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私
は
文
章
を
書
い
て
ゐ
て
、
断
定
的
な
言
ひ
方
を
す
る
の
が
甚
だ
気
が
か

り
の
場
合
が
多
い
。
心
理
の
説
明
な
ぞ
の
場
合
が
殊
に
然
う
で
、
断
定
的
に

言
ひ
き
つ
て
し
ま
ふ
と
、
忽
ち
真
実
を
掴
み
損
ね
た
や
う
な
疑
ひ
に
落
ち
こ

ん
で
し
ま
ふ
。
そ
こ
で
私
は
、
彼
は
か
う
考
へ
た
、
と
書
く
か
は
り
に
、
か

う
考
へ
た
や
う
で
あ
つ
た
、
と
か
、
か
う
考
へ
た
ら
し
い
と
言
ふ
風
に
書
く

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
読
者
と
協
力
し
て
、
共
々
言
外
の
と
こ
ろ
に
新
ら
た
な

意
味
を
感
じ
当
て
た
い
と
い
ふ
考
へ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
未
熟
を
弥
縫
び
ほ
う
す
る

卑
怯
な
手
段
の
や
う
に
も
見
え
る
が
、
私
と
し
て
は
自
分
の
文
学
に
課
せ
ら

れ
た
避
く
べ
か
ら
ざ
る
問
題
を
そ
こ
に
見
出
さ
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
気
持
で
あ

る
。
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芥
川
龍
之
介
の
自
殺
の
原
因
に
十
ほ
ど
心
当
り
が
あ
る
と
い
ふ
話
を
宇
野

浩
二
氏
か
ら
お
き
き
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
が
、
当
然
あ
り
さ
う
な
こ
と
で
、

ま
た
文
学
者
の
や
う
な
複
雑
な
精
神
生
活
を
持
た
な
い
人
々
で
も
、
こ
れ
一

つ
と
い
ふ
剰
余
な
し
の
ハ
ッ
キ
リ
し
た
理
由
だ
け
で
自
殺
す
る
こ
と
の
方
が

却
つ
て
稀
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　
自
殺
な
ぞ
と
い
ふ
特
異
な
場
合
を
持
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
日
常
我
々
が

怒
る
と
か
喜
ぶ
と
か
悲
し
む
と
い
ふ
平
凡
な
場
合
に
就
て
考
へ
て
み
て
も
、

単
に
怒
つ
た
、
悲
し
ん
だ
、
喜
ん
だ
、
と
書
い
た
だ
け
で
は
片
付
け
き
れ
な

い
複
雑
な
奥
行
き
と
広
が
り
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
多
く

の
文
学
が
極
め
て
軽
く
単
に
、
喜
ん
だ
、
悲
し
ん
だ
、
叫
ん
だ
、
と
書
い
た

だ
け
で
済
ま
し
て
き
た
の
は
、
そ
の
複
雑
さ
に
気
付
か
な
か
つ
た
わ
け
で
は
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な
く
、
そ
の
複
雑
さ
は
分
つ
て
ゐ
て
も
、
そ
れ
に
一
々
拘こ
泥だ
は
る
ほ
ど
の
重

大
さ
を
認
め
な
か
つ
た
か
ら
と
見
る
の
が
至
当
で
あ
ら
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

特
殊
な
場
合
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の
一
々
に
拘
泥
し
て
は
大
文
章
が
書
け
な

い
に
極
つ
て
ゐ
る
。

　
私
は
文
章
の
「
真
実
ら
し
さ
」
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
、
内
容
の
問
題
も
無

論
あ
る
が
、
形
の
上
の
真
実
ら
し
さ
が
確
立
す
れ
ば
、
む
し
ろ
内
容
は
そ
れ

に
応
じ
て
配
分
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
組
織
さ
る
べ
き
も

の
で
も
あ
り
、
か
う
し
て
形
式
と
結
び
つ
い
て
配
分
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

