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一
五
四

第
一
章

勝
者
が
見
た
「
景
観
」

「
見
渡
す
か
ぎ
り
廃
墟
だ
っ
た
。
通
り
は
瓦
礫
で
あ
ふ
れ
、
多
く
の
場
所
で
は
高

く
積
み
あ
が
っ
た
瓦
礫
の
山
の
間
を
窮
屈
に
一
方
通
行
で
き
る
だ
け
だ
っ
た
。
橋
と

陸
橋
が
壊
さ
れ
た
た
め
に
、
た
び
た
び
回
り
道
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ド

イ
ツ
人
は
弱
々
し
く
、
怯
え
、
ベ
ル
リ
ン
攻
防
戦
の
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
ま
だ
立
ち
直
っ

て
い
な
い
よ
う
に
見
え
た
。
ベ
ル
リ
ン
は
死
の
都
市
の
よ
う
で
あ
っ
たq

。」

一
九
四
五
年
六
月
初
め
に
ベ
ル
リ
ン
を
訪
れ
た
ア
メ
リ
カ
軍
の
ク
レ
イ
将
軍
は
、

ベ
ル
リ
ン
の
破
壊
の
あ
り
さ
ま
を
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
自
ら
が
破
壊
を
め
ざ

し
て
い
た
ク
レ
イ
と
同
様
に
、
終
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
都
市
を
訪
ね
た
多
く
の
戦
勝
国

の
人
び
と
も
そ
の
破
壊
の
規
模
に
圧
倒
さ
れ
、
多
く
の
写
真
家
が
そ
の
姿
を
フ
ィ
ル

ム
に
収
め
た
。

対
戦
国
ド
イ
ツ
と
の
か
か
わ
り
に
応
じ
て
瓦
礫
と
廃
墟
の
「
景
観
」
は
異
な
る
意

味
を
も
っ
た
が
、
多
く
の
勝
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
何
よ
り
も
勝
利
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

り
、
破
壊
の
規
模
は
勝
利
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
た
。
そ
の
大
き
さ
を
映
し
出
す

も
っ
と
も
効
果
的
な
撮
影
方
法
が
空
撮
で
あ
っ
た
。『
ラ
イ
フ
』
誌
の
報
道
写
真
家

で
、
ア
メ
リ
カ
軍
と
も
に
ド
イ
ツ
に
「
進
軍
」
し
た
Ｍ
・
バ
ー
ク
―
ホ
ワ
イ
ト
は
、

そ
の
よ
う
な
手
法
で
瓦
礫
と
廃
墟
の
姿
を
捉
え
た
写
真
家
の
一
人
で
あ
る
。
空
か
ら

眺
め
る
勝
者
は
、
眺
め
ら
れ
た
敗
者
と
の
間
に
絶
対
的
な
距
離
を
保
ち
、
接
点
を
も

つ
こ
と
な
く
敗
者
を
見
下
ろ
し

．
．
．
．

、
見
下
げ
る

．
．
．
．

視
線
を
も
つ
。
爆
撃
機
に
同
乗
し
て
撮

っ
た
彼
女
の
多
く
の
写
真
（
写
真
①w

）
に
は
、
そ
の
よ
う
な
勝
者
の
眼
差
し
が
刻
印

さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
Ｗ
・
シ
ャ
イ
ラ
ー
も
、
同
じ

視
線
か
ら
破
壊
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
を
見
つ
め
たe

。

「
テ
ィ
ア
ガ
ル
テ
ン
は
空
か
ら
見
る
と
ま
る
で
戦
場
で
、
あ
ば
た
の
よ
う
に
爆
弾

の
穴
が
あ
き
、
か
つ
て
は
大
き
く
枝
を
張
っ
て
い
た
の
を
私
が
知
っ
て
い
た
木
々
は
、

裸
の
幹
だ
け
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
市
の
上
空
の
飛
行
機
か
ら
ど
の
方
向
を
見
て

も
、
見
渡
す
か
ぎ
り
累
々
た
る
破
壊
の
あ
と
ば
か
り
で
、
あ
ち
こ
ち
に
点
在
す
る
屋

根
の
な
い
焼
け
ビ
ル
が
、
も
と
は
窓
だ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
射
し
込
む
秋
の
陽
を
受
け

ド
イ
ツ
「
零
時
」
の
表
象

―
瓦
礫
と
廃
墟
の
記
憶

高
　
橋
　
秀
　
寿

写真①
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一
五
五

ド
イ
ツ
「
零
時
」
の
表
象

て
、
ま
る
で
小
さ
な
ネ
ズ
ミ
取
り
の
よ
う
に
見
え
た
。」

彼
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
人
は
、「
あ
れ
ほ
ど
傲
慢
で
、
支
配
人
種
と
し
て
の
自
ら
の

使
命
を
あ
れ
ほ
ど
や
み
く
も
に
信
じ
て
い
た
侵
略
的
な
国
民
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
国
民
が
「
い
ま
で
は
廃
墟
を
ほ
じ
く
り
ま
わ
し
、
打
ち
ひ
し
が
れ
、
放
心
し
、

寒
さ
と
飢
え
に
震
え
、
意
志
も
目
的
も
方
向
も
も
た
な
い
人
間
と
な
り
、
た
だ
明
日

一
日
命
を
つ
な
ぐ
た
め
に
食
べ
も
の
を
漁
り
、
雨
露
し
の
ぐ
場
所
を
探
す
、
動
物
の

よ
う
な
姿
に
な
り
果
て
て
い
る
」
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
業
自
得
の
罰
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。「
こ
れ
が
ヒ
ト
ラ
ー
の
千
年
王
国
の
な
れ
の
果
て
な
の
だ
！
」
と
。
そ

の
目
に
映
る
ド
イ
ツ
人
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
騙
さ
れ
、
ナ
チ
ズ
ム
に
悪
用
さ
れ
た
「
犠

牲
者
」
な
ど
で
は
と
う
て
い
な
い
。
国
民
全
体
が
ヒ
ト
ラ
ー
を
妄
信
し
た
ナ
チ
ス
で

あ
っ
た
。
何
百
万
も
の
命

を
奪
っ
た
戦
争
を
引
き
起

こ
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
絶
滅

を
実
行
し
た
「
集
団
的
罪
」

を
ド
イ
ツ
人
が
負
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
い
ま
や
そ

の
国
民
が
敗
者
と
し
て
惨

め
な
姿
を
さ
ら
し
、
そ
の

都
市
が
瓦
礫
と
廃
墟
と
化

そ
う
と
も
、
そ
れ
は
ド
イ

ツ
人
の
当
然
の
報
い
で
あ

っ
た
。

そ
の
よ
う
な
眼
差
し
か

ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
第
二
次
世
界
大
戦
の
終

焉
を
今
日
で
も
表
象
＝
代

表
す
る
写
真
が
ソ
連
従
軍
写
真
家
の
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
（
写
真
②r

）
。

廃
墟
と
化
し
た
ベ
ル
リ
ン
の
建
造
物
を
背
景
に
し
て
、
赤
軍
兵
士
が
帝
国
国
会
議
事

堂
に
赤
旗
を
た
な
び
か
せ
て
い
る
こ
の
写
真
は
、
帝
都
の
制
圧
と
い
う
勝
敗
の
「
現

実
」
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
敗
北
は
文
字
通
り
「
無
条
件

降
伏
」
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
人
の
運
命
は
勝
者
の
手
の
な
か
に
あ
っ
た
。
そ
の
撮
影
者

は
タ
ス
通
信
新
聞
報
道
記
者
の
Ｊ
・
ハ
ル
デ
イ
。
ユ
ダ
ヤ
系
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
彼
は
、

父
親
と
三
人
の
姉
妹
を
ド
イ
ツ
軍
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
シ
ャ
イ
ラ
ー
同
様
、

彼
の
眼
差
し
に
は
敗
者
に
対
す
る
同
情
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

記
念
碑
は
ド
イ
ツ
国
民
国
家
の
栄
光
を
象
徴
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
破
壊
の
姿
は

ド
イ
ツ
の
敗
北
を
こ
と
さ
ら
象
徴
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
を
訪
ね
た
多
く

の
勝
者
た
ち
は
、
廃
墟
と
な
っ
た
記
念
碑
に
カ
メ
ラ
を
向
け
、
そ
れ
を
背
景
に
記
念

撮
影
を
行
な
っ
て
い
る
。
勝
者
の
写
真
家
は
破
壊
さ
れ
た
記
念
碑
だ
け
で
な
く
、
そ

の
よ
う
な
勝
者
の
記
念
撮
影
も
フ
ィ
ル
ム
に
収
め
た
（
写
真
③t

―
ハ
ル
デ
イ
）。
イ

ギ
リ
ス
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
Ｓ
・
ス
ペ
ン
ダ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
勝
者
に
と

