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f
注
精
衛
と
日
中
戦
争
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
七
ー
一
九
四
一
ー
』

一

　
一
九
三
七
年
七
月
七
目
藍
溝
橋
事
件
を
契
機
と
し
て
拡
大
し
て
い
つ
た
日
中

間
の
戦
争
は
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
目
本
の
敗
戦
を
も
つ
て
一
応
終
了

し
た
。
こ
の
間
、
日
本
の
工
作
に
よ
つ
て
、
国
共
両
党
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た

抗
目
民
族
統
一
戦
線
方
式
に
反
対
す
る
、
い
く
つ
か
の
親
日
政
権
が
中
国
に
成

立
し
た
。
本
書
が
と
り
あ
げ
て
い
る
江
精
衛
の
南
京
政
権
は
、
そ
れ
ら
の
親
日

政
権
の
な
か
で
、
目
中
戦
争
の
推
移
に
最
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
も
の

で
あ
つ
た
。
こ
の
注
政
権
は
、
日
本
と
の
交
渉
の
結
果
、
一
九
四
〇
年
三
月
南

京
に
お
い
て
成
立
し
、
日
本
の
敗
戦
と
と
も
に
、
一
九
四
五
年
八
月
一
六
日
解

　
　
　
紹
介
と
批
評

体
し
た
。
著
者
は
、
盧
溝
橋
事
件
の
勃
発
よ
り
説
き
お
こ
し
、
日
本
軍
の
真
珠

湾
攻
撃
以
後
目
本
が
注
政
権
に
興
味
を
失
つ
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
九
四
一

年
末
ま
で
に
分
析
の
時
期
を
限
定
し
て
い
る
（
二
七
一
耳
．

　
私
は
、
本
書
の
内
容
に
必
ず
し
も
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
．
著
者
が

本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
　
「
つ
ぎ
に
く
る
の
は
、
こ
の
対
立
（
蔵
溝
橋
事
件
を
指

す
1
筆
者
註
）
を
相
互
に
受
諾
可
能
な
終
結
に
導
く
た
め
の
、
中
国
人
と
日
本

人
と
に
よ
る
主
要
な
努
力
の
物
語
り
で
あ
る
」
（
】
頁
）
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
著
者
の
関
心
は
．
日
中
間
の
対
立
の
平
和
的
解
決
を

目
ざ
す
両
国
の
相
互
作
用
を
極
め
て
叙
述
的
に
扱
う
こ
と
で
あ
つ
た
．
そ
こ
に

は
、
体
系
的
な
問
題
提
起
も
な
け
れ
ば
、
結
論
も
な
い
．
し
た
が
つ
て
、
本
書

を
こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
私
自
身
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
本
書
を
と

り
あ
げ
る
の
か
．
そ
の
理
由
が
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

私
は
す
で
に
、
　
『
法
学
研
究
』
第
四
五
巻
第
一
〇
号
（
一
九
七
二
年
一
〇
月
）
に

お
け
る
「
湯
良
禮
訪
問
記
」
と
題
す
る
資
料
に
お
い
て
．
湯
氏
の
略
歴
と
注
精

衛
の
和
平
運
動
を
扱
つ
た
彼
の
小
論
文
を
翻
訳
・
紹
介
し
て
お
い
た
．
本
書
の

紹
介
・
批
評
も
、
私
が
現
在
着
手
し
て
い
る
国
民
党
左
派
の
発
展
の
線
上
で
注

精
衛
の
南
京
政
権
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究
の
一
部
分
を
構
成
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
理
由
か
ら
、
私
は
、
太
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
日
中
両

国
の
相
互
作
用
全
体
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
避
け
、
私
自
身
の
関
心
か
ら
い
く

つ
か
の
問
題
を
提
起
し
、
著
者
の
分
析
を
利
用
し
つ
つ
、
そ
れ
を
批
判
的
に
整

理
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
三
点
か
ら
な
る
。
e
和
平
運
動
に

対
す
る
日
中
両
国
の
意
図
、
口
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
線
上
に
お
け
る
、
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
（
九
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

精
衛
と
蒋
介
石
と
の
相
違
点
と
共
通
点
、
㊧
孫
文
と
の
関
係
に
お
け
る
注
精
衛

の
立
場
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
か
か
げ
る
目
次
か
ら
、
そ
れ
が

ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
、
悲
劇
へ
の
序
幕
。

　
二
、
開
幕
の
動
向
。

　
三
、
日
本
側
の
意
図
、
中
国
側
の
展
望
。

　
四
、
董
〔
道
寧
〕
と
高
〔
宗
武
〕
の
訪
日
。

　
五
、
和
平
運
動
の
加
速
化
、
勝
利
へ
の
接
近
、
裏
切
り
．

　
六
、
ハ
ノ
イ
か
ら
上
海
へ
。

七
、
上
海
か
ら
青
島
へ
。

　
八
、
南
京
帰
還
。

九
、
和
平
政
府
の
実
体
．

二

　
ま
ず
第
一
に
究
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
和
平
運
動
を
め
ぐ
る

日
中
両
国
の
相
互
作
用
に
対
す
る
著
者
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
、

日
本
と
注
精
衛
と
の
こ
の
運
動
に
対
す
る
意
図
が
何
で
あ
つ
た
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
．
藍
溝
橋
事
件
以
来
の
目
中
間
の
対
立
の
な
か
で
、
最
初
に
表
明
さ
れ

た
日
本
政
府
の
最
も
権
威
あ
る
対
中
国
政
策
は
、
一
九
三
八
年
一
月
に
発
せ
ら

れ
た
第
一
次
近
衛
声
明
で
あ
つ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
声
明
は
、
日
本
政

府
が
蒋
介
石
の
国
民
政
府
を
相
手
と
せ
ず
、
そ
れ
に
代
る
新
た
な
親
日
政
権
が

中
国
に
出
現
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
う
意
向
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
つ

一
〇
〇

（
一
〇
〇
）

た
（
四
六
頁
）
。

　
つ
づ
い
て
八
月
に
作
成
さ
れ
た
「
日
支
新
関
係
調
整
方
針
」
は
、
近
衛
声
明

に
あ
ら
わ
れ
た
日
本
政
府
の
方
針
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
、
「
善
隣
友
好
」
、

「
共
同
防
共
」
、
「
経
済
提
携
」
の
諸
原
則
を
明
ら
か
に
し
た
．
　
「
善
隣
友
好
」

と
は
、
中
国
に
よ
る
満
州
国
の
承
認
、
日
・
中
・
満
「
三
国
」
に
よ
る
統
一
的

外
交
政
策
の
追
求
、
し
た
が
つ
て
、
中
国
の
日
本
へ
の
従
属
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
つ
た
。
第
二
の
「
共
同
防
共
」
は
、
反
共
協
定
を
締
結
し
、
蒙
古
、
華

北
、
上
海
・
杭
州
・
南
京
の
三
角
地
帯
に
日
本
軍
を
駐
留
さ
せ
る
こ
と
、
日
本

に
対
し
て
揚
子
江
の
航
行
権
を
保
障
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
た
。
第
三
の
「
経

済
提
携
」
は
、
日
本
に
中
国
の
天
然
資
源
を
利
用
す
る
特
権
を
与
え
、
中
国
経

済
を
日
本
経
済
の
な
か
に
統
合
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
た
（
九
三
－
九
四

頁
）
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
政
府
が
中
国
に
求
め
た
も
の
は
、
蒋
政
府
に
代

る
和
平
政
府
を
樹
立
し
、
政
治
・
経
済
・
外
交
面
に
お
い
て
、
そ
れ
を
日
本
の

支
配
下
に
お
く
こ
と
で
あ
つ
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
こ
に
少
く
と
も
、
現
状
凍
結
と
戦
争
不
拡
大
の
方
針
に
沿
つ
て
中
国

へ
の
支
配
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
日
本
政
府
の
意
図
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
方
針
さ
え
も
日
本
政
府
に
よ
つ
て
完
全
に
実
行
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
か
つ
た
．
こ
の
方
針
を
推
進
し
た
の
は
、
日
本
政
府
内
の
近
衛
を
中
心

と
し
た
グ
ル
ー
プ
、
石
原
莞
爾
の
影
響
を
受
け
た
軍
内
部
の
和
平
分
子
（
例
え

ば
、
板
垣
征
四
郎
、
影
佐
禎
照
、
今
井
武
夫
ら
）
、
お
よ
び
松
本
重
治
ら
の
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
で
あ
つ
た
。
近
衛
は
、
注
政
権
成
立
後
｝
九
四
〇
年
七
月
に
首
相
の
地

