
(最
後
に
置
か
れ
た
宗

の
ワ
ラ
)
I

の
如
き
も
の
だ
っ
た
｡
そ
れ
故
,
満
洲
事
変
は
原
因
で
は
な
い
｡

原
因
で
あ
る
よ
り
も
多
-
結
果

で
あ
る
｡
云
ひ
換

へ
れ
ば
,
満
洲
事
変
は
日
本
の
中
国
侵
略
の
出
発
点
で
は
な
-
,
四
半
世
紀
に
亙
る
中
国
の
排
日
侮
日
政
策
の
必
然

わ
た

的
結
果
で
あ
っ
た
へ
と
筆
者
は
結
論
す
る
｡

第
二
節

四
半
世
紀
の
累
積
因
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満
鉄
包
園
鉄
道
の
完
成

で
は
'
満
洲
事
変
を
生
ん
だ
四
半
世
紀
の
累
積
因
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
｡
｢
算

の

壷

紀
聞
,
満
洲
に
於
け
る
国

際
政
戦
は
主
と
し
て
鉄
道
政
戦
な
り
き
｣
と
リ
ッ
ト
ン
報
告
書
も
述
べ
て
ゐ
る
通
り
,
鉄
道
問
題
は
満
洲
に
於
け
る
日
支
間
の
最
大
争

点
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
如
-
,
実
に
日
露
戦
争
直
後
に
発
生
し
,
幾
多
の
紛
争
を
生
起
せ
し
め
,
し
か
も
そ
れ
ら
が
殆
ど

･M▲よ

未
解
決
の
倭
七
滴
洲
事
変
勃
発
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡

我
国
は
日
露
戦
争
で
満
洲
を
露
国
の
手
中
か
ら
政
ひ
出
し
,
こ
の
荒
蕪
の
地
に
鉄
道
を
敷
き
､
産
業
を
興
し
て
繁
栄
の
基
を
築
き
,

か
つ
関
東
軍
に
よ
っ
て
治
安
を
確
保
し
た
た
め
､
満
洲
に
は
中
国
内
乱
の
惨
禍
及
ば
ず
､
平
和
な
別
天
地
と
し
て
発
展
し
た
｡
中
国
の

戦
乱
を
逃
れ
ん
と
す
る
多
-
の
漢
民
族
が
満
洲
に
流
入
し
,
そ
の
数
は
毎
年
百
万
と
云
ほ
れ
た
｡
斯
-
し
て
辛
亥
革
命
当
時
千
八
百
万

だ
っ
た
清
洲
の
人
口
は
'
満
洲
事
変
の
頃
に
は
三
千
万
に
達
し
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
我
国
が
経
済
開
発
に
努
め
た
結
果
,
満
洲
の
貿
易
は
増
加
し
,
大
連
海
関
が
開
か
れ
た

完

〇
七
年
の
貿
易
額
を

一
〇
〇
と
す

れ
ば
'
二
十
年
後
の

一
九
二
七
年
に
は
,
中
国
本
部
二
六
四
に
対
し
て
満
洲
六
五
五
と
い
ふ
著
し
い
発
展
を
示
し
た
｡
満
洲
の
発
展
が

日
本
の
活
動
に
よ
る
こ
と
は
リ
ッ
ト
ン
報
告
書
も
認
め
る
は
か
な
か
っ
た
｡

満
洲
の
支
配
者
張
作
霧
は
'
鉄
道
の
重
要
性
と
利
益
の
大
な
る
こ
と
を
知
る
に
つ
れ
'
自
己
の
手
で
鉄
道
を
建
設
し
'
仝
満
洲
の
経

済
的
利
益
を
収
奪
せ
ん
と
企
図
す
る
に
至
っ
た
｡

併
し
な
が
ら
'
我
国
の
資
本
と
技
術
に
よ
る
鉄
道
建
設
を
め
ぐ
り
'
工
事
代
金
踏
倒
し
'
借
款
不
払
ひ
等
'
契
約
違
反
や
背
信
行
為

