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二
○
一
三
年
八

月
初
旬
、
宮
城
県

北
東
部
牡
鹿
半
島

に
位
置
す
る
女
川

原
子
力
発
電
所
を

再
訪
し
ま
し
た
。

一
九
九
六
年
七
月

に
初
訪
問
し
て
以

来
に
な
り
ま
す
。

言
う
ま
で
も
無

く
、
原
発
立
地
の

女
川
町
は
３
・
11

の
地
震
津
波
被
害

で
全
く
様
変
わ
り

し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
人
口
一
万
人

ほ
ど
の
漁
業
の
町

の
か
つ
て
の
記
憶

は
、
美
し
い
海
と

波
に
跳
ね
返
る
太

陽
光
の
眩
し
さ
、牡
鹿
半
島
の
青
々
と
木
々

に
覆
わ
れ
た
起
伏
豊
か
な
山
並
み
を
背
に
、

リ
ア
ス
式
海
岸
の
狭
い
平
地
に
ひ
っ
そ
り

と
、
し
か
し
生
き
生
き
と
海
の
仕
事
に
精

を
出
す
人
々
の
姿
で
し
た
。
今
回
の
訪
問

も
ま
た
、
海
と
山
並
み
は
同
じ
で
し
た
が
、

人
々
の
生
活
の
場
所
だ
け
が
劇
的
に
変
化

し
て
い
ま
し
た
。
海
は
自
分
の
や
っ
た
こ

と
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
穏
や
か
で
、
地

元
の
人
々
は
そ
ん
な
海
と
元
の
生
活
に
戻

る
日
を
待
ち
望
ん
で
い
ま
し
た
。（
地
図
１
）

　

後
日
、
女
川
町
の
高
校
生
た
ち
が
、
津

波
の
各
地
の
最
高
到
達
点
に
石
碑
を
建
て

る
、
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
し
て
い

る
こ
と
新
聞
で
知
り
ま
し
た
。
そ
の
碑
文

に
は「
夢
だ
け
は　

壊
せ
な
か
っ
た　

大

震
災
」
と
書
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
大

自
然
の
猛
威
を
恨
む
の
で
も
、
忘
れ
る
の

で
も
な
く
、
人
間
の
強
い
心
の
持
ち
方
と

し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
崇
高
さ
に
感
じ
入

り
ま
し
た
。

　

３
・
11
大
震
災
は
、
地
震
と
津
波
の

ダ
ブ
ル
の
震
災
ば
か
り
で
な
く
、
福
島
県

で
は
原
発
に
よ
る
被
害
が
加
わ
っ
て
ト
リ

プ
ル
の
災
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
女
川
町
を
中
心

と
し
た
宮
城
県
も
ま
た
、
も
し
、
女
川
原

発
に
福
島
第
一
原
発
と
同
様
の
事
態
が
起

こ
っ
て
い
れ
ば
、
五
十
キ
ロ
余
り
し
か
離

れ
て
い
な
い
大
都
市
仙
台
市
が
放
射
能
の

影
響
下
に
晒
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。実
際
、福
島
原
発
に
も
女
川
原
発
に
も
、

同
程
度
の
規
模
の
津
波
が
押
し
寄
せ
て
い

た
わ
け
で
す
。
し
か
し
女
川
原
発
は
全
く

問
題
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
詳
し
い
比
較
に
つ
い
て
は
、
限
ら

れ
た
こ
の
紙
面
で
は
包
括
的
に
は
扱
い
き

れ
ま
せ
ん
が
、
す
で
に
第
三
者
の
研
究
機

関
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
か
な
り
明
確
な
比

較
分
析
が
行
わ
れ
て
い
て
、
詳
し
く
は
出

版
物
な
ど
で
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

そ
れ
ら
の
出
版
物
と
今
回
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
な
ど
か
ら
、
私
自
身
強
く
感

じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
女
川
原

発
を
持
つ
東
北
電
力（
本
社
仙
台
市
）が
、

会
社
初
の
原
発
を
建
設
し
よ
う
と
す
る

一
九
七
○
年
前
後
の
当
初
か
ら
、
災
害
と

り
わ
け
津
波
に
対
す
る
備
え
を
非
常
に
強

く
意
識
し
て
い
た
こ
と
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
原
発
建
設
を
企
画
し
た

一
九
六
八
年
の
段
階
か
ら
、
専
門
家
集
団

（
本
間
仁
東
京
大
学
名
誉
教
授
を
委
員
長

と
し
た
、
土
木
工
学
、
地
球
物
理
学
、
考

古
学
、
堆
積
学
な
ど
）に
よ
る
、
津
波
の

規
模
の
想
定
と
対
策
の
た
め
の
検
討
委
員

会
を
立
ち
上
げ
て
い
ま
す
。
原
発
一
号
基

（
女
川
に
は
計
三
基
の
原
発
）建
設
時
点
で

は
、
原
発
立
地（
牡
鹿
半
島
中
央
部
）近
辺

の
古
文
書
の
記
録
だ
け
な
ら
、
津
波
の
高

さ
は
三
米
程
度
と
想
定
さ
れ
ま
し
た
。（
地

図
２
、
半
島
の
原
発
立
地
点
）

　

し
か
し
、
検
討
委
員
会
は
、
過
去
宮

城
県
に
影
響
を
与
え
た
主
な
地
震
津
波

（
八
六
九
年
の
貞
観
、
一
六
一
一
年
の
慶
長
、

一
八
九
六
年
の
明
治
三
陸
、
一
九
三
三
年
の

昭
和
三
陸
、
さ
ら
に
、
一
九
五
二
年
の
カ
ム

チ
ャ
ッ
カ
沖
と
一
九
六
○
年
チ
リ
沖
）の
記

録
文
献
調
査
と
土
壌
の
痕
跡
調
査
な
ど
を

徹
底
的
に
行
い
、
結
果
、
原
発
の
敷
地
で

の
最
高
水
位
を
海
抜
九
・一
米
と
評
価
し
、

そ
れ
に
十
二
分
に
備
え
る
た
め
に
、
原
発

の
建
物
一
階
の
高
さ
を
海
抜
一
五
米
と
し
、

海
面
か
ら
の
敷
地
の
高
さ
を
十
四
・
八
米

に
設
定
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
東
京
電

力
の
福
島
第
一
原
発
が
、
津
波
の
水
位
を

三
・一
米
程
度
に
想
定
し
、
敷
地
の
高
さ
も

一
〇
米
と
定
め
建
設
し
て
い
た
こ
と
と
対

照
的
で
あ
り
、
被
害
の
上
で
大
き
な
違
い

と
な
っ
て
現
れ
て
い
ま
す
。

　

原
発
建
築
に
お
い
て
は
、
海
か
ら
の
水

を
取
り
入
れ
る
た
め
に
、
低
い
位
置
に
建

設
す
る
方
が
経
費
が
か
か
ら
な
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
二
○
一
一
年
三
月
十
一
日
午

後
三
時
半
ご
ろ
、
女
川
原
発
に
も
福
島
第

一
原
発
に
も
、
同
じ
高
さ（
十
三
米
）の
津

波
が
襲
い
か
か
り
ま
し
た
が
、
福
島
第
一

原
発
に
は
大
量
の
水
が
敷
地
内
に
入
り
、

非
常
用
の
内
部
発
電
機
は
水
没
し
機
能
せ

ず
、ま
た
外
部
か
ら
の
電
源
も
地
震
に
よ
っ

て
す
べ
て
失
わ
れ
る
と
い
う
、
日
本
初
、

世
界
的
に
も
珍
し
い
、
原
発
に
と
っ
て
絶

対
あ
っ
て
は
な
ら
な
い「
全
電
源
喪
失
」と

い
う
最
悪
の
事
態
を
迎
え
ま
し
た
。

　

一
方
、
女
川
原
発
は
、
地
震
に
よ
っ
て

外
部
か
ら
の
電
源
五
本
の
う
ち
四
本
は
失

わ
れ
た
も
の
の
、
津
波
被
害
に
つ
い
て
は
、

原
発
施
設
内
部
は
水
没
す
る
こ
と
な
く
、

非
常
用
発
電
装
置
は
無
事
作
動
し
十
分
な

電
源
が
確
保
さ
れ
大
事
に
至
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

原
発
に
と
っ
て
電
源
と
水
は
命
で
す
。

原
発
の
非
常
時
に
お
け
る
危
機
管
理
の
基

本
は
、
即
座
に
、
①
運
転
を「
止
め
る
」、

②
炉
を
水
で「
冷
や
す
」、③
放
射
能
を「
封

じ
込
め
る
」、
の
三
ス
テ
ッ
プ
で
す
。
実
は

①
の「
止
め
る
」に
つ
い
て
は
、
電
源
が
無

く
て
も
原
子
炉
の
中
で
ウ
ラ
ン
濃
縮
燃
料

の
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
が
ス
ト
ッ
プ
す
る

よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
お
り
、
福
島
原
発
で

も
①
に
つ
い
て
は
で
き
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
連
鎖
反
応
は
停
止
し
て
も
燃
料
は
依

然
と
し
て
高
温
で
あ
る
た
め
に
、
即
座
に

水
を
次
々
に
注
入
し
て
②「
冷
や
す
」操
作

を
し
な
け
れ
ば
、
ウ
ラ
ン
燃
料
は
自
ら
の

熱
で
溶
け
出
し
原
子
炉
の
底
に
落
ち
で
極

め
て
危
険
な
状
態
に
陥
り
ま
す
。
こ
れ
が

「
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
＝
炉
心
溶
融
」で
す
。
福

島
原
発
で
発
生
し
、
放
射
能
漏
れ
の
原
因

と
な
り
ま
し
た
。
水
の
注
入
は
絶
対
不
可

欠
で
あ
り
、
そ
れ
は
電
源
に
よ
っ
て
ポ
ン

プ
が
動
か
せ
な
い
と
で
き
な
く
な
る
の
で

す
。「
全
電
源
喪
失
」は
関
係
者
に
と
っ
て

背
筋
の
凍
る
現
象
で
あ
る
所
以
で
す
。

　

