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赤
十
字
前
夜
の
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン

廣
渡
　
太
郎

日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学
教
授
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員

１　

は
じ
め
に

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
（
一
八
二
八
～
一
九
一
〇
）
が
赤
十
字
創
設

の
発
想
に
至
る
契
機
は
、
一
八
五
九
年
六
月
二
十
五
日
、
商
用
旅
行

中
に
通
り
が
か
っ
た
北
イ
タ
リ
ア
の
田
舎
町
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
で
、

お
び
た
だ
し
い
数
の
負
傷
兵
を
目
の
当
た
り
に
し
、
敵
味
方
の
区
別

な
く
そ
の
救
護
活
動
に
あ
た
っ
た
と
い
う
経
験
だ
っ
た
。
前
日
の
未

明
、
そ
こ
か
ら
７
キ
ロ
余
り
先
の
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
で
は
じ
ま
り
、

死
者
六
千
人
、
負
傷
者
四
万
人
を
出
し
た
大
会
戦
「
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー

ノ
の
戦
い
」
に
よ
る
負
傷
兵
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
な
ぜ
デ
ュ
ナ
ン
が
こ
の
地
に
居
合
わ
せ
た
の
か
。
そ

の
理
由
を
め
ぐ
っ
て
は
い
く
つ
か
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
主
た
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―
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
思
い
描
い
た
夢
と
現
実

ソルフェリーノの丘に立つ塔

る
動
機
が
、
こ
の
戦
い
で
フ
ラ
ン
ス
・
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
連
合
軍
を
率

い
て
い
た
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
に
謁
見
し
、
自
分
が
フ
ラ
ン
ス
の

植
民
地
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
手
が
け
て
い
た
農
業
経
営
に
欠
か
せ
な
い

水
利
権
と
農
地
取
得
の
認
可
を
嘆
願
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。

当
時
デ
ュ
ナ
ン
の
事
業
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
担
当
省
庁
か
ら

そ
れ
ら
の
認
可
が
得
ら
れ
ず
行
き
詰
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ

も
そ
の
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
企
業
家
の
才
覚
に
欠
け
て
い
た

か
ら
と
も
い
わ
れ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
デ
ュ
ナ
ン
研
究
の
第
一
人
者
、
ロ
ジ
ェ
・
デ
ュ
ラ
ン

（D
urand,  2011

）
著
の
評
伝
『
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
（H

enry D
unant

）
』

を
ベ
ー
ス
に
、
赤
十
字
創
設
前
夜
の
、
北
ア
フ
リ
カ
・
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
で
の
デ
ュ
ナ
ン
の
足
跡
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
功
罪
に
つ
い
て
の

考
察
を
試
み
る
。

２　

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
へ
の
旅

父
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
を
は
じ
め
、
一
族
が
み
な
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の

ビ
ジ
ネ
ス
界
で
活
躍
し
て
い
た
若
き
日
の
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
に

と
っ
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
道
で
身
を
立
て
よ
う
と
考
え
る
こ
と
は
ご
く

自
然
な
成
り
行
き
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

デュナンが救護活動を行ったカスティリオーネ大聖堂（通称、キエザ・マジョーレ）
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一
八
五
三
年
九
月
、
二
十
五
歳
の
デ
ュ
ナ
ン
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
北
東
部
の
町
セ
テ
ィ
フ
を
拠
点
に
、
ス
イ
ス
人
の
植
民
地
事
業

を
展
開
し
て
い
た
「
セ
テ
ィ
フ
・
ス
イ
ス
植
民
地
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
社

（Com
pagnie G

enovoise des Colonies Suisses de Sétif

）」（
以
下
、「
Ｇ
社
」）

に
職
を
得
た
。
そ
し
て
、
体
調
を
崩
し
て
退
職
し
た
経
理
担
当
者
の

後
任
と
し
て
、
生
ま
れ
て
初
め
て
地
中
海
を
渡
り
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に

赴
い
た
の
で
あ
っ
た
。

現
地
に
二
カ
月
ほ
ど
滞
在
し
、
火
急
の
支
払
い
や
農
場
へ
の
指
示

な
ど
を
行
っ
て
ス
イ
ス
に
戻
っ
た
デ
ュ
ナ
ン
は
、
今
度
は
「
Ｇ
社
」

の
人
材
募
集
担
当
と
し
て
頭
角
を
現
し
た
。
譲
渡
さ
れ
た
土
地
に
ス

イ
ス
人
の
入
植
者
を
送
る
仕
事
で
あ
る
。
デ
ュ
ナ
ン
の
発
案
で
、
試

し
に
ス
イ
ス
の
高
級
紙
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
新
聞
」
で
移
民
募
集
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
打
つ
と
、
こ
れ
が
大
成
功
を
収
め
た
。
デ
ュ
ナ
ン
が
書

