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共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
研
究
会
報
告

は
じ
め
に

　
自
然
災
害
が
多
発
す
る
昨
今
、
防
災

マ
ッ
プ
や
避
難
袋
の
見
直
し
、
災
害
に

強
い
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
観
点
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
防
／
減
災
の
取
り
組
み
が
な

さ
れ
て
い
る
。
E
S
D
（Education 

for Sustainable D
evelopm

ent:

持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育
）
に

お
い
て
も
そ
れ
は
優
先
領
域
の
一
つ
と

し
て
あ
げ
ら
れ
、
重
要
性
が
確
認
さ
れ

て
い
る
一
方
で
、
被
災
地
の
実
践
に
と

ど
ま
る
傾
向
が
あ
る
。
被
災
経
験
の
な

い
、
も
し
く
は
そ
の
記
憶
を
持
つ
人

が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
未
災

地
」（
諏
訪
、二
〇
一
五
）
に
お
い
て
も
、

そ
の
意
義
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
災
害
が
私
た
ち
に

投
げ
か
け
る
正
解
の
な
い
問
い
に
応
答

し
て
い
く
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
と

も
言
え
る
。

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
筆
者
が
本
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
た
の
か
、
そ
の
背
景

と
し
て
数
年
前
に
携
わ
っ
た
一
つ
の
調

査
が
あ
げ
ら
れ
る
。
筆
者
は
被
災
し
た

五
か
国
―
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ス
リ
ラ
ン

カ
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
フ
ィ
リ
ピ

ン
・
日
本
―
で
教
育
関
係
者
に
、
い
か

に
深
刻
な
状
況
か
ら
立
ち
直
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
と
い
う
教
育
と
レ
ジ
リ
エ

ン
ス
の
関
係
性
を
捉
え
る
た
め
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
っ
て
い
た
（
平
成

二
四
―
二
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

基
盤
研
究
B
「
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け

る
教
育
の
持
続
可
能
性
と
レ
ジ
リ
エ
ン

ス
に
関
す
る
総
合
的
研
究
（
研
究
成

果
報
告
書
）」）。
筆
者
は
台
風
ハ
イ
ア

ン
（
二
〇
一
三
年
）
で
甚
大
な
被
害
に

あ
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
タ
ク
ロ
バ
ン
市

に
調
査
に
赴
い
た
。
調
査
協
力
者
の
一

人
で
あ
っ
た
教
区
司
祭
に
聞
き
取
り
調

査
を
し
た
際
に
、
被
災
後
初
め
て
の
ミ

サ
の
と
き
、
市
民
は
と
て
も
静
か
で
、

「
な
ぜ
私
た
ち
が
・
・
・
」
と
他
者
や

自
身
を
責
め
る
者
は
誰
一
人
と
し
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
回
答
を
得
た
。
市
民

は
教
会
で
静
か
に
祈
っ
て
い
た
と
い
う
。

一
方
、
国
内
で
の
調
査
で
は
「
○
○
に

比
べ
た
ら
、
ま
だ
い
い
」
と
い
う
声
が

あ
が
っ
て
い
た
（
永
田
、
二
〇
一
五
：

一
〇
八
）。
他
者
と
の
比
較
か
ら
自
ら

の
立
場
を
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
の
言
葉

を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
か
、
こ
こ

に
日
本
人
独
自
の
思
考
が
あ
る
の
か
ど

う
か
を
知
り
た
い
と
い
う
問
題
意
識
を

当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
以
降
持
ち
続

け
て
い
た
。

　
そ
こ
で
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
自
然

災
害
へ
の
構
え
方
に
つ
い
て
文
学
や
映

画
を
通
し
て
検
討
し
た
い
。
特
に
、
日

本
文
学
で
は
説
話
に
、
ま
た
映
画
学
に

お
い
て
は
パ
ニ
ッ
ク
映
画
に
焦
点
を
あ

て
、
作
品
で
災
害
が
ど
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
作
品
の
背
景
に

あ
る
自
然
観
や
人
間
観
、
死
生
観
を
紐

解
き
、
私
た
ち
は
教
訓
と
し
て
何
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
探
究
す
る
。

