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天津神社にて玉串奉奠（左）の後、吟詠を奉納する祖宗範 木村岳風（右)

昭和17年�月�日

10〜11頁を参照
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立って吟ずる場合

吟じ方の姿勢 11〜12頁参照

吟ずる場合
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腰かけて正座して吟ずる場合



﹃
吟
道
奥
義
抄
﹄

︻
は
し
が
き
︼

﹁
声
は
人
格
の
響
き
な
り
︒
朗
々
た
る
吟
声
は
︑
正
に
心
の
共
鳴
に
し

て
魂
の
叫
び
で
あ
り
︑
精
魂
を
詩
中
に
傾
け
︑
剛
健
の
気
風
を
言
外
に
味

わ
い
︑
以
て
気
魄
を
錬
成
し
︑
情
操
を
陶
冶
す
る
は
︑
正
気
の
発
露
に
し

て
吟
詠
芸
術
の
神
髄
で
あ
る
︒
﹂

俳
聖
芭
蕉
の
芸
術
理
念
の
一
つ
に
﹁
不
易
流
行
﹂
と
い
う
説
が
あ
り
ま

す
︒
﹁
不
易
﹂
と
は
︑
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
昔
か
ら
今
日
ま
で
続
く
も
の
︑

即
ち
﹁
万
代
不
易
﹂
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
一
方
﹁
流
行
﹂
と
は
︑
そ

の
時
代
時
代
に
応
じ
て
︑
物
の
考
え
方
や
風
俗
・
人
情
が
そ
れ
ぞ
れ
に
変

化
し
て
行
く
も
の
で
﹁
天
地
流
行
﹂
と
言
い
ま
す
︒
こ
の
矛
盾
す
る
二
つ

の
も
の
の
根
源
は
︑
実
は
同
じ
で
︑
芸
術
は
こ
の
相
反
す
る
二
面
性
を
備

え
て
︑
は
じ
め
て
完
成
す
る
と
い
う
教
訓
で
あ
り
ま
す
︒

こ
の
度
︑
公
益
社
団
法
人
の
認
定
に
伴
い
︑
﹁
日
本
詩
吟
学
院
﹂
の
伝

統
に
鑑
み
︑
祖
宗
範
木
村
岳
風
先
生
の
目
指
さ
れ
た
吟
道
の
奥
義
を
︑
祖

宗
範
の
ご
遺
稿
を
は
じ
め
︑
直
門
の
先
生
方
の
ご
指
導
を
賜
り
な
が
ら
︑

こ
れ
を
体
系
的
・
論
理
的
に
明
示
し
て
︑
今
後
の
吟
道
精
進
の
一
助
と
な

す
べ
く
︑
こ
こ
に
﹃
吟
道
奥
義
抄
﹄
と
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
︒

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
︑
こ
の
冊
子
を
座
右
の
銘
と
し
て
永

く
保
存
さ
れ
︑
ご
愛
読
頂
き
︑
吟
道
実
践
に
お
役
立
て
下
さ
れ
ば
幸
甚
に

思
い
ま
す
︒

一

吟
詠
の
修
得

﹃
詩
経
﹄
の
序
に
︑
﹁
詩
は
志
の
之
く
所
︑
心
に
在
る
を
志
と
な
し
︑
言

に
発
す
る
を
詩
と
な
す
︒
情
う
ち
に
動
い
て
︑
而
し
て
言
に
形
は
る
︒
故

に
之
を
永
歌
す
︒
之
を
永
歌
し
て
足
ら
ず
︑
手
の
之
を
舞
い
︑
足
の
之
を

踏
む
を
知
ら
ざ
る
な
り
︒
﹂
と
あ
る
を
読
む
時
︑
吾
人
は
い
わ
ゆ
る
吟
詠

剣
舞
な
る
も
の
の
性
格
を
知
り
︑
同
時
に
詩
は
如
何
に
之
を
吟
ず
る
べ
き

か
と
い
う
事
を
自
ず
か
ら
頷
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

そ
こ
で
︑
我
々
は
吟
詠
を
修
得
す
る
に
当
た
っ
て
は
︑

第
一
に
︑
先
ず
詩
を
よ
く
知
っ
て
︑
詩
の
心
に
感
激
・
共
鳴
す
る
こ
と

が
土
台
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
作
詩
者
や
詩
中
の
人
物
と
な
り
︑
そ
の

業
績
・
境
遇
や
時
代
の
動
き
︑
及
び
作
詩
当
時
の
心
境
な
ど
︑
学
究
的
に

深
く
掘
り
下
げ
て
味
わ
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
︒

第
二
に
︑
良
い
吟
詠
に
な
る
べ
く
多
く
接
し
て
︑
吟
詠
独
特
の
風
格
・

持
ち
味
を
よ
く
聴
き
取
る
事
が
必
要
で
︑
ヒ
シ
ヒ
シ
と
人
の
心
髄
に
ま
で

染
み
徹
る
強
い
気
魄
︑
聴
く
者
を
し
て
︑
思
わ
ず
襟
を
正
さ
し
む
る
荘
重

高
雅
な
気
品
︑
壮
烈
鬼
神
を
も
泣
か
し
め
︑
豪
快
雄
偉
︑
惰
夫
を
し
て
起

た
し
む
る
気
慨
等
は
︑
吟
詠
の
特
長
で
あ
り
ま
す
︒

第
三
に
︑
声
と
節
と
を
充
分
に
練
り
鍛
え
る
事
が
必
要
で
あ
り
ま
す
︒

立
派
な
吟
詠
に
接
し
て
︑
そ
の
印
象
を
た
ど
り
な
が
ら
︑
節
と
声
と
を
練

り
鍛
え
ま
す
︒
よ
く
聞
き
取
っ
た
調
子
は
︑
必
ず
自
分
の
も
の
と
な
っ
て

出
て
く
る
も
の
で
す
︒
声
も
節
も
自
然
に
し
て
且
つ
洗
練
さ
れ
た
も
の
に

な
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒
作
為
的
で
あ
っ
た
り
︑
単
な
る
真
似
に
甘

ん
じ
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒

第
四
に
︑
声
と
節
と
を
忘
れ
去
る
こ
と
︒
修
養
を
積
む
に
従
っ
て
︑
声

も
節
も
意
に
介
せ
ず
︑
ひ
た
す
ら
詩
の
気
分
に
浸
り
き
っ
て
吟
じ
ら
れ
る
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よ
う
に
な
る
も
の
で
す
︒
い
わ
ゆ
る
形
よ
り
入
っ
て
形
を
脱
す
る
と
こ
ろ

ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

第
五
に
︑
修
練
に
当
た
っ
て
は
︑
姿
勢
を
正
し
︑
肉
眼
を
閉
じ
︑
心
眼

を
開
い
て
︑
呼
吸
を
深
く
︑
喉
の
み
気
張
ら
ず
︑
自
由
に
し
て
︑
丹
田
の

力
を
活
用
し
て
吟
ず
る
こ
と
で
す
︒

第
六
に
︑
初
心
者
は
�

角
細
か
い
微
妙
な
節
回
し
に
心
を
奪
わ
れ
︑
そ

こ
を
真
似
し
よ
う
と
し
て
︑
本
末
を
誤
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
注
意
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
先
ず
荒
削
り
の
骨
組
み
︵
音
位
の
変
化
・
間
合
い
の

取
り
方
・
余
韻
の
引
き
方
︶
だ
け
を
飲
み
込
ん
で
︑
抑
揚
頓
挫
法
に
叶
い
︑

正
し
い
発
音
で
充
分
に
声
を
張
っ
て
練
習
を
続
け
る
の
が
良
い
と
考
え
ま

す
︒
そ
し
て
一
方
︑
先
輩
の
立
派
な
吟
詠
に
接
し
て
︑
耳
を
肥
や
し
て
い

け
ば
︑
そ
の
よ
い
印
象
は
自
然
に
我
が
物
と
な
っ
て
表
れ
︑
所
謂
肉
と
味

が
備
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

二

﹁
吟
法
﹂
と
﹁
吟
調
﹂
の
違
い

吟
法
の
﹁
法
﹂
と
は
︑
法
律
︒
と
り
き
め
た
も
の
︒
と
い
う
意
と
︑
方

法
︒
仕
方
︒
と
い
う
二
通
り
が
考
え
ら
れ
ま
す
︒

こ
こ
で
は
︑
吟
詠
に
携
わ
る
人
達
︑
即
ち
︑
日
本
詩
吟
学
院
で
取
り
決

め
た
こ
と
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
統
一
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
︒

つ
ま
り
︑
不
易
流
行
の
﹁
不
易
﹂
に
あ
た
り
︑
日
本
詩
吟
学
院
が
こ
の

不
易
の
部
分
を
継
承
す
べ
く
吟
法
と
し
て
残
し
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

こ
れ
に
対
し
︑
吟
調
の
﹁
調
﹂
と
は
︑
整
え
る
︒
し
ら
べ
︒
と
い
う
意

味
で
あ
り
ま
す
︒

こ
こ
で
は
︑
吟
詠
の
調
子
︑
音
色
を
整
え
て
︑
趣
︵
お
も
む
き
︶
を
出

す
と
い
う
こ
と
で
︑
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
部
分
で
個
人
差
が
あ
り
︑
ま
た
︑

時
代
や
流
行
で
変
わ
る
も
の
で
あ
り
︑
統
一
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
︑
吟
調
は
︑
十
人
十
色
︑
百
人
百
様
で
あ
り
︑

