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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
演
じ
る
戦
争
・
観
る
聴
く
戦
争
」

戦
時
下
に
響
く
「
七
つ
の
声
」

二
代
目
天
中
軒
雲
月
の
演
じ
方
に
つ
い
て

真 

鍋
　
昌 

賢
　

は
じ
め
に

　

対
面
空
間
で
醸
成
さ
れ
、
な
お
か
つ
歴
史
的
深
度
を
か
か
え
た
口
演
の

技
術
が
、
い
ろ
い
ろ
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
不
断
に
媒
介
さ
れ
る
な
か
で
、

生
活
者
の
価
値
観
・
感
性
を
ど
の
よ
う
に
再
生
産
し
て
い
く
の
か
。
そ
の

よ
う
な
問
い
に
基
づ
き
、
口
承
文
芸
研
究
（
あ
る
い
は
芸
能
研
究
）
が
、

生
を
支
え
る
物
語
・
芸
と
い
う
側
面
か
ら
、
納
得
の
仕
掛
け
、
抵
抗
の
痕

跡
を
記
述
す
る
過
程
に
お
い
て
、
戦
争
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ

と
、
そ
れ
が
「
演
じ
る
戦
争
・
観
る
聴
く
戦
争
」
と
い
う
視
点
に
こ
だ
わ

る
根
本
的
な
意
義
の
ひ
と
つ
で
あ
る
だ
ろ
う
。「
演
じ
る
」
そ
し
て
「
観

る
聴
く
」
と
い
う
言
葉
の
連
関
に
は
、
生
活
世
界
を
基
点
と
し
た
絶
え
ざ

る
テ
ク
ス
ト
の
“
変
奏
”
に
、
目
を
凝
ら
す
／
耳
を
傾
け
る
と
い
う
方
針

が
う
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は“
何
を
”と
い
う
点
と
同
様
に
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
“
ど
の
よ
う
に
”
と
い
う
点
に
関
心
を
向
け
る
こ

と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
表
現
活
動
で

あ
れ
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
上
演
（
口
演
）
で
あ
れ
、
同
じ
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

受
け
と
め
ら
れ
、意
味
づ
け
ら
れ
、ま
た
と
き
に
拒
否
さ
れ
る
表
象
（
＝

代
行
、
再
現
）
を
生
成
さ
せ
る
仕
掛
け
は
、
権
力
（
＝
直
接
対
面
を
こ
え

て
作
動
す
る
力
学
）
の
仕
掛
け
と
、
根
源
に
お
い
て
不
可
分
な
関
係
を
結

ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
の
何
が
・
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
問
い
を
立
て
て
、
個
々
の
生
活
実
践
が
、
集
合
的
な
経
験
・
記

憶
へ
と
導
か
れ
る
筋
道
を
具
体
的
に
考
察
す
る
作
業
は
、
ま
さ
に
当
該
社

会
の
権
力
の
構
造
を
論
じ
て
い
く
道
筋
で
も
あ
る
。

　

権
力
の
仕
掛
け
を
表
象
か
ら
論
じ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
近
代
日
本
に

お
け
る
「
演
じ
る
戦
争
・
観
る
聴
く
戦
争
」
を
論
じ
る
具
体
案
は
、
い
ろ

い
ろ
と
提
案
さ
れ
う
る
。
そ
の
出
発
点
と
し
て
有
効
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、

明
示
的
に
、
ま
た
暗
示
的
に
縫
合
さ
れ
た
り
、
温
存
さ
れ
た
り
、
つ
く
ら

れ
た
り
す
る
文
化
的
社
会
的
な
境
界
へ
の
注
目
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、

年
齢
、
階
層
、
地
域
、
民
族
な
ど
、
境
界
は
様
々
に
見
い
だ
さ
れ
る
に
違

い
な
い
。
戦
争
と
い
う
極
限
状
態
に
お
い
て
、
人
間
の
表
現
活
動
は
ど
の

よ
う
に
境
界
を
維
持
し
た
り
超
越
し
た
り
す
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、
教
化
、

感
動
、
差
別
、
諧
謔
、
快
楽
、
憧
憬
な
ど
の
要
素
が
、
混
沌
と
し
て
ま
と

わ
り
つ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
前
提
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
で
焦
点
と
し
た
い
「
境
界
」

