
第
三
章
　
関
東
大
震
災
と
県
民
・
県
政

第

一
節
　
災
害
の
実
情

一　

地
帯
別
に
み
た
被
害
状
況

九
月
一
日

一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年
九
月
一
日
、
京
浜
地
方
は
朝
か
ら
と
き
ど
き
強
い
風
と
、
と
き
お
り
襲
う
強
い
雨
に
み
ま
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
悪
天
候
も
、
例
年
の
よ
う
に
二
百
十
日
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
人
び
と
に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
気
に
も
な
ら
な
い
。
や
が

て
雲
も
散
り
、
日
が
さ
し
、
さ
わ
や
か
な
秋
空
と
な
っ
た
。
い
つ
も
と
か
わ
ら
な
い
朝
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
空
気
を
ひ
っ
さ
く
よ
う
な
事

件
が
お
き
た
の
で
あ
る
。

午
前
十
一
時
五
十
八
分
四
十
四
秒
、
関
東
地
方
南
部
を
大
地
震
が
襲
っ
た
の
で
あ
る
。
震
源
地
は
、
相
模
灘
北
西
部
、
足
柄
平
野
を
貫
流
す
る
酒

匂
川
と
大
島
を
結
ぶ
線
上
の
海
溝
の
陥
没
と
隆
起
に
よ
る
も
の
で
、
震
度
六
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
九
と
い
わ
れ
た
。
激
し
い
上
下
動
に
つ
づ
い

て
、
水
平
動
が
重
な
り
、
最
大
震
幅
は
約
十
二
〓

、
周
期
一
・
五
秒
と
い
う
の
だ
か
ら
、
歩
く
こ
と
は
お
ろ
か
、
立
っ
て
い
る
こ
と
す
ら
で
き
な

い
。こ

の
時
、
県
警
察
部
高
等
課
長
を
つ
と
め
て
い
た
西
坂
勝
人
は
、
庁
内
で
地
震
に
あ
い
、「
世
の
中
は
ど
う
な
る
の
か
」
と
思
い
、
戸
棚
が
ひ
っ
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く
り
か
え
り
、
隣
の
郵
便
局
が
く
ず
れ
落
ち
る
事
態
の
な
か
で
「
世
の
中
は
壊
滅
す
る

の
じ
ゃ
な
い
か
」
と
感
じ
た
そ
う
で
あ
る（
西
坂
勝
人
「
関
東
大
震
災
を
め
ぐ
っ
て
」『
神
奈

川
県
史
研
究
』
一
三
号
）。

被
害
は
、
東
京
・
横
浜
・
川
崎
だ
け
で
な
く
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
と
く
に
神
奈

川
県
下
の
小
田
原
・
箱
根
・
横
須
賀
・
鎌
倉
な
ど
で
は
大
き
く
、
惨
憺
た
る
あ
り
さ
ま

で
あ
っ
た
。
こ
の
地
震
は
近
代
日
本
の
地
震
史
の
な
か
で
そ
の
規
模
か
ら
み
た
ら
六
番

目
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
が
桁
は
ず
れ
に
大
き
い
の
は
、
東
京
湾
沿
い
の
地

盤
の
ゆ
る
い
埋
立
地
が
激
震
地
区
で
、
し
か
も
、
地
震
発
生
時
刻
が
昼
食
時
で
あ
っ
た

せ
い
も
あ
り
、
倒
壊
し
た
家
い
え
か
ら
火
の
手
が
あ
が
り
、
街
が
ぐ
れ
ん
の
炎
と
化
し

た
か
ら
で
あ
る
。
東
京
市
は
六
五
㌫
、
横
浜
市
は
全
滅
に
近
く
、
火
災
被
害
は
震
害
を

は
る
か
に
上
ま
わ
っ
て
い
た
。

そ
の
う
ち
最
大
の
惨
状
を
呈
し
た
の
は
、
東
京
で
は
、
江
東
地
区
の
人
び
と
が
避
難

し
て
き
た
両
国
横
綱
町
の
陸
軍
被
服
廠
跡
の
空
地
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
旋
風
の
た
め

に
火
が
つ
む
じ
風
と
な
り
「
生
き
地
獄
」
と
化
し
て
、
三
万
八
千
人
の
命
が
失
わ
れ
た

こ
と
は
、
い
ま
な
お
、
多
く
の
書
物
で
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

当
時
、
横
浜
市
に
つ
い
て
は
、「
全
滅
せ
る
横
浜
－
震
災
よ
り
戒
厳
令
ま
で
」
と
い

う
見
出
し
で
焼
野
原
と
化
し
た
市
の
事
情
を
報
じ
た
『
報
知
新
聞
』（
大
正
十
二
年
九
月

大正12年9月1日の山手公園 元街小学校蔵
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四
日
付
）
は
、「
血
み
ど
ろ
市
民
」
が
右
往
左
往
し
、「
当
時
の
光
景
を
叙
す
べ
き
形

容
詞
は
未
だ
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
し
を
覚
え
ず
」
と
、
そ
の
猛
火
の
す
さ
ま
じ
さ

を
伝
え
て
い
た
。

事
実
、
何
万
人
と
な
く
炎
を
か
い
く
ぐ
っ
て
難
を
避
け
て
集
ま
っ
て
き
た
横
浜
公

園
は
水
道
管
破
裂
の
た
め
に
ひ
ざ
が
し
ら
ま
で
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
腰
あ
た
り
ま

で
水
び
た
し
、
火
の
粉
と
と
も
に
揮
発
性
の
爆
発
物
が
巨
弾
を
発
射
す
る
よ
う
な
音

響
を
連
続
し
て
ひ
き
お
こ
し
、
空
中
で
物
が
飛
び
散
り
、
焼
ト
タ
ン
の
落
下
物
が
も

の
す
ご
く
、
手
の
ほ
ど
こ
し
よ
う
も
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
さ
な

が
ら
「
戦
争
状
態
」
で
あ
っ
た
。

震
災
の
日
、
県
知
事
安
河
内
麻
吉
の
内
相
後
藤
新
平
あ
て
の
『
震
災
に
関
す
る
報

告（
第
一
報
）』
に
よ
る
と
、
横
浜
市
で
は
、
猛
火
が
ま
た
た
く
間
に
広
が
り
拡
す
る

な
か
で
、
右
往
左
往
し
な
が
ら
黒
煙
に
巻
か
れ
た
り
、
灼
熱
に
耐
え
か
ね
て
川
中
に

身
を
投
じ
て
溺
死
し
た
と
い
う
よ
う
な
痛
ま
し
い
犠
牲
者
が
続
出
し
た
。
そ
う
し
た

な
か
で
、
九
死
に
一
生
を
え
て
避
難
し
た
人
び
と
は
、
市
の
山
下
公
園
に
約
五
万

人
、
掃
部
山
・
伊
勢
山
に
約
一
万
人
、
本
牧
三
渓
園
附
近
・
磯
子
方
面
久
保
山
に
約

一
万
人
が
ひ
し
め
き
あ
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
で
の
人
び
と
も
不
安
ど
こ
ろ
か
生

き
た
心
地
す
ら
な
か
っ
た
。

焼けおちた県庁 『大正震災写真集』から
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県
内
各
地
の

被
害

状

況

こ
れ
だ
け
で
も
、
災
害
は
自
然
現
象
に
と
ど
ま
ら
ず
、
す
で
に
日
本
の
都
市
文
明
の
も
ろ
さ
を
さ
ら
け
だ
し
、
人
災
の
感
す
ら

あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
災
害
シ
ョ
ッ
ク
は
、
と
く
に
民
衆
を
混
乱
の
渦
に
巻
き
込
ん
で
い
た
。

こ
の
震
災
が
、
都
市
民
衆
の
、
そ
れ
こ
そ
生
活
の
ひ
だ
の
内
側
に
深
く
く
い
こ
み
、
罹
災
者
を
激
し
い
恐
怖
と
動
揺
の
ル
ツ
ボ
の
な
か
に
投
げ
こ

