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家
永
三
郎
著

『
太
　
平
　
洋
　
戦
　
争
』

＊

　
本
書
が
文
字
通
り
ユ
ニ
ー
ク
な
太
平
洋
戦
争
史
論
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
・
一
た
び
こ
れ
を
繧
い
た
人
の
誰
し
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
5
。
日

本
思
想
史
の
学
者
と
し
て
わ
が
国
で
第
一
列
に
位
す
る
著
者
が
．
敢
て
自
ら
の

専
攻
領
域
以
外
の
分
野
に
斧
銭
を
入
れ
、
大
胆
な
問
題
の
絞
り
方
を
し
て
、
い

わ
ゆ
る
太
平
洋
戦
争
に
完
膚
な
き
ま
で
の
き
び
し
い
告
発
断
罪
を
下
し
た
本
書

を
公
刊
し
た
こ
と
は
、
昭
和
元
禄
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
今
日
で
あ
る
だ
け
に
特

に
意
義
深
い
。
そ
れ
は
、
太
平
洋
戦
争
を
、
東
洋
の
西
洋
に
対
す
る
反
抗
奮
起

の
戦
と
し
て
と
ら
え
る
林
房
雄
著
「
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
」
と
は
対
蹴
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
る
点
か
ら
も
特
徴
的
で
あ
り
、
か
か
る
戦
争
讃
美
肯
定

傾
向
な
い
し
戦
記
物
ブ
ー
ム
に
対
し
て
一
大
痛
棒
を
加
え
た
意
味
で
も
異
色
の

　
　
　
紹
介
と
批
評

書
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
太
平
洋
戦
争
史
論
の
出
現
は
、
現
代
青
年
層
が
戦
争
を
追
体
験

す
る
可
能
性
を
希
薄
化
さ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
重
要
性
を

も
つ
．
こ
の
本
の
存
在
理
由
は
色
々
の
意
味
で
き
わ
立
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
太
平
洋
戦
争
の
赤
裸
々
な
真
相
を
科
学
的
に
再
認
識
し
か
つ
そ
の
成
果
を
で

き
る
だ
け
多
数
の
人
々
の
共
同
財
産
た
ら
し
め
、
ふ
た
た
び
悲
劇
の
到
来
を
防

止
す
る
た
め
に
役
立
た
し
め
る
こ
と
」
（
結
論
二
七
八
頁
）
を
意
図
し
た
著
者
が
、

全
巻
を
通
じ
て
「
過
去
の
日
本
国
家
の
犯
し
て
き
た
罪
悪
と
過
誤
と
に
対
し
、

終
始
忌
渾
の
な
い
真
実
糾
明
と
批
判
の
態
度
を
貫
い
て
ぎ
た
」
（
あ
と
が
ぎ

三
四
六
頁
）
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
単
な
る
歴
史
書
で
は
な
く
、

警
世
の
書
で
あ
る
．
い
わ
ば
本
書
は
、
日
本
帝
国
主
義
の
犯
し
た
太
平
洋
戦
争

の
残
忍
な
爪
跡
を
痛
く
え
ぐ
り
出
し
た
戦
争
弾
劾
の
書
で
あ
つ
て
、
そ
の
鋒
先

は
恰
か
も
不
倶
戴
天
の
敵
に
で
も
遭
つ
た
よ
う
に
鋭
く
軍
と
国
家
権
力
と
に
向

け
ら
れ
、
そ
の
旧
悪
を
暴
露
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
今
や
忘
却
の
彼
方
に
葬
り

去
ら
れ
ん
と
し
て
い
る
戦
争
責
任
の
所
在
を
究
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
，
た
だ
単
に
太
平
洋
戦
争
を
対
象
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
戦
争
を
招
来

し
た
禍
根
を
探
求
し
て
、
遠
く
明
治
以
来
の
日
本
帝
国
華
か
な
り
し
頃
か
ら
の

中
国
朝
鮮
の
人
々
に
対
す
る
蔑
視
迫
害
を
糾
弾
し
て
や
ま
ず
、
こ
の
点
に
関
す

る
反
省
を
欠
い
た
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
を
無
責
任
な
も
の
と
し
て
断
然
斥
け
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
端
的
な
戦
争
責
任
追
求
の
態
度
は
、
右
翼
な
い
し
保

守
反
動
の
立
場
か
ら
、
は
げ
し
い
非
難
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
「
覚

悟
」
の
上
で
、
本
書
を
出
版
さ
れ
た
著
者
の
信
念
に
対
し
て
我
々
は
思
想
的
立

場
の
如
何
を
問
わ
ず
、
感
動
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
昨
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
　
　
　
（
九
四
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

明
治
百
年
に
際
し
て
、
日
本
の
過
去
を
深
く
反
省
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
懐
旧

