
紀 行

再 び 「南京 」で考 えた こと

高 屋 定 國

私

は

こ
の
四
月
末

か
ら
五
月
初

の
ゴ
ー
ル
デ

ソ

・

ウ

ィ
ー
ク
を
利
用

し
て
南
京

に
飛

ん
だ
。
中
支
方
面

を
旅
行
す

る
に
は
最
も
気
候

の
好

い
時
期

で
も
在

り

グ

ル
ー
プ

で
行
く

場
合

の
不
便

を
考

え
て
単
独

で
行

っ
た
。
目
的

は
唯

一
つ
。

「
南
京
事
件
」

の
真
相
究

明

で
あ

る
。

南
京
事
件

に
つ
い
て
は
昨
年
、

日
本

の
文
部
省
が

教
科
書

の
検
定

に
際

し
、

日
本
占
領

下

の
朝
鮮
問
題

と
共

に
戦
時
中

の
中
国

を
始

め
、
東
南

ア
ジ
ア
諸
国

へ
の
侵
略

に
対

し
、

「進
出
」
と
言

う
用
語

を
使
用

す

る
様

に
指
導

し
て

い
る
事
が
明

ら
か
に
な

っ
た
。

そ
れ
に
対

し
て
中

国
、
韓
国
、
朝
鮮
民
主

主
義
人
民

共
和

国
を
始

め
多
く

の
国

々
か
ら
批
判
と
抗
議

を
受

け
、
外
交
問
題

に
ま
で
発
展

し
た
。

日
本
政
府

は
、

そ

れ
ら

の
抗
議

を
受
入

れ
、
そ

の
後
、

ア
ジ
ア
各
国

を
訪
問

し
た
中
曽
根
首
相
も
、
そ

の
線

に
沿

っ
て
発

言

し
て
い
る
。
文
部
省
も
特
別

の
処
理

に
よ
り

「
侵

略
」
と
言
う
用
語

を
使
用
す

る
こ
と

に
し

た
。

し
か
し
な
が
ら
、
第

二
次
世
界
大
戦
中

に
於
け

る

ナ
チ
ス
の

「
ア
ウ
シ

ュ
ヴ

ィ

ッ
ツ
収
容
所
事
件
」

に

次
ぐ
大
き
な
事
件
と
し

て
当
時
世
界

に
報
道
さ
れ
、

東
京
裁
判

に
於

て
も
特
別

に
問
題

に
さ
れ
た

に
も

か

か
わ
ら
ず
そ

の
実
体
が
我
が
国

に
於

て
余

り
に
も
知

ら
な
す
ぎ

る
と
私

は
常

々
考
え

て
い
た
。

私

の
手
元

に
あ
る
朝

日
新
聞

の
本
多
勝

一
記
者

に

よ
る

「
中
国

の
旅
」
、

「
中
国

の
日
本
軍
」

や
平
岡

正
明
氏

の

「
日
本
人

は
中
国

で
何
を
し
た

か
」

の

一

部

に
南
京
事
件

に

つ
い
て
書

か
れ

て
い
る
が
、
不
充

分
な
も

の
で
あ

る
。
そ

の
後
、
元
早
稲

田
大
学

の
洞

富
雄
教
授

の

「
南
京
大
虐
殺
」
を
手

に
す

る
こ
と
が

出
来

た
。
本
書

は
、
綿

密
な
資
料

の
分
析
を
通
じ

て

こ
の
事
件

に

つ
い
て
書

か
れ

て
居

り
、

お
そ
ら
く
、

日
本

に
於

て
は
最
も
詳

し
い
書
物

で
あ

る
と
言
え

よ

う
。

し
か
し
、

日
本

に
於
け

る
文
献
を
中
心

に
し
て

書

か
れ

て
い
る
た
め
、
事
件

の
真
相

の
究
明

に
は
も

う

一
つ
迫
力

に
欠
け

る
も

の
を
感
じ

る
。
そ

の
後
、

当
時
、
南
京

に
駐
在

し
て
い
た
イ
ギ

リ

ス
の
特
派
員

で
あ

っ
た
テ
イ

ン
パ

ー
リ
イ
氏

の

「
外
国
人

の
見

た

日
本
軍

の
暴
行
」

(
訳
者
不
詳
)
が
出
さ
れ

た
。

そ

の
う

ち
、

ジ
ャ
ナ
ー
リ
ス
ト
の
鈴
木
明
氏
や
、

山
本
七
平
氏
、
渡
部
昇

一
氏
達
が
、
雑
誌

「
諸
君
」

を
中
心
と
し

て

「
南
京
事
件
」

は
架
空

の
こ
と

で
あ

る
と
言

い
出
し

て
来

た
。
主
と
し
て
洞
氏

の
著

書
を

批
判
し

て
お

り
、
洞
氏

は
又
、
そ
れ

に
対
し
詳
細

に

反
論
さ
れ

て
い
る
。
鈴
木
氏

は

「南

京
大
虐
殺

の
ま

ぼ

ろ
し
」
を
文
藝
春
秋
社

か
ら
出
版
し
第

四
回
大
宅

ノ
ソ
フ
ィ
ク
シ

ョ
ソ
賞

を

受
賞

し
て

い
る
。

本
書

は
、
南
京

事
件
を
架
空

の
こ
と
と
し

て
、
当
時
従
軍

し

て
生
残

っ
て
い
る
人
達

に
逢

っ
て
証
言
さ
し

て
書

か
れ
た
も

の
で
あ

る
。

こ
の
方
法

は
全
く
作
為

的

で
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あ

る
。

こ
の
事
件

で
責
任

を
問
わ
れ

た
松
井
石
根
将

軍
、
谷
将
軍

は
処
刑
さ
れ

て
い
る
。
関
係
者

は
こ
の

事

を
知

っ
て
居

り
自
分

に
責
任
が
振

り
掛

っ
て
く

る

恐
れ

の
あ

る
こ
と

を

正
直

に

話
す

だ
ろ
う

か
?