み
、
不
安
に
か
り
た
て
た
。
震
災
地
の
人
び
と

は
、
火
災
と
三
百
回
近
い
余
震
が
く
り
か
え
さ

れ
る
な
か
で
生
き
た
心
地
す
ら
な
い
。
横
浜
で

は
泥
と
ほ
こ
り
に
ま
み
れ
た
一
群
が
、
焦
げ
死

ん
だ
馬
肉
を
ひ
き
さ
き
、
あ
る
一
団
は
下
水
道

の
流
れ
で
か
わ
き
を
い
や
す
と
い
う
さ
な
が
ら

「
石
器
時
代
」
に
た
ち
か
え
っ
た
よ
う
な
わ
び

し
い
光
景
が
あ
ち
こ
ち
で
み
ら
れ
た
と
い
う
。

横
浜
市
以
外
の
郡
市
の
状
態
は
ど
う
で
あ
っ

た
ろ
う
か
。『
震
災
ニ
関
ス
ル
概
況
報
告
続
報

（
第
六
報
）』
に
よ
っ
て
整
理
し
て
被
害
の
大

き
い
地
域
を
あ
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な

る
。横

須
賀
市
は
全
戸
数
約
一
万
千
八
百
戸
の

上は小田原駅前，下は小田原通商銀行付近（現在の本町1丁目付近）
の状況 小田原市立図書館蔵
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う
ち
ほ
ぼ
一
・
七
㌫
に
あ
た
る
約
千
五
百
戸
が
被
害
を
ま
ぬ
が
れ
た
だ
け
で
、

ほ
と
ん
ど
が
倒
壊
も
し
く
は
半
壊
で
、
そ
の
う
え
お
よ
そ
四
千
戸
に
の
ぼ
る
家

家
が
焼
失
し
た
。
ま
た
、
横
浜
市
の
南
部
に
接
し
て
い
る
久
良
岐
郡
下
（
現
在

横
浜
市
）
で
は
、
全
家
屋
数
の
三
分
の
二
以
上
が
倒
壊
す
る
と
い
う
惨
状
で
、

全
壊
が
千
二
百
十
二
戸
、
半
壊
は
二
千
九
百
九
十
九
戸
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
倒

壊
家
屋
の
な
か
に
は
、
大
岡
川
村
の
村
役
場
と
小
学
校
、
金
沢
村
小
学
校
、
日

下
村
役
場
が
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
道
路
の
崩
壊
や
、
橋
の
破
損
な
ど
、
惨
害
は

甚
大
で
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
三
浦
半
島
の
三
浦
郡
・鎌
倉
郡
下
も
横
須
賀
市
と
と
も
に
た
い
へ
ん

な
被
害
を
受
け
た
。
三
浦
郡
下
で
は
、
三
崎
病
院
お
よ
び
三
崎
小
学
校
が
全
壊

し
た
の
を
は
じ
め
、
浦
賀
船
渠
会
社
の
工
場
と
三
崎
警
察
分
署
が
半
壊
し
、
全

壊
家
屋
二
百
五
十
戸
、
半
壊
家
屋
三
百
五
十
戸
と
報
告
さ
れ
、
浦
賀
町
は
断
崖

の
崩
壊
な
ど
が
数
か
所
に
お
よ
び
、
ほ
と
ん
ど
町
全
体
が
全
滅
状
態
に
お
ち
い

っ
た
と
い
う
。
一
方
、
鎌
倉
郡
下
を
み
る
と
、
鎌
倉
、
戸
塚
（
現
在

横
浜
市
）、

腰
越
・津（
現
在
鎌
倉
市
）の
各
町
村
は
、
ほ
と
ん
ど
全
滅
の
あ
り
さ
ま
で
、
鎌

倉
町
と
腰
越
・津
村
で
は
火
災
が
発
生
し
た
。
建
築
物
の
主
な
被
害
と
し
て
は
、

戸
塚
小
学
校
・
役
場
・
警
察
署
・
郵
便
局
が
全
壊
し
、
鎌
倉
郡
役
所
・鎌
倉
警

鎌倉建長寺 『大正震災写真集』から
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察
署
が
半
壊
す
る
と
い
う
被
害
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
目
を
、
京
浜
工
業
地
帯
の
一
角
を
し
め
る
川
崎
町
（
現
在

川

崎
市
）
を
中
心
と
す
る
橘
樹
郡
下
の
被
害
状
態
に
転
じ
て
み
る
と
、
郡
下

の
町
村
の
倒
壊
家
屋
は
、
鶴
見
町
（
現
在

横
浜
市
）
を
除
き
お
し
な
べ
て

七
〇
㌫
以
上
に
達
し
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
こ
は
川
崎
町
を
中
心
と
す
る

京
浜
工
業
地
帯
で
あ
る
の
で
、
工
場
の
被
害
も
大
き
く
、
富
士
瓦
斯
紡
績

工
場
、
明
治
製
糖
、
東
京
電
気
を
は
じ
め
そ
の
他
工
場
の
被
害
は
お
び
た

だ
し
か
っ
た
。

さ
ら
に
震
源
地
に
近
い
県
西
の
地
域
の
災
害
の
実
情
を
み
る
と
、
足
柄

上
郡
を
の
ぞ
い
て
、
足
柄
下
郡
・
中
郡
下
の
惨
状
は
い
ち
じ
る
し
い
も
の

が
あ
っ
た
。
足
柄
上
郡
は
、
他
の
郡
市
に
く
ら
べ
て
被
害
は
軽
微
で
あ
る

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
倒
壊
・
半
壊
家
屋
は
、
約
七
〇
㌫
ぐ

ら
い
に
達
し
て
い
た
。
県
西
で
も
っ
と
も
大
き
な
被
害
を
受
け
た
の
は
、

足
柄
下
郡
で
、
な
か
で
も
小
田
原
町
（
現
在

小
田
原
市
）
は
町
全
体
が
全

滅
の
状
態
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
中
郡
下
も
被
害
が
大
き
く
、
倒
壊
家
屋
は
お
し
な
べ
て
五
〇
㌫

か
ら
六
〇
㌫
に
の
ぼ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
郡
下
で
被
害
が
大

箱根宮ノ下付近の洋風建築 『大正震災写真集』から
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き
か
っ
た
の
は
、
平
塚
の
火
薬
廠
で
、
こ
の
火
薬
廠
は
爆
発
を
お
こ
す
と
と

も
に
火
災
を
発
し
、
さ
ら
に
、
東
海
道
線
の
平
塚
・
大
磯
・
二
宮
の
各
駅
、

そ
れ
に
相
模
紡
績
会
社
の
工
場
も
倒
壊
し
た
。

県
北
に
あ
た
る
相
模
原
台
地
や
山
あ
い
の
地
域
の
被
害
も
ま
た
大
き
か
っ

た
。
愛
甲
郡
で
は
、
各
地
で
地
震
と
同
時
に
火
災
が
発
生
し
、
厚
木
実
科
高

等
女
学
校
・
税
務
署
・
郵
便
局
・
役
場
等
が
全
壊
も
し
く
は
倒
壊
し
た
。
な

お
こ
の
地
方
は
地
勢
の
関
係
か
ら
崖
崩
れ
が
随
所
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
玉
川
村
・
煤
ケ
谷
村
・
宮
ケ
瀬
村
の
山
林
で
は
崖
崩
れ
は

