
「海
の
歴
史」

の
な
か
の
ア
ヘ
ン
戦
争

豊
岡

康
史

は
じ
め
に

文
部
科
学
省

「高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
一
年
こ
が
示
す

世
界
史
像
に
は
い
く
つ
か
の
断
絶
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
西
洋
と

東
洋
、
近
世
と
近
代
の
あ
い
だ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
注
目
し
た
い
。

「
指
導
要
領
」
世
界
史
B
の

（四
）
「
諸
地
域
世
界
の
結
合
と
変
容
」
i

ア
に
は
、

一
八
世
紀
ま
で
の
ア
ジ
ア
地
域
を
扱
う
、
同
l

エ
に
は
、
ョ
l

ロ
ッ
パ
諸
国
の
ア
ジ
ア
進
出
を
扱
う
と
い
う
内
容
が
あ
る
。
「
独
自
に
繁

栄
し
て
い
た
ア
ジ
ア
に
、
強
大
な
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

が
進
出
し
、
こ
れ
を
包
摂
し
て
今
の
世
界
の
一
体
化
が
な
っ
た
」
と
い
う

枠
組
み
が
み
て
と
れ
よ
う
。
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

（西
洋
）
と
ア
ジ
ア
（
東
洋
）
は
ま
っ
た
く
別
個
の
歴
史
を
有
し
て
お
り
、

一
八
世
紀

（近
世
）
ま
で
と
一
九
世
紀
（
近
代
）
以
降
の
歴
史
も
そ
れ
ぞ

（

l）
 

れ
異
な
る
文
脈
に
従
っ
て
展
開
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
九
世
紀
後
半
か
ら
現
代
ま
で
の
国
際
関
係
全
体
が
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
を
中
心
に
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
に
は
そ
れ
ほ
ど
異
論
は
な

か
ろ
う
。

一
方
で
各
地
域
に
お
け
る
具
体
的
な
社
会
経
済
の
展
開
は
、
そ

れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
た
と
え
ば

一
八
四

O
年
に
発
生
し
た
ア
へ
ン
戦

争
は
、
西
洋
と
東
洋
が
近
世
と
近
代
の
境
目
で
ぶ
つ
か
り
あ
っ
た
事
件
な

の
だ
が
、
近
年
の
研
究
に
お
い
て
は
、

一
八
世
紀
以
前
か
ら
の
清
朝
沿
海

に
お
け
る
西
洋
と
東
洋
の
か
か
わ
り
の
帰
結
の
ひ
と
つ
が
ア
へ
ン
戦
争
で

あ
る
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
研
究
潮
流
に
樟

さ
し
、
西
洋
・
東
洋
・
近
代
近
世
を
断
絶
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

ア
へ
ン

戦
争
に
い
た
る
経
緯
を
、
清
朝
の
「
海
の
歴
史
」
の
な
か
に
位
置
づ
け
て

み
た
い
。

清
朝
の
貿
易
管
理
と
ア
へ
ン
の
登
場

満
洲
族
の
王
朝
、
大
清
（
ダ
イ
チ
ン
、
以
下
、
清
朝
）
が
鄭
氏
台
湾

を
含
む
旧
明
朝
系
の
敵
対
勢
力
を
す
べ
て
消
滅
さ
せ
た
の
は
一
六
八
三
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
か
ら
清
朝
は
、
明
朝
が
設
定
し
た
貿
易
制
限

を
ほ
と
ん
ど
撤
廃
し
て
い
く
。
明
朝
は
、
領
域
内
で
銀
で
の
徴
税
を
お
こ

な
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
建
国
当
初
に
定
め
た

「海
禁
」
や
朝
貢
貿

易
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
貿
易
制
限
を
墨
守
し
、
日
本
か
ら
銀
を
密
輸
す
る

