
難
だ
っ
た
事
情
も
あ
り
'
海
戦
直
後
'
我
国
は
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
大
統
領
に
講
和
の
斡
旋
を
要
請
し
'
米
国
は
こ
こ
に
日
露
両
国
に
正

式
に
講
和
を
勧
告
し
た
の
で
あ
る
｡

講
和
会
議
は
八
月
へ
米
国
ニ
ユ
I
･
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
開
始
さ
れ
た
｡
我
国
全
権
は
外
相
小
村
寿
太
郎
､
露
国
全
権

は
前
蔵
相
ウ
ヰ
ツ
テ
で
あ
っ
た
｡
談
判
は
樺
太
譲
渡
と
軍
費
賠
償
に
ロ
シ
ア
が
強
-
反
対
し
た
た
め
難
航
し
た
が
'
結
局
我
国
が
賠
償

金
要
求
を
放
棄
L
t
樺
太
南
半
の
譲
渡
を
ロ
シ
ア
に
轟
認
さ
せ
る
こ
と
で
決
着
し
た
｡

九
月
五
日
に
調
印
さ
れ
た
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
の
大
要
は

(
一
)
露
国
は
'
日
本
が
韓
国
で
政
治
'
軍
事
'
経
済
上
の
卓
絶
し
た
利
益
を
有
L
t
か
つ
必
要
な
指
導
'
保
護
'
監
理
を
行
な
ふ

権
利
を
承
認
す
｡

(
二
)
両
国
は
十
八
カ
月
以
内
に
満
洲
よ
り
撤
兵
す
｡

(≡
)
露
国
は
遼
東
半
島
租
借
権
を
日
本
に
譲
渡
す
｡
こ
れ
に
つ
き
両
国
は
清
国
の
承
諾
を
得
る
こ
と
｡

(
四
)
露
国
は
東
支
鉄
道
南
満
洲
支
線

(長
春
･
旅
順
間
)
を
付
属
の
炭
坑
と
共
に
日
本
に
譲
渡
す
｡

(
五
)
露
国
は
北
緯
五
十
度
以
南
の
樺
太
を
日
本
に
譲
渡
す
｡

こ
の
や
う
に
し
て
日
露
の
死
闘
は
終
局
し
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
我
国
は
満
洲
と
韓
国
を
ロ
シ
ア
の
手
中
よ
り
救
ひ
出
す
と
共
に
､
我

国
自
身
の
独
立
と
安
全
を
守
り
抜
い
た
の
で
あ
る
｡

104

第
五
節

日
露
戦
争
と
日
本
人

国
家
か
自
己
か
-

主
戦
論
者
の
苦
悩

露
国
の
満
韓
侵
略
の
意
図
明
白
と
な
り
'
我
が
口
頭
の
抗
議
を
以
て
し
て
は
'
そ
の
野
心
を
阻
止
し
待
ぬ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
に

つ
れ
､
我
が
国
民
の
対
露
敵
慢
心
は
燃
え
立
ち
'
世
論
は
沸
騰
し
た
｡
露
国
が
第
二
期
撤
兵
を
実
行
せ
ざ
る
こ
と
の
明
瞭
と
な
っ
た
明

治
三
十
六
年
六
月
に
,
冨
井
政
章
東
大
教
授
等
七
博
士
は
即
日
開
戦
の
意
見
書
を
桂
首
相
に
捷
出
し
'
対
露
交
渉
の
行
き
詰
ま
っ
た
十

二
月
に
は
近
衛
篤
麿
を
会
長
と
す
る
対
露
同
志
会
が
天
皇
に
開
戦
を
主
張
す
る
意
見
書
を
奉
呈
す
る
に
至
っ
た
｡

三
国
干
渉
以
来
十
年
,
臥
薪
嘗
胆
の
苦
を
忍
ん
で
き
た
日
本
人
も
､
露
国
の
傍
若
無
人
の
振
舞
に
'
遂
に
堪
忍
袋
の
緒
が
切
れ
た
の

で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ま
で
日
露
開
戦
反
対
の
主
張
を
し
て
き
た

｢
万
朝
報
｣
(社
主
黒
岩
涙
香
)
さ
へ
も
が
百
八
十
度
立
場
を
か
へ
て
主
戦

論
に
移
っ
た
の
を
見
て
も
,
対
露
開
戦
の
気
運
の
盛
り
1
が
り
の
如
何
ば
か
り
な
り
し
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
万
朝
報
が
開
戦

論
に
転
じ
た
た
め
,
そ
の
記
者
で
あ
っ
た
内
村
鑑
三
'
幸
徳
伝
次
郎

(秋
水
)'
堺
利
彦
の
三
名
が
退
社
し
た
話
は
余
り
に
も
有
名
で

あ
る
｡
で
は
,
万
朝
報
が
主
戦
論
に
転
じ
た
の
は
何
故
か
｡
そ
の
理
由
を
社
主
里
窒

俣
香
は
三
名
が
退
社
し
た
翌
日
の
明
治
三
十
六
年

十
月
十
三
日
の
同
紙
上
で
次
の
如
-
論
じ
た
｡

朝
報
は
戦
ひ
を
好
む
か

内
村
,
幸
徳
,
堺
の
三
君
,
非
戦
を
唱
へ
て
朝
報
杜
を
去
る
､
朝
報
は
戦
ひ
を
好
む
の
主
義
な
る
か
｡

一
言
に
し
て
答
ふ
れ
ば
'

105 第3章 日露戦争



否
と
云
ふ
の
外
は
非
ず
'
朝
報
は
戦
ひ
を
好
む
者
に
非
ざ
る
な
り
｡
然
ら
ば
何
故
に
三
氏
が
非
戦
論
を
抱
い
て
朝
報
に
在
る
こ
と
能

