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103 書評と紹介

吉
田
律
人
著

『
軍
隊
の
対
内
的
機
能
と
関
東
大
震
災

ー
明
治
・
大
正
期
の
災
害
出
動
ー
』

本
書
の
魅
力

軍
隊
が
国
民
や
他
機
関
か
ら
期
待
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

時
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
軍
隊
は
そ
の
期
待
に
、
ど
の
よ
う
な
理

由
で
、
ど
こ
ま
で
答
え
る
べ
き
な
の
か
。
本
書
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
、

従
来
の
軍
隊
を
対
象
と
し
た
研
究
と
は
全
く
異
な
る
分
析
視
角
を
持
つ

こ
と
に
よ
っ
て
答
え
た
書
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
全
く
異

な
る
分
析
視
角
と
は
、
軍
隊
の
活
動
を
戦
争
で
な
く
、
災
害
対
応
に
則

し
て
検
証
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
書
を
通
じ
、
戦
争
を
媒

介
と
し
て
国
民
の
生
命
財
産
を
奪
う
軍
隊
像
に
対
し
て
、
災
害
を
媒
介

と
し
て
国
民
の
生
命
財
産
を
守
る
軍
隊
像
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
ゆ
え
に
本
書
は
日
本
軍
研
究
に
限
定
し
て
も
、
そ
こ
に
新
た

書
評
と
紹
介

大

江

洋

代

な
論
点
を
差
し
加
え
た
書
と
し
て
の
地
位
を
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
戦
後
を
生
き
る
日
本
人
は
、
有
事
に
備
え
た
組
織
・
装

備
・
能
力
を
有
す
る
自
衛
隊
に
対
す
る
期
待
の
多
く
の
部
分
を
「
災
害

派
遣
」
に
寄
せ
て
お
り
、
自
衛
隊
に
よ
る
災
害
救
援
活
動
を
奇
異
に
は

思
わ
な
い
。
東
日
本
大
震
災
後
に
お
け
る
世
論
調
奔
に
よ
れ
ば
、
自
衛

隊
に
「
良
い
印
象
を
持
っ
て
い
る
」
と
匝
答
し
た
者
が
前
回
調
壺
に
比

(
2
)
 

較
し
て

11
％
も
上
昇
し
た
と
い
う
結
果
も
記
憶
に
新
し
い
。
こ
の
よ
う

に
我
々
は
、
実
力
を
有
し
た
組
織
の
そ
の
力
を
生
か
し
た
災
害
救
援
活

動
を
頼
も
し
く
思
い
、
そ
れ
が
組
織
へ
の
期
待
に
つ
な
が
る
こ
と
に
つ

い
て
身
を
も
っ
て
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
本
書
が
清
新
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
戦
前
軍
隊
に
お
け
る

「
災
害
派
遣
」
を
初
め
て
体
系
的
に
歴
史
学
の
俎
上
の
載
せ
た
点
に
つ

き
る
。
そ
も
そ
も
戦
後
自
衛
隊
の
「
災
害
派
遣
」
と
国
民
と
の
関
係
と

は
異
な
り
、
約
十
年
お
き
に
戦
争
を
繰
り
返
し
て
い
た
戦
前
の
軍
隊
の

本
分
や
国
民
の
軍
隊
へ
の
期
待
や
支
持
基
盤
は
、
軍
事
力
そ
の
も
の
に

あ
っ
た
と
い
う
強
固
な
研
究
前
提
が
存
在
し
て
い
る
。
軍
隊
研
究
の
新

潮
流
と
い
わ
れ
る
軍
隊
と
地
域
研
究
・
軍
隊
の
社
会
史
研
究
で
さ
え
、

軍
隊
が
「
暴
力
装
置
」
で
あ
る
こ
と
を
一
応
の
前
提
に
し
て
行
わ
れ
て

き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
軍
隊
研
究
者
は
現
在
に

お
け
る
自
衛
隊
の
「
災
害
派
遣
」
と
国
民
感
情
の
関
係
を
知
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
戦
前
軍
隊
に
お
け
る
軍
隊
と
災
害
の
関
係
を
研
究
対
象
と

す
る
と
い
う
発
想
を
持
つ
こ
と
自
体
が
難
し
か
っ
た
。
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し
か
し
筆
者
は
、
戦
争
の
た
め
に
あ
る
軍
隊
と
い
う
前
提
を
実
に
注

意
深
く
踏
ま
え
つ
つ
も
、
軍
隊
の
機
能
に
は
従
来
研
究
の
範
疇
に
あ
る

外
敵
へ
の
備
え
と
し
て
の
「
対
外
的
機
能
」
の
他
に
、
国
内
の
暴
動
や

災
害
に
対
応
す
る
「
対
内
的
機
能
」
が
存
在
し
た
の
だ
と
い
う
整
理
を

行
っ
て
み
せ
る
。
そ
し
て
「
対
内
的
機
能
」
を
具
現
化
す
る
軍
隊
の
出

兵
を
暴
動
鎮
圧
と
警
備
に
あ
た
る
「
治
安
出
動
」
と
、
被
災
者
の
救
援

に
あ
た
る
「
災
害
出
動
」
の
二
つ
に
分
か
つ
。
二
者
の
う
ち
、
研
究
の

厚
い
暴
動
鎮
圧
の
機
能
を
取
り
除
い
て
、
残
る
機
能
で
あ
る
「
災
害
出

動
」
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
。
社
会
を
混
乱
に
陥
れ
る
災
害
時
、
警
察
や

