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吉
田
律
人
著
『
軍
隊
の
対
内
的
機
能
と
関
東
大
震
災

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
明
治
・
大
正
期
の
災
害
出
動
―
』

齋
藤
義
朗

　
　
　

一
、
本
書
の
概
要

　

本
書
は
、
日
本
最
大
の
軍
事
拠
点
で
あ
っ
た
東
京
衛
戍
地
を
舞
台
に
、

関
東
大
震
災
に
代
表
さ
れ
る
大
規
模
災
害
へ
の
軍
隊
の
対
応
を
素
材
と
し

て
、
明
治
・
大
正
期
の
日
本
国
内
に
お
け
る
治
安
維
持
装
置
と
し
て
の
軍

隊
の
存
在
、
特
に
陸
軍
の
論
理
と
そ
の
実
態
に
つ
い
て
体
系
的
に
分
析
し

た
研
究
書
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
国
内
の
安
定
装
置
と
し
て
の
「
対
内
的

機
能
」
に
着
目
し
、
国
家
権
力
の
「
暴
力
装
置
」
た
る
軍
隊
が
、
明
治
・

大
正
期
の
災
害
出
動
を
通
じ
て
「
時
代
の
変
化
に
応
じ
つ
つ
、
対
内
的
機

能
の
中
身
を
拡
大
」
さ
せ
て
い
く
過
程
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
361
頁
）。

　

本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
頻
繁
に
登
場
す
る
軍
隊
の「
対
内
的
機
能
」

と
い
う
用
語
は
著
者
吉
田
氏
独
自
の
言
葉
で
あ
る
。
軍
隊
の
機
能
は
国
の

内
と
外
に
向
か
う
も
の
に
大
別
で
き
る
。
国
外
向
け
の
戦
争
行
為
を
は
じ

め
と
す
る
「
国
外
に
む
か
う
軍
事
力
」
を
軍
隊
の
「
対
外
的
機
能
」
と
し
、

他
方
、
国
内
の
暴
動
鎮
圧
や
災
害
時
の
救
護
活
動
、
国
家
的
祭
典
へ
の
儀

〔
書
評
〕
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仗
な
ど
「
国
内
に
む
か
う
軍
事
力
」
を
「
対
内
的
機
能
」
と
総
称
し
て
い

る
（
22
頁
）。

　

本
書
は
軍
隊
側
か
ら
の
視
点
を
も
っ
て
「『
軍
隊
と
地
域
』
の
実
態
解

明
を
進
め
」
て
い
く
と
い
う
研
究
姿
勢
が
貫
か
れ
て
お
り
、
別
の
論
稿
に

お
い
て
著
者
は
「
軍
事
の
論
理
か
ら
地
域
と
の
関
係
を
見
据
え
る
視
点
が

重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
吉
田
律
人
「
呉
・
佐
世
保
・
舞
鶴
の
鎮

守
府
例
規
と
軍
港
防
火
部
署
」『
軍
港
都
市
史
研
究
Ⅶ　

国
内
・
海
外
軍

港
編
』
清
文
堂
、
二
〇
一
七
年
、
106
頁
）。
こ
こ
に
は
従
来
の
軍
隊
と
社

会
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い
て
、
軍
隊
と
い
う
組
織
の
指
揮
命
令
系
統
、

活
動
な
ど
基
礎
的
な
部
分
が
丁
寧
に
踏
ま
え
ら
れ
な
い
ま
ま
行
わ
れ
て
き

た
こ
と
へ
の
痛
烈
な
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
書
の
構
成
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