い
た
移
民
を
促
す
記
事
が
評
判
を
呼
び
、
特
に
地
方
出
身
の
極
貧
の

人
々
が
大
勢
応
募
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
は
、
デ
ュ
ナ
ン
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会

で
キ
リ
ス
ト
教
の
活
動
に
力
を
注
ぎ
、
初
の
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
世
界
大
会
の

開
催
に
向
け
て
手
腕
を
発
揮
し
て
い
た
時
期
と
も
重
な
る
。「
Ｇ
社
」

は
、
デ
ュ
ナ
ン
が
新
米
宣
教
師
と
し
て
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
ア
ラ
ビ

ア
語
版
の
聖
書
を
配
り
な
が
ら
布
教
活
動
を
す
る
こ
と
も
後
押
し
し

た
。
ち
な
み
に
「
Ｇ
社
」
の
大
株
主
は
、
デ
ュ
ナ
ン
が
二
十
一
歳
か
ら

勤
め
て
い
た
リ
ュ
ラ
ン
・
ソ
ー
タ
ー
銀
行
の
オ
ー
ナ
ー
、
Ｐ
・
リ
ュ

ラ
ン
と
Ｆ
・
ソ
ー
タ
ー
だ
っ
た
。

３　

植
民
地
で
の
農
業
経
営
に
託
し
た
夢

一
八
五
四
年
六
月
か
ら
九
月
半
ば
に
か
け
て
、
デ
ュ
ナ
ン
は
再
び

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
訪
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
彼
は
す
で
に
企

業
家
と
し
て
一
攫
千
金
が
期
待
で
き
る
北
ア
フ
リ
カ
で
独
自
の
農
業

経
営
に
着
手
し
よ
う
と
決
意
し
て
お
り
、
事
業
に
適
し
た
候
補
地
を

捜
し
な
が
ら
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
が
侵
攻
中
だ
っ
た
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
ま

で
足
を
延
ば
し
た
。
そ
の
一
方
、
後
任
者
が
決
ま
る
ま
で
と
い
う
条

件
付
き
で
「
Ｇ
社
」
の
仕
事
も
引
き
受
け
た
。
そ
の
お
陰
で
、
こ
の
時

期
の
滞
在
費
用
は
す
べ
て
「
Ｇ
社
」
が
負
担
し
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
間
、
彼
は
ア
ラ
ブ
の
文
化
と
ア
ラ
ビ
ア
語
を
学
ん
だ
。

そ
れ
は
、
現
地
の
人
々
を
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
よ
う
と
い
う
思

惑
か
ら
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
自
身
が
す
っ
か
り
そ
の
文
化
と

言
語
に
魅
了
さ
れ
て
し
ま
い
、
当
時
は
邪
教
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た

イ
ス
ラ
ム
教
に
、
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
前
半
、
西
欧
列
強
は
世
界
各
地
を
次
々
に
植
民
地
に
し

て
い
た
。
デ
ュ
ナ
ン
が
初
め
て
北
ア
フ
リ
カ
に
渡
っ
た
一
八
五
三
年

と
い
え
ば
、
日
本
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
提
督
率
い
る
東
イ
ン

ド
艦
隊
の
黒
船
が
浦
賀
に
来
航
し
、
江
戸
幕
府
に
開
国
を
迫
っ
た
年

で
あ
る
。
す
で
に
欧
米
諸
国
の
経
済
活
動
は
、
植
民
地
と
奴
隷
制
度

な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
状
況
に
な
っ
て
お
り
、
ス
イ
ス
も
け
っ
し

て
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（Fässler,  2005

）。

フ
ラ
ン
ス
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
征
服
し
て
植
民
地
化
す
る
と
、

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
富
裕
階
級
も
積
極
的
に
投
資
を
行
っ
て
、
こ
ぞ
っ

て
利
益
を
あ
げ
て
い
た
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
銀
行
家
や
企
業
家
た
ち

は
、
み
な
敬
虔
な
福
音
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
っ
た
が
、
植
民
地
で

