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年表 (日中戦争)

1911年 10月10日～ 辛亥革命

1922年 2月 6日 九カ国条約 (ワシントン)

1931年 9月18日 満州事変

1932年 3月 1日 満州国建国

9月 4日 リットン報告書提出

1933年 3月27日 日本国際連盟脱退 (発効は1935年同

月同日)

5月31日 塘活停戦協定

1935年 6月 10日 梅津 ･何応欽協定

1936年 12月12日 西安事件

1937年 7月 7日 盛荒橋事件

7月11日 現地停戦協定

7月29日 通州事件

8月 9日 大山中尉虐殺事件

8月13日 上海事件

8月15日 蒋介石総動員令発布

8月21日 中ソ不可侵条約練結

10月 2日 日本軍第 10軍杭州湾上陸→上海の中国
軍総崩れ

日本の和平提案→駐支 ドイツ大使 トラウ

トマン

南京攻略命令

南京陥落-日本軍入城

日本の再和平条件- トラウトマン駐支 ド

イツ大便

｢蒋介石政権を対手とせず｣声明

第二次近衛声明 (棄亜新秩序建設に関す

る声明)

第三次近衛声明 (善隣友好 ･共同防共 ･

11月 5日

12月 1日
12月13日

12月22日

1938年 1月16日
11月 3日

12月22日

経済提携)

1940年 3月30日 中華民国国民政府 (南京)樹立

1943年 11月5日､6日 大東亜会議 (東京)

北
支
分
離
工
作
は
侵
略
行
為
だ

っ
た
の
か
?

満
州
国
が
建
国
さ
れ
て
か
ら

一
年
ほ
ど
で
､

1
時
は
二
〇
万
を
超
え
た
匪
賊
は
大
体
掃
討
さ
れ
ま
し
た
.
し
か
し
､

満
州
を
追
わ
れ
た
張
学
良
が
四
万
の
義
勇
軍
を
編
成
し
て
熱
河
省
に
侵
入
し
､
反
満
抗
日
の
策
源
地
と
し
て
い
ま
し
た
｡

こ
の
反
満
抗
日
軍
を

一
掃
す
る
た
め
関
東
軍
は
熱
河
作
戦
を
開
始
し
て
た
ち
ま
ち
こ
れ
を
万
里
の
長
城
線
外
に
駆
逐
し

か
qうきん

ま
し
た
｡
日
本
軍
は
長
城
外
に
は
出
な
い
方
針
で
あ
っ
た
た
め
'
北
平
分
会
長
何

応

欽

率

い
る
中
央
軍
五
万
が
攻
撃
し

て
き
た
時
に
大
い
に
苦
戦
し
ま
す
｡
そ
こ
で
作
戦
上
'
長
城
外
に
出
ざ
る
を
得
ず
､
関
内
に
ま
で
戦
局
が
発
展
す
る
に

至
り
ま
す
O

た
ん
く
う

こ
れ
を
収
め
る
た
め
に
､
塘

活

停

戦
協
定

(P
Es
r
注
哲

が
結
ば
れ
る
わ
け
で
す
が
'
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
河

う*
づ

北
省
東
北
部
に
非
武
装
地
帯
が
設
置
さ
れ
ま
す
O
非
武
装
地
帯
が

1
九
三
五
年
の

梅

津

･
何
応
欽
協
定
に
よ
っ
て
河
北

省
全
域
に
拡
大
さ
れ
､
関
東
軍
の
北
支
分
治
工
作
が
進
展
し
て
い
き
ま
す
｡
こ
れ
は
日
本
軍
の
進
め
た
河
北
進
出
作
戦

で
あ
り
､
侵
略
行
為
で
あ
る
と
の
見
方
が
出
て
き
ま
す
｡

し
か
し
､
関
東
軍
が
こ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
｡
中
国
軍
の
度
重
な
る
挑
発
行
為
が

あ
り
'
ま
た
蒋
介
石
政
権
の
反
日
侮
日
政
策
が

一
向
に
改
ま
ら
な
い
た
め
に
､
親
日
勢
力
を
河
北
に
育
て
る
必
要
に
迫

ら
れ
た
の
で
す
｡

国
民
党
政
府
の
反
日
政
策
に
よ
っ
て
､
日
本
人
殺
傷
事
件
な
ど
が
頻
発
し
た
様
子
が
､
次
頁
の
資
料
か
ら
伺
う
こ
と

が
で
き
ま
す
｡
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
日
本
政
府
は
有
効
な
対
策
を
論
じ
る
事
が
で
き
な
い
の
が
実
情
で
し
た
｡
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昭和 10年末～ 11年の巾国における日本人殺傷事件