っ
て
破
壊
さ
れ
た
記
念
碑
は
、
戦
争
の
結
末
が
凝
縮
さ
れ
た
「
観
光
名
所
」
で
あ
っ
た
。

「
帝
国
国
会
議
事
堂
と
帝
国
宰
相
官
房
は
い
ま
で
は
ツ
ー
リ
ス
ト
に
と
っ
て
観
光

名
所
に
な
っ
て
い
る
し
、
今
後
五
〇
〇
年
も
そ
う
な
り
か
ね
な
い
。
遠
く
か
ら
眺
め

る
と
、
す
さ
ま
じ
い
終
末
的
な
破
局
の
姿
を
現
し
、
劇
的
で
、
不
気
味
な
印
象
を
脳

裏
に
刻
み
つ
け
る
ほ
ど
に
、
こ
の
建
造
物
は
全
面
的
な
崩
壊
の
舞
台
な
の
で
あ
る
。

ベ
ル
リ
ン
の
終
末
の
日
々
は
、
は
る
か
昔
の
時
代
に
お
け
る
帝
国
の
そ
の
時
を
憶
測

さ
せ
て
い
る
の
だ
。
誰
も
が
奇
異
の
感
情
を
抱
き
な
が
ら
、
誰
も
が
あ
た
か
も
ロ
ー

マ
の
コ
ロ
セ
ウ
ム
を
訪
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
想
像
力
を
働
か
せ
な
が

ら
、
こ
の
廃
墟
の
な
か
に
入
っ
て
い
くy

。」

「
観
光
名
所
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、「
ツ
ー
リ
ス
ト
」
を
惹
き
つ
け
る
美
的
魅
力
が
そ

こ
に
存
在
し
た
が
、
彼
は
古
代
の
廃
墟
の
な
か
に
魅
力
の
原
型
を
見
出
し
た
。
ソ
連

研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
Ｉ
・
ド
イ
ッ
チ
ャ
ー
も
同
様
で
あ
る
。

写真②
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一
五
六

「
建
造
物
が
見
か
け
だ
け
堅
固
な

外
観
を
失
っ
た
と
き
に
ベ
ル
リ
ン

は
、
妙
に
よ
く
保
存
さ
れ
た
巨
大

な

―
ポ
ン
ペ
イ
や
オ
ス
テ
ィ
ア

と
い
っ
た

―
古
代
の
廃
墟
の
印

象
を
与
え
て
い
る
。
街
路
に
人
が

い
な
い
た
め
、
発
掘
さ
れ
た
こ
れ

ら
の
都
市
と
ベ
ル
リ
ン
は
ま
す
ま

す
似
て
き
て
い
るu

。」

歴
史
的
ロ
マ
ン
に
彩
ら
れ
た
そ

の
よ
う
な
勝
者
の
目
に
映
る
美
的

「
景
観
」
に
は
人
間
の
生
活
は
存
在

し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
観
光

名
所
」
か
ら
一
歩
離
れ
る
と
、
そ

こ
は
敗
者
の
絶
望
的
な
生
活
の
場

で
あ
っ
た
。
勝
者
の
写
真
家
は
そ
の
場
に
も
カ
メ
ラ
を
向
け
、
混
乱
、
無
法
状
態
、

略
奪
、
闇
商
売
の
よ
う
な
敗
者
の
「
な
れ
の
果
て
」
の
姿
を
記
録
し
た
。
バ
ー
ク
―

ホ
ワ
イ
ト
が
略
奪
現
場
の
ド
イ
ツ
市
民
を
撮
っ
た
写
真
（
写
真
④i

）
に
は
、
憎
悪
と

嘲
笑
と
憐
憫
と
が
入
り
混
じ
っ
た
勝
者
の
優
越
感
が
染
み
込
ん
で
い
る
。
終
戦
後
に

ベ
ル
リ
ン
を
訪
ね
た
Ｒ
・
キ
ャ
パ
は
別
の
視
線
か
ら
、
自
身
が
か
つ
て
生
活
し
て
い

た
帝
都
の
変
わ
り
果
て
た
姿
を
見
つ
め
た
。
小
型
カ
メ
ラ
で
被
写
体
に
接
近
し
て
い

く
そ
の
手
法
か
ら
ベ
ル
リ
ン
市
民
を
映
し
出
し
た
キ
ャ
パ
の
写
真
に
は
、
勝
者
／
敗

者
の
単
純
な
二
分
法
を
こ
え
た
眼
差
し
が
刻
ま
れ
て
い
る
（
写
真
⑤o

）
。
し
か
し
、

廃
墟
か
ら
瓦
礫
を
黙
々
と
バ
ケ
ツ
・
リ
レ
ー
で
運
び
出
す
女
性
た
ち
の
こ
の
姿
に

は
、「
な
れ
の
果
て
」
を
見
つ
め
た
写
真
家
た
ち
で
さ
え
共
感
の
眼
差
し
を
注
い
だ
。

彼
女
た
ち
は
の
ち
に
「
瓦
礫
の
女
た
ち
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

写真③

写真④

写真⑤
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一
五
七

ド
イ
ツ
「
零
時
」
の
表
象

第
二
章

敗
者
に
と
っ
て
の
「
景
観
」

当
時
一
七
歳
の
少
女
、
リ
ー
ゼ
ロ
ッ
テ
・
Ｇ
は
、
ベ
ル
リ
ン
陥
落
の
日
々
を
淡
々

と
日
記
に
綴
っ
て
い
る
。

「
五
月
五
日
。
カ
イ
ザ
ー
大
通
り
に
戻
る
。
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
！
／
五
月
六
日
。
私

た
ち
の
家
に
二
一
発
の
命
中
弾
！
　
一
日
中
、
片
づ
け
と
荷
造
り
。
夜
に
嵐
。
ロ
シ

ア
人
が
来
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
で
、
ベ
ッ
ド
の
下
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
い
る
。
で

も
家
を
カ
タ
カ
タ
鳴
ら
し
て
い
る
の
は
砲
撃
だ
け
だ
っ
た
。
／
五
月
七
日
。
シ
ャ
ベ

ル
で
通
り
を
通
れ
る
よ
う
に
す
る
。
パ
ン
の
た
め
の
番
号
を
取
り
に
行
き
、
片
づ
け

と
清
掃
を
し
た
。
／
五
月
八
日
。
通
り
を
通
れ
る
よ
う
に
片
づ
け
る
。
パ
ン
を
手
に

入
れ
る
た
め
に
行
列
に
並
ん
だ
。
パ
パ
が
生
き
て
い
る
っ
て
い
う
知
ら
せ
。
／
五
月

九
日
。
停
戦
。
マ
ル
ギ
ッ
ト
が
飲
む
ミ
ル
ク
が
あ
る
。
／
五
月
一
〇
日
。
片
づ
け!0

。」

こ
の
日
記
に
描
か
れ
た
生
活
に
は
「
終
戦
」
の
区
切
り
が
な
い
。
た
し
か
に
砲
撃

は
止
ん
だ
が
、
瓦
礫
の
な
か
の
生
活
は
終
戦
以
前
に
始
ま
っ
て
お
り
、「
瓦
礫
の
女

た
ち
」
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
彼
女
の
「
パ
パ
」
は
ベ
ル
リ
ン
市
内
で
消
息
を

絶
っ
て
い
た
が
、
当
時
、
成
人
男
性
の
大
半
は
戦
場
に
赴
い
て
お
り
、
す
で
に
帰
ら

ぬ
人
と
な
っ
て
い
る
か
、
捕
虜
と
し
て
敵
軍
の
手
に
落
ち
て
い
た
。
瓦
礫
と
廃
墟
は

主
に
女
た
ち
の
生
活
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
は
苛
酷
な
生
存
競
争
の
場
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
「
片
づ
け
」
は
女
た
ち
の
仕
事
と
な
っ
た
。
生
き
残
る
こ
と
が
で
き

た
男
た
ち
は
、
憔
悴
し
、
精
神
的
に
も
、
肉
体
的
に
も
深
い
傷
を
負
っ
た
ま
ま
、
こ

の
空
間
に
帰
還
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
女
性
過
剰
の
事
態
は
つ
づ
き
、
こ
う
し

て
ド
イ
ツ
の
戦
後
は
「
女
の
時
代

シ
ュ
ト
ゥ
ン
デ」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
終
戦
四
〇
周
年
の

演
説
で
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
は
彼
女
た
ち
を
こ
う
讃
え
た
。

「
戦
い
が
終
る
こ
ろ
か
ら
、
確
た
る
未
来
の
見
通
し
も
な
い
ま
ま
、
先
頭
に
立
っ

て
石
を
一
つ
一
つ
積
み
上
げ
て
い
き
だ
し
た
の
は
彼
女
た
ち
で
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
を

は
じ
め
全
国
の
「
瓦
礫
の
女
た
ち
」
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
…
破
壊
や
、
荒
廃
、
あ

る
い
は
残
忍
で
非
人
間
的
な
行
為
の
せ
い
で
諸
民
族
が
内
面
的
に
崩
れ
て
し
ま
わ

ず
、
戦
い
が
終
っ
た
あ
と
し
だ
い
に
自
分
を
取
り
戻
し
た
の
は
、
ま
ず
も
っ
て
女
性

た
ち
の
お
か
げ
な
の
で
あ
り
ま
す!1

。」

瓦
礫
と
廃
墟
は
勝
者
だ
け
の
被
写
体
で
は
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
人
の
写
真
家
も
、

部
分
的
に
は
戦
勝
国
の
雑
誌
社
や
ド
イ
ツ
都
市
当
局
の
依
頼
を
受
け
て
、
自
分
た
ち

の
都
市
の
瓦
礫
と
廃
墟
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
て
い
る
。
そ
の
主
な
被
写
体
は
、
も

っ
と
も
破
壊
の
ひ
ど
い
都
市
区
の
建
造
物
や
記
念
碑
で
あ
っ
た
が
、
勝
者
の
写
真
家

と
は
異
な
り
、
そ
の
瓦
礫
と
廃
墟
の
な
か
で
の
ド
イ
ツ
人
の
苦
悩
の
姿
に
も
焦
点
が

当
て
ら
れ
た!2

。
Ｆ
・
ザ
イ
デ
ン
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
カ
ー
は
そ
の
代
表
的
な
写
真
家
で
あ
る
。

