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お
わ
り
に 

― 

社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
歴
史
に
問
う

16世紀のマラッカ陥落後に交易拠点になった
アチェは、マラッカを支配したポルトガルに
対抗するためトルコの支援を受けた。アチェ
にあるトルコの軍人が眠るとされる墓地

お
わ
り
に
― 

社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
歴
史
に
問
う

 

西 

芳
実

　「
災
害
対
応
の
地
域
研
究
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
四
巻
に
あ
た
る
本
巻
で
は
、
狭
義
の
災
害
で
は
な
い
戦
争
や
独
立
を
「
災
害
対
応

の
地
域
研
究
」
の
枠
組
み
で
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
、
ま
ず
、
本
書
の
各
部
・
各
章
の
内
容
を

整
理
し
た
い
。

社
会
の
危
機
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
―
戦
争
・
独
立
・
災
害

⑴
革
命
後
を
生
き
る
―
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
亀
裂
を
修
復
す
る

　
革
命
や
政
変
は
、
行
う
側
か
ら
み
れ
ば
社
会
全
体
の
行
き
詰
っ
た
状
況
の
打
開
や
好
転
を
は
か
り
、
よ
り
よ
い
社
会
の
構
築
を

目
指
し
て
取
り
組
ま
れ
、
そ
の
過
程
で
犠
牲
を
伴
う
も
の
の
、
克
服
し
よ
う
と
す
る
危
機
の
前
に
犠
牲
は
災
い
と
し
て
捉
え
ら
れ

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
を
村
や
家
族
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
見
れ
ば
、
革
命
や
政
変
は
負
担
や
災
い
と
な
っ
て
現
れ

る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
生
活
す
る
者
の
視
点
か
ら
革
命
や
政
変
の
「
災
い
」
と
し
て
の
側
面
を
捉
え
る
こ
と
で
、
災
い
が
も
た
ら

す
社
会
の
亀
裂
が
地
縁
や
血
縁
に
も
と
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
社
会
全
体
の
強
靭
さ
が
増
し

て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
日
本
占
領
、
抗
仏
戦
争
、
抗
米
戦
争
と
い
う
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
農
村
は
長
期
に
わ
た
っ
て
外
部
か
ら
集
中
的
な
人
員
・
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17世紀に中東のイスラム学を翻訳し東南アジ
アに広めたことで知られるイスラム聖人シア
クアラとその弟子たちの墓。2004年の津波に
耐えたことが人々の心の支えとなった

物
資
の
供
出
や
土
地
改
革
の
よ
う
な
急
激
な
制
度
改
革
を
求
め
ら
れ
て
き
た
。
農
村
社
会
は
こ
れ
ら
の
「
上
か
ら
」
の
要
請
に
対

し
、
村
落
内
で
の
相
互
扶
助
を
高
め
る
な
ど
し
て
応
じ
て
き
た
が
、
土
地
改
革
の
よ
う
に
要
請
に
過
剰
に
反
応
し
た
た
め
に
村
落

内
の
亀
裂
を
深
め
る
結
果
も
招
い
た
。

　
他
方
で
、
党
中
央
の
方
針
を
実
施
す
る
た
め
に
村
落
レ
ベ
ル
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
党
組
織
は
、
実
態
と
し
て
は
、
国
家
レ
ベ

ル
で
進
め
ら
れ
る
改
革
・
革
命
・
戦
争
を
村
落
レ
ベ
ル
の
実
情
に
応
じ
て
調
節
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
抗
米
戦

争
期
に
は
、
戦
時
動
員
と
い
う
「
上
か
ら
」
の
要
請
に
こ
た
え
て
人
員
と
食
糧
を
供
出
す
る
一
方
で
、
地
域
ぐ
る
み
の
「
も
ぐ
り

制
度
」
の
実
施
や
、
供
出
す
る
人
員
や
食
糧
の
多
寡
の
交
渉
な
ど
、
急
激
で
集
中
的
な
動
員
を
緩
和
す
る
施
策
が
村
落
レ
ベ
ル
で

と
ら
れ
て
い
た
（
第
1
章
）。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
公
式
に
は
共
産
主
義
者
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
事
件
と
さ
れ
る
九
・
三
〇
事
件
の
後
、
秩
序
回
復
の
名

の
下
で
社
会
の
多
大
な
犠
牲
を
払
っ
た
。
数
十
万
人
に
及
ぶ
大
量
虐
殺
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
多
数
の
人
々
が
「
政
治
犯
」
と
し
て

投
獄
さ
れ
た
ほ
か
、
生
活
の
場
を
失
っ
て
国
外
に
避
難
し
た
人
も
多
か
っ
た
。
九
・
三
〇
事
件
後
に
成
立
し
た
ス
ハ
ル
ト
新
体
制

か
ら
排
除
さ
れ
た
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
た
の
は
家
族
や
親
族
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
っ
た
。「
政
治
犯
」
と
さ
れ
た
人
々
と
そ
の

家
族
が
社
会
的
な
地
位
を
失
っ
た
一
方
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
外
に
広
が
る
親
族
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
頼
っ
た
り
、
刑
務
所
内
で

新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
の
生
存
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。

　
事
件
か
ら
三
〇
年
余
を
経
て
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
の
統
治
が
終
焉
し
、
民
主
化
の
時
代
に
あ
っ
て
も
な
お
、
社
会
の
多
く
の
人
々

を
巻
き
込
ん
だ
深
刻
な
亀
裂
を
悪
化
さ
せ
な
い
た
め
と
し
て
、
九
・
三
〇
事
件
後
に
排
除
さ
れ
た
人
々
の
完
全
な
復
権
は
慎
重
に

避
け
ら
れ
て
お
り
、
現
在
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
「
政
治
犯
」
の
名
誉
回
復
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
次
世
代
を
含
め

て
よ
り
広
い
範
囲
の
人
々
で
当
時
の
経
験
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
文
化
活
動
や
社
会
活
動
の
領
域
で
少
し
ず
つ
進
め
ら

れ
て
い
る
（
第
2
章
）。

　
黄
土
高
原
の
東
端
に
あ
っ
て
天
水
頼
み
の
農
業
が
行
わ
れ
る
中
国
山
西
省
の
農
村
地
域
で
は
、
雨
乞
い
儀
礼
に
使
う
大
王
像
を



345

お
わ
り
に 

― 

社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
歴
史
に
問
う

アチェ戦争（1873～1912年）の戦没者墓地。
オランダ人将兵のほか、植民地内の他地域か
ら徴用されたジャワ人やアンボン人も眠る。
津波後は津波犠牲者も追悼された