実
は
、
大
地
震
が
起
こ
っ
た
瞬
間
、
東

北
地
方
の
太
平
洋
側
一
帯
は
約
一
米
の
地

盤
沈
下
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
後
で
分

か
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
女
川
原
発

の
敷
地
の
高
さ
は
、元
の
十
四
・
八
米
か
ら
、

津
波
襲
来
の
時
点
に
は
十
三
・
八
米
ま
で

低
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
わ
ず
か

八
○
セ
ン
チ
の
下
の
と
こ
ろ
で
海
水
の
進

入
を
食
い
止
め
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
東
北
電
力
で
は
、
念
に

は
念
を
入
れ
た
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
最
悪
の
事
態
を
想
定
し
、
被
害
を
ゼ
ロ
あ

る
い
は
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
の
危
機
管

理
）が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
千
年
に
一
度

と
言
わ
れ
る
大
災
害
に
も
、
原
発
は
事
故

を
免
れ
ま
し
た
。

　

安
全
が
確
保
さ
れ
た
女
川
原
発
施
設
は

ま
た
、
図
ら
ず
も
近
隣
住
民
の
緊
急
避
難

の
役
割
も
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
今
回
の
東
北
被
災
地
全
体
の
中
で

も
唯
一
の
ケ
ー
ス
で
す
。
三
月
十
一
日
か
ら

同
年
六
月
六
日
ま
で
の
約
三
ヶ
月
間
、
陸

の
孤
島
の
よ
う
に
隔
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
た
地
域
住
民
が
原
発
施
設
に
駆
け
込
む

こ
と
で
難
を
逃
れ
た
わ
け
で
す
。
ピ
ー
ク

時
は
三
六
四
人
が
収
容
さ
れ
て
い
ま
す
。

筆
者
は
、
今
回
の
調
査
で
、
原
発
内
で
避

難
生
活
を
さ
れ
て
い
た
ご
夫
婦
、
避
難
所

に
一
緒
に
止
ま
り
込
み
世
話
を
さ
れ
て
い

た
町
役
場
の
男
性
職
員
、
そ
し
て
、
原
発

の
職
員
と
し
て
当
初
か
ら
避
難
者
の
面
倒

を
見
て
い
た
女
性
ス
タ
ッ
フ
、
な
ど
立
場

女川原子力発電所

写真２：PR センターから見おろす女川原発（1996 年筆者撮）

地図1 地図2
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何
が
そ
の
違
い
を

生
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
？

原
発
が
避
難
所
と
な
っ
た

2



自
分
の
家
・
集
落
な
ど
に
戻
り
、
午
後
四

時
半
の
門
限
に
は
帰
っ
て
き
た
。
何
も
か

も
破
壊
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
そ
の
瓦
礫
で

海
岸
は
一
面
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。（
写

真
5
）
後
日
行
政
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
手

助
け
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
瓦

礫
が
撤
去
さ
れ
る
だ
け
で
も
、
丸
一
年
半

を
要
し
て
い
る
。
二
○
一
三
年
夏
現
在
も
、

元
の
集
落
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
更
地
の
ま

ま
で
あ
る
。

　

ピ
ー
ク
時
三
六
四
人
が
避
難
生
活
を

送
っ
た
体
育
館
も
、
同
年
六
月
六
日
に
最

後
の
人
た
ち
が
、
仮
設
住
宅
な
ど
そ
れ
ぞ

れ
の
退
出
先
に
出
て
ゆ
き
、
避
難
所
と
し

て
の
役
割
を
終
え
た
。

　

以
上
、
紙
面
の
都
合
上
、
細
か
い
話
は

一
切
省
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
の
、
陸

の
孤
島
と
化
し
た
半
島
の
被
災
住
民
が
、

安
全
が
確
保
さ
れ
た
原
発
施
設
に
よ
り
命

が
守
ら
れ
た
事
実
も
ま
た
被
災
の
歴
史
の

中
で
記
憶
さ
れ
る
べ
き
事
実
で
あ
る
。

ほ
ど
な
く
、
体
育
館
内
は
、
地
区
ご
と
に

区
分
け
さ
れ
た
。

　

さ
て
、
体
育
館
に
避
難
し
た
住
民
は
、

体
育
館
に
暖
房
設
備
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、

夜
は
外
気
氷
点
下
で
あ
り
、
青
い
ビ
ニ
ー

ル
の
上
に
限
ら
れ
た
数
の
毛
布
を
分
け
合

い
寄
り
添
っ
て
眠
れ
ぬ
夜
を
過
ご
し
た
。

　

三
月
十
二
日
、
渡
部
所
長
の
要
請
を
受

け
て
、
仙
台
市
の
東
北
電
力
本
社
か
ら
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
で
緊
急
物
資
が
運
ば
れ
た
。

帰
り
の
便
で
、
妊
婦
や
病
人
、
身
体
不
自

由
な
老
人
な
ど
が
搬
送
さ
れ
病
院
に
運
ば

れ
た
。
原
発
職
員
の
中
に
は
看
護
師
の
資

格
保
持
者
が
い
た
こ
と
も
助
け
に
な
っ
た
。

　

三
月
十
四
日（
あ
る
い
は
十
五
日
）、
初

め
て
女
川
町
の
役
場
か
ら
若
い
男
性
職
員

阿
部
氏（
塚
浜
出
身
）
が
、
長
時
間
か
け

て
体
育
館
に
た
ど
り
つ
き
、
以
降
一
ヶ
月

に
わ
た
り
、
自
身
も
体
育
館
に
寝
泊
り
し

な
が
ら
世
話
役
・
連
絡
係
と
し
て
避
難
者

の
世
話
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
同
じ
こ
ろ
、

体
育
館
は
公
式
な
避
難
所
と
し
て
町
か
ら

認
定
さ
れ
、
物
資
の
配
給
先
に
な
る
。
そ

の
よ
う
な
中
で
、
各
集
落
の
区
長
た
ち
代

表
者
が
、
毎
夕
方
に
は
集
ま
っ
て
、
阿
部

氏
や
原
発
の
職
員
と
と
も
に
、
相
談
・
協

議
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
女
川
町
に
は

計
二
五
ヶ
所
の
避
難
所
が
あ
っ
た
と
い
う

が
、
区
長
た
ち
が
寄
り
集
ま
っ
て
協
議
し

避
難
生
活
を
少
し
で
も
快
適
な
も
の
に
し

よ
う
と
し
た
最
初
の
避
難
所
が
、
こ
の
体

育
館
で
あ
っ
た
こ
と
が
後
に
分
か
っ
て
い

る
。

　

体
育
館
が
物
資
の
配
給
先
に
な
っ
た
と

い
っ
て
も
、
被
災
直
後
の
約
二
週
間
は
、

物
資
の
配
給
は
不
定
期
で
あ
り
、
備
蓄
さ

れ
て
い
た
四
千
五
百
食
の
緊
急
用
食
料
も

計
八
千
ト
ン
の
水
も
十
分
で
は
な
く
、
お

に
ぎ
り
一
人
一
個
配
給
と
い
う
厳
し
い
状

況
の
日
も
あ
っ
た
。
避
難
者
に
は
一
日
二

回
の
食
事
と
し
、
一
方
原
発
職
員
は
一
日
一

食
と
決
め
て
い
た
期
間
も
あ
る
。
先
述
の

木
村
区
長
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
人
間
は
空

腹
が
続
く
と
、
分
配
の
公
平
性
な
ど
を
巡

り
、
日
ご
ろ
仲
良
か
っ
た
人
の
間
に
も
不

平
不
満
の
声
が
上
が
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か
し
全
般
的
に
は
、
忍
耐
強
く
、
平
穏

な
避
難
生
活
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。（
写
真

4
、
体
育
館
内
部
の
写
真
）

　

被
災
か
ら
約
二
週
間
後
か
ら
、
自
衛

隊
に
よ
る
物
資
の
配
給
が
定
期
的
に
な

り
、
毎
日
朝
十
一
時
と
夕
方
四
時
の
二
度

と
な
っ
た
。
や
っ
と
食
料
な
ど
は
安
定
的

に
確
保
さ
れ
た
と
は
い
え
、
携
帯
電
話
は

ま
だ
通
じ
な
い
た
め
に
、
親
戚
・
知
人
間

で
安
否
が
確
認
し
合
え
な
い
、
な
ど
フ
ラ

ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
で
あ
っ
た
。一
方
、

テ
レ
ビ
は
当
初
か
ら
体
育
館
に
設
置
さ
れ
、

他
の
被
災
地
の
様
子
な
ど
も
分
か
っ
て
い

た
。

　

被
災
後
一
ヶ
月
経
っ
た
こ
ろ
や
っ
と
携

帯
が
通
じ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、シ
ャ

ワ
ー
付
き
の
自
衛
隊
の
バ
ス
が
、
週
二
回

巡
回
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
被
災

後
初
め
て
体
が
洗
う
こ
と
が
で
き
、
わ
ず

か
な
が
ら
人
間
ら
し
い
生
活
が
戻
っ
て
き

た
。

　