が
絶
え
な
か
っ
た
｡
遂
に
張
作
霧
は
東
三
省
交
通
委
員
会

(昭
和
三
年
九
月
'
張
学
良
は
東
北
交
通
委
員
会
と
改
称
)
を
設
け
て
満
鉄
包
囲

鉄
道
の
建
設
を
計
画
す
る
迄
に
な
り
'
張
作
森

･
張
学
良
の
父
子
二
代
に
亙
っ
て
'
条
約
違
反
の
二
大
併
行
線
を
満
鉄
の
東
西
に
着
々

と
敷
設
へ
こ
の
満
鉄
包
囲
鉄
道
は
昭
和
四
年
に
至
っ
て
完
成
し
た
｡
斯
-
し
て
満
鉄
は
次
第
に
衰
微
自
滅

へ
と
追
込
ま
れ
て
行
っ
た
の

で
あ
る
｡

き
よ
う
し
ゆ

さ
れ
ば
日
本
側
が
こ
の
包
囲
政
策
を

洪

手

傍

観
し
得
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
｡

(註
)
抑
も
併
行
線
問
題
は
遠
-
日
露
戦
争
以
前
'
ロ
シ
ア
が
旅
順
･
大
連
を
租
借
し
て
東
支
鉄
道
の
南
支
線
を
建
設
し
た
時
に
遡
る
｡
即
ち
露
支

旅
大
租
借
条
約
追
加
協
定
第
三
条

(明
治
三
十
1
年
五
月
)
に
於
て
'
東
支
線
擁
護
の
た
め
同
支
線
の
競
争
線
建
設
の
禁
止
を
支
那
に
約
定
せ
し

め
た
の
で
あ
る
｡
日
露
戦
争
の
結
果
'
我
国
は
こ
の
特
権
を
継
承
L
t
更
に
こ
れ
を
明
確
有
効
に
す
べ
-
'
｢
日
清
満
洲
に
関
す
る
条
約
附
属
取

極
｣
(明
治
三
十
八
年
十
二
月
)
第
三
条
に
て

｢清
国
政
府
は
南
滴
洲
鉄
道
の
利
益
を
保
護
す
る
の
目
的
を
以
て
該
鉄
道
を
未
だ
回
収
せ
ざ
る
以

前
に
於
て
は
該
鉄
道
附
近
に
こ
れ
と
併
行
す
る
幹
線
ま
た
は
該
鉄
道
の
利
益
を
書
す
べ
き
枝
線
を
敷
設
せ
ざ
る
こ
と
を
承
認
す
｣
と
約
定
し
た

(第
四
章
第

1
節
)
O
こ
れ
以
後
久
し
き
わ
た
っ
て
併
行
線
問
題
が
日
支
間
に
頻
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
最
初
の
併
行
線
問
題
は
'
1
九
〇
七

年
支
那
が
英
国
ポ
ー
リ
ン
グ
商
会
の
資
本
を
導
入
し
て
新
民
屯
･
法
庫
門
鉄
道
の
建
設
を
計
画
し
'
日
本
が
こ
れ
を
併
行
線
禁
止
協
定
違
反
と
し

て
強
い
抗
議
を
提
出
し
た
時
に
発
生
し
た

(第
四
章
第

1
節
)｡
こ
の
争
ひ
は
結
局
1
九
〇
九
年
(明
治
四
十
二
年
)九
月
四
日
'
日
清
間
に

｢清

国
政
府
は
新
民
屯
法
庫
門
間
の
鉄
道
を
敷
設
せ
ん
と
す
る
場
合
に
は
予
め
日
本
国
政
府
と
商
議
す
る
こ
と
に
同
意
す
｣
と
約
定
せ
ら
れ
'
落
着
し

た
の
で
あ
っ
た
｡
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商
租
権
の
侵
害

一
九

一
五
年
日
華
条
約
で
確
定
さ
れ
た
日
本
人
の
南
満
洲
で
の
土
地
商
租
権
に
対
す
る
侵
犯
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た

(第
五
章
第

1
節
)｡
南
清
洲
及
び
東
部
内
蒙
古
に
於
け
る
日
本
人
の
土
地
商
租
権
は
'
所
謂

｢
二
十

l
ヵ
条
問
題
｣
を
結
着
せ
し
め
た

l
九

1
五

年
五
月
二
十
五
日
の
日
華
条
約
に
基
づ
-
も
の
で
あ
り
'
従
っ
て
条
約
に
根
拠
を
有
す
る
正
当
な
る
権
利
と
し
て
確
立
さ
れ
た
筈
の
も

