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三
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十
月

戦
場
,̂)し
て
の
支
那
の
地
勢
に
就
い
て
}小
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琢

治

二

支
那
と
い
ふ
国
が
古
代
か
ら
文
献
を
完
全
に
保
存
し
凍
っ
た
鮎
で
政
界
何
れ
の
文
化
民
族
に
も
優
越
し
て
ゐ
る
こ

と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
.
我
々
漢
文
を
僻
す
る
も
の
に
は
此
の
文
戯
が
戒
々
の
方
南
の
歴
史
的
研
究
に
督
っ
て
役
立

つ
の
で
あ
る
か
､
不
串
に
し
て
此
の
薯
盃
な
資
料
を
基
礎

だ
し
た
支
那
の
地
理
研
究

は
案
外
に
少
な
い
や
う
で
あ

る
○何

故
に
現
今
の
日
本
の
尊
者
択
支
那
の
文
胤
を
忽
諸
に
附
し
て
ゐ
る
か
ど
い
ふ
に
'
そ
れ
は
蓬
だ
し
て
何
時
も
引

令
に
出
さ
れ
る
自
愛
三
千
丈
の
形
容
詞
を
楯
E
L
で
'
詩
<
の
聯
中
に
潜
-
管
の
誇
張
を
以
て
.
洗
文
で
書
か
れ
た

あ
ら
ゆ
る
文
書
の
惜
低
を
批
判
す
る
も
の
で
.
太
白
を
し
て
地
下
に
苦
笑
せ
し
む
る
の
み
な
ら
ず
.
泉
両
目
に
畢
生

の
心
力
を
傾
注
し
た
無
数
の
単
著
も
そ
れ
で
は
地
下
に
限
す
る
こ
E
が
出
水
ま
い
ど
想
は
れ
る
.

取
壊
1]
し
て
の
支
那
の
地
勢
11
就
い
て

賢
れ
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然
れ
ど
も
此
外
に
ま
だ
日
本
の
学
者
で
多
少
渡
文
の
素
養
の
あ
る
も
の
に
も
支
那
の
材
料
を
利
率
的
に
使
ひ
こ
な

し
得
な
い
理
由
が
あ
る
｡
そ
れ
は
我
々
の
畢
ん
だ
桝
の
挽
文
の
教
科
書
た
る
経
史
子
集
の
四
部
共
に
之
を
教
へ
る
単

著
す
ら
そ
の
文
句
に
食
ま
れ
た
現
質
的
の
意
轟
を
解
輝
し
得
ぬ
朋
が
多
-
'
唯
だ
文
字
の
解
聯
だ
け
で
既
に

一
生
を

凝
す
に
足
-
p
活
限
を
開
い
て
活
書
を
讃
む
方
針
を
畢
生
に
吹
き
込
み
得
L･6
い
｡
従
っ
て
現
在
の
高
等
敦
膏
を
受
け

た
科
学
者
に
指
を
鼎
に
汲
め
し
め
る
様
に
導
き
得
な
い
の
も
敢
て
怪
む
に
足
ら
ぬ
.

地
理
に
関
す
る
支
那
の
文
戯
を
紹
介
す
る
こ
と
は
本
麓
の
目
的
で
な
い
が
.
浅
薄
な
が
ら
我
々
の
従
妹
此
の
方
面

の
研
究
を
試
み
た
所
か
ら
概
括
す
れ
ば
'
我
々
が
支
那
の
地
理
書
を
通
し
て
地
勢
交
通
等
の
地
方
誌
上
の
脅
識
を
牲

る
の
に
職
堺
の
経
過
を
辿
る

7
途
が
蚤
も
良
い
だ
い
ふ
こ
E
で
あ
っ
た
.
支
那
の
地
誌
中
に
於
で
持
初
願
朔
南
の
編

纂
し
た
讃
史
方
輿
紀
妻
の

一
書
が
明
清
の

一
統
志
に
優
っ
た
有
用
の
地
理
審
た
る
こ
E
は
東
洋
史
を
畢
ぶ
も
の
～
周

-
知
る
所
で
あ
っ
て
p
其
の
歴
史
に
及
ぼ
し
た
地
鞘
樽
に
地
勢
の
致
泉
を
犀
利
な
る
史
眼
で
論
断
し
た
の
は
賓
に
面