そ
の
よ
う
な
変
化
と
平
行
し
て
、
避
難

者
の
多
く
は
、
毎
日
の
よ
う
に
外
出
し
、

の
違
う
人
々
に
会
っ
て
当
時
の
話
を
伺
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
当
時
の
新
聞

記
事
な
ど
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
避
難
の

状
況
を
以
下
に
時
系
列
で
素
描
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

二
○
一
一
年
三
月
十
一
日
、
宮
城
県
北
東

部
の
最
高
気
温
は
約
六
度
Ｃ
、
夕
方
に
は

二
度
Ｃ
、
さ
ら
に
夜
に
は
氷
点
下
と
な
り
、

各
地
に
降
雪
も
見

ら
れ
た
。
午
後
二
時

四
六
分
震
度
六
弱
の

地
震
に
続
い
て
一
時

間
以
内
に
、
最
高

十
五
米
と
も
二
十
米

と
も
言
わ
れ
る
津
波

が
、
女
川
町
の
中
心

地
ば
か
り
で
な
く
、

牡
鹿
半
島
に
点
在

す
る
大
小
の
漁
村
を

襲
い
家
々
を
ほ
と
ん

ど
壊
滅
さ
せ
た
。
海

抜
三
○
米
近
く
ま

で
波
が
山
を
駆
け
上

が
っ
て
い
た
と
証
言

す
る
住
民
も
い
る
。

（
写
真
１
、
被
災
直

後
の
塚
浜
地
区
）

　

女
川
原
発
の
周

辺
海
域
は
、ほ
や
貝・

わ
か
め
・
帆
立
貝
な

ど
養
殖
で
き
る
豊
か

な
漁
場
で
あ
り
、
小

さ
な
漁
村
集
落（
地

区
）が
点
在
し
て
い

る
。
避
難
し
た
原

発
周
囲
の
地
区
名

を
西
か
ら
時
計
回

り
に
見
る
と
、「
飯

子
浜
」（
原
発
施
設

へ
の
避
難
者
数
六
六

名
／
住
民
数
九
○

名
）、以
下
同
様
、「
塚

浜
」
と「
小
屋
取
」

（
二
地
区
合
わ
せ
て
、

一
三
○
名
／
二
二
五

名
）、「
前
網
」（
二
八

名
／
九
○
名
）、「
鮫

浦
」（
一
○
一
名
／

一
三
○
名
）、
そ
の

他
地
区
か
ら
一
八
名

の
避
難
者
で
あ
る
。
被
災
当
初
は
、
居
合

わ
せ
た
宅
配
業
者
や
工
事
現
場
の
人
た
ち

な
ど
も
一
時
的
に
避
難
者
と
な
っ
て
い
る
。

（
地
図
3
と
写
真
2
）

　

三
月
十
一
日
小
雪
降
る
夕
方
、
原
発
施

設
の
高
台
に
あ
る
女
川
原
子
力
Ｐ
Ｒ
セ
ン

タ
ー
に
、「
鮫
浦
」
地
区
の
住
民
約
四
○
名

の
一
団
が
助
け
を
求
め
て
駆
け
つ
け
て
き

た
。
津
波
で
家
屋
は
流
さ
れ
、
衣
服
も
ず

ぶ
ぬ
れ
の
人
も
あ
り
、
寒
く
て
身
体
を
震

わ
せ
て
い
る
妊
婦
の
姿
ま
で
あ
っ
た
。
対

応
し
た
セ
ン
タ
ー
職
員
は
、
す
ぐ
セ
ン
タ
ー

内
に
招
き
入
れ
、
使
い
捨
て
カ
イ
ロ
を
配

布
し
た
り
、
濡
れ
て
い
る
人
た
ち
に
は
着

替
用
に
作
業
服
を
渡
し
た
。
そ
し
て
日
も

暮
れ
寒
さ
が
増
し
て
き
た
た
め
、
発
電
所

の
渡
部
孝
男
所
長
に
連
絡
。
指
定
避
難
所

で
は
な
い
も
の
の
、
渡
部
所
長
は
す
ぐ
に

受
け
入
れ
を
決
断
し
た
。
実
は
各
地
区
に

行
政
指
定
の
避
難
所
は
設
置
さ
れ
て
い
た

が
、
津
波
で
流
さ
れ
て
い
た
り
、
無
事
で

も
手
狭
で
あ
っ
た
た
め
、
原
発
施
設
に
駆

け
込
ん
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
Ｐ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
は
寝
泊
り
で
き

る
環
境
は
整
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か

ら
、
通
常
な
ら
関
係
者
以
外
の
立
ち
入
り

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
、
原
発
施
設
内
の
体

育
館
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
体
育

館
と
は
、
原
発
内
で
勤
務
す
る
職
員
が
集

会
を
開
い
た
り
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
な
ど
が
行

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
原
発

第
三
号
基
の
近
く
に
位
置
し
、
床
面
積
約

二
千
平
米
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
緊
急
用

に
と
、
全
職
員
三
日
間
分
、
四
千
五
百
食

の
非
常
用
食
料「
レ
ス
キ
ュ
ー
フ
ー
ド
」が

備
蓄
さ
れ
て
い
た
。（
写
真
3
、
原
発
施
設

内
の
体
育
館
）

　

こ
の
Ｐ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
に
や
っ
て
き
た
一
団

ば
か
り
で
な
く
、
他
の
集
落
か
ら
も
、
続
々

と
住
民
が
集
ま
っ
て
き
た
。
塚
浜
の
当
時

の
区
長
木
村
尚
氏（
六
○
）に
よ
れ
ば
、
避

難
場
所
と
な
っ
て
い
た
集
会
所
は
多
数
の

避
難
者
の
た
め
た
ち
ま
ち
手
狭
と
な
っ
て

困
っ
て
い
た
お
り
、
原
発
の
一
職
員
が
わ
ざ

わ
ざ
安
否
を
尋
ね
に
来
て
く
れ
、
そ
の
人

の
誘
導
で
山
の
中
を
通
っ
て
、
通
常
な
ら

施
錠
さ
れ
て
い
る
フ
ェ
ン
ス
も
開
け
て
も

ら
っ
て
、
直
接
体
育
館
に
た
ど
り
着
い
た
。

着
い
た
と
き
に
は
、
す
で
に
か
な
り
多
く

の
避
難
者
で
体
育
館
内
は
埋
ま
っ
て
い
た
。

写真5：瓦礫の処理中

写真4：体育館内部

地図3：原発と周辺地区写真 3
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か
ま
え
る

エッセイ ：うかぶからだの
文化

太
平
洋
に
浮
か
ぶ
常
夏
の
島
、
南
海
の
楽
園
、
ハ

ワ
イ
。
南
海
の
楽
園
と
聞
け
ば
、
真
っ
先
に
南

太
平
洋
の
島
々
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
思
い
浮
か
ぶ

が
、
ハ
ワ
イ
諸
島
は
南
太
平
洋
に
は
な
い
。
北
回
帰

線
の
す
ぐ
下
、
お
お
よ
そ
北
緯
19
度
か
ら
22
度
の

間
に
、
南
東
か
ら
北
西
に
向
か
っ
て
、
ハ
ワ
イ
島
、

マ
ウ
イ
島
、
カ
ホ
オ
ラ
ヴ
ェ
島
、
ラ
ナ
イ
島
、
モ
ロ

カ
イ
島
、
オ
ア
フ
島
、
カ
ウ
ア
イ
島
、
ニ
イ
ハ
ウ
島

の
主
要
８
島
が
続
い
て
い
る
。
さ
ら
に
北
西
に
向
け

て
約
２
，２
０
０
キ
ロ
に
渡
り
30
以
上
の
小
さ
な

島
々
か
ら
な
る
ハ
ワ
イ
北
西
諸
島
が
北
緯
29
度
ま

で
続
い
て
い
る
。
小
笠
原
群
島
が
北
緯
26
～
27
度
、

沖
縄
本
島
が
北
緯
26
度
に
位
置
す
る
こ
と
を
考
え

る
と
、ハ
ワ
イ
は
意
外
と
北
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

太
平
洋
の
島
々
は
、
大
航
海
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
に
よ
っ
て「
発
見
」
さ
れ
た
。
ハ
ワ
イ
は
、
北
大

西
洋
か
ら
北
太
平
洋
に
直
接
抜
け
る
北
西
航
路
を

発
見
す
べ
く
タ
ヒ
チ
か
ら
太
平
洋
を
北
上
し
た
キ
ャ

プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
に
よ
っ
て
１
７
７
８
年
に
発
見
さ

れ
た
。
南
太
平
洋
の
島
々
は
す
で
に
発
見
さ
れ
つ
く

さ
れ
て
い
た
が
、
ク
ッ
ク
が
北
西
航
路
探
索
の
命
を

受
け
て
い
な
け
れ
ば
、
北
半
球
に
位
置
す
る
ハ
ワ
イ

の
発
見
は
も
っ
と
遅
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

カ
ヌ
ー
に
乗
っ
て
島
々
に
移
住
し
た
ポ
リ
ネ
シ
ア

の
人
々
も
、
大
航
海
時
代
に
そ
の
島
々
を
発
見
し
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
航
海
者
も
、
長
い
航
海
の
末
に
水
平

線
に
新
た
な
島
を
見
つ
け
た
時
、
島
は
浮
か
ん
で

見
え
た
は
ず
だ
。
現
代
で
も
飛
行
機
か
ら
見
下
ろ

す
島
々
は
、
海
に
浮
か
ん
で
見
え
る
。
だ
が
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
海
洋
島
は
海
面
に
浮
か

ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
海
底
火
山
が

隆
起
し
て
海
面
に
顔
を
出
し
た
り
、
サ
ン
ゴ
礁
が
発

達
し
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
だ
。

海
底
か
ら
せ
り
出
し
た
山
の
頂
が
島
で
あ
っ
て
、

海
面
下
に
は
そ
の
裾
野
が
拡
が
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
海
の
下
は
目
に
入
ら
な
い
の
で
浮
い
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
だ
け
だ
と
言
う
と
身
も
蓋
も
な
い
話

に
な
る
が
、
島
を
見
て
海
面
下
の
裾
野
に
思
い
を
巡

ら
せ
る
の
は
難
し
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
島
は
高
く

な
っ
た
り
低
く
な
っ
た
り（
そ
し
て
沈
ん
で
し
ま
っ

た
り
）す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ぷ
か
ぷ
か
浮
い
て

流
れ
て
い
く
こ
と
は
な
さ
そ
う
だ
。
で
も
、
ハ
ワ
イ

諸
島
は
少
し
ず
つ
だ
け
れ
ど
動
い
て
い
る
。

ハ
ワ
イ
の
島
々
は
、
マ
グ
マ
が
生
成
さ
れ
て
火
山

が
生
ま
れ
る
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
で
誕
生
し
た
。
ホ
ッ

ト
ス
ポ
ッ
ト
自
体
は
動
か
な
い
と
さ
れ
る
が
、
太
平

洋
プ
レ
ー
ト
は
北
西
に
向
か
っ
て
移
動
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
上
に
乗
っ
て
い
る
島
も
回
転
寿
司
コ
ン
ベ

ア
の
上
の
寿
司
の
よ
う
に
日
本
に
向
か
っ
て
移
動
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ハ
ワ
イ
諸
島
は
北
西

に
行
く
に
従
っ
て
、
島
は
古
く
な
り
、
山
は
浸
食

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ウ
ア
イ
島
の
ワ
イ
メ
ア
・

キ
ャ
ニ
オ
ン
、
オ
ア
フ
島
の
ダ
イ
ア
モ
ン
ド・ヘ
ッ
ド
、

ハ
ワ
イ
島
の
キ
ラ
ウ
エ
ア
火
山
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
島

の
古
さ
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
。

私
が
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
い
る
南
太
平
洋
の
サ
モ

ア
で
は
、
年
に
２
回
、
10
月
と
11
月
、
早
朝

の
海
に
あ
る
も
の
が
浮
遊
し
て
く
る
。
そ
れ
が
パ
ロ

ロ（Palolo

）だ
。
私
の
理
解
で
は
、
ゴ
カ
イ
の
一
種
、

要
す
る
に
ミ
ミ
ズ
み
た
い
な
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
少
々
心
も
と
な
い
の
で
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
改
め
て
調
べ
て
み
る
と
、
サ
モ
ア
の

青
年
海
外
協
力
隊
の
人
た
ち
が
以
下
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
た
：
パ
ロ
ロ
は「
太
平
洋
の
あ
る
地
域
に

し
か
棲
息
し
な
い
海
産
動
物
で
、
海
の
ミ
ミ
ズ
み
た

い
な
も
の（
正
式
に
は
環
形
動
物
門
多
毛
網
遊
材
目

イ
ソ
メ
科
に
属
す
る
ら
し
い
）」（http://sam

oan-
life.at.w

ebry.info/201010/article_13.htm
l　

２
０
１
３
年
9
月
27
日
参
照
）。

こ
の
パ
ロ
ロ
、
南
海
の
珍
味
と
呼
ば
れ
、
サ
モ
ア

人
の
大
好
物
で
あ
る
。
私
は
今
ま
で
パ
ロ
ロ
を
嫌
い

だ
と
公
言
す
る
サ
モ
ア
人
に
会
っ
た
こ
と
は
一
度
も

な
い
。
私
の
友
人
の
夫
は
、
日
本
に
留
学
し
て
パ
ロ

ロ
を
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
彼
女
の
た
め
に
、
丁
寧
に

冷
凍
庫
で
パ
ロ
ロ
を
保
存
し
て
い
た
ほ
ど
だ
。
そ
れ

だ
け
、
み
ん
な
、
パ
ロ
ロ
が
海
に
浮
か
ん
で
く
る
の

を
心
待
ち
に
し
て
い
る
。

パ
ロ
ロ
が
出
現
し
そ
う
だ
と
い
う
天
気
予
報
み
た

い
な
も
の
は（
今
は
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
）ラ
ジ

オ
で
告
げ
ら
れ
る
。
す
る
と
、
サ
モ
ア
人
の
多
く
は

バ
ケ
ツ
を
も
ち
、
朝
早
く
の
海
岸
へ
パ
ロ
ロ
を
取
り

に
出
か
け
る
。
パ
ロ
ロ
に
そ
こ
ま
で
強
い
愛
着
を
感

じ
な
い
私
は
、
朝
起
き
る
と
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
お
ば

あ
さ
ん
が
う
れ
し
そ
う
に
バ
ケ
ツ
を
覗
い
て
い
る
姿

に
遭
遇
す
る
か
、
バ
ナ
ナ
の
葉
で
ご
丁
寧
に
く
る
ま

れ
た
パ
ロ
ロ
さ
ん
た
ち
が
机
の
上
に
の
っ
て
い
る
様

子
を
見
つ
け
る
。
そ
し
て
、「
あ
ー
、
パ
ロ
ロ
の
季

節
か
」と
思
う
。

こ
の
パ
ロ
ロ
は
と
て
も
お
い
し
い
ら
し
い
。
食
べ

方
は
主
に
２
通
り
：
そ
の
ま
ま
生
で
口
に
運
ぶ
か
、

バ
タ
ー
で
炒
め
る
の
か（
そ
し
て
、
友
人
は
さ
ら
に

そ
れ
を
パ
ン
の
上
に
の
せ
て
食
べ
て
い
た
が
…
）、
ど

ち
ら
か
に
な
る
。
前
者
は
海
の
塩
味
で
お
い
し
い
ら

し
い
。
後
者
は
…
と
に
か
く
お
い
し
い
ら
し
い
。

「
お
い
し
い
ら
し
い
」と
連
呼
す
る
理
由
は
私
自
身

が
一
度
も
食
べ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
は

サ
モ
ア
の
生
活
で
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
積
極
的
に
体
験

し
て
き
た
が
、
ど
う
し
て
も
こ
の
パ
ロ
ロ
だ
け
は
食

べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
読
ん
で
わ
か
る
よ
う

に
、
決
し
て
、
そ
の
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
わ

け
で
も
な
い
。
た
だ
、
故
意
に
食
べ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
理
由
を
知
り
た
い
方
は
、
上
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
写
真
を
み
て
ほ
し
い
。
非
常
に
な
さ
け
な

い
が
、
こ
の
緑
色
で
、
も
そ
も
そ
と
う
ご
め
く
姿
が

理
由
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
サ
モ
ア
に
10
月
、
11
月

に
い
く
機
会
に
恵
ま
れ
た
方
は
ぜ
ひ
ご
賞
味
あ
れ
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス
マ
ト
ラ
島
や
カ
リ
マ
ン
タ
ン