美
化
す
る
と
い
う
風
潮
が
強
く
あ
つ
た
の
を
顧
み
る
と
き
、
戦
争
の
実
体
を
再

確
認
さ
せ
る
意
味
で
も
本
書
の
社
会
的
意
義
は
大
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
と
関
連
し
て
本
書
の
も
つ
意
義
に
は
、
歴
史
学
者
と
し
て
の
著
者
の
基

本
姿
勢
に
対
す
る
問
題
が
あ
る
．
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
古
代
思
想
史
研
究

の
第
一
人
者
で
あ
る
著
者
が
、
歴
史
家
と
し
て
は
取
扱
い
難
い
現
代
史
の
領
域

に
足
を
ふ
み
入
れ
、
独
自
の
視
角
か
ら
史
料
を
と
り
入
れ
て
、
大
胆
不
敵
な
戦

争
反
対
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
、
そ
の
歴
史
解
釈
の
方
法
論
に
つ
い
て
批
判
を

受
け
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
た
し
か
に
従
来
の
戦
争
史
書
と
は
類

を
異
に
し
て
い
る
。
単
な
る
戦
史
で
も
な
く
、
政
治
史
で
も
な
く
、
同
じ
テ
ー

マ
を
と
り
あ
げ
た
他
の
書
物
に
較
べ
て
、
反
軍
反
戦
の
立
場
が
余
り
に
も
強
烈

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
著
者
特
有
の
心
情
的
ア
ッ
ピ
ー
ル
が
余
り
に
も
高
圧
的

で
あ
る
こ
と
は
、
本
書
を
歴
史
書
と
し
て
で
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
臭
気

紛
々
た
る
傾
向
の
書
物
と
し
て
評
定
さ
れ
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。
本
書
を

読
む
人
は
、
称
賛
側
と
批
難
側
と
に
二
分
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
．
本
書
は
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
特
異
な
性
格
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
家
永
教
授
が
、
か
か
る
思
想
的
偏
向
を
感
知
さ
せ
る
本
書
を
出
す
に

至
つ
た
こ
と
を
あ
げ
つ
ら
う
よ
り
も
、
か
か
る
書
物
を
敢
て
執
筆
せ
し
め
る
に

至
つ
た
時
代
的
背
景
を
我
々
は
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
著
者
は
、

「
太
平
洋
戦
争
当
時
の
実
践
的
評
価
が
今
日
か
ら
ふ
り
返
つ
て
正
し
い
か
ど
う

か
を
反
省
す
る
こ
と
を
し
な
い
で
現
代
の
世
界
に
ま
じ
め
に
生
ぎ
て
い
け
る
わ

け
は
な
い
と
思
」
（
序
・
四
）
い
立
つ
た
が
故
に
、
本
来
は
専
攻
で
な
い
の
に
拘
ら

ず
、
敢
然
と
太
平
洋
戦
争
と
い
う
政
治
史
、
国
際
関
係
史
的
な
課
題
に
取
組
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
　
（
九
四
六
）

だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
争
の
惨
禍
を
身
に
し
み
て
体
験
し
て
来
た
歴
史
家

の
一
人
と
し
て
、
　
「
こ
の
戦
争
に
改
め
て
科
学
的
な
光
を
あ
て
て
見
直
し
て
み

た
い
と
い
う
執
念
」
（
あ
と
が
き
三
四
三
頁
）
か
ら
、
従
来
と
は
異
つ
た
探
求
角

度
か
ら
文
献
資
料
の
収
集
に
当
り
、
い
わ
ば
、
草
の
根
レ
ベ
ル
で
戦
争
を
と
ら

え
、
そ
の
実
態
を
伝
え
よ
5
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
、
戦
争
に
お
け
る
残
虐
性
、
人
間
性
の
破
壊
を
豊
富
な
資
料
を
駆
使

し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
我
々
は
こ
の
き
び
し
い
事
実
を
勇
気
を
も
つ
て

見
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
今
日
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
こ
そ
、
我
々
戦
争

の
惨
禍
の
中
か
ら
本
質
を
探
求
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
戦
後

二
十
数
年
を
経
て
、
戦
争
体
験
を
全
く
も
た
な
い
世
代
の
比
率
が
増
加
し
、
日

本
人
の
戦
争
に
対
す
る
考
え
方
が
変
り
つ
つ
あ
る
今
日
、
こ
の
戦
争
の
惨
禍
の

追
体
験
と
い
う
こ
と
は
一
層
重
要
で
あ
る
。
こ
の
追
体
験
を
通
じ
て
の
み
、
我

々
は
高
価
な
犠
牲
を
払
つ
て
得
た
平
和
の
貴
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
の
戦
争
を
経
験
し
な
か
つ
た
若
い
世
代
は
、
戦