年月日 事件名 喝所

摂要昭和 ー0年 11月9日 中山水兵射殺事件 上海 中山秀雄上海特別陸戦隊

一等水兵射殺昭和 11年 1月2日∃ 領事館巡査射殺事件 仙頭 角

田仙頭箭事館巡査射殺昭和 ll年7jHOEl右上4堂生射殺事件 上転

糞生鑑作が狙撃され､後に死亡昭和 日年8月20日 湘南説館連弾事件 長沙 邦人

珪皆の湘南旅鰍こ爆弾投臥 邦人 l名軽傷昭和 11年8月21日馴 伽害事件 北平成都北海 森川太

郎 (朝鮮人)が第29軍兵士に殴打され垂t岳昭和 11年8月24日 成都事件 大阪毎日新聞記者旺辺艶三郎､深川

軽二論集上海事務所員が暴徒により惨殺､他2名負何昭和

日年9月3日 北海事件 Fll野順三 (雑貨商)殺害昭和11年9月l7日 誌志洋行僻 事件 仙頭 邦人注営飲食店議志洋行にX相 投斗 (不発

)昭和 11年 9月19日 漢口事n= 湊口 吉田稔宮野館巡査射殺昭和 ll年 9月23日 田港水兵射殺

事件 上海 A々tとA壬さ.9m港朝光.出雲搭乗-等水兵射線､他2名東伯昭和 H年9月27日 湘滞日清汽蛤会社放火事件 長沙 湘滞日清汽船会社事務所および倉庫に放火 (人

事に至らず)昭和 11年 日月11日笠置丸船員射殺封や 上海 高瀬安次郎 (笠置丸船員)射殺

r外務省執務報告}<瓜亜局>第1巻
､
48
,
63
.
66-67,
543-555.
613-618貢｡

7β

も
し
'
北
支
分
離
工
作
が
'
支
那
本
土
侵
略
の
第

一
歩
と
日
本
軍
が
考
え
て
い
た
と
す
る
と
t
で
は
ど
う

し
て
虚
構

橋
事
件
後
の
和
平
擢
案

(船
津
和
平
工
作
)
が
陸
海
軍
の
同
意
の
も
と
に
出

来
た
の
か
､
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

和
平
提
案
で
は
､

た
ん
く
う

か

L8
.っ
き
ん

ど

_I.
は
ち

し
ん

と
く
L
け
ん

1

塘

姑

停

戦
協
定
､
梅
津

･
何

応

欽

協

定
､
土

肥

原

･
秦

徳

純

協

定
そ

の
他
河
北
に
存
す
る
従
来
の
軍
事
協
定

一

切
を
解
消
す
る
｡

2

特

定
班
の
非
武
装
地
帯
を
設
け
る
｡

き
とう

き
き
つ

3

巽

東
'
糞
察
両
政
府

(国
民
政
府
か
ら

一
定
の
自
立
し
た
自
治

政
府
で
'
日
本
の
影
響
下
に
あ
る
と
見
ら
れ
て
い

た

)
を
解
消
す
る
｡

4

日
本
の
駐
屯
軍
の
兵
力
を
事
変
前
に

戻
す
｡

と
な
っ
て
い
て
､
満
州
事
変
以
降
日
本
が
河
北
で
獲
得
し
た
既
得
権
益
の
殆
ど

1
切
を
放
棄
し
よ
う
と
い
う
提

案
で
す
｡

そ
れ
も
日
本
が
苦
し
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
て
こ
の
提
案
を
し
た
の
で
は
な
く
､
三
個
師
団
派
遣
に
よ
っ
て

平
津
地
区

を
制
圧
し
た
､
優
位
に
あ
る
と
き

に提案されたのですから､元々
日
本
の
意
図
は
侵
略
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
｡
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要
す
る
に
'
日
本
は
蒋
介
石
政
府
が
反
日
を
や
め
協
力
関
係
に
入
っ
て
く
れ
る
な
ら
､
こ
ん
な
分
離
工
作
を
し



~
1

｣日日_
."
L

と
見
る
の
は
'
公
正
な
見
方
と
は
言
い
が
た
い
事
に
な
り
ま
す
｡

上
海
事
件
後
の
和
平
工
作

(ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
工
作
)

上
海
事
変
が
日
支
全
面
交
戦
に
発
展
す
る
や
､
八
月
三
〇
日
へ
中
国
は
国
際
連
盟
に
対
し
て
､
日
本
の
行
動
は
連
盟

規
約
'
不
戦
条
約
'
お
よ
び
九
カ
国
条
約
に
違
反
す
る
と
通
告
し
､
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
提
訴
し
ま
し
た
｡

