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は
じ
め
に

は
じ
め
に

　「
津
波
で
何
も
か
も
失
っ
た
の
に
、
ア
チ
ェ
の
人
た
ち
は
な
ぜ
み
ん
な
笑
顔
な
ん
で
す
か
。」

　
こ
れ
は
、
ス
マ
ト
ラ
島
沖
地
震
・
津
波
（
イ
ン
ド
洋
津
波
）
で
村
に
よ
っ
て
は
住
民
の
約
九
割
が
亡
く
な
っ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

ア
チ
ェ
州
で
、
災
害
直
後
に
現
地
入
り
し
て
報
道
や
人
道
支
援
に
従
事
し
た
人
た
ち
か
ら
し
ば
し
ば
尋
ね
ら
れ
た
問
い
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
六
日
、
ス
マ
ト
ラ
島
北
部
の
西
海
岸
沖
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
・
一
の
大
地
震
が
発
生
し
、
そ
れ
に
伴

う
巨
大
津
波
が
イ
ン
ド
洋
沿
岸
の
地
域
を
襲
っ
た
。
海
辺
の
リ
ゾ
ー
ト
地
に
滞
在
し
て
い
た
欧
米
や
日
本
の
観
光
客
も
被
災
し
、

津
波
の
映
像
が
テ
レ
ビ
・
ニ
ュ
ー
ス
で
繰
り
返
し
配
信
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
世
界
中
の
高
い
関
心
を
集
め
、
国
連
が
「
史
上

最
大
の
支
援
作
戦
」
と
銘
打
っ
た
大
規
模
な
救
援
復
興
活
動
が
開
始
さ
れ
た
。

　
被
害
の
範
囲
は
イ
ン
ド
洋
沿
岸
の
一
四
か
国
に
お
よ
び
、
死
者
・
行
方
不
明
者
は
二
二
万
人
に
上
っ
た
。
国
別
に
見
て
被
害
が

最
も
大
き
か
っ
た
の
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
だ
っ
た
。
ス
マ
ト
ラ
島
の
北
西
端
に
あ
っ
て
震
源
に
最
も
近
か
っ
た
ア
チ
ェ
州
は
、
海
岸

部
に
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
の
多
く
が
集
中
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
、
死
者
・
行
方
不
明
者
は
約
一
七
万
三
千

人
、
避
難
民
は
約
四
四
万
人
に
達
し
た
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
家
災
害
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
調
べ
）。
ア
チ
ェ
州
の
面
積
は
約
五
万
八
〇
〇

〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
被
災
前
の
人
口
は
約
四
二
〇
万
人
だ
っ
た
。
日
本
の
東
北
六
県
と
ほ
ぼ
同
じ
広
が
り
を
持
つ
土
地
に

東
北
六
県
の
ほ
ぼ
半
分
の
人
口
が
住
ん
で
お
り
、
東
日
本
大
震
災
の
犠
牲
者
数
の
九
倍
近
い
人
々
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
言
え
ば
、

想
像
を
絶
す
る
規
模
の
被
害
が
い
く
ら
か
で
も
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

津波被災後または紛争下のアチェにて撮影
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ア
チ
ェ
＊
1州

の
内
陸
部
は
山
脈
が
走
り
、
人
々
は
主
に
沿
岸
部
で

農
業
や
漁
業
や
商
業
に
従
事
し
て
い
た
た
め
、
長
い
海
岸
線
に

沿
っ
て
被
害
が
出
た
。
特
に
大
き
な
被
害
が
出
た
の
は
イ
ン
ド
洋

側
の
西
海
岸
と
、
ス
マ
ト
ラ
島
北
端
で
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中

心
で
あ
り
人
口
も
集
中
し
て
い
た
州
都
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
市
周
辺
部

だ
っ
た
。
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
市
は
、
市
街
地
の
三
分
の
一
が
全
壊
、

三
分
の
一
が
浸
水
す
る
被
害
を
受
け
、
人
口
の
五
分
の
一
を
失

い
、
州
政
府
は
機
能
不
全
に
陥
っ
た
（
図
1
）。

　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
に
面
す
る
北
海
岸
側
で
は
、
他
地
域
に
比
べ
て

被
害
の
規
模
は
軽
微
だ
っ
た
が
、
ス
マ
ト
ラ
島
を
ま
わ
り
こ
ん
で

き
た
津
波
の
被
害
を
受
け
、
住
宅
が
壊
れ
た
り
漁
船
が
流
さ
れ
た

り
水
田
が
塩
水
を
か
ぶ
っ
た
り
す
る
な
ど
の
被
害
を
受
け
た
。

　
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
被
害
を
受
け
た
ア
チ
ェ
は
世
界
中
の
関
心
を

集
め
、
報
道
や
人
道
支
援
の
専
門
家
が
い
ち
早
く
現
地
入
り
し

た
。
そ
し
て
、
現
地
の
惨
状
を
目
の
当
た
り
に
し
た
人
た
ち
に
強

く
印
象
に
残
っ
た
の
が
被
災
し
た
ア
チ
ェ
の
人
々
の
笑
顔
だ
っ

た
。
ア
ジ
ア
各
地
で
人
々
の
生
き
ざ
ま
を
撮
り
続
け
て
い
る
あ
る

日
本
人
カ
メ
ラ
マ
ン
は
、
被
災
者
の
打
ち
ひ
し
が
れ
た
様
子
を
撮

影
す
る
つ
も
り
で
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
に
赴
い
た
と
こ
ろ
「
思
い
の
ほ

か
明
る
い
表
情
に
驚
い
た
」
と
テ
レ
ビ
局
の
取
材
に
答
え
て
い

図 1　バンダアチェの被害の様子。海岸から４kmの地点にある市中心部の大モスクがみえる（2005年 2 月）
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は
じ
め
に

＊
2る

。
紛
争
地
で
の
長
い
調
査
経
験
を
有
す
る
あ
る
研
究
者
は
、
津
波
後

の
ア
チ
ェ
の
人
々
の
表
情
に
つ
い
て
「
多
く
の
紛
争
地
の
犠
牲
者
の
表

情
と
異
な
っ
て
い
る
。
自
然
災
害
の
被
災
地
の
人
々
の
表
情
は
明
る

い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
＊
3た

。
ま
た
、
津
波
で
妻
や
夫
を
亡
く
し
た
ア
チ
ェ

の
人
々
が
避
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
生
活
し
て
い
る
間
に
次
々
と
再
婚
し
た

こ
と
も
人
々
を
驚
か
せ
た
。

　
ア
チ
ェ
の
人
々
の
様
子
に
対
す
る
違
和
感
は
、
そ
の
後
の
復
興
過
程

で
も
繰
り
返
し
語
ら
れ
た
。
津
波
か
ら
一
年
目
を
迎
え
た
二
〇
〇
五
年

一
二
月
二
六
日
に
は
、
海
岸
近
く
に
あ
っ
て
津
波
の
直
撃
を
受
け
た
が

倒
壊
を
免
れ
た
モ
ス
ク
が
お
化
粧
直
し
で
白
く
塗
り
直
さ
れ
、
そ
の
ま

わ
り
に
「
津
波
縁
日
」
が
立
っ
た
。
被
害
の
様
子
を
描
い
た
Ｔ
シ
ャ
ツ

や
カ
レ
ン
ダ
ー
を
売
る
屋
台
が
出
て
、
訪
れ
た
人
々
は
友
達
と
相
談
し

な
が
ら
ど
の
絵
柄
に
し
よ
う
か
悩
ん
で
い
た
（
図
2
）。
縁
日
の
一
画
に

は
人
々
が
津
波
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
る
阿
鼻
叫
喚
が
描
か
れ
た
大
き
な

図 2　「津波縁日」の様子（2005年12月）

＊
1　

ア
チ
ェ
州
の
名
称
は
ア
チ
ェ
特
別
州
（Daerah Istim

ewa Aceh

、
一
九
五
九
〜
二
〇
〇
一
年
）、
ナ
ン
グ
ロ
・
ア
チ
ェ
・
ダ
ル
サ
ラ
ー
ム
州
（Nanggroe Aceh 

Darussalam

、
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
九
年
）、
ア
チ
ェ
州
（
二
〇
〇
九
年
〜
現
在
）
と
移
り
変
わ
っ
て
き
た
が
、
本
書
で
は
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
ア
チ
ェ

州
と
す
る
。

＊
2　
「
津
波
一
年　

子
供
た
ち
は
今
〜
大
石
芳
野 

被
災
地
を
撮
る
〜
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
」
二
〇
〇
六
年
一
月
一
七
日
放
送
）。

＊
3　

二
〇
〇
八
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
開
講
さ
れ
た
東
京
大
学
東
ア
ジ
ア
・
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
テ
ー
マ
講
義
「
ア
ジ
ア
の

自
然
災
害
と
人
間
の
付
き
合
い
方
」（
担
当
教
員
：
小
河
正
基
・
加
藤
照
之
）
の
中
で
、
第
一
一
回
目
の
講
義
「
災
害
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
」
を
担

当
し
た
中
西
久
枝
氏
に
よ
る
。



4

絵
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
前
で
記
念
写
真
を
撮
ら
せ
る
サ
ー
ビ
ス
も
見
ら
れ
＊
4た

。
津
波

か
ら
わ
ず
か
一
年
し
か
経
っ
て
お
ら
ず
、
仮
設
住
宅
で
寝
泊
り
し
て
い
る
人
が
ま
だ

何
万
人
も
い
る
状
態
で
、
ア
チ
ェ
の
人
々
が
ま
る
で
津
波
が
他
人
事
で
あ
っ
た
か
の

よ
う
に
明
る
い
姿
を
見
せ
て
い
た
。

　
こ
の
印
象
は
、
二
〇
〇
六
年
五
月
に
同
じ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
ジ
ャ
ワ
地
震
が
発
生

し
、
ジ
ャ
ワ
の
被
災
者
と
比
べ
ら
れ
た
こ
と
で
い
っ
そ
う
強
め
ら
れ
た
。
支
援
団
体

に
よ
る
住
宅
再
建
事
業
に
対
し
、
ジ
ャ
ワ
の
人
々
は
自
分
た
ち
も
相
互
扶
助
に
よ
っ

て
労
働
を
提
供
し
、
支
援
者
に
感
謝
の
意
を
忘
れ
な
い
の
に
対
し
、
ア
チ
ェ
の
被
災

者
た
ち
は
人
を
雇
い
、
し
か
も
支
援
者
に
注
文
を
つ
け
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

国
連
ハ
ビ
タ
ッ
ト
が
ア
チ
ェ
で
製
作
し
た
映
画
『
象
の
間
で
戯
れ
＊
5る

』（Playing 
betw

een Elephants

）
で
も
、
支
援
団
体
の
意
向
ど
お
り
に
動
か
な
い
ば
か
り
か
、
支

援
団
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
注
文
を
つ
け
、
時
に
支
援
団
体
の
足
元
を
見
透
か
し
た
よ
う

な
交
渉
を
行
う
ア
チ
ェ
の
人
々
と
そ
れ
へ
の
対
応
に
苦
労
す
る
支
援
団
体
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
津
波
か
ら
生
き
残
っ
た
ア
チ
ェ
の
人
々
が
未
曾
有
の
災
厄
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
新
し
い
人
生
を
歩
ん
で
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
ア
チ
ェ
州
の
村
々
の
墓
地
で
遺
体
の
再
埋
葬
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
う
か
が
え
る
。

　
津
波
直
後
の
緊
急
対
応
の
時
期
、
津
波
で
街
じ
ゅ
う
に
押
し
寄
せ
た
瓦
礫
を
取
り
除
き
、
瓦
礫
に
埋
も
れ
て
い
た
遺
体
を
回
収

し
て
埋
葬
す
る
こ
と
が
急
務
だ
っ
た
。
数
万
体
の
遺
体
の
身
元
を
一
人
一
人
確
認
し
て
埋
葬
し
て
い
る
余
裕
は
な
く
、
遺
体
の
多

く
は
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
に
簡
単
に
包
ま
れ
、
ト
ラ
ッ
ク
に
積
ま
れ
て
市
内
一
〇
か
所
の
埋
葬
地
に
運
ば
れ
、
広
場
に
掘
ら
れ
た
大

き
な
穴
に
乱
雑
に
埋
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
被
災
直
後
の
混
乱
の
中
、
熱
帯
で
遺
体
の
腐
敗
が
進
む
状
況
で
は
、
正
式
な
埋
葬
と
は