対
処
策
の
検
討
に
終
始
す
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
E
S
D
へ
の
文
化
的
な
深

ま
り
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
今
年
度
の
み
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ゆ
え

時
間
的
に
十
分
な
検
討
が
で
き
ず
、
上

の
筆
者
の
個
人
的
な
疑
問
を
解
き
明
か

す
に
は
至
ら
な
い
が
、
本
報
告
は
そ
の

端
緒
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ

る
。

災
害
と
E
S
D

　
災
害
は
、
私
た
ち
の
日
常
を
あ
ら
ゆ

る
形
で
壊
す
。
慣
れ
親
し
ん
だ
風
景
が

一
変
し
た
り
、
身
近
な
他
者
が
い
な
く

な
っ
た
り
、
ま
た
避
難
の
た
め
の
引
っ

越
し
や
仮
設
住
宅
へ
の
入
居
で
地
域

社
会
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
り
す
る
。

日
々
の
暮
ら
し
、
家
族
、
友
人
と
の
関

係
、
社
会
の
営
み
、
地
域
の
風
景
な
ど
、

私
た
ち
の
日
常
に
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な

関
係
性
が
災
害
に
よ
っ
て
絶
た
れ
る
。

近
親
者
と
の
別
離
、
死
者
と
出
会
い
が

私
た
ち
に
「
生
き
る
こ
と
」
を
考
え
さ

せ
る
。
同
時
に
、
災
害
を
通
し
て
私
た

ち
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
生

者
と
生
者
と
の
つ
な
が
り
や
、
死
者
と

生
者
と
の
つ
な
が
り
を
捉
え
直
す
の
で

あ
る
（
鈴
木
、
二
〇
一
五
）。

　
E
S
D
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ

る
防
／
減
災
（D

isaster Risk 

人
間
文
化
研
究
所
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
文
学
・
映
画
か
ら
読
み
解
く
自
然
災
害
へ
の
心
構
え
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
化
に
根
ざ
し
た
E
S
D
へ
の
示
唆

名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
　
准
教
授
　
曽
我
　
幸
代
・
川
本
　
徹
・
土
屋
有
里
子
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Reduction

）
で
は
、
こ
の
被
災
地
と

未
災
地
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式
を

超
え
る
こ
と
の
難
し
さ
が
課
題
で
あ

る
。「
○
○
の
地
の
出
来
事
」
と
い
う

捉
え
方
か
ら
私
に
関
わ
る
出
来
事
と
し

て
考
え
る
よ
う
に
す
る
の
は
ど
う
し
た

ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
家
も
仕
事
も
失

い
、
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
て
い
く
の

か
、
な
ぜ
私
が
、
な
ぜ
彼
／
彼
女
が
死

ん
で
私
な
の
か
、
な
ぜ
生
き
残
っ
た
の

か
・
・
・
、
と
い
う
叫
び
に
も
似
た
声

を
東
日
本
大
震
災
後
、
私
た
ち
は
よ
く

耳
に
し
た
だ
ろ
う
。
正
解
の
な
い
こ
う

し
た
問
い
の
な
か
を
生
き
て
い
る
被
災

地
の
人
々
に
、
未
災
地
に
い
る
私
た
ち

は
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
る
。

　
ど
こ
で
も
な
さ
れ
る
避
難
訓
練
、
大

き
な
災
害
後
に
見
直
さ
れ
る
防
災
マ
ッ

プ
や
非
常
用
持
ち
出
し
袋
の
中
身
さ
え

も
、
一
時
の
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い
な

い
だ
ろ
う
か
。
経
験
者
に
よ
る
語
り
継

ぎ
や
専
門
家
か
ら
の
話
を
聴
く
こ
と
の

影
響
力
は
大
き
い
も
の
の
、
そ
れ
を
ど

う
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
へ
の
応
答
を

教
育
の
な
か
で
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

り
、
ま
さ
に
そ
れ
が
E
S
D
の
挑
戦

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
常
の
学

び
に
持
続
可
能
性
の
視
点
を
取
り
入
れ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
日
本
は
自
然
災
害
の
被
害
を
幾
度
も