の
具
体
と
は
、
浪
花
節
に
お
け
る
男
／
女
で
あ
る
。
十
五
年
戦
争
期
に
活

躍
し
た
二
代
目
天
中
軒
雲
月
（
一
九
〇
九
～
一
九
九
五
）
と
い
う
女
流
演

者
に
焦
点
を
あ
て
て
、
戦
時
下
で
錬
磨
さ
れ
て
い
く
演
じ
方
の
特
徴
を
紹
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介
し
て
み
た
い
。
そ
の
演
じ
方
と
は
「
七
つ
の
声
」
と
呼
ば
れ
た
演
じ
分

け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
り
で
演
じ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
た
か

も
複
数
の
演
者
が
共
演
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
演
出
を
指
し
て

い
る
。
男
は
男
ら
し
く
、
女
は
女
ら
し
く
、
老
人
は
老
人
ら
し
く
、
ま
た

子
供
は
子
供
ら
し
く
、
そ
う
し
た
演
じ
方
に
お
け
る
定
型
的
な
表
象
技
術

は
、
浪
花
節
の
み
な
ら
ず
語
り
芸
全
般
に
お
い
て
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ

意
識
さ
れ
る
。
ま
た
基
本
的
に
は
、
演
者
の
地
声
で
、
物
語
の
世
界
が
ゆ

る
や
か
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
暗
黙
の
う
ち
に
あ
る

だ
ろ
う
。
演
者
自
身
の
声
に
お
い
て
、
語
ら
れ
る
登
場
人
物
の
せ
り
ふ
が

さ
り
げ
な
く
統
一
さ
れ
て
い
る
感
覚
、
そ
れ
は
浪
花
節
に
限
ら
ず
講
談
や

落
語
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
、
残
さ
れ
た
雲
月

の
レ
コ
ー
ド
を
聴
い
て
み
る
と
、
あ
た
か
も
複
数
の
演
者
が
演
じ
て
い
る

よ
う
に
聞
こ
え
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
雲
月
が
、
フ
シ
の
良
さ
、
タ

ン
カ（
登
場
人
物
の
会
話
部
分
）の
良
さ
、そ
し
て
声
の
良
さ
、三
拍
子
揃
っ

た
女
流
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
名
声

を
得
て
以
降
の
雲
月
の
特
徴
と
し
て
強
調
さ
れ
た
の
は
、
ひ
と
り
で
ラ
ジ

オ
ド
ラ
マ
を
演
じ
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
象
技
術
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

一　

十
五
年
戦
争
期
以
前
に
お
け
る
「
女
流
」

　

浪
花
節
（
浪
曲
）
業
界
で
は
、
女
性
演
者
の
こ
と
を
「
女
流
」
と
呼
ぶ
。

十
五
年
戦
争
期
及
び
そ
れ
以
前
に
お
い
て
代
表
的
な
女
流
は
、
雲
月
以
外

に
も
、
た
と
え
ば
二
代
目
吉
田
小
奈
良
、
春
野
百
合
子
、
富
士
月
子
、
京

山
華
千
代
、
京
山
小
円
嬢
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

女
流
が
浪
花
節
史
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
に

つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
そ
れ

は
浪
花
節
史
が
、
男
性
演
者
中
心
に
説
明
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
裏
返
し
で

も
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
演
者
数
そ
の
も
の
に
お
い

て
、
男
性
が
女
性
よ
り
も
多
数
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
明
治
期
・
大
正
期
に
お
い
て
、
演
目
の
大
方
が
男
女
で

共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
が
、
女
流
へ
の
関
心
を
こ
と
さ
ら
に
高
め

な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
義
士
伝
や
侠
客
伝
を
は
じ
め
と
す
る
代
表

的
な
演
目
群
は
、
演
者
の
性
別
を
超
え
て
共
有
で
き
る
ス
ト
ッ
ク
で
あ
っ

た
と
理
解
し
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
男
が
主
人
公
と
な
る
演
目
の
み
に
言
え

る
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
春
日
局
」
を
三
代
目
鼈
甲
斎
虎
丸
が
、

「
玉
菊
灯
籠
」
を
寿
々
木
米
若
が
、
と
い
う
よ
う
に
、
女
が
主
人
公
と
な

る
演
目
を
、
男
の
演
者
が
レ
コ
ー
ド
に
吹
き
込
む
こ
と
も
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
雲
右
衛
門
、
奈
良
丸
、
虎
造
、
米
若
…
…
こ
う
し
た
時
代
を
彩
る

代
表
的
な
男
の
演
者
に
注
目
す
れ
ば
、
明
治
期
・
大
正
期
に
お
け
る
浪
花

節
の
代
表
的
な
演
目
は
、
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
し
ま
う
。
演
目
の
内
容
に
注

