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は
じ
め
に　
　

　　

書
店
や
図
書
館
に
行
く
と
、
呼
吸
法
に
関
す
る
本
が
か
な
り
あ
る
。
本
の
著
者
は

医
学
・
運
動
生
理
学
・
教
育
学
・
心
理
学
な
ど
の
専
門
家
、
あ
る
い
は
、
教
育
・
気

功
・
ヨ
ー
ガ
・
芸
道
の
指
導
者
な
ど
分
野
は
ま
ち
ま
ち
だ
が
、
ど
の
本
も
「
腹
式
呼

吸
」
と
か
「
丹
田
呼
吸
」
を
勧
め
、
そ
の
効
用
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
吐
く
の

に
時
間
を
か
け
る
「
長
息
呼
吸
」
や
、
吐
く
息
に
意
識
を
向
け
さ
せ
る
「
呼
主
吸
従
」

を
勧
め
る
本
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
意
図
的
に
呼
吸
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
よ
り
も
、

楽
に
で
き
る
自
然
呼
吸
が
よ
い
と
説
く
本
も
あ
る
。

　

よ
い
呼
吸
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
自
分
の
体
が
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
で
は
あ

る
が
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
効
果
と
し
て
、
心
身
の
両
方
を
活
性
化
さ
せ
、
身

体
中
の
血
中
酸
素
を
増
や
し
、
二
酸
化
炭
素
を
減
ら
し
、
細
胞
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ

を
高
め
て
、
病
気
の
因
子
か
ら
身
を
守
る
と
い
う
。
便
利
で
快
適
な
暮
ら
し
は
あ
る

も
の
の
、
ス
ト
レ
ス
と
背
中
合
わ
せ
の
現
代
の
よ
う
な
生
活
環
境
の
下
で
は
、
と
も

す
る
と
呼
吸
は
浅
く
弱
く
な
り
や
す
い
と
い
う
。（
注
一
）
私
も
そ
の
仲
間
か
も
し
れ

な
い
が
、
仕
事
を
し
て
い
て
気
に
な
る
の
は
、
若
い
人
の
呼
吸
で
あ
る
。

　

学
生
に
教
科
書
の
文
章
を
音
読
し
て
も
ら
う
と
、
声
が
小
さ
く
て
教
室
の
後
ろ
の

席
ま
で
聞
こ
え
な
い
こ
と
が
あ
る
。
窓
の
外
で
鳴
い
て
い
る
蝉
の
方
が
よ
く
響
く
、

と
い
っ
た
笑
え
な
い
話
も
あ
る
。
声
が
出
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
声
を
出
さ
な
い
の

か
、
場
の
雰
囲
気
と
か
、
個
人
の
事
情
と
か
、
教
材
の
内
容
等
に
も
関
係
す
る
の
で

理
由
は
一
様
で
は
な
い
が
、
私
は
た
い
て
い
こ
う
思
う
。
音
読
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と

も
い
え
る
呼
吸
の
力
が
足
り
な
い
。
そ
れ
は
息
の
余
裕
力
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
が
、

浅
く
て
弱
い
息
に
体
が
な
じ
ん
で
い
る
た
め
に
、
声
量
が
な
く
、
声
の
届
く
範
囲
が

限
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

あ
る
詩
人
は
こ
う
言
う
。「
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
子
ど
も
の
姿
勢
が
お
か
し
い
と
か
、

声
が
は
っ
き
り
出
て
い
な
い
と
か
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
ね
。
そ
れ
と
テ
キ
ス
ト
を
読

む
と
い
う
こ
と
は
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
声
に
出
す
と
い
う
こ
と
は
、

単
に
テ
キ
ス
ト
を
音
読
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
分
の
体
の
あ
り
方
み
た
い
な
も

の
に
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
。」（
注
二
）
私
も
同
感
で
あ
る
。
音
読
す
る
声
に
力
の

あ
る
学
生
の
タ
イ
プ
を
探
る
と
、
部
活
動
を
続
け
て
参
加
し
た
り
、
何
か
し
ら
特
技

や
才
能
が
あ
っ
て
秘
め
た
自
信
を
持
っ
て
い
た
り
、
明
朗
闊
達
で
社
交
性
に
富
ん
で

い
る
と
か
、
プ
ラ
ス
思
考
で
生
き
て
い
る
、
と
い
っ
た
傾
向
性
が
あ
る
。

　

ふ
だ
ん
無
意
識
に
な
さ
れ
て
い
る
息
に
関
心
を
持
つ
人
は
稀
だ
ろ
う
。
し
か
し
音

読
を
す
る
と
、
息
づ
か
い
が
声
に
顕
れ
、
周
り
の
人
に
伝
わ
る
。
体
内
の
発
声
器
官

を
通
っ
て
き
た
音
声
は
、
い
ろ
い
ろ
な
個
人
情
報
を
含
む
波
動
で
あ
る
。
聞
き
手
に

は
、
全
体
的
総
合
的
（
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
）
に
、
し
か
も
漠
然
と
伝
わ
る
に
す
ぎ
な

い
が
、
息
づ
か
い
や
声
に
そ
の
人
に
関
す
る
基
本
情
報
が
含
ま
れ
る
。

　

実
生
活
の
場
面
で
は
、
音
読
す
る
機
会
は
稀
に
し
か
な
い
。
国
語
教
育
に
お
い
て

音
読
を
す
る
の
は
、
書
き
言
葉
を
音
声
に
変
換
し
て
心
身
に
透
過
さ
せ
る
、
い
わ
ば

刷
り
込
み
作
業
と
言
え
る
。
そ
う
し
て
記
憶
さ
れ
た
言
葉
は
、
読
む
・
書
く
・
聞
く
・

話
す
と
き
の
糧
に
な
る
。
ま
た
、
音
読
す
る
こ
と
は
知
・
情
・
意
の
涵
養
に
な
る
。
音

読
は
、
文
字
と
い
う
無
味
乾
燥
な
音
符
に
息
吹
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
音
符

が
、
体
内
で
息
を
吹
き
込
ま
れ
る
と
、
生
気
あ
る
音
波
に
変
換
さ
れ
。
息
の
強
さ
弱

さ
は
言
葉
の
生
気
を
左
右
し
、
伝
達
力
に
影
響
す
る
。
呼
吸
力
の
大
切
な
理
由
は
こ

こ
に
あ
る
。
な
お
、
国
語
教
育
の
分
野
で
は
、
音
読
は
黙
読
、
朗
読
と
区
別
し
て
い

る
。
朗
読
は
内
容
を
よ
く
理
解
し
た
上
で
、
情
感
を
こ
め
て
読
む
も
の
で
、
音
読
の

完
成
段
階
に
近
い
読
み
を
い
う
。

　

書
き
言
葉
を
心
身
に
刷
り
込
む
方
法
は
「
書
写
」
に
も
あ
る
。
音
読
と
同
じ
よ
う

に
呼
吸
が
関
与
す
る
け
れ
ど
も
、
硬
筆
書
き
の
場
合
に
は
案
外
わ
か
り
に
く
い
。
毛

筆
で
書
く
と
き
は
別
で
あ
っ
て
、
呼
吸
と
の
関
係
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
。
本
稿
の
中
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書写と呼吸について

（�）

心
テ
ー
マ
は
、
毛
筆
書
写
と
呼
吸
の
関
係
を
探
る
こ
と
で
あ
る
が
、
次
の
第
二
節

「
呼
吸
力
に
つ
い
て
」
と
、
第
三
節
の
「
読
み
書
き
と
呼
吸
」
は
本
論
を
補
完
す
る
テ

ー
マ
で
あ
る
。

　

こ
の
課
題
は
考
え
る
ほ
ど
に
奥
が
深
く
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
あ
る
。
科

学
論
文
の
よ
う
に
、
実
験
し
た
り
、
要
素
に
還
元
し
て
述
べ
る
こ
と
が
見
込
め
な
い
。

ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
言
え
る
か
、
さ
さ
や
か
な
試
論
で
あ
る
。

　

二　

呼
吸
力
に
つ
い
て

　　
「
息
」
と
い
う
漢
字
は
会
意
文
字
で
あ
り
、「
自
」
と
「
心
」
の
組
み
合
わ
せ
か
ら

成
る
。
自
は
正
面
か
ら
見
た
鼻
の
形
、
こ
れ
に
心
を
加
え
た
。
心
の
状
態
が
呼
吸
に

現
れ
る
こ
と
が
原
義
と
い
う
。（
白
川
静
﹃
常
用
字
解
﹄）
現
代
漢
語
音
は
息
を
「xi1

」

と
発
音
し
、
息
の
音
を
連
想
さ
せ
る
。「
呼
吸　

h
u
1xi1

」
も
や
は
り
息
音
を
連
想
さ

せ
る
。

　