彼
は
ベ
ル
リ
ン
を
舞
台
に
、
ド
イ
ツ
人
の
視
点
か
ら
終
戦
後
の
「
現
実
」
を
撮
り
つ

づ
け
た
（
写
真
⑥
―
１
・
２!3

）。

し
か
し
、
無
名
の
写
真
家
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
ド
レ
ス
デ
ン
の
姿
（
写
真
⑦
）

が
、
瓦
礫
と
廃
墟
の
「
現
実
」
を
今
日
ま
で
表
象
＝
代
弁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
戦

争
末
期
の
四
五
年
二
月
の
空
襲
で
ド
レ
ス
デ
ン
は
そ
の
八
割
以
上
を
破
壊
さ
れ
、
そ

の
都
市
に
溢
れ
て
い
た
避
難
民
も
含
め
て
、
数
万
人
が
犠
牲
と
な
っ
た
。
第
二
次
世

界
大
戦
に
お
け
る
最
大
級
の
空
襲
被
害
で
あ
る
。
そ
の
被
害
の
大
き
さ
を
示
す
た
め

に
、
こ
の
写
真
は
市
庁
舎
塔
の
展
望
台
か
ら
撮
影
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
構

図
に
よ
っ
て
、
破
壊
規
模
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
空
撮
写
真
と
類
似
し
た
見
下
ろ
し

．
．
．
．

、

見
下
げ
る

．
．
．
．

視
線
が
、
廃
墟
と
化
し
た
市
街
地
に
注
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
記
念
碑
的

彫
刻
『
善
』
が
前
景
に
置
か
れ
る
こ
と
で
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
逆
転
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
写
真
を
見
る
者
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
市
民
あ
る
い
は
ド
イ
ツ

人
を
表
象
＝
代
表
す
る
こ
の
彫
刻
と
同
じ
視
線
を
廃
墟
に
向
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
う
し
て
空
撮
が
可
能
に
し
た
眺
め
る
者
と
眺
め
ら
れ
る
者
と
の
間
の
絶

対
的
な
距
離
は
失
わ
れ
、
廃
墟
は
自
己
の
も
の
と
な
る
。「
ド
レ
ス
デ
ン
」
は
「
私

た
ち
」
の
空
襲
体
験
と
な
り
、
そ
の
廃
墟
は
「
私
た
ち
」
の
空
間
に
属
す
る
。
そ
し

て
さ
ら
に
『
善
』
の
姿
は
こ
の
都
市
の
運
命
と
「
私
た
ち
」
の
犠
牲
と
苦
悩
を
表
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象
＝
代
弁
す
る
こ
と
に
な
る
。

復
興
が
進
む
な
か
で
瓦
礫
は
撤

去
さ
れ
、
損
傷
の
少
な
い
建
造
物

は
修
復
さ
れ
た
が
、
廃
墟
は
解
体

さ
れ
、
新
た
な
建
造
物
が
建
て
ら

れ
た
。
歴
史
的
な
価
値
を
認
め
ら

れ
た
記
念
碑
は
建
て
直
さ
れ
た

が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
君
主
像
な
ど
は

そ
の
価
値
を
認
め
ら
れ
ず
、
撤
去

さ
れ
た
。
瓦
礫
と
廃
墟
の
「
景
観
」

は
消
え
去
り
、
都
市
は
未
来
を
獲

得
し
て
い
く
と
同
時
に
、
過
去
を

取
り
戻
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

「
景
観
」
を
都
市
空
間
に
保
持
す

る
こ
と
も
試
み
ら
れ
た
。
廃
墟
が
記
念
碑
と
し
て
保
存
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
九
五
年
に
ド
イ
ツ
帝
国
初
代
皇
帝
の
功
績
を
讃
え
て
落
成
し
た
ベ
ル
リ
ン
の

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
皇
帝
記
念
教
会
は
、
四
三
年
一
一
月
の
空
襲
で
焼
け
落
ち
、
塔
の
部

分
が
廃
墟
と
な
っ
た
。
も
と
も
と
こ
の
教
会
が
人
気
を
博
し
た
記
念
碑
で
あ
っ
た
と

は
い
い
が
た
い
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ワ
イ
マ
ー
ル
時
代
、
古
典
主
義
の
ナ
チ
ス
時
代
に
、

こ
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
の
建
造
物
は
時
代
錯
誤
の
印
象
を
帯
び
て
い
っ
た
。
し
か
し

廃
墟
と
な
る
こ
と
で
、
こ
の
教
会
の
姿
は
異
様
な
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
焦
土
と
化
し
た
都
市
に
ド
イ
ツ
人
の
「
な
れ
の
果
て
」
を
見
た
シ
ャ
イ

ラ
ー
は
、
そ
の
雰
囲
気
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

「
そ
れ
が
ど
ん
な
に
ぞ
っ
と
す
る
建
築
物
だ
っ
た
か
は
記
憶
に
あ
る
。
霧
の
中
に

そ
れ
が
不
意
に
、
見
た
こ
と
も
な
い
建
物
の
よ
う
に
ぬ
っ
と
現
わ
れ
た

―
そ
の
破

壊
さ
れ
た
残
骸
の
輪
郭
は
灰
色
の
光
で
和
ら
げ
ら
れ
て
、
美
し
い
と
言
っ
て
も
い
い

写真⑥－１

写真⑥－２

写真⑦
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ド
イ
ツ
「
零
時
」
の
表
象

ほ
ど
だ
っ
た!4

。」

再
建
す
る
価
値
も
認
め
ら
れ
ず
、
こ
の
教
会
は
廃
墟
の
ま
ま
長
ら
く
放
置
さ
れ
た

が
、
復
興
計
画
に
お
い
て
交
通
障
害
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
五
七
年

に
Ｅ
・
ア
イ
ア
ー
マ
ン
の
構
想
に
基
づ
い
て
こ
の
教
会
を
解
体
し
、
新
し
い
近
代
的

教
会
を
建
築
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
計
画
が
知
れ
わ
た
る
と
、

解
体
反
対
の
市
民
運
動
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る!5

。
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
っ
て

い
た
ベ
ル
リ
ン
の
有
力
紙
『
タ
ー
ゲ
ス
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
に
よ
る
世
論
調
査!6

で
あ
る

た
め
、
正
確
な
数
字
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
が
、
ベ
ル
リ
ン
市
民
の
九
割
以
上
が

こ
の
教
会
の
存
続
に
賛
成
し
て
い
た
。
他
の
場
所
に
新
し
い
近
代
的
な
記
念
教
会
を

建
て
る
こ
と
に
過
半
数
以
上
が
賛
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
市
民
が
固
執
し
て

い
た
の
は
教
会
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
廃
墟
の
姿
だ
っ
た
。
も
と
も
と
記
念
碑

と
し
て
価
値
を
失
い
か
け
て
い
た
こ
の
教
会
は
、
廃
墟
と
な
る
こ
と
で
ア
ウ
ラ
を
獲

得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
教
会
の
廃
墟
は
存
続
し
、
近
代
的
な
教
会
が
そ
こ
に

隣
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た!7

。

本
来
、
瓦
礫
と
廃
墟
は
戦
争
と
い
う
究
極
的
な
暴
力
に
よ
る
醜
悪
な
産
物
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勝
者
だ
け
で
な
く
、
敗
者
も
そ
こ
に
美
学
的

価
値
を
見
出
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
次
章
で
考
察
し
て
み
よ
う
。

第
三
章

瓦
礫
と
廃
墟
の
美
学

―
物
語
ら
れ
た
「
景
観
」

終
戦
後
ま
も
な
く
、
ド
イ
ツ
の
瓦
礫
と
廃
墟
の
「
景
観
」
は
映
画
の
舞
台
と
な
っ

た
が
、
そ
の
も
っ
と
も
著
名
な
映
画
は
外
国
人
の
手
に
よ
っ
て
一
九
四
八
年
に
製
作

さ
れ
た
。
ベ
ル
リ
ン
で
撮
影
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
人
の
Ｒ
・
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
監
督
の

『
ド
イ
ツ
零
年
』
で
あ
る
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
物
語
の
主
人
公
は
一
三
歳
の
エ

ド
ム
ン
ド
。
病
気
の
父
、
戦
争
犯
罪
人
と
思
い
込
ん
で
家
庭
内
で
身
を
隠
す
兄
、
一

家
を
支
え
る
姉
か
ら
な
る
貧
困
家
族
の
末
っ
子
で
、
通
学
せ
ず
に
、
彼
も
闇
商
売
や

窃
盗
、
不
法
労
働
で
一
家
を
支
え
る
。
敵
対
的
な
人
間
関
係
の
な
か
で
、
エ
ド
ム
ン

ド
は
大
人
か
ら
だ
ま
さ
れ
、
搾
取
さ
れ
る
。
元
教
師
の
言
葉
を
信
じ
、
死
を
願
う
父

に
毒
を
盛
り
、
殺
害
し
た
こ
の
少
年
が
絶
望
の
あ
ま
り
投
身
自
殺
す
る
こ
と
で
、
こ

の
映
画
は
悲
劇
的
に
幕
を
閉
じ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
す
で
に
そ
の
二
年
前
に
、
同
じ
ベ
ル
リ
ン
で
撮
影
さ
れ
た
映
画
『
人