位
に
復
帰
し
た
と
は
い
え
、
政
権
成
立
に
最
も
重
要
な
時
期
で
あ
つ
た
一
九
三

九
年
一
月
の
内
閣
総
辞
職
以
来
、
直
接
こ
の
運
動
を
指
導
す
る
地
位
に
な
か
つ



た
．
ま
た
、
和
平
運
動
を
推
進
し
た
軍
内
部
の
和
平
分
子
の
努
力
が
、
一
応
江

政
権
の
成
立
に
結
集
し
た
も
の
の
、
そ
の
時
す
て
に
彼
ら
の
地
位
は
、
日
中
戦

争
を
太
平
洋
戦
争
へ
拡
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
日
本
の
軍
部
の
主
流
か
ら
と
り

の
こ
さ
れ
た
も
の
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
い
た
。

　
著
者
は
、
軍
部
を
含
む
日
本
政
府
の
中
国
に
対
す
る
支
配
の
根
底
に
あ
つ
た

の
は
、
　
「
分
治
合
作
」
の
原
則
で
あ
つ
た
と
主
張
し
て
い
る
（
五
三
頁
）
．
こ
の

原
則
は
、
日
本
の
侵
出
を
許
容
す
る
い
く
つ
か
の
政
権
を
樹
立
し
、
そ
れ
ら
を

統
合
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
誰
が
そ
れ
ら
を
統
合
し
て
い
く

か
が
曖
昧
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
曖
昧
さ
こ
そ
が
問
題
で
あ
つ
た
。
す
な

わ
ち
、
注
政
権
は
、
そ
の
成
立
に
あ
た
つ
て
、
日
本
の
偲
偲
で
あ
つ
た
華
北
臨

時
政
府
、
上
海
の
維
新
政
府
の
協
力
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
政
権
自

体
が
日
本
の
支
配
下
に
あ
つ
た
。
分
治
合
作
は
、
中
国
に
対
す
る
日
本
の
分
割

統
治
政
策
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
．
そ
れ
ゆ
え
に
、
日
本
は
、
中
共
と
の

協
力
に
よ
つ
て
抗
日
民
族
統
一
戦
線
政
策
を
採
用
し
た
蒋
介
石
の
重
慶
政
府
を

「
相
手
と
す
る
」
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
目
本
の
和

平
運
動
工
作
は
、
中
国
支
配
の
た
め
の
一
手
段
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
注
精
衛
側
は
和
平
運
動
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
つ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
．
こ
の
点
に
つ
い
て
、
著
者
は
．
　
「
中
国
の
工
作
者
た
ち

は
、
注
精
衛
の
『
和
平
運
動
』
を
、
中
国
の
軍
備
が
な
し
え
な
か
つ
た
こ
と
ー

侵
略
者
を
制
止
し
．
窮
極
的
に
は
侵
略
者
を
中
国
の
土
壌
か
ら
追
い
出
す
こ
と

ー
を
な
し
と
げ
る
手
段
と
し
て
見
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
＝
貢
）
。
換
言
す

れ
ば
、
江
の
意
図
は
中
国
の
和
平
統
一
で
あ
つ
た
。
抗
日
に
代
つ
て
和
平
統
一

を
主
張
し
た
江
精
衛
の
前
提
に
は
、
日
本
の
中
国
に
対
す
る
軍
事
的
勝
利
の
可

　
　
　
紹
介
と
批
評

能
性
を
唇
じ
、
中
国
側
の
軍
事
的
敗
北
を
い
か
に
し
て
最
小
に
と
ど
め
．
中
国

の
統
一
を
実
現
す
る
か
と
い
う
配
慮
が
あ
つ
た
（
一
七
頁
）
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
、
江
精
衛
の
和
平
運
動
も
、
中
国
統
一
の
目
的
に
対
す
る
一
つ
の
手
段
で
あ

つ
た
。

　
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
南
京
政
権
が
樹
立
さ
れ
た
と

き
の
政
治
的
環
境
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
戦
争
の
勃
発
に
よ
つ
て
、

英
米
仏
諸
国
は
、
独
伊
と
緊
密
な
関
係
を
保
つ
目
本
に
対
抗
す
る
勢
力
を
中
国

の
な
か
に
求
め
て
い
た
．
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
蒋
介
石
の
重
慶
政
府
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
日
本
か
ら
の
圧
力
を
西
欧
列
強
と
の
外
交
関
係
に
よ
つ
て
緩
和

