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I
九
三
七
年
十

二
月
､
南
京
で

何
が
起
き
た
の
か
ー

三
十
万
人

あ
る
い
は
数
千
人
と

い
わ
れ
る

｢南
京
虐
殺
｣
の
現
場
は
､

一
体

ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
?

過
去
'
｢南
京
事
件
｣
の
証
拠
､

証
言
と
さ
れ
た
も
の
に
は
多
く
の

虚
偽
が
含
ま
れ
､
大
新
聞
に
さ
え

虚
報
が
載
り
､
真
相
を

一
層
わ
か

り
に
く
い
も
の
に
し
て
き
た
O

本
番
は
､
当
時
南
京
に
い
た
軍

人

･
記
者

･
写
其
家
等
､
日
本
人

生
存
者
に
直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

た
証
言
集
で
あ
る
｡
今
は
亡
き
人

人
も
多
数
含
む
紫
韮
な
証
言
集
か

ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

｢歴
史

的
耶
件
｣
の
真
相
と
は
･
O･

昭
和
六
二
年
刊
行
時
､
各
界
に

衝
撃
を
与
え
た

｢第

一
級
資
料
｣

を
復
刊
｡

解
説

･
楼
井
よ
し
こ



3 推薦のことば

推
薦
の
こ
と
ば

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

楼
井
よ
し
こ

本
秒
は
､

一
九
三
七
年
当
時
の
南
京
に
い
た
罪
人
､
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ー
､
外
交
官
な
ど
関
係
者
の
体
験

談
を
典
め
た
第

1
級
の
資
料
で
あ
る
｡
い
わ
ゆ
る

｢南
l蚤

件
｣
は
'
そ
の
呼
び
方
す
ら
今
だ
定
ま
ら
な

い
ほ
ど
議
論
の
分
か
れ
る
問
題
だ
が
'
ま
ず
は
'
そ
の
と
き
現
地
に
い
た
人
々
の
許
を
実
際
に
聞
-
の
が

筋
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
本
番
を
ま
と
め
た
阿
羅
健

1
氏
の
手
法
は
､
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
観
点
か
ら

み
て
､
極
め
て
基
本
に
忠
実
な
誠
実
な
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
い
え
る
｡

一
体
､
日
本
人
は
南
京
で
何
を
し
た
の
か
'
し
な
か
っ
た
の
か
､
そ
し
て
何
を
見
た
の
か
｡
虐
殺
と
言

わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
本
当
に
あ
っ
た
の
か
｡

そ
れ
ら
の
結
論
は
'
本
書
を
読
め
ば
自
ず
と
見
え
て
く
る
O

こ
こ
に
'
も
う

一
つ
の
資
料
が
あ
る
｡
北
村
稔
氏
の

r｢南
京
事
件
｣
の
探
求
し
(文
春
新
啓
)
で
あ
る
｡

こ
の
本
は
'
東
京
裁
判
で

｢南
一条

丁件
｣
が
断
罪
さ
れ
た
際
に
提
出
さ
れ
た
様
々
な
資
料
を
ひ
と
つ
ひ
と

っ
見
直
し
'
冷
静
に
検
証
し
た
も
の
だ
｡
そ
の
中
に
こ
ん
な
宙
が
あ
沌

んに

三

んと
ー

当
時
'
南
京
で
中
国
人
の
遺
体
処
理
に
あ
た
っ
た
の
は
'
現
地
の
紅
花

字

会
と
い
う
組
織
と
'

崇

尊

堂

と
い
う

慈
普
団
体
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
紅
花
字
会
は
相
方
三
千
余
の
出
体
を
埋
め
た
と
い
い
､
葉
番



推考のことば

堂
は
十

l
万
金
を
蚊
め
た
と
い
う
｡
そ
れ
ら
の
合
計
が
､
日
本
兵
に
よ
る
何
十
万
人
と
い
う
虐
殺
の
数
の

大
き
な
根
拠
と
な
っ
た
｡
し
か
し
､
崇
尊
堂
に
つ
い
て
は
そ
の
実
在
性
が
疑
わ
れ
た
｡
そ
の
疑
い
に
対
し

て
中
国
側
が
出
し
た
証
拠
は
､
崇
尊
堂
は
串
を

1
台
所
有
し
て
お
り
､
彼
ら
が
そ
の
車
の
部
品
の
補
給
を

要
請
し
た
と
い
う
啓
類
だ
け
だ
っ
た
｡
そ
の
資
料
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
の
は
'
禁
書
堂
と
い
う
組
紙
が
た