日
本
語
の
「
息
」
と
「
生
き
」
は
訓
が
一
致
す
る
。
語
源
を
調
べ
て
み
る
と
「
息

と
は
生
き
る
義
」（﹃
和
訓
栞
﹄）
と
書
い
て
あ
り
、
同
訓
に
し
て
同
義
の
言
葉
と
わ
か

る
。「
生
き
も
の
」
と
は
「
息
を
す
る
も
の
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
長
生
き
」
は
「
長

息
」
に
通
じ
る
。「
息
の
長
い
」
お
付
き
合
い
、
と
い
っ
た
言
葉
遣
い
は
交
際
の
場

に
お
い
て
末
永
い
息
の
通
い
合
い
を
意
識
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。「
息
の
根
」「
息

の
緒
」
は
共
に
生
命
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
息
を
す
る
こ
と
を
「
息
吹
き
」
と
い
う
。

人
間
だ
け
で
な
く
天
地
も
息
吹
い
て
「
風
」
と
な
る
、
と
古
人
は
み
な
し
た
。「
い

ぶ
せ
し
」
と
か
「
い
ぶ
か
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
自
分
の
息
吹
き
に
不
安
を
覚
え
る

と
き
の
形
容
詞
で
あ
り
、「
い
き
ほ
ひ
（
勢
い
）」「
い
き
ど
ほ
り
（
憤
り
）」「
い
き
ま

く
」
も
息
の
派
生
語
で
あ
る
。
赤
ん
坊
は
産
声
と
共
に
最
初
の
空
気
呼
吸
を
始
め
る
。

生
ま
れ
た
子
が
男
の
子
な
ら
「
生
す
子
」
あ
る
い
は
「
息
子
」
と
い
う
。
人
生
は
息

と
共
に
あ
り
、
終
わ
り
に
息
を
引
き
取
る
。

　

医
学
博
士
の
村
木
弘
昌
氏
に
よ
る
と
、
赤
ん
坊
の
と
き
の
呼
吸
が
一
番
良
く
、
み

ご
と
な
腹
式
呼
吸
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
泣
く
こ
と
、
笑
う
こ
と
、
匍
匐
す
る
な

ど
の
仕
草
は
腹
圧
を
強
化
し
、
呼
吸
を
強
く
す
る
。
成
長
の
段
階
で
身
心
の
ス
ト
レ

ス
に
さ
ら
さ
れ
た
り
、
運
動
不
足
が
続
く
と
呼
吸
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
あ
る
と
い

う
。（
注
一
）

　

感
情
や
心
理
の
変
化
が
呼
吸
に
影
響
す
る
こ
と
は
、
簡
単
な
実
験
で
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
す
り
泣
く
と
き
に
は
、
胸
部
が
し
ゃ
く
り
あ
げ
る
運
動
を
し
、
浅

い
呼
吸
に
な
っ
て
い
る
。
大
笑
い
す
る
と
き
は
、
腹
が
大
き
く
動
き
、
吐
く
息
が
太

く
な
る
。
そ
の
他
、
気
持
ち
よ
く
歌
う
、
楽
器
を
演
奏
す
る
、
遊
具
を
使
っ
て
遊
ぶ
、

重
い
も
の
を
運
ぶ
、
土
を
掘
る
、
取
っ
組
み
合
い
を
す
る
、
も
の
を
投
げ
る
、
打
つ
、

走
る
、
泳
ぐ
、
階
段
を
上
り
下
り
す
る
等
々
、
横
隔
膜
が
強
く
動
く
と
き
の
呼
吸
は

腹
部
を
使
っ
た
呼
吸
に
な
る
。
幼
い
子
に
と
っ
て
「
よ
く
遊
ぶ
」
こ
と
は
、
呼
吸
力

の
強
化
に
つ
な
が
る
。

　

日
本
語
は
「
息
」
は
即
ち
「
生
き
」
と
認
め
て
い
る
言
語
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ

た
が
、
こ
の
平
明
な
事
実
は
教
育
論
の
な
か
に
も
採
用
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
が
、
実

際
に
は
回
り
く
ど
い
議
論
が
多
い
。
一
九
九
六
年
に
出
さ
れ
た
、
中
央
教
育
審
議
会

の
一
次
答
申
の
中
に
「
生
き
る
力
」
は
、
ゆ
と
り
教
育
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
提
言

さ
れ
た
が
、
そ
の
定
義
は
長
々
し
い
。「
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
、
主
体
的
に
判
断
し
、

行
動
し
、
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
能
力
、
自
ら
を
律
し
つ
つ
、
他
人
と
協
調
し
、

他
人
を
思
い
や
る
心
や
感
動
す
る
心
な
ど
、
豊
か
な
人
間
性
と
た
く
ま
し
く
生
き
る

た
め
の
健
康
や
体
力
、
こ
れ
ら
の
能
力
や
資
質
」
と
い
う
。「
生
き
る
力
」
は
わ
か
り

や
す
く
言
え
ば
「
息
す
る
力
」
で
あ
る
。

　

教
育
界
で
は
近
年
、
新
し
い
動
き
が
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
九
月
、
学
習
指
導
要
領

の
改
訂
を
進
め
て
い
る
中
央
教
育
審
議
会
の
体
育
保
健
部
会
は
、
新
し
い
方
針
を
打

ち
出
し
た
。
中
学
校
一
二
年
の
男
女
生
徒
を
対
象
に
、
武
道
（
柔
道
・
剣
道
・
相
撲

な
ど
）
と
ダ
ン
ス
を
必
修
化
す
る
。
早
け
れ
ば
、
二
〇
一
一
年
か
ら
実
施
す
る
と
い

う
。
こ
う
し
た
方
針
は
改
正
教
育
基
本
法
に
明
記
さ
れ
た
「
伝
統
と
文
化
の
尊
重
」

の
具
体
化
と
み
ら
れ
る
が
、
武
道
教
育
の
推
進
は
心
技
体
の
養
成
に
寄
与
す
る
だ
け

で
な
く
、
呼
吸
を
育
て
る
観
点
か
ら
も
適
切
で
あ
ろ
う
。
学
校
に
よ
っ
て
は
施
設
の

充
実
化
や
指
導
者
の
育
成
が
必
要
に
な
る
が
、
改
革
の
方
向
性
は
理
解
で
き
る
。
学

校
教
育
で
は
、
体
育
の
ほ
か
に
も
、
音
楽
、
部
活
動
、
語
学
な
ど
は
呼
吸
と
密
接
な

内
容
を
含
ん
で
い
る
。

　

国
語
教
育
と
呼
吸
の
関
連
を
最
近
は
多
く
の
人
が
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
〇
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
﹄
が
引
き
金
と
な
り
、

日
本
各
地
に
音
読
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
本
は
古
典
の
名
文
を
集
め
た
だ
け
で

は
な
い
。
真
の
狙
い
は
呼
吸
力
の
回
復
に
あ
る
。
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中田　伸一

（3）

　

筆
者
の
齋
藤
孝
氏
は
二
十
年
に
わ
た
っ
て
呼
吸
を
考
え
続
け
た
。
そ
の
成
果
と
し

て
﹃
息
の
人
間
学
﹄（
世
識
書
房
）
と
い
う
研
究
書
が
あ
り
。﹃
呼
吸
入
門
﹄（
角
川
書

店
）
と
い
う
著
作
が
あ
る
。
斎
藤
氏
は
「
教
育
の
根
幹
は
息
に
あ
り
」
と
い
う
信
念

を
持
ち
な
が
ら
教
育
方
法
を
開
拓
し
て
き
た
。
そ
れ
を
暗
誦
・
朗
誦
の
分
野
に
展
開

し
た
の
が
﹃
声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語
﹄
で
あ
る
。

　

こ
の
本
に
託
し
た
思
い
は
巻
頭
言
に
窺
え
る
。「
い
ま
、
暗
誦
文
化
は
絶
滅
の
危

機
に
瀕
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
暗
誦
文
化
は
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
。
小
学
校
の
授

業
に
お
い
て
も
、
暗
誦
や
朗
誦
の
比
重
は
低
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

･･････

歴
史
の
な
か
で
吟
味
さ
れ
生
き
抜
い
て
き
た
名
文
、
名
文
句
を
私
た
ち
の
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
で
選
ん
だ
。
声
に
出
し
て
読
み
上
げ
て
み
る
と
、
そ
の
リ
ズ
ム
や
テ
ン

ポ
の
よ
さ
が
身
体
に
染
み
込
ん
で
く
る
。
そ
し
て
身
体
に
活
力
を
与
え
る
。
そ
れ
は
、

た
と
え
し
み
じ
み
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
心
の
力
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。」