「
倭
冠
」
の
猫
娠
を
招
い
た
。
こ
れ
を
反
面
教
師
と
し
た
清
朝
の
選
択
は
、

（

2）
 

徴
税
へ
の
特
化
で
あ
っ
た
。
貿
易
制
限
を
し
て
も
国
内
外
の
需
要
と
供
給

の
関
係
を
統
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
む
し
ろ
貿
易
を
抑
制
せ
ず
に
、

一
六
八
0
年
代
以
降

通
関
税
を
取
っ
た
方
が
よ
ほ
ど
よ
い
。
そ
の
結
果
、

の
清
朝
沿
海
に
は
、
「
密
輸
」
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
く
な
っ
た
。
禁
制
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品
も
制
限
も
な
い
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。

一
七
世
紀
末
、
そ
の
貿
易
放
任
体
制
下
の
清
朝
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
が
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
（
以
下
、

E
I
C）
で
あ
る
。
か
れ

一
七
八
四

ら
は
茶
や
生
糸
を
購
入
し
、
代
価
と
し
て
銀
を
も
た
ら
し
た
。

年
に
イ
ギ
リ
ス
で
茶
関
税
の
引
き
下
げ
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
広
州
で
の
茶

買
付
額
が
激
増
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
銀
が
中
国
へ
流
出
す
る
こ
と
を
嫌
が

り
、
茶
の
代
価
と
し
て
ア
へ
ン
の
利
用
を
始
め
る
。
た
だ
し
一
九
世
紀
最

初
の
一

O
年
の
中
国
へ
の
ア
へ
ン
輸
出
量
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
。

ま
た
茶
の
決
済
に
は
銀
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
の
綿
布
の
ほ
か
東
南
ア

（

3
）
 

ジ
ア
産
の
米
や
香
辛
料
な
ど
も
利
用
さ
れ
て
お
り
、
ア
へ
ン
の
対
清
輸
出

開
始
が
即
座
に
清
英
関
係
に
緊
張
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

一八
O
八
年
秋
、
イ
ギ
リ
ス
軍
が
マ
カ
オ
を
占
領
す
る
と
い
う
事
件
が

起
こ
る
。
こ
れ
は

E
I
C広
州
商
館
の
首
班
で
あ
っ
た

J
－

w
－
ロ
パ
ー

ツ
が
ア
へ
ン
取
引
の
独
占
を
狙
っ
て
、
ア
ヘ
ン
取
引
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る

マ
カ
オ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
影
響
力
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
清
朝
側
の
強
い
抗
議
と
、
貿
易
停
止
に
よ
っ
て
被
害
を
こ
う
む
る

イ
ギ
リ
ス
人
商
人
の
反
対
に
よ
り
、
上
陸
か
ら
三
カ
月
で
撤
退
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
。
ロ
パ

l
ツ
は
本
国
へ
召
還
さ
れ
、
強
く
批
判
さ
れ
た
。
実
は

E
I
C本
社
も
イ
ギ
リ
ス
人
商
人
も
、
ア
ヘ
ン
輸
出
を
、
決
済
時
の
銀
支

払
い
を
あ
る
程
度
抑
制
す
る
副
次
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
ア
へ

あ
つ
れ
き

ン
取
引
の
拡
大
よ
り
も
清
朝
と
乳
擦
な
く
貿
易
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。

ロ
パ

l
ツ
の
策
動
は
、
ア
へ
ン
取
引
に
個
人
的
に
か
か
わ
る
ロ
パ

1
ツ
本

（

4）
 

人
の
利
害
関
係
か
ら
発
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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イ
ギ
リ
ス
寧
が
マ
カ
オ
に
上
陸
し
た
の
と
同
じ
こ
ろ
、
清
朝
沿
海
で
は