自
分
か
ら
戦
争
を
仕
掛
け
て
お
き
な
が
ら
､
戦
況
不
利
と
な
る
と
相
手
を
提
訴
す
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
､
ず
う
ず

し
い
に
も
程
が
あ
る
と
言
い
た
く
な
り
ま
す
｡
翌
日
の
lニ

ー
ヨ
ー
ク

･
タ
イ
ム
ス
は
､
上
海
事
変
は
中
国
の

一
方
的

な
攻
撃
で
始
ま
っ
た
と
伝
え
て
い
る
こ
と
は
既
に
ど
紹
介
し
ま
し
た
｡
な
お
､
九
カ
国
条
約
に
つ
い
て
は
､
こ
の
条
約

3;

成
立
に
深
く
関
わ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
外
交
官
の
マ
ク
マ
リ
ー

が
'
言
っ
て
い
る
よ
う
に
'
中
国
も
こ
の
協
約
文
書
並
び

に
精
神
を
守
る
こ
と
が
前
提
な
の
に
'
こ
れ
を
最
も
破
り
続
け
て
来
た
の
が
中
国
自
身
な
の
で
す
｡

日
本
が
脱
退
し
て
い
た
連
盟
は
中
国
へ
の
精
神
的
援
助
を
決
議
し
､
ベ
ル
ギ
ー
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
九
カ
国
会
議
が

開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
し
か
し
'
十

一
月
三
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
会
議
で
は
､
結
局
対
日
制
裁
措
置
は
取

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
｡

一
方
日
本
政
府
は
十
月
二
七
日
､
英
米
仏
独
伊
に
対
し
て
日
支
交
渉
の
た
め
第
三
国
の
好
意
的
斡
旋
を
受
諾
す
る
用

意
の
あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
｡
結
局
ド
イ
ツ
に
仲
介
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
和
平
条
件
は
船
津
和
平
案

と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
し
た
の
で
'
ド
イ
ツ
側
は
極
め
て
妥
当
な
も
の
と
評
価
し
て
'
駐
支
大
使
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
よ
り

十

一
月
五
日
蒋
介
石
に
和
平
案
が
渡
さ
れ
ま
し
た
｡
既
に
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に

一
片
の
領
土
要
求
も
又
､
利
権
の
要

求
も
し
て
お
り
ま
せ
ん
｡
し
か
し
､
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
会
議
に
望
み
を
託
す
る
蒋
介
石
は
こ
れ
を
拒
否
し
ま
し
た
｡
そ
れ

ββ

で
も
日
本
政
府
は
'
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
会
議
最
終
日
の
十

一
月
十
五
日
に
駐
日
ア
メ
リ
カ
大
使
グ
ル
ー
に
蒋
介
石
へ
の
説

得
を
依
頼
し
た
の
で
す
が
､
実
現
せ
ず
へ
又
会
議
の
結
論
も
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
､
蒋
介
石
は
よ
り
苦
し
い
立
場
に

追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
｡

｢蒋
介
石
政
府
を
対
手
と
せ
ず
｣
声
明
以
降
の
近
衛
対
支
政
策

陸
軍
参
謀
本
部
の
大
反
対
を
押
し
切
っ
て

｢蒋
介
石
政
権
相
手
に
せ
ず
｣
声
明
を
出
し
た
近
衛
内
閣
で
す
が
､
同
年

十

一
月
に
第
二
次
近
璽

戸
明
を
､
十
二
月
に
第
三
次
近
衛
声
明
を
出
し
て
和
平
を
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
｡

一
九
三
八
年
十
月
に
は
広
東
､
武
漢
三
鏡
が
陥
落
し
た
も
の
の
､
支
那
事
変
解
決
の
め
ど
は
立
ち
ま
せ
ん
｡
こ
の
よ

う
な
状
況
下
､
｢東
亜
新
秩
序
建
設
｣
を
張
っ
た
第
二
次
近
衛
声
明
が
出
さ
れ
た
ま
し
た
｡
こ
の
声
明
は

｢東
亜
永
遠

の
新
秩
序
の
建
設
｣
が
中
国
出
兵
の
目
的
で
あ
る
と
述
べ
'
新
秩
序
と
は
日
清
支
三
国
の
提
携
で
東
亜
に
国
際
正
義

･

共
同
防
共

･
経
済
統
合
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
し
た
｡

こ
の
声
明
は

｢国
民
政
府
を
対
手
と
せ
ず
｣
声
明
を
修
正
し
'
日
支
関
係
を
好
転
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
し
た
｡

