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災
害
は
自
然
災
害
か
人
的
災
害
か
を
問
わ
ず
物
的
人

的
に
甚
大
な
被
害
と
犠
牲
（
災
禍
）
を
引
き
起
こ
す
。

今
回
取
り
上
げ
る
研
究
は
、
発
達
心
理
学
・
児
童
発
達

研
究
雑
誌Child Developm

ent

に
収
め
ら
れ
て
お

り
、
同
誌
が
二
〇
一
〇
年
に
組
ん
だ
「
災
害
が
子
ど
も

の
発
達
に
及
ぼ
す
影
響
」
と
い
う
特
集
の
な
か
の
二
論

文
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
は
心
理
学
研
究
の
雑
誌
で
あ
り

途
上
国
研
究
を
志
向
す
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
管

見
で
は
心
理
学
と
途
上
国
研
究
と
の
接
点
は
社
会
科
学

に
比
べ
て
希
薄
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
二

論
文
は
内
戦
と
い
う
人
的
災
害
の
極
値
を
取
り
上
げ
、

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
と
ウ
ガ
ン
ダ
を
事
例
に
災
禍
と
心
理
発

達
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
今
な
お
内
戦
を

は
じ
め
と
す
る
災
禍
に
苦
し
む
途
上
国
は
少
な
く
な
い
。

本
稿
で
は
新
た
な
心
理
学
的
研
究
が
途
上
国
研
究
に
働

き
か
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

●�

内
戦
に
よ
る
災
禍
と
子
ど
も
兵

　

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
で
は
一
九
九
一
～
二
〇
〇
二
年
ま
で

統
一
革
命
戦
線
（
Ｒ
Ｕ
Ｆ
）
と
、
ウ
ガ
ン
ダ
で
は
一
九

八
八
～
二
〇
〇
六
年
ま
で
「
神
の
抵
抗
軍
」（
Ｌ
Ｒ
Ａ
）

と
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
軍
と
の
間
で
内
戦
が
展
開
し
て
い

た
。
内
戦
の
歴
史
的
経
緯
は
割
愛
す
る
が
、
こ
れ
ら
内

戦
の
な
か
で
多
く
の
青
少
年
た
ち
が
子
ど
も
兵
と
し
て

強
制
的
に
拉
致
・
誘
拐
さ
れ
た
。
子
ど
も
兵
は
監
禁
や

拷
問
、
性
暴
力
に
遭
い
、
住
民
間
の
破
壊
や
身
内
の
殺

害
に
強
制
的
に
関
与
さ
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
悲
劇
は
、

子
ど
も
兵
た
ち
は
被
害
者
で
あ
る
と
同
時
に
加
害
者
と

し
て
の
立
場
に
も
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
熾
烈
な
環
境
を
生
き
抜
い
た
元
子
ど
も
兵
た
ち
を
対

象
に
、
ト
ラ
ウ
マ
的
被
害
と
帰
還
後
の
心
理
発
達
的
、

心
理
社
会
的
な
予
後
に
つ
い
て
調
査
が
行
わ
れ
た
。

　

第
一
論
文
が
取
り
上
げ
る
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
で
は
、
二

〇
〇
二
年
の
内
戦
終
結
後
、
国
際
平
和
活
動
の
一
つ
で

あ
る
Ｄ
Ｄ
Ｒ
（
武
装
解
除
・
動
員
解
除
・
社
会
復
帰
）

が
目
指
さ
れ
る
。
和
平
調
停
後
の
武
装
と
動
員
の
解
除

後
、
元
兵
士
た
ち
を
帰
属
社
会
に
「
社
会
復
帰
」
さ
せ

る
道
の
り
は
〝a long journey

〟（
一
〇
七
八
ペ
ー
ジ
）

で
あ
る
。
内
戦
終
結
後
に
帰
属
社
会
に
戻
れ
た
と
し
て

も
、
養
育
や
ケ
ア
の
主
体
で
あ
る
父
母
や
親
族
、
あ
る

い
は
教
育
の
機
会
が
奪
わ
れ
て
お
り
、
社
会
復
帰
は
も

っ
と
も
心
理
社
会
的
課
題
が
先
鋭
化
す
る
局
面
で
も
あ

る
。
第
二
論
文
が
取
り
上
げ
る
ウ
ガ
ン
ダ
で
も
、
Ｌ
Ｒ

Ａ
は
武
装
集
団
に
取
り
込
ん
だ
子
ど
も
兵
た
ち
を
レ
イ

プ
し
た
り
親
や
地
域
住
民
を
殺
さ
せ
る
な
ど
の
残
虐
行

為
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
極
度
の
ト
ラ
ウ
マ
的

状
況
を
強
制
的
に
経
験
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
る
心
的

外
傷
が
そ
の
後
の
子
ど
も
た
ち
の
心
理
的
適
応
、
発
達

や
成
育
に
与
え
る
影
響
は
甚
大
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

●�

研
究
の
内
容
と
主
要
な
分
析
結
果

　