の
で
あ
っ
た
｡

｢
南
満
洲
及
東
部
内
蒙
古
に
関
す
る
条
約
｣
は
第
二
条
に

｢
日
本
国
臣
民
は
満
洲
に
於
て
各
種
商
工
業
上
の
建
物
を
建
設
す
る
た

め
､
又
は
農
業
を
経
営
す
る
た
め
必
要
な
る
土
地
を
商
租
す
る
こ
と
を
得
｣
と
規
定
L
t
更
に
同
条
約
中
の
商
租
の
解
釈
に
関
す
る
交

換
公
文
に
於
て

｢
第
二
条
の
商
租
の
文
字
に
は
三
十
カ
年
ま
で
の
長
き
期
限
付
に
て
'
且
つ
無
条
件
に
て
更
新
し
得
べ
き
租
借
を
含
む

も
の
と
了
解
｣
す
る
と
い
ふ
字
義
の
註
釈
を
加
へ
て
居
る
の
で
あ
る

(外
務
省

三

要
文
至

上
)｡
｢
商
租
の
無
条
件
更
新
｣
と
は
永
久

に
土
地
を
商
租
し
得
る
権
利

(事
実
上
土
地
の
買
収
所
有
権
)
を
保
証
し
た
も
の
と
云
へ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
支
那
側
は
'
日
本
人
が
満
洲
で
土
地
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
願
望
は
'
租
借
'
買
入
れ
､
或
は
抵
当
権
に
よ
る
と
を
間

は
ず
'
｢
満
洲
を
買
収
せ
ん
と
す
る
｣
日
本
の
国
策
の
証
左
な
り
と
解
釈
し
､
従
っ
て
支
那
官
憲
は
こ
ぞ
っ
て
'
満
洲
で
土
地
を
入
手

せ
ん
と
す
る
日
本
人
の
努
力
を
妨
害
せ
ん
と
試
み
た
の
で
あ
る
｡
し
か
も
そ
れ
は
昭
和
六
年
九
月
直
前
三
'
四
年
間
'
支
那
の

｢
国
権

回
復
連
動
｣
が
最
も
激
烈
を
極
め
た
時
'
そ
の
勢
ひ
は
益
々
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た

(了

ッ
-
ン
報
告
至

)｡

土
地
商
租
権
に
関
す
る
種
類
の
条
約
は
'
そ
の
実
施
上
'
別
段
の
協
定
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
支
那
側
は
未
だ
に
そ
の
細

目
協
定
が
成
立
し
て
ゐ
な
い
の
を
口
実
と
し
て
､
条
約
締
結
以
来
十
五
年
に
わ
た
っ
て
条
約
上
の
責
任
を
実
行
し
な
い
の
み
か
'
更
に

進
ん
で
特
に
日
本
人
の
居
住
営
業
に
対
し
て
圧
迫
を
加
へ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
0

即
ち
支
那
側
は
日
華
条
約
調
印
後

1
カ
月
を
経
た

7
九

1
五
年
六
月
二
十
四
日
付
大
総
統
令
を
以
て

｢
懲
弁
国
賊
条
例
｣
な
る
刑
事
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特
別
法
規
を
発
布
し
,
日
本
人
に
土
地
を
商
租
し
た
者
は

｢売
国
罪
｣
と
し
て
死
刑
に
処
す
こ
と
を
き
め
た
の
で
あ
る
｡

嘉

で
は
日
本
と
の
間
の
条
約
に
よ
っ
て
土
地
商
租
権
そ
の
他
を
公
約
し
な
が
ら
,
他
方
に
於
て
締
約
当
事
者
が
条
約
成
文
を
無
効

な
ら
し
め
,
条
約
を
内
側
か
ら
突
き
崩
す
が
如
き
禁
令
を
発
す
る
な
ど
,
凡
そ
近
代
文
明
国
家
の
行
為
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る

が
､
こ
の
や
う
な
常
軌
を
逸
し
た
無
法
と
不
誠
実
に
よ
っ
て
,
支
那
は
常
に
自
ら
国
際
紛
議
の
旺
芽
を
培
っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
日
華
条
約
調
印
翌
年
の
完