各
レ
ベ
ル
の
地
方
行
政
機
関
や
国
民
は
軍
隊
に
何
を
求
め
、
こ
れ
に
対

し
、
軍
隊
は
ど
う
答
え
て
い
こ
う
と
し
た
の
か
。
明
治
の
建
軍
か
ら
、

「
災
害
出
動
」
の
山
場
と
な
っ
た
関
東
大
震
災
ま
で
を
射
程
と
し
て
、
法

的
な
整
備
か
ら
、
実
際
の
対
応
ま
で
を
体
系
的
に
解
き
明
か
し
て
い

く
。
具
体
的
に
は
、
災
害
に
対
す
る
軍
隊
自
身
の
考
え
方
と
他
機
関
の

考
え
方
と
の
異
同
・
「
災
害
出
動
」
に
お
け
る
軍
隊
と
地
方
行
政
機
関
や

警
察
と
の
棲
み
分
け
・
「
災
害
出
動
」
に
対
す
る
国
民
の
要
望
や
反
応
が

浮
き
彫
り
に
な
る
。
用
い
ら
れ
る
史
料
は
、
政
治
家
・
出
動
し
た
将

兵
・
被
災
者
等
に
至
る
ま
で
の
各
レ
ベ
ル
の
公
文
書
・
私
文
書
・
新
聞

等
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
動
き
が
並
行
的
か
っ

T
寧
に
実
証
さ
れ
る
。

ゆ
え
に
、
本
書
の
主
人
公
は
軍
隊
と
い
う
よ
り
も
、
災
害
に
遭
遇
し
た

軍
隊
と
そ
れ
以
外
の
機
関
、
そ
し
て
被
災
者
の
様
々
な
要
望
が
錯
綜
す

る
空
間
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
軍
隊
に
お
け
る

2
 

「
災
害
出
動
」
の
場
と
な
る
「
軍
事
的
空
間
」
と
定
義
す
る
。
言
わ
ば
災

害
空
間
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
軍
事
史
で
も
あ
り
、
災
害
史
で

も
あ
り
、
民
衆
史
・
行
政
史
・
都
市
史
で
も
あ
る
、
と
い
う
既
定
の
研

究
枠
組
み
で
は
括
れ
な
い
叙
述
と
な
っ
て
い
る
点
も
魅
力
で
あ
る
。

第
1
章

本
書
の
内
容

陸
軍
の
創
設
と
出
兵
制
度
の
成
立

国
内
治
安
維
持
機
能
の
担
い
手
の
整
備
、
と
い
う
従
来
に
見
ら
れ
な

い
視
点
か
ら
陸
軍
の
創
出
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
章
で
あ
る
。
建
軍
以

来
、
治
安
維
持
の
担
い
手
は
、
藩
兵
、
鎮
台
兵
、
警
察
へ
と
変
化
し
て

い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
制
度
の
整
備
と
鎮
台
制
度
の
整
備
と
を
交

差
さ
せ
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
第
一
段
階
の
藩
兵
か
ら
鎮
台

兵
へ
の
変
化
は
、
廃
藩
置
県
後
、
地
方
長
官
側
が
軍
隊
指
揮
権
を
失
い
、

非
常
時
に
際
し
て
は
地
方
長
官
側
が
鎮
台
に
協
議
す
る
と
い
う
ル
ー
ル

が
明
確
に
な
っ
て
い
く
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
第
一
一
段
階
の
鎮
台

兵
か
ら
警
察
へ
の
変
化
は
、
警
察
の
整
備
・
充
実
を
に
ら
み
な
が
ら
行

わ
れ
た
憲
兵
の
創
設
と
運
用
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
る
。
激
化
事
件
対

応
の
具
体
例
か
ら
、
憲
兵
と
は
警
察
と
軍
隊
の
間
に
あ
っ
て
、
警
察
で

は
手
に
負
え
な
い
非
常
時
、
軍
隊
が
出
て
行
く
ま
で
の
緩
衝
材
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
て
陸
軍
の
治
安
維
持
機

能
は
後
景
に
退
い
て
い
く
。
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第
2
章
東
京
衛
成
地
の
形
成

前
章
で
全
国
的
な
治
安
維
持
体
制
の
枠
組
み
が
示
さ
れ
た
の
ち
、
本

章
で
は
東
京
衛
戌
地
と
い
う
一
地
域
に
照
準
が
合
わ
せ
ら
れ
る
。
「
災

害
出
動
」
の
場
と
な
る
駐
屯
部
隊
毎
の
警
備
担
当
地
域
で
あ
る
衛
戌
の

成
立
過
程
と
そ
の
展
開
が
、
東
京
衛
戌
地
を
事
例
に
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
ま
ず
、
同
衛
戌
地
の
内
部
に
軍
事
施
設
が
ど
の
よ
う
に
プ
ロ
ッ
ト

さ
れ
た
の
か
、
空
間
的
な
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
。
国
内
の
安
定
と
警

察
の
整
備
を
背
景
と
し
て
、
治
安
維
持
機
能
を
低
減
さ
せ
た
軍
隊
は
、

当
初
位
置
し
て
い
た
都
心
部
を
離
れ
て
い
っ
た
。
実
際
の
衛
戌
勤
務
を

め
ぐ
っ
て
は
、
東
京
第
一
師
団
が
、
軍
隊
教
育
を
中
心
と
す
る
部
隊
運

営
を
妨
げ
る
も
の
と
解
し
て
お
り
、
同
師
団
が
衛
戌
勤
務
の
軽
減
を
求

め
て
い
た
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
筆
者
は
、
衛
戌
の
勤
務
の
軽
減
を

求
め
、
軍
隊
教
育
を
本
務
と
位
置
付
け
る
軍
隊
の
姿
を
、
軍
隊
の
「
対

内
的
機
能
」
と
「
対
外
的
機
能
」
と
が
相
克
し
て
い
る
様
相
と
し
て
と

ら
え
る
。
ま
た
、
日
清
日
露
戦
争
に
対
応
し
て
い
く
軍
隊
は
、
「
対
内
的

機
能
」
を
一
貰
し
て
低
減
さ
せ
て
い
く
が
、
日
比
谷
焼
き
討
ち
事
件
で

は
、
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ
っ
た
警
察
に
比
し
て
、
軍
隊
が
最
終
的
な
治

安
維
持
機
能
を
果
た
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ゆ
え
に
事
件
当
時
、
新

聞
上
で
は
「
非
難
さ
れ
る
警
察
」
と
「
支
持
さ
れ
る
軍
隊
」
と
い
う
構

図
が
生
ま
れ
た
と
す
る
。

第
3
章
軍
隊
の
災
害
出
動
制
度
の
確
立

第
2
章
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
軍
隊
の
治
安
維
持
行
動
の
枠
組
み
を
踏