殺
し
は
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
い
る
』（
以
下
『
人
殺
し
』）
が
Ｗ
・
シ
ュ
タ
ウ
テ
監
督

に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
、
五
一
年
ま
で
に
五
〇
〇
万
人
の
観
客
を
動
員
し
て
い
た!8

。
主

な
登
場
人
物
は
、
東
部
戦
線
か
ら
帰
還
し
て
き
た
医
師
の
ハ
ン
ス
、
父
親
の
た
め
に

強
制
収
容
所
を
体
験
し
た
若
い
女
性
ズ
ザ
ン
ネ
、
前
線
で
ハ
ン
ス
の
上
官
で
あ
っ
た

ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
、
ズ
ザ
ン
ネ
の
父
親
代
わ
り
で
眼
鏡
屋
を
営
む
モ
ン
ト
シ
ャ
イ
ン

で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
に
帰
還
し
た
ズ
ザ
ン
ネ
は
モ
ン
ト
シ
ャ
イ
ン
と
再
会
す
る
が
、

そ
の
階
上
の
彼
女
の
住
居
に
は
ハ
ン
ス
が
居
座
っ
て
い
た
。
彼
女
は
ハ
ン
ス
に
退
去

を
求
め
る
が
、
彼
に
同
情
し
て
、
新
し
い
住
居
が
見
つ
か
る
ま
で
二
部
屋
を
シ
ェ
ア

す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。
し
か
し
ハ
ン
ス
の
生
活
は
乱
れ
て
い
た
。
キ
ャ
バ
レ
ー
で

飲
ん
だ
暮
れ
、
朝
帰
り
を
く
り
返
し
、
周
り
に
自
分
の
苦
悩
を
愚
痴
り
、
毒
づ
く

日
々
が
つ
づ
い
た
。
た
ま
た
ま
ズ
ザ
ン
ネ
は
、
戦
場
で
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
が
妻
に
渡

す
よ
う
に
ハ
ン
ス
に
託
し
た
手
紙
を
見
つ
け
る
。
そ
れ
を
届
け
た
彼
女
は
、
戦
死
し

た
は
ず
の
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
が
生
存
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
ハ
ン
ス
に
そ
の
こ
と

を
告
げ
る
。
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
は
三
六
人
の
男
性
、
五
四
人
の
女
性
、
三
一
人
の
子

ど
も
の
人
質
を
殺
戮
し
た
責
任
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
敵
の
攻
撃
の
な
か
で
そ
の

部
隊
は
逃
げ
惑
い
、
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
は
重
傷
を
負
い
、
死
を
覚
悟
し
て
ハ
ン
ス
に

妻
へ
の
手
紙
を
託
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
人
質
射
殺
命
令
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た

こ
と
が
、
帰
還
し
た
ハ
ン
ス
の
苦
悩
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
。
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
と

再
会
し
た
ハ
ン
ス
は
こ
の
戦
争
犯
罪
人
が
、
一
二
〇
人
の
従
業
員
を
抱
え
、
鉄
兜
を

調
理
な
べ
に
加
工
す
る
工
場
を
営
む
戦
争
成
金
に
な
っ
て
、
ぬ
け
ぬ
け
と
戦
後
を
生

き
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
殺
害
を
決
意
す
る
。
し
か
し
廃
墟
の
な
か
か
ら
医
師
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を
求
め
て
取
り
乱
す
女
性
が
現
わ
れ
た
た
め
、
ハ
ン
ス
は
殺
害
を
実
行
で
き
ず
、
女

性
の
娘
の
手
術
を
医
療
機
器
の
な
い
ま
ま
自
宅
で
行
い
、
そ
の
命
を
救
う
。
そ
の
後
、

出
征
し
た
息
子
の
無
事
を
祈
り
、
そ
の
帰
還
を
待
ち
わ
び
て
い
た
モ
ン
ト
シ
ャ
イ
ン

の
棺
が
運
び
出
さ
れ
、
そ
の
数
日
後
に
息
子
か
ら
手
紙
が
届
く
。
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
、

ハ
ン
ス
は
自
分
の
過
去
を
ズ
ザ
ン
ネ
に
語
り
、
ピ
ス
ト
ル
を
懐
に
偲
ば
せ
、
ひ
と
り

ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
の
と
こ
ろ
へ
向
か
う
。
ズ
ザ
ン
ネ
は
彼
の
決
意
を
書
い
た
メ
モ
を

見
つ
け
、
彼
の
後
を
追
う
。
ハ
ン
ス
に
銃
口
を
向
け
ら
れ
た
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
は
命

乞
い
を
す
る
が
、
発
砲
直
前
に
ズ
ザ
ン
ネ
は
ハ
ン
ス
に
駆
け
寄
り
、
そ
の
行
為
を
い

さ
め
る
。
監
獄
の
な
か
で
自
分
の
無
実
を
叫
ぶ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
の
姿
と
同
時
に
、

殺
さ
れ
た
人
び
と
の
肖
像
写
真
、
無
数
の
十
字
架
が
整
然
と
な
ら
ぶ
墓
地
が
映
し
出

さ
れ
て
、
こ
の
映
画
は
終
る
。

同
じ
終
戦
後
の
ベ
ル
リ
ン
を
舞
台
に
し
て
い
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
映
画
は
そ
の

描
き
方
に
お
い
て
実
に
対
照
的
で
あ
る
。『
ド
イ
ツ
零
年
』
が
描
き
出
し
て
い
る
の

は
、
互
い
が
利
他
的
に
敵
対
す
る
世
界
で
あ
り
、
逆
転
さ
れ
た
世
界

―
父
親
や
兄

か
ら
養
わ
れ
る
は
ず
の
子
供
が
、
闇
商
売
で
働
き
、
彼
ら
を
養
う
世
界
。
子
供
を
保

護
す
べ
き
大
人
が
、
教
え
子
を
利
用
し
て
闇
商
売
を
行
い
、
子
供
の
闇
商
売
の
商
品

を
二
束
三
文
の
缶
詰
と
強
引
に
交
換
す
る
世
界

―
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
イ

タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
映
画
は
、『
人
殺
し
』
よ
り
も
ず
っ
と
リ
ア
ル
に
瓦
礫
と
廃

墟
の
世
界
を
描
い
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
「
景
観
」
は
主
人
公
に
苦

悩
を
も
た
ら
す
背
景
で
あ
り
、
そ
れ
が
美
的
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
廃
墟

は
主
人
公
の
少
年
が
投
身
自
殺
を
遂
げ
る
悲
劇
の
場
な
の
で
あ
る
。
一
方
、『
人
殺

し
』
で
は
瓦
礫
と
廃
墟
は
単
な
る
背
景
で
は
な
く
、
も
っ
と
表
現
豊
か
で
あ
る
。
ハ

ン
ス
が
ズ
ザ
ン
ネ
に
毒
づ
き
、
傷
つ
い
た
ズ
ザ
ン
ネ
が
ア
パ
ー
ト
を
飛
び
出
し
、
反

省
し
た
彼
が
追
い
か
け
て
、
二
人
が
和
解
す
る
場
面
が
あ
る
（
写
真
⑧
）。
こ
こ
で
は

瓦
礫
と
廃
墟
が
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
こ
の
映
画
が
意
図
的
に
瓦
礫

と
廃
墟
を
美
的
に
演
出
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
美
的
価
値
は
何
に
由

来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
映
画
に
限
ら
ず
、
そ
の
価

値
は
三
つ
の
美
学
に
基
づ
い

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
告
発
の
美
学
。

す
な
わ
ち
終
戦
後
の
自
己
の

苦
悩
を
瓦
礫
と
廃
墟
に
投
影

さ
せ
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た

者
に
対
す
る
怒
り
を
そ
の

「
景
観
」
に
表
象
＝
代
弁
さ

せ
る
美
学
で
あ
る
。
『
ド
イ

ツ
零
年
』
で
は
そ
の
苦
悩
を

も
た
ら
し
た
者
へ
の
告
発
は

表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の

映
画
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
怒
り
は
瓦
礫
と
廃
墟
で
の
悲
惨
な
生
活
に
向
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
由
来
に
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
『
人
殺
し
』

の
場
合
、
そ
の
主
題
は
悲
惨
な
生
活
自
体
に
は
な
い
。
ハ
ン
ス
の
苦
悩
は
そ
の
生
活

で
は
な
く
、
過
去
の
戦
争
体
験
に
由
来
し
て
お
り
、
彼
の
怒
り
も
そ
の
戦
争
体
験
を

も
た
ら
し
た
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
モ
ン
ト
シ
ャ
イ
ン
の
場
合
に

は
出
征
し
た
息
子
の
消
息
に
苦
悩
の
由
来
が
あ
り
、
彼
は
瓦
礫
と
廃
墟
の
な
か
で
静

か
に
そ
の
苦
悩
に
耐
え
て
い
る
。
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
酒
に
お
ぼ
れ
て
い
た
ハ
ン
ス

は
、
戦
死
し
て
い
た
と
信
じ
て
い
た
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
が
生
き
て
い
る
こ
と
に
衝
撃

を
受
け
る
が
、
告
発
す
る
相
手
を
得
る
こ
と
で
そ
の
苦
悩
に
意
味
が
与
え
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
自
分
自
身
を
攻
撃
し
て
い
た
彼
の
心
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
外
部
に
矛
先
を
代

え
、
彼
は
本
来
の
自
己
を
回
復
し
て
い
く
。
瓦
礫
と
廃
墟
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
は

