
夢
の
日
本
上
陸
、
佐
世
保
港
沖

平
素
は
閣
下
夫
人
と
い
わ
れ
「
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」
の
貴
婦

人
ス
タ
イ
ル
も
「
盗
み
」「
人
売
り
」「
儲
け
る
た
め
手
段
を
選
ば

ぬ
」「
素
朴
さ
か
ら
怒
り
」「
悪
言
雑
言
」
等
、
人
間
の
本
性
、
個

性
む
き
出
し
の
汚
い
、
悲
し
い
話
題
を
満
載
し
た
大
瑞
丸
も
、
母

国
佐
世
保
港
沖
に
投
錨
し
た
。
検
疫
官
の
検
疫
の
結
果
、
疑
似
コ

レ
ラ
患
者
が
若
干
名
い
る
た
め
、
約
一
週
間
以
上
上
陸
で
き
ず
、

停
船
さ
せ
ら
れ
た
。
夢
に
も
見
て
い
た
日
本
の
港
を
目
の
前
に
し

て
、
上
陸
で
き
ぬ
心
の
動
揺
か
ら
、
焦
り
と
不
安
、
不
満
爆
発
で
、

多
数
の
者
が
自
己
本
位
と
な
っ
て
、「
コ
レ
ラ
患
者
は
残
し
て
我
々

を
上
陸
さ
せ
よ
」「
患
者
と
い
っ
し
ょ
に
す
る
の
は
不
合
理
だ
」

「
団
幹
部
は
我
々
の
要
求
を
当
局
と
交
渉
せ
よ
」

と
大
騒
ぎ
と
な
っ

た
。い

よ
い
よ
上
陸
、
こ
の
土
は
日
本
の
土
だ

上
陸
命
令
は
一
週
間
後
に
あ
り
。
全
員
我
々
を
運
ん
で
く
れ
た

大
瑞
丸
タ
ラ
ッ
プ
か
ら
、
佐
世
保
港
岸
壁
に
上
陸
し
た
。

「
こ
の
土
は
日
本
の
土
だ
」「
皆
日
本
の
土
を
踏
ん
だ
ぞ
」
と

誰
か
が
叫
ぶ
と
、
子
供
の
よ
う
に
い
っ
せ
い
に
「
日
本
の
土
だ
」

「
日
本
へ
帰
っ
た
」
と
飛
び
上
が
る
者
も
い
た
。
検
疫
所
と
税
関

の
検
査
に
米
軍
Ｍ
Ｐ
が
目
を
光
ら
せ
て
い
た
。
頭
か
ら
メ
リ
ケ
ン

粉
の
よ
う
な
Ｄ
Ｄ
Ｔ
の
消
毒
、
荷
物
検
査
に
も
同
じ
、
荷
物
に
珍

ら
し
い
者
は
Ｍ
Ｐ
が
失
敬
し
た
が
、
日
本
に
帰
っ
て
来
た
嬉
し
さ

か
、
文
句
を
言
う
者
は
い
な
か
っ
た
。

収
容
所
入
り

胡
廬
島
港
の
収
容
所
と
違
い
、
す
べ
て
が
満
点
。
そ
れ
に
帰
国

で
き
た
と
い
う
絶
対
の
安
心
感
か
ら
、
悪
く
て
も
よ
い
よ
う
に
映

る
の
が
人
情
。
比
較
し
て
悪
い
面
は
何
も
な
い
。
収
容
所
長
が

「
ご
苦
労
さ
ん
で
し
た
」「も
う
大
丈
夫
で
す
」「
皆
さ
ん
が
定
着
地

に
行
か
れ
る
ま
で
、
心
か
ら
寛
ぎ
下
さ
い
」
と
挨
拶
の
あ
と
「
皆

さ
ん
の
無
事
帰
国
を
祝
福
し
て
、
酒
一
人
一
本
、
赤
飯
を
特
配
す

る
」
と
い
う
言
葉
が
終
ら
ぬ
内
に
誰
か
が
「
萬
歳
萬
歳
」
と
叫
ぶ

と
全
員
が
つ
ら
れ
て
「
萬
歳
」
の
声
と
な
っ
た
。

満
州
引
揚
者
の
体
験
よ
り　 

長
崎
県
　
田
島
梧
郎
　 

私
は
昭
和
八
年
八
月
、
満
州
鏡
泊
学
園
学
生
（
二
百
余
人
）
と



し
て
渡
満
し
、
元
吉
林
省
寧
安
県
鏡
泊
湖
畔
に
創
設
さ
れ
た
鏡
泊

学
園
に
学
ん
だ
者
で
す
。
鏡
泊
湖
は
大
陸
で
は
珍
し
い
山
の
中
の

美
し
い
湖
で
す
。
そ
の
湖
畔
に
お
い
て
、
鏡
泊
学
園
は
青
年
の
教

育
と
そ
れ
に
伴
う
学
園
村
建
設
事
業
な
ど
を
実
行
す
る
所
で
し
た
。

そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は『