　

斎
藤
氏
は
、
暗
誦
を
型
の
文
化
の
一
つ
と
み
て
お
り
、
暗
誦
文
化
の
復
活
を
強
く

願
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
強
力
な
教
育
力
を
持
っ
て
い
て
、
一
度
身
に
つ
け
て
し
ま
え

ば
、
生
涯
を
支
え
る
力
と
な
る
。
日
本
語
の
感
情
を
養
う
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

暗
誦
に
優
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
敗
戦
の
影
響
に
よ
っ
て
型
に
は
め
ら
れ
た
教

育
が
否
定
さ
れ
て
、
暗
誦
や
朗
誦
や
古
典
の
素
読
と
い
う
教
育
方
法
は
廃
れ
た
、
と

分
析
し
て
い
る
。

　

暗
誦
文
化
と
い
う
枠
組
み
の
上
に
、
さ
ら
に
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
「
息
の
文

化
」
や
「
腰
肚
（
は
ら
）
文
化
」
が
あ
る
。
息
の
文
化
と
は
、
息
づ
か
い
が
仕
事
を

し
、
そ
の
芸
や
コ
ツ
が
子
孫
に
伝
承
さ
れ
る
よ
う
な
文
化
で
あ
り
、
腰
肚
文
化
と
は

腰
や
肚
を
中
心
と
し
て
自
分
の
存
在
感
を
確
か
に
感
じ
る
、
武
道
や
芸
道
を
中
心
と

し
た
身
体
文
化
を
い
う
。（
注
三
）

　

斎
藤
氏
の
理
論
は
、
国
語
教
育
に
限
ら
ず
多
方
面
の
教
育
実
践
に
展
開
さ
れ
て

「
斎
藤
メ
ソ
ッ
ド
」
と
総
称
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
呼
吸
法
と
い
う
古
典
的
な
英
知

を
、
若
い
世
代
の
教
育
に
生
か
そ
う
と
す
る
、
意
欲
的
な
取
り
組
み
で
あ
る
。
生
き

生
き
と
し
た
呼
吸
の
養
成
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
授
業
を
組
み
立
て
よ
う
と
す
れ
ば
、

従
来
の
教
科
の
枠
組
み
を
越
え
て
、
教
科
横
断
的
な
方
法
も
可
能
に
な
る
。
例
え
ば
、

語
学
の
音
読
、
体
操
、
合
唱
、
合
奏
、
演
劇
等
の
合
科
教
育
が
一
つ
の
教
室
で
で
き

る
だ
ろ
う
。
身
体
を
使
い
精
神
を
働
か
せ
る
と
こ
ろ
に
、
息
の
学
習
が
あ
る
な
ら
ば
、

も
の
づ
く
り
教
育
に
も
応
用
の
場
が
あ
り
そ
う
だ
。

　

三　

読
み
書
き
と
呼
吸

　　

親
が
本
を
読
み
、
そ
れ
を
子
が
聞
く
と
い
う
時
間
を
な
つ
か
し
く
回
想
し
た
文
章

が
あ
る
。
新
渡
戸
稲
造
の
幼
年
期
の
こ
と
で
あ
る
。

　

僕
が
ま
だ
子
供
の
時
で
あ
っ
た
。
五
歳
の
こ
ろ
と
思
う
。
父
は
毎
夜
炉
辺
で
家

族
一
同
と
盛
岡
名
産
の
饅
頭
を
食
い
な
が
ら
、
読
書
し
て
い
た
こ
と
を
お
ぼ
ろ

げ
な
が
ら
記
憶
し
て
い
る
。
母
は
傍
ら
に
針
仕
事
を
し
な
が
ら
坐
り
、
兄
や
姉
ど

も
も
皆
謹
聴
し
て
い
た
。
僕
も
分
か
ら
ぬ
な
が
ら
饅
頭
の
分
与
に
あ
ず
か
ら
ん
と
、

仲
間
入
り
し
て
お
っ
た
。
し
か
し
て
、
父
は
一
同
に
﹃
八
犬
伝
﹄
を
読
ん
で
聞
か

せ
た
。
父
に
関
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
善
い
こ
と
と
思
う
。

　

こ
う
言
う
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
と
て
、
大
し
た
効
果
も
あ
る
ま
い
と

言
っ
て
排
斥
す
る
者
も
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
す
る
こ
と
は
、
一
か
ら
十
ま
で

有
益
な
結
果
を
挙
げ
る
こ
と
は
到
底
望
ま
れ
ぬ
。
捨
て
石
も
打
た
な
け
れ
ば
成
ら

ぬ
。
毎
日
行
っ
て
い
る
う
ち
に
一
つ
で
も
、
有
益
な
こ
と
が
あ
れ
ば
よ
い
で
は
な

い
か
。
一
足
飛
び
で
は
高
み
に
昇
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。（﹃
修
養
﹄）

　

こ
の
文
章
は
、
何
ら
構
え
る
こ
と
な
く
、
父
と
子
が
読
書
の
楽
し
み
を
共
有
で
き

た
懐
か
し
さ
が
読
み
手
を
ほ
の
ぼ
の
と
さ
せ
る
。
こ
の
自
然
体
の
場
に
は
「
呼
吸
」

な
る
概
念
な
ど
必
要
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
論
文
な
る
も
の
を
書
く
こ
と
は
、

生
き
生
き
し
た
現
実
か
ら
生
気
を
抜
き
取
っ
て
羅
列
す
る
よ
う
な
作
業
だ
。）

　

音
読
す
る
こ
と
は
、
無
表
情
な
テ
キ
ス
ト
に
息
を
吹
き
込
む
こ
と
で
あ
る
。
朗
読

に
な
る
と
精
神
が
脈
を
打
ち
は
じ
め
る
。
音
読
は
原
則
と
し
て
そ
の
人
ら
し
さ
が
に

じ
み
で
れ
ば
よ
い
と
私
は
思
う
。
朗
読
は
書
き
手
と
読
み
手
が
、
顔
を
見
せ
心
を
顕

す
音
声
コ
ン
サ
ー
ト
で
あ
る
。　
　

　

国
語
の
指
導
書
に
は
小
学
生
の
後
半
か
ら
、
朗
読
と
い
う
用
語
が
現
れ
る
。
朗
読

は
音
読
よ
り
も
一
ラ
ン
ク
上
の
読
み
方
で
、
内
容
の
理
解
を
前
提
に
し
て
、
感
情
を

こ
め
、
間
合
い
を
計
り
つ
つ
読
む
。
朗
読
に
は
芸
術
作
品
と
同
じ
よ
う
に
ゴ
ー
ル
が

な
い
。
朗
読
家
、
声
優
、
俳
優
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
等
は
多
く
の
要
素
を
意
識
し
て
音

読
す
る
。
例
え
ば
、
身
体
的
な
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
、
声
の
調
子
、
文
章
の
解
釈
、
表

現
技
術
（
語
り
方
）、
そ
の
日
そ
の
場
の
聞
き
手
（
聴
衆
）
の
状
況
、
場
の
周
辺
環
境

や
雰
囲
気
、
そ
の
日
の
天
候
等
に
至
る
ま
で
考
慮
す
る
。
イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
す
る
人
も
い
る
。（
注
四
）
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ど
の
よ
う
に
音
読
す
る
か
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
目
標
を
ど
こ
に
置
く
か
に

よ
り
変
わ
る
。
学
校
に
お
け
る
音
読
の
授
業
も
、
指
導
す
る
側
の
考
え
方
や
、
生
徒

次
第
で
変
化
す
る
。
だ
か
ら
、
一
般
的
な
話
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
古
典
の
学

習
に
お
い
て
は
素
読
や
暗
誦
の
よ
う
な
、
学
習
型
の
音
読
を
す
る
。
教
材
に
よ
っ
て

は
、
朗
誦
、
朗
詠
、
朗
読
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
読
み
を
と
り
入
れ
る
場
合
も
あ
る
。

　

言
葉
に
は
間
（
間
合
い
・
余
白
）
が
あ
る
。
間
の
重
要
性
は
、
音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ

や
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
、
音
符
と
休
符
の
役
割
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
了
解
で
き
よ

う
。
時
間
芸
術
と
も
い
え
る
音
楽
に
と
っ
て
間
は
命
、
朗
読
も
同
じ
こ
と
。
舞
台
俳

優
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、
謡
曲
師
、
朗
読
家
な
ど
は
、
間
の
取
り
方
を
修
練
す
る
。
間

は
呼
吸
と
関
連
が
深
い
。

　