無
数
に
お
よ
び
、
愛
川
村
半
原
字
馬
渡
で
は
全
長
百
五
十
㍍
ぐ
ら
い
に
わ
た

る
崖
崩
れ
の
た
め
五
戸
が
埋
没
し
十
五
名
が
生
き
埋
め
に
な
る
と
い
う
悲
惨

な
事
態
が
お
き
た
。
ま
た
、
津
久
井
郡
下
に
つ
い
て
は
、
津
久
井
郡
長
の
県

知
事
あ
て
の
「
震
災
事
変
報
告
」（
九
月
六
日
）、
あ
る
い
は
「
津
久
井
郡
被

害
及
物
資
景
況
」（
九
月
十
九
日
調
）
で
み
る
と
、
家
屋
の
全
壊
・
半
壊
は
、

全
戸
数
の
約
九
㌫
に
す
ぎ
な
い
が
、
通
信
・
交
通
が
ま
っ
た
く
と
だ
え
、
陸

の
孤
島
と
化
し
て
し
ま
っ
た
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
野
村
よ
り
八

王
子
市
へ
通
ず
る
道
路
、
愛
甲
郡
北
部
へ
の
路
、
甲
州
街
道
へ
の
連
絡
路
と

主
要
道
路
が
す
べ
て
不
通
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
道
路
・
山
林
・
耕
地

松田町松田停車場付近の状況 『神奈川県震災誌』から
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は
崩
壊
し
、
そ
の
被
害
は
、
ま
っ
た
く
「
稀
有
ノ
変
事
」
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て

い
た
（
資
料
編

11

近
代
・
現
代
⑴
二五五
）。

地
震
が
火
災
を
誘
発
し
、
さ
ら
に
県
下
全
域
が
震
源
地
に
直
面
し
て
い
た
だ
け

に
各
地
で
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
の
崖
崩
れ
、
道
路
破
損
等
々
地
形
を
一
変
せ
し

め
る
よ
う
な
被
害
が
続
出
し
た
こ
と
が
災
害
を
大
き
く
し
て
い
た
。
し
か
も
、
鎌

倉
町
方
面
と
真
鶴
村
・
岩
村
（
現
在

真
鶴
町
）
に
は
海
嘯
（
津
波
）
が
襲
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
で
は
、
強
い
地
震
と
同
時
に
、
材
木
座
、
由
比
ケ
浜
、
長
谷

坂
ノ
下
、
腰
越
、
さ
ら
に
、
片
瀬
・
江
ノ
島
方
面
に
は
、
お
よ
そ
十
㍍
近
い
津
波

が
襲
来
し
、
由
比
ケ
浜
海
水
浴
場
に
い
あ
わ
せ
た
約
百
名
と
、
江
ノ
島
桟
橋
通
行

中
の
約
五
十
名
は
、
い
ず
れ
も
行
方
不
明
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
真
鶴
方
面
を
襲
っ
た
津
波
は
、
真
鶴
の
海
浜
と
岩
村
の
一
部
を
洗
い
去
り
、

家
屋
お
よ
び
住
民
の
被
害
は
、
す
こ
ぶ
る
大
き
か
っ
た
と
い
う（
資
料
編11

近
代
・

現
代
⑴
二五
一〜
二五四）。

震
害
に
よ
る

損
害
の
実
情

で
は
震
害
に
よ
る
県
下
の
損
失
は
ど
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
い
ま
、
郡
市
別
に
県
下
の
被
害
世
帯
数
を
み
る

と
全
焼
・
全
壊
か
ら
破
壊
ま
で
含
め
て
み
る
と
八
六
・
五
㌫
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。

こ
の
た
め
、
神
奈
川
県
の
損
失
額
は
総
計
六
千
二
十
七
万
五
千
円
と
い
う
膨
大
な

大山町の惨状 『神奈川県震災誌』から
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額
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
そ
の
内
訳
は
、
県
歳
入
千
万
円
の
う
ち
徴
収
残
額
六
百
五
十
万
円
中
徴
収
不
能
を
約
三
五
㌫
と
見
積
り
、
そ
の
額
が
二
百
二

十
七
万
五
千
円
、
道
路
・橋
梁
の
被
害
額
が
約
五
千
万
円
、
県
庁
・郡
役
所
・警
察
署
・県
立
学
校
そ
の
他
の
建
物
の
損
害
額
が
六
百
万
円
、
そ
の

他
の
損
失
額
が
二
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
市
郡
の
損
失
の
状
態
を
み
る
と
、
横
浜
市
が
五
千
九
十
万
円
、
横
須
賀
市
の
場
合
が
、
建
造
物
等
の
焼
失
・倒
壊
・損
失
等
を
の
ぞ
い
て
、

第1表　郡市別被害世帯数

1）　『神奈川県震災誌』から 2）　数字は原本のとおり
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百
二
十
三
万
七
千
五
百
円
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。
な
か
で
も
、
横
浜
市
の
場
合
、
一
般
歳
入
千
五
十
万
円
の
う
ち
徴
収
残
額
九
百
五
十
万
円
余
の
歳
入

の
見
込
み
が
ほ
と
ん
ど
た
た
な
い
あ
り
さ
ま
で
、
特
別
会
計
の
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
収
入
九
百
万
円
中
、
損
失
は
六
百
五
十
万
円
に
の
ぼ
っ
て
い

た
。
ま
た
、
施
設
の
損
害
額
は
、
道
路
の
破
損
百
二
十
万
円
、
橋
梁
三
百
六
十
万
円
、
河
川
損
害
千
四
百
万
円
、
電
車
軌
道
の
損
失
二
百
五
十
万

円
、
ガ
ス
の
損
失
三
百
五
十
万
円
、
水
道
の
損
失
五
百
万
円
、
市
役
所
・
記
念
会
館
・
図
書
館
・
学
校
そ
の
他
市
の
営
造
物
の
焼
失
、
倒
壊
に
よ
る

第2表　郡市別罹災者・犠牲者数

1）　『神奈川県震災誌』から 2）　数字は原本のとおり
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損
失
が
五
百
万
円
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
ら
、
県
知
事
は
内
相
あ
て
の
「
震
災
後
ノ
民
心
及
経
済
財
政
ニ
及
ホ
シ
タ
ル
影
響
ニ
関
ス
ル
件
」
の
な
か
で
、「
市

町
村
ノ
財
政
ハ
…
…
将
来
目
算
立
タ
ス
、
将
来
ノ
県
市
町
村
財
政
ハ
政
府
ノ
補
給
ヲ
待
ツ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
如
何
ト
モ
経
理
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ノ
状
態
ナ

リ
」
と
報
告
し
て
い
た
（
資
料
編11

近
代
・
現
代
⑴
二五四）。

関
東
大
震
災
は
、
県
下
全
域
で
こ
う
し
て
痛
ま
し
い
数
多
く
の
犠
牲
者
を
だ
し
な
が
ら
、
県
・
市
町
村
の
機
能
を
奪
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
県
域
全
体
を
そ
の
根
底
か
ら
く
つ
が
え
し
た
の
も
同
様
な
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

二
　
災
害
と
県
民
の
動
静

「
朝
鮮
人
来
襲
」

の
流
言
と
自
警
団

震
災
の
渦
中
で
被
害
に
会
っ
た
人
び
と
は
「
人
心
恟
々
ト
シ
テ
殆
ト
死
生
ヲ
知
ラ
サ
ル
カ
如
キ
不
安
」
の
な
か
に
放
り
こ
ま

れ
た
。
交
通
・
通
信
が
ま
っ
た
く
と
だ
え
、
家
族
の
安
否
を
気
づ
か
う
人
び
と
の
間
に
や
が
て
「
富
士
山
が
大
爆
発
し
た
」

「
大
津
波
が
や
っ
て
く
る
」
と
い
う
よ
う
な
デ
マ
が
と
び
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て
、
一
日
の
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
東
京
・
横
浜
・

川
崎
の
一
部
で
社
会
主
義
者
・
朝
鮮
人
の
襲
来
、
一
時
釈
放
さ
れ
た
囚
人
襲
撃
の
流
言
が
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
流
言
の
発
生
源
は
、
さ
ま
ざ