争
を
観
念
的
に
し
か
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
戦
争

の
悲
惨
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
語
つ
て
い
る
本
書
は
、
彼
等
に
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で

あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
特
に
心
情
的
に
訴
え
る
こ
と
の
大
き
い
本
書
は
、
太
平

洋
戦
争
の
重
要
な
側
面
で
あ
る
政
治
外
交
的
検
討
に
お
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が

あ
る
に
せ
よ
、
戦
争
の
悲
惨
さ
を
描
き
出
す
こ
と
に
お
い
て
成
功
し
て
い
る
と

い
っ
て
差
支
え
な
い
。

　
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
著
者
は
戦
争
の
惨
禍
を
強
く
印
象
づ
け
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
反
戦
思
想
を
も
り
上
ら
せ
．
戦
前
に
見
ら
れ
た
非
民
主
的
な
政
治
体
制

の
復
活
に
対
す
る
警
鐘
を
乱
打
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
戦
時
下
に
忍
苦



の
生
活
を
強
い
ら
れ
た
市
民
の
声
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
今
日
で
は
到
底

想
像
も
つ
か
な
い
国
家
統
制
、
い
ま
の
言
葉
で
い
え
ば
体
制
の
強
権
的
支
配
の

実
態
を
我
々
に
実
感
さ
せ
、
市
民
的
自
由
の
重
要
性
を
身
近
か
に
感
じ
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
著
者
の
戦
争
に
対
す
る
き
び
し
い
反
省
と
平
和
に

対
す
る
熱
情
に
溢
れ
て
、
平
和
の
象
徴
で
あ
る
憲
法
を
堅
持
す
べ
き
こ
と
を
痛

感
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊

　
の
み
な
ら
ず
本
書
の
大
き
な
特
色
と
思
わ
れ
る
の
は
、
従
来
の
太
平
洋
戦
争

史
が
政
治
的
、
軍
事
的
側
面
に
重
き
を
お
き
、
い
わ
ば
支
配
者
、
権
力
者
の
体

制
的
見
地
で
書
か
れ
た
も
の
が
多
か
つ
た
の
に
対
し
て
、
本
書
で
は
か
か
る
人

民
不
在
の
視
座
を
す
て
て
，
下
の
方
か
ら
戦
争
に
照
明
を
あ
て
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
参
照
し
た
文
献
資
料
の
と
り
あ
げ
方
か
ら
も
分
る
こ
と

で
あ
る
が
，
従
来
は
国
家
機
関
の
記
録
、
特
に
軍
部
の
高
級
統
帥
関
係
の
も
の

を
収
集
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
つ
た
の
に
対
し
て
、
著
者
は
戦
争
の
生
き
た
姿
を

と
ら
え
る
た
め
に
、
　
「
末
端
の
第
一
線
で
苛
烈
な
戦
闘
に
身
を
さ
ら
し
た
従
軍

兵
士
の
体
験
記
録
」
を
進
ん
で
と
り
あ
げ
、
そ
の
史
料
価
値
を
認
め
て
い
る
の

は
注
目
に
値
す
る
．
す
な
わ
ち
、
将
軍
や
将
校
の
手
に
成
る
公
私
の
文
書
類
よ

り
も
、
戦
場
の
極
限
状
況
の
記
録
と
し
て
兵
卒
の
手
を
通
し
た
も
の
に
注
目

し
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
交
え
て
い
て
も
文
芸
作
品
を
大
い
に
活
用
し
て
い
る
こ

と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
題
材
は
戦
争
の
反
人
間
的
な
面
、
戦
争
の
悲

惨
を
浮
彫
り
に
す
る
の
に
十
分
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
ま
た
戦
場

を
は
な
れ
た
戦
時
下
の
一
般
人
民
の
体
験
記
を
豊
富
に
収
録
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

は
、
戦
争
の
実
体
を
知
ら
せ
る
上
に
有
効
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
戦
争
は
何
故
阻
止
さ
れ
な
か
つ
た
の
か
、
い
か
に
そ
れ
が
無
暴
非
道

な
戦
争
で
あ
つ
た
か
と
い
う
基
本
的
な
問
い
に
対
し
て
も
、
大
衆
人
民
の
な
か

か
ら
答
え
て
い
る
こ
と
は
、
戦
後
の
歴
史
主
体
を
新
し
く
と
ら
え
た
も
の
と

し
て
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
流
石
に
歴
史
学
者
と
し
て
の
眼

識
鋭
く
、
今
ま
で
日
の
目
を
見
る
に
至
つ
て
い
な
か
つ
た
文
献
資
料
を
つ
か
み

出
し
て
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
戦
争
史
を
構
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
に
新
資

料
の
発
掘
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
、
戦
前
日
本
で
は
躁
踊
さ
れ
て
い
た