っ
た

丁
胃
の
車
し
か
持
た
ず
に
､

一
九
lll八
年
四
月
の
ひ
と
月
間
と
い
う
ご
-
短
期
間
で
十
万
余
も
の
数

の
死
体
を
運
び
､
全
て
埋
葬
し
た
と
い
う
､
到
底
信
じ
難
い
事
実
で
あ
る
O

崇
尊
堂
の
主
張
の
信
濃
性
は
､
中
国
側
が
提
示
し
た
証
拠
に
よ
っ
て
逆
に
疑
わ
し
い
も
の
に
な
っ
た
と

い
う
｡

1
万
'
本
告
に
も
崇
書
生
は
登
場
す
る
｡
当
時
'
上
海
派
遊
軍
参
謀
で
､
か
つ
南
京
特
務
機
関
長
だ
っ

た
大
西

1
大
尉
は
'
阿
姓
氏
の
質
問
に
対
し
'
紅
記
事
会
に
つ
い
て
は
､
知
っ
て
い
る
､
逝
体
の
埋
非
を

よ
く
や
っ
て
い
た
､
と
述
べ
'
洪
尊
堂
に

つ
い
て
は
こ
う
述
べ
て
い
る
｡

｢当
時
'
全
然
名
前
を
聞
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
'
知
ら
な
か
っ
た
O
そ
れ
が
戦
後
､
束
京
裁
判
で
す

ご
い
活
躍
を
し
た
と
言
っ
て
い
る
｡
当
時
は
全
然
知
ら
な
い
｣

紅
稚
字
会
を
遥
か
に
凌
ぐ
埋
葬
活
動
を
し
た
と
い
う
組
織
を
､
全
-
知
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
｡

上
海
派
過
軍
の
大
西
氏
は

1
九
三
七
年
十
二
月
十
三
日
に
南
京
に
入
り
､
三
八
年
二
月
か
ら
は
特
務
機

関
長
と
し
て

1
年
間
､
南
京
に
と
ど
ま
っ
た
O
南
京
特
務
機
関
長
は
中
国
市
民
へ
の
日
本
側
窓
口
に
あ
た

る
.
大
西
氏
は
南
京
滞
在
の
時
期
か
ら
も
､
そ
の
職
責
而
か
ら
も
､
南
京
事
件
と
南
京
市
民
の
実
態
を
最

も
よ
く
知
り
得
る
立
場
に
あ
っ
た
｡
そ
の
大
西
氏
が
崇
壱
堂
に
つ
い
て
'
仝
-
知
ら
な
い
と
い
う
の
だ
｡

も
ち
ろ
ん
､
大
西
氏
は
崇
尊
堂
を
股
め
よ
う
と
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
O
自
分
が
当
時
実
際
に
見
た
こ
と
､

知
り
得
た
こ
と
を
淡
々
と
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
o
L
か
し
､
こ
う
し
た
当
事
者
の
客
観
的
な
証
言
が
､

学
者
が
調
査
し
た
結
果
と
見
事
に

1
致
す
る
｡

其
実
と
は
'
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

過
去
'
要
原
裁
判
'
ま
た
朝
日
新
聞
や
本
多
勝

一
氏
に
代
表
さ
れ
る

｢重
力l
大
虐
殺
｣
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

な
ど
を
煮
て
､
｢南
京
イ
コ
ー
ル
大
虐
殺
｣
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
新
し
､
日
本
人
自
身
が
'
我
々
は
と
に
か
く

恋
い
こ
と
を
し
た
'
残
虐
な
こ
と
を
し
た
の
だ
と
い
う
自
縛
忠
孤
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
｡

し
か
し
､
私
た
ち
の
親
や
祖
父
た
ち
は
､
本
当
に
そ
ん
な
残
虐
な
こ
と
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
C
何
十
万

も
の
人
々
を
虫
け
ら
の
よ
う
に
殺
す
よ
う
な
人
た
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
私
た
ち
は
､
自
分
た
ち
を
侶

ず
る
に
足
ら
な
い
よ
う
な
民
族
な
の
だ
ろ
う
か
｡

歴
史
は
､
人
間
の
つ
な
が
り
'
そ
し
て
家
族
の
つ
な
が
り
で
も
あ
る
｡
家
族
と
し
て
の
信
頼
感
や
民
族

と
し
て
の
愛
惜
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
で
な
-
､
私
た
ち
は
歴
史
を
冷
静
に
正
し
く
み
つ
め
直
す
べ
き

