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世
阿
弥
の
息
に
つ
い
て

　
　
　
　
「
風
」
の
解
釈
の
た
め
の
一
考
察

宮
本
郷
史

　
　
は
じ
め
に
1
問
題
の
所
在

　
世
阿
弥
（
＝
二
六
三
～
一
四
四
三
）
の
謡
曲
と
能
楽
論
の
中
で
、
今
回
扱
う
能
楽
論
で
の
中
心
的
議
論
は
「
花
」
（
－
）
と
、
そ
の
「
花
」

を
咲
か
す
方
法
と
工
夫
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
世
阿
弥
が
一
座
を
率
い
る
立
場
に
あ
る
者
だ
っ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ

で
も
あ
る
が
、
そ
の
能
楽
論
に
は
、
シ
テ
の
実
践
面
だ
け
で
な
く
、
理
論
的
な
面
に
関
す
る
論
が
様
々
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
能
楽
論
に
お
け
る
世
阿
弥
の
理
論
は
、
演
能
に
お
け
る
個
々
の
出
来
事
の
背
後
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
具
体

的
工
夫
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
実
践
的
工
夫
や
方
法
と
共
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
留
意
し
て
お
き
た
い
の

は
、
そ
の
理
論
は
、
演
者
の
視
点
と
見
手
の
視
点
と
い
う
二
つ
の
視
点
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
世
阿
弥
の
能
楽
論
を
扱
う
に
際
し
て
、
従
来
の
研
究
で
は
彼
の
言
う
「
風
」
（
2
）
と
い
う
概
念
へ
の
注
目
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
、
ひ
い
て
は
そ
の
思
想
を
扱
う
上
で
の
重
要
な
キ
ー
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ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
世
阿
弥
も
直
接
「
風
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
世
阿
弥
の
考
え
る
シ
テ

の
あ
り
方
は
、
「
風
」
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
風
」
と
い
う
概
念
を
検
討
す
る

こ
と
で
、
我
々
は
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
新
た
な
角
度
か
ら
の
光
を
当
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
そ
の
「
風
」
と
は
何
か
。
世
阿
弥
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
シ
テ
の
〈
よ
さ
〉
で
あ
り
、
ま
た
必
ず
備
え
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
う
、
王
張
し
得
る
根
拠
は
三
点
あ
る
。
一
つ
は
、
伝
書
に
お
け
る
「
風
」
の
語
、
中
で
も
「
～
風
」
の
頻
出
回
数
が
多
い
こ
と
（
3
v
。

二
つ
は
、
「
当
道
の
感
用
は
、
諸
人
見
風
の
哀
見
を
以
て
道
と
す
」
（
『
拾
玉
得
花
』
（
、
）
以
下
『
得
花
』
と
す
る
）
と
あ
る
よ
う
に
、
理

想
的
シ
テ
の
あ
り
方
を
世
阿
弥
は
「
見
風
」
と
い
い
、
そ
こ
で
「
風
」
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
。
つ
ま
り
視
覚
的
情
報
な
し
に
は
成
立
し

得
な
い
能
に
と
っ
て
、
シ
テ
の
く
よ
さ
V
も
目
に
見
え
る
形
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
、
「
見
風
」
と
い
う
語
か
ら
了
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
ま
た
そ
の
「
見
風
」
こ
そ
を
、
見
手
の
賞
翫
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
能
に
と
っ
て
の
「
見
風
」
、
特
に
そ
の
「
風
」

の
重
要
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
つ
目
は
、
世
阿
弥
は
シ
テ
の
あ
り
よ
う
の
種
類
を
「
九
位
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
、

こ
の
「
風
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
，
）
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
着
目
す
る
限
り
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
の
分
析
に
は
、

「
風
」
と
い
う
概
念
の
検
討
を
外
せ
な
い
こ
と
を
了
解
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
そ
こ
で
、
そ
の
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
お
け
る
重
要
な
概
念
と
し
て
あ
る
「
風
」
を
解
明
す
る
に
際
し
て
、
私
は
ま
ず
、
「
見
風
」
を
始

め
と
す
る
「
風
」
は
、
シ
テ
を
見
手
の
視
点
か
ら
分
析
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
（
6
）
。
そ
こ
か
ら
世
阿
弥

の
能
に
お
け
る
見
手
の
位
置
付
け
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
見
手
の
存
在
は
、
芸
能
に
と
っ
て
大
前
提

で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
関
し
て
世
阿
弥
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

抑
、
芸
能
と
は
、
諸
人
の
心
を
和
ら
げ
て
、
上
下
の
感
を
な
さ
む
事
、
寿
福
増
長
の
基
、
遽
齢
延
年
の
方
な
る
べ
し
。
極
め
極

め
て
は
、
諸
道
悉
寿
福
延
長
な
ら
ん
と
な
り
。
殊
更
こ
の
芸
、
位
を
極
め
て
、
家
名
を
遺
す
事
、
是
、
天
下
の
許
さ
れ
な
り
。



是
、
寿
福
増
長
な
り
。

下
『
花
伝
』
）

（
中
略
）
こ
の
芸
と
は
、
衆
人
愛
敬
を
以
て
、
一
座
建
立
の
寿
福
と
せ
り
。
（
『
風
姿
花
伝
』
奥
義
云
　
以
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能
楽
は
芸
能
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
見
手
の
幸
福
を
増
長
さ
せ
る
役
割
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
座
と
し
て
は
、
そ
の
役
割
を
果
た

せ
な
け
れ
ば
利
益
を
受
け
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
天
下
の
許
さ
れ
」
を
得
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
衆
人

愛
敬
」
と
い
う
、
人
々
か
ら
寵
愛
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
「
一
座
建
立
」
、
す
な
わ
ち
座
の
存
続
と
い
う
大
き
な
問
題
と
直
結
す
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
毎
回
の
演
能
に
お
け
る
成
功
、
後
に
出
て
く
る
コ
座
成
就
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
演
能
の
場
を
意
味
す
る
「
一
座
」
に
お
い
て
、
「
成
就
」
す
る
た
め
の
条
件
は
次
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

能
の
位
、
為
手
の
位
、

伝
』
第
六
花
修
云
）

目
利
・
在
所
・
時
分
、
こ
と
ご
と
く
相
応
せ
ず
ば
、
出
で
来
る
事
は
左
右
な
く
あ
る
ま
じ
き
也
。
（
『
花

そ
の
場
の
「
成
就
」
と
い
う
成
功
の
た
め
に
、
演
能
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
「
相
応
」
す
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
た

め
の
工
夫
が
実
現
化
し
た
と
き
の
シ
テ
の
あ
り
よ
う
こ
そ
が
、
「
花
」
で
あ
る
。
世
阿
弥
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
世
阿
弥
は
シ
テ
と
見
手
が
「
相
応
」
し
、
＝
座
」
が
「
成
就
」
す
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
も
表
現
し
て
い
る
。

一
切
は
、
陰
陽
の
和
す
る
所
の
堺
を
、
成
就
と
は
知
る
べ
し
。
昼
の
気
は
陽
気
な
り
。
さ
れ
ば
、
い
か
に
も
静
め
て
能
を
せ
ん

と
思
ふ
工
み
は
、
陰
気
也
。
陽
気
の
時
分
に
陰
気
を
生
ず
る
事
、
陰
陽
和
す
る
心
也
。
こ
れ
、
能
の
よ
く
出
で
来
る
成
就
の
始
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め
也
。
こ
れ
、
面
白
し
と
見
る
心
也
。
（
『
花
伝
』
第
三
問
答
条
々
）

昼
の
気
は
陽
気
で
あ
り
、
見
手
も
浮
き
浮
き
す
る
。
そ
の
よ
う
な
見
手
の
様
子
を
陽
気
と
み
な
し
、
な
ら
ば
シ
テ
自
身
は
陰
気
と
し

て
、
そ
の
見
手
に
「
和
す
る
」
こ
と
が
重
要
だ
と
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
演
能
の
始
ま
り
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
和
合
の
重
要
性
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
見
手
と
の
和
合
は
終
始
、
成
立
さ
せ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
れ

に
は
始
ま
り
が
重
要
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
こ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
和
合
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
見
手

の
演
能
に
た
い
す
る
「
面
白
し
」
と
い
う
こ
と
を
生
じ
せ
し
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
演
能
は
成
功
、
つ
ま
り
そ
の
座
は
「
成
就
」

す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
引
用
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
世
阿
弥
が
「
相
応
」
に
つ
い
て
気
を
用
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
能
に
と
っ
て

見
手
の
存
在
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
見
手
と
の
「
相
応
」
な
し
に
演
能
は
成
立
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
「
相
応
」
と
い
う
目

標
に
到
達
す
る
た
め
に
、
全
て
の
シ
テ
の
分
析
や
工
夫
が
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
相
応
」
に
、
気
と
い
う
観

点
を
持
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
そ
の
気
と
い
う

観
点
の
導
入
に
着
目
し
て
、
そ
の
観
点
で
「
風
」
と
い
う
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
そ
の
も
の
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
と
し
て
、
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
方
向
で
「
風
」
と
い
う
概
念
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
本
稿
で
手
が
か
り
と
す
る
の
が
、
気
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る

息
で
あ
る
。
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
息
の
持
つ
呼
吸
と
い
う
側
面
を
踏
ま
え
た
と
き
、
そ
の
息
は
空
気
の
体
内
へ

の
出
入
り
と
と
も
に
、
陰
気
陽
気
も
出
入
り
し
て
い
る
と
世
阿
弥
は
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
気
と
息
は
切
り
離
せ
な
い

関
係
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
気
の
観
点
、
と
り
わ
け
息
に
よ
っ
て
「
風
」
を
考
え
る
こ
と
で
、
そ
の
観
点
の
有
効
性

