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●
太
平
洋
史
を
語
り
直
す「
航
海
」へ

二
〇
一
四
年
二
月
、
こ
れ
ま
で
い
く

つ
も
の
刺
激
的
か
つ
独
創
的
な
論
考
を

発
表
し
て
き
た
塩
田
氏
（
以
下
、著
者
）

は
、
本
書
を
書
き
終
え
て
こ
の
世
を

去
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
評
者
が

は
じ
め
に
抱
い
た
の
は
、
哀
悼
と
、
著

者
が
意
外
に
も
早
く
自
ら
の
仕
事
を
や

り
遂
げ
た
こ
と
へ
の
感
慨
だ
っ
た
。

太
平
洋
文
明
史
が
イ
ン
ボ
ン
グ
人
類

学
（
著
者
の
言
葉
）
の
次
な
る
テ
ー
マ

で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
あ
と
が
き
」
に

触
れ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
普

段
の
会
話
で
も
、「
い
ず
れ
は
太
平
洋

の
文
明
論
を
書
く
つ
も
り
だ
」
と
い
う

著
者
の
語
り
を
、
親
交
の
あ
っ
た
者
な

ら
ば
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
だ
。

た
だ
評
者
が
「
意
外
に
も
早
く
」
と
感

じ
た
の
は
、「
太
平
洋
史
に
関
す
る
古

書
は
集
め
た
。
で
も
、
文
献
研
究
は
六

〇
代
に
な
っ
て
か
ら
、
い
わ
ば
老
後
の

楽
し
み
に
と
っ
て
お
き
た
い
。
今
は
、

フ
ィ
ー
ル
ド
（
現
場
）
を
ち
ゃ
ん
と
み

つ
め
た
い
」
と
い
う
よ
う
な
著
者
の
発

言
を
記
憶
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
著
者
は
、
一
〇

年
余
り
の
時
間
を
一
気
に
駆
け
抜
け
た

こ
と
に
な
る
。
き
っ
と
、
膨
大
な
読
書

量
か
ら
湧
き
あ
が
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
形
に
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

衝
動
に
駆
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
著

者
は
、オ
ペ
ラ
や
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
「
力
」

を
借
り
て
―
著
者
の
執
筆
活
動
は
音
楽

と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
―
驚
く
べ

き
速
さ
で
、
そ
れ
ら
を
具
現
化
し
て

い
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

航
海
記
―
そ
れ
は
、
ブ
ー
ゲ
ン
ヴ
ィ

ル
や
ク
ッ
ク
を
は
じ
め
、
大
航
海
時
代

の
船
乗
り
た
ち
が
自
ら
の
長
い
航
海
の

体
験
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。本
書
は
、

太
平
洋
の
文
明
史
を
辿
る
著
者
の
「
思

考
の
航
海
」
の
記
録
で
あ
る
。
そ
の
思

考
は
、
大
航
海
時
代
か
ら
二
一
世
紀
の

現
代
ま
で
の
時
間
幅
を
も
ち
、
グ
ロ
ー

ブ
（
地
球
）
を
縦
横
無
尽
に
か
け
め
ぐ

る
。
読
者
は
、
対
象
と
な
る
太
平
洋
上

の
大
小
無
数
の
島
々
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

南
北
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア

と
次
々
に
連
結
さ
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
う
え
に
成
り
立
つ
太
平
洋
の
近
現
代

史
（
あ
る
い
は
文
明
史
）
が
明
確
な
形

を
成
し
て
ゆ
く
歴
史
的
過
程
を
追
体
験

す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
太
平
洋
の
歴
史
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
多
く
の
書
物
が
世
に
存

在
し
、
そ
れ
ら
は
多
か
れ
少
な
か
れ
グ

ロ
ー
バ
ル
化
に
言
及
し
て
い
る
。
著
者

が
本
書
で
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
の

は
、
太
平
洋
に
散
在
す
る
島
々
の
長
い

歴
史
を
、
従
来
と
は
異
な
る
「
物
語
」

と
し
て
、語
り
直
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
著
者
が
依
拠
す
る
枠
組
み

は
、
一
言
で
い
え
ば
、
太
平
洋
の
覇
権

を
め
ぐ
る
政
治
経
済
学
で
あ
る
―
「
太

平
洋
の
島
々
の
針
路
は
、
常
に
時
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
地
政
学
的
現
実
、
更
に
い