受
け
て
き
た
国
で
あ
る
。
台
風
、
豪
雨
、

地
震
、
津
波
、
土
砂
崩
れ
、
雪
崩
な

ど
、
季
節
や
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
種
類

も
被
害
も
異
な
る
。
災
害
へ
の
構
え
が

個
々
の
地
域
文
化
と
し
て
も
現
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
東
日
本
大
震
災
後
知

れ
渡
っ
た
「
て
ん
で
ん
こ
」
と
い
う
言

葉
は
先
人
ら
の
経
験
に
も
と
づ
き
、
継

承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
伝

統
知
と
も
言
え
よ
う
。

　「
E
S
D
の
一
〇
年
」
の
枠
組
み
と

な
っ
た
国
際
実
施
計
画
に
は
、
文
化
が

以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　
　
文
化
と
結
び
つ
い
て
い
る
価
値
観
、

多
様
性
、知
恵
、言
語
、世
界
観
な
ど
、

こ
れ
ら
は
E
S
D
を
め
ざ
す
道
に

強
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
国
の
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て

扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

意
味
で
、
文
化
は
何
か
収
集
・
保
存

で
き
る
よ
う
な
歌
や
踊
り
や
着
物
と

い
っ
た
個
々
の
実
物
の
寄
せ
集
め
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
存
在

の
仕
方
、
人
と
の
関
わ
り
方
、
ど
の

よ
う
な
態
度
を
と
り
、
何
を
信
じ
て

行
動
す
る
か
、
そ
の
方
法
そ
の
も
の

で
あ
り
、
人
々
が
自
ら
の
暮
ら
し
に

お
い
て
そ
れ
を
生
き
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
そ
し
て
、
た
え
ず
変
化
し
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

（U
N

ESC
O

, 

二
〇
〇
六
：
四
）

　

　
文
化
は
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
つ

く
ら
れ
た
り
、
伝
え
ら
れ
た
り
す
る
慣

習
や
ふ
る
ま
い
の
体
系
で
あ
る
。
上
の

引
用
文
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
私
た

ち
の
「
存
在
の
仕
方
」、
あ
り
方
そ
の

も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

災
害
と
い
う
私
た
ち
の
暮
ら
し
や
さ
ま

ざ
ま
な
生
命
を
奪
う
こ
と
が
あ
る
も
の

へ
の
構
え
も
文
化
の
一
つ
の
現
れ
で
あ

り
、
防
／
減
災
も
文
化
と
し
て
受
け
つ

な
い
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
持
続
可
能
な
開
発
を
考
え
る
と
き
、

環
境
的
・
経
済
的
・
社
会
的
側
面
の
均

衡
が
重
要
視
さ
れ
る
が
、
そ
の
基
底
に

あ
る
の
が
文
化
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
文
化
に
根
ざ
し
た
開
発

と
は
環
境
や
経
済
、
社
会
の
三
本
柱
が

ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
う
の
か
、
ま
た

文
化
に
根
ざ
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で

あ
る
の
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

つ
き
つ
め
て
言
え
ば
、
私
た
ち
の
文
化

と
は
何
で
あ
る
か
を
根
底
か
ら
問
い
直

す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
根
無

し
草
と
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
私
た
ち

の
ル
ー
ツ
を
丁
寧
に
読
み
解
き
、
現
代

の
文
脈
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を

編
み
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
東
日
本
大
震
災
を
は
じ
め
と
す
る
数

多
く
の
災
害
が
人
々
に
絶
望
と
も
思
え

る
ほ
ど
の
思
い
を
抱
か
せ
た
。
生
か
さ

れ
た
者
は
他
者
の
死
に
向
き
合
い
、
さ

ま
ざ
ま
な
辛
苦
や
痛
み
を
と
も
な
う
。

お
先
真
っ
暗
と
も
言
え
る
状
況
に
あ
る

者
が
ど
う
希
望
を
見
出
せ
る
の
だ
ろ
う

か
。
先
の
文
化
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

を
踏
ま
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
生
か
さ
れ

た
者
が
経
験
し
た
こ
と
を
語
り
継
ぎ
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
に
、
す
な
わ
ち
文
化