で
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
'
間
違
い
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
｡
無
謀
な
戟
争
に
対
す
る
式
任
も
'
犯
し
た
過
ち
を
詫
び
る
心

も
大
切
で
あ
る
｡
し
か
し
､
戦
後
に
な
っ
て
つ
-
ら
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
､
糾
念
論
の
み
で
歴
史
を
捉
え

過
ぎ
て
は
い
な
い
か
｡
日
本
は
と
に
か
-
悪
い
こ
と
を
し
た
の
だ
と
教
利
怨
で
教

え
ら
れ
､
た
だ
ひ
た
す

ら
そ
う
思
い
こ
ん
で
は
い
な
い
か
｡

反
省
と
同
時
に
､
自
分
の
東
で
考
え
､
実
際
に
何
が
あ
っ
た
の
か
､
物
部
の
式
実
を
見
極
め
る
こ
と
を
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忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
ま
た
,
過
去
に
国
の
た
め
に
戦
い
亡
く
な
っ
た
人
々
'
峨
犯
と
し
て
裁
か
れ
た

人
々
の
犠
牲
に
対
し
て
も
,
彼
ら
の
犠
牲
に
'
日
本
人
で
あ
れ
ば
こ
そ
､
想
い
を
致
し
'
悼
み
､
感
謝
す

る
心
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

歴
史
に
は
､
｢資
料
か
ら
見
る
歴
史
｣
'
｢報
道
か
ら
見
る
歴
史
｣
な
ど
様
々
な
側
面
が
あ
る
が
､
現
代
日

本
で
最
も
省
み
ら
れ
な
い
も
の
が
'
当
事
者
に
よ
る

｢語
り
継
ぎ
の
歴
史
｣
で
あ
る
O

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
ア
ジ
ア
で
も
､
ま
た
核
家
族
化
が
激
し
い
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
､
家
族
や
先
祖
の
物
語

が
き
ち
ん
と
語
り
継
が
れ
て
い
る
.
し
か
し
'
日
本
は
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
稀
有
な

国
だ
｡
自
分
た
ち
の
前
の
世
代
､
そ
の
ま
た
さ
ら
に
前
の
世
代
が

1
体
ど
ん
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
の
か
'

ど
ん
な
こ
と
を
思
い
､
考
え
て
い
た
の
か
の
記
憶
が
断
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
そ
の
傾
向

は
年
々
強
く
な
っ
て
い
る
｡
多
く
の
日
本
人
が
､
教
科
む
が
教
え
る
表
両
的
な
歴
史
し
か
知
ら
ず
へ
歴
史

が
自
分
の
体
の
1
部
で
あ
る
と
い
う
日
光
が
な
い
の
は
､
そ
の
た
め
だ
ろ
う
.

本
-3
に
は
ま
さ
に
､
そ
の

｢歴
史
の
語
り
継
ぎ
｣
を
轡

っ
力
が
あ
る
0
父
軌
や
母
親
へ
ま
た
祖
父
母
や

曽
祖
父
母
に
代
わ
っ
て
歴
史
を
語
り
継
ぐ
韮
婆
な
記
録
で
あ
る
｡

既
に
半
世
紀
以
上
た
っ
て
､
残
念
な
が
ら
戦
争
を
体
験
し
た
人
々
の
多
-
が
亡
-
な
っ
て
い
る
o
阿
維

氏
は
十
数
年
前
,
本
啓
の
た
め
に
多
-
の
方
々
を
訪
ね
て
話
を
闘
い
て
い
る
が
､
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
時
が

過
ぎ
た
現
在
､
生
存
さ
れ
て
い
る
方
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
る
と
い
う
｡

二
十

f
世
紀
に
入
っ
て
､
世
界
で
は
テ
ロ
行
為
や
戟
年
が
勃
発
し
､
私
た
ち
は
改
め
て
国
と
は
何
か
'

民
族
と
は
何
か
'
宗
教
と
は
何
か
と
い
う
課
題
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
O

新
し
も
国
内
で
は
､
教
科
書
問
題
や
靖
国
神
社
問
題
な
ど
歴
史
認
識
の
見
直
し
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
出

来
事
が
続
い
た
.
私
た
ち
の
国
､
そ
し
て
国
際
社
会
を
築
い
て
い
-
基
本
的
な
価
値
紋
を
ど
こ
に
据
え
る

べ
き
か
､
ま
た
そ
の
価
値
観
を
ど
う
守
る
べ
き
か
と
い
う
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
だ
｡