の
搾
取
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
経
済
構
造
を
嫌
悪
す
る
者
は
い
な
か
っ

た
と
い
う
。
そ
の
当
時
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
は
「
物
質
的
に
裕
福
で
あ

る
と
い
う
徳
は
、
慈
善
活
動
の
徳
を
強
化
す
る
」（
コ
ッ
ハ
ー
＆
ア
マ
ン
、 

二
〇
〇
五
）
と
い
う
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
考
え
が
浸
透
し
て
い
た
か
ら
だ
。

植
民
地
の
支
配
者
と
し
て
利
潤
を
追
求
し
よ
う
と
考
え
る
一
方
で
、

デ
ュ
ナ
ン
は
、
ア
ラ
ブ
世
界
へ
の
深
い
憧
憬
の
念
を
抱
き
な
が
ら
、

貧
困
に
あ
え
ぐ
ア
ラ
ブ
人
労
働
者
の
幸
福
や
生
活
の
向
上
も
夢
み
て

い
た
に
違
い
な
い
。
初
め
て
の
イ
ス
ラ
ム
圏
で
受
け
た
温
か
い
も
て

な
し
と
、
異
文
化
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
率
直
に
共
感
を
示

す
デ
ュ
ナ
ン
の
思
い
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
を
旅
し
た
後
、
一
八
五
八

年
に
出
版
し
た
『
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
国
政
に
関
す
る
報
告
（N

otice sur la 

Régence de Tunis

）』
と
題
し
た
初
め
て
の
著
書
の
中
で
も
雄
弁
に
語
ら
れ

て
い
る
（Boissier,  1974

）。
同
時
に
、
そ
の
著
書
で
デ
ュ
ナ
ン
は
、
ア

ラ
ブ
と
西
欧
と
で
の
奴
隷
に
対
す
る
扱
い
を
比
較
し
、
ア
メ
リ
カ
を

は
じ
め
と
す
る
西
欧
の
奴
隷
制
度
を
痛
烈
に
批
判
し
た
の
だ
っ
た
。

４　

前
途
に
立
ち
込
め
る
暗
雲

一
八
五
五
年
三
月
、
弟
の
ダ
ニ
エ
ル
を
従
え
て
三
度
目
の
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
に
入
っ
た
デ
ュ
ナ
ン
は
、
セ
テ
ィ
フ
近
郊
に
あ
り
、
古
代

ロ
ー
マ
帝
国
の
遺
跡
で
名
高
い
ジ
ェ
ミ
ラ
か
ら
十
七
キ
ロ
の
場
所
に

位
置
す
る
オ
ー
・
デ
ハ
ブ
（O

ued D
eheb

）
の
丘
陵
地
で
、
水
源
と
な

る
滝
が
あ
る
約
七
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
を
取
得
し
た
。
彼
は
こ

の
土
地
を
「
モ
ン
ㇲ
・
ジ
ェ
ミ
ラ
（M

ons-D
jém

ila

）」
と
名
付
け
て
小

麦
を
栽
培
し
、
水
力
に
よ
る
大
型
製
粉
機
４
台
を
完
備
し
た
工
場
を

建
設
し
て
、
大
量
の
小
麦
粉
を
フ
ラ
ン
ス
軍
に
供
給
す
る
と
い
う
野

心
的
な
事
業
展
開
を
企
図
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
構
想
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
し
て
は
荒

唐
無
稽
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
か
っ
た
。
実
際
の
事
業
の
展
開
や
収

支
計
画
を
ど
こ
ま
で
詳
細
に
検
証
し
て
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
取

得
し
た
土
地
で
ま
ず
デ
ュ
ナ
ン
が
取
り
か
か
っ
た
の
は
、
製
粉
工
場

の
建
設
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
水
力
製
粉
機
の
設
置
に
は
大
が
か
り

な
工
事
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
資
材
を
運
び
込
む
た
め
の

道
路
建
設
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
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ど
う
に
か
製
粉
工
場
を
完
成
さ
せ
た
も
の
の
、
水
を
大
量
に
使
う

製
粉
機
を
フ
ル
稼
働
さ
せ
て
採
算
ベ
ー
ス
に
乗
せ
る
に
は
、
少
な
く

と
も
二
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
広
大
な
農
地
が
必
要
で
、
さ
ら
に
そ
れ
を

ま
か
な
う
別
の
水
源
と
灌
漑
設
備
も
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方