ま
で
あ
り
、
神
奈
川
県
下
で
は
国
家
社
会
主
義
者
山
口
正
憲
が
行
っ
た
演
説
や
罹
災
民
が
暴
挙
に
さ
い
し
て
流
布
し
た
と
も
い
わ
れ
、
他
方
で
は
、

地
震
発
生
直
後
の
午
後
三
時
に
川
崎
署
、
午
後
八
時
に
横
浜
寿
署
か
ら
こ
の
噂
が
流
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
流
言
は
浮
説
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
九
月
二
日
夜
、
警
視
庁
警
保
局
長
は
全
国
に
「
不
逞
鮮
人
取
締
」
を
打
電
し
、
翌
三
日
に
は
関

係
地
域
の
郡
市
町
村
に
こ
の
「
注
意
ノ
件
」
の
通
達
が
お
ろ
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
神
奈
川
県
三
浦
郡
三
崎
町（
現
在

三
浦
市
）
の
『
震
災
関
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係
書
類
』
の
な
か
に
は
、「
不
逞
鮮
人
」
が
罹
災
者
に
た
い
し
て
暴
行
を
く
わ
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
井
戸
水
な
ど
に
毒
薬
を
投
げ
こ
む
事
実
も
あ

る
か
ら
、
五
人
組
な
ど
を
活
動
せ
し
め
て
自
衛
の
み
ち
を
こ
う
ず
る
よ
う
指
令
し
て
い
た
文
書
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
れ
っ
き
と
し
た
公
文
書（
号
外
）
で
、
三
浦
郡
長
名
で
各
町
村
長
あ
て
に
配
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
日
付
は
九
月
三
日
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
全
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
資
料
編11

近
代
・現
代
⑴
二八四）。

不
逞
鮮
人
ニ
関
ス
ル
注
意
ノ
件

今
回
ノ
災
害
ヲ
期
ト
シ
不
逞
鮮
人
往
行
シ
被
害
民
ニ対
シ
暴
行
ヲ
ナ
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
井
水
等
ニ毒
薬
ヲ
投
ス
ル
事
実
有
之
候
条
特
ニ御
注
意
相
成
度

追
テ
本
件
ニ
就
テ
ハ
伍
人
組
ヲ
活
動
セ
シ
メ
自
衛
ノ
途
ヲ
講
セ
シ
メ
ラ
レ
度

こ
う
し
て
、
流
言
だ
け
で
な
く
、
通
達
に
よ
っ
て
、
こ
の
間
、
各
地
に
自
警
団
が
組
織
さ
れ
町
や
村
の
要
所
を
固
め
て
い
った
。
こ
の
自
衛
組
織

は
、
関
東
地
方
一円
で
三
千
六
百
八
十
九
つ
く
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
消
防
組
・在
郷
軍
人
分
会
・青
年
団
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
、
そ
の
任
に
つ

い
た
。
か
れ
ら
は
日
本
刀
・竹
槍
・鳶
口
・棍
棒
・猟
銃
・ピ
ス
ト
ル
な
ど
で
武
装
し
、
い
わ
ゆ
る「
朝
鮮
人
暴
動
」
説
で
興
奮
し
た
人
び
と
は
、

だ
れ
か
れ
の
別
な
く
通
行
人
を
検
問
し
、
朝
鮮
人
く
さ
い
と
な
る
と
、
た
と
え
日
本
人
で
あ
ろ
う
と
み
さ
か
い
な
く
叩
き
の
め
し
、
虐
殺
さ
え
し

た
。
自
警
団
は
、
意
図
的
に
流
さ
れ
た
流
言
に
よ
った
と
は
い
え
、
民
衆
の
極
度
の
恐
怖
心
に
基
づ
い
て
あ
っ
と
い
う
間
に
つ
く
ら
れ
た
。
警
察
の

機
能
が
麻
痺
す
る
な
か
で
、
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
る
勢
い
に
の
り
、
そ
の
暴
虐
さ
は
歯
止
め
を
欠
い
て
い
た
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
明
日
に
生
き

る
目
標
を
失
っ
て
い
る
多
く
の
民
衆
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
あ
せ
り
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

自
警
団
の
組
織
は
ま
っ
た
く
の
寄
り
集
ま
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
に
よ
っ
て
行
動
を
と
っ
て
い
った
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
そ
れ
だ
け

の
組
織
ル
ー
ル
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
鎌
倉
郡
戸
塚
町
の
自
警
団
組
織
は
次
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い

た
（
鎌
倉
郡
役
所
『
震
災
庶
務
書
類
』
大
正
十
二
年
）。
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一
　
本
団
ハ
火
災
盗
難
ノ
予
防
匪
徒
ノ
警
戒
ヲ
ナ
ス
ヲ
目
的
ト
ス

二
　
本
団
ハ
戸
塚
町
在
住
青
年
団
、
在
郷
軍
人
、
其
ノ
他
区
長
ノ
選
抜
シ
タ
ル
有
志
ヲ
以
テ
組
織
ス

三
　
団
員
ハ
棍
棒
其
ノ
他
護
身
用
具
ヲ
携
帯
ス
ル
コ
ト

四
　
本
団
ニ
団
長
一
名
副
団
長
二
名
ヲ
置
キ
警
察
署
ノ
指
導
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

五
　
本
団
ヲ
三
部
ニ
分
ツ

一
部
　
元
町
　
矢
部
　
谷
矢
部

二
部
　
吉
田
　
一
二
三
町
目
　
矢
沢
　
旭
町

三
部
　
四
五
六
町
目
　
宮
ケ
谷
　
松
田
　
坂
下
　
下
郷

六
　
各
部
ニ
部
長
副
部
長
ヲ
置
キ
団
員
ヲ
指
揮
セ
シ
ム

七
　
団
員
ノ
勤
務
ハ
午
後
六
時
ヨ
リ
午
前
五
時
迄
ト
シ
二
時
間
更
迭
ニ
一
部
ツ
ヽ
勤
務
ニ
服
シ
他
ハ
停
車
場
前
広
場
ニ
休
憩
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

こ
の
自
警
団
の
組
織
ル
ー
ル
を
み
る
と
、
自
衛
の
た
め
に
上
か
ら
実
に
手
ぎ
わ
よ
く
意
図
的
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で

「
不
逞
鮮
人
」
が
震
災
と
い
う
異
常
事
態
を
機
会
に
「
物
資
の
掠
奪
強
姦
放
火
」
を
行
う
と
い
う
流
言
は
、
横
浜
を
中
心
に
あ
っ
と
い
う
間
に
広
が

っ
て
い
っ
た
。

県
下
の
朝
鮮
人
殺
害

こ
の
流
言
の
た
め
に
、
都
筑
郡
で
は
余
震
が
続
発
の
最
中
に
、
す
で
に
「
不
逞
鮮
人
ノ
襲
撃
説
ハ
一
層
民
心
ヲ
脅
威
」
に

か
り
た
て
「
在
郷
軍
人
及
青
年
団
員
ハ
挙
テ
之
カ
警
戒
」
に
あ
た
り
、
人
心
は
き
わ
め
て
昂
奮
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
久
良
岐
郡
の
場
合
も
同
じ
状
態
で
、
こ
こ
で
は
九
月
二
日
午
後
三
時
ご
ろ
か
ら
追
浜
飛
行
場
付
近
の
屏
風
浦
・
金
沢
そ
の
他
隣
接
の

村
落
に
横
須
賀
海
兵
団
の
駆
逐
艦
お
よ
び
横
須
賀
航
空
隊
か
ら
海
軍
の
兵
士
が
武
装
上
陸
し
警
戒
に
あ
た
っ
て
か
ら
人
心
が
安
定
す
る
傾
向
を
示
し

た
と
い
う
。
と
す
る
と
、
海
軍
で
は
あ
る
が
軍
隊
の
出
動
も
迅
速
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
、
自
警
団
の
組
織
も
た
い
へ
ん
は
や
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
（
資
料
編