を
検
証
し
て
ゆ
き
た
い
。
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1

舞
歌
の
位
置
付
け

　
で
は
こ
れ
よ
り
、
世
阿
弥
が
＝
座
成
就
」
と
い
う
演
能
の
成
功
の
た
め
に
、
シ
テ
と
見
手
と
が
「
相
応
」
す
る
方
法
に
つ
い
て
、

息
と
い
う
観
点
で
整
理
・
検
討
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
音
曲
と
舞
と
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
考
え
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
能
に
お
け
る
音

曲
と
舞
の
関
係
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
能
に
お
け
る
位
置
付
け
か
ら
確
認
し
よ
う
。

　
世
阿
弥
の
考
え
る
能
の
基
本
的
構
成
要
素
は
、
音
曲
と
舞
で
あ
り
（
7
）
、
そ
れ
を
「
二
曲
三
体
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
の
「
二
曲
」

は
能
そ
の
も
の
の
基
本
的
構
成
要
素
と
し
て
の
「
舞
歌
」
の
「
二
曲
」
を
、
そ
し
て
「
三
体
」
を
老
体
・
女
体
・
軍
体
と
い
う
作
品

に
対
す
る
シ
テ
の
型
と
し
て
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
能
の
「
形
木
」
（
型
）
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
能
の
あ
り
よ
う
を
こ
の

「
二
曲
三
体
」
に
集
約
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
更
に
は
、
「
二
曲
三
体
を
、
定
位
本
風
地
体
と
名
付
。
」
（
『
至
花
道
』
）
と
あ
る
よ
う

に
、
「
二
曲
三
体
」
の
習
得
こ
そ
が
、
正
し
い
芸
位
を
確
立
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
そ
の
舞
と
歌
（
音
曲
）
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
。

舞
は
、
音
声
よ
り
出
で
ず
ば
感
あ
る
べ
か
ら
ず
。
一
声
の
匂
ひ
よ
り
舞
へ
移
る
堺
に
て
、

舞
は
音
声
の
力
足
ら
ず
ば
感
あ
る
べ
か
ら
ず
と
心
得
べ
き
ま
で
也
。
（
同
前
）

妙
力
あ
る
べ
し
。
（
『
花
鏡
』
）

そ
も
そ
も
「
舞
」
は
「
音
声
」
に
基
づ
い
て
発
現
す
る
と
あ
る
。
「
舞
」
と
い
う
の
は
、
「
舞
」
の
直
前
の
一
声
の
謡
の
「
匂
ひ
」
、
つ

ま
り
余
韻
と
も
言
う
べ
き
も
の
に
乗
じ
て
、
舞
は
じ
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
一
連
の
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流
れ
か
ら
生
じ
た
「
舞
」
に
は
、
「
妙
力
」
と
も
言
え
る
絶
妙
の
魅
力
が
あ
ら
わ
れ
、
見
手
に
感
動
を
も
た
ら
し
う
る
、
と
世
阿
弥
は

考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
音
声
の
力
」
が
足
ら
な
い
よ
う
な
謡
で
あ
れ
ば
、
必
然
的
に
「
舞
」
に
「
妙
力
」
は
な
く
、
感
動
を

も
た
ら
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
能
に
と
っ
て
舞
歌
二
曲
は
基
本
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
と
と
も
に
、
特
に
舞
に
と
っ
て
音
曲
は
必
要
不
可

欠
で
あ
る
と
了
さ
れ
る
。

　
　
2
．
音
曲
に
お
け
る
息
の
重
要
性

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
音
曲
に
お
け
る
シ
テ
と
見
手
の
「
相
応
」
を
、
息
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
世
阿
弥
は
ど
う

考
え
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
（
8
）
。

　
さ
て
そ
の
音
曲
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
声
、
更
に
い
え
ば
発
声
は
、
息
を
吐
く
こ
と
で
成
立
す
る
。
そ
れ
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
音
曲
に
と
っ
て
直
接
的
に
呼
吸
、
息
と
い
う
も
の
が
関
係
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
世
阿
弥
は
、
そ
の

息
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

然
ば
、
歌
い
出
す
声
先
に
口
伝
有
。
声
先
の
正
し
き
も
息
な
り
。

曲
の
か
〉
り
も
息
な
り
。
（
『
曲
付
次
第
』
）

甲
乙
の
位
の
正
し
き
も
息
也
。
調
子
を
持
つ
も
息
な
り
。
音

こ
の
引
用
の
と
お
り
、
音
曲
に
と
っ
て
息
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
更
に
音
曲
に
お
け
る
そ
の
息
の
位
置
付
け
に
つ
い

て
、
よ
り
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
が
次
の
引
用
で
あ
る
。



横
は
出
息
の
扱
ひ
、
主
は
入
息
の
色
ど
り
な
る
べ
し
。
此
出
入
の
息
づ
か
い
に
よ
り
て
、
声
を
助
け
、
曲
を
色
ど
る
音
感
あ
る

べ
し
。
又
、
文
字
に
よ
り
、
出
息
・
入
息
の
故
実
あ
る
べ
き
事
、
心
得
べ
し
。
是
、
音
曲
の
命
也
。
「
曲
道
息
地
」
と
云
へ
り
。

（『

雷
ﾈ
集
』
）

「風」の解釈のための一考察

こ
の
よ
う
に
、
「
音
曲
の
命
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
「
出
入
の
息
づ
か
い
」
は
重
要
だ
と
あ
る
。
そ
れ
は
「
声
を
助
け
」
、
そ
の
「
曲
を

色
取
る
」
源
が
、
「
息
づ
か
い
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
、
音
曲
を
「
色
取
る
」
、
す
な
わ
ち
見
手
が
感
受
す
る
音
曲
の
印
象

を
決
定
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
音
曲
に
と
っ
て
息
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
「
息
づ
か
い
」
と
い
う
息
の

は
た
ら
き
を
知
る
こ
と
の
重
要
性
が
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
。
更
に
い
え
ば
、
息
の
扱
い
方
こ
そ
が
、
音
曲
に
よ
っ
て
「
花
」
を
咲

か
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
「
成
就
」
の
成
否
の
鍵
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
に
音
曲
に
と
っ
て
息
の
は
た
ら
き
と
、
実
際
的
な
そ
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
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3
．
気
と
息

　
で
は
、

い
こ
う
。

音
曲
に
お
け
る
謡
い
出
し
の
発
声
法
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
、
『
音
曲
口
伝
』
の
「
一
調
二
機
三
声
」
の
箇
所
か
ら
見
て

調
子
を
ば
機
が
持
つ
な
り
。
吹
物
の
調
子
を
音
取
り
て
、
機
に
合
す
ま
し
て
、
目
を
ふ
さ
ぎ
て
、
息
を
内
へ
引
き
て
、
さ
て
声

を
出
せ
ば
、
声
先
、
調
子
の
中
よ
り
出
つ
る
也
。
調
子
ば
か
り
を
音
取
り
て
、
機
に
も
合
せ
ず
し
て
声
を
出
だ
せ
ば
、
声
先
調

子
に
合
う
事
、
左
右
な
く
無
し
。
調
子
を
ば
機
に
篭
め
て
、
さ
て
声
を
出
だ
す
ゆ
へ
に
、
一
調
・
二
機
・
三
声
と
は
定
む
る
な



り
。
（
『
音
曲
口
伝
』
　
以
下
傍
線
部
は
全
て
筆
者
に
よ
る
）
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こ
こ
か
ら
、
発
声
の
要
は
「
機
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
調
子
（
音
の
高
さ
）
の
基
準
で
あ
る
吹
物
（
笛
）
の
調
子
を

「
機
」
に
合
わ
さ
な
け
れ
ば
、
正
し
い
調
子
で
の
発
声
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
更
に
傍
線
部
の
部
分
で
は
、
「
さ
て
」
と
い
う
語

を
区
切
り
目
に
し
て
、
そ
の
前
半
部
分
は
声
を
出
す
為
の
準
備
に
つ
い
て
説
か
れ
て
お
り
、
こ
の
準
備
こ
そ
が
、
発
声
の
勘
所
な
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
準
備
が
十
分
で
な
け
れ
ば
、
「
声
先
調
子
に
合
」
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
適
切
な
発
声
の
た
め
に
、
「
吹

物
の
調
子
を
音
取
り
て
、
機
に
合
す
ま
し
て
、
目
を
ふ
さ
ぎ
て
、
息
を
内
へ
引
」
く
中
で
、
「
機
に
合
す
ま
」
す
こ
と
が
最
も
重
要
と

な
る
の
で
あ
る
。
単
に
「
調
子
を
音
取
」
る
こ
と
や
「
息
を
内
へ
引
」
く
こ
と
は
、
発
声
の
際
、
無
意
識
に
で
も
さ
れ
る
事
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
正
し
い
調
子
に
合
っ
た
発
声
は
容
易
で
は
な
い
た
め
、
「
機
に
合
わ
せ
す
ま
」
す
と
い
う
こ
と
が
必
要
不
可

欠
な
条
件
と
な
る
。

　
で
は
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
機
に
合
わ
せ
す
ま
」
す
と
い
う
こ
と
、
更
に
は
、
そ
も
そ
も
「
機
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の

か
。
本
来
的
に
は
「
機
」
は
気
と
区
別
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
が
（
9
）
、
伝
書
に
お
い
て
、
世
阿
弥
自
身
、
そ
の
「
機
」
と
気
の
区
別

を
自
覚
的
に
行
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
次
の
引
用
文
を
見
て
み
よ
う
。

声
を
つ
か
ふ
事
、
其
声
の
向
き
に
よ
る
べ
し
。
ま
た
気
力
に
も
よ
る
べ
し
。
横
の
声
を
ば
助
け
て
つ
か
ひ
、
主
の
声
を
ば
押
し

て
つ
か
ふ
べ
し
。
声
に
つ
か
は
れ
て
よ
き
声
あ
り
、
声
を
つ
か
ひ
て
よ
き
声
あ
る
べ
し
。
横
・
主
と
も
に
あ
る
声
を
、
相
音
と