不
易
流
行
の
﹁
流
行
﹂
に
あ
た
り
ま
す
︒

こ
れ
を
も
し
︑
統
一
し
た
な
ら
ば
︑
吟
詠
は
ま
る
で
金
太
郎
�
み
た
い

に
画
一
的
︵
ひ
ど
い
時
に
は
物
真
似
に
終
始
︶
に
な
り
︑
芸
術
性
や
精
神

性
に
お
い
て
著
し
く
損
な
わ
れ
ま
す
︒

従
っ
て
︑
統
一
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
よ
り
︑
統
一
す
べ
き
で

は
な
い
と
考
え
ま
す
︒

三

学
院
の
﹁
吟
法
﹂
に
つ
い
て

︻
吟
詠
す
る
︵
声
に
出
す
︶
時
の
吟
法
︼
︵
吟
詠
上
の
き
ま
り
︶

漢
詩
絶
句
を
例
に
し
て

�

吟
じ
起
こ
し

吟
じ
始
め
る
と
き
の
呼
吸
の
要
領
は
︑
ま
ず
︑
十
分
に
息
を
吸
い
込
ん

だ
ら
︑
︵
但
し
︑
深
呼
吸
は
息
を
吐
き
出
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
︒
︶
す
ぐ
に

吐
き
出
す
こ
と
を
せ
ず
に
︑
し
ば
ら
く
息
を
止
め
て
︑
息
を
飲
み
込
む
よ

う
に
し
て
︑
腹
の
中
に
落
ち
着
か
せ
ま
す
︒
息
を
飲
み
込
ん
だ
ま
ま
︑
腹

を
出
し
︑
臍
を
下
げ
る
よ
う
に
す
れ
ば
︑
自
然
︑
飲
み
込
ん
だ
ば
か
り
の

息
が
腹
に
な
じ
ん
で
安
定
し
た
気
分
に
な
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑
肛
門
を
締

め
上
げ
る
よ
う
に
︑
尻
を
つ
ぼ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
吸
い
込
ん
だ
息
を

上
か
ら
押
さ
え
つ
け
︑
下
か
ら
締
め
上
げ
る
と
こ
ろ
に
︑
吸
い
込
ん
だ
息

の
力
が
発
生
す
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

こ
う
し
て
︑
深
呼
吸
の
後
︑
吟
題
・
作
者
を
唱
え
︑
息
を
静
か
に
大
き

く
吸
い
︑
整
え
て
︵
臍
下
丹
田
に
下
ろ
し
て
︶
か
ら
呼
気
︵
吐
く
息
︶
に

乗
せ
て
発
声
し
ま
す
︵
吟
じ
起
こ
す
︶
︒
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詩
吟
の
深
呼
吸
は
︑
腹
式
呼
吸
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
吟
じ
て
い
る
姿
を

前
か
ら
見
た
場
合
︑
肩
が
上
が
っ
た
り
︑
下
が
っ
た
り
す
る
よ
う
で
は
︑

正
式
の
呼
吸
法
と
は
言
え
ず
︑
横
か
ら
見
て
︑
腹
が
出
た
り
︑
凹
ん
だ
り

す
る
の
が
正
し
い
呼
吸
法
で
あ
り
ま
す
︒

吟
じ
出
し
は
平
音
を
正
則
と
し
ま
す
が
︑
洋
楽
の
理
論
を
借
り
て
近
似

音
︵
以
下
ド
レ
ミ
フ
ァ
表
記
は
す
べ
て
近
似
音
︶
で
い
う
な
ら
ば
︑
そ
の

音
位
は
主
音
︵
宮
音
︶
で
な
く
︑
主
音
よ
り
Í
か
に
高
い
音
︑
ピ
ア
ノ
の

音
階
で
い
う
な
ら
ば
︑
約
半
音
高
い
音
で
す
︒
主
音
を
﹁
ミ
﹂
と
す
る
な

ら
ば
︑
吟
じ
出
し
の
音
位
置
は
﹁
フ
ァ
﹂
で
あ
り
︑
吟
ず
る
う
ち
に
半
音

沈
ん
で
︑
﹁
ミ
﹂
の
音
︑
す
な
わ
ち
︑
落
ち
着
い
た
主
音
に
戻
っ
て
吟
じ

止
ま
り
ま
す
︒
吟
じ
出
し
﹁
フ
ァ
﹂
の
音
は
︑
寂
し
さ
を
含
ん
だ
音
で
あ

り
な
が
ら
聞
く
耳
に
不
安
定
感
を
与
え
る
の
に
対
し
︑
﹁
ミ
﹂
の
音
位
に

つ
い
て
は
︑
沈
ん
だ
ゆ
か
し
さ
と
落
ち
着
き
を
示
す
音
で
あ
り
ま
す
︒

つ
ま
り
︑
﹁
吟
じ
出
し
の
音
は
主
音
で
あ
る
﹂
と
考
え
て
大
差
な
く
︑

吟
調
は
︑
﹁
主
音
に
始
ま
っ
て
主
音
に
終
わ
る
﹂
と
い
っ
て
差
し
支
え
あ

り
ま
せ
ん
︒

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
﹁
邦
楽
﹂
と
﹁
洋
楽
﹂
で
は
︑
音

位
が
微
妙
に
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
︒
調
子
笛
を
使
う
時
に
は
必
ず
邦
楽

用
を
用
い
ま
す
︒

�

息
の
切
り
方
︵
二
句
三
息
︶

起
・
承
二
句
を
三
節
に
分
け
︑
一
節
が
終
わ
る
ご
と
に
息
を
吸
う
︵
息

継
ぎ
︶
︒
転
・
結
二
句
も
同
様
で
す
︒

こ
れ
を
︑
文
節
︵
吟
節
︶
の
説
明
を
主
と
し
た
言
い
方
で
は
︑
﹁
二
句

三
節
﹂
と
言
い
︑
呼
吸
︵
息
継
ぎ
︶
の
説
明
を
主
と
し
た
言
い
方
の
場
合
︑

﹁
二
句
三
息
﹂
と
言
い
ま
す
が
︑
現
在
は
﹁
二
句
三
息
﹂
の
言
い
方
が
主

流
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
古
来
よ
り
︑
詩
吟
の
息
の
つ
ぎ
方
に
つ
い
て
︑
二

句
三
息
と
言
わ
れ
て
お
り
︑
﹁
二
句
を
も
っ
て
三
息
に
吟
ず
る
﹂
を
岳
風

正
統
吟
法
の
柱
と
し
て
い
ま
す
︒

七
言
絶
句
・
七
言
律
詩
は
︑
七
字
を
も
っ
て
一
句
を
な
し
て
い
ま
す
が
︑

作
詩
法
上
︑
更
に
分
解
す
る
時
は
︑
概
ね
︑
�

・
�

・
�

の
三
つ
に
分
解

さ
れ
ま
す
︵
五
言
は
�

・
�

︶
︒
こ
れ
は
構
成
上
の
関
係
か
ら
く
る
も
の

で
あ
り
ま
す
が
︑
二
句
を
一
連
と
し
て
︑
�

・
�

﹄
�

・
�

﹄
�

・
�

﹄

と
な
り
︑
二
句
三
息
の
吟
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

漢
詩
︵
絶
句
︶
を
素
読
す
る
時
に
は
︑
一
句
一
息
で
全
体
を
四
息
で
読

み
ま
す
︒
こ
れ
は
漢
詩
の
韻
字
の
関
係
上
当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
︑

中
国
に
お
け
る
吟
詩
と
い
う
も
の
が
︑
我
が
国
の
詩
吟
と
は
本
質
が
異
な

る
の
で
比
較
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
︒

何
故
︑
四
句
か
ら
な
る
絶
句
を
六
息
に
吟
ず
る
か
の
理
由
は
︑
次
の
点

に
あ
り
ま
す
︒

①
一
句
ず
つ
大
き
な
切
り
を
入
れ
る
と
︑
詩
全
体
が
コ
マ
切
れ
に
な
り
過

ぎ
︑
且
つ
変
わ
っ
た
調
子
が
要
求
さ
れ
る
結
果
︑
不
安
定
に
な
り
や
す

い
︒

②
二
句
三
息
が
詩
吟
の
テ
ン
ポ
に
最
も
相
応
し
い
息
の
切
り
方
で
あ
る
︒

③
二
句
は
意
味
が
続
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
起
句
・
承
句
を
繋
い
で

吟
じ
︑
転
句
・
結
句
を
繋
ぎ
︑
六
息
で
吟
ず
る
こ
と
が
吟
法
と
し
て
効

果
的
で
あ
る
︒
特
に
︑
転
句
に
至
っ
て
呼
吸
と
調
子
を
新
た
に
し
て
吟

ず
る
故
に
自
然
︑
転
句
の
強
さ
が
表
現
さ
れ
︑
結
果
と
し
て
転
句
に
高

音
部
が
置
か
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
︒
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④
四
句
を
六
息
に
分
け
て
吟
ず
る
と
い
う
よ
り
も
︑
四
句
を
前
の
二
句
と

後
の
二
句
と
の
二
聯
に
分
け
て
吟
ず
る
と
い
う
意
義
の
方
が
よ
り
重
要

で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
四
句
を
六
息
に
平
等
に
分
け
て
吟
ず
る
と
い
う
の