11

近
代
・
現
代
⑴
二五
一〜
二五三）。
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自
警
団
が
あ
ち
こ
ち
で
組
織
さ
れ
る
な
か

で
、
県
下
の
朝
鮮
人
に
た
い
す
る
険
悪
な
空
気

が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
。
川
崎
・
鶴
見
方
面
で
は

そ
の
緊
張
度
は
い
ち
じ
る
し
か
っ
た
。
川
崎
町

に
は
、
当
時
約
二
百
名
の
朝
鮮
人
が
居
住
し
、

平
穏
で
な
ん
ら
や
ま
し
い
行
為
に
で
る
者
は
い

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京

・
横
浜
方

面
か
ら
の
流
言
で
、
民
衆
の
間
に
朝
鮮
人
に
た

い
す
る
「
憎
悪
反
感
ノ
念
」
が
つ
の
り
に
つ
の

り
「
殺
気
横
溢
」
の
状
態
に
お
ち
い
っ
た
。
そ

の
た
め
に
、
警
察
署
が
朝
鮮
人
を
安
全
な
所
に

保
護
し
、
民
衆
に
事
実
無
根
な
事
情
を
説
明
し
鎮
撫
に
つ
と
め
た
。
し
か
し
、
昂
奮
し
た
民
衆
は
、
勢
い
に
乗
じ
て
警
鐘
を
乱
打
し
、
法
螺
貝
を
鳴

ら
し
、
竹
槍
・
刀
剣
な
ど
を
た
ず
さ
え
て
随
所
で
争
闘
を
演
じ
、
つ
い
に
死
者
四
人
（
内
地
人
一
・朝
鮮
人
三
）、
負
傷
者
五
人（
内
地
人
二
・朝
鮮
人
三
）

と
い
う
不
祥
事
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
ま
た
鶴
見
に
居
住
せ
る
朝
鮮
人
は
潮
田
・鶴
見
を
中
心
に
約
三
百
名
に
達
し
、
土
工
部
屋
と
国
道
事
務
所
所
属

の
土
工
部
屋
に
寄
寓
し
、
善
良
で
あ
え
て「
不
逞
」
を
為
す
こ
と
な
ど
は
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
東
京
・横
浜
方
面
か
ら
の
風
評
が
宣
伝
せ
ら
れ
た

た
め
一般
の
民
衆
は
不
安
と
恐
怖
に
襲
わ
れ
朝
鮮
人
を
憎
悪
敵
視
し
、
各
自
警
団
は
凶
器
を
持
っ
て
警
戒
の
任
に
あ
た
り
険
悪
の
気
が
み
な
ぎ
っ
た

の
で
、
保
護
の
た
め
朝
鮮
人
三
百
八
名
を
安
全
の
個
所
に
収
容
し
極
力
其
流
言
浮
説
を
説
示
し
民
心
の
鎮
静
に
尽
し
た
が
、
遂
に
随
所
に
争
闘
を
演

在日朝鮮人殺害を報ずる『時事新報』大正12年12月
2日付

『大正大震災記』から
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じ
殺
傷
者
を
だ
し
て
し
ま
っ
た
。

さ
ら
に
、
県
西
の
小
田
原
町
方
面
で
は
、
熱
海
線
の
工
事
に
従
事
し
て
い
る
朝
鮮
人
が
、
足
柄
下
郡
土
肥
村
お
よ
び
吉
浜
村
、
箱
根
あ
た
り
に
居

住
し
、
多
く
の
者
が
平
穏
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
・
横
浜
方
面
の
避
難
民
を
装
っ
て
大
挙
し
て
朝
鮮
人
が
押
し
寄
せ
て
く
る
と
の
虚
報

で
民
心
が
い
ち
じ
る
し
く
悪
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
竹
槍
・
刀
剣
な
ど
を
た
ず
さ
え
て
警
戒
に
あ
た
り
「
殺
気
横
溢
」
の
状
勢
を
生
み
だ
し
て
い
た
。
そ

こ
で
警
察
署
は
「
事
実
無
根
」
で
あ
る
こ
と
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、
凶
器
の
携
帯
を
禁
止
し
、
人
心
の
安
定
に
奔
走
し
、
事
態
を
拾
収
し
た
が
、

土
肥
村
で
労
働
者
同
志
が
衝
突
し
、
朝
鮮
人
が
日
本
の
婦
人
を
水
田
に
突
飛
ば
し
た
事
件
が
も
ち
あ
が
り
、
そ
の
た
め
、
民
衆
は
婦
人
を
殺
害
し
た

と
誤
認
し
、
た
だ
ち
に
警
鐘
を
乱
打
し
て
消
防
組
を
召
集
し
、
そ
の
朝
鮮
人
を
追
跡
中
た
ま
た
ま
他
の
台
湾
人
二
名
に
遭
遇
し
、
彼
等
を
朝
鮮
人
と

誤
っ
て
殺
害
し
た
ほ
か
、
真
鶴
村
に
お
い
て
も
朝
鮮
人
二
名
に
た
い
し
て
重
傷
を
負
わ
せ
る
事
件
が
発
生
し
た
。

こ
の
よ
う
な
不
幸
な
事
件
は
戸
塚
地
域
と
茅
ケ
崎
町
（
現
在

茅
ケ
崎
市
）
で
朝
鮮
人
殺
害
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
ま
ず
九
月
二
日
の
午
後
四
時

ご
ろ
、
戸
塚
付
近
の
川
上
村（
現
在

横
浜
市
）
国
道
筋
で
、
朝
鮮
人
の
発
見
に
腐
心
し
て
い
た
青
年
団
た
ち
に
触
発
さ
れ
て
か
、
通
行
人
が
朝
鮮
人

三
名
を
殺
害
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
藤
沢
町（
現
在

藤
沢
市
）
の
周
辺
で
は
、
朝
鮮
人
と
み
れ
ば
「
無
抵
抗
平
穏
ノ
者
ト
雖
モ
悉
ク
之
ヲ
殺
害
セ

ン
ト
ス
ル
状
勢
」
が
つ
く
り
だ
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
も
と
で
、
つ
い
に
茅
ケ
崎
町
で
朝
鮮
人
と
誤
認
さ
れ
た
日
本
人
一
名
と
五
名
の
朝
鮮

人
が
殺
害
さ
れ
た
（
資
料
編11

近
代
・現
代
⑴
二八三）。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
横
須
賀
市
在
住
の
朝
鮮
人
二
百
五
十
名
が
警
察
署
の
指
示
で
市
内
の
不
入
斗
練
兵
場
に
救
護
収
容
さ
れ
た
の
と
、
大

磯
・
平
塚
方
面
の
十
数
名
の
朝
鮮
人
が
相
模
紡
績
会
社
の
死
者
発
掘
な
ど
労
務
に
服
し
て
外
出
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
朝
鮮
人
虐
殺
に
巻
き
込
ま
れ

な
か
っ
た
数
少
な
い
例
外
で
あ
る
が
、
川
崎
・
鶴
見
・
戸
塚
・
茅
ケ
崎
・
小
田
原
方
面
で
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
は
、
流
言
と
通
達
が
一
気
に
朝
鮮

人
蔑
視
と
彼
等
に
た
い
す
る
敵
対
感
情
を
あ
お
り
た
て
て
い
た
か
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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し
か
も
「
朝
鮮
人
暴
動
」
説
が
虚
報
で
あ
り
、
噓
言
で
事
実
無
根
で
あ
る
と
い
う
訂
正
が
九
月
三
日
か
ら
五
日
に
か
け
て
打
ち
だ
さ
れ
、
地
域
に

お
ろ
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
っ
と
い
う
間
に
不
祥
事
件
が
続
発
し
た
こ
と
は
、
災
害
に
よ
る
民
衆
の
異
常
心
理
と
差
別
感
情
が
大
き
な