し
よ
う
と
す
る
江
精
衛
の
試
み
は
失
敗
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
他
方
、
日
本

に
と
つ
て
、
独
ソ
不
可
侵
条
約
の
締
結
は
、
中
国
に
お
け
る
ソ
連
の
日
本
に
対

す
る
圧
力
を
減
小
さ
せ
る
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
戦
争
の
勃
発

は
、
英
米
仏
の
支
持
を
受
け
た
蒋
介
石
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
注
の
和
平
運
動

に
対
す
る
支
配
を
強
化
す
る
必
要
を
生
ぜ
し
め
た
（
一
七
八
頁
）
．
和
平
運
動
に

対
す
る
日
本
の
強
硬
な
態
度
は
、
例
え
ば
、
一
九
三
九
年
一
一
月
に
興
亜
院
か

ら
周
仏
海
に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
．
す
な
わ
ち
、
そ
れ

は
、
た
と
え
南
京
政
権
が
成
立
し
て
も
、
そ
の
政
権
が
内
外
政
策
に
お
け
る
自

由
を
も
た
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
（
一
八
九
頁
）
．
さ
ら
に
国
内
的
に

は
、
一
九
四
〇
年
鰍
月
に
な
る
と
、
蒋
介
石
と
日
本
と
の
間
に
入
つ
て
こ
の
和

平
運
動
を
推
進
し
て
き
た
高
宗
武
と
陶
希
聖
が
運
動
か
ら
離
脱
し
、
興
亜
院
の

中
国
に
対
す
る
過
大
な
要
求
を
暴
露
し
た
．
重
慶
政
府
は
、
こ
の
事
件
に
乗
じ

て
和
平
運
動
を
攻
撃
し
、
　
こ
こ
に
注
の
権
威
は
失
墜
す
る
に
い
た
つ
た
（
二
C

｝
、
二
〇
五
⊥
6
六
、
二
〇
八
頁
）
．
以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
九
四
〇
年
に
注
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
（
一
〇
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

衛
が
南
京
政
府
を
樹
立
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
中
国
の
和
平
統
一
を
な
し
と
げ

る
条
件
が
客
観
的
に
は
存
在
し
て
い
な
か
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
注
精
衛
が
一
九
四
〇
年
三
月
に
南
京
政
府
の
樹
立
を
強
行
し
た
こ

と
は
、
本
来
和
平
統
一
の
た
め
の
手
段
で
あ
つ
た
和
平
運
動
を
自
己
目
的
化
し

て
し
ま
う
以
外
に
政
権
の
延
命
策
が
な
か
つ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

三

　
前
節
に
お
い
て
、
日
中
双
方
の
意
図
に
お
い
て
、
和
平
運
動
は
当
初
目
的
に

対
す
る
手
段
的
役
割
を
も
つ
て
い
た
が
、
江
精
衛
に
と
つ
て
は
、
最
後
に
そ
れ

が
自
己
目
的
化
し
て
し
ま
つ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
私
は
、
本
節
に
お

い
て
和
平
運
動
を
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
と
り
あ
げ
て
い
こ
う
と

思
う
。
中
共
で
あ
れ
国
民
党
で
あ
れ
、
ま
た
、
国
民
党
内
の
い
か
な
る
派
閥
で

あ
れ
、
日
中
戦
争
に
お
い
て
直
面
し
た
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
課
題
は
、
客

観
的
に
は
日
本
を
中
国
の
領
土
か
ら
追
い
出
そ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
し

て
い
た
。
こ
の
課
題
へ
の
対
処
の
仕
方
が
、
日
中
戦
争
に
お
け
る
各
政
治
勢
力

の
役
割
と
性
格
と
を
規
定
し
て
い
る
。
と
く
に
、
こ
こ
で
注
精
衛
の
南
京
政
権

と
の
関
係
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
そ
れ
と
直
接
対
抗
関
係
に
あ
つ
た
蒋
介
石

の
重
慶
政
府
で
あ
つ
た
．
こ
こ
で
は
、
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
課
題
に
対
す

る
注
精
衛
と
蒋
介
石
と
の
相
違
点
と
共
通
点
と
が
検
討
さ
れ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
注
精
衛
の
基
本
的
な
ね
ら
い
は
、
日
本
の
軍
事
的

