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Ⅰ 

災
害
と
地
域
研
究

二
〇
〇
四
年
に
発
生
し
た
イ
ン
ド
洋
津
波
は
、
そ
の
沿
岸

全
域
に
も
た
ら
し
た
被
害
の
あ
ま
り
の
激
烈
さ
ゆ
え
に
、
災

害
や
防
災
の
専
門
家
に
と
ど
ま
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に

お
け
る
研
究
者
の
関
心
を
惹
き
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ス
リ
ラ

ン
カ
、
イ
ン
ド
、
タ
イ
と
い
っ
た
被
災
地
域
に
は
、
発
生
直

後
か
ら
多
数
の
調
査
者
が
訪
れ
た
。
現
在
ま
で
に
提
示
さ
れ

た
、
そ
れ
ら
の
研
究
者
に
よ
る
報
告
を
検
討
す
る
と
、
お
お

ま
か
に
二
つ
の
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
津
波

発
生
直
後
の
被
害
に
最
も
注
目
が
集
ま
る
こ
と
。
②
津
波
に

よ
る
直
接
の
打
撃
（
人
的
被
害
や
住
居
の
喪
失
な
ど
）
を
受

け
た
人
々
が
主
な
調
査
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
傾
向
は
、
津
波
と
い
う
災
害
の
性
質
を
考
え
れ
ば
当

然
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
一
方
で
災
害
と
は
、
と
き
に
数
年
に

わ
た
る
長
期
の
過
程
と
し
て
被
災
者
に
は
経
験
さ
れ
、
ま
た

直
接
の
被
災
者
以
外
の
多
数
の
人
間
を
巻
き
込
む
現
象
で
も

あ
る
。
本
特
集
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
き
、
長
期
的

で
多
面
的
な
過
程
と
し
て
、
津
波
災
害
を
描
き
出
す
。

災
害
人
類
学
者
の
オ
リ
ヴ
ァ
ー
＝
ス
ミ
ス
は
、
災
害
と
は

「
さ
ま
ざ
ま
な
長
さ
の
時
間
を
通
し
て
生
起
す
る
、
社
会

的
、
環
境
的
、
文
化
的
、
政
治
的
、
経
済
的
、
物
理
的
、
技

特
集
―

２ 

災
害
が
む
す
ぶ
世
界

﹇
特
集
に
あ
た
っ
て
﹈

災
害
か
ら
地
域
を
見
る

―
―
タ
イ
南
部
に
お
け
る
イ
ン
ド
洋
津
波
の
微
視
的
描
写

市
野
澤
潤
平
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術
的
な
興
味
深
い
過
程
と
出
来
事
の
集
合
体
」
で
あ
り
、

「
合
算
的
な
事
象
」
で
あ
る
と
強
調
す
る
（O

liver-Sm
ith 

1998: 178

）。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
災
害
は
、

そ
の
言
葉
を
聞
い
て
通
常
わ
れ
わ
れ
が
思
い
起
こ
す
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
―
―
刹
那
に
生
じ
る
峻
烈
な
破
壊
現
象
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
破
壊
そ
れ
自
体
が
残
す
物
理
的
な
波
紋
の
み
な
ら

ず
、
破
壊
が
生
じ
る
以
前
に
お
け
る
諸
条
件
の
推
移
を
も
含

ん
だ
長
期
的
な
過
程
と
し
て
捉
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
物

理
的
な
破
壊
が
大
規
模
で
深
刻
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の

影
響
は
、
地
域
住
民
の
生
活
と
心
情
に
消
し
が
た
い
刻
印
を

残
す
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
地
震
や
津
波
に
よ
っ
て
多

く
の
住
居
が
崩
落
し
た
村
落
で
は
、
住
人
た
ち
が
避
難
生
活

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
崩
壊
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
。
支
援
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
が
流
入
し
て
く
る
こ
と
が
、
人
間
関
係
の
あ
り
方
を

大
き
く
変
化
さ
せ
る
。
被
災
地
を
訪
れ
た
研
究
者
や
公
的
機

関
の
防
災
担
当
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
街
並
み
の
構
造
的
欠
陥

や
防
災
体
制
の
不
備
が
災
害
の
要
因
と
し
て
見
出
さ
れ
、
新

た
な
街
づ
く
り
と
組
織
づ
く
り
が
行
わ
れ
る
。
多
額
の
経
済

援
助
が
注
ぎ
込
ま
れ
た
被
災
地
で
は
、
復
興
支
援
と
い
う
名

の
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
が
勃
興
す
る
。
一
時
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

の
注
目
を
集
め
、
外
部
の
人
々
か
ら
の
同
情
と
義
捐
の
対
象

と
な
っ
た
被
災
地
は
、
し
か
し
な
が
ら
移
り
気
な
大
衆
に

よ
っ
て
す
ぐ
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
。
災
害
が
た
ど
る
そ
の

よ
う
な
過
程
は
、
き
わ
め
て
複
雑
で
多
次
元
的
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
個
別
事
例
を
分
析
す
る
こ
と
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
、

そ
の
総
合
的
な
理
解
に
到
達
す
る
重
要
な
方
途
と
な
る
。

社
会
科
学
に
お
け
る
従
来
の
災
害
研
究
の
基
本
的
な
視
座

は
、
災
害
現
象
の
多
面
性
に
目
を
向
け
る
に
あ
た
っ
て
、
文

化
で
あ
れ
社
会
で
あ
れ
経
済
で
あ
れ
、
あ
る
地
域
の
特
性

を
、
そ
こ
で
生
じ
た
災
害
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
要
因
と
し