で
、
小
麦
粉
を
搬
出
す
る
た
め
の
道
路
や
鉄
道
も
ま
っ
た
く
未
整
備

だ
っ
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
先
の
見
え
な
い
ま
ま
見
切
り
発
車
し
て
い
る
状
況
を

考
え
る
と
、植
民
地
担
当
省
庁
が
、デ
ュ
ナ
ン
の
水
利
権
や
農
地
の
追

加
取
得
の
認
可
に
消
極
的
だ
っ
た
の
も
当
然
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

計
画
の
「
詰
め
が
甘
い
」
か
ら
で
あ
る
。
平
定
さ
れ
て
間
も
な
い
植
民

地
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
は
、特
に
水
は
貴
重
な
資
源
で
あ
り
、当
局
も
無

謀
な
計
画
は
避
け
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。こ
の
苦
境
を
な
ん
と
か

打
開
し
よ
う
と
、デ
ュ
ナ
ン
は
あ
ら
ゆ
る
コ
ネ
を
駆
使
し
て
認
可
へ

の
嘆
願
を
繰
り
返
す
の
だ
が
、
状
況
は
一
向
に
好
転
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
当
局
が
デ
ュ
ナ
ン
に
認
可
を
与
え
ず
、

の
ら
り
く
ら
り
と
役
所
間
を
た
ら
い
回
し
に
し
た
の
は
、
官
僚
主
義

的
な
「
お
役
所
仕
事
」
の
結
果
と
考
え
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。（
例

え
ば
、G

agnebin &
 G

azay,  1963, Boissier,  1974,

橋
本
、 

一
九
七
八
）　

し
か
し
、
デ
ュ
ナ
ン
の
事
業
計
画
の
「
詰
め
の
甘
さ
」
が
そ
の
一
因
に

あ
り
、
そ
れ
を
当
局
が
問
題
視
し
て
認
可
に
難
色
を
示
し
た
と
考
え

れ
ば
合
点
が
行
く
。
し
か
も
、
そ
の
経
営
者
が
、
植
民
地
政
策
の
根

幹
で
あ
る
奴
隷
制
度
を
自
ら
の
著
書
の
中
で
声
高
に
批
判
し
て
い
た

と
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

５　

製
粉
会
社
の
設
立
と
デ
ュ
ナ
ン
の
苦
悩

一
八
五
八
年
一
月
八
日
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
州
政
府
か
ら
承
認
を
受
け
、

「
有
限
会
社
モ
ン
ㇲ
・
ジ
ェ
ミ
ラ
製
粉
（Société anonym

e des M
oulins de 

M
ons-D

jém
ila

）」
と
名
付
け
た
デ
ュ
ナ
ン
の
会
社
が
正
式
に
登
記
さ
れ

た
。
経
営
陣
に
は
社
長
の
デ
ュ
ナ
ン
の
ほ
か
、
元
ス
イ
ス
連
邦
軍
司

令
官
の
シ
ャ
ル
ル
・
ト
レ
ン
ブ
リ
ー
大
佐
、
ル
イ
十
六
世
の
下
で
財

務
長
官
だ
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ケ
ル
の
甥
の
息
子
テ
オ
ド
ー
ル
・

ネ
ッ
ケ
ル
、
そ
し
て
、
実
弟
の
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
ュ
ナ
ン
が
名
を
連
ね
た
。

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
の
有
限
会
社
の
設
立
は
、
フ
ラ
ン
ス
当
局
か
ら

遅
々
と
し
て
認
可
が
下
り
な
い
現
状
を
打
破
す
る
た
め
の
苦
肉
の
策

で
も
あ
っ
た
。
親
族
や
友
人
・
知
人
を
巻
き
込
ん
で
出
資
者
を
募
り
、

翌
一
八
五
九
年
に
は
、
資
本
金
を
五
十
万
か
ら
百
万
ス
イ
ス
・
フ
ラ

ン
に
増
資
し
た
。
不
透
明
な
事
業
計
画
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
は

デ
ュ
ナ
ン
の
言
葉
を
信
じ
て
出
資
し
、
デ
ュ
ナ
ン
は
十
パ
ー
セ
ン
ト

の
配
当
を
約
束
し
た
。
さ
ら
に
デ
ュ
ナ
ン
は
、
少
し
で
も
当
局
と
の

交
渉
を
有
利
に
進
め
よ
う
と
、
同
年
四
月
に
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
権
を