目
が
限
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
、“
女
流
が
”
語
る
と
い
う
意
味
は
、

あ
え
て
問
わ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。
男
性
の
演
者
が
女
を
演
じ
、

女
性
の
演
者
が
男
を
演
じ
る
と
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
お
い
て
の
倒
錯
的

な
魅
力
は
、
男
性
が
、
ま
た
女
性
が
同
一
の
演
目
を
協
奏
す
る
と
い
う
演

目
の
共
有
に
よ
っ
て
暗
黙
の
う
ち
に
担
保
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
そ
れ
に
加

え
て
、
演
者
自
身
の
声
の
人
格
と
登
場
人
物
の
声
の
人
格
が
、
フ
シ
を
ウ



104

タ
ウ
部
分
で
一
層
混
沌
と
重
な
り
あ
う
と
い
う
、
声
の
人
格
に
お
い
て
の

倒
錯
的
な
魅
力
が
重
な
っ
て
い
る
。
境
界
侵
犯
的
な
声
の
愉
悦
は
、
浪
花

節
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
受
容
構
造
全
体
を
理
解
す
る
際
の
基
点
と
な
り
う

る
。

二　

女
流
・
二
代
目
天
中
軒
雲
月

　

で
は
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
二
代
目
天
中
軒
雲
月
と
は
、
ど
の
よ
う
な

女
流
で
あ
っ
た
の
か
。

　

雲
月
は
、
幼
少
期
に
初
舞
台
を
ふ
ん
だ
の
ち
、
少
女
時
代
か
ら
藤
原
朝

子
と
し
て
活
躍
し
た
。
そ
の
後
、
女
流
団
に
加
わ
る
な
ど
の
興
行
を
重
ね

て
い
く
が
、十
代
半
ば
の
頃
に
は
、登
場
人
物
の
演
じ
分
け
に
関
心
を
も
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
１
）。

一
九
二
五
年
（
大
正
十
四
）
に
は
、
天
中
軒
雲
月

嬢
と
改
名
、
さ
ら
に
一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）
に
は
二
代
目
天
中
軒
雲
月

を
襲
名
し
て
い
る
。

　

一
九
三
六
年
（
昭
和
十
一
）
に
は
、
単
独
で
歌
舞
伎
座
興
行
を
開
催
し

た
。
歌
舞
伎
座
興
行
は
、
浪
花
節
演
者
と
し
て
は
桃
中
軒
雲
右
衛
門
以
来

の
開
催
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
女
流
の
な
か
で
は
、
レ
コ
ー
ド
の
吹
き
込

み
を
最
も
多
く
お
こ
な
っ
た
演
者
で
あ
り
、
映
画
へ
の
出
演
も
頻
繁
に
お

こ
な
っ
た
。
雲
月
は
、
電
気
吹
き
込
み
時
代
に
入
り
レ
コ
ー
ド
の
音
質
が

向
上
さ
れ
て
い
く
時
代
の
波
に
、
ま
た
ト
ー
キ
ー
映
画
の
時
代
の
波
に
、

う
ま
く
の
っ
た
演
者
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
雲
月
が
、
本
格
的
な
ス
タ
ー

ダ
ム
に
の
し
あ
が
っ
た
の
は
、一
九
三
五
年
（
昭
和
十
）
に
発
表
し
た
「
杉

野
兵
曹
長
の
妻
」（
テ
イ
チ
ク
一
九
三
六
年
）
の
発
表
で
あ
っ
た
と
言
わ

れ
る
（
２
）。

三
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
、
雲
月
は
浪
曲
界
の
み
な
ら
ず
芸
能
界

全
体
に
お
け
る
人
気
者
の
ひ
と
り
と
な
っ
て
い
た
。

　

ま
ず
は
、
雲
月
の
口
演
の
位
置
づ
け
を
知
る
た
め
に
、
以
下
で
は
対
照

的
な
二
つ
の
感
想
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
後
援
者
の
ひ
と

り
で
あ
っ
た
上
野
廣
一
（
画
家
）
の
言
葉
で
あ
る
。

「
雲
月
の
誰
に
も
負
け
な
い
独
特
の
も
の
は
大
人
は
大
人
、
子
供
は
子

供
、
お
婆
さ
ん
は
お
婆
さ
ん
、
お
爺
さ
ん
は
お
爺
さ
ん
と
い
ふ
風
に
、

人
物
が
夫
々
の
個
性
を
持
つ
て
実
に
鮮
や
か
に
演
じ
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
天
才
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
。
天
才
の
妙
技
で
あ
る
と
い