う
な
ら
「
シ
ー
・
パ
ワ
ー
」（
＝
制
海

権
）
の
帰
趨
に
左
右
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
」（
一

一
五
ペ
ー
ジ
）。
し
か
も
、

覇
権
を
め
ぐ
る
構
図
は
、

欧
米
列
強
間
の
対
立
か

ら
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン

（
と
く
に
ア
メ
リ
カ
）
と

中
国
の
対
立
へ
と
変
容

し
て
い
く
筋
書
き
だ
。
評

者
は
、
太
平
洋
の
歴
史
を

こ
の
よ
う
に
語
り
直
し
た
点
に
こ
そ
、

本
書
の
独
創
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

●
本
書
の
構
成

こ
こ
で
、
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、

本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に

し
よ
う
。
著
者
は
本
書
の
ど
こ
に
も
章

構
成
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
い
な
い
た

め
、
本
書
の
筋
道
を
確
認
す
る
こ
と
に

は
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

本
書
は
、
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
話
が
は
じ
ま
る
。著
者
は
、ホ
ブ

ズ
ボ
ー
ム
の
「
資
本
の
時
代
」
を
導
き

の
糸
と
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
交
通
通
信
技
術（
具
体
的
に
は
、

鉄
道
、汽
船
、電
信
）の
発
達
に
注
目
す

る
。
著
者
が
こ
の
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
を

本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
に
据
え

て
い
る
の
は
、
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
そ
れ

が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
制
海
権

争
い
を
支
え
る
装
置
だ
か
ら
で
あ
る
。

塩
田
光
喜 

著

『
太
平
洋
文
明
航
海
記
―
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
か
ら

　

米
中
の
制
海
権
を
め
ぐ
る
争
い
ま
で
』
明
石
書
店 

二
〇
一
四
年

馬
場　

淳
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第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は
、
大
航

