
1 風景を再構成するために 

四
十 

風
景
を
再
構
成
す
る
た
め
に 

 

二
〇
一
五
年
は
、
敗
戦
か
ら
七
十
年
の
年
と
あ
っ
て
、
そ
の
七
十
年
を
体
験
し
た
人
た
ち
の
著
わ
し
た

書
物
が
い
く
つ
か
出
版
さ
れ
た
。
わ
た
し
も
、
戦
後
史
を
知
り
た
い
と
思
い
、
手
始
め
の
つ
も
り
で
一
つ

二
つ
の
書
物
を
読
ん
だ
。
わ
た
し
の
求
め
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
距
離
を
置
い
た
態
度
で
出
来
事
を
冷
静

に
描
い
た
歴
史
書
だ
っ
た
の
だ
が
。
二
〇
一
五
年
は
ま
た
、
国
会
が
成
文
を
書
き
変
え
る
こ
と
も
せ
ず
再

び
憲
法
を
変
更
し
た
年
で
も
あ
っ
た
。
七
十
年
の
歳
月
は
、
こ
の
国
を
変
質
さ
せ
て
、
新
た
な
状
況
へ
、

と
て
も
不
安
定
な
状
態
へ
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
過
去
の
こ
と
よ
り
も
こ
の
現
在
の
状
況
の
方
が
重
大

な
事
態
だ
と
思
う
。 

  

二
〇
一
五
年
に
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
た
事
態
は
、
前
年
十
二
月
の
総
選
挙
前
に
予
測
で
き
た
こ
と
で
あ

る
。
国
会
の
議
決
は
主
権
を
も
つ
国
民
が
選
挙
で
選
ん
だ
代
議
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
民
主
主
義
制
度

の
働
き
方
は
一
筋
縄
に
い
か
な
い
の
で
冷
酷
す
ぎ
る
言
い
方
に
な
る
が
、
ひ
と
く
く
り
に
言
え
ば
、
国
民

が
こ
の
事
態
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
国
民
は
、
将
来
起
こ
る
だ
ろ
う
苦
難
に
責
任
を
負
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 
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し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
多
数
の
人
間
の
構
成
す
る
社
会
で
、
人
ご
と
に
責
任
の
軽
重
が
あ
る
こ
と

を
帳
消
し
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
国
会
で
事
実
的
な
憲
法
改
変
を
主
導
し
た
総
理
大
臣
と
閣
僚
た
ち
、
法

案
に
賛
成
し
た
代
議
員
た
ち
、
そ
れ
を
お
膳
立
て
し
た
官
僚
た
ち
に
、
順
に
重
い
責
任
が
あ
る
。
国
民
は
、

自
責
の
念
を
感
じ
る
と
し
て
も
、
彼
ら
に
責
任
の
あ
る
こ
と
を
将
来
ま
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
現
代
の

社
会
で
は
、
国
民
の
世
論
を
導
く
の
に
大
き
な
力
を
も
つ
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
責
任
者
も
責
任
を
逃

れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
が
、
さ
ら
に
責
任
の
軽
重
を
言
い
続
け
る
と
、
責
任
の
所
在
が
拡
散
し
て

う
や
む
や
に
な
る
か
ら
、
こ
こ
で
中
断
す
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
。
も
う
一
度
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う

い
う
事
態
に
立
ち
至
ら
な
い
よ
う
に
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
と
お
り
い
っ
ぺ
ん
の
言
葉
で

は
な
く
反
省
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

成
文
憲
法
の
文
を
書
き
変
え
ず
に
解
釈
変
更
し
、
基
本
法
の
成
文
と
矛
盾
す
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と

は
、
国
際
社
会
に
名
誉
あ
る
地
位
を
得
よ
う
と
す
る
国
が
な
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
品
位
あ
る
人
間
の

す
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
国
内
に
お
い
て
も
、
言
葉
を
無
効
に
し
、
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
行
為

を
行
な
う
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
な
い
だ
ろ
う
。
道
理
が
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
二
〇
一
五
年
に