あ
る
朗
読
家
は
こ
う
言
う
。「
活
字
を
見
た
瞬
間
、
余
白
も
含
め
て
、
ひ
と
つ
の
世

界
で
す
。」「
私
は
詩
を
詠
む
と
き
、
こ
の
余
白
に
あ
た
る
間
が
い
ち
ば
ん
大
切
な
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。」「
間
を
上
手
に
取
れ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
方
の
場

合
、
実
は
、
呼
吸
法
に
問
題
が
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
浅
い
呼
吸
で
、
周
囲
を

油
断
な
く
見
回
し
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
い
る
の
で
は
、
心
と
詩
の
関
係
は
で
き
ま

せ
ん
。･･････

深
い
呼
吸
を
す
る
こ
と
で
、
リ
ズ
ム
も
ゆ
っ
く
り
整
い
、
見
え
な
か

っ
た
も
の
も
見
え
て
き
て
、
急
が
ず
、
自
分
の
思
う
ま
ま
に
間
を
と
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。」（
注
四
）

　

詩
人
は
余
白
や
間
を
重
ん
じ
る
。
そ
の
意
識
は
、
作
品
の
表
記
法
の
な
か
に
示
さ

れ
る
。
余
白
意
識
を
作
品
に
は
っ
き
り
と
示
し
た
詩
人
の
一
人
に
石
川
啄
木
が
い
る
。

東
雲
堂
か
ら
刊
行
し
た
第
一
歌
集
﹃
一
握
の
砂
﹄
は
、
三
行
分
か
ち
書
き
を
採
用
し

た
。
こ
れ
は
、
土
岐
哀
果
（
善
麿
）
の
ロ
ー
マ
字
歌
集
に
先
例
が
あ
り
、
啄
木
は
そ

れ
を
踏
襲
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
私
は
、
詩
人
啄
木
の
な
か
に
、
和
歌
の
伝
統
に

同
調
し
な
い
意
識
が
あ
っ
た
と
思
う
。
さ
ら
に
啄
木
は
函
館
、
小
樽
、
釧
路
で
新
聞

に
記
事
を
書
い
て
お
り
、
行
間
と
余
白
に
つ
い
て
熟
慮
し
て
き
た
経
験
が
あ
る
。
冒

頭
の
一
首
。

　
　

　
　

東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に

　
　

わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て

　
　

蟹
と
た
は
む
る

　

　

死
後
、
出
版
さ
れ
た
﹃
悲
し
き
玩
具
﹄
で
は
句
読
点
、
感
嘆
符
、
ダ
ッ
シ
ュ
、
文

字
下
げ
表
記
を
多
用
し
て
お
り
、
伝
統
的
な
表
記
法
か
ら
の
逸
脱
を
堂
々
と
し
て
い

る
。
和
歌
の
リ
ズ
ム
と
決
別
し
た
詩
人
の
こ
こ
ろ
意
気
を
感
じ
る
。

　　
　

す
つ
き
り
と
酔
ひ
の
さ
め
た
る
心
地
よ
さ
よ
！

　
　

夜
中
に
起
き
て
、

　
　

墨
を
磨
る
か
な
。

　
　

何
か
、
か
う
、
書
い
て
み
た
く
な
り
て
、　　

　
　
　

ペ
ン
を
取
り
ぬ―

　
　

花は
な
い
け活
の
花
あ
た
ら
し
き
朝
。

　

次
に
、
文
章
の
息
継
ぎ
を
示
す
符
号
と
し
て
、
句
読
点
に
つ
い
て
少
し
考
え
た
い
。

句
読
点
は
音
読
す
る
際
の
息
継
ぎ
の
箇
所
を
示
す
こ
と
か
ら
、「
呼
吸
点
」
と
か

「
息
継
ぎ
点
」
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
。
文
部
省
編
﹃
国
語
の
書
き
表
し
方
﹄

（
一
九
五
〇
年
十
二
月
）
に
よ
る
と
、

句
点
「
。」
は
、「
一
つ
の
文
を
完
全
に
言
い
切
っ
た
と
こ
ろ
に
必
ず
用
い
る
。」

と
あ
り
、
読
点
「
、」
は
、「
文
の
中
で
、
こ
と
ば
の
切
れ
続
き
を
明
ら
か
に
し
な
い

と
、
誤
解
さ
れ
る
恐
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
用
い
る
。」
と
定
め
て
い
る
。

　

日
本
で
句
読
点
（
呼
吸
点
）
が
定
着
し
た
の
は
案
外
新
し
く
、
明
治
二
十
年
、
三
十

年
代
の
頃
と
い
う
。（﹃
日
本
語
解
釈
活
用
辞
典
﹄）
そ
れ
以
前
の
古
文
に
は
句
読
点
が

付
い
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
松
尾
芭
蕉
の
﹃
奥
の
細
道
﹄
の
日
光
の
条
の
原
文
（
素

龍
筆
芭
蕉
所
持
本
）
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

　
　

　
　

卯
月
朔
日
御
山
に
詣
拝
す
往
昔
此
山
を
二
荒
山
と
書
き
し
を
空
海
大
師
開
基
の

　
　

時
日
光
を
改
め
給
ふ
千
載
未
来
を
さ
と
り
給
ふ
に
や
今
此
御
光
一
天
に
か
ゝ
や

　
　

き
て
恩
沢
八
荒
に
あ
ふ
れ
四
海
安
堵
の
栖
憚
多
く
て
筆
を
さ
し
置
ぬ

　
　
　
　
　

あ
ら
た
う
と
青
葉
若
葉
の
日
の
光

　

難
解
な
漢
文
に
訓
点
を
つ
け
て
、
初
学
者
に
読
み
や
す
く
す
る
工
夫
は
、
九
世
紀

初
頭
か
ら
あ
っ
た
が
、
文
字
を
美
し
く
書
く
こ
と
を
教
養
の
一
つ
と
し
て
重
視
す
る
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一
方
で
、
符
号
を
書
き
込
む
の
は
美
観
を
損
ね
る
も
の
と
し
て
避
け
た
。
符
号
を
つ

け
る
こ
と
は
相
手
に
失
礼
に
な
る
と
い
う
観
念
も
あ
っ
た
。
そ
の
名
残
は
現
代
も
あ

り
、
賞
状
の
文
面
や
企
業
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
挨
拶
状
等
は
符
号
を
つ
け
な
い
の
が
一

般
的
で
あ
る
。

　

国
語
学
者
の
松
村
明
氏
に
よ
る
と
、「
句
読
点
の
発
達
は
西
欧
語
の
文
章
の
表
記

法
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。」
と
い
う
。
ま
た
、「
句
読
法
の
普
及
に
つ
い
て
は
、
学

校
教
育
に
使
わ
れ
る
教
科
書
の
表
記
法
が
大
い
に
関
係
し
て
い
る
。」「
朝
日
新
聞
で

は
。
や
、
の
打
ち
方
が
き
ち
ん
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
九
五
〇
年
七
月
三
日
付
の

新
聞
か
ら
で
あ
る
。」
と
い
う
。（
注
六
）

　

新
聞
や
教
科
書
の
よ
う
な
縦
書
き
の
文
章
で
は
「
。」
と
「
、」
の
使
用
に
統
一
さ
れ

て
い
る
が
、
横
書
き
文
章
の
場
合
、
現
在
で
は
四
種
類
の
符
号
「
句
点
。」「
読
点
、」

「
ピ
リ
オ
ド
．」「
コ
ン
マ
，」
が
各
人
の
判
断
で
使
わ
れ
て
い
る
。
訓
点
の
原
則
か
ら

言
え
ば
、
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
な
つ
な
が
り
を
重
視
し
て
つ
け
る
場
合

も
あ
れ
ば
、
リ
ズ
ム
や
息
継
ぎ
の
ポ
イ
ン
ト
に
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
個
人
差
が

あ
る
。

　

一
九
五
〇
年
十
二
月
に
文
部
省
か
ら
出
た
﹃
国
語
の
書
き
表
し
方
﹄
の
付
録
で
は

横
書
き
の
公
文
書
の
場
合
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
四
項
目
あ
る
が
、
そ

の
う
ち
句
読
点
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
に
書
い
て
あ
る
。

　
　

３　

く
ぎ
り
符
号
の
使
い
方
は
、
縦
書
き
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、　

　
　

横
書
き
の
場
合
は
「
、」
を
用
い
ず
、「
，」
を
用
い
る
。

　

符
号
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
、﹃
新
し
い
国
語
学
﹄（
一
九
八
八
年
）
の
次
の
意

見
が
参
考
に
な
る
。「（
文
部
省
の
通
達
は
）
一
般
個
人
の
私
的
な
文
章
や
文
学
作

品
・
学
術
論
文
な
ど
の
表
記
を
規
制
す
る
も
の
で
は
な
い
が
，
文
部
省
管
轄
下
の
学

校
教
育
が
こ
れ
ら
に
準
じ
て
行
わ
れ
る
上
，
現
代
社
会
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
規

