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本
論
文
は
、
何
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
声
で
語
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
話
法

を
は
じ
め
と
す
る
文
体
と
人
物
の
身
体
の
表
象
の
双
方
に
か
か
わ
る
問
題
に
注

目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
川
端
康

成
の
小
説
の
読
み
直
し
を
試
み
た
。 

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
東
西
冷
戦
期
の
日
本
で
は
、
西
洋
の
近
代
文
学
、
わ
け

て
も
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
と
の
直
線
距
離
で
、
自
国
の
近
代
文
学
を
評
価
す
る
と

い
う
枠
組
み
が
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
枠
組
み
は

戦
前
か
ら
存
在
し
た
が
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
西
側
に
居
場
所
を

得
る
プ
ロ
セ
ス
で
、
西
洋
と
の
対
比
に
よ
っ
て
特
殊
な
伝
統
を
有
す
る
日
本
を

描
き
出
す
よ
う
な
傾
向
が
、
強
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
結
果
と
し
て
多
く
の
小

説
が
、
作
者
と
そ
の
分
身
で
あ
る
「
主
人
公
」
や
「
視
点
人
物
」
の
主
観
を
表
現

し
て
い
る
と
い
う
非
常
に
狭
い
意
味
に
お
い
て
、
私
小
説
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
物
の
内
面
を
語
る
こ
と
を
、
人
物
の
声

で
語
る
こ
と
と
理
論
的
に
言
い
換
え
て
、
主
人
公
の
声
で
語
ら
れ
た
、
も
し
く

は
そ
う
読
め
る
部
分
が
、
作
者
の
声
で
語
ら
れ
た
部
分
と
し
て
特
権
化
さ
れ
た

と
、
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
川
端
康
成
の
小
説
も
、
以
上
の
非
対
称
か

つ
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
枠
組
み
の
も
と
、
作
者
と
主
人
公
の
幻
想
、
す
な
わ
ち
美

し
い
日
本
や
そ
の
象
徴
た
る
美
し
い
女
を
描
い
た
作
品
と
し
て
、
長
ら
く
捉
え

ら
れ
て
き
た
。 

そ
の
よ
う
な
作
品
の
あ
り
方
が
非
難
に
値
す
る
こ
と
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
を
理
論
的
な
背
景
と
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
末
か
ら

た
び
た
び
剔
抉
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
川
端
の
小
説
が
美
し
い
日
本
や
女
を

描
く
だ
け
で
は
な
い
こ
と
も
、
先
に
述
べ
た
受
容
史
と
生
成
の
文
脈
の
精
査
に

よ
っ
て
、
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
徐
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
論
文
は

主
と
し
て
後
者
の
立
場
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
川
端
文
学
に
備
わ
っ
て
い
る
、
美

し
い
日
本
や
女
の
構
築
性
を
露
呈
す
る
側
面
を
浮
き
彫
り
に
し
て
、
前
者
の
批

判
的
立
場
に
も
応
答
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
の
た
め
に
焦
点
を
据
え
た
の

が
、
主
人
公
の
声
だ
け
を
特
権
化
し
て
い
て
は
見
え
な
い
、
多
様
で
時
に
過
剰

な
声
の
間
の
相
互
作
用
で
あ
る
。
例
え
ば
「
雪
国
」
冒
頭
に
つ
い
て
、
原
文
が

「
駅
長
さ
あ
ん
」
と
い
う
葉
子
の
声
を
描
く
の
に
対
し
、
英
訳
お
よ
び
仏
訳
は

〈
葉
子
が
駅
長
を
呼
ん
だ
〉
と
い
う
事
態
の
描
写
に
終
始
す
る
。
そ
う
し
た
翻

訳
前
後
の
違
い
は
、
何
を
い
つ
ど
の
よ
う
な
声
で
語
る
か
と
い
う
選
択
が
、
言

語
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
条
件
の
も
と
で
な
さ
れ
る
と
同
時
に
、
書
き
手
に
よ
っ

