
日
中
戦
争
の
発
火
点
に
な
っ
た
島
驚
糊

事
件
回
（
１
９
３
７
年
７
月
７
日
）
か
ら
８０

年
。
泥
沼
化
し
た
戦
況
か
ら
抜
け
出
せ
な
い

ま
ま
、
中
国
か
ら
の
撤
兵
を
拒
否
し
た
日
本

は
、
米
国
と
の
対
立
を
深
め
、
４
年
後
、
対
米

葵
戦
に
突
入
す
る
。
そ
し
て
敗
北
し
た
。
日
中

戦
争
と
は
何
だ
つ
た
の
か
、
歴
史
家
の
秦
郁

彦
さ
ん
に
聞
い
た
。
（
聞
き
手

　

笹
森
春
樹
）

　

ー
ー
慮
溝
橋
事
件
を
ど
う
と

ら
え
て
い
ま
す
か
。

　

「
日
本
側
は
と
も
あ
れ
、
中

国
側
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
て

き
た
点
に
注
目
し
た
い
。

５０
年

目
に
あ
た
る
１
９
８
６
年
に
、

塵
溝
橋
の
現
場
で
戦
っ
た
中
国

軍
の
大
隊
長
（金
振
坤）
の
証

言
が
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
中
国
側
ば
、
国
民
党
政
権

の
史
観
を
継
承
し
、
日
本
軍
の

計
画
的
陰
謀
と
主
張
し
て
き
た

の
で
す
が
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
、

中
国
軍
兵
士
に
よ
る
偶
発
的
発

砲
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
局
地
の

小
紛
争
と
し
て
収
拾
で
き
た
の

に
、
相
互
の
誤
認
と
不
信
に
よ

っ
て
、
全
面
戦
争
へ
拡
大
し
て

し
ま
つ
た
の
で
す
」

ー
ー
直
溝
橋
事
件
の
実
情
が

知
れ
る
と
、
五
分
五
分
の
責
任

論
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
れ

故
に
、
中
国
と
し
て
は
、
公
定

史
観
を
見
直
す
政
治
的
必
要
性

が
生
じ
た
の
で
は
。

　

「
そ
う
思
い
ま
す
。
だ
か
ら

私
は
、

８０
周
年
に
、
新
し
い
公

定
史
観
を
打
ち
出
す
か
な
と
注

視
し
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
、

一
昨
年
の
政
治
局
会
議
で
習
近

平
主
席
が
提
議
し
、
今
年
１
月

発
行
の
国
定
教
科
書
の
記
述

で
、
戦
争
の
呼
称
を
そ
れ
ま
で

の
『
８
年
抗
戦
』
か
ら
『
１４
年

抗
戦
』
に
改
め
た
の
で
す
」

　

「
つ
ま
り
、
抗
日
戦
争
の
起

点
を
、
罰
年
で
は
な
く
、
教
科

書
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
き

た
３１
年
の
満
州
事
変
（
９
・
燭

日中戦争誤認と不信で拡大
慮
溝
橋
細
年
「
偶
発
な
削
提
中
国
が
史
観
変
更

事
変
）
に
変
え
た
わ
け
で
す
。

中
国
共
産
党
が
国
民
党
（
台
湾
）

史
観
の
継
承
か
ら
脱
し
、
目
前

の
国
定
史
観
を
確
立
し
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま

す
」ー

ー
日
本
で
も
、
満
州
事
変

か
ら
終
戦
ま
で
を
１５
年
戦
争
と

呼
ぶ
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん

歴
史
家

　

日中戦争研究の第一人者。
大蔵省勤務を経て、米プリン
ストン大大学院客員教授、拓
殖大、千葉大、日大教授など
を歴任。著書に『日中戦争史』
『直溝橋事件の研究』など。

ね
。

　

「
も
う
１０
年
以
上
前
に
な
り

ま
す
が
、
１５
年
戦
争
論
者
の
一

人
が
中
国
の
学
会
で
、
中
国
も

同
調
す
る
よ
う
説
い
た
ら、
賛

成
者
が
多
か
っ
た
と
、
う
れ
し

そ
う
に
語
っ
て
い
ま
し
た
。
た

だ
し
、
正
確
に
は
１３
年
１１
か
月

な
の
で、
中
国
の
研
究
者
は
１５

山東省山西省

殺遠省

チヤハル省

年
で
は
な
く
、
１４
年
戦
争
と
言

い
換
え
た
の
で
し
ょ
う
」

　