又
、
正
直

に
話

し
た
と
し

て
も
そ

の
人
達
が
真
相
を

全
部
知

る
立
場

に
在

っ
た
と

は
考

え
ら
れ
な

い
。
当

時
、

日
本
側

は
加
害
者

で
あ
り
殺
す
側

で
あ

る
。

こ

の
様
な
事
件
を
調
べ

る
に
は
被
害
者

で
あ
り
殺
さ
れ

る
側

か
ら

の
証
言

こ
そ
大
切

で
は
な

い
か
と
思
う
。

こ
の
様

な
こ
と
を

日
頃
考
え

て
い
た
時
、
昨
年
八

月
初
旬
、
大
阪
H
上
海
、
江
蘇

経
済
交
流
協
会
第

一

次
考
察
団

(
調
査
団

の
こ
と
)

の

一
員
と
し

て
約

一

週
間

に
わ

た
る
上
海

の
調
査

の
後
、
南
京

を
訪

問
し

た
。
丁
度
そ

の
時
、

日
中
間
で
は
教
科
書

問
題

が
外

交

レ
ベ

ル
で
話
し
合
わ
れ
て
居

り
、

私
達

が
、
南
京

に
着

い
た
翌
日
よ
り

「南
京
博
物
院
」

で

「侵
華

日

軍
在
南
京
大
奢
殺
罪
証
史
料
展
」
が
開

か
れ
る
こ
と

に
な

っ
て

い
た
。
私
達

一
行

は
、
準
備

の
出
来
上

っ

た
前

日

の
夕
方
、
館
長

の
案
内

で
見
学
す

る
こ
と
が

出
来

た
。
恐

ら
く
、

一
般
公
開

の
時

に
、
南
京

の
市

民

と
は

一
緒

に

見

ら
れ

な
か

っ
た
と
思
う
。

そ
れ

程
、

こ

の
展

示
場

に
は
、

一
九

三
七
年
十

二
月

の
南

京
事
件

を
中
心
と

し
て
、

日
本
軍

に
よ
る
虐
殺
、
暴

行
、
殺
人
等

の
生

々
し
い
写
真
が
会
場

に
展
示

し
て

在

り
、
国
際
赤
十
字
社

の
調
査
報
告
書

の
写

し
等
が

展

示
し
て
在

っ
た
。

又
、
中
央

に
は
南
京

で
日
本
軍

が
降
伏

の
際

に
使
用

し
た
机
も
在

っ
た
。

私
は
、

そ

の
展
示

品
を

す

べ
て

写
真

に

収

め
た

が
、

何

し
ろ
特
別

の
こ
と

で

充
分
な

写
真
が

取
れ

ず
、
私

と
し
て
は
不
満
足
な
も

の
し
か
出
来

な
か

っ

た
。

し
か
し
、
私
達

一
同

は
、
中
国
側

の
親
切
な
案

内

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
気

の
重

い

一
時

で
あ

り
、
誰

一
人

と
し
て
物

を
言
う
者

は
居

な

い
。

一
体
そ
れ

は

何

だ
ろ
う
か
?

こ

の
事
件

に

つ
い
て
私

は
同
行

の

人
達

と
話

し
合

っ
て

い
な

い
が
、
私

は
多
く

の
事

を

そ

の
時

考

え

さ
せ
ら
れ
た
。

私

は

一
九

六
〇
年
以

来
、
訪
中

は
八
回
目

で
あ

っ
た
。

日
中
関
係

に

つ
い

て
は
少

し
は
知

っ
て
い
る

つ
も

り
で
い
て
も
、

こ
の

時
程
考
え

さ

せ
ら
れ

た

こ
と

は

無

い
。

そ
れ

は
何

か
?

私
が

日
本
人

で
あ

る
と
言
う

こ
と

で
あ

る
。

今
再
び
東
京
裁
判
が
上
映
さ
れ
、
歴
史
を
見
直
さ

れ

て
い
る
。

こ
の
こ
と

は
今

後
も
続
く

で
あ

ろ
う
。

そ
れ

に

つ
い
て

人
そ
れ
ぞ
れ

考
え
が

在

ろ
う
と
思

う
。
し

か
し
、

こ
の
前

の
戦

争
、
殊

に
日
中
戦

争

に

つ
い
て
は
、

日
本
が
侵
略
者

で
あ
り
加
害
者
で
あ

っ

た

こ
と

は
否
定
出
来
な

い
。
多

く

の
日
本

の
国
民

に

と

っ
て
、
戦
前

の
政
策
決
定

過
程

に
は
参

加
し
て

い

な
か

っ
た
が
、

し
か
し
、
行
動

と
し
て
多
く

の
隣

国

の
人
々
、
殊

に
中
国

の
人
々
に
迷

惑
を
掛

け
た

の
は

日
本
民
族

で
あ

っ
た

こ
と
は
疑

問

の
余

地
は
無

い
。

日
本
民
族

の

一
員
と
し
て

の
責
任

感
が
心

の
中
よ
り

大
き
く
渦
巻
き
、
私

の
心
を
暗

く
し
た

の
で
は
な

い

だ

ろ
う

か
?