複
数
の
村
落
間
で
貸
し
借
り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
村
を
越
え
た
相
互
扶
助
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
日
中
戦

争
、「
破
除
迷
信
」
運
動
、
文
化
大
革
命
が
農
村
に
及
び
、
雨
乞
い
儀
礼
は
弾
圧
の
対
象
と
な
っ
て
多
く
の
大
王
像
が
破
壊
さ
れ

た
が
、
大
王
像
を
密
か
に
守
り
通
し
た
村
が
あ
り
、
文
革
後
の
雨
乞
い
儀
式
の
復
活
を
支
え
た
。
村
落
社
会
の
指
導
者
た
ち
は

「
上
か
ら
」
の
要
請
に
こ
た
え
て
大
王
像
の
破
壊
を
進
め
る
と
同
時
に
、
大
王
像
の
「
盗
難
」
や
「
紛
失
」
を
黙
認
す
る
こ
と
で

間
接
的
に
大
王
像
の
保
全
を
助
け
て
い
た
。

　
儀
礼
復
活
後
に
大
王
像
は
複
製
が
つ
く
ら
れ
て
数
を
増
し
た
が
、
複
数
の
村
の
間
で
大
王
像
を
貸
し
借
り
す
る
こ
と
で
大
王
像

を
共
有
す
る
伝
統
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
大
王
像
は
「
上
か
ら
」
施
さ
れ
る
制
度
や
資
源
な
し
で
村
落
間
の
関
係
を
維
持
す
る
機

能
を
い
ま
も
担
っ
て
い
る
（
第
3
章
）。

　
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
社
会
全
体
の
課
題
の
た
め
に
「
上
か
ら
」
提
示
さ
れ
る
規
範
や
目
標
を
村
や
地
域
や
家
族
な
ど

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
い
っ
た
ん
受
け
入
れ
た
上
で
、
そ
れ
と
異
な
る
基
準
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
ふ
る
ま
う
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
重
要
だ
っ
た
。
危
機
打
開
の
た
め
の
対
応
が
集
中
的
か
つ
統
一
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
個
々

の
現
場
で
は
加
減
し
た
り
ず
ら
し
た
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
社
会
の
各
層
の
間
で
暗
黙
の
了
解
が
あ
る
こ
と
が
、
社
会
の
亀
裂
を

決
定
的
に
深
刻
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
と
言
え
る
。

⑵
不
条
理
を
生
き
る
―
共
通
の
敵
を
作
ら
ず
に
連
帯
す
る

　
人
類
の
歴
史
と
は
、
よ
り
多
様
か
つ
よ
り
広
い
範
囲
の
人
々
と
仲
間
意
識
を
育
て
て
き
た
過
程
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
共
通

の
敵
を
持
つ
こ
と
は
連
帯
す
る
上
で
有
効
な
方
法
の
一
つ
だ
が
、
必
然
的
に
敵
と
味
方
の
区
別
を
作
っ
て
し
ま
う
。
共
通
の
敵
を

作
る
こ
と
な
し
に
仲
間
意
識
を
育
て
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。

　
社
会
の
外
側
に
原
因
が
あ
る
災
い
は
、
た
と
え
そ
の
原
因
が
特
定
さ
れ
、
そ
れ
を
取
り
除
く
べ
き
こ
と
が
社
会
内
部
で
自
明
で

あ
っ
て
も
、
様
々
な
事
情
の
た
め
、
た
だ
ち
に
そ
の
原
因
が
取
り
除
か
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
現
実
的
で
な
い
こ
と
が
あ
る
。
人

為
的
な
災
い
で
は
そ
の
発
生
原
因
を
特
定
で
き
る
こ
と
も
あ
る
が
、
特
定
で
き
て
も
そ
の
原
因
を
解
消
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
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オランダ植民地だったアチェに進攻する日本
軍の作戦に協力して戦死したアチェ人烈士の
ために日本軍が建てた祈念碑。日本軍にはオ
ランダからのアチェ解放が期待されていた

　
近
現
代
を
通
じ
て
帝
国
の
周
縁
に
位
置
し
て
い
た
台
湾
は
、
周
辺
の
大
国
の
版
図
に
編
入
さ
れ
て
は
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
を
繰

り
返
し
て
き
た
。
外
来
の
統
治
者
が
導
入
し
た
教
育
や
社
会
制
度
は
台
湾
社
会
を
構
成
す
る
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
台

湾
に
は
過
去
の
統
治
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
多
様
な
文
化
要
素
が
混
在
し
て
お
り
、
彼
ら
が
持
ち
込
ん
だ
制
度
や
文
化
を
完

全
に
排
除
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
な
い
。
台
湾
で
は
こ
れ
ら
外
来
の
要
素
を
排
除
す
る
代
わ
り
に
、
言
語
を
は
じ
め
と
す
る
台
湾

社
会
内
部
に
「
刻
印
」
さ
れ
た
か
つ
て
の
統
治
者
の
痕
跡
を
台
湾
近
代
化
の
一
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
な
お
し
、
共
存
さ
せ
て
い

る
（
第
4
章
）。

　
パ
レ
ス
チ
ナ
の
事
例
で
は
、
命
を
脅
か
さ
れ
、
故
地
を
追
わ
れ
、
尊
厳
を
犯
さ
れ
る
と
い
う
深
刻
な
危
機
に
直
面
し
た
人
々
と

そ
の
他
の
人
々
の
断
絶
を
繋
ぐ
た
め
、
彼
ら
の
災
難
を
故
郷
を
失
う
危
機
と
し
て
普
遍
化
す
る
こ
と
で
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
の
孤
立

を
破
ろ
う
と
す
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
の
苦
境
に
対
し
て
、
日
々
の
支
援
を
施
す
の
と
別
に
「
故
郷
喪
失
」
と
い
う
普
遍
的
な
危

機
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
日
本
の
福
島
や
沖
縄
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
通
じ
る
危
機
と
し
て
共
有
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
を
め
ぐ
る
多
数
の
文
学
作
品
や
映
像
作
品
の
存
在
は
、
故
郷
喪
失
と
孤
立
の
危
機
を
地
域
や
立
場

を
越
え
て
繋
ぐ
試
み
に
人
々
が
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
第
5
章
）。

　
サ
イ
ク
ロ
ン
発
生
時
に
水
没
す
る
可
能
性
が
高
い
低
地
が
広
範
に
広
が
る
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
お
い
て
、
防
潮
堤
で
土
地
を