ま
え
、
本
章
で
は
い
よ
い
よ
、
救
護
活
動
を
主
目
的
と
し
た
「
災
害
出

動
」
制
度
の
形
成
と
展
開
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
明
治
初
期
に

は
、
災
害
に
対
処
す
る
能
力
も
意
思
も
な
か
っ
た
軍
隊
が
、
一
八
八
五

年
淀
川
大
洪
水
あ
た
り
か
ら
、
災
害
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で

「
災
害
出
動
」
機
能
を
充
実
さ
せ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
検
証
さ
れ
る
。

こ
の
分
析
に
お
い
て
は
、
地
方
官
側
か
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
の
み
軍
隊

が
出
動
で
き
る
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
出
兵
後
も
、
軍
隊
が
地

方
官
側
の
権
限
や
意
向
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
「
災
害
出
動
」
が
制
度
化
さ
れ
る
背
景
に
お
い
て
重
視
す
べ
き
点
と

し
て
、
社
会
の
側
か
ら
軍
隊
の
側
へ
の
要
望
が
あ
っ
た
こ
と
を
掲
げ

る
。
一
九

0
七
年
水
害
で
は
、
災
害
対
応
が
部
隊
の
裁
量
に
任
せ
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
対
し
て
社
会
か
ら
不
満
が
出
た
が
、
こ
う
し
た
軍
隊
の

災
害
対
応
へ
の
不
満
が
顕
在
化
し
た
の
が
日
露
戦
後
で
あ
っ
た
こ
と
に

筆
者
は
注
目
す
る
。
日
露
戦
後
に
お
け
る
軍
隊
の
課
題
は
、
国
民
と
の

関
係
を
再
絹
・
強
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
徴
兵
制
で
集
め
ら
れ
た
兵

士
を
軍
事
以
外
に
用
い
る
こ
と
に
反
対
す
る
意
見
も
あ
っ
た
が
、
国
民

と
軍
隊
の
接
近
を
支
え
る
手
段
と
し
て
「
災
害
出
動
」
は
制
度
化
さ
れ

た
、
と
結
論
づ
け
る
。
さ
ら
に
同
時
期
は
社
会
資
本
の
整
備
や
自
然
破

壊
に
伴
う
災
害
の
質
の
変
化
に
よ
っ
て
災
害
が
大
規
模
化
、
多
様
化
し

て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
こ
に
対
応
で
ぎ
る
の
は
軍
隊
で
あ
っ
た

と
す
る
。
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第
4
章
東
京
衛
成
地
に
お
け
る
災
害
出
動

本
章
で
は
、
「
災
害
出
動
」
の
具
体
例
に
即
し
て
、
軍
隊
の
「
災
害
出

動
」
が
定
着
し
て
い
く
様
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
一
九
一

0
年
関
東

大
水
害
、
一
九
―
一
年
吉
原
大
火
、
一
九
一
七
年
東
京
湾
台
風
と
い
っ

た
対
応
事
例
を
通
じ
て
、
軍
隊
と
地
方
官
と
の
間
で
意
思
疎
通
を
欠
く

こ
と
が
多
々
あ
っ
た
こ
と
、
現
場
の
派
遣
部
隊
と
、
区
役
所
や
警
察
と

の
間
で
は
、
感
情
的
な
対
立
も
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
い
っ
ぽ
う
、

地
方
官
側
に
対
し
て
の
自
制
的
な
軍
隊
側
の
対
応
が
あ
っ
た
こ
と
が
示

さ
れ
る
。
新
聞
各
紙
は
、
軍
隊
の
「
災
害
出
動
」
は
、
軍
隊
と
国
民
の

接
近
の
み
な
ら
ず
、
徴
兵
制
の
充
実
に
も
利
益
が
あ
る
と
し
て
軍
隊
の

活
動
を
支
持
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
大
正
の
前
半
期
に
至
り
、
「
災
害

出
動
」
は
軍
隊
の
行
う
べ
き
当
然
の
行
為
と
し
て
社
会
に
定
着
し
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
5
章
関
東
大
震
災
と
陸
軍
の
対
応

大
規
模
地
霰
へ
の
出
動
に
際
し
て
の
、
陸
軍
に
お
け
る
指
渾
命
令
系

統
の
混
乱
と
正
常
化
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
章
で
あ
る
。
政
府
か

ら
、
中
央
官
庁
•
関
東
戒
厳
司
令
部
・
警
備
隊
司
令
部
・
末
端
部
隊
ま

で
を
射
程
に
入
れ
、
政
府
レ
ベ
ル
の
意
思
決
定
の
検
証
と
、
各
部
隊
の

混
乱
や
不
安
の
検
証
を
並
行
的
に
行
っ
た
こ
と
で
、
震
災
時
陸
軍
に
ど

の
よ
う
な
問
題
が
起
き
て
い
た
の
か
か
明
か
さ
れ
る
。
軍
隊

t
層
部
の

対
応
は
、
東
京
衛
戊
司
令
官
（
第
一
師
団
管
内
の
先
任
師
団
長
に
よ
る

兼
職
）
が
衛
戊
勤
務
を
統
括
す
る
と
い
う
体
制
で
は
、
大
震
災
に
対
応

で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
で
政
府
の
判
断
に
よ
っ
て
師

団
長
の
上
に
立
つ
関
東
戒
厳
司
令
部
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
戒
厳
令
が

適
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
師
管
を
超
え
、
被
災
地
全
体
を
視
野
に

入
れ
た
軍
除
の
対
応
が
展
開
す
る
。
だ
が
現
場
部
隊
に
目
を
転
じ
れ

ば
、
電
信
・
電
話
網
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
上
か
ら
の
指
示
が
伝
わ
ら
な