全
然
新
ら
た
な
意
味
と
か
、
い
は
ば
内
容
の
真
実
ら
し
さ
も
生
れ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
考
へ
て
ゐ
る
。
如
上
の
私
の
言
ふ
形
式
と
い
ふ
こ
と
が
、
文

章
上
の
遊
戯
と
は
思
へ
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
れ
を
先
づ
小
さ
な
と
こ
ろ
か
ら
言
へ
ば
、
先
程
も
述
べ
た
や
う
な
、
断

定
的
な
言
ひ
方
が
気
に
な
つ
て
仕
方
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
必
ず
し
も
私
の
神
経
が
断
定
を
下
す
に
も
堪
え
が
た
い
ほ
ど
病
的
な
衰
弱

を
き
た
し
て
ゐ
る
か
ら
、
と
ば
か
り
は
言
へ
な
い
や
う
で
あ
る
。

　
意
識
内
容
の
歪
み
、
襞
、
か
ら
み
、
さ
う
い
ふ
も
の
は
断
定
の
数
を
ど
れ

ほ
ど
重
ね
て
も
言
ひ
き
れ
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
又
、
私
の
目
指
す
文
学

は
、
そ
れ
を
言
ひ
き
る
こ
と
が
直
接
の
目
的
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
小
説
の

部
分
々
々
の
文
章
は
、
そ
れ
自
ら
が
停
止
点
、
飽
和
点
で
あ
る
べ
き
で
な
く
、

接
続
点
で
あ
り
、
常
に
止
揚
の
一
過
程
で
あ
り
、
小
説
の
最
後
に
至
る
ま
で

燃
焼
を
つ
づ
け
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
燃
焼
し
う
る
も
の
は
寧

ろ
方
便
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
真
に
言
ひ
た
い
と
こ
ろ
の
も
の
は
不
燃
性
の

6文章の一形式



「
あ
る
も
の
」
で
あ
る
。
斯
様
か
よ
う
な
も
の
は
我
々
の
知
能
が
意
味
を
利
用
し
て

暗
示
し
う
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、
正
確
に
指
摘
し
や
う
と
す
る
と
却
つ
て

正
体
を
失
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
真
実
ら
し
さ
を
も
失
つ
て
し
ま
ふ
。

　
文
章
の
真
実
ら
し
さ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
時
の
神
経
（
ほ
か
に

適
当
な
言
葉
が
見
当
ら
な
い
）
に
応
じ
て
多
分
に
流
動
的
で
あ
る
。
こ
の
神

経
を
無
視
し
て
、
強
ひ
て
す
る
正
確
さ
は
、
そ
の
真
実
の
姿
を
伝
へ
る
代
り

に
、
却
つ
て
神
経
の
反
撃
を
受
け
て
、
真
実
ら
し
さ
を
失
ひ
が
ち
な
も
の
で

あ
る
。
然
し
な
が
ら
近
頃
文
章
を
批
評
す
る
に
、
こ
の
文
章
に
は
真
実
（
実

感
）
が
あ
る
、
真
実
が
な
い
、
と
い
ふ
言
ひ
方
が
流
行
し
、
こ
の
実
感
を
嗅

ぎ
出
す
神
経
が
極
度
に
発
達
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
私
は
こ

の
傾
向
を
余
り
歓
迎
し
な
い
。
実
感
は
芸
術
以
前
の
素
朴
な
も
の
で
、
文
章
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で
言
へ
ば
手
紙
や
日
記
に
寧
ろ
最
も
多
く
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
と
し
て
の
真
実
は
持
つ
に
し
ろ
、
だ
い
た
い
あ
ん
ま
り
本
当
の
こ
と
を

言
は
れ
て
も
挨
拶
の
し
や
う
が
な
い
こ
と
と
同
じ
や
う
に
、
御
尤
も
で
す
と

い
ふ
以
外
の
幅
も
広
さ
も
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
一
々
の
文
章
に
か
う
い

ふ
ひ
ね
こ
び
た
真
実
を
強
ひ
ら
れ
る
と
、
飛
躍
し
た
高
処
に
何
物
の
姿
を
も

と
ら
へ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
ば
か
り
だ
。
そ
の
う
へ
、
そ
れ

