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イ
ー
サ
ン
・
マ
ー
ク
の
こ
の
大
著
は
、
日
本
に
よ
る
ジ
ャ
ワ
占
領
を
日
本

が
経
験
し
た
一
事
例
と
捉
え
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
本
書
は
戦
時
期
大
東
亜
思

想
に
つ
い
て
の
本
で
あ
り
、
そ
う
い
う
書
物
と
し
て
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争

の
思
想
的
支
え
を
知
り
た
い
と
思
う
者
に
は
、
ま
た
東
南
ア
ジ
ア
以
外
の
文

脈
で
も
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
一
書
で
あ
る
。
端
的
に
言
う
と
、
著
者
が
目

指
し
た
の
は
、
の
ち
に
日
本
軍
の
武
運
が
傾
く
に
つ
れ
、
急
速
に
そ
し
て
急

激
に
信
用
を
失
墜
し
た
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
多
様
な

集
団
に
い
か
に
し
て
こ
れ
ほ
ど
の
訴
求
力
を
持
ち
得
た
の
か
と
い
う
疑
問
に

答
え
る
こ
と
で
あ
る
。
著
者
の
賢
察
に
よ
れ
ば
、
日
本
が
唱
え
た
理
想
、
反

（
西
洋
）
植
民
地
主
義
、
汎
ア
ジ
ア
同
胞
と
い
う
修
辞
と
、
シ
ニ
カ
ル
で
、

明
確
に
植
民
地
主
義
的
で
、
搾
取
的
、
狂
信
的
排
外
主
義
的
な
行
動
と
の
間

に
極
端
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
戦
後
の
不
十
分
で
単
純
化
し
す
ぎ

た
説
明
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
い
う
。
レ
ト
リ
ッ
ク
と
実
態
の
あ
い
だ
の
こ
の

著
し
い
隔
た
り
を
日
本
の
戦
時
国
家
指
導
者
に
よ
る
シ
ニ
カ
ル
な
共
同
謀
議

の
せ
い
に
す
る
こ
と
は
、
日
本
人
に
す
れ
ば
極
め
て
安
易
な
こ
と
と
判
明
し

た
一
方
で
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
し
ば
し
ば
こ
の
隔
た

り
を
、
日
本
人
の
表
向
き
は
「
邪
悪
な
」
性
格
を
用
い
て
説
明
し
て
き
た
。

本
書
の
末
尾
で
著
者
が
雄
弁
に
説
く
の
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
説
明
と
し
て

は
お
粗
末
で
、
大
東
亜
の
理
想
が
多
く
の
日
本
人
と
ア
ジ
ア
人
の
双
方
に
ま

さ
に
心
か
ら
訴
え
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
ぼ
や
か
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
以
後
、
か
つ
て
の
「
大
東
亜
」
的
言
説
が
、

大
日
本
帝
国
の
版
図
だ
っ
た
地
域
で
共
有
さ
れ
る
「
ア
ジ
ア
的
価
値
観
」
を

本
質
主
義
的
に
支
持
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
甦
っ
て
い
る
の
を
目
の
当
た

り
に
す
る
と
き
、
こ
の
こ
と
を
正
確
に
理
解
す
る
の
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
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こ
と
だ
。

　「
国
境
横
断
的
歴
史
」
と
銘
打
つ
本
書
は
、
日
本
と
ジ
ャ
ワ
と
い
う
ア
ジ

ア
の
二
つ
の
社
会
の
接
点
に
つ
い
て
、
双
方
の
相
手
方
へ
の
姿
勢
を
ほ
ぼ
同

じ
比
重
で
扱
い
つ
つ
、
両
者
の
内
部
に
存
在
す
る
多
様
性
を
は
っ
き
り
と
描

き
出
し
た
。
す
ば
ら
し
い
成
果
で
あ
る
。
こ
の
点
で
す
ぐ
連
想
す
る
の
は
、

ア
メ
リ
カ
の
日
本
占
領
を
描
い
た
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
の
名
著
『
敗
北
を
抱
き