は
ず
と
云
ふ
か
｡
是
れ
は

三
日
に
し
て
答

へ
得
る
所
に
非
ず
｡
読
む
人
'
気
を
平
か
に
し
て
之
を
恩
へ
｡かす

夫
婦
相
争
ふ
｡
賊
あ
り
'
外
よ
り
之
を
窺
ふ
｡
息
へ
ら
-
乗
ず
べ
L
と
｡
戸
を
排
し
て
入
り
'
財
を
掠
め
て
去
ら
ん
と
す
｡
夫
婦

争
ひ
を
忘
れ
'
力
を

話

し
て
之
と
戟
ふ
｡
こ
れ
家
を
思
ふ
の
至
情
な
る
か
'
は
た
戦
ひ
を
好
む
者
な
る
か
.
こ
の
夫
婦
を
ば
,
以

て
戦
ひ
を
好
む
者
と
な
す
可
-
ん
ば
'
朝
報
社
を
目
し
て
戦
ひ
を
好
む
者
と
な
す
を
得
ん
｡

と
し
て
'
朝
報
が
前
記
三
名
と
合
は
ざ
る
立
場
を
下
の
如
く
述
べ
る
｡

戦
は
避
-
可
か
ら
ざ
る
か

い
かん

吾
人
は
我
国
五
千
万
の
忠
良
な
る
民
人
の

一
部
と
し
て
五
千
万
と
共
に
熱
心
な
る
平
和
の
希
望
者
な
り
｡
吾
人
が
如
何
の
心
事
を

以
て
平
和
を
希
望
す
る
か
は
世
の
諒
す
る
所
な
る
べ
し
｡
然
れ
ど
も
今
や
風
雲
漸
-
急
に
し
て
戦
ひ
の
或
は
避
く
べ
か
ら
ざ
る
者
あ

そ
ん
そ

ら
ん
と
す
｡
事
す
で
に
是
に
至
る
.
吾
人
は
当
局
者
の
無
能
'
よ
-
平
和
を
棒
姐

(外
交
交
渉
-

筆
者
註
)
の
間
に
維
持
し
得
ざ
る

こ
と
を
責
め
ざ
る
べ
し
｡

真
に
戦
ひ
の
避
く
べ
か
ら
ざ
る
者
あ
ら
ん
か
'
避
-
べ
か
ら
ざ
る
は
即
ち
避
-
べ
か
ら
ざ
る
な
り
｡
局
に
当
る
者
を
助
け
て
,
戟

ひ
に
関
す
る

7
切
の
手
段
を
尽
し
､
我
の
光
栄
と
利
益
と
を
全
-
し
て
速
や
か
に
平
和
を
克
復
す
る
に
於
て
通
算
な
か
ら
し
む
る
こ

と
を
要
す
｡

こと
t.)と

戦
ひ
の
他
国
を
敵
と
す
る
は
'
こ
れ
海
軍
陸
軍
の
戦
ひ
に
非
ず
､
全
国
民
の
戦
ひ
な
り
｡
五
千
万
の
忠
良

悉

く
我
が

一
身
を
以

て
戦
う
が
如
き
覚
悟
を
発
し
力
を

l
に
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
｡
平
和
克
復
の
遅
速
は

1
に
是
に
あ
り
･

外
交
の
手
段
す
で
に
尽
き
て
'
戦
ひ
の
避
-
べ
か
ら
ざ
る
に
至
り
'
な
は
戦
ひ
を
避
け
ん
と
す
る
は
,
医
薬
の
手
段
す
で
に
尽
き

て
死
の
避
-
べ
か
ら
ざ
る
に
至
り
'
な
は
死
を
避
け
ん
と
す
る
に
似
た
ら
ず
や
｡
吾
人
故
に
日
へ
り
､
避
-
べ
か
ら
ざ
る
は
避
-
べ

か
ら
ざ
る
な
り
と
｡
避
-
べ
き
道
の
絶
無
な
る
を
云
ふ
な
り
｡
す
で
に
避
-
べ
か
ら
ざ
る
に
至
り
,
止
む
を
得
ず
戦
ふ
と
せ
ば
国
民
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は
如
何
に
す
べ
き
や
｡
局
面
の
す
で
に

一
転
L
t
外
交
期
よ
り
戦
争
期
に
入
り
た
る
を
無
視
L
t
依
然
と
し
て
当
局
者
の
よ
く
戟
ひ

さ
し
あ

を
避
け
待
ざ
り
し
外
交
的
拙
策
を
答
む
る
に
身
を
委
ね
'
戦
ひ
を
顧
み
ず
に

差

措

-
べ
き
か
'
は
た
当
局
者
を
青
む
る
こ
と
を
後
日

に
譲
り
,
国
家
の
戦
ひ
を
自
個
の
戟
ひ
と
思
ひ
な
し
'
挙
国
力
を

一
に
し
て
戦
ひ
に
関
す
る

一
切
の
手
段
を
遺
漏
な
く
尽
-
す
べ
き

か
､
吾
人
は
後
者
を
選
ば
ん
と
す
｡

こ
れ
が
当
時
我
国
の
世
論
の
大
勢
で
あ
っ
た
｡
右
の
文
章
に
は
'
平
和
を
希
求
す
る
者
が
'
や
が
て
開
戦
論
支
持
を
決
意
す
る
に
至

′

る
ま
で
の
,
内
面
的
葛
藤
と
煩
悶
が
語
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
か
｡
開
戦
論
者
を
無
思
想
に
し
て
盲
目
的
愛
国
者
の
如
-
断
じ
去
る
の
は
誤

り
で
あ
る
｡
露
国
の
侵
略
と
祖
国
の
危
難
を
前
に
し
て
'
当
時
の
日
本
人
は

｢
国
家
か
自
己
か
｣
と
い
ふ
思
想
的
煩
悶
を
克
服
L
へ
自

己
よ
り
は
国
家
の
命
運
を
重
し
と
し
敢
然
戦
ひ
に
赴
い
た
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
や
う
な
思
想
的
煩
悶
は
今
日
な
は
我
々
の
課
題
で
あ
る
｡
国
家
の
主
権