自
ら
と
し
て
独
立
し
た
実
感
を
持
つ
に
し
て
も
、
部
分
と
部
分
と
の
連
絡
の

際
に
、
曲
芸
を
行
は
な
い
限
り
自
由
に
進
行
も
で
き
な
い
や
う
な
自
縄
自
縛

に
お
ち
い
る
危
険
は
あ
り
は
し
ま
い
か
。
私
の
経
験
に
よ
る
と
、
内
容
的
な

真
実
（
実
感
）
を
先
に
立
て
る
と
、
概
ね
予
定
通
り
の
展
開
も
で
き
な
い
や

う
な
卑
屈
な
渋
滞
状
態
を
ひ
き
お
こ
し
、
却
つ
て
真
実
を
逸
し
が
ち
で
あ
る
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ば
か
り
か
、
渋
滞
状
態
の
悪
あ
が
き
の
中
で
は
、
真
実
を
強
調
す
る
た
め
の

一
種
自
己
催
眠
的
な
虚
偽
す
ら
犯
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
危
険

を
避
け
、
書
き
た
い
こ
と
を
自
由
に
書
き
の
ば
す
た
め
に
、
私
に
考
へ
ら
れ

る
唯
一
の
手
段
は
、
新
ら
た
な
形
式
を
も
と
め
、
形
式
の
真
実
ら
し
さ
に
よ

つ
て
逆
に
内
容
の
発
展
を
自
由
な
ら
し
め
や
う
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
四
人
称
を
設
け
る
こ
と
は
甚
だ
う
ま
い
方
法
で
、
こ
の
方
法
に
よ
つ
て
確

か
に
前
述
の
自
縄
自
縛
が
か
な
り
に
ま
ぬ
か
れ
る
に
違
ひ
な
い
。
然
し
な
が

ら
私
は
、
日
本
語
に
於
け
る
四
人
称
に
一
つ
の
疑
ひ
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

　
元
来
こ
の
目
的
の
た
め
の
四
人
称
は
記
号
の
如
き
も
の
で
、
肉
体
を
持
つ

と
そ
れ
は
又
別
の
意
味
の
も
の
に
な
る
。
多
少
の
肉
体
を
具
え
た
四
人
称
は
、

こ
れ
は
又
特
別
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
も
の
で
、
私
の
こ
こ
で
ふ
れ
た
い
問
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題
は
完
全
に
肉
体
を
持
た
な
い
四
人
称
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
英
語
や
仏
蘭
西
語
や
独
逸
語
は
主
格
な
し
に
句
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
こ
で
作
中
の
人
物
で
も
な
く
、
作
家
自
ら
で
も
な
く
、
い
は
ば
作
品

の
足
を
お
ろ
し
た
大
地
か
ら
は
遊
離
し
た
不
即
不
離
の
一
点
に
於
て
純
理
的

存
在
を
な
す
と
こ
ろ
の
一
談
話
者
兼
一
批
判
者
（
形
の
上
で
は
、
つ
ま
り n

arrateur 

と penseur 
が
一
致
し
た
や
う
な
体
裁
で
あ
る
）
、
一
で
も
多
で
も

全
で
も
あ
り
、
同
時
に
形
態
と
し
て
は
無
で
あ
る
と
こ
ろ
の
第
四
人
称
が
、

外
国
語
で
は
文﹅
法﹅
的﹅
に﹅
必
ず
設
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

種
の
「
私
」
は
不
完
全
な
が
ら
も
外
国
文
学
に
は
時
々
用
ひ
ら
れ
て
き
た
や

う
で
あ
る
。

　
日
本
語
は
幸
か
不
幸
か
必
ず
し
も
主
格
の
設
置
を
必
要
と
し
な
い
。
彼
は
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斯  