て
異
な
っ
た
形
で
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
行
為
の

主
体
を
作
者
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
五
〇
年
代
以
来
の
評
価
を
乗
り
越
え
る

読
み
が
可
能
に
な
る
と
、
本
論
文
は
考
え
た
。 

「
は
じ
め
に―

日
本
と
女
の
美
し
さ
を
描
い
た
男
性
作
家
を
越
え
て
」
で
は
、

以
上
の
問
題
意
識
を
ま
と
め
、
論
文
全
体
の
構
成
を
述
べ
た
。 

総
論
に
あ
た
る
第
一
章
「
二
つ
の
「
体
」
が
交
わ
る
と
こ
ろ―

川
端
康
成
の

声
の
論
理
」
で
は
、
川
端
の
後
期
の
小
説
に
顕
著
な
声
の
曖
昧
さ
が
、
声
の
多
様

さ
や
過
剰
さ
と
の
密
接
な
相
互
作
用
に
お
い
て
、
あ
る
主
体
の
・
あ
る
瞬
間
の

認
識
の
否
定
を
核
心
と
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
む
こ
と
を
、
歴
史
的
か
つ
理
論
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的
な
考
察
に
よ
っ
て
推
定
し
た
。
作
家
の
大
江
健
三
郎
は
一
九
六
〇
年
の
時
点

で
、
川
端
康
成
の
「
千
羽
鶴
」
に
、
作
者
と
主
人
公
の
声
の
境
界
の
不
明
瞭
さ
と

と
も
に
、
関
係
の
両
義
性
、
つ
ま
り
両
者
の
声
が
重
な
っ
て
い
る
と
も
ず
れ
て

い
る
と
も
読
め
る
と
い
う
性
格
を
見
出
し
て
い
た
。
大
江
は
、
川
端
が
あ
る
内

容
を
伝
達
す
る
た
め
よ
り
も
、
語
る
声
を
切
り
替
え
る
た
め
に
言
葉
を
使
っ
て

い
る
可
能
性
を
批
判
的
に
指
摘
す
る
が
、
言
葉
が
伝
え
る
意
味
の
関
係
、
意
味

の
論
理
と
区
別
し
て
声
の
論
理
と
呼
び
得
る
よ
う
な
、
言
葉
が
帯
び
る
声
の
関

係
が
川
端
文
学
に
お
い
て
は
極
め
て
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
と
、
捉
え
る
こ

と
も
で
き
る
の
で
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
大
江
が
明
ら
か
に
し
た
語
る
声
の
曖

昧
さ
は
、
お
そ
ら
く
大
江
の
理
解
に
反
し
、
近
代
初
期
の
日
本
語
の
西
洋
語
化

と
も
言
う
べ
き
変
化
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
言
文
一
致
の
成
立
に
よ
り
、

自
己
の
声
と
人
物
の
声
を
は
っ
き
り
と
様
式
的
に
差
異
化
で
き
な
く
な
っ
た
作

者
は
、
文
末
・
語
末
や
指
示
表
現
、
思
考
主
を
表
す
代
名
詞
や
人
物
名
の
有
無
を

通
し
て
、
二
つ
の
声
の
間
の
距
離
を
示
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
れ
に

伴
う
曖
昧
さ
を
隠
蔽
す
る
の
で
は
な
く
む
し
ろ
、
戦
間
期
に
隆
盛
を
見
た
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
潮
流
の
只
中
に
お
い
て
利
用
し
た
こ
と
、
人
物
の
声
と
重
な
っ
て
い

る
と
も
ず
れ
て
い
る
と
も
読
め
る
声
で
、
外
界
の
レ
ト
リ
カ
ル
な
描
写
や
そ
の

人
物
の
身
体
へ
の
言
及
を
行
な
っ
た
こ
と
こ
そ
が
、
川
端
文
学
の
特
徴
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
文
体
・
身
体
両
面
に
及
ぶ
曖
昧
さ
は
、
作
者
と
人
物
の
間
の
距
離