本
啓
を
読
ん
で
'
物
事
の
真
実
を
自
分
の
頭
で
判
断
し
て
み
て
ほ
し
い
o
世
界
が
揺
れ
て
い
る
時
だ
か

ら
こ
そ
､
自
分
た
ち
の
国
や
歴
史
を
冷
静
に
見
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡



9 文雄化にあたって

文
庫
化
に
あ
た
っ
て

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
,
北
京
郊
外
の
盃
満
橋
近
辺
で
夜
間
演
習
を
行
っ
て
い
た
日
本
軍
に
突
然
弾
が

飛
ん
で
き
た
O
中
国
軍
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
た
日
本
軍
は
た
だ
ち
に
中
国
軍
と
話
し
合
い
を
行
っ
た
｡

話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
け
れ
ど
､
そ
の
1
方
で
小
競
り
合
い
は
続
き
､
そ
う
し
て
い
る
う
ち
､
争
い
は

し
だ
い
に
大
き
く
な
り
､
二
十
七
口
に
は
､
三
個
師
随
が
北
京
方
面
に
派
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

そ
の
こ
ろ
の
中
国
で
､
澱
も
多
-
の
日
本
人
が
い
た
の
は
上
海
で
あ
る
.
北
京
の
争
い
が
続
く
う
ち
､

そ
の
上
海
が
騒
が
し
く
な
っ
て
き
た
｡
上
海
に
は
日
本
の
工
場
が
あ
り
､
そ
れ
ら
工
場
と
日
本
人
を
海
罪

陸
戦
隊
が
守
っ
て
い
た
｡
口
が
た
つ
に
つ
れ
､
上
紬
が
険
悪
に
な
っ
て
き
た
｡

八
月
九
日
,
海
叩
陸
戦
隊
の
大
山
功
夫
中
尉
が
射
殺
さ
れ
た
o
十
三
日
に
は
'
梅
不
陸
搬
隊
と
中
国
罪

が
衝
突
し
た
｡
中
国
の
兵
力
は
海
罪
陸
戟
隊
の
何
倍
も
あ
り
､
在
朝
日
本
人
の
生
命
が
危
険
に
な
っ
て
く

る
｡
す
で
に
七
月
二
十
九
日
､
北
京
郊
外
の
通
州
で
､
二
軍

1+
三
人
の
在
留
邦
人
が
虐
殺
さ
れ
る
と
い

う
'

い
わ
ゆ
る
適
州
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
｡

そ
の
た
め
'
上
海
派
遣
軍
が
編
成
さ
れ
て
上
海
に
向
う
こ
と
に
な
っ
た
O
司
令
官
に
は
､
中
国
通
と
し

いわ
b

て
知
ら
れ
て
い
た
松
井
石
板
大
将
が
親
補
さ
れ
た
｡

中
国
軍
は
､
数
年
も
か
け
て
陣
地
を
つ
く
っ
て
お
り
､
ド
イ
ツ
式
の
装
備
を
し
､
ド
イ
ツ
軍
か
ら
訓
練

を
受
け
た
楯
強
な
部
隊
が
待
ち
受
け
て
い
た
｡
上
海
派
遣
軍
は
八
月
二
十

三
日
か
ら
上
陸
を
始
め
た
が
'

激
し
い
戦
い
と
な
っ
た
｡
攻
め
る
の
は
日
本
軍
だ
っ
た
が
､

1
月
た
っ
て

も
､
二
月
た
っ
て
も
､
上
海
を

制
圧
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
日
ご
と
に
日
本
軍
の
戦
死
者
が
増
え
て
い
っ
た
｡

中
国
軍
の
背
後
を
突
く
た
め
'
十

1
月
五
日
､
新
し
く
箱
成
さ
れ
た
第
十
郡
が
杭
州
湾
に
上
陸
し
た
｡

背
後
か
ら
攻
め
ら
れ
た
中
国
軍
は
崩
れ
'
故
走
を
始
め
た
O

上
陸
し
た
て
の
第
十
罪
は
､
こ
の
際
､
出
走
す
る
敵
を
追
っ
て
首
都
南
京
ま
で
攻
め
の
ぼ
り
､
そ
こ
で

和
平
を
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
を
持
っ
て
い
た
｡
そ
れ
を
意
見
具
申
す
る
と
と
も
に
､
批
走
す
る
故