ふ
外
は
な
い
。
浪
曲
は
独
演
の
も
の
で
芝
居
の
様
に
夫
々
一
人
が
一
人

の
役
を
果
た
す
や
う
に
人
物
が
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
を
殆
ん

ど
完
璧
に
生
か
す
の
で
あ
る
か
ら
全
く
感
服
し
て
ゐ
る（
３
）。」

　

熱
の
こ
も
っ
た
肯
定
的
な
言
葉
で
あ
る
。
複
数
の
演
者
に
よ
る
「
芝
居
」

の
よ
う
に
「
人
物
」
表
現
が
な
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
「
殆
ん
ど
完
璧
に
」

や
っ
て
の
け
る
。
こ
う
し
た
「
妙
技
」
に
「
感
服
」
す
る
と
い
う
聴
取
（
あ

る
い
は
視
聴
）
感
覚
を
、
上
野
は
他
の
浪
曲
（
浪
花
節
）
で
は
味
わ
っ
た

こ
と
が
な
い
と
感
じ
て
い
た
。

　

次
に
、
作
家
・
正
岡
容
の
批
評
で
あ
る
。
上
野
と
は
異
な
っ
た
見
解
が

う
か
が
え
る
。
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「
雲
月
と
言
へ
ば
、
一
と
口
に
七
つ
の
声
の
持
ち
主
と
呼
ば
れ
る
。
老

若
男
女
を
使
ひ
分
け
る
技
巧
を
ば
、
大
い
に
讃
嘆
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
が
、
あ
の
素
人
向
の
、
技
巧
の
た
め
の
技
巧
は
、
本
来
の
心
が
け
か

ら
言
つ
て
は
、
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
無
駄
な
努
力
で
は
な
か
ら
う
か
。

邪
道
で
あ
る
と
さ
へ
、
筆
者
は
言
ひ
度
い
。「
芸
」
と
は
も
の
み
な
の

姿
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
写
し
出
し
、
さ
ら
に
そ
れ
へ
「
美
」
の
洗
礼
を
与

へ
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
の
雲
月
の
や
う
な
活
写
は
ま
こ
と
の
活
写
と

は
言
は
れ
ま
い
。
淡
々
と
素
読
み
に
し
、
巧
ま
ず
し
て
そ
こ
に
、
男
を
、

女
を
、老
を
、若
き
を
、ク
ッ
キ
リ
と
描
き
出
す
。
そ
れ
が
ま
こ
と
の「
芸
」

で
あ
ら
う
。
天
中
軒
雲
月
は
今
日
の
七
つ
の
声
を
潔
く
放
棄
し
て
し
ま

つ
た
と
き
、
あ
の
無
駄
な
る
努
力
は
漸
く
無
駄
で
な
く
な
り
、
内
的
に

光
芒
を
放
つ（
４
）。」

　
「
七
つ
の
声
」
は
「
ま
こ
と
の
活
写
」
で
は
な
い
、
そ
し
て
「
邪
道
」

で
あ
る
と
正
岡
は
言
う
。
世
間
で
「
讃
歎
」
さ
れ
て
い
る
の
と
は
裏
腹
に
、

正
岡
に
は
奇
を
て
ら
っ
た
「
技
巧
の
た
め
の
技
巧
」
と
い
う
受
け
つ
け
難

さ
が
あ
っ
た
。
浪
花
節
通
で
あ
り
、
寄
席
通
で
あ
っ
た
正
岡
の
言
葉
か
ら

う
か
が
え
る
の
は
、「
語
り
物
」
ら
し
か
ら
ぬ
雲
月
の
声
へ
の
生
理
的
と

も
言
え
る
嫌
悪
感
で
あ
る
。
正
岡
は
、「
淡
々
と
素
読
み
」
に
す
る
よ
う

な
タ
ン
カ
（
登
場
人
物
の
会
話
）
の
演
出
、
つ
ま
り
演
者
の
地
声
で
物
語

世
界
が
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
ひ
と
り
語
り
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
。

自
明
で
あ
っ
た
鑑
賞
態
度
が
、「
七
つ
の
声
」
の
聴
取
を
契
機
と
し
て
改

め
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
。

　

上
野
に
よ
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
へ
の
感
服
そ
し
て
正
岡
に
よ
る
酷
評
、
こ
の