も
は
や
、
悲
惨
な
生
活
に
苦
し
む
惨
め
な
自
己
で
は
な
い
。
告
発
に
よ
っ
て
こ
の

写真⑧
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一
六
一

ド
イ
ツ
「
零
時
」
の
表
象

「
景
観
」
は
自
己
回
復
の
空
間
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

占
領
下
で
製
作
さ
れ
た
こ
の
『
人
殺
し
』
で
は
、
告
発
は
戦
争
犯
罪
人
に
向
け
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
空
襲
体
験
者
の
多
く
の
怒
り
は
、
瓦
礫
と
廃
墟
を
直
接
的
に
も

た
ら
し
た
者
、
す
な
わ
ち
連
合
軍
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
告
発
は
よ
う
や
く

五
一
年
に
な
っ
て
公
的
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
旧
落
下
傘
部
隊
将
軍
Ｈ
・

Ｂ
・
ラ
ム
ケ
が
旧
Ｓ
Ｓ
の
集
会
で
、
真
の
戦
争
犯
罪
者
は
「
戦
略
上
の
理
由
も
な
く

全
都
市
を
破
壊
し
、
広
島
に
爆
弾
を
落
と
し
、
新
し
い
原
子
爆
弾
を
製
造
し
て
い
る
」

者
だ
と
演
説
し
た
の
で
あ
る!9

。
ア
メ
リ
カ
軍
の
世
論
調
査
で
は
、
こ
の
発
言
を
本
質

的
に
正
し
い
（
三
一
％
）、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
正
し
い
（
二
五
％
）
と
評
価
す
る

ド
イ
ツ
市
民
が
過
半
数
を
こ
え
、
否
定
す
る
者
は
四
分
の
一
に
す
ぎ
な
か
っ
た@0

。
ド

イ
ツ
の
ア
レ
ン
ス
バ
ッ
ハ
世
論
調
査
で
も
、
四
六
％
の
市
民
が
こ
の
発
言
に
共
感
し

て
い
る@1

。
帝
都
ベ
ル
リ
ン
で
も
、
ル
ー
ル
の
工
業
都
市
で
も
な
く
、
文
化
都
市
ド
レ

ス
デ
ン
の
空
襲
被
害
の
写
真
が
瓦
礫
と
廃
墟
の
「
景
観
」
を
表
象
＝
代
弁
す
る
こ
と

に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
。
ド
レ
ス
デ
ン
は
他
の
ド
イ
ツ
都
市
と
比
較

し
て
政
治
・
軍
事
的
に
非
常
に
「
無
辜
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
連
合
軍
へ

の
告
発
に
よ
っ
て
苦
悩
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
者
は
、
極
右
主
義
的
傾
向
を
も

つ
一
部
の
ド
イ
ツ
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
戦
争
自
体
と
そ
れ
を
引
き
起
こ
し

た
ナ
チ
ス
に
そ
の
告
発
の
刃
は
向
け
ら
れ
た
。
戦
後
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
皇
帝
記
念
教

会
は
幾
度
か
反
戦
運
動
の
舞
台
に
も
な
り
、
後
述
す
る
エ
ッ
ケ
ル
ト
も
そ
の
姿
を
写

真
に
収
め
て
い
る
（
写
真
⑨@2

）
が
、
こ
の
と
き
運
動
家
た
ち
は
告
発
の
美
学
に
基
づ

い
て
こ
の
廃
墟
に
自
己
を
投
影
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
追
悼
の
美
学
。
す
な
わ
ち
死
者
の
声
を
代
弁
す
る
美
学
で
あ
る
。
匿
名

の
ベ
ル
リ
ン
女
性
は
四
五
年
五
月
一
四
日
の
日
記
に
「
消
火
栓
に
向
か
う
途
中
で
、

私
は
多
く
の
墓
の
前
を
通
り
過
ぎ
た
。
ほ
と
ん
ど
ど
の
前
庭
に
も
こ
の
無
言
の
宿
が

あ
っ
た@3

」
と
記
し
て
い
る
。
瓦
礫
と
廃
墟
は
、
空
襲
犠
牲
者
や
地
上
戦
で
倒
れ
た
者

た
ち
の
死
に
場
所
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
墓
場
で
も
あ
っ
た
。『
人
殺
し
』
も
、
瓦
礫

と
廃
墟
の
な
か
に
埋
葬
さ
れ
た
兵

士
の
墓
の
シ
ー
ン
を
映
し
出
す
こ

と
で
始
ま
っ
て
い
る
（
写
真
⑩
）
。

ハ
ン
ス
の
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
へ
の

告
発
は
、
彼
が
殺
し
た
人
質
、
そ

し
て
彼
が
利
益
を
搾
り
取
っ
た
戦

没
者
の
声
の
代
弁
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
最
後
の
場
面
で
、
ズ
ザ
ン
ネ

の
「
私
た
ち
に
は
裁
く
権
利
は
な

い
」
の
言
葉
に
ハ
ン
ス
は
、「
そ

う
だ
ね
、
ズ
ザ
ン
ネ
。
で
も
、
告

発
し
、
償
い
を
求
め
る
義
務
は
あ

る
。
罪
な
く
殺
戮
さ
れ
た
何
百
万

も
の
人
び
と
に
代
わ
っ
て
」
と
答

え
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も

こ
の
映
画
は
『
ド
イ
ツ
零
年
』
と

対
照
的
で
あ
る
。
父
親
に
毒
薬
を

盛
っ
た
少
年
の
投
身
自
殺
で
終
る

『
ド
イ
ツ
零
年
』
に
と
っ
て
、
瓦

礫
と
廃
墟
は
死
者
の
眠
る
「
景
観
」

で
は
な
く
、
死
を
も
た
ら
す
空
間

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
に

お
け
る
戦
没
者
の
追
悼
と
そ
の
記

念
碑
に
は
長
い
伝
統
が
あ
る
。
そ

の
歴
史
を
こ
こ
で
詳
述
す
る
紙
面

写真⑨写真⑩
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一
六
二

上
の
余
裕
は
な
い
が
、
以
下
の
こ
と
だ
け
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦

争
以
降
に
、
戦
没
者
の
追
悼
と
そ
の
記
念
碑
は
国
民
国
家
と
そ
の
国
民
を
形
成
す
る

上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
初
期
の
記
念
碑
は
、
死
者
と
い
う
よ
り
も
、
君

主
や
将
軍
の
よ
う
な
功
績
者
を
讃
え
る
形
態
の
も
の
が
主
流
だ
っ
た
。
し
か
し
世
紀

転
換
期
以
後
に
な
る
と
、
記
念
碑
は
戦
没
者
崇
拝
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
り
、
一

般
兵
士
の
死
を
追
悼
す
る
も
の
に
変
化
し
た
。
死
者
の
階
層
・
地
域
・
年
齢
・
性
別

の
差
異
を
排
除
し
、
超
越
的
な
国
民
表
象
を
可
能
に
す
る
た
め
、
記
念
碑
は
抽
象
・

幾
何
学
化
と
い
う
意
味
で
ミ
ニ
マ
ム
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
を
「
空
虚
化
・
無
化
」

の
戦
術
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
空
虚
や
無
と
い
う
も
の
は
、「
あ
っ
た
」
と
い

う
存
在
と
、
そ
れ
が
「
な
い
」
と
い
う
非
在
を
同
時
に
考
え
さ
せ
、
そ
の
こ
と
で
後

悔
の
念
や
欲
求
を
呼
び
起
こ
す
の
だ
か
ら
、
存
在
よ
り
も
ず
っ
と
充
実
し
た
表
象
で

あ
る
と
、
そ
の
観
念
の
批
判
者
で
あ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
指
摘
し
て
い
る@4

が
、
ミ
ニ
マ

ム
化
さ
れ
た
記
念
碑
に
は
、「
空
虚
・
無
」
の
観
念
が
も
つ
充
実
し
た
表
象
の
可
能

性
が
死
者
の
表
象
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
、
前
掲
の
ザ
イ
デ
ン
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
カ
ー
や
ド
レ
ス
デ
ン
空
襲
の
写
真
が
映

し
出
し
、『
人
殺
し
』
で
も
頻
繁
に
登
場
し
て
い
る
廃
墟
の
形
態
に
注
目
し
た
い
。

そ
れ
は
、
空
洞
と
な
っ
た
内
部
空
間
を
崩
れ
残
っ
た
外
壁
が
包
み
込
ん
で
い
る
も
の

だ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
空
虚
化
・
無
化
の
戦
略
に
そ
っ
た
追
悼
の
「
記
念
碑
」
が

戦
争
暴
力
に
よ
っ
て
偶
然
に
も
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
瓦
礫
の
山
も
、
生
活
可
能

な
半
壊
の
建
造
物
も
、
空
洞
を
も
つ
こ
の
廃
墟
ほ
ど
の
追
悼
の
充
実
し
た
表
象
力
は

も
ち
え
な
い
。「
原
爆
ド
ー
ム
」
型
と
も
い
う
べ
き
こ
の
廃
墟
が
「
景
観
」
を
表

象
＝
代
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
廃
墟
と
し
て
の
「
記
念
碑
」

は
、
意
図
的
に
造
り
上
げ
ら
れ
た
そ
れ
ま
で
の
戦
没
者
記
念
碑
と
は
同
じ
で
は
な
い
。

死
と
そ
の
表
象
の
あ
り
方
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
残
骸
と
し
て
の
廃
墟

は
戦
争
暴
力
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
産
物
で
あ
り
、
軍
事
施
設
の
廃
墟
で
も
な