で
な
く
︑
二
句
ず
つ
の
大
き
な
部
分
に
大
別
し
て
︑
更
に
そ
の
一
つ
を

三
つ
に
分
け
て
吟
ず
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
六
つ
の
息
継

ぎ
箇
所
の
う
ち
︑
前
半
と
後
半
の
間
の
大
き
な
切
れ
目
は
︑
他
の
箇
所

に
比
べ
て
よ
り
長
い
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

⑤
二
句
三
息
で
起
句
が
終
り
︑
承
句
に
入
っ
て
か
ら
切
る
こ
と
に
つ
い
て

は
︑
東
京
芸
術
大
学
教
授
︑
宮
城
道
雄
記
念
館
館
長
を
歴
任
さ
れ
た
故

吉
川
英
史
先
生
は
︑
詩
吟
学
院
主
催
の
正
師
範
講
習
会
に
お
い
て
﹁
七

言
で
終
わ
ら
な
い
で
︑
そ
の
次
ま
で
行
っ
て
切
る
︒
そ
こ
で
息
を
す
る

と
い
う
方
が
い
い
ん
だ
︒
そ
の
方
が
美
学
的
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
美

的
と
い
っ
て
も
い
い
︒
切
る
と
言
っ
て
も
︑
そ
れ
は
切
る
︑
切
ら
ず
で

あ
っ
て
︑
そ
の
次
に
ほ
ん
と
は
続
い
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
吟
ず

る
人
も
考
え
な
が
ら
吟
じ
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
︒
な
る
べ
く
続
い
て

精
神
が
だ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
を
与
え
な
い
︒
﹂
と
指
導
さ
れ
て
い

た
︒

息
を
ど
こ
で
切
っ
て
よ
い
か
︑
と
い
う
問
題
は
︑
ど
こ
で
息
を
切
ら
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
︑
の
問
題
と
違
っ
て
︑
基
本
を
詩
の
意
味
と
内
容
に
置

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
二
句
三
息
の
問
題
は
︑
構
成
法
上
︑
或
い
は

作
詩
構
成
法
上
か
ら
く
る
も
の
で
︑
総
て
の
絶
句
・
律
詩
に
共
通
し
た
根

拠
を
持
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
が
︑
ど
の
箇
所
で
息
を
つ
い
で
も
よ
い
か
と

い
う
問
題
は
︑
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
詩
の
意
味
と
読
み
方
か
ら
判
断
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

①
読
む
上
で
︑
切
っ
て
読
む
こ
と
の
で
き
る
箇
所
で
は
︑
吟
ず
る
時
に
切

っ
て
も
よ
い
︒

②
一
つ
の
熟
語
の
途
中
や
︑
名
詞
や
動
詞
と
︑
そ
れ
に
連
な
る
助
詞
の
間

は
決
し
て
切
っ
て
は
な
ら
な
い
︒

例

去
年
名
詞

の助詞

去
れ
動
詞

ば助詞

③
修
飾
す
る
詞
︵
こ
と
ば
︶
と
修
飾
さ
れ
る
詞
︑
目
的
語
や
補
語
と
動
詞

の
間
は
切
っ
て
は
な
ら
な
い
︒

例

清
き
修
飾

心
被
修
飾

余
香
を

目
的
語

拝
す
動
詞

④
主
語
と
述
語
の
間
で
︑
﹁
は
﹂
﹁
が
﹂
等
の
助
詞
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を

省
略
し
た
箇
所
は
切
っ
て
も
よ
い
こ
と
が
多
い
︒

⑤
副
詞
は
そ
れ
自
体
切
り
離
し
て
強
調
す
る
場
合
は
切
っ
て
も
よ
い
︒

例

豈副
詞
︵
強
調
︶

敢
て

将
に
副
詞
︵
強
調
︶何

く
に
行
か
ん
と
す

⑥
七
言
が
�

・
�

・
�

に
明
瞭
に
切
れ
る
場
合
︑
そ
の
切
れ
目
で
切
っ
て

も
よ
い
こ
と
が
多
い
︒

�

発
音
︵
明
瞭
な
発
音
︶

詩
歌
を
吟
詠
す
る
中
で
︑
最
も
大
切
な
こ
と
は
﹁
発
音
﹂
で
あ
り
︑
お

よ
そ
節
を
つ
け
て
歌
う
も
の
総
て
に
言
え
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
何
と
言

っ
て
も
︑
明
瞭
な
発
音
が
大
切
で
あ
り
︑
句
読
の
適
切
に
よ
っ
て
詩
意
が

明
確
に
通
ず
る
よ
う
に
し
ま
す
︒
発
音
が
明
瞭
と
い
う
こ
と
は
︑
歯
切
れ

が
い
い
と
い
う
こ
と
に
通
じ
ま
す
︒
口
の
開
き
方
が
足
り
な
い
と
言
葉
が

濁
り
ま
す
︒
何
を
吟
じ
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
る
発
音
で
な
い
と
︑
い
く

ら
美
声
で
︑
良
い
節
�

し
で
あ
っ
て
も
吟
詠
に
は
な
り
ま
せ
ん
︒

立
派
な
詩
吟
と
い
う
も
の
は
︑
立
派
な
詩
の
読
み
方
︑
即
ち
︑
立
派
に
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詩
を
﹁
発
音
﹂
す
る
こ
と
を
必
須
条
件
と
し
て
い
ま
す
︒

日
本
語
に
は
︑
母
音
が
﹁
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
・
オ
﹂
の
五
つ
し
か
あ
り

ま
せ
ん
︒
﹁
ン
﹂
を
除
く
す
べ
て
の
音
は
︑
こ
の
い
ず
れ
か
の
母
音
で
終

わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
詩
を
吟
ず
る
と
き
に
︑
引
い
た
り
揺

ら
し
た
り
す
る
音
は
五
つ
の
母
音
と
﹁
ン
﹂
の
合
計
六
つ
の
音
し
か
な
い

わ
け
で
す
︒

発
音
の
基
本
は
︑
口
を
十
分
に
開
い
た
り
︑
閉
じ
た
り
し
て
活
用
す
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
口
を
喇
叭
に
た
と
え
る
な
ら
ば
︑
声
帯
は
喇
叭
の
基

部
に
つ
け
ら
れ
た
発
声
器
で
あ
り
︑
発
声
器
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
貧
弱
な

音
を
︑
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
に
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
大
き
な
音
に
し
て
響
か

せ
る
拡
声
器
の
役
目
を
持
っ
て
い
ま
す
︒
大
体
に
お
い
て
︑
拡
声
部
分
︑

音
響
部
分
が
大
き
い
ほ
ど
︑
よ
く
響
く
美
し
い
音
色
が
出
る
の
で
あ
り
ま

す
︒練

習
の
結
果
︑
声
が
良
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
声
帯
が
訓
練
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
以
上
に
音
響
部
分
で
あ
る
口
の
使
い
方
が
良
く
な
っ
た
こ

と
を
意
味
し
ま
す
︒
口
の
使
い
方
で
最
も
大
切
な
こ
と
は
︑
口
を
十
分
に

全
部
使
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
口
も
大
き
く
広
い
ほ
ど
響
き
が
よ
い
の
は

当
然
の
こ
と
で
す
︒
思
い
切
っ
て
口
を
よ
く
開
き
︑
よ
く
閉
じ
る
と
い
う

運
動
を
十
分
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

�

発
声
︵
明
朗
快
活
・
気
魄
雄
渾
︶

自
然
な
声
で
臍
下
丹
田
よ
り
発
し
︑
力
強
く
明
朗
快
活
な
る
を
第
一
と

し
︑
卑
俗
艶
媚
な
声
や
鼻
声
に
流
れ
た
り
︑
わ
ざ
と
ら
し
い
作
っ
た
声
で

あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒
ひ
と
り
ひ
と
り
の
持
ち
味
を
生
か
し
た
自
然
の

声
で
よ
い
の
で
す
︒
ま
た
︑
気
魄
は
雄
渾
・
荘
厳
な
る
を
第
一
と
し
ま
す
︒

�

熟
語
の
読
み
︵
不
詰
不
延
︶

熟
語
を
読
む
際
に
言
葉
の
途
中
を
伸
ば
し
た
り
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒

特
に
︑
間
延
び
に
注
意
す
る
こ
と
で
す
︒

︵
例
︶
去
年
︵
キ
ョ

ネ
ー
ン
︶
詩
�

︵
シ
ヘ
ー
ン
︶
な
ど
︒

ま
た
︑
極
端
に
詰
め
る
こ
と
も
避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

�

餘
韻
︵
母
音
で
引
く
・
引
き
止
め
︶

押
さ
え
は
し
っ
か
り
と
︒
消
え
入
る
︵
抜
け
る
︶
よ
う
な
引
き
方
︑
止

め
方
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒
︵
引
き
止
め
・
揺
り
止
め
・
上
げ
止
め
・

下
げ
止
め
︶

�

主
音

吟
調
の
基
本
と
な
る
べ
き
音
位
を
基
音
︑
ま
た
は
主
音
と
呼
ん
で
い
ま

す
︒
吟
詠
の
旋
律
に
は
︑
必
ず
主
音
に
か
え
る
鉄
則
が
あ
り
ま
す
︒
た
と

え
ど
ん
な
節
回
し
で
も
︑
最
後
は
必
ず
主
音
に
か
え
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
︒

	

基
本
的
な
旋
律

詩
吟
の
旋
律
に
も
基
本
的
な
調
子
︑
す
な
わ
ち
基
調
と
い
う
べ
き
も
の

が
あ
り
ま
す
︒
吟
調
そ
の
も
の
は
︑
そ
の
基
調
の
上
に
立
っ
て
︑
大
小
の

揺
り
や
�

し
方
の
変
化
︑
強
弱
︑
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
の
修
飾
に
よ

っ
て
︑
到
底
吟
符
や
楽
譜
で
は
表
し
尽
く
せ
な
い
複
雑
性
を
も
つ
の
で
あ

り
ま
す
が
︑
基
本
調
子
は
ご
く
簡
単
な
幾
つ
か
の
音
位
の
変
化
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
り
ま
す
︒