言
え
な
い
よ
う
な
埋
葬
の
仕
方
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
残
さ
れ
た
人
々
に
精
一
杯
で
き
る
弔
い
方
だ
っ
＊
6た

（
図
3
）。

図 3　遺体を運ぶトラック（2005年 2 月）
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は
じ
め
に

　
復
興
が
や
や
落
ち
着
い
て
き
た
頃
、
被
災
直
後
に
運
よ
く
家
族
や
親
戚
の
遺
体
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
し
正
式
に
埋

葬
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
に
集
団
埋
葬
地
や
近
く
の
空
き
地
に
仮
埋
葬
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
た
ち
が
、
遺
体
を
掘
り
起

こ
し
、
自
分
た
ち
の
村
の
墓
地
に
正
式
に
埋
葬
す
る
姿
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
津
波
か
ら
二
年
が
過
ぎ
た
頃
か
ら
、
ア
チ
ェ
州

の
各
地
で
村
の
墓
地
に
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
六
日
没
と
刻
ま
れ
た
新
し
い
墓
碑
が
た
く
さ
ん
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
二
年
以
上

も
経
っ
て
か
ら
遺
体
を
掘
り
起
こ
し
、
自
分
の
村
の
墓
地
ま
で
運
ん
で
再
埋
葬
す
る
姿
に
、
亡
く
な
っ
た
人
た
ち
を
弔
お
う
と
す

る
ア
チ
ェ
の
人
々
の
執
念
が
感
じ
ら
れ
た
。

　
被
災
直
後
に
見
せ
た
笑
顔
と
、
被
災
か
ら
二
年
も
経
っ
て
か
ら
遺
体
を
掘
り
返
し
再
埋
葬
す
る
執
念
。
こ
の
二
つ
は
ど
う
す
れ

ば
う
ま
く
結
び
つ
く
の
か
。
そ
の
裏
に
は
、
ア
チ
ェ
の
人
々
の
静
か
だ
が
力
強
い
思
い
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
改
め
て
感
じ
た
の

は
、
津
波
か
ら
七
周
年
を
迎
え
た
二
〇
一
一
年
一
二
月
二
六
日
、
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
市
の
郊
外
で
行
わ
れ
た
津
波
七
周
年
記
念
式
典

で
の
こ
と
だ
っ
た
。
式
典
で
演
説
し
た
ア
チ
ェ
州
知
事
の
イ
ル
ワ
ン
デ
ィ
は
、
会
場
に
集
ま
っ
て
い
た
ア
チ
ェ
の
人
々
に
対
し
、

私
た
ち
は
か
つ
て
互
い
に
銃
を
向
け
合
っ
た
罪
を
背
負
っ
て
お
り
、
七
年
前
の
大
災
害
を
契
機
に
新
し
い
社
会
を
作
る
に
至
っ
た

が
、
自
分
た
ち
が
過
去
に
犯
し
た
過
ち
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
な
く
こ
れ
か
ら
の
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
こ
う
と
呼
び
か
け
た
。
そ

し
て
、
同
じ
年
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に
触
れ
、
私
た
ち
が
ア
チ
ェ
の
経
験
を
世
界
に
き
ち
ん
と
伝
え
る
こ
と
が
で
き
て
い

た
な
ら
、
も
し
か
し
た
ら
日
本
の
人
た
ち
の
犠
牲
者
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
ず
、
自
分
た
ち
の
経
験
を
う
ま
く
発
信

で
き
て
い
な
い
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
と
語
っ
た
。
こ
れ
は
、
未
曾
有
の
大
災
害
に
襲
わ
れ
た
ア
チ
ェ
の
人
々
が
、
世
界
中
か
ら
関

心
と
支
援
を
受
け
て
復
興
の
道
を
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
こ
と
に
深
く
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
大
災
害
を
経
験
し
た
自
分
た
ち
が
こ
れ

＊
4　
「
津
波
縁
日
」
に
つ
い
て
は
第
4
章
を
参
照
。

＊
5　

ア
ル
ヨ
・
ダ
ヌ
シ
リ
監
督
、
二
〇
〇
七
年
製
作
。
日
本
で
は
二
〇
〇
七
年
山
形
国
際
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
で
上
映
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
本

シ
リ
ー
ズ
第
一
巻
第
7
章
参
照
。

＊
6　

集
団
埋
葬
地
と
再
埋
葬
に
つ
い
て
は
第
5
章
を
参
照
。
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か
ら
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
を
世
界
に
示
す
こ
と
が
、
津
波
で
亡
く

な
っ
た
人
た
ち
に
対
し
て
も
関
心
と
支
援
を
寄
せ
て
く
れ
た
世
界
の
人
た
ち
に

対
し
て
も
報
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
強
い
思
い
だ
っ
た
。

　
州
知
事
が
「
ア
チ
ェ
の
人
々
は
か
つ
て
お
互
い
に
銃
を
向
け
合
っ
た
罪
を
背

負
っ
て
い
る
」
と
語
っ
た
の
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
ア
チ
ェ
の
分
離
独
立

を
掲
げ
る
自
由
ア
チ
ェ
運
動
（
Ｇ
Ａ
＊
7Ｍ

）
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
の
間
で
三
〇

年
に
わ
た
っ
て
武
力
紛
争
が
続
い
て
お
り
、
政
府
側
と
独
立
派
ゲ
リ
ラ
だ
け
で

な
く
一
般
市
民
に
も
多
く
の
死
傷
者
が
出
て
い
た
こ
と
を
指
し
て
い
＊
8る

。
二
〇

〇
三
年
に
は
緊
張
が
最
高
潮
に
達
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
ア
チ
ェ
に
非
常

事
態
を
宣
言
し
て
独
立
派
ゲ
リ
ラ
掃
討
の
た
め
の
軍
事
作
戦
を
展
開
し
、
外
国

人
は
報
道
や
人
道
支
援
の
関
係
者
で
あ
っ
て
も
ア
チ
ェ
入
域
が
厳
し
く
制
限
さ

れ
た
。
人
の
出
入
り
が
で
き
な
く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
情
報
も
閉
ざ
さ
れ
た
た

め
、
外
部
社
会
か
ら
ア
チ
ェ
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
、
ア
チ
ェ
の
人
々
は
世
界
か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
状
態
で
紛
争
状

態
の
も
と
で
暮
ら
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
（
図
4
）。

　
津
波
か
ら
八
か
月
後
の
二
〇
〇
五
年
八
月
、
Ｇ
Ａ
Ｍ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
の
間
で
和
平
合
意
が
成
立
し
、
三
〇
年
に
及
ぶ
武

力
紛
争
が
終
結
し
た
。
二
〇
〇
六
年
一
二
月
に
は
元
Ｇ
Ａ
Ｍ
メ
ン
バ
ー
も
参
加
し
て
州
知
事
選
挙
が
行
わ
れ
、
津
波
前
に
元
Ｇ
Ａ

Ｍ
メ
ン
バ
ー
と
し
て
逮
捕
・
投
獄
さ
れ
た
経
験
が
あ
る
イ
ル
ワ
ン
デ
ィ
が
州
知
事
に
就
任
し
＊
9た

。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
チ
ェ
の
人
々
は
世
界
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
状
態
で
互
い
に
銃
を
向
け
合
う
紛
争
を
経
験
し
、
そ
の
最
中
に
大
津

波
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
。
津
波
で
多
く
の
人
が
亡
く
な
り
、
見
慣
れ
て
い
た
景
観
は
一
変
し
た
が
、
世
界
中
の
関
心
を
集
め
、

図 4　紛争を避け避難する人々（1999年 8 月、大アチェ県）
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は
じ
め
に

津
波
に
よ
る
甚
大
な
被
害
か
ら
立
ち
直
る
た
め
の
支
援
を
得
た
。
そ
し
て
、
長
年
続
い
た
紛
争
に
終
止
符
を
打
ち
、
世
界
の
人
々

に
支
え
ら
れ
な
が
ら
災
害
と
紛
争
か
ら
の
二
重
の
復
興
の
道
の
り
を
歩
み
始
め
た
。
ア
チ
ェ
の
津
波
被
災
と
復
興
を
理
解
す
る
た

め
に
は
、
三
〇
年
に
及
ぶ
紛
争
を
含
め
、
ア
チ
ェ
が
自
身
を
取
り
巻
く
世
界
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
か
を
、
少
し

歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

ア
チ
ェ
へ
向
け
ら
れ
る
ま
な
ざ
し

　
ア
チ
ェ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
南
端
に
広
が
る
群
島
国
家
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
一
地
域
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
首
都
ジ
ャ
カ
ル

タ
か
ら
飛
行
機
で
四
時
間
。
東
南
ア
ジ
ア
の
西
の
玄
関
口
で
あ
る
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
に
面
し
た
ス
マ
ト
ラ
島
の
北
西
端
に
位
置
す

る
。
か
つ
て
こ
の
地
に
は
ア
チ
ェ
王
国
と
呼
ば
れ
る
海
洋
交
易
国
家
が
あ
り
、
金
や
コ
シ
ョ
ウ
を
産
出
す
る
広
大
な
ス
マ
ト
ラ
島

を
後
背
地
に
、
イ
ン
ド
洋
世
界
と
東
南
ア
ジ
ア
世
界
を
結
ぶ
東
西
交
易
の
拠
点
と
し
て
繁
栄
し
＊
10た
。
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
教

徒
に
と
っ
て
は
メ
ッ
カ
巡
礼
へ
の
船
出
の
地
で
あ
り
、
ま
た
、
メ
ッ
カ
帰
り
の
イ
ス
ラ
ム
知
識
人
が
集
う
場
所
で
も
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
学
の
中
心
地
と
目
さ
れ
、
ス
ラ
ン
ビ
・
メ
ッ
カ
（
メ
ッ
カ
の
ベ
ラ
ン
ダ
）
と
呼
ば
れ
＊
11た
。

＊
7　

組
織
名
は
英
語
で
は
ス
マ
ト
ラ
・
ア
チ
ェ
民
族
解
放
戦
線
（Acheh/Sum

atra National Liberation Front

）。
一
九
七
六
年
一
二
月
四
日
、
現
在
の
ア
チ
ェ
州
ピ

デ
ィ
県
で
、
ア
チ
ェ
王
国
の
主
権
を
継
承
す
る
国
家
と
し
て
ア
チ
ェ
・
ス
マ
ト
ラ
国
の
独
立
が
宣
言
さ
れ
、
ハ
サ
ン
・
テ
ィ
ロ
を
最
高
指
導
者
と
す

る
独
自
の
内
閣
が
組
織
さ
れ
た
。
当
時
の
ア
チ
ェ
で
は
天
然
ガ
ス
開
発
が
始
ま
っ
て
お
り
、「
ア
チ
ェ
が
独
立
す
れ
ば
ブ
ル
ネ
イ
の
よ
う
に
な
れ
る
」

と
訴
え
た
。
ハ
サ
ン
・
テ
ィ
ロ
は
、
国
際
社
会
の
支
持
を
得
る
上
で
妨
げ
に
な
る
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
主
義
を
前
面
に
出
す
こ
と
を
避
け
、
民
族
自
決

原
則
に
よ
る
独
立
闘
争
を
行
っ
た
。

＊
8　

紛
争
中
の
弔
い
に
関
し
て
は
第
5
章
を
参
照
。

＊
9　

和
平
合
意
に
関
し
て
は
第
2
章
、
和
平
合
意
以
降
の
州
自
治
に
関
し
て
は
第
7
章
を
参
照
。

＊
10　

ア
チ
ェ
王
国
に
つ
い
て
は
﹇Lombard 2006

（1967

）﹈﹇Lee 1995

﹈、
イ
ン
ド
洋
海
域
世
界
の
交
易
史
に
つ
い
て
は
﹇
家
島 2006

﹈
な
ら
び
に

「
イ
ン
ド
洋
海
域
世
界
―
―
人
と
モ
ノ
の
移
動
」
を
特
集
し
た
『
自
然
と
文
化
そ
し
て
こ
と
ば
』
第
4
号
（
葫
蘆
舎
、
二
〇
〇
八
年
）
を
、
東
南
ア

ジ
ア
の
港
市
国
家
に
つ
い
て
は
﹇
弘
末 2004

﹈
を
参
照
。
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イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
「
多
様
性
の
中
の
統
一
」
を
国
家
標
語
に
掲
げ
た
多
民
族
国
家
だ
。
こ
の
領
域
は
、
も
と
も
と
複
数
の
王
国

