
ち
ゅ
う
ち
ゅ
う
と
唇
を
吸
う
」
と
い
う
言
い
方
自
体
が
音
と

の

密
接
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
ち
ら
側
の
気
持
ち
を
相
手
に
伝
え

る
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
、
な
に
か
を
引
き
寄
せ
る
具
体
的
な
感
触
を
含
ん
で
い
る
。

吉
兆
や
わ
が
意
を
得
た
と
き
な
ど
に
思
わ
ず
出
る
表
現
で
も
あ
る
。
当
然
、
相
手
と

の

関
係
に
よ
っ
て
は
、
音
を
出
す
際
に
み
せ
る
口
を
す
ぼ
め
た
表
情
も
意
味
を
帯
び

て

く
る
に
ち
が
い
な
い
。
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三
重

県
志
摩
郡
志
摩
町
布
施
田
や
大
王
町
船
越
で
は
、
船
出
に
際
し
て
神
棚
へ
供

え

物
を
す
る
と
き
、
「
ツ
イ
ヨ
」
ま
た
は
「
ツ
ヨ
」
と
唱
え
る
。
こ
れ
は
神
と
の
親
し

み

を
表
す
言
葉
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
で
、
夫
婦
が
同
金
す
る
前
に
も
小
さ
な

声
で
「
ツ
ヨ
」
と
さ
さ
や
く
。
頼
む
ぞ
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
〔
三
重
県
教
育
委
員

会
　
一
九
六
八
〕
。
先
に
、
ツ
ヨ
は
ね
ず
鳴
き
を
言
葉
に
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
述

べ
た

が
、
そ
れ
が
夫
婦
の
間
で
も
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
歌
舞
伎
の
脚
本
『
お
染
久
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
ら
　
　
は
し
　
　
　
　
ゅ
う
べ
あ
ん
ど
　
　
ち
や
う
じ

色
讃
販
』
に
も
「
「
こ
ん
な
仕
事
に
當
ふ
端
か
、
夕
部
行
燈
へ
丁
子
が
出
か
け
、
内

　
か
べ
　
　
　
　
ね
ず
み
な
き

の

噴
め
が
用
哺
。
」
と
で
て
く
る
が
、
こ
こ
で
の
用
哺
は
妻
が
夫
を
誘
う
意
味
で
あ
る

〔浦
山
・
松
崎
　
一
九
六
一
〕
。
男
女
の
逢
引
の
と
き
の
合
図
と
し
て
、
ま
た
、
相
手

の

気
を
引
く
た
め
に
ね
ず
鳴
き
を
す
る
様
子
は
『
松
の
葉
』
な
ど
の
歌
謡
集
に
見
え

て

い
る
。

　

『
枕
草

子
』
一
五
一
に
「
う
つ
く
し
き
も
の
　
瓜
に
か
き
た
る
ち
こ
の
顔
。
雀
の

子
の
、
ね
ず
鳴
き
す
る
に
を
ど
り
来
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
動
物
を
呼
ぶ
と
き
に
も

こ
の
し
ぐ
さ
が
み
ら
れ
る
。
ね
ず
鳴
き
は
一
般
に
縁
起
の
よ
い
し
ぐ
さ
と
さ
れ
て
い

る
。
三
重
県
志
摩
地
方
で
は
、
竈
の
火
焔
が
横
に
広
が
っ
て
音
を
立
て
る
の
を
竈
の

神
の
喜
ぷ
声
だ
と
い
い
、
朝
、
火
を
焚
き
つ
け
て
こ
の
声
の
す
る
日
は
一
日
中
縁
起

が

良
い
と
い
っ
て
鼠
鳴
き
を
す
る
〔
岩
田
　
一
九
七
こ
。
ま
た
、
「
出
立
に
際
し
て
、

ま
じ
な
い
に
鼠
鳴
き
を
し
た
」
こ
と
が
『
江
戸
語
辞
典
』
（
平
文
社
）
に
で
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
ね
ず
鳴
き
は
、
豊
漁
の
祈
願
、
客
の
呼
び
込
み
、
逢
引
の
合

図
、
動
物
を
呼
ぷ
と
き
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
こ
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
　
一
口
で
言
え
ぱ
、
豊
か
な
幸
や
福
運
、
あ
る
い

は
目
を
か
け
た
相
手
を
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
は
た
ら
き
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
対

象
は
人
や
動
物
を
は
じ
め
、
人
の
気
持
ち
や
霊
的
な
存
在
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

　
息

を
「
吹
く
」
の
も
「
吸
う
」
の
も
、
と
も
に
口
を
す
ぼ
め
て
空
気
の
流
れ
を
一

時
的
に
加
速
さ
せ
る
能
動
的
な
し
ぐ
さ
だ
が
、
「
吹
く
」
に
、
邪
悪
な
モ
ノ
を
払
い
除

け
た
り
、
体
内
の
霊
気
の
よ
う
な
も
の
を
外
に
移
す
は
た
ら
き
が
強
調
さ
れ
る
の
に

対

し
て
、
「
吸
う
」
に
は
、
常
に
外
部
の
も
の
を
手
元
に
招
き
寄
せ
る
は
た
ら
き
が
認

め

ら
れ
る
。
こ
の
ベ
ク
ト
ル
の
向
き
の
対
照
は
、
呼
気
／
吸
気
の
息
づ
か
い
と
相
同

関
係
に
あ
り
、
「
吹
く
」
か
「
吸
う
」
か
の
違
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
群
の
意
味
や