が
読
者
と
人
物
の
間
の
距
離
と
も
な
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
読
者
と

人
物
の
経
験
が
重
な
っ
て
は
ま
た
ず
れ
る
と
い
う
事
態
を
起
こ
す
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
う
し
た
曖
昧
さ
を
含
む
声
で
語
ら
れ
る
地
の
文
は
、
対
照
的
に
誰
の
声

で
語
ら
れ
て
い
る
か
の
明
確
な
、
会
話
部
分
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
他
の
部
分

と
か
か
わ
っ
て
、
不
可
逆
に
流
れ
る
時
間
の
中
で
程
度
を
増
す
情
動
、
す
な
わ

ち
言
語
に
よ
る
分
節
以
前
の
間
主
観
的
な
身
体
性
を
、
読
者
に
伝
達
す
る
だ
ろ

う
。 各

論
に
あ
た
る
八
章
で
は
、
川
端
康
成
の
地
の
文
が
以
上
の
よ
う
な
曖
昧
さ

を
孕
む
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
と
、
あ
る
時
は
過
剰
に
表
象
さ
れ
、
あ
る
時
は
過

剰
な
身
体
性
を
負
わ
さ
れ
る
発
言
、
手
紙
や
日
記
が
、
そ
の
曖
昧
さ
と
か
か
わ

る
こ
と
で
生
ま
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
の
質
を
、
具
体
的
な
作
品
の
分
析
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
し
た
。
第
二
章
と
第
三
章
で
は
、
初
期
の
私
小
説
に
お
け
る
、
語
る
自

己
と
語
ら
れ
る
自
己
の
曖
昧
な
関
係
が
、
他
者
や
か
つ
て
の
自
己
の
言
葉
と
、

そ
の
言
葉
の
受
け
手
と
し
て
の
自
己
の
身
体
の
表
象
に
、
還
元
不
可
能
な
多
義

性
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
第
四
章
と
第
五
章
で
は
、
そ
う
し
た
自
己

の
内
部
に
お
け
る
分
裂
と
統
一
の
せ
め
ぎ
合
い
が
、
一
九
三
〇
年
頃
に
作
者
と

そ
の
他
の
人
物
の
距
離
の
揺
ら
ぎ
再
編
さ
れ
て
、
作
家
が
立
ち
入
れ
な
い
場
に

お
け
る
、
あ
る
い
は
言
葉
以
外
が
も
た
ら
す
情
動
を
伝
え
る
こ
と
を
述
べ
た
。

第
六
章
と
第
七
章
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
曖
昧
な
三
人
称
に
よ

り
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
の
代
表
作
が
、
主
人
公
が
作
中
で
他
者
か

ら
受
け
る
呼
び
か
け
に
、
そ
の
人
物
の
自
覚
を
越
え
て
応
答
す
る
よ
う
な
読
書

を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
第
八
章
と
第
九
章
で
は
、
六
〇
年
代
の
作
品

が
、
そ
う
し
た
中
期
の
作
品
で
既
に
露
呈
し
始
め
て
い
た
主
人
公
の
分
裂
を
深
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め
、
読
書
を
通
し
て
経
験
さ
れ
る
自
他
の
身
体
の
生
々
し
さ
や
、
作
中
の
出
来

事
に
対
す
る
読
者
の
認
識
の
重
層
性
を
増
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

第
二
章
「
二
重
化
す
る
「
私
／
僕
」―

「
非
常
」
と
「
処
女
作
の
祟
り
」」
で

は
、
作
者
の
失
恋
を
題
材
に
し
た
初
期
の
短
編
小
説
が
、
語
る
自
己
と
語
ら
れ

る
自
己
の
間
に
時
間
の
面
で
、
あ
る
い
は
語
る
回
路
の
面
で
両
義
的
な
関
係
を

作
り
出
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。「
非
常
」（
一
九
二
四
）
の
「
私
」
が
恋
人
の