大
亜
細
亜
主
義
』（
中
国
の
孫
文
先
生
や

日
本
の
宮
崎
踏
天
同
じ
く
玄
洋
社
民
間
有
志
の
諸
先
生
ら
皆
、
目

的
は
一
つ
）

。
そ
れ
は
、『亜
細
亜
の
復
興
と
提
携
』
を
志
す
青
年

た
ち
を
陶
冶
鍛
錬
し
て
、
民
族
協
和
・
王
道
楽
土
の
建
設
と
い
う

満
州
建
国
の
理
想
を
達
成
す
る
た
め
の
一
大
実
験
道
場
と
す
る
こ

と
で
あ
り
ま
し
た
。

「
今
か
ら
半
世
紀
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
あ
な
た
の
渡
満

の
動
機
は
」
と
、
改
め
て
問
わ
れ
る
と
、「
そ
う
で
す
ね
、
一
言

で
言
え
ば
、
青
年
の
血
気
が
大
陸
に
向
か
わ
せ
た
。

」
と
で
も
言

う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
初
頭
、「
海
の

彼
方
に
ゃ
支
那
が
あ
る
。
支
那
に
ゃ
四
億
の
民
が
待
つ
…
」
こ
の

よ
う
な
大
陸
浪
人
の
歌
が
高
唱
さ
れ
た
も
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
私

の
渡
満
の
動
機
は
、
明
治
維
新
以
来
先
輩
諸
先
生
の
抱
懐
し
て
い

た
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
使
命
観
と
も
い
う
べ
き
堅
い
一
面
と
、

青
年
の
情
熱
が
一
体
と
な
っ
て
大
陸
に
向
か
わ
せ
た
の
で
し
ょ
う

ね
。鏡

泊
湖
で
は
、
厳
し
い
原
始
の
世
界
と
や
さ
し
い
自
然
の
ロ
マ

ン
が
満
ち
満
ち
て
い
ま
し
た
よ
。
学
園
は
そ
の
後
、
幾
多
の
試
練

と
困
難
に
遭
遇
し
、
昭
和
十
年
の
末
に
一
応
解
散
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
半
の
卒
業
生
は
満
州
各
地
に
転
出
し
、

現
地
に
は
二
十
数
人
が
残
っ
て
村
作
り
を
始
め
ま
し
た
。
私
は
そ

の
中
の
一
人
な
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
十
余
年
間
、
敗
戦
引
き
揚
げ

ま
で
、
鏡
泊
湖
に
住
み
つ
き
、
日
本
国
籍
を
持
っ
た
満
州
国
民
と

い
う
『
現
住
民
』
生
活
を
続
け
た
わ
け
で
す
。

村
作
り
は
、
初
め
は
随
分
と
危
険
や
苦
労
が
あ
り
ま
し
た
。
二

年
経
ち
三
年
と
が
ん
ば
り
通
し
て
、
よ
う
や
く
営
農
の
目
ど
が
た

ち
、
現
地
自
活
の
道
が
開
け
て
き
ま
し
た
。
原
住
民
と
も
仲
良
く

な
り
手
を
携
え
て
大
鏡
泊
湖
村
の
建
設
を
目
指
し
、
そ
の
中
核
的

存
在
と
し
て
協
和
の
実
を
挙
げ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
す
。
昭
和
二
十

年
八
月
九
日
、
ソ
連
軍
侵
入
、
敗
戦
、
降
伏
、
満
州
国
崩
壊
、
避

難
生
活
、
そ
し
て
二
十
一
年
、
麻
袋
一
つ
の
引
き
揚
げ
姿
―
―
そ

の
す
べ
て
を
失
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
だ
が
、
得
た
も
の
も
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
日
本
人
と
し
て
の
貴
重
な
体
験
で
す
。