53

1
9
2
2
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
出
席
し
た
9
か
国
､
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

･
イ
ギ
リ
ス
･

オ
ラ
ン
ダ
･
イ
タ
リ
ア
･
フ
ラ
ン
ス
･
ベ
ル
ギ
I
･
ポ
ル
ト
ガ
ル

･
日
本

･
中
華
民
国
問
で
蘇
結
さ
れ

た
集
約
｡
中
国
の
門
戸
開
放

･
機
会
均
等

･
主
権
尊
重
の
原
則
を
確
認
し
た
｡

54

ジ
ョ
ン
･
∨

･
ア
ン
ト
ワ
ー
プ

･
マ
ク
マ
リ
ー

ア
メ
リ
カ
外
交
官
'
極
東
部
長
､
国
務
次
官
補
､
中

国
公
使
を

歴任
｡
r平
和
は
い
か
に
失
わ
れ
た
か
』
(原
至
居
)
H
o
w
th
e
p
eane
w
as
Lo
st
の
原
著
者
｡
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こ
れ
に
対
し
て
'
中
国
側
か
ら
は
重
慶
政
権
を
離
脱
し
て
新
政
府
を
樹
立
し
て
,
日
支
提
携
を
図
ろ
う
と
い
う
江

sB

ち
上うめ
いtq

兆

銘
を
中
心
と
す
る
動
き
が
具
体
化
し
'
日
本
'
江
兆
路
側
代
表
に
よ
る

｢
日
華
協
議
記
録
｣
が
調
印
さ
れ
ま
す
｡

こ
の
前
文
で
日
華
両
国
が

｢東
亜
新
秩
序
建
設
の
た
め
の
善
隣
友
好

･
共
同
防
共

･
経
済
提
携
｣
を
推
進
す
る
旨
を
述

べ
､
そ
の
た
め
の
条
件
と
し
て
'

-

日
華
防
共
協
定

(日
本
軍
の
防
共
駐
屯
を
含
む
)
の
締
結
｡

2

中
国
の
満
州
国
承
認
｡

3

中
国
は
中
国
内
地
で
の
日
本
人
の
居
住
営
業
の
自
由
を
認
め
､
日
本
は
在
華
治
外
法
権
の
撤
廃
'
楓
界
の
返
還

を
考
慮
す
る
｡

4

防
共
駐
屯
以
外
の
日
本
軍
は
平
和
回
復
後
'
即
時
撤
退
を
開
始
し
'
中
国
内
地
の
治
安
回
復
と
と
も
に
二
年
以

内
に
撤
兵
を
完
了
す
る
｡

が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
｡

こ
れ
に
呼
応
し
て
､十
二
月
二
二
日

｢善
隣
友
好
･共
同
防
共
･経
済
提
携
｣
の
第
三
次
近
衛
声
明
を
発
表
し
ま
し
た
｡

こ
の
後
'
重
慶
を
脱
出
し
た
江
兆
銘
は
､
日
本
と
協
議
を
重
ね
つ
つ

｢中
華
民
国
臨
時
政
府
｣
(北
支
)
｢中
華
民
国

維
新
政
府
｣
を
統
合
し
て
一
九
四
〇
年
三
月
南
京
に

｢中
華
民
国
国
民
政
府
｣
を
樹
立
し
ま
し
た
｡
日
本
は
日
華
基
本

条
約
を
結
ん
で
こ
れ
を
承
認
し
､
租
界
の
返
還
な
ど
も
行
い
ま
し
た
｡

そ
の
後
も
日
本
政
府
は
蒋
介
石
に
対
す
る
和
平
の
提
案
を
色
々
な
ル
ー
ト
を
通
じ
て
行
っ
て
い
ま
す
｡
そ
の
う
ち
最

も
有
力
な
も
の
は

一
九
三
九
年
十
二
月
に
香
港
で
始
ま
っ
た
交
渉
で
､
翌
年
八
月
に
長
抄
で
支
那
派
遣
軍
板
垣
参
謀
総

長
と
蒋
介
石
が
和
平
協
議
を
行
う
と
い
う
合
意
が
七
月
に
成
立
し
た
も
の
で
す
｡
こ
れ
に
は
'
江
兆
銘
も
参
加
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
｡
残
念
な
が
ら
こ
れ
は
頓
挫
し
ま
す
が
'
ア
メ
リ
カ
の
圧
力
が
大
き
な
要
因
で
は
な
か
っ
た
か

と
推
測
さ
れ
ま
す
｡
こ
の
後
の
±

方

に
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
蒋
介
石
政
権
へ
の
一
億
ド
ル
の
借
款
供
与
が
発
表
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
す
｡