い
か
ぎ
り
、
完
全
に
受
動
的
な
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
廃
墟
と
し
て
の
「
記

念
碑
」
は
戦
争
暴
力
を
行
使
さ
れ
て

．
．
．
．
．

命
を
奪
わ
れ
た

．
．
．
．

受
動
的
な
犠
牲
者
（victim

）

を
表
象
＝
代
弁
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
戦
争
暴
力
を
行
使
し
て

．
．
．
．

命
を
捧
げ
た

．
．
．

能
動
的

な
犠
牲
者
（sacrifice

）
の
た
め
の
戦
没
者
記
念
碑

―
例
え
ば
靖
国
神
社

―
が

そ
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
空
洞
化
し
た
廃
墟
と
な
っ
た
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
皇
帝
記
念
教
会
も
ま
さ
に
受
動
的
な
犠
牲
者
を
追
悼
す
る
「
原
爆
ド
ー
ム
」

型
の
記
念
碑
で
あ
り
、
シ
ャ
イ
ラ
ー
で
さ
え
も
が
「
そ
の
破
壊
さ
れ
た
残
骸
の
輪
郭
」

に
不
気
味
な
美
を
感
じ
取
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
が
、
再
生
の
美
学
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
瓦
礫
と
廃
墟
は
、
崩
壊
し
た
過

去
を
清
算
し
、
未
来
を
構
築
し
て
い
く
「
零
時@5

」
を
表
象
＝
代
弁
し
て
い
る
。『
ド

イ
ツ
零
年
』
は
苦
悩
を
死
に
よ
っ
て
終
焉
さ
せ
て
い
る
が
、『
人
殺
し
』
で
は
苦
悩

は
克
服
さ
れ
、
生
き
る
希
望
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
『
人
殺
し
』
で
苦
悩
し

て
い
た
の
は
ハ
ン
ス
と
モ
ン
ト
シ
ャ
イ
ン
、
す
な
わ
ち
男
だ
け
で
あ
る
。
ズ
ザ
ン
ネ

は
強
制
収
容
所
か
ら
帰
還
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
苦
悩
を
ほ
と
ん
ど
語
る
こ

と
な
く
、
暗
い
時
代
が
過
ぎ
去
り
、
画
家
と
し
て
の
仕
事
を
再
開
で
き
る
こ
と
に
喜

び
を
感
じ
る
。
生
活
の
再
出
発
の
第
一
歩
と
し
て
彼
女
は
、
ハ
ン
ス
が
荒
れ
た
ま
ま

放
置
し
て
い
た
部
屋
の
片
づ
け
を
始
め
る
。
こ
の
映
画
に
は
前
述
の
「
瓦
礫
の
女
た

ち
」
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
シ
ー
ン
で
ズ
ザ
ン
ネ
は
ま
さ
に
こ
の
「
女
た
ち
」
を
象

徴
的
に
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
の
ち
に
終
戦
期
を
テ
ー
マ
に
し
た
映
画
―
―
例
え

ば
Ｒ
・
Ｗ
・
フ
ァ
ス
ビ
ン
ダ
ー
の
『
マ
リ
ア
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
結
婚
生
活
』（
一
九
七
九

年
）
や
Ｊ
・
フ
ィ
ル
ス
マ
イ
ヤ
ー
の
『
カ
テ
ィ
の
愛
し
た
人
』（
一
九
九
一
年
）

―

に
お
い
て
も
こ
の
「
女
た
ち
」
は
象
徴
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
告
発
と
追
悼

の
場
で
あ
っ
た
瓦
礫
と
廃
墟
の
「
景
観
」
は
「
瓦
礫
の
女
た
ち
」
が
挿
入
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
再
生
の
美
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た@6

。

ア
メ
リ
カ
軍
の
捕
虜
生
活
か
ら
帰
還
し
、
戦
後
の
ベ
ル
リ
ン
の
移
り
変
わ
り
を
撮

影
し
つ
づ
け
た
写
真
家
Ｗ
・
エ
ッ
ケ
ル
の
写
真
に
は
、
復
興
し
て
い
く
ベ
ル
リ
ン
の

市
民
生
活
の
背
景
と
し
て
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
皇
帝
記
念
教
会
の
廃
墟
が
頻
繁
に
登
場
す
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一
六
三

ド
イ
ツ
「
零
時
」
の
表
象

る
。（
写
真
⑪
―
１
・
２@7

）。

こ
こ
で
は
、
こ
の
教
会

は
終
戦
の
姿
の
ま
ま

「
零
時
」
を
刻
み
つ
け

て
い
る
が
、
そ
の
周
り

に
は
新
た
な
建
造
物
が

再
建
さ
れ
、
そ
こ
で
豊

か
な
市
民
生
活
が
営
ま

れ
て
い
く
復
興
の
あ
り

さ
ま
が
映
し
出
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
時
間
の

停
止
し
た
こ
の
廃
墟

は
、
復
興
の
進
捗
度
を

測
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
帝
国
官
房
官
房
や

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク

門
、
帝
国
国
会
議
事
堂

の
廃
墟
は
ド
イ
ツ
政
治

の
解
体
を
、
オ
ペ
ラ
座

や
宮
殿
の
廃
墟
は
ド
イ

ツ
文
化
の
崩
落
を
表
現

し
て
い
た
が
、
繁
華
街
に
位
置
し
て
い
た
記
念
教
会
の
廃
墟
の
姿
は
社
会
的
な
日
常

生
活
の
崩
壊
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
政
治
」
と
「
文
化
」
は
伝
統
に
基
づ

き
、
そ
の
保
持
と
構
築
を
前
提
に
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
記
念
碑
は
解
体
か
復
元
か

の
選
択
を
迫
ら
れ
た
。
解
体
・
崩
壊
さ
れ
た
ま
ま
の
伝
統
の
姿
は
、
告
発
の
声
に
は

な
り
え
て
も
、
そ
の
分
断
と
喪
失
を
表
現
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
変

化
を
運
命
づ
け
ら
れ
、
伝
統
を
乗
り
こ
え
て
い
く
「
社
会
」
の
記
念
碑
と
な
っ
た
記

念
教
会
は
、
日
常
生
活
を
取
り
戻
し
て
い
く
変
化
の
指
標
と
し
て
、
廃
墟
の
姿
自
体

に
価
値
を
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
廃
墟
は
再
生
を
象
徴
す
る
「
零
時
」

の
記
念
碑
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章

「
景
観
」
の
国
民
化

ハ
ン
ス
や
ズ
ザ
ン
ネ
は
窓
ガ
ラ
ス
の
破
れ
た
半
壊
の
ア
パ
ー
ト
で
生
活
し
て
い
る

が
、
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
は
戦
争
成
金
と
し
て
豊
か
な
家
族
生
活
を
享
受
し
て
い
る
。

ハ
ン
ス
が
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
を
訪
ね
る
と
、
大
き
な
花
を
飾
っ
た
執
務
室
の
窓
の
外

に
は
廃
墟
の
「
景
観
」
が
広
が
っ
て
い
る
（
写
真
⑫
）。
こ
ち
ら
が
戦
争
犯
罪
人
か
つ

戦
争
受
益
者
の
世
界
で
あ
り
、
向
こ
う
に
瓦
礫
と
廃
墟
の
世
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
苦

悩
者
と
困
窮
者
と
「
瓦
礫
の
女
た
ち
」
の
「
無
辜
」
の
世
界
で
あ
る
。
殺
害
の
た
め

に
ハ
ン
ス
か
ら
そ
の
世
界
に
連

れ
出
さ
れ
た
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー

は
、
お
そ
ら
く
は
そ
こ
で
倒
れ

た
兵
士
の
も
の
で
あ
ろ
う
ヘ
ル

メ
ッ
ト
を
ぞ
ん
ざ
い
に
蹴
飛
ば

す
。
ハ
ン
ス
は
殺
害
に
失
敗
す

る
が
、
代
わ
り
に
廃
墟
に
住
む

少
女
の
命
を
救
う
こ
と
に
な

る
。
母
親
が
感
謝
の
言
葉
を
失

っ
て
い
る
と
き
に
、
ハ
ン
ス
が

彼
女
に
そ
の
言
葉
を
述
べ
る
。

こ
の
利
他
的
行
為
に
よ
っ
て
彼

は
医
師
と
し
て
の
自
己
を
取
り

写真⑪－１写真⑪－２

写真⑫
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一
六
四

戻
し
、
生
き
る
意
味
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
彼
は
瓦
礫
と
廃
墟
の
連

帯
共
同
体
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
、
ブ
リ
ュ
ッ
ク
ナ
ー
は
キ
ャ
バ
レ
ー
女

性
と
戯
れ
て
い
る
（
写
真
⑬
）。
死
者
か
ら
搾
り
取
っ
た
金
で
享
楽
に
ふ
け
る
彼
は
、

追
悼
の
共
同
体
に
も
属
し
て
は
い
な
い
。
キ
ャ
バ
レ
ー
女
性
も
「
瓦
礫
の
女
た
ち
」

と
は
別
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。
再
生
の
あ
り
方
が
異
な
っ
て
い
る
。