海
賊
が
横
行
し
て
い
た
。
一

八
世
紀
以
来
、
清
朝
領
域
内
で
は
人
口
が
急

増
し
て
い
た
。
沿
海
部
で
も
人
余
り
の
状
況
が
続
く
。
同
時
期
の
ベ
ト
ナ

ム
で
の
戦
乱
に
よ
っ
て
清
朝
沿
海
部
に
武
器
が
流
入
す
る
と
、
海
賊
活
動

が
活
発
化
し
た
。
清
朝
に
は
こ
の
海
賊
を
即
座
に
鎮
圧
で
き
る
だ
け
の
海

軍
力
は
な
く
、
そ
の
活
動
を
抑
え
込
む
ま
で
一

O
年
以
上
か
か
っ
た
。
こ

の
問
、
清
朝
の
沿
海
管
理
体
制
に
は
抜
け
穴
が
多
数
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
よ
、
つ
に
な
る
。

清
朝
の
正
規
の
通
関
税
は
決
し
て
高
額
で
は
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
清

（

5）
 

朝
の
徴
税
に
は
各
種
非
正
規
付
加
税
が
つ
い
て
き
た
。
正
規
の
税
額
だ
け

で
は
地
方
政
府
の
必
要
経
費
を
満
た
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
税
負
担

は
決
し
て
小
さ
く
な
く
、
で
き
れ
ば
回
避
し
た
い
と
多
く
の
商
人
は
考
え

て
い
た
。
そ
の
徴
税
は
、
そ
れ
な
り
の
規
模
の
港
湾
に
指
定
仲
買
商
人
を

お
い
て
、
そ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
、
仲
買
商
人
に
徴
税
を

請
け
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
指
定
仲
買
商
人
が
い
な
い
港
湾

を
選
ん
で
入
港
す
れ
ば
納
税
し
な
く
て
よ
い
の
で
あ
る
。
海
賊
問
題
の
対

処
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
清
朝
当
局
は
、
こ
の
納
税
回
避
行
動
を
取
り
締
ま



る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
結
果
、
指
定
港
湾
以
外
で
の
取
引
が
増
え
て

い
く
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
自
体
は
ま
だ
大
き
な
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

非
指
定
港
湾
は
小
規
模
で
、
か
さ
ば
る
商
品
を
あ
っ
か
う
大
規
模
な
取
引

（

6）
 

に
は
向
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ア
へ
ン
と
綿
花

一
八
二

0
年
代
、
イ
ン
ド
で
生
産
さ
れ
る
ア
ヘ
ン
は
、
栽
培
技
術
・
精

製
技
術
の
発
展
に
よ
り
品
質
が
向
上
す
る
と
と
も
に
、
価
格
も
抑
制
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
値
段
の
下
が
っ
た
ア
へ
ン
は
、
需
要
が
で
き
て
い
た
清
朝
へ

流
れ
て
い
っ
た
。
清
朝
は
ア
へ
ン
を
禁
制
品
に
認
定
し
て
い
た
た
め
、
あ

か
ら
さ
ま
に
は
取
引
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
時
の
取
引
ル
l
ト
と
し
て

盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
の
が
、
海
賊
問
題
の
さ
な
か
に
増
加
し
て
い
た
非
正

規
港
湾
で
あ
っ
た
。
安
く
な
っ
た
と
は
い
え
ア
ヘ
ン
は
茶
や
米
に
比
べ
れ

ば
高
価
で
か
さ
ぼ
ら
な
い
の
で
小
規
模
港
湾
で
の
取
引
で
十
分
利
益
が
見

（

7）
 

込
め
た
。
こ
う
し
て
「
密
輸
」
は
拡
大
す
る
。

こ
の
頃
す
で
に
産
業
革
命
を
経
験
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
必
要

だ
っ
た
の
は
中
国
製
品
で
は
な
く
、
工
業
化
が
進
ん
で
生
産
が
急
増
し
て

い
た
棉
製
品
の
原
料
で
あ
る
棉
花
を
北
ア
メ
リ
カ
か
ら
買
い
付
け
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
独
立
か
ら
そ
れ
ほ
ど
時
間
の
た
っ
て
い
な
い
北
ア
メ
リ
カ
で