囲
っ
て
安
全
な
土
地
を
つ
く
る
と
い
う
災
害
対
応
は
現
実
的
で
は
な
い
。
堤
防
に
守
ら
れ
た
比
較
的
安
全
で
豊
か
な
土
地
に
住
め

る
人
は
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
人
々
は
堤
防
の
外
の
危
険
な
土
地
で
生
活
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ひ
と
た
び
サ
イ
ク
ロ
ン
が

生
じ
る
と
家
財
と
命
を
失
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
土
地
整
備
や
治
水
の
問
題
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
日
常

的
な
生
活
の
困
難
と
い
う
観
点
で
見
れ
ば
貧
困
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
公
的
な
資
金
に
よ
る
地
域
開
発
に
限
界

が
あ
る
な
か
で
、
サ
イ
ク
ロ
ン
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
や
被
災
直
後
の
緊
急
人
道
支
援
な
ど
、
国
際
援
助
団
体
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
人
道
上

の
危
機
に
対
し
て
行
う
国
際
支
援
や
、
マ
イ
ク
ロ
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
起
業
支
援
が
大
き
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
（
第
6
章
）。
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に
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インドネシア独立後、アチェ住民の生活水準
向上のために、アチェ州のインドネシアから
の分離独立の是非を問う住民投票を要求する
横断幕（1999年）

　
台
湾
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
事
例
で
は
、
言
葉
の
壁
の
よ
う
な
文
化
的
障
壁
か
ら
分
離
壁
や
防
潮
堤
の
よ
う
な

物
理
的
な
壁
ま
で
、
い
ず
れ
も
生
活
空
間
の
中
に
境
界
が
ひ
か
れ
、
境
界
の
内
と
外
の
相
違
が
日
常
生
活
の
中
で
常
に
意
識
さ
れ

て
い
る
。
境
界
線
の
存
在
が
社
会
に
と
っ
て
課
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
な
が
ら
、
境
界
線
を
取
り
除
く
こ
と
は
き
わ
め

て
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
社
会
が
共
通
の
敵
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
排
除
す
る
た
め
結
束
を
高
め
る
方
法
は
有
効
で
は
な
い
。

自
分
た
ち
を
境
界
の
外
側
に
押
し
出
し
て
い
る
存
在
を
責
め
る
か
わ
り
に
、
そ
れ
ら
と
連
帯
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
「
戦
争
の
時
代
」
か
ら
「
人
道
支
援
の
時
代
」
＊
1へ

と
い
う
転
換
が
意
義
を
持
つ
。
安
全
保
障
の
単
位
を
国
家
か
ら
人
間

に
う
つ
す
「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
い
う
考
え
方
が
登
場
し
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
＊
2に

、
敵
・
味
方
を
区
別
す
る
こ

と
な
く
地
域
や
社
会
が
直
面
し
て
い
る
危
機
が
人
道
上
の
危
機
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
評
価
し
、
そ
れ
が
人
道
上
の

危
機
で
あ
れ
ば
国
や
文
化
や
社
会
の
違
い
を
越
え
て
支
援
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
、
と
り
わ
け
冷
戦
後
の
国
際
社

会
に
お
い
て
広
く
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

⑶
科
学
技
術
と
生
き
る
―
社
会
の
災
い
と
し
て
認
定
す
る

　
原
爆
、
原
発
事
故
、
産
業
事
故
は
、
原
因
が
最
先
端
の
科
学
技
術
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
物
質
や
事
象
に
起
因
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
生
じ
る
被
害
が
目
に
見
え
な
い
も
の
も
多
く
、
災
い
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
測
る
か
を
め
ぐ
っ
て
も
議
論
が
生
じ
る
。
人

類
社
会
が
過
去
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
災
害
で
は
、
そ
の
影
響
を
測
る
科
学
的
知
見
が
適
切
か
ど
う
か
の
是
非
も
は
っ

き
り
し
な
い
。
人
々
の
日
常
生
活
の
延
長
上
で
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
状
況
下
で
、
被
害
が
物
理
的
な
破
壊
に
と
ど
ま
ら

ず
、
そ
れ
と
感
知
で
き
な
い
ま
ま
、
世
代
や
地
域
を
越
え
て
そ
の
影
響
が
継
続
・
伝
播
す
る
と
い
う
「
汚
染
」
の
イ
メ
ー
ジ
に

＊
1　

西
芳
実
「
戦
争
の
時
代
か
ら
人
道
支
援
の
時
代
へ
―
ス
マ
ト
ラ
に
お
け
る
異
文
化
接
触
の
変
遷
か
ら
」
上
野
稔
弘
・
西
芳
実
・
山
本
博
之
編

『「
情
報
災
害
」
か
ら
の
復
興
―
地
域
の
専
門
家
は
震
災
に
ど
う
対
応
す
る
か
』（JC

A
S
 C
ollaboration S

eries N
o.4

）pp. 35

-40.

＊
2　
「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
い
う
考
え
方
が
登
場
し
た
背
景
に
つ
い
て
は
山
影
進
「
地
球
社
会
の
課
題
と
人
間
の
安
全
保
障
」
高
橋
哲
哉
・
山
影
進
編

著
『
人
間
の
安
全
保
障
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。
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スハルト体制崩壊後初めての総選挙を控えた
アチェでは正体不明のグループによる軍・警
察への発砲や学校への放火が相次ぎ、治安回
復のためアチェ州には重装備の警察機動隊が
派遣された

人
々
が
と
ら
わ
れ
る
。

　
人
智
を
超
え
た
災
い
へ
の
対
応
に
あ
た
っ
て
は
、
直
接
被
災
し
た
人
々
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
で
災
い
に
対
応
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
被
害
が
及
ぶ
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
そ
の
影
響
を
十
分
に
測
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
で
、
災
害

を
社
会
全
体
で
ど
う
共
有
す
る
か
が
課
題
と
な
る
。
科
学
的
な
裏
付
け
が
行
わ
れ
た
り
、
世
界
平
和
と
い
う
理
念
や
孤
児
救
済
と

い
う
日
々
の
困
窮
か
ら
の
回
復
と
い
っ
た
複
数
の
レ
ベ
ル
で
国
内
外
に
支
援
者
を
求
め
た
り
、
過
去
の
災
い
の
経
験
と
物
語
を
通

じ
て
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
で
共
有
さ
れ
た
り
す
る
。

　
広
島
・
長
崎
へ
の
原
子
爆
弾
の
投
下
は
、
核
兵
器
の
使
用
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
と
あ
い
ま
っ
て
東
西
両
陣
営
を
越
え
て
世
界