帰

国
以
後
も
、

戦
争
責
任
、

民
族

と
し
て

の
責

任

、
加
害
者
と
被
害
者
、
強

者

の
論

理
と
弱
者

の
論

理
、

日
本
人
は
原
爆

の
被
爆

民
族
で
あ
り
、
同
時

に

戦

争

の
加
害
者
で
あ
る
等
次

か
ら
次

へ
と

「南
京
事

件
」

を
め
ぐ

っ
て
私

の
考
え
は
ふ
く
ら
ん
で
来

た
。

も

う

一
度

じ

っ
く

り
と
南
京
事
件

の
真
相

を
知

る

必
要
が
在

る
と
考

え
、
中

日
友
好
協
会

や
中
国
対
外

友
好
協
会

に
私

の
意

図
と
希
望

を
伝
え
て
特
別

の
配

慮

を
待

っ
て

い
た
。
幸

い
、
私

の
考

え
を
理
解

し
て

頂

け
た

の
で
し

ょ
う
か
、

こ
ち
ら

の
都
合

の
良

い
時

に
来

る
様

に
と

の
招
待
状

を
受
取

っ
た
。

こ

の
様

な

経
過

を
経

て
私
は
始

め
に
書

い
た
様

に
単

独
で
南
京

を
訪

れ
た
。

四
月
三
十

日
、
大
阪
空
港

を
出
て
二
時

間
余

り
で
上
海
空
港

に
着

い
た
。
何

回
も
乗
降

し
た

上
海
空
港

で
あ
る
が
、

い
つ
も
は
数

名

の
団
体

で
案

内
者
が
付

い
て

い
る
。
今

回
は
全
く

一
人

で
資
本
主

義
国

と
異

る
体
制

の
雰

囲
気
が
空
港

の
警
備
員

や
役

人

の
服
装

や

行
動

に

出
て
居

り
、

少

し

心
細

か

っ

た
。

し
か
し
、

こ
れ
も
全
く

の

一
時

で
あ

り
、
以
前

よ
り
顔
見
知

り

の
中
国
人
民
対
外
友
好
協
会
上
海
分

会

の
通
訳
、

周
金
美
女
史

の
笑
顔

を
見

て
ほ

っ
と
し

た
。
外
国
旅
行

に
慣
れ

て

い
る
私

で
も
、

出
迎

え
が
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無

い
と
心
細
く
、
又
淋

し

い
も

の
で
あ

る
。
そ

の
上

、

今
回

は
、
南

京

か
ら
わ
ざ
わ
ざ

私
を
上
海
空
港

に
迎

え

る
た
め
派
遣
さ
れ
た
中
国
対
外
友

好
協

会
江
蘇
分

会

の
通
訳

で
あ

る
蔡
錫

生
氏

の
出
迎
を
受

け
た
。

上

海
空
港

に
降
り
立

っ
た
私
は
、
今
迄

の
訪

中

の

様

な
親
善

訪
問
で
な
く
、
真
直

ぐ

に
南
京

に
行
く

こ

と
で
あ

っ
た
。
中
国
側

も
私

の
今

回

の
訪
中

の
目
的

を
よ
く

理
解

し
て
く

れ
て
居

り
、
午
後

の
南
京
行

の

急
行
列
車

に
乗

っ
た
。
約

六
時
間
余

り
の
汽
車

の
旅

で
あ

っ
た
が
、
車
窓

よ
り
見

る
風
景

は
余

り
変
化
が

な
く
、
時

々
停
車
す

る
蘇
州
、
無
錫
等

の
都
市

を
除

い
て

の
ん
び

り
と

し
た
古
く

か
ら

の
中
国

の
田
園
風

景

で
あ

り
、
時

々
運
河

に
帆

を
立

て
た
小
舟

の
往
来

が

日
本

の
風
景
と
違

っ
て
い
る
。
新
し

い
レ
ソ
ガ
作

り
の
二
階
建

の
農
家
が
目
立

つ
。

こ
れ
も
近
代
化

に

ょ
る
個
人
請
負
制

に
よ

る
都
市
近
郊
農
家

の
所
得
増

加

の
結
果

で
あ

る
、

と

の

説
明
を

通
訳
氏
か
ら

聞

く
。
し

か
し
、
車
窓

か
ら
見

る
限
り
畠

に
働

い
て

い

る
農
民

の
姿
を
見

か
け

る
こ
と
が
少

い
こ
と

に
疑
問

を
感
じ

た
。
上

海
11
南

京
間
と
言
え
ば
、
中
国
農
業

の
中
心

で
豊

か
な
地
帯
で
あ
る
。

又
、

人

口
的

に
見

て
も
、
耕
地
面
積

は

一
人
当

り
で
比
較

す
る
と
日
本

よ
り
少

い
こ
と
、
そ

の
上
、

四
月
末

の
季
節

を
考

え

る
と
、
農

場

に
働

い
て

い
る
農
民

の
姿

が
余

り

に
も

少

い
の
に
は
驚

い
た
。

こ
の
疑
問

は
今

で
も
持

っ
て

居

り
、
恐
ら
く
中
国
農
業

の
持

っ
て

い
る
構
造
的
欠

陥
11
農
業

の
集
団
化

に
あ

る
様

に
私

は
思
う
。

通
訳
氏

と
二
人

で
六
時
間
余

り
の
長

い
汽
車
旅
行

の
間
、

四
人
組
追
放
以
後

の
現
代
中
国

の
い
ろ
い
ろ

な
方
面

に

つ
い
て
話

し
合

っ
た
。
彼

は
何
回
も

日
本

に
来

た
経
験
も
在

り
、
比
較
的
公
平

に
両
国

の
問
題

を
見

て
、
現
代
中
国

の
諸
問
題

に

つ
い
て
卒
直

に
話

し

て
く
れ

た
事

は
嬉
し

か

っ
た
。
し

か
し
、
私

の
感

じ

で
は
、
中
央

で
言
わ
れ
た
事
と
現
実
と

の
間

に
は

相
当

の
開
き
が
在

り
、
近
代
化

に
つ
い
て
も
国

の
中

央
が
言

っ
て
い
る
様

に
う
ま
く
行
く
と

は
考
え
ら
れ

な

い
。

殊

に
、
四

つ
の
近
代
化

に
し

て
も
そ
れ
を
荷

う
人
間
と
組
織

に
つ
い
て

の
考
え
方

な
り
路

線
が
不

明
確

の
様

に
思
わ
れ
た
。

国
作

り
は
、

日
本

の
明
治

維
新

と
同
様

、
人
作

り
で
あ
る

こ
と
を

つ
く
づ

く
と

感

じ
た
。

し
か
し
、

こ
の
事

に
手
を
付

け
る
と

一
応

近

代
化

で
定
着

し
た
鄲

小
平
路

線

に
ひ
び
が
入

り
か

ね
な

い
と
思

う
。

し
か
し

い
ず

れ

こ
の