は
申
な
り
。
（
『
音
曲
口
伝
』
）

こ
の
引
用
が
書
か
れ
て
い
る
条
は
、
『
花
伝
』
の
「
年
来
稽
古
」
と
関
連
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
十
七
、
八
歳
頃
と
い
う
の
は
声
変
わ
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り
が
終
わ
り
、
声
変
わ
り
す
る
前
の
魅
力
的
な
声
が
失
わ
れ
る
時
期
、
と
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
時
期
に
よ
る
稽
古
に
よ
っ
て
は
、

後
に
名
人
と
呼
ば
れ
る
た
め
の
声
を
修
得
で
き
る
か
ど
う
か
の
重
要
な
時
期
で
も
あ
る
、
と
（
m
）
。

　
そ
れ
ら
に
加
え
、
次
の
こ
と
を
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。
今
挙
げ
た
「
年
来
稽
古
」
は
お
ろ
か
、
『
花
伝
』
全
体
を
見
渡
し
て
も
音

曲
に
関
す
る
旦
ハ
体
的
な
稽
古
や
工
夫
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
『
花
伝
』
以
後
の
第
一
作
目
で
あ
る

『
花
習
内
抜
書
』
の
翌
年
に
、
こ
の
『
音
曲
口
伝
』
が
そ
の
不
足
部
分
を
補
う
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
と
推
測
で
き
る
（
n
）
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
あ
る
『
音
曲
口
伝
』
の
こ
の
引
用
は
、
ま
さ
し
く
将
来
を
決
定
づ
け
る
、
声
変
わ
り
後
の
稽
古
時
期

に
お
け
る
注
意
事
項
で
あ
る
と
言
え
よ
う
（
1
2
）
。

　
で
は
こ
の
引
用
を
含
め
た
条
が
、
音
曲
に
関
す
る
こ
と
、
そ
し
て
年
齢
的
な
稽
古
の
適
合
時
期
に
つ
い
て
の
注
意
書
き
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
引
用
の
傍
線
部
の
「
気
力
」
に
注
目
し
た
い
。
引
用
全
体
で
は
、
今
確
認
し
た
時
期
に
入
っ
た
際
、
「
其
声
の

向
き
」
、
す
な
わ
ち
く
そ
の
人
自
身
が
持
つ
声
の
持
ち
味
V
と
、
そ
し
て
ま
た
体
の
成
長
段
階
に
伴
う
「
気
力
」
に
基
づ
い
た
稽
古
が

必
要
が
あ
る
、
と
あ
る
。
そ
こ
で
の
「
気
力
」
の
「
力
」
の
意
味
す
る
こ
と
は
、
こ
の
条
が
音
曲
に
お
け
る
稽
古
に
つ
い
て
書
か
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
の
声
が
出
せ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
そ
の
力
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
気
」
は
「
息
」

で
あ
り
、
「
気
力
」
は
「
息
の
力
量
」
と
考
え
ら
れ
る
。

4
．
「
機
」
と
時
機

　
こ
の
よ
う
に
世
阿
弥
は
「
気
」
を
「
機
」
と
は
区
別
し
て
い
る
な
ら
ば
、
「
機
」
は
ど
う
い
う
意
味
内
容
な
の
か
。

る
の
が
時
機
・
機
会
と
し
て
の
「
機
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
引
用
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
ず
考
え
ら
れ
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申
楽
の
当
座
に
出
て
、
さ
し
事
・
一
声
を
出
す
に
、
其
時
分
あ
る
べ
し
。
早
き
も
悪
し
。
遅
き
も
悪
か
る
べ
し
。
先
、
楽
屋
よ

り
出
て
、
橋
が
か
り
に
歩
み
止
ま
り
て
、
諸
方
を
う
か
ゴ
ひ
て
、
「
す
は
声
を
出
だ
す
よ
」
と
、
諸
人
一
同
に
待
ち
受
く
る
す
な

は
ち
に
、
声
を
出
だ
す
べ
し
。
是
、
諸
人
の
心
を
受
け
て
声
を
出
だ
す
、
時
節
感
当
也
。
こ
の
時
節
少
し
も
過
ぐ
れ
ば
、
又
諸

人
之
心
ゆ
る
く
な
り
て
、
後
に
物
を
云
出
せ
ば
、
万
人
の
感
に
当
た
ら
ず
。
此
時
節
は
、
た
だ
見
物
の
人
の
機
に
あ
り
。
人
の

機
に
あ
る
時
節
と
者
、
為
手
の
感
よ
り
見
す
る
際
な
り
。
是
、
万
人
の
見
心
を
為
手
ひ
と
り
の
眼
精
へ
引
き
入
る
〉
際
也
。
当

日
一
の
大
事
の
際
也
。
（
『
花
鏡
』
時
節
当
感
事
）

こ
こ
の
要
旨
は
、
シ
テ
は
見
手
が
最
も
期
待
す
る
時
機
に
合
わ
せ
歌
い
始
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
シ
テ
は
見
手
を
観
察
し
、

最
も
適
し
た
時
機
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
に
引
い
た
音
曲
の
発
声
方
法
を
記
し
た
コ
調

二
機
三
声
」
の
引
用
部
分
を
再
び
引
く
こ
と
に
す
る
。

吹
物
の
調
子
を
音
取
り
て
、
機
に
合
す
ま
し
て
、
目
を
ふ
さ
ぎ
て
、
息
を
内
へ
引
き
て
、
さ
て
声
を
出
せ
ば
、
声
先
、
調
子
の

中
よ
り
出
つ
る
也
。
調
子
ば
か
り
を
音
取
り
て
、
機
に
も
合
せ
ず
し
て
声
を
出
だ
せ
ば
、
声
先
調
子
に
合
う
事
、
左
右
な
く
無

し
。
調
子
を
ば
機
に
籠
め
て
、
さ
て
声
を
出
だ
す
ゆ
へ
に
、
一
調
・
二
機
・
三
声
と
は
定
む
る
な
り
。
（
『
音
曲
口
伝
』
）

こ
こ
の
「
…
機
」
を
時
…
機
と
解
す
れ
ば
、
傍
線
部
に
あ
る
「
機
に
合
す
ま
」
す
と
い
っ
た
と
き
の
「
機
」
も
、
そ
の
発
声
す
る
調
子
に

最
も
適
し
た
時
機
に
合
わ
す
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
発
声
に
最
も
適
し
た
時
機
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
何
を

も
っ
て
そ
の
時
機
が
決
定
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
そ
の
先
に
あ
る
「
機
に
籠
め
」
る
と
い
う
、
そ
の
「
籠
め
」
る
と
い
う
こ
と
を
ど
う

解
釈
す
る
の
か
。
そ
れ
ら
の
疑
問
が
残
る
。
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そ
こ
で
「
機
に
合
す
ま
」
す
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
更
に
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。
こ
こ
の
「
機
」
を
先
の
時
機
と
取
っ
た
場

合
、
「
機
に
合
す
ま
」
す
の
は
、
見
手
と
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
つ
ま
り
見
手
の
心
を
引
き
つ
け
る
た
め
の
、
最
も
効
果
的
な
見
手
と
の
タ

イ
ミ
ン
グ
、
と
は
考
え
ら
れ
え
な
い
。
む
し
ろ
シ
テ
自
身
の
内
に
お
い
て
の
、
正
し
い
調
子
の
発
声
可
能
ポ
イ
ン
ト
に
合
わ
す
時
機

で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
シ
テ
の
内
に
お
け
る
正
し
い
調
子
の
発
声
可
能
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
ポ
イ
ン
ト
な
の
か
。
ま

た
、
「
調
子
を
ば
機
に
籠
め
」
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
前
に
あ
る
「
吹
物
の
調
子
を
音
取
り
て
、
機
に
合
す
ま
し
て
、
目
を
ふ
さ
ぎ

て
、
息
を
内
へ
引
」
く
こ
と
の
言
い
換
え
だ
が
、
そ
こ
で
の
「
機
」
に
「
合
す
ま
す
」
こ
と
と
「
籠
め
る
」
と
い
う
表
現
の
違
い
は

ど
う
い
う
違
い
な
の
か
。
そ
れ
ら
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
次
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。

凡
、
息
も
機
も
同
じ
物
、
ふ
し
・
き
よ
く
と
云
も
同
じ
文
字
な
れ
ど
も
、
謡
ふ
時
は
、

息
と
機
と
、
節
と
曲
と
の
分
目
、
能
々
智
べ
し
。
（
『
花
鏡
』
音
習
道
之
事
）

習
ひ
様
別
な
り
。
（
『
音
曲
口
伝
』
）

こ
の
二
つ
の
引
用
に
は
「
息
も
機
も
同
じ
物
」
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
も
、
謡
う
場
合
は
別
で
あ
り
、

「
分
目
」
、
違
い
が
あ
る
こ
と
を
世
阿
弥
は
指
摘
し
て
い
る
。
で
は
そ
の
違
い
と
は
何
か
。

そ
の
場
合
の
「
息
と
機
」
の

凡
、
息
を
次
ぐ
事
、
句
間
に
て
次
ぐ
内
に
も
、
又
、
所
に
よ
り
て
、
息
を
盗
み
て
次
在
所
あ
る
べ
し
。

も
知
ら
せ
ぬ
堺
也
。
又
云
、
切
り
て
待
拍
子
問
に
、
文
字
を
切
り
て
息
を
ば
切
ら
ぬ
在
所
あ
る
べ
し
。

を
切
ら
ぬ
在
所
あ
る
べ
し
。
（
『
曲
付
次
第
』
）

こ
こ
の
傍
線
部
を
見
た
と
き
、
「
息
」

と

盗
む
と
は
、
息
を
次
と

又
、
息
を
ば
次
共
、
機

「
機
」
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
音
曲
に
お
い
て
、
「
息
」
は
切
れ