･
独
立

･
正
義
が
他
国
に
侵
犯
さ
れ
ん
と
す
る
時
'
そ

かん
か

れ
を
平
和
的
交
渉
と
説
得
で
守
り
得
ぬ
こ
と
が
明
白
と
な
れ
ば
最
早

千

曳

に
よ
っ
て
こ
れ
を
守
り
'
事
の
正
否
を
決
す
る
他
に
遠
は
な

い
の
で
あ
る
｡
真
個
の
平
和
主
義
者
は
'
そ
の
時
'
主
戦
論
に
転
ず
る
｡
何
故
な
ら
ば
'
国
家
の
正
義
が
な
い
所
に
'
国
家
の
成
員
た

ひ
つき
よう

る
個
人
の
平
和
も
な
い
こ
と
を
彼
は
知
っ
て
ゐ
る
か
ら
だ
｡
不
正
の
裡
に
存
在
す
る
平
和
は
'
畢

寛

奴

隷
の
平
和
で
し
か
な
い
こ
と

を
知
っ
て
ゐ
る
か
ら
だ
｡
斯
か
る
人
を
軽
々
に
好
戦
的
と
か
軍
国
主
義
者
と
か
右
翼
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡

一
個
の
人
間

の
中
に
於
て
,
平
和
論
が
巳
む
を
得
ず
主
戦
論
に
転
換
し
て
ゆ
-
そ
の
思
索
的
過
程
と
苦
悩
を
正
し
-
評
価
す
る
度
量
こ
そ
'
現
代
人

の
な
は
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡

浅
薄
粗
雑
な
幸
徳
秋
水
の
反
戦
論

所
で
,
開
戦
論
に
反
対
し
て
万
朝
報
を
退
社
し
た
幸
徳
'
堺
ら
は
'
反
戦
機
関
紙

｢
平
民
新
聞
｣
を
発
行
し
た

(創
刊
号
は
明
三
六
･

二

二

五
)｡
彼
ら
の
反
戦
思
想
と
は
何
で
あ
っ
た
だ
ら
う
｡
翌
明
治
三
十
七
年
開
戦
直
後
の
議
会
で
増
税
案
が
通
過
し
た
時
'
｢
平
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■1沈

■1淡

民
新
聞
｣
二
十
号
は
｢
鳴

呼

増
税
｣
の

1
文
を
載
せ
て
へ
か
う
主
張
し
た
.
｢
鳴
呼

r
戦
争
の
た
め
]
て
ふ

1
語
は
'
有
力
な
る
麻
酔

剤
な
る
か
な
｡
鳴
呼
六
千
万
円
の
増
税
'
重
荷
な
る
増
税
よ
'
こ
れ
実
に

r
戦
争
の
た
め
し
な
る
べ
し
｡
然
れ
ど
も
如
何
に
戦
争
の
た

め
な
り
と
て
'
之
を
負
担
す
る
国
民
の
苦
痛
は
'
依
然
と
し
て
苦
痛
な
る
べ
か
ら
ず
｡
而
も
何
故
に
国
民
は
斯
-
の
如
き
苛
税
に
忍
ば

ざ
る
か
｡
彼
等
は
答
ふ
t
r
戦
争
の
た
め
に
｣
止
む
を
待
ざ
る
な
り
と
-
-
-
今
の
国
際
戦
争
が
､
単
に
少
数
階
級
を
利
す
る
も
,

一

般
国
民
の
平
和
を
操
乱
し
'
幸
福
を
損
傷
L
t
進
歩
を
阻
害
す
る
の
極
め
て
悲
惨
の
事
実
た
る
は
吾
人
の
屡
々
苦
言
せ
る
所
な
り
｡
両

っ
い

か
ん
か
つ

も
事
遂
に
至
れ
る
者
二

に
野
心
あ
る
政
治
家
之
を
唱

へ
'
功
名
に
急
な
る
軍
人
之
を
喜
び
'
好
狩
な
る
投
機
師
之
に
賛
し
,
而
し
て

多
く
の
新
聞
記
者
之
に
付
和
雷
同
L
t
競
ふ
て
無
邪
気
な
る

1
般
国
民
を
煽
動
教
唆
せ
る
の
た
め
に
あ
ら
ず
や
｣
と
O

日
露
戦
争
が

｢
単
に
少
数
階
級
を
利
す
る
｣
も
の
で
あ
っ
た
か
'
｢
一
般
国
民
の
平
和
を
撹
乱
L
t
幸
福
を
損
傷
｣
す
る
も
の
で
あ

っ
た
か
に
つ
い
て
は
'
も
は
や
反
論
す
る
ま
で
も
な
い
｡
｢進
歩
を
阻
害
す
る
｣
と
云
ふ
に
至
っ
て
は
'
日
露
戦
争
が
'
ア
ジ
ア
諸
民

族
を
覚
醒
せ
し
め
'
そ
の
独
立
運
動
を
促
進
す
る
契
機
と
な
っ
た
歴
史
事
実
と
仝
-
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
｢
野
心
あ
る
政
治
家
｣

｢
功
名
に
急
な
る
軍
人
｣
等
が
対
露
戦
争
を
導
い
た
と
の
主
張
が
根
拠
な
き
ば
か
り
か
'
事
実
と
正
反
対
な
る
こ
と
は
,
今
更
説
-
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
｡

幸
徳
秋
水
ら
の
斯
る
粗
雑
な
反
戦
思
想
が
'
賢
明
な
る
日
本
国
民
の
受
け
容
れ
る
所
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
し
,
又

国
家
国
民
の
た
め
に
幸
ひ
な
る
所
で
も
あ
っ
た
｡
こ
の

一
文
の
た
め

｢
平
民
新
聞
｣
は
発
売
禁
止
と
な
っ
た
が
'
戦
争
と
い
ふ
非
常
時

に
於
て
斯
か
る
無
責
任
な
亡
国
の
主
張
が
取
締
り
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
当
然
過
ぎ
る
程
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