子
ど
も
兵
の
悲
惨
な
経
験
は
心
理
発
達
に
ど
の
よ
う

な
影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
耐
え
が
た
い
苦
痛

や
悲
劇
の
経
験
に
よ
っ
て
甚
大
な
ス
ト
レ
ス
が
加
わ
り
、

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）
や
う
つ
、

不
眠
な
ど
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
は
慢
性
的
に
攻
撃
性
や

内
向
性
、
不
安
が
高
ま
る
情
動
の
変
化
も
あ
る
し
、
対

人
関
係
が
築
け
な
く
な
り
自
信
を
失
う
な
ど
の
状
況
に

陥
る
者
も
い
る
。
両
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ウ
マ

発達と災禍―内戦後の元子ども兵とその心理的発達・調整に着目して―

12_途上国研究の最前線.indd   43 17/03/03   11:31



アジ研ワールド・トレンド No.258（2017. 4） 44

的
経
験
か
ら
生
き
延
び
た
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
分
析

し
た
数
少
な
い
研
究
で
あ
る
。
特
に
第
一
論
文
は
、
時

間
が
経
過
し
て
い
る
人
び
と
も
対
象
と
し
て
経
時
的
な

変
化
を
追
う
類
い
稀
な
る
研
究
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

分
析
で
は
、
心
理
発
達
的
問
題
に
対
し
て
そ
の
被
害

を
食
い
止
め
た
り
発
症
し
て
も
予
後
を
緩
和
す
る
方
向

に
働
く
「
保
護
的
因
子
」
と
、
逆
に
心
理
的
問
題
を
引

き
起
こ
し
た
り
劇
症
化
さ
せ
る
方
向
に
働
く
「
リ
ス
ク

因
子
」
と
い
う
二
つ
の
因
子
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
先
行
研
究
か
ら
様
々
な
変
数
を
説
明
変
数
の
候
補

に
あ
げ
、
心
理
統
計
学
的
に
分
析
し
て
い
る
。
第
一
論

文
で
は
う
つ
、
不
安
、
攻
撃
性
、
向
社
会
的
態
度
、
そ

し
て
自
信
に
対
し
て
相
関
分
析
と
重
回
帰
分
析
を
、
ま

た
第
二
論
文
で
は
ト
ラ
ウ
マ
的
状
況
後
の
予
後
に
関
し

て
作
成
さ
れ
た
ア
ウ
ト
カ
ム
指
標
に
対
し
て
階
層
ロ
ジ

ッ
ト
分
析
と
い
う
多
変
量
解
析
手
法
を
用
い
、
各
変
数

の
説
明
力
や
統
計
学
的
有
意
性
、
リ
ス
ク
／
保
護
的
因

子
の
ど
ち
ら
と
し
て
作
用
し
う
る
の
か
が
分
析
さ
れ
る
。

　

両
論
文
で
は
複
数
の
個
人
的
、
家
庭
的
、
社
会
経
済

的
属
性
が
説
明
変
数
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
と
く
に

そ
の
後
の
心
理
発
達
に
対
し
て
リ
ス
ク
因
子
、
保
護
的

因
子
と
し
て
働
く
と
両
論
文
が
分
析
結
果
か
ら
論
じ
て

い
る
主
要
な
説
明
変
数
（
属
性
）
に
つ
い
て
着
目
す
る
。

　

ま
ず
帰
還
後
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
家
族
に
よ
る

帰
還
者
の
受
け
入
れ
が
そ
の
後
の
本
人
の
心
理
発
達
・

適
応
に
大
き
く
影
響
し
う
る
点
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、

元
子
ど
も
兵
は
被
害
者
と
同
時
に
加
害
者
で
も
あ
り
、

そ
の
受
け
入
れ
に
は
困
難
が
と
も
な
う
。
し
か
し
、
家

族
や
地
域
に
う
ま
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
者
（
特
に

そ
の
よ
う
に
心
理
的
に
自
ら
感
じ
ら
れ
て
い
る
者
）
に

と
っ
て
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
自
信
・
安
心
に
つ
な
が

り
心
理
発
達
上
の
保
護
的
因
子
と
し
て
働
く
。
次
に
、

学
校
教
育
の
重
要
性
が
保
護
的
因
子
と
し
て
働
く
点
で

あ
る
。
子
ど
も
兵
た
ち
は
徴
兵
さ
れ
て
い
る
間
は
身
に

つ
け
る
べ
き
心
理
的
特
性
や
技
能
を
身
に
つ
け
ら
れ
ず

に
時
間
が
経
過
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
習
得
機
会
と
、

同
年
代
の
仲
間
と
と
も
に
緊
密
に
過
ご
し
日
常
性
を
回

復
す
る
機
会
が
重
要
な
過
程
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
持

続
的
な
教
育
ア
ク
セ
ス
つ
ま
り
中
退
を
せ
ず
に
継
続
的

に
就
学
し
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
後
の
心
理
社

会
的
調
整
上
、
重
要
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
、

子
ど
も
兵
と
な
っ
た
時
期
や
そ
の
期
間
、
ト
ラ
ウ
マ
的

状
況
を
目
撃
し
た
り
遭
遇
し
た
経
験
の
頻
度
、
そ
の
悲

惨
さ
の
深
度
な
ど
は
リ
ス
ク
因
子
と
し
て
様
々
な
心
理

状
況
を
介
し
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。

　