し
め
て
』（
一
九
九
九
）
だ
。
分
析
力
の
点
で
も
、
こ
の
二
冊
は
よ
く
似
て

い
る
。

　
占
領
前
夜
の
二
つ
の
社
会
そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
に
つ
い
て
、
二
章
に
わ
た
る

簡
潔
だ
が
豊
か
な
描
写
の
あ
と
、
三
年
半
の
日
本
の
ジ
ャ
ワ
占
領
期
間
中
に

双
方
の
考
え
方
と
政
策
に
起
き
た
地
殻
変
動
的
な
変
化
を
、
お
お
よ
そ
時
系

列
に
従
い
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
章
が
つ
づ
く
。
日
本
軍
の
到
着
と
オ
ラ
ン
ダ

の
あ
ま
り
に
も
あ
っ
け
な
い
敗
退
に
始
ま
り
、
日
本
と
ジ
ャ
ワ
双
方
の
手
放

し
の
期
待
感
が
い
や
が
上
に
も
高
ま
っ
た
こ
の
「
ハ
ネ
ム
ー
ン
期
間
」
が
時

系
列
的
に
描
か
れ
る
。
ジ
ャ
ワ
人
に
と
っ
て
、
三
世
紀
に
わ
た
り
支
配
し
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
君
主
を
、
近
代
的
な
非
西
洋
の
国
が
ほ
ん
の
数
日
で
打
ち
負

か
し
た
こ
と
は
電
撃
的
な
感
動
だ
っ
た
。
多
く
の
人
は
、
日
本
が
模
範
と
な

り
、
独
立
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
向
け
た
能
動
的
指
針
を
示
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う

と
期
待
し
た
。
一
方
、
中
国
で
手
強
い
抵
抗
に
会
い
、
戦
線
膠
着
に
陥
っ
た

経
験
を
た
っ
ぷ
り
味
わ
っ
た
多
く
の
日
本
軍
人
に
と
っ
て
、
こ
の
温
か
い
歓

迎
は
、
ジ
ャ
ワ
の
熱
帯
性
気
候
や
住
民
の
人
種
的
、
文
化
的
親
和
性
も
相

ま
っ
て
、
ジ
ャ
ワ
人
同
様
、
未
来
に
無
限
の
可
能
性
を
夢
見
さ
せ
て
く
れ
る

も
の
だ
っ
た
。

　
著
者
が
正
し
く
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
双
方
が
抱
い
た
大
き
な
期
待
は

け
っ
し
て
実
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
だ
が
日
本
の
占
領
軍
が
到
着
し
た
と
き
、

持
ち
合
わ
せ
て
い
た
大
量
の
善
意
を
惜
し
げ
も
な
く
注
ぎ
こ
ん
だ
そ
の
ス

ピ
ー
ド
感
は
、
そ
れ
で
も
並
外
れ
て
い
る
。
侵
略
の
と
き
掲
げ
ら
れ
た
日
章

旗
と
並
ん
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
旗
が
翻
っ
た
が
、
一
月
後
に
は
降
ろ
さ
れ
て
、

国
歌
も
禁
止
さ
れ
た
。
日
本
兵
は
地
元
民
を
見
下
し
、
非
礼
に
対
し
て
日
本

軍
で
は
ふ
つ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
た
ビ
ン
タ
の
習
慣
は
地
元
民
の
神
経
を
逆

撫
で
し
た
。
他
人
の
頭
を
触
る
こ
と
は
厳
格
な
タ
ブ
ー
だ
っ
た
か
ら
だ
。
占

領
が
進
む
に
つ
れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
が
当
初
抱
い
た
希
望
は
く
り
か
え
し
、