よ
ま
いこと

｢君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
勿
れ
｣

-
無
責
任
な
世
迷
言

日
露
戦
争
に
於
け
る
反
戦
気
分
を
殊
更
に
強
調
せ
ん
と
す
る
論
者
は
'
女
流
歌
人
与
謝
野
晶
子
が
'
出
征
中
の
弟
を
歌
っ
た
歌

｢
君

死
に
た
ま
ふ
こ
と
勿
れ
｣
(r明
星
｣
明
治
三
十
七
年
九
月
号
)
を
引
用
す
る
の
が
常
道
で
あ
る
｡
高
校
用
歴
史
教
科
書
の
日
露
戦
争
の
項
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に
'
こ
の
歌
を
紹
介
し
て
ゐ
な
い
も
の
は
皆
無
と
云
つ
て
も
い
い
-
ら
い
だ
｡

こ
の
歌
は
,
戦
争
と
云
ふ
国
運
を
か
け
た
非
常
時
に
'
堂
々
と
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
自
我
の
覚
醒
と
か
'
人
間

感
情
の
率
直
な
表
現
な
ど
と
無
条
件
に
称
賛
す
る
向
き
が
多
い
｡
併
し
な
が
ら
こ
の
詩
は
大
胆
率
直
で
は
あ
る
が
'
自
分

二
個
の
感
情

を
絶
対
視
す
る
余
り
,
時
局
の
重
大
さ
も
国
の
命
運
も
息
は
ぬ
無
思
慮
'
無
責
任
へ
節
度
な
き
独
善
の
泣
き
言
以
上
の
も
の
で
は
な
い
｡

出
征
す
る
肉
親
が
無
事
で
あ
る
こ
と
を
願
ふ
気
持
は
ひ
と
り
与
謝
野
晶
子
の
も
の
で
は
な
く

時
と
所
を
間
は
ず
人
間
普
遍
の
感
情
で

′

あ
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
を
公
表
す
る
に
於
て
は
文
人
と
し
て
の
責
任
と
謙
抑
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

けだ

こ
の
歌
と
,
同
じ
歌
人
が
後
年
に
詠
ん
で
発
表
し
た
歌
と
を
比
べ
て
み
る
な
ら
ば
'
蓋

し

'
思
ひ
半
ば
に
過
ぐ
る
も
の
が
あ
る
の
で

(註
)

は
な
い
か
｡
大
町
桂
月
が
雑
誌

｢太
陽
｣
で
与
謝
野
晶
子
を

｢
乱
臣
な
り
賊
子
な
り
｣
と
非
難
し
た
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か

っ
た
｡

(註
)
与
謝
野
晶
子
が
満
洲
事
変
及
び
大
東
亜
戦
争
当
時
詠
ん
だ
歌
は
後
述
す
る
｡

同
じ
雑
誌

｢太
陽
｣
に
載
っ
た
歌
人
大
塚
楠
清
子
の
長
詩

｢
お

百度
詣
で
｣
は

つ
ま

一
と
足
ふ
み
て
夫
思
ひ

'

ふ
た
あ
し
国
を
恩

へ
ど

も
'

三
足
ふ
た
た
び
夫
お
も

ふ
'

と
が

女
心
に
容
あ
り
や
｡

か
く
て
御
国
と
我
夫
と

い
づ
れ
重
し
と
と
は
れ
な
ば

た
だ
答

へ
ず
に
泣
か
ん
の
み

と
歌
ひ
,
こ
れ
ま
た
人
間
の
偽
ら

ぬ
心
情

の
吐

露とし
て
'
日
露
戦
争
批
判

の
材
料
と
し
て
屡
々
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
｢
君
死
に

た
ま
ふ
こ

と
勿

れ
｣
に
せ

よ'｢お
百
度
詣
で
｣
に
せ
よ
'
取
り
立
て
て
騒
ぐ
程
の
歌
で
は
な
い
｡
人
間
だ
れ

し
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も
平
和
を
願
ふ
の
で
あ
り
､
骨
肉
の
情
な
き
者
は
居
な
い
｡
に
も
拘
ら
ず
'
国
の
大
事
と
思
へ
ば
こ
そ
'
自
己
を
滅
し
て
潔
-
戦
場
に

0

向
ふ
の
で
あ
る
｡
涙
を
か
く
し
て
死
地
に
赴
-
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
偽
善
で
も
な
い
｡
国
策
の
道
具
た
る
こ
と
で
も
な
い
｡
各
個
人
の

11

内
面
に
於
け
る
'
密
か
な
'
し
か
し
尊
-
も
厳
粛
な
る
人
生
正
念
場
の
大
決
断
な
の
で
あ
る
｡
だ
れ
が
殺
を
好
ん
で
戦
場
に
赴
く
で
あ

わ
ら

ら
う
か
｡
こ
れ
を

喋

ひ

t
か
の
女
流
歌
人
の
閑
文
字
を

｢
人
間
の
真
実
｣
と
称
賛
す
る
者
は
'
そ
の
人
間
観
に
於
て
皮
相
'
偏
狭
'
独

そ
しり

善
の

誹

を

免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

一
部
の
反
戦
論
に
も
拘
ら
ず
､
国
民
大
多
数
は
時
局
の
重
大
な
る
意
味
を
よ
-
諒
察
し
て
国
の
大
事
に
殉
ず
る
決
意
を
固
め
た
｡
政

(註
)

府
が
戦
費
調
達
の
た
め
に
募
集
し
た
国
債
の
応
募
数
の
多

き

を

見
て
も
'
国
民
が
上
下

一
致
'
戦
争
に
協
力
し
た
様
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
｡
幸
徳
'
堺
や
与
謝
野
晶
子
の
如
き
反
戦
思
想
が
国
民
世
論
の
主
流
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
'
日
露
戦
争
の
結
果
は
如
何
な
る
も
の