二
つ
は
「
七
つ
の
声
」
を
め
ぐ
る
評
価
軸
の
両
極
を
示
し
て
い
る
。
驚
き

と
違
和
が
混
然
と
入
交
じ
る
地
平
に
お
い
て
「
七
つ
の
声
」
は
聴
か
れ
、

視
聴
者
の
好
み
に
応
じ
て
反
応
が
振
り
分
け
ら
れ
た
。
雲
月
の
「
七
つ
の

声
」
は
、
ひ
と
り
語
り
の
自
明
性
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
ア
ト
ラ
ク
テ
ィ

ヴ
な
側
面
を
も
っ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
「
七
つ
の
声
」
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
か
。

次
に
、「
七
つ
の
声
」
と
演
目
内
容
の
関
係
の
一
端
を
、
雲
月
の
演
者
人

生
の
な
か
で
重
要
な
画
期
を
つ
く
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
杉
野
兵
曹
長
の

妻
」
を
と
り
あ
げ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

三　
「
母
」
と
い
う
立
場

　
　
　

―
契
機
と
し
て
の
「
杉
野
兵
曹
長
の
妻
」―

　

ビ
ク
タ
ー
、
ポ
リ
ド
ー
ル
、
太
平
な
ど
の
レ
コ
ー
ド
会
社
で
吹
き
込
み

を
重
ね
て
き
た
雲
月
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
五
年
に
は
テ
イ
チ
ク
専
属
と

な
る
。
雲
月
は
、「
乃
木
将
軍
―
正
行
寺
墓
参
」（
テ
イ
チ
ク
一
九
三
五
年
）

を
皮
切
り
に
立
て
続
け
に
吹
き
込
み
を
お
こ
な
っ
て
い
く
。
特
に
出
世
作

と
な
っ
た
の
は
、先
述
し
た
「
杉
野
兵
曹
長
の
妻
」（
以
下
「
杉
野
」）
で
あ
っ

た（
５
）。

本
稿
で
は
、
こ
の
「
杉
野
」
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
演
出
の
特
徴
を
論

じ
て
み
た
い
。「
杉
野
」は
、日
露
戦
争
で
戦
死
し
た
軍
人
・
杉
野
孫
七
の
妻
・

り
ゅ
う
子
の
苦
労
と
心
境
を
え
が
い
た
新
作
で
あ
っ
た
。
夫
の
戦
死
後
に

女
手
ひ
と
つ
で
息
子
三
人
を
育
て
て
い
く
未
亡
人
の
姿
を
、
美
談
と
し
て
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構
成
し
た
演
目
で
あ
る
。
粗
筋
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
登
場
人
物

は
、
り
ゅ
う
子
、
校
長
、
息
子
三
人
で
あ
る
。

　

り
ゅ
う
子
は
、
孫
七
の
戦
死
後
、
仕
立
物
の
裁
縫
を
し
て
、
息
子
た
ち

を
育
て
て
い
た
。
そ
の
後
、
女
学
校
の
校
長
の
は
か
ら
い
で
、
裁
縫
教
師

の
助
手
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
る
。
あ
る
日
、
神
田
須
田
町
に
あ
る
広
瀬

武
夫
と
孫
七
の
銅
像
の
前
で
、
妻
と
し
て
母
と
し
て
「
恥
し
く
な
い
立
派

な
女
」
に
な
る
べ
く
努
力
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
、
肌
身
は
な
さ
ず
持
っ

て
い
る
孫
七
か
ら
の
手
紙
を
読
む
。
そ
こ
に
は
、
自
分
が
戦
死
し
た
際
に
、

子
ど
も
の
教
育
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
に
つ
い
て
の
指
示
が
書
い
て
あ
っ

た
。
そ
の
後
、裁
縫
を
教
え
る
よ
う
に
な
っ
て
二
年
経
っ
た
あ
る
日
、り
ゅ

う
子
は
、
学
校
か
ら
帰
宅
し
た
三
人
の
息
子
を
連
れ
て
墓
参
り
に
い
く
。

そ
こ
で
息
子
た
ち
は
、将
来
海
軍
軍
人
と
な
る
の
だ
と
墓
前
で
話
す
。
り
ゅ

う
子
は
そ
れ
を
聞
い
て
涙
を
流
し
て
喜
ぶ
。

　
「
杉
野
兵
曹
長
の
妻
」
は
、も
ち
ろ
ん
「
妻
」
で
あ
る
未
亡
人
・
杉
野
り
ゅ

う
子
が
中
心
に
お
か
れ
て
展
開
す
る
演
目
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
以
上
に
、