吟
調
の
基
本
と
な
る
八
音
を
更
に
大
別
す
る
と
︑
﹁
高
音
部
﹂
︵
ド
・

シ
・
ラ
︶
︑
平
音
部
︵
フ
ァ
・
ミ
︶
︑
﹁
低
音
部
﹂
︵
ド
・
シ
・
ラ
︶
に
な
る
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わ
け
で
︑
詩
吟
の
旋
律
は
最
も
日
本
的
で
最
も
単
純
化
さ
れ
た
も
の
と
言

え
ま
す
︒
こ
の
三
つ
の
部
位
に
お
け
る
基
音
︑
い
わ
ば
︑
吟
じ
終
わ
り
と

な
る
べ
き
最
も
落
ち
着
い
た
感
じ
の
音
が
常
に
一
定
し
て
あ
る
︒
こ
れ
ら

を
高
音
部
の
基
音
︵
ラ
の
音
︶
︑
平
音
部
の
基
音
︵
ミ
の
音
︶
︑
低
音
部
の

基
音
︵
シ
の
音
︶
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
︒
吟
詠
に
お
い
て
︑
少
な
く
と
も

一
節
の
吟
じ
終
わ
り
と
な
る
べ
き
音
︑
す
な
わ
ち
︑
二
句
三
息
に
よ
る
切

り
の
音
位
は
︑
必
ず
右
の
三
つ
の
基
音
の
う
ち
の
ど
れ
か
で
あ
っ
て
︑
こ

れ
ら
以
外
の
音
で
終
わ
る
こ
と
は
例
外
と
し
て
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒

こ
の
三
つ
の
基
音
を
主
体
と
し
て
︑
他
の
音
位
は
落
ち
着
く
べ
き
と
こ

ろ
へ
落
ち
着
く
経
過
音
位
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑
吟
符
は
吟
調
の
基
本
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ

以
上
複
雑
な
楽
譜
を
必
要
と
せ
ず
︑
こ
れ
以
上
の
変
化
は
︑
い
わ
ば
バ
リ

エ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
吟
者
の
主
観
と
個
性
に
委
ね
た
も
の
と
考
え
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
︒

吟
符
を
も
っ
て
︑
洋
楽
の
楽
譜
の
よ
う
に
綿
密
に
決
め
て
し
ま
お
う
と

す
る
こ
と
は
︑
吟
詠
に
お
け
る
主
観
と
個
性
の
版
図
を
縮
小
し
て
︑
か
え

っ
て
詩
吟
自
体
を
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま

せ
ん
︒

こ
の
点
か
ら
︑
﹁
吟
符
﹂
は
︑
示
し
得
る
最
大
限
度
の
音
位
を
示
し
︑

ま
た
︑
最
小
限
度
の
基
本
音
位
を
も
っ
て
基
調
を
踏
み
外
さ
な
い
よ
う
︑

調
子
外
れ
や
落
ち
着
き
の
な
い
調
子
に
陥
ら
な
い
よ
う
示
し
た
最
大
公
約

数
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
︒




吟
詠
時
間

絶
句
の
場
合
︑
吟
題
︑
作
者
を
除
い
て
︑
本
文
︵
吟
じ
出
し
か
ら
吟
じ

終
わ
り
ま
で
︶
の
み
で
︑
一
分
三
〇
秒
を
基
準
に
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
一
〇

秒
前
後
と
し
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
二
句
三
息
の
呼
吸
に
叶
っ
た
時
間
と
言
え

ま
す
︒

五
言
絶
句
︑
律
詩
︑
長
詩
な
ど
は
︑
七
言
絶
句
の
吟
じ
方
か
ら
推
究
す

る
こ
と
︒
一
般
的
に
五
言
は
七
言
の
場
合
よ
り
短
く
な
り
ま
す
︒
又
︑
律

詩
は
絶
句
二
首
分
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
絶
句
の
二
倍
で
は
冗
漫
に
な
り
ま

す
︒
長
詩
な
ら
ば
尚
更
の
こ
と
で
す
︒

右
の
要
諦
を
踏
ま
え
︑
平
成
二
十
四
年
度
よ
り
︑
日
本
詩
吟
学
院
の
吟

詠
時
間
は
︑
こ
れ
ま
で
の
﹁
吟
題
か
ら
二
分
以
内
﹂
と
い
う
規
定
を
右
の

よ
う
に
改
め
ま
す
︒

四

吟
調
に
つ
い
て

�

ア
ク
セ
ン
ト

ア
ク
セ
ン
ト
は
言
葉
の
意
味
を
正
し
く
伝
え
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
ま

す
︒
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
︑
言
語
学
的
に
は
左
記
の
例
の
よ
う
に
︑

頭
高
型
・
尾
高
型
・
中
高
型
・
平
板
型
の
四
種
類
に
区
分
さ
れ
ま
す
︒
一

般
に
英
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
単
語
の
強
弱
で
︑
フ
ラ
ン
ス
語
の
ア
ク
セ
ン

ト
は
抑
揚
で
す
が
︑
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
︑
単
語
の
高
低
の
こ
と
で

あ
り
ま
す
︒
ま
た
︑
平
板
型
の
言
葉
が
多
い
の
も
日
本
語
の
特
徴
の
一
つ

で
す
︒

︻
例
︼

頭
高
型
︵
﹁
朝
﹂
あ
さ
︶
︑
尾
高
型
︵
﹁
山
﹂
や
ま
︶

中
高
型
︵
﹁
湖
﹂
み
ず
う
み
︶
︑
平
板
型
︵
﹁
�

﹂
う
さ
ぎ
︶

ア
ク
セ
ン
ト
は
︑
世
の
移
り
変
わ
り
に
よ
っ
て
変
化
し
ま
す
︒
近
年
吟

界
が
取
り
上
げ
︑
多
く
の
人
が
関
心
を
持
ち
始
め
た
反
面
︑
こ
だ
わ
り
す

ぎ
て
不
自
然
な
吟
が
流
行
し
︑
本
来
口
伝
で
あ
る
吟
詠
が
洋
楽
に
変
化
し

つ
つ
あ
り
ま
す
︒
も
っ
と
自
然
に
詩
文
が
流
れ
る
よ
う
に
工
夫
す
べ
き
で
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あ
る
と
考
え
ま
す
︒

�

抑
揚
︵
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
︶

文
章
に
高
低
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
文
の
意
味
を
表
現
す
る
こ
と

を
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
と
呼
び
ま
す
︒
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
は
文
章
の
調

子
の
高
低
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
ア
ク
セ
ン
ト
が
言
葉
の
意
味
を
正
し
く

伝
え
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
は
文
章
を

美
し
く
す
る
た
め
︑
ま
た
︑
感
情
表
現
に
お
い
て
︑
あ
る
部
分
を
際
立
た

せ
る
た
め
に
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
正
し
い
吟
詠
に
正
し
い
ア

ク
セ
ン
ト
が
要
求
さ
れ
る
の
と
同
じ
く
︑
美
し
い
吟
調
に
は
美
し
い
イ
ン

ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
︒

①
意
味
の
上
か
ら
強
調
す
べ
き
語
句
に
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
を
つ
け
る
の

を
原
則
と
し
ま
す
︒

②
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
に
は
︑
高
く
強
い
調
子
︵
揚
音
︶
と
低
く
弱
い
調

子
︵
抑
音
︶
に
二
大
別
さ
れ
ま
す
が
︑
そ
の
程
度
と
組
み
合
わ
せ
に
よ

っ
て
千
差
万
別
で
あ
り
ま
す
︒

③
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
の
高
低
の
方
向
と
︑
語
句
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
方
向

︵
ア
ク
セ
ン
ト
の
位
置
︶
を
取
り
違
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒

�

間
︵
適
切
な
間
︶

間
の
置
き
方
は
極
め
て
大
切
で
あ
り
︑
そ
の
置
き
方
に
よ
っ
て
吟
詠
全

体
が
生
き
も
し
︑
死
に
も
し
ま
す
︒

適
切
な
間
が
聴
く
者
に
与
え
る
効
果
は
︑
ど
ん
な
に
巧
み
な
節
回
し
も

遠
く
及
ば
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
す
︒

決
し
て
︑
声
を
出
し
て
い
る
時
だ
け
が
詩
吟
で
あ
り
︑
声
を
出
し
て
い

な
い
時
は
休
み
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
間
は
︑
長
す
ぎ
て
も
短
す
ぎ
て

も
不
可
で
あ
り
︑
そ
の
箇
所
に
お
け
る
最
も
適
切
な
間
は
一
つ
し
か
な
い

の
で
す
︒
瞬
間
的
な
間
の
問
題
故
に
︑
反
復
練
習
に
よ
っ
て
無
意
識
の
う

ち
に
最
も
適
切
な
間
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
練
習
を
積
ま
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
︒

�

残
心

結
句
の
餘
韻
を
引
き
終
わ
り
︑
呼
吸
を
整
え
て
吟
じ
終
わ
り
と
し
ま
す
︒

こ
れ
を
残
心
と
い
い
ま
す
︒
吟
ず
る
前
後
に
一
定
の
礼
式
が
あ
る
こ
と
は

記
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
︒

五

吟
詠
上
の
心
得

﹁
吟
詠
上
の
心
得
﹂
に
つ
い
て
は
︑
戦
後
︑
木
村
岳
風
先
生
が
︑
諏
訪

の
高
島
宮
・
手
長
神
社
・
八
剱
神
社
の
奉
納
吟
者
に
配
布
さ
れ
た
資
料
が

あ
り
ま
す
の
で
︑
大
会
や
審
査
会
な
ど
に
も
応
用
の
基
本
と
し
て
大
切
に

保
持
す
べ
き
も
の
と
考
え
︑
以
下
参
考
に
供
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