起
き
た
こ
と
は
、
移
り
行
く
世
の
一
コ
マ
と
し
て
見
過
ご
し
に
し
て
は
な
ら
な
い
重
大
な
出
来
事
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
一
度
目
の
憲
法
九
条
の
解
釈
変
更
も
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
だ
っ

た
の
だ
。
今
日
の
こ
の
国
は
そ
の
よ
う
な
国
と
し
て
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
社
会
に
わ
た
し
は
生
き
て
い
る
。 
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知
識
の
足
り
な
い
者
で
も
、
考
え
出
す
と
少
し
ず
つ
言
葉
は
出
て
く
る
も
の
だ
。
こ
ん
な
こ
と
を
し
て

い
る
の
は
、
辺
見
庸
の
『
１
★
９
★
３
★
７
』
を
読
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
の
人
の
鋭
利
な
思
考
に
押
し

こ
ま
れ
て
自
分
を
失
わ
な
い
よ
う
に
、
現
在
流
通
し
て
い
る
単
語
で
は
な
く
自
分
の
身
に
つ
い
た
言
葉
で

考
え
て
み
よ
う
と
し
て
、
た
ど
た
ど
し
い
文
に
な
っ
た
。
わ
た
し
の
生
成
文
法
の
古
さ
を
表
わ
す
の
だ
ろ

う
。
そ
の
書
物
の
題
名
は
一
九
三
七
年
に
起
き
た
こ
と
を
論
じ
る
と
表
明
し
て
い
る
よ
う
だ
。
だ
が
こ
の

人
の
こ
と
だ
、
二
〇
一
五
年
の
こ
と
を
言
い
た
い
に
ち
が
い
な
い
。
わ
た
し
は
、
戦
争
法
案
可
決
の
事
態

に
応
答
し
て
出
版
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
書
物
で
は
な
く
、
異
形
の
表
記
の
書
名
で
過
去
を
提
示
す
る
こ
の

書
物
を
読
む
こ
と
に
し
た
。
そ
う
し
て
、
前
段
の
よ
う
な
思
索
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

最
近
詩
作
も
始
め
た
ら
し
い
辺
見
庸
は
、
あ
の
鋭
敏
な
身
心
で
、
現
在
の
状
況
の
根
を
把
握
し
よ
う
と

ど
こ
ま
で
も
深
く
考
え
つ
め
る
。
そ
の
た
め
に
、
現
在
の
基
層
を
な
す
と
考
え
る
も
の
が
あ
ら
わ
に
出
現

し
た
一
九
三
七
年
を
凝
視
す
る
。
こ
の
年
七
月
七
日
に
日
本
が
中
国
侵
略
を
始
め
た
戦
争
の
初
期
、
人
間

が
外
国
で
現
実
に
為
し
た
残
虐
な
行
為
を
、
目
を
背
け
ず
に
あ
ば
き
だ
す
。
そ
れ
を
無
か
っ
た
と
言
い
く

る
め
、
あ
る
い
は
蓋
を
し
て
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
人
間
た
ち
が
多
い
な
か
で
、
一
九
四
四
年
九
月
生
ま

れ
で
そ
の
と
き
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
著
者
が
、
南
京
を
は
じ
め
と
す
る
諸
都
市
や
農
村
で
の
虐
殺

と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
非
道
の
証
言
を
探
し
出
し
て
考
え
る
。
自
分
の
父
の
こ
と
に
ま
で
肉
薄
し
て
、
現
在
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の
日
本
人
の
父
祖
た
ち
の
罪
を
身
に
引
き
受
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
痛
切
は
耐
え
が
た
い
ほ
ど
だ

け
れ
ど
も
、
現
在
し
っ
か
り
と
地
に
足
を
つ
け
て
立
つ
た
め
に
、
辺
見
と
同
学
年
で
半
年
あ
と
に
生
ま
れ

た
わ
た
し
に
も
必
要
な
作
業
な
の
だ
と
思
い
、
読
み
続
け
た
。
ひ
る
む
わ
た
し
は
逃
げ
て
、
人
間
が
為
し

え
た
非
道
の
記
述
は
そ
の
書
物
に
負
わ
せ
よ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
い
う
状
況
に
じ
っ
さ
い
に
置