々 
か
く
か
く

に
考
へ
た
ら
し
い
、
と
か
、
斯
々
に
考
へ
た
様
子
に
も
見
え
た
、
と

い
ふ
風
に
言
葉
を
用
ひ
て
第
四
人
称
を
は
ぶ
く
こ
と
も
出
来
な
い
相
談
で
は

な
い
や
う
で
あ
る
。
「
ら
し
い
」
と
い
ふ
主
体
が
作
者
の
主
観
に
間
違
は
れ

る
心
配
は
、
そ
の
前
後
の
語
法
に
多
少
の
心
を
用
ひ
れ
ば
ま
づ
絶
対
に
な
い

と
み
て
い
い
。
そ
れ
に
私
と
い
ふ
第
四
人
称
が
顔
を
出
さ
な
い
だ
け
に
、
こ

の
無
形
の
説
話
者
は
い
さ
さ
か
の
文
章
上
の
混
乱
を
ま
ね
く
こ
と
な
く
作
品

の
あ
ら
ゆ
る
細
部
に
説
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
最
も
秘
密
な
場
所
に
闖
入
し

て
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
時
に
も
文
章
上
の
不
都
合
を
ま
ね
か
な
い
。
同
時
に
、

第
四
人
称
の
私
が
文
法
的
な
制
約
か
ら
必
ず
第
四
人
称
に
限
定
さ
れ
る
に
比

べ
れ
ば
、
こ
の
無
形
の
説
話
者
は
第
五
人
称
に
も
第
六
人
称
に
も
な
り
え
て
、

益
々
複
雑
多
岐
な
働
き
を
す
る
こ
と
も
で
き
や
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
と
ま
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れ
然
う
い
ふ
文
章
の
構
成
法
を
様
々
に
研
究
し
て
み
た
ら
、
極
め
て
軽
妙
に

文
章
の
真
実
ら
し
さ
を
調
へ
る
こ
と
も
で
き
、  

従    

而  

し
た
が
っ
て

言
は
う
と
す
る
内

容
を
極
め
て
暢
達
に
述
べ
と
ほ
す
こ
と
も
で
き
、
色
々
と
ひ
つ
か
か
る
左
右

の
問
題
に
も
軽
く
踵
を
め
ぐ
ら
し
て
応
接
す
る
こ
と
が
で
き
は
し
な
い
か
と

思
ふ
の
で
あ
る
。

　
別
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
内
容
を
萎
縮
せ
し
め
る
形
式
が
最
も
い
け
な
い

の
で
あ
つ
て
、
そ
の
逆
の
形
式
を
も
と
め
る
べ
き
で
あ
り
、
私
自
身
は
そ
の

形
式
の
必
要
を
痛
感
し
つ
つ
も
は
や
長
く
悩
ま
さ
れ
通
し
て
ゐ
る
ば
か
り
で

あ
る
。

　
第
四
人
称
の
問
題
は
別
と
し
て
、
ら
し
い
、
と
か
、
何
々
の
や
う
で
あ
つ

た
、
や
う
に
見
え
た
、
と
い
ふ
言
ひ
方
は
、 
却  
々 
な
か
な
か

面
白
い
手
段
で
は
あ
る
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ま
い
か
。
と
か
く
今
日
の
神
経
は
、
断
定
的
で
あ
つ
た
り
、
あ
く
ま
で
組
織

的
で
あ
ら
う
と
す
る
と
直
ち
に
反
撥
を
感
じ
易
く
、
い
は
ば
今
日
の
神
経
は

そ
れ
自
ら
が
解
決
の
な
い
無
限
の
錯
雑
と
共
に
あ
が
き
ま
は
つ
て
ゐ
る
や
う

な
も
の
で
、
む
し
ろ
曖
昧
な
形
に
於
て
示
さ
れ
た
物
に
対
し
て
は
能
動
的
な

感
受
力
を
起
し
て
き
て
、
神
経
自
ら
が
作
品
の
方
を
真
実
ら
し
く
受
け
と
つ

て
く
る
、
さ
う
い
ふ
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
過
去
に
於
て

は
作
者
も
読
者
も
陶
酔
的
で
あ
つ
た
ら
し
い
が
、
今
日
で
は
作
者
は
同
時
に

自
ら
の
批
評
家
で
あ
る
こ
と
が
免
れ
が
た
い
状
態
で
、
さ
う
い
ふ
作
者
は
作

品
の
制
作
に
当
つ
て
、
自
分
と
同
じ
批
評
家
と
し
て
の
読
者
し
か
予
想
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
今
も
昔
も
変
り
な
く
、
自
分
の
意
に
充
つ
る