に
な
っ
た
で
あ
ら
う
か
｡
満
洲
'
朝
鮮
は
も
と
よ
り
へ
我
が
日
本
自
身
も
'
露
国
の
支
配
す
る
所
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
｡

日
本
の
史
書
は
'
幸
徳
秋
水
や
与
謝
野
晶
子
に
多
-
の
紙
面
を
さ
-
よ
り
も
'
死
し
て
護
国
の
鬼
た
ら
ん
と
て
満
洲
の
野
や
'
黄

海
'
日
本
海
の
波
間
に
肉
弾
と
散
り
果
て
た
十
万
の
有
名
無
名
の
将
兵
に
つ
い
て
語
-
継
い
で
ゆ
-
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
｡
日
本

の
'
そ
し
て
我
々
の
今
日
あ
る
は
'
間
違
ひ
な
-
彼
ら
忠
勇
な
る
将
兵
の
戦
ひ
と
犠
牲
の
お
蔭
だ
か
ら
で
あ
る
｡

(読

)

明
治
三
十
七
年
三
月
に
発
行
さ
れ
た
内
債
第

1
回
1
億
円
は
申
込
数

l
三
四
万
㌧
応
募
額
四
億
五
千
万
と
'
募
集
額
の
E
]倍
以
上
に
達
し

た
｡
第
二
回
一
億
円
は
同
年
六
月
に
'
第
三
回
八
千
万
円
は
十
一
月
に
募
集
さ
れ
た
が
'
い
づ
れ
も
応
募
額
は
募
集
額
の
三
倍
以
上
に
達
し
た
｡

国
民
が
い
か
に
戦
争
目
的
を
理
解
し
'
協
力
し
た
か
が
分
か
ら
う
｡
こ
れ
ら
の
公
債
に
応
募
し
た
の
は
富
豪
階
級
ば
か
り
で
な
く
'
中
産
階
級
以

下
の
者
も
､
そ
の
日
の
生
活
を
節
し
て
応
募
す
る
風
で
あ
っ
た
｡
ま
た
金
の
不
足
を
補
ふ
と
い
ふ
の
で
'
婦
人
連
は
競
う
て
指
輪
か
ん
ざ
L
等
の

装
飾
具
を
提
供
し
'
応
分
の
奉
公
に
努
め
た
の
で
あ
る

(渡
辺
幾
次
郎

r日
清
･
日
露
戦
争
史
話
))0

そ
九
ぞ
れ

因
に
外
債
は
'
第

一
回
目
は
英
米
で

夫

々

五

〇
〇
万
ポ
ン
ド
募
集
さ
れ
た
が
'
英
国
で
は
三

一
倍
'
米
国
で
は
五
倍
強
と
い
ふ
非
常

な
人
気
で
'
日
本
の
勝
利
を
願
ひ
確
信
す
る
英
米
国
民
の
気
持
ち
を
如
実
に
反
映
す
る
も
の
だ
っ
た
｡

米
英
で
外
債
募
集
に
当

っ
た
の
は
高
橋
是
清
で
あ
っ
た
｡
高
橋
は
第

一
回
の
募
集
は
五

〇
〇
万
ポ
ン
ド
に
止
め
る
は
ず
で
あ

っ
た

が
,
米
銀
行
家

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

･
ク
ー
ン
ロ
エ
ブ
商
会
の
ジ
エ
イ
コ
ブ

･
シ
ッ
フ
が
義
侠
的
に
五

〇
〇
万
ポ
ン
ド
を
引
受
け
て
米
国
で

同
商
会
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル

･
シ
テ
ィ
銀
行
を
通
じ
て
発
行
す
る
こ
と
を
引
受
け
て
-
れ
た
の
で
あ
る

｡
ユ
ダ
ヤ
人
の
シ
ッ
プ
は
'
ロ
シ
ア

で
迫
害
さ
れ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
救
ひ
出
す
た
め
に
日
本
が
勝
つ
の
を
望
み
'
侠
援
を
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

東
郷
元
帥
を
抹
殺
す
る
教
科
書

･

反
戦
思
想
の
紹
介
に
は
惜
し
み
な
-
紙
面
を
割
-
我
国
の
歴
史
教
科
書
だ
が
'
不
思
議
な
こ
と
に
日
露
戦
争
の
勝
利
に
貢
献
し
た
人

物
に
は

右

の
評
価
も
記
さ
う
と
し
な
い
｡
こ
れ
ら
の
教
科
書
の
執
筆
者
達
は
'
我
国
の
勝
利
を
心
外
と
し
'
憎
悪
す
る
が
如
く
で
あ

る
｡そ

れ
を
示
す
最
近
の
事
例
は
,
昭
和
六
十
三
年
五
月
'
小
学
校
社
会
科
で
教

へ
る
べ
き
歴
史
上
の
人
物
の
中
に
東
郷
元
帥
が
登
場
し

た
こ
と
に
対
す
る
朝
日
新
聞
な
ど

一
部
左
傾
マ
ス
コ
ミ
の
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
だ
｡
よ
ほ
ど
新
聞
が
恐
い
の
か
'
当
時
の
中
島
文
相
は

い
ち
早
く
東
郷
元
帥
を
取
り
下
げ
て
し
ま
っ
た
｡
だ
が
翌
平
成
元
年
二
月
'
文
部
省

(西
岡
文
相
)
が
発
表
し
た
学
習
指
導
要
領
改
定

案
で
､
東
郷
元
帥
が
小
学
校
高
学
年
の
社
会
科
で
教

へ
る
べ
き
人
物
と
し
て
復
活
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
｡

こ
れ
に
つ
い
て
,
依
然
と
か
く
の
論
議
が
あ
ら
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
が
'
問
題
は
結
局
'
日
露
戦
争
を
い
か
に
理
解
す
る