て
取
り
扱
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
背
景
に

は
、
災
害
（
お
よ
び
そ
の
望
ま
し
く
な
い
影
響
）
が
発
生
す

る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
に
お
け
る
文
化
社
会
論
的
な
展
開
と

で
も
い
う
べ
き
、
近
年
の
災
害
研
究
に
お
け
る
傾
向
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
災
害
を
生
み
出
す
「
脆
弱
性
」
が
、
単
に
自

然
環
境
に
内
在
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
地
域
の
歴
史
を

通
じ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
社
会
や
文
化
的
要
因
と
の
相
関
の

う
ち
に
潜
勢
し
発
現
す
る
と
い
う
視
座
に
お
い
て
、
防
災
や

減
災
に
向
け
た
考
察
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

（Bankoff et al. 2004; O
liver-Sm

ith 1999 etc.

）。

地
域
か
ら
災
害
を
見
る
と
い
う
こ
の
態
度
は
、
イ
ン
ド
洋

津
波
の
被
災
報
告
に
お
い
て
も
一
般
に
基
調
を
な
し
て
き
た

が
、
あ
る
特
定
の
地
域
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
そ
こ
に
在
住
す

る
複
数
の
異
な
る
ア
ク
タ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
津
波
を

描
き
出
す
と
い
う
試
み
は
、
多
く
は
な
い
。
津
波
の
発
生
か
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ら
現
在
ま
で
、
被
災
現
場
に
入
っ
た
調
査
者
た
ち
が
組
織
す

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
に
お
い
て
は
、
沿
岸
各
国
の
専
門
家

が
一
堂
に
会
し
て
、
防
災
と
復
興
に
つ
い
て
地
域
ご
と
に
異

な
る
課
題
を
報
告
す
る
と
い
う
の
が
、
定
型
で
あ
る
。
そ
こ

で
の
被
害
報
告
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
地
域
社
会
の
固
有
性
に
配

慮
は
し
て
い
る
も
の
の
、
あ
る
特
定
地
域
に
お
け
る
あ
る
特

定
の
ア
ク
タ
ー
を
取
り
上
げ
て
の
考
察
に
と
ど
ま
っ
て
い

＊
1る

。
た
と
え
ば
、
多
彩
な
専
攻
分
野
と
調
査
地
域
を
持
つ
研

究
者
が
集
っ
て
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
三

回
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
国
立
民
族
学
博
物
館
に
お
け
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ

＊
2ム

で
は
、
自
然
の
地
形
、
出
稼
ぎ
労
働
や
観
光

な
ど
の
社
会
的
現
象
、
少
数
民
族
な
ど
を
含
む
ア
ク
タ
ー
の

複
数
性
な
ど
に
着
目
し
た
議
論
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
報

告
は
、
イ
ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
タ
イ
と

い
っ
た
地
域
ご
と
に
固
有
の
問
題
を
明
る
み
に
出
し
た
が
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
全
体
と
し
て
は
、
津
波
災
害
の
多
面
性
を
、

文
化
・
社
会
に
お
け
る
地
域
を
ま
た
い
だ
多
様
性
に
回
収
し

て
提
示
し
た
感
が
強
い
。

対
し
て
本
特
集
で
は
、
タ
イ
南
部
の
ア
ン
ダ
マ
ン
海
沿
岸

と
い
う
限
定
さ
れ
た
地
理
的
領
域
に
焦
点
を
当
て
る
。
あ
る

特
定
の
地
域
に
考
察
の
範
囲
を
絞
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
災
害

と
い
う
現
象
の
「
多
次
元
的
で
あ
る
、
人
に
よ
っ
て
体
験
が

多
様
で
あ
る
、
と
い
う
二
つ
の
特
徴
」（
オ
リ
ヴ
ァ
ー
＝
ス

ミ
ス
＆
ホ
フ
マ
ン 

二
〇
〇
六
：
七
）
が
、
浮
き
彫
り
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
特
集
で
は
、
タ
イ
領

ア
ン
ダ
マ
ン
海
沿
岸
に
居
住
す
る
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
、
少

数
民
族
モ
ー
ケ
ン
、
観
光
業
に
従
事
す
る
日
本
人
在
留
者
、

と
い
う
異
な
る
ア
ク
タ
ー
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
視
点
か
ら
見
た
「
津
波
」
の
独
特
な
有
り
様
が
、
ミ
ク
ロ

に
描
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

本
特
集
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
防
災
と
減
災
と
い
う

災
害
研
究
に
お
け
る
最
重
要
の
課
題
を
見
据
え
る
う
え
で

の
、
地
域
か
ら
災
害
を
見
る
こ
と
の
重
要
性
を
十
分
に
認
め

つ
つ
、
災
害
を
通
し
て
地
域
を
見
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
逆

転
し
た
視
線
に
お
い
て
、
記
述
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
あ

る
。
災
害
の
立
ち
現
れ
方
は
、
地
域
が
包
含
す
る
差
異
や
多

様
性
を
可
視
化
す
る
鏡
で
あ
る
―
―
タ
イ
南
部
に
お
け
る
津

波
は
、
こ
の
視
座
の
有
効
性
が
端
的
に
示
さ
れ
る
事
例
だ

と
、
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
災
害
は
、
社
会
に
と
っ
て
外
部