手
紙
に
つ
い
て
悩
む
時
点
は
、
手
紙
を
受
け
取
っ
た
時
点
と
も
小
説
を
書
く
時

点
と
も
確
定
で
き
な
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
私
」
の
二
重
化
に
よ
り
、
恋

人
か
ら
の
別
れ
の
手
紙
を
、
か
つ
て
の
自
己
の
解
釈
の
独
善
性
を
反
省
し
な
が

ら
今
ま
た
解
釈
し
直
し
て
い
る
、「
私
」
の
情
動
が
示
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
「
処

女
作
の
祟
り
」（
一
九
二
七
）
は
、「
僕
」
が
読
者
に
処
女
作
が
祟
っ
た
こ
と
を
告

白
す
る
文
章
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
元
恋
人
に
処
女
作
の
祟
り
を
及
ぼ
す
文
章

と
し
て
も
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
二
つ
の
解
釈
が
、
相
異
な
る
レ

ベ
ル
で
の
虚
実
の
往
還
を
伴
う
た
め
に
、「
僕
」
の
魔
力
は
完
全
な
否
定
も
肯
定

も
不
可
能
な
存
在
感
を
帯
び
て
い
る
。 

第
三
章
「
受
け
手
と
し
て
の
作
者―

「
十
六
歳
の
日
記
」
」
で
は
、
作
者
の

少
年
期
を
複
雑
な
構
成
で
描
く
「
十
六
歳
の
日
記
」（
一
九
二
五
）
が
、
他
者
も

し
く
は
か
つ
て
の
自
己
の
言
葉
の
受
け
手
と
し
て
の
作
者
の
隠
蔽
と
露
出
を
繰

り
返
し
、
重
層
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
一
六
歳

時
の
日
記
の
部
分
は
、
祖
父
や
祖
父
を
介
護
す
る
女
性
の
発
言
を
聞
き
取
る
「
私
」

を
多
く
の
箇
所
で
省
略
し
つ
つ
、「
私
」
の
身
体
の
動
揺
を
し
ば
し
ば
指
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
発
言
が
も
た
ら
す
情
動
を
読
者
に
想
像
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て

小
説
全
体
は
、
終
盤
ま
で
後
景
化
し
た
日
記
の
読
み
手
と
し
て
の
作
者
を
、
最

後
の
日
記
へ
の
解
説
で
遡
及
的
に
前
景
化
し
て
、
作
者
が
日
記
に
呼
び
起
こ
さ

れ
る
分
節
不
可
能
な
感
情
を
、
読
者
に
思
い
描
か
せ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
作

者
の
感
情
を
、
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
多
義
的
な
二
つ
の
層
を
持
つ
も
の
と
し
て
読

者
に
伝
達
す
る
こ
と
で
、
自
己
に
応
答
を
求
め
続
け
る
圧
倒
的
な
他
者
と
し
て

祖
父
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。 

第
四
章
「
鏡
と
し
て
の
「
私
」―

「
浅
草
紅
団
」」
で
は
、
新
聞
・
雑
誌
で
連

載
さ
れ
、
川
端
の
出
世
作
と
な
っ
た
長
編
「
浅
草
紅
団
」
（
一
九
二
九
〜
三
〇
）

が
、
前
半
に
お
い
て
は
語
る
「
私
」
と
語
ら
れ
る
「
私
」
の
間
の
距
離
、
後
半
に

お
い
て
は
書
く
「
私
」
と
「
私
」
以
外
の
人
物
の
間
の
距
離
を
様
々
に
変
え
、
自

ら
の
身
体
を
商
品
と
す
る
女
性
た
ち
の
苦
し
み
を
、「
底
の
知
れ
な
い
」
も
の
と

し
て
描
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
前
半
に
お
い
て
語
る
「
私
」
と
語
ら

れ
る
「
私
」
の
間
の
距
離
を
、
言
葉
に
よ
っ
て
指
示
し
て
い
た
の
も
書
き
手
の

「
私
」
と
み
な
す
な
ら
、
書
き
手
の
「
私
」
は
一
貫
し
て
地
の
文
と
会
話
部
分
の

間
や
複
数
の
挿
話
の
間
を
架
橋
し
、
重
層
的
な
解
釈
へ
読
者
を
導
く
こ
と
に
よ

り
、
通
俗
性
と
批
評
性
を
両
立
さ
せ
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
う
し
て
読
者
に
分