ま
た
先
行
研
究
に
共
通
し
て
両
論
文
か
ら
導
き
出
さ

れ
る
こ
と
と
し
て
、
保
護
的
因
子
も
リ
ス
ク
因
子
も
時

系
列
的
、
数
量
的
に
累
積
し
て
作
用
し
、
あ
る
種
の
リ

ス
ク
因
子
の
作
用
を
相
殺
す
る
た
め
に
は
複
数
の
保
護

的
因
子
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
単
な
る
足
し
算
の
線
形

で
は
な
く
非
線
形
な
関
係
が
あ
る
。
加
え
て
、
自
然
災

害
と
比
較
し
て
戦
争
の
災
禍
は
心
理
発
達
を
長
期
的
に

阻
害
す
る
こ
と
も
追
跡
調
査
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

●�

災
禍
が
な
い
社
会
を
目
指
し
て

　

災
禍
に
よ
る
心
身
の
被
害
は
凄
惨
さ
を
極
め
て
い
る
。

し
か
し
、
二
つ
の
研
究
が
描
い
て
い
る
の
は
、
子
ど
も

た
ち
は
そ
の
被
害
に
対
し
て
決
し
て「
さ
れ
る
が
ま
ま
」

な
だ
け
の
受
容
的
で
静
態
的
な
存
在
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」（
強

靱
さ
、
し
な
や
か
さ
、
耐
性
な
ど
様
々
な
文
脈
で
用
い

ら
れ
る
術
語
）
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
元
子

ど
も
兵
た
ち
は
、
当
事
者
で
な
け
れ
ば
決
し
て
分
か
ら

な
い
辛
苦
に
傷
つ
き
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
を
乗
り
越
え

よ
う
と
必
死
に
努
力
し
生
き
て
い
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な

存
在
で
あ
る
こ
と
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
補
強
す
る
ど
の
よ

う
な
心
理
的
支
援
が
必
要
か
を
研
究
し
、
実
践
に
移
し

て
い
く
こ
と
が
社
会
的
に
不
可
欠
と
な
る
。
心
身
に
傷

を
負
っ
た
脆
弱
な
子
ど
も
た
ち
が
発
達
の
保
護
的
因
子

を
高
め
て
い
く
よ
う
な
支
援
と
介
入
が
社
会
政
策
と
し

て
も
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
同
誌
の
特
集
号
か
ら
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
分
析
結
果
か
ら
考
え
て
も
、
家

族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
教
育
と
い
っ
た
極
め

て
社
会
的
な
領
域
が
個
人
の
発
達
に
強
く
つ
な
が
っ
て

い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
詳
述
で
き
な
か
っ

た
が
、
心
理
学
や
公
衆
衛
生
学
、
認
知
科
学
な
ど
の
研

究
者
に
よ
り
、
調
査
時
に
は
被
調
査
者
へ
の
心
理
学
上
、

精
神
医
学
上
、
そ
し
て
言
語
や
文
化
、
価
値
、
規
範
に

つ
い
て
文
化
人
類
学
的
な
配
慮
が
心
が
け
ら
れ
て
い
る
。

　

心
理
学
や
公
衆
衛
生
学
、
認
知
科
学
の
知
見
は
不
可

欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
理
学
研
究
に
お
い
て
も
、
先

進
国
に
比
べ
て
途
上
国
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
関
す

る
研
究
や
手
法
は
よ
り
乏
し
く
、
文
化
的
・
地
理
的
に

多
様
な
地
域
を
取
り
扱
う
児
童
発
達
研
究
を
推
し
進
め

て
い
く
こ
と
が
災
害
研
究
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
で

あ
る
こ
と
が
関
連
論
文
の
な
か
で
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
か
ら
の
新
た
な
研
究
群
の
な
か
で
は
、
平
和
や

人
間
の
安
全
保
障
な
ど
の
課
題
に
つ
い
て
多
く
の
議
論

や
研
究
を
蓄
積
し
て
き
た
社
会
科
学
者
と
、
現
地
語
と

長
期
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
習
熟
し
た
地
域
研
究
者

に
よ
る
途
上
国
研
究
の
知
が
果
た
せ
る
貢
献
の
余
地
は

大
き
い
と
思
う
。
逆
に
、
途
上
国
に
お
い
て
顕
著
な
安

全
や
安
心
、
発
展
や
開
発
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
発

達
心
理
学
の
よ
う
な
自
然
科
学
系
の
研
究
内
容
が
も
た

ら
す
知
見
も
ま
た
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て

究
極
に
は
、
こ
の
よ
う
な
凄
惨
な
情
況
を
報
告
す
る
研

究
が
最
終
的
に
は
な
く
な
る
よ
う
な
世
界
を
目
指
し
て

こ
の
社
会
が
進
ん
で
い
く
こ
と
こ
そ
が
最
も
望
ま
れ
る
。

（
お
か
べ　

ま
さ
よ
し
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所　

在
マ

ニ
ラ
海
外
派
遣
員
）
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