と
し
て
つ
な
い
で
い
く
こ
と
に
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
絶
望
を
分
か
ち
合
う
こ
と
で
見
え
て

く
る
希
望
に
は
、私
た
ち
人
間
の
「
生
」

を
問
い
直
す
何
か
が
あ
る
。
そ
れ
を
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
い
ま
」
で

あ
る
こ
と
を
E
S
D
は
想
起
さ
せ
る
。

ま
た
そ
の
一
つ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
が

本
報
告
で
取
り
上
げ
た
文
学
で
あ
り
、

人
文
知
で
あ
る
。
伝
統
知
が
詰
ま
っ
て

い
る
文
学
か
ら
、
つ
ま
り
、
過
去
か
ら

い
ま
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
私
た
ち

は
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
E
S
D
の
一
〇
年
」
が
終
わ
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
実
践
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い

る
E
S
D
を
も
う
一
段
階
進
め
る
時

期
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
改
め
て
文
化
に

立
ち
返
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　［
参
考
文
献
］

・
鈴
木
岩
弓
（
二
〇
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五
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お

け
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〝
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災
教
育
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不
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思
議
な
力
：
子
ど
も
・
学
校
・
地
域
を
変

え
る
』
岩
波
書
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永
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佳
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〇
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五
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ア
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続
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レ
ジ
リ
エ
ン
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頁.

・U
N

E
SC

O
 (2006). Fram

ew
ork 

for the U
N

D
ESD

 International 
Im

plem
entation Schem

e . Paris: 
U

N
ESC

O
.

（
曽
我
　
幸
代
）

ア
メ
リ
カ
映
画
の
災
害
表
象

　
　
　
　
　
―
そ
の
功
罪
を
め
ぐ
っ
て

　
ア
メ
リ
カ
映
画
は
災
害
を
ど
の
よ
う

に
描
い
て
き
た
の
か
。
そ
の
災
害
の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
な
に
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ

う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
受
容
す
る
さ
い
に
、

留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
な
に

か
。
本
報
告
で
は
、
ア
メ
リ
カ
映
画
の

災
害
イ
メ
ー
ジ
の
功
罪
両
面
を
概
括
的

に
論
じ
た
。

　
映
画
の
災
害
イ
メ
ー
ジ
が
、〈
記
憶

の
継
承
〉
や
〈
災
害
へ
の
心
が
ま
え
〉

に
役
立
つ
と
い
う
点
は
否
定
で
き
な

い
。
映
画
に
は
、
当
然
起
こ
り
う
る
出

来
事
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
し
か
し
に
も

か
か
わ
ら
ず
普
段
わ
れ
わ
れ
が
遠
い
存

在
と
考
え
が
ち
な
災
害
を
鮮
明
に
描
き
、

そ
れ
が
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
の
そ
ば
に
あ

る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
力
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
映
画
館
で
映
画
を
観
る
こ
と

は
、
日
常
に
お
い
て
非
日
常
を
経
験
す

る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お

い
て
も
、
映
画
は
日
常
に
ひ
そ
む
災
害

の
可
能
性
を
照
ら
す
の
に
適
し
て
い
る
。

　
い
っ
ぽ
う
で
、〈
災
害
イ
メ
ー
ジ
の

快
楽
〉
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

今
日
ま
で
い
わ
ゆ
る
パ
ニ
ッ
ク
映
画
が

隆
盛
を
誇
っ
て
い
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、

災
厄
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
が
観
客
に
も
た

ら
す
視
覚
的
快
楽
に
あ
る
。
西
山
智
則

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
本
来
、
人
間

は
自
分
が
絶
対
に
安
全
で
あ
れ
ば
、
惨

劇
を
見
て
、
恐
怖
を
好
む
存
在
な
の
で

あ
る
」（「
災
害
映
画
の
詩
学
―
ゴ
ジ
ラ

と
ポ
ニ
ョ
と
Ｓ
Ｆ
的
想
像
力
」）。
災
害

の
イ
メ
ー
ジ
が
も
た
ら
す
恐
怖
を
、
わ

れ
わ
れ
は
さ
な
が
ら
ロ
ー
ラ
ー
コ
ー
ス

タ
ー
に
乗
る
感
覚
で
楽
し
ん
で
き
た
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
点
を
わ
れ
わ
れ
は