か
ら
降
り
か
か
っ
て
く
る
異
物
で
は
な
く
、
社
会
の
あ
り
方

に
応
じ
て
構
築
さ
れ
て
い
く
と
い
う
側
面
を
持
つ
。
そ
れ
が

ゆ
え
に
「
災
害
は
、
日
々
の
行
動
の
背
後
に
潜
む
よ
り
深
い

社
会
的
文
法
」
や
、「
現
地
の
社
会
と
、
大
き
な
機
構
と
の

間
に
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
」
を
明
ら
か
に
す
る
（
オ
リ

ヴ
ァ
ー
＝
ス
ミ
ス
＆
ホ
フ
マ
ン 

二
〇
〇
六
：
七
）。
あ
る
地

域
に
生
じ
た
災
害
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
は
、
と
り
も
な
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お
さ
ず
、
地
域
社
会
に
お
い
て
人
々
の
生
活
を
規
定
し
て
い

る
諸
条
件
を
あ
ぶ
り
だ
す
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。

Ⅱ 
イ
ン
ド
洋
津
波
と
タ
イ
南
部

二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
六
日
の
午
前
八
時
ご
ろ
（
現
地
時

間
）、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス
マ
ト
ラ
島
沖
で
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
九
を
超
え
る
巨
大
な
地
震
が
発
生
し
た
。
そ
の
地
震
に
よ

り
引
き
起
こ
さ
れ
た
津
波
は
、
数
時
間
の
う
ち
に
イ
ン
ド
洋

沿
岸
の
全
域
に
到
達
し
た
。
イ
ン
ド
洋
沿
岸
諸
国
で
は
一
般

に
津
波
へ
の
備
え
が
な
か
っ
た
た
め
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ

ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
モ
ル
ジ
ブ
な

ど
で
、
合
計
二
〇
万
人
を
超
え
る
多
数
の
犠
牲
者
が
出
る
結

果
と
な
っ
た
。

ク
ラ
地
峡
の
西
側
に
広
が
る
タ
イ
領
ア
ン
ダ
マ
ン
海
の
海

岸
線
は
九
五
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
が
、
そ
の
ほ
ぼ
全
域

が
津
波
の
来
襲
を
受
け
た
。
同
地
域
へ
の
津
波
の
到
達
は
、

地
震
の
発
生
か
ら
約
二
時
間
後
の
現
地
時
間
午
前
九
時
五
五

分
ご
ろ
で
あ
る
。
パ
ン
ガ
ー
、
ク
ラ
ビ
ー
、
プ
ー
ケ
ッ
ト
、

ラ
ノ
ー
ン
、
ト
ラ
ン
、
サ
ト
ゥ
ー
ン
の
六
県
の
海
岸
線
が
、

最
大
波
高
一
〇
メ
ー
ト
ル
に
も
達
す
る
高
波
の
直
撃
を
数
度

に
わ
た
っ
て
被
り
、
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
被
災
地
域
の

海
岸
線
に
お
け
る
物
理
的
な
破
壊
の
度
合
い
は
、
集
落
や
建

築
物
の
有
無
、
人
口
の
密
集
度
の
違
い
に
加
え
て
、
地
形
な

ど
の
条
件
に
よ
り
大
き
な
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
た
。

タ
イ
南
部
で
は
、
タ
イ
人
と
外
国
人
を
合
わ
せ
て
、
確
認

さ
れ
た
だ
け
で
も
八
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
犠
牲
者
を
出
し

た
。
ア
ジ
ア
災
害
準
備
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
と
、
被
災
し
た
南

部
六
県
の
津
波
被
害
は
死
者
・
行
方
不
明
者
八
二
二
一
人
、

負
傷
者
八
四
五
七
人
に
及
ん
だ
（A

sian D
isaster Prepar-

edness Center 2006: 21

）。
こ
の
数
値
は
、
被
災
地
域
に

相
当
数
が
滞
在
し
て
い
る
不
法
就
労
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
な
ど

を
含
ん
で
い
な
い
た
め
、
実
際
の
被
害
者
数
は
遙
か
に
多
い

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

津
波
は
、
イ
ン
ド
洋
沿
岸
の
住
人
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に

青
天
の
霹
靂
と
し
て
降
り
か
か
っ
た
。
タ
イ
の
歴
史
に
お
い

て
こ
の
よ
う
な
大
き
な
津
波
の
来
襲
は
初
の
出
来
事

＊
3で

、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
人
々
も
津
波
へ
の
警
戒
心
な
ど
は
ま
っ

た
く
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
筆
者
は
、
ま
だ
被
災
の
記
憶
が

新
し
い
二
〇
〇
五
年
二
月
に
ピ
ー
ピ
ー
島
、
カ
オ
ラ
ッ
ク
、

プ
ー
ケ
ッ
ト
と
い
う
著
名
な
ビ
ー
チ
リ
ゾ
ー
ト
を
訪
れ
て
聞

き
取
り
調
査
を
行
っ
た
が
、
被
災
地
に
在
住
す
る
タ
イ
人
の

ほ
と
ん
ど
が
、
そ
も
そ
も
津
波
と
い
う
現
象
の
存
在
す
ら
知

ら
な
か
っ
た
と
語
っ
た
（
タ
イ
語
で
は
、
直
訳
す
る
と
「
鬼

波
」
と
な
る
ク
ル
ン
・
ヤ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
が
充
て
ら
れ
て
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い
る
が
、
現
在
で
は
日
本
語
そ
の
ま
ま
の
ツ
ナ