こ
の
後
も
日
本
は
江
兆
銘
政
権
と
蒋
介
石
政
権
と
の
合
作
を
め
ざ
し
た
和
平
を
試
み
る
の
で
す
が

(『蒋
介
石
日
記
』

に
十
数
回
の
和
平
接
触
が
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
)
へ
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
｡

｢派
遣
軍
将
兵
に
告
ぐ
｣
に
見
る
日
本
軍
の
対
支
姿
勢

中
国
で
の
日
本
軍
が
､
何
を
目
的
に
ど
の
よ
う
な
方
針
､
精
神
で
戦
っ
て
い
た
の
か
を
伺
う
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の

資
料
を
最
後
に
ど
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡

そ
れ
は

一
九
四
〇
年
四
月
二
九
日
付
で
'
支
那
派
遣
軍
総
司
令
部
総
参
謀
長
板
垣
征
四
郎
に
よ
り
布
告
さ
れ
た

｢派

遣
軍
将
兵
に
告
ぐ
｣
と
題
さ
れ
た
冊
子
で
す
｡
｢本
冊
は
聖
戦
の
真
義
に
関
し
準
拠
を
与
え
る
も
の
な
り
｣
と
い
う
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
ま
す
｡55

国
民
党
の
蒋
介
石
と
並
ぶ
孫
文
の
後
継
者
｡
1
9
3
2
年
垂
Ds国
民
政
府
が
成
立
し
た
時
に
は
行
政

委
員
長
を
務
め
た
｡
そ
の
後
蒋
介
石
と
決
別
し
て
日
本
と
協
力
す
る
南
京
政
府
を
設
立
し
て
主
席
と

な
っ
た
｡
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中
身
は
次
の
六
章
よ
り
成
り
立
っ
て
い
ま
す
｡

-

事
変
発
生
の
根
本
原
因

2

交
戦
の
対
象
は
な
に
か

3

大
御
心
を
拝
察
せ
よ

4

事
変
は
い
か
に
解
決
す
べ
き
か

5

派
遣
軍
将
兵
は
い
か
に
行
動
す
べ
き
か

6

交
代
帰
還
将
兵
に
告
ぐ

大
変
格
調
の
高
い
文
章
で
す
｡
こ
の
全
文
は
英
訳
も
さ
れ
'
日
本
語
と
と
も
に

｢史
実
を
世
界
に
発
信
す
る
会
｣
の

サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
｡

*
日
本
文

‥
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a
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･o
rg
＼
O

lJw
p･conten
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事
変
解
決
の
根
本
観
念
の
中
で
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
｡

｢
日

･
満

･
支
三
国
の
調
整

･
結
合
に
関
し
て
は
す
で
に
国
策
と
し
て
善
隣
友
好

･
共
同
防
共

･
経
済
提
携
の
三
原

84

別
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
三
国
は
道
義
を
互
い
の
一
致
の
根
源
と
し
へ
国
防
お
よ
び
経
済
の
強
力
を
重

石
と
す
る
も
の
で
あ
り
､
相
互
に
国
家
と
民
族
の
本
領
と
特
質
を
尊
重
し
て
提
携
し
､
相
互
扶
助
と
親
睦
の
親
し
い
交

わ
り
を
盛
ん
に
し
､
隣
国
同
士
が
互
い
に
戒
め
あ
っ
て
唯
物
論
を
か
ざ
す
共
産
化
の
内
部
侵
略
を
防
ぎ
､
平
等

互
恵
の

経
済
に
よ
り
､
長
所

･
短
所
を
互
い
に
補
い
あ
い
'

一
方
に
あ
っ
て
他
方
に
な
い
も
の
を
融
通
し
あ
う
と
い
う
成
果
を

上
げ
'
そ
れ
ら
に
よ
り
東
洋
本
来
の
同
義
文
化
を
保
持

･
発
展
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
相
互
関
係
は
東
亜

再
建
の
基
礎
で
あ
り
､
模
範
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡｣

も
う

一
つ
､
｢支
那
人
の
伝
統
と
習
俗
を
尊
重
せ
よ
｣
か
ら
拾
っ
て
み
ま
す
｡

｢支
那
に
は
支
那
の
伝
統
が
あ
り
'
支
那
人
に
は
支
那
人
特
有
の
風
俗

･
習
慣
が
あ
る
｡
こ
れ
を
尊
重
し
､
又
こ
れ

を
理
解
し
て
支
那
人
の
州
の
面
子
を
尊
重
す
る
こ
と
は
絶
対
不
可
欠
の
大
事
な
要
件
で
あ
る
｡
日
本
人
は
真
の
日
本
人