い
ま
一
度
、
肝
に
銘
じ
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

　
む
ろ
ん
、
パ
ニ
ッ
ク
映
画
は
同
時
に

〈
ひ
と
び
と
の
強
さ
と
連
帯
〉
に
も
光

を
あ
て
て
き
た
（
本
報
告
で
は
火
山
活

動
の
被
災
者
の
人
種
の
壁
を
こ
え
た
連

帯
を
描
く
『
ボ
ル
ケ
ー
ノ
』［
一
九
九
七

年
］
を
例
と
し
て
あ
げ
た
）。
し
か
し
、

一
般
的
に
、
こ
う
し
た
パ
ニ
ッ
ク
映
画

で
は
、
ひ
と
び
と
の
連
帯
が
強
調
さ
れ

る
い
っ
ぽ
う
で
、
現
実
の
被
災
者
が
か

か
え
る
孤
独
で
あ
る
と
か
、
被
災
者
間

に
厳
然
と
横
た
わ
る
格
差
に
関
心
が
む

け
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
あ
と
で
立
ち
戻
る
こ
と
に

す
る
。

　
ま
た
、
災
害
の
物
語
が
し
ば
し
ば

〈
天
罰
と
浄
化
〉
と
い
う
枠
組
み
で
語

ら
れ
る
こ
と
も
、
ぜ
ひ
指
摘
し
て
お
き

た
い
。
災
害
を
描
く
映
画
で
は
、
映
画

の
序
盤
で
不
道
徳
な
行
い
を
見
せ
た
も

の
が
、
映
画
の
中
盤
な
い
し
後
半
で
災

害
が
生
じ
た
さ
い
に
、
ま
っ
さ
き
に
命

を
お
と
す
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
天
罰

と
浄
化
の
枠
組
み
が
さ
ら
に
人
種
差
別

と
絡
む
こ
と
も
あ
る
。
一
九
〇
六
年
の

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
地
震
を
ア
ジ
ア
系

移
民
の
悪
行
へ
の
天
罰
と
再
解
釈
す
る

『
人
肉
の
桑
港
』（
一
九
二
七
年
）
は

そ
の
き
わ
め
つ
け
の
例
と
称
し
て
よ
い
。

近
年
の
映
画
で
こ
の
よ
う
に
明
々
白
々

た
る
か
た
ち
で
災
害
と
人
種
差
別
が
結

び
つ
く
こ
と
は
起
こ
り
に
く
い
が
、
現

実
世
界
で
は
こ
の
種
の
言
説
が
頭
を
も

た
げ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
一
例
と
し
て
、

二
〇
〇
五
年
の
ハ
リ
ケ
ー
ン
・
カ
ト

リ
ー
ナ
を
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
の
貧
し
い

黒
人
た
ち
へ
の
天
罰
と
見
な
す
当
時
の

ア
メ
リ
カ
保
守
派
の
発
言
を
、
こ
こ
で

想
起
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、〈
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
ま

な
ざ
し
〉
を
基
盤
と
す
る
映
画
も
あ

る
。
本
報
告
で
取
り
上
げ
た
の
は
、
前

述
し
た
ハ
リ
ケ
ー
ン･

カ
ト
リ
ー
ナ
の

被
災
者
の
苦
境
を
浮
き
彫
り
に
す
る

ス
パ
イ
ク･

リ
ー
監
督
の
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
映
画
『
堤
防
が
決
壊
し
た
と

き
』（
二
〇
〇
六
年
）
で
あ
る
。
こ
の

映
画
に
か
ん
し
て
こ
と
に
興
味
深
い
の

は
、
中
垣
恒
太
郎
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
映
画
の
タ
イ
ト
ル
が
「
堤
防
が
決