や
う
に
し
か
書
け
な
い
わ
け
の
も
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
こ
で
私
は
自
分
の
状
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態
を
の
べ
る
と
、
あ
く
ま
で
断
定
的
な
ら
ざ
る
又
組
織
的
な
ら
ざ
る
形
態
で

示
し
た
も
の
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
真
実
を
掴
ん
で
ゐ
な
い
に
せ
よ
、
真

実
を
掴
み
そ
こ
ね
て
は
ゐ
な
い
の
で
、
真
実
ら
し
く
見
え
る
の
で
あ
る
。
且

又
斯
様
に
分
裂
的
な
曖
妹
な
言
ひ
方
を
曖
昧
な
ま
ま
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
マ

ン
に
累
積
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
と
も
か
く
複
雑
な
襞
を
は
ら
ん
だ
何
物
か

を
言
ひ
得
た
や
う
に
思
は
れ
る
場
合
が
多
い
や
う
に
み
ら
れ
る
の
だ
。

　
こ
の
こ
と
は
又
、
章
句
の
場
合
に
限
ら
ず
、
小
説
全
体
の
構
成
に
就
て
も

同
断
で
あ
る
。
小
説
に
首
尾
一
貫
を
期
さ
う
と
し
、
あ
く
ま
で
組
織
づ
け
や

う
と
す
る
と
、
そ
の
聯
絡
毎
に
概
し
て
無
理
が
と
も
な
ひ
が
ち
で
、
あ
く
ま

で
真
実
ら
し
く
し
や
う
と
す
る
と
、
こ
こ
で
も
進
行
不
能
の
渋
滞
を
惹
起
し

が
ち
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
反
対
に
は
不
当
な
曲
芸
を
犯
し
て
し
ま
ふ
こ
と
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が
多
い
。
人
間
の
動
き
は
数
理
の
や
う
に
は
行
か
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
可
能
を

孕
ん
で
ゐ
て
、
そ
れ
の
い
づ
れ
も
が
同
時
に
可
能
で
あ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。

Ａ
の
事
情
か
ら
Ｂ
の
事
情
が
継
起
す
る
必
然
性
は
人
間
の
動
き
に
於
て
は
決

し
て
な
い
の
で
、
そ
れ
本
来
の
条
件
と
し
て
は
寧
ろ
偶
発
的
、
分
裂
的
と
見

る
方
が
至
当
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
動
き
に
一
々
必
然
的
な
聯
絡
を
つ
け
、
組

織
づ
け
や
う
と
す
る
と
、
こ
こ
で
も
却
つ
て
そ
の
真
実
ら
し
さ
を
失
ふ
こ
と

に
な
る
で
あ
ら
う
。

　
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
で
は
、
多
く
の
動
き
が
、
そ
の
聯
絡
が
甚

だ
不
鮮
明
不
正
確
で
、
多
分
に
分
裂
的
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
雑
多
な
並
立
的

な
事
情
が
極
め
て
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
マ
ン
に
累
積
さ
れ
、
或
ひ
は
デ
ィ
ア

レ
ク
テ
ィ
ク
な
モ
ン
タ
ー
ヂ
ュ
を
重
ね
て
、
甚
だ
し
く
強
烈
な
真
実
感
を
だ
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し
て
ゐ
る
。
組
織
的
に
組
み
立
て
や
う
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
意
識
的
に