　
　
る
が
「
機
」
は
切
れ
な
い
、
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
は
音
曲
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
い
う
「
息
」

皿
　
が
切
れ
る
と
い
っ
た
と
き
の
息
は
、
声
を
出
す
た
め
に
吐
き
出
す
息
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
通
常
の
呼
吸
作
用
と
同
じ

　
　
よ
う
に
、
声
を
出
し
た
際
、
肺
内
の
空
気
が
全
て
吐
き
出
さ
れ
肺
内
の
空
気
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
息
が
切
れ
て
し
ま
う
。
そ
の

　
　
た
め
、
息
継
ぎ
の
た
め
声
は
途
切
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
息
」
と
「
機
」
は
、
音
曲
の
構
成
要
素
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
確
か
に

　
同
じ
も
の
だ
と
い
い
う
る
。
し
か
し
、
発
声
に
お
け
る
あ
り
よ
う
を
見
た
場
合
、
「
息
」
は
切
れ
て
も
「
機
」
は
切
れ
な
い
と
あ
る
よ

　
う
に
、
別
の
面
で
は
同
じ
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

5
．

「
機
」
と
〈
内
的
力
〉

　
で
は
、
声
の
発
せ
ら
れ
る
様
に
お
い
て
「
息
」
と
「
…
機
」
は
同
じ
も
の
で
な
い
、

そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
次
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。

と
い
う
こ
と
か
ら
、
何
が
明
ら
か
に
な
る
の
か
。

祝
言
の
声
は
、
機
を
体
に
し
て
、
機
を
声
に
付
て
出
だ
す
声
な
り
。
是
、
強
き
音
声
也
。
（
中
略
）
ば
う
お
く
の
声
と
云
は
、
声

を
体
に
し
て
、
機
を
ゆ
る
く
持
つ
。
是
、
柔
ら
か
に
弱
き
心
な
り
。
機
を
ゆ
る
く
持
つ
は
、
入
る
息
の
心
な
り
。
（
『
音
曲
口
伝
』
）

こ
の
引
用
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
音
曲
の
構
成
要
素
は
「
息
」
と
「
機
」
で
あ
る
こ
と
と
、
「
機
」
が
音
曲
に
お
け
る
声
の
基
盤
で
あ

る
、
と
世
阿
弥
は
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
祝
言
」
と
い
う
喜
び
の
声
は
「
強
き
音
声
」
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
る
が
、
そ
の
「
強
き
音
声
」
は
、
「
機
」
を
本
体
に
し
、
そ
れ
を
声
に
付
け
合
わ
す
よ
う
に
し
て
出
す
と
あ
る
。
反
対
に

「
ば
う
お
く
」
と
い
う
悲
し
み
の
声
は
、
「
柔
ら
か
に
弱
き
」
心
づ
か
い
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
声
で
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
の
「
機
」
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は
「
ゆ
る
く
持
つ
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
機
」
の
扱
い
方
に
よ
っ
て
声
の
質
は
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
以
下
の
こ

と
が
了
せ
ら
れ
る
。
相
対
す
る
「
祝
言
」
と
「
ぼ
う
お
く
」
か
ら
見
て
も
、
そ
の
声
の
質
に
関
係
な
く
、
「
機
」
は
関
わ
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
機
」
は
、
演
能
の
声
全
て
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
機
」
は
、
「
息
」

の
よ
う
に
切
れ
る
こ
と
な
く
、
音
曲
に
と
っ
て
底
流
す
る
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
し
て
常
に
声
と
関
係
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と

考
え
ら
れ
る
。

　
更
に
こ
の
引
用
か
ら
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
そ
の
「
機
」
を
、
シ
テ
自
身
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
機
」

を
張
っ
た
り
ゆ
る
め
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
コ
調
二
機
三
声
」
の
箇
所
で
説
か
れ
て
い
た
よ
う

に
、
歌
い
始
め
の
発
声
の
段
階
に
お
い
て
は
、
「
機
」
に
対
し
て
シ
テ
は
支
配
的
に
振
る
舞
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
シ
テ
自

身
が
正
し
い
調
子
で
発
声
す
る
た
め
に
、
「
機
」
の
適
切
な
ポ
イ
ン
ト
に
シ
テ
自
身
が
合
わ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
発

声
以
前
か
ら
、
「
機
」
は
体
内
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
「
機
」
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な

音
曲
の
構
成
要
素
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
、
常
に
シ
テ
に
内
在
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
〈
内
的
力
〉
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
機
」
は
機
微
と
し
て
の
機
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
音
曲
に
お
け
る
、
…
機
微
と
し
て
の
「
機
」
、
す

な
わ
ち
〈
内
的
力
〉
は
、
シ
テ
の
内
に
漠
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
呼
吸
作
用
に
よ
っ
て
陰
気

と
陽
気
と
い
う
二
気
の
出
し
入
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
〈
内
的
力
〉
は
、
あ
る
秩
序
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
＝
調
二
機
三
声
」
に
お
け
る
「
吹
物
の
調
子
を
音
取
り
て
、
機
に
合
す
ま
し
て
、
目
を
ふ
さ
ぎ
て
、

息
を
内
へ
引
」
く
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
テ
の
外
的
情
報
と
し
て
の
「
吹
物
の
調
子
を
音
取
」
り
、

そ
れ
と
同
時
に
シ
テ
は
自
身
の
内
に
存
す
る
、
あ
る
秩
序
を
も
っ
た
〈
内
的
力
〉
の
動
向
か
ら
情
報
を
も
感
得
す
る
。
例
え
ば
、
息

づ
か
い
が
速
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
気
持
ち
が
高
ぶ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
〈
内
的
力
〉
の
動
向
か

ら
得
た
情
報
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
内
外
の
情
報
に
基
づ
き
、
正
し
い
調
子
で
発
声
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
の
時
機
に
合
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わ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表
現
す
れ
ば
、
「
調
子
を
機
に
籠
め
る
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
シ
テ
に
と
っ
て
外
的
情
報
を
元
に
し
な
が
ら
、
同
時
に
シ
テ
の
内
的
情
報
と
し
て
の
〈
内
的
力
〉
の
動
向
も
把
握
す

る
。
そ
し
て
正
し
い
調
子
で
発
声
可
能
な
、
〈
内
的
力
〉
に
お
け
る
適
し
た
時
機
と
し
て
の
任
意
の
ポ
イ
ン
ト
が
自
ず
と
定
ま
る
。
そ

の
こ
と
を
、
定
ま
っ
た
「
機
に
」
自
ら
を
「
合
す
ま
す
」
、
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
合
す
ま
す
」
「
機
」
は
、

造
語
で
あ
る
が
、
機
点
と
い
う
意
味
も
含
意
さ
れ
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
「
機
に
合
す
ま
す
」
「
機
に
籠
め
る
」
と
い
う
こ
と
の
内
実
を
見
な
が
ら
、
「
機
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
き

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
世
阿
弥
が
伝
書
に
お
い
て
使
用
す
る
「
機
」
と
い
う
の
は
、
「
機
」
が
本
来
的
に
も
つ
幅
広
い
意
味
の
語
と
し
て
使

用
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
た
だ
音
曲
に
限
定
す
れ
ば
、
「
機
」
は
音
曲
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
更
に
発
声
の
点
か
ら

見
れ
ば
、
正
し
い
調
子
に
よ
る
発
声
を
支
え
る
〈
内
的
力
〉
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
舞
に
つ
い
て

1
．
息
の
身
体
表
現

　
次
に
「
二
曲
」
の
一
つ
で
あ
る
舞
に
よ
る
「
相
応
」
に
つ
い
て
も
、
音
曲
同
様
、
息
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
た
だ
そ

の
息
と
い
う
観
点
を
舞
に
お
い
て
導
入
す
る
こ
と
は
、
音
曲
の
よ
う
に
直
接
的
に
は
い
か
な
い
。
音
曲
の
場
合
、
息
と
音
曲
は
切
り

離
せ
な
い
関
係
で
あ
り
、
ま
た
息
づ
か
い
こ
そ
が
音
曲
の
あ
り
よ
う
を
決
定
す
る
直
接
的
要
因
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
容
易
に
息

の
観
点
を
持
ち
込
め
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
舞
に
息
と
い
う
観
点
を
直
接
的
に
導
入
す
る
こ
と
は
無
理
が
あ
り
、
一
見
す
れ
ば
そ
も

そ
も
そ
れ
ら
は
結
び
つ
か
な
い
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
し
か
し
息
と
気
の
連
関
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
述
べ
る
気
の
持
つ
秩
序
性
を
考

え
合
わ
せ
た
と
き
、
舞
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
論
を
先
取
す
れ
ば
、
気
の
あ
り
さ
ま
を
舞
で
表
現
す
る
こ
と
で
、
舞
と
息
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は
結
ば
れ
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
舞
に
お
け
る
シ
テ
と
見
手
の
「
相
応
」
が
考
え
ら
れ
う
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
音
曲
と
同
様
に
、
舞

に
お
い
て
も
息
と
い
う
観
点
を
導
入
し
、
両
者
の
「
相
応
」
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

　
既
述
し
た
音
曲
に
お
け
る
「
相
応
」
は
、
シ
テ
の
音
曲
の
息
そ
の
も
の
が
問
題
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
「
相
応
」
の
た
め
に
、
音
曲

に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
息
を
ど
う
扱
う
の
か
、
ま
た
息
の
あ
り
方
を
ど
う
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
世
阿
弥
は
焦
点
を

絞
っ
て
い
た
。
一
方
、
そ
れ
に
対
し
て
舞
で
は
、
息
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
息
の
あ
り
さ
ま
と
し
て
の
呼
吸
と
い
う
点
に
注
目
し
、

そ
こ
か
ら
「
相
応
」
の
方
法
、
そ
し
て
そ
の
た
め
の
シ
テ
自
身
の
あ
り
方
を
、
世
阿
弥
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

