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中
嶋
嶺
雄

ド
イ
ツ
と
日
本
が
勝
つ

と
い
う
悪
夢

一

九
八
九
年
は

、

ま
さ
に
歴
史
の
転

換
期
で
あ
っ
た
が

、

東
欧
諸
国
の
今
日

の
変
動
は

、

あ
る
意
味
で 、

中
国
・

天

安
門
事
件
の
悲
劇
を
代
償
に
し
て
実
現

し
た
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う 。

ソ
連
は

、

そ
の
中
国
と
東
欧
の
中
間
に

あ
っ
て
苦
悩
し 、

動
揺
し
て
い
る 。

だ

が
、

や
が
て
は
ソ
連
も 、

そ
し
て
い
ず

れ
は
中
国
も
「

東
欧
化
」

し
て
ゆ
か
ざ

る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か

。

私
は
昨
年
後
半
の
こ
の
転
換
期
に
東
欧
（
チ
ェ
コ

と
東
ド
イ
ツ
〉 、

ソ
連 、

中
国
を
相
次
い
で
訪
れ

る

機
会
が
あ
っ
た
が

、

こ
れ
ら
の
社
会
主
義
諸
国
は

、

社
会
主
義
そ
の
も
に
に
よ
っ
て
痛
め
つ
け
ら
れ 、

苦

し
め
ら
れ
て
い
る
現
実
を
改
め
て
確
認
し
た

。

し
か

も 、

こ
れ
ら
諸
国
は

、

共
産
党
一

党
独
裁
下
に
国
民

を束縛して自由を奪ってきたばかりか、
社会

縫えに噌い滑川いふ之主か．’しかも叶
社会主義4

国
で
は
自
国
通
貨
に
交
換
性
が
な
く 、

従
っ
て
価
値

が
な
い
た
め
に

、

米
ド

ル
や
日
本
円
な
ど
の
ハ
l
ド

カ
レ
ン
シ
ー

が
こ
れ
ら
諸
国
で
圧
倒
的
な
力
を
発
揮

し
て
い
る 。

人
民
元
は
い
う
ま
で
も
な
い
が

、

ル
ー

ブ
ル
で
あ
っ
て
も 、

物
不
足
の
ソ
連
で
は
無
用
化
し

つ
つ
あ
り 、

外
国
人
が
タ
ク
シ
ー

に
乗
る
こ
と
も
で

き
な
い

。

私
自
身 、

去
る
十
一

月
下
旬
に
レ
ニ
ン
グ

ラ
ー
ド

か
ら
モ
ス
ク
ワ
の
国
内
空
港
に

着
い
た

と

き
、

た
ま
た
ま
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
い
て
持
ち
合
わ

せ
た
マ
ル
ボ
ロ
の
タ
パ
コ
二
箱
の
お
蔭
で
ホ
テ
ル
ま

で
タ
ク
シ
ー

に
乗
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り 、

い

ま
や
ル
ー
ブ
ル
に
代
わ
る
「

通
貨
」

に
な
っ
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
マ
ル
ボ
ロ
の
タ
バ

コ

が

な
か
っ
た

ら 、

凍
て
つ
く
雪
の
中
で
大
い
に
困
窮
し
た
は
ず
で

あ
る 。

中嶋嶺雄

こ
う
し
て
二
十
世
紀
も
少
な
く
と
も
一

九
六
0
年

代
半
ば
頃
ま
で
は

、

歴
史
の
進
歩
の
道
標
と
み
な
さ

れ
て
き
た
社
会
主
義
は

、

い
ま
や
そ
の
内
部
が
す
っ

か
り

腐
蝕
し
て
し
ま
っ
た

。

こ
の
よ
う
な
現
実
を
直

視
す
れ
ば

、

社
会
主
義
そ
の
も
の
が
人
間
の
「

疎
外
L

を
も
た
ら
す
元
凶
と
な
り 、

ま
さ
に
現
代
の
巨
悪
と

化
し
た
こ
と
を
歴
史
の
教
訓
と
し
て
率
直
に
認
め
な

け
れ
ば
な
る
ま
い

。

だ
が

、 ，

わ
が
国
の
一

部
に
は

、
「

社
会
主
義
も
ダ

メ
だ
が
資
本
主
義
に
も
問
題
が
あ
る
」

と
一一下