『
08
／
15
』
の
三
部
作
（
五
四
年
、
五
五
年
、
五
六
年
）
や
『
犬
ど
も
よ
、
永
遠
に

生
き
た
い
か
』（
五
八
年
）
の
よ
う
な
戦
争
映
画@8

は
、
ヒ
ト
ラ
ー
や
ナ
チ
ス
幹
部
、
あ

る
い
は
そ
の
命
令
に
盲
従
す
る
軍
人
を
、
功
名
心
や
物
欲
か
ら
一
般
兵
士
の
命
を
粗

末
に
扱
う
エ
ゴ
イ
ス
ト
や
戦
争
犯
罪
人
、
敵
前
逃
亡
者
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。

そ
の
意
図
は
、
こ
の
ナ
チ
ス
的
人
物
を
西
ド
イ
ツ
共
同
体
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
愛
国
心
に
基
づ
い
て
連
帯
し
、
勇
猛
に
戦
い
、
そ
し
て
倒
れ
、
あ
る
い
は
肉

体
・
精
神
的
に
傷
を
負
っ
た
犠
牲
者
た
ち
の
共
同
体
と
し
て
国
民
を
形
成
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
Ｂ
・
ヴ
ィ
ッ
キ
ー
監
督
の
『
橋
』（
五
九
年@9

）
が
そ
の
典
型
的
な
事
例

で
あ
る
が
、
当
時
の
戦
争
映
画

に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
犠
牲

者
＝
国
民
は
追
悼
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る#0

。

瓦
礫
と
廃
墟
を
映
し
出
し
た

写
真
と
映
像
と
記
念
碑
も
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
国
民
形
成
の
試
み

で
あ
っ
た
。
こ
の
試
み
を
通
し

て
、
瓦
礫
と
廃
墟
の
世
界
は
西

ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
民
的
空
間

の
原
点
、
す
な
わ
ち
「
零
時
」

の
姿
に
な
っ
た
。
こ
の
世
界
で

苦
悩
・
困
窮
し
、
私
的
な
欲
望

を
追
及
せ
ず
、
連
帯
し
て
復
興
を
め
ざ
し
て
い
た
「
私
た
ち
」
が
国
民
で
あ
る
。
戦

争
犯
罪
に
手
を
染
め
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
「
男
た
ち
」
で
は
な
く
、「
無
辜
」
で
、

「
献
身
的
」
な
「
瓦
礫
の
女
た
ち
」
が
そ
の
模
範
的
な
人
物
像
に
な
っ
た
。
こ
こ
は

受
動
的
な
犠
牲
者
の
共
同
体
で
あ
る
。
戦
争
犯
罪
人
は
こ
の
共
同
体
に
は
属
し
て
い

な
い
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
ド
イ
ツ
人
の
集
団
的
罪
で
は
な
い

―
そ
の
よ
う
な
世
界

像
が
、
西
ド
イ
ツ
人
の
終
戦
の
記
憶
を
深
く
刻
印
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
人
の
終
戦
の
時
空
間
は
多
様
な
体
験
か
ら
織
り
込
ま

れ
て
い
る
。
一
九
五
六
年
の
世
論
調
査#1

に
よ
れ
ば
、
戦
時
中
に
住
居
の
全
壊
を
経
験

し
た
者
は
二
九
％
、
半
壊
は
二
〇
％
で
、
五
一
％
は
そ
の
よ
う
な
被
害
を
免
れ
て
い

る
。
少
な
く
と
も
過
半
数
が
瓦
礫
と
廃
墟
の
世
界
に
は
属
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
村
落
地
域
で
は
そ
の
数
字
は
七
割
を
こ
え
る
。
し
か
し
大
都
市
の
世
界
の
内
部

も
深
く
分
裂
し
て
い
た
。
終
戦
直
前
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
訪
れ
た
ア
メ
リ
カ
諜
報

部
員
Ｒ
・
Th
・
ペ
ル
は
、
瓦
礫
と
廃
墟
が
「
貧
乏
人
」
の
世
界
で
あ
り
、「
ブ
ル
ジ

ョ
ア
ジ
ー
」
は
「
零
時
」
を
経
験
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
豊
か
な
者
は
郊
外
や
バ
ー
ト
・
ホ
ム
ブ
ル
ク
や
ウ
ル
ゼ
ル
の
よ
う
な
周
辺
の
都

市
で
ほ
と
ん
ど
損
害
を
受
け
ず
に
、
な
に
不
自
由
な
く
生
活
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
人
び
と
は
使
用
人
と
と
も
に
そ
こ
に
住
み
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ぜ
い
た
く
品

を
も
っ
て
い
る
。
…
加
え
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
新
鮮
な
野
菜
、
卵
、
ミ
ル
ク
、

す
べ
て
の
種
類
の
十
分
な
漬
物
と
保
存
食
な
ど
、
か
な
り
食
べ
る
も
の
を
も
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
都
市
に
戻
っ
た
貧
乏
人
は
、
得
ら
れ
る
も
の
な
ら
少
し
で
も
手
に

入
れ
よ
う
と
、
ほ
と
ん
ど
一
日
中
、
行
列
に
並
ん
で
い
る#2

。」

故
郷
を
追
わ
れ
た
数
百
万
の
避
難
民
の
運
命
も
多
様
だ
っ
た
が
、
そ
の
多
く
に
と

っ
て
都
市
の
地
元
住
民
の
生
活
も
「
ま
と
も
」
に
見
え
た
よ
う
だ
。
ズ
デ
ー
デ
ン
か

ら
脱
出
し
、
終
戦
か
ら
一
ヶ
月
も
す
ぎ
て
い
な
い
ベ
ル
リ
ン
に
「
ま
っ
た
く
ぼ
ろ
ぼ

ろ
で
、
汚
い
格
好
」
で
命
辛
々
た
ど
り
着
い
た
エ
ッ
シ
ェ
ン
ブ
ル
ク
姉
妹
は
、「
す

で
に
多
く
の
人
び
と
が
元
気
に
な
っ
て
お
り
、
き
れ
い
に
着
飾
っ
て
散
策
し
て
い
た
」

写真⑬
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一
六
五

ド
イ
ツ
「
零
時
」
の
表
象

こ
と
に
驚
い
た
。
こ
の
人
び
と
は
空
腹
の
子
供
た
ち
に
「
ま
ぁ
、
か
わ
い
そ
う
な
子
、

か
わ
い
そ
う
な
子
」
と
い
つ
も
同
情
し
て
い
た
と
い
う#3

。

瓦
礫
と
廃
墟
の
世
界
は
性
的
に
も
中
立
で
は
な
く
、
女
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い

た
。
そ
し
て
、「
瓦
礫
の
女
た
ち
」
は
復
興
の
未
来
の
た
め
に
名
誉
あ
る
献
身
的
な

奉
仕
を
行
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
Ｋ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
八
〇
年
代
に
次
の

よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

「
私
た
ち
は
石
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
気
分
の
悪
い

作
業
だ
っ
た
。
そ
し
て
私
は
窓
か
ら
「
ナ
チ
女
を
連
れ
て
き
て
よ
、
も
う
い
い
か
げ

ん
に
し
て
」
と
叫
ん
だ
。
し
か
し
私
に
は
選
択
の
余
地
は
な
か
っ
た
。
私
は
一
文
無

し
だ
っ
た
か
ら
だ
。
私
は
金
を
稼
が
ね
ば
な
ら
ず
、
石
を
ト
ン
ト
ン
打
っ
た#4

。」

当
初
、
こ
の
労
働
は
占
領
政
権
が
旧
ナ
チ
党
員
の
家
族
に
科
し
て
い
た
「
罰
」
だ

っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
人
手
は
足
り
ず
、
こ
の
仕
事
は
空
腹
の
日
々
の
糧
に
あ
り

つ
く
た
め
に
多
く
の
女
性
か
ら
選
択
さ
れ
た
。
重
労
働
は
食
料
配
給
量
で
報
わ
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
解
体
と
撤
去
の
作
業
は
、
現
実
に
は
そ
の
大
半
が
「
女

た
ち
」
の
手
で
は
な
く
、
機
械
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た#5

。

し
か
し
、
瓦
礫
と
廃
墟
の
世
界
に
自
己
の
運
命
が
同
一
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
多
様

で
あ
っ
た
は
ず
の
終
戦
体
験
は
個
別
・
具
体
性
を
こ
え
た
抽
象
・
集
団
的
な
運
命
に

変
わ
り
、
そ
れ
に
超
越
的
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
「
零
時
」

の
景
観
に
彩
ら
れ
た
犠
牲
者
た
ち
の
「
運
命
共
同
体
」
は
西
ド
イ
ツ
国
民
共
同
体
の

原
風
景
と
し
て
、「
私
た
ち
」
の
過
去
を
表
象
＝
代
表
し
、
記
憶
さ
れ
、「
国
民
の
物

語
」
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
西
ド
イ
ツ
で
は
五
月
八
日
の
「
終
戦
の
日
」

に
は
「
敗
北
」
や
「
崩
壊
」
と
い
っ
た
否
定
的
な
評
価
し
か
下
さ
れ
ず
、
公
的
に

「
解
放
」
の
日
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
記
憶
さ
れ
る
の
は
八
〇
年
代
以
降
で
あ
る#6

。

し
た
が
っ
て
こ
の
国
に
は
「
八
月
一
五
日
」
の
よ
う
な
「
終
戦
記
念
日
」
は
存
在
し

な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
西
ド
イ
ツ
は
日
本
の
よ
う
に
終
戦
の
日．
を
神
話
化
す

る
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
共
同
体
も
や
は
り
、
終
戦
の
日
々
．
．

を
神

話
化
す
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

q

K
lau

s-Jorg
R

u
h

l,
(H

g.),
D

eu
tsch

lan
d
1945

:
A

lltag
zw

isch
en

K
rieg

u
n

d
F

rieden
in

B
erich

ten
,D

oku
m

en
ten

u
n

d
B

ildern
/h

erau
sgegeben

.