い
。
ま
た
、
司
令
部
に
よ
る
情
報
収
集
も
困
難
を
極
め
た
。
司
令
部
は

徒
歩
や
自
転
車
等
を
使
用
し
て
直
接
各
部
隊
に
命
令
を
伝
え
よ
う
と
す

る
が
、
火
災
や
道
路
の
崩
壊
に
阻
ま
れ
伝
達
が
遅
れ
た
。
意
思
疎
通
の

手
段
が
失
わ
れ
た
こ
と
は
効
率
的
な
部
隊
展
開
だ
け
で
な
く
、
兵
士
た

ち
に
不
安
を
与
え
た
。
被
災
地
に
家
族
を
持
つ
兵
士
た
ち
の
不
安
に
言

及
し
つ
つ
、
救
護
に
あ
た
る
兵
士
達
の
な
か
に
も
、
大
き
な
不
安
が
あ

っ
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
と
し
た
。

第
6
章
戒
厳
令
と
治
安
維
持
政
策
の
展
開

本
章
は
、
朝
鮮
人
対
策
と
し
て
な
さ
れ
た
と
い
う
見
方
の
あ
る
戒
厳

令
発
令
の
背
景
を
政
治
史
的
な
手
法
に
よ
っ
て
再
検
討
し
た
章
で
あ

る
。
発
令
に
伴
う
行
政
的
な
手
続
を
視
野
に
入
れ
た
所
も
新
し
い
。
本

書
が
示
し
た
戒
厳
令
発
令
の
直
接
原
因
は
、
警
視
庁
が
焼
失
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
警
察
は
建
物
ば
か
り
か
、
そ
の
機
能
を
失
っ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
戒
厳
令
は
朝
鮮
人
虐
殺
対
策
で
は
な
く
、
大
規
模
火
災

と
そ
れ
に
伴
う
混
乱
を
恐
れ
て
の
判
断
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
し

た
。
本
章
の
意
義
は
そ
れ
だ
け
な
い
。
戒
厳
令
に
よ
っ
て
治
安
維
持
の

矢
面
に
立
っ
た
軍
隊
の
内
部
に
お
け
る
「
朝
鮮
人
暴
動
」
の
流
言
の
広
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ま
り
方
、
な
い
し
朝
鮮
人
へ
の
向
き
合
い
方
を
出
動
部
隊
や
そ
の
部
隊

展
開
に
焦
点
を
当
て
て
検
証
し
な
お
し
た
所
に
あ
る
。
「
朝
鮮
人
暴
動
」

の
情
報
は
上
級
司
令
官
か
ら
下
り
て
き
た
の
で
な
く
、
被
災
地
に
赴
い

た
将
兵
や
被
災
者
に
よ
っ
て
各
兵
営
内
に
伝
播
さ
れ
、
既
成
事
実
化
し

て
い
っ
た
と
い
う
。
ま
た
戒
厳
令
は
、
朝
鮮
人
を
保
護
す
べ
き
対
象
と

し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
発
令
当
初
は
情
報
伝
達
の
混
乱
や
、
戒
厳
令
の

も
っ
「
鎮
圧
」
イ
メ
ー
ジ
が
直
な
り
、
現
場
は
戒
厳
令
を
朝
鮮
人
「
鎮

圧
」
と
理
解
し
た
と
い
う
諮
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
次

第
に
意
思
疎
通
が
図
ら
れ
、
無
実
の
朝
鮮
人
は
軍
隊
や
警
察
に
よ
っ
て

保
護
さ
れ
、
日
本
人
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
流
言
が
除
去

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
災
地
は
治
安
を
回
復
し
、
軍
隊
は
徐
々
に

撤
退
し
、
治
安
維
持
機
能
は
警
察
に
復
し
て
い
っ
た
。

第
7
章
関
東
大
震
災
と
横
浜
市
の
警
備
体
制

軍
隊
が
所
在
し
な
か
っ
た
横
浜
市
域
を
事
例
と
し
て
、
地
域
に
軍
隊

が
所
在
す
る
意
味
を
再
考
し
た
章
で
あ
る
。
従
来
の
軍
隊
と
地
域
研
究

が
、
主
に
地
域
振
興
と
い
う
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
の
に
対
し
本
章

は
、
直
に
実
力
を
行
使
し
う
る
機
関
が
都
市
に
所
在
す
る
こ
と
の
意
味

を
正
面
か
ら
問
う
た
。
関
東
大
震
災
時
、
横
浜
市
に
は
部
隊
が
駐
屯
し

て
い
な
か
っ
た
。
市
は
第
一
師
団
司
令
部
へ
出
兵
を
求
め
る
も
の
の
、

師
団
長
か
ら
難
色
を
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
孤
立
無
援
の
状
況
に

置
か
れ
、
治
安
が
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
た
と
い
う
経
験
を
歴
て
い

た
。
廂
災
後
の
部
隊
誘
致
は
、
こ
の
経
験
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
結
果
、
市
内
へ
の
誘
致
は
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、

横
浜
警
備
隊
が
保

t
ヶ
谷
に
設
置
さ
れ
た
。

終
章
以
上
の
よ
う
な
関
東
大
震
の
教
訓
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
宇
垣

軍
縮
に
よ
る
部
隊
配
置
の
意
味
付
け
の
見
直
し
に
言
及
す
る
。
関
東
地

方
の
部
隊
の
大
再
編
は
、
単
な
る
部
隊
の
改
廃
を
意
味
す
る
の
で
な

く
、
首
都
防
衛
の
観
点
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
全
国
規
模
の

「
災
害
出
動
」
の
た
め
の
動
貝
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る

こ
と
で
、
宇
垣
軍
縮
に
つ
い
て
の
新
た
な
見
方
を
提
示
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
災
害
空
間
に
お
け
る
、
関
係
諸
機
関
と
国
民
と
の
重

層
的
な
関
係
を
描
き
だ
し
た
本
書
は
、
様
々
な
分
野
の
専
門
家
に
よ
っ

て
高
く
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
災
害
時
に
お
け
る
人
々
の
不

安
、
そ
し
て
人
々
が
公
的
機
関
に
求
め
る
内
容
、
さ
ら
に
対
応
を
求
め

ら
れ
た
公
的
機
関
の
指
揮
命
命
令
系
統
の
混
乱
と
回
復
に
つ
い
て
、
史

料
に
も
と
ず
い
て
、
慎
重
か
つ
迫
真
的
に
再
現
し
た
こ
と
は
、
今
後
の

実
際
の
防
災
対
策
に
必
ず
や
寄
与
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
だ
が
、
こ
う