回
っ
た
喧
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r中国の悲劇』がある．

主
義
と
し
て
の
何
か
魅
力
的
な
果
実
ら
し

い
も
の
を

ほ
と
ん
ど
産
み
出
し
て
い
な
い

。

首
都
の
建
造
物
を

と
っ
て
み
て
も 、

人
び
と
の
人
気
を
集
め
て
い
る
の

は
、

彼
ら
が
打
倒
の
対
象
と
し
た
帝
政
・

王
政
時
代

の
も
の
ば
か
り
で
あ
る 。

東
ベ
ル
リ
ン
の
名
所
ベ
ル

ガ
モ
ン
博
物
館
の
壮
麗
な
遺
跡
に
し
て
も
ド
イ
ツ
帝

国
が
小
ア
ジ
ア
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
一

帯
か
ら
収
奪
し

た
も
の
で
あ
る
し、

プ
ラ
ハ
の
王
城、

そ
ス
ク
ワ
の

噂
両
成
敗
品川
よ
う
な
見
方
や
「
社
会
主
援
に
も
よ
い

と
こ
ろ
が
あ
る
」

と
い
っ
た
未
練
が
ま
し

い
口
吻
が

依
然
と
し
て
存
在
す
る 。

私
自
身
は

、

か
つ
て
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
十
周
年
に
際
し
て
発
言
を
求
め
ら
れ
た
と

き 、
「
こ
う
し
て
十
九
世
紀
の
思
想
と
し
て
の
マ

ル

ク
ス
主
義
は

、

二
十
世
紀
末
か
ら
二
十
一

世
紀
に
か

け
て 、

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
ロ
シ
ア
へ
そ
し
て
中
国
へ

東
南
ア
ジ
ア
へ
と
い
ま
ひ
と
た
び
の
転
回
を
す
る
の

か
も
し
れ
な
い

。

今
度
は
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
離

脱 、

す
な
わ
ち
『

脱
社
会
主
義
』

と
い
う
逆
転
し
た

か
た
ち
を
と
っ
て
L
（
拙
稿
「
『

解
放
』

神
話
が
残
し

た
負
の
遺
産

lls
ア
ジ
ア
に
M
・
L
革
命
は
も
う
起

き
な
い」、
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル』
一
九
八
五
年
五
月

三
日
号
）
と
述
べ
て
以
来 、
い
ま
や
社
会
主
義
国
で
は

左
か
ら
右
へ
の
逆
回
転
こ
そ
が
歴
史
の
進
歩
で
あ
る

こ
と
を
し
ば
し
ば
強
調
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る 。

こ
の
よ
う
な
方
向
が
真
実
と
な
っ
た
今
日
、

社
会
主

義
に
も
は
や
未
来
は
な
く 、

マ
ル
ク
ス
・

レ
l

ニ
ン

主
義
は
ほ
ぼ
完
全
に
命
脈
が
尽
き
た
と
い

え
よ

う

が 、

で
は
次
の
歴
史
の
変
化
は
何
な
の
だ
ろ
う
か

。

想
え
ば

、

二
十
世
紀
は
戦
争
と
革
命
の
世
紀
で
あ

っ
た

。

そ
し
て
二
度
に
わ
た
る
世
界
戦
争
と
マ
ル
ク

ス
・

レ
l
ニ
ン
主
義
の
革
命
に
よ
っ
て
世
紀
の
覇
者

に
な
っ
た
の
が
米
ソ
両
超
大
国
で
あ
っ
た
が

、

い
ま

や
こ
の
両
国
に
昔
日
の
よ
う
な
力
は
な
く
な
り
つ
つ

あ
る 。

過
般
の
マ
ル
タ
会
談
に
見
ら
れ
た
よ
う
に

、

ク
レ
ム
リ
ン
宮
殿 、

北
京
の

紫

禁
城
（
故
宮
博
物

院
〉

と
い
ず
れ
も
帝
政・
王
政
の
遺
産
だ 。

し
か
も 、

民
衆
の
主
人
公
で
あ
る
べ
き
社
会
主
義
国
家
の
指
導

者
は

、

今
度
は

，
赤
い
貴
族’