は
茶
の
需
要
が
い
ま
だ
伸
び
て
い
た
。
こ
の
た
め
イ
ギ
リ
ス
商
人
は
北
ア

メ
リ
カ
か
ら
棉
花
を
購
入
す
る
と
ロ
ン
ド
ン
で
交
換
可
能
な
手
形
を
振
り

出
し
た
。
こ
の
手
形
は
、
広
州
へ
持
っ
て
い
く
と
茶
と
交
換
可
能
と
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
広
州
で
は
イ
ギ
リ
ス
商
人
が
こ
の
手
形
を
ア
へ
ン
の
対
価
と

し
て
受
け
取
っ
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ヘ
ン
貿
易
は
イ
ギ
リ
ス
が
北

（

8）
 

ア
メ
リ
カ
か
ら
棉
花
を
買
う
た
め
の
国
際
決
済
網
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。

右
の
説
明
か
ら
、
ア
へ
ン
が
清
朝
に
流
入
し
て
も
、

北
ア
メ
リ
カ
か
ら

流
れ
て
き
た
手
形
が
代
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
の
な
ら
、
清
朝
か
ら
の
銀

流
出
は
起
こ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。

実
際
、
清
朝
か
ら
ど
の
程
度
銀
が
ア
ヘ
ン
の
代
価
と
し
て
海
外
に
流
出
し

た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
当
時
、
清
朝
領
域
内
の
銀
の
銅
銭
建

て
価
格
は
、

一
八
世
紀
後
半
か
ら
ほ
ぼ
一
貫
し
て
年
率
一
・
五
%
程
度
上

一
八
三
0
年
代
に
は
年
率
二
・
三
%
程
度
の
上
昇
を
見
せ

昇
し
て
お
り
、

（

9）
 

て
い
た
。
商
品
価
格
は
そ
れ
に
応
じ
て
低
下
し
、
と
く
に
長
江
流
域
で
は

景
況
が
悪
化
し
て
い
た
。
清
朝
当
局
者
た
ち
は
こ
の
銀
高
が
海
外
流
出
に

よ
る
銀
不
足
が
原
因
で
あ
る
と
断
定
し
、
流
出
の
原
因
、
す
な
わ
ち
貿
易

赤
字
を
生
む
ア
ヘ
ン
取
締
り
政
策
が
志
向
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
八

三
九
年
、
清
朝
は
広
州
の
イ
ギ
リ
ス
商
人
を
も
ア
ヘ
ン
密
輸
に
か
か
わ
る

処
罰
の
対
象
に
含
め
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
こ
れ
に
強
く
反
発
し
、
翌
年
、

（
凶
）

戦
端
が
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

ア
ヘ
ン
戦
争
の
直
接
的
な
契
機
は
、
清
朝
が
自
国
経
済
の
不
調
の
原
因
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を
、
以
前
と
い
さ
さ
か
事
情
の
変
わ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
活
動
に
求
め
、

実
際
に
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
是
正
を
働
き
か
け
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
各
地

域
の
経
済
状
況
が
対
外
貿
易
収
支
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
は
一
七
世
紀
に

（日）

は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
外
部
へ
の
直
接
的
な
働
き
か
け
は
領

土
問
題
や
安
全
保
障
な
ど
お
も
に
政
治
的
な
理
由
に
限
ら
れ
、
経
済
問
題

を
理
由
に
行
動
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
開
戦
ま
で
の
数
百
年
の
展
開
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ア
ヘ
ン
戦
争
は
欧
米
勢
力
が
閉
鎖
的
な
ア
ジ
ア
に
一

方
的
に
圧
力
を
か
け
て
き
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
清
朝
・
イ
ギ
リ
ス
両

者
を
め
ぐ
る
社
会
経
済
構
造
が
変
容
し
た
た
め
に
衝
突
し
た
の
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
も
西
洋
も
各
地
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
文
脈
と
、
他
地
域