①
敬
�
な
る
心
持
ち
と
謹
厳
な
態
度
を
も
っ
て
終
始
す
る
こ
と
︒
節
が
上

手
で
声
が
良
く
と
も
︑
前
後
の
動
作
が
朗
吟
に
相
応
し
く
な
い
と
︑
そ

の
朗
吟
価
値
は
ず
っ
と
下
が
る
︒
自
席
を
起
っ
た
時
か
ら
吟
じ
終
わ
っ

て
自
席
に
戻
る
ま
で
の
総
て
が
朗
吟
の
中
と
心
得
て
動
作
さ
れ
た
い
︒

②
吟
者
は
静
か
に
壇
上
に
進
み
︑
先
ず
神
殿
に
向
か
っ
て
礼
拝
の
後
︑
マ

イ
ク
の
前
に
立
ち
︑
聴
衆
に
目
礼
し
て
か
ら
朗
吟
に
入
る
︒
吟
の
後
も
︑

先
ず
神
殿
に
向
か
っ
て
礼
拝
の
後
︑
聴
衆
に
目
礼
し
つ
つ
︑
静
か
に
退

場
す
る
︒

③
吟
ず
る
時
の
姿
勢
︑
心
の
姿
勢
は
上
手
に
吟
じ
て
聴
衆
に
拍
手
さ
れ
よ

う
と
思
わ
ず
︑
自
分
の
魂
を
込
め
て
吟
じ
て
︑
神
様
に
奉
納
す
る
心
持

ち
で
吟
ず
る
︵
誰
一
人
居
な
い
拝
殿
の
前
に
立
っ
た
気
持
ち
で
︶
︒
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④
吟
ず
る
時
の
目
に
見
え
る
姿
勢
は
︑
聴
衆
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
か

ら
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
︒
威
張
ら
ず
︑
崩
さ
ず
︑
極
め
て
自
然
な
姿

勢
を
と
り
︑
両
手
は
拇
指
を
中
に
軽
く
握
っ
て
自
然
に
下
げ
て
吟
ず
る
︒

こ
の
時
︑
上
体
や
手
を
揺
り
動
か
さ
ぬ
よ
う
注
意
す
る
こ
と
︒

⑤
神
殿
の
礼
拝
︑
聴
衆
へ
の
目
礼
の
仕
方
は
一
定
の
形
に
よ
る
︒

⑥
服
装
は
和
服
︵
男
性
の
場
合
︶
の
時
は
︑
袴
を
着
け
る
こ
と
︒
洋
服
の

時
は
上
衣
︵
う
わ
ぎ
︶
を
着
る
こ
と
︒

⑦
決
定
し
た
自
分
の
吟
題
︵
詩
歌
︶
に
つ
い
て
充
分
自
信
を
つ
け
て
置
く

こ
と
︒

⑧
自
信
づ
け
る
た
め
︑
万
全
を
期
し
て
稽
古
日
を
増
加
す
る
︒

以
上
の
こ
と
は
︑
大
会
に
お
い
て
も
︑
温
習
会
等
に
お
い
て
も
同
じ
で
︑

会
場
に
神
座
す
が
如
く
姿
勢
を
正
し
︑
礼
を
失
せ
ず
︑
堂
々
と
吟
詠
す
る

こ
と
︑
と
指
導
さ
れ
た
︒

�

吟
じ
方
の
姿
勢

姿
勢
は
吟
じ
方
の
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
︑
発
声
法
の
基
本

と
な
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
︒
正
し
い
朗
吟
は
正
し
い
姿
勢
か
ら
の
み
生

ま
れ
出
ま
す
︒
姿
勢
が
悪
く
て
は
︑
正
し
い
朗
吟
の
上
達
が
望
め
な
い
の

は
勿
論
︑
吟
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
吟
道
精
神
﹂
が
培
わ
れ
る
す
べ
も
な

い
の
で
あ
り
ま
す
︒

吟
じ
方
の
姿
勢
に
は
︑
①
立
っ
て
吟
ず
る
姿
勢
︵
立
吟
︶
︑
②
腰
掛
け

て
吟
ず
る
姿
勢
︑
③
座
っ
て
吟
ず
る
姿
勢
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
︒
ど
の
姿

勢
で
吟
ず
る
か
は
吟
ず
る
場
所
と
環
境
に
よ
り
ま
す
が
︑
そ
の
際
︑
二
つ

の
重
要
な
観
点
が
あ
り
ま
す
︒

第
一
に
︑
吟
者
は
お
ご
そ
か
な
気
持
ち
で
詩
に
対
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
︒
凛
然
た
る
風
格
は
自
ず
か
ら
吟
調
に
品
格
を
加
え
︑
だ
ら
し

の
な
い
姿
勢
か
ら
は
下
品
な
だ
ら
し
の
な
い
吟
声
し
か
生
ま
れ
ま
せ
ん
︒

第
二
に
︑
発
声
法
の
見
地
か
ら
は
︑
自
然
に
深
い
呼
吸
が
で
き
︑
声
が

楽
に
出
る
よ
う
な
姿
勢
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

ま
た
︑
詩
吟
は
声
を
出
し
て
表
現
工
夫
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
︑
同

時
に
吟
者
は
聴
く
者
の
注
視
を
浴
び
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

り
ま
せ
ん
︒
茶
道
や
華
道
に
お
い
て
︑
お
茶
の
立
て
方
や
お
花
の
生
け
方

以
上
に
︑
そ
の
起
居
動
作
が
大
切
で
あ
る
の
と
同
様
に
︑
吟
道
に
お
い
て

も
吟
ず
る
態
度
︑
特
に
大
会
の
壇
上
等
に
お
い
て
は
壇
上
に
進
み
出
た
り
︑

退
い
た
り
す
る
動
作
ま
で
が
大
切
な
の
で
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
ら
の
態
度
が

渾
然
一
体
と
な
っ
て
﹁
吟
道
﹂
と
い
う
一
つ
の
芸
術
を
形
づ
く
っ
て
い
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒
日
本
詩
吟
学
院
に
お
い
て
は
︑
殊
に
吟

者
の
態
度
を
重
視
し
︑
こ
れ
を
昇
段
審
査
の
審
査
対
象
の
一
つ
に
加
え
て

い
る
の
も
納
得
頂
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
︒

�

正
し
い
吟
じ
方
の
姿
勢

①
立
っ
て
吟
ず
る
場
合
は
︑
両
足
を
�

え
る
か
︑
又
は
半
歩
左
右
に
開
く
︑

身
体
の
重
心
を
偏
せ
ず
︑
安
定
し
た
姿
勢
を
整
え
る
こ
と
︒
手
は
下
げ

る
︒
掌
は
な
る
べ
く
軽
く
握
り
ま
す
︒

②
椅
子
に
座
っ
て
吟
ず
る
場
合
は
︑
座
を
浅
く
し
︑
膝
を
少
し
開
い
て
︑

手
は
下
腹
部
に
︑
又
は
軽
く
握
っ
て
両
膝
の
上
に
置
き
︑
前
過
ぎ
ず
︑

又
引
き
過
ぎ
ず
︑
特
に
足
許
に
力
が
抜
け
ぬ
よ
う
に
注
意
し
ま
す
︒

③
座
っ
て
吟
ず
る
場
合
は
︑
膝
を
少
し
開
き
︑
臀
を
両
足
の
真
ん
中
に
落

ち
つ
け
ま
す
︒
手
は
椅
子
の
場
合
と
同
様
︑
両
膝
に
置
く
か
下
腹
部

︵
女
子
の
場
合
︶
に
置
き
ま
す
が
︑
こ
れ
が
た
め
胸
を
圧
し
な
い
よ
う

注
意
す
る
こ
と
で
す
︒
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﹁
肩
﹂

肩
を
怒
ら
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒
肩
を
張
っ
て
は
威
張
っ
て
見
え
る
ば

か
り
か
︑
正
し
い
呼
吸
法
に
も
適
い
ま
せ
ん
︒
吟
ず
る
前
に
肩
の
力
を
抜

く
こ
と
︒
朗
吟
の
呼
吸
法
は
腹
式
呼
吸
な
の
で
︑
吟
じ
な
が
ら
肩
が
上
下

す
る
よ
う
で
は
駄
目
で
す
︒
肩
を
動
か
さ
ず
に
︑
腹
筋
の
み
を
前
後
し
て

呼
吸
す
る
こ
と
︒
吟
者
を
横
か
ら
見
て
腹
部
が
出
た
り
凹
ん
だ
り
す
る
よ

う
で
あ
れ
ば
正
し
い
呼
吸
法
と
考
え
ま
す
︒

﹁
胸
﹂

胸
は
自
然
に
開
き
ま
す
︒
胸
を
こ
と
さ
ら
に
張
っ
た
り
︑
い
わ
ゆ
る
鳩

胸
の
よ
う
に
突
き
出
す
の
は
宜
し
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
静
か
に
自
然
と
深
い