ほ
と
ん
ど
組
織
的
に
打
ち
砕
か
れ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

た
ち
は
憲
兵
隊
の
暴
力
的
な
尋
問
に
遭
い
、
独
立
の
約
束
は
事
実
上
戦
争
が

終
わ
る
ま
で
保
留
さ
れ
、
日
本
の
戦
時
需
要
の
せ
い
で
、
す
で
に
悲
惨
な
状

態
に
あ
っ
た
労
働
者
や
農
民
の
生
活
は
い
よ
い
よ
逼
迫
し
た
。
そ
し
て
事
態

は
さ
ら
に
悪
く
な
る
ば
か
り
だ
っ
た
。「
ジ
ャ
ワ
の
労
働
者
階
級
の
多
く
は

占
領
期
後
半
を
靄
の
か
か
っ
た
悪
夢
の
よ
う
に
記
憶
し
て
い
た
。
食
べ
物
を

求
め
て
幽
鬼
の
よ
う
に
さ
ま
よ
い
、
米
の
代
用
に
キ
ャ
ッ
サ
バ
芋
を
食
べ
、

ろ
く
に
着
る
も
の
も
な
く
て
外
出
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
演
習
や
強
制
労
働
が

嫌
だ
っ
た
」（p. 2

6
5

）。
し
か
し
（
こ
の
こ
と
は
別
の
箇
所
に
も
記
さ
れ
て
い
る

が
）
著
者
に
そ
も
そ
も
こ
ん
な
苦
し
み
を
記
録
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
当
初
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は
あ
れ
ほ
ど
期
待
に
満
ち
て
い
た
占
領
が
か
く
も
惨
め
な
失
敗
に
終
わ
っ
た

の
は
何
故
か
と
い
う
、
切
迫
し
た
疑
問
に
答
え
る
の
が
目
的
だ
っ
た
。
だ
が
、

も
っ
と
重
要
な
の
は
、
何
故
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
日
本
人
が
、
そ
し
て
ス
カ
ル

ノ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
・
リ
ー
ダ
ー
た
ち
す
ら
も
が
、
無
残
な
結
果

を
見
る
ま
で
「
大
ア
ジ
ア
」
の
夢
に
す
が
り
つ
づ
け
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。

　
著
者
の
結
論
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
は
、
双
方
の
陣
営
に
存
在

し
た
異
質
な
活
動
当
事
者
に
よ
っ
て
こ
の
占
領
の
性
格
の
多
く
を
説
明
で
き

る
こ
と
で
あ
る
。
占
領
期
間
を
つ
う
じ
、
各
段
階
で
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
に

印
象
的
な
個
人
や
集
団
の
紹
介
に
つ
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る
世
界
観
や

関
心
が
い
か
に
交
差
し
、
時
に
は
歩
み
寄
っ
て
も
、
た
い
て
い
は
矛
盾
対
立

す
る
よ
う
に
な
る
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
占
領
の
失
敗
の
多
く
を
説
明
す

る
こ
と
が
、
巧
み
に
語
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
と
い
う
言

葉
は
、
異
な
る
人
々
に
と
っ
て
、
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
を
持
つ
。
こ
の
あ

と
叙
述
は
「
軍
宣
伝
部
隊
」
と
呼
ば
れ
る
集
団
、
つ
ま
り
日
本
の
戦
時
思
想

を
売
り
こ
み
、
ジ
ャ
ワ
の
人
々
を
心
身
と
も
に
掌
握
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
芸
術
分
野
か
ら
集
め
ら
れ
た
日
本
の
「
文
化
人
」
の
集
団
に
移
る
。

彼
ら
の
多
く
は
日
本
の
汎
ア
ジ
ア
言
説
の
確
信
犯
的
信
奉
者
で
あ
り
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
人
を
「
同
胞
」
と
見
て
、
そ
の
独
立
達
成
を
助
け
た
い
と
思
っ
て

い
た
。
し
か
し
民
間
人
で
あ
る
宣
伝
部
隊
は
、
保
守
的
な
軍
部
か
ら
は
ま
る

で
信
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
宣
伝
部
隊
が
当
初
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
こ
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
の
取
り
込
み
を
図
っ
た
直
後
に
、
現
地
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
た
ち
の
志
が
シ
ニ
カ
ル
に
打
ち
消
さ
れ
た
こ
と
で
、
宣
伝
部
隊
は
難