＊
4ミ

で
通
用
す

る
）。
ま
た
、
事
前
の
警
報
・
注
意
報
は
な
か
っ
た
た
め
、

実
際
の
津
波
の
来
襲
を
も
っ
て
初
め
て
危
機
の
発
生
を
知
る

と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ピ
ー
ピ
ー
島
の
中

心
部
で
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
な
ど
が
集
中
す
る
ト
ン
サ
イ
湾
エ
リ

ア
に
お
い
て
は
、
津
波
来
襲
時
に
は
建
物
の
な
か
に
い
た
者

の
多
く
が
、
訳
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
波
に
押
し
流
さ
れ
て
し

ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ピ
ー
ピ
ー
島
に
お
い
て
筆
者
が
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と
が

で
き
た
相
手
は
、
僥
倖
に
も
被
災
時
に
屋
外
に
い
た
者
た
ち

で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
遠
く
か
ら
波
が
や
っ
て
く
る
の

を
察
知
し
、
状
況
を
理
解
で
き
ぬ
ま
ま
に
と
に
か
く
高
所
に

駆
け
上
が
る
な
ど
の
対
応
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
者
も
い
る

が
、
多
く
は
や
は
り
適
切
な
方
向
へ
逃
げ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
波
に
呑
ま
れ
た
。
生
存
者
に
尋
ね
て
も
彼
ら
が
生
き

残
っ
た
決
定
的
な
理
由
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
こ
で

生
死
を
分
け
た
の
は
偶
然
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
津
波
来

襲
の
直
後
、
生
き
残
っ
た
者
は
ひ
た
す
ら
泣
き
叫
び
な
が

ら
、
家
族
や
知
人
の
安
否
を
尋
ね
て
回
っ
て
い
た
と
い
う
。

ピ
ー
ピ
ー
島
に
救
援
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
や
っ
て
き
た
の
は

夕
方
五
時
ご
ろ
で
（
次
の
日
と
い
う
証
言
も
多
く
、
住
民
た

ち
が
救
助
の
状
況
を
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
を
伺
わ
せ

た
）、
救
助
者
の
誘
導
に
よ
り
近
く
の
高
台
（
多
く
は
山
の

斜
面
）
に
避
難
し
て
夜
を
明
か
し
た
。
救
助
者
の
絶
対
数
が

少
な
か
っ
た
た
め
に
す
べ
て
の
被
災
者
に
対
す
る
適
切
な
誘

導
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
多
く
の
者
た
ち
は
津
波
の

再
来
を
お
そ
れ
て
直
感
的
に
高
所
へ
と
移
動
し
た
。
同
様
に

プ
ー
ケ
ッ
ト
（
と
く
に
西
側
の
パ
ト
ン
や
カ
マ
ラ
を
は
じ
め

と
す
る
各
ビ
ー
チ
）
や
カ
オ
ラ
ッ
ク
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん

ど
の
被
災
者
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
に
突
然
の
出
来
事
だ
っ
た

た
め
に
、
津
波
来
襲
時
に
と
り
え
た
対
応
は
限
ら
れ
て
い

た
。津

波
の
打
撃
を
受
け
た
地
域
に
お
い
て
は
、
多
数
の
犠
牲

者
が
出
た
の
み
な
ら
ず
、
建
物
の
損
壊
や
産
業
基
盤
の
劣
化

な
ど
、
経
済
的
な
被
害
も
甚
大
な
も
の
と
な
っ
た
。
経
済
的

被
害
が
大
き
か
っ
た
の
は
、
ア
ン
ダ
マ
ン
海
沿
岸
一
帯
で
営

ま
れ
て
い
る
漁
業
と
農
業
、
そ
し
て
現
在
は
地
域
の
主
要
産

業
に
成
長
し
た
観
光
業
で
あ
る
。
沿
岸
部
に
位
置
す
る
パ
ン

ガ
ー
県
の
漁
村
や
、
著
名
な
観
光
地
で
あ
る
ピ
ー
ピ
ー
島
、

カ
オ
ラ
ッ
ク
、
プ
ー
ケ
ッ
ト
島
の
一
部
な
ど
は
、
津
波
の
直

撃
を
受
け
、
ビ
ー
チ
沿
い
に
集
中
立
地
す
る
宿
泊
施
設
な
ど

の
建
造
物
が
押
し
流
さ
れ
た
。

ア
ジ
ア
災
害
準
備
セ
ン
タ
ー
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
タ
イ
に

お
け
る
津
波
に
よ
る
経
済
被
害
の
総
額
は
、
被
災
し
た
六
県

の
県
民
総
生
産
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
八
五
七
億

バ
ー
ツ
（
う
ち
観
光
産
業
の
被
害
総
額
は
七
二
〇
億
バ
ー
ツ
）
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に
お
よ
ぶ
と
さ
れ
る
（
一
タ
イ
バ
ー
ツ
は
日
本
円
で
三
円
弱
）

（A
sian D

isaster Preparedness Center 2006: 15-19

）。

ま
た
、
国
連
環
境
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
）
の
作
成
し
た
レ
ポ
ー