勝
利
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
、
中
国
の
軍
事
的
敗
北
を
最
小
限
に
と
ど
め
、

和
平
統
一
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
中
国
の
民
族
的
統
一
を
達
成
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
　
（
一
〇
二
）

と
で
あ
つ
た
．
こ
れ
に
対
し
て
蒋
介
石
の
基
本
的
態
度
は
、
日
本
の
軍
事
的
勝

利
の
可
能
性
を
否
定
し
、
日
本
と
最
後
ま
で
戦
う
こ
と
で
あ
つ
た
（
一
七
頁
）
。

そ
の
証
拠
に
は
、
抗
目
戦
争
に
お
け
る
勝
利
の
展
望
も
な
く
、
江
が
和
平
政
府

の
樹
立
を
説
い
た
と
ぎ
、
蒋
は
一
貫
し
て
そ
れ
を
拒
否
し
つ
づ
け
て
き
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
．
蒋
を
抗
日
に
踏
み
切
ら
せ
た
原
因
と
し
て
、
よ
り
具
体
的
に

は
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
要
素
が
著
者
に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
e
中
共
な
ら

び
に
大
衆
の
愛
国
的
情
熱
に
お
さ
れ
た
こ
と
、
⇔
中
国
の
抗
戦
力
は
、
軍
事
力

よ
り
も
人
民
の
抵
抗
の
決
意
に
か
か
つ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
和
平
政
策
を
と
る

こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
、
6
確
固
た
る
抗
日
の
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
友
好
諸
国
か
ら
の
援
助
を
期
待
し
た
こ
と
が

そ
れ
で
あ
る
（
二
五
ー
二
六
頁
）
．

　
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
蒋
が
終
始
一
貫
し
て
抗
日
戦
争
を
武
力
対
決
に
よ

つ
て
戦
い
ぬ
こ
う
と
し
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
例
え
ば
、
す
で
に

日
中
戦
争
が
勃
発
す
る
前
の
一
九
三
三
年
の
塘
沽
協
定
、
一
九
三
五
年
の
梅
津

・
何
応
欽
協
定
締
結
に
あ
た
つ
て
、
蒋
注
両
者
は
、
硬
軟
両
様
の
政
策
に
お
い

て
完
全
に
相
互
補
完
的
関
係
に
あ
つ
た
。
ま
た
、
蒋
は
、
一
九
三
七
年
七
月
枯

嶺
会
議
に
お
い
て
抗
日
態
度
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
時
で
さ
え
、
高
宗
武
が
注

精
衛
と
の
了
解
の
下
に
、
日
本
と
和
平
工
作
を
行
な
う
こ
と
を
さ
え
黙
認
し
て

い
た
の
で
あ
る
（
一
三
、
二
四
頁
）
。
さ
ら
に
、
注
精
衛
の
側
で
も
、
南
京
政
府

の
存
続
の
た
め
に
、
最
終
的
に
は
蒋
の
支
持
を
必
要
と
し
て
い
た
点
を
著
者
は

指
摘
し
て
い
る
（
二
六
八
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
日
中
戦
争
の
期
間
、
と
く

に
そ
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
、
中
国
の
民
族
主
義
が
直
面
し
た
課
題
に
つ
い

て
、
注
・
蒋
澗
に
一
定
の
限
度
内
で
共
通
性
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
．



　
し
た
が
つ
て
．
当
時
日
本
が
直
面
し
た
問
題
は
、
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

基
盤
を
認
め
た
う
え
で
、
蒋
介
石
政
権
か
注
精
衛
の
和
平
運
動
か
の
ど
ち
ら
か

を
選
択
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
．
周
知
の
よ
う
に
、
目
本
は
後
者
の
道
を
選
ん

だ
。
し
か
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
選
択
の
基
準
は
、

政
権
の
基
盤
の
安
定
性
と
強
固
さ
．
換
言
す
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
そ
れ
が
大
衆
的

支
持
に
依
存
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、

蒋
政
権
は
、
大
衆
の
抗
日
的
情
熱
と
大
衆
的
基
盤
を
も
つ
中
共
に
よ
つ
て
支
え

ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
注
政
権
は
、
そ
の
支
配
地
域
が
主
と
し
て
上
海
．

南
京
地
域
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
ま
た
、
上
海
の
一
部
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
勢