し
い
立
場
に
立
た
さ
れ
、
個
人
的
に
大
き
な
落
胆
を
味
わ
っ
た
が
、
そ
れ
で

も
彼
ら
は
公
に
こ
の
政
策
転
換
を
進
め
る
の
に
全
力
を
尽
く
し
た
。
な
ぜ
な

ら
、
い
か
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
を
肯
定
的
に
見
て
い
よ
う
が
、
彼
ら
は
つ
ま

る
と
こ
ろ
、
日
本
と
そ
の
国
益
の
優
位
を
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

あ
と
著
者
は
軍
と
宣
伝
部
隊
の
腑
分
け
を
つ
づ
け
、
個
々
人
の
さ
ま
ざ
ま
な

背
景
や
思
想
に
踏
み
込
む
が
、
そ
こ
か
ら
伝
わ
る
の
は
ま
す
ま
す
矛
盾
し
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

　
ジ
ャ
ワ
側
に
は
、
峻
別
す
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
が
あ
っ
た

―
保
守
派
、

オ
ラ
ン
ダ
統
治
時
代
の
政
府
に
協
力
的
な
エ
リ
ー
ト
と
現
地
人
役
人
、
対
抗

戦
略
を
唱
え
る
新
参
エ
リ
ー
ト
（
と
く
に
オ
ラ
ン
ダ
人
の
下
で
の
漸
次
的
変
革

を
望
む
者
や
「
非
協
力
者
」）、
若
く
過
激
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
ジ
ャ
ワ
人

労
働
者
階
級
、
華
僑
（
多
く
が
オ
ラ
ン
ダ
人
に
密
着
し
て
巨
万
の
富
を
な
し
た

が
ゆ
え
に
、
ジ
ャ
ワ
人
の
大
半
か
ら
嫌
わ
れ
て
い
る
）。
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
の
広

範
な
一
次
調
査
を
つ
う
じ
て
著
者
が
と
く
に
選
び
出
し
た
の
は
、
自
己
利
益

と
純
粋
な
理
想
主
義
の
混
合
物
で
、
こ
れ
が
各
時
点
で
上
記
す
べ
て
の
集
団

を
日
本
と
の
協
力
に
誘
い
こ
ん
だ
。
こ
こ
で
説
得
力
を
も
っ
て
描
か
れ
る
の

が
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
で
あ
る
。
こ
の
思
想
に
惹
か
れ
た
ジ
ャ
ワ
人
は
、
多

く
の
日
本
人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
西
洋
の
帝
国
主
義
を
憎
み
、
そ
れ
と

は
異
な
る
方
法
で
近
代
を
目
指
す
集
団
的
方
法
を
模
索
し
た
。
彼
ら
が
夢
見

た
の
は
、
ア
ジ
ア
の
伝
統
文
化
に
根
ざ
し
、
彼
ら
に
と
っ
て
西
洋
近
代
の
本
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質
と
思
え
る
資
本
主
義
と
共
産
主
義
双
方
の
過
剰
を
避
け
る
道
で
あ
っ
た
。

中
に
は
心
か
ら
日
本
を
賛
美
す
る
者
も
い
た
が
、
そ
の
表
現
は
よ
り
自
律
的

な
行
動
を
隠
す
た
め
に
も
用
い
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
「
三
亜
運
動
」（「
ア
ジ

ア
の
指
導
者
日
本
」「
ア
ジ
ア
の
光
日
本
」「
ア
ジ
ア
の
母
体
日
本
」）
は
こ
れ
ま

で
日
本
の
尊
大
さ
の
現
れ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
著
者
は

別
の
説
明
を
試
み
る
。
こ
の
運
動
は
、
日
本
の
保
護
下
以
外
で
は
禁
止
さ
れ

て
き
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
共
同
体
構
築
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
た
め
の
合
法
的
な

場
を
求
め
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
が
着
想
し
、
そ
の
多
く
を
運
営
し
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
本
軍
の
一
部
か
ら
疑
わ
れ
て
、
一
見
超
愛