則
に
の
っ
と
っ
て
表
記
す
る
こ
と
が
，
伝
達
の
効
用
の
面
か
ら
も
必
要
に
な
っ
て
い

る
。」

　

右
に
述
べ
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
一
）
縦
書
き
で
は　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

「
。」
と
「
、」
を
使
う
。

　
（
二
）
横
書
き
で
は

　
　
　

１　

最
も
一
般
的
な
書
き
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
。」
と
「
，」
を
使
う
。

　
　
　

２　

縦
書
き
を
そ
の
ま
ま
左
横
書
き
に
す
る
場
合　
「
。」
と
「
、」
を
使
う
。

　
　
　

３　

論
文
や
科
学
的
な
読
み
物
な
ど
で
欧
文
に
準　
「
．」
と
「
，」
を
使
う
。

　
　
　
　
　

じ
て
書
く
場
合

　　

次
に
、
書
く
こ
と
と
呼
吸
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
。
書
く
こ
と
と
呼
吸
と
が
関

連
す
る
こ
と
は
、
ふ
だ
ん
あ
ま
り
意
識
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
意
識
し
に
く
い
の
で
、
少

し
説
明
を
す
る
。

　

書
く
こ
と
が
、
読
む
、
聞
く
、
話
す
行
為
と
違
う
点
の
一
つ
は
、
筆
記
用
具
を
必
要

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
文
房
具
と
い
う
ツ
ー
ル
を
手
指
で
操
り
、
紙
な
ど
の
平
ら
な

媒
体
に
筆
跡
を
残
す
こ
と
で
目
的
を
果
た
す
。
実
際
に
紙
の
上
に
文
字
を
書
い
て
み

れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
運
筆
す
る
と
き
の
心
身
の
状
態
が
微
妙
に
反
映
す
る
。
不

安
定
な
と
き
は
字
形
が
乱
れ
た
り
、
精
彩
が
な
い
。
逆
に
、
安
定
し
た
と
き
の
筆
跡

は
、
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
に
な
る
。

　

こ
の
こ
と
は
硬
筆
よ
り
も
、
毛
筆
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
る
。
朗
読
の

場
合
に
は
、
心
身
の
調
整
や
呼
吸
法
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ

る
が
、
書
写
（
書
法
）
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
書
く
と
き
の
身
体
は
、
吐

く
息
が
主
体
に
な
っ
て
い
る
。
精
神
統
一
の
息
、
心
身
調
整
の
息
で
あ
る
。
毛
筆
書

き
の
場
合
に
は
、
そ
の
字
画
の
長
さ
、
太
さ
、
大
き
さ
、
あ
る
い
は
運
筆
の
力
、
速

さ
、
抑
揚
、
あ
る
い
は
文
字
の
大
小
、
間
隔
、
連
綿
な
ど
に
、
書
き
手
の
息
つ
ぎ
、
休

止
の
跡
が
微
妙
に
投
影
さ
れ
る
。
書
を
鑑
賞
す
る
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
息
づ
か
い

や
、
全
体
感
を
直
覚
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

書
く
こ
と
と
呼
吸
の
関
係
は
、
大
ま
か
に
述
べ
れ
ば
こ
の
よ
う
に
な
る
が
、
細
か

な
息
づ
か
い
に
な
る
と
説
明
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
剣
道
の
名
手
で

も
、
声
楽
の
プ
ロ
で
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
呼
吸
法
の
要
諦
は
実
技
や
実
演
に
お
い
て

示
す
ほ
か
は
な
い
。
毛
筆
書
き
の
呼
吸
は
、
み
ず
か
ら
筆
を
持
っ
て
体
得
す
る
ほ
か

は
な
い
。　

　

毛
筆
は
硬
筆
の
普
及
に
伴
い
、
一
世
紀
以
上
昔
に
筆
記
用
具
の
主
役
の
座
か
ら
降

り
た
。
近
年
は
デ
ジ
タ
ル
機
器
の
普
及
に
よ
っ
て
、
毛
筆
は
ま
す
ま
す
縁
遠
く
な
っ

た
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
教
育
面
に
お
い
て
は
か
え
っ
て
注
目
し
て
よ
い
と
考
え
る
。

私
た
ち
は
毛
筆
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
く
こ
と
は
精
神
と
身
体
の
共
同
作
業
で

あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
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書写と呼吸について

（6）

　

遡
っ
て
わ
が
国
の
祖
先
は
毛
筆
に
出
会
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
書
く
と
き
の
息
づ
か

い
を
学
ん
で
き
た
と
言
え
る
。
祖
先
は
単
に
漢
字
の
手
習
い
に
明
け
暮
れ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
母
国
語
の
表
記
に
適
し
た
仮
名
文
字
を
創
造
し
た
そ
の
過
程
は
、
安

か
ら
「
あ
」
へ
、
以
か
ら
「
い
」
へ
、
宇
か
ら
「
う
」
と
い
う
字
形
の
変
化
だ
け
で

は
説
明
し
き
れ
な
い
。
そ
の
優
美
な
和
様
書
道
の
形
成
を
と
お
し
て
、
毛
筆
を
使
う

女
性
た
ち
が
自
分
た
ち
の
文
字
の
息
づ
か
い
を
発
見
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

日
本
語
の
「
書
く
」
と
い
う
言
葉
の
原
点
を
確
認
し
て
み
よ
う
。﹃
日
本
国
語
大
辞

典
﹄
に
よ
る
と
「
書
く
」
と
「
掻
く
」
の
語
源
は
同
じ
と
い
う
。
漢
字
が
伝
来
す
る

以
前
「
か
く
」
と
い
う
和
語
は
、
固
い
道
具
を
手
に
持
っ
て
、
柔
ら
か
い
も
の
の
表

面
を
ひ
っ
か
い
た
り
、
印
を
付
け
る
よ
う
な
動
作
を
意
味
し
た
。
例
え
ば
、
ヘ
ラ
を

使
っ
て
粘
土
に
模
様
を
か
く
、
木
炭
を
使
っ
て
石
の
上
に
か
く
、
木
製
の
農
具
を
使

っ
て
畑
の
土
を
か
く
、
と
い
っ
た
場
面
で
使
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
大
陸
か
ら
漢
字

や
文
房
具
が
伝
来
す
る
と
、「
か
く
」
の
意
味
は
広
が
っ
た
。「
掻
く
」
と
「
書
く
」

が
別
々
の
表
記
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
後
で
あ
ろ
う
。

　

掻
く
こ
と
と
書
く
こ
と
は
、
外
見
上
の
動
作
は
似
て
い
る
が
、
身
体
感
覚
に
違
い

が
あ
る
。
毛
筆
の
穂
に
は
弾
力
が
あ
る
の
で
、
書
き
に
く
い
し
、
使
い
こ
な
す
に
は

修
練
が
要
る
。
筆
書
き
の
呼
吸
は
、
書
き
に
く
さ
を
乗
り
越
え
る
修
練
の
過
程
で
身

に
つ
く
。
書
家
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
人
が
い
る
の
で
、
書
く
と
き
の
息
づ
か

い
を
普
遍
的
な
決
ま
り
ご
と
の
よ
う
に
は
言
え
な
い
が
、
息
と
身
体
の
構
え
は
、
武

道
の
場
合
に
似
て
い
る
。
例
え
ば
、
柔
道
に
つ
い
て
、
研
究
者
は
こ
う
言
う
。

　
「
息
を
吐
く
こ
と
は
か
ら
だ
に
緊
張
感
を
み
な
ぎ
ら
せ
る
。
逆
に
息
を
吸
う
こ
と

は
リ
ラ
ッ
ク
ス
状
態
に
な
る
。
息
を
吐
く
と
き
に
は
能
動
的
な
動
き
が
と
れ
る
し
、

積
極
的
な
体
勢
や
受
け
身
（
構
え
）
が
と
れ
る
。
最
大
の
瞬
発
力
を
出
そ
う
と
し
た

り
、
技
を
し
か
け
よ
う
と
す
る
直
前
は
、
す
べ
て
息
を
吐
く
状
態
（
呼
気
相
）
で
、
決

し
て
息
を
吸
う
状
態
（
吸
気
相
）
で
は
な
い
。」（
注
七
）

　

揮
毫
中
の
意
識
は
、
柔
道
で
い
え
ば
技
を
繰
り
出
し
て
い
る
最
中
に
当
た
る
。
呼

気
相
を
長
く
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
穂
先
の
制
御
に
集
中
で
き
る
。

　

最
近
私
は
、
呼
吸
を
生
か
し
た
書
法
を
開
拓
し
た
人
が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
山