一
六
年
十
二
月
,
奉
天
当
局
は

｢
担
保
と
し
て
使
用
し
た
る
'
或
は
担
保
の
名
に
於
て
売
却
し
た

る
地
券

(土
地
証
明
書
)
は
無
効
な
-
｣
と
の
省
令
を
公
布
し
,
更
に
翌
年
十
二
月
に
は

｢
担
保
と
し
て
地
券
を
使
用
し
た
る
者
'
或

は
担
保
の
名
目
の
下
に
土
地
皇

冗
却
し
た
る
者
は
売
国
犯
罪
者
と
し
最

扱
ふ
｣
と
の
省
令
を
公
布
し
'
こ
の
両
省
令
は
以
後
そ
の
ま

ま
実
施
さ
れ
昭
和
六
年
満
洲
事
変
当
時
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
｡

更
に
昭
和
四
年

(
五

二
九
年
)
七
月
,
奉
天
省
政
府
は

｢
懲
治
-

国
土
暫
行
条
例
｣
を
制
定
し
て
管
内
各
地
方
官
に
密
令
L
t

外
国
人
に
対
す
る
土
地
の
抵
当
聖

を
厳
禁
し
,
こ
れ
に
違
反
す
る
者
を
死
刑
そ
の
他
罰
金
に
処
す
こ
と
と
L
t
こ
の
法
令
は
過
去
に

遡
っ
て
ま
で
適
用
さ
れ
,
か
-
て
は

完

一
五
年
日
華
条
約
も
全
然
空
文
に
帰
し
,
日
本
人
の
南
満
洲
に
於
け
る
商
租
権
行
使
は
仝
-

不
可
能
に
な
つ
た
｡

表
に
国
際
条
約
を
結
び
な
が
ら
,
裏
で
は
そ
れ
の
遵
守
を
-

す
る
と
云
ふ
背
信
的
な
-

の
国
策
あ
る
い
は
二
重
笠

そ
の
も
の

が
,
日
支
商
粗
権
紛
争
の
最
大
原
因
を
な
し
て
き
た
こ
と
は
間
違
ひ
な
い
と
思
は
れ
る
0

排
日
教
育
の
徹
底

国
民
党
の
組
織
が
整
ひ
,
活
動
力
が
充
実
す
る
と
共
に
､
排
日
運
動
も
組
織
化
さ
れ
,
満
洲
事
変
前
に
は
'
政
府
の
革
命
外
交
と
歩

調
を
合
は
せ
て
,
排
日
運
動
も
国
家
的
背
景
を
も
っ
た
官
民

壷

の
行
動
と
な
り
,
絶
対
至

の
国
是
の
如
き
も
の
と
し
て
'
国
民
各

界
各
層
に
深
-
浸
潤
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
｡
南
京
の
国
民
改
装

主
体
と
な
っ
て
排
日
を
奨
励
又
は
強
制
す
る
法
律
を
布
き
'
訓
令

305 第10章 清洲事変



を
発
L
t
学
校
に
於
て
排
日
教
育
を
行
な
ひ
'
軍
隊
に
於
て
排
日
宣
伝
を
な
し
､
排
日
唱
歌
,
排
日
軍
歌
を
歌
は
し
め
,
か
く
し
て
国

民
の
胸
裡
に
抜
き
難

い
排
月
感
情
を
植
付
け
た
の
で
あ
る
｡
斯
か
る
排
日
教
育
に
於
て
は
,
勿
論
､
自
国
の
罪
科
責
任
は
事
実
を
歪
曲

36

の
う
し
よ
う

し
て
こ
れ
を
隠
し
'
た
だ
日
本
の
圧
迫
を
誇
大
に
列
挙
し
て
無
知
な
兵
隊
を
煽
り
,
純
真
な
る
児
童
の
脳
梁

を
混
乱
せ
し
め
た
の
で
あ

つ
た
｡

排
日
教
育
を
受
け
た
学
童
が
'
数
年
或

い
は
十
数
年
経
て
ば
支
那
を
動
か
す
青
壮
年
に
成
長
し
て
ゆ
-
の
で
あ
り
,
排
日
教
育
の
与

へ
る
害
毒
に
は
恐
る
べ
き
も
の
が
あ

っ
た
｡

排
日
記
事
は
地
理
'
歴
史
'
国
語
'
唱
歌
､
公
民
,
社
会
､
常
識
等
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
教
科
書
に
散
在
し
た
の
で
あ
り
,
そ
の
中
心