序
章
（
本
書
の
目
的
、
分
析
視
角
の
提
示
な
ど
）

第
１
章　

陸
軍
の
創
設
と
出
兵
制
度
の
成
立

第
２
章　

東
京
衛
戍
地
の
形
成

第
３
章　

軍
隊
の
災
害
出
動
制
度
の
確
立

第
４
章　

東
京
衛
戍
地
に
お
け
る
災
害
出
動

第
５
章　

関
東
大
震
災
と
陸
軍
の
対
応

第
６
章　

戒
厳
令
と
治
安
維
持
政
策
の
展
開

第
７
章　

関
東
大
震
災
と
横
浜
市
の
警
備
体
制

終
章
（
関
東
大
震
災
後
の
展
望
ほ
か
、
本
書
の
ま
と
め
）

　

第
１
章
で
は
、
明
治
初
年
か
ら
一
八
八
八
年
（
明
治
二
一
）
の
師
団
制

導
入
ま
で
を
対
象
に
、
陸
軍
の
創
設
、
軍
事
法
制
の
整
備
と
軍
管
及
び
師

管
と
い
う
広
域
的
な
軍
事
空
間
の
形
成
と
出
兵
制
度
の
成
立
過
程
を
概
観

し
、
治
安
維
持
の
担
い
手
が
、
近
代
国
家
を
形
成
し
て
い
く
わ
ず
か
二
十

年
の
間
に
諸
藩
兵
か
ら
段
階
的
に
警
察
・
憲
兵
を
主
体
に
軍
隊
が
控
え
に

回
る
か
た
ち
へ
と
分
業
が
進
む
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
２
章
で
は
、

軍
事
施
設
の
配
置
と
警
備
体
制
の
変
化
か
ら
明
治
期
に
お
け
る
東
京
衛
戍

地
の
形
成
過
程
を
検
討
し
、
日
露
戦
後
の
日
比
谷
焼
き
討
ち
事
件
を
転
機

と
し
て
警
察
・
憲
兵
か
ら
軍
へ
と
治
安
出
動
の
主
体
が
段
階
的
に
移
行
す

る
国
内
治
安
維
持
シ
ス
テ
ム
の
基
本
形
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
。
第
３
章

で
は
、
衛
戍
の
変
化
と
大
規
模
災
害
へ
の
陸
軍
の
対
応
か
ら
救
護
活
動
を

主
目
的
と
し
た
災
害
出
動
制
度
の
確
立
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
日

露
戦
後
、
疎
遠
と
な
っ
た
軍
隊
と
一
般
社
会
と
の
関
係
改
善
策
と
し
て
軍

隊
の
社
会
貢
献
と
み
な
さ
れ
た
災
害
出
動
が
注
目
さ
れ
、
全
国
で
積
極
的

に
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
第
４
章
で
は
、
東
京
衛
戍
地
に

お
け
る
災
害
出
動
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
特
に
一
九
一
〇
年
（
明
治

四
三
）
の
関
東
大
水
害
を
中
心
に
検
証
し
、
軍
隊
の
災
害
出
動
が
他
の
行

政
機
関
（
警
察
・
消
防
等
）
と
の
協
働
の
も
と
、
抑
制
的
な
立
場
を
と
り

な
が
ら
も
社
会
に
定
着
し
て
い
く
過
程
を
示
し
た
。
第
５
章
で
は
、
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一
九
二
三
年
（
大
正
一
二
）
の
関
東
大
震
災
に
お
け
る
陸
軍
の
初
期
対
応

と
関
東
戒
厳
司
令
部
が
置
か
れ
た
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
、
同
司
令
部
の

性
格
と
末
端
部
隊
と
の
関
係
、
陸
軍
内
部
の
指
揮
命
令
系
統
な
ど
を
明
ら

か
に
し
た
。
第
６
章
で
は
、
戒
厳
令
適
用
か
ら
解
除
に
至
る
過
程
を
俯
瞰

す
る
な
か
で
戒
厳
令
適
用
の
明
確
な
理
由
を
軍
事
の
論
理
か
ら
検
討
し
、

震
災
時
の
治
安
維
持
政
策
と
軍
隊
の
役
割
を
分
析
し
て
い
る
。
想
定
外
の

大
規
模
災
害
の
な
か
被
災
地
の
治
安
維
持
が
第
一
と
さ
れ
、
軍
隊
に
対
す

る
過
度
な
依
存
状
況
が
発
生
し
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。第
７
章
で
は
、