か
れ
た
と
き
わ
た
し
は
非
道
か
ら
遁
走
で
き
は
し
な
い
と
、
彼
の
考
察
は
追
い
つ
め
て
く
る
。
た
し
か
に

そ
う
だ
ろ
う
。
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
。 

  

書
物
『
１
★
９
★
３
★
７
』
が
告
発
す
る
の
は
、
戦
争
と
い
う
も
の
の
怖
ろ
し
さ
で
あ
る
。
ど
ん
な
言

葉
で
や
わ
ら
げ
て
も
逃
れ
よ
う
な
く
、
戦
争
は
、
そ
の
時
代
の
人
間
を
蟻
地
獄
の
よ
う
に
暗
い
穴
の
底
に

引
き
ず
り
こ
む
。
あ
と
が
き
の
日
づ
け
を
戦
争
法
案
可
決
の
日
と
し
た
著
者
は
、
現
在
、
戦
争
へ
の
動
因

が
胚
胎
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
書
物
が
一
九
三
七
年
の
背
景
に
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
の
は
、
日
本
人
に
し
み
こ
ん
で
い
る
思
考
様
式
で
あ
る
。
著
者
の
大
き
な
危
機
感
、
ほ
と
ん
ど
絶
望

は
、
戦
争
の
前
か
ら
戦
争
中
も
さ
ら
に
現
在
ま
で
、
そ
の
同
じ
思
考
様
式
と
思
潮
が
続
い
て
い
る
こ
と
に

あ
る
。 

 

詩
人
で
あ
る
辺
見
庸
は
、
対
談
で
串
田
孫
一
が
語
っ
た
「
人
間
が
全
部
滅
亡
し
て
し
ま
っ
た
と
き
の
あ

と
の
風
景
と
い
う
の
を
時
々
思
い
描
く
」
と
い
う
言
葉
を
引
く
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
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も
国
家
主
義
と
も
い
わ
な
い
、
全
体
主
義
と
も
い
わ
な
い
。
末
期
資
本
主
義
と
も
い
わ
な
い
。
た
だ
、
社

会
の
流
れ
を
じ
ぶ
ん
で
な
っ
と
く
が
い
く
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
感
慨
に
続
い
て
い
た
ら
し

い
。
そ
れ
は
、
辺
見
自
身
が
現
在
の
日
本
の
社
会
に
対
し
て
も
つ
評
価
・
判
断
で
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ

で
も
あ
る
。
石
巻
出
身
の
彼
は
、
大
地
震
と
津
波
に
よ
る
東
日
本
の
大
災
害
の
あ
と
、
す
べ
て
失
わ
れ
た

風
景
と
い
う
同
じ
イ
メ
ー
ジ
を
、
ど
こ
か
に
書
い
て
い
た
。
こ
の
書
物
の
赤
い
表
紙
は
虐
殺
さ
れ
た
人
間

の
血
に
ま
み
れ
た
身
体
を
表
現
し
て
い
て
、
著
者
の
心
の
な
か
に
は
黒
々
と
し
た
「
き
れ
い
に
な
く
な
っ

た
世
界
」
の
風
景
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。 

  

し
か
し
、
心
性
の
異
な
る
わ
た
し
は
、
こ
の
暗
い
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

辺
見
庸
は
、
多
く
の
書
き
物
を
著
し
て
し
て
い
る
か
ら
、
も
っ
と
違
っ
た
こ
と
も
考
え
て
記
し
て
い
る
だ

ろ
う
が
、
わ
た
し
は
、
自
分
の
力
で
こ
の
風
景
か
ら
脱
出
す
る
方
途
を
探
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
に
な
っ
た
風
景
を
再
構
成
し
た
い
。
な
に
も
か
も
壊
れ
て
し
ま
っ
て
も
再
生
の
た
め
の
種

子
が
残
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
た
い
。
ま
た
、
ぎ
こ
ち
な
く
考
え
る
。 

  