し
た
意
義
は
災
害
史
や
民
衆
史
を
専
門
と
す
る
方
々
が
的
確
に
指
摘
す

る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
軍
事
史
の
周
辺
に
関
心
を
持
っ
て
き
た
評
者

に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
軍
事
史
的
な
観
点
か
ら
本
書
を
読
み
解

く
こ
と
と
わ
き
ま
え
、
こ
の
点
に
限
定
し
て
本
書
の
成
果
と
意
義
を
明

ら
か
に
し
た
い
。
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本
書
の
成
果
と
意
義

ま
ず
、
従
来
の
軍
事
史
が
依
拠
し
て
い
た
大
き
な
枠
組
み
に
対
し

て
、
風
穴
を
開
け
た
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、

本
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
東
京
日
々
新
聞
』
(
-
九
―
一
年
四
月
一

0
日
吉
原
大
火
の
報
道
）
の
「
吾
人
は
敵
を
制
服
し
て
屍
山
流
血
を
作

る
の
動
作
よ
り
も
同
胞
の
災
危
を
救
ふ
が
為
に
猛
火
と
戦
う
将
卒
を
見

る
に
於
い
て
更
に
快
感
を
増
す
を
禁
じ
得
ざ
る
な
り
」
と
い
う
文
章
が

示
す
軍
隊
の
活
動
と
、
そ
れ
に
対
す
る
国
民
の
反
応
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
近
代
以
降
の
軍
隊
の
性
格
を
捉
え
直
す
」
こ
と
に
成

功
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
言
わ
ば
ヶ
命
を
守
る
軍
隊
像
“
こ
そ
は
、

軍
隊
の
「
災
害
出
動
」
が
定
着
し
た
大
正
期
に
お
い
て
は
、
我
々
が
現

在
自
衛
隊
に
抱
く
「
災
害
派
遣
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
う
に
自
明
の
も
の

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
大
正
期
の

軍
隊
像
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
ぎ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
対
抗
や
調
和

か
ら
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
く
な
る
。
大
正
期
、
大
規
模
な
対
外
戦
争

が
起
き
な
い
な
か
で
、
災
害
救
援
に
勤
し
む
軍
隊
像
が
、
国
民
の
な
か

に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
時
代
に
は
言
わ
ば
ク
命
を
奪
う
軍
隊
像
ク

が
忌
ま
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
書
は
、
明
治
後
期
か

(
3
)
 

ら
大
正
期
に
「
災
害
文
化
」
の
な
か
で
育
ま
れ
た
軍
隊
像
が
あ
っ
た
こ

と
を
確
信
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
満
州
事
変
以

後
の
軍
隊
は
、
ク
命
を
守
る
軍
隊
像
ク
と
い
う
記
憶
を
消
し
去
っ
て
し
ま

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
戦
後
の
日
本
人
の
軍
隊
に
対
す
る
記
憶

3
 

形
成
を
め
ぐ
っ
て
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
と
い
う
―
つ
の
復
元
ポ
イ

ン
ト
が
明
示
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
、
「
災
害
出
動
」
の
際
、
一
貫
し
て
地
方
機
関
の
権
限
や
役
割

を
尊
重
す
る
軍
隊
像
も
、
従
米
の
軍
隊
像
と
は
か
な
り
異
な
る
も
の
で

(
4
)
 

あ
る
。
特
に
満
州
事
変
以
後
の
軍
隊
に
は
、
総
力
戦
対
応
を
目
的
と
し
、

他
機
関
の
権
限
や
役
割
を
侵
犯
し
た
り
、
軍
隊
主
導
の
統
合
を
試
み
た

た
め
、
他
機
関
を
省
み
ず
自
ら
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
像
が
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
前
者
と
後
者
の
像
は
、
地
方
レ
ベ
ル
の
課
題
へ
の
対
応

と
国
家
レ
ベ
ル
の
課
題
へ
の
対
応
・
災
害
対
応
と
総
力
戦
対
応
・
即
時

対
応
と
長
期
対
応
と
い
う
違
い
が
あ
り
、
位
相
を
全
く
異
に
す
る
。
し

か
し
、
軍
隊
が
他
機
関
か
ら
応
援
を
求
め
ら
れ
た
時
、
な
い
し
軍
隊
だ

け
で
は
対
応
し
ぎ
れ
な
い
問
題
に
直
面
し
た
時
、
自
ら
の
領
域
と
他
機

関
の
領
域
の
違
い
に
つ
い
て
、
い
か
に
認
識
し
、
ど
の
よ
う
に
閑
係
を

形
作
ろ
う
と
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
や
前
提
に

と
ら
わ
れ
ず
、

T
寧
に
検
証
す
べ
き
必
要
性
を
も
提
起
し
た
と
言
え
よ

、つ
右
の
他
に
、
軍
事
史
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
し
、
ま
さ
に
今
、

爛
熟
期
を
迎
え
て
い
る
「
軍
隊
と
地
域
」
研
究
に
対
し
て
、
新
た
な
視

角
と
手
法
を
加
え
た
点
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
第
一
に
、

言
わ
ば
五
軍
隊
が
そ
こ
に
い
る
ク
こ
と
が
住
民
の
安
心
感
に
つ
な
が
る

こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
観
点
を
、
関
東
大
震
災
を
経
験
し
た
横
浜
市
の

事
例
か
ら
明
ら
か
に
し
付
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
国
内
軍
隊
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所
在
地
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
な
考
察
に
成
功
し
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
従
来
、
軍
隊
所
在
地
が
論
点
と
な
る
際
は
、
用
地
取
得
や
警

備
区
域
の
選
定
、
な
い
し
軍
隊
誘
致
と
い
う
ス
ポ
ッ
ト
的
な
見
方
に
よ

っ
て
、
軍
隊
が
そ
こ
に
設
置
さ
れ
れ
ば
事
足
り
る
と
い
う
静
的
な
見
方

が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
ゆ
え
に
「
軍
隊
と
地
域
」
研
究
に
は
、
か
つ