こ
の
演
目
は
、「
母
」
で
あ
る
り
ゅ
う
子
が
中
心
に
お
か
れ
て
、
日
露
戦

後
に
お
い
て
三
人
の
息
子
を
苦
労
し
な
が
ら
育
て
る
と
い
う
物
語
で
も
あ

る
。「
杉
野
」
の
直
前
に
吹
き
込
ま
れ
た
「
愛
国
心
千
人
針
」（
一
九
三
六

年
テ
イ
チ
ク
）
も
「
母
」
を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
日
露
戦
争
に
ま
つ
わ

る
演
目
で
あ
っ
た
。
雲
月
の
演
者
人
生
に
お
い
て
「
杉
野
」
が
も
っ
て
い

た
意
味
と
は
、
ひ
と
つ
に
は
テ
イ
チ
ク
移
籍
後
、「
愛
国
心
千
人
針
」
の

あ
と
を
受
け
て
、「
母
」
と
い
う
役
割
を
中
心
に
す
え
た
演
目
を
、
さ
ら

に
追
求
す
る
た
め
の
演
目
だ
っ
た
点
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
そ
れ

を
よ
り
印
象
的
に
演
出
す
る
た
め
の
子
ど
も
の
演
出
が
、
意
識
的
に
な
さ

れ
た
点
で
あ
る
。

　

雲
月
嬢
時
代
か
ら
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
な
か
で
、
演
目
に
お
い
て
中
心

的
な
役
割
を
果
た
す
女
の
登
場
人
物
の
例
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に

な
る
。
ま
ず
は
、「
玉
菊
灯
籠
」（
一
九
二
八
年
ビ
ク
タ
ー
、
一
九
三
五
年

太
平
（
６
））の

玉
菊
、「
梅
川
忠
兵
衛
」（
一
九
三
二
年
コ
ロ
ン
ビ
ア
）の
梅
川
、「
高

尾
と
綱
宗
」（
一
九
三
二
年
コ
ロ
ン
ビ
ア
）「
悲
恋
の
高
尾
」
一
九
三
三
年

日
東
）
の
高
尾
、「
小
栗
判
官
と
照
手
姫
」（
一
九
三
〇
年
ポ
リ
ド
ー
ル
）

の
照
手
姫
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
遊
女
を
は
じ
め
と
し
て
、
語
り
芸

や
歌
舞
伎
で
知
ら
れ
る
物
語
の
登
場
人
物
を
演
じ
る
場
合
と
言
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。
次
に
「
血
染
め
の
軍
旗
」（
一
九
二
九
年
日
畜
）
に
お
け
る
山

瀬
孝
太
郎
の
母
と
妻
、「
乃
木
将
軍
―
正
行
寺
涙
の
信
州
墓
参
」（
一
九
三
四

年
キ
ン
グ
、
三
五
年
テ
イ
チ
ク
）
7
（

）
の
戦
死
し
た
兵
士
の
年
老
い
た
母
、「
柏

木
伍
長
」（
一
九
三
五
年
キ
ン
グ
）
の
年
老
い
た
母
、「
北
満
美
談　

川
添

巡
査
の
妻
」（
一
九
三
三
年
日
東
）の
巡
査
の
妻
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
血

染
め
の
軍
旗
」「
乃
木
将
軍
」「
柏
木
伍
長
」
は
、
日
露
戦
時
下
・
戦
後
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、「
北
満
美
談
」
は
満
州
事
変
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

し
て
口
演
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
見
渡
す
と
、
母
子
、
夫
妻
と
い
う
関

係
性
は
、
近
過
去
・
同
時
代
を
物
語
世
界
と
し
た
演
目
に
お
い
て
前
景
化

し
て
き
た
と
言
っ
て
も
い
い
（
８
）。「

杉
野
」
は
、
そ
の
系
列
に
新
た
に
加
わ

る
新
作
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
演
目
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
「
母
」
は
脇
役

で
あ
っ
た
。「
杉
野
」あ
る
い
は「
愛
国
心
千
人
針
」で
は
、「
母
」が
軸
と
な
っ
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て
演
目
が
進
む
。「
杉
野
」
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
雲
月
は
明
確
に
「
母
」

の
物
語
を
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
加
え
た
と
い
っ
て
い
い
。
テ
イ
チ
ク
に
所
属

し
た
一
年
目
か
ら
、
雲
月
は
「
母
」
と
い
う
役
割
の
演
技
に
本
格
的
に
取

り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
杉
野
」
に
お
い
て
、「
母
」
と
し
て
の
り
ゅ
う
子
を
強
調
す
る
状
況
設