流
れ
と
し
て
社
会
の
底
辺
で
渦
巻
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

事
実
、
九
月
三
日
、
横
須
賀
鎮
守
府
・
横
須
賀
市
役
所
・
衛
戍
司
令
部
の
三
者
名
で
「
当
地
方
ニ
於
ケ
ル
朝
鮮
人
ニ
関
ス
ル
噂
ハ
概
ネ
虚
報
ナ
リ

彼
等
ト
雖
皆
悪
人
ニ
非
ラ
ス
妄
リ
ニ
虐
待
ス
ル
ナ
」
と
い
う
文
書
を
だ
し
て
い
た
。
な
か
な
か
お
も
わ
せ
ぶ
り
な
文
体
で
恩
恵
的
な
意
味
を
こ
め

「
虐
待
」
を
断
乎
取
り
締
ま
る
強
い
規
制
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
不
祥
事
件
を
防
止
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
こ
め
て
い
る
。
そ
し
て
つ
づ
け
て
、
横

須
賀
在
住
の
朝
鮮
人
収
容
所
を
不
入
斗
練
兵
場
に
設
置
し
た
か
ら
「
朝
鮮
人
ハ
同
所
ニ
行
ケ
、
安
全
ニ
保
護
シ
テ
ヤ
ル
」
と
、
や
や
、
恩
き
せ
が
ま

し
く
命
令
口
調
で
指
示
し
て
い
た
。
横
須
賀
鎮
守
府
司
令
部
で
は
、
も
ち
ろ
ん
「
不
逞
鮮
人
襲
来
」
の
有
無
を
調
査
し
警
戒
に
つ
と
め
て
い
た
き
ら

い
が
あ
る
。
そ
の
結
果
の
確
認
か
ら
「
虚
報
」
を
打
ち
だ
し
、
横
須
賀
で
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
こ
と
な
き
を
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
ら
し

い
。
こ
の
こ
と
は
、
九
月
四
日
付
の
横
須
賀
鎮
守
府
司
令
部
の
「
情
報
第
二
報
」
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
情
報
の
一
節
に
「
不
逞
鮮

人
襲
来
」
は
何
れ
も
「
虚
言
」
で
あ
る
と
い
う
実
例
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
陸
軍
ノ
偵
察
」「
海
軍
デ
偵
察
」
の
結
果
と
あ
り
、
あ
き
ら
か

に
陸
海
軍
が
こ
の
不
穏
な
事
態
に
干
与
し
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
朝
鮮
人
襲
来
説
に
た
い
す
る
措
置
は
、
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
九
月
三
日
の
関
東
戒
厳
司
令
官
の
告
諭
の
な
か
に
も
現
状
に
た
い

す
る
注
意
の
一
つ
と
し
て
「
不
逞
団
体
蜂
起
ノ
事
実
ヲ
誇
大
流
言
シ
却
ツ
テ
紛
乱
ヲ
増
加
ス
ル
ノ
不
利
ヲ
招
カ
サ
ル
コ
ト
」
と
あ
る
よ
う
に
、
す
で

に
自
警
団
を
中
心
と
す
る
自
警
組
織
に
よ
る
暴
挙
を
戒
し
め
て
い
た
。
ま
た
、
郡
市
の
行
政
レ
ベ
ル
で
対
処
の
し
か
た
を
み
る
と
、
鎌
倉
郡
の
場
合
、

九
月
三
日
の
警
戒
指
令
を
だ
し
た
そ
の
翌
日
に
は
、
郡
長
名
で
管
内
の
小
学
校
長
・
区
長
・
町
村
長
あ
て
に
「
軍
隊
出
動
並
ニ
惨
害
概
況
通
知
」
と

い
う
号
外
文
書
を
発
し
、
軍
隊
の
派
遣
を
要
請
し
て
い
る
か
ら
、
不
安
の
念
に
か
ら
れ
て
い
る
一
般
の
民
衆
に
「
安
定
」
を
あ
た
え
る
と
同
時
に「
軍
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人
分
会
及
青
年
団
ハ
冷
静
ナ
ル
態
度
ヲ
以
テ
軍
隊
ノ
出
動
ヲ
見
ル
マ
デ
ハ
従
前
ト
異
ナ
ル
処
ナ
ク
防
衛
ニ
努
ム
ル
」
こ
と
を
要
請
す
る
と
と
も
に

「
貴
町
村
在
住
ノ
朝
鮮
人
ニ
対
シ
テ
ハ
暴
行
ヲ
為
サ
ル
」
よ
う
に
と
く
に
注
意
を
う
な
が
し
て
い
た
（
資
料
編11

近
代
・
現
代
⑴
二六〇
・
二六一）。

軍
隊
の
警
備
配
置
を
後
だ
て
に
朝
鮮
人
に
た
い
す
る
暴
挙
を
戒
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
の
で
、
そ
の
た
て
ま
え
と
実
情
を
区
別
す
る
こ
と
は
む
ず

か
し
い
が
、「
朝
鮮
人
暴
動
説
」
を
「
無
稽
ノ
宣
伝
」
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
措
置
も
、わ
り
あ
い
手
ま
わ
し
よ
く
と
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
い
く
つ
か
の
不
祥
事
件
が
も
ち
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
大
き
な
社
会
問
題
・
政
治
問
題
と
な
っ
て

い
た
。

朝
鮮
人
救
護

し
か
し
、
こ
う
し
た
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
い
き
り
立
っ
た
民
衆
の
一
般
的
な
動
き
と
は
別
に
、
災
難
を
受
け
て
い
る
朝
鮮
人
を
か

ば
っ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
行
為
の
一
端
を
中
島
司
『
震
災
美
談
』

の
な
か
か
ら
ひ
ろ
い
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
一
つ
は
都
筑
郡
二
俣
川
村（
現
在

横
浜
市
）
で
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
こ
の
村
の
字
今
井
に
住
む
国
方
登
は
、
毎
日
保
土
ケ
谷
町
へ「
土

工
」
稼
ぎ
に
通
っ
て
い
た
が
、
そ
の
現
場
で
労
働
し
て
い
た
朝
鮮
人
が
四
人
、
国
方
の
家
へ
避
難
し
て
き
た
。
こ
の
村
は
横
浜
方
面
か
ら
街
道
に
溢

れ
ん
ば
か
り
に
避
難
し
て
き
た
人
び
と
が
、
口
ぐ
ち
に
朝
鮮
人
騒
ぎ
の
噂
を
伝
え
な
が
ら
や
っ
て
き
た
の
で
、
村
の
青
年
団
や
消
防
組
は
厳
重
に
沿

道
を
警
戒
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
今
井
の
消
防
組
頭
の
清
水
喜
代
は
配
下
の
消
防
員
を
引
率
し
て
小
学
校
傍
の
火
の
見
櫓
の
下
に
陣
取
り
街
道
筋

の
警
衛
に
あ
た
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
橘
樹
郡
方
面
か
ら
二
、
三
十
名
の
自
警
団
が
竹
槍
や
白
刃
を
提
げ
て
押
し
寄
せ
、
清
水
を
道
端
に
招
き
、
こ
の

村
に
四
人
の
朝
鮮
人
が
い
る
は
ず
だ
、
彼
ら
は
皆
「
不
逞
鮮
人
」
だ
か
ら
俺
達
に
引
き
渡
せ
、
自
分
達
の
方
で
処
分
す
る
か
ら
と
要
求
し
た
。
村
内

で
人
望
の
高
い
清
水
は
フ
フ
ン
と
鼻
で
笑
い
な
が
ら
、
四
人
の
朝
鮮
人
は
た
し
か
に
い
る
が
、
君
達
は
他
村
の
人
だ
、
此
処
は
都
田
警
察
の
管
轄