呼
吸
が
で
き
る
よ
う
な
状
態
に
す
る
こ
と
で
す
︒

﹁
顎
﹂

顎
は
軽
く
引
き
つ
け
る
こ
と
︒
顎
を
出
し
た
状
態
は
︑
見
た
目
も
だ
ら

し
な
い
ば
か
り
か
︑
発
声
法
上
か
ら
も
上
ず
っ
た
声
し
か
出
ま
せ
ん
︒
顎

を
引
け
ば
姿
勢
が
引
き
締
ま
る
と
同
時
に
声
帯
も
引
き
締
ま
り
︑
締
ま
っ

た
声
が
出
る
も
の
で
す
︒

﹁
背
筋
﹂

吟
じ
て
い
る
時
は
︑
背
筋
を
真
っ
直
ぐ
に
し
︑
左
右
に
曲
げ
る
の
は
も

ち
ろ
ん
︑
前
後
に
屈
ん
だ
り
反
っ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒

�

吟
ず
る
姿
勢
と
し
て
忌
む
べ
き
こ
と

①
吟
じ
な
が
ら
身
体
を
動
揺
さ
せ
な
い
︒

②
吟
じ
な
が
ら
拍
子
を
と
っ
た
り
︑
節
回
し
に
つ
れ
て
指
先
で
吟
譜
を
な

ぞ
っ
た
り
︑
首
を
回
さ
な
い
︒

③
演
壇
に
手
を
つ
か
な
い
︒
ま
た
︑
手
を
後
ろ
手
に
組
ま
な
い
︒

④
目
を
一
点
に
集
中
し
て
︑
キ
ョ

ロ
キ
ョ

ロ
動
か
さ
な
い
︒
視
線
を
水
平

よ
り
下
向
さ
せ
な
い
︑
吟
者
の
眼
に
迫
力
が
な
く
な
る
︒
目
は
真
っ
直

ぐ
よ
り
︑
や
や
高
目
を
注
視
す
る
こ
と
︒
眼
を
瞑
っ
て
吟
ず
る
の
も
聴

衆
に
与
え
る
迫
力
と
い
う
点
で
及
ば
な
い
︒

機
関
誌
﹃
吟
道
﹄
昭
和

年

・

月
合
併
号

﹁
吟
法
奥
義
録
﹂
︵
三
七
︶

木
村
岳
風
講

渡
辺
岳
神
述

35

11

12

六

漢
詩
の
吟
じ
方

�

吟
体

吟
体
に
は
一
返
体
と
重
返
体
と
が
あ
り
ま
す
︒
一
返
体
は
一
回
だ
け
吟

ず
る
普
通
の
吟
じ
方
で
あ
り
ま
す
︒
重
返
体
は
同
一
の
詩
を
い
ろ
い
ろ
な

形
で
繰
り
返
し
吟
ず
る
の
で
︑
昔
︑
朗
吟
の
盛
ん
な
時
代
に
吟
じ
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
︒
現
今
で
は
Í
か
に
陽
関
三
畳
の
詩
が
結
句
を
繰
り
返

し
吟
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
重
返
体
の
名
残
を
留
め
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ

ん
︒
然
し
︑
こ
の
重
返
体
の
吟
じ
方
は
合
吟
の
場
合
等
大
い
に
用
う
べ
き

も
の
で
あ
り
︑
研
究
す
れ
ば
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
︒

�

吟
じ
方
の
要
領
︵
骨
組
︶

元
来
︑
詩
吟
は
作
詩
者
の
気
分
を
以
っ
て
吟
ず
べ
く
︑
そ
の
気
分
に
応

じ
て
節
調
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
故
に
︑
こ
れ
を
朗
吟
す
る
場
合

は
節
調
の
如
き
は
全
く
意
に
介
せ
ず
吟
じ
て
そ
の
気
分
を
味
わ
う
の
で
あ

り
ま
す
が
︑
初
心
者
に
と
っ
て
︑
先
ず
第
一
の
問
題
は
吟
じ
方
の
要
領
︑

即
ち
骨
組
み
で
あ
り
ま
す
︒
よ
っ
て
︑
次
に
平
易
な
吟
じ
方
を
略
説
し
て
︑
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初
心
者
の
参
考
に
供
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

吟
じ
方
の
骨
組
と
な
る
も
の
は
︑
①
間
合
の
と
り
方
︑
②
音
位
の
変
化
︑

③
余
韻
の
引
き
方
の
三
つ
で
あ
り
ま
す
︒

①
間
合
の
と
り
方

漢
詩
を
吟
ず
る
場
合
は
︑
二
句
を
通
じ
て
三
節
に
し
︑
そ
の
第
一
節
は

二
小
節
︑
第
二
節
︑
第
三
節
は
各
三
小
節
宛
て
に
し
︑
一
小
節
毎
に
余

韻
を
引
き
つ
つ
︑
一
節
を
一
呼
吸
に
吟
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

②
音
位
の
変
化

音
位
を
大
別
し
て
高
中
低
と
し
て
説
明
す
れ
ば
︑
第
一
節
は
二
小
節
と

も
中
音
位
で
吟
ず
る
形
と
何
れ
も
高
音
位
で
吟
ず
る
形
の
二
つ
が
最
も

多
い
形
で
︑
こ
の
二
つ
を
交
互
に
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
ま
す
︒
又
︑

第
二
節
は
第
一
小
節
高
或
い
は
中
高
音
位
︑
第
三
小
節
低
音
位
と
変
化

し
ま
す
︒
第
三
節
は
第
一
小
節
中
音
位
︑
第
二
小
節
は
高
或
い
は
中
高

音
位
︑
第
三
小
節
中
音
位
と
変
化
し
ま
す
︒

③
余
韻
の
引
き
方

余
韻
の
引
き
方
は
大
別
す
る
と
次
の
四
種
に
な
り
ま
す
︒

ア

平
ら
に
引
く
余
韻
の
引
き
方
︵
熟
達
す
れ
ば
小
ゆ
り
等
の
妙
味
も

加
わ
り
ま
す
︒
︶

用
い
る
所
は
第
一
節
の
各
小
節
及
び
第
二
・
第
三
節
の
第
三
小
節
︒

イ

高
音
位
よ
り
中
音
位
に
移
る
時
の
余
韻
の
引
き
方
︒

甲
︑
高
音
位
よ
り
更
に
声
を
張
り
上
げ
て
後
中
音
位
へ
揺
り
落
と
し

ま
す
︒

乙
︑
高
音
位
よ
り
声
を
張
り
上
げ
ず
直
ぐ
中
音
位
へ
揺
り
落
と
し
ま

す
︒

甲
は
多
く
第
二
節
の
第
一
小
節
に
用
い
︑
乙
は
第
三
節
の
第
二
小

節
に
用
い
ま
す
︒

ウ

中
音
位
よ
り
低
音
位
に
移
る
時
の
余
韻
の
引
き
方
︒

平
ら
に
引
い
て
後
︑
そ
の
余
韻
の
終
わ
り
を
低
音
位
ま
で
下
げ
ま
す
︒

第
二
節
の
第
二
小
節
に
用
い
ま
す
︒

エ

中
音
位
よ
り
高
音
位
に
移
る
時
の
余
韻
の
引
き
方
︒

普
通
平
ら
に
引
い
た
余
韻
の
終
わ
り
を
ゆ
り
上
げ
ま
す
が
︑
稀
に
平

ら
に
引
い
て
切
る
場
合
も
あ
り
ま
す
︒
こ
の
場
合
︑
次
の
小
節
も
初

め
は
低
く
落
と
す
の
が
普
通
で
す
︒

右
四
種
の
引
き
方
は
︑
気
分
に
応
じ
て
少
し
ず
つ
変
化
し
て
︑
細
別
す

る
と
多
種
多
様
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
説
明
を
省
き

ま
す
︒
要
す
る
に
︑
こ
の
余
韻
の
引
き
方
は
︑
詩
吟
の
研
究
中
最
も
妙
味

の
存
す
る
所
で
︑
こ
れ
に
よ
り
音
位
の
変
化
を
自
然
な
ら
し
め
︑
間
合
の

調
節
曲
調
の
変
化
︑
詩
意
の
表
現
等
を
な
す
の
で
あ
り
ま
す
︒

次
に
間
合
の
と
り
方
︑
音
位
の
変
化
︑
余
韻
の
引
き
方
等
を
図
解
し
て

参
考
と
し
ま
す
︒

起
句
は
︑
武
田
勢
に
覚
ら
れ
な
い
よ
う
︑
私
か
に
妻
女
山
を
下
っ
て
︑

武
田
の
本
陣
川
中
島
に
近
づ
く
上
杉
勢
の
様
子
を
想
像
し
て
︑
弱
吟
調
で
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し
ん
み
り
と
吟
じ
︑
承
句
は
朝
霧
の
晴
れ
間
よ
り