と
の
連
関
を
前
提
に
、
「
近
代
」
を
迎
え
て
い
る
。
西
洋
の
一
方
的
な
働

き
か
け
が
ア
ジ
ア
を
変
え
た
、
と
い
う
考
え
は
す
で
に
批
判
さ
れ
て
久
し

い
が
、
こ
の
こ
と
を
一
般
向
け
に
ど
の
よ
う
な
形
で
落
と
し
込
ん
で
い
く

の
か
が
「
海
の
歴
史
」
研
究
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

';' "' .::., i主

こ
の
枠
組
み
は
上
原
専
禄
編
『
日
本
国
民
の
世
界
史
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
O

年
）
に
湖
れ
る
。
羽
田
正
『
新
し
い
世
界
史
へ
｜
｜
地
球
市
民
の
た
め
の
構
想
』

（岩

波
書
店
、
二

O
一
一年）
。

2 

岡
本
隆
司
「
近
代
中
国
と
海
関
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

一
九
九
九
年
）
、
七

七
頁
。

3 

英
国
図
書
館
所
蔵
イ
ン
ド
庁
文
書
に
含
ま
れ
る
東
イ
ン
ド
会
社
広
東
商
館
年
次

4 

取
引
記
録
（
H
O

河
＼の
＼H
N
）
に
よ
る
。

豊
岡
康
史
「
イ
ギ
リ
ス
箪
マ
カ
オ
上
陸
事
件
（
一
八
O
八
年
）
に
見
る
清
代
中

期
の
対
外
政
策
決
定
過
程
」
（
『
東
洋
学
報
』
九
O
l
三
、
二
O
O
八
年
）
。
向
「
珠
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江
河
口
に
お
け
る
貿
易
秩
序
と
海
賊
問
題
（
一
七
八
O

一
八
二

O
）
」
（
『
東
洋
史

研
究
』
七
一
丁
一
、

二
O
二
二
年
）。

5 

岩
井
茂
樹
『
中
国
近
世
財
政
史
の
研
究
」
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二

O
O
四

年
）
、
四
三
i
六
二
頁
。

豊
岡
康
史
「
清
代
中
期
に
お
け
る
海
賊
問
題
と
沿
海
交
易
」
（
『
歴
史
学
研
究
』

八
九
て
二

O
二
一
年
）
。

村
上
衛

「
海
の
近
代
中
国
｜
｜
福
建
人
の
活
動
と
イ
ギ
リ
ス
・
清
朝
』
（
名
古
屋

大
学
出
版
会
、

二
O
二
二
年
）
、
四

0
1
六

一一貝。

6 7 8 

演
下
武
志

『近
代
中
国
の
国
際
的
契
機
｜
｜
朝
貢
貿
易
シ
ス
テ
ム
と
近
代
ア
ジ

ア
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
O
年）
、
九
七
j
一一

O
頁。

お
そ
ら
く
実
際
の
銀
高
銭
安
の
原
因
は

一
八
世
紀
後
半
に
清
朝
が
銅
銭
の
銅
含

有
率
を
下
げ
た
こ
と
に
よ
る
。
上
回
裕
之
「
清
代
乾
隆
中
葉
に
お
け
る
雲
南
銅
の

収
買
価
格
」
（
「社
会
文
化
史
学
」
五
七
、
二

O
一
四
年
）
。

（
叩
）
新
村
容
子
『
ア
へ
ン
戦
争
の
起
源
｜
｜
賞
爵
滋
と
彼
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
（
汲
古

書
院
、

二
O
一
四
年
）、
二
二
二

1
二
二
人
頁
。

（日
）

岸
本
美
緒

「清
代
中
国
の
経
世
論
に
お
け
る
貨
幣
と
社
会
」

（同

『地
域
社
会
論

再
考
』
明
清
史
論
集
2
、
研
文
出
版
、

二
O
一
二
年
）。

（と
よ
お
か

9 

や
す
ふ
み
／
信
州
大
学
学
術
研
究
院
〈
人
文
科
学
系
〉
准
教
授
）