白
い
の
で
あ
る
｡

1HⅣ

私
の
初
め
で
支
那
地
誌
に
指
を
教
め
た
の
は
在
畢
中
に
毒
樫
譜
嶋
諒
を
編
纂
し
た
時
で
.
褒
考
書
と
し
て
此
の
方

輿
紀
要
､
婁
幣
府
志
等
を
盛
者
し
た
が
.
故
島
田
博
士
の
門
を
叩
い
て

1
謁
を
乞
ひ
.
快
-
引
見
せ
ら
れ
て
畢
殖
が

該
博
で
識
見
の
透
徹
し
た
発
生
の
口
か
ら
-
P
曲
等
の
諸
寄
の
番

一
等
の
史
料
た
る
を
説
明
さ
れ
て
､
愈
心
を
曳
え

た
ど
同
時
に
支
那
‥地
拙.･岬
の
償
偲
.判
断
の
確
信
を
滑
し
た
｡



明
治
四
十
四
年
支
那
革
命
の
煙
火
が
武
月日
に
起
っ
た
将
に

T
文
を
革
し
て
常
時
の
太
陽
誌
上
に
公
に
し
た
の
-
I

此
等
の
地
誌
だ
支
那
康
代
の
史
書
か
ら
平
生
有
し
た
意
見
の

丁
端
を
逓

べ
た
に
止
-
p
敢
て
清
朝
の
凍
路
を
汲
言
し

た
評
で
な
か
っ
た
｡
瞥
時
の
愚
見
は
次
に
重
複
を
厭
は
サ
略
逓
す
る
如
-
'
挽
口
武
昌
が
北
京
南
京
ĵJ
共
に
三
角
形

の
隅
角
に
雷
-
'
大
軍
野
だ
い
ふ
大
展
開
の

.i
角
で
揚
子
江
だ
い
ふ
風
下
を
通
し
て
酉
は
背
面
に
湖
南
望

月
や
四
州

に
通
じ
.
又
た
東
は
南
京
上
海
ビ
い
ふ

】
大
屋
屋
ビ
見
た
支
那
の
表
玄
関
に
通
す
る
も
の
で
p
此
魔
が
火
元
た
る
出

火
は
頗
る
屈
大
望

息
義
が
あ
る
ビ
考

へ
た
の
で
.あ
る
｡
東
低
凱
が
戊
を
例
に
し
て
鰐
膚
を
覆
し
た
こ
だ
は
盆
-
漁
想

せ
な
ん

だが
p
此
の

7
股
的
判
断
は
中
ら
な
～
.ど
も
達
-
は
な
か
っ
た
｡

此
の
後
十
除
年
に
亘
PD
民
国
政
府
の
一名
あ
っ
て
質
は
暦
靭
滞
鏡
の
践
屈
に
も
将
し
た
不
統

1
の
形
勢
が
機
番
し
っ

ゝ
あ
つ
た
の
が
.
今
回
突
戯
江
蘇
漸
瀧
開
督
蟹
の
閲
に
戦
端
が
開
か
れ
p
又
た
奉
天
荘
隷
両
督
寮
の
間
に
も
滞
決
裂

し
.tJ
l
昨
年
失
敗
し
た
張
作
罫
が
背
面
か
ら
再
び
北
京
を
衝
い
て
食
滞
の
乱
を
雪
が
ん
ビ
ザ
る
形
勢
だ
な
っ
た
.r
億

馬
燈

の如
-
時
移
す
る
形
勢
は
各
省
督
軍
の
向
背
金
-
不
明
で
あ
る
上
に
列
国
の
墳
戒
干
渉
又
は
援
助
だ
い
ふ
厄
介

な
開
蘭
も
あ
っ
て
.
其
の
慶
化
は
何
人
も
逆
賭
し
艶
耕
し
難
い
の
で
あ
る
か
ら
.
我
々
は
再
び
事
々
下
っ
て
虎
凄
将

の
注
意
を
惹
-
に
足
る
ビ
思
ふ
か
ら
.
簡
単
に
支
那
に
起
る
戦
軍
に
射
し
て
地
域
的
要
因
が
過
去
に
於
で
如
何
に
働

い
た
か
を
述
べ
て
p
他
の
要
因
が
加
は
ら
ぬ
場
食
を
考

へ
て
見
る
.