（
ボ
ル
ネ
オ
）
島
で
は
、
今
も
河
川
が
主
要
な

内
陸
交
通
路
と
な
っ
て
い
る
。
人
々
は
河
川
沿
い
に

家
を
建
て
、
毎
日
の
お
か
ず
を
漁
り
、
汚
れ
た
食

器
や
衣
類
を
洗
い
、
風
呂
も
排
泄
も
そ
こ
で
す
る
。

そ
の
た
め
か
、
カ
リ
マ
ン
タ
ン
の
カ
ヤ
ン
系
言
語
民

族
の
間
で
は
水
に「
浮
か
ぶ
」と「
漂
う・流
さ
れ
る
」

は
同
一
語
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

同
じ
流
域
に
あ
る
村
々
は
、
今
で
こ
そ
小
型
客

船
や
セ
ス
ナ
機
な
ど
で
簡
単
に
往
来
し
て
い
る
が
、

か
つ
て
は
首
狩
り
や
戦
争
の
た
め
自
由
に
訪
問
で
き

ず
、
距
離
が
遠
け
れ
ば
お
互
い
の
存
在
す
ら
知
ら

な
い
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
。
特
に
、
上
流
や
水
源
の

山
深
い
地
域
は
聖
域
と
し
て
恐
れ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら

流
れ
て
き
た
も
の
や
下
り
て
来
た
人
々
は
、
神
秘
的

な
存
在
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
川
面
に
浮
か

ぶ
／
漂
う
果
物
を
食
べ
て
超
自
然
的
力
を
も
つ
子

を
授
か
っ
た
、
助
け
上
げ
ら
れ
た
人
が
土
地
の
有
力

者
と
結
婚
し
た
、
と
い
っ
た
伝
承
も
数
多
く
残
っ
て

い
る
。

お
よ
そ
5
世
紀
前
、
カ
ヤ
ン
系
民
は
現
マ
レ
ー
シ

ア
領
か
ら
中
央
山
岳
地
帯
を
越
え
て
、
カ
ヤ
ン
流

域
へ
移
住
し
始
め
た
。
カ
ヤ
ン
支
流
の
フ
パ
ン
に
住

み
つ
い
た
一
派
は
、
呪
術
に
優
れ
た
女
首
長
ラ
ハ
イ・

バ
ラ
ー
（
バ
ラ
ー
は「
祈
る
、呪
文
を
唱
え
る
」の
意
）

に
率
い
ら
れ
て
い
た
が
、
彼
女
の
死
後
、
村
は
分
裂

し
て
一
部
が
さ
ら
に
カ
ヤ
ン
河
口（
現
ブ
ル
ン
ガ
ン

県
都
タ
ン
ジ
ュ
ン・セ
ロ
ー
ル
の
近
く
）へ
移
住
す
る
。

19
世
紀
半
ば
の
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
政
府
の
記
録
に

よ
れ
ば
、
戦
争
で
逃
げ
て
き
て
沿
岸
王
国（
ブ
ル
ン

ガ
ン
）に
庇
護
を
求
め
た
と
あ
る
が
、
土
地
の
口
頭

伝
承
は
豪
雨
で
川
岸
が
地
割
れ
を
お
こ
し
、
上
に

い
た
人
々
が
地
面
ご
と
押
し
流
さ
れ
た
た
め
だ
と
い

う
。漂

う
土
塊
と
人
々
は
、
急
流
や
蛇
行
地
点
に
ひ
っ

か
か
り
、
そ
こ
に
村
を
つ
く
っ
て
は
ま
た
流
さ
れ
て
、

カ
ヤ
ン
河
口
近
く
で
よ
う
や
く
止
ま
っ
た
。
土
塊
は

プ
ラ
ウ
・
マ
ユ
ン（「
浮
島
」）
と
呼
ば
れ
る
川
中
島

と
な
り
、
ラ
ハ
イ
の
子
孫
は
ブ
ル
ネ
イ
か
ら
来
た

貴
族
と
結
婚
し
て
地
元
で
一
目
置
か
れ
る
よ
う
に
な

る
。
彼
ら
は
出
身
地
フ
パ
ン
の
名
を
名
乗
り
、
今
日

で
は
そ
れ
が
訛
っ
て
ウ
マ
・
ア
パ
ン（「
ア
パ
ン
村
」）

と
な
っ
た
。

地
面
が
筏
の
よ
う
に
漂
流
す
る
の
は
伝
説
な
ら

で
は
と
し
て
、
表
土
の
脆
い
カ
リ
マ
ン
タ
ン
で
は
、

確
か
に
豪
雨
や
洪
水
に
よ
る
土
砂
崩
れ
で
地
形
が

し
ば
し
ば
変
化
す
る
。
地
面
に
溝
を
掘
っ
た
り
雨

水
の
流
れ
を
広
げ
た
り
し
て
運
河
を
造
り
、
舟
を

通
す
た
め
急
流
地
帯
の
岩
石
を
と
り
除
い
た
り
も

す
る
。
何
世
紀
も
か
け
て
内
陸
部
を
開
拓
し
、
島

倉光　ミナ子 （くらみつ　みなこ）

地文研兼任研究員。
ポリネシア地域研究、
人文地理学専攻。
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浮遊物

奥島　美夏 （おくしま　みか）

1969 年生まれ。
地文研兼任研究員。
文化人類学、東南アジア地域研究専攻。

プラウ・マユン（浮島）
伝説にみる
森林開拓

井上　昭洋 （いのうえ　あきひろ）

1961年生まれ。
地文研専任研究員。
文化人類学専攻。
国際参加プロジェクト担当。

島は浮かんで
いるのか
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の
反
対
側
へ
と
辿
り
つ
い
た
カ
ヤ
ン
は
、
移
住
し
た

先
々
の
土
地
神
へ
の
畏
敬
の
念
と
、
原
生
林
か
と
見

ま
ご
う
景
観
に
刻
ま
れ
た
人
間
の
営
為
の
歴
史
を
、

伝
承
の
中
で
融
合
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

歴
史
を
振
り
返
る
と
、
人
は
ど
の
よ
う
に
水
に
浮

く
か
、
工
夫
を
重
ね
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

古
く
は
、
木
片
や
葦
を
束
ね
た
も
の
、
空
気
を
入

れ
た
革
袋
な
ど
を
用
い
て
、
腹
ば
い
に
な
っ
た
状
態

の
身
体
を
支
え
た
。
こ
う
し
て
腹
ば
い
の
姿
勢
に
な

る
こ
と
で
、
両
手
は
自
由
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
推
進
力
を
生
み
だ
す
た
め
の
手
と

腕
を
パ
ド
ル
の
よ
う
に
し
て
前
に
進
む
技
法
を
考

案
し
た
。
こ
の
動
作
は
、
後
の
ク
ロ
ー
ル
の
泳
法
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ま
た
、
腹
ば
い
で
は
な
く
板

の
上
に
立
っ
て
移
動
す
る
動
作
は
、
サ
ー
フ
ィ
ン
の

原
型
と
な
っ
た
。

古
代
の
文
明
社
会
で
は
、
軍
事
術
と
し
て
の
泳

法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
空
気
を
入
れ
た
山
羊
革

の
袋
を
抱
き
な
が
ら
川
を
渡
る
古
代
ア
ッ
シ
リ
ア

の
兵
士
が
描
か
れ
た
紀
元
前
９
世
紀
頃
の
レ
リ
ー

フ
が
残
っ
て
い
る
。
日
本
で
も
、
平
安
時
代
ま
で
は

「
お
ふ
す
」
と
称
し
た
水
泳
と
ま
で
は
言
わ
な
い
ま

で
も「
水
に
浮
か
ん
で
遊
ぶ
」こ
と
が
あ
っ
た
よ
う

だ
。
研
究
者
に
よ
る
と
浮
き
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た

の
が「
全
匏（
お
ふ
し
ひ
さ
ご
）」
と
呼
ば
れ
る
ヒ
ョ

ウ
タ
ン
や
ユ
ウ
ガ
オ
、
ト
ウ
ガ
ン
の
実
を
く
り
抜
い

た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
浮
き
具
は
、
江
戸

時
代
の
武
術
か
ら
武
芸
と
し
て
の
泳
法
が
極
め
ら

れ
た
時
代
で
も
、
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
を
集
め
て
浮
帯
な
ど

に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
19
世
紀
初
頭
に

葛
飾
北
斎
が
手
本
書
と
し
て
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
画
に

は
、
腹
の
周
り
に
革
製
だ
ろ
う
か
、
浮
き
輪
の
よ

う
な「
浮
腹
巻
」
を
着
け
た
男
性
が
プ
カ
リ
と
浮
い

て
い
る
。

近
代
に
な
る
と
、
ゴ
ム
の
加
工
技
術
に
よ
り
タ
イ

ヤ
の
チ
ュ
ー
ブ
を
用
い
た
浮
き
輪
が
登
場
し
た
。
現

在
、
そ
の
素
材
は
ビ
ニ
ー
ル
製
と
な
り
、
子
ど
も
達

の
水
遊
び
に
は
欠
か
せ
な
い
ド
ー
ナ
ッ
ツ
型
の
浮
き

輪
や
サ
メ
や
イ
ル
カ
、
バ
ナ
ナ
な
ど
、
浮
き
具
の
種

類
は
多
種
多
様
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
浮
き
具
の
発
想
を
大
転
換
さ
せ
た

の
が
、
巨
大
な
ボ
ー
ル
に
人
が
入
っ
て
し
ま
う
と
い

う
ウ
ォ
ー
タ
ー
ボ
ー
ル
の
出
現
で
あ
る
。
こ
の
ボ
ー

ル
の
中
で
は
、
水
の
上
を
立
つ
、
歩
く
、
走
る
、
ジ
ャ

ン
プ
す
る
、
で
ん
ぐ
り
返
し
を
す
る
、
な
ど
思
い
つ

く
限
り
の
す
べ
て
の
動
作
が
で
き
そ
う
だ
。
と
り
あ

え
ず
、
今
の
願
い
は
た
だ
一
つ
。
穏
や
か
な
水
に
漂

う
ウ
ォ
ー
タ
ー
ボ
ー
ル
の
中
で
の
ん
び
り
と
昼
寝
に

興
じ
た
い
。

ス
ポ
ー
ツ
選
手
に
と
っ
て
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
は
戦
闘

服
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
に
着
替

え
る
と
気
持
ち
が
引
き
締
ま
り
、
闘
争
心
を
か
き

立
て
ら
れ
る
。
大
切
な
公
式
戦
で
し
か
フ
ァ
ー
ス
ト

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
用
し
な
い
チ
ー
ム
も
あ
る
ほ
ど

重
要
な
も
の
で
あ
り
、
シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在
と
な
る

こ
と
が
多
い
。
新
入
団
選
手
の
発
表
の
席
で「
子
ど

も
の
頃
か
ら
憧
れ
て
い
た
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
る
こ

と
が
で
き
・
・
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
よ
く
耳
に
す

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
で
、
毎
年
の
よ
う
に
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
デ
ザ

イ
ン
を
変
更
す
る
チ
ー
ム
も
あ
る
。
中
に
は
親
会

社
の
意
向
や
、
監
督
が
変
わ
る
こ
と
で
チ
ー
ム
の
イ

メ
ー
ジ
を
刷
新
す
る
た
め
に
デ
ザ
イ
ン
を
短
期
的
な

サ
イ
ク
ル
で
一
新
す
る
ケ
ー
ス
も
珍
し
く
な
い
。
長

い
時
間
を
か
け
て
考
案
し
た
デ
ザ
イ
ン
が
、
数
年
で

変
更
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
心
境
も

複
雑
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
に
込

め
ら
れ
た
思
い
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
、
デ
ザ
イ
ン

の
変
更
に
関
し
て
も
当
然
賛
否
両
論
あ
る
。
伝
統

と
革
新
。
今
日
の
日
本
の
ス
ポ
ー
ツ
界
が
抱
え
る

テ
ー
マ
が
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
も

見
て
取
れ
る
。

近
年
、
プ
ロ
野
球
で
は
、
フ
ァ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
一

環
と
し
て
、
昔
使
用
し
た
デ
ザ
イ
ン
を
用
い
た
復
刻

版
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
で
試
合
を
行
う
取
り
組
み（
イ
ベ

ン
ト
）が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
昔
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