に
分
か
れ
て
統
治
さ
れ
て
い
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
統
治
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
時
の
日
本
に
よ
る
占
領
、
そ
し
て
四
年
半

に
わ
た
る
独
立
戦
争
を
経
て
、
一
九
五
〇
年
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
と
し
て
独
立
し
＊
12た
。
二
億
人
を
超
え
る
住
民
は
、
母
語
で

分
類
す
れ
ば
三
〇
〇
を
超
え
る
民
族
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
多
様
な
人
々
を
繋
い
で
い
る
の
は
、
海
洋
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ

て
民
族
を
越
え
た
共
通
語
と
し
て
発
展
し
て
き
た
マ
レ
ー
語
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
国
語
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
あ
る
。
母
語
も

宗
教
も
生
活
習
慣
も
異
な
る
人
々
が
、
一
つ
の
祖
国
、
一
つ
の
国
語
を
共
有
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
民
と
し
て
国
家
を
運
営
す
る

国
、
そ
れ
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
あ
る
。
石
油
や
天
然
ガ
ス
と
い
っ
た
一
次
産
品
に
恵
ま
れ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
一
九
六
八
年
に

大
統
領
に
就
任
し
た
ス
ハ
ル
ト
の
指
導
下
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
軍
に
よ
る
治
安
維
持
と
外
国
資
本
の
積
極
的
な
導
入
に
支
え
ら

れ
た
開
発
政
策
を
両
輪
と
す
る
開
発
主
義
体
制
を
と
り
、
国
家
の
統
一
と
発
展
を
め
ざ
し
て
き
＊
13た
。

　
大
学
院
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
現
代
史
を
学
ん
で
い
た
筆
者
が
ア
チ
ェ
へ
の
訪
問
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
権
威
主
義
的
な
ス
ハ
ル

ト
体
制
の
将
来
に
人
々
が
危
惧
を
抱
き
始
め
た
一
九
九
四
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
当
時
、
日
本
に
い
て
同
時
期
の
ア
チ
ェ
に
つ
い
て

得
ら
れ
る
情
報
は
限
ら
れ
て
い
た
。
ア
チ
ェ
で
は
一
九
七
〇
年
代
半
ば
に
Ｇ
Ａ
Ｍ
に
よ
り
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
分
離
独
立
を
求

め
る
運
動
が
始
め
ら
れ
て
い
た
が
、
国
家
の
統
一
と
治
安
の
維
持
を
最
優
先
さ
せ
る
ス
ハ
ル
ト
政
権
に
よ
っ
て
た
ち
ま
ち
鎮
圧
さ

れ
、
運
動
の
指
導
者
は
海
外
に
亡
命
し
て
い
た
。
ア
チ
ェ
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
末
に
Ｇ
Ａ
Ｍ
の
武
装
闘
争
が
活

発
化
し
た
こ
と
を
受
け
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
軍
が
ア
チ
ェ
で
軍
事
作
戦
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
際
、
国
軍
兵
士
が
住
民
に

人
権
侵
害
を
行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
人
権
団
体
な
ど
に
よ
っ
て
と
き
お
り
伝
え
ら
れ
る
程
度
だ
っ
た
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
研
究
で
は
、
ア
チ
ェ
人
は
権
力
に
立
ち
向
か
い
戦
う
人
々
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
ア
チ
ェ
王
国
の
植
民
地
化

を
は
か
る
オ
ラ
ン
ダ
に
抵
抗
し
た
ア
チ
ェ
戦
争
（
一
八
七
三
〜
一
九
一
二
年
）
は
オ
ラ
ン
ダ
本
国
を
疲
弊
さ
せ
、
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民

地
統
治
政
策
に
大
き
な
転
換
を
迫
っ
＊
14た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦
争
（
一
九
四
五
〜
一
九
四
九
年
）
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
他
の

地
域
が
次
々
と
オ
ラ
ン
ダ
の
勢
力
圏
に
取
り
込
ま
れ
る
な
か
、
ア
チ
ェ
は
最
後
ま
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
を
支
持
し
て
戦
い
続



9

は
じ
め
に

け
、
一
九
四
九
年
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
を
導
い
＊
15た
。
そ
の
延
長
か
ら
、
Ｇ
Ａ
Ｍ
の
運
動
も
、
抑
圧
的
な
ス
ハ
ル
ト
体
制
に
対
す

る
ア
チ
ェ
の
人
々
の
勇
猛
果
敢
な
抵
抗
と
し
て
理
解
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。

　
一
方
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
多
く
は
、
そ
れ
と
異
な
る
ア
チ
ェ
人
像
を
も
っ
て
い
た
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
ア
チ
ェ

訪
問
を
準
備
す
る
私
に
対
し
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
友
人
た
ち
は
「
ア
チ
ェ
人
は
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
（
狂
信
的
）
だ
か
ら
気
を
つ
け
ろ
」

と
助
言
し
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
建
国
直
後
、
ア
チ
ェ
で
は
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
建
設
を
掲
げ
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
に
反
旗

を
翻
し
た
ダ
ル
ル
・
イ
ス
ラ
ム
運
＊
16動

（
一
九
五
三
〜
一
九
六
二
年
）
が
起
こ
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
「
反
乱
」
は
ダ
ル
ル
・
イ

ス
ラ
ム
運
動
と
Ｇ
Ａ
Ｍ
で
二
度
目
で
、
ア
チ
ェ
人
は
よ
そ
者
に
対
し
て
排
他
的
で
好
戦
的
な
人
々
だ
と
い
う
。
し
か
も
ア
チ
ェ
人

の
抵
抗
運
動
は
イ
ス
ラ
ム
教
指
導
者
が
指
導
し
て
お
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
へ
の
強
い
信
仰
心
に
支
え
ら
れ
た
運
動
に
は
交
渉
の
余
地

が
な
い
。「
多
様
性
の
中
の
統
一
」
を
掲
げ
、
特
定
の
宗
教
の
重
用
や
特
定
の
宗
教
実
践
の
規
範
化
を
避
け
る
こ
と
で
民
族
共
存

を
は
か
っ
て
き
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
々
に
と
っ
て
、
ア
チ
ェ
人
は
頑
な
で
融
通
が
き
か
な
い
厄
介
な
人
々
だ
っ
た
。
ま
し
て
国

軍
の
軍
事
作
戦
が
実
施
さ
れ
て
い
る
「
あ
ぶ
な
い
土
地
」
に
わ
ざ
わ
ざ
行
く
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
が
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
人
々
の
考

＊
11　

第
7
章
・
第
8
章
を
参
照
。

＊
12　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
の
過
程
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
を
支
え
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
民
族
主
義
に
つ
い
て
は
﹇
永
積 1980

﹈﹇
土
屋 1988

﹈
を
参
照
。

＊
13　

開
発
体
制
期
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
つ
い
て
は
﹇
白
石 1996

﹈
を
参
照
。

＊
14　

ゲ
リ
ラ
戦
争
を
含
め
れ
ば
ア
チ
ェ
戦
争
は
一
九
一
四
年
ま
で
続
き
、
一
八
七
三
年
四
月
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
の
間
、
戦
闘
に
よ
る
犠
牲
者
数
は
、

ア
チ
ェ
側
七
万
人
以
上
、
オ
ラ
ン
ダ
側
約
三
万
七
五
〇
〇
人
、
負
傷
者
は
双
方
合
わ
せ
て
五
〇
万
人
と
さ
れ
る
。
特
に
オ
ラ
ン
ダ
と
の
闘
争
を
「
聖

戦
」
と
位
置
づ
け
た
ウ
ラ
マ
ー
（
イ
ス
ラ
ム
教
指
導
者
）
に
率
い
ら
れ
た
反
オ
ラ
ン
ダ
闘
争
は
激
し
く
、
オ
ラ
ン
ダ
は
長
く
ア
チ
ェ
内
陸
部
へ
影
響

力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
﹇Reid 1969

﹈。

＊
15　

ア
チ
ェ
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦
争
に
つ
い
て
は
﹇Ried 1974, 1979

﹈
が
詳
し
い
。

＊
16　

イ
ス
ラ
ム
教
を
建
国
理
念
と
す
る
イ
ス
ラ
ム
国
家
の
樹
立
を
め
ざ
す
武
装
闘
争
。
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
六
五
年
ま
で
西
ジ
ャ
ワ
、
南
ス
ラ
ウ
ェ

シ
な
ど
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
各
地
で
見
ら
れ
た
。
ア
チ
ェ
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
独
立
闘
争
を
率
い
た
イ
ス
ラ
ム
教
指
導
者
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

独
立
後
に
は
ア
チ
ェ
州
知
事
を
務
め
た
ダ
ウ
ド
・
ブ
ル
エ
が
ア
チ
ェ
の
自
治
を
求
め
て
ダ
ル
ル
・
イ
ス
ラ
ム
運
動
に
参
加
し
た
。
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え
だ
っ
た
。

　
初
め
て
訪
問
し
た
ア
チ
ェ
州
の
州
都
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
を
記
念
し
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
や
英
雄
墓
地
、
役

所
の
配
置
等
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ほ
か
の
街
と
大
差
な
く
、
一
目
で
わ
か
る
他
地
域
と
の
違
い
を
期
待
し
て
い
た
筆
者
を
拍
子
抜

け
さ
せ
た
。
海
も
山
も
田
も
美
し
く
、
魚
を
始
め
食
材
も
豊
富
で
、
ど
こ
に
行
く
に
も
渋
滞
に
苦
し
む
ジ
ャ
カ
ル
タ
よ
り
も
よ
ほ

ど
過
ご
し
や
す
い
と
感
じ
た
。
一
頭
数
万
円
の
価
値
が
あ
る
牛
の
群
れ
が
誰
に
導
か
れ
る
こ
と
も
な
く
車
道
わ
き
を
歩
い
て
い
る

様
子
は
、
鶏
泥
棒
が
後
を
絶
た
な
い
と
聞
く
ジ
ャ
ワ
と
比
べ
て
治
安
も
は
る
か
に
良
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
た
。
軍
の
駐
屯
地
の

前
を
走
る
車
は
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
決
ま
り
ご
と
や
、
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
や
国
軍
を
批
判
す
る
こ
と
へ
の
憚
り

は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ど
こ
で
も
見
ら
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

　「
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
ア
チ
ェ
人
」
の
姿
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
外
国
人
で
あ
る
筆
者
は
ど
こ
で
も
歓
待
さ
れ
、
日
本
人
と

知
れ
る
や
見
ず
知
ら
ず
の
人
々
の
訪
問
を
受
け
た
。「
日
本
軍
占
領
期
に
兵
＊
17補
だ
っ
た
父
の
体
調
が
悪
く
生
活
が
苦
し
い
の
で
援

助
し
て
く
れ
る
財
団
を
知
ら
な
い
か
」「
ア
チ
ェ
の
コ
ー
ヒ
＊
18ー
を
輸
出
し
た
い
か
ら
買
い
手
を
探
し
て
く
れ
な
い
か
」「
イ
ス
ラ
ム

寄
宿
＊
19塾
の
再
建
に
対
す
る
資
金
提
供
者
を
紹
介
し
て
く
れ
な
い
か
」
等
々
。
面
食
ら
う
筆
者
に
対
し
、
彼
ら
は
再
建
計
画
書
や
兵

補
の
証
明
書
を
携
え
て
、
そ
の
申
し
出
が
理
に
か
な
っ
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
筆
者
に
も
利
益
（
不
利
益
）
が
あ
る
と
付
け

加
え
な
が
ら
丁
寧
に
説
明
す
る
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
や
日
本
の
様
子
を
尋
ね
ら
れ
、
ア
チ
ェ
を
見
て
ど
う
思
っ
た
か

感
想
を
求
め
ら
れ
た
り
し
た
。

　
国
軍
に
よ
る
軍
事
作
戦
が
行
わ
れ
て
い
る
「
あ
ぶ
な
い
土
地
」
は
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
に
面
し
た
ピ
デ
ィ
、
北
ア
チ
ェ
、
東
ア

チ
ェ
の
北
部
三
県
に
限
定
さ
れ
て
い
＊
20た
。
こ
れ
ら
の
土
地
は
、
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
と
ス
マ
ト
ラ
島
随
一
の
交
易
都
市
メ
ダ
ン
と
を
結