人
権
が
い
ま
や
戦
後
漸
く
頭
を
も
た
げ
て
来
た
市
民
社
会
の
反
映
と
し
て
、
い

わ
ば
人
民
大
衆
の
力
を
改
め
て
自
覚
さ
せ
る
と
い
5
実
効
を
も
つ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
が
戦
争
の
悲
惨
非
道
さ
を
描
き
出
す
の
に
成
功
し
た

反
面
、
そ
れ
が
心
情
的
、
文
学
的
要
素
を
と
り
入
れ
す
ぎ
て
、
歴
史
書
と
い
う

よ
り
も
文
学
書
に
近
い
と
い
う
感
を
与
え
て
い
る
の
は
否
め
な
い
。
そ
れ
は
エ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
す
ぎ
、
端
的
に
い
え
ば
被
害
者
意
識
過
剰
な
説
述
が
少
く
な

い
点
も
、
本
書
に
対
す
る
抵
抗
を
強
く
さ
せ
る
と
思
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
重
大

な
の
は
、
こ
の
戦
争
に
改
め
て
科
学
的
な
光
を
あ
て
て
見
直
そ
う
と
い
う
歴
史

家
と
し
て
の
著
者
が
、
そ
の
史
観
な
い
し
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
非
歴
史
家
的

で
あ
る
と
い
う
批
判
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
書
の
重
要
な
特
色
は
、
同
じ
太
平
洋
戦
争
を
と
り
扱

つ
て
い
て
も
、
そ
の
と
り
租
み
方
が
文
化
史
的
、
生
活
史
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
．
そ
れ
は
著
者
独
壇
場
の
資
料
活
用
を
通
じ
て
、
今
迄
と
は
ち
が
つ

た
戦
争
の
見
方
を
改
め
て
提
示
し
、
平
和
を
む
さ
ぽ
り
楽
し
ん
で
い
る
今
日
の
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我
々
に
戦
争
の
悲
惨
さ
を
今
更
な
が
ら
痛
感
さ
せ
な
が
ら
、
し
か
も
我
々
が
物

足
り
な
く
思
う
の
は
、
太
平
洋
戦
争
の
本
質
解
明
と
い
う
点
で
は
、
片
面
的
接

近
し
か
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

　
第
一
に
、
そ
れ
は
著
者
の
歴
史
の
解
釈
の
仕
方
に
つ
い
て
で
あ
る
．
著
者
が

「
太
平
洋
戦
争
」
を
柳
条
溝
事
件
か
ら
降
伏
ま
で
の
「
十
五
年
戦
争
」
と
し
て
、

こ
れ
を
一
連
不
可
分
的
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
と
ら
え
方
を

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
治
ま
で
遡
つ
て
、
日
清
戦
争
な
い
し
は
日
露
戦
争
に

起
点
を
お
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て

断
絶
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
あ
る
事
柄
の
起
源
を
探
ろ
う
と
す
れ
ば
、
次

次
に
遡
つ
て
行
か
ざ
る
を
え
な
い
。
　
つ
ま
り
、
太
平
洋
戦
争
に
つ
い
て
い
え

ば
、
太
平
洋
戦
争
は
日
中
戦
争
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
ち
、
そ
れ
は
ま
た
中
国

に
対
す
る
明
治
以
来
の
伝
統
的
な
侮
蔑
優
越
意
識
に
根
ざ
し
た
武
力
侵
略
が
も

と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
方
を
貫
く
と
、
太
平
洋
戦

争
の
原
点
は
日
本
の
帝
国
主
義
的
進
出
が
軌
道
に
乗
つ
た
日
露
戦
争
後
、
中
国

を
め
ぐ
つ
て
日
米
対
立
が
顕
在
化
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
こ

こ
に
書
評
の
域
を
こ
え
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
著
者
の
十
五
年
戦
争
と

い
う
論
定
に
対
し
て
、
私
は
私
な
り
に
家
永
説
を
生
か
し
つ
つ
、
そ
の
原
因
遡

及
を
試
み
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
十
五
年
以
前
ま
で
行
き
つ
か
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
そ
れ
は
太
平
洋
戦
争
と
銘
打
つ
以
上
、
太
平
洋
を
め
ぐ
つ
て
日
米
関
係

の
対
立
を
来
た
し
た
最
初
の
原
因
ま
で
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
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が
、
こ
の
最
初
の
契
機
を
ど
こ
に
求
め
る
か
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
日
米

係
争
の
初
因
を
、
米
国
の
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
領
有
に
よ
つ
て
太
平
洋
を
横
切
る
米

国
の
東
洋
進
出
ラ
イ
ン
が
画
定
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
日
露
戦
争
ま
で
日
本
を
支