の
注
目
を
集
め
た
。
広
島
・
長
崎
が
世
界
の
核
兵
器
廃
絶
運
動
、
さ
ら
に
は
世
界
平
和
を
求
め
る
運
動
の
象
徴
的
存
在
に
な
っ
て

い
く
な
か
で
、
被
爆
国
日
本
と
い
う
認
識
も
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　「
世
界
の
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
し
て
の
広
島
の
位
置
づ
け
が
定
着
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
広
島
の
被
災
と
そ
れ
へ
の
手
当
そ
の
も
の
に

対
す
る
理
解
と
関
心
の
強
化
に
直
接
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。
原
爆
投
下
に
よ
る
直
接
の
被
害
を
受
け
た
個
々
の
被
災
者
の
生
活

再
建
や
戦
災
孤
児
へ
の
手
当
、
破
壊
さ
れ
た
地
域
イ
ン
フ
ラ
の
復
興
や
地
域
経
済
の
建
て
直
し
と
い
っ
た
復
旧
・
復
興
の
た
め
の

具
体
的
な
施
策
の
た
め
に
は
、
広
島
の
市
や
県
の
当
局
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
が
地
域
や
国
の
枠
を
超
え
て
公
的
・
私
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
結
び
、
必
要
な
資
金
や
人
手
の
調
達
や
法
的
制
度
の
整
備
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
（
第
7
章
）。

　
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
で
は
、
日
常
生
活
の
場
が
あ
る
日
突
然
立
ち
入
り
禁
止
と
な
っ
た
。
事
故
が
も
た
ら
す
環
境
や
人

体
へ
の
影
響
は
、
日
々
の
生
活
感
覚
や
過
去
の
経
験
の
延
長
上
で
お
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
未
知
の
領
域
に
あ
る
。
対
応
す

る
に
は
そ
の
災
い
が
ど
の
よ
う
な
災
い
か
を
想
像
し
、
社
会
で
共
有
す
る
力
が
問
わ
れ
る
。
歴
史
的
に
様
々
な
災
い
や
不
条
理
を

受
け
止
め
て
き
た
ベ
ラ
ル
ー
シ
の
人
々
が
過
去
の
災
い
へ
の
対
応
の
中
で
培
っ
て
き
た
文
学
や
笑
い
話
の
伝
統
の
う
え
に
、
原
発

事
故
と
い
う
感
知
不
能
な
災
い
を
社
会
で
共
有
し
可
視
化
す
る
営
み
が
あ
っ
た
（
第
8
章
）。

　
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
工
場
か
ら
の
赤
泥
流
出
事
故
も
、
深
刻
な
環
境
汚
染
が
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お
わ
り
に 

― 

社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
歴
史
に
問
う

イスラム寄宿塾で養われていたアチェの紛争
孤児たち。スハルト体制下のアチェでは独立
紛争被害者の存在は表立って口に出されず、
支援は民間団体が秘密裏に行っていた

広
い
範
囲
で
懸
念
さ
れ
る
な
か
で
、
一
定
期
間
の
立
ち
入
り
制
限
が
必
要
な
災
害
で
あ
っ
た
。
公
共
政
策
の
観
点
で
は
、
今
回
の

事
故
・
災
害
の
際
に
設
け
た
基
準
が
未
来
の
同
種
の
災
害
・
事
故
の
対
応
の
際
の
先
例
と
な
る
。
基
準
を
設
け
る
際
に
は
科
学
的

な
判
断
と
政
治
的
判
断
の
両
方
が
求
め
ら
れ
る
。
ベ
ラ
ル
ー
シ
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
、
地
元
の
地
域
社
会
を
基
盤
と
す
る
科
学
ア

カ
デ
ミ
ー
が
そ
の
ず
れ
を
調
節
す
る
役
割
を
担
っ
た
（
第
9
章
）。

　
起
こ
っ
た
災
害
を
自
分
た
ち
の
災
害
と
認
定
し
て
具
体
的
な
対
策
を
講
じ
る
上
で
は
、
政
治
、
文
学
、
科
学
の
役
割
が
重
要
で

あ
る
。
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
資
源
の
選
択
的
な
配
分
を
可
能
に
す
る
政
治
、
時
代
や
地
域
を
越
え
た
普
遍
的
な
基
準
を
保
証
す

る
科
学
、
制
度
的
・
公
的
な
対
応
で
は
十
分
に
掬
い
取
れ
な
い
個
別
の
課
題
に
対
す
る
人
々
の
共
感
を
助
け
る
文
学
は
、
互
い
に

役
割
を
補
完
し
あ
っ
て
い
る
。

地
域
と
時
代
を
越
え
た
経
験
の
共
有
に
向
け
て

⑴
歴
史
研
究
と
災
害
対
応
研
究

　
革
命
・
政
変
、
国
際
関
係
、
公
害
・
事
故
な
ど
に
対
す
る
社
会
の
対
応
を
災
害
対
応
と
同
列
に
お
い
て
扱
う
こ
と
の
積
極
的
な

意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
自
然
災
害
で
は
、
発
生
原
因
は
人
智
が
及
ば
な
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
た
上
で
、
生
じ
た
被
害
へ

の
対
応
を
通
じ
て
将
来
再
び
起
こ
り
う
る
災
害
の
被
害
が
軽
減
さ
れ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
人
間
社
会
の
活
動
に
起
因
す

る
災
い
は
、
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
だ
け
で
な
く
、
目
の
前
の
事
態
の
原
因
を
取
り
除
く
と
と
も
に
、
被
害
者
が
被
っ
た
不
利

益
の
回
復
を
求
め
る
と
い
う
発
想
に
繋
が
り
や
す
い
。
特
に
犠
牲
者
の
不
利
益
の
回
復
に
お
い
て
は
、
緊
急
を
要
す
る
人
道
上
の

危
機
で
あ
る
と
し
て
、
正
規
の
行
政
的
手
続
き
を
経
な
い
対
応
も
少
な
く
な
い
。

　
歴
史
研
究
で
は
事
象
を
理
解
す
る
た
め
に
時
代
を
さ
か
の
ぼ
り
、
対
象
地
域
を
世
界
大
に
広
げ
て
検
討
す
る
。
そ
れ
は
、
離
れ

た
時
代
や
離
れ
た
地
域
で
生
じ
た
で
き
ご
と
で
あ
っ
て
も
互
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
い
、
全
体
と
し
て
世
界
史
を
形
成
し
て
い
る

と
い
う
了
解
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
戦
争
や
民
族
解
放
闘
争
や
独
立
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
の
も
、
社
会
の
不
平
等
や
亀
裂