ぶ
陸
路
沿
い
に
あ
っ
て
、
天
然
ガ
ス
を
産
出
し
、
広
大
な
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
農
園
を
擁
す
る
豊
か
な
地
域
だ
っ
た
。
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
か

ら
は
車
で
三
時
間
の
距
離
に
あ
る
。
山
一
つ
向
こ
う
の
こ
れ
ら
の
地
域
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
の

人
々
は
多
く
を
語
ら
な
か
っ
た
。
か
わ
り
に
「
ア
チ
ェ
は
あ
ぶ
な
く
な
い
」
と
力
説
し
、
詳
し
く
聞
け
ば
、「
あ
ぶ
な
い
土
地
」
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は
じ
め
に

し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
治
安
当
局
と
の
武
力
衝
突
や
Ｇ
Ａ
Ｍ
の
取
締
り
を
目
的
と
す
る
治
安
当
局
の
作
戦
行
動
に
よ
る
犠
牲
者
は
毎

月
増
加
し
、
一
九
九
九
年
七
月
に
は
ひ
と
月
で
一
〇
〇
人
を
超
え
る
に
い
た
っ
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
解
体
劇
を
想
起
さ
せ
る

で
の
事
業
は
国
軍
と
の
協
力
が
不
可
欠
な
の
で
域
外
か
ら
の
投
資
が
限
定
さ
れ
る

と
こ
ぼ
す
の
だ
っ
た
（
図
5
）。

　
ア
チ
ェ
の
外
か
ら
き
た
筆
者
は
、
ア
チ
ェ
の
人
々
に
と
っ
て
外
の
世
界
と
結
び

つ
く
た
め
の
手
掛
か
り
だ
っ
た
。
人
々
は
外
の
世
界
が
求
め
て
い
る
も
の
が
何
か

を
探
り
、
自
分
た
ち
が
何
を
発
信
す
れ
ば
外
と
繋
が
れ
る
か
を
模
索
し
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
筆
者
は
ア
チ
ェ
の
近
現
代
史
を
研
究
す
る
た
め
、
一
九
九
七
年
末
か

ら
三
年
あ
ま
り
を
国
立
シ
ア
ク
ア
ラ
大
学
教
育
学
部
歴
史
学
科
の
留
学
生
と
し
て

バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
で
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
間
、
一
九
九
八
年
五
月
の
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
政
変
で
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
が
退
陣
し
、
権
威
主
義
的
な
ス
ハ
ル
ト
体
制

は
崩
壊
し
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
改
革
の
盛
り
上
が
り
と
同
時
に
、
各
地
で
住
民
ど

う
し
の
武
力
衝
突
が
頻
発
し
た
。
ア
チ
ェ
で
は
Ｇ
Ａ
Ｍ
が
急
速
に
勢
力
を
拡
大

図 5  　紛争下で行方不明となった家族の「遺影」を掲
げる人々とともに（1999年 4 月、ピディ県）

＊
17　

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
中
に
日
本
軍
が
東
南
ア
ジ
ア
の
占
領
地
域
で
組
織
し
た
現
地
人
補
助
兵
。
日
本
軍
将
兵
の
下
で
戦
闘
要
員
あ
る
い
は
労
働
力

と
し
て
雇
用
さ
れ
た
。

＊
18　

ア
チ
ェ
州
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
内
で
も
有
数
の
コ
ー
ヒ
ー
産
地
で
、
内
陸
部
の
ガ
ヨ
高
地
で
産
出
す
る
コ
ー
ヒ
ー
は
日
本
で
は
ガ
ヨ
マ
ウ
ン
テ
ン

な
ど
の
ブ
ラ
ン
ド
名
で
知
ら
れ
る
。
本
書
第
9
章
も
参
照
。

＊
19　

寄
宿
制
の
イ
ス
ラ
ム
学
校
の
こ
と
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
一
般
に
プ
サ
ン
ト
レ
ン
（pesantren

）
と
呼
ば
れ
る
ほ
か
、
ア
チ
ェ
で
は
ダ
ヤ
（dayah

）

と
も
呼
ば
れ
る
。

＊
20　

現
在
の
ピ
デ
ィ
県
、
ピ
デ
ィ
ジ
ャ
ヤ
県
（
二
〇
〇
七
年
に
ピ
デ
ィ
県
か
ら
分
立
）、
ビ
ル
ン
県
（
二
〇
〇
〇
年
に
北
ア
チ
ェ
県
か
ら
分
立
）、
北
ア

チ
ェ
県
、
東
ア
チ
ェ
県
、
ア
チ
ェ
タ
ミ
ア
ン
県
（
二
〇
〇
二
年
に
東
ア
チ
ェ
県
か
ら
分
立
）
の
六
県
か
ら
な
る
地
域
。
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状
況
に
、
国
際
社
会
は
ア
チ
ェ
に
関
心
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
に
い
た
筆
者
の
も
と
に
も
同
じ
質
問
が
繰
り

返
し
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
ア
チ
ェ
は
果
た
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
独
立
す
る
の
か
し
な
い
の
か
。」

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
内
外
の
メ
デ
ィ
ア
が
ア
チ
ェ
に
記
者
を
派
遣
し
、
現
地
か
ら
報
道
を
行
っ
た
。
警
察
機
動
隊
の
発
砲
を
受
け
て

丸
腰
の
群
集
が
逃
げ
惑
い
倒
れ
る
＊
21姿
や
、
Ｇ
Ａ
Ｍ
と
の
関
与
を
疑
わ
れ
た
イ
ス
ラ
ム
寄
宿
塾
の
塾
生
が
軍
の
奇
襲
攻
撃
で
皆
殺
し

に
遭
い
、
集
団
埋
葬
さ
れ
た
遺
体
が
掘
り
起
こ
さ
れ
＊
22る
映
像
が
配
信
さ
れ
た
。
Ｇ
Ａ
Ｍ
と
治
安
当
局
は
積
極
的
に
メ
デ
ィ
ア
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
、「
住
民
の
庇
護
者
」
を
名
乗
っ
て
自
ら
の
存
在
や
行
動
を
正
当
化
し
た
。

　
こ
う
し
た
な
か
で
、
ア
チ
ェ
で
匿
名
の
暴
力
が
増
加
し
た
。「
匿
名
」
と
は
、
事
件
は
起
こ
る
が
犯
行
声
明
は
出
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。
治
安
当
局
は
「
Ｇ
Ａ
Ｍ
の
犯
行
だ
」
と
言
い
、
Ｇ
Ａ
Ｍ
は
「
治
安
当
局
の
自
作
自
演
だ
」
と
主
張
す
る
が
、
ど
ち

ら
が
本
当
か
は
わ
か
ら
な
い
。
個
々
の
事
件
の
犯
人
が
誰
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
殺
人
を
含
む
暴
力
行
為
が
頻
発
し
、
Ｇ
Ａ

Ｍ
と
国
軍
は
互
い
に
相
手
を
非
難
し
、
攻
撃
の
対
象
と
し
た
。
ア
チ
ェ
の
治
安
は
悪
化
し
、
人
々
は
身
の
安
全
を
守
る
た
め
に
日

常
的
に
「
治
安
当
局
側
か
Ｇ
Ａ
Ｍ
側
か
」
の
二
択
の
あ
い
だ
で
自
ら
の
立
場
を
定
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
か
ら
抜
け
出
す
た
め
、
Ｇ
Ａ
Ｍ
で
も
国
軍
で
も
な
い
勢
力
が
ア
チ
ェ
の
外
か
ら
介
入
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た

が
、
外
の
人
々
は
ア
チ
ェ
が
紛
争
地
と
な
る
こ
と
で
初
め
て
関
心
を
向
け
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
っ
た
。
犠
牲
者
の
数
が
大
き

く
、
問
題
が
深
刻
で
悲
惨
な
も
の
と
な
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
ア
チ
ェ
の
問
題
は
大
々
的
に
報
道
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ア
チ
ェ
が

紛
争
地
で
あ
る
か
ぎ
り
、
Ｇ
Ａ
Ｍ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
治
安
当
局
と
い
う
二
つ
の
軍
事
勢
力
の
動
向
が
真
っ
先
に
注
目
さ
れ
る
。
ア

チ
ェ
の
人
々
が
外
部
勢
力
に
話
を
聞
い
て
も
ら
う
に
は
、
結
局
「
独
立
か
統
合
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

　
ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
後
、
ア
チ
ェ
は
独
立
紛
争
の
舞
台
と
し
て
世
界
の
注
目
を
集
め
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
外
部
世
界
と
の

繋
が
り
方
が
「
Ｇ
Ａ
Ｍ
か
国
軍
か
」「
独
立
か
統
合
か
」
と
い
う
枠
組
み
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
そ
の
よ
う
な
ア
チ
ェ
の
問
題
に
終
止
符
を
打
つ
た
め
、
二
〇
〇
三
年
五
月
に
ア
チ
ェ
に
軍
事
戒
厳
令
を
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は
じ
め
に

敷
き
、
人
道
支
援
団
体
を
含
む
外
国
勢
力
を
ア
チ
ェ
か
ら
す
べ
て
排
除
し
た
上
で
、
治
安
当
局
に
よ
る
州
行
政
へ
の
関
与
を
正
当

化
し
た
。
そ
の
結
果
、
ア
チ
ェ
で
生
じ
て
い
る
こ
と
は
外
部
世
界
に
見
え
な
く
な
り
、
紛
争
地
の
名
の
下
に
ア
チ
ェ
と
外
と
の
繋

が
り
は
切
り
離
さ
れ
た
。

　
二
〇
〇
四
年
の
ス
マ
ト
ラ
島
沖
地
震
・
津
波
が
襲
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
状
況
下
の
ア
チ
ェ
だ
っ
た
。
こ
の
災
厄
が
自
然
災
害

で
あ
り
、
政
治
社
会
問
題
と
切
り
離
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
被
害
の
あ
ま
り
の
甚
大
さ
ゆ
え
に
世
界
中
が
関
心
を
向

け
た
こ
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
も
独
力
で
対
応
で
き
な
い
と
早
く
か
ら
認
め
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
・
団
体

や
個
人
が
ア
チ
ェ
へ
の
関
わ
り
を
開
始
し
た
。
世
界
各
地
か
ら
た
く
さ
ん
の
支
援
者
が
訪
れ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
研
究
者
も
報

道
や
調
査
の
た
め
に
ア
チ
ェ
を
訪
れ
た
。
紛
争
地
と
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
ア
チ
ェ
は
、
被
災
地
と
な
る
こ
と
で
一
気
に
外
部
世

界
に
開
放
さ
れ
た
。

　
津
波
を
契
機
に
ア
チ
ェ
独
立
運
動
も
大
き
な
転
換
を
迎
え
た
。
津
波
直
後
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
と
Ｇ
Ａ
Ｍ
と
の
間
で
和
平
交

渉
が
再
開
さ
れ
、
国
際
社
会
が
見
守
る
中
、
二
〇
〇
五
年
八
月
の
和
平
合
意
に
結
実
し
た
。
独
立
派
武
装
勢
力
の
非
武
装
化
や
ア

チ
ェ
の
自
治
権
を
定
め
る
ア
チ
ェ
統
治
法
が
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
に
は
ア
チ
ェ
で
地
方
首
長
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
住

民
の
直
接
選
挙
で
選
ば
れ
た
州
知
事
の
も
と
、
和
平
合
意
に
も
と
づ
く
地
方
自
治
が
始
ま
っ
た
。

＊
21　
「
Ｋ
Ｋ
Ａ
（
ア
チ
ェ
製
紙
）
前
交
差
点
の
悲
劇
」
と
呼
ば
れ
る
。
一
九
九
九
年
五
月
三
日
に
北
ア
チ
ェ
県
デ
ワ
ン
タ
ラ
郡
で
治
安
当
局
が
群
衆
に
発

砲
し
て
四
六
名
が
死
亡
し
た
。

＊
22　

一
九
九
九
年
七
月
二
三
日
に
西
ア
チ
ェ
県
（
当
時
、
現
ナ
ガ
ン
ラ
ヤ
県
）
ブ
ト
ン
ア
ト
ゥ
の
イ
ス
ラ
ム
寄
宿
塾
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
軍
の
奇
襲
攻

撃
を
受
け
、
塾
長
・
塾
生
ら
五
七
名
が
犠
牲
と
な
っ
た
。「
ブ
ト
ン
ア
ト
ゥ
の
悲
劇
」
と
呼
ば
れ
、﹇Amran 2001