を
追
撃
し
は
じ
め
た
O
や
が
て
'
上
海
を
制
圧
し
た
上
海
派
出
軍
か
ら
も
同
様
な
怒
兄
が
出
さ
れ
た
｡

十
二
月

1
日
､
南
京
攻
略
の
命
令
が
参
謀
本
部
か
ら
く
だ
っ
た
｡
上
海
派
遊
軍
と
第
十
軍
を
統

1
指
揮

.)jlし
J

す
る
た
め
中
支

那
方
面
軍
が
も
う
け
ら
れ
､
松
井
大
将
が
司
令
官
に
任
命
さ
れ
た
｡
南
京
を
EB
指
す
H
本

革
は
七
'
八
万
人
に
適
し
た
｡

当
初
､
南
京
攻
略
は

一
月
半
ば
と
予
想
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
'
日
本
軍
の
追
撃
は
速
く
､
十
二
月
十
日

に
は
鯖
江
の
第
三
十
六
連
隊
が
光
華
門
に
突
入
､
十
二
月
十
二
日
の
昼
に
は
大
分
の
第
四
十
七
連
隊
が
は

し
ご
を
か
け
て
城
壁
に
の
ぼ
り
は
じ
め
た
｡

こ
の
日
の
夜
､
中
国
軍
に
は
撤
退
命
令
が
出
さ
れ
た
｡

し
か
し
'
ほ
と
ん
ど
が
正
面
か
ら
突
破
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
た
め
､
多
-
の
将
兵
は
畢
服
を
脱
ぎ

捨
て
､
城
内
に
あ
る
難
民
区

(安
全
区
)
に
逃
げ
こ
ん
だ
｡

十
二
月
十
三
日
'
城
内
に
進
ん
だ
日
本
軍
は
中
国
罪
を
掃
討
し
て
い
っ
た
.
掃
討
概
は
十
六
日
ま
で
読



｢
･

文雄化にあたって

き
,
十
七
日
に
は
松
井
大
将
を
先
頭
と
し
て
入
城
式
が
行
わ
れ
､
翌
日
は
慰
卵
蒜

が
行
わ
れ
た
O

慰

.藁

が
終
わ
る
と
'
第
十
軍
は
杭
州
湾
に
向
い
'
南
京
に
は
上
海
派
出
罪
が
残
っ
た
｡
松
井
大
将
も

十
二
月
l
手

二
日
に
は
上
海
に
戻
っ
た
｡
以
後
､
上
海
派
遣
軍
の
中
の
第
十
六
師
EESが

l
月
下
旬
ま
で
南

京
を
警
備
す
る
｡

上
海
の
戦
い
か
ら
南
京
攻
略
我
が
終
わ
る
ま
で
の
犠
牲
者
に
つ
い
て
は
､
日
本
軍
の
∩警
同
司
令
官
で
あ

っ
た
松
井
大
将
の
日
記
に
･
日
本
軍
の
戦
病
死
者
の
総
数
は
二
万
四
千
に
達
し
た
と
あ
り
､

1
方
､
国
民

党
罪
軍
政
部
長
で
あ
る
仰
応
欽
上
将
の
軍
事
報
告
に
は
.
IJ
の
間
の
中
国
筋
の
叔
死
者
は
三
万
三
千
と
あ

る
｡円

本
罪
の
戟
死
者
の
ほ
と
ん
ど
は
上
海
戦
に
よ
る
も
の
で
､
予
想
も
し
な
い
膨
大
な
数
字
と
な
っ
た
｡

こ
の
と
き
か
ら
八
年
間
､
日
本
軍
は
大
陸
で
轡
っ
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
､
埠
頭
に
股
大
の
犠
牲
者
を
出
す

こ
と
と
な
っ
た
｡

昭
利
十
二
年
十
二
月
､
南
京
が
陥
落
し
た
と
き
'
そ
こ
で
何
が
起
こ
っ
た
の
か
0

ま
れ
に
み
る
残
虐
な
邪
件
が
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
と
日
本
人
が
知
っ
た
の
は
'
そ
れ
か
ら
九
年
も
し
て
､