壊
す
る
と
き
」
と
い
う
古
い
ブ
ル
ー
ス

の
曲
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（「
災
害
文
学
の
想
像
力—

ハ
リ
ケ
ー
ン

災
害
表
象
か
ら
見
る
都
市
・
環
境
・
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
政
治
学
」）。「
堤
防
が

決
壊
す
る
と
き
」
は
、
一
九
二
七
年
の

ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
大
洪
水
を
題
材
と
し

て
お
り
、
こ
の
災
害
で
破
壊
さ
れ
た
堤

防
を
修
復
す
る
た
め
に
、
貧
し
い
黒
人

た
ち
が
労
働
者
と
し
て
駆
り
出
さ
れ
た

こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
中
垣
が
論
じ
る

よ
う
に
、
一
九
二
七
年
に
お
い
て
も

二
〇
〇
六
年
に
お
い
て
も
、
災
害
時
に

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
蔑
ろ
に
さ
れ
る
状
況

は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
報
告
で
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
映
画
か

ら
の
注
目
す
べ
き
例
と
し
て
『
ヒ
ア 

ア
フ
タ
ー
』（
二
〇
一
〇
年
）
に
つ
い

て
も
考
察
し
た
。
津
波
の
シ
ー
ン
を
ふ

く
む
が
ゆ
え
に
、
日
本
で
は
東
日
本
大

震
災
の
直
後
に
上
映
が
打
ち
切
ら
れ
た
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作
品
で
あ
る
。
も
っ
と
も
『
ヒ
ア 

ア

フ
タ
ー
』
の
主
眼
は
津
波
の
ス
ペ
ク
タ

ク
ル
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
津
波
に
被

災
し
臨
死
体
験
を
し
た
主
人
公
の
ひ
と

り
が
、
生
還
後
、
そ
の
臨
死
体
験
を
誰

と
も
分
か
ち
あ
う
こ
と
が
で
き
ず
苦
悩

す
る
と
こ
ろ
に
お
か
れ
て
い
る
。
災
害

を
扱
う
映
画
が
安
易
に
描
き
が
ち
な
ひ

と
び
と
の
一
体
感
や
連
帯
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
こ
で
見
逃
さ
れ
が
ち
な
災
害

時
の
体
験
を
分
か
ち
あ
う
こ
と
の
難
し

さ
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
疎
外
感
に
照

明
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

死
と
の
隣
接
性
に
も
と
づ
く
疎
外
感
を

と
お
し
て
、
彼
女
は
、
別
の
主
人
公
と

心
理
的
に
も
物
理
的
に
も
引
か
れ
あ
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。〈
災
害
な
い
し

死
を
と
お
し
て
繋
が
れ
る
新
た
な
関
係

性
〉
が
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

詳
し
い
分
析
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る

が
、
作
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
存
在
を
は
じ
め
、

死
者
と
生
者
の
関
係
性
を
再
考
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
要
素
を
ふ
く
む
興
味
深
い
作

品
で
あ
る
。

（
川
本
　
徹
）

方
丈
記
―
は
じ
め
て
の
災
害
文
学
と

　
　
　
　
　
　
　
　
中
世
の
地
震
災
害

　
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
鴨
長
明
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
『
方
丈
記
』
は
、
日

本
で
最
初
の
災
害
文
学
で
あ
る
と
言
わ

れ
る
。
こ
の
と
ら
え
方
に
は
賛
否
が
分

か
れ
る
だ
ろ
う
が
、
東
日
本
大
震
災
後
、

『
方
丈
記
』
へ
の
注
目
度
が
飛
躍
的
に

増
し
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。「
ゆ

く
河
の
な
が
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か

も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
」
に
は
じ
ま

る
冒
頭
部
分
は
あ
ま
り
に
も
著
名
で
あ

る
が
、『
方
丈
記
』
の
前
半
部
は
、
五

大
災
厄
と
呼
ば
れ
る
五
つ
の
災
害
に
つ

い
て
の
記
述
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
五
つ
と
は
、
①
安
元
の
大
火
・
②
治