﹈
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
在
住

の
ア
チ
ェ
人
有
識
者
が
治
安
当
局
を
批
判
す
る
書
籍
を
刊
行
す
る
な
ど
の
動
き
を
促
し
た
。
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本
書
の
ね
ら
い
と
災
害
対
応
研
究
小
史

　
本
書
は
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
六
日
に
発
生
し
た
ス
マ
ト
ラ
島
沖
地
震
・
津
波
で
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共

和
国
の
ア
チ
ェ
州
を
対
象
に
、
災
害
を
契
機
に
社
会
が
ど
の
よ
う
に
変
革
を
経
験
し
、
復
興
を
経
験
し
て
い
る
か
を
地
域
研
究
の

立
場
か
ら
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
が
答
え
よ
う
と
す
る
の
は
冒
頭
で
挙
げ
た
問
い
に
集
約
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
も
う
少
し
細
か
く
分
け
て
み
る
と
、
た
と
え

ば
ア
チ
ェ
の
津
波
災
害
と
復
興
に
関
す
る
以
下
の
よ
う
な
問
い
に
な
る
。

　「
ア
チ
ェ
の
沿
岸
部
に
住
む
人
々
は
津
波
の
危
険
性
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
の
か
」

　「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
軍
は
な
ぜ
外
国
に
よ
る
支
援
活
動
を
妨
害
し
よ
う
と
し
た
の
か
」

　「
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
緊
急
・
復
興
支
援
は
ア
チ
ェ
に
と
っ
て
本
当
に
意
味
が
あ
っ
た
の
か
」

　「
被
災
者
た
ち
が
外
国
か
ら
の
支
援
者
を
楽
し
そ
う
に
迎
え
て
い
た
の
は
な
ぜ
か
」

　「
津
波
の
犠
牲
者
は
ど
の
よ
う
に
埋
葬
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
弔
わ
れ
た
の
か
」

　「
支
援
団
体
が
建
て
た
復
興
住
宅
に
空
き
家
が
多
く
見
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
」

　「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
他
の
地
域
の
人
は
ア
チ
ェ
の
被
災
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
」

　「
外
国
に
い
る
私
た
ち
は
ア
チ
ェ
の
経
験
を
ど
の
よ
う
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」

　「
津
波
と
復
興
を
経
て
ア
チ
ェ
の
人
々
や
社
会
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
」

　
本
書
の
議
論
は
、
主
に
筆
者
が
津
波
発
生
後
に
ア
チ
ェ
で
現
地
調
査
を
行
っ
て
見
聞
き
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
政
府
や
国
際
機

関
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
情
報
や
、
新
聞
・
雑
誌
等
の
記
事
な
ど
と
と
も
に
組
み
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
地
調
査
や
そ
の
他
の

情
報
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
筆
者
が
津
波
の
前
か
ら
行
っ
て
い
た
ア
チ
ェ
の
現
代
史
に
関
す
る
研
究
と
、
紛
争
下
の
ア

チ
ェ
に
長
期
滞
在
し
て
女
性
や
学
生
を
含
む
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
層
が
紛
争
状
況
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
お
う
と
し
て
き
た
か
に

つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
す
る
な
か
で
得
た
知
見
や
経
験
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
地
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は
じ
め
に

域
研
究
を
基
盤
と
し
、
災
害
対
応
研
究
と
ア
チ
ェ
の
紛
争
・
現
代
史
研
究
の
二
つ
の
研
究
の
流
れ
を
背
景
と
し
て
い
る
。

　
地
域
研
究
で
は
、
災
害
を
日
常
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
特
殊
な
出
来
事
で
あ
る
と
は
捉
え
ず
、
日
常
生
活
の
延
長
上
に
あ
る

と
捉
え
＊
23る
。
社
会
は
潜
在
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱
え
て
お
り
、
日
ご
ろ
は
そ
れ
に
目
を
向
け
ず
に
や
り
過
ご
し
て
い
る
こ
と

が
多
い
が
、
災
害
は
そ
の
よ
う
な
潜
在
的
な
課
題
が
あ
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
、
人
々
の
目
に
明
ら
か
に
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
災
害
へ
の
対
応
を
、
壊
れ
た
も
の
を
直
し
、
失
わ
れ
た
も
の
の
代
用
品
を
与
え
る
だ
け
で
、
災
害
が
起
こ
る

前
の
状
態
に
戻
す
だ
け
に
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
社
会
が
潜
在
的
に
抱
え
て
い
た
課
題
も
元
通
り
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

災
害
は
多
く
の
人
命
や
財
産
を
奪
う
不
幸
な
出
来
事
で
あ
る
が
、
災
害
を
契
機
に
明
ら
か
に
な
っ
た
社
会
の
課
題
に
取
り
組
み
、

災
害
を
契
機
に
よ
り
よ
い
社
会
を
作
る
こ
と
が
、
次
に
災
害
が
起
こ
っ
た
と
き
に
被
害
を
少
な
く
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
災
害

の
犠
牲
を
無
駄
に
し
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
社
会
が
抱
え
る
課
題
に
は
大
き
い
も
の
も
小
さ
い
も
の
も
あ
る
が
、
武
力
紛
争
が
続

い
て
い
た
ア
チ
ェ
で
津
波
後
に
和
平
合
意
が
結
ば
れ
て
紛
争
が
終
結
し
た
こ
と
は
、
被
災
を
契
機
に
社
会
の
課
題
が
解
決
さ
れ
た

例
の
一
つ
で
あ
る
。

　
災
害
対
応
研
究
に
は
、
地
域
研
究
か
ら
災
害
研
究
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
も
の
と
、
防
災
研
究
か
ら
人
文
社
会
研
究
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
も
の
が
あ
＊
24る
。
地
域
研
究
か
ら
災
害
研
究
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の
と
し
て
、
災
害
を
契
機
と
す
る
社
会
の
変
革
に
関
し

て
、
清
水
展
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ピ
ナ
ト
ゥ
ボ
噴
火
に
よ
り
故
郷
を
追
わ
れ
た
ア
エ
タ
の
人
々
が
災
害
を
契
機
に
自
ら
の
先
住
民

性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
を
描
い
た
﹇
清
水 2003

﹈。
ま
た
、
狭
い
意
味
で
の
自
然
災
害
で
は
な
い
が
、
植
村
泰
夫
は
、

世
界
恐
慌
が
ジ
ャ
ワ
の
農
村
社
会
に
与
え
た
影
響
と
そ
れ
へ
の
対
応
を
描
く
こ
と
で
、
ジ
ャ
ワ
農
村
社
会
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
た
﹇
植
村 1997

﹈。
遠
藤
環
は
、
タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
に
お
け
る
火
事
災
害
に
対
す
る
住
民
の
対
応
を
も
と
に
都
市
下
層

＊
23　

本
シ
リ
ー
ズ
第
一
巻
「
は
じ
め
に
」
を
参
照
。

＊
24　

第
一
巻
補
論
も
参
照
。
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は
、
ア
チ
ェ
の
現
代
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
う
え
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
イ
ス
ラ
ム
、
地
域
主
義
な
ど
に
よ
っ
て

理
解
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
ア
チ
ェ
で
紛
争
や
内
戦
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て

は
、
ア
ン
ト
ニ
ー
・
リ
ー
ド
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
理
解
﹇Reid 1979

﹈、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
シ
ー
ゲ
ル
の
イ
ス
ラ
ム
に
よ
る

理
解
﹇Siegel 1969

﹈、
ナ
ザ
ル
デ
ィ
ン
・
シ
ャ
ム
ス
デ
ィ
ン
の
地
域
主
義
に
よ
る
理
解
﹇N

azaruddin 1985

﹈
と
い
う
よ
う
に
、
現

地
史
資
料
や
現
地
調
査
を
踏
ま
え
た
豊
富
な
研
究
蓄
積
が
あ
＊
27る
。
日
本
で
も
、
主
と
し
て
歴
史
学
を
中
心
に
ア
チ
ェ
に
つ
い
て
の

民
の
生
存
戦
略
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

＊
25る

﹇
遠
藤 2011

﹈。
い
ず
れ
も
、
噴

火
や
火
事
や
経
済
危
機
と
い
っ
た
突
発
的
に
生
じ
た
危
機
に
対
す
る
地
域
社

会
の
対
応
の
な
か
に
社
会
の
特
徴
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
や
、
災
害
を

社
会
秩
序
の
構
築
や
再
編
の
契
機
と
捉
え
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　
人
文
社
会
科
学
の
観
点
を
踏
ま
え
つ
つ
日
本
の
災
害
対
応
を
検
討
し
た
も

の
に
は
、﹇
矢
守 2009, 2013

﹈
や
﹇
牧 2011

﹈
が
あ
＊
26る
。
近
年
、
災
害
対
応

分
野
に
お
け
る
国
際
協
力
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
、
日
本
を
含
む
先
進
諸
国

の
防
災
実
践
と
ま
っ
た
く
異
な
る
防
災
実
践
の
様
式
を
持
っ
た
社
会
や
文
化

の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
災
害
対

応
に
文
化
や
時
代
性
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
点
に
特
徴

が
あ
る
。

　
本
書
は
主
に
二
〇
〇
四
年
の
地
震
・
津
波
か
ら
ア
チ
ェ
が
復
興
を
遂
げ
て

き
た
過
程
を
対
象
に
し
て
い
る
が
、
ア
チ
ェ
は
長
く
紛
争
地
だ
っ
た
た
め
、

地
震
・
津
波
の
復
興
過
程
に
お
い
て
も
和
平
交
渉
や
紛
争
犠
牲
者
の
側
面
を

切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ア
チ
ェ
の
紛
争
・
現
代
史
研
究
で

図 6　聖人シアクアラの墓所で礼拝する人（2005年 2 月、バンダアチェ市）
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は
じ
め
に

研
究
が
蓄
積
さ
れ
た
き
＊
28た
。
ま
た
、
ア
チ
ェ
研
究
で
は
、
歴
史
・
文
化
・
政
治
を
専
門
と
す
る
研
究
者
が
紛
争
対
応
や
災
害
対
応

の
実
践
の
現
場
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
き
＊
29た
。

＊
25　

二
〇
〇
四
年
の
ス
マ
ト
ラ
島
沖
地
震
・
津
波
の
被
災
と
復
興
に
関
す
る
研
究
に
は
、﹇
林 2010

﹈﹇
木
股
ほ
か 2006

﹈﹇
佐
伯 2005

﹈
が
あ
る
。

ま
た
、『
地
域
研
究
』
の
第
一
一
巻
第
二
号
で
は
ス
マ
ト
ラ
島
沖
地
震
・
津
波
の
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。﹇
林 2010

﹈
は
、
文
化
人
類
学
、
防
災

研
究
、
都
市
計
画
、
建
築
学
、
地
域
研
究
な
ど
の
各
分
野
の
専
門
家
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
イ
ン
ド
、
タ
イ
の
現
地
調
査
を
踏
ま
え
て

行
っ
た
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。﹇
佐
伯 2005

﹈
は
、
一
九
九
九
年
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
権
活
動
家
と
と
も
に
ア
チ
ェ
の
人
権
侵
害
状
況
の

改
善
の
た
め
の
活
動
を
続
け
て
き
た
著
者
が
北
ア
チ
ェ
県
を
中
心
に
紛
争
被
害
者
の
声
を
丹
念
に
拾
い
集
め
て
ま
と
め
た
報
告
で
、
津
波
被
災
か
ら

半
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
。﹇
広
瀬 2007
﹈
は
、
被
災
直
後
の
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
で
取
材
を
し
た
報
道
記
者
に
よ
る
著
作
で
、
津
波
に
襲
わ
れ
て
生
き

残
っ
た
人
々
の
証
言
を
集
め
、
同
時
に
、
被
災
直
後
の
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
で
人
々
が
津
波
や
被
災
を
ど
の
よ
う
に
語
り
、
受
け
止
め
て
い
た
か
が
記
録

さ
れ
て
い
る
。

＊
26　

矢
守
は
「
防
災
の
〈
時
間
〉
論
」
と
題
し
た
章
の
な
か
で
、
精
神
医
学
の
知
見
を
応
用
し
て
、
先
進
諸
国
は
い
わ
ば
中
年
期
の
社
会
で
あ
り
、
被

災
は
こ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
も
の
の
喪
失
と
捉
え
ら
れ
る
た
め
に
復
興
が
「
立
て
直
し
」
と
捉
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
開
発
途
上
国
は
若
年
期
の