定
と
し
て
取
り
込
ま
れ
た
の
が
、
三
人
の
息
子
の
帰
宅
及
び
墓
参
り
の
部

分
で
あ
る
。
雲
月
は
、
こ
こ
で
四
人
（
り
ゅ
う
子
、
そ
し
て
三
人
の
息
子
）

が
一
度
に
居
合
わ
せ
る
状
況
を
設
定
し
て
、
そ
の
部
分
を
演
目
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
に
も
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
年
齢
の
接
近
し
た
三
人
の
少

年
を
、
あ
ど
け
な
い
甘
え
ん
坊
の
口
調
・
少
し
あ
ど
け
な
さ
の
残
る
口
調
、

し
っ
か
り
し
た
口
調
を
使
い
分
け
る
こ
と
で
演
じ
分
け
た
。

　

少
年
を
登
場
人
物
と
し
て
と
り
い
れ
て
い
る
の
は
、「
杉
野
」
が
初
め

て
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
大
別
し
て
二
通
り
の
演
出
が
用
い
ら
れ
て
い

た
。「
孝
子
迷
い
の
印
籠
」（
一
九
三
〇
年
日
東
）
や
「
石
童
丸
」（
一
九
三
二

年
コ
ロ
ン
ビ
ア
）
で
は
、
子
ど
も
の
発
言
部
分
で
は
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎

で
聞
か
れ
る
よ
う
な
時
代
も
の
調
と
も
い
う
べ
き
口
調
が
用
い
ら
れ
て
い

た
。
そ
れ
は
、
か
ん
高
い
声
を
出
し
て
ゆ
っ
く
り
と
文
句
を
進
め
る
口
調

で
あ
る
。
一
方
で
、「
乃
木
将
軍
―
正
行
寺
墓
参
」
で
は
、
子
ど
も
の
発

言
部
分
で
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
尊
重
す
る
た
め
に
、
脱
・
時
代
も
の
調

と
も
い
え
る
日
常
的
な
会
話
を
意
識
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点

で
は
、「
正
行
寺
墓
参
」
で
は
す
で
に
、
同
時
代
も
の
調
と
も
い
う
べ
き

口
調
に
よ
る
少
年
の
演
じ
方
が
習
得
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
。
し
か

し
「
正
行
寺
墓
参
」
で
は
、「
杉
野
」
と
同
じ
く
、
登
場
人
物
の
老
婆
に

は
三
人
の
孫
が
い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
長

男
が
登
場
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
杉
野
」
で
は
、「
正
行
寺
墓
参
」

な
ど
で
錬
磨
さ
れ
て
き
た
表
象
技
術
を
基
点
と
し
つ
つ
、
よ
り
複
雑
な
場

面
設
定（
母
、息
子
三
人
が
居
合
わ
せ
て
全
員
が
発
言
す
る
状
況
）を
試
み
、

「
母
」
を
声
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
で
は
、「
演
じ
る
戦
争
／
観
る
聴
く
戦
争
」
を
権
力
論
と
表
象
論
の

交
わ
る
テ
ー
マ
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
ち
に
、
二
代
目
天
中
軒
雲
月
の
「
杉

野
兵
曹
長
の
妻
」
を
と
り
あ
げ
て
、
演
目
内
容
と
演
じ
方
が
深
く
連
動
し
な

が
ら
、
演
者
の
個
性
が
再
設
定
さ
れ
て
い
く
一
端
に
つ
い
て
論
じ
た
。

　

テ
イ
チ
ク
以
前
か
ら
徐
々
に
錬
磨
さ
れ
て
い
っ
た
「
七
つ
の
声
」
と
い

う
演
じ
分
け
は
、「
杉
野
」
で
母
子
の
関
係
を
語
っ
た
こ
と
が
契
機
と
な

り
、
一
層
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
雲
月
に
と
っ
て
、
女
を
ス
ト
ー
リ
ー
の
軸
と
し
て
女
の
目
線
／
内
面

を
え
が
く
演
目
を
口
演
す
る
と
い
う
事
態
は
、
戦
時
下
の
国
家
を
積
極
的

に
補
完
す
る
と
い
う
位
置
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
深
化
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
銃
後
、家
庭
、性
役
割
、近
過
去
／
同
時
代
と
い
う
テ
ー
マ
が
、

複
雑
に
か
ら
ま
り
あ
い
な
が
ら
、
レ
コ
ー
ド
産
業
が
介
入
す
る
な
か
で
、

雲
月
の
声
は
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
雲
月
は
同
時

代
の
銃
後
で
の
女
（
母
・
妻
・
姉
な
ど
）
を
え
が
く
演
目
を
、
精
力
的
に

口
演
し
て
い
く
。「
七
つ
の
声
」
は
、
ま
さ
に
戦
時
下
に
お
い
て
、
銃
後
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の
役
割
を
え
が
く
こ
と
と
深
く
関
わ
り
あ
っ
て
錬
磨
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
浪
花
節
に
お
い
て
、
女
が
女
を
語
る
と
い
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
構
造