持
育
成
し
て
い
た
米
国
が
、
日
本
の
戦
勝
に
伴
う
強
国
化
を
警
戒
し
て
、
一
九

〇
八
年
日
本
に
対
す
る
示
威
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
艦
隊

の
大
西
洋
か
ら
太
平
洋
へ
の
回
航
日
本
訪
問
を
試
み
た
の
を
日
本
は
大
歓
迎
し

た
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
れ
は
米
国
が
日
本
を
仮
想
敵
国
と
し
た
最
初
の
企
画
で

あ
つ
た
こ
と
な
ど
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
日
米
対
立
の
最
初
の
確

執
の
き
ざ
し
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
日
米
戦
争
の
根
源
で
あ
る
と
は
い
え

な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
日
米
競
争
の
昂
進
は
中
国
市
場

を
め
ぐ
つ
て
で
あ
り
、
日
米
関
係
悪
化
は
中
国
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。
悲
劇
的
な
こ
と
は
、
中
国
を
介
し
て
の
日
米
相
反
関
係
の
存

在
で
あ
つ
て
、
米
国
と
中
国
が
親
善
友
好
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
つ
ね
に
日
本

と
の
関
係
を
不
和
に
し
悪
化
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
逆
に
米
中
関
係
の
悪
化
は
日

米
関
係
の
好
転
を
招
く
と
い
う
相
反
関
係
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に

お
い
て
、
日
露
戦
争
で
日
本
に
対
す
る
好
意
的
中
立
を
と
つ
た
米
国
が
．
対
露

戦
勝
以
後
日
本
の
中
国
進
出
の
顕
著
に
な
る
に
つ
れ
、
強
硬
な
反
対
を
表
明
し

日
本
牽
制
を
強
め
．
対
中
干
渉
を
阻
止
し
た
こ
と
が
遂
に
日
米
戦
争
を
招
く
に

至
つ
た
と
い
つ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
日
米
対
立
が
最
初
に
表
面
に
露
出
し
た
の
は
第
一
次
大
戦
の
と
き
の
日

本
の
山
東
侵
略
で
あ
つ
て
、
こ
の
山
東
問
題
に
お
け
る
米
国
の
徹
底
的
な
中
国

支
持
と
強
烈
な
日
本
抑
圧
こ
そ
、
日
米
関
係
の
敵
対
憎
悪
の
根
源
を
な
す
も
の

で
あ
る
．
さ
ら
に
一
九
二
一
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
、
日
本
は
こ
の
山
東
問



題
の
故
に
非
難
の
的
と
な
り
、
山
東
半
島
の
還
付
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
み

な
ら
ず
、
海
軍
々
縮
条
約
に
よ
つ
て
目
本
海
軍
に
対
す
る
制
約
を
強
め
、
そ
の

反
動
を
か
も
し
出
す
と
共
に
、
従
来
日
本
外
交
政
策
の
中
枢
を
な
し
て
い
た
日

英
同
盟
を
廃
棄
さ
せ
る
と
い
う
強
圧
を
加
え
た
の
は
米
国
で
あ
つ
た
が
、
こ
れ

が
以
後
の
日
本
の
進
路
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

当
時
日
本
が
中
国
の
主
権
を
無
視
し
て
傍
若
無
人
の
非
道
外
交
を
行
い
、
二
一

ヵ
条
要
求
を
つ
き
つ
け
た
こ
と
が
米
国
の
強
い
反
感
を
買
つ
た
点
は
我
々
が
率

直
に
そ
の
非
を
認
む
べ
き
で
あ
る
に
せ
よ
、
モ
ン
ロ
ー
主
義
を
国
是
と
し
た
米

国
が
日
本
の
対
中
侵
略
に
対
し
て
は
強
硬
な
干
渉
的
態
度
を
と
り
、
外
交
的
圧

迫
非
難
に
終
始
し
た
こ
と
が
、
日
本
の
反
米
気
運
、
過
激
な
軍
国
主
義
、
右
翼
勢

力
の
拾
頭
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
太
平
洋
戦
争
の
原
因
と
い
つ
た
と
き
も
、
そ

れ
は
日
米
関
係
を
第
一
義
的
に
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
．

そ
の
対
立
衝
突
の
根
元
を
探
り
求
め
る
な
ら
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
山
東
問

題
、
な
い
し
そ
の
結
末
た
る
ワ
シ
ソ
ト
ン
会
議
に
遡
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ

れ
る
．
し
た
が
つ
て
、
家
永
式
遡
及
方
法
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
十
五
年
戦
争
で

な
く
三
十
年
戦
争
と
も
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

＊

　
し
か
し
な
が
ら
、
太
平
洋
戦
争
を
こ
の
よ
う
な
形
で
連
鎖
的
に
捉
え
る
こ
と

に
は
理
由
な
し
と
し
な
い
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
日
米
開
戦
に
始
ま
る
の
か
と