震
災
後
に
浮
上
し
た
治
安
維
持
の
問
題
を
、
軍
隊
の
駐
屯
が
な
か
っ
た
横

浜
地
域
を
対
象
と
し
て
検
討
し
、
軍
隊
の
設
置
が
地
域
経
済
と
安
全
保
障

の
両
面
で
意
義
を
も
つ
こ
と
、
さ
ら
に
治
安
維
持
装
置
の
側
面
が
関
東
大

震
災
以
降
顕
在
化
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
　
　

二
、
本
書
の
意
義

　

本
書
の
意
義
と
し
て
ま
ず
挙
げ
た
い
の
は
、
平
時
に
お
け
る
軍
隊
と
国

民
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
災
害
出
動
を
通
し
明
確
に
し
た
点
で
あ
る
。
一

般
市
民
社
会
と
隔
絶
し
た
存
在
と
捉
え
ら
れ
が
ち
な
当
時
の
軍
隊
が
決
し

て
独
自
完
結
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
国
民
の
眼
差
し
」
次
第
で
多
分
に

変
質
し
う
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
本
書
は
描
き
出
し
た
。
災
害
出
動
と

い
う
「
副
次
的
な
任
務
」
が
本
務
を
脅
か
す
状
況
に
あ
っ
て
も
、
国
民
の

期
待
を
無
視
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
平
時
の
軍
隊
が
抱
え
る
ジ
レ
ン
マ
が
見

え
る
。「
対
内
的
機
能
」
の
分
析
を
通
し
て
軍
隊
の
本
質
と
限
界
を
併
せ

て
示
し
た
本
研
究
は
、
今
後
の
「
軍
隊
と
地
域
」
の
実
態
解
明
を
全
国
的

に
深
化
さ
せ
る
上
で
重
要
な
方
向
付
け
を
行
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

第
二
に
、
極
め
て
現
代
的
な
課
題
解
決
に
直
結
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

本
書
に
登
場
す
る
陸
軍
の
災
害
出
動
の
各
事
例
を
読
む
と
、近
年
の
阪
神
・

淡
路
大
震
災
、
東
日
本
大
震
災
、
そ
し
て
平
成
二
八
年
熊
本
地
震
で
の
自

衛
隊
災
害
派
遣
の
姿
を
ど
う
し
て
も
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
発

災
後
の
人
員
配
置
、
指
揮
命
令
系
統
の
調
整
、
地
元
行
政
機
関
等
と
の
協

働
な
ど
、
技
術
的
分
野
か
ら
危
機
的
状
況
下
に
お
け
る
人
心
の
変
化
へ
の

対
処
ま
で
幾
つ
も
類
似
し
た
問
題
が
発
生
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
現
在

の
陸
上
自
衛
隊
は
か
つ
て
の
帝
国
陸
軍
を
継
承
し
な
い
全
く
の
別
組
織
と

し
て
戦
後
発
足
し
た
が
、
今
後
わ
が
国
が
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
広
域
・
大

規
模
災
害
へ
の
対
処
に
お
い
て
、
応
援
要
請
を
受
け
た
自
衛
隊
が
ど
こ
ま

で
自
主
的
行
動
を
と
り
、
他
行
政
機
関
（
自
治
体
・
警
察
・
消
防
等
）
と

連
携
・
調
整
す
る
の
か
と
い
う
点
な
ど
、
本
書
は
将
来
的
な
災
害
対
応
に

つ
い
て
も
示
唆
に
富
ん
だ
研
究
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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三
、
本
書
か
ら
得
ら
れ
る
疑
問
と
課
題

　

本
書
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
複
数
の
書
評
が
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、