こ
と
が
表
面

化
す

る
日
が
近

い
と
私

は
思

う
。
通
訳
氏

は
出
来

る

だ
け
現
状

を

私

に

伝

え
よ
う
と

努
力

し
て

く
れ

る

が
、
彼

の
話

は
現
象
的

な
事

で
私
が
問
題
と
し

て
い

る
党
及
び
国
家

の
路
線

に

つ
い
て
は
充
分
話
し
が
噛

み
合

わ
な
か

っ
た
。

こ
れ

は

仕
方

の

な

い

事
と
思

う
。
文
化
大
革
命

で
紅
衛
兵

や
党

に
苛

め
抜

か
れ

た

現
代

の
中
国

の
知
識
人

は
、
脱
政
治

で
、
自
分

の
専

門
分
野

に
閉

じ
籠

っ
て

い
る
様

に
感

じ
ら
れ
た
。

こ

れ
も
仕
方

の
無

い
こ
と
と
思

う
が
、

又
、
そ

の
反
動

が
来

る
の
で
は
無

い
か
と

…
…
通
訳
氏

と

の
会
話

か

ら
私

は
ふ
と

こ
の
様

な
事

を
感

じ
な
が

ら
、
汽
車

は

い

つ
の
間

に
か
夜
遅
く
南
京

に
着

い
た
。

南
京

で
は
私

の
今
回

の
訪
問

の
目
的

に
沿

っ
て
ス

ケ
ジ

ュ
ー
ル
が
出
来

て
居

り
、
孫

文

の
中
山
陵
と
揚

子
江

に
架
け
ら
れ

て
い
る
南

京
大
橋

の
見
学
以
外
毎

日
午
前
、
午
後

に
わ

た

っ
て

「南

京
事
件
」

の
研
究

者
、
証

人
、

現
地
調
査
、
資

料
見
学
等

で
、
南

京
滞

在
中
、
ぎ

っ
し
り
詰

っ
て

い
た
。

さ
す
が

に
、
統
制

の
と
れ
た
国
ら
し
く
、
対
外
友
好
協
会

の
方

々
が
よ

く
準
備
し
て
頂

い
て

い
た
事

に
は
感
謝
し

て
い
る
。

第

一
日
目

の
午

前
中
は
、
南
京

市
立
博
物
館

の

一

室

に
案
内
さ
れ
た
。
当

日

は
メ
ー
デ

ー
の
休
日
で
広

場
で
は
多
数

の
市
民
が
集

り
、

処

々
に
露

店
が
出
て

い
る
と

こ
ろ
は
日
本

の
祭

日
を
思
わ
せ
る
。

市
立
博

物
館
前

の
広
場
で
は

メ
ー
デ
ー

の
集

会
が
催
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
?

高
官

ら
し

い
人
達

が
次

か
ら
次

へ
と

到
着

し
て
来

た
。

私
達

は

そ

の
集
会

を

抜

け

て
、
そ

っ
と
裏
門

に
行
き
、
休

日
で
休
館

し
て

い
る

古

い
中
国
式

の
建
物

の

一
室

に
入

っ
て
驚

い
た
。

そ

こ
に
は
、
部
屋

一
面
、
戦
時
中

の
日
本
軍

の
残

虐
行
為

を
証
明
す

る
写
真
が
展
示
さ

れ
て

い
る
。
今

回

は
昨
年

の

博
物
院

よ
り
も

数
が

多

い

だ
け

で
な

一25一



く
、
南
京

地
区
、
東
北
地
区
、
上
海
地
区
等
と
写
真

を
地
区
別

に
整
理
さ
れ

て
い
た
。
次

い
で
案
内
さ
れ

た
の
は
こ
の
市
立
博
物
館
裏

の
事
務
室

の

一
室

で
あ

っ
た
。
そ

こ
に
は
古
ぼ
け
た
机
が

二
脚

の
上

に
無
造

作

に
展
示
用

の
写
真
が
う
ず
高
く
積
ま
れ

て
い
た
。

こ
の
部
屋

は
展
示
係
室

で
あ

り
責
任
者

は
老
人

の
斬

程
前
氏

で
あ

る
。
老
人

の
説
明

に
よ

る
と
、

一
つ
の

机

の
上

の
写
真

は
南

京

で
、
も
う

一
つ
は
南

京
以
外

の
写
真

で
あ

る
。
す
べ

て
第

二
次
大
戦
中

の
中
国

の

写
真

で
あ

る
。
私

は
、

こ
の
様
な
写
真

の
出
所
を
聞

い
た
所
、
老
人

か
ら
次

の
様
な
返
事
が
返

っ
て
来
た
。

「
当
時
、
国
民
党
軍
と
日
本
軍

の
戦

い
で
あ
り
、

正
確
な
資
料

は
余
り
残

っ
て
居

な

い
の
で
、
当
時
発

行
さ
れ
た
雑
誌
や
新

聞
か
ら

コ
ピ
ー
し
て
展

示
用

の

写
真
を
作

っ
て

い
る
」

と
。

今
迄

日
本
で
問
題

に
な

っ
て

い
た
写
真

の
正
誤
論

争
も
、

こ
の

一
言
で
解
決

さ
れ
た
様

に
思

う
。
戦
争

中

の
事

で
も

在

り
、

又
、

中
国

は

戦
後
内
戦

の
結

果
、
当
時

の
支
配
者

で
あ

っ
た
国
民
党
が
敗
北

し
て

共
産
党
が
支
配
す

る
様

に
な

っ
た
結
果
、
資
料

の
紛

失

は
免
が

れ
る
こ
と

は
出
来

な
い
。
そ

の
為

で
あ

ろ

う
か
、
私
が

日
本

で
何

か
の
本

や
写
真
集

で
見

た
写

真
が
机

の
上

に
在

っ
た
。

又
、
写
真
が
、
非
常

に
不

鮮
明

で
あ

る
理
由
も
理
解

出
来

た
。
そ

の
う

ち
、
老

人
が
、

一
冊

の
写
真
集

を
大
事
そ

う
に
隣

り
の
部
屋

か
ら

持

っ
て
来

た
。

そ
れ
は

ぽ

ろ
ぽ

ろ
に

な

っ
た

「
日
寇

暴
行

実
録
」
集

で
、
当
時

の
国
民
党
軍
事
委

員
会
政
治

部
編
集

で
あ
る
。
本
書

は
、
老

人
が
、

国

民
党

の
関
係

者
か
ら
受

取
り
、
今

で
は
南
京

で
唯

一

冊

し
か
残

っ
て

い
な

い
と

の
こ
と
で
あ
る
。
私

は
こ

れ
を
手
に
取

っ
て
見

た
処
、
今
迄
私
が
見

て
来

た
南

京
事
件

そ

の
他

の
戦
時
中

の
日
本
軍

の
暴
行
記
録
写

真

の
ほ
と
ん
ど
が
、

こ
こ
に
集

め
ら
れ

て
い
る
。
然

国民党軍事委員会政治部編の
写真集の表紙 「日寇暴行実録」

 