て
の
日
本
の
「
軍
隊
が
そ
こ
に
い
る
」
日
常
を
捉
え
よ
う
と
す
る
課
題

意
識
が
あ
る
も
の
の
、
軍
隊
が
畔
勁
き
回
っ
て
い
た
々
当
時
の
日
常
感

覚
が
再
現
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
災
害

出
動
」
と
い
う
軍
隊
の
機
動
性
を
問
題
と
す
る
本
書
で
は
、
非
常
事
態

発
生
地
域
と
軍
隊
所
在
地
と
の
距
離
感
が
重
視
さ
れ
る
。
「
軍
事
的
空

間
」
に
お
け
る
「
災
害
出
動
」
に
際
し
て
の
軍
隊
の
言
わ
ば
五
動
き
ク

が
問
題
と
さ
れ
る
た
め
、
ケ
軍
隊
が
そ
こ
に
い
て
へ
々
動
き
回
っ
て
い
た

ケ
と
い
う
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
軍
事
的
空
間
」
と
い
う
新
た

な
分
析
概
念
と
分
析
手
法
を
設
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
軍
隊
と
地

域
」
研
究
の
原
初
的
な
課
題
に
答
え
た
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
付
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
箪
者
が
日
々
、
市
民
に
歴
史

研
究
の
成
果
を
発
信
す
る
職
場
に
あ
る
ゆ
え
か
、
多
彩
な
史
料
に
よ
る

緻
密
な
実
証
と
、
読
み
や
す
さ
を
両
立
さ
せ
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
あ

る
。
専
門
書
で
あ
り
な
が
ら
、
今
日
性
の
あ
る
テ
ー
マ
と
、
親
し
み
や

す
い
筆
致
に
よ
っ
て
、
多
く
の
読
者
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
が
期
待
で
き

る
。
実
証
史
学
が
、
現
実
に
起
き
る
問
題
の
解
決
に
対
し
て
コ
ミ
ッ
ト

で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
本
書
は
杜
会
に
向
け
て
ア
ピ
ー
ル
で
き
る

4

書
評

評
者
が
思
う
本
書
の
最
大
の
魅
力
は
、
国
民
の
要
求
に
よ
っ
て
、
軍

隊
の
「
災
害
出
動
」
が
制
度
化
さ
れ
た
と
い
う
面
に
あ
っ
た
。
よ
っ
て

以
下
で
は
、
軍
隊
の
「
災
害
出
動
」
と
国
民
の
関
係
に
絞
っ
て
書
評
を

試
み
た
い
。

第
一
に
、
戦
前
軍
隊
の
治
安
維
持
に
お
け
る
「
災
害
出
動
」
概
念
と

「
治
安
出
動
」
概
念
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
軍
隊
の
「
対
内
的
機
能
」
に
は
、
暴
動
鎮
圧
行
動
で
あ
る
「
治
安

出
動
」
と
、
治
安
維
持
活
動
を
含
み
つ
つ
も
、
救
護
活
動
を
主
目
的
と

す
る
「
災
害
出
動
」
の
両
者
が
あ
る
と
い
う
筆
者
の
分
析
概
念
と
し
て

の
両
者
の
整
理
は
す
っ
き
り
し
て
お
り
、
疑
念
は
な
い
。
こ
の
整
理
に

よ
っ
て
こ
そ
、
「
災
害
出
動
」
と
国
民
の
関
係
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
こ

と
は
意
義
深
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
分
析
概
念
上
は
至
極
妥
当
で
あ
っ

て
も
、
同
時
代
的
に
は
両
者
の
概
念
は
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、

あ
る
い
は
「
治
安
出
動
」
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
る
概
念
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
疑
念
と
折
り
合
い
を
つ
け
に
く
い
と
感
じ
た
。
つ
ま

り
、
分
析
概
念
上
の
整
理
と
、
当
時
に
お
け
る
法
的
・
制
度
的
整
理
が

若
干
乖
離
し
て
い
る
可
能
性
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
の
基
調
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
る
「
治
安
維
持
等
の
為
の
兵
力
使
用
に
関
す
る
参
考
」

に
よ
っ
て
も
、
当
時
の
軍
隊
の
出
動
は
、
あ
く
ま
で
「
詮
じ
詰
む
れ
ば

と
思
う
。
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暴
徒
の
鎖
圧
暴
力
に
対
す
る
物
件
の
警
護
に
当
る
」
の
で
あ
っ
て
、
ぶ
窮

民
の
讃
苦
飢
渇
を
救
ふ
た
め
」
の
救
護
・
急
配
給
は
、
「
付
帯
業
務
」
と

し
て
整
理
さ
れ
、
「
出
兵
本
来
の
任
務
と
し
て
い
つ
も
実
行
す
べ
き
筋

(
5
)
 

合
の
も
の
で
な
く
本
務
の
傍
ら
援
助
す
る
も
の
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

自
衛
隊
の
事
例
を
出
す
の
は
適
切
で
な
い
こ
と
を
わ
き
ま
え
つ
つ
も
、

あ
え
て
こ
れ
を
持
ち
出
せ
ば
、
現
在
の
「
対
内
的
機
能
」
に
該
当
す
る

「
災
害
派
遣
」
（
自
衛
隊
法
第
八
三
条
）
と
「
治
安
出
動
」
（
同
法
第
七
八

条
）
は
、
保
安
庁
法
(
-
九
五
二
年
法
律
第
二
六
五
号
）
以
来
、
別
の

も
の
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
：
人
名
又
は
財
産
の
保
護
」

の
た
め
、
後
者
は
「
一
般
の
警
察
力
を
も
つ
て
は
、
治
安
を
維
持
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
の
出
動
と
規
定
さ
れ
、
両
者

は
明
ら
か
に
性
格
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
戦
前
は
両
者

の
間
に
、
法
的
・
制
度
的
な
区
別
の
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
が
浮
上
す

る
。
な
ぜ
こ
の
点
を
問
題
に
す
る
か
と
い
え
ば
、
本
書
は
軍
隊
が
「
国

民
の
生
命
財
産
を
災
害
か
ら
守
っ
た
事
実
」
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
近
代
以
降
の
軍
隊
の
性
格
を
捉
え
直
す
」
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
が
、
「
対
内
的
機
能
」
を
「
災
害
出
動
」
と
「
治
安
出
動
」
を
す
っ