本
光
輝
氏
の
「
い
ろ
は
呼
吸
書
法
」
で
あ
る
。
い
ろ
は
歌
を
声
に
出
し
な
が
ら
作
品

を
書
き
、
国
内
国
外
で
個
展
を
何
度
か
開
き
、
普
及
に
も
努
め
て
い
る
。（
注
八
）

　

山
本
氏
は
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
い
ろ
は
四
十
八
文

字
を
発
声
し
な
が
ら
書
く
と
、
余
計
な
こ
と
は
考
え
な
く
な
り
、
集
中
し
や
す
く
な

り
ま
す
。
そ
し
て
発
音
に
よ
っ
て
余
計
な
緊
張
感
が
な
く
な
り
、
副
交
感
神
経
が
活

発
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
声
を
ゆ
っ
く
り
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
息
を
吐
い
て
い

る
状
態
を
長
く
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
声
を
出
す
こ
と
そ
の
も

の
も
、
も
ち
ろ
ん
大
事
な
の
で
す
が
、
声
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
息
を
吐
き
続
け
る

こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。」

　

山
本
氏
は
合
気
道
の
達
人
で
あ
り
、
海
外
指
導
歴
も
あ
る
が
、
合
気
道
と
書
法
に

共
通
す
る
「
気
」
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
書
に
あ
ら
わ
れ
る
気
と
は
、
あ

る
種
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
気
が
身
体
か
ら
腕
を
通
じ
、

筆
の
穂
先
を
通
っ
て
墨
の
中
に
吸
着
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
線
が
気
を
発

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。（
中
略
）
こ
れ
は
技
術
的
な
問
題
で
は
な
く
、

誰
も
が
本
来
持
っ
て
い
る
無
限
の
力
に
気
づ
い
て
、
そ
れ
を
発
揮
す
れ
ば
、
生
き
生

き
と
し
た
墨
気
が
そ
の
書
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
で
し
ょ
う
し
、

そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。」（
注
八
）

　

書
法
と
呼
吸
を
並
行
し
て
実
践
す
る
の
は
僧
侶
や
武
道
家
に
多
い
。
こ
の
分
野
に

は
、
研
究
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
達
人
が
多
い
。
次
の
節
で
何
人
か
の
実
践
家
を

と
り
あ
げ
る
。

　

四　

気
と
書
法
に
つ
い
て

　　
「
誰
も
が
本
来
持
っ
て
い
る
無
限
の
力
に
気
づ
い
て
、
そ
れ
を
発
揮
す
れ
ば
、
生
き

生
き
と
し
た
墨
気
が
そ
の
書
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
。」
前
節
で
紹
介
し
た
山
本
光

輝
氏
の
言
葉
。
こ
れ
は
も
う
証
明
不
可
能
な
世
界
で
あ
る
。
悟
り
の
言
葉
と
受
け
止

め
る
ほ
か
な
い
。
書
家
は
評
論
家
で
は
な
い
。
自
ら
揮
毫
す
る
作
品
に
よ
っ
て
言
葉

の
内
容
を
実
証
す
る
。
山
本
氏
の
言
う
「
誰
も
が
本
来
持
っ
て
い
る
無
限
の
力
」
と

か
「
生
き
生
き
と
し
た
墨
気
」
を
理
解
す
る
手
が
か
り
は
、
そ
の
作
品
の
中
に
あ
る
。

（
本
稿
で
は
、
作
品
紹
介
は
省
略
し
て
話
を
先
へ
進
め
る
。）

　

す
ぐ
れ
た
作
品
は
線
質
に
生
気
が
あ
り
、
墨
色
墨
気
が
美
し
い
、
な
ぜ
か
。
そ
の

答
え
を
電
子
顕
微
鏡
写
真
で
探
り
出
し
た
研
究
者
が
い
る
。

　

寺
山
葛
常
氏
は
、
山
岡
鉄
舟
（
一
八
三
六―

八
八
）
の
書
跡
の
本
物
と
贋
物
を
約

三
万
倍
に
拡
大
し
て
、
粒
子
を
比
較
し
た
。
寺
山
氏
は
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
こ
う
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中田　伸一

（�）

言
う
。「
本
物
は
肉
眼
で
観
て
も
そ
の
線
が
気
韻
生
動
し
、
潤
い
が
あ
り
立
体
的
で
あ

る
。
電
子
顕
微
鏡
像
も
、
本
物
は
立
体
的
に
充
実
し
た
墨
汁
の
粒
子
が
生
き
た
構
造

を
呈
す
る
。」「
贋
物
の
ほ
う
は
死
ん
だ
線
で
薄
っ
ぺ
ら
で
あ
り
、
乾
い
た
よ
う
に
見

え
る
。
電
子
顕
微
鏡
像
の
粒
子
に
も
む
ら
が
あ
り
、
そ
の
結
び
つ
き
に
も
ス
キ
間
が

あ
る
よ
う
に
見
え
る
。」

　

顕
微
鏡
に
映
る
線
の
微
細
構
造
の
違
い
は
、
す
な
わ
ち
書
の
深
化
の
違
い
で
あ
る

が
、
寺
中
氏
は
「
書
の
深
化
」
と
い
う
抽
象
的
な
言
葉
の
意
味
を
こ
う
説
明
し
て
い

る
。「
そ
れ
は
、
人
間
が
培
い
確
認
し
た
知
・
情
・
意
だ
け
で
な
く
、
気
力
・
霊
力
と

い
っ
た
、
今
日
的
に
言
え
ば
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
（
超
自
己
）
と
い
う
か
、
宇
宙

的
な
存
在
で
あ
る
総
合
的
人
間
力
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。」（
注
八
）

　

気
力
・
霊
力
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
。
こ
こ
で
は
「
気
」
と
い
う
概
念
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。「
気
は
あ
る
と
思
え
ば
あ
る
。
無
い
と
思
え
ば
無
い
。」
と
昔
か

ら
ぼ
ん
や
り
と
扱
わ
れ
て
き
た
。
日
本
語
の
中
に
は
「
気
」
を
含
む
熟
語
や
慣
用
語

が
多
く
あ
る
。
例
え
ば
、「
気
が
合
う
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
実
際
の
人
間
関
係
の

中
で
は
、
理
屈
抜
き
で
感
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
説
明
も
証
明
も
要
ら
な
い
。
双
方

の
気
が
交
流
し
同
調
し
た
状
態
と
言
え
よ
う
。「
気
」
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
存
在
す

る
磁
力
の
よ
う
な
も
の
ら
し
い
。「
墨
気
」
と
い
う
言
葉
を
先
に
紹
介
し
た
が
、
こ
れ

は
墨
蹟
か
ら
発
散
さ
れ
る
気
で
あ
り
、
観
る
人
の
感
性
に
応
じ
て
働
く
引
力
で
あ
る
。

書
作
品
に
籠
る
気
は
、
こ
れ
を
観
て
感
応
す
る
人
に
向
か
っ
て
流
れ
る
。

　

身
体
は
内
側
か
ら
気
を
発
す
る
器
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
同
時
に
、
外
か
ら
の

気
を
容
れ
る
器
で
も
あ
る
。
そ
の
機
能
を
高
め
た
り
調
整
す
る
た
め
の
身
体
技
術
が

古
代
か
ら
あ
る
。
例
え
ば
気
功
で
あ
る
。

　

気
功
は
お
よ
そ
六
〇
〇
〇
年
の
歴
史
が
あ
る
と
さ
れ
、
中
国
で
は
多
く
の
流
派
に

分
か
れ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
大
別
す
る
と
、
仏
教
系
、
道
教
系
、
儒
教
系
、
医
家

系
、
武
術
系
、
そ
し
て
民
間
系
と
分
か
れ
る
そ
う
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
は
、
他
の

流
派
の
技
法
を
吸
収
し
た
り
影
響
を
受
け
て
き
た
。
気
功
用
語
で
は
、
呼
吸
力
を
鍛

え
る
こ
と
を
「
練
気
」「
調
気
」「
養
気
」「
調
息
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。（
注
十
）

　

気
は
鍛
錬
し
て
修
得
す
る
も
の
と
い
う
考
え
方
が
気
功
を
育
て
た
が
、
気
そ
の
も

の
は
特
殊
な
も
の
で
な
く
、
生
き
と
し
い
け
る
も
の
の
元
は
気
で
あ
る
と
古
代
人
は

考
え
た
。「
気
あ
れ
ば
則
ち
生
き
、
気
無
け
れ
ば
則
ち
死
す
。
生
な
る
も
の
は
気
を
以

っ
て
な
り
。」（﹃
管
子
﹄）

「
人
の
生
は
気
の
聚
（
あ
つ
ま
）
れ
る
な
り
。
聚
れ
ば
則
ち
生
と
な
り
、
散
ず
れ
ば
則

ち
死
す
。」（﹃
荘
子
﹄）
と
い
っ
た
言
葉
に
、
生
命
即
生
気
の
考
え
が
あ
る
。

　

