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日
露
戦
争
か
ら
一
〇
〇
年

塩
川
伸
明

本
年
二
〇
〇
五
年
が
日
露
戦
争
一
〇
〇
周
年
に
あ
た
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
多
方

面
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
戦
争
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
長

期
的
な
観
点
か
ら
み
た
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
角
度
か
ら
考
え
て

み
た
い
。

ロ
シ
ア
で
は
日
露
戦
争
の
敗
北
が
「
第
一
革
命

（
一
二
年
後
の
本
格
的
な
ロ
シ
ア
革
命
と

」

対
比
し
て
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
）
の
引
き
金
と
な
っ
た
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
戦

争
と
国
内
改
革
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
広
い
角
度
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
露
戦
争
よ
り
も
約
半
世
紀
前
、
ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
の
敗
北
を
喫
し
た
ロ
シ

ア
は
、
そ
の
衝
撃
の
中
か
ら
、
農
奴
解
放
を
は
じ
め
と
し
て
「
大
改
革
」
と
総
称
さ
れ
る
一
連

の
改
革
に
乗
り
出
し
、
近
代
化
へ
の
歩
み
を
進
め
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
種
々
の
矛
盾
が

は
ら
ま
れ
て
い
た
が
、
と
も
か
く
こ
れ
が
ロ
シ
ア
の
歴
史
に
お
け
る
重
要
な
分
岐
点
だ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。

日
露
戦
争
の
渦
中
で
は
、
そ
も
そ
も
ロ
シ
ア
国
内
で
は
あ
ま
り
人
気
の
な
い
戦
争
だ
っ
た
上

に
、
戦
況
が
思
わ
し
く
な
い
と
い
う
状
況
の
中
で
、
政
府
批
判
の
動
き
が
高
ま
り
、
帝
政
政
府

は
そ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
、
自
由
主
義
者
を
な
だ
め
る
た
め
、
一
九
〇
四
年
一
二
月
の
勅
令
で

一
連
の
改
革
を
約
束
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
中
途
半
端
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
政
府
批
判
は

沈
静
化
し
な
か
っ
た
。
翌
〇
五
年
に
は
一
月
の
「
血
の
日
曜
日
」
事
件
を
皮
切
り
に
革
命
運
動

が
高
ま
り
、
八
月
の
国
会
開
設
法
も
不
十
分
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
革
命
運
動
が
持
続
し
た

（
こ
れ
は
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
の
直
前
の
こ
と

。
つ
い
に
一
〇
月
に
い
た
っ
て
、
国
会
開

）

設
（
八
月
の
段
階
で
は
諮
問
機
関
と
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
今
度
は
立
法
機
関
と
し
、
選
挙
権

も
大
幅
に
拡
大

、
人
身
の
不
可
侵
、
市
民
的
自
由
の
保
障
な
ど
を
約
束
す
る
皇
帝
の
詔
書
が

）

発
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
革
命
運
動
を
沈
静
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
背
景
を
も
ち
な
が
ら
、
一
九
〇
六
年
四
月
に
公
布
さ
れ
た
国
家
基
本
法
典
は
、
種

々
の
限
界
つ
き
な
が
ら
も
近
代
的
立
憲
制
の
要
素
を
部
分
的
に
取
り
込
も
う
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
以
降
、
十
数
年
の
間
、
ロ
シ
ア
は
議
会
政
治
と
政
党
政
治
の
経
験
を
不
十
分
な
が
ら

積
む
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
ロ
シ
ア
を
同
時
代
的
に
観
察
し
て
い
た
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
マ
ッ
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ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
基
本
法
典
体
制
を
「
外
見
的
立
憲
制
」
と
特
徴
づ
け
た

「
外
見

。

的
」
と
い
う
修
飾
語
は
厳
し
い
批
判
的
評
価
を
含
意
す
る
が
、
そ
う
し
た
条
件
付
き
に
も
せ
よ
、

と
に
か
く
「
立
憲
制

「
議
会
制
」
に
近
い
要
素
が
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
は
ロ
シ
ア
史
に
お
い

」

て
画
期
的
な
意
味
を
も
っ
た
。
こ
れ
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
敗
戦
の
た
ま
も
の
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
半
世
紀
前
の
ク
リ
ミ
ヤ
戦
争
に
続
く
敗
北
が
、
国
内
改
革
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。他