社
会
で
あ
り
、
復
興
は
「
新
生
」
や
「
世
直
し
」
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
取
り
組
ま
れ
る
と
の
考
え
を
提
示
し
て
い
る
﹇
矢
守 2009

﹈。﹇
牧 2011

﹈

は
、
災
害
を
社
会
現
象
と
捉
え
、
世
界
各
地
の
自
然
災
害
被
災
地
に
お
け
る
災
害
後
の
住
ま
い
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
取
り
上
げ
ら

れ
た
事
例
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
フ
ロ
ー
レ
ス
島
地
震
津
波
災
害
（
一
九
九
二
年
）、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
ア
イ
タ
ペ
津
波
災
害
（
一
九
九

八
）、
新
潟
県
中
越
地
震
（
二
〇
〇
四
年
）、
イ
ン
ド
洋
津
波
（
ス
マ
ト
ラ
島
沖
地
震
・
津
波
）（
二
〇
〇
四
年
）、
ハ
リ
ケ
ー
ン
・
カ
ト
リ
ー
ナ
災
害

（
二
〇
〇
五
年
）
を
中
心
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ピ
ナ
ト
ゥ
ボ
火
山
噴
火
災
害
（
一
九
九
一
年
）、
雲
仙
普
賢
岳
噴
火
災
害
（
一
九
九
一
年
）、
北
海
道

南
西
沖
地
震
（
一
九
九
三
年
）、
阪
神
淡
路
大
震
災
（
一
九
九
五
年
）、
台
湾
・
集
集
地
震
（
一
九
九
九
年
）、
ト
ル
コ
・
マ
ル
マ
ラ
地
震
災
害
（
一

九
九
九
年
）、
中
国
四
川
省
汶
川
地
震
（
二
〇
〇
八
年
）、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
津
波
災
害
（
二
〇
〇
七
年
）
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例

を
踏
ま
え
て
、
被
災
後
に
被
災
前
と
同
じ
場
所
で
住
ま
い
を
再
建
す
る
と
い
う
考
え
方
が
日
本
の
特
定
の
時
期
に
固
有
の
考
え
方
で
あ
り
、
世
界
の

災
害
復
興
の
経
験
を
参
照
す
れ
ば
、
東
日
本
大
震
災
後
の
住
宅
再
建
に
あ
た
っ
て
、
よ
り
柔
軟
な
取
り
組
み
が
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

＊
27　

ア
チ
ェ
史
研
究
は
、ア
チ
ェ
戦
争
の
長
期
化
に
苦
慮
し
た
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
イ
ス
ラ
ム
研
究
者
ス
ヌ
ッ
ク
・
フ
ル
フ
ロ
ー

ニ
エ
が
一
八
九
一
年
か
ら
一
八
九
二
年
に
行
っ
た
現
地
調
査
を
も
と
に
し
た
民
族
誌
『
ア
チ
ェ
人
』﹇Hurgronje 1906

﹈
を
基
礎
と
し
て
発
展
し
て

き
た
。
ス
ヌ
ッ
ク
・
フ
ル
フ
ロ
ー
ニ
エ
の
『
ア
チ
ェ
人
』
に
つ
い
て
は
『
世
界
史
史
料
』
第
三
巻
（
歴
史
学
研
究
会
編
、
岩
波
書
店
）
の
「
ア
チ
ェ

戦
争
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
」
の
項
目
も
参
照
。
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本
書
の
構
成

　
本
書
は
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
の
被
災
直
後
か
ら
二
〇
一
三
年
一
二
月
ま
で
の
九
年
間
を
扱
う
。
こ
の
間
の
ア
チ
ェ
は
、
大
き

く
三
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。
被
災
直
後
の
救
援
・
緊
急
対
応
の
時
期
、
被
災
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
住
宅
や
社
会
イ
ン
フ
ラ
の

回
復
・
再
建
に
取
り
組
ん
だ
復
興
再
建
期
、
そ
し
て
被
災
と
復
興
の
経
験
を
経
て
新
し
い
社
会
秩
序
や
意
識
が
あ
ら
わ
れ
た
時
期

で
あ
る
。
緊
急
時
か
ら
災
害
対
応
が
進
む
過
程
で
ど
の
よ
う
な
課
題
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
き
た
か
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
、
三
つ
の
時
期
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
章
に
よ
っ
て
検
討
す
る
。
先
に
挙
げ
た
九
つ
の
問
い
は
、
三
つ
の

部
の
九
つ
の
章
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。

　
第
一
部
で
は
、
内
戦
下
に
あ
っ
た
ア
チ
ェ
が
津
波
の
最
大
の
被
災
地
と
な
り
、
大
規
模
な
救
援
復
興
活
動
が
展
開
す
る
中
で
内

戦
状
態
が
解
消
し
て
い
っ
た
様
子
を
見
る
。
第
1
章
で
は
、
ア
チ
ェ
に
と
っ
て
津
波
被
災
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か

を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
ア
チ
ェ
が
被
災
前
に
ど
の
よ
う
な
地
域
で
、
ど
の
よ
う
な
課
題
を
抱
え
て
い
た
か
を
情
報
の
観
点
か
ら

整
理
す
る
。
第
2
章
で
は
、
支
援
者
と
被
災
者
を
結
ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
の
さ
れ
方
に
注
目
し
て
、
内
戦
状
態
が
解
消
し
た

背
景
を
考
え
る
。
第
3
章
で
は
、
行
政
が
機
能
を
失
い
、
多
様
な
人
々
が
入
り
混
じ
っ
て
救
援
復
興
が
取
り
組
ま
れ
る
な
か
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
ど
の
よ
う
に
「
臨
時
」
の
社
会
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
か
、
ま
た
そ
の
特
徴
は
な
ん
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
。

　
第
二
部
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
復
興
再
建
事
業
が
進
行
す
る
中
で
、
被
災
者
や
支
援
者
の
あ
い
だ
で
の
立
場
や
考
え
方
の
違
い
が

ど
の
よ
う
な
形
で
表
面
化
し
、
そ
れ
を
人
々
が
ど
の
よ
う
に
吸
収
し
、
受
け
止
め
た
か
を
考
え
る
。
第
4
章
で
は
、
被
災
し
た

人
々
の
笑
顔
や
ユ
ー
モ
ア
を
通
じ
た
や
り
と
り
の
意
味
を
考
え
る
。
被
災
と
復
興
は
社
会
全
体
が
共
有
す
る
出
来
事
で
あ
り
、
社

会
全
体
で
取
り
組
み
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
弔
い
や
住
宅
再
建
は
個
別
の
営
み
で
も
あ
る
。
社
会
全
体
の
復
興
と
個
人

の
復
興
の
間
で
生
じ
る
ず
れ
を
ア
チ
ェ
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
調
節
し
、
受
け
止
め
よ
う
と
し
た
か
を
弔
い
（
第
5
章
）
と
住
宅

再
建
（
第
6
章
）
か
ら
考
え
る
。

　
第
一
部
と
第
二
部
を
通
じ
て
、
世
界
の
人
々
が
ア
チ
ェ
の
復
興
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
そ
れ
が
ア
チ
ェ
に
何
を
も
た
ら
し
た
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は
じ
め
に

の
か
、
ま
た
、
災
害
か
ら
の
復
興
過
程
と
紛
争
か
ら
の
復
興
過
程
と
い
う
二
重
の
復
興
過
程
が
進
む
中
で
ア
チ
ェ
の
人
々
の
意
識

が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
。

　
第
三
部
で
は
、
ア
チ
ェ
の
被
災
と
復
興
の
経
験
を
経
て
、
ア
チ
ェ
や
他
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
新
し
い
価
値

観
や
認
識
を
得
る
に
至
っ
た
の
か
を
考
え
る
。
人
類
史
上
未
曾
有
の
被
災
に
多
様
な
立
場
の
人
々
が
協
働
に
よ
り
復
興
を
な
し
と

げ
た
経
験
は
、
ア
チ
ェ
や
他
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
々
に
新
し
い
価
値
観
や
認
識
を
も
た
ら
し
た
。
第
7
章
で
は
、
被
災
を
契
機

に
ア
チ
ェ
と
他
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
々
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
の
か
を
、
第
8
章
で
は
、
ア
チ
ェ
の
被

災
と
復
興
の
経
験
を
共
有
し
継
承
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
見
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
第
9
章
で
は
、

現
在
の
ア
チ
ェ
で
何
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
考
え
ら
れ
る
か
も
考
察
し
て
み
た
い
。

　
第
一
部
か
ら
第
三
部
ま
で
の
議
論
を
通
じ
て
、
ア
チ
ェ
の
被
災
者
の
顔
に
現
れ
る
笑
顔
の
意
味
や
背
景
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ア
チ
ェ
が
経
験
し
て
い
る
復
興
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
未
曾
有
の
大
災
害
を
経
験
し
て
も
な
お

ア
チ
ェ
の
被
災
者
た
ち
が
外
国
か
ら
来
た
客
人
た
ち
に
微
笑
み
か
け
よ
う
と
す
る
こ
と
の
意
味
を
、
民
族
性
の
違
い
や
宗
教
心
の

強
さ
と
い
っ
た
異
文
化
性
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
時
代
に
同
じ
地
球
に
住
む
人
間
ど
う
し
で
あ
る
こ
と

を
前
提
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
ア
チ
ェ
の
文
脈
を
離
れ
て
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
私
た
ち
は
結
局
の
と
こ
ろ
何
の
た
め
に
生

＊
28　

ア
チ
ェ
王
国
期
に
つ
い
て
は
﹇
鈴
木 1976

﹈﹇
井
東 1985

﹈、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
統
治
期
に
つ
い
て
は
﹇
利
光 1995

﹈﹇
細
川 2006

﹈、
日
本
軍

占
領
期
に
つ
い
て
は
﹇
白
石 1975

﹈
が
あ
る
。
港
市
国
家
と
し
て
の
ア
チ
ェ
王
国
の
特
徴
に
つ
い
て
は
﹇
弘
末 2004

﹈
が
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
期
ま

で
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
ア
チ
ェ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
﹇
土
屋 1988
﹈
が
わ
か
り
や
す
い
。

＊
29　

ア
ン
ト
ニ
ー
・
リ
ー
ド
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
（
Ａ
Ｒ
Ｉ
）
を
拠
点
に
、
学
術
研
究
を
通
じ
た
ア
チ
ェ
の
復
興
・
再
建
に
努
め

て
き
た
。﹇Reid 2005, 2006

﹈
の
よ
う
な
ア
チ
ェ
研
究
に
関
す
る
書
籍
の
刊
行
の
ほ
か
、
ア
チ
ェ
で
の
国
際
学
術
会
議
の
組
織
や
研
究
拠
点
設
置
を

積
極
的
に
進
め
て
き
た
。
リ
ー
ド
の
活
動
は
、﹇Feener et al. 2011

﹈
の
よ
う
に
、
歴
史
研
究
の
進
展
と
現
在
の
ア
チ
ェ
の
復
興
と
を
結
び
つ
け
て

捉
え
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
国
連
人
道
問
題
調
整
事
務
所
の
ア
チ
ェ
復
興
調
整
官
を
務
め
た
エ
リ
ッ
ク
・
モ
リ
ス
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に

ア
チ
ェ
で
現
地
調
査
を
行
い
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
成
立
に
よ
る
ア
チ
ェ
政
治
の
変
容
に
つ
い
て
博
士
論
文
に
ま
と
め
て
い
る
﹇Morris 1983

﹈。
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状
況
お
よ
び
ア
チ
ェ
の
民
族
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
ス
マ
ト
ラ
島
北
端
に
あ
る
ア
チ
ェ
州
は
、
被
災
当
時
二
一
の
県
・
市
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ア
チ
ェ
の
中
央
部
分
を
ス
マ
ト

ラ
島
の
脊
梁
山
脈
で
あ
る
ブ
キ
ッ
ト
・
バ
リ
サ
ン
山
脈
が
走
り
、
こ
れ
を
境
に
ア
チ
ェ
は
地
理
的
に
大
き
く
四
つ
の
部
分
に
わ
け

ら
れ
て
い
る
（
図
7
）。

⑴
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
周
辺
―
ア
チ
ェ
州
の
行
政
と
経
済
の
中
心
、
被
害
と
支
援
が
集
中

　
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
市
は
、
ア
チ
ェ
の
州
都
で
行
政
の
中
心
で
あ
る
。
古
く
か
ら
外
部
世
界
へ
の
玄
関
口
と
し
て
機
能
し
、
海
岸
部