き
り
分
け
た
概
念
上
の
整
理
と
は
裏
腹
に
、
当
時
に
お
い
て
「
災
害
出

動
」
と
「
治
安
出
動
」
が
明
確
な
二
本
柱
と
し
て
立
た
な
か
っ
た
こ
と

は
、
新
た
な
「
近
代
以
降
の
軍
隊
の
性
格
」
に
つ
い
て
の
迫
力
を
少
し

だ
け
削
い
で
し
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
戒
厳
令
に
対
す

る
関
東
大
震
災
時
の
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
治
安
が
著
し
く
乱
れ
た
と
き
、
ク
軍
隊
を
出
す
ク
ヽ
ヶ
軍
隊
が
出

て
く
る
ク
と
い
う
官
軍
民
の
認
識
は
、
米
騒
動
時
(
-
九
一
八
年
）
に

(
6
)
 

国
民
に
銃
を
向
け
殺
傷
し
た
「
治
安
出
動
」
す
る
軍
隊
像
と
、
関
東
大

震
災
時
二
九
ニ
―
一
年
）
に
献
身
的
な
救
援
活
動
を
行
う
「
災
害
出
動
」

す
る
軍
隊
像
の
間
で
ど
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
が
、
軍
隊
の
災
害
対
応
の
検
討
に
よ
っ
て
、
「
近
代
以
降
の
軍
隊

の
性
格
を
捉
え
直
す
」
、
と
い
う
序
章
で
示
さ
れ
た
課
題
に
対
す
る
解

答
に
つ
い
て
で
あ
る
。
確
か
に
、
災
害
時
に
国
民
を
救
済
す
る
軍
隊
像

を
打
ち
出
し
、
そ
れ
が
「
国
民
の
眼
差
し
」
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い

う
、
明
快
な
解
答
が
出
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
軍
隊
の
性
格
」
に
ま
っ

た
く
思
い
が
け
な
い
付
加
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、
「
軍
隊
の
性
格
を

捉
え
直
す
」
に
は
物
足
り
な
い
と
感
じ
た
。
「
対
内
的
機
能
」
に
よ
る
こ

の
新
た
な
軍
隊
像
は
、
何
に
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
国
民
を
救

済
」
す
る
軍
隊
像
は
、
従
来
の
研
究
で
描
か
れ
て
ぎ
た
、
「
対
外
的
機

能
」
に
よ
っ
て
崎
国
民
の
命
を
奪
う
ク
軍
隊
像
と
ど
う
切
り
結
ぶ
の
か
。

「
国
民
の
眼
差
し
」
を
間
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
災
害
に
対
応
す
る
軍

隊
の
姿
は
、
国
民
の
軍
隊
観
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
た

の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
が
浮
か
ぶ
。
筆
者
が
軍
隊
の
「
対
内
的
機

能
」
と
軍
隊
の
「
対
外
的
機
能
」
に
つ
い
て
の
、
機
能
的
な
相
克
に
つ

い
て
は
解
明
し
き
っ
た
だ
け
に
、
「
国
民
の
眼
差
し
」
の
な
か
で
こ
の
両

者
の
機
能
は
、
相
克
し
て
存
在
し
て
い
た
の
か
、
溶
け
合
っ
て
存
在
し

て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
指
摘
が
必
要
で
な
か
っ
た
か
。
た
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と
え
ば
軍
隊
の
「
対
内
的
機
能
」
に
よ
る
活
躍
と
そ
れ
に
対
す
る
信
頻

が
、
軍
隊
の
「
対
外
的
機
能
」
に
対
す
る
国
民
の
支
持
や
不
支
持
に
ど

の
よ
う
な
影
郷
音
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
両
機
能
の
相
圧
影
響
関
係

が
明
確
と
な
れ
ば
、
よ
り
一
層
「
軍
隊
の
性
格
を
捉
え
直
す
」
こ
と
に

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
警
祭
と
憲
兵
の
整
備
を
背
景
に
し
た
軍
隊
の
「
対
内
的
機

能
」
の
整
備
と
徴
兵
制
の
整
備
と
が
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い

う
点
で
あ
る

C

本
書
の
分
析
視
角
と
し
て
、
日
本
軍
隊
の
「
存
立
基
盤
」

が
、
徴
兵
制
を
媒
介
と
し
て
民
衆
や
地
域
に
あ
っ
た
こ
と
が
設
定
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
軍
隊
が
災
害
対
応
を
制
度
化
す
る
決
め
手
は
、

軍
隊
が
「
存
立
基
盤
」
で
あ
る
国
民
と
の
緊
密
化
を
求
め
て
い
た
点
に

あ
り
、
両
者
の
緊
密
化
の
成
果
は
徴
兵
制
の
円
滑
な
運
用
に
現
れ
る
は

ず
だ
と
い
う
道
筋
が
示
さ
れ
る
。
だ
が
災
害
対
応
と
徴
兵
制
の
円
滑
な

運
用
と
の
具
体
的
連
環
関
係
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者

も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
憲
兵
は
警
視
庁
か
ら
の
転
属
組
に
よ
っ
て
確

保
さ
れ
発
足
し
た
(
-
八
八
一
年
）
。
警
視
庁
か
ら
の
転
属
と
い
う
こ
と

(
7
-

は
、
彼
ら
の
多
く
が
士
族
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
十
族
主
体
の
憲

兵
の
構
成
が
、
彼
ら
の
服
役
年
限
と
憲
兵
は
徴
兵
か
ら
採
用
す
る
と
い

(
8
)
 

う
規
定
と
に
よ
っ
て
、
徴
兵
と
人
れ
替
わ
る
の
が
八

0
年
代
後
半
で
あ

っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
憲
兵
の
構
成
が
変
化
し
た
八

0
年
代
後
半

と
い
う
時
期
に
「
治
安
出
動
」
に
変
わ
っ
て
、
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
「
災
害
出
動
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
部
隊
の
判
断
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
激
化
事
件
の
収
束
の
み
が
理
由
で
あ
ろ
う
か
。
軍
隊
の
災