350

紛争中、学生デモ隊に向けて警察機動隊が発
砲した流れ弾を受けて負傷した女性。反政府
勢力の支持者と誤解されて逮捕されることを
恐れて病院に行かずに自宅療養していた

の
背
景
を
探
り
、
人
々
が
自
立
と
繁
栄
を
模
索
し
て
き
た
営
み
の
中
に
現
在
の
課
題
を
克
服
す
る
知
恵
を
探
そ
う
と
す
る
た
め
で

あ
る
。
本
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
巻
〜
第
三
巻
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
災
害
は
社
会
の
潜
在
的
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
被
災
前
に
着
手

で
き
な
か
っ
た
課
題
に
取
り
組
む
契
機
と
な
り
う
る
。
別
言
す
れ
ば
、
災
害
発
生
後
の
社
会
の
動
き
を
理
解
す
る
上
で
は
、
災
害

が
も
た
ら
し
た
被
害
へ
の
人
々
の
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
被
災
前
に
そ
の
社
会
が
抱
え
て
い
た
課
題
へ
の
対
応
と

い
う
側
面
か
ら
も
見
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　
た
と
え
ば
、
本
シ
リ
ー
ズ
第
二
巻
で
見
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
四
年
ス
マ
ト
ラ
島
沖
地
震
・
津
波
（
イ
ン
ド
洋
津
波
）
の
被
災
地
と

な
っ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ア
チ
ェ
州
の
被
災
と
復
興
を
理
解
す
る
上
で
は
、
被
災
前
に
ア
チ
ェ
が
三
〇
年
に
わ
た
る
内
戦
状
態
に

あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
が
欠
か
せ
な
い
。
さ
ら
に
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
ス
マ
ト
ラ
島
北
端
と
い
う
東
西
交
易
の
要
衝
に

あ
っ
て
一
六
世
紀
以
降
に
こ
の
地
に
発
展
し
た
海
洋
交
易
国
家
ア
チ
ェ
王
国
は
、
二
〇
世
紀
は
じ
め
に
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
と
な

り
、
自
発
的
な
海
洋
交
易
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
四
年
余
の
独
立
革
命
の
時
期
を
経
て
一
九
五
〇
年
に
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
一
部
と
し
て
独
立
し
た
も
の
の
、
陸
上
交
通
の
発
達
に
よ
り
国
内
で
周
縁
化
さ
れ
た
と
い
う
地
域
史
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
、
未
曾
有
の
自
然
災
害
の
被
災
地
と
な
っ
て
世
界
中
か
ら
人
道
支
援
の
対

象
と
な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
地
域
の
発
展
を
模
索
す
る
ア
チ
ェ
社
会
の
対
応
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
一
助
と
な
っ
＊
3た

。
歴
史
研
究

の
知
見
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
、
災
害
に
よ
る
直
接
の
被
災
や
復
興
と
は
異
な
る
側
面
か
ら
そ
の
社
会
の
姿
を
理
解
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
災
害
を
契
機
に
よ
り
よ
い
社
会
を
作
ろ
う
と
す
る
災
害
対
応
に
お
い
て
実
践
的
な
指
針
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
災
害
対
応
研
究
に
は
被
災
と
復
興
に
関
す
る
知
見
の
蓄
積
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
歴
史
研
究
を
一

層
豊
か
に
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
災
害
対
応
研
究
に
は
、
災
害
は
繰
り
返
し
同
じ
と
こ
ろ
で
起
こ
る
た
め
、
起
こ
っ
た
災
害
に
ど

の
よ
う
に
対
応
す
る
か
が
次
に
起
こ
る
災
害
へ
の
備
え
に
な
る
と
い
う
災
害
サ
イ
ク
ル
の
考
え
方
が
あ
る
。
災
害
は
起
き
な
い
に

越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
災
害
は
社
会
の
潜
在
的
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
平
時
に
手
を
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
課
題
に
着
手
し
、
社

会
を
よ
り
よ
く
す
る
機
会
と
な
り
う
る
。
事
件
・
事
故
も
ま
た
社
会
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
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お
わ
り
に 

― 

社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
歴
史
に
問
う

スハルト体制崩壊後、アチェ独立運動の指導
者たちは国内外のメディアを集めてアチェの
インドネシアからの「独立記念式典」を開催
した。軍服姿で参加する女性兵士たち（1999
年）

が
社
会
を
よ
り
よ
く
す
る
機
会
と
な
る
。

⑵
歴
史
と
し
て
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

　
本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
歴
史
と
し
て
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
に
は
二
つ
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
何
が
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
支
え
る
要
素

と
な
る
の
か
は
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
本
書
で
と
り
あ
げ
た
事
例
で
は
、
土
地
、
家
族
、
儀

礼
、
言
語
、
故
郷
、
支
援
、
越
境
、
文
学
、
科
学
が
、
革
命
・
政
変
が
も
た
ら
し
た
社
会
の
亀
裂
の
修
復
、
国
際
秩
序
の
周
縁
に

位
置
づ
け
ら
れ
た
人
々
の
連
帯
、
原
爆
や
原
発
事
故
・
産
業
災
害
な
ど
の
災
い
の
社
会
的
共
有
を
助
け
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
こ

に
挙
げ
た
も
の
は
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
支
え
る
要
素
の
一
例
で
あ
り
、
地
域
や
時
代
が
変
わ
れ
ば
要
素
は
変
わ
り
う
る
し
、

複
数
の
要
素
が
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
短
期
的
に
危
機
克
服
の
最
良
の
処
方
箋
と
見
え
た
も
の
が
長
期
的
に
は
社
会
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
逆

に
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
選
択
さ
れ
た
対
応
が
短
期
的
に
は
社
会
的
負
担
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
時
間
の
範

囲
で
見
る
か
に
よ
っ
て
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
捉
え
方
は
異
な
＊
4る

。
ベ
ト
ナ
ム
北
部
農
村
で
抗
仏
戦
争
期
に
導
入
さ
れ
た
土
地
改
革
の

影
響
は
、
短
期
的
に
見
れ
ば
村
落
社
会
内
部
の
亀
裂
を
深
め
た
と
評
価
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
に
村
落
部
の
経
済
格
差
が
減
少
し

て
い
た
こ
と
が
抗
米
戦
争
時
に
青
年
男
子
不
在
の
中
で
農
村
社
会
の
生
存
基
盤
を
支
え
た
合
作
社
体
制
を
導
入
す
る
基
盤
と
な
っ

た
と
い
う
点
で
は
、
結
果
と
し
て
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
る
基
盤
と
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
。
前
の
時
代
の
苦
難
が
後
の

時
代
の
救
い
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
前
の
時
代
の
苦
難
の
深
刻
さ
を
軽
視
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、