職
場
そ
し
て
の
支
那
の
地
勢
_こ
就
い
て
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支
那
の
こ
と
を
静
す
る
に
瞥
っ
て
常
に
北
支
那
だ
南
支
那
を
封
丑
さ
せ
る
が
'
此
の
置
別
は
藻
塩
及
び
恨
山
即
ち

兼
良
撤
山
脈
の
分
水
嶺
の
あ
る
内
部
に
於
で
判
然
た
る
も
'
是
よ
h
束
で
は
揚
子
江
k)黄
河
の
流
域
の
中
間
に
推
河

だ
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て
是
ビ
揚
子
江
k)
の
分
水
鼎
た
る
堆
陰
帥
ち
堆
筒
の
山
地
は
著
し
い
連
薦
し
た
山
脈
が
な
い
の

で
p
南
北
を
遍
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
.
之
に
反
し
て
北
京
漢
ロ
だ
換
子
江
口
に
近
い
鎮
江
の
達
E
を
蝕
ん
だ

銀
塊
な
等
脚
三
角
形
の
地
域
は
大
髄
に
於
で
中
央
の
大
卒
野
地
笛
だ
署
倣
し
待

ペ
-
.
揚
子
江
が
其
の
底
連
を
成
し

江
北
に
今
述
べ
た
准
陰
の
山
地
が
あ
つ
て
も
P
そ
れ
は
中
央
の
大
贋
問
が
人
側
附
に
な
っ
て
敷
居

7
つ
で
隔
て
た
位

の
関
係
を
成
す
に
過
ぎ
ぬ
｡

今
の
京
漢
餓
遮
銀
は
略
ば
西
側
の

7
脚
蓮
に
沿
ふ
い
の
で
.
其
の
二
等
分
鮎
に
近
い
虚
が
山
西
河
南
に
連
亙
す
る

大
行
寵
山
の
大
き
な
地
塵
の
問
を
破
っ
て
黄
河
の
大
卒
野
に
出
る
地
鮎
で
あ
っ
て
'
此
の
河
谷
は
野
方
に
通
す
る
長

オ
ル

ド
ス

廊
下
を
成
し
'
其
の
奥
に
河
曲
ビ
滑
水
だ
に
よ
で
固
ま
れ
た
南
北
に
長
い
駅
西
邪

爾

固

斯

の

一
店
が
奥
座
敷
の
形
を

成
し
p*
の
鏑
京
､成
陽
'
長
安
と
い
ふ
骨
原
帥
ち
今

の
西
安
が
此
の
両
河
の
倉
沈
黙
を
支
配
す
る
魔
を
占
め
て
天
下

に
報
命
し
た
0
盛
れ
で
も
三
.四
百
肝
も
あ
る
山
地
を
隔
て
～
ゐ
る
の
で
､現
今

以
上
に
交
通
機
関
に
乏
し
い
時
代
で

は
長
押
馬
腹
に
及
ば
ぬ
不
便
を
戚
じ
た
の
は
雷
魚
で
あ
っ
た
.
政
に
周
代
に
於
で
既
に
政
の
廊
下
の
年
漁
に
在
る
伊

洛
雨
水
の
倉
溌
仙卿
に
近
い

洛
陽
を

弟
二
の
首
都
芭
し
て
蒔
囲
諸
侯
を
地
底
に
骨
同
せ
し
め
.
上人
戒
の
侵
入
を
受
け
て



幽
王
が
観
山
で
梨
さ
れ
た
後
に
更
に
此
の
時
々
出
張
す
る
膳
接
室

へ
引
移
つ
!LJ
の
が
用
の
来
遊
で
.
轟
が
周
に
代
-

雄
が
更
に
之
に
代
っ
て
就

7
し
た
時
に
同
じ
-
威
陽
長
安
を
骨
牌
だ
し
､
政
治
上
ビ
同
時
に
経
済
上
の
中
心
ビ
せ
ん

と
し
て
天
下
の
富
豪
を
此
魔
に
集
め
ん
ビ
斌
み
ね
が
.
中
兜
政
府
が
張
力
の
英
主
を
犬

へ
は
中
原
に
教
徒
が
蜂
起
し

て
兵
力
で
之
を
撃
破
す
る
こ
亡
が
出
蒸
す
に
破
滅
す
る
外
な
か
っ
た
.