で
あ
る
べ
き
だ
が
'
そ
れ
と
と
も
に
支
那
人
が
真
の
支
那
人
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
友
好

に
は
寛
容
と
同
情
の
心
が
必
要
で
あ
る
｡
｣

日
本
軍
は
こ
ん
な
心
が
け
で
戦
っ
て
い
た
の
で
す
｡
黄
文
雄
氏
が

『中
国
は
日
本
に
感
謝
し
'
靖
国
に
参
拝
せ
よ
』

で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
､
占
領
下
の
中
国
で
'
農
民
救
済

･
教
育

･
技
術
指
導

･
文
化
活
動
ま
で
行
っ
て
い
た
と
い
う

の
は
こ
ん
な
精
神
か
ら
な
の
で
す
｡
勝
手
に
中
国
に
入
り
込
み
'
中
国
人
を
苦
し
め
た
､
な
ど
と
い
う
の
は
全
く
と
ん

で
も
な
い
妄
想
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
ぜ
ひ
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
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あ
と
が
き

九
月
三
日
軍
事
パ
レ
ー
ド

抗
日
戦
勝
利
七

〇
周
年
記
念
と
銘
打
っ
た
仰
々
し
い
大
軍
事
パ
レ
ー
ド
が
天
安
門
広
場
で
､
さ
る
九
月
三
日

に
行
わ
れ
ま
し
た

.
ど
自
慢
の
最
新
兵
器
を
ど
う
だ
と
ば
か
り
､
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
威
嚇
し
な
が

ら
､
平
和
の
た
め
の
パ
レ
ー
ド
だ
と
言
い
張
る
の
で
す
か
ら
呆
れ
た
も
の
で
す
｡

ウ
ソ
を
堂
々
と
世
界
に
向
か
っ
て
言
い
張
っ
て
い
る
の
で
す
が
､
そ
の
ウ
ソ
に
世
界
が
異
議
を
唱
え
て
い
る

よ
う
に
は
見
え
な
い
の
が
不
思
議
な
事
で
す
｡

ウ
ソ
の
第

一
は
'
あ
た
か
も
中
華
人
民
共
和
国
が
対
日
戦
の
戦
勝
国
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
い
張
っ
て
い
る

こ
と
で
す
｡

確
か
に
虚
構
橋
で
戦
争
を
仕
掛
け
た
の
は
､
説
明
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
､
中
華
人
民
共
和
国
を
作
っ
た
中

国
共
産
党
で
す
｡
し
か
し
'
共
産
党
は
国
民
党
政
府
に
参
加
し
た
小
部
隊
と
し
て
'

一
応
対
日
戦
に
参
加
し
て

へいけ
いかん
tR

は
い
ま
し
た
が
'
戦
闘
ら
し
い
械
関
は

平

型

関

の

戦
い
と
百
団
大
戦

位
の
も
の
で
し
た
｡
な
に
し
ろ
､
注
25

(Dj
27
)
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
､
毛
沢
東
は
こ
の
戦
争
の
七

〇
%
は
'
自
軍
強
化
の
た
め
で
､
対
日
に
は

一
〇
%
し
か
当
て
て
は
い
け
な
い
と
指
示
し
て
い
る
ほ
ど
で
す
｡
そ
れ
な
の
に
､
共
産
党
が
対
日
戦
勝
利
を
も

た
ら
し
た
t
と
は
ま
さ
に
詐
欺
師
の
い
う
こ
と
で
す
ね
｡
な
ん
で
世
界
は
黙
っ
て
る
ん
で
し
ょ
う
か
｡

β古

そ
も
そ
も
対
日
戦
勝
利
と
い
い
ま
す
が
'
中
国
で
日
本
軍
は
負
け
て
な
ど
い
ま
せ
ん
で
し
た
｡
五
〇
会
戦
の

う
ち
､
引
き
分
け

一
'
勝
利
四
九
と
全
く
の
圧
勝
で
し
た
｡
ア
メ
リ
カ
'
ソ
連
の
お
か
げ
で
な
ん
と
か
戦
勝
国

の

l
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
'
そ
れ
は
蒋
介
石
が

一
応
米
英
か
ら
そ
れ
な
り
に
認
め
ら
れ
て
い
た

か
ら
で
す
｡

最
も
図
々
し
い
ウ
ソ
は
'
｢平
和
｣
を
唱
え
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
｡
南
沙
諸
島
で
埋
立
工
事
を
行
い
､
軍

用
滑
走
路
を
建
設
し
'
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
周
辺
諸
国
を
脅
か
す
行
為
を
現
在
行
っ
て
い
な
が
ら
､
最
新
兵
器
は