気
は
人
間
の
内
に
も
外
に
も
存
在
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
姿
か
た
ち
を
と
る
。
白
川
静

﹃
常
用
字
解
﹄
に
よ
る
と
、「
気
」
と
い
う
文
字
は
元
来
次
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
と

い
う
。「
元
の
字
は
氣
に
作
り
、
音
符
は
气
。
气
は
雲
の
流
れ
る
形
で
、
雲
気
を
い
う
。

气
は
生
命
の
源
泉
、
お
お
も
と
と
さ
れ
、
米
（
穀
類
）
は
そ
の
気
を
養
う
も
の
で
あ

る
と
い
う
の
で
、
气
に
米
を
加
え
て
氣
と
な
っ
た
。
気
は
す
べ
て
の
活
動
力
の
源
泉

で
あ
り
、
大
気
、
元
気
と
し
て
存
在
し
、
人
は
気
息
（
呼
吸
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
き
る
。
ま
た
人
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
を
気
質
・
気
風
と
い
う
。」

　

中
国
で
は
紀
元
前
一
世
紀
の
こ
ろ
か
ら
「
気
」
で
す
べ
て
を
説
明
し
よ
う
と
す
る

考
え
方
が
広
ま
っ
た
。
心
あ
る
い
は
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
に
、
見
え
な
い
姿
で

現
れ
る
「
気
」
も
あ
れ
ば
、
物
質
的
な
形
態
を
と
る
「
気
」
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
朱
子
は
、
星
を
気
だ
と
考
え
、
明
代
の
本
草
学
者
、
李
自
珍
も
、
薬
石
は

「
気
」
か
ら
成
る
と
み
た
。（
注
十
一
）

　

芸
術
作
品
の
な
か
に
気
の
要
素
を
認
め
「
気
韻
生
動
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た

の
は
六
朝
時
代
で
あ
り
、
最
初
の
提
唱
者
は
南
斉
の
画
家
、
謝し

ゃ
か
く嚇
で
あ
る
。

謝
嚇
は
絵
画
に
必
要
な
要
素
と
し
て
六
項
目
を
挙
げ
た
が
、
そ
の
筆
頭
に
挙
げ
た
の

は
気
韻
生
動
で
あ
る
。「
気
」
は
生
き
生
き
し
た
呼
吸
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
生
命
エ
ネ

ル
ギ
ー
、「
韻
」
は
韻
律
、
リ
ズ
ム
、
調
べ
で
あ
る
。

　
「
気
」
を
書
作
品
に
必
須
の
要
素
と
認
め
た
理
論
家
に
、
北
宋
の
蘇
東
坡
が
い
る
。

　
　
　

書
に
は
必
ず
、
神
・
気
・
骨
・
肉
・
血
有
り
。
五
者
一
を
闕
か
ば
、
成
書
と

　
　
　

為
さ
ざ
る
な
り
。（﹃
東
坡
題
跋
﹄）

　

五
者
の
う
ち
「
骨
・
肉
・
血
」
の
三
要
素
は
、
書
を
人
体
に
見
立
て
た
と
き
、
そ

の
外
形
に
相
当
す
る
も
の
で
、
見
る
人
の
網
膜
に
映
る
文
字
の
姿
で
あ
る
。「
神
・

気
」
は
書
に
内
在
す
る
要
素
で
あ
っ
て
、
作
品
を
見
て
そ
れ
に
感
応
す
る
人
に
伝
わ

る
無
形
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
蘇
東
坡
は
、
書
は
人
間
と
同
じ
よ
う
に
精
神
・
肉

体
の
二
要
素
か
ら
な
る
と
考
え
「
神
気
骨
肉
血
」
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
説
明
し
た
。

東
坡
に
師
事
し
た
黄
山
谷
は
、
彼
の
作
品
を
こ
う
評
し
た
。
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書写と呼吸について

（�）

　
　

東
坡
の
書
は
、
学
問
文
章
の
気
、
鬱
鬱　
　

と
し
て
筆
墨
の
間
に
発
す
。
此
れ 

　
　

他
人
の
終
に
能
く
及
ぶ
莫
き
所
以
な
る
の
み
。（﹃
山
谷
題
跛
﹄）

　

林
語
堂
著
﹃
蘇
東
坡
﹄
に
よ
る
と
、
蘇
東
坡
は
「
養
気
法
」
の
実
践
者
で
あ
っ
た
。

そ
の
方
法
に
つ
い
て
、
自
ら
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
重
要
な
こ
と
は
、
精
神
集
中
（
静
心
閉
目
）
に
よ
っ
て
、
心
の
安
定
を
得
る
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
私
の
言
葉
を
信
じ
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、（
中
略
）

も
し
精
気
が
完
全
に
体
中
に
ゆ
き
わ
た
れ
ば
、
痛
み
や
病
気
が
ど
う
し
て
人
間
の
体

を
襲
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。﹄（「
王
鞏
宛
の
手
紙
」）「
真
夜
中
か
ら
夜
明
け

の
間
に
、
床
に
起
き
上
が
り
、
か
け
蒲
団
で
己
を
く
る
み
な
さ
い
。
東
か
南
を
向
い

て
、
足
を
十
文
字
に
組
ん
で
坐
り
、
下
あ
ご
を
三
十
六
回
動
か
し
な
さ
い
。（
中
略
）

ま
ず
目
を
閉
じ
て
、
心
の
緊
張
を
ほ
ぐ
し
、
あ
ら
ゆ
る
思
念
を
心
か
ら
取
り
除
く
よ

う
に
つ
と
め
、
で
き
る
か
ぎ
り
心
を
空
に
保
ち
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
呼
吸
が
次

第
に
緩
や
か
に
な
る
の
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
口
と
鼻
を
閉
じ
、
息
を
こ

ら
し
、
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
て
、
内
臓
を
見
る
よ
う
に
努
め
な
さ
い
。（
下
略
）　

（「
張
方
平
宛
の
手
紙
」）（
注
十
二
）
こ
れ
ら
の
手
紙
は
四
十
代
半
ば
に
書
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
養
気
術
は
過
去
の
遺
産
で
は
な
く
て
、
現
在
も
多
く
の
人
た
ち
が
研

鑽
を
続
け
て
い
る
。
な
か
に
は
独
自
に
開
発
し
て
指
導
者
と
な
っ
た
人
も
い
る
。

　

龍
村
修
氏
は
、
ヨ
ー
ガ
の
実
践
を
通
じ
て
自
ら
の
呼
吸
法
を
開
発
し
、
ヨ
ガ
研
究

所
を
設
立
し
て
普
及
に
努
め
て
い
る
。
龍
村
氏
の
「
気
」
つ
い
て
の
考
え
方
の
一
部

を
紹
介
す
る
と
、「
ヨ
ガ
や
気
功
で
は
、
目
に
見
え
る
体
、
す
な
わ
ち
い
れ
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
氣
が
存
在
し
て
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
考
え
を
す
る
。
氣
は

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
、
生
命
を
生
か
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
で
あ
る
。」

　
「
呼
吸
が
気
の
出
し
入
れ
を
し
、
気
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
し
て
い
る
が
、
呼
吸
は
肉

体
レ
ベ
ル
の
呼
吸
の
他
に
、
気
の
レ
ベ
ル
の
呼
吸
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
呼
吸
は
気

を
動
か
さ
な
い
と
、
も
っ
と
深
く
な
っ
て
ゆ
か
な
い
。
い
く
ら
深
い
呼
吸
を
し
よ
う

と
も
、
肉
体
レ
ベ
ル
で
は
限
界
が
あ
る
。
気
を
動
か
す
呼
吸
法
で
も
あ
る
。
肉
体
的

に
深
い
ゆ
っ
た
り
し
た
呼
吸
は
、
心
の
安
定
と
か
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
な
が
る
。

こ
の
よ
う
に
、
肉
体
と
気
と
心
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
り
、
お
互
い

に
影
響
し
合
っ
て
い
る
。」（
注
十
三
）

　

五　

墨
と
気
の
謎

　　

科
学
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
気
功
に
科
学
者
が
注
目
し
、
そ
の
方
法
や
効
果
に
つ
い