政
の
周
の
来
遊
を
除
儀
な
-
し
た
原
因
は
歴
史
に
は
翠
に
幽ー
王
が
暴
君
で
家
城
に
惑
溺
し
て
路
に
犬
戎
に
麗
は
れ

た
こ
E
に
な
っ
て
ゐ
る
が
.
私
の
支
那
地
震
史
を
調

べ
た
魔
で
は
幽
王
の
二
年
に
西
周
三
川
(軽
洞
洛
三
水
の
流
域
)

■

に
大
地
震
が
あ
っ
て
､
伯
陽
父
だ
い
ふ
先
見
の
人
が
周
は
購
さ
に
u
ん
ど
す
だ
漁
言
し
た
位
に
激
烈
を
極
め
た
.
是

は
恐
ら
-
は

1
九
二
〇
年
の
甘
葡
地
震
よ
-
も
温
か
に
大
き
-
'
嘉
覇
三
十
四
年
二

五
五
五
年
)
の
山
蘭
駅
西
河
南

三
省
に
跨
る
者
だ
匹
敵
す
る
支
那
最
大
の
地
震
で
あ
っ
た
ら
-
ビ
想
は
れ
る
.
従
っ
て
其
後
九
年
に
し
て
犬
戒
の
侵

入
し
た
の
は
此
の
奥
座
敷
の
大
鑑
塊
に
乗
じ
た
強
盗
の
如
き
も
の
で
'
儒
家
は
其
の
原
因
を
只
女
色
の
み
に
蹄
し
て

ゐ
る
が
賓
は
幽
王
が
其
夜
営
に
努
力
せ
ず
に
ゐ
た
罪
を
免
れ
ぬ
の
で
'
蛮
地
は
或
は
二
千
徐
年
間
過
大
の
菟
非
か
艶

群
が
を
被
っ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
o
此
事
は
本
年

一
月
の
薮
文
誌
上
に
詳
栽
し
た
が
'
大
地
震
に
よ
っ
て
国
防
が

根
本
か
ら
棟
数
さ
れ
る

1
例
と
し
て
p
我
々
地
業
国
民
の
撃
滅
す

べ
き
所
で
あ
る
ビ
信
す
る
か
ら
序
に

二
青口す
る
?

今
鑑
錘
側
の
重
鎮
た
る
典
保
守
の
繰
る
河
南
府
洛
陽
は
舌
代
か
ら
政
の
如
き
位
置
を
占
む
る
魔
で
'
若
し
載
舘
が

三
百
除
年
前
の
如
-
iii
だ
し
て
人
馬
梅
林
を
軍
資
だ
し
て
'
新
ら
し
い
武
舘
ビ
弾
薬
執
カ
を
要
せ
ぬ
な
ら
ば
p
又
た

取
場
モ
し
て
の
支
那
の
地
勢
に
就
い
て

宅

三

五
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若
し
撞
洞
洛
ビ
扮
水
(山
西
)
の
流
域
全
部
を
背
面
の
領
土
だ
し
た
な
ら
ば
'
南
淡
六
朝
の
間
に
常
に
天
下
を
統

1
し

た
形
勝
の
地
慣
た
る
碓
氷
の
種
路
に
穫
っ
て
東
都
の
歴
史

を
作
る
か
も
知
れ
ぬ
Q

熱
れ
tr/J
も
叡
近
の
戦
軍
に
婁
す
る
材
料
は
蘇
泰
の
い
っ
た
韓
の
餓
で
泰
の
甲
を
祈
る
yJ
い
ふ
如
き
簡
単
な
も
の
で

な
-
'
欧
洲
職
軍
に
於
で
行
ほ
れ
た
如
-
工
場
を
動
員
し
て
軍
資
の
供
給
を
充
す
や
-
に
支
那
内
地
の
工
業
が
進
む