力
と
丁
黙
邨
、
李
士
群
ら
の
地
下
組
織
に
依
存
し
て
い
た
。
著
老
も
批
判
し
て

い
る
よ
う
に
、
真
に
和
平
を
実
現
す
る
力
を
も
つ
て
い
た
の
は
蒋
介
石
で
あ
つ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
は
彼
を
相
手
に
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
（
二
四
四

頁
）
．
こ
の
問
題
は
、
そ
れ
以
後
の
日
中
関
係
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
、
依
然
と

し
て
分
裂
国
家
の
存
在
す
る
今
日
の
世
界
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
．
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
日
本
の
当
時
の

「
分
治
合
作
」
政
策
は
、
蒋
・
注
両
政
権
の
根
底
に
あ
つ
た
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
を
真
正
面
か
ら
否
定
し
た
も
の
で
あ
つ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

四

最
後
に
と
り
あ
げ
る
問
題
は
、
著
者
に
よ
つ
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
江
精
衛
の
運
動
を
孫
文
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
問
題
は
、
孫
文
な
ら
び
に
江
精
衛
を
中
心
と
す
る
国
民
党
左
派
の
路
線
の
中

　
　
　
紹
介
と
批
評

国
革
命
に
お
け
る
可
能
性
と
役
割
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
観
点
か
ら
重
要
で
お

る
．
著
老
は
、
江
精
衛
の
行
動
様
式
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
「
注
は
、
（
彼
の
行
動
原
理
を
）
中
国
の
革
命
家
の
中
で
あ
の
最
も
勇
敢
な

人
物
で
あ
る
孫
文
と
国
民
党
に
対
す
る
、
よ
り
人
間
的
な
、
そ
れ
程
知
的
で
は

な
い
忠
誠
心
の
な
か
に
見
出
し
た
」
。
「
彼
は
、
実
際
に
は
知
覚
の
す
ぐ
れ
た
、

革
新
的
な
思
想
家
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
思
想
よ
り
修
辞
や
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ

ー
に
敏
感
で
あ
つ
た
」
（
五
ー
六
頁
）
。
著
者
の
こ
の
叙
述
は
．
注
が
理
論
的
に
は

孫
文
を
凌
駕
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
孫
の
理
論
体
系
内
に
と
ど
ま
る

存
在
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
．

　
問
題
は
、
著
老
の
議
論
自
体
も
、
注
と
孫
と
の
関
係
に
つ
い
て
．
そ
れ
以
上

に
出
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
．
し
か
し
、
著
者
の
扱
つ
て
い
る
諸
事
実
は
、
孫

文
と
江
精
衛
と
の
行
動
様
式
に
お
け
る
類
似
性
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
孫
文
の
政
治
行
動
様
式
の
主
要
な
型
は
、
既
成
の
政
治
勢

力
を
利
用
し
て
．
自
ら
の
運
動
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
（
こ
の
点

に
つ
い
て
、
拙
稿
「
孫
文
独
裁
下
に
お
け
る
注
精
衛
の
役
割
」
ー
『
法
学
研
究
』
第
四
一

巻
第
八
号
．
一
九
六
八
年
八
月
号
参
照
）
．
と
く
に
こ
の
傾
向
は
、
自
ら
の
よ
っ
て

立
つ
軍
事
力
に
対
す
る
不
充
分
な
掌
握
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
著
者
も
、
こ

の
点
に
か
ん
し
て
、
注
が
軍
に
対
す
る
統
制
を
欠
い
て
お
り
、
自
ら
の
軍
事
力

の
建
設
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
、
そ
れ
に
成
功
し
な
か
つ

た
場
合
に
は
、
上
海
の
地
下
組
織
と
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
（
八
○
、
一
四
八
、
一
九
七
頁
）
。
ま
た
、
そ
の
意
図
に
お
い
て
、

日
本
、
欧
米
諸
国
、
ソ
連
、
蒋
介
石
、
中
共
を
操
縦
し
よ
う
と
す
る
和
平
運
動

そ
れ
自
体
が
、
孫
文
と
注
精
衛
に
共
通
す
る
政
治
行
動
様
式
の
国
際
的
広
が
り
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紹
介
と
批
評

と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な

涯
の
行
動
様
式
の
国
際
的
な
広
が
り
の
な
か
で
、
本
来
の
三
民
主
義
の
解
釈
が

ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
．
注
精
衛
の
南
京
政
権
を
孫
文

と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
以
上
の
諸
問
題
が
と
り
あ
げ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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