裂
を
強
い
る
作
者
（
書
き
手
）
の
働
き
は
、
映
画
と
の
関
与
を
通
し
て
発
見
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
物
語
を
規
定
す
る
鏡
に
象
徴
さ
れ
な
が
ら
、
敗

戦
後
の
小
説
に
ま
で
継
承
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。 

第
五
章
「
「
彼
」
と
い
う
空
白―

「
禽
獣
」」
で
は
、「
雪
国
」
と
の
繋
が
り
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が
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
禽
獣
」（
一
九
三
三
）
が
、
地
の
文
の
多
く
を
「
彼
」
の

声
で
語
ら
れ
た
も
の
と
し
て
読
ま
せ
つ
つ
、「
彼
」
が
想
起
し
た
こ
と
と
し
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
の
微
妙
な
差
異
を
作
り
出
し
、
心
中
と
い
う
出
来
事

の
重
み
と
そ
の
後
に
流
れ
た
時
間
の
重
み
を
、
二
つ
な
が
ら
相
乗
的
に
示
し
て

い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
読
者
は
「
彼
」
に
同
一
化
し
て
、
人
間
と
の
結
婚
と
動
物

の
愛
玩
の
み
な
ら
ず
心
中
を
結
び
つ
け
る
歪
な
感
性
を
身
に
つ
け
る
一
方
、
小

説
全
体
の
構
成
や
女
中
の
発
言
に
導
か
れ
、
必
ず
し
も
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
「
彼
」

の
千
花
子
や
動
物
た
ち
へ
の
暴
力
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
読
書
で
得
ら
れ

た
認
識
が
そ
こ
に
代
入
さ
れ
る
と
同
時
に
そ
れ
と
と
も
に
相
対
化
さ
れ
る
、
そ

う
し
た
行
為
に
先
立
っ
た
実
体
を
持
た
な
い
特
殊
な
「
彼
」
を
、
本
論
文
は
一
度

も
描
写
さ
れ
な
い
鏡
が
決
定
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
読

者
の
鏡
像
と
位
置
づ
け
た
。 

第
六
章
「
鏡
の
中
で
響
く
声―

「
雪
国
」」
で
は
、
代
表
作
の
「
雪
国
」（
一

九
三
五
〜
四
七
）
が
、
島
村
を
読
者
の
鏡
像
と
し
て
、
女
へ
の
応
答
の
必
要
性
と

そ
の
完
遂
の
不
可
能
性
の
間
で
読
者
を
引
き
裂
く
こ
と
を
、
一
九
四
八
年
に
創

元
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
決
定
版
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
島
村
の
認
識
の
反
映
と

捉
え
ら
れ
て
き
た
地
の
文
は
、
実
際
は
作
中
の
鏡
の
よ
う
に
読
者
の
視
線
を
屈

折
さ
せ
て
、
島
村
の
感
動
や
官
能
と
、
そ
の
条
件
を
な
す
女
と
の
非
対
称
な
関

係
を
合
わ
せ
て
読
者
に
伝
達
し
て
い
る
。
女
が
物
語
世
界
に
お
い
て
島
村
に
向

け
る
発
言
、
特
に
島
村
の
発
言
や
地
の
文
と
同
じ
語
を
含
む
発
言
は
、
そ
う
し

た
地
の
文
と
か
か
わ
る
こ
と
で
、
読
者
が
小
説
を
新
た
な
姿
勢
で
解
釈
し
直
す

契
機
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
強
い
ま
な
ざ
し
を
伴
う
女
た
ち
の
声
や
、
駒
子
と
葉