機
能
の

方

向
性
を
基
本
的
に
規
定
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
同
じ
身
体
部
位
の
対

照

的
な
し
ぐ
さ
が
、
意
味
の
上
で
も
対
照
的
な
関
係
を
示
す
例
は
い
く
つ
か
あ
る
と

思

わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
親
指
を
外
に
弾
く
「
爪
弾
き
」
は
、
非
難
や
排
斥
な
ど
を

表
す
積
極
的
・
攻
撃
的
な
意
味
を
も
つ
し
ぐ
さ
だ
が
、
親
指
を
内
側
に
包
み
隠
す
の

は
積
れ
や
邪
悪
な
モ
ノ
か
ら
身
を
護
る
消
極
的
・
防
御
的
な
し
ぐ
さ
で
あ
る
。
そ
の

ほ
か
、
「
目
を
見
開
く
（
睨
む
）
」
と
「
目
を
閉
じ
る
」
、
「
舌
を
出
す
」
と
「
舌
を
巻

く
」
と
い
っ
た
し
ぐ
さ
な
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
積
極
的
・
攻
撃
的
な
意
味
と
消
極
的
・

防
御
的
な
意
味
に
大
き
く
分
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

註（
1
）
　
『
い
ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙
－
神
と
人
の
も
の
が
た
り
ー
』
（
一
九
九
七
　
高
知
県
歴
史
民
俗
資
料

　

館
）
に
は
、
病
人
祈
祷
に
お
け
る
「
お
っ
た
て
祈
り
」
に
つ
い
て
、
悪
魔
を
「
追
い
払
っ
た
と

　
　
こ
ろ
で
、
『
病
人
関
か
こ
い
法
』
『
魂
止
め
の
法
』
で
病
人
の
体
に
魂
を
固
定
す
る
」
と
み
え
て

　
　
い
る
。

（
2
）
　
『
日
本
俗
信
辞
典
』
（
一
九
八
二
　
角
川
書
店
）
の
蜂
の
項
目
に
は
、
蜂
が
低
い
と
こ
ろ
に
巣

　

を
つ
く
る
年
は
、
大
風
が
あ
る
（
全
国
的
）
台
風
が
多
い
（
群
馬
・
京
都
・
徳
島
な
ど
）
、
高
い

　

と
こ
ろ
に
つ
く
る
年
は
大
風
の
心
配
が
な
い
（
全
国
的
）
と
み
え
て
い
る
。
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狂
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①
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〇
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The　Practice　of　Exhaling　and　lnhaling　Air

－ the　Magic　of　Usobuk’and　Nθzunak’一

TSUNEMITSU，　Toru

This　paper　discusses　the　practice　of　facing　a　certain　object　and　intentionally”exhaling”

air，　and　the　practice　of”inhaling”air　with　some　kind　of　intention　or　other．　There　are　no

documents　that　bring　together　data　relating　to　the　passing　down　of　these　practices，　and

in　many　cases　partial　examples　can　be　found　in　various　reports．　With　the　exception　of

specific　themes，　research　to　date　has　provided　little　opportunity　for　focusing　on　these

practices．　This　paper　classifies　materials　associated　with　the　exhaling　and　inhaling　of　air

and　will　bring　to　light　their　supematural　elements．

The　first　chapter　examines　the　practice　of　exhaling　air．　When　burnt，　injured　or　bitten　by

apoisonous　insect，　the　practice　of　reciting　a　spell　and　blowing　on　the　site　was　widely

practiced．　There　is　the　anticipation　that　the　power　of　the　spell　will　alleviate　the　pain　and

have　a　healing　effect，　and　it　is　fair　to　say　that　the　exhaling　is　done　for　the　purpose　of

driving　away　evil　and　the　impure，　as　well　as　for　purification．　Although　there　are　instances

where　ghosts　are　cast　out　by　blowing，　in　the　reverse　situation　where　a　person　is　blown

on　by　a　ghost　it　is　believed　that　the　Person　is　in　a　dangerous　situation．　In　popular　ghosts

stories　there　is　an　established　motif　of　a　ghost　blowing　on　and　killing　a　person．　The　act

of　pursing　one’s　lips，　exhaling　with　force　and　whistling　is　calledμぷobμ厄．　Folk　beliefs　that

μぷob癩will　cause　the　wind　to　hse　or　will　cause　bees　to　escape　are　also　examined．

The　second　chapter　addresses　the　practice　of　the　inhaling　of　air．　The　practice　of　making　a

noise　while　inhaling　is　calledηez期αえ」，　and　is　performed　when　fishermell　catch　fish　and

when　female　divers　dive　down　into　the　sea．　This　is　a　mystical　practice　that　anticipates　all

abundant　harvest　from　the　sea．　The　erstwhile　practice　among　prostitutes　of　performing

ηεz姻α丸輌when　attempting　to　attract　custome－rs　is　well　known．　The　same　practice　can　also

be　seen　when　calling　animals．

Whereas　the　practice　of　exhaling　performs　the　function　of　driving　evil　far　away，　the

practice　of　inhaling　is　acknowledged　as　performing　the　function　of　inviting　external

beings　to　draw　near．　The　difference　between　the　two　coincides　with　the　differences　in　the

way　that　air　is　exhaled　and　inhaled，　and　the　differences　betweell　exhaling　and　inhaling　ar

efundamentally　prescribed　by　the　tenor　of　the　significallces　and　functions　of　their　respec

tive　traditions．
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