見
た
敵
の
本
陣
に
如
何
な
る
場
合
に
も
手
兵
を
手

放
さ
ず
︑
︑
固
く
護
り
居
た
る
信
玄
の
気
分
を
想

像
し
つ
つ
少
し
語
調
を
強
め
︑
転
句
よ
り
結
句
に

か
け
て
は
精
悍
無
比
な
る
上
杉
謙
信
が
︑
大
敵
を

撃
ち
洩
ら
し
た
る
無
念
さ
を
充
分
に
現
し
︑
強
吟

調
に
吟
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
特
に
最
後
の
﹁
逸

す
﹂
の
一
音
は
気
合
い
抜
け
せ
ず
充
分
に
押
さ
え

の
き
く
よ
う
に
吟
ぜ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

五
言
の
詩
の
吟
じ
方
も
ま
た
前
の
七
言
に
同
じ
で
あ
り
ま
す
︒
只
︑
字

不
足
の
処
を
余
韻
を
多
く
引
い
て
間
合
を
と
り
ま
す
︒
普
通
︑
絶
句
︑
律

及
び
短
古
詩
等
は
︑
一
返
体
に
吟
じ
て
い
ま
す
が
︑
稀
に
重
返
体
に
吟
ず

る
方
が
詩
意
を
表
現
し
易
い
場
合
も
あ
り
ま
す
︒
長
い
五
言
の
詩
は

四

句
を
通
じ
て
三
節
に
吟
じ
︑
一
段
落
毎
に
分
割
し
て
端
数
の
出
た
場
合
に

二
句
を
以
て
三
節
に
吟
じ
ま
す
︒

略
符
号

高

中

低
は
音
位
を
示
し
ま
す
︒

は
一
節
の
切
り
︑

等
は
余
韻
の
引
き
方
を
示
し
ま
す
︒

右
の
ほ
か
緩
急
︑
強
弱
︑
吟
変
わ
り
等
い
ろ
い
ろ
の
符
号
が
あ
り
ま
す

が
こ
こ
で
は
省
き
ま
す
︒

�

強
吟
・
弱
吟
・
高
吟
調
・
低
吟
調
・
吟
変
わ
り

詩
吟
の
用
語
に
強
吟
弱
吟
と
い
う
語
が
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
語
調
の
強

弱
を
言
っ
た
も
の
で
︑
気
分
激
し
て
発
声
が
強
く
な
る
の
を
強
吟
と
い
い

ま
す
︒
気
分
落
ち
着
き
自
然
の
発
声
で
し
ん
み
り
味
わ
う
の
を
弱
吟
と
い

い
ま
す
︒
又
︑
環
境
気
分
等
に
応
じ
て
高
く
声
を
張
り
上
げ
て
吟
ず
る
の

を
高
吟
調
と
い
い
︑
低
い
調
子
で
静
か
に
味
わ
う
の
を
低
吟
調
と
い
い
ま

す
︒
又
︑
特
に
雄
大
な
気
分
や
幽
遠
な
気
分
を
味
わ
う
た
め
に
用
い
る
調

子
を
吟
変
わ
り
と
い
い
ま
す
︒

昔
か
ら
詩
吟
修
得
の
順
序
を
一
節
・
二
声
・
三
品
と
い
っ
て
︑
先
ず
︑

節
の
大
要
を
覚
え
れ
ば
︑
自
然
声
も
充
分
に
立
ち
︑
節
も
声
も
整
え
ば
気

品
が
出
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
こ
で
詩
吟
の
要
領
を
覚
え
る
に

は
︑
先
ず
或
る
一
つ
の
詩
に
つ
い
て
音
位
の
変
化
︑
余
韻
の
引
き
方
︑
間

合
の
と
り
方
等
の
骨
組
み
を
会
得
し
︑
そ
れ
を
基
本
と
し
︑
一
方
よ
く
詩

意
を
咀
嚼
し
︑
作
詩
者
の
心
境
を
体
得
し
て
︑
節
声
等
を
意
に
留
め
ず
︑

詩
中
の
人
と
な
っ
て
繰
り
返
し
て
一
心
に
吟
じ
て
い
る
う
ち
に
︑
作
詩
者

の
意
気
が
深
く
吟
者
の
心
中
に
躍
動
し
て
︑
そ
の
詩
意
に
適
し
た
節
調
が

無
意
識
の
間
に
出
て
詩
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
こ
こ
に
初
め
て

詩
吟
の
価
値
が
味
わ
え
る
の
で
︑
昔
は
こ
れ
を
詩
禅
一
味
の
境
と
い
い
ま

し
た
︒

先
ず
︑
絶
句
の
吟
じ
方
の
要
を
得
れ
ば
︑
次
に
律
︑
短
古
︑
長
古
の
順
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で
修
得
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
説
明
は
省
き
ま
す
︒

�

声
の
訓
練
に
つ
い
て

昔
か
ら
詩
吟
に
は
俗
媚
の
声
を
忌
ん
で
清
朗
豪
快
な
声
を
尚
ん
で
い
ま

す
︒
俗
に
流
れ
ず
媚
に
偏
せ
ず
︑
洗
練
さ
れ
た
詩
吟
に
適
す
る
の
で
あ
り

ま
す
︒
こ
の
声
を
得
る
た
め
に
は
修
練
上
の
注
意
を
要
し
ま
す
︒

①
姿
勢
を
正
し
て
胸
を
張
る
こ
と
︒

②
丹
田
に
力
を
入
れ
て
発
声
す
る
こ
と
︒

③
口
の
開
閉
︑
舌
の
位
置
等
に
留
意
し
て
発
音
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
︒

④
吟
詠
中
の
呼
吸
法
を
研
究
し
て
声
帯
を
完
全
に
働
か
す
こ
と
︒

常
に
発
声
の
緩
急
・
強
弱
・
清
渋
及
び
声
巾
の
細
太
等
が
自
在
な
る
よ

う
に
練
習
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
次
に
声
の
養
生
法
と
し
て
は
︑
先
ず
第

一
は
健
康
を
損
な
わ
ぬ
よ
う
に
す
る
こ
と
︒
第
二
は
訓
練
を
怠
ら
ぬ
こ
と
︒

三
度
の
食
事
と
同
様
︑
毎
日
一
定
の
発
声
訓
練
を
す
る
こ
と
︵
三
分
か
五

分
で
よ
い
︶
︒
第
三
は
声
帯
を
過
労
せ
し
め
な
い
こ
と
︒
第
四
は
咽
喉
の

保
護
で
︑
方
法
と
し
て
は
う
が
い
を
し
て
咽
喉
の
清
潔
を
保
つ
こ
と
や
飲

食
物
に
注
意
し
て
︑
声
を
充
分
使
う
前
後
に
は
強
い
て
刺
激
物
を
避
け
る

こ
と
︒
例
え
ば
︑
酒
︑
煙
草
︑
塩
辛
︑
辛
味
類
︑
茄
子
漬
︑
熱
い
湯
等
は

声
を
使
う
前
後
に
避
け
な
い
と
咽
喉
声
帯
を
荒
ら
す
も
の
で
あ
り
ま
す
︒

尚
︑
腹
こ
な
し
︵
消
化
法
︶
の
時
は
別
と
し
て
︑
食
後
三
十
分
以
内
の
高

吟
は
避
け
る
べ
き
で
す
︒
充
分
に
声
を
立
て
る
の
は
満
腹
で
は
立
ち
ま
せ

ん
︒
少
し
空
き
腹
く
ら
い
な
時
が
最
も
よ
い
で
す
︒
声
楽
家
は
い
ず
れ
も

声
を
使
う
日
に
は
軽
い
食
事
を
と
っ
て
用
意
し
て
い
る
の
で
す
︒

﹃
吟
詠
教
本
漢
詩
篇
﹄
﹁
漢
詩
の
吟
じ
方
﹂

木
村
岳
風
述

七

参
考

�

吟
者
の
心
得

お
よ
そ
︑
人
間
の
発
音
は
︑
先
天
的
に
授
か
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か

ら
︑
節
調
さ
へ
吟
法
に
か
な
え
ば
︑
渋
い
声
は
渋
い
な
り
で
よ
い
の
で
す
︒

詩
は
作
者
の
精
神
気
魄
を
吟
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
詩
句
を
殺
し

て
吟
ぜ
ず
︑
活
か
し
て
吟
ず
る
こ
と
が
大
切
で
す
︒

吟
詠
は
︑
艶
っ
ぽ
い
俗
媚
の
調
べ
を
忌
み
︑
凛
乎
た
る
清
喨
豪
快
の
声

を
尊
ぶ
の
で
あ
り
ま
す
︒

朗
吟
は
元
気
で
あ
っ
て
も
衒
う
気
分
で
な
く
︑
荘
重
で
あ
っ
て
も
鈍
い

音
調
で
な
く
︑
流
暢
で
あ
っ
て
も
浮
い
た
調
子
で
な
く
︑
熱
烈
で
あ
っ
て

も
︑
騒
が
し
い
発
音
で
な
く
︑
真
摯
冷
静
に
し
て
︑
押
し
の
利
く
︑
洗
練

さ
れ
た
吟
じ
方
で
あ
っ
て
欲
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
︒

詩
は
文
字
を
離
れ
て
聴
い
て
は
︑
意
味
の
判
ら
な
い
熟
語
が
あ
り
ま
す

か
ら
︑
漢
詩
を
朗
吟
す
る
人
は
︑
発
音
を
明
瞭
に
し
て
︑
音
訓
の
紛
ら
わ

し
い
訛
り
の
あ
る
語
調
で
吟
じ
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒

そ
れ
に
︑
句
読
の
切
り
方
と
送
り
仮
名
の
遣
い
方
と
助
詞
と
動
詞
と
︑

接
続
詞
の
差
別
を
検
討
し
て
吟
じ
な
い
と
﹁
弁
慶
が
ナ
⁝
⁝
ギ
ナ
タ
ヲ
以

て
﹂
と
読
ん
だ
り
︑
﹁
神
功
韓
を
征
す
事
⁝
⁝
を
久
し
く
傳
ふ
﹂
と
吟
じ

た
り
し
て
︑
主
語
と
副
詞
の
差
別
な
く
切
り
離
し
て
し
ま
う
嫌
い
が
あ
り

ま
す
の
で
注
意
が
肝
要
で
す
︒

﹁
聖
戦
漢
詩
の
吟
じ
方
﹂
よ
り
抜
粋

編
者

本
宮
三
香

木
村
岳
風

�

調
息
︵
呼
吸
法
︶

健
康
な
赤
ち
ゃ
ん
は
︑
眠
っ
て
い
る
と
き
︑
静
か
な
腹
式
呼
吸
を
し
て
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い
ま
す
が
︑
あ
れ
が
本
当
の
自
然
呼
吸
な
の
で
す
︒
調
息
は
意
識
的
な
呼