以
下
、
極
力
こ
れ
ら
と
の
重
複
を
避
け
つ
つ
、
米
騒
動
に
お
け
る
海
軍
の

「
地
方
安
寧
維
持
」
出
動
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
し
た
こ
と
の
あ
る
評

者
の
狭
い
視
野
か
ら
論
評
を
進
め
た
い
。

　

第
一
に
、
災
害
出
動
に
対
す
る
陸
軍
と
国
民
の
認
識
差
へ
の
対
処
に
つ

い
て
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
陸
軍
が
社
会
と
の
接
近
を
図
る
上
で
災
害
対

応
が
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
定
着
し
て
い
く
過
程
が
示
さ
れ
て
い
る
（
第

４
章
）。
た
だ
し
、
本
務
で
は
な
い
災
害
出
動
へ
の
過
度
な
期
待
が
国
民

か
ら
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
軍
隊
の
本
務
と
期
待
を
裏
切
っ
た
場

合
の
反
軍
思
想
惹
起
な
ど
反
作
用
へ
の
恐
れ
の
な
か
で
そ
の
処
理
に
困
惑

す
る
陸
軍
の
姿
も
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
軍
隊
が
地
域
の
信
頼
獲
得
と
引
き

替
え
に
払
っ
た
代
償
と
も
言
え
る
が
、
こ
の
状
況
を
生
み
出
し
た
直
接
的

な
原
因
は
、
新
聞
社
説
等
の
報
道
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
な
ら
ば
疑
問
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
思
惑
を
超
え
て
災
害

出
動
へ
の
期
待
が
助
長
さ
れ
る
状
況
に
対
し
、
陸
軍
は
何
ら
対
策
を
講
じ

な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
陸
軍
内
部
向
け
に
は
『
偕
行
社
記
事
』

な
ど
で
の
災
害
出
動
へ
の
理
解
深
化
が
例
示
さ
れ
て
い
る
が
（
185
～
187

頁
）、
国
民
や
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
は
目
立
っ
た
動
き
が
記
さ
れ
て
い
な

い
。
陸
軍
は
外
向
け
に
災
害
出
動
へ
の
認
識
修
正
を
図
ら
な
い
ま
ま
関
東

大
震
災
を
迎
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
点
目
は
、
出
兵
要
請
を
判
断
す
る
府
県
知
事
の
存
在
に
つ
い
て
で

あ
る
。
府
県
知
事
は
本
書
の
主
要
分
析
対
象
で
は
な
い
が
、
著
者
は
軍
隊

機
能
を
左
右
し
た
要
素
の
一
つ
に
「
府
県
知
事
の
意
識
」
を
挙
げ
て
い
る

（
361
頁
）。
軍
隊
の
出
動
に
関
す
る
府
県
知
事
判
断
の
背
景
を
踏
ま
え
て
お

く
こ
と
は
や
は
り
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
奈
川
県
知
事
安
河
内
麻

吉
は
、
関
東
大
震
災
の
早
い
段
階
で
出
兵
要
請
を
し
て
お
り
、
軍
隊
が
常

駐
せ
ず
地
震
で
警
察
権
が
崩
壊
し
た
横
浜
に
戒
厳
令
を
適
用
し
て
も
効
果

が
な
い
と
の
冷
静
な
見
解
を
示
し
た
（
274
頁
）。
じ
つ
は
安
河
内
は

一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
の
米
騒
動
時
に
広
島
県
知
事
と
し
て
陸
海
軍
へ

の
出
兵
要
請
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
広
島
市
な
ど
に
は
第
五
師
団
、
呉