東
京
裁
判
が
開
か
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
｡

日
本
軍
が
南
京
に
入
っ
た
十
二
月
十
三
日
か
ら

一
月
下
旬
ま
で
､
暴
行
､
略
奪
'
強
姦
､
放
火
が
南
京

で
繰
り
返
さ
れ
た
と
垂
兄
裁
判
で
判
決
さ
れ
た
O
虐
殺
数
は
十
万
人
と
も
二
十
万
人
と
も
言
わ
れ
た
O
そ

れ
ら
を
止
め
る
た
め
適
切
な
手
技
を
講
じ
な
か
っ
た
と
し
で
∩警
同
司
令
官
の
松
井
石
根
大
将
が
故
首
刑
に

な
っ
た
｡
ま
た
､
そ
の
当
時
外
務
大
臣
だ
っ
た
広
田
弘
毅
も
同
じ
賓
任
を
問
わ
れ
､
ほ
か
の
理
由
と
あ
わ

せ
て

絞
首
刑
と
な
っ
た
o

L
か
し
､
そ
う
知
ら
さ
れ
た
と
き
､
日
本
は
占
領
下
に
置
か
れ
て
い
て
'
さ
ら
に
だ
れ
も
が
食
べ
る
こ

と
に
精

一
杯
と
い
う
時
で
あ
っ
た
｡

何
十
万
人
と
い
う
大
虐
殺
が
本
当
に
お
こ
っ
た
の
か
O
あ
る
い
は
､
ど
の
職
域
に
も
あ
る
よ
う
な
光
爪机

が
あ
っ
た
だ
け
な
の
か
'
本
当
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
O
そ
の
と
き
南
京
に
い
た
同
胞
に
た
ず
ね
ら
れ
る
も

の
な
ら
へ
ぜ
ひ
と
も
た
ず
ね
た
い
､
そ
こ
に
本
当
の
答
え
が
あ
る
｡
日
本
人
な
ら
そ
う
恐
い
至
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
｡

そ
の
と
き
､
ど
の
よ
う
な
日
本
人
が
南
京
に
い
た
か
と
い
え
ば
I
い
う
ま
で
も
な
-
日
本
軍
で
あ
る
｡

日
本
軍
と
い
っ
て
も
､
南
京
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
見
て
歩
き
､
南
京
の
様
子
を
知
っ
て
い
た
の
は
､
兵
隊

や
下
士
官
で
は
な
-
'
上
級
将
校
で
あ
ろ
う
O

軍
隊
だ
け
が
南
京
に
い
た
の
で
は
な
い
｡
南
京
陥
落
を
報
道
す
る
た
め
二
百
人
を
超
す
記
者
た
ち
が
南

京
に
入
っ
た
o
占
領
し
た
あ
と
の
行
政
や
治
安
の
た
め
'
外
交
官
も
入
っ
た
｡
彼
ら
も
軍
の
上
級
将
校
と

同
じ
よ
う
に
､
南
京
全
体
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
｡

そ
う
い
っ
た
人
た
ち
が
語
る
南
京
な
ら
信
用
で
き
る
の
で
は
な
い
の
か
｡

そ
う
思
っ
て
あ
た
っ
て
み
る
と
､
六
十
七
人
が
存
命
中
で
連
絡
が
と
れ
た
｡
昭
和
五
十
九
年
か
ら
六
十

一
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
｡

と
い
っ
て
も
､
そ
の
と
き
で
も
昭
和
十
二
年
か
ら
ほ
ぼ
半
仕
紀
が
た
っ
て
お
り
'
そ
の
六
十
七
人
の
う
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ち
三
十
五
人
か
ら
話
が
開
け
'
残
り
の
二
手

二
人
の
う
ち
十

1
人
か
ら
は
手
紙
で
遁
辞
を
も
ら
っ
た
け
れ

ど
､
残
り
か
ら
は
､
主
に
病
気
と
い
う
理
由
で
､
話
を
閉
-
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡

さ
ら
に
,
話
の
開
け
た
人
た
ち
に
し
て
も
'
全
員
が
-
ま
な
-
南
京
を
見
て
'
南
京
で
何
が
起
こ
っ
て

い
た
か
知
っ
て
い
た
わ
け
で
な
か
っ
た
O
あ
る
場
所
の
こ
と
は
詳
し
い
け
れ
ど
､
全
く
行
っ
た
こ
と
の
な

い
場
所
も
あ
る
｡

し
か
し
､
彼
ら
の
証
言
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
れ
ば
∴
ソ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
を
組
み
立
て
る
よ
う
に
'
南
京
の

様
子
が
浮
か
び
上
が
っ
て
-
る
｡

そ
の
三
十
五
人
の
中
に
は

1
度
だ
け
会
っ
た
人
も
い
れ
ば
､
十
回
ほ
ど
会
っ
た
人
も
い
る
｡
ほ
と
ん
ど

の
方
に
は
三
回
会
っ
て
い
る
｡
話
を
開
-
の
に
二
度
'
ま
と
め
た
原
柄
に
.｡tEり
が
な
い
か
ど
う
か
見
て
も

ら
う
の
に

1
酸
で
あ
る
｡

原
稿
は
正
確
を
耕
す
た
め
に
発
重
刑
に
確
認
し
て
も
ら
っ
た
が
､
壁
1,昌
の

｢

｣
の
部
分
は
も
ち
ろ
ん
､

地
の
文
も
発
言
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
か
え
る
と
い
け
な
い
の
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
っ
た
｡

半
分
は
ど
の
方
が
間
違
い
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
'
半
分
の
方
か
ら
は
注
文
が
あ
っ
た
｡
こ

の
う
ち
半
分
は
字
句
の
修
正
､

一
部
の
開
き
誤
り
な
ど
の
訂
正
で
あ
っ
た
が
ー
残
り
半
分
近
-
は
全
面
的

一

･:
｡
'
;･
･
..
｡再

∵

:;
:
.(

:
..