こ
の
書
物
は
、
根
源
的
に
考
え
る
た
め
に
、
日
本
の
戦
後
思
想
の
形
成
に
加
わ
っ
た
何
人
か
の
人
た
ち

ま
で
吟
味
す
る
。
そ
の
な
か
で
も
節
目
ご
と
に
引
用
さ
れ
る
の
は
堀
田
善
衛
の
『
時
間
』
で
あ
る
。
『
時
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間
』
を
読
ん
だ
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
引
用
さ
れ
た
文
は
人
間
の
奥
深
く
ま
で
見
究
め
、
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
の
思
索
が
哲
学
に
迫
っ
て
い
る
、
と
思
う
。
厳
し
い
辺
見
も
そ
れ
を
否
定
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
な

い
。
わ
た
し
は
、
堀
田
善
衛
が
戦
争
の
時
代
に
生
き
た
人
た
ち
を
題
材
に
選
ん
で
書
物
を
著
わ
し
た
こ
と

に
思
い
当
た
っ
た
。
鴨
長
明
と
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
だ
っ
た
藤
原
定
家
の
こ
と
を
書
い
た
の
は
、
動
乱
の
世
に
生

き
た
二
人
を
対
位
さ
せ
て
考
え
る
た
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
齢
を
重
ね
て
戦
争
の
傷
跡
の
湿
り
が

う
す
れ
た
後
年
、
孤
塔
に
こ
も
っ
て
考
え
た
人
の
こ
と
を
思
索
し
た
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
と
ほ
う
も
な

い
宗
教
戦
争
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
狂
乱
に
対
し
て
人
間
の
品
性
を
保
っ
た
人
の
こ
と
を
書
き
た
か
っ

た
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
暗
い
風
景
の
た
だ
な
か
で
も
立
派
に
生
き
る
こ
と
に
努
め
た
こ
と
を
言
い
た
か
っ

た
の
だ
、
と
わ
た
し
は
思
う
。 

  

一
九
三
一
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
十
五
年
戦
争
の
あ
い
だ
に
異
様
な
姿
と
な
っ
た
日
本
精
神
が
、

古
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
根
を
も
ち
、
今
日
ま
で
な
お
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、
基
本
的
に
は
、

日
本
人
の
考
え
方
の
傾
向
と
行
動
の
パ
タ
ー
ン
を
考
え
た
先
人
が
指
摘
し
た
も
の
に
つ
な
が
り
、
何
ら
か

の
意
味
で
正
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
日
本
人
の
精
神
の
中
核
的
な
位
置
を
占
め
て
全
面
的
な
支

配
力
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
考
え
る
の
は
宿
命
論
に
陥
る
こ
と
で
は
な
い
か
。 
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素
朴
に
考
え
て
み
よ
う
。
「
こ
こ
は
特
別
な
国
で
、
自
分
は
そ
の
特
別
の
国
の
民
だ
」
と
い
う
よ
う
な

考
え
方
は
、
村
の
祭
り
に
参
加
す
る
人
が
感
じ
る
高
揚
感
の
よ
う
な
原
初
的
な
未
分
化
な
感
情
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
で
も
、
祭
り
に
参
加
す
る
わ
た
し
は
そ
の
高
揚
感
を
大
切
に
思
う
か
ら
、
そ
れ
を
大
切
に
す
る

こ
と
は
よ
い
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
「
こ
こ
」
に
隣
村
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
て
、
彼
ら
も
同
じ
感

情
を
も
つ
。
す
る
と
、
お
互
い
に
そ
の
感
情
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
、
立
派
な
人
間
の
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ど
の
国
に
も
そ
の
よ
う
な
情
念
が
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
感
情
を
暴
走
さ
せ
な
い
、
多
方
面
に
向

か
う
精
神
を
い
か
に
育
て
る
か
で
あ
る
。 

 

歴
史
上
、
愛
国
心
の
異
様
な
姿
は
、
抽
象
的
な
国
全
体
の
あ
り
方
や
存
亡
を
問
う
政
治
で
現
わ
れ
た
。

ほ
か
の
国
の
国
民
も
程
度
の
差
は
あ
れ
同
様
だ
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
日
本
人