市
内
へ
は
呉
鎮
守
府
が
大
規
模
な
出
兵
を
行
い
、
治
安
維
持
に
あ
た
っ
て

い
る
。
ま
た
、「
戒
厳
令
」
と
い
う
言
葉
自
体
に
人
心
安
定
効
果
を
見
出

し
た
と
さ
れ
る
横
浜
市
長
渡
辺
勝
三
郎
も
米
騒
動
時
に
は
新
潟
県
知
事
と

し
て
新
潟
・
長
岡
に
そ
れ
ぞ
れ
小
千
谷
工
兵
大
隊
・
新
発
田
連
隊
の
出
兵

要
請
を
し
て
い
る
。
安
河
内
と
渡
辺
の
「
戒
厳
令
」
に
対
す
る
見
解
の
相

違
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
か
、
県
知
事
と
し
て
の
米
騒
動
の
経
験
は
、
五

年
後
の
関
東
大
震
災
時
に
お
け
る
判
断
に
何
ら
影
響
が
な
か
っ
た
の
か
。
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横
浜
に
お
け
る
警
察
中
心
の
自
己
完
結
型
警
備
体
制
が
崩
れ
、
連
隊
常
置

運
動
が
展
開
さ
れ
る
背
景
を
考
え
る
上
で
も
府
県
知
事
な
ど
軍
隊
の
機
能

に
関
係
す
る
内
務
官
僚
の
経
歴
は
注
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

第
三
点
目
は
、
海
軍
と
の
連
携
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
で
は
関
東
大

震
災
時
の
救
援
物
資
補
給
に
お
け
る
意
思
疎
通
の
乏
し
い
陸
海
軍
の
様
子

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
242
頁
）。
基
本
的
に
陸
上
で
の
治
安
維
持
と
災
害

出
動
は
府
県
知
事
か
ら
陸
軍
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で
、
海
軍
に
委
ね
ら
れ

る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
海
軍
は
米
騒
動
の
時
点
で
治
安
維
持

出
兵
時
の
武
器
使
用
に
関
す
る
根
拠
規
定
を
欠
い
た
ま
ま
対
応
し
、
事
後

に
陸
軍
省
法
務
局
・
同
軍
務
局
の
所
見
を
求
め
、
議
会
説
明
用
資
料
を
作

成
し
て
い
る
。
経
験
に
優
る
陸
軍
の
論
理
が
海
軍
に
導
入
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
著
者
は
、
関
東
大
震
災
以
後
の
防
空
計
画
策
定
で
両
者
を
含

む
各
機
関
の
連
携
が
課
題
と
な
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
か

ら
少
な
く
と
も
法
制
度
上
の
面
な
ど
で
「
対
内
的
機
能
」
の
陸
海
軍
連
携

は
始
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
海
軍
に
お
け
る
「
対
内
的
機
能
」
の
僅
か
な
事
例
し
か
知
ら
な

い
評
者
が
些
細
な
疑
問
点
を
挙
げ
論
じ
て
き
た
。
評
者
の
浅
学
に
よ
り
誤

解
し
て
い
る
点
も
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
僅
か
で
も
新
た
な
分
析
の
一
助
と

な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

す
で
に
著
者
吉
田
氏
は
、
本
書
考
察
の
中
心
か
ら
外
れ
て
い
た
海
軍
の

「
対
内
的
機
能
」
研
究
に
つ
い
て
も
着
手
さ
れ
て
お
り
、
分
析
対
象
地
域

と
時
代
も
拡
大
さ
せ
、
陸
海
軍
を
俯
瞰
す
る
か
た
ち
で
「『
軍
隊
と
地
域
』

の
実
態
解
明
」
に
邁
進
さ
れ
て
い
る
（
吉
田
律
人
「
軍
港
都
市
に
お
け
る

海
軍
の
災
害
対
応
―
横
須
賀
の
事
例
を
中
心
に
―
」『
軍
港
都
市
史
研
究

Ⅶ　

国
内
・
海
外
軍
港
編
』
清
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）。
是
非
本
書
と
併

せ
て
お
読
み
頂
き
た
い
。

（
Ａ
５
判
、
四
〇
〇
頁
、
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
二
月
刊
、
定

価
六
五
〇
〇
円
＋
税
）