か
に
か
か
つ
て
ゐ
る
｡
日
露
戦
争
が
我
国
の
歴
史
上
'
鎌
倉
時
代
の
元
冠
に
比
す
べ
き

一
大
国
難
で
あ
り
'
中
で
も
日
本
海
海
戦
が
戦

ひ
の
帰
趨
を
決
し
た
重
大
意
義
を
有
す
る
大
会
戦
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
説
き
来
た
つ
た
と
こ
ろ
だ
｡
こ
の
海
戦
に
敗
れ
て
'
ロ
シ

ア
は
初
め
て
米
大
統
領
の
講
和
斡
旋
に
応
じ
た
こ
と
を
思
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
｡

東
郷
平
八
郎
の
指
揮
す
る
我
が
連
合
艦
隊
が
'
仮
に
パ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
に
敗
れ
た
と
せ
よ
｡
大
陸

へ
の
我
が
兵
端
補
給
線
は
断
ち
切

ら
れ
,
満
洲
の
日
本
軍
部
隊
は
陸
続
増
派
さ
れ
る
露
国
大
軍
を
前
に
孤
立
し
'
全
滅
す
る
他
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
｡
パ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊

は
日
本
本
土
を
砲
撃
し
,
露
国
は
日
本
上
陸
作
戦
さ
へ
敢
行
し
た
か
も
知
れ
な
い
｡
旅
順
が
奪
回
さ
れ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
云
ふ
迄
も
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な

い
｡

2

斯
-
し
て
我
国
が
日
露
戦
争
に
敗
北
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
'
そ
の
後
の
ア
ジ
ア
の
運
命
は
如
何
な
る
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ら
う

H

か
｡
全
満
洲
'
仝
朝
鮮
は
ロ
シ
ア
に
併
呑
さ
れ
'
我
国
自
身
の
独
立
も
ま
た
重
大
な
る
危
機
に
瀕
し
た
に
違
ひ
な
い
｡

ア
ジ
ア
に
於
て
､
ロ
シ
ア
が

一
度
占
領
し
た
地
域
を
放
棄
し
た
例
は
､
日
露
戦
争
に
敗
れ
て
朝
鮮
'
満
洲
か
ら
撤
退
し
た
こ
と
を
以

て
最
初
と
す
る
｡
平
成
元
年
二
月
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
の
ソ
連
軍
撤
兵
は
'
実
に
日
露
戦
争
以
来
の
事
件
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を

思

へ
ば
'
日
露
戦
争
や
日
本
海
海
戦
の
深
刻
な
る
意
義
の

一
半
は
多
分
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
.

(読
)
朝
日
新
聞
の
K
･見
識

小
学
校
社
会
科
授
業
に
於
け
る
東
郷
元
帥
の
登
場
を
大
き
-
取
上
げ
て
批
判
し
た
の
は
昭
和
六
十
三
年
五
月
十
六
日

付
朝
日
新
聞
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
同
紙
は
1
面
ト
ッ
プ
で
東
郷
元
帥
問
題
を
批
判
的
に
報
道
し
な
が
ら
'
そ
れ
と
並
ん
で
ソ
連
軍
の
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
撤
退
開
始
の
記
事
を
掲
載
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
ソ
連
軍
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
撤
退
が
そ
れ
程
に
重
大
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
な
ら
ば
へ
東
亜

で
初
め
て
ロ
シ
ア
軍
を
敗
退
さ
せ
た
日
露
戦
争
の
功
労
者
た
る
東
郷
元
帥
の
歴
史
上
の
意
義
は
更
に
重
要
で
あ
り
'
そ
の
教
科
書
登
場
は
当
然
の

こ
と
な
が
ら
'
歓
迎
す
べ
き
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
筈
だ
.
な
の
に
'
ソ
連
軍
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
撤
退
は
こ
れ
を

1
応
歓
迎
す
る
か
の
如
-
で
あ
り

な
が
ら
'
日
露
戦
争
で
の
我
が
勝
利
と
そ
れ
に
貢
献
し
た
人
物
を
歓
迎
し
な
い
朝
日
新
聞
の
報
道
姿
勢
は
'
ロ
シ
ア
の
東
亜
侵
略
史
に
対
す
る
恐

る
べ
き
無
知
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
､
甚
だ
し
い
政
治
的
偏
向
と
反
日
思
想
の
結
果
と
云
ふ
外
あ
る
ま
い
｡
い
づ
れ
に
せ
よ
'
不
見
識
極
ま
る

恥
づ
べ
き
紙
面
で
あ
っ
た
｡

因
に
日
本
海
海
戦
の
後
'
英
国
各
紙
は
こ
ぞ
っ
て
我
国
の
勝
利
を
絶
賛
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
デ
ー
リ
ー

･
メ
ー
ル
紙
は

｢
ト
ラ
フ
ァ
ル
ガ
ー
の

戦
勝
を
凌
駕
す
｣
と
題
す
る
社
説
を
掲
げ
へ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
紙
は
､
日
本
海
海
戦
は

｢
よ
-
人
の
機
械
に
勝
れ
る
こ
と
を
証
明
せ
り
｣
と
我
軍
の

資
質
の
高
さ
を
勝
因
と
な
し
'
こ
の
勝
利
で
今
後
少
な
-
と
も
数
年
間
は
平
和
が
来
る
で
あ
ら
う
が
'
暴
君
ロ
シ
ア
の
報
復
に
警
戒
す
べ
き
こ
と

を
説
い
た
｡
ま
た
デ
ー
リ
‥
ア
レ
グ
ラ
フ
紙
は
日
本
海
海
戦
を

｢特
筆
大
書
す
べ
き
｣
も
の
と
述
べ
'
英
国
の
同
盟
国
た
る
日
本
が

｢
千
古
未
曽

かくかく

有
の
戦
勝
を
結
ぶ
に
'
赫

々

た

る
戦
略
を
以
て
し
て
'
よ
-
東
洋
に
雄
飛
｣
す
る
こ
と
を
祝
す
と
書
い
た
の
で
あ
っ
た

(明
治
三
十
八
年
六
月
二

日
付

『大
阪
毎
日
｣
)｡
こ
れ
ら
当
時
の
英
萩
の
報
道
と
'
あ
れ
か
ら
八
十
年
以
上
を
経
て
日
本
海
海
戦
の
歴
史
的
意
義
も
十
二
分
に
検
証
済
み
の