を
目
に
す
る
こ
と
に
よ
り「
こ
れ
を
着
て
い
た
の
は

自
分
が
小
学
生
の
頃
で
・
・
」や「
あ
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー

ム
の
頃
は
誰
々
が
エ
ー
ス
で
、
4
番
バ
ッ
タ
ー
は
誰

で
・
・
強
か
っ
た
ん
だ
よ
な
ぁ
」
と
懐
か
し
い
思
い

出
や
、
昔
話
に
花
を
咲
か
せ
る
人
も
多
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
変
え
る
こ
と
に
よ

り
気
分
転
換
に
な
る
の
か
、
変
え
た
途
端
に
選
手

の
成
績
や
球
団
の
順
位
が
急
浮
上
す
る
こ
と
も
し

ば
し
ば
で
あ
る
。
期
間
限
定
で
は
あ
る
も
の
の
、
不

本
意
な
が
ら
も
短
命
に
終
わ
っ
た
デ
ザ
イ
ン
た
ち
も

再
び
日
の
目
を
見
る
機
会
が
得
ら
れ
、
き
っ
と
喜
ん

で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

入
場
料
や
ス
ポ
ン
サ
ー
契
約
料
と
同
様
に
、
レ

プ
リ
カ
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
の
グ
ッ
ズ
の
売
り
上
げ

は
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
の
収
入
源
の
大
き
な
柱
と

な
っ
て
い
る
。
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
は
人
気
商
売
で
あ
り
、

次
か
ら
次
に
ス
タ
ー
選
手
が
登
場
す
る
浮
き
沈
み

の
激
し
い
世
界
と
言
わ
れ
る
。
選
手
も
大
変
で
あ
る

が
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
た
ち
に
と
っ
て
も
プ
ロ
は
厳
し

い
世
界
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
Ｋ
Ｙ（
空
気
が
読
め
な
い
）」と
い
う
略
語
は
も
う

す
っ
か
り
世
間
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
よ
う
だ

が
、
最
近
に
な
っ
て
学
生
か
ら「
Ｋ
Ｍ
」
な
る
略
語

が
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
な
ん
で
も「
既
読
無

視
」の
意
味
な
ん
だ
そ
う
な
。
訳
が
わ
か
ら
ず
に
頭

を
ひ
ね
っ
て
い
る
筆
者
に
説
明
し
て
く
れ
た
の
は
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
チ
ャ
ッ
ト
ア
プ
リ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

で
用
い
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
と
の
こ
と
。
本
誌
の
読

者
の
何
割
く
ら
い
が
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
ユ
ー
ザ
ー
な
の
か

は
不
明
だ
が
、
ご
存
知
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
上
で
チ
ャ
ッ
ト
の
書
き
込
み
を
確
認
す
る
と

「
既
読
」
と
い
う
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
、
そ
の
場
で

即
座
に
返
信
を
送
ら
な
い
と
こ
の
Ｋ
Ｍ（
既
読
な
の

に
無
視
）と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
、
非
難
の
対

象
と
な
る
の
だ
そ
う
だ
。

そ
こ
で
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
画
面
と
い
う
も
の
を
見
せ
て

も
ら
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
込
み
が
ち
ょ
う
ど

漫
画
の「
吹
き
出
し
」の
よ
う
に
並
ん
で
い
る
。
し

か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
と
て
も
短
く
、
文

と
い
う
よ
り
も
語
の
羅
列
に
し
か
見
え
な
い
。
な
る

ほ
ど
、
講
義
中
で
あ
ろ
う
と
も
、
電
車
の
中
で
あ
ろ

う
と
も
、
は
て
は
自
転
車
に
乗
っ
て
い
る
最
中
で
あ

ろ
う
と
も
、
か
れ
ら
が
携
帯
端
末
を
玩
び
続
け
て

い
る
の
は
、Ｋ
Ｍ
に
な
ら
な
い
た
め
に
延
々
と
チ
ャ
ッ

ト
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
な
の
か
と
納

得
し
た
次
第
。

そ
う
い
え
ば
、
近
年
に
な
っ
て
学
生
か
ら
の
メ
ー

ル
が
だ
ん
だ
ん
と
短
く
な
り
、
紋
切
り
型
の
文
面
が

増
え
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
も
ち
ろ
ん
講
義

の
欠
席
の
連
絡
や
、
そ
の
他
の
事
務
連
絡
な
ら
ば
ま

だ
い
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
海
外
留
学
中

の
近
況
報
告
、
あ
る
い
は
卒
論
の
研
究
内
容
や
進

路
の
相
談
な
ど
、
あ
る
程
度
の
論
理
性
や
客
観
性
、

そ
し
て
分
量
を
求
め
ら
れ
る
文
面
に
い
た
っ
て
も
同

様
な
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
学
生
に
尋
ね
て
み
る
と
、

メ
ー
ル
は
ど
う
も
苦
手
な
ん
で
す
、
と
い
う
。
お
そ

ら
く
は
吹
き
出
し
＝
バ
ル
ー
ン
と
い
う
小
さ
な
器
に

最
低
限
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
詰
め
込
ん
で
、
Ｋ
Ｍ
に
な

ら
な
い
よ
う
に
急
い
で
送
信
す
る
、
そ
の
よ
う
な
か

れ
ら
の
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
上
に
は
そ
の
よ
う
な
ふ

わ
ふ
わ
と
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
バ
ル
ー
ン
が
無
数
に

浮
か
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
Ｐ
Ｃ
の
デ
ィ
ス

プ
レ
イ
上
に
広
が
る
電
子
メ
ー
ル
の
文
書
作
成
欄

は
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
無
限
の
荒
野
に
見
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
は
じ
め
と
す
る
チ
ャ
ッ
ト

ア
プ
リ
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
即

応
性
に
す
ぐ
れ
た
そ
れ
ら
の
ツ
ー
ル
は
用
途
に
よ
っ

て
は
き
わ
め
て
実
用
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
バ
ル
ー
ン
の
よ

う
に
虚
空
に
浮
か
ん
だ
も
の
だ
け
に
な
っ
て
ゆ
く
と

す
れ
ば
、
は
た
し
て
か
れ
ら
は「
考
え
る
葦
」
た
り

う
る
の
だ
ろ
う
か
。

田里　千代 （たさと　ちよ）

1968 年生まれ。
地文研兼任研究員。
スポーツ人類学専攻。
国際参加プロジェクト担当。

何で浮かぶ？

備前　嘉文 （びぜん　よしふみ）

1978 年生まれ。
地文研兼任研究員。
スポーツマネジメント。
スポーツマーケティング専攻。

浮き沈みの
激しい世界 

山本　匡史 （やまもと　ただし）

1960 年生まれ。
地文研専任研究員。
文化人類学専攻。
教育部門担当。

宙に浮かんだ
メッセージ



コラム

W hat a joy it is to float on water! Letting your thoughts run its 
course, feeling your limbs getting weightless and being gen-

tly caressed by the waves. Or drifting along in a small boat on a 
river, seeing the landscape pass, watching the clouds in ever 
changing formations. People on the shore will look at you and you 
can try to imagine their lives. Where do they come from, where 
do they go, what is their fate? Can one tell the history of the 
river by looking at their faces?
The river is pure movement, pure energy. Floating on it is like 
a meditation, cleansing your thoughts. About 70 percent of the 
planet’s surface is made up of water and the same is true for the 
human body. Our blood flows, our ‘ki ’ flows, our energy in our 
body flows, just like rivers serve as the planets veins, transport-
ing its contents, so does our body transport the energy of life. But 
the river also is a metaphor for the passage of time. ‘Everything 
flows’ is the concept of Heraclitus’s concept of ‘panta rhei’ which 
gives a sense of the transitory nature of all things human. Like 
the river, everything is in a constant state of flux. Furthermore 
the psychological meaning of the river is reflected in the essence 
of our lives as human beings.
A river is the source of life. In art there are representations of 
the sacred 4 rivers to be found in ancient Christian and medieval 
art works. Descriptions can also be found in the Bible and the Ko-
ran, the religions of India and even in old Chinese texts and the 
second chapter of the Genesis. The tree of life, the water source 
in paradise, was considered the fountain of eternal life.
But a river can also veer unexpectedly, as I saw, blocking the 
flow, just like our body is prone to injury and throwing you into 
turmoil. At the same time, by doing so, it can open new possibili-
ties and chances. Overcoming the blockage by delving deep into 
one’s inner world, it can show opportunities, one never imagined 
before.
I think of Ophelia floating in ice cold water surrounded by flow-
ers. I think of Virginia Woolf, pockets full of stones, sinking, sink-
ing. I think of myself, falling, falling, like watching the petal of a 
tulip slowly descending to the ground. Life is on hold, time stands 
still. Everything is detached, loosened from its context. I cannot 
turn back, retrace my steps or fight the current. I could compare 
myself to a river, who’s flow has been brutally deviated. Like 
the river, the body has been interfered with, the flow of `ki` is 
blocked. I am not able to move, there is only the fall: the fall, the 
fear, the shock and the consequences, the immovable now. What 
will happen?
I am lying in a confined space filled with flowers, thinking. Will I 
be able to float again, moving freely in known spaces? I compare 
myself to a river.
In Hesse’s ‘Siddharta’ the river is viewed as the place from which 
to learn a series of lessons, all useful to one’s personal growth. Did 
I take that chance? I do not know. I fell into states of melancholia, 
of nothingness, of tension and impatience, relief and euphoria, ut-
ter agony, the struggle to climb back into the boat.
Ophelia did not go back to her castle. Virginia Woolf did not go 
back to her writing. But I am lucky. I walk again. The scars are a 
reminder of a valuable lesson, the value of overwhelming friend-
ship and endurance. I am thankful for thoughts and experiences 
otherwise not having been born. I am ready to float again.