も
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ

る
だ
け

に
非
常

に
鮮

明

で
あ

る
。

こ
れ
を
見

て
今
迄
発
表
さ
れ

て
い
た

こ
の
種

の

写
真

の
出
所
を
知

る
事
が
出
来
た
。
私

は
、
南
京
市

立
博
物
館

に
来

て
、

こ
の
種

の
写
真

の
源
を

つ
き
と

め
る
事

が

出
来
て
、

そ

の
す
べ
て
を

写
真

に
撮

っ

た
。
し
か
し
、
私

の
技

術
で
は
余
り
良

い
出
来
映
え

で
は
な

い
が
、

何
し
ろ
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
を
見

て
来

た

事

は
今

回

の
旅

行

の

収
穫

の

一
つ
で
あ

っ
た
。

多

分
、

こ
の
種

の

写
盲
六
は

こ
れ
を

元

に
し
た

コ
ピ
ー

か
、
又
、
そ

の

コ
ピ

ー
で
あ

ろ
う
と
思
う
。

午
後

は
、
南
京
事
件
を
研
究
し

て
居
ら
れ

る
南

京

大
学

の
歴
史
学

の
高
助
教
授

か
ら
、
最
近

の
南

京
事

件

の
研
究
と
そ

の
後

の
資
料

の
発
掘

事
情
を
宿
舎

の

南

京
飯

店

の

一
室

で
聞
く
事

に
な

っ
た
。
高

先
生
は

概
要
次

の
如

く
話
さ
れ
た
。

一
九
三
七
年
七
月
七
日

に
日
支
戦

争
が
始
り
、

八

月
十
三
日

に
北
京

か
ら
天
津
、

甘
粛
省

、
上
海

に
拡

大
し
、
十

一
月
十

一
日

に
上
海

は
日
本
軍

に
占
領

さ

れ
、
日
本
軍
は
南
京

に
向

っ
た
。

日
本

軍

の
総

指
揮

官

は
松
井

石
根

大
将

で
あ
り
、

そ

の
下

に
第
六
師

団

(
谷
師

団
)
、

第
十
六
師

団

(中
島
師

団
)
、
第

八
師

団
と
末
松
師

団

の
四
個
師

団
で
あ

っ
た
。

日
本
軍
は
三
方
面

よ
り
攻
撃

し
て
来

た

の
で
、
市

民
は
南
京

を
離

れ
る

こ
と
は
困
難
で
あ

っ
た
。

そ

の

上

、
南

京
城

外

の
西
上

に
沿

っ
て
流

れ
て

い
る
揚

子

江

の
船

は
国
民
党

の
軍
隊

に
よ

っ
て
占
領

さ
れ
て

い

た
。
然

も
、

国
民
党

は
南
京

を
守

る
意
志

は
無

か

っ

た
。

十
二
月
二
十
日
に
国
民
党

は
首
都

を
重
慶

に
変

え
た
。

こ
の
様

な
状

況
の
中

で
市
民

と
敗
残
兵

の
逃

げ

る
処
が

な
く

な

っ
た
。

そ

の
為
、
南
京
が
陥
落

し

て
以
来
、
翌
年

の
春

ま
で
虐
殺
行
為
が
続

い
た
。

私

は
そ
の
証
拠

を
見

ま
し
た
。

そ

の

一
つ
は
死
体
が
あ

ら
ゆ

る
処
に
在

っ
た
。

又
、
紅
十
字
社

(
赤
十
字
社

の
こ
と
)
が
死
体

を
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証人(前 列右3名)高 先生(中 央後列)
筆者(中 央前列)南 京飯店にて

 