て
の
実
験
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
の
間
は

少
数
の
研
究
者
が
単
発
的
に
成
果
を
発
表
し
て
い
た
が
、
一
九
九
〇
年
に
「
人
体
科

学
会
」
と
い
う
学
会
が
組
織
さ
れ
て
か
ら
、
学
際
的
な
研
究
成
果
が
続
々
と
公
開
さ

れ
た
。
こ
こ
に
集
う
メ
ン
バ
ー
は
、
医
学
、
生
命
科
学
、
工
学
技
術
と
い
っ
た
科
学

分
野
の
他
、
宗
教
、
哲
学
、
心
理
学
な
ど
の
分
野
の
専
門
家
で
あ
る
。
学
会
の
活
動

要
綱
を
み
る
と
、
内
容
は
十
二
項
目
ほ
ど
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
第
五
項
「
禅
・
ヨ

ー
ガ
な
ど
東
洋
宗
教
の
修
行
法
に
つ
い
て
の
理
論
的
・
実
験
的
研
究
」
第
六
項
「
気

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
実
験
的
お
よ
び
理
論
的
研
究
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
呼
吸
」
と
「
気
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
早
く
か
ら
科
学
実
験
を
し
て
き
た
研
究
者

に
町
好
雄
氏
が
い
る
。
僧
侶
が
瞑
想
し
て
い
る
最
中
、
あ
る
い
は
気
功
師
が
功
法
を

実
施
中
に
、
身
体
に
装
着
し
た
各
種
計
器
の
測
定
デ
ー
タ
を
分
析
し
、
呼
吸
が
気
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
、「
呼
吸
は
気
の
ス
イ
ッ
チ
の
働
き
を

し
て
い
る
。」
と
結
論
づ
け
た
。（
注
十
四
）　　

　

気
功
師
を
被
験
者
に
し
た
研
究
は
他
の
研
究
者
も
実
施
し
て
お
り
、
物
理
的
な
特

性
を
測
定
し
て
、
気
か
ら
光
が
出
る
と
か
、
気
は
遠
赤
外
線
で
あ
る
と
か
、
電
磁
波

だ
と
か
結
論
づ
け
た
。
ま
た
、
気
を
発
す
る
者
と
こ
れ
を
受
け
る
者
と
の
脳
波
が
同

調
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
気
功
を
し
た
あ
と
免
疫
力
が
上
が
っ
て
く
る
と
か
、
そ
う

い
う
研
究
例
も
あ
る
。

　

医
学
者
の
帯
津
良
一
氏
は
、
気
功
に
関
す
る
著
書
が
多
数
あ
り
、
気
を
医
療
に
活

用
す
る
一
方
で
、
丹
田
呼
吸
法
の
普
及
に
も
努
め
て
い
る
が
、
気
そ
の
も
の
の
研
究

に
は
慎
重
な
見
方
を
し
て
い
る
。「
単
純
系
の
科
学
で
調
べ
て
も
限
界
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
気
功
の
本
当
の
効
果
を
測
定
す
る
に
は
、
複
雑
系
の
カ
オ
ス
と
か
ゆ
ら

ぎ
と
か
フ
ラ
ク
タ
ル
と
か
、
そ
れ
ら
の
測
定
が
も
っ
と
現
実
味
を
帯
び
て
こ
な
い
と

評
価
で
き
な
い
。」
と
い
う
。（
注
十
五
）

　　

書
法
芸
術
は
、
構
成
要
素
が
多
岐
に
わ
た
る
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
を
持
つ
こ

と
か
ら
、
要
素
還
元
主
義
を
と
る
科
学
研
究
の
テ
ー
マ
に
な
り
に
く
い
。
そ
れ
で
も
、

墨
・
紙
・
硯
・
筆
の
文
法
四
宝
の
物
性
に
関
心
を
持
ち
、
先
駆
け
て
研
究
を
始
め
た
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人
が
い
た
。
寺
田
寅
彦
（
一
八
七
八
～
一
九
三
五
）
で
あ
る
。
一
九
三
二

年
十
二
月
に
書
い
た
随
筆
﹃
渋
柿
﹄
に
「﹃
墨
流
し
﹄
の
現
象
を
分
子
物
理

学
の
方
面
か
ら
少
し
ば
か
り
調
べ
て
み
て
い
た
ら
、
だ
ん
だ
ん
色
々
の
面

白
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。」
と
書
い
て
い
る
。
研
究
論
文
は
英
語
で
書

か
れ
た
が
、
中
谷
宇
吉
郎
は
そ
れ
を
﹃
冬
の
花
﹄（
昭
和
一
三
）
に
詳
し
く

紹
介
し
た
。
中
谷
研
究
室
で
は
、
墨
の
研
究
を
引
き
継
い
で
墨
色
の
研
究
、

墨
と
金
属
イ
オ
ン
の
作
用
の
研
究
、
電
子
顕
微
鏡
に
よ
る
墨
の
粒
子
の
測

定
な
ど
を
し
た
。

　

戦
後
は
、
電
子
顕
微
鏡
が
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
数
万

倍
の
倍
率
で
、
墨
の
粒
子
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
墨
の
物

性
の
研
究
も
進
ん
だ
。
こ
こ
に
は
詳
し
く
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
宮

坂
和
雄
﹃
墨
の
話
﹄
為
近
磨
巨
登
﹃
墨
と
硯
と
紙
の
話
﹄（
木
耳
社
）
は
多

く
の
写
真
と
行
き
届
い
た
解
説
に
よ
っ
て
初
心
者
に
も
わ
か
り
や
す
く
ミ

ク
ロ
の
世
界
の
現
象
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

次
に
そ
の
世
界
を
、
私
の
揮
毫
作
品
を
も
と
に
し
て
紹
介
す
る
。
過
日
、

自
分
の
書
い
た
筆
跡
の
電
子
顕
微
鏡
写
真
を
撮
ろ
う
と
思
い
た
ち
、
本
校

の
植
木
忠
司
技
官
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
翌
日
に
実
現
し
た
。
写
真
二
は
、

筆
跡
の
一
部
を
一
〇
〇
〇
倍
に
拡
大
し
た
も
の
。
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い

る
の
は
紙
の
繊
維
で
、
太
さ
に
違
い
が
あ
る
。
数
種
類
の
原
料
が
配
合
さ

れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
繊
維
の
間
に
見
え
る
粒
は
、
紙
を
白
く
し
た
り
、

紙
質
を
調
整
す
る
た
め
に
添
加
す
る
填
料
の
軟
質
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
と
見

ら
れ
る
。
写
真
三
の
倍
率
は
三
〇
〇
〇
〇
倍
。
紙
の
繊
維
は
板
状
に
見
え
、

そ
の
表
面
に
墨
の
粒
子
が
付
着
し
て
い
る
（
右
の
方
に
白
く
写
っ
て
い
る

の
は
填
料
）
粒
子
径
の
平
均
は
八
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
で
あ
る
。
墨

の
粒
子
の
元
は
煤
で
あ
り
、
こ
れ
に
膠
を
ま
ぜ
て
練
り
合
わ
せ
、
固
め
た
の
が
固
形

墨
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
、
煤
は
水
に
な
じ
ま
な
い
性
質
（
疎
水
性
）
な
の
で
、
水
に
混
ぜ
て
も

水
面
に
浮
く
だ
け
で
あ
る
、
と
こ
ろ
が
、
膠
は
煤
に
も
水
に
も
な
じ
む
性
質
を
も
っ

て
い
る
。
両
者
を
練
り
合
わ
せ
て
固
め
た
墨
を
硯
で
磨
っ
て
墨
汁
に
す
る
と
、
煤
の

粒
子
は
膠
に
包
ま
れ
、
水
に
な
じ
み
や
す
い
粒
子
と
な
っ
て
水
中
に
分
散
す
る
。

　

図
一
は
墨
汁
の
模
式
図
で
あ
る
。
墨
汁
を
含
ま
せ
た
筆
が
、
揮
毫
す
る
と
き
に
紙

の
上
を
通
り
、
紙
の
繊
維
に
定
着
し
て
墨
痕
と
な
る
。
書
は
、
あ
り
て
い
に
言
え
ば
、

紙
の
上
の
墨
痕
で
あ
り
、
墨
を
含
ん
だ
筆
の
穂
が
紙
に
接
触
し
な
が
ら
移
動
し
た
痕

跡
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
見
る
人
の
網
膜
に
写
る
文
字
の
シ
ル
エ
ッ
ト
と
い
え
る
。

こ
れ
を
「
肉
体
レ
ベ
ル
の
書
」
と
呼
ぶ
な
ら
、
も
う
一
つ
、
網
膜
に
映
ら
な
い
「
気

の
レ
ベ
ル
の
書
」
が
あ
る
。
書
は
両
者
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

���

写真二　電顕写真

写真三　電顕写真（30000倍）

図一　墨汁の拡大　模式図（注－六） 写真一　筆者の書

筆跡の一部を1000倍に拡大したもの。
紙の繊維や墨の粒子が写っている。
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