ま
で
は
河
南
の
秋
色
を
飾
る
雪
の
如
き
鼎
我
か
ら
爆
薬
叡
製
造
す
る
事
も
.
大
平
野
西
蓮
の
地
盤
を
構
成
す
る
石
炭

紀
岩
僚
中
の
石
衣
YJ
蛾
鋸
か
ら
赫
種
鋼
を
精
頗
す
る
こ
ど
も
出
雄
ぬ
.｡
政
等
の
材
料
の

一
部
は
塊
状
で
は
漢
陽
製
威

所
に
仰
げ
る
静
で
二

二
囲
鼎
遺
骨
時
の

1
磯
の
弟
肉
で
ぁ
っ
た
剃
州
即
ち
今

の
湖
北
の
首
府
武
邑
浅
口
漢
陽
の
王
子

都
骨
に
過
去
の
地
勢
上
の
悪
童
ビ
金
-
薫
っ
た
戦
略
上
の
意
義
が
生
じ
て
ゐ
る
の
は
面
白

い
O
奥
将
軍
が
志
を
得
る

に
は
湖
北
ビ
直
錬
両
省
を

左
右
の
手
の
如
-
自
由
に
俊

へ
る
か
否
か
を
知
ら
ぬ
が
､
恐
ら
-
は
近
年
の
加
-
外
資
輸

_

入
の
途
が
杜
絶
し
て
新
ら
し
い
覇
工
業
の
金
歯
が
興
ら
ぬ
現
状
に
於
て
は
是
も
鎗
-
多
-
は
期
徹
し
得
ら
れ
ま
い
.

此
の
結
果
は
今
回
の
戦
軍
に
於
て
奉
天
新
江
両
軍
に
射
し
て
内
線
作
戦
の
便
益
を
有
す
る
荘
練
軍
側
に
在
っ
て
p

金
力
以
外
に
豊
富
な
物
資
供
給
の
漁
の
開
け
セ
敵
軍
に
対
し
著
し
-
不
利
で
あ
る
.
故
に
山
東
督
軍
営
も
自
由
に
臓

優
し
待
て
青
島
の
門
戸
か
ら
も
供
給
を
耽
ら
ぬ
ぼ
な
ら
ぬ
〕

何
は
此
虞
に

1
言
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
洛
陽
及
び
開
封
の
雨
音
首
都
の
交
通
上
の
地
理
関
係
で
あ
る
｡

階
の
洛
陽
衆

の
開
封
が
骨
都
だ
し
て
存
意
し
た
時
代
に
は
今
の
沢
黄
河
ビ
並
患
す
る
押
河
の
水
蓮
が
非
常
に
潜
運
用
に
役
立
っ
た



も
の
で
ー
楊
州
に
集
ま
る
江
南
の
物
資
を
骨
都
に
述
ん
だ
帝
兼
で
あ
っ
た
｡
今
之
に
代
る
-
の
が
南
京
の
対
岸
浦
口

に
通
す
る
津
浦
親
だ
布
蘭
説
の
両
線
で
之
を
連
絡
し
て
洛
陽
の
酉
ま
で
交
通
の

l
大
動
脈
ど
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

河
南
蟹
が
馬
を
奥
山
弟

一
峰
に
丑
で
得
る
だ
す
れ
ば
此
の
幹
線
が
駅
西
山
西
の
諸
師
園
を
運
ん
だ
時
で
あ
る
か
ど
想

像
さ
れ
p
南
京
に
前
進
根
接
地
を
有
す

る
現
状
は
曹
操
や
符
整
な
し
て
地
下
に
垂
鈍
に
堪

へ
ぎ
ら
し
め
る
も
の
が
あ

る
評
で
あ
る
｡

内
銀
作
戦
に
於
け
る
直
隷
軍
の
便
益
は
曲
の
如
-
.自
国
の
手
か
ら
回
収
し
望
月
漢
般
}J
海
蘭
線
だ
が
あ
る
外
に
､