集

め
ま
し
た
。
そ

の
上
崇

善
堂

(
一
つ
の
団
体
)
も

死
体
を
集

め
ま
し

た
。

こ
の
二

つ
の
団
体
だ
け

で
集
め
ら
れ
た
死
体

は

一

五
万

五
三
〇
〇
余

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
犠
牲

者

の

数

は
正
確

に
は
出
来
な

い
が

一
つ
は
、

東
京

裁
判

に

提

供
さ
れ
て

い
る
。

又
、
最
近
解

っ
た

こ
と
で
は
、
南
京

市

の
博
物
館

の

近
く

の
南
京

市
西
南
上
新

町
地
区
で

二
人

(
盛

世
、
昌
開
運
)
が
死
体

を
集
め
て
葬

っ
た
。

そ

の
数

は
二
万
八
七
三
〇
名
で
あ

っ
た
。

又
、
茜
芳

緑
、
張

鴻

儒

の
二
人
が
南
京

市

の
南

の
兵
器
工
場
花
神

で
七

〇
〇
〇

名

の
死
体

を
集

め
て
葬

っ
た
。

又
、
当

時
南
京

市
長
で
あ
り
日
本
軍

に
協
力

し
た

売

国
奴

で
あ

っ
た
高

冠
吾

は
霊

谷
寺
附

近

の
死
体

三

〇
〇
〇

名
を
集

め
て
埋
め
、

そ

の
上

に
石
碑

「無

主

魂
孤
碑
」

を
建

て
た
。

こ
れ
ら

の
数

は
占
領
内

の
六

週
間
以
内

で
二
〇

万
以
上

に
も
達

し
て

い
る
。

一
九

四
六
年

の
国
民
党

の

地
方
移
察
庁

の

発
表

「
敵

の
罪

の
報
告
書
」

に
よ
る
と
三
四
万
人
と
書

い

て
あ

る
。

尚
、

一
部

で
は
死
体

を
集

め
る
こ
と

は
出
来
な

か

っ
た
。
す
ぐ
西
北

の
揚
子
江

に
は
船

は
無

か

っ
た
。

そ

の
港

で
あ

っ
た
下
関

に
多
く

の
市
民
が
集

っ
た
が

木
片
や
椅
子
等

に

つ
か
ま

っ
て
江

を
渡

ろ
う
と
し

た

が
、
途
中

で
沈

ん
で
し

ま

っ
た
人
達
が
多

か

っ
た
。

そ

の
上
、

日
本
海
軍

の
軍
艦
が
す

で
に
そ

こ
に
来

て

居
り
、
艦
上
よ
り
逃
げ
る
市
民
を
撃
ち
殺
し

た
。
そ

の
為
、

こ
の
方
面

で
の
犠
牲

者

の
数

は
今
だ

に
不
明

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
統
計

の
中

に
入

っ
て
い
な

い
。

次

に
安
全
区

の
問
題

を
話

し
ま
し

ょ
う
。

十
二
月
十
二
日
現
在

で
は
外

国
人

が
南
京

に
残

っ

て

い
た
。

(
彼
等

は
中
立
国

の
国
民

で
あ
る
か
ら
)

そ

の
為
、

金
陵

大
学

の

ス
ミ
ス

・
ぺ
ー

タ
ー
教

授

が
、

安
全
区

(
難
民
区
)
を
設
け
れ
ぽ
、

中
立
地
帯

と
し
て
市
民

の
安
全

を
守

れ
る
と
期
待

し
た
。

し
か

し
、

日
本
軍

は
敗
残

兵
を
探
す

と

い
う

口
実

で
し
ば

し
ば
、
そ

の
地

区
に
入

っ
て
来

た
。

金
陵
大
学

は
、
中
央
大
学
と
合
併

し
て

一
九

五
二

年

に
南
京
大
学

と
な

っ
た
。
当
時
中
央
大
学

は
国
民

党

の
陸
軍
病
院

に
な

っ
て
居

り
、
難
民

区

の
外

に
在

っ
た
。
金
陵
大
学

は
難
民
区

の
内

に
あ

り
、

こ
の
様

な
難
民

区
は
当
時
、
南
京

に
は
二
十

五
ケ
処
在

っ
た

が
金
陵
大
学
が

主
な
処

で
あ

っ
た
。

最
初
、

日
本
軍

は

難
民
区

の

住
民

に

向

っ
て
、

「
国
民
党

の
兵
隊

で
あ

る
こ
と
を
名
乗

り
出

た
な

ら

ぽ
故
郷

に
帰
す
」
と
言

っ
た
の
で
、
難
民
区

の
中

に

逃
げ
込

ん
で
い
た
国
民
党

の
敗
残
兵
が
約
七
〇
〇
名

程
度
名
乗
り
出

た
が
、

日
本
軍

は
彼
等
を

三

つ
の
グ

ル
ー
プ

に
別
け

て
殺
し
た
。

一
つ
の
グ

ル
ー
プ

は
南

京
大
学

の

近
く

の

金
銀
街

の
池

の

附
近

で

殺
さ
れ

た
。
第

二
の
グ

ル
ー
プ

は
山

の
方

で
殺
さ
れ

た
が
、

後

に
天
文
台
を
設
け

る
整
地
し
た
と

こ
ろ
多
く

の
人

骨
が
出
て
来
て
解

っ
た
。
そ

の
後

に
も
、

日
本
軍

は

難
民
区

に
入

っ
て
、
右

肩
が
少
し
固

い
者
、
頭

の
上

半
分

が
日

に
焼
け
て
な

い
者
、
人
差

指
が
か
た

い
者

は
元
兵
隊
H

敗
残

兵
と
し
て
連
行

し
て
行

き
、
帰

っ

て
来

な
か

っ
た
。

そ

の
他
、
南
京

に
お
け
る
虐

殺
事

件

に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
私
達

の
方

で
も
調
査
が
進

ん
で
居

な

い
が
、
日
本

で
出
版
さ
れ
た
資
料

(多
分

、
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洞
富
雄
氏

の
著

書
と
思
う
目
筆

者
)

の
中

に
散
見
す

る

こ
と
が
出
来
る
。

又
、

イ
ギ
リ

ス
人
で
当
時
南
京

に
居

た
テ
イ

ソ
バ
ー
リ
イ
氏

が

「外

国
人

の
見

た
目

本

軍

の
暴
行
」
に
も
多
く

の
事
実
が
書

か
れ
て

い
る
。

鈴

木
明
氏
が
日
本
で
色

々
と
反
論

し

「南
京
大
虐

殺

の
ま
ぼ

ろ
し
」

を
書

い
て

い
る
が
、
私
達

は
、
戦

斗
行
為

の
中

で

の
犠
牲
者

の
事

を
言

っ
て

い
る

の
で

は
な
く
、

ジ

ュ
ネ
ー
ブ
協
定

に
違
反

し
た

一
般
市
民

や
、
戦
斗

を
止
め
、
抵
抗

し
て

い
な

い
敗
残
兵
目
捕

虜

に
対
す

る
日
本

軍

の
行
為

を
問
題

に
し
て
い
る
に

も

か
か
わ
ら
ず
、
鈴
木
氏

は
そ
れ

を
混
同

し
て
い
る
。

新

し

い
材
料
と

し
て
は
、
谷
将
軍

の
起
訴
状
が
出

た
の
で

「
歴
史
襠
案
」

の

一
九
八

二
年

の
第
四
期

で

発
表

し
て
い
る
。
又
、
同
誌

に
は
、

一
〇
〇
人
切
り

で
有
名

に
な

っ
た
向
井
敏

明
、
野
田
毅

の
二
人

の
戦

犯
記
録
も
掲
輯
し

て
い
る
9

(
こ
の
資
料

は
筆
者
は

持
帰

っ
て
い
る
)
又
、
谷
部
隊

の
四
五
中
隊
長
で
あ

っ
た
田
中
軍
吉
が
、
軍
刀

(助

広
)
で
三
〇
〇

名

の

中
国
人
を
殺
し
た
記
録
も
在
る
。

こ
の
こ
と
は
、

山

中

峰
太
郎

の

「
皇
兵
」

の
中

に
田
中
が
自
ら
中
国
人

を
殺
す
写
真
と
共

に
出
て

い
る
。

以
上

が
高
先
生

の
話

で
あ

っ
た
。

こ
の
話

で
、

私

が
南
京

事
件

に
つ
い
て
持

つ
て

い
た
疑
問

の
い
く

つ

か
は
解
消

さ
れ
た
。

そ

の

一
つ
は
、
永

い
間

の
日
本

軍

の
中
国
侵
略

の
中
で
、
何
故
南
京

で
殊

に
大

き
な

虐

殺
事

件
が
起

っ
た

の
か
?