｢平
和
｣
の
た
め
だ
と
強
弁
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
｡

こ
う
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な
ウ
ソ
に
気
が
つ
か
な
い
ば
か
り
か
'
そ
れ
を
積
極
的
に
支
持
し
て
い
る
の
が
､
例

の

｢村
山
談
話
｣
で
有
名
な
村
山
富
市
氏
で
す
｡
こ
の
軍
事
パ
レ
ー
ド
に
参
加
す
べ
く
､
の
こ
の
こ
北
京
ま
で

出
か
け
て
い
っ
た
の
で
す
か
ら
｡
こ
の
人
本
当
に

｢平
和
｣
な
ん
て
考
え
て
い
る
の
か
､
と
疑
問
に
思
う
の
が

私
だ
け
で
は
困
り
ま
す
｡
普
通
の
日
本
人
な
ら
す
べ
て
の
人
が
お
か
し
い
と
思
う
の
が
自
然
で
は
な
い
で
し
ょ

56

1
9
3
7
年
9
月
山
西
省
に
侵
攻
し
た
第
5
師
団
の
鴇
重
部
隊
が
､
平
型
関
の
山
間
で
林
彪
率
い
る

8
路
軍
に
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
た
事
件
｡
共
産
党
は
日
本
軍

一
万
栽
減
と
大
々
的
に
宣
伝
し
た
が
､
実

態
は
武
器
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
補
給
部
隊
1
0
0
名
余
の
被
害
だ
っ
た
｡

57

1
9
4
0
年
山
西
省
の
鉄
道
の
駅
な
ど
を
主
体
に
共
産
軍
が

一
斉
攻
撃
を
か
け
た
作
戦
｡
日
本
軍
部

隊
に
も
珍
し
く
直
接
攻
撃
も
か
け
る
も
の
で
'
か
な
り
の
被
害
も
出
た
｡
結
局
3
0
0
名
弱
の
死
者
と

鉄
道
施
設
な
ど
の
被
害
を
受
け
た
が
'
共
産
軍
の
損
害
は
そ
の
10
倍
以
上
に
お
よ
び
､
そ
の
後
共
産
軍

の
一
斉
攻
撃
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
｡

β7



う
か
｡

恥
ず

べ
き
こ
と
を
し
た
各
国
首
脳

さ
い
わ
い
,
当
た
り
前
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
若
者
が
い
ま
し
た
｡
N
H
K
が
､
こ
の
軍
事
パ
レ
ー
ド
の

模
様
を
じ
っ
く
り
放
映
し
た
後
に
､
北
京
の
市
民
の
声
を
取
り
上
げ
て
い
ま
し
た
｡

一
人
の
青
年
が
こ
う
言
っ

て
い
ま
し
た
｡

｢
こ
の
軍
事
パ
レ
ー
ド
に
招
か
れ
て
天
安
門
に
登
っ
た
各
国
首
脳
は
'
恥
ず
べ
き
こ
と
を
し
た
｡
何
故
な
ら
､

世
界
で

一
番
邪
悪
な
軍
隊
を
見
て
､
そ
れ
を
讃
え
た
か
ら
だ
｡｣

N
H
K
は
､
珍
し
く

(?
)
こ
の
青
年
の
璽

lnを
､
中
途
半
端
で
切
り
上
げ
ず
'
顔
を
し
っ
か
り
出
し
て

最
後
ま
で
錠
画
し
て
い
ま
し
た
.
村
山
富
市
氏
は
,
体
調
不
良
と
か
で
壇
に
は
登
れ
な
か
っ
た
よ
う
で

｢恥
ず

べ
き
こ
と
｣
を
し
な
い
で
済
ん
だ
の
は
不
華
中
の
幸
い
で
し
た
｡
も
っ
と
も
精
神
的
に
は
こ
ん
な
邪
悪
な
軍
隊

を
称
え
る

｢平
和
主
義
者
｣
と
い
う
グ
ロ
テ
ス
ク
の
極
み
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
｡

こ
の
青
年
の
声
に
世
界
中
の
人
々
が
目
覚
め
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
｡
世
界
と
言
う
前
に
日
本

の
人
々
に
目
覚
め
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
｡

歴
史
捜
造
映
画

｢カ
イ
ロ
宣
言
｣

ββ

1
九
四
三
年
十

一
月
二
二
日
､
連
合
国
の
首
脳
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
､
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ー

チ
ル
'
中
国
の
蒋
介
石
が
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
に
集
ま
り
､
対
日
戦
後
方
針
を
協
議
し
て
い
ま
し
た
｡