-:
･
.

.

..

.

.

.P

.

,

L

F

書
…
棚
相
律

錯

錯

情

撃

な
っ
て
い
た

r聞
き
昔

南
蛮

件
｣
が
､
誓

改
め
､
禁

1

よ
し
こ
氏
に
よ
る
文
章
も
い
た
だ
き
､
小
学
館
文
庫
か
ら
発
売
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
O

昭
和
六
十
二
年
に
発
行
さ
れ
た
も
の
は
､
四
六
判
で
三
百
頁
も
あ
っ
た
｡
そ
の
う
え
今
回
は
､
公
表
を

し
ば
ら
く
ひ
か
え
て
く
れ
る
よ
う
に
と
要
請
の
あ
っ
た
南
正
丑
氏
の
.証
言
と
､
発
行
の
直
後
に
話
の
開
け

た
談
山
春
樹
氏
､
大
枚
華
氏
の
証
書
も
掲
載
し
た
い
｡

し
か
し
,
こ
れ
ら
す
べ
て
を
文
庫
に
収
め
る
と
'
だ
い
ぶ
厚
い
も
の
に
な
る
｡
そ
の
た
め
､
証
言
者
の

社
歴
な
ど
､
南
京
と
直
接
関
係
の
な
い
部
分
は
省
-
こ
と
に
し
た
｡

ど
う
や
ら
文
雄
と
し
て
収
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
2
1十
八
人
の
笹
吉
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
｡

こ
こ
に
集
ま
っ
た
も
の
は
､
ほ
と
ん
ど
が
明
治
生
れ
の
日
本
人
の
証
言
で
あ
る
o
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
､

わ
れ
わ
れ
の
父
や
祖
父
た
ち
の
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
昭
和
十
二
年
十
二
月
に
垂
只
で
何
が
起
こ
っ
た

の
か
,
何
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
か
､
判
断
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
彼
ら
の
言
架
の
な
か
に
､
真
実
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

13 文劉 ヒにあたって
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【
第

一
章
】

ジ

ャ
ー

ナ
ウ
ス
I
の
見
た
南
京

一
.
朝
日
新
開

大
阪
朝
日
新
聞

重
昂
朝
日
新
聞

東
京
朝
日
新
聞

二
.

毎
日
新
問

東
京
日
々
新
開

東
京
日
々
新
淵

大
阪
毎
日
新
聞

東
京
日
々
新
開

山
本
治
上
海
支
局
員
の
証
言

わ

足
立
和
捷
妃
者
の
荘
官

tR

空

重
英
一二
郎
上
海
支
局
次
長
の
証
す

列

金
沢
書
碓
カ
メ
ラ
マ
ン
の
証
首

や

佐
藤
振
寿
カ
メ
ラ
マ
ン
の
証
首

4

五
島
広
作
況
者
の
荘
官

刃

鈴
木
二
飾
記
者
の
証
言

･･DEl

三
.

読

売
新
開

宅
知
新
聞
二
両
次
郎
カ
メ
ラ
マ
ン
の
証
言

報
知
新
聞

･
EE
口
利
介
記
者
の
証
言

cF

∵

~
L

r

｣

｢
1

.

読
売
新
聞
･
領
口
哲
推
柵
影
技
師
の
証
言

a

読
売
新
聞

･
森
博
カ
メ
ラ
マ
ン
の
証
言

労

四

同

盟
通
信

同
盟
通
信
･新
井
正
義
把
者
の
鉦
首

叫

同
盟
通
信
映
画
部

･
浅
井
肇

lカ
メ
ラ
マ
ン
の
証
す
畑

同
盟
通
信

･
細
波
孝
無
t
技
師
の
旺
吉
山

五.
そ
の
他

新
愛
知
新
聞
･
南
正
義
記
者
の
狂
言
は

福
岡
日
々
新
関

･
三
言
斡
之
介
記
者
の
証
言

tぅ

都
新
聞

･
小
池
秋
羊
記
者
の
証
言

岬

福
島
民
報

･
箭
内
正
五
鹿
記
者
の
証
言

叩

【
第
二
章
】

軍

人

の

見
た
南
京

一
.
陸
軍

第
十
軍
参
謀

･
香
水
朴
少
佐
の
証
言

血

上
海
派
遣
軍
特
務
部
qt
･
岡
田
酉
次
少
佐
の
証
書

ゆ



上
海
派
遣
軍
参
謀

･
大
西

一
大
尉
の
証
言

E:

松
井
軍
司
令
官
付

･
岡
田
尚
氏
の
証
言

坪

第
十
軍
参
謀

･
谷
田
勇
大
佐
の
証
言

叩

第
十
軍
参
謀

･
金
子
倫
介
大
尉
の
証
言

鯛

企
画
院
事
務
官

･
岡
田
芳
政
氏
の
証
言

∽

参
謀
本
部
庶
務
課
長

･
諌
山
春
樹
大
佐
の
証
言

畑

陸
軍
省
軍
務
局
軍
事
課
編
制
班
･
大
槻
章
少
佐
の
証
言

野
砲
兵
琴

r+
二
連
隊
長

二
二
国
直
福
大
佐
の
証
言

叫

二
.

海

軍
砲
艦
勢
多
患
長

･
寺
崎
隆
治
少
佐
の
駈
4m]

叫

砲
艦
比
丘
艦
長

･
土
井
中
二
中
佐
の
証
言

棚

上
海
海
軍
武
官
府
報
道
担
当

･
重
村
実
大
尉
の
旺
官

印

第
二
連
合
凱
空
隙
参
謀

･
源
田
実
少
佐
の
証
吉

和

｢＼

∩
第
三
章
】

画

家

･
写

真
家
の
見
た
南
京

海
軍
従軍
絵
画通
信
員
･住
谷磐植
民
の証
言

｢
~

外
務
省
憎
萱

即特
派
カ
メ
ラ
マ
ン
･
渡
辺
義
雄
氏
の
壁
官

印

陸
軍
報
道
班
員

･
小
柳
次

一
氏
の
証
言

勾

卜

L

【
第
四
輩
∪

外

交

官

の
見
た
南
京

領
事官
補
･岩井
英
一氏
の証
言

が

領
事
官
補

･
粕
谷
孝
夫
氏
の
証
言

野

禰

過

少

あ
と
が
き

川

【g
集
藩
注
】

本
書
は
､

1
九
八
七
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た

r開
き
書

南
京
事
件
｣
を
文

書
化
し
た
も
の
で
す
｡
本
文
は
善
本
的
に
原
本
の
ま
ま
で
す
が
､
文
庫
化
に

あ
た
り
､
頁
鼓
の
関
係
か
ら

一巻
刑
除
し
ま
し
た
｡
な
お
､
本
文
中
に
は
'

現
在
で
は
不
捷
当
と
さ
れ
る
表
現
も
蒙
和
し
ま
す
が
､
圧
す
内
容
を
は
な
わ

な
い
よ
う
､
あ
え
て
原
文
の
マ
マ
と
し
ま
し
た
｡

-

5
L

柘
水

化
漁
や

T

･_..
;_
.=
し

1Z
処
陥
力

水
pu
攻
退

校
le

飯
E
磁

本
文
デ
ザ
イ
ン

D
T
P

ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ブ

㌧
n
u
へJ'-_

化
■
J
小



城壁で囲まれた南京城内の面7Jは､現在の寮京 ･LLJの手操で固まれた地

域の広さとほぼ同じである｡その うち､安全区内の面棚は約38平方キロメー トル｡節一ジャーナヮス寸の見た南京

叩件と言うようなものはなかったと恩います｡私も見ていませんし､掛目でも話題になってません｡また'あの市民の故と中国罪の動きでそういうことが起きるはずがありません｡私が上海'南京で見た死体というのは､滋初､井浦江の船の周りにあったたくさんの中国兵と､上海市街戦での敢死体

です.あとは南京の
城
壁
で
す
ね
｡
城
壁

の
錐
体
は
き
れ
い
な
も
の
で
'
首
を
斬
ら
れ

た
と
か
い
う
虐
殺
さ
れ
た
も
の
で

は
あ
り
ま

せ
ん
｡
(大
阪
朝
日
新
聞

山
本
泊
上
海
支

局
月
の
証
言
よ
り
)

r中Eil人は日 本人カメラマンが行くと