にしか出ないので、大きなバケツに水を蓄えておく必要があ
ります。同じマンサの隊員で、近くの井戸が枯れて4か月間
水が出ないことがありました。また、停電がとても多く、私
の家はまだマシでしたが、その隊員の家は一日に16時間停
電することもあり、そうなると冷蔵庫はただの箱でしかあり
ません。飲む水は購入すればいいのですが、洗濯や炊事の
ためにその隊員は毎週私の家に来て洗濯をし、水浴びをし、
ご飯を食べて帰っていました。

途上国の支援をすること
途上国では、HIV/エイズや子どもの性的虐待など、解

決しなければならない様々な問題があります。ボロボロの
服を着ている子どもを見て「可哀そう」と思うことがあります。
しかし、同情したからといって、何か支援になるわけではあ
りません。大切なことは、この人たちがどういう生活をして
いて、今現在何が本当に必要なのかをよく考えてから行動
することです。その時に、私たちはどうしても日本での経験
からアドバイスをしがちですが、日本で簡単に買えるものも
ザンビアではそうはいきません。ですから、日本の感覚で「○
○したらいい」と簡単に言うことができないことを思い知りま
した。現地の生活状況をよく理解して、現地で手配できる
物で工夫して活動することが必要です。またその方法が本
当に現地の人々に合っているのかどうかもよく考える必要が
あります。結局は、現地の人々の生活に合わせたやり方を
工夫していくしかないことに気づきました。

2011年に帰国して、今現在私は兵庫県教育委員会で仕
事をしています。現場の教員時代より数倍忙しい毎日です。
大変な日々 ですが、ザンビアで苦労した日々 を思い出して「へ
こたれないぞ」と思っています。何事も経験したことが自分
の血となり肉となっていることを実感しています。皆さんも、
是非一度、海外でいろんな経験をしてもらいたいと思います。
海外旅行でもいいし、ホームスティでもいいです。世界を
肌で感じる機会を大切にしてもらいたいと思います。

青年海外協力隊は開始から今年で48年という長い歴史
を持ち、これまでにのべ3万8,000人を超える方々が参加し
ています。2013年7月現在でも71カ国で約1,800名が活
動中です。途上国でのボランティア活動へ高い志を持って参
加される方を JICA は責任を持ってサポートしています。応募
時に20～39歳（青年）の方で、日本国籍を持つ方です。募
集期間は年2回（春・秋）、活動分野は計画・行政、農林水産、
人的資源、保健・医療、社会福祉など多岐にわたります。自
分の持っている知識、技術、経験などを生かせるのが JICA
ボランティアの特徴です。 派遣期間は原則2年間ですが、1ヶ
月から参加できる短期ボランティア制度もあります。

 出典：（独）国際協力機構（JICA）ホームページ

「JICAボランティア：
　　　青年海外協力隊について」

Ukabu – A personal matter

マリオン ゼッテコルン （Marion Settekorn）

地文研専任研究員。
ヨーロッパ美術史専攻。
オープンキャンパス担当。
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2 代目で、１代目は中学校の先生が派遣されており、現在は3代目
の隊員が活動しています。

多くの途上国の小・中学校では、体育が教えられていないことが
珍しくありません。勉強と言えば数学、理科、社会などの座学が中心で、
体育は「そのへんで遊ばせておけばいい」と考える先生が多いのです。
そうした考えをなんとかしたいということで、先輩隊員たちは、体育を
普及させる様々な活動をして、ザンビアでは次第に体育の重要性が
認められるようになってきました。ここまでくるには本当に長い努力が
あったと思います。

保健体育の指導をしていましたが、私の前任者のお話では、体操
服を着て授業するという、それだけのことを徹底させるのに1年間か
かったそうです。習慣や文化が違えば保健体育の内容も異なります。
例えば、スポーツといえば、ザンビアでは英国風に男子はフットボー
ル、女子はネットボールというのが一般的です。ネットボールは日本
では馴染のないスポーツですが、バスケットボールと似ています。違
いは、ゴールキーパーや各自の守備位置が決まっており、基本的に
パスとシュートのみでドリブルはしません。私は、ネットボールを知り
ませんでしたが、ルールを勉強して指導にあたりました。また、チェス
はスポーツとして指導内容に含まれており、これもルールを勉強して
生徒に指導していました。

現地では全て英語で授業をするのですが、生徒にうまく伝えるため
に言葉には本当に苦労しました。日本では教えることがない栄養学
や解剖学の授業があり、新たに勉強して英語に翻訳して・・・と必死
でした。

旧宗主国である英国の習慣で、毎日10時にティータイムがあり、
とても甘い紅茶とパンを食べます。10時になると、全然授業に来な
い先生もちゃっかりティーを飲みに来るということが何度もありました。
生徒の出席状況が良くないという問題もありました。現地の活動には
悩むことも多く、隊員は誰でも一度は必ず泣く日があると言います。

現地での生活
ザンビアでは、食材を買い貯める習慣がないためほとんどの家に

は冷蔵庫がありません。一般的にどの家でもテレビとオーディオがま
ずあるものですが、私はテレビがなくても冷蔵庫だけは確保しました。
キッチンに電子レンジがあるのは贅沢で、電気が安定した家庭でな
ければ使えません。水道は1日に3回、朝と昼と夕方の決まった時間

柏木さんの体験談：青年海外協力隊を目指して
私は、高校時代の担任の先生が自分たちの卒業後に現職参加

で、ソロモン諸島に青年海外協力隊として派遣されました。先生と手
紙のやり取りを続ける中で、自分もいつか青年海外協力隊に参加し
たいと思っていました。天理大学に入学してからは、バスケットボール
部で毎日忙しく活動していました。大学4年生の時に青年海外協力
隊に応募しようと思ったのですが、教員採用試験に合格したため兵
庫県の高等学校の体育教員として赴任しました。青年海外協力隊に
は、教員として現職参加ができると聞いていたため、参加する機会
を探していましたが、結局10年余り教育現場で経験を積むことにな
りました。転機が訪れたのは2009年でした。青年海外協力隊に応
募して合格し、ザンビア共和国の教育大学で教員志望の学生に保
健体育の指導をすることになりました。

派遣前の国内訓練
青年海外協力隊に合格すると、現地に派遣されるまで70日間の

派遣前訓練を日本国内で行います。ザンビアはイギリスの植民地で
したので、公用語は英語です。私は英語クラスに所属し、ネイティブ
の先生の指導の下、毎日英語だけで過ごしました。とにかく、70日
間午前中は全て語学の時間で、語学棟内では一切日本語を話しては
いけませんでした。最初はできるか不安でしたが、とにかくしゃべる事
で慣れていきました。ザンビアで活動している間も、英語の短いフレー
ズをいくつもつなげて授業をしていました。実際に、ザンビアの人々
が全て上手な英語を話している訳ではありませんので、言葉とは相手
に自分の意思が伝わればそれで問題がないのだと思います。

マンサ教育大学の体育教師として
ザンビア共和国は、アフリカ大陸中央の南部に位置し、国土は日

本の2 倍、人口は日本の10 分の1ほどの国です。首都はルサカで、
観光地として有名な場所として、世界三大瀑布の「ビクトリアフォー
ル」があります。1964 年に英国から独立しました。私が派遣された
ルアプラ州マンサは、首都からバスで12時間かかります。マンサ教
育大学という教員養成学校で、ベーシックスクール（日本の小・中学
校）の教員を目指す学生が勉強しています。現場の業務は、大学の
教員として授業をし、会議にも参加しました。日本の文化紹介をする
機会もありました。マンサ教育大学で体育の指導をする隊員は私が

青年海外協力協会（JOCA）近畿支部の主催による「JICA ボランティアセミナー」
が本学体育学部キャンパスで開催されました。セミナーでは JOCA の担当者から青
年海外協力隊（JOCV）の説明がされた後、本学卒業生で青年海外協力隊の体育
隊員としてザンビアに派遣されていた柏木真紀さんの体験談がありました。今回は、
柏木さんの体験談を中心にセミナーの報告をさせて頂きます。柏木さんは、本学を
1996年に卒業され、出身地の兵庫県で体育教員を10数年経験された後、現職
参加制度を利用して青年海外協力隊に参加されました。

柏木 真紀 さん（天理大学体育学部卒業）
2009 年～ 2011年／ザンビア／JOCV 体育隊員
現兵庫県教育委員会事務局体育保健課指導主事
報告文責：関本 克良

JICAボランティアセミナー報告
日時：2013年7月15日（月）　場所：体育学部キャンパス

青年海外協力隊の体験談

活動報告
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わ
が
国
の
総
人
口
の
二
人
に
一
人
以
上
が
就

労
者
。
そ
の
八
割
が
雇
用
労
働
者
で
あ
る
。
火

災
、
交
通
災
害
、
労
働
災
害
の
三
領
域
毎
に
み

た
年
間
の
死
傷
者
数
は
、
絶
対
数
と
し
て
交
通

災
害
が
も
っ
と
も
多
い
。
し
か
し
被
災
可
能
人

口
か
ら
は
、
前
二
者
が
総
人
口
を
母
数
と
す
る

の
に
対
し
、
労
働
災
害
は
人
口
の
約
半
数
に
あ

た
る
就
労
者
数
が
母
数
で
あ
る
。
労
働
災
害

の
発
生
率
は
、
交
通
事
故
の
被
災
者
と
ほ
ぼ
同

率
と
な
り
、
働
く
人
々
の
健
康
リ
ス
ク
が
依
然

と
し
て
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

　