ト
は
、
被
災
六
県
に
お
け
る
経
済
的
な
損
失
に
関
し
て
、
漁

業
が
四
三
〇
〇
万
米
ド
ル
、
農
業
が
六
五
万
米
ド
ル
、
そ
し

て
観
光
業
が
三
億
二
一
〇
〇
万
米
ド
ル
と
の
推
計
値
を
提
示

し
て
い
る
（U

nited N
ations Environm

ent Program
m
e 

2005: 48

）。
以
下
、
主
に
同
レ
ポ
ー
ト
に
依
拠
し
な
が
ら
、

被
害
状
況
を
概
観
し
て
お
く
。

観
光
業
に
お
け
る
経
済
被
害
は
、
と
く
に
大
規
模
で
あ
っ

た
。
全
体
で
三
一
五
ヵ
所
の
ホ
テ
ル
と
リ
ゾ
ー
ト
、
二
三
四

軒
の
レ
ス
ト
ラ
ン
が
全
壊
も
し
く
は
半
壊
し
た
。
加
え
て
、

主
に
観
光
客
に
依
存
し
て
い
た
四
三
一
六
軒
の
商
店
や
旅
行

代
理
店
、
各
種
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
な
ど
が
事
業
の
継
続
を
断

念
し
た
。
ま
た
、
一
四
八
隻
の
大
型
観
光
船
、
お
よ
び
七
七

六
隻
の
小
型
観
光
用
ボ
ー
ト
が
失
わ
れ
る
か
破
壊
さ
れ
る
か

の
被
害
を
受
け
た
。

二
〇
〇
〇
年
に
は
タ
イ
全
土
に
お
け
る
漁
獲
高
三
七
〇
万

立
方
ト
ン
の
う
ち
の
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
ア
ン
ダ
マ
ン
海
沿

岸
に
お
い
て
水
揚
げ
さ
れ
て
い
た
が
（
養
殖
業
を
含
む
）、

漁
船
、
漁
具
、
エ
ビ
な
ど
の
養
殖
池
や
孵
化
施
設
、
海
に
設

置
し
た
養
殖
用
生
簀
な
ど
が
破
壊
さ
れ
た
た
め
に
、
津
波
後

の
漁
業
生
産
は
激
減
し
た
。
津
波
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
、
も

し
く
は
破
損
し
た
漁
船
の
総
数
は
、
大
型
船
が
一
一
三
七

隻
、
小
型
船
が
四
二
二
八
隻
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
主

要
な
漁
港
の
う
ち
の
八
ヵ
所
が
、
深
刻
な
物
理
的
破
損
を

被
っ
た
。

農
業
部
門
に
お
け
る
打
撃
も
深
刻
で
、
一
五
〇
五
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
農
地
が
波
を
か
ぶ
っ
て
塩
害
を
受
け
、
家
畜
の
被

害
と
し
て
は
、
一
〇
〇
〇
頭
以
上
の
牛
・
水
牛
・
山
羊
な

ど
、
お
よ
び
二
〇
〇
〇
頭
以
上
の
豚
、
八
〇
〇
〇
羽
に
お
よ

ぶ
家
禽
が
失
わ
れ
た
。

建
造
物
の
被
害
と
し
て
は
、
住
居
用
家
屋
の
う
ち
全
壊
し

た
も
の
が
三
六
一
九
軒
、
破
損
し
た
も
の
が
六
七
九
一
軒
。

と
く
に
パ
ン
ガ
ー
県
で
は
、
複
数
の
漁
民
集
落
が
全
壊
と

い
っ
て
よ
い
被
害
を
受
け
た
。
加
え
て
多
数
の
商
業
用
・
宿

泊
用
の
施
設
が
破
壊
さ
れ
た
。
建
造
物
破
壊
は
大
量
の
瓦
礫

や
廃
棄
物
を
生
み
だ
し
、
そ
の
う
ち
の
少
な
か
ら
ぬ
量
が
海

へ
と
流
出
し
た
。
流
失
物
の
総
量
は
正
確
な
推
定
が
難
し
い

が
、
ピ
ー
ピ
ー
島
だ
け
で
も
三
万
か
ら
三
万
五
〇
〇
〇
ト
ン

に
お
よ
ぶ
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。
津
波
直
後
か
ら
、
世
界

各
国
か
ら
集
結
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ダ
イ
バ
ー
な
ど
を
動

員
し
て
海
中
の
清
掃
活
動
が
行
わ
れ
た
が
、
回
収
で
き
た
流

出
物
は
総
量
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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Ⅲ 

本
特
集
の
狙
い
と
構
成

ア
ン
ダ
マ
ン
海
沿
岸
を
含
む
タ
イ
南
部
（
図
1
）
は
、
南

北
一
六
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
延
び
る
タ
イ
王
国

領
土
の
南
端
に
位
置
し
て
お
り
、
国
家
の
地
理
的
な
中
心
に

置
か
れ
た
首
都
バ
ン
コ
ク
か
ら
は
遙
か
に
遠
い
。
タ
イ
南
部

の
多
く
の
部
分
は
、
か
つ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
化
し
て
マ
レ
ー
半