—
3.A

u
fl.,D

arm
stadt,1985,S

.149.

w

M
argaret

B
ou

rke-W
h

ite,
D

eu
tsch

lan
d,

A
pril

1945,
M

ü
n

ch
en

,
1979,

P
h

oto22.

e

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ャ
イ
ラ
ー
『
第
三
帝
国
の
終
り
』（
大
島
か
お
り
訳
、
筑
摩
書
房
）

1987

年
、135-6

頁
、134

頁
。

r

Jew
gen

iC
h

aldej,V
on

M
oskau

n
ach

B
erlin

,B
erlin

,1995,S
.65.

t

Ibid.,S
.102.

y

R
ein

h
ard

R
ü

ru
p,

(H
g.),

B
erlin

1945:
E

in
e

D
oku

m
en

tation
,

B
erlin

,

1995,S
.63.

u

Ibid.,S
.62.

i

B
ou

rke-W
h

ite,D
eu

tsch
lan

d,P
h

oto
49.

o

R
obert

C
apa,S

om
m

ertage,F
rieden

stage,B
erlin

1945,S
.7.

!0

R
ein

h
ard

R
ü

ru
p,(H

g.),B
erlin

1945,S
.134f.

!1

『
荒
れ
野
の
四
〇
年
』（
永
井
清
彦
訳
、
岩
波
書
店
）、
一
三
頁
。

!2

V
gl.,

J
en

s
J

ä
ger,

F
otogra

p
h

ie
–

E
rin

n
eru

n
g

–
Id

en
titä

t.
D

er

T
räm

m
erau

fn
ah

m
en

au
s

deu
tsch

en
S

tädten
1945,

in
:

J.
H

ilm
an

n
/

J.

Z
im

m
erm

an
n

,(H
g.),K

riegsen
de
1945

in
D

eu
tsch

lan
d,M

ü
n

ch
en

,2002.

!3

F
riedrich

S
eiden

stü
ck

er,
D

er
faszin

ieren
de

A
u

gen
blick

,
B

erlin
,

1987,S
.40,42.

!4

シ
ャ
イ
ラ
ー
『
第
三
帝
国
の
終
り
』
一
三
八
頁
。

!5

V
.

F
row

ein
-Z

iroff,
D

ie
K

a
iser

W
ilh

elm
-G

ed
ä

ch
tn

isk
irch

e.

E
n

tsteh
u

n
g

u
n

d
B

edeu
tu

n
g,

B
erlin

,
1982,

S
.336-8;

G
.

K
ü

h
n

e,
“D

ie

Z
u

ku
n

ft
der

K
aiser-W

ilh
elm

-
G

edäch
tn

is-K
irch

e”
in

:
B

au
w

elt,
8.

Jg.,

H
.14,1957.

!6

D
er

T
agesspiegel,26.3.1957.

!7

U
.

C
on

rads,
D

ie
n

eu
e

K
aiser-W

ilh
elm

-G
edäch

tn
iskirch

e
in

B
erlin

,

in
:B

au
w

elt.4.1962.



372

一
六
六

!8

V
gl.,

R
obert

C
.

R
eim

er,
C

arol
J.

R
eim

er,
N

azi-retro
F

ilm
.

H
ow

G
erm

a
n

N
a

rra
tiv

e
C

in
em

a
R

em
em

b
ers

th
e

P
a

st,
N

ew
Y

O
rk

,

T
w

ayn
e,u

.a.,1992,S
.15f.

!9

V
gl.,

N
orb

ert
F

rei,
V

erga
n

gen
h

eitsp
olitik

.
D

ie
A

n
fa

n
ge

d
er

B
u

n
desrepu

blik
u

n
d

die
N

S
-V

ergan
gen

h
eit,M

ü
n

ch
en

,1996,S
.283.

@0

A
n

n
a

J
.

M
erritt

/
R

ich
a

rd
L

.
M

erritt,
ed

.,
P

u
b

lic
op

in
ion

in

sem
isovereign

G
erm

an
y

:
th

e
H

IC
O

G
su

rveys,
1949-1955,

U
rban

a,

1980.R
eport

N
o.167

@1

E
.N

oelle
/E

.P
.N

eu
m

an
n

,(h
g.),Jah

rbu
ch

der
Ö

ffen
tlich

en
M

ein
u

n
g.

1947-1955,A
llen

sbach
,am

B
oden

see,1956,S
.276.

@2

W
ern

er
E

ckelt,R
equ

iem
au

f
W

est-B
erlin

,B
erlin

,2000,S
.111.

@3

A
n

on
ym

a,
E

in
e

F
rau

in
B

erlin
.

T
agesbu

ch
au

fzeich
n

u
n

gen
vom

20.

A
prilbis

22.Ju
n

i
1945,F

ran
kfu

rt/M
..,2003,S

.195.

@4

ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』（
真
方
敬
道
訳
、
岩
波
書
店
）
の
第
四
章
を
参
照
。

@5

こ
の
概
念
に
つ
い
て
はN

icolas
B

erg,Z
w

isch
en

L
egen

de
u

n
d

E
rfah

ru
n

g:

D
ie

“S
tu

n
de

N
u

ll”,in
:K

riegsen
de

in
D

eu
tsch

lan
d,H

am
bu

rg,2005.

@6

V
gl.,

E
lizabeth

H
ein

em
an

,
D

ie
S

tu
n

de
der

F
rau

.
E

rin
n

eru
n

gen
an

d
ie

‘K
risen

jah
re’

u
n

d
W

estd
eu

tsch
e

N
ation

alid
en

tität,
in

:
K

lau
s

N
au

m
an

n
,(H

g.),N
ach

krieg
in

D
eu

tsch
lan

d,H
am

bu
rg,2001.

@7

E
ckelt,R

equ
iem

au
f

W
est-B

erlin
,S

.14,77.

@8

V
gl.,

B
arbel

W
esterm

an
n

,
N

ation
ale

Iden
tität

im
S

pielfilm
der

fü
n

fziger
Jah

re,F
ran

kfu
rt

/M
.,1990.

@9

V
gl.,R

u
dorf

T
sch

irbs
F

ilm
als

G
edäch

tn
isort.B

ern
h

ard
W

ickis
“D

ie

B
rü

cke”(1959)
u

n
d

der
M

yth
os

von
der

S
in

n
losigkeit

des
K

rieges,
in

:

G
esch

ich
te

in
W

issen
sch

aft
u

n
d

U
n

terrich
t.2003(10).

#0

映
画
に
よ
る
追
悼
に
関
し
て
は
拙
稿
「
社
会
主
義
国
家
の
建
国
神
話

―
『
戦
艦

ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
』
か
ら
『
グ
ッ
バ
イ
、
レ
ー
ニ
ン
！
』
ま
で
」
高
橋
秀
寿
／
西
成
彦

編
『
東
欧
の
二
〇
世
紀
』（
人
文
書
院
）
二
〇
〇
六
年
を
参
照
。

#1

E
.N

oelle
/E

.P
.N

eu
m

an
n

,(h
g.),Jah

rbu
ch

der
Ö

ffen
tlich

en
M

ein
u

n
g.

1957,A
llen

sbach
,am

B
oden

see,1957,S
.20.

#2

U
lrich

B
orsdorf,

L
u

tz
N

ieth
am

m
er,

(H
g.),

Z
w

isch
en

B
efreiu

n
g

u
n

d

B
esatzu

n
g

:
A

n
alysen

des
U

S
-

G
eh

eim
dien

stes
ü

ber
P

osition
en

u
n

d

S
tru

ktu
ren

deu
tsch

er
P

olitik
1945,W

u
ppertal,1976,S

.150f.

#3

S
ibylle

M
eye,

E
va

S
ch

u
lze,

W
ie

w
ir

das
alles

gesch
afft

h
aben

:

A
llein

steh
en

de
F

rau
en

berich
ten

ü
ber

ih
r

L
eben

n
ach

1945,
3

A
u

fl.,

M
ü

n
ch

en
,1985,S

.75.

#4

Ibid.,S
.22.

#5

V
gl.,

A
xel

S
ch

ildt,
D

ie
K

riegsfolgen
fü

r
die

G
esellsch

aft
in

W
est-

u
n

d
in

O
stdeu

tsch
lan

d,
in

:
B

u
rkh

ard
A

sm
u

ss,
K

ay
K

u
feke,

P
h

illipp

S
prin

ger,
(H

g.),
1945

-
D

er
K

rieg
u

n
d

sein
e

F
olgen

.
K

riegsen
de

u
n

d

E
rin

n
eru

n
gspolitik

in
D

eu
tsch

lan
d,B

erlin
,2005.

#6

V
gl.,

Jan
-H

ologer
K

irsch
,

>B
efreiu

n
g<

u
n

d/oder
>N

iederlage<?
in

:

1945
-

D
er

K
rieg

u
n

d
sein

e
F

olgen
.

S
ign

e
B

orsch
dorff,

8.
M

ai
1945:

“B
efreiu

n
g”

oder
“N

iederlage”?
D

ie
öffen

tlich
e

D
isk

u
ssion

u
n

d
die

S
ch

u
lgesch

ich
tsbü

ch
er
1949bis

1995,M
ü

n
ster

1999.

（
本
学
文
学
部
教
授
）