「
と
も
あ
れ
、
満
州
事
変
は
、

関
東
軍
に
よ
る
自
作
自
演
の
鉄

道
爆
破
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
が

よ
く
知
ら
れ
て
お
り、
弁
護
の

余
地
が
な
い
だ
け
に、
中
国
が

日
本
を
責
め
る
新
た
な
カ
ー
ド

に
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

ー
ー
天
皇
陛
下
が
戦
後
７０
年

の
２
０
１
５
年
の
年
頭
に
際

し
、
「
満
州
事
変
に
始
ま
る
戦

争
の
歴
史
を
十
分
に
学
ぶ
こ
と

が
大
切
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
ね
。

　

「
満
州
事
変
へ
の
関
心
が
薄

れ
か
け
て
い
た
だ
け
に、
私
も

陛
下
の
さ
り
げ
な
い
感
想
に
接

し
て
、
は
っ
と
し
ま
し
た
。
関

連
し
て
想
起
し
た
の
は
、
昭
和

　

だ
対

天
皇
の
明
察
で
す
。
瞳
溝
橋
事

　

ね
。

件
の
１０
日
前
、
一
触
即
発
の
日

　　

「

中
関
係
を
憂
慮
し
、
中
国
国
民

　

拡
大

政
府
へ
思
い
き
っ
た
譲
歩
を
す

　

中
央

る
た
め
、
前
例
の
な
い
御
前
会

　

が
し

譲
を
開
こ
う
と
し
た
故
事
の
こ

　

た
。

と
で
す
」

　　　　　　　　

藤
章

　

「
こ
の
と
き
の
焦
点
は
、
蒋

　

白
い
γ

介
石
を
中
心
と
す
る
中
国
の
統

　

反
応

一
を
認
め
、
華
北
分
離
工
作
国

　

石
原

を
停
止
す
る
こ

と
に
ぁ
り
ま
し

　

編
集
委
員
が

た
。
昭
和
天
皇

　　　　　　　　

　

　

は
、
衆
望
を
担

三十一
瞥
雲
霞

　

戸

つ

首
相
に
話

　　　

．ご鱒
為
に

『
せ

　

　
　
　
　

　　

　
　　　　　　
　

　

　　　　　　

　

　
　
　

い
た
ば
か
り
の

近
衛
文
瞳、
肇

北
工
作
の
中
止
を
唱
え
て
い
た

　

っ
て

外
相
の
広
田
弘
毅、
参
謀
本
部

作
戦
部
長
の
石
原
莞
爾
ら
の
知

略
を
ま
と
め
上
げ
れ
ば
、
避
戦

の
見
込
み
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
、
と
判
断
し
た
の
で
し
ょ
う
」

　

「
し
か
し
、
内
大
臣
の
湯
浅

倉
平
、
元
老
の
西
園
寺
公
望
ま

で
伝
え
た
段
階
で
、
慮
溝
橋
事

件
が
発
生
し
、
不
発
に
終
わ
り

ま
す
。
日
中
戦
争
を
回
避
す
る

最
後
の
機
会
を
逃
し
た
の
は
惜

湾日中戦争関連年表

　

　　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

５

　

１

　

１

　

迄

７
８
１２

１

　

１

　

１

７

　

　

　
　

　

　　

　

　　　　

　　　

　　　

　　

　　

　　

　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　

　　

し
ま
れ
ま
す
が
、
昭
和
天
皇
の

勘
の
良
さ
に
は
感
銘
し
ま
す
」

ー
ー
問
題
は
満
州
事
変
の
成

功
体
験
に
昧
を
し
め、
華
北
を

第
二
の
満
州
国
に
と
も
く
ろ
ん

だ
対
中
強
硬
派
の
策
動
で
す

ね
。

　

「
現
場
の
支
那
駐
屯
軍
は
不

拡
大
方
針
で
す
が
、
関
東
軍
や

中
央
の
強
硬
分
子
は
、
事
あ
れ

か
し
の
一
撃
論
に
傾
き
ま
し

た
。
参
謀
本
部
作
戦
課
長
の
武

藤
章
は
、
事
件
の
第
一
報
に
『
面

白
い
こ
と
が
始
ま
っ
た
ね
』
と

反
応
し
、
上
司
で
不
拡
大
論
の

石
原
を
突
き
上
げ
、
３
個
師
団

の
派
兵
を
承
知

さ
せ
ま
す
。
近

衛
首
相
も
広
田

外
相
も
優
柔
不

断
。
石
原
が
『
南

京
に
飛
ん
で
落

介
石
と
話
し
台

つ
て
く
れ
』
と
要
望
し
て
も
、

動
き
ま
せ
ん
で
し
た
」

　

「
蒋
介
石
も
、
日
本
政
府
や

軍
部
へ
の
不
信
感
を
強
め
、
ド

イ
ツ
の
和
平
仲
介
を
断
り
、
徹

底
抗
戦
を
決
意
し
ま
す
」

　