以
下
、
そ
の
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

　
そ
こ
で
シ
テ
と
見
手
が
舞
に
よ
っ
て
「
相
応
」
す
る
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
舞
と
呼
吸
作
用
の
連
関
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ま
ず

呼
吸
に
つ
い
て
、
世
阿
弥
の
考
え
を
次
の
引
用
か
ら
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

急
尚
上
下
、
声
成
文
、
謂
音
之
。
急
陰
。
地
・
呂
・
出
息
。
尚
陽
。
天
・
律
・
入
息
。
呂
律
合
声
、
上
下
、
云
声
文
。
分
五
音

成
十
二
律
。
呂
六
、
律
六
。
（
『
花
鏡
』
一
調
二
機
三
声
）

こ
こ
は
音
曲
の
箇
所
で
見
た
コ
調
二
機
三
声
」
の
条
の
最
後
の
部
分
で
あ
り
、
音
律
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た

い
の
は
、
こ
の
意
味
内
容
で
は
な
く
、
楽
音
に
お
け
る
配
置
の
仕
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
急
」
1
陰
．
出
息
、
「
尚
」
1
陽
．
入
息
と

配
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
世
阿
弥
は
人
間
の
体
で
生
ず
る
出
息
と
入
息
と
い
う
呼
吸
を
、
陰
陽
二
気
の
出
入
り

と
関
連
づ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
そ
の
二
気
の
出
入
り
と
い
う
運
動
と
と
も
に
、
呼
吸
は

生
ず
る
の
で
あ
る
。
呼
吸
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
と
き
、
舞
と
呼
吸
の
関
係
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
舞
に
よ
っ
て
呼
吸
の
あ
り
さ
ま
を
表
現
す
る
こ
と
で
、
換
言
す
れ
ば
呼
吸
を
身
体
表
現
す
る
こ
と
で
、
舞
と
呼
吸
は
結
ば
れ
る
、



　
　
と
。
そ
の
よ
う
に
シ
テ
は
陰
陽
二
気
の
運
動
を
、
見
手
に
対
し
て
視
覚
的
に
具
現
化
す
る
こ
と
で
、

慨
　
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
こ
と
は
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

舞
に
よ
る
「
相
応
」
の
工
夫
と

身
と
足
と
同
じ
や
う
に
動
け
ば
、
荒
く
見
ゆ
る
な
り
。
身
を
つ
か
ふ
時
、
足
を
盗
め
ば
、
狂
う
と
は
見
ゆ
れ
ど
も
、
荒
か
ら
ず
。

足
を
強
く
踏
む
時
、
身
を
静
か
に
動
か
せ
ば
、
足
音
は
高
け
れ
ど
も
、
身
の
静
か
な
る
に
よ
り
て
、
荒
く
は
見
え
ぬ
也
。
こ
れ

す
な
わ
ち
、
見
聞
同
心
な
ら
ぬ
所
、
両
体
和
合
に
成
て
、
面
白
き
感
あ
り
。
（
『
花
鏡
』
強
身
動
宥
足
踏
　
強
足
踏
宥
身
動
）

こ
の
引
用
部
分
か
ら
、
世
阿
弥
は
身
体
の
動
き
を
「
身
」
と
「
足
」
に
二
分
し
て
考
え
、
そ
し
て
「
足
」
を
大
き
な
音
と
と
も
に
強

く
踏
め
ば
、
「
身
」
は
静
か
に
動
か
す
と
い
う
よ
う
に
、
陰
陽
を
配
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
「
身
」
の
動
き
と

「
足
」
が
踏
む
音
の
和
合
に
よ
り
、
見
手
は
「
荒
く
」
見
え
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
が
「
面
白
き
感
」
を
催
す
と
あ
る
。
そ
れ
を
別
の

表
現
に
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
舞
に
お
け
る
シ
テ
の
身
体
を
二
分
し
、
そ
こ
に
陰
陽
二
気
を
配
す
。
そ
の
上
で
そ
れ
ら
が
和
合

す
る
よ
う
な
身
体
表
現
に
よ
り
、
見
手
は
シ
テ
を
視
覚
的
・
聴
覚
的
に
感
受
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
「
面
白
き
感
」
を
催
す
こ
と
に

な
れ
ば
、
両
者
は
「
相
応
」
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。

　
で
は
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
呼
吸
を
舞
に
よ
っ
て
表
現
し
た
と
き
、
実
際
的
な
工
夫
と
し
て
、
見
手
と
は
ど
の
よ
う
に
「
相
応
」

す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

∩
∠
．

舞
に
よ
る
「
相
応
」
ー
「
秘
す
れ
ば
花
」

そ
こ
で
先
と
は
異
な
る
視
点
で
、
呼
吸
の
身
体
表
現
と
し
て
の
舞
に
よ
る
、
見
手
と
の
「
相
応
」
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
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「
心
を
十
分
に
動
か
し
て
身
を
七
分
に
動
か
せ
」
と
は
、
習
う
所
の
、
手
を
指
し
、
足
を
動
か
す
事
、
師
の
教
へ
の
ま
〉
に
動
か

し
て
、
そ
の
分
を
よ
く
よ
く
し
極
め
て
後
、
指
し
引
く
手
を
、
ち
〉
と
、
心
ほ
ど
に
は
動
か
さ
で
、
心
よ
り
内
に
控
ふ
る
也
。

こ
れ
は
、
か
な
ら
ず
、
舞
、
は
た
ら
き
に
限
る
べ
か
ら
ず
。
立
ふ
る
ま
ふ
身
つ
か
ひ
ま
で
も
、
心
よ
り
は
身
を
惜
し
み
て
立
ち

は
た
ら
け
ば
、
身
は
体
に
な
り
、
心
は
用
に
な
り
て
、
面
白
き
感
あ
る
べ
し
。
（
『
花
鏡
』
動
十
分
心
　
動
七
分
身
）

こ
こ
に
は
シ
テ
の
舞
に
お
け
る
具
体
的
工
夫
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
、
呼
吸
の
身
体
表
現
を
見
手
と
の
問
で
ど
う
活

か
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
引
き
つ
け
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
「
心
を
十
分
に
動
か
し
て
身
を

七
分
に
動
」
か
す
べ
き
だ
と
い
う
、
そ
の
真
意
は
何
か
、
「
心
を
十
分
」
、
「
身
を
十
分
」
で
は
ど
う
い
う
不
都
合
が
生
じ
る
と
世
阿
弥

は
考
え
て
い
る
の
か
。
そ
の
こ
と
か
ら
検
証
し
て
い
き
た
い
。

　
仮
に
「
心
を
十
分
、
身
を
十
分
」
の
シ
テ
の
演
技
を
観
た
と
し
よ
う
。
確
か
に
そ
の
完
全
な
る
演
技
、
態
に
「
面
白
し
」
と
思
う

と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
真
の
「
面
白
き
感
」
を
催
す
こ
と
は
な
い
と
世
阿
弥
は
考
え
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
見
手
は
そ
の
完
全
な
る
シ
テ
の
態
に
圧
倒
さ
れ
、
仮
に
「
面
白
し
」
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
、
シ
テ
の
演
技
に
没
入
で
き
な
い
た

め
、
世
阿
弥
の
い
う
「
面
白
き
感
」
は
成
立
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
十
分
」
な
る
シ
テ
の
演
技
、
態
に
は
、
見
手

の
没
入
す
る
余
地
を
見
出
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
シ
テ
と
見
手
の
間
に
、
見
せ
る
．
見
る
の
関
係

し
か
成
立
せ
ず
、
両
者
が
融
合
し
一
体
と
は
な
り
え
な
い
。

　
し
か
し
そ
れ
を
「
心
を
十
分
、
身
を
七
分
」
に
す
れ
ば
、
そ
の
三
分
の
部
分
に
、
見
手
は
不
足
感
を
感
じ
る
。
見
手
か
ら
す
る
と
、

シ
テ
に
く
今
の
舞
か
ら
感
受
し
た
シ
テ
の
心
の
は
た
ら
き
か
ら
す
れ
ば
、
身
も
十
分
で
あ
る
は
ず
だ
V
と
い
う
態
度
で
観
せ
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
シ
テ
は
あ
え
て
三
分
の
不
足
部
分
を
作
る
。
そ
こ
で
見
手
は
、
シ
テ
の
そ
の
十
分
な
心
づ
か
い
に
よ
っ
て
、
〈
こ
れ

か
ら
繰
り
出
さ
れ
る
態
も
十
分
な
も
の
で
あ
ろ
う
〉
、
と
自
分
自
身
の
内
で
未
だ
見
ぬ
部
分
を
無
自
覚
に
決
定
す
る
。
そ
の
よ
う
に
、
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シ
テ
に
三
分
の
不
足
部
分
が
存
在
す
る
故
に
、
見
手
は
そ
の
心
に
予
想
と
い
う
能
動
的
行
為
で
、
シ
テ
の
舞
姿
の
不
足
部
分
を
補
う

の
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
さ
ら
に
旦
ハ
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
シ
テ
が
人
の
前
で
手
を
広
げ
、
胸
を
突
き
出
し
、
体
を
伸
ば
し
な
が
ら
、
大

き
く
息
を
吸
う
動
作
を
し
た
ら
、
見
手
は
、
そ
の
後
の
シ
テ
が
大
き
く
息
を
吐
く
こ
と
を
、
予
想
す
る
。
し
か
し
あ
え
て
そ
こ
を
小

さ
く
細
く
ゆ
っ
く
り
と
息
を
吐
け
ば
、
見
手
は
大
き
く
吐
く
も
の
だ
と
予
想
し
て
い
る
の
で
、
意
表
を
つ
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に

驚
き
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
、
一
旦
、
演
能
へ
向
か
う
気
持
ち
が
遮
断
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
当
初
向
か
っ
て
い
た
気
持
ち
の
向
き