化
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
、
雲
月
は
象
徴
的
に
担
っ
て
い
た
と
い
っ
て

い
い
の
で
は
な
い
か
。

　　

＊
本
稿
は
、
第
五
六
回
研
究
例
会
で
発
表
し
た
内
容
の
一
部
で
あ
る
。

例
会
で
は
、
雲
月
の
レ
コ
ー
ド
吹
き
込
み
全
体
を
見
渡
し
た
分
析
に
つ
い

て
も
言
及
し
た
が
、
紙
幅
の
都
合
で
今
回
は
割
愛
し
た
。
な
お
、
漢
字
の

旧
字
（
必
要
に
応
じ
て
異
体
字
も
）
は
新
字
に
改
め
た
。
ま
た
本
稿
は
、

科
学
研
究
費
補
助
金　

基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
近
代
日
本
に
お
け
る
語
り
芸

研
究
の
方
法
論
の
構
築
」（
研
究
課
題
番
号20520706

）
に
よ
る
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
1
） 

た
と
え
ば
、「
一
流
浪
曲
家
座
談
会
」（『
キ
ン
グ
』
一
六
―
四　

一
九
四
〇
）
で
、
雲
月
は
誌
上
座
談
会
の
な
か
で
「
十
五
位
の
時
」

か
ら
演
じ
分
け
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
） 

Ｋ
・
Ｍ
・
Ｋ
「
雲
月
点
描
記
」（『
天
中
軒
雲
月
』
中
川
明
徳
編
、

非
売
品
）
に
は
、
一
九
四
〇
年
夏
に
台
本
が
書
き
お
ろ
さ
れ
、
秋

に
発
表
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
後
レ
コ
ー
ド

化
が
な
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。『
演
芸
レ
コ
ー
ド
発
売
目
録
』（
国

立
劇
場
、
一
九
九
〇
）
に
よ
る
と
、
発
売
は
一
九
三
六
年
一
月
で

あ
る
。
な
お
本
稿
で
の
レ
コ
ー
ド
発
売
年
月
は
、
す
べ
て
同
目
録

に
よ
っ
た
。

（
3
） 

上
野
廣
一　
「
雲
月
よ
健
在
な
れ
」『
天
中
軒
雲
月
』
中
川
明
徳
編

非
売
品
）
一
九
三
六

（
4
） 

正
岡
容  　
『
雲
右
衛
門
以
後
』
文
林
堂
双
魚
房　

一
九
四
四　

二
五
三
―
二
五
四
頁

（
5
） 

レ
コ
ー
ド
吹
き
込
み
に
お
い
て
「
七
つ
の
声
」
が
本
格
的
に
意
識

化
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
テ
イ
チ
ク
所
属
に
な
っ
て
か

ら
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
テ
イ
チ
ク
以
前
を
含
め
た
検
討
は
、
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
6
） 

こ
こ
で
は
、
実
際
に
聴
く
こ
と
が
で
き
た
盤
の
み
を
記
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
『
演
芸
レ
コ
ー
ド
目
録
』
に
よ
れ
ば
「
玉
菊
灯
籠
」
は
、

一
九
三
〇
年
に
ポ
リ
ド
ー
ル
、
一
九
三
三
年
に
日
東
か
ら
も
発
売

さ
れ
て
い
る
。

（
7
） 『
演
芸
レ
コ
ー
ド
目
録
』
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
三
年
コ
ロ
ン
ビ
ア
か

ら
も
発
売
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
九
三
五
年
に
テ
イ
チ
ク
移
籍
後

に
も
再
吹
き
込
み
さ
れ
て
い
る
。

（
8
） 

前
者
は
す
べ
て
日
露
戦
争
が
ら
み
の
演
目
で
あ
り
、
後
者
は
靖
国

神
社
で
祀
ら
れ
た
川
添
し
ま
子
を
扱
っ
た
演
目
で
あ
る
。
満
州
事

変
後
の
満
州
で
、「
匪
賊
」
に
襲
撃
さ
れ
た
際
に
、
し
ま
子
が
身
を

呈
し
て
戦
い
死
ぬ
と
い
う
筋
で
あ
る
。

（
ま
な
べ
・
ま
さ
よ
し
／
大
阪
大
学
）