い
う
点
に
な
る
と
、
や
は
り
日
中
戦
争
と
の
繋
り
よ
り
も
、
目
米
関
係
そ
の
も

の
に
焦
点
を
し
ぽ
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
．
い
わ
ば
日
米
戦
争
の

も
つ
個
性
に
着
目
し
て
、
木
目
細
く
そ
の
因
果
関
係
を
把
握
す
る
方
が
よ
い
の
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で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
太
平
洋
戦
争
が
日
中
戦
争
と
深
い
因
果
関
係
を

も
つ
と
い
う
意
味
で
は
連
続
性
を
有
す
る
が
、
「
日
米
関
係
」
と
い
う
全
く
新
し

い
契
機
か
ら
み
る
な
ら
ぽ
、
そ
こ
に
は
異
質
な
様
相
が
現
れ
る
の
で
あ
つ
て
、

こ
れ
が
い
わ
ば
太
平
洋
戦
争
の
個
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
こ
こ
に
一
段
落

の
区
切
り
を
お
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
つ
て
、

複
雑
な
歴
史
事
象
を
単
純
化
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
本
質
に
接
近
出
来
る
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
に
は
こ
の
点
の
考
慮
が
欠
落
し
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
明
治
維
新
か
ら
終
戦
ま
で
の
約
四
分
の
三
世
紀
の
歴
史
に
は
、
種
々
の
起

伏
が
あ
つ
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
す
べ
て
捨
象
さ
れ
て
し
ま
い
、
恰
か

も
「
太
平
洋
戦
争
」
に
向
け
て
た
だ
ひ
た
す
ら
走
り
続
け
て
き
た
か
の
よ
う
な

観
を
呈
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
戦
争
の
背
景
と
な
つ
て
い
る
国
際
情
勢
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
満

州
事
変
、
日
中
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
の
開
始
時
機
を
比
較
し
て
み
て
、
英
米
、

中
ソ
、
独
伊
な
ど
の
態
度
は
著
し
く
変
化
し
て
居
り
、
そ
れ
ら
が
複
雑
に
絡
み

合
つ
て
因
と
な
り
果
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、

太
平
洋
戦
争
と
日
中
戦
争
と
を
同
一
次
元
で
結
び
つ
け
る
こ
と
は
失
当
で
あ
ろ

う
。
む
し
ろ
、
日
中
戦
争
は
伏
線
な
い
し
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
か
れ
る
と
き
は

じ
め
て
真
に
生
き
て
来
る
の
で
あ
つ
て
、
太
平
洋
戦
争
は
太
平
洋
と
い
う
地
域

的
表
現
に
と
ら
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
中
国
を
向
い
て
い
る
の
で

は
足
り
ず
、
米
国
な
い
し
世
界
を
向
い
て
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は

第
一
次
世
界
大
戦
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
の
解
明

が
足
り
な
い
の
で
、
十
五
年
戦
争
と
い
う
問
題
提
起
も
、
平
坦
な
直
線
コ
ー
ス

的
独
走
と
い
5
観
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
著
者
得
意
の
国
民
生
活
の
叙
述
に
お
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い
て
も
、
太
平
洋
戦
争
以
前
の
そ
れ
は
一
律
に
暗
黒
時
代
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
の
も
問
題
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
が
お
し
な
べ
て
十
全
的
に
感
情
的
な

ま
で
反
軍
的
、
反
国
家
的
な
歴
史
観
で
、
過
去
の
わ
が
国
の
歩
み
を
罪
悪
に
み

ち
た
も
の
と
す
る
所
論
に
は
、
余
り
に
も
偏
向
し
た
観
念
論
に
陥
つ
た
も
の
と

し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
反
機
が
起
る
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。

　
著
者
は
歴
史
家
ら
し
く
、
克
明
に
実
証
的
資
料
を
あ
げ
て
い
る
に
拘
ら
ず
、

逆
説
的
に
も
非
歴
史
家
的
な
史
論
を
展
開
し
て
い
る
点
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で

あ
る
．
著
者
の
立
場
は
、
戦
前
歴
史
の
全
面
否
定
の
上
に
立
ち
、
明
治
以
後
の

歴
史
を
お
し
な
べ
て
今
日
的
尺
度
で
と
ら
え
、
新
し
い
角
度
か
ら
解
明
し
て
行

く
や
り
方
は
一
般
の
批
判
を
受
け
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

著
者
の
歴
史
事
象
に
対
す
る
価
値
判
断
が
余
り
に
も
明
瞭
で
あ
つ
て
、
戦
争
は

悪
で
あ
る
と
い
う
基
準
か
ら
律
せ
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
の
当
時
お
か
れ
て
い
た