「
日
中
と
も
に
全
面
戦
争
を

望
ま
な
い
ま
ま
に
、
ず
る
ず
る

と
泥
沼
の
長
期
戦
に
は
ま
り
込

み
ま
し
た
。
宣
戦
布
告
も
な
か

っ
た
支
那
事
変
は
、
１
９
４
１

年
に
対
米
英
の
大
東
亜
戦
争
に

吸
収
さ
れ
、
支
戦
場
な
が
ら
、

終
戦
ま
で
１
０
０
万
の
日
本
軍

が
く
ぎ
付
け
に
な
り
ま
す
」

　

ー
ー
図
ら
ず
も
国
民
政
府

は
、
第
２
次
大
戦
の
戦
勝
国
に

列
し
ま
す
が
、
直
後
か
ら、
国

民
政
府
と
共
産
党
の
内
戦
が
再

発
。
嫌
年
に
中
華
人
民
共
和
国

が
成
立
し
、
共
産
党
が
漁
夫
の

利
を
得
た
形
に
な
り
ま
す
ね
。

　

「
毛
沢
東
主
席
は
、
訪
中
し

た
日
本
の
政
治
家
や
元
軍
人

が
、
謝
罪
を
ロ
に
す
る
と
、
『
日

本
軍
が
国
民
政
府
軍
と
戦
っ
て

撃
破
し
て
く
れ
た
お
陰
で
す
。

む
し
ろ
、
感
謝
し
た
い
』
と
答

え
て
い
ま
す
。
共
産
党
に
と
っ

て
は
国
民
政
府
打
倒
が
最
優
先

で
し
だ
か
ら、
毛
発
言
は
本
音

で
し
ょ
う
」

ー
ー
こ
れ
か
ら
の
日
中
関
係

に
つ
い
て
の
展
望
は
。

　

「
文
化
大
革
命
後
の
中
国
は
、

混
迷
と
停
滞
が
半
永
久
的
に
続

く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
ま

し
た
が
、
そ
の
予
想
は
外
れ
ま

し
た
。

９０
年
代
以
降
の
中
国
は
、

高
度
成
長
路
線
を
ひ
た
走
り
、

今
や
米
国
と
並
ぶ
世
界
の
ス
ー

パ
ー
パ
ワ
ー
（
超
大
国
）
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
奇
跡
的
な
現

実
を
、
先
入
観
抜
き
に
評
価
す

べ
き
で
し
ょ
う
。
体
制
は
違
い

ま
す
が
、
自
己
改
革
に
よ
る
成

熟
に
期
待
し
つ
つ
、
つ
か
ず
離

れ
ず
の
ク
ー
ル
な
友
好
関
係
を

維
持
し
た
い
も
の
で
す
」

は
た

　　

い
く
ひ
こ

秦．
郁
彦
氏
８４

　　　　　　　　　　　　　

　

　　

　

　

　　　
　　　

　　　　

　

　

　

　　

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

鯨濯ぎ萎醗酵密議薦灘標準機瓢霧灘’，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　
海た騒ぎ羊自彊品星瀕拳駿馨二割灘繋ぎ，慶ば毒馨掴瞬ぎｉ誼
回繋簿強 剛事変の成功体験謙墓参；謬灘議聾鰻 掛鰐ふ卵麦置き罰
大した。

押醗昆，鷺裏讐遁擬離籍１蟻難てき議 霜鰹議き髭 あせ～

，纏
は河北省の別称）防共自治政府を誕生さ

し
策
共

　　　
ら
う
称

　　　
政
立
省

民
樹
北

　

０

　　　　

「
ーミ．・・．・．．・ｉ＊１…－－キま；１１．‘．・・・１１１ｌｔ；－ーｌｒ．ー｝；ーー，１，．・．１

拡大中国旧陸軍を想起

兼年戦争畜呼ぶにしろ
；
１４Ｌ

－
－

変から昭和の戦争は始まっ 、ず濁

艶の掛、菅本陸軍力青進めた 轟きか
本
は

変
日
作

事

　

、
工

州
間
離

満
の
分

カ

　

ｏ
で
北

変
た
ま
華

　

ヒ分離工作は、華北をも奪おうとし
ている、との中国の警戒心を高めた。
瞳溝橋事件が偶発的に起きたにせよ、
起こるべくして起きたといえよう。

　

「弱い支那」は、一撃を加えれば屈服
するはずだという一撃論といい、日本
は中国をなめていた。 それから８０年後
の中国は、強大な国家に変貌し、こわも

．略