時
期
に
書
か
れ
た
朝
日
新
聞
記
事
の
示
す
見
識
の
低
さ
を
比
較
し
て
み
る
と
よ
い
｡

英
国
に
ト
ラ
フ
ァ
ル
ガ
ー
海
戦
に
於
け
る
ネ
～
ソ
ン
の
名
を
知
ら
ぬ
児
童
は

一
人
も
ゐ
な
い
と
云
は
れ
る
が
'
今
日
の
日
本
に
東
郷

の
名
を
知
る
生
徒
は
皆
無
に
近
く

否
,
教
師
自
身
が
日
露
戦
争
の
意
義
を
解
し
て
ゐ
な
い
現
状
で
あ
る
｡

鎌
倉
時
代
の
元
冠
と
明
治
の
日
露
戦
争

-

こ
の
二
つ
は
我
国
の
経
験
し
た
最
大
の
国
難
と
し
て
歴
史
教
科
書
に
大
書
L
t
ま
た
生

徒
の
胸
中
に
深
-
銘
記
さ
る
べ
き
も
の
と
筆
者
は
信
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
,
現
に
六
百
有
余
年
前
の
歪

撃
退
の
重
大
な
意
味
が
認

識
さ
れ
た
の
も
日
露
戦
争
が
始

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
,
戦
ひ
た
醐
わ
の
明
治
三
十
七
年
五
月
'
明
治
天
皇
は
元
警

於
け
る
執
権

･

北
条
時
宗
の
功
績
を
追
想
さ
れ
,
鎌
倉

･
円
覚
寺
に
眠
る
時
宗
に
従

高

を
追
贈
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
o

当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
日
露
戦
争
と
は
斯
-
の
如
き
戦
ひ
で
あ
っ
た
こ
と
を
思

へ
ば
,
東
郷
元
帥
の
教
科
書
登
場
は
遅
す
ぎ
た
位

で
あ
ら
う
｡

対
外
広
報
に
兼
目
し
た
日
本

政
府
は
対
露
開
戦
の
決
定
と
共
に
,
米
国

へ
は
ハ
-
ヴ
ァ
-
ド
大
学
で
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
大
統
領
と
同
窓
で
あ
っ
た
金
子
堅
太
郎
男

け
ん
ち
よ
う

爵

(当
時
)
杏
,
ま
た
英
国
に
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
大
学
を
卒
業
し
て
同
国
の
事
情
に
精
通
L
t
伊
藤
博
文
の
女
婿
た
る
末
松
謙
澄
男
爵

(当
時
)
を
派
遣
す
る
こ
と
に
し
た
｡
そ
の
目
的
は
,
日
露
戦
争
が
,
日
本
の
平
和
努
力
に
も
拘
ら
ず
'
露
国
の
行
動
の
た
め
に
余
儀

な
く
さ
れ
た
自
衛
戦
争
な
る
こ
と
を
両
国
国
民
の
脳
裡
に
徹
底
せ
し
む
る
こ
と
,
欧
米
人
の
思
想
中
に
伏
在
L
t
露
国
が
鼓
吹
し
っ
つ

あ
る
黄
禍
論
を
抑

へ
つ
つ
,
両
国
の
親
日
世
論
を
醸
成
し
,
特
に
米
国
に
つ
い
て
は
,
他
日
講
和
調
停
を
依
頼
し
た
い
の
で
'
米
大
統

領
と
米
国
民
の
対
日
感
情
を
良
好
な
ら
し
む
る
こ
と
で
あ

っ
た
｡

戦
争
に
際
し
て
,
軍
備
の
み
な
ら
ず
,
第
三
国
の
世
論
形
成
を
図
り
,
他
日
の
講
和
を
有
利
に
導
-
と
云
ふ
我
が
政
府
当
事
者
の
見

事
な
る
深
慮
遠
謀
を
こ
こ
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
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伊
藤
が
金
子
に
渡
米
を
依
頼
し
た
の
は
･
二
月
-

,
対
露
開
戦
を
決
定
し
た
御
前
会
議
の
日
の
晩
で
あ
っ
た
｡
米
世
論
を
動
か
す

こ
と
の
難
し
く

成
功
の
見
込
な
き
を
理
由
に
渡
米
を
辞
退
す
る
金
子
に
､
伊
藤
は
,
｢今
度
の
戦
争
で
成
功
す
る
と
思
ふ
者
は

一
人

も
居
ら
ず
'
事
こ
こ
に
至
れ
ば
国
を
賭
し
て
も
戦
ふ
の
表

あ
る
の
み
.
か
-
云
ふ
伊
藤
も
,
我
が
陸
軍
が
満
洲
か
ら
追
払
は
れ
､
海

軍
が
対
馬
海
峡
で
悉
-
沈
め
ら
れ
､
露
草
が
我
国
に
迫
っ
た
時
は
,
身
を
士
卒
に
伍
し
て
鉄
砲
を
担
い
で
,
山
陰
道
か
九
州
海
岸
で
命

の
限
り
露
軍
を
防
ぎ
'

妄

た
り
と
も
敵
に
日
本
の
土
地
を
跨
ま
せ
ぬ
決
心
で
あ
る
.
君
も
成
功

･
K
･成
功
を
間
は
ず
,
あ
ら
ん
限
り

の
力
を
尽
-
し
て
米
国
人
が
同
情
を
寄
せ
る
や
う
に
や
っ
て
-
れ
｣
と
説
い
た
｡
さ
れ
ば
金
子
も

｢
三
寸
の
舌
の
あ
ら
ん
限
り
｣
米
国

民
を
説
得
す
べ
も

訪
米
を
話
し
た
の
で
あ
っ
た

(金
子
堅
太
郎

r日
産
戦
役
秘
録
｣)｡

米
国
に
着
い
て
か
ら
の
金
子
は
'
ル
ー
ズ
ヴ
エ
ル
ト
大
統
領
は
じ
め
各
界
の
士
と
交
流
し
,
ま
た
機
会
あ
る
毎
に
演
説
を
行
な
っ