吸
で
あ
り
︑
意
識
呼
吸
に
は
胸
式
呼
吸
と
腹
式
呼
吸
が
あ
り
ま
す
が
︑

﹁
調
息
﹂
は
︑
腹
式
で
行
い
ま
す
︒
腹
式
呼
吸
は
横
隔
膜
を
上
下
に
動
か

す
こ
と
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
が
︑
横
隔
膜
を
上
下
に
動
か
す
に
は
︑
下
腹

部
を
膨
ら
ま
せ
た
り
︑
へ
こ
ま
せ
た
り
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
︒

仰
向
け
に
寝
て
︑
両
膝
を
立
て
ま
す
︒
両
手
の
ひ
ら
を
下
腹
部
に
当
て
︑

ゆ
っ
く
り
息
を
吐
き
な
が
ら
︑
下
腹
部
を
へ
こ
ま
せ
ま
す
︒
こ
の
時
︑
両

手
に
力
を
入
れ
て
下
腹
部
を
圧
迫
し
ま
す
︒
次
に
や
や
早
く
息
を
吸
い
な

が
ら
下
腹
部
を
膨
ら
ま
せ
︑
同
時
に
両
手
の
力
を
弛
め
ま
す
︒
こ
れ
ら
の

方
法
を
上
腹
部
が
硬
く
な
ら
な
い
よ
う
注
意
し
な
が
ら
行
い
︑
コ
ツ
を
会

得
す
る
よ
う
に
し
ま
す
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
初
め
か
ら
無
理
な
力
を
入
れ
な
い
こ
と
が
大
切
で

す
︒
呼
吸
の
最
大
の
コ
ツ
は
︑
﹁
出
る
息
は
長
く
︑
入
る
息
は
短
く
﹂
︑
つ

ま
り
﹁
出
息
長
﹂
﹁
入
息
短
﹂
で
あ
り
ま
す
︒

息
を
吸
う
と
き
は
︑
早
く
深
く
臍
下
丹
田
に
入
れ
︑
息
を
吐
く
と
き
は
︑

ゆ
っ
く
り
と
上
手
に
腹
圧
を
か
け
な
が
ら
︑
線
香
の
煙
の
よ
う
に
︑
静
か

に
そ
ろ
そ
ろ
と
出
す
工
夫
で
す
︒
馴
れ
て
く
れ
ば
︑
吐
く
息
は
︑
腹
圧
の

か
け
方
で
強
く
も
弱
く
も
出
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
こ
れ
に
声
を
合
わ

せ
れ
ば
︑
一
瞬
に
し
て
︑
強
く
出
す
時
は
︑
気
合
い
の
声
と
同
じ
で
あ
り
︑

適
度
な
強
さ
を
出
せ
ば
︑
詩
吟
の
余
韻
と
同
じ
に
な
り
ま
す
︒
こ
れ
が
即

ち
︑
丹
田
腹
式
呼
吸
法
で
あ
り
ま
す
︒

﹁
呼
吸
﹂
と
は
︑
読
ん
で
字
の
ご
と
く
︑
﹁
呼
い
て
か
ら
吸
う
﹂
の
で
す
︒

ほ
と
ん
ど
の
人
は
︑
深
呼
吸
と
い
え
ば
︑
必
ず
深
く
吸
っ
て
呼
く
の
が
常

で
す
︒

詩
吟
の
呼
吸
は
こ
の
手
順
を
正
し
く
﹁
呼
い
て
吸
う
﹂
に
意
識
す
れ
ば
︑

簡
単
に
理
解
で
き
る
は
ず
で
す
︒
吟
題
・
作
者
名
を
称
え
て
も
︑
体
内
に

残
息
が
あ
り
ま
す
︒
一
旦
︑
鼻
か
ら
の
残
息
を
呼
い
て
︑
新
た
な
息
を
吸

う
こ
と
︑
そ
し
て
深
く
息
を
吸
え
ば
︑
必
ず
直
ぐ
に
吐
き
出
し
た
く
な
る

生
理
現
象
が
起
こ
り
ま
す
の
で
︑
吸
っ
た
な
ら
ば
︑
Í
か
に
鼻
孔
か
ら
漏

気
さ
せ
ま
す
︒
こ
れ
を
﹁
漏
気
充
実
﹂
と
い
い
ま
す
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑

﹁
息
を
た
め
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
腹
圧
の
か
け
方
次

第
で
強
弱
緩
急
が
可
能
と
な
り
ま
す
︒

吐
く
こ
と
は
︑
声
を
出
す
こ
と
で
す
の
で
︑
﹁
調
息
﹂
に
よ
っ
て
︑
発

声
の
強
弱
緩
急
は
自
由
自
在
に
調
整
す
る
こ
と
が
体
得
で
き
る
わ
け
で
す
︒

�

詩
の
選
び
方

①
詩
は
風
教
に
益
あ
り
︑
人
の
精
神
を
涵
養
し
︑
性
情
を
陶
冶
し
︑
気
象

を
清
爽
な
ら
し
む
も
の
を
選
択
す
べ
き
こ
と
︒

②
悪
詩
・
拙
詩
且
つ
風
教
に
害
あ
る
詩
は
一
切
之
を
除
外
す
べ
き
こ
と
︒

③
詩
を
吟
ず
る
際
は
︑
其
の
時
︑
処
︑
位
を
弁
別
し
︑
そ
れ
に
相
応
す
る

も
の
を
択
取
す
べ
き
こ
と
︒

④
大
衆
の
聴
者
に
は
︑
な
る
べ
く
平
易
通
俗
な
る
詩
を
択
ぶ
べ
し
︒
少
数

者
に
対
し
て
は
︑
別
に
選
定
を
要
す
る
こ
と
︒

﹁
吟
詠
十
則
﹂
︵
徳
富
蘇
峰
︶
よ
り
抜
粋

�

吟
詠
の
本
質

①
一
品
︑
二
魄
︑
三
節
︑
四
声
︒

品
と
は
品
格
・
品
位
︒
魄
と
は
気
魄
︵
迫
︶
の
こ
と
で
︑
こ
れ
は
大
切

な
こ
と
を
上
位
か
ら
言
っ
た
も
の
︒

②
一
声
︑
二
節
︑
三
品
︒

こ
れ
は
修
練
に
お
い
て
仕
上
げ
て
ゆ
く
順
序
を
言
っ
た
も
の
︒

③
声
十
年
︑
間
取
り
十
年
︑
節
十
年
︒
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こ
れ
は
︑
ど
れ
を
修
め
る
の
に
も
年
数
が
か
か
る
こ
と
を
語
呂
よ
く
言

っ
た
も
の
で
︑
数
字
は
実
数
で
は
な
い
︒

︻
後
書
き
︼

吟
道
精
神
に
曰
く
︑
﹁
朗
吟
は
︱
︱
其
の
中
和
の
徳
を
養
っ
て
気
質
の

偏
を
救
う
も
の
な
り
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
こ
の
﹁
中
和
の
徳
を
養
う
﹂
と

い
う
こ
と
は
︑
右
に
も
左
に
も
偏
ら
ず
︑
調
和
の
と
れ
た
人
格
を
養
う
と

い
う
こ
と
で
あ
り
︑
祖
宗
範
の
言
葉
の
中
に
も
︑
﹁
吟
道
は
人
間
修
養
の

道
な
り
﹂
と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
︒
ま
た
︑
﹁
気
質
の
偏
を
救
う
も
の
な

り
﹂
と
は
︑
人
間
誰
し
も
持
っ
て
生
ま
れ
た
性
格
︵
気
質
︶
が
あ
り
︑
そ

れ
が
一
方
へ
偏
り
す
ぎ
る
こ
と
を
︑
吟
道
を
修
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正

す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

本
来
︑
詩
は
文
学
で
あ
り
︑
声
は
音
楽
で
あ
り
︑
心
は
哲
学
で
あ
り
ま

す
︒
こ
の
三
つ
の
要
素
が
調
和
し
て
︑
三
位
一
体
と
な
る
と
き
︑
即
ち
︑

文
学
的
・
音
楽
的
・
哲
学
的
内
容
が
一
つ
に
包
含
さ
れ
︑
内
在
す
る
精
神

力
に
よ
っ
て
︑
声
と
い
う
表
現
手
段
を
も
っ
て
︑
瞬
時
に
発
揚
さ
れ
る
と

き
︑
そ
の
吟
声
は
大
い
な
る
感
動
を
伴
っ
て
︑
聴
く
者
の
心
に
共
鳴
し
︑

悠
久
の
歴
史
に
遊
び
︑
先
哲
の
訓
え
に
接
し
︑
人
格
の
陶
冶
︑
そ
し
て
完

成
へ
と
導
か
れ
て
行
く
の
で
す
︒

私
た
ち
は
︑
祖
宗
範
の
ご
遺
訓
で
あ
る
﹁
吟
道
を
し
て
永
遠
の
命
あ
ら

し
む
﹂
を
し
っ
か
り
と
心
に
刻
み
︑
い
さ
さ
か
な
り
と
も
社
会
の
浄
化
に

寄
与
し
て
参
り
た
い
と
念
じ
て
止
み
ま
せ
ん
︒

平
成
二
十
四
年
二
月
吉
日

内
閣
総
理
大
臣
認
定

公
益
社
団
法
人
日
本
詩
吟
学
院

吟
道
研
究
委
員
会
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