は
、
こ
う
い
う
抽
象
的
な
政
治
的
問
題
に
現
実
的
で
健
全
な
判
断
が
で
き
る
よ
う
に
精
神
を
鍛
え
て
こ
な

か
っ
た
の
だ
。
大
陸
か
ら
離
れ
た
島
国
で
そ
う
い
う
判
断
力
を
試
さ
れ
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ

う
か
。
歴
史
を
て
い
ね
い
に
ふ
り
返
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
の
軍
国
主
義
や
全
体
主
義
や
群
集
心
理
的
フ

ァ
シ
ズ
ム
の
特
徴
を
帯
び
た
極
端
な
動
き
は
、
そ
れ
以
前
に
は
ひ
ど
く
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

わ
ず
か
に
知
る
こ
と
だ
が
、
新
井
白
石
の
よ
う
な
合
理
主
義
者
が
い
た
し
、
袋
小
路
に
進
ん
だ
本
居
宣

長
た
ち
の
国
学
を
批
判
し
た
上
田
秋
成
の
よ
う
な
人
が
い
た
。
帝
国
主
義
の
絶
頂
期
に
至
ろ
う
と
す
る
危

機
の
時
代
、
急
い
で
近
代
国
家
を
つ
く
る
と
き
、
木
戸
孝
允
や
大
久
保
利
通
た
ち
は
利
用
で
き
る
手
段
と
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し
て
天
皇
を
か
つ
ぐ
こ
と
に
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
戊
辰
戦
争
で
も
、
錦
の
御
旗
に
対
抗
し
た
人
々
が
い

た
の
で
あ
る
。
古
い
考
え
方
が
た
し
か
に
身
に
つ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
米
欧
回
覧
を
と
も
に
し
た
木
戸

や
久
米
邦
武
の
内
面
の
他
方
に
は
、
開
明
的
な
考
え
方
も
根
づ
い
た
。
久
米
の
「
神
道
は
祭
天
の
古
俗
」

と
す
る
論
は
、
精
神
の
吟
味
を
経
て
著
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
な
の
に
、
成
立
し
た
政
府
は
、
体
制
を
強
固
に
す
る
た
め
に
、
近
代
的
な
学
校
教
育
に
よ
っ
て
、

古
俗
に
近
代
的
な
装
い
を
ほ
ど
こ
し
て
情
念
と
し
て
日
本
人
に
す
り
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
問
題
が

あ
っ
た
の
だ
と
わ
た
し
は
思
う
。
明
治
維
新
か
ら
三
十
年
以
上
経
っ
て
書
か
れ
た
久
米
の
歴
史
学
の
論
文

は
、
国
体
に
対
す
る
不
敬
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
場
合
に
、
日
本
の
集
団
主
義
社

会
の
不
自
由
さ
が
表
わ
れ
る
。
社
会
が
真
綿
で
し
め
つ
け
る
よ
う
な
圧
迫
を
加
え
る
。
例
外
的
に
強
靭
な

人
し
か
こ
の
圧
迫
に
耐
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
い
ま
い
な
妥
協
が
は
か
ら
れ
る
。
教
育
の
射
程
は
と

て
も
長
く
、
今
で
も
敗
戦
前
の
残
響
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
人
た
ち
が
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
現
代

の
日
本
人
で
ど
れ
だ
け
の
人
が
、
代
々
一
族
か
ら
僧
を
出
し
て
き
た
皇
室
が
も
っ
ぱ
ら
神
道
に
仕
え
る
よ

う
に
「
強
制
さ
れ
」
、
位
牌
を
ま
つ
る
寺
に
ひ
そ
や
か
に
し
か
参
詣
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
こ
の
国
は
、
主
上
臣
下
み
な
が
不
自
由
な
社
会
な
の
で
あ
る
。
辺
見
庸
が
指
弾
す
る
一
つ
は
こ
の

自
由
の
欠
落
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
人
も
自
由
を
求
め
る
心
を
も
っ
て
い
る
。 
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明
治
の
近
代
体
制
が
で
き
て
か
ら
の
日
本
の
歩
み
の
暗
黒
面
は
世
界
史
の
歩
み
と
同
調
し
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
最
近
、
二
十
年
前
に
制
作
さ
れ
た
「
映
像
の
世
紀
」
十
二
編
を
見
直
す