島
に
栄
え
た
小
国
家
群
の
領
土
で
あ
っ
た
。
タ
イ
国
家
が
成

立
す
る
過
程
で
マ
レ
ー
文
化
圏
の
一
部
を
併
合
し
た
、
と
い

う
歴
史
的
経
緯
の
結
果
と
し
て
あ
る
現
在
の
タ
イ
南
部
に

は
、
し
た
が
っ
て
公
用
語
で
あ
る
タ
イ
語
以
外
に
マ
レ
ー
方

言
を
使
用
す
る
住
民
も
多
く
、
ま
た
仏
教
国
と
し
て
知
ら
れ

る
同
国
内
に
お
い
て
例
外
的
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
比
重

が
高
い
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
・
文
化
的
な
事
情
は
、
近
代

以
降
の
中
央
集
権
的
な
政
治
体
制
が
主
導
し
た
均
質
化
政
策

に
よ
る
南
部
地
域
の
タ
イ
国
家
へ
の
包
摂
を
限
定
的
な
も
の

と
し
、
タ
イ
か
ら
の
分
離
独
立
を
叫
ぶ
勢
力
を
現
在
に
い
た

る
ま
で
温
存
し
て
き
た
。
タ
イ
南
部
は
、
そ
の
よ
う
な
地
理

的
・
文
化
的
・
政
治
的
な
諸
特
徴
を
併
せ
持
つ
が
ゆ
え
に
、

バ
ン
コ
ク
に
基
盤
を
お
く
政
府
の
統
治
に
お
い
て
も
、
文
化

と
経
済
の
中
心
で
あ
る
中
部
タ
イ
人
た
ち
の
認
識
に
お
い
て

も
、
文
字
ど
お
り
の
「
辺
境
」
と
い
う
扱
い
を
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

本
特
集
は
、
従
来
は
タ
イ
と
い
う
国
家
の
一
地
方
と
し
て

の
み
捉
え
ら
れ
て
き
た
タ
イ
南
部
、
な
か
で
も
ア
ン
ダ
マ
ン

海
沿
岸
域
を
取
り
上
げ
て
、
津
波
災
害
と
い
う
特
殊
な
鏡
に

映
し
て
見
せ
る
試
み
で
あ
る
。
沿
岸
部
の
み
を
等
し
く
、
そ

し
て
選
択
的
に
襲
っ
た
「
津
波
」
と
い
う
出
来
事
を
、
住
人

た
ち
は
ど
の
よ
う
に
経
験
し
た
の
か
。
本
特
集
を
構
成
す
る

三
つ
の
論
考
が
取
り
組
む
の
は
、
前
節
で
概
観
し
た
よ
う

な
、
人
的
・
物
理
的
・
経
済
的
な
損
害
と
い
う
一
般
に
想
像

さ
れ
る
災
害
の
か
た
ち
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
、
被
災
者
た
ち

に
と
っ
て
体
験
さ
れ
た
津
波
の
〈
相
貌
〉
を
、
詳
細
に
描
き

出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
同
地
域
が
直
面
す

る
、
経
済
・
社
会
・
政
治
な
ど
多
様
な
文
脈
に
お
い
て
同
時

的
に
進
行
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
動
き
が
、
人
々
の
具
体
的

な
挙
動
の
う
ち
に
見
え
て
く
る
。

小
河
論
文
は
、
ト
ラ
ン
県
の
ム
ス
リ
ム
住
民
を
取
り
上
げ

て
、
彼
ら
の
宗
教
実
践
が
津
波
の
来
襲
を
受
け
て
変
貌
し
て

い
く
様
を
記
述
す
る
。
被
災
者
で
あ
る
村
人
に
と
っ
て
の
津

波
像
を
、
宗
教
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
津
波
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
に
生
起
し
た
災
害
が
、
イ
ス

ラ
ー
ム
（
と
く
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
宗
教
復
興
運
動
）

と
の
接
続
の
も
と
、
宗
教
的
な
文
脈
に
引
き
つ
け
た
か
た
ち
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図 1　タイ南部の地図



116

で
理
解
さ
れ
、
人
々
に
と
っ
て
の
現
実
を
構
成
し
て
い
く
過

程
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

鈴
木
論
文
は
、
ス
リ
ン
諸
島
に
居
住
す
る
少
数
民
族
モ
ー

ケ
ン
を
事
例
と
し
て
、
モ
ー
ケ
ン
に
と
っ
て
の
「
津
波
」
と

は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
、
彼
ら
が
被
災
し
た
後
に
経
験
し
た

出
来
事
に
注
目
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
モ
ー
ケ
ン
た
ち
は
、

わ
れ
わ
れ
が
持
つ
よ
う
な
科
学
に
裏
打
ち
さ
れ
た
知
識
と
し

て
の
「
津
波
」
概
念
と
は
無
縁
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

一
方
で
彼
ら
は
、
日
常
生
活
の
延
長
線
上
に
結
び
つ
け
ら
れ

た
洪
水
神
話
を
持
っ
て
い
た
。
津
波
の
来
襲
直
後
、
モ
ー
ケ

ン
た
ち
は
伝
統
的
な
知
識
の
枠
内
で
事
態
を
理
解
し
て
い
た

が
、
や
が
て
ニ
ュ
ー
ス
報
道
や
援
助
者
と
の
接
触
を
通
じ
て

知
り
え
た
タ
イ
国
内
外
に
お
け
る
津
波
を
め
ぐ
る
雑
多
な
言

説
を
迅
速
に
吸
収
し
、
外
来
の
概
念
を
駆
使
し
て
事
態
を
再

解
釈
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

市
野
澤
論
文
は
、
世
界
的
に
著
名
な
観
光
地
で
あ
る
プ
ー

ケ
ッ
ト
島
を
舞
台
と
し
て
、
津
波
災
害
が
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
の