承
の
辻
風
・
③
福
原
遷
都
・
④
養
和
の

飢
饉
・
⑤
元
暦
の
大
地
震
で
あ
る
。
④

が
平
清
盛
に
よ
る
福
原
へ
の
遷
都
、
つ

ま
り
人
災
で
あ
る
以
外
は
、
す
べ
て
天

災
の
火
災
、
竜
巻
、
飢
饉
、
地
震
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
長
明
が
三
一
歳
の
時
に

経
験
し
た
⑤
の
大
地
震
に
つ
い
て
の
記

述
を
、
現
代
語
訳
し
て
次
に
紹
介
す
る
。

　
す
さ
ま
じ
い
大
地
震
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
様
子
は
い
つ
も
の
地
震
と
は
全
く

違
っ
て
い
た
。
山
は
崩
れ
、
河
を
埋
め
、

海
は
傾
い
て
、
陸
地
を
水
び
た
し
に
し

て
し
ま
っ
た
。
大
地
は
裂
け
、
水
が
噴

き
出
し
、
岩
は
割
れ
砕
け
て
、
谷
底
に

こ
ろ
げ
入
る
。
渚
を
漕
ぐ
船
は
波
に
た

だ
よ
い
、
道
ゆ
く
馬
は
足
も
と
を
踏
み

迷
う
。
都
の
ほ
と
り
で
は
在
々
所
々
、

堂
舎
塔
廟
、
一
つ
と
し
て
無
事
な
も
の

は
な
い
。
あ
る
も
の
は
こ
わ
れ
、
あ
る

も
の
は
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
塵
灰
が
立

ち
の
ぼ
っ
て
、
盛
ん
な
煙
の
よ
う
で
あ

る
。
大
地
が
揺
れ
、
家
の
壊
れ
て
い
く

音
は
、
雷
の
音
と
い
さ
さ
か
も
か
わ
ら

な
い
。
家
の
中
に
い
れ
ば
、
た
ち
ま
ち

に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
る
。
外
に

走
り
出
せ
ば
、
地
面
が
割
れ
て
裂
け
て

ゆ
く
。
羽
は
な
い
の
で
空
も
飛
べ
な
い
。

龍
で
あ
っ
た
な
ら
ば
空
の
雲
に
も
乗
れ

る
だ
ろ
う
が
‥
。

　
元
暦
大
地
震
は
一
一
八
五
年
七
月

九
日
に
発
生
し
た
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
七・
四
の
地
震
で
あ
る
。
関
東
大
震

災
が
七・
九
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が

七・二
、
東
日
本
大
震
災
が
九・〇
で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
近
代
建
築
な
ど

と
は
無
縁
の
鎌
倉
時
代
の
こ
と
、
被
害

は
甚
大
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
記
述

か
ら
は
、
建
物
が
こ
と
ご
と
く
倒
壊
し
、

地
割
れ
や
津
波
も
発
生
し
た
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。
別
箇
所
で
は
余
震
が
三
ヶ

月
ほ
ど
続
き
、「
恐
ろ
し
い
こ
と
の
中

で
、
最
も
恐
ろ
し
い
の
は
地
震
な
の
だ

と
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
地
震
へ
の
恐
怖
感
は
現
在
の
私

た
ち
も
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
追

求
に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
勝
手
が
異

な
る
。
同
様
の
地
震
を
記
し
た
『
平
家

物
語
』
に
お
い
て
は
、「
地
震
の
原
因

は
平
家
の
怨
霊
」
で
あ
る
と
し
、
慈
円

の
『
愚
管
抄
』
で
は
「
平
清
盛
が
龍
に

な
っ
て
地
震
を
起
こ
し
た
」
と
の
風
説

に
言
及
、九
条
兼
実
の『
玉
葉
』で
は「
今

回
の
大
地
震
は
、
人
々
の
罪
業
が
深
い

ゆ
え
に
、
天
神
地
祇
が
お
怒
り
を
示
さ

れ
た
。
源
平
合
戦
で
死
亡
し
た
人
々
が

国
中
に
満
ち
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
地
震
の
三
ヶ
月
半
ほ
ど