＊
3　

詳
し
く
は
本
シ
リ
ー
ズ
第
二
巻
の
西
芳
実
『
災
害
復
興
で
内
戦
を
乗
り
越
え
る
―
ス
マ
ト
ラ
島
沖
地
震
・
津
波
と
ア
チ
ェ
紛
争
』（
二
〇
一
四

年
）
参
照
。

＊
4　

本
シ
リ
ー
ズ
第
三
巻
の
牧
紀
男
・
山
本
博
之
編
著
『
国
際
協
力
と
防
災
―
つ
く
る
・
よ
り
そ
う
・
き
た
え
る
』（
二
〇
一
五
年
）
で
は
現
代
ア

ジ
ア
の
災
害
対
応
に
お
け
る
回
復
力
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
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紛争に抗議する学生たち。アチェの問題は独
立か否かでなく問題解決を口実にした暴力行
使であり、独立派と軍・警察の双方の暴力に
より一般住民が犠牲になっていると訴えた
（2000年）

複
数
の
時
代
を
通
じ
て
観
察
す
る
こ
と
に
は
、
苦
難
の
経
験
に
意
味
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
の
強
靭
さ
を
蓄
積
す
る
と
い

う
意
義
が
あ
る
。

　
対
象
と
す
る
領
域
の
範
囲
が
全
地
球
規
模
な
の
か
、
中
東
、
南
ア
ジ
ア
、
東
ア
ジ
ア
の
よ
う
に
地
域
単
位
な
の
か
、
国
ご
と
な

の
か
、
そ
れ
と
も
州
・
県
や
村
な
の
か
に
よ
っ
て
も
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
評
価
は
異
な
る
。
単
純
化
を
お
そ
れ
ず
に
言
う
な
ら
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
解
消
の
た
め
に
中
東
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
建
国
さ
れ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ

と
は
、
中
東
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
地
域
秩
序
の
安
定
と
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
な
ら
び
に
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
の
発
生
と
が
表
裏
一

体
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
あ
る
地
域
の
安
全
・
安
心
を
は
か
る
た
め
の
試
み
が
別
の
地
域
や
社
会
の
安
全
・
安
心
を
脅
か
す

原
因
と
な
っ
て
い
る
。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
は
か
る
上
で
は
、
見
る
べ
き
対
象
・
地
域
・
時
代
を
区
切
っ
て
評
価
・
検
討
す
る
こ
と

が
必
要
だ
が
、
同
時
に
、
そ
れ
と
異
な
る
範
囲
で
見
た
時
に
は
異
な
る
評
価
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
二
は
、
人
類
の
経
験
の
積
み
重
ね
で
あ
る
歴
史
が
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
支
え
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
時
代
や
地
域
に
よ
っ

て
異
な
る
多
様
な
経
験
の
積
み
重
ね
が
人
類
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
強
め
る
。
他
の
地
域
や
他
の
時
代
に
お
け
る
危
機
克
服
の

経
験
を
学
ぶ
こ
と
は
、
将
来
起
こ
り
う
る
危
機
に
対
す
る
備
え
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
現
在
直
面
し
て
い
る
課
題
を
克
服
す
る
ヒ

ン
ト
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
直
接
被
災
し
て
い
な
い
社
会
が
他
の
地
域
の
被
災
と
復
興
の
例
か
ら
学
び
、
地
域
と
時
代
を
越
え

て
参
照
で
き
る
形
に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
地
域
の
経
験
が
人
類
社
会
の
歴
史
の
一
部
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
災
害
に
打
た

れ
強
く
な
っ
た
社
会
の
経
験
が
ほ
か
の
地
域
に
及
ん
で
い
く
こ
と
は
、
人
類
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
る
こ
と
に
通
じ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
過
去
の
経
験
や
知
識
を
積
み
重
ね
、
歴
史
の
蓄
積
を
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
基
盤
と
す
る
た
め
に
は
、
異
な
る
事
例

の
知
見
を
読
み
替
え
、
他
の
地
域
や
時
代
の
事
例
に
使
え
る
形
に
す
る
解
釈
の
力
が
必
要
と
な
る
。
文
学
や
映
画
な
ど
の
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
異
な
る
経
験
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
、
社
会
に
よ
る
災
い
の
共
有
を
助
け
る
こ
と
も
あ
る
。
ベ
ラ

ル
ー
シ
で
は
、
被
災
し
た
地
域
住
民
が
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
を
受
け
止
め
る
上
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
大
虐
殺
の
経

験
の
延
長
上
で
捉
え
た
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
力
を
借
り
た
り
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
研
究
者
や
映
像
作
家
の
よ
う
な
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お
わ
り
に 
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社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
歴
史
に
問
う

2004年の津波で壊滅的な被害を受けたアチェ
沿岸部。建造物は全て津波で押し流された。
被災直後、モスク脇に残った井戸を活用した
簡易水浴所で水浴びする人々

「
よ
そ
も
の
」
が
仲
介
す
る
こ
と
で
、
異
な
る
社
会
の
経
験
が
橋
渡
し
さ
れ
る
こ
と
も
あ
＊
5る

。
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
の
経
験
は
、
故

郷
喪
失
の
悲
劇
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
福
島
や
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
と
共
通

の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
遠
く
離
れ
た
地
域
や
時
代
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
境
地
に
置
か

れ
た
人
々
の
立
場
を
我
が
身
に
置
き
か
え
て
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑶
「
人
道
支
援
の
時
代
」
の
災
害
対
応

　
よ
り
よ
い
社
会
を
希
求
し
大
き
な
課
題
を
達
成
す
る
上
で
は
一
人
一
人
の
生
活
に
生
じ
る
多
少
の
犠
牲
は
や
む
を
え
な
い
と
す

る
こ
と
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
よ
り
よ
い
社
会
の
内
側
に
入
る
人
々
と
そ
の
達
成
の
た
め
に
社
会
の
外
部
に
押
し
出
さ

れ
る
人
々
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。
課
題
解
決
の
た
め
に
敵
と
味
方
を
峻
別
す
る
考
え
方
は
、
二
〇
世
紀
の
「
戦
争
の
時
代
」
に

は
有
効
な
方
法
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
人
道
支
援
の
時
代
」
で
あ
る
二
一
世
紀
に
お
い
て
そ
の
有
効
性
は
疑
わ
し
い
。

人
・
モ
ノ
・
金
・
情
報
の
交
流
が
緊
密
化
し
て
い
る
現
在
、
戦
争
や
事
件
、
民
族
対
立
と
い
っ
た
社
会
の
危
機
の
原
因
は
複
合
的