国
的
な
こ
の
運
動
が
終
焉
を
迎
え
た
の
ち
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
英
雄
ス
カ

ル
ノ
は
占
領
を
隠
れ
蓑
に
新
し
い
国
民
運
動
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の

と
き
ス
カ
ル
ノ
は
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
純
情
、
つ
ま
り
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
信
奉
の
双
方
に
彩
ら
れ
た
危
険
な
二
枚
舌

を
弄
し
て
い
た
。
ス
カ
ル
ノ
の
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
、

労
働
者
階
級
ほ
ど
に
は
直
接
の
苦
し
み
が
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
日
本
軍
へ
の

協
力
を
続
け
る
の
は
よ
り
簡
単
だ
っ
た
。
占
領
者
と
被
占
領
者
の
双
方
に
対

し
、
本
質
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
入
念
に
避
け
る
著
者
の
姿
勢
こ
そ
、
本
書

の
主
要
な
成
果
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
ま
り
に
多
く
の
歴
史
書
に
特

徴
的
だ
っ
た
「
邪
悪
な
日
本
人
」
と
「
非
力
な
ジ
ャ
ワ
人
」
と
い
う
ス
テ
ロ

タ
イ
プ
を
超
越
で
き
た
か
ら
だ
。

　
題
名
に
反
し
て
本
書
は
日
本
の
ジ
ャ
ワ
占
領
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
歴
史

書
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
歴
史
書
を
も
う
一
冊
書
く
の
で
は
な
く
、

日
本
人
と
ジ
ャ
ワ
人
に
焦
点
を
絞
っ
た
著
者
の
姿
勢
は
正
し
い
が
、
現
地
の

オ
ラ
ン
ダ
人
が
た
ど
っ
た
運
命
に
つ
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
慰
安
婦
を
除
い

て
、
驚
く
ほ
ど
無
関
心
だ
。
日
本
人
に
よ
る
オ
ラ
ン
ダ
人
捕
虜
の
扱
い
は
、

「
大
ア
ジ
ア
主
義
」、
ジ
ャ
ワ
人
、
日
本
の
逆
説
的
な
反
帝
国
主
義
的
帝
国
主

義
に
対
す
る
日
本
人
の
考
え
方
に
大
き
く
光
を
当
て
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

著
者
は
オ
ラ
ン
ダ
人
レ
オ
・
ヤ
ン
セ
ン
の
直
接
的
な
占
領
観
察
を
主
要
な
情

報
源
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
人
物
の
こ
と
は
同
様
に
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。

読
者
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
、
お
そ
ら
く
は
敵
対
的
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
環

境
で
ヤ
ン
セ
ン
が
ど
の
よ
う
に
生
き
延
び
、
働
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
知
り

た
い
と
思
う
。
日
本
の
占
領
の
終
焉
も
語
ら
れ
ず
、
降
伏
直
前
の
描
写
で
終

わ
っ
て
い
る
。
占
領
期
を
つ
う
じ
て
活
動
し
た
多
様
な
人
物
や
集
団
が
日
本

の
敗
北
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
宣
言
に
ど
う
反
応
し
た
か
に
つ
い
て
の
分

析
は
、
本
書
の
主
題
と
き
わ
め
て
関
わ
り
の
深
い
問
題
で
あ
る
は
ず
だ
。
著

者
の
今
後
の
作
品
で
ぜ
ひ
こ
う
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
て
も
ら
い
た
い
。
こ

の
よ
う
に
省
か
れ
た
話
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
日
本
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
と
、
二

つ
の
社
会
の
多
様
な
個
人
と
集
団
に
起
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
の
研
究
と

し
て
、
本
書
は
す
ば
ら
し
い
出
来
ば
え
で
あ
り
、
今
後
長
い
あ
い
だ
、
こ
の

分
野
で
卓
越
し
た
地
位
を
占
め
る
著
作
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

 

（
翻
訳
：
朝
倉
和
子
（
Ｓ
Ｗ
Ｅ
Ｔ
所
属
））
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