状
況
の
中
で
解
釈
す
る
と
い
う
余
地
を
欠
き
、
む
し
ろ
著
者
の
抱
く
理
想
型
で

割
り
切
つ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
反
対
は
意
外
に
強
い
の
で
あ
る
。
そ
の
一

例
と
し
て
、
日
本
軍
の
旧
悪
を
強
調
す
る
の
あ
ま
り
、
そ
れ
と
は
反
対
に
中
国

軍
の
行
動
を
美
化
賞
讃
す
る
と
い
う
弊
に
陥
つ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ

う
。
侵
略
さ
れ
て
祖
国
防
衛
の
た
め
に
戦
つ
て
い
る
中
国
共
産
軍
が
、
日
本
軍

に
較
べ
て
大
義
名
分
が
立
ち
、
軍
紀
も
厳
正
で
は
あ
つ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う

け
れ
ど
も
、
彼
等
も
ま
た
日
本
軍
と
同
じ
く
極
限
状
況
に
あ
つ
た
以
上
．
「
農
民

か
ら
た
と
え
針
一
本
、
糸
一
す
じ
と
い
え
ど
も
と
つ
て
は
な
ら
ぬ
」
云
々
と
い
つ

た
「
訓
令
が
ほ
と
ん
ど
文
字
通
り
実
行
さ
れ
て
い
た
幅
（
一
一
八
頁
）
と
い
う
如

ぎ
説
述
は
却
て
反
擾
を
買
う
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
い
わ
ば
、
僅
少
な
事
例

を
一
般
化
し
た
り
、
過
大
評
価
す
る
と
い
う
傾
き
が
出
て
来
て
、
そ
れ
が
家
永
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
　
（
九
五
〇
）

独
断
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
最
近
の
逆
行
現
象
に
対
す

る
著
者
の
思
想
的
潔
癖
か
ら
出
た
抗
議
で
あ
る
と
し
て
好
意
的
に
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
個
別
的
事
実
認
識
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
、

重
要
な
事
実
の
背
後
に
あ
る
意
味
を
探
る
こ
と
が
な
お
ざ
り
に
な
つ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
軍
国
主
義
に
は
反
対
で
平
和
主
義
の
点

で
は
家
永
教
授
と
同
じ
立
場
に
立
つ
私
で
は
あ
る
が
、
　
「
阿
南
陸
相
が
反
乱
の

予
備
陰
謀
に
参
加
し
た
罪
．
あ
る
い
は
反
乱
防
止
の
義
務
を
故
意
に
尽
さ
な
か

つ
た
不
作
為
の
罪
（
不
真
正
不
作
為
犯
）
を
犯
し
た
責
任
を
免
れ
な
い
。
十
五
年

戦
争
が
柳
条
溝
の
犯
罪
か
ら
始
り
、
陸
軍
大
臣
を
ふ
く
む
降
伏
時
の
犯
罪
に
終

つ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
戦
争
の
本
質
が
よ
く
露
呈
し
て
い
る
」
（
二
六
四
－
二
六

五
頁
）
と
い
う
論
定
に
は
賛
成
出
来
な
い
。
こ
の
よ
う
に
陸
軍
を
中
心
と
す
る

軍
人
に
あ
げ
て
戦
争
の
責
任
を
転
嫁
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
頗
る
割
り
切
つ
た

単
純
議
論
で
あ
る
。
阿
南
陸
相
を
不
作
為
犯
の
故
に
断
罪
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
た
し
か
に
不
作
為
そ
の
も
の
は
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
状

況
下
で
な
ぜ
陸
相
が
あ
の
よ
う
な
行
動
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
あ
の
一
見
単
純
に
す
ぎ
る
行
動
の
故
に
こ
そ
、
陸

軍
も
一
本
に
ま
と
ま
つ
て
終
戦
に
向
つ
た
と
い
う
解
釈
も
ま
た
成
立
つ
．
そ
れ

を
犯
罪
の
形
で
一
方
的
に
断
ず
る
こ
と
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
率
直
な
感
想
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
本
書
の
幾
多
の
優
れ
た
立
論
、
史

料
発
掘
に
拘
ら
ず
、
本
書
全
般
を
通
じ
て
、
梢
も
す
れ
ぽ
感
情
に
け
お
さ
れ
た

か
に
見
え
る
反
軍
国
主
義
的
論
調
は
逆
効
果
を
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
根
本
に
お
い
て
大
筋
に
お
い
て
著
者
の
考
え
に
賛
成
す
る
人
で
も
、
感

情
的
な
抵
抗
を
個
々
の
論
述
に
つ
い
て
は
感
ず
る
の
で
な
な
か
ろ
う
か
。



　
し
か
し
、
著
者
に
し
て
み
れ
ば
．
こ
の
よ
う
な
心
情
的
ア
ヅ
ピ
ー
ル
に
よ
つ

て
の
み
戦
争
の
本
質
を
探
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
。
そ
れ
は
、
共
同
研
究
「
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
」
の
よ
う
な
一
見
客
観
的