子
が
互
い
に
つ
い
て
語
る
言
葉
が
島
村
の
身
体
を
揺
り
動
か
す
さ
ま
は
、
女
を

観
賞
や
性
愛
の
対
象
と
み
な
す
こ
と
を
や
め
、
女
た
ち
が
語
ろ
う
と
す
る
女
た

ち
の
あ
り
方
を
想
像
す
る
よ
う
読
者
を
促
す
。 

第
七
章
「
焼
か
れ
る
こ
と
に
抗
う
文
字―

「
千
羽
鶴
」
と
「
波
千
鳥
」
」
で
は
、

「
千
羽
鶴
」（
一
九
四
九
〜
五
一
）
の
続
編
と
し
て
発
表
さ
れ
た
「
波
千
鳥
」（
一

九
五
三
〜
五
四
）
が
、
前
編
の
筋
に
底
流
し
て
い
た
、
世
代
を
ま
た
ぐ
女
性
嫌
悪

に
、
主
人
公
の
菊
治
が
向
き
合
う
未
来
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。「
波

千
鳥
」
の
地
の
文
は
、
ち
か
子
の
あ
ざ
に
呪
わ
れ
た
物
語
現
在
の
菊
治
の
像
を

読
者
に
思
い
描
か
せ
な
が
ら
、
読
者
が
描
き
直
せ
る
よ
う
な
曖
昧
な
像
に
留
め

て
い
る
。
同
時
に
、
文
子
の
手
紙
か
ら
菊
治
へ
の
「
別
れ
」
と
異
な
る
意
味
、
す

な
わ
ち
菊
治
が
ち
か
子
の
あ
ざ
に
呪
わ
れ
る
と
い
う
物
語
を
深
奥
に
お
い
て
規

定
し
て
い
た
父
の
欺
瞞
と
暴
力
を
、「
今
」
の
菊
治
の
無
意
識
に
刻
ま
れ
て
い
る

も
の
と
し
て
引
き
出
す
よ
う
に
読
者
を
誘
う
。
あ
ざ
に
魔
力
を
見
出
す
こ
と
の

暴
力
性
が
手
紙
か
ら
強
く
理
解
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
書
く
最
中
の
文
子
の
涙
と

読
後
の
菊
治
の
手
の
ふ
る
え
は
大
き
く
見
積
も
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が

っ
て
ま
た
文
子
の
手
紙
の
多
く
が
焼
か
ず
に
残
さ
れ
て
、
菊
治
の
女
性
た
ち
へ

の
態
度
を
変
え
る
未
来
が
想
像
さ
れ
る
。 

第
八
章
「
近
づ
く
こ
と
で
嗅
が
れ
る
匂
い―

「
眠
れ
る
美
女
」」
で
は
、
裸
で

眠
る
少
女
と
の
一
夜
を
老
人
に
供
す
る
娼
家
を
舞
台
と
す
る
「
眠
れ
る
美
女
」

（
一
九
六
〇
〜
六
一
）
が
、
江
口
の
女
性
へ
の
暴
力
の
内
実
を
読
者
の
理
解
に
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委
ね
、
江
口
と
女
性
双
方
の
身
体
を
よ
り
生
々
し
く
描
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ

た
。
同
作
は
女
将
の
発
言
を
含
む
物
語
の
展
開
に
よ
り
、
性
器
の
入
り
口
と
処

女
膜
と
い
う
二
つ
の
境
界
に
江
口
を
出
会
わ
せ
、
女
体
に
厚
み
を
持
た
せ
る
と

同
時
に
、
呼
称
の
使
い
分
け
に
よ
り
、
有
能
か
つ
〈
不
能
〉
と
い
う
江
口
の
身
体

の
両
義
的
性
格
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
江
口
の
〈
不
能
〉
と
有
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ

女
体
の
内
部
に
残
る
痕
跡
へ
の
こ
だ
わ
り
と
、
女
体
の
表
面
を
拡
張
す
る
能
力

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
第
五
夜
に
お
け
る
女
性
の
死
は
、
二
つ
の
交
錯
が
引

き
起
こ
す
江
口
の
殺
人
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
頻
り
に
書
か
れ
る
女
性
の
匂
い