之

に
加

ふ

る
に
天
津
か
ら
浦
口
に
通
ず
る
津
浦
線
だ
て
籍
二
の
脚
蓮
に
治
ふ
た
幹
線
が
あ
る
｡
青
島
か
ら
の
物
資

も
此
の
一般
上
の
酵
頂
に
集
ま
る
魔
で
'
山
東
省
は
宛
か
も
大
頗
間
の
束
に
附
随
し
た
小
玄
関
を
特

っ
た
側
室
の
任
意

を
占
め
.
直
緑
野
の
南
京
集
中
に
は
最
も
重
要
な
交
通
線
で
あ
る
｡
周
代
に
於
て
葬
樋
盆
が
五
覇
の
骨
k
Jな
っ
た
の

は
其
封
土
の
東
を
開
い
て
郎
選
即
ち
今

の
青
島
や
班
鞘
を
海
港
だ
し
て
海
上
交
通
に
よ
る
経
済
上
の
地
位
が
他
の
諸

侯
に
麓
越
し
た
に
在
っ
て
'
此
の
後
商
に
呉
越
発
が
次
第
に
朝
興
し
.
六
囲
ビ
な
つ
で
も
密
は
常
に
東
方
の
強
固
た

る
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
｡
秦
末
以
後
天
下
の
乱
世
に
な
る
毎
に
山
東
に
割
櫨
す
る
豪
傑
が
出
て
天
下
を
軍
は
ん
だ
し

た
の
は
此
の
地
理
的
位
置
が
基
礎
を
成
す
の
で
あ
る
｡

而
し
て
永
い
屡
史
上
に
江
経
の
問
に
漢
の
高
職
明
の
大
瓶
の
.

如
き
天
下
就

T
の
英
蓬
を
成
し
た
の
に
反
し
て
､
此
魔
か
ら
は
痘
公
以
後
に
中
腰
の
腹
を
経
た
例
を
見
な
い
の
も
事

賓
で
p
そ
れ
は
背
面
に
廃

い
福
士
を
開
拓
し
得
な
い
､
何
魔
ま
で
も
小
玄
関
に
薦

い
た
側
室
た
る
以
上
の
資
格
が
な

戦
場
1)
し
て
の
支
那
の
粗
砂
,1
就
い
て

慧

屯

忠



地

1

球

弟
二
容

葬
四
戟

塔
内

A

い
ど
い
ふ
敏
鮎
が
あ
る
か
ら
で
あ
ら
-
ビ
想
は
れ
る
｡

従
っ
て
山
東
は
統

7
遊
動
を
封
助
す
る
有
力
な
る
.
7
勢
力
ど
な
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
､
南
北
両
側
が
之
を
手
に

入
れ
る
ビ
否
ど
に
よ
っ
て
屡
勢
力
の
均
衡
を
左
石
す
る
に
足
る
も
の
は
あ
つ
て
も
､
其
の
運
動
の
盟
主
だ
は
な
･｡
待

な
い
で
あ
ら
う
｡

(
未
完
)

東
森
七
観
之
雄
也
.
韓
秦
魂
之
門
戸
也
'
貌
山
東
之
要
.
天
下
之
脊
也
､
趨
河

北
之
強
固
也
.
燕
附
藤
並
'
以
翁
重
老
也
.
番
東
海
之
衷
也
'
港
南
服
之
勤

也
､
泰
用
汚
碓
遠
交
近
攻
之
業
.
先
城
韓
､
次
滅
超
'
次
城
醜
､
次
滅
楚
'
攻

城
燕
､
鉾
城
代
'
乃
滅
啓
や
於
是
罷
侯
置
守
'
舟
天
下
薦
三
十
六
郡
､
文
中
宮

越
澄
田
郡
､
始
点
改
段
'
山
東
之
衆
蓮
而
亡
秦
'

項
羽
還
日
成
陽
'
分
王
諸
藩
､
楚
虜
四
.
親
分
題
二
'
奔
奔
馬
三
'
燕
分
属

三

親
分
湾
二
.
蹄
分
渇
二
'
秦
分
属
三
.
拝
漢
中
名
四
､
撰
遠
足
三
泰
.
蓬

発
向
而
軍
天
下
.
墜
守
成
皐
.
卒
中
華
楚
'
天
下
大
足
､
足
部
長
安
'

願
租
南
蘭
史
方
輿
紀
宴
巻

二

二