な
戦
争
研
究
が
却
つ
て
戦
争
に
対
す
る
本
質
的
反
省
を
阻
害
す
る
と
い
う
こ
と

を
憂
え
た
著
老
の
考
え
か
ら
、
な
か
ん
ず
く
大
東
亜
戦
争
の
名
称
復
活
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
逆
コ
ー
ス
に
対
す
る
抗
議
か
ら
、
痛
烈
な
批
判
を
展
開
し
た
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
本
書
の
中
に
は
、
他
の
類
書
に
見
ら
れ
な
い

か
く
れ
た
新
資
料
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
、
著
者
特
有
の
視
角
か
ら
建
設
的
に
ま

と
め
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
誰
し
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
左

が
か
つ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
存
在
理
由
を

も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
我
々
は
林
房
雄
著
「
大
東
亜

戦
争
肯
定
論
」
を
読
む
の
と
同
じ
姿
勢
で
、
こ
の
「
太
平
洋
戦
争
」
を
読
む
べ

き
で
あ
る
．
こ
の
本
の
長
短
何
れ
を
も
素
直
に
認
め
た
上
で
、
そ
の
穀
誉
褒
疑

の
故
に
、
日
本
人
の
書
い
た
太
平
洋
戦
争
史
書
の
中
で
最
も
ユ
ニ
ー
ク
な
価
値

を
本
書
に
見
出
す
の
は
わ
れ
わ
れ
の
み
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
と
少
か
ら
ず
、
と
き
に
揚
げ
足
と
り
に
傾
い
た
こ
と
も
あ
つ
た
位
、
忌
潭
な
い

批
判
が
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
．
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
本
書
に
対
し
て
は

多
く
の
疑
問
、
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
報
告
や
感
想
を
放
置
し
て
し

ま
う
の
は
惜
し
い
と
思
つ
た
私
は
、
書
評
の
形
で
整
え
て
お
く
こ
と
に
し
て
、
こ

こ
に
ま
と
め
あ
げ
て
み
た
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
構
成
す
る
の
に
、
各

人
の
意
見
を
出
来
る
だ
け
と
り
入
れ
、
私
自
身
の
考
え
は
お
り
こ
ま
な
い
よ
う
に

努
め
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
私
の
主
観
も
入
つ
て
し
ま
い
、
綜
合
的
に
集
成
し
た

も
の
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
昨
年

の
講
義
に
出
て
討
論
に
参
加
し
た
、
秋
山
和
宏
、
藤
田
弘
道
、
木
谷
勝
、
松
井
洋

一
、
中
村
孝
英
、
佐
藤
秀
三
、
佐
野
茂
孝
、
坂
中
英
徳
、
鈴
木
恒
男
、
山
口
三
男

の
諸
君
は
、
真
摯
に
独
自
の
見
解
を
述
べ
て
、
講
読
を
精
彩
あ
ら
し
め
、
研
究
を

実
り
あ
る
も
の
に
し
て
く
れ
た
．
こ
の
書
評
は
そ
の
結
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

を
附
記
し
て
、
上
述
の
諸
君
の
労
を
多
と
し
た
い
と
思
う
．
　
（
一
九
六
九
・
四
・

一
〇
）
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
三
四
八
頁
、
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
山
　
正
熊
）

　
追
記
　
こ
の
書
評
は
、
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
（
政
治
学
専
攻
）
に
お

け
る
昨
年
度
国
際
政
治
論
特
殊
講
義
の
テ
ー
マ
太
平
洋
戦
争
原
因
論
の
テ
キ
ス
ト

と
し
て
、
本
書
を
使
用
し
た
の
で
、
そ
の
間
一
年
に
わ
た
つ
て
、
大
学
院
学
生

の
諸
君
と
討
論
し
た
結
果
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
．
毎
週
水
曜
午
後
本
書
の
一

章
ず
つ
、
当
つ
た
レ
ポ
ー
タ
ー
の
報
告
を
中
心
に
し
て
、
検
討
を
重
ね
た
が
、

し
か
し
そ
こ
で
は
家
永
理
論
に
追
随
盲
従
す
る
者
は
殆
ん
ど
な
く
、
率
直
に
批
判

的
姿
勢
で
本
書
を
縦
横
に
解
剖
し
た
者
が
多
か
つ
た
．
概
し
て
家
永
教
授
独
特
の

高
音
的
な
論
調
に
対
し
て
は
、
本
書
を
高
く
買
つ
て
い
る
老
で
も
抵
抗
を
感
ず
る

　
　
　
紹
介
と
批
評

一
二
三

（
九
五
一
）