に
人
口
が
密
集
し
て
い
る
。
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
を
取
り
囲
む
形
で
大
ア
チ
ェ
県
が
広
が
っ
て
い
る
た
め
、
両
者
は
行
政
上
は
異
な
る

が
、
本
書
で
は
大
ア
チ
ェ
県
の
一
部
を
含
め
て
「
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
周
辺
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
平
野
部
に
は
水
田
が
広
が
り
、
丘
陵
地
で
は
野
菜
や
果
実
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
ワ
か
ら
移
住
し
て
き
た
ジ
ャ
ワ
系
住

ま
れ
て
き
て
、
生
涯
を
通
じ
て
何
を
成
し
遂
げ

て
こ
の
世
を
去
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
も
繋

が
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
被
災
と
復
興
を
経
て
ア

チ
ェ
に
ど
の
よ
う
な
新
し
い
社
会
が
生
ま
れ
つ

つ
あ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
ア

チ
ェ
の
経
験
が
他
の
地
域
、
と
り
わ
け
日
本
に

ど
の
よ
う
な
意
味
で
適
用
可
能
か
に
つ
い
て
考

え
る
助
け
に
も
な
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

ア
チ
ェ
の
地
理
と
被
害
状
況

　
本
論
に
入
る
前
に
、
ア
チ
ェ
の
地
理
と
被
害

図 7  　アチェの地域区分と被害状況（①②の海岸部
の濃いグレーの部分が津波で浸水した。UNOSAT 
Maps より）

①バンダアチェ周辺
②西南海岸部
③北海岸部
④内陸部

①

②

④
③
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は
じ
め
に

民
は
野
菜
や
果
実
栽
培
の
主
た
る
担
い
手
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
牛
を
始
め
と
す
る
家
畜
の
飼
育
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
外
部
と
の
主
要
交
通
経
路
は
、
①
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
市
郊
外
に
あ
る
ス
ル
タ
ン
・
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
ム
ダ
国
際
空
＊
30港
、
②
北
ス
マ
ト

ラ
州
メ
ダ
ン
ま
で
北
海
岸
部
沿
い
に
延
び
る
国
道
、
③
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
市
郊
外
の
ウ
レ
レ
ー
港
な
ら
び
に
郊
外
の
マ
ラ
ハ
ヤ
テ
ィ

＊
31港
、
④
西
南
海
岸
部
を
経
由
し
て
北
ス
マ
ト
ラ
州
シ
デ
ィ
カ
ラ
ン
に
通
じ
る
国
道
が
あ
る
。

　
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
の
公
共
交
通
機
関
は
、
ベ
チ
ャ
と
呼
ば
れ
る
原
動
機
つ
き
輪
タ
ク
と
、
ラ
ビ
ラ
ビ
と
言
わ
れ
る
一
四
〜
一
五
人

乗
り
の
ミ
ニ
バ
ス
で
あ
る
。
中
長
距
離
は
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
と
中
大
型
バ
ス
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
周
辺
は
、
被
災
の
状
況
か
ら
、
①
津
波
に
よ
っ
て
壊
滅
し
た
地
区
、
②
建
物
が
一
部
倒
壊
し
、
津
波
に
よ
っ
て

運
ば
れ
た
瓦
礫
や
ゴ
ミ
、
泥
が
押
し
寄
せ
た
地
区
、
③
津
波
に
よ
る
直
接
被
害
を
免
れ
た
地
区
、
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
海
岸

部
（
エ
ビ
・
魚
の
養
殖
池
、
住
宅
地
な
ど
）
か
ら
町
の
中
心
部
（
官
庁
街
、
商
業
地
区
、
文
教
地
区
）
ま
で
の
部
分
が
直
接
の
被
害
を
受
け
、

人
的
被
害
は
ア
チ
ェ
内
で
最
大
で
あ
り
、
行
政
機
能
も
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
の
一
部
と
大
ア
チ
ェ
県
の
内
陸
部
に
は
、
空
港
を
含
め
、
津
波
の
被
害
を
直
接
受
け
な
か
っ
た

地
域
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
地
域
が
人
々
の
避
難
先
と
な
り
、
ま
た
、
救
援
活
動
の
拠
点
と
な
っ
た
。

　
外
国
の
軍
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
個
人
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
内
の
諸
組
織
な
ど
外
部
社
会
の
団
体
・
個
人
の
多
く
は
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
に
拠

点
を
置
き
、
相
互
に
連
携
し
な
が
ら
集
中
的
か
つ
体
系
的
な
救
援･

復
興
活
動
を
行
っ
た
。

＊
30　

イ
ス
カ
ン
ダ
ル
ム
ダ
空
港
は
、
一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
金
融
・
経
済
危
機
以
前
は
マ
レ
ー
シ
ア
の
ペ
ナ
ン
経
由
で
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
行
き
の
便

が
週
三
便
運
行
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
国
際
線
は
な
く
な
り
、
北
ス
マ
ト
ラ
州
メ
ダ
ン
へ
ガ
ル
ー
ダ
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
航
空
が
週
一
〇
便
運
行
す
る

だ
け
と
な
っ
て
い
た
が
、
津
波
後
に
マ
レ
ー
シ
ア
へ
の
直
行
便
が
飛
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

＊
31　

マ
ラ
ハ
ヤ
テ
ィ
港
は
、
北
ス
マ
ト
ラ
州
メ
ダ
ン
の
玄
関
港
で
あ
る
ブ
ラ
ワ
ン
港
と
の
間
に
定
期
便
が
毎
日
一
便
運
航
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
マ
ラ

ハ
ヤ
テ
ィ
港
は
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
市
か
ら
車
で
三
〇
分
と
や
や
遠
隔
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
期
に
開
発
さ
れ
て
現
在
は
漁
港
と
し
て
利

用
さ
れ
て
い
る
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
市
近
郊
の
ウ
レ
レ
ー
港
の
再
開
発
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
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⑵
西
南
海
岸
部
―
沿
岸
部
に
広
範
で
甚
大
な
被
害
、
支
援
経
路
の
確
保
が
重
要

　
こ
の
地
域
は
震
源
に
最
も
近
く
、
長
距
離
に
わ
た
っ
て
沿
岸
部
が
被
害
を
受
け
た
。
住
民
と
行
政
・
商
業
施
設
が
ほ
と
ん
ど
沿

岸
部
に
集
中
し
、
ま
た
、
西
南
海
岸
部
と
そ
の
他
の
地
区
を
結
ぶ
主
要
な
陸
路
は
い
ず
れ
も
沿
岸
部
に
あ
り
、
道
路
・
橋
と
も
に

津
波
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
こ
の
た
め
、
被
害
状
況
の
把
握
や
救
援
物
資
の
輸
送
・
分
配
な
ど
に
障
害
が
生
じ
た
。

バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
周
辺
か
ら
南
側
の
海
岸
沿
い
に
南
東
に
下
っ
て
い
く
と
、
順
に
、
ア
チ
ェ
ジ
ャ
ヤ
県
、
西
ア
チ
ェ
県
、
ナ
ガ
ン
ラ

ヤ
県
、
西
南
ア
チ
ェ
県
、
南
ア
チ
ェ
県
、
ア
チ
ェ
シ
ン
キ
ル
県
の
六
県
が
あ
る
。
ま
た
、
南
ア
チ
ェ
県
沿
岸
に
は
シ
ム
ル
島
（
行

政
上
は
シ
ム
ル
県
）
が
あ
る
。

　
こ
の
地
域
は
、
ア
チ
ェ
全
体
か
ら
見
る
と
人
口
過
疎
地
帯
で
、
主
な
産
業
は
米
作
、
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
栽
培
、
木
材
伐
採
で
あ
る
。

　
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
か
ら
西
南
海
岸
を
通
っ
て
北
ス
マ
ト
ラ
州
シ
デ
ィ
カ
ラ
ン
に
通
じ
る
道
路
は
基
本
的
に
海
岸
沿
い
に
あ
る
。
多

く
の
河
が
あ
り
、
橋
が
整
備
さ
れ
た
の
は
こ
の
一
五
年
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
各
県
に
は
イ
ン
ド
洋
に
面
し
て
港
が
あ
＊
32る
。

　
ム
ラ
ボ
に
は
空
港
が
あ
り
、
メ
ダ
ン
か
ら
シ
ナ
バ
ン
と
ム
ラ
ボ
を
経
由
し
て
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
の
北
に
位
置
す
る
ウ
ェ
ー
島
の
街

サ
バ
ン
市
に
至
る
便
は
サ
バ
ン
・
メ
ラ
ウ
ケ
・
ア
チ
ェ
・
カ
ー
ゴ
（
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｃ
）
に
よ
っ
て
週
二
便
運
航
さ
れ
て
い
る
。

　
北
海
岸
部
に
至
る
道
と
し
て
、
ム
ラ
ボ
（
西
ア
チ
ェ
県
）
か
ら
内
陸
部
を
経
て
シ
グ
リ
（
ピ
デ
ィ
県
（
当
時
））
に
抜
け
る
道
が
あ

る
。
道
路
状
況
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
が
、
津
波
後
に
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
か
ら
ム
ラ
ボ
へ
の
代
替
路
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

⑶
北
海
岸
部
―
被
害
は
比
較
的
軽
微
、
紛
争
か
ら
の
復
興
の
要
の
土
地

　
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
周
辺
か
ら
北
海
岸
部
を
東
に
行
く
と
、
順
に
、
ピ
デ
ィ
県
、
ビ
ル
ン
県
、
北
ア
チ
ェ
県
、
ロ
ク
ス
マ
ウ
ェ
市
、

東
ア
チ
ェ
県
、
ラ
ン
サ
市
、
ア
チ
ェ
タ
ミ
ア
ン
県
の
五
県
二
市
が
あ
る
。

　
海
岸
部
か
ら
ブ
キ
ッ
ト
・
バ
リ
サ
ン
山
脈
ま
で
の
平
野
部
は
水
田
や
農
園
（
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
、
コ
コ
ヤ
シ
、
カ
カ
オ
な
ど
）
に
利
用
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
沿
岸
部
で
は
エ
ビ
の
養
殖
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ロ
ク
ス
マ
ウ
ェ
市
周
辺
の
ア
ル
ン
地
区
に
は
天
然
ガ
ス

田
が
あ
り
、
天
然
ガ
ス
の
精
製
工
場
と
関
連
産
業
が
発
達
し
て
い
る
。
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は
じ
め
に

　
ア
チ
ェ
と
域
外
を
結
ぶ
陸
上
交
通
の
要
衝
で
、
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
と
北
ス
マ
ト
ラ
州
メ
ダ
ン
を
結
ぶ
幹
線
道
路
が
北
海
岸
を
通

り
、
さ
ら
に
ビ
ル
ン
（
ビ
ル
ン
県
）
か
ら
は
内
陸
部
を
経
て
西
南
海
岸
に
至
る
陸
路
が
通
っ
て
い
＊
33る

（
図
8
）。 

　
ロ
ク
ス
マ
ウ
ェ
市
周
辺
に
は
マ
リ
ク
・
サ
レ
ー
空
港
と
モ
ー
ビ
ル
・
オ
イ
ル
の
空
港
の
二
つ
が
あ
る
。
ま
た
、
液
化
天
然
ガ
ス

の
輸
出
に
使
わ
れ
る
港
と
し
て
ア
ル
ン
精
製
基
地
内
に
あ
る
ラ
ン
チ
ョ
ン
特
別
港
が
あ
る
。

　
シ
グ
リ
（
ピ
デ
ィ
県
）
と
ビ
ル
ン
（
ビ
ル
ン
県
）
か
ら
は
内
陸
部
へ
通
じ
る
道
が
分
岐
し
て
い
る
。
特
に
、
ビ
ル
ン
は
コ
ー
ヒ
ー

や
木
材
な
ど
の
森
林
生
産
物
を
内
陸
部
の
ガ
ヨ
ル
ス
県
か
ら
運
び
出
す
際
の
経
由
地
と
し
て
発
展
し
た
町
で
あ
る
。 

　
こ
の
地
域
で
は
、
歴
史
的
に
ア
チ
ェ
に
お
け
る
政
治
変
動
の
契
機
が
発
生
し
て
き
た
。
ア
チ
ェ
戦
争
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦

争
、
ダ
ル
ル･

イ
ス
ラ
ム
運
動
、
自
由
ア
チ
ェ
運
動
な
ど
で
あ
る
。
ア
チ
ェ
の
行
政
の
中
心
で
あ
る
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
で
社
会
変
化

が
生
じ
、
そ
の
影
響
が
北
海
岸
に
及
ん
で
社
会
矛
盾
が
大
き
く
な
る
と
、
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
を
変
え
る
こ
と
で
問
題
解
決
を
求
め
る

動
き
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
動
き
が
北
ア
チ
ェ
か
ら
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
に
波
及
し
、
時
に
ア
チ
ェ
全
域
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ

と
で
、
ア
チ
ェ
全
域
を
巻
き
こ
む
政
治
変
動
に
発
展
し
て
き
た
。

　
被
災
地
の
多
く
は
漁
村
で
、
地
震
・
津
波
の
被
害
は
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
周
辺
や
西
南
海
岸
に
比
べ
る
と
軽
微
だ
っ
た
。
西
南
海
岸

な
ど
域
外
か
ら
の
避
難
民
が
多
く
集
ま
っ
た
が
、
地
震
・
津
波
に
よ
る
被
害
が
軽
微
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
結
果
、
被
災
当
初

は
、
被
災
前
か
ら
こ
の
地
域
で
活
動
を
行
っ
て
い
た
一
部
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
除
い
て
こ
の
地
域
を
対
象
に
し
た
支
援
事
業
が
行
わ
れ
な

か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
へ
の
支
援
物
資
は
メ
ダ
ン
か
ら
こ
の
地
域
を
走
る
幹
線
道
路
を
経
由
し
て
輸
送
さ
れ

た
。

＊
32　

チ
ャ
ラ
ン
（
ア
チ
ェ
ジ
ャ
ヤ
県
）、
ム
ラ
ボ
（
西
ア
チ
ェ
県
）、
タ
パ
ク
ト
ゥ
ア
ン
（
南
ア
チ
ェ
県
）、
ス
ソ
（
南
ア
チ
ェ
県
）、
シ
ナ
バ
ン
（
シ
ム

ル
県
）、
シ
ン
キ
ル
（
ア
チ
ェ
シ
ン
キ
ル
県
）。

＊
33　

バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
か
ら
メ
ダ
ン
へ
の
国
道
沿
い
に
は
古
い
鉄
道
線
路
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
時
代
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
、

一
九
五
〇
年
代
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
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あ
る
。
海
岸
部
と
の
交
通
の
便
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
内
陸
部
の
開
発
を
阻
害
し
て
き
た
と
の
認
識
か
ら
、
近
年
、
ラ
デ
ィ

ア
・
ガ
ラ
ス
カ
（
イ
ン
ド
洋Lautan H

india

、
ガ
ヨ
地
区G

ayo

、
ア
ラ
ス
地
区Alas

、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡Selat M

alaka

の
四
つ
の
地
名
の
部
分
を

つ
な
げ
て
命
名
）
ル
ー
ト
を
開
発
す
る
計
画
が
持
ち
上
が
っ
＊
34た
。

⑷
内
陸
部
―
津
波
被
害
は
な
し
、
避
難
民
が
通
過

　
ブ
キ
ッ
ト
・
バ
リ
サ
ン
山
脈
の
ふ
も
と
に
あ
た

る
ベ
ネ
ル
ム
リ
ア
県
（
旧
中
ア
チ
ェ
県
の
一
部
）、
ブ

キ
ッ
ト
・
バ
リ
サ
ン
山
脈
に
囲
ま
れ
た
ラ
ウ
ッ

ト
・
タ
ワ
ル
湖
畔
の
タ
ケ
ン
ゴ
ン
を
中
心
と
す
る

中
ア
チ
ェ
県
、
そ
の
南
東
に
位
置
す
る
ガ
ヨ
ル
ス

県
、
ア
ラ
ス
渓
谷
沿
い
に
発
展
し
た
東
南
ア
チ
ェ

県
の
四
県
が
あ
る
。

　
コ
ー
ヒ
ー
や
果
樹
の
栽
培
が
主
な
産
業
で
あ

る
。
ガ
ヨ
ル
ス
県
と
東
南
ア
チ
ェ
県
の
一
部
は
グ

ヌ
ン
・
ル
サ
国
立
公
園
と
な
っ
て
お
り
、
熱
帯
森

林
資
源
の
保
護
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
不
法
伐

採
が
相
次
い
で
い
る
と
の
報
告
が
あ
る
。

　
主
な
陸
路
は
ビ
ル
ン
か
ら
タ
ケ
ン
ゴ
ン
（
中
ア

チ
ェ
県
）、
ブ
ラ
ン
ク
ジ
ュ
ル
ン
（
ガ
ヨ
ル
ス
県
）、

ク
タ
チ
ャ
ネ
（
東
南
ア
チ
ェ
県
）
を
経
由
し
て
北
ス

マ
ト
ラ
州
の
シ
デ
ィ
カ
ラ
ン
へ
抜
け
る
ル
ー
ト
で

図 8　津波前と津波後のアチェの交通ルート図

ブランクジュルン

クタチャネ

シディカラン

シンキル

ランサ
タケンゴン

タパクトゥアン

シムル島

シグリ

ブランピディ

チャラン

ビルン ロクスマウェ

バンダアチェ

ムラボ

北スマトラ州

アチェ州

メダン
州境
幹線道路
津波で不通になったルート
山岳道路
津波後の代替ルート
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は
じ
め
に

　
ア
チ
ェ
州
全
体
と
以
上
の
四
つ
の
地
域
お
よ
び
県
・
市
別
の
被
災
者
数
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
チ
ェ
の
民
族
構
成

　
一
般
に
「
ア
チ
ェ
人
」
と
呼
ば
れ
る
ア
チ
ェ
の
住
民
は
、
民
族
別
に
見
る
と
お
お
ま
か
に
次
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

＊
35る
。

　
　
①
ア
チ
ェ
系
　（
州
人
口
の
五
〇
・
三
％
（
以
下
同
じ
）。
主
に
バ
ン
ダ
ア
チ
ェ
周
辺
、
北
海
岸
、
西
南
海
岸
北
部
な
ど
の
沿
岸
部
に
住
む
）

　
　
②
ジ
ャ
ワ
系
　（
一
五
・
九
％
、
州
内
各
地
に
住
む
）

　
　
③
ガ
ヨ
系

　
　（
一
一
・
五
％
、
主
に
内
陸
部
に
住
む
）

　
　
④
シ
ム
ル
系

　（
二
・
五
％
、
西
南
海
岸
部
の
シ
ム
ル
島
に
住
む
）

　
　
⑤
華
人
系

　
　（
都
市
部
）

　
ア
チ
ェ
に
は
古
く
中
東
や
イ
ン
ド
か
ら
移
住
し
て
き
た
人
々
も
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
現
在
で
は
「
ア
チ
ェ
系
」
の
中
に
含
ま

れ
て
お
り
、
人
口
統
計
的
に
も
文
化
的
に
も
そ
の
独
自
性
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
他
に
、
ミ
ナ
ン
カ
バ
ウ
系
（
西
南
海
岸
南
部
）、
バ
タ
ッ
ク
系
（
内
陸
部
）、
マ
レ
ー
系
（
北
海
岸
部
東
部
）
の
人
々
が
古
く

か
ら
居
住
し
て
い
た
。
こ
の
三
つ
の
民
族
は
そ
れ
ぞ
れ
故
地
を
持
つ
（
ミ
ナ
ン
カ
バ
ウ
系
は
西
ス
マ
ト
ラ
州
、
バ
タ
ッ
ク
系
は
北
ス
マ
ト
ラ

州
、
マ
レ
ー
系
は
北
ス
マ
ト
ラ
州
や
リ
ア
ウ
州
）
こ
と
か
ら
、「
ア
チ
ェ
人
」
に
は
含
ま
れ
な
い
と
考
え
る
人
も
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
民
族
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
言
語
を
話
す
。
し
か
し
、
古
く
か
ら
東
西
交
通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
て
き

た
こ
の
地
域
で
は
、
現
在
の
マ
レ
ー
シ
ア
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
含
む
地
域
で
広
く
交
易
言
語
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
マ
レ
ー
語
が

＊
34　

こ
の
ル
ー
ト
が
国
立
公
園
内
を
通
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
、
実
施
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

＊
35　

二
〇
〇
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
。
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表 1　2004年スマトラ島沖地震・津波によるアチェの県・市別の被災者数

県・市名 面積
（平方 km）

人口＊1

（人）
死亡＊2

（人）
行方不明＊2

（人）
避難民＊3

（人）

バンダアチェ周辺 2，866 544，284 90，829 30，678 144，848

大アチェ県 2，686 295，957 38，531 15，176 98，384

バンダアチェ市 61 223，829 52，273 15，394 40，831

サバン市 119 24，498 25 108 5，633

西南海岸 20，992 925，709 30，383 4，944 139，634

アチェジャヤ県 3，703 98，796 16，797 77 31，564

西アチェ県 2，426 195，000 10，874 2，911 49，310

ナガンラヤ県 3，903 143，985 1，077 865 11，281

西南アチェ県 1，685 115，358 3 0 13，847

南アチェ県 3，646 197，719 1，566 1，086 16，049

アチェシンキル県 3，577 124，758 22 4 2，032

シムル県 2，052 50，093 44 1 15，551

北海岸 17，783 2，249，816 6，686 1，164 108，295

ピディ県 4，161 517，697 4，401 877 32，067

ビルン県 1，901 361，528 461 58 14，043

北アチェ県 3，297 523，717 1，583 218 28，113

ロクスマウェ市 181 167，362 189 11 16，412

東アチェ県 6，041 331，636 52 0 14，054

ランサ市 262 122，865 0 0 2，806

アチェタミアン県 1，940 225，011 0 0 800

内陸部 15，724 489，677 225 227 8，124

ベネルムリア県＊4 - - 2 0 1，204

中アチェ県 5，773 272，453 192 277 5，161

ガヨルス県 5，720 66，448 0 0 0

東南アチェ県 4，231 150，776 31 0 1，759

アチェ州全体 57，365 4，209，486 128，123 37，063 400，901

＊ 1 　2003年、アチェ州統計局調べ。
＊ 2　2005年 5 月 2 日、国連統計。一部に2005年 3 月28日のニアス島沖地震の被災者を含む。
＊ 3　2005年 2 月24日、インドネシア政府災害対策局発表。
＊ 4　中アチェ県から分立して成立したばかりの県であるためデータが得られない。
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は
じ
め
に

を
そ
の
集
団
性
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
を
試
み
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
た

が
っ
て
「
ア
チ
ェ
の
人
々
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
際
に
は
、
そ
の
多
く
は
イ
ス
ラ

ム
教
徒
で
ア
チ
ェ
語
を
話
す
ア
チ
ェ
系
の
人
々
で
あ
る
が
、
民
族
的
・
文
化
的
に
一

体
と
な
っ
た
集
団
性
を
想
定
せ
ず
、
ア
チ
ェ
で
津
波
被
災
を
直
接
的
・
間
接
的
に
経

験
し
、
そ
れ
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
人
々
の
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

普
及
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ア
チ
ェ
で
は
マ
レ
ー
語
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
と
呼
ば
れ
る
）
を
話
す
人
の
比
率
が
住

民
の
七
〇
％
を
超
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ャ
ワ
島
で
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
普
及
率
よ
り
も
高
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
ア
チ
ェ
の
人
口
の
う
ち
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
九
八
・
一
一
％
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
は
一
・
三
二
％
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
は
〇
・
一
六
％
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
は
〇
・
〇
二
％
、
仏
教
徒
は
〇
・
三
七
％
で
あ
＊
36る
。

　
な
お
、
本
書
で
は
民
族
を
単
位
と
し
て
人
々
を
捉
え
る
立
場
を
と
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
災
害
対
応
に
お
い
て
人
々
の
対
応
は
本

質
的
に
か
わ
ら
ず
、
も
し
異
な
っ
て
見
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
時
代
状
況
や
歴
史
的
背
景
、
地
域
性
に
よ
っ
て
災
害
対
応
の
現
れ

方
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
と
の
考
え
の
た
め
で
あ
る
。
民
族
や
地
域
に
も
と
づ
い
て
、
人
々
を
集
団
的
に
把
握
し
、
人
々
の
行
動

図 9　アチェの人々の穏やかな表情（2005年 8 月）

＊
36　
﹇Leo 2003

﹈