第

二
は
、
犠
牲
者

の

数

は
ど
う
し
て
あ

の
様

な
状
況

で
正
確

に
数

え
ら
れ

る

の
か
?

第

二

の
疑
問

に

つ
い
て
は
、
高
先
生
も
言

っ
て
居

ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
側
も
未
だ
正
確

に
解

っ
て
い

な
く
、
紅
十
字
社
等

の
団
体
が
発
表

し
た
も

の
に
よ

っ
て

い
る
が
、
そ

の
後
、
生
き
残

り
の
関
係
者
や
発

掘
等

の
作
業

を
通

し
て
今
後
も
続
け

て
行
く
と

の
事

で
あ

る
。
本
格
的

に
調
査
が
始

っ
た

の
は
昨
年

の
夏

以
来
と

の
事

で
あ

る
。

こ
れ

は
日
本

の
教

科
書
問
題

が
起

っ
て
か
ら

で
あ
り
、
又
、
中
国

の
国
内
事

情
と

し

て
も
四
人
組

の
追
放
後
、
歴
史
研
究
も

「実
事
求

是
」

に
な

っ
た
事

に
も
よ
る
と
思
う
。
そ

の
為
、
今

後
私
と
も
連
絡
し
合

っ
て
相
互

に
南

京
事
件

に
関
す

る
新

し

い
資
料
、

研
究

の
交
換

を
約
束

し
た
。

第

一
の
疑
問

に
つ
い
て
は
、
そ

の
後

の
質
問

の
中

か
ら
も
解

っ
た
事

で
あ
る
が
、
南
京

を
守

っ
て

い
た

国
民
党
軍
は

一
〇

万

で
攻
め
る
日
本
軍

は
二
万
で
あ

っ
た
。
本
格

的

に
は
国
民
党
が
斗

う
意
志

が
在

れ
ぽ

相
当

抵
抗

出
来
た
が
、
早

く
か
ら
南
京

を
放
棄
し
、

重
慶

に
移
動

す
る
事

に
し
て

い
た
為
、
国

民
党

軍

の

戦
意

が
な
く
、
統
制

が
乱

れ
て

い
た
。

そ

の
為
、

日

本

軍
側
と
し
て
は
予
想

以
上

に
早
く
南
京

が
陥
落

し

た
為
、
数

倍
に
余

る
敵

軍
と
捕
虜

を
常

に
相
手

に
し

て
居

り
恐
怖
感
が
在

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
思

わ
れ

る
。

そ

の
上
、
上
海

か
ら
急
速

な
攻
撃

で
食
糧

そ

の

他

の
輸
送

が
充
分

で
な
か

っ
た
。
そ

の
結
果
、

日
本

軍

の
前
線

か
ら
捕
虜

の
取
扱

い
方

に

つ
い
て
師

団
本

部

に
問

い
合

せ
た
処
、

「
捕
虜

を
作

る
な
」
と

の
返

答
が

各

地
で

帰

っ
て
い
る

こ
と
も

そ

の
為

で
あ

ろ

う
。
そ

の
上
、
国
民
党

の
幹
部
が
南
京

を
放
棄
す

る

時
、
揚
子
江

に
近

い
門

を
外

か
ら
閉
ざ

し
た
上
、
す

べ
て
の
船

を
取
上
げ

て
し
ま

っ
た
こ
と
も
、
原
因

の

一
つ
で
あ

る
。
そ

の
上
、
当
時

の
日
本
軍

は
、

ジ

ュ

ネ

ー
ブ
協
定

に

つ
い
て
の
充
分
な
教
育

を
受
け

て
い

な
か

っ
た
。
即

ち
侵
略
軍

で
あ

っ
た
こ
と
等
が
複
合

し
て

「南

京
事
件
」
が
起

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う
と
考

え
ら
れ

る
。

尚
、
高
先
生
と

の
座
談
会

の
席

に
は
当
時

の
様
子

を
直
接
体
験

し
た
証
人

の
具
体
的
な
話
も
聞

い
た
。

そ

の
中

の

一
人

は
東
京
裁
判

に
証
人
と
し

て
証
言
し

た
人
も
あ

り
、
も
う

一
人

は
、
朝

日
新
聞

の
本
多
勝

一
氏

の

「
中
国

の
旅
」

に
出

て
来

る
陳
徳
貴

氏

の
生

々
し

い
体
験
談
を
数
時
間

に
わ
た

っ
て
聞

い
た
が
、

「
東
京
裁
判

の
記
録
」
や
本
多
勝

一
氏

の

「
中
国

の

旅

」
と
重
複
す

る
の
で
本
稿

で
は
省

い
て
お
く
。

翌

日
午
前
中

か
ら
南
京
市
郊
外

の
江
東
郷

に
向

っ

た
。

こ
の
地
方

は
湿
地

で

一
面

に
葦

が
生
え

て
い
た

為

、
南
京

市
内
よ
り
逃
げ
て
来
た
市
民
が
多

く
、
彼

等

は
昼
間

は
葦

の
中

に
小
舟
を
入
れ
て
隠
れ
て
夜
食
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事

を
求

め
て

い
た
。

し
か
し
そ
れ
も

日
本
軍

に
見
付

か
り
、
そ

の
多
く

は
殺

さ
れ

た
り
暴
行
さ
れ

た
。
江

東
郷

に
は
ク
リ
ー
ク
が
在

り
、
当
時
、
木

の
橋
が
架

っ
て

い
た
が
戦
斗

で
焼
け
落

ち
た
。
そ

う
す

る
と

日

本
軍

は
、

そ

の
附
近

の
中
国
人

の
死
体

を
元

の
橋

の

処
に
積

み
上
げ
、
そ

の
上

に
草

を
敷

い
て
橋

に
使

っ

て

い
た

様

で
あ

る
。

し
か
し
、

そ
れ
も

永
続
き

せ

ず
、
木

の
橋
が
架

け
ら
れ
、

「中
島
橋
」
(
グ

ラ
ビ

ア

参
照
)