が
、
真
反
対
に
向
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
驚
き
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
た
気
持
ち
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
ダ
ム
に
せ
き
止
め
ら
れ

る
が
如
く
、
次
に
放
出
さ
れ
る
時
に
は
そ
れ
ま
で
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
演
能
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
驚
き
で
真
反
対
へ

向
い
た
気
持
ち
も
、
そ
れ
ま
で
の
引
き
込
ま
れ
て
い
た
演
能
へ
向
か
う
気
持
ち
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
引
っ
張
ら
れ
、
結
局
は
そ
こ
で
一

旦
、
反
動
を
つ
け
た
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
演
能
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
増
量
し
た
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
よ
っ
て
、
実
際
、
見
手
は
自
ら
に
よ
っ
て
没
入
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
た
と
き
、
シ
テ
と
見
手

の
間
で
「
花
」
が
咲
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
驚
き
を
見
手
に
生
じ
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
世
阿
弥
が
『
花
伝
』
以
来
、
主
張
し
続
け
た
、
シ
テ
が
「
花
」
を
咲
か
せ
る
た
め

の
、
重
要
な
工
夫
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

見
る
人
の
た
め
花
ぞ
と
も
知
ら
で
こ
そ
、
為
手
の
花
に
は
な
る
べ
け
れ
。
さ
れ
ば
、
見
る
人
は
、
た
ゴ
思
い
の
外
に
面
白
き
上

手
と
ば
か
り
見
て
、
こ
れ
は
花
ぞ
と
も
知
ら
ぬ
が
、
為
手
の
花
な
り
。
さ
る
ほ
ど
に
、
人
の
心
に
思
い
も
寄
ら
ぬ
感
を
催
す
手

立
、
花
な
り
。
（
『
花
伝
』
第
七
別
紙
口
伝
）
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こ
の
よ
う
に
い
わ
ば
、
見
手
を
演
能
に
引
き
ず
り
込
む
た
め
の
、
こ
の
「
思
い
も
寄
ら
ぬ
感
」
と
い
う
驚
き
の
発
生
こ
そ
が
、
シ
テ

が
見
手
と
「
相
応
」
す
る
た
め
の
一
つ
の
工
夫
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
シ
テ
は
「
花
」
を
咲
か
せ
得
る
強
力
な
手
立
て
と

な
る
。
そ
れ
に
見
手
が
「
相
応
」
し
て
「
感
応
」
し
た
と
き
、
演
能
の
場
に
「
花
」
が
咲
く
。
こ
の
こ
と
が
「
秘
す
れ
ば
花
な
り
。

秘
せ
ず
ば
花
な
る
べ
か
ら
ず
」
（
『
花
伝
』
第
七
別
紙
口
伝
）
と
も
表
す
る
所
以
だ
と
も
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
三
分
」
の
不
足
部
分
を
作
る
こ
と
で
、
呼
吸
の
身
体
表
現
と
し
て
の
舞
に
よ
る
「
相
応
」
は
実
現
さ
れ
、
演
能
の

場
に
「
花
」
を
咲
か
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
3
．
「
動
十
分
心
」

　
そ
こ
で
さ
ら
に
、
「
舞
」
に
よ
っ
て
見
手
と
「
相
応
」
す
る
場
合
の
シ
テ
の
あ
り
方
を
、
先
の
引
用
の
「
心
を
十
分
に
動
か
」
す
、

と
い
う
箇
所
に
引
き
付
け
て
検
討
し
た
い
。

　
本
稿
の
冒
頭
で
の
【
問
題
の
所
在
】
で
挙
げ
た
陰
陽
和
合
に
関
す
る
引
用
に
も
あ
っ
た
が
、
見
手
と
「
相
応
」
す
る
た
め
に
、
シ

テ
は
常
に
見
手
の
様
子
や
気
の
動
向
を
感
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
「
心
を
十
分
に
動
か
」
す
と
い
う
こ
と
は
必
須
と
な
る
。

そ
れ
以
外
に
も
、
「
心
を
十
分
に
動
か
」
す
と
い
う
こ
と
は
、
『
花
鏡
』
の
「
上
手
之
知
感
事
」
（
1
3
）
に
あ
る
よ
う
に
、
「
面
白
き
味
わ
い
」

と
い
う
不
可
視
な
も
の
を
、
舞
や
所
作
に
表
出
さ
せ
る
た
め
に
「
心
を
十
分
に
動
か
」
す
、
と
い
う
こ
と
も
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と

を
『
花
鏡
』
で
は
「
心
に
て
す
る
能
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
「
心
を
十
分
」
に
動
か
す
こ
と
の
意
味
は
、
そ
れ
ら
だ
け
で
は
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
シ
テ
が
作
っ
た
不
足
部
分
を
、

見
手
の
想
像
で
埋
め
る
誘
導
の
た
め
に
、
シ
テ
は
自
身
の
「
心
」
が
十
分
で
あ
る
こ
と
を
見
手
に
示
す
、
と
い
う
こ
と
も
含
意
し
て

い
る
。
そ
の
具
体
的
な
出
来
事
が
次
の
引
用
で
あ
る
。



二
曲
を
初
め
と
し
て
、
立
は
た
ら
き
。
物
ま
ね
の
色
々
、
こ
と
ご
と
く
み
な
身
に
な
す
態
也
。
せ
ぬ
所
と
申
は
、
そ
の
隙
な
り
。
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こ
の
せ
ぬ
隙
を
な
に
と
て
面
白
き
ぞ
と
見
る
所
、
是
は
、
油
断
な
く
心
を
つ
な
ぐ
性
根
也
。
（
『
花
鏡
』
万
能
縮
一
心
事
）

シ
テ
の
不
足
の
三
分
、
つ
ま
り
「
せ
ぬ
所
」
を
見
手
自
身
に
補
わ
せ
る
た
め
に
、
〈
そ
こ
に
は
不
足
部
分
な
ど
な
い
〉
と
見
手
に
印
象

づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
油
断
な
く
心
を
つ
な
ぐ
」
こ
と
を
可
能
と
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
音
曲
で
言
え
ば
、
息
を
切
っ

て
も
機
を
切
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
シ
テ
は
［
シ
テ
の
態
（
七
分
）
＋
見
手
の
想
像
（
三
分
）
］
、
そ
し
て
ま
た
［
シ

テ
の
態
（
七
分
）
＋
見
手
の
想
像
（
三
分
）
］
と
い
う
よ
う
に
、
シ
テ
と
見
手
で
十
分
と
な
る
よ
う
に
仕
立
て
て
ゆ
く
の
が
、
シ
テ
の

態
で
あ
り
工
夫
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
た
め
の
シ
テ
の
心
の
あ
り
方
と
し
て
、
態
と
態
の
間
を
、
見
手
と
共
に
繋
ぐ
た
め
に

「
心
を
十
分
に
動
か
」
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
秘
す
る
所
の
安
心
（
深
く
隠
し
て
い
る
心
奥
の
心
づ
か
い
）
」
（
『
花
鏡
』
）
を
、
世
阿
弥

は
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
1
結
論
に
か
え
て

　
こ
れ
ま
で
は
シ
テ
と
見
手
の
「
相
応
」
と
い
う
こ
と
を
基
軸
に
、
音
曲
と
舞
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
息
と
い
う
観
点
で
検
討
し
て

き
た
。
音
曲
に
お
い
て
は
、
そ
の
底
流
に
存
在
す
る
の
が
〈
内
的
力
〉
と
も
呼
び
う
る
「
機
」
で
あ
り
、
ま
た
音
曲
の
あ
り
さ
ま
を
決

定
す
る
も
の
も
「
機
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
方
、
舞
で
の
「
相
応
」
に
必
要
と
さ
れ
る
工
夫
の
一
つ
は
、
シ

テ
に
よ
る
息
（
呼
吸
）
の
身
体
表
現
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
息
は
気
の
出
入
り
と
と
も
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
そ

の
息
の
身
体
表
現
は
気
の
あ
り
さ
ま
の
身
体
表
現
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
更
に
ま
た
、
次
の
こ
と
も
指
摘
し
た
。
音
曲
で
語
ら
れ
て
い
る
「
機
」
は
確
か
に
音
曲
そ
の
も
の
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
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し
そ
の
「
機
」
は
、
音
曲
と
の
関
係
を
無
視
し
て
も
存
在
し
う
る
、
人
間
に
備
わ
る
〈
内
的
力
〉
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
機
」
の
は
た
ら
き
の
一
つ
が
呼
吸
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
呼
吸
と
共
に
陰
気
陽
気
の
気
は
出
入
り
す
る
な

ら
、
「
機
」
と
気
の
区
別
は
当
然
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
機
」
と
気
は
、
確
か
に
強
く
結
び
つ
い
て
お
り
区
別
し
難

い
が
、
全
く
同
じ
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
し
た
。
し
か
し
以
下
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
機
」
と
気

を
一
ま
と
め
に
し
て
〈
気
〉
と
表
し
て
使
用
す
る
。

　
そ
こ
で
次
の
引
用
文
を
見
て
み
よ
う
。

陰
陽
和
す
る
と
者
、
自
然
、
座
式
の
、
天
気
陰
気
な
ん
ど
に
て
、
物
さ
び
た
る
気
色
な
ら
ば
、
陰
気
ぞ
と
心
得
て
、
陽
声
．
永

曲
を
相
音
に
休
息
し
て
、
音
感
を
な
す
と
こ
ろ
、
こ
れ
、
一
座
成
就
の
感
応
也
。
其
感
応
よ
り
見
風
に
匂
ふ
体
風
、
「
愛
、
面
白
」

と
見
る
数
人
感
応
也
。
（
中
略
）
人
気
・
人
音
な
ん
ど
の
み
に
て
、
し
み
か
ね
た
る
当
庭
に
も
、
相
音
の
高
音
を
以
て
、
数
人
の