そ
の
す
ぐ
前
の
十

一
月
の
五
日
､
六
日
に
は
東
京
で
大
東
亜
会
議
が
行
わ
れ
､
ア
ジ
ア
の
独
立
国
七
カ
国
と

イ
ン
ド
仮
政
府
が
参
加
し
､
大
東
亜
宣
言
を
出
し
ま
し
た
｡
人
種
平
等
を
轟
っ
た
画
期
的
な
宣
言
で
し
た
｡
こ

の
後
'
イ
ン
ド
代
表
の
チ
ャ
ン
ド
ラ

･
ボ
ー
ス
は
南
京
に
ま
で
出
か
け
､
重
慶
に
い
る
蒋
介
石
に
直
接
日
本
と

の
和
平
を
呼
び
か
け
る
な
ど
､
こ
の
影
響
は
大
き
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
｡
巾
国
が
日
本
と
の
単
独
講
和
を
行

う
こ
と
を
恐
れ
た
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
へ
こ
の
カ
イ
ロ
会
談
を
企
画
し
て
蒋
介
石
を
呼
び
出
し
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
｡

と
こ
ろ
が
な
ん
と
へ
こ
の
ほ
ど
日
本
降
伏
七
〇
年
記
念
の

1
環
と
し
て
中
国
人
民
解
放
軍
の
関
連
企
業
が
作

成
し
た
新
作
映
画

『カ
イ
ロ
宣
言
』
に
は
'
こ
の
会
談
で
毛
沢
東
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
｡

朗

こ
う
い
う
真
っ
赤
な
ウ
ソ
を
平
気
で
言
う
国
だ
か
ら
こ
そ
､
南
京
虐
殺
だ
と
か
'
三
光
作
戦

だ
と
か
'
万
人

58

三
光
作
戦
と
は
日
中
戦
争
で
日
本
軍
が
主
と
し
て
共
産
党
の
八
路
軍
の
根
拠
地
に
対
し
て
行
っ
た
と
共

産
党
が
主
張
す
る
も
の
｡
三
光
と
は
'
殺
光
=
殺
し
尽
く
す
､
焼
光
=
焼
き
つ
く
す
､
姶
光
=
奪
い
尽

く
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
こ
ん
な
字
は
日
本
軍
に
全
く
緑
が
な
く
､
日
本
軍
は
毛
沢
東
が

批
判
し
た
と
お
り
､
｢包
囲
は
多
い
が
戴
滅
が
少
な
い
｣
と
い
う
く
ら
い
殺
し
尽
く
す
な
ど
と
は
無
縁

の
軍
で
あ
っ
た
｡
全
く
の
宣
伝
デ
マ
ゴ
ギ
ー
で
あ
る
が
､
今
で
も
日
本
の
歴
史
学
会
で
は
こ
れ
が
'
事

実
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
多
い
｡

βタ
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坑
だ
と
か
､
は
て
は
慰
安
婦
二
〇
万
人
だ
と
か
い
う
ウ
ソ
を
次
々
に
で
っ
ち
上
げ
'
日
本
を
非
難
し
て
い
る
の

で
す
O

そ
ろ
そ
ろ
心
あ
る
日
本
人
は
こ
れ
に
気
づ
き
､
断
固
と
し
て
こ
の
ウ
ソ
に
泣
き
寝
入
り
せ
ず
反
撃
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
無
理
が
通
れ
ば
道
理
引
っ
込
む
､
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
が
､

ウ
ソ
が
通
れ
ば
真
実
が
引
っ
込
む
よ
う
な
暗
黒
世
界
は
ま
っ
ぴ
ら
で
す
｡

本
書
が
真
実
復
権
の
た
め
に
少
し
で
も
役
立
っ
て
く
れ
れ
ば
と
念
ず
る
次
第
で
す
｡

平
成
二
七
年
九
月
二
五
日

茂
木

弘
道

90

き埋めにざれ多数の犠牲者が出たとし､犠牲者が埋められたとする場所を万人坑という名の｢ヒト捨て場｣であるとしたもの｡さらに､南満鉱業の｢万人坑｣の上に記念館が建設され･累々とした白骨遺体が展示､公開された｡しかし､これが全くの偽造であ

ることは､すでに多くの研究家により証明されている｡

餌冒国人慰安婦､日本軍性奴隷の証言1(丘倍倍)(冒国常信の性奴整(鳴畢書林

堂へ31-32ページ)
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満
州
の
撫
順
な
ど
の
炭
鉱
で
栄
養
失
調
や
ケ
ガ
､
病
気
な
ど
で
使
い
物
な
ら
な
く
な
っ
た
労
働
者
が
生