で
、
私
ら
は
警
察
の
依
頼
を
受
け
て
彼
等
を
保
護
し
て
い
る
、
そ
の
朝
鮮
人
は
「
不
逞
輩
で
は
な
い
、
良
民
だ
」
君
達
に
引
き
渡
す
わ
け
に
は
い
か
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な
い
答
え
て
、
こ
れ
を
拒
絶
し
た
。
渡
せ
渡
さ
ぬ
の
押
問
答
で
一
時
間
ば
か
り
費
や
し
た
が
、
ら
ち
が
あ
か
な
い
の
で
、
清
水
は
立
腹
し
て
強
い
て

朝
鮮
人
を
受
け
取
り
た
く
ば
署
長
の
許
可
を
受
け
て
こ
い
、
さ
も
な
く
ば
渡
す
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
、「
そ
れ
で
も
無
理
を
い
う
な
ら
こ
の
今

井
の
部
落
全
体
で
君
等
の
相
手
に
な
っ
て
や
る
」
と
叫
び
、
大
勢
の
消
防
連
中
が
、
組
頭
の
指
図
次
第
で
は
一
気
に
打
っ
て
か
か
ろ
う
と
の
気
勢
を

示
し
た
。
清
水
の
威
嚇
に
気
遅
れ
し
た
か
一
同
は
退
散
し
た
。
実
際
、
こ
こ
で
は
朝
鮮
人
騒
ぎ
も
な
く
、
こ
の
四
人
の
朝
鮮
人
も
五
日
に
保
土
ケ
谷

の
旧
傭
主
方
へ
送
り
届
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
自
警
団
を
組
織
し
な
が
ら
も
、
か
え
っ
て
朝
鮮
人
を
か
ば
っ
た
さ
い
た
る
事
例
で

あ
る
。
ま
た
、
当
時
、
箱
根
山
中
の
足
柄
下
郡
宮
城
野
村
字
強
羅
の
箱
根
土
地
会
社
に
は
三
十
三
名
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
働
い
て
い
た
が
、
地
震
の

た
め
に
会
社
の
事
業
が
休
止
に
な
っ
て
彼
ら
は
失
職
し
、
食
う
に
食
わ
れ
ず
、
行
く
に
行
か
れ
な
い
窮
状
に
お
ち
い
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
朝
鮮
人

に
た
い
す
る
村
内
の
空
気
は
一
刻
も
早
く
彼
ら
を
追
い
払
え
と
不
穏
に
な
り
は
じ
め
た
。
そ
の
時
、
村
長
瀬
戸
花
吉
は
、
ふ
か
く
朝
鮮
人
に
同
情
を

寄
せ
、
村
民
の
反
対
を
お
し
き
っ
て
五
十
円
と
白
米
一
斗
五
升
其
他
副
食
物
を
あ
た
え
て
、
無
事
に
帰
鮮
の
途
に
就
く
よ
う
取
り
計
ら
っ
て
や
っ
た
。

し
か
も
、
こ
の
三
十
三
名
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
九
月
四
日
帰
鮮
の
途
に
就
き
仙
石
原
村
を
過
ぎ
よ
う
と
し
た
時
、
吉
田
よ
し
と
い
う
旅
人
宿
の
婦
人

が
、
一
同
を
自
宅
の
前
に
休
息
さ
せ
そ
の
間
に
飯
を
炊
い
て
饗
応
し
、
立
去
る
時
に
は
握
り
飯
ま
で
持
た
せ
て
や
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
村
の
指
導
者
と
名
も
な
い
庶
民
の
荒
れ
す
さ
ぶ
空
気
の
な
か
で
の
美
挙
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
人
に
同
情
を
寄
せ
、
彼
ら
を
か
ば

っ
た
事
例
は
少
な
く
な
い
。

横
浜
市
中
村
町
の
木
賃
宿
鈴
木
作
治
は
、
震
災
当
日
一
人
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
、
焼
け
出
さ
れ
て
避
難
先
も
な
く
さ
ま
よ
い
歩
く
の
を
み
て
気
の

毒
に
思
い
、
朝
鮮
人
を
か
ば
っ
た
ら
危
険
な
目
に
あ
う
の
を
顧
み
ず
、
そ
の
朝
鮮
人
を
自
宅
に
と
も
な
い
九
月
十
九
日
ま
で
保
護
し
た
。

ま
た
、
横
浜
市
井
土
ケ
谷
町
の
染
物
屋
の
主
人
佐
々
木
金
蔵
は
震
災
の
際
鮮
人
李
徳
他
一
名
を
自
宅
に
連
れ
て
き
て
救
護
し
た
。
一
名
は
火
傷
を

負
っ
て
い
た
。
介
抱
し
て
い
る
時
血
気
の
若
者
が
数
人
や
っ
て
き
て
、
彼
等
は
「
不
逞
鮮
人
」
だ
か
ら
引
き
渡
せ
と
強
要
し
た
が
、
俠
気
に
富
ん
だ
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金
蔵
は
頑
と
し
て
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
九
日
ま
で
親
切
に
世
話
し
て
や
っ
た
と

い
う
。

さ
ら
に
橘
樹
郡
田
島
町
渡
田（
現
在

川
崎
市
）
に
住
む
請
負
師
の
鈴
木
虎
助
・
高

須
栄
吉
の
両
氏
は
、
震
災
当
時
田
島
町
字
渡
田
浜
居
住
の
朝
鮮
人
約
百
三
十
名
に
た

い
し
、
民
衆
が
迫
害
の
挙
に
で
よ
う
と
す
る
時
官
憲
と
力
を
合
せ
て
鎮
撫
に
つ
と

め
、
な
お
、
食
糧
其
他
の
配
給
に
尽
力
し
た
。
横
浜
市
花
咲
町
の
人
夫
請
負
業
小
西

松
太
郎
も
ま
た
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
潮
田
町
潮
田
二
一
九
七
番
地
、
土
木
請
負
業
の
松
尾
嘉
右
衛
門
、
田
島
町

下
新
田
の
同
業
渡
辺
三
三
は
九
月
二
日
の
午
後
四
時
半
ご
ろ
鶴
見
の
総
持
寺
境
内

で
、
朴
道
元
他
十
八
名
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
、「
不
逞
の
輩
」
と
誤
解
さ
れ
て
民
衆

に
包
囲
さ
れ
、
危
難
に
あ
っ
て
い
た
の
を
見
て
こ
れ
を
救
出
し
て
保
護
し
た
。
そ
し

て
町
民
の
反
感
を
も
顧
み
ず
彼
ら
の
た
め
に
米
五
俵
を
贈
り
糧
食
の
補
い
に
し
て
や

っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
義
俠
心
で
朝
鮮
人
を
か
ば
っ
た
ケ
ー
ス
は
多
く
、
潮
田
町
土
木
請
負

師
中
田
助
次
郎
は
九
月
三
日
の
午
後
三
時
ご
ろ
、
潮
田
橋
の
そ
ば
で
朝
鮮
人
二
名
に

土
地
の
自
警
団
員
ら
が
多
勢
で
暴
行
を
加
え
よ
う
と
す
る
の
を
み
て
、
群
集
と
朝
鮮

人
の
間
に
は
い
り
、
ね
ん
ご
ろ
に
そ
の
不
心
得
を
諭
し
て
群
集
を
し
ず
め
、
二
人
の

菊名の蓮勝寺にある朝鮮人慰霊碑
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朝
鮮
人
を
鶴
見
警
察
分
署
に
連
れ
て
行
き
保
護
を
依
頼
し
た
。

そ
れ
か
ら
潮
田
町
の
土
木
請
負
業
山
口
政
吉
も
九
月
三
日
の
午
後
六
時
ご
ろ
、
鶴
見
町
花
月
園
前
で
通
称
金
川
と
い
う
朝
鮮
人
が
群
集
に
殴
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
る
の
を
救
助
し
た
。

震
災
当
時
、
あ
ら
か
じ
め
警
察
署
と
在
郷
軍
人
会
・
青
年
団
と
の
間
に
協
調
が
保
た
れ
不
祥
事
を
事
前
に
は
ば
み
、
事
態
を
円
滑
に
運
ん
だ
事
例