前
、
平
家
一
門
は
壇
ノ
浦
に
て
海
の
底

に
沈
ん
だ
。
そ
の
怨
霊
が
、
地
震
の
原

因
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
怨
霊
に
よ
っ
て
地
震
が
起
こ
る
、
な

ど
と
言
う
考
え
方
は
、
現
代
に
生
き
る

我
々
に
は
オ
カ
ル
ト
的
な
思
考
と
し
て

映
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
中
世
に
お

い
て
、
災
害
は
神
仏
や
怨
霊
な
ど
人
間

以
外
の
存
在
が
引
き
起
こ
す
も
の
で

あ
っ
た
。
災
害
の
前
に
は
必
ず
変
異
が

現
れ
る
。
変
異
と
は
、
異
常
な
光
（
日

月
や
星
、仏
像
等
）
や
色
（
太
陽
、海
、地
、

仏
像
等
）、
音
（
寺
社
の
鳴
動
、
雷
鳴

等
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
変
異
は
必
然

的
な
災
害
に
直
結
す
る
も
の
と
、
天
の

警
告
で
あ
り
回
避
可
能
な
も
の
が
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
変
異
が
い
か
な
る
意
味
を

も
つ
の
か
、
陰
陽
師
や
僧
が
読
み
解
き
、

祈
祷
や
神
社
へ
の
奉
幣
、
徳
政
や
改
元

な
ど
で
対
応
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
対

応
が
適
し
て
い
る
の
か
そ
う
で
な
い
の

か
、
効
果
を
測
定
す
る
手
段
は
な
か
っ

た
訳
だ
が
、
災
害
や
変
異
の
中
に
人
な

ら
ぬ
力
を
感
じ
、
万
策
を
尽
く
し
た

人
々
の
記
録
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
も
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大
き
な
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ

る
。

　
昨
年
末
、
政
府
は
北
海
道
千
鳥
海
溝

沿
い
を
震
源
に
、
東
日
本
大
震
災
規
模

の
大
地
震
が
い
つ
起
き
て
も
お
か
し
く

な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
発
表
し
た
。

北
海
道
で
は
巨
大
地
震
が
三
四
〇
〜

三
八
〇
年
間
隔
で
発
生
し
て
お
り
、
前

回
か
ら
四
〇
〇
年
以
上
経
過
し
て
い
る

今
、
状
況
は
逼
迫
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
当
地
の
過

去
の
地
震
、
津
波
に
つ
い
て
、
ア
イ
ヌ

の
伝
承
に
貴
重
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
話
題
と
な
っ
た
。
文
字
を
持

た
な
か
っ
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
残
し
た

口
碑
伝
承
は
、
地
震
の
被
害
地
域
や
津

波
の
到
達
地
点
な
ど
を
想
起
さ
せ
る
内

容
に
満
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
に
経
験
し
た
人
々
が
遺
し
た
地

域
の
伝
承
、
記
憶
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を

元
に
作
ら
れ
た
文
学
作
品
等
を
読
み
解

く
と
、
未
来
を
予
測
す
る
た
め
に
必
要

な
情
報
や
気
づ
き
を
与
え
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
地
震
の
被
害
が
ど
こ

ま
で
及
ぶ
の
か
、
津
波
は
ど
こ
ま
で

や
っ
て
く
る
の
か
、
と
い
っ
た
現
実
的

な
防
災
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
災
害
に
よ
っ
て
人
々
の
心
が
ど
の

よ
う
に
感
じ
、
対
応
し
、
乗
り
こ
え
て

い
っ
た
の
か
、
と
い
う
人
間
の
心
の
あ

り
よ
う
を
教
え
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

我
々
が
生
き
て
い
く
原
動
力
に
資
す
る

よ
う
な
過
去
か
ら
の
声
に
耳
を
傾
け
、

未
来
の
災
害
へ
の
備
え
と
し
て
い
く
こ

と
が
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
土
屋
　
有
里
子
）