落
ち
込
み
と
い
う
か
た
ち
で
立
ち
現
れ
た
事
態
を
、
在
住
日

本
人
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
立
ち
上
げ
た
情
報
発
信
組
織

「
プ
ー
ケ
ッ
ト
復
興
委
員
会
」
の
活
動
を
中
心
に
描
写
す

る
。
た
だ
し
そ
こ
で
着
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
津

波
と
い
う
現
象
が
、
経
済
的
な
損
害
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、

国
際
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
／
国
家
／
報
道
と
い
っ
た
複
数
の
超
地

域
的
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
の
突
然
の
孤
立
と
し
て
体
験
さ
れ

た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
事
例
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
観
光
開
発

の
影
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。
タ
イ
政
府
は
第
二
次
大

戦
後
、
国
際
観
光
を
外
貨
獲
得
の
主
要
な
手
段
と
し
て
位
置

づ
け
、
開
発
独
裁
型
の
観
光
セ
ク
タ
ー
振
興
を
図
っ
て
き

た
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
本
格
化
し
た
タ
イ
南
部
で
の
観

光
関
連
資
本
の
直
接
の
投
下
先
と
な
り
、
宿
泊
・
娯
楽
施
設

な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
建
設
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
旅
客
輸
送

の
要
で
あ
る
国
際
空
港
を
擁
す
る
プ
ー
ケ
ッ
ト
島
お
よ
び
そ

の
近
隣
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
観
光
客
を
呼
び
寄
せ

る
主
要
な
資
源
と
さ
れ
た
の
が
「
海
」
に
関
わ
る
自
然
の
恵

み
で
あ
っ
た
た
め
に
、
観
光
セ
ク
タ
ー
の
拡
大
と
と
も
に
、

そ
の
経
済
的
な
求
心
力
は
、
プ
ー
ケ
ッ
ト
島
周
辺
か
ら
隣
接

す
る
パ
ン
ガ
ー
県
と
ク
ラ
ビ
ー
県
、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
外
の

諸
県
の
海
岸
部
に
ま
で
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。
ゆ
え
に
観
察
の

起
点
を
バ
ン
コ
ク
か
ら
離
し
て
俯
瞰
す
れ
ば
、
タ
イ
と
い
う

国
民
国
家
に
お
け
る
辺
境
で
あ
る
「
南
部
」
と
い
う
理
解
で

は
括
り
き
れ
な
い
顔
を
持
つ
地
域
と
し
て
、
ア
ン
ダ
マ
ン
海

沿
岸
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。

た
だ
し
、
海
の
観
光
資
源
化
を
原
動
力
と
す
る
社
会
変
化

の
進
展
度
合
い
に
は
明
ら
か
な
濃
淡
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
観
光
地
プ
ー
ケ
ッ
ト
の
住
人
た
ち
は
、
観
光
ビ
ジ
ネ
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ス
に
積
極
的
に
身
を
投
じ
、
市
場
経
済
を
所
与
の
前
提
と
し

て
生
き
る
人
々
で
あ
る
。
対
し
て
モ
ー
ケ
ン
た
ち
は
、
伝
統

的
な
自
給
的
生
業
を
継
続
す
る
術
を
奪
わ
れ
て
、
半
ば
強
制

的
に
観
光
セ
ク
タ
ー
に
放
り
込
ま
れ
た
人
々
で
あ
り
、
外
部

世
界
の
論
理
へ
の
適
応
に
齟
齬
を
来
し
て
い
る
。
ト
ラ
ン
県

の
事
例
で
は
、
住
人
た
ち
は
漁
業
と
い
う
独
自
の
文
脈
を
生

き
て
い
た
が
、
津
波
災
害
の
衝
撃
が
、
萌
芽
的
に
始
ま
っ
て

い
た
観
光
開
発
を
後
押
し
す
る
作
用
を
果
た
し
た
。
本
特
集

が
取
り
上
げ
た
こ
れ
ら
の
事
例
描
写
は
、
当
事
者
た
ち
の
視

線
に
寄
り
添
っ
た
運
筆
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
り
、
タ
イ
領
ア

ン
ダ
マ
ン
海
沿
岸
を
襲
っ
た
津
波
災
害
が
、
被
災
者
の
立
ち

位
置
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
る
事
態
と
し
て
体
験
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
、
雄
弁
に
活
写
し
て
い
る
。
ム
ス
リ
ム
漁
民
、

モ
ー
ケ
ン
、
在
住
日
本
人
と
い
う
ア
ク
タ
ー
そ
れ
ぞ
れ
に
お

け
る
津
波
像
の
顕
著
な
差
異
は
そ
の
ま
ま
、
職
業
や
文
化
的

背
景
な
ど
の
属
性
に
お
け
る
質
的
偏
差
の
大
き
さ
の
反
映
で

あ
る
。

ア
ン
ダ
マ
ン
海
沿
岸
は
、
タ
イ
と
い
う
国
家
の
枠
を
飛
び

越
え
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
ミ
ク
ロ
な
領
域
で
進
展
し
て
い