題
目
は
日
本
帝
国
主
義
打
倒
で
あ

っ
た
｡

具
体
的
な
排
日
項
目
と
し
て
は
不
平
等
条
約
の
撤
廃
,
日
活
戦
争
の
馬
関

(
↑
関
)
条
約
の
不
当
,
義
和
団
事
件
最
終
議
定
書
に
於

け
る
損
失
､
大
正
四
年
日
支
交
渉

(
二
十

一
ヵ
条
)
の
攻
撃
,
琉
球

･
台
湾

･
朝
鮮
を
支
那
領
土
と
主
張
,
関
東
州
租
借
地
の
返
還
要

求
'
五

二
二
'
五

･
九
㌧
五

･
三

〇
等
を
国
恥
記
念
日
と
し
て
鼓
吹
,
日
本
の
満
蒙
進
出
反
対
､
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
,
関
税
自
主
権

を
力
説
'
内
河
航
行
権
反
対
'
鉄

苧

鉱
山

･
紡
績
等
日
本
の
事
業
上
に
よ
る
支
那
の
損
害
,
日
貨
排
斥
,
国
貨
使
用
の
提
唱
な
ど
で

あ
る
｡

排
日
教
材
は

｢
日
本
民
族
は
生
来
侵
略
を
好
む
民
族
で
あ
る
｡
-
⊥

(新
中
華
歴
史
課
本
高
級
用
第
四
冊
),
｢
九
州
の
南
に
面
し
て
琉

球
'
台
湾
及
び
湛
湖
列
島
が
あ
る
｡
数
十
年
前
は
皆
我
国
の
属
地
で
あ

っ
た
｡
九
州
の
西
北
方
に
あ
る
朝
鮮
半
島
も
我
国
か
ら
奪
ひ
去

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
-
⊥

(高
級
地
理
課
本
第
四
冊
)
の
如
く

日
本
人
を
生
来
の
侵
略
者
と
し
,
琉
球
は
お
ろ
か
朝
鮮
ま
で
支
那
の

領
土
と
主
張
し
'
教
育
す
る
の
で
あ
る
か
ら
､
反
日
感
情
が
俄
烈
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
ら
う
｡

日
々
の
生
活
面
に
於
て
は
伝
単

(ビ
ラ
の
こ
と
)
を
撒
き
'
璽

口
を
広
め
,
通
行

･
登
下
校

･
買
物
中
の
日
本
人
に
威
嚇
暴
行
を
加

へ
'
脅
迫
す
る
｡
列
車
の
運
行
を
妨
害
す
る
等
々
,
日
本
人
居
留
民
の
生
活
万
端
に
亙
っ
て
有
形
無
形
の
圧
迫
を
加

へ
た
の
で
あ
る
｡

日
支
懸
案
､
実
に
三
百
件

こ
の
や
う
な
排
日
気
運
の

結
果
と
し
て
,
支
那
兵
の
侮
日
行
為
,
鉄
道
妨
害
,
日
支
官
憲
衝
突
事
件
も
事
変
前
に
は
文
字
通
-
枚
挙

に
遥
な
き
程
発
生
し
た
｡

関
東
軍
参
謀
部
の
調
査
に
よ
れ
ば
,
昭
和
二
年

盲

か
ら
同
五
年
十
二
月
ま
で
発
生
し
た
満
蒙
関
係
事
件
は

いとま

次
の
通
り
で
あ
る

(『現
代
史
資
料
11
ヒ
｡

.

昭
和
二
年

三
十

一
件

ヱ

二
年

三
十
七
件

〃
四
年

七
十
七
件

ク
五
年

九
十
五
件

計

二
百
四
十
件

そ
の
他
,
在
満
朝
鮮
人
迫
害
や
テ
ロ
な
ど
,
事
変
発
生
当
時
,
満
洲
を
め
ぐ
る
日
支
間
の
懸
案
は
実
に
三
百
件
を
上
回

っ
て
ゐ
た
｡

満
洲
に
は
危
険
な
ガ
ス
が
充
満
し
て
居
り
,
ど
ん
な
小
さ
な
火
花
で
も
容
易
に
大
爆
発
の
原
因
た
り
得
た
の
で
あ
る
｡
斯
か
る
空
気