機
会
を
得
た
。
そ
の
映
像
は
、
日
本
の
十
五
年
戦
争
が
、
世
界
を
覆
っ
て
い
た
思
潮
や
行
動
様
式
の
一
部

だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
、
資
本
主
義
経
済
が
ま
だ
十
分
地
球
規
模
に
な
っ
て
い

な
い
時
代
、
袋
小
路
に
入
っ
た
帝
国
主
義
の
闘
争
を
決
着
さ
せ
る
戦
争
に
突
き
進
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史

を
引
き
ず
る
特
有
の
症
状
を
発
症
し
た
の
だ
。
日
本
と
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
の
非
道
は
、
共
鳴
し
て
い
た

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ギ
リ
ス
や
合
州
国
で
さ
え
ナ
チ
ズ
ム
が
現
わ
れ
た
の
だ
。
こ
う
言
っ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
わ
た
し
は
、
道
に
外
れ
た
自
国
の
行
為
を
う
や
む
や
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
人

間
の
為
し
た
こ
と
を
歴
史
的
に
観
る
の
で
な
け
れ
ば
、
明
瞭
に
把
握
し
未
来
の
た
め
に
生
か
す
こ
と
は
で

き
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 

 

歴
史
の
経
験
法
則
の
一
つ
を
石
母
田
正
流
に
要
約
す
れ
ば
、
「
社
会
的
機
能
を
果
た
し
終
え
た
統
治
は

頽
廃
的
と
な
り
、
統
治
者
は
道
徳
的
に
腐
敗
す
る
。
そ
し
て
、
住
民
も
統
治
者
の
頽
廃
を
分
か
ち
持
つ
」

と
な
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
は
頽
廃
的
と
い
う
言
葉
で
は
言
い
足
り
な
い
が
、
歴
史
の
証
明
す
る
こ

の
定
理
が
そ
こ
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
日
本
の
社
会
は
そ
の
後
、
戦
争
と
敗
戦
に
よ
っ
て
、
体
制
を
再
建

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
徹
底
し
た
も
の
だ
っ
た
か
が
影
を
落
と
し
て

い
る
の
だ
が
、
と
に
か
く
新
し
い
体
制
で
七
十
年
歩
ん
で
き
た
。
そ
し
て
現
在
、
そ
の
体
制
は
社
会
的
機
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能
を
果
た
し
終
え
た
、
だ
か
ら
、
政
治
権
力
を
預
か
る
者
た
ち
が
こ
れ
ほ
ど
道
徳
的
に
腐
敗
し
、
国
民
も

頽
廃
を
分
か
ち
も
っ
て
世
が
混
乱
し
て
い
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。 

 
し
か
し
、
現
在
の
社
会
は
一
九
三
〇
年
代
と
は
異
な
る
状
態
に
あ
る
。
こ
こ
で
露
呈
す
る
悪
は
、
か
つ

て
の
も
の
と
か
な
り
異
な
る
も
の
に
な
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
本
主
義
経
済
が
お
お
よ
そ
十

分
地
球
規
模
に
な
っ
た
。
先
進
諸
国
で
は
、
自
国
内
で
こ
れ
ま
で
通
り
の
利
益
を
上
げ
ら
れ
な
く
な
っ
た

資
本
が
、
存
在
し
て
い
た
ニ
ッ
チ
を
規
制
緩
和
な
ど
で
と
り
こ
わ
し
て
収
益
を
あ
げ
る
こ
と
に
努
め
る
の

で
、
富
が
相
対
的
に
貧
し
い
人
々
か
ら
少
数
の
富
者
に
移
転
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
症
状
を

見
せ
て
先
進
諸
国
に
起
き
て
い
る
困
難
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
球
全
域
へ
の
資
本
の
循
環
に
乗
っ
て
生
産

の
大
き
な
部
分
を
受
け
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
新
興
国
ま
で
、
す
で
に
問
題
に
直
面
し
始
め
て
い
る
。
物
も