分
裂
的
散
乱
的
に
配
合
せ
ん
と
す
る
こ
と
を
狙
つ
て
ゐ
て
、
い
は
ば
彼
に
あ

つ
て
は
、
分
裂
的
に
配
合
す
る
こ
と
が
、
結
果
に
於
て
組
織
的
綜
合
的
な
総

和
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
徒
い
た
ずら
に
組
織
立
て
や
う
と

し
な
い
た
め
に
、
無
理
に
す
る
聯
絡
の
カ
ラ
ク
リ
が
な
く
、
労
せ
ず
し
て

（
実
は
労
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
文
章
に
表
は
れ
た
表
面
で
は
　
　
）

強
烈
な
迫
力
を
も
つ
真
実
ら
し
さ
を
我
物
と
し
て
ゐ
る
。
こ
の
手
法
は
私
の

大
い
に
学
び
た
い
と
思
ふ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
脈
絡
の
な
い
人
物
や
事
件
を
持
ち
来
つ
て
棄
石
の
や
う
に
置
き
す
て
て
行

く
、
さ
う
い
ふ
こ
と
も
意
識
的
に
分
裂
的
配
分
を
行
ふ
際
に
必
要
な
方
法
で

あ
ら
う
し
、
探
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
た
め
の
色
々
都
合
の
い
い
、
効
果
的
な
、
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面
白
い
手
法
を
見
付
け
だ
す
こ
と
も
で
き
る
と
思
ふ
。
要
す
る
に
、
事
件
と

事
件
が
各
々
分
裂
的
で
、
強
ひ
て
す
る
組
織
的
脈
絡
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、

一
章
句
が
断
定
的
で
な
く
強
ひ
て
曖
昧
で
あ
る
こ
と
の
効
果
と
同
じ
理
由
で
、

そ
れ
自
体
が
真
実
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
面
の
武
器
と
し
な
い
代
り
に
、

真
実
を
掴
み
損
ね
た
手
違
ひ
は
犯
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
そ
れ
自
ら
と
し
て
は

消
極
的
な
効
能
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
つ
て
読
者
の
神
経
に
素
直
に
受
け
入
れ

ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
つ
づ
い
て
斯
様
に
分
裂
的
な
数
個
の
事
情
を
累
積
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
、
積
極
的
な
真
迫
力
も
強
め
得
て
、
言
葉
以
上
に
強
力
な

作
者
の
意
志
を
伝
へ
る
こ
と
も
で
き
や
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
蛇
足
な
が
ら
最
後
に
一
言
つ
け
加
へ
て
お
く
と
、
私
は
「
真
実
ら
し
さ
」

の
「
ら
し
さ
」
に
最
も
多
く
の
期
待
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
自
体
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と
し
て
真
実
で
あ
る
世
界
は
、
そ
れ
が
す
で
に
一
つ
の
停
止
で
あ
り
終
り
で

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
興
味
が
も
て
な
い
。
「
ら
し
さ
」
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
で

あ
り
、
か
つ
又
最
も
便
宜
的
な
世
界
で
あ
る
。
芸
術
と
し
て
は
最
も
低
俗
な

約
束
の
世
界
で
あ
ら
う
が
、
然
し
と
も
か
く
こ
こ
ま
で
は
芸
術
と
し
て
許
さ

れ
う
る
世
界
で
あ
つ
て
、
従
つ
て
最
も
広
く
、
暢
達
な
歩
み
を
運
ぶ
こ
と
も

で
き
る
の
で
あ
る
。
表
面
の
形
は
低
俗
で
あ
つ
て
も
、
最
も
暢
達
の
世
界
で

あ
る
た
め
に
、
結
果
に
於
て
最
も
低
俗
な
ら
ざ
る
深
さ
高
さ
大
い
さ
に
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
左
様
な
考
へ
か
ら
、
今
日
の
神
経
に
許
さ
れ
う
る

最
も
便
宜
的
な
世
界
に
於
て
、
真
実
ら
し
き
文
章
の
形
式
を
考
案
し
た
い
と

考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
月
一
日
、
信
濃
山
中
に
て
）
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