の
中
,
昭
和
六
年
初
夏
,
満
洲
官
憲
に
よ
る
在
満
朝
鮮
人
農
民
迫
害
を
め
ぐ

っ
て
日
支
警
官
が
対
立
す
る
と
い
ふ
万
宝
山
事
件
が
発
生

し
た
｡
事
件
そ
の
も
の
は
過
去
数
年
間
満
洲
に
発
生
し
た
紛
争
に
比
し
て
重
大
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
が
'
誇
大
な
報
道
が
朝
鮮
で
激

烈
な
反
支
暴
動
を
生
み
､
そ
れ
が
今
度
は
中
国
で
排
日
を
激
化
せ
し
め
'
遂
に
事
変
勃
登

別
に
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
｡

実
力
行
使
を
誘
発
し
た
中
村
大
尉
殺
害
事
件

し
か
も
同
じ
時
期
,
参
謀
本
部
の
中
村
震
太
郎
大
尉
が
中
国
軍
に
殺
害
さ
れ
る
事
件
が
発
生
し
た
が
'
『
リ

ッ
ト
ン
報
告
書
』
は
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｢
中
村
事
件
は
他
の
如
何
な
る
事
件
よ
り
も

一
層
日
本
人
を
憤
慨
せ
し
め
'
遂
に
は
満
洲
に
関
す
る
日
支
懸
案
解
決
の
た
め
実
力
行
使

を
可
と
す
る
の
激
論
を
聞
-
に
至
｣
っ
た
と
記
し
て
ゐ
る
｡

参
謀
本
部
の
中
村
震
太
郎
大
尉
は
井
杉
延
太
郎
予
備
騎
兵
曹
長
と
共
に
'
白
系
露
人

1
名
'
蒙
古
人

l
名
を
連
れ
'
兵
要
地
誌
調
査

ィ
レ
ク
テ

ノ
ロ
ノ

の
た
め
昭
和
六
年
六
月
九
日
'
東
支
鉄
道
･
伊

爾

克

特

駅
よ
り
南
行
'
輿
安
嶺
に
入
り
南
に
向
つ
た
｡
同
月
二
十
六
日
'
索
倫
東
方
に

於
て
屯
墾
軍
第
三
団
長

･
関
玉
衝
の
指
揮
す
る
支
那
兵
に
輔

へ
ら
れ
'
翌
二
十
七
日
大
尉
及
び

一
行
は
玉
衛
の
手
に
よ
っ
て
射
殺
さ

れ
'
死
体
は
証
拠
摩
滅
の
た
め
焼
き
す
て
ら
れ
た
｡

こ
の
殺
害
の
情
報
は
関
玉
衛
の
妾
の
日
本
婦
人

(植
松
菊
子
)
か
ら
日
本
側

(チ
チ
ハ
ル
総
領
事
)
へ
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

(七
月
十
七
日
)O

一
方
関
東
軍
も
中
村
ら

一
行
が
予
定
の
期
日
に
到
着
せ
ぬ
た
め
'
七
月
上
旬
よ
り
捜
査
を
開
始
し
た
が
'
同
下
旬
に

な
っ
て
植
松
菊
子
と
も
接
触
'
事
件
の
核
心
を
掴
ん
だ
｡
軍
は
直
ち
に
奉
天
軍
側
と
交
渉
を
開
始
す
る
と
共
に
'
威
力
捜
査
に
出
で
ん

と
し
た
が
中
央
部
の
容
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず

(片
倉
衷

冒

想
の
満
洲
国
』
)'
交
渉
は
軍
よ
-
外
交
機
関
に
移
さ
れ
た
〇
八
月
十
七

日
へ
外
交
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
が
'
支
那
側
は
'
交
渉
開
始
後
も
事
件
の
調
査
を
約
束
し
な
が
ら
遷
延
L
t
事
件
の
真
相
解
明
の
た
め

に
誠
意
あ
る
努
力
を
な
さ
ず
'
の
み
な
ら
ず
支
那
側
新
聞
は
'
さ
か
ん
に
中
村
大
尉
殺
害
事
件
は
無
根
で
あ
る
と
の
報
道
を
掲
載
し

た
｡
ま
た
王
正
廷
外
交
部
長
も
中
村
事
件
は
仝
-
事
実
無
根
で
'
満
洲
に
は
好
ん
で
事
を
構

へ
る
不
良
ご
ろ
つ
き
日
本
人
が
多
い
の

で
'
お
そ
ら
-
こ
の
連
中
が
控
遷
し
た
宣
伝
で
あ
る
と
言
明
し
た
た
め
'
軍
関
係
者
は
い
よ
い
よ
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
｡