た
｡
彼
の
説
-
と
こ
ろ
'
対
露
戦
争
が
日
本
に
と
つ
て
は
正
義
の
自
衛
戦
争
な
る
こ
と
,
日
本
は
露
国
が
官
房
す
る
が
如
き
野
蛮
国
に

ぁ
ら
ず
し
て
'
維
新
以
来
､
着
々
と
文
明
開
化
の
実
を
挙
げ
て
居
る
こ
と
,
此
度
の
戦
争
に
於
て
も
､
日
本
は
露
国
と
は
違
っ
て
国
際

法
と
人
道
を
忠
実
に
遵
守
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
留
ま
ら
ず
,
日
本
の
歴
史
や
国
民
精
神
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
り
,
そ
の
卓
越
し
た

英
語
に
よ
る
名
演
説
が
正
義
感
の
強
い
米
国
民
に
与
へ
た
影
響
は
甚
大
で
あ
っ
た
と
云
へ
よ
う
｡
金
子
の
活
動
に
つ
い
て
は
次
節
で
触

れ
る
｡

他
方
'
英
国
で
は
末
松
が
'
｢
日
本
側
が
今
回
の
戦
争
を
近
世
文
明
の
精
神
を
以
て
実
行
す
べ
L
と
の
こ
と
を
,
公
衆
に
向
か
っ
て

反
覆
説
示
｣
す
る
に
努
め
て
ゐ
た

(松
村
正
義

盲

露
戦
争
と
金
子
堅
太
郎
｣)0

宣
伝
の
不
得
手
な
日
本
人
が
､
日
露
戦
争
に
際
し
て
は
､
い
ち
早
-
欧
米
に
於
け
る
広
報
活
動
に
着
眼
し
,
か
つ
成
功
し
た
こ
と
は

注
目
す
べ
き
事
実
と
云
へ
る
だ
ら
う
｡
そ
の
後
の
日
本
の
外
交
戦
略
に
於
て
,
広
報

壷

伝
と
云
ふ
視
点
が
碑
も
す
れ
ば
軽
視
さ
れ
が

やや

ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
我
が
国
民
性
の
然
ら
し
む
る
所
と
は
云
ひ
な
が
ら
,
顧
み
て
惜
し
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
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第
六
節

日
露
戦
争
の
世
界
史
的
意
義

ア
ジ
ア
は
日
本
の
勝
利
に
興
奮
し
た

日
露
戦
争
の
重
大
意
義
は
'
ア
ジ
ア
及
び
世
界
の
抑
圧
さ
れ
た
民
族
に
希
望
と
自
信
を
与
へ
､
そ
の
民
族
独
立
運
動
を
促
し
た
こ
と

だ
｡
な
の
に
我
国
の
歴
史
教
科
書
は
'
日
露
戦
争
の
こ
の
や
う
な
世
界
史
的
意
義
に
つ
い
て

一
行
の
紙
幅
も
割
か
う
と
し
な
い
｡

地
理
上
の
発
見
以
後
'
ア
ジ
ア
は
年
を
追
ひ
､
世
紀
を
追
う
て
西
力
東
漸
の
波
に
洗
は
れ
'
白
人
国
家
の
圧
迫
と
支
配
を
受
け
る
に

至
っ
た
｡
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
'
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
諸
国
は
西
洋
列
強
の
植
民
地
と
な
る
か
'
領
土
の
一

部
を
侵
奪
さ
れ
る
か
,
い
づ
れ
か
の
運
命
の
下
に
お
か
れ
て
ゐ
た
｡
そ
の
唯

1
e
例
外
は
我
が
日
本
だ
っ
た
｡
日
本
だ
け
が
'
当
時
ア

ジ
ア
で
唯

l
の
完
全
な
独
立
国
家
で
あ
り
'
立
憲
政
体
と
議
会
制
度
と
近
代
的
軍
隊
を
持
っ
て
ゐ
た
｡
ア
ジ
ア
で
'
憲
法
と
議
会
を
有

す
る
国
は
他
に
存
在
し
な
か
つ
た
の
だ
｡

日
露
戦
争
は
有
色
人
種
の
白
色
人
種
に
対
す
る
勝
利
で
あ
-
'
ま
た
立
憲
国
家
の
専
制
国
家
に
対
す
る
勝
利
の
戦
ひ
で
も
あ
っ
た
.

し
っこく

日
本
の
輝
か
し
き
勝
利
が
'
西
洋
列
強
の
梗
桔
下
に
坤
吟
す
る
ア
ジ
ア
後
進
諸
国
に
与
へ
た
衝
撃
は
甚
大
で
'
日
露
戦
争
は
仝
ア
ジ
ア

はうは
い

を
覚
醒
'
奮
起
せ
し
め
'
こ
こ
に
民
族
独
立
運
動
は
杉
折
と
し
て
起
-
､
広
が
っ
て
行
く
0

｢
ア
ジ
ア
は
日
本
の
勝
利
を
跳
び
上
が
っ
て
喜
ん
だ
｣
と

言

露
戦
争
全
史
｣
の
著
者
ウ
ォ
ー
ナ
-
夫
妻
は
書
い
て
ゐ
る
｡
独
立
の

気
運
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
'
ベ
ト
ナ
ム
'
ビ
ル
マ
'
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
全
域
に
及
ん
だ
｡

イ
ン
ド
も
さ
う
だ
｡
｢
日
本
の
情
熱
が
私
の
情
熱
を
か
き
立
て
た
-
-
民
族
主
義
的
な
思
想
が
私
の
心
を
満
た
し
た
｡
私
は
ヨ
ー
ロ
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