は
、
そ
う
し
た
殺
人
の
み
な
ら
ず
、
江
口
の
次
な
る
暴
力
を
、〈
不
能
〉
と
有
能

ど
ち
ら
に
由
来
す
る
か
を
確
定
し
な
い
ま
ま
、
強
く
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。 

第
九
章
「「
欠
視
」
が
も
た
ら
す
肌
触
り―
「
た
ん
ぽ
ぽ
」」
で
は
、
最
後
の

長
編
「
た
ん
ぽ
ぽ
」（
一
九
六
四
〜
六
八
）
が
、
地
の
文
が
そ
の
声
で
読
ま
れ
る

作
中
人
物
を
曖
昧
に
し
て
、
複
数
の
主
体
の
経
験
を
糾
合
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を

生
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
稲
子
が
父
の
墜
死
を
「
欠
視
」
あ
る
い
は
幻
視

す
る
場
面
で
は
、
作
者
と
稲
子
の
距
離
の
揺
ら
ぎ
と
多
様
な
文
末
・
語
末
を
通

じ
、
視
覚
以
外
の
感
覚
と
記
憶
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
た
恐
怖
が
表
現
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
墜
死
の
さ
ま
が
、
稲
子
の
母
や
恋
人
の
久
野
の
声
で
語
ら
れ

て
い
た
可
能
性
が
事
後
的
に
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
稲
子
の
言
葉
が
事

物
に
与
え
た
存
在
感
が
示
さ
れ
て
い
る
。
母
の
手
の
ひ
ら
に
蘇
る
不
在
の
稲
子

の
肌
触
り
は
、
母
の
言
葉
と
身
体
の
あ
り
よ
う
の
対
応
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
う

し
て
言
葉
が
事
物
に
与
え
る
存
在
感
の
み
な
ら
ず
、
作
中
人
物
の
身
体
を
し
ば

し
ば
「
欠
視
」
す
る
文
体
、
す
な
わ
ち
主
語
を
柔
軟
に
出
し
入
れ
で
き
る
日
本
語

の
小
説
が
も
た
ら
す
リ
ア
リ
テ
ィ
の
典
型
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。 

「
お
わ
り
に―

声
の
論
理
に
基
づ
い
て
否
定
性
を
生
み
出
す
作
者
へ
」
で
は
、

以
上
の
議
論
を
総
括
し
た
う
え
、
今
後
の
研
究
の
展
望
を
示
し
た
。
何
を
い
つ

ど
の
よ
う
な
声
で
語
る
か
を
選
ぶ
行
為
者
と
し
て
の
川
端
は
、
あ
る
人
物
と
同

様
に
他
者
の
言
葉
や
身
体
に
触
れ
、
自
ら
の
読
む
身
体
を
揺
り
動
か
さ
れ
る
こ

と
を
契
機
に
、
誰
か
一
人
の
声
に
よ
っ
て
は
決
し
て
語
り
得
な
い
だ
ろ
う
、
間

主
観
的
な
認
識
を
織
り
な
し
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
を
、
読
者
に
求
め
て
い
る
と
言

え
る
。
そ
う
し
た
論
理
と
感
覚
の
双
方
を
巻
き
込
む
否
定
の
力
は
、
冷
戦
期
の

カ
ノ
ン
化
に
よ
り
抑
圧
さ
れ
て
き
た
と
同
時
に
、
現
代
文
学
に
密
か
に
継
承
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
川
端
の
小
説
を
典
型
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
で

明
ら
か
に
し
た
、
声
の
論
理
の
働
き
を
分
析
の
射
程
に
含
め
れ
ば
、
日
本
語
の

小
説
一
般
、
特
に
戦
間
期
以
後
の
小
説
を
、
資
本
主
義
や
帝
国
主
義
へ
の
関
与

の
歴
史
を
直
視
し
な
が
ら
、
読
み
継
い
で
ゆ
け
る
と
思
わ
れ
る
。 

 


