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歴
史
の
転
換
点

　
「
東
日
本
大
震
災
は
、
日
本
の
社
会
に
と
っ
て
大

き
な
転
換
点
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
全
体
と
し
て
、

具
体
的
に
何
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
、

震
災
後
半
年
近
く
経
っ
て
も
ま
だ
見
通
し
が
立
っ
て

い
な
い
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
・
・
・

　

日
本
の
歴
史
に
お
い
て
、
大
き
な
転
換
点
は
い
く

つ
か
存
在
し
ま
す
。
一
番
近
い
所
で
は
昭
和
二
十

（
一
九
四
五
）年
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
で
し
ょ

う
。
戦
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
改
革
に
よ
り
、
日
本

の
社
会
や
人
々
の
意
識
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
は
、

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
を
遡
る
こ
と
約
八
十
年
前
の
明
治

維
新
は
、
長
く
続
い
た
封
建
制
社
会
が
幕
を
閉
じ
、

政
治
や
社
会
、
産
業
な
ど
の
近
代
化
の
出
発
点
と

な
っ
た
非
常
に
大
き
な
転
換
点
で
し
た
。

　

当
然
、
明
治
維
新
に
伴
う
社
会
の
変
革
は
、
仙
台

の
地
に
も
大
き
な
変
動
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
と
く

に
仙
台
の
場
合
、
封
建
社
会
か
ら
近
代
社
会
へ
と
い

う
転
換
に
加
え
、
明
治
維
新
に
伴
う
戊
辰
戦
争
の
敗

北
が
地
域
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
ま
し
た
。
仙

台
の
近
代
は
、
茨い
ば
らの

道
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
言
っ

て
も
よ
い
状
況
だ
っ
た
の
で
す
。

石
巻
と
仙
台

　

実
は
明
治
初
期
、
新
政
府
の
一
部
に
は
、
仙
台
で

は
な
く
石
巻
を
東
北
開
発
の
拠
点
に
し
よ
う
と
す
る

動
き
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

例
え
ば
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
二
月
、
政
府
は

石
巻
商
社
を
設
立
（
同
年
十
一
月
に
三
陸
商
社
と
改

称
）、
東
北
地
方
の
金
融
取
引
や
各
種
物
産
取
引
を

総
合
的
に
取
り
扱
わ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
石
巻
を

東
北
経
済
の
一
大
拠
点
に
し
よ
う
と
す
る
構
想
だ
っ

た
の
で
す
。
同
年
三
月
に
経
済
政
策
を
担
当
す
る
民

部
省
通
商
司
が
出
張
所
を
石
巻
に
開
設
し
た
の
も
、

こ
れ
を
後
押
し
す
る
も
の
で
し
た
。

　

ま
た
、
明
治
四
年
四
月
、
東
北
の
軍
事
拠
点
と
し

て
東
山
道
鎮
台
が
組
織
さ
れ
た
際
に
、
そ
の
本
営
が

置
か
れ
た
の
も
石
巻
だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
政
策
の
背
景
に
は
、
古
く
か
ら
の
城
下

町
で
あ
る
仙
台
で
は
な
く
、
大
き
な
港
を
有
す
る
石

巻
を
新
時
代
の
東
北
の
拠
点
と
し
て
育
成
し
よ
う
と

す
る
意
思
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
結
果
的
に
、
こ
の
動
き
は
挫
折
し
ま
す
。

石
巻
商
社
は
そ
の
構
成
員
の
多
く
が
仙
台
の
豪
商
た

ち
で
し
た
が
、
彼
ら
が
活
動
の
本
拠
を
仙
台
か
ら
移

す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
民
部
省
の
出
張
所

は
半
年
を
経
な
い
う
ち
に
廃
止
さ
れ
、
東
山
道
鎮
台

の
本
営
も
四
カ
月
後
に
は
東
北
鎮
台
本
営
と
改
称
さ

れ
、
仙
台
へ
移
り
ま
す
。
後
の
陸
軍
第
二
師
団
で
す
。

仙
台
の
近
代
化

　

で
は
、
な
ぜ
石
巻
で
は
な
く
仙
台
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
最
大
の
理
由
は
交
通
に
あ
り
ま
す
。

　

東
北
地
方
の
幹
線
路
は
、
海
沿
い
に
北
上
す
る
も
の

と
内
陸
を
北
上
す
る
も
の
が
仙
台
付
近
で
合
流
し
、
そ

し
て
再
び
海
沿
い
と
内
陸
の
道
に
分
か
れ
て
北
上
し
ま

す
。
ち
ょ
う
ど
仙
台
付
近
は
陸
路
が
Ⅹ
字
状
に
交
差
す

る
交
通
の
要
衝
な
の
で
す
。
さ
ら
に
加
え
れ
ば
、
東
北

地
方
で
東
西
の
横
幅
が
も
っ
と
も
狭
い
の
が
仙
台
付
近

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
東
北
地
方
を
横
断
す
る
重
要

な
交
通
路
は
仙
台
を
基
点
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
す
。

　

石
巻
は
大
き
な
港
が
あ
る
と
い
う
点
で
の
将
来
性

に
は
大
き
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
陸
上
交
通
の
面

で
は
決
定
的
に
仙
台
に
劣
っ
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
仙
台
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
東
北
の
中
心

地
と
し
て
の
特
質
を
失
う
こ
と
な
く
、
近
代
化
の
レ
ー

ル
を
走
り
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
仙
台
の
近
代
化
は
、
多
く
の
人
の
努
力
の
積
み

重
ね
に
よ
っ
て
進
ん
だ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
仙
台
の
近
代
史
が
語
ら
れ
る

際
に
は
、
政
治
家
や
文
化
人
、
教
育
者
な
ど
が
注
目

さ
れ
が
ち
で
、
経
済
人
や
実
業
家
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て

ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
一
〇
〇
万
都
市
仙
台
を
知
る
た
め
に
も
、
こ
れ
か
ら

の
復
興
を
目
指
す
た
め
に
も
、
仙
台
の
近
代
化
を
支

え
た
経
済
人
、
実
業
家
た
ち
が
時
代
の
動
き
に
ど
う

対
処
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
毎
号
一
人
ず
つ
ご
紹
介
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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