日
本
国
内
の
新
聞
は
支
那
の
非
道
を
糾
弾
L
t
大
連
の
新
聞
は
中
央
と
政
府
の
無
策
を
難
じ
た
｡
八
月
下
旬
の
清
洲
は

｢事
実
上
交
戦

直
前
の
状
態
｣
(臼
井
勝
美

蒜

洲
事
変
』
)
で
あ
っ
た
と
も
云
は
れ
'
正
に

｢
山
雨
至
ら
ん
と
し
て
風
楼
に
満
つ
る
｣
(片
倉
前
掲
書
)
の

緊
迫
し
た
空
気
と
な
っ
た
｡
最
後
の
解
決
の
時
期
が
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

し
ん

事
態
の
重
大
化
を
認
識
し
た
栄

環

参

謀
長
が
中
村
大
尉
殺
害
の
事
実
を
全
面
的
に
承
認
し
た
の
は
'
漸
く
九
月
十
八
日
午
後
三
時
に

至
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
｡
支
那
側
が
殺
害
の
事
実
を
認
め
た
こ
と
で
'
交
渉
は
次
の
段
階
に
移
ら
ん
と
し
た
が
'
時
す
で
に
遅
く
,
こ

の
日
の
夜
､
柳
条
溝
事
件
の
勃
発
を
み
た
の
で
あ
る
｡
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事
変
の
経
過
概
要

′-

ス
チ
ム
ソ
ン
の
不
承
認
主
義

柳
条
溝
事
件
の
直
後
､
中
国
は
事
件
を
国
際
連
盟
に
提
訴
し
た
｡
そ
の
数
日
後
'
故
国
は
事
変
に
関
す
る
声
明
を
発
L
t
日
本
が
満

洲
で
何
ら
領
土
的
欲
望
の
な
い
こ
と
'
日
本
の
希
望
は
'
日
本
人
が
正
当
な
権
利
に
基
づ
い
て
平
和
裡
に
満
洲
で
居
住
営
業
で
き
る
こ

と
で
あ
る
と
述
べ
た
｡
日
本
が
満
洲
で
領
土
的
欲
望
を
有
し
な
い
t
と
云
っ
た
の
は
嘘
で
は
な
い
｡
そ
の
後
我
国
は
'
満
洲
を
軍
事
力

で
併
合
で
き
た
に
も
拘
ら
ず
'
こ
れ
を
併
合
せ
ず
､
独
立
国
と
し
た
事
実
を
考
へ
て
み
れ
ば
よ
い
｡

九
月
三
十
日
'
連
盟
理
事
会
は
日
本
軍
の
速
か
な
る
付
属
地
内

へ
の
撤
退
を
決
議
し
た
の
に
対
し
て
'
幣
原
外
相
は
'
付
属
地
へ
撤

兵
す
る
に
は
日
支
平
常
関
係
回
復
の
た
め
の
大
綱
を
協
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
､
五
項
目
協
定
案
を
十
月
十
四
日
ブ
リ
ア
ン
議
長

に
通
告
し
た
が
'
ブ
リ
ア
ン
は
反
対
の
意
志
表
示
を
行
な
っ
た
｡

(註
)
日
本
提
案
の
五
項
目
と
は

(
こ

侵
略
的
政
策
又
は
行
動
を
せ
ぬ
旨
の
相
互
宣
言
｡

(二
)
敵
慌
心
煽
動
を
押
へ
る
た
め
一
切
の
手
段
を
と
る
旨
の
相
互
約
束
｡

(≡
)
日
本
は
満
洲
を
含
む
支
那
の
領
土
保
全
を
尊
重
す
る
意
思
を
再
確
認
す
る
｡

(四
)
支
那
は
清
洲
に
於
け
る
日
本
人
の
居
住
旅
行
'
平
和
的
事
業
の
保
護
を
約
束
す
る
0

(五
)
破
壊
的
競
争
を
防
止
し
､
満
洲
に
於
け
る
鉄
道
に
関
す
る
日
支
間
の
現
存
条
約
を
実
施
す
る
協
定
を
結
ぶ
｡
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