害
対
応
の
着
手
に
は
、
国
内
の
安
定
に
伴
っ
て
治
安
維
持
の
主
体
が
警

察
へ
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
背
景
に
加
え
て
、
徴
兵
制
の
整
備
に
よ

っ
て
起
き
た
士
族
か
ら
国
民
へ
、
と
い
う
軍
隊
の
構
成
の
変
化
、
換
言

す
れ
ば
軍
隊
の
「
存
立
基
盤
」
の
変
化
が
「
対
内
的
機
能
」
の
形
成
に

果
た
し
た
影
響
の
有
無
を
知
り
た
く
思
っ
た
。

第
四
に
些
末
な
点
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
関
東
と
い
う
巨
大
な
「
軍

事
的
空
間
」
を
対
象
と
し
、
軍
隊
の
立
地
に
左
右
さ
れ
な
が
ら
展
開
す

る
「
災
害
出
動
」
を
描
い
た
本
書
に
は
、
所
在
地
を
示
し
た
精
緻
な
表

が
充
実
し
て
い
る
。
だ
が
配
置
図
や
地
図
も
必
要
で
あ
っ
た
と
思
う
。

地
図
が
あ
れ
ば
、
住
民
の
位
置
と
軍
事
所
在
地
と
の
距
離
感
と
、
「
災
害

出
動
」
の
展
開
に
つ
い
て
、
読
者
は
よ
り
豊
か
に
追
え
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。本

書
の
視
点
は
多
岐
に
わ
た
る
も
の
の
、
評
者
の
力
不
足
に
よ
り
限

ら
れ
た
角
度
か
ら
の
書
評
で
あ
る
。
著
者
の
「
軍
隊
は
使
用
方
法
如
何

に
よ
っ
て
、
国
民
を
抑
圧
す
る
機
関
に
も
、
ま
た
救
済
す
る
機
関
に
も

成
り
得
た
」
と
い
う
結
論
は
、
今
後
、
国
民
の
軍
隊
観
を
知
る
上
で
ま

っ
た
く
新
た
な
地
平
を
切
り
開
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
評
者
は
勢
い
余
っ

て
誤
読
や
的
外
れ
な
指
摘
、
な
い
も
の
ね
だ
り
を
な
し
て
し
ま
っ
た
。

ど
う
か
、
ご
海
容
願
い
た
い
。
本
書
の
刊
行
を
最
も
喜
ん
で
い
る
者
の

ひ
と
り
で
あ
る
者
に
書
評
の
大
任
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
、
お
礼
を
申

し
上
げ
た
い
。
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警
視
庁
設
罹
以
来
、
西
南
戦
争
時
の
臨
時
巡
査
募
集
ま
で
、
警
視
庁

注(
l
)

「
5
世
論
と
防
衛

1
世
論
調
査
に
見
ら
れ
る
防
衛
思
想
」
（
防
衛
庁

編
『
防
衛
白
書
』
、
一
九
七
0

年
）
、
防
衛
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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六
年
一
―
一
月
四

H
最
終
閲
覧
。
な
お
本
書
評
内
で
「
災
害
派
遣
」
と
す
る
場

合
、
自
衛
隊
法
第
八
三
条
(
-
九
五
一
年
法
律
第
一
六
五
号
）
に
定
め
ら
れ

た
自
衛
隊
の
用
語
を
指
す
。

(
2
)

「
自
衛
隊
・
防
衛
問
題
に
関
す
る
世
論
調
査
」
（
内
閣
府
世
論
調
査
報

告
書
、
平
成

24
年
1
月
調
在
）
、
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(
h
t
t
p
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u
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v
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g
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h
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m
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)
、
1
1
0
一
六
年
l

-

―
一
月
七

H
最
終
閲
覧
。

(
3
)

災
害
の
衝
撃
か
ら
人
々
が
立
ち
直
る
ま
で
の
期
間
の
人
間
行
動
に
、

一
定
の
特
有
の
傾
向
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
研
究
領
域
（
北
原
糸
子
『
津
波

災
害
と
近
代
日
本
」
吉
川
弘
文
館
、
二

0
一
四
年
、
一
四
四
＼
一
四
七
頁
）
。

(
4
)

著
者
は
別
著
に
お
い
て
、
新
潟
県
高
田
市
の
雪
害
対
応
を
事
例
に
、

地
方
の
要
求
の
前
に
、
軍
隊
の
統
帥
権
が
揺
ら
ぐ
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
も
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
（
吉
田
律
人
「
平
時
に
お
け
る
政
軍
関
係
の
相
克
;
軍
隊

の
雪
害
対
応
を
中
心
に
」
『
日
本
歴
史
』
八
0
1
‘

―
1
0

一
五
年
）

c）

(
5
)

「
治
安
維
持
等
の
為
の
兵
力
使
用
に
関
す
る
参
考
配
布
の
件
」

(
]
A
C

A

R

 Re
f
.
C
O
 1
0
0
1
1
7
2
0
0
0
「
大
日
記
甲
輯
昭
和
05
年
」
防
衛
省
防
衛
研
究
所
）
。

(
6
)

「
米
価
問
題
に
付
騒
擾
の
件
2
止

(11)
」（
J
A
C
A
R
R
e
f
.
C
0
8
0
2
1
4
8
5
 

2
0
0

「
大
正

8
年

公

文

備

考

巻

1
2
0

騒
乱
2
止
」
防
衛
省
防
衛
研
究

所）。
(
7
)
 

の
人
貝
は
士
族
に
依
拠
し
て
い
た
（
大
日
方
純
夫
『
日
本
近
代
国
家
の
成
立

と
警
察
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
二
年
、
一

0

0

頁
、
ニ
―
四
ー
ニ
ご
0

頁）。

(
8
)

「
憲
兵
将
校
以
下
特
別
撰
挙
方
」
(
-
八
八
一
年
三
月
―

-
H
太
政
官

達）。

（
日
本
経
済
評
論
社
、
二

0
一
六
年
一
一
月
刊
、
本
体
六
五

0
0
円）