前
に
も
述
べ
ま
し
た
と
お
り
、

私
は
鏡
泊
湖
在
住
十
余
年
の
間
、



学
園
村
員
と
し
て
農
業
に
励
む
外
に
漁
業
や
林
業
等
も
担
当
し
て

お
り
、
現
地
の
人
々
と
は
特
に
深
い
交
際
が
あ
り
ま
し
た
。
鏡
泊

湖
上
の
冬
期
漁
業
や
哈
尓
巴
（
ハ
ル
パ
）
嶺
の
原
始
林
伐
採
搬
出

作
業
な
ど
、
彼
ら
と
起
居
を
共
に
し
て
働
き
ま
し
た
か
ら
、
そ
の

生
活
ぶ
り
、
そ
の
人
柄
、
感
情
の
琴
線
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
ま
た
、
鏡
泊
湖
の
近
く
に
あ
る
東
京
城
の
渤
海
遼
の
遺

跡
や
満
州
の
歴
史
な
ど
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
満
州
と
日
本

は
遠
く
祖
先
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
も
知
り
ま
し
た
。
み
ん
な

皮
膚
の
色
を
同
じ
く
す
る
ア
ジ
ア
黄
色
人
種
な
の
で
す
。

し
か
も
、

漢
字
文
化
圏
に
住
み
、
話
せ
ば
分
か
る
仲
間
同
士
な
の
で
す
。

人
種
的
に
も
通
古
斯
（
ツ
ン
グ
ー
ス
）
族
や
蒙
古
族
は
共
に
ウ

ラ
ル
ア
ル
タ
イ
語
系
に
属
す
る
民
族
で
す
。
中
国
本
土
を
主
と
す

る
漢
民
族
は
奏
漢
以
来
万
里
の
長
城
を
境
と
し
て
そ
の
南
に
居
住

し
、
北
は
、
中
国
か
ら
は
「
夷
狄
よ
、
蛮
族
よ
」
と
蔑
視
さ
れ
、

そ
の
反
面
、
恐
怖
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
東
夷
（
ト
ウ
イ
）
北
狄

（
ホ
ク
テ
キ
）
西
戎
（
セ
イ
ジ
ュ
ウ
）
等
諸
民
族
の
棲
み
家
だ
っ

た
の
で
す
。
騎
馬
遊
牧
狩
猟
の
剽
悍
な
民
族
群
で
す
。
中
国
各
王

朝
の
興
亡
の
歴
史
は
、
常
に
こ
の
北
方
民
族
と
の
か
か
わ
り
あ
い

の
中
に
あ
り
ま
す
。

満
州
、
蒙
古
の
地
よ
り
興
り
長
城
を
越
え
て
中
国
本
土
に
侵
入

し
、
そ
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
を
占
領
統
治
し
た
異
族
王
朝
は
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
匈
奴
・
扶
余
・
高
句
麗
・
渤
海
・
遼
・
金
・

元
・
清
…
な
ど
。
反
対
に
中
国
よ
り
討
っ
て
出
て
北
を
征
服
し
、

あ
る
い
は
羈
縻
（
キ
ビ
）
政
策
に
よ
る
遠
隔
操
作
に
よ
っ
て
北
方

を
治
め
た
の
は
、
古
く
は
燕
・
秦
・
漢
・
魏
、
下
っ
て
隋
・
唐
の

時
代
、
元
に
反
発
し
て
興
っ
た
明
王
朝
、
近
代
に
入
っ
て
満
州
族

の
清
を
退
位
さ
せ
て
よ
う
や
く
成
立
し
た
中
華
民
国
国
民
党
政
権
、

第
二
次
大
戦
後
革
命
に
よ
り
共
産
党
独
裁
の
中
華
人
民
共
和
国
が

生
ま
れ
、
ほ
ぼ
清
の
版
図
を
踏
襲
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

中
国
の
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
滅
び
た
清
朝
は
、
日
本
の
徳
川
幕

府
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
の
長
期
政
権
で
あ
り
ま
し
た
。
三
百
万
に
足