と
し
て 、

そ
れ
ら
の

遺
産
を
こ
と
ご
と
く
自
ら
の
住
居
も
し
く
は
拠
点
に

し
て
君
臨
す
る
の
だ
か
ら 、

こ
れ
で
は
民
衆
に
見
放

さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う 。

一

方 、

社
会
主
義
で
は
ど
こ
も
経
済
が
う
ま
く
い

か
な
い
の
で 、

都
市
の
再
開
発
に
ま
で
手
が
ま
わ
ら

ず 、

モ
ス
ク
ワ
に
せ
よ 、

北
京
に
せ
よ 、

あ
る
い
は

プ
ラ
ハ
に
せ
よ 、

歴
史
に
名
だ
た
る
旧
都
は
い
ず
れ

も
命
脈
が
尽
き
て
廃
櫨
寸
前
に
な
り
つ
つ
あ
る 。

試

し
に
ク
レ
ム
リ
ン
に
対
面
す
る
グ
ム
百
貨
店
の
裏
通

，Y7147y
 

り
一

帯 、

北
京
王
府
井
に
交
錯
し
て
い
る
い
く
つ
か

の
胡
問 、

プ
ラ
ハ
の
旧
市
街
（
ス
タ
レ
l
・
ミ
エ
ス

ト
〉

の
小
路
あ
た
り
を
歩
い
て
み
れ
ば
こ
の
こ
と
は

歴然とするのであって、
都市がいかに息絶え

( 88 ) 

米ヅ冷厳が
崎駅amせざるを縛ない慶異例
aSFが

こ
こ
に
あ
る
と
言
え
よ
う ・

し
か
し 、

戦
後
の
世
界

秩
序
を
規
定
し
た
ヤ
ル
タ
体
制
は

、

ま
だ
残
っ
て
い

る 。

い
や 、

米
ソ
双
方
と
も
に

、

な
ん
と
し
て
で
も

ヤ
ル
タ
体
制
を
死
守
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
は
完
全

に
一

致
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

。

ヤ
ル

タ
体
制
の
枠
組
が
消
え
て
「

ヤ
ル
タ
以
前
」

に
ま
で

戻
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば

、

そ
こ
に
く
っ
き
り
と

浮
き
彫
り
さ
れ
る
の
は
統
一

ド
イ
ツ
と
日

本
の
大
き

な
影
で
あ
り 、

結
局 、

二
十
世
紀
の
歴
史
を
や
り
直

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る 。

に
も
か
か
わ
ら
ず 、

第
二
次
大
戦
の
敗
者
で
あ
っ

た
は
ず
の
ド
イ
ツ
と
日
本
が
結
局
勝
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
い
う
悪
夢
が

、

今
日
か
ら
二
十
一

世

紀
に
か
け
て
の
世
界
の
動
向
を
深
部
で
規
定
す
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か 。

ポ
ー

ル
・

ケ
ネ
デ
ィ

や
へ
ン
リ

l
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー

の
よ
う
な
文
明
論
者
や
戦
略

家
は

、

中
国
を
二
十
一

世
紀
の
覇
者
に
考
え
て
い
る

よ
う
だ
が
y

そ
れ
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う 。

そ
れ
に
し
て
も
私
個
人
は

、

ド
イ
ツ
語
も
話
せ
な

い
の
に

、

ド
イ
ツ
を
旅
行
し
て
い
る
と
き
が
も
っ
と

も
違
和
感
が
少
な
い

。

多
く
の
日

本
人
も
お
そ
ら
く

そ
う
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か 。

そ
の
よ
う
な
日

本
と

ド
イ
ツ
と
の
共
通
項
な
い
し

は
紐
帯
に

、

ア
メ
リ
カ

も
ソ
連
も
中
国
も
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス

も
こ
れ
か
ら
苛
立
つ
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

。
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(ドイツと日本が勝つという悪夢(『文藝春秋』1990年2月臨時増刊号-1990.02