海
時
代
に
お
け
る
太
平
洋
島
嶼
諸
社
会

の
変
貌
が
描
か
れ
て
い
る
。
太
平
洋
地

域
に
は
、
地
理
上
の
「
発
見
」
に
と
も

な
い
、
ビ
ー
チ
コ
マ
ー
（
船
を
降
り
、

現
地
に
溶
け
込
ん
だ
白
人
水
夫
）、
捕

鯨
船
員
、
商
人
、
宣
教
師
が
漸
次
的
に

現
れ
、
現
地
社
会
の
変
容
を
促
し
て

い
っ
た
。
当
初
、
太
平
洋
地
域
に
お
け

る
白
人
の
経
済
活
動
は
、
海
洋
や
島
々

に
自
生
す
る
動
植
物
を
捕
獲
・
伐
採
し
、

遠
隔
地
の
市
場
ま
で
運
ん
で
利
益
を
得

る
と
い
う
資
源
収
奪
型
の
そ
れ
だ
っ
た

が
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
は
、
ハ
ワ
イ

な
ど
一
部
の
島
々
で
、白
人
た
ち
が（
現

地
民
か
ら
）
収
奪
し
た
土
地
で
生
産
活

動
を
行
う
と
い
う
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

経
済
が
発
達
し
た
。
こ
れ
は
、
白
人
た

ち
の
定
住
化
、
現
地
人
た
ち
の
人
口
移

動
、
そ
し
て
白
人
と
現
地
人
の
濃
密
な

相
互
作
用
を
促
し
た
と
い
う
点
で
、
太

平
洋
島
嶼
民
の
社
会
や
文
化
に
甚
大
な

影
響
を
も
た
ら
し
た
の
だ
っ
た
。

第
五
章
と
第
六
章
の
テ
ー
マ
は
、
植

民
地
経
験
で
あ
る
。太
平
洋
の
島
々
は
、

一
九
世
紀
半
ば
か
ら
世
紀
転
換
期
に
か

け
て
、
欧
米
列
強
の
植
民
地
と
な
っ
て

い
っ
た
が
、
著
者
は
そ
の
帝
国
主
義
的

な
植
民
地
分
割
を
、
制
海
権
の
確
保
と

い
う
観
点
か
ら
整
理
し
て
い
る
。
そ
の

う
え
で
、
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
調
査
を

行
っ
て
き
た
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
を

例
に
挙
げ
て
、
植
民
地
の
実
態
―
白
人

と
現
地
人
の
支
配
従
属
関
係
や
、
石
器

時
代
と
二
〇
世
紀
的
技
術
の
併
存
と
い

う
「
い
び
つ
な
近
代
化
」
―
を
仔
細
に

描
き
出
す
。

第
七
章
の
太
平
洋
戦
争
と
戦
後
体
制

も
、
制
海
権
の
争
い
と
い
う
点
で
貫
か

れ
て
い
る
。
太
平
洋
戦
争
で
は
、
太
平

洋
を
め
ぐ
る
覇
権
争
い
に
日
本
が
登
場

す
る
が
、
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
の
観
点
か

ら
日
本
の
敗
北
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て

著
者
は
、
戦
後
の
太
平
洋
を
「
ア
ン
ザ

ス
の
湖
」と
化
す
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン

の
覇
権
に
注
目
す
る
。
と
り
わ
け
、
ア

ン
ザ
ス
と
日
米
安
全
保
障
条
約
を
通
じ

て
、「
極
東
の
対
共
産
圏
へ
の
兵
力
配
置

と
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
の
確
保
」（
一
一

四
ペ
ー
ジ
）
を
実
現
し
て
い
く
ア
メ
リ

カ
の
北
太
平
洋
戦
略
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。第

八
章
で
は
、
広
大
な
国
土
や
資
源

を
も
つ
国
で
の
資
源
収
奪
型
の
乱
開

発
、
資
源
の
な
い
極
小
島
嶼
国
（
マ
イ

ク
ロ
・
ス
テ
ー
ト
）
の
窮
状
、
怪
し
い

パ
ス
ポ
ー
ト
・
ビ
ジ
ネ
ス
、
タ
ッ
ク
ス
・

ヘ
イ
ブ
ン
な
ど
、
独
立
を
遂
げ
た
太
平

洋
諸
国
の
諸
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
背
景
に
つ
い
て
、
著

者
は
、「
頭
が
切
れ
て
、
口
が
達
者
で
、

マ
ネ
ー
が
大
好
き
な
白
人
達
」
が
跳
梁

跋
扈
し
、
太
平
洋
諸
国
を
食
い
物
に
し

て
い
る
と
ま
で
喝
破
す
る
の
で
あ
る
。

第
九
章
で
は
、
太
平
洋
に
お
け
る
ア

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
覇
権
を
揺
る
が

す
中
国
の
台
頭
を
問
題
に
し
て
い
る
。

「
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
以
来
の
ア
ン

グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
太
平
洋
に
お
け
る

シ
ー
・
パ
ワ
ー
（
制
海
権
）
は
再
び
チ
ャ

レ
ン
ジ
を
受
け
つ
つ
あ
る
」（
一
五
八

ペ
ー
ジ
）―
著
者
は
、
こ
の
米
中
の
対

立
が
、
二
一
世
紀
の
太
平
洋
を
特
徴
づ

け
る
基
調
音
／
不
協
和
音
と
な
っ
て
い

く
こ
と
を
予
見
す
る
。

末
尾
に
は
、
第
四
〇
回
太
平
洋
諸
島

フ
ォ
ー
ラ
ム（
二
〇
一
一
年
九
月
開
催
）

の
政
治
経
済
的
背
景
を
め
ぐ
る
単
独
の

論
考
（
黒
崎
岳
大
氏
と
共
著
）
が
補
遺

と
し
て
採
録
し
て
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

太
平
洋
諸
国
の
海
に
眠
る
海
洋
底
資
源

が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

今
後
も
ま
す
ま
す
太
平
洋
を
め
ぐ
る
覇

権
争
い
は
続
く
だ
ろ
う
こ
と
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
著
者
は
、
持
ち
前

の
力
業
（
筆
力
と
物
語
構
成
力
）
で
、

太
平
洋
の
過
去
と
現
在
を
ひ
と
つ
の
筋

を
持
っ
た
「
物
語
」
と
し
て
描
き
直
し

た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、こ
の
よ
う
な
「
物
語
」
は
、

太
平
洋
の
覇
権
を
め
ぐ
る
列
強
の
圧
倒

的
な
政
治
・
経
済
力
を
読
者
に
印
象
づ

け
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を

否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
オ
セ
ア

ニ
ア
歴
史
人
類
学
の
研
究
成
果
か
ら
す

れ
ば
、
太
平
洋
の
人
々
が
そ
の
よ
う
な

勢
力
（
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
）
と

交
渉
し
な
が
ら
、
自
ら
の
社
会
を
主
体

的
に
再
編
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
い
っ
て
お
く

と
、
著
者
は
太
平
洋
島
嶼
民
の
主
体
性

に
無
自
覚
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
む
し

ろ
そ
れ
を
現
場
で
感
じ
取
り
、
知
る

人
物
で
あ
る
。
著
者
に
は
、
パ
プ
ア

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
高
地
に
暮
ら
す
イ
ン

ボ
ン
グ
族
を
対
象
に
長
く
地
道
な
調
査

研
究
（
イ
ン
ボ
ン
グ
人
類
学
）
を
続
け

て
き
た
経
験
が
あ
る
か
ら
だ
（
そ
の
代

表
作
は
『
石
斧
と
十
字
架
』
で
あ
る
）。

本
書
評
で
は
紙
幅
の
関
係
上
割
愛
し
た

が
、
本
書
を
読
め
ば
、「
環
太
平
洋
世

界
と
太
平
洋
世
界
の
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ

ン
」（
三
ペ
ー
ジ
）
を
随
所
で
目
の
当

た
り
に
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
著

者
に
な
り
代
っ
て
、
評
者
は
、
本
書
が

大
国
の
覇
権
争
い
の
背
後
に
あ
る
ロ
ー

カ
ル
な
力
学
や
現
地
人
の
主
体
性
へ
の

深
い
理
解
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ

と
を
、
最
後
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。

（
ば
ば　

じ
ゅ
ん
／
首
都
大
学
東
京
客
員

研
究
員
）