ら
ぬ
満
州
族
が
四
億
の
民
の
中
国
全
土
お
よ
び
蒙
古
、

ウ
イ
グ
ル
、

チ
ベ
ッ
ト
ま
で
も
席
巻
し
、
朝
鮮
・
台
湾
・
越
南
を
属
し
て
一
大

清
帝
国
を
打
ち
建
て
た
の
で
す
か
ら
正
に
驚
き
で
す
。
し
か
し
、

権
力
の
座
に
つ
い
た
満
族
は
、
王
都
に
移
り
住
ん
で『
北
京
の
春
』

を
満
喫
飽
食
し
、
武
を
捨
て
て
遊
蕩
児
に
な
り
果
て
て
し
ま
い
故

郷
の
満
州
を
放
置
し
て
省
み
な
か
っ
た
。
そ
こ
へ
、
中
国
の
山
東
、

河
北
方
面
の
土
地
を
持
た
な
い
農
民
や
困
窮
者
た
ち
が
ど
っ
と
移
っ



て
き
た
。
清
朝
は
あ
わ
て
て
封
禁
令
や
招
墾
令
な
ど
を
出
し
て
統

制
し
た
が
、
そ
の
流
れ
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

時
あ
た
か
も
ア
ヘ
ン
戦
争
を
契
機
と
し
た
西
方
東
漸
の
時
代

（
十
八
～
十
九
世
紀
）

。
英・
佛
・
蘭
・
西
・
独
な
ど
が
南
方
か

ら
植
民
地
獲
得
競
争
を
始
め
る
。
北
か
ら
は
帝
制
ロ
シ
ア
が
シ
ベ
リ

ア
・
沿
海
州
を
併
呑
し
満
州
・
朝
鮮
を
狙
っ
て
く
る
。
清
国
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
葦
帯
水
の
日
本
に
と
っ
て
も
喉
元
に
ド
ス
を

つ
き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
国
家
存
亡
の
危
機
で
あ
り
ま
し
た
。
日

清
・
日
露
の
再
役
は
新
興
日
本
に
と
っ
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な

い
防
衛
の
戦
争
で
あ
っ
た
。
幸
い
勝
利
を
得
た
た
め
自
衛
の
主
目

的
は
達
成
で
き
た
が
、
勢
い
に
乗
っ
て
日
本
は
兄
弟
た
る
べ
き
李

朝
鮮
を
吸
収
併
合
し
、
満
州
に
お
い
て
は
鉄
道
な
ど
既
得
権
益
に

固
執
し
て
、「
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
」

、
ア
ジ
ア
復
興
と
い

う
「
崇
高
な
る
精
神
」
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
し
ま
っ
た
。

す
で
に
満
州
に
お
い
て
は
中
国
よ
り
移
住
し
て
き
た
漢
民
族
の

数
は
二
千
万
人
を
数
え
、
南
満
の
遼
河
地
域
を
中
心
に
し
て
二
世

三
世
の
世
代
と
代
わ
り
・
生
活
基
盤
も
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
張

作
霖
・
張
学
良
政
権
は
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
生
ま
れ
た
。

初
め
親
日
、
の
ち
、
学
良
の
易
旆
に
よ
っ
て
排
日
運
動
は
激
化
し
、

つ
い
に
満
州
事
変
勃
発
と
な
っ
た
。
た
と
え
、
日
本
軍
部
の
力
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
は
い
え
、
満
州
と
い
う
広
大
な
地
域
に
お
い

て
は
、
そ
こ
に
住
む
漢
・
満
・
蒙
・
日
・
鮮
の
諸
民
族
の
協
力
に

よ
る
新
国
家
の
建
設
が
最
も
自
然
な
姿
で
あ
り
、
そ
の
健
全
な
育

成
が
ア
ジ
ア
復
興
の
さ
き
が
け
に
な
る
…
こ
の
考
え
は
今
に
な
っ

て
も
そ
れ
相
応
の
根
拠
の
あ
る
論
理
で
あ
る
。

私
た
ち
若
い
日
本
人
は
こ
の
信
念
に
基
づ
い
て
生
真
面
目
に
、

そ
れ
こ
そ
真
剣
に
な
っ
て
努
力
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

権
力
の
座
に
つ
く
と
専
制
傲
慢
、

そ
し
て
隷
従
腐
敗
が
は
び
こ
る
。

日
本
人
は
大
な
り
小
な
り
こ
の
病
弊
に
と
り
つ
か
れ
て
、
特
権
階

級
と
し
て
彼
ら
か
ら
敬
遠
さ
れ
疎
外
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
…