人
間
も
思
想
も
国
境
を
越
え
る
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
、
世
界
中
で
社
会
が
新
た
な
音
を
立
て
て
き
し
ん
で
い

る
。
と
り
わ
け
日
本
は
、
人
口
が
増
大
し
経
済
が
拡
大
す
る
時
代
が
終
わ
っ
て
か
ら
の
対
応
に
失
敗
し
、

大
き
な
困
難
に
右
往
左
往
し
て
い
る
の
だ
。
辺
見
庸
が
危
機
感
を
も
つ
よ
う
に
、
多
く
の
国
民
が
ず
い
ぶ

ん
過
酷
な
目
に
あ
う
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
痛
み
を
や
わ
ら
げ
る
た

め
に
は
、
現
状
を
冷
静
に
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

政
治
的
社
会
の
動
き
を
考
え
る
の
に
宿
命
論
的
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。
た
し
か
に
、
多
数
の
人
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間
が
構
成
す
る
社
会
全
体
の
動
き
は
、
個
々
の
人
間
が
制
御
で
き
な
い
ほ
ど
重
量
が
あ
り
大
き
な
運
動
量

を
も
つ
か
ら
、
そ
の
方
向
を
変
え
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
む
ず
か
し
い
。
歴
史
上
、
ほ
と
ん
ど
方
策
を
知
ら

な
か
っ
た
ほ
ど
だ
。
そ
れ
で
も
、
な
ん
と
か
し
た
い
人
々
の
長
い
悪
戦
苦
闘
が
方
向
を
転
じ
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
、
現
代
の
権
力
を
具
体
的
に
考
え
る
場
合
に
は
様
相
が
違
う
。
権
力
を
握
る
者
は
当
座
の

政
治
問
題
の
舵
を
と
る
権
限
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
権
力
者
を
過
大
に
見
て
は
い
け
な
い
。
歴
史
を

ふ
り
か
え
れ
ば
、
歴
史
を
転
換
さ
せ
た
人
物
た
ち
は
、
権
力
者
と
己
を
知
る
孫
子
の
兵
法
を
識
っ
て
動
い

た
の
だ
。
行
動
者
で
な
い
者
が
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
お
か
し
い
け
れ
ど
も
、
道
を
誤
る
権
力
者
に
有
効

な
対
抗
策
を
考
え
出
し
行
動
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
だ
と
思
う
。 

 

辺
見
庸
の
え
ぐ
り
だ
す
人
間
が
根
源
的
に
悪
か
ら
自
由
で
な
い
こ
と
は
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
問
題
と

し
て
常
に
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
る
。
人
間
が
未
熟
な
生
き
物
で
あ
る
こ
と
は
宿
命
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、

空
虚
で
、
邪
悪
を
覆
い
つ
く
す
ほ
ど
愚
か
で
、
は
か
な
く
、
悲
惨
を
通
り
越
し
て
卑
し
い
こ
と
を
よ
く
知

っ
て
い
て
、
そ
れ
で
も
な
お
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
品
性
を
み
が
く
こ
と
が
人
間
の
課
題
だ
と
自
ら
か
み
し

め
た
の
で
あ
る
。
現
実
論
者
に
現
実
を
知
ら
な
い
と
嗤
わ
れ
て
も
、
人
間
に
そ
の
道
を
追
求
す
る
よ
り
も

勝
る
生
き
方
は
な
い
、
そ
れ
よ
り
ほ
か
に
悪
か
ら
少
し
で
も
逃
れ
る
方
法
は
な
い
、
と
わ
た
し
は
思
う
。 

  

だ
れ
も
が
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
歴
史
修
正
主
義
者
で
も
知
っ
て
い
る
よ
う
な
、
青
臭
い
議
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論
し
か
わ
た
し
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
思
う
が
、
な
に
も
か
も
打

ち
壊
さ
れ
た
風
景
を
整
理
し
直
し
て
、
も
う
一
度
意
味
の
あ
る
風
景
を
構
成
す
る
の
に
、
力
の
無
い
わ
た

し
は
、
こ
の
よ
う
に
素
朴
な
思
索
し
か
で
き
な
か
っ
た
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
一
六
年
、
四
月 

    