心
耳
に
通
ぜ
し
め
て
、
為
手
一
人
へ
諸
人
の
目
・
心
を
引
き
入
て
、
其
連
声
よ
り
風
姿
に
移
る
遠
見
を
な
し
て
、
万
人
一
同
の

感
応
と
な
る
褒
美
あ
ら
ば
、
一
座
成
就
の
遊
楽
な
る
べ
し
。
（
『
得
花
』
）

中
略
を
挟
ん
で
、
前
半
と
後
半
に
分
け
た
と
き
、
ど
ち
ら
と
も
音
曲
と
舞
と
い
う
能
の
基
本
的
構
成
要
素
の
連
関
的
は
た
ら
き
に

よ
っ
て
、
シ
テ
と
見
手
の
「
感
応
」
が
成
立
す
る
、
と
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
「
感
応
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
こ
こ
ま
で
の
引
用
に
も
、
シ
テ
と
見
手
の
「
相
応
」
が
成
立
す
る
際
に
は
、
再
三
「
面
白
き
感
」
な
ど
の
よ
う
に
、
見
手
に
「
感
」

が
生
じ
る
と
世
阿
弥
は
考
え
て
い
た
。
「
面
白
き
位
よ
り
上
に
心
に
も
覚
え
ず
「
あ
つ
」
と
云
重
あ
る
べ
し
。
是
は
感
な
り
。
こ
れ
は
、

心
に
も
覚
え
ね
ば
、
面
白
し
と
だ
に
思
は
ぬ
感
な
り
。
」
（
『
花
鏡
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
感
」
と
は
、
見
手
は
演
能
に
没
入
し
て

い
る
た
め
、
シ
テ
の
「
花
」
の
感
受
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
に
「
花
」
が
咲
い
て
い
る
こ
と
さ
え
も
意
識
さ
れ
な
い
よ
う
な
事
態
が
、



　
見
手
の
中
で
生
ず
る
、
そ
の
こ
と
を
、
「
感
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
感
」
が
見
手
の
内
に
生
じ
、
両
者
が
渾
然
一
体
と
な
っ

撚
　
た
様
を
「
感
応
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
こ
の
「
感
応
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
様
々
な
工
夫

　
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
そ
こ
で
前
半
部
分
の
傍
線
部
を
見
る
と
、
そ
の
「
感
応
」
が
成
立
し
た
と
き
、
シ
テ
の
身
体
か
ら
「
匂
ひ
」
出
る
も
の
、
つ
ま
り

　
　
シ
テ
の
内
か
ら
目
に
見
え
る
形
で
あ
ら
わ
れ
出
る
「
見
風
」
を
、
見
手
は
感
受
す
る
、
と
あ
る
。
で
は
こ
こ
で
い
う
「
見
風
」
に
つ
い

　
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
傍
線
部
に
あ
る
「
見
風
」
と
「
体
風
」
を
見
比
べ
て
み
る
と
以
下
の
相
違
が
浮
か
び
上
が
る
。

　
す
な
わ
ち
「
体
風
」
と
は
、
舞
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
音
曲
に
よ
っ
て
、
と
い
っ
た
区
別
な
く
、
シ
テ
に
あ
ら
わ
れ
出
る
〈
よ
さ
〉

　
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
「
見
風
」
と
い
う
の
は
、
音
曲
の
成
功
で
見
手
を
没
入
さ
せ
、
そ
の
音
曲
に
乗
じ
て
舞
う
姿
に
匂

　
い
出
る
〈
よ
さ
〉
が
見
手
に
感
受
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
実
際
的
な
〈
よ
さ
〉
と
し
て
の
「
風
」
を
「
見
風
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
（
1
4
）
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
見
風
」
と
い
う
シ
テ
の
〈
よ
さ
〉
は
、
受
動
的
に
感
受
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
見
手
の
能
動
的
行
為
に

　
よ
っ
て
、
見
手
自
身
の
内
に
立
ち
現
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
そ
の
よ
う
な
く
よ
さ
V
で
あ
る
「
見
風
」
を
表
出
さ
せ
る
た
め
に
、
舞
に
お
い
て
も
、
音
曲
で
扱
っ
た
〈
内
的
力
〉
と
し
て
の
く
気
V

　
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
舞
に
と
っ
て
、
〈
内
的
力
〉
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
が
、
シ
テ
自
身
の

　
「
心
を
十
分
に
動
か
」
す
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
「
感
応
」
へ
と
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
〈
気
〉
を
は
た
ら
か

　
せ
る
こ
と
で
「
見
風
」
を
生
じ
せ
し
め
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
〈
よ
さ
（
「
風
」
）
〉
が
匂
ひ
出
た
シ
テ
の
姿
を
「
風

　
姿
」
と
い
い
、
ま
た
舞
姿
を
単
な
る
姿
で
は
な
く
「
風
姿
」
た
ら
し
め
る
の
が
、
〈
気
〉
の
は
た
ら
き
と
も
い
い
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
た
音
曲
の
〈
よ
さ
〉
に
関
し
て
は
、
既
述
し
た
通
り
、
〈
よ
さ
〉
以
前
に
〈
気
〉
は
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
見
手

　
に
「
感
」
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
〈
よ
さ
〉
の
も
と
は
〈
気
〉
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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そ
の
内
に
、
上
手
の
態
と
云
ぱ
、
こ
の
正
を
よ
く
色
ど
る
也
。
正
は
無
文
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
上
手
と
申
は
、
こ
の
無
文
の

位
よ
り
、
無
色
の
文
を
の
つ
か
ら
出
曲
す
。
こ
れ
を
「
声
文
を
成
す
」
と
云
り
。
曲
は
あ
ら
は
れ
た
る
文
な
れ
ば
、
有
文
の
文

な
り
。
声
は
無
色
な
る
に
文
を
な
せ
る
所
、
是
、
上
手
の
妙
音
成
べ
し
。
無
文
の
文
な
り
。
此
位
を
妙
所
と
申
な
り
。
（
『
音
曲

口
伝
』
）

つ
ま
り
こ
の
引
用
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
曲
を
「
色
ど
る
」
「
文
」
を
「
を
の
つ
か
ら
」
「
出
曲
」
せ
し
め
る
の
は
、
音
曲
を
支
え
る

〈
気
〉
の
は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
、
筆
者
が
注
目
し
て
い
る
世
阿
弥
の
「
風
」
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
に
考

え
ら
う
る
。
す
な
わ
ち
、
「
風
」
は
、
〈
気
V
に
よ
っ
て
そ
の
シ
テ
の
内
か
ら
外
へ
あ
ら
わ
れ
出
、
見
手
に
「
感
」
を
生
じ
さ
せ
る
も

の
と
し
て
の
、
シ
テ
の
〈
よ
さ
〉
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
「
風
」
を
考
え
れ
ば
、
気
、
そ
し
て
息
と
い
観
点
は
、
世
阿
弥
の
「
風
」
に
お
け
る
解
明
の
重
要
な
観
点

な
の
で
あ
る
。

〔
参
考
文
献
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岩
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潜
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鐵
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潮
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潮
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古
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膚
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岩
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一
九
八
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
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一
九
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
七

　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
〇

演
劇
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
』

　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
四

花
田
伸
久
「
世
阿
弥
の
音
曲
習
道
論
の
「
機
」
」
（
『
テ
オ
リ
ア
』
第
三
二
号
）

重
田
み
ち
「
初
期
三
書
か
ら
『
花
伝
』
へ
、
『
花
伝
』
か
ら
『
風
姿
花
伝
』
へ
」
（
『
文
学
』
＝
・
」
二
月
号
）

玉
村
恭
「
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
お
け
る
「
無
」
の
源
泉
一
音
曲
論
の
果
た
し
た
役
割
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
美
学
』
二
二
一
）

松
本
孝
造
「
五
音
の
構
想
－
世
阿
弥
の
場
合
ー
」
（
『
国
語
国
文
』
第
三
九
巻
第
一
二
号
）

吉
村
均
「
世
阿
弥
能
楽
論
に
お
け
る
「
心
」
と
「
態
」
ー
『
花
鏡
』
『
至
花
道
』
を
中
心
に
」
（
『
倫
理
学
年
報
』
三
八
）

一
九
九
二

二
〇
〇
〇

二
〇
〇
五

一
九
七
〇

一
九
八
九

　
　
〔
註
〕

（
1
）
　
「
花
」

と
い
う
の
は
、
「
シ
テ
が
中
心
と
な
っ
て
作
り
上
げ
る
演
能
の
魅
力
」
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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（
2
）
　
全
て
の
伝
書
に
頻
出
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
論
文
と
し
て
は
松
岡
心
平
「
風
の
世
阿
弥
」
（
『
身
体
　
皮
膚
の
修
辞
学
』
）
、
重

　
　
田
み
ち
「
初
期
三
書
か
ら
『
花
伝
』
へ
、
『
花
伝
』
か
ら
『
風
姿
花
伝
』
へ
」
（
『
文
学
』
）
く
ら
い
で
あ
る
。

（
3
）
　
本
風
・
風
聞
・
正
風
・
曲
風
・
風
根
・
用
風
・
見
風
・
幽
風
・
無
主
風
・
有
主
風
・
異
風
・
達
風
・
風
道
・
非
風
・
是
風
・
風
力
．
習

　
　
風
・
奥
風
・
満
風
・
端
風
・
骨
風
・
肉
風
・
皮
風
等

（
4
）
　
以
下
、
本
稿
の
引
用
は
全
て
岩
波
書
店
「
日
本
思
想
体
系
　
世
阿
弥
・
禅
竹
」
か
ら
と
す
る
。

（
5
）
　
第
二
の
「
見
風
」
に
は
、
〈
よ
さ
〉
の
質
ま
で
は
含
意
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
す
る
〈
よ
さ
〉
の
質
的
差
異
を
「
九
位
」
に
よ
っ

　
　
て
示
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
世
阿
弥
は
そ
の
「
九
位
」
を
、
『
九
位
』
で
九
つ
の
階
位
と
し
て
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
位
の
高