そ
し
て
、
終
戦
、
動
乱
。
一
朝
に
し
て
丸
裸
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

反
省
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
和
祈
念

『
民
主
と
平
和
』
を
叫
ん
で
い
れ
ば
日
本
で
は
『
先
生
』
と
言

わ
れ
る
。
終
戦
後
新
し
い
日
本
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
平
和
国
家
が

発
足
し
た
。
長
い
間
戦
い
に
明
け
暮
れ
て
い
た
日
本
国
民
に
と
っ

て
は
、

敗
戦
の
結
果
と
は
い
え
平
和
の
到
来
は
乾
天
の
慈
雨
で
あ
っ

た
。
占
領
国
の
圧
力
と
敗
戦
国
民
と
し
て
自
信
喪
失
の
時
期
に
作



ら
れ
た
新
憲
法
は
『
押
し
つ
け
憲
法
』
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
そ
れ
と
し
て
、
憲
法
前
文
を
読
む
と
人
類
の
崇
高
な
理
想
が

高
々
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。「
世
界
の
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
…
」

と
あ
る
。

更
に
そ
れ
に
到
達
す
る
た
め
の
道
順
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
は
「
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら

永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
国
際
社
会
に
お
い
て
名
誉
あ

る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
う
…
。

」
私
は
こ
れ
を
熟
読
し
て
、
あ

ら
た
め
て
世
界
の
現
状
と
日
本
の
置
か
れ
て
い
る
地
位
と
を
考
え

る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
世
界
の
歴
史
は
『
戦
争
と
平
和
』
の
繰
り

返
し
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
ま
た
現
在
も
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と

偏
狭
が
存
続
し
て
世
界
各
地
に
お
い
て
動
乱
や
紛
争
が
絶
え
な
い

こ
と
か
。
平
和
を
維
持
す
る
こ
と
は
生
易
し
い
も
の
で
は
な
い
。

「
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
他
国
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

」

（
同
前
文
）
こ
れ
は
個
人
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
今
日
、
豊

か
に
な
っ
た
日
本
人
は
海
外
に
進
出
し
て
経
済
活
動
を
行
っ
て
い

る
。
発
展
途
上
国
の
人
々
に
対
し
経
済
的
圧
迫
と
専
制
的
驕
慢
な

態
度
を
も
っ
て
臨
ん
で
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。東

洋
道
徳
の
本
は
『
仁
』
の
精
神
で
あ
る
。
相
手
の
心
に
な
っ

て
お
互
い
思
い
や
り
つ
つ
調
和
発
展
す
る
こ
と
で
あ
る
。
欧
米
型

の
よ
う
に
万
事
ド
ラ
イ
に
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
、
そ
し
て
、
ビ
ジ
ネ

ス
的
に
押
し
つ
け
る
の
と
は
質
が
違
う
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

国
際
人
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
ア
ジ
ア
の
中
の
一
員
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
―
―
以
上
は
私
が
満
州
に
お
い
て
得
た

貴
重
な
体
験
と
し
て
言
い
残
し
て
お
き
た
い
。

平
和
は
口
で
唱
え
る
だ
け
で
は
決
し
て
や
っ
て
来
な
い
。
国
民

一
人
一
人
が
自
ら
実
行
し
、
正
し
い
認
識
の
も
と
に
国
政
の
中
に

生
か
し
、
さ
ら
に
国
際
社
会
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
招
来
で
き
る
。

特
別
な
立
場
に
置
か
れ
た

引
き
揚
げ
者
の
体
験　 

鳥
取
県
　
江
原
直
巳
　 

父
母
は
今
の
北
朝
鮮
、
朝
鮮
威
鏡
南
道
元
山
府
に
明
治
三
十
七

年
ご
ろ
渡
鮮
、
私
は
そ
の
元
山
で
明
治
四
十
四
年
三
月
一
日
生
ま

れ
た
。
父
熊
太
郎
は
居
留
民
団
副
団
長
、
そ
の
後
元
山
商
業
会
議