で
あ
り
、
そ
れ
を
除
去
す
れ
ば
危
機
を
克
服
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
危
機
の
原
因
を
一
つ
に
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま

た
、
仮
に
原
因
を
特
定
で
き
た
と
し
て
も
、
利
害
が
複
雑
に
絡
み
合
う
当
事
者
間
で
そ
の
原
因
を
共
有
し
解
決
す
る
こ
と
に
も
困

難
が
伴
う
。
さ
ら
に
、
あ
る
地
域
で
生
じ
た
危
機
は
国
境
を
越
え
て
他
地
域
に
も
及
ぶ
た
め
、
原
因
の
特
定
や
そ
の
原
因
の
除
去

の
た
め
の
合
意
形
成
に
時
間
を
か
け
て
い
る
間
に
も
、
危
機
に
よ
っ
て
生
命
や
生
活
の
安
全
を
脅
か
さ
れ
た
人
々
は
生
ま
れ
続

け
、
さ
ら
に
他
地
域
に
波
及
し
て
い
＊
6く

。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
危
機
へ
の
対
応
と
克
服
に
取

り
組
む
人
々
の
不
断
の
営
み
の
意
義
を
掬
い
取
り
、
時
代
や
地
域
を
越
え
て
共
有
で
き
る
形
に
翻
訳
し
て
連
携
さ
せ
る
力
が
問
わ

れ
て
い
る
。

＊
5　

災
害
対
応
に
お
け
る
「
よ
そ
も
の
」
の
役
割
に
つ
い
て
は
本
シ
リ
ー
ズ
第
三
巻
第
二
部
も
参
照
。

＊
6　
「
人
道
支
援
の
時
代
」
に
お
け
る
災
害
対
応
に
つ
い
て
は
本
シ
リ
ー
ズ
第
一
巻
の
山
本
博
之
『
復
興
の
文
化
空
間
学
―
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
と
人
道

支
援
の
時
代
』（
二
〇
一
四
年
）
参
照
。
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津波犠牲者の集団埋葬地で命日の12月26日に
コーランの一節を詠んで犠牲者を追悼する
人々。身元不明の数万体の遺体が墓碑を建て
られないまま埋葬されている

歴
史
の
経
験
を
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
も
と
と
す
る

　
本
巻
で
は
、「
災
い
」
の
範
囲
を
広
く
取
り
、
時
間
軸
を
長
く
設
定
し
て
、
革
命
・
政
変
や
国
際
関
係
や
事
故
・
公
害
な
ど
に

対
す
る
人
類
社
会
の
対
応
を
見
て
き
た
。
災
い
へ
の
対
応
に
歴
史
的
な
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
も
う
一
度

災
害
対
応
に
戻
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
災
害
か
ら
の
復
興
に
お
い
て
は
、
復
興
の
全
体
の
目
標
や
方
向
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
個
別
の
復
興
が
進
め
ら
れ

る
。
目
標
や
方
向
と
は
、
た
と
え
ば
住
宅
再
建
や
起
業
支
援
や
心
の
ケ
ア
な
ど
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
時
代
や
地
域
に
よ
ら
ず

社
会
全
体
に
と
っ
て
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
復
興
に
取
り
組
む
時
点
の
そ
の
社
会
の
課
題
・
関
心

や
技
術
な
ど
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
つ
の
時
代
に
も
誰
に
と
っ
て
も
成
り
立
つ
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
大
き
な
災
害
か
ら

の
復
興
に
は
数
年
か
ら
数
十
年
、
さ
ら
に
は
数
百
年
か
か
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
過
程
で
社
会
環
境
が
変
わ
れ
ば
、
被
災
時
に
想

定
さ
れ
た
復
興
の
目
標
や
方
向
が
現
実
に
あ
わ
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
本
巻
で
論
じ
た
よ
う
に
、
時
間
軸
を
長
く
取
っ
て
災
い
へ
の
対
応
を
見
る
な
ら
ば
、
時
間
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
社
会
環
境
が

大
き
く
変
化
し
、
あ
る
時
期
に
適
切
だ
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
ら
が
別
の
時
期
に
は
不
適
切
だ
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
災
害
が
発
生
し
た
時
点
の
発
想
に
基
づ
い
て
最
善
の
も
の
と
し
て
進
め
ら
れ
た
復
興
が
将
来
の
あ
る
と
き
に
そ
の

意
味
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
現
在
の
条
件
の
も
と
で
最
善
を
尽
く
す
し
か
な
い
。
そ
の

際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
い
ず
れ
か
の
選
択
肢
を
選
ん
だ
場
合
に
他
の
選
択
肢
を
選
ぶ
余
地
を
完
全
に
摘
み
取
ら
な
い
よ
う
に

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
筆
者
が
研
究
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ア
チ
ェ
州
の
「
い
ま
」
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
ア
チ
ェ
州
は
、
二
〇
〇
四
年
の
ス
マ
ト
ラ
島
沖
地
震
・
津
波
で
約
一
七
万
三
〇
〇
〇
人
の
犠
牲
者
を
出
し
た
が
、
こ

の
未
曾
有
の
大
災
害
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
独
立
派
と
政
府
軍
の
内
戦
（
独
立

紛
争
）
が
終
了
し
、
災
害
と
内
戦
か
ら
の
復
興
が
取
り
組
ま
れ
て
き
た
。
津
波
に
先
立
つ
内
戦
期
に
戦
乱
を
避
け
て
欧
米
や
日
本
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り
に 
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社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
歴
史
に
問
う

津波の復興事業が沿岸部に集中して内陸部と
の格差が深まる中、2012年に内陸部のガヨで
起きた震災の救援募金を沿岸部で呼びかける
女性

に
留
学
し
て
い
た
人
々
が
津
波
後
に
ア
チ
ェ
に
戻
っ
て
復
興
を
支
え
る
人
材
に
な
っ
た
。
専
門
知
識
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
資
金
を

持
つ
彼
ら
は
ア
チ
ェ
に
戻
る
と
大
学
や
支
援
団
体
や
行
政
に
入
り
、
津
波
か
ら
の
一
〇
年
間
の
復
興
を
支
え
て
き
た
。
内
戦
は
ア

チ
ェ
社
会
に
大
き
な
負
担
を
強
い
た
が
、
海
外
で
学
ん
だ
人
材
を
多
く
作
り
、
津
波
被
災
と
内
戦
終
結
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
人
材

を
呼
び
戻
し
て
地
元
の
復
興
に
役
立
て
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。