も
あ
る
。

川
崎
町
で
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
九
月
二
日
夜
に
な
り
、
朝
鮮
人
騒
ぎ
が
次
第
に
大
き
く
な
り
、
警
察
で
は
太
田
署
長
以
下
署
員
が
極
力

鎮
撫
に
つ
と
め
た
が
、
民
衆
の
気
が
立
っ
て
い
る
の
で
、
な
か
な
か
警
察
の
方
針
が
徹
底
せ
ず
署
長
も
ひ
ど
く
困
っ
て
い
た
。
其
処
へ
駈
け
つ
け
て

き
た
の
は
、
町
の
医
師
で
川
崎
町
青
年
団
長
も
つ
と
め
て
い
る
高
塚
幸
之
助
で
あ
っ
た
。
高
塚
は
署
長
に
た
い
し
て
、
朝
鮮
人
は
ど
う
す
る
の
か

「
不
逞
鮮
人
」
は
勝
手
に
み
つ
け
次
第
や
っ
つ
け
て
も
い
い
の
か
と
た
ず
ね
た
。
沈
着
冷
静
な
太
田
署
長
は
突
然
の
問
い
に
面
喰
い
な
が
ら
、
朝
鮮

人
に
た
い
し
て
は
青
年
団
の
方
で
保
護
し
て
く
れ
ね
ば
困
る
、
こ
ん
な
時
に
こ
そ
君
ら
は
警
察
と
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
と
、
朝
鮮
人
保

護
の
必
要
な
理
由
を
説
い
て
聞
か
せ
た
。
高
塚
は
「
そ
う
で
す
か
、
い
や
そ
う
で
し
ょ
う
、
実
は
私
も
そ
う
思
っ
て
い
る
」「
じ
ゃ
あ
、
こ
れ
か
ら

私
が
団
員
に
よ
く
言
っ
て
聞
か
せ
ま
し
ょ
う
」
と
述
べ
、
数
名
の
警
官
と
と
も
に
、
町
の
内
外
十
数
か
所
に
見
張
り
を
し
て
い
た
青
年
団
員
に
た
い

し
て
、
朝
鮮
人
保
護
に
つ
い
て
の
署
長
の
方
針
を
説
い
て
ま
わ
っ
た
。
当
時
、
朝
鮮
人
を
か
ば
う
者
が
い
た
ら
た
だ
ち
に
民
衆
か
ら
迫
害
を
受
け
る

よ
う
な
雰
囲
気
で
あ
っ
た
が
、
高
塚
は
そ
の
危
険
を
お
か
し
て
、
よ
く
民
衆
の
軽
挙
を
戒
し
め
、
民
衆
か
ら
殴
ら
れ
な
が
ら
も
町
内
の
秩
序
維
持
に

努
力
し
た
。

以
上
、
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
朝
鮮
人
を
か
ば
い
保
護
し
、
援
助
の
手
を
く
わ
え
る
日
本
の
民
衆
の
動
き
と
同
じ
よ
う
に
、
朝
鮮
人
の
な
か
に

も
災
難
に
あ
っ
て
い
る
日
本
人
を
助
け
た
例
も
あ
る
。
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九
月
一
日
横
浜
市
本
牧
町
の
高
梨
勝
造
一家
の
四
人
、
谷
田
芳
枝
な
ら
び
に
鈴
木
重
一夫
婦
、
島
田
ひ
で
と
か
ね
の
以
上
三
軒
の
家
が
無
残
に
倒

壊
し
て
九
名
の
男
女
は
下
敷
に
な
り
、
悲
鳴
を
あ
げ
て
救
い
を
求
め
て
い
た
。
そ
れ
を
見
て
と
ん
で
き
た
の
は
、
本
牧
町
の
滝
沢
方
に
い
た
朴
元

植
・李
在
坤
・
尹
道
和
の
三
人
で
あ
っ
た
。
三
人
と
も
労
働
者
だ
か
ら
、
こ
ん
な
時
の
働
き
は
お
手
の
も
の
で
、
屋
根
を
は
が
し
梁
を
よ
け
、
土
砂

を
排
し
て
ま
た
た
く
う
ち
に
九
人
を
救
い
だ
し
た
。

ま
た
、
滝
沢
方
に
同
居
し
て
居
た
姜
福
童
・
李
周
圭
の
二
人
は
朴
他
二
人
が
高
梨
家
其
他
の
救
出
に
あ
た
っ
て
い
る
間
に
、
本
牧
町
柏
た
み
他
一

名
、
同
町
渋
谷
千
代
子
の
三
名
が
全
壊
家
屋
の
下
に
苦
し
ん
で
い
る
の
を
、
駈
け
つ
け
て
救
い
だ
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
異
常
事
態
の
な
か
で
、
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
相
互
の
助
け
合
い
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
「
異
常
」

と
「
美
挙
」
の
明
暗
の
な
か
で
、
災
害
の
前
後
処
理
に
多
く
の
人
び
と
は
苦
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

©神奈川県立公文書館



第
二
節
　
県
下
の
戒
厳
令
と
災
害
対
策

一　
戒
厳
令
と
災
害
処
理
の
経
過
㈠

戒
厳
令
発
令

震
災
に
よ
る
社
会
混
乱
の
回
復
を
一刻
も
早
く
は
か
る
た
め
に
、
支
配
層
は
統
制
を
強
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
政

府
は
、
九
月
二
日
枢
密
院
の
議
を
へ
ず
し
て
準
備
を
重
ね
て
い
た
戒
厳
令
第
九
条
・第
一
四
条
を
東
京
市
と
隣
接
五
郡
に
、
そ
し

て
翌
三
日
に
は
神
奈
川
県
、
四
日
に
は
埼
玉
・千
葉
の
両
県
に
施
行
し
た
。
一九
〇
五（
明
治
三
十
八
）
年
講
和
条
約
反
対
の
日
比
谷
焼
打
事
件
の

さ
い
に
発
令
さ
れ
て
以
来
二
度
目
で
あ
る
。
戒
厳
令
は
一種
の
臨
戦
態
勢
の
も
と
で
外
患
あ
る
い
は
内
乱
に
さ
い
し
て
適
用
さ
れ
る
の
を
た
て
ま
え

と
し
て
い
る
。
震
災
は
そ
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
の
か
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
流
言
飛
語
を
き
っ
か
け
に
し
て
発
令
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

地
方
行
政
事
務
・司
法
事
務
も
軍
事
に
関
係
の
あ
る
か
ぎ
り
す
べ
て
が
現
地
の
司
令
官
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
民
衆
も
法
律
に
認
め
ら
れ
て
い
る
い

っ
さ
い
の
権
利
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

関
東
戒
厳
司
令
官
福
田
雅
太
郎
は
、
三
日
、「
関
東
戒
厳
司
令
官
告
諭
」
を
発
表
し
、
食
糧
分
配
の
さ
い
の
秩
序
紊
乱
・
不
穏
破
廉
恥
行
為
を
注

意
す
る
と
と
も
に「
不
逞
団
体
蜂
起
」
の
事
実
を
誇
大
に
流
言
し
混
乱
を
大
き
く
す
る
不
利
を
戒
め
た
。
ま
た
、
戒
厳
地
域
内
に
お
け
る
通
行
人
の

検
問
は
軍
隊
・憲
兵
お
よ
び
警
察
官
に
限
定
し
、
自
警
団
や
民
衆
に
武
器
・兇
器
の
携
帯
を
許
可
し
な
い
こ
と
を
呼
び
か
け
た
。「
関
東
戒
厳
司
令

官
告
諭
」
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

今
般
勅
令
第
四
〇
一号
戒
厳
令
ヲ
以
テ
本
職
ニ
関
東
地
方
ノ
治
安
ヲ
維
持
ス
ル
ノ
権
ヲ
委
セ
ラ
レ
タ
リ

©神奈川県立公文書館