る
現
場
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
観
光
地
化
の

直
接
の
恩
恵
に
あ
ず
か
れ
る
エ
リ
ア
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
こ

と
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
ア
ン
ダ
マ
ン
海
沿
岸
に

お
け
る
、
海
を
資
源
と
し
、
ま
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
す

る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
営
利
目
的
の
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
か
ら
宗

教
に
い
た
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
絡
み
合
っ
て
生
じ

る
変
化
で
あ
る
。
そ
の
な
か
を
生
き
抜
く
人
々
の
日
常
的
な

生
活
世
界
は
、
幾
重
に
も
多
彩
な
チ
ャ
ネ
ル
を
通
じ
て
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
に
接
続
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
の
津

波
災
害
は
、
同
地
域
に
お
け
る
人
々
の
ロ
ー
カ
ル
な
実
践
と

外
部
世
界
と
の
結
び
つ
き
を
、
新
た
な
形
で
強
化
す
る
作
用

を
も
た
ら
し
た
。
本
特
集
の
論
者
た
ち
が
観
察
し
た
津
波
の

〈
相
貌
〉
の
多
面
性
は
、
必
ず
し
も
バ
ン
コ
ク
と
い
う
中
心

を
介
在
す
る
の
で
は
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
な
シ
ス
テ
ム
／
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
、
ア
ン
ダ
マ
ン
海
沿
岸
の
住
人
た
ち
が
包
摂
さ

れ
る
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
の
多
様
さ
の
反
映
で
も
あ
っ
た

と
、
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

◉
注

＊
1　

研
究
者
が
個
人
レ
ベ
ル
で
行
う
被
害
報
告
に
お
い
て
は
、

災
害
の
全
体
像
を
視
野
に
収
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

＊
2　
「
イ
ン
ド
洋
地
震
津
波
災
害
被
災
地
の
現
状
と
復
興
へ
の

課
題
」（
二
〇
〇
五
年
四
月
二
三
日
）、「
二
〇
〇
四
年
イ
ン
ド

洋
地
震
津
波
災
害
被
災
地
の
現
状
と
復
興
へ
の
課
題
Ⅱ
」（
二

〇
〇
六
年
一
月
八
日
）、「
二
〇
〇
四
年
イ
ン
ド
洋
地
震
津
波
災

害
被
災
地
復
興
の
現
状
と
課
題
」（
二
〇
〇
八
年
一
月
二
七
日
）。

＊
3　

か
つ
て
同
地
域
を
襲
っ
た
津
波
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
後
日
指
摘
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
の
時
点
で
大
多
数
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の
タ
イ
人
た
ち
が
知
る
か
ぎ
り
の
歴
史
に
お
い
て
、
津
波
被
害

の
過
去
は
存
在
し
な
い
の
と
同
義
で
あ
っ
た
。

＊
４　

タ
イ
語
の
発
音
で
は
「
ス
ナ
ミ
」
に
近
い
。

◉
参
考
文
献

オ
リ
ヴ
ァ
ー
＝
ス
ミ
ス
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
／
ホ
フ
マ
ン
、
ス
ザ
ン

ナ
・
Ｍ
（
二
〇
〇
六
）「
序
論
：
災
害
の
人
類
学
的
研
究
の
意

義
」
ホ
フ
マ
ン
、
ス
ザ
ン
ナ
・
Ｍ
／
オ
リ
ヴ
ァ
ー
＝
ス
ミ
ス
、

ア
ン
ソ
ニ
ー
編
著
『
災
害
の
人
類
学
―
―
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
と

文
化
』
若
林
佳
史
訳
、
明
石
書
店
、
七
―
二
八
頁
。

A
sian D

isaster Preparedness Center

（2006

）T
he E

co-
nom

ic Im
pact of the 26 D

ecem
ber 2004 E

arthquake 
and Indian O

cean T
sunam

i in T
hailand. Pathum

tha-
ni: A

sian D
isaster Preparedness Center.

Bankoff, G., Frerks, G., and D
orothea, H

.
（eds.

）,（2004

）

M
apping V

ulnerability: D
isasters, D

evelopm
ent, and 

People. London: Earthscan.
O

liver-Sm
ith, A

.

（1998

）G
lobal C

hallenges and the 
D

efinition of D
isaster. In E.L. Q

uarantelli

（ed.

）, W
hat 

is a D
isaster: Perspectives on the Q

uestion. London 
and N

ew
 Y

ork: Rout1edge, pp.177-194.
O

liver-Sm
ith, A

.

（1999

）Peruʼs F
ive-hundred-year 

Earthquake: V
ulnerability in H

istorical Context. In 
S.M

. H
offm

an and A
. O

liver-Sm
ith

（eds.

）, T
he A

ngry 
E

arth: D
isaster in A

nthropological Perspective. Rout-
1edge, London and N

ew
 Y

ork: Routledge, pp.76-88.

U
nited N

ations Environm
ent Program

m
e

（2005

）A
fter 

the T
sunam

i: R
apid E

nvironm
ental A

ssessm
ent.（http://

w
w

w
.unep.org/tsunam

i/tsunam
i_rpt.asp 

二
〇
〇
七
年

六
月
八
日
閲
覧
）

（
い
ち
の
さ
わ
・
じ
ゅ
ん
ぺ
い
／
宮
城
学
院
女
子
大
学
学
芸
学
部
）