　
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
ア
チ
ェ
社
会
に
新
し
い
亀
裂
の
原
因
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ア
チ
ェ
で
は
、
津
波
後
の
二
〇
〇

六
年
に
地
方
を
基
盤
と
す
る
政
党
が
認
め
ら
れ
、
住
民
の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
州
知
事
以
下
の
行
政
職
や
地
方
議
会
の
議
員
に
な

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
国
政
と
地
方
選
挙
に
参
加
す
る
政
党
は
全
国
の
過
半
数
の
州
に
支
部
を
持

ち
、
か
つ
、
州
の
支
部
は
州
内
の
過
半
数
の
県
・
市
に
支
部
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
地
方
政
党
は
事
実
上

認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ア
チ
ェ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
中
で
際
立
っ
た
地
域
的
個
性
を
持
つ
と
し
て
中
央
政
府
に
対
し
て
自

治
や
分
離
独
立
を
唱
え
て
き
た
。
そ
の
際
に
地
域
的
個
性
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
は
、
ア
チ
ェ
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
最
も
早
く

イ
ス
ラ
ム
化
し
た
地
域
で
あ
る
こ
と
と
、
ア
チ
ェ
王
国
が
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
る
植
民
地
支
配
に
粘
り
強
く
抵
抗
し
て
王
国
の
主
権
を

維
持
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
津
波
災
害
と
そ
れ
を
契
機
と
し
た
内
戦
終
結
を
迎
え
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
ア
チ
ェ
は
イ
ス
ラ
ム
教

が
住
民
の
生
活
を
大
き
く
規
定
し
て
い
る
特
徴
的
な
地
域
で
あ
る
と
し
て
そ
の
地
域
的
個
性
を
認
め
ら
れ
、
地
方
政
党
を
結
成
し

て
地
方
選
挙
に
参
加
す
る
こ
と
が
例
外
的
に
認
め
ら
れ
た
。

　
海
外
で
教
育
を
受
け
る
機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
人
々
に
は
、
自
分
た
ち
は
内
戦
中
に
ア
チ
ェ
に
と
ど
ま
っ
て
苦
労
を
経
験
し

た
と
い
う
思
い
を
抱
き
、
津
波
被
災
を
契
機
に
域
外
か
ら
帰
還
し
た
専
門
家
た
ち
が
ア
チ
ェ
復
興
の
主
流
と
な
っ
た
こ
と
に
不
満

を
抱
く
人
た
ち
も
い
る
。
そ
の
不
満
は
、
欧
米
に
留
学
す
れ
ば
イ
ス
ラ
ム
教
に
従
っ
た
生
活
を
送
り
に
く
い
は
ず
だ
と
い
う
言
い

方
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
の
地
方
政
党
結
成
に
よ
り
、
不
公
平
感
を
抱
い
た
相
手
を
銃
で
脅
し
て
金
品
を

巻
き
上
げ
る
と
い
う
内
戦
中
に
よ
く
見
ら
れ
た
方
法
に
か
わ
り
、
政
党
を
結
成
し
て
票
を
集
め
、
議
会
に
参
加
し
て
ア
チ
ェ
の
建

設
に
関
わ
る
と
い
う
道
が
開
か
れ
た
。
津
波
後
に
二
回
行
わ
れ
た
地
方
選
挙
に
よ
り
、
州
議
会
お
よ
び
各
県
・
市
の
地
方
議
会
の
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1990年代半ばに紛争が小康状態にあったとき
のアチェの路地裏の一風景。異民族支配や紛
争や津波などの災いは絶えないが、人々の
日々の暮らしは続いている

議
員
の
多
く
を
地
方
政
党
の
党
員
が
占
め
、
海
外
留
学
経
験
者
が
中
心
と
な
る
大
学
・
行
政
と
地
方
政
党
が
中
心
と
な
る
議
会
が

し
ば
し
ば
対
立
し
な
が
ら
ア
チ
ェ
の
復
興
に
取
り
組
む
姿
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
過
程
で
、
住
民
の
信
任
を
得
て
い
る
議
会
が
、
イ

ス
ラ
ム
的
な
価
値
に
基
づ
く
と
い
う
理
由
の
も
と
に
犯
罪
者
へ
の
鞭
打
ち
を
は
じ
め
と
す
る
諸
政
策
を
制
定
し
、
現
在
の
ア
チ
ェ

で
は
こ
れ
ら
の
「
イ
ス
ラ
ム
的
」
諸
政
策
が
多
く
の
住
民
の
生
活
を
縛
っ
て
混
乱
を
招
く
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の

よ
う
な
「
イ
ス
ラ
ム
的
」
諸
政
策
を
現
在
の
ア
チ
ェ
社
会
に
混
乱
を
与
え
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
評
価
す
る
の
は
早
計
だ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
政
策
の
評
価
は
、
内
戦
時
に
域
外
に
避
難
し
て
い
た
人
々
と
内
戦
中
に
ア
チ
ェ
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
人
々
と
の

間
の
亀
裂
の
行
く
末
と
あ
わ
せ
て
、
将
来
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
社
会
の
対
応
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
現
在
の
社
会
に
与

え
る
影
響
と
い
う
観
点
と
、
そ
の
経
験
が
社
会
の
将
来
の
あ
り
方
に
及
ぼ
す
影
響
と
い
う
観
点
と
い
う
二
つ
の
観
点
を
常
に
あ
わ

せ
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　「
人
道
支
援
の
時
代
」
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
助
け
る
側
も
助
け
ら
れ
る
側
も
世
界
大
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
時
代
に
あ
っ
て
、「
目
前
の
危
機
に
手
当
て
す
る
」
と
い
う
考
え
方
と
、「
歴
史
の
経
験
を
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
も
と
と
す
る
」
と

い
う
姿
勢
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
姿
勢
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
と
福
島
原
発
事
故
を
経
た
日
本
に
暮
ら
す

私
た
ち
も
ま
た
、「
い
ま
、
す
ぐ
」
の
手
当
と
、
世
代
を
越
え
た
数
十
年
単
位
の
手
当
の
両
方
を
同
時
に
進
め
て
い
く
課
題
に
直

面
し
て
い
る
。
地
域
や
時
代
が
異
な
る
世
界
の
経
験
を
日
本
と
い
う
災
害
対
応
の
現
場
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
ま
た
、
災

害
対
応
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
本
シ
リ
ー
ズ
第
五
＊
7巻

も
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

＊
7　

清
水
展
・
木
村
周
平
編
著
『
新
し
い
人
間
、
新
し
い
社
会
―
復
興
の
物
語
を
再
創
造
す
る
』（
二
〇
一
五
年
）。