方
、
戦
争
に
勝
利
し
た
日
本
は
、
こ
れ
を
契
機
に
朝
鮮
半
島
へ
の
支
配
を
固
め
、
帝
国
主

義
と
軍
国
主
義
へ
の
歩
み
を
進
め
た
。
明
治
初
期
の
日
本
は
自
ら
が
植
民
地
化
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
危
機
感
を
か
か
え
て
い
た
が
、
こ
れ
以
降
の
日
本
は
む
し
ろ
周
辺
国
に
対
し
て

植
民
地
化
を
推
し
進
め
る
主
体
に
な
っ
た
。
日
本
の
明
治
憲
法
採
択
は
ロ
シ
ア
の
一
九
〇
六
年

基
本
法
典
に
一
七
年
先
立
ち
、
条
件
付
き
の
立
憲
君
主
制
化
と
い
う
点
で
は
ロ
シ
ア
を
先
取
り

し
て
い
た
が
、
日
清
・
日
露
と
い
う
相
次
ぐ
戦
勝
は
、
か
え
っ
て
国
内
改
革
を
遅
ら
せ
る
効
果

を
も
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
露
戦
争
か
ら
四
〇
年
後
、
両
国
の
運
命
は
逆
転
し
た
。
一
九
四
五
年
に
敗
者
と
な
っ
た
日

本
は
、
敗
戦
の
副
産
物
と
し
て
新
憲
法
制
定
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
改
革
を
経
験
し
た
。
新

憲
法
お
よ
び
戦
後
改
革
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
手
放
し
で
の
全

面
評
価
に
は
異
論
も
多
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
戦
前
の
体
制
に
比
べ
れ
ば
一
歩

前
進
を
意
味
す
る
と
い
う
程
度
に
ま
で
は
大
方
の
合
意
が
あ
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
の
ロ
シ
ア
の

場
合
と
同
様
、
敗
戦
が
改
革
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
ロ
シ
ア
帝

国
の
後
継
者
た
る
ソ
連
は
今
度
は
戦
勝
国
と
な
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
ソ
連
が
ス
タ
ー
リ
ン
独

裁
か
ら
の
脱
却
を
遅
ら
せ
る
効
果
を
も
っ
た
。
実
は
、
大
戦
中
の
ソ
連
に
は
「
自
然
発
生
的
な

非
ス
タ
ー
リ
ン
化
」
と
も
い
う
べ
き
動
き
が
み
ら
れ
た
の
だ
が
、
戦
勝
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
リ
ン

大
元
帥
の
権
威
は
い
や
が
上
に
も
高
ま
り
、
改
革
の
芽
は
摘
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
国
が
本
格
的
な
改
革
の
歩
み
に
乗
り
出
す
に
は
、
更
に
約
半
世
紀
後
の
も
う
一
つ
の
敗
戦
―

―
「
冷
戦
」
と
い
う
名
の
戦
争
に
お
け
る
敗
北
―
―
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
敗
戦
は
し
ば
し
ば
国
内
改
革
の
契
機
と
な
る
一

方
、
戦
勝
国
は
傲
り
の
ゆ
え
に
改
革
の
機
会
を
つ
か
み
そ
こ
ね
や
す
い
と
い
う
連
関
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
歴
史
の
法
則
と
ま
で
い
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
往
々
に
し
て
そ
の

よ
う
に
な
り
が
ち
だ
と
い
う
傾
向
性
は
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

近
年
、
世
界
各
国
で
、
急
激
に
進
む
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
へ
の
反
撥
と
し
て
ナ
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シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
が
目
立
つ
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
勝
つ
か
負
け
る
か

―
―
文
字
通
り
の
意
味
だ
け
で
な
く
、
経
済
面
・
文
化
面
な
ど
で
の
「
戦
争
」
を
含
め
て
―
―

が
問
題
に
さ
れ

「
あ
い
つ
ら
に
負
け
て
な
る
も
の
か
」
と
い
う
対
抗
感
情
が
あ
お
ら
れ
て
い

、

る
。
こ
う
し
た
傾
向
が
国
家
間
の
対
立
激
化
を
招
き
、
友
好
や
平
和
の
障
害
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
懸
念
も
し
ば
し
ば
表
明
さ
れ
る
が

「
そ
ん
な
呑
気
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
場
合

、

で
は
な
い
。
国
が
負
け
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
に
も
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
叫
び
声
は
、

か
な
り
の
浸
透
力
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
戦
争
に
お
け
る
勝
利
と
い
う
も

の
は
国
民
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
幸
い
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
歴
史
の

教
訓
と
し
て
か
み
し
め
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（

東
京
大
学
新
聞
』
二
〇
〇
五
年
一
一
月
二
九
日
）

『