本
書
は
、
一
九
五
二
年
に「
労
働
安
全
衛
生

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
と
し
て
出
版
さ
れ
、
改
訂
を

繰
り
返
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
て
き
た
後
継
書
で
あ

る
。
発
行
当
初
か
ら
、
主
要
な
企
業･

事
業
所

の
安
全
衛
生
担
当
部
門
、
企
業
内
診
療
所
、
産

業
医
学
関
連
機
関
や
大
学
の
医
学
、
産
業
心

理
や
経
営
学
領
域
の
研
究
室
に
必
ず
配
置
さ

れ
る
ほ
ど
で
、
産
業
医
学･

産
業
保
健
、
労
働

科
学
の
バ
イ
ブ
ル
的
存
在
と
な
っ
て
き
た
。
私

自
身
も
学
生
時
代
か
ら
分
厚
い
冊
子
体
を
何

回
と
な
く
項
目
を
検
索
し
読
み
込
ん
で
い
た
。 

　

一
九
五
二
年
に
刊
行
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、

そ
の
後
、
四
回
に
わ
た
り「
労
働
安
全
衛
生
ハ

ン
ド
ブ
ッ
ク
」、「
労
働
衛
生
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」、

「
新
労
働
衛
生
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」、「
現
代
労
働

衛
生
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
と
名
称
を
変
え
、
各
時

代
の
産
業
現
場
と
研
究
場
面
で
必
見
の
書
籍

と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
二
年
、
章

･

項
目
を
全
面
的
に
見
直
し
二
十
五
年
ぶ
り
に
、

一
新
し
て「
産
業
安
全
保
健
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。 

　

国
内
外
に
お
け
る
産
業
安
全
保
健
分
野
の

現
状
と
課
題
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
の
変
容
を
踏
ま

え
た
最
新
知
見
を
盛
り
込
み
、
二
百
七
十
二
名

の
執
筆
者
に
よ
る
書
き
下
ろ
し
、
九
章
三
十
四

節
の
千
三
百
三
十
二
頁
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と

な
っ
た
。
地
文
研
・
兼
務
研
究
員
の
近
藤
は
、

「
人
間
工
学
と
心
理
社
会
要
因
」の
章
、“
働
き

方
に
応
じ
た
人
間
工
学
”
の
一
節
を
執
筆
し
て

い
る
。 

（
近
藤
雄
二
）

　　

本
学
は
、
海
外
の
学
術
協
定
校
が
三
十
四
、

ま
た
パ
リ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
そ
れ
ぞ
れ
分
校

を
も
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ

ス
大
学
マ
ー
ル
ブ
ル
ク(

以
下
、
マ
ー
ル
ブ
ル

ク
大
学)

と
ケ
ル
ン
大
学
で
交
流
協
定
を
締
結

し
て
、留
学
生
の
交
換
等
を
行
っ
て
い
る
。マ
ー

ル
ブ
ル
ク
大
学
と
は
、
一
九
九
六
年
に
交
流
協

定
を
結
ん
で
い
る
が
、そ
の
協
定
書
前
文
に「
両

大
学
の
三
十
年
以
上
に
及
ぶ
友
好
関
係
に
も

と
づ
い
て
締
結
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
創

設
者
、
中
山
正
善
天
理
教
二
代
真
柱
の
培
っ
た

交
流
と
友
好
関
係
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の

歴
史
は
一
九
六
〇
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

　

二
〇
一
三
年
二
月
に
は
、
こ
れ
ま
で
学
生
交

流
協
定
の
名
称
の
協
定
を
実
際
の
交
流
内
容

と
今
後
の
両
校
の
絆
を
強
め
る
た
め
、
学
術
交

流
協
定
に
変
更
し
、
ま
た
内
容
も
充
実
す
る
も

の
に
し
た
。
飯
降
政
彦
学
長
ら
が
訪
独
し
、
同

時
期
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
を
拠
点
に
実
施
し

て
い
た
国
際
ス
ポ
ー
ツ
交
流
実
習
の
激
励
も
含

め
、
調
印
に
臨
ん
だ
。

　

本
書
は
、
こ
の
協
定
調
印
の
記
録
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
以
降
、
天
理
と
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大

学
と
の
交
流
小
史
、
創
設
者
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク

を
訪
れ
た
際
の
印
象
を
記
し
た
文
章
、
写
真
を

含
め
、
学
術
交
流
協
定
の
経
過
と
意
義
、
こ
れ

ま
で
交
流
に
か
か
わ
っ
た
方
々
か
ら
の
寄
稿
、

在
外
研
究
で
滞
在
し
た
教
員
の
想
い
出
等
か

ら
構
成
さ
れ
、
資
料
と
し
て
四
回
の
各
協
定
書

の
写
し
、
現
在
ま
で
の
交
換
留
学
生
リ
ス
ト
な

ど
を
付
記
し
て
い
る
。

　

天
理
、
天
理
大
学
と
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
と

の
交
流
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
記
録
冊
子
と
し

て
な
っ
て
い
る
。

　

非
売
品
だ
が「
記
録
」
冊
子
は
、
残
部
の
限

り
無
料
で
頒
布
予
定
と
し
て
い
る
。
郵
送
の
場

合
は
郵
送
料(

百
円)

を
添
え
、
兼
務
研
究
員
、

近
藤
雄
二
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。 （
近
藤
雄
二
）

　

多
文
化
共
生
を
標
榜
し
て
い
る
は
ず
の
Ｅ

Ｕ
に
あ
っ
て
も
、
こ
と
言
語
に
関
す
る
限
り
ゲ

ル
マ
ン
＝
ロ
マ
ン
ス
中
心
主
義
は
明
ら
か
だ
。

Ｅ
Ｕ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
さ
え
持
っ
て
い
れ
ば
Ｅ
Ｕ

内
の
ど
こ
で
で
も
働
け
る
の
だ
か
ら
、
た
と
え

ば
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
給
料
の
良
い
経
済
大
国

で
働
き
た
い
と
考
え
る
Ｅ
Ｕ
市
民
は
多
い
。
し

か
し
、
経
済
大
国
で
働
く
た
め
に
は
そ
の
国
の

言
語
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し

て
英
独
仏
語
は
人
種
主
義
を
否
定
す
る
Ｅ
Ｕ

の
姿
勢
と
は
裏
腹
に
、
帝
国
主
義
的
色
彩
を

帯
び
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ

ら
三
言
語
以
外
の
言
語
は
所
詮
マ
イ
ナ
ー
言
語

で
あ
り
、
小
さ
な
言
語
で
書
か
れ
た
小
さ
な
文

学
は
読
む
に
値
し
な
い
と
で
も
言
わ
ん
ば
か
り

に
、
多
く
の
人
は
旧
東
欧
の
文
学
に
は
と
ん
と

無
関
心
だ
。

し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
市
民
な
ら
と
も
か
く
、
そ
ん

な
論
理
的
飛
躍
を
と
も
な
っ
た
偏
見
を
Ｅ
Ｕ
側

か
ら
ビ
ザ
を
出
し
渋
ら
れ
る
域
外
国
民
で
あ
る

日
本
人
ま
で
共
有
し
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う
？
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
ア

イ
ザ
ッ
ク
・
バ
シ
ェ
ヴ
ィ
ス
・
シ
ン
ガ
ー
（
イ

デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
）
や
毎
回
候
補
に
挙
げ
ら
れ
る

イ
ス
マ
イ
ル
・
カ
ダ
レ（
ア
ル
バ
ニ
ア
語
）
の

名
を
思
い
起
こ
す
ま
で
も
な
く
、
マ
イ
ナ
ー
な

言
語
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
す

ぐ
れ
た
文
学
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
と
い
う
文

学
史
上
の
逆
説
を
思
い
出
す
べ
き
な
の
で
は
な

い
か
。

そ
う
し
た
反
省
を
誘
っ
て
く
れ
る
の
が
松

籟
社
の
双
書
《
東
欧
の
想
像
力
》
だ
。
こ
の
双

書
を
一
冊
で
も
読
ん
だ
人
な
ら
誰
で
も
、
英
独

仏
語
で
書
か
れ
た
文
学
だ
け
で
は
世
界
文
学

は
ひ
ど
く
貧
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

を
確
信
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
私
は
確
信

し
て
い
る
。 

（
大
平
陽
一
）

　　

本
書
は
、
二
○
○
九
年
度
か
ら
二
○
一
一
年

度
に
か
け
て
日
本
大
学
中
国
・
ア
ジ
ア
研
究
セ

ン
タ
ー
主
催
で
行
わ
れ
た
、
ア
ジ
ア
企
業
に
関

す
る
共
同
研
究
会
の
成
果
本
と
し
て
出
版
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
住
原
則
也
が
イ
ン
ド
企
業

を
担
当
し
、
特
に
イ
ン
ド
を
代
表
す
る
財
閥
で

あ
る
タ
タ
・
グ
ル
ー
プ
の
Ｉ
Ｔ
産
業
に
つ
い
て
、

文
献
と
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に

基
づ
き
第
九
章
を
担
当
執
筆
し
て
い
る
。
イ
ン

ド
の
情
報
産
業
の
誕
生
・
揺
籃
期
な
ど
を
含
め
、

日
本
で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
諸
情
報
が
扱

わ
れ
て
い
る
。 

（
住
原
則
也
）
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