と
命

名
さ
れ
て

い
た
。
中
島
橋

と
は
、
当
時

揚子江の虐殺のあった倉
庫前の証人(陳 徳貴氏)

 

第
十
六
師

団
長
で
あ

っ
た
中
島
今
朝
吾

中
将

の
名
前

を
と

っ
た
も

の
で
あ
る
。
今

で

は
、

セ
メ
ン
ト

の
新

し

い
橋
が
架

っ
て

い
る
が
永

い
間
、
中
島
橋

の
名
前

が
書

か
れ
て
居

り
、

こ
の
地
方
で
は
有

名
で
あ
る
。

江
東
郷

は
外
国
人
と
し
て
は
私
が
最
初

に
案
内

さ
れ

た
様
で
、

江
東

郷
人
民
政
府
郷
長
を
始

め
、
政

府
関

係
者
と
共

に
、
女
性

一
人
を
含
む
体
験

者
四
名
か
ら

直
接
、
当

時

の
様
子
を
聞
く
事

が
出
来
た
。

ほ
と
ん

ど

の
人
は
家
族
を
目

の
前

で
軍
刀
で
殺

さ
れ
た
り
暴

行
さ
れ

た
体
験
者

で
あ

り
、
話

し
途
中

で
、
当
時

の

事

を
思

い
出

し
て
泣
き
出

し
、
話

し
が
途
切
れ

る
こ

と
が

よ
く
あ

っ
た
。

郷
政
府
事
務
所

で
の
昼
食

の
後
、
話

の
中
島
橋

を

渡

っ
て
、
万
人
抗

に
来

た
。
(
中
国

で
は
多
数

の
死
体

を
埋

め
た
処

か
ら
多
く

の
人
骨

の
出

る
処

を
万
人
抗

と
言

っ
て
い
る
)

こ
こ
は
道

か
ら
少

し
は
ず
れ

た
処

で
、
最
近
畠

の
整
地

を
し
た
処
、
無
数

の
人
骨
が
出

て
来

た
。
私
が
立

っ
た
足

元
に
も
頭
骨
や
手
足

の
骨

が
小
高

い
盛
土
地

一
面

に
無
数

に
散
ば

っ
て
い
る
。

こ
こ
の
万
人
抗

に

つ
い
て
多
分
知

っ
た
人
達
が
亡

く

な

っ
た
り
離
散

し
て
し
ま

っ
た

の
で
解

か
ら
な
く

な

っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
高
先
生

の
話

で
は
、
南

京
市

の
都
市
計
画

に
よ
り
道
路
整
備

や
建
築
現

場
か

ら
今

で
も

多
数

の
人
骨
が

出
て
来

る

と

の
事

で
あ

る
。
そ

の
為
、
手
が
廻
ら
ず

、
こ

の
万
人
抗

の
如
く
、

今

だ

に
雨
曝

し

の
ま
ま
で
あ
る
。
私

は
こ
の
現

場
を

見

て
未

だ
戦
後

は
終

っ
て

い
な
い
と
強
く
感

じ
た
。

第

十
六
師

団

の
中
島
師

団
は
京
都
師
団

で
あ

り
、

京
都

に
は
多
く

の
関
係
者
が
居

る
と
思

う
。
真
相

を

明

ら
か

に
し
て
、
新

し

い
日
中
関
係

を
作

る
た
め
に

も
、
現

代

の
日
本
人

の
思
想

を
考

え
る
た
め
に
も
、

関
係
者

の
勇
気

あ
る
発

言
を
期
待

し
て

い
る
。

尚
、
南
京

攻
略

に
参

加
し
た
四
個

師
団

の
内
、

第

十
六
師

団
以
外
は
約
十
日
間
程

の
南
京
滞
在

の
後

、

万人抗の人骨

 

再
び

中
国
軍

を
追

っ
て
奥

地
に
進

軍
し
た
が
、
第

十

六
師

団
は
南
京
警
備

師
団
と
し

て
南
京

に
残

っ
た
。

そ

の
様
な
関
係
上
、

中
島

師
団

は
南
京
虐

殺
事

件

に

一
番

関
係

が
深

い
。

私
は
今

回

の

「南
京
事

件
」
取
材
旅

行
を
通
じ
て

つ
く
づ
く
思

っ
た
事

は
、

こ
の
前

の
戦

争

に
於
け
る

日
本

の
責
任

の
重
さ
と
、
今

だ

に
そ
れ
が
正
し
く
整

理
さ
れ
て

い
な

い
こ
と
で
あ
る
。

政
府
間

で
は
、

国

交

回
復

に
よ

る
外
交

の
正
常

化

で
終

っ
た

か
も
知
れ

な

い
。
し
か
し
、
中
国
民
族

の
心

の
中

に
は
、
戦

時

中

の
事

は
忘
れ
ら
れ
な

い
だ

ろ
う
。
決

し

て
忘
れ
ら

れ
る
も

の
で
は
な

い
。

こ
の
事

は
振
返

っ
て
、

日
本

人
も

こ
の
事
を
決
し

て
忘
れ

て
は
な
ら
な

い
こ
と

で

あ
る
。

こ
の
戦
争
責
任

を
ど

の
様

に
考
え
、
整
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
だ

ろ
う

か
?

日
本
人

に

と

っ
て
戦
後

の
最
大

の
思
想
的
課
題

で
あ

る
と
私

は

思
う
。

(
た
か
や

さ
だ
く

に

社
会
学
部
助
教
授
)
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