　
　
い
順
に
挙
げ
れ
ば
「
妙
花
風
・
寵
深
花
風
・
閑
花
風
・
正
花
風
・
広
精
風
・
浅
文
風
・
強
細
風
・
強
鹿
風
」
で
あ
る
。
更
に
、
三
つ
ず
つ

　
　
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
お
り
、
最
初
の
三
つ
か
ら
「
上
三
花
・
中
三
位
・
下
三
位
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
稿
を
改
め

　
　
た
い
。

（
6
）
　
ま
た
こ
こ
で
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
世
阿
弥
が
シ
テ
の
あ
り
方
を
「
～
風
」
と
し
て
語
る
場
合
、
そ
れ
は
見
手
か
ら
の

　
　
視
点
で
シ
テ
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
風
体
」
と
す
る
よ
う
な
「
風
」
の
使
い
方
の
場
合
、
演
者
の
側
か
ら
の
視

　
　
点
で
シ
テ
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
『
花
伝
』
以
後
の
伝
書
で
格
段
に
そ
の
よ
う
な
「
風
」
の
造
語
が
増
加
し
た
と

　
　
い
う
こ
と
は
、
シ
テ
の
あ
り
方
を
演
者
か
ら
の
視
点
で
は
な
く
、
見
手
か
ら
の
視
点
か
ら
論
考
す
る
こ
と
に
重
要
性
を
見
出
し
て
い
る

　
　
と
い
う
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
も
、
「
～
風
」
の
使
用
は
見
手
の
存
在
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
の
証
と
す
る
表

　
　
現
で
あ
る
。
ま
た
『
花
伝
』
で
は
そ
れ
以
後
に
見
ら
れ
る
造
語
が
現
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
『
花
伝
』
か
ら
後
に
、
シ
テ
へ
の
考

　
　
え
方
に
変
化
が
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

（
7
）
　
こ
の
能
の
基
本
的
構
成
要
素
の
整
理
つ
い
て
は
、
『
花
伝
』
以
後
の
思
索
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
結
果
が
『
至

　
　
花
道
』
に
「
二
曲
三
体
」
と
し
て
現
出
す
る
。
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（
8
）
　
本
来
的
に
は
能
に
お
け
る
音
曲
と
い
う
と
、
舞
な
ど
の
舞
台
上
で
の
動
き
全
体
に
対
す
る
、
嘩
子
方
な
ど
も
含
め
た
音
楽
的
部
分
を

　
　
指
し
示
す
。
し
か
し
本
稿
で
は
こ
れ
よ
り
音
曲
と
言
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
シ
テ
の
謡
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
9
）
　
「
も
と
、
は
じ
き
弓
の
ば
ね
、
の
意
で
あ
る
が
『
荘
子
・
至
楽
』
に
「
万
物
は
皆
機
よ
り
出
で
機
に
入
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
造
化
発

　
　
動
の
根
源
の
意
に
転
じ
、
発
動
す
る
き
っ
か
け
、
発
動
の
直
接
の
原
因
、
発
動
す
る
き
ざ
し
、
い
ず
れ
発
動
す
る
は
ず
の
素
質
な
ど
、
さ

　
　
ま
ざ
ま
の
意
に
分
化
し
た
詞
。
具
体
的
な
物
や
現
象
を
現
出
す
る
根
源
を
表
す
気
と
通
じ
、
区
別
し
が
た
い
場
合
が
多
い
。
」
（
『
角
川
古

　
　
語
大
辞
典
』
）

（
1
0
）
　
「
こ
の
比
は
又
、
あ
ま
り
の
大
事
に
て
、
稽
古
多
か
ら
ず
。
先
、
声
変
り
ぬ
れ
ば
、
第
一
の
花
失
せ
た
り
。
体
も
腰
高
に
な
れ
ば
、
か

　
　
〉
り
失
せ
て
、
過
ぎ
し
比
の
、
声
も
盛
り
に
、
花
や
か
に
、
易
か
り
し
時
分
の
移
り
に
、
手
立
は
た
と
変
り
ぬ
れ
ば
、
気
を
失
ふ
。
（
中

　
　
略
）
此
頃
の
稽
古
に
は
、
た
ゴ
、
指
を
さ
し
て
人
に
笑
は
る
〉
と
も
、
そ
れ
を
ば
か
へ
り
み
ず
、
内
に
て
は
、
声
の
届
か
ん
ず
る
調
子
に

　
　
て
、
宵
・
暁
の
声
を
つ
か
ひ
、
心
中
に
は
願
力
を
起
し
て
、
一
期
の
堺
こ
〉
な
り
と
、
生
涯
に
か
け
て
能
を
捨
て
ぬ
よ
り
外
は
、
稽
古
あ

　
　
る
べ
か
ら
ず
。
こ
〉
に
て
捨
つ
れ
ば
、
そ
の
ま
〉
能
は
止
ま
る
べ
し
。
」
（
『
花
伝
』
第
一
年
来
稽
古
）

（
1
1
）
　
【
世
阿
弥
の
著
作
】

　
　
『
花
伝
』

　
　
　
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
ま
で
　
応
永
七
年
四
月
　
三
八
歳

　
　
　
第
四
・
第
五
巻
　
応
永
九
年
三
月
　
四
〇
歳

　
　
　
第
六
・
第
七
巻
　
年
代
不
明
（
第
四
・
第
五
よ
り
数
年
後
か
）

　
　
『
花
習
内
抜
書
』
（
能
序
破
急
事
）
応
永
二
五
年
二
月
　
五
六
歳

　
　
『
音
曲
声
出
口
伝
』
　
応
永
二
六
年
　
五
七
歳

　
　
『
至
花
道
』
　
応
永
二
七
年
六
月
　
五
八
歳
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『
二
曲
三
体
人
形
図
』
（
人
形
）
　
応
永
二
八
年
七
月
　
五
九
歳

　
　
『
三
道
』
（
能
作
書
）
　
応
永
三
〇
年
二
月
　
六
一
歳

　
　
『
花
鏡
』
　
応
永
三
一
年
六
月
　
六
二
歳

　
　
『
曲
付
次
第
』
（
曲
付
）
　
年
代
不
明
（
『
一
二
道
』
よ
り
あ
と
か
）

　
　
『
風
曲
集
』
　
年
代
不
明
（
曲
付
次
第
よ
り
後
か
）

　
　
『
遊
楽
習
道
風
見
』
　
年
代
不
明
（
九
位
よ
り
前
か
）

　
　
『
五
位
』
（
遊
楽
芸
風
五
位
）
　
年
代
不
明
（
九
位
よ
り
前
か
）

　
　
『
九
位
』
（
九
位
次
第
）
　
年
代
不
明
（
六
義
よ
り
前
か
）

　
　
『
六
義
』
　
応
永
三
五
年
三
月
　
六
六
歳

　
　
『
拾
玉
得
花
』
　
正
長
元
年
六
月
　
六
六
歳

　
　
『
五
音
』
　
年
代
不
明
（
永
享
2
年
よ
り
前
か
）

　
　
『
五
音
曲
』
（
五
音
曲
条
々
）
年
代
不
明
（
永
享
2
年
よ
り
前
か
）

　
　
『
習
道
書
』
　
永
享
二
年
三
月
　
六
八
歳

　
　
『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
』
（
申
楽
談
儀
）
　
永
享
二
年
一
一
月
　
六
八
歳

　
　
『
夢
跡
｝
紙
』
　
永
享
四
年
九
月
　
七
〇
歳

　
　
『
却
来
花
』
　
永
享
五
年
三
月
　
七
一
歳

　
　
『
金
島
書
』
　
永
享
八
年
二
月
　
七
四
歳

（
1
2
）
　
日
本
思
想
体
系
「
世
阿
弥
・
禅
竹
」
の
頭
注
に
は
、
音
曲
の
稽
古
に
お
い
て
の
一
日
の
内
の
最
も
適
し
た
時
刻
と
も
解
す
こ
と
が
で
き

　
　
る
、
と
あ
る
が
、
本
文
に
述
べ
た
よ
う
に
『
花
伝
』
の
「
年
来
稽
古
」
と
リ
ン
ク
す
る
と
考
え
れ
ば
、
頭
注
の
よ
う
な
解
釈
は
退
け
ら
れ
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る
。

（
1
3
）
　
「
声
悪
く
、
二
曲
さ
の
み
の
達
者
に
な
け
れ
ど
も
、
上
手
の
覚
え
天
下
に
あ
る
も
の
あ
り
。
是
則
、
舞
・
は
た
ら
き
は
態
也
。
主
に
成

　
　
る
物
は
心
な
り
。
又
正
位
也
。
さ
る
ほ
ど
に
、
面
白
き
味
わ
い
を
知
り
て
、
心
に
て
す
る
能
は
、
さ
の
み
の
達
者
に
な
け
れ
共
、
上
手
の

　
　
名
を
取
る
也
。
」
（
『
花
鏡
』
上
手
之
知
感
事
）

（
1
4
）
　
「
見
風
」
と
い
う
語
は
、
幅
広
い
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
「
見
」
が
意
味
す
る
こ
と
の
幅
広
さ
を
意
味
す
る
と

　
　
い
う
こ
と
で
あ
る
。
見
手
に
と
っ
て
シ
テ
か
ら
得
ら
れ
る
視
覚
的
情
報
は
全
て
「
見
」
で
あ
り
、
見
手
に
と
っ
て
の
「
見
」
す
る
〈
よ
さ
〉

　
　
は
全
て
「
見
風
」
と
な
る
。
そ
の
よ
う
に
「
見
風
」
を
使
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
こ
の
引
用
文
に
お
け
る
「
見
風
」
は
文
脈
か
ら
考

　
　
え
て
、
舞
姿
に
よ
る
〈
よ
さ
〉
と
解
釈
す
る
。