取
得
し
て
い
る
。

各
界
の
有
力
者
か
ら
の
推
薦
状
も
取
り
つ
け
、
特
に
、
デ
ュ
フ
ー

ル
将
軍

―
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
教
官
で
あ
り
、
宗
教
的
対
立
か
ら

ス
イ
ス
連
邦
が
分
裂
の
危
機
に
瀕
し
た
一
八
四
七
年
の
ゾ
ン
ダ
ー
ブ

ン
ト
戦
争
を
治
め
た
英
雄
と
し
て
名
を
馳
せ
た

―
か
ら
の
推
薦
状

も
準
備
し
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
当
局
は
動
こ
う
と
し
な

い
。
そ
の
対
応
に
業
を
煮
や
し
た
デ
ュ
ナ
ン
は
、
つ
い
に
最
後
の
手

段
に
打
っ
て
出
る
。
そ
れ
が
、
北
イ
タ
リ
ア
の
戦
場
に
い
る
ナ
ポ
レ

オ
ン
三
世
の
後
を
追
い
か
け
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
の
窮
状
を
直
訴
す

る
と
い
う
無
手
っ
法
な
作
戦
だ
っ
た
。

６　

直
訴
の
裏
に
秘
め
ら
れ
た
思
い

デ
ュ
ナ
ン
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
へ
の
直
訴
の
た
め
に
作
成
し
た

資
料
の
ひ
と
つ
に
、『
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
け
る
モ
ン
ㇲ
・
ジ
ェ
ミ

ラ
製
粉
・
金
融
お
よ
び
興
業
会
社
に
関
す
る
覚
え
書
（M

émorandum au 

sujet de la société financière et industrielle des M
oulins de M

ons-D
jémila en A

lgérie

）』

が
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
記

さ
れ
た
社
名
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
登
記
し
た
「
有
限
会
社
（société 

anonym
ea

）」
で
は
な
く
、「
金
融
・
興
業
会
社
（société financière et 

industrielle

）」
の
文
言
に
変
え
ら
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
そ
こ
か

ら
デ
ュ
ナ
ン
の
意
図
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

彼
は
大
規
模
な
製
粉
事
業
を
核
に
し
て
、
自
身
も
理
事
に
名
を
連

ね
て
い
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
信
託
銀
行
を
は
じ
め
と
す
る
ス
イ
ス
か
ら
の

投
資
を
加
速
さ
せ
て
利
益
を
上
げ
、
将
来
的
に
は
こ
の
会
社
に
「
金

融
業
」
な
い
し
「
投
資
銀
行
」（société financière

）
と
し
て
の
機
能
も
持

た
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ス
イ
ス
か
ら
の
投

資
に
よ
っ
て
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
や
産
業
振
興
を
活

性
化
さ
せ
、
貿
易
の
拡
大
に
よ
る
経
済
成
長
へ
の
援
助
に
つ
な
が
れ

ば
、
会
社
は
「
興
業
（société industrielle

）」
の
機
能
も
果
た
す
。
そ
う

な
れ
ば
、
彼
が
ほ
れ
込
ん
だ
貧
し
い
ア
ラ
ブ
の
人
々
の
生
活
向
上
に

も
寄
与
す
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
思
い
が
デ
ュ
ナ
ン
の
事
業
構
想
の
背
景
に
あ
っ
た
と

考
え
れ
ば
、
確
か
に
「
モ
ン
ㇲ
・
ジ
ェ
ミ
ラ
」
は
一
企
業
家
が
行
う
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
し
て
は
無
謀
で
荒
唐
無
稽
と
い
わ
れ
て
も
し
か
た

な
い
が
、
現
在
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
が
果
た
し
て
い
る

よ
う
な
役
割
を
彷
彿
と
さ
せ
る
、
も
っ
と
大
胆
な
構
想
だ
っ
た
と
解

釈
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
植
民
地
で
の
搾
取
が
大
前

提
だ
っ
た
一
九
世
紀
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
、
デ
ュ
ナ
ン
は
時
代
の
遥

か
先
を
見
据
え
て
、
農
業
経
営
を
と
ら
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。
と

は
い
え
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
当
時
の
植
民
地
の
ス
キ
ー
ム
で
行
わ
れ

る
べ
き
事
業
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
現
実
に
は
、
き
れ
い
事
で
は
す
ま

さ
れ
な
い
矛
盾
や
難
問
が
百
出
す
る
こ
と
は
、
火
を
見
る
よ
り
明
ら
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か
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

７　

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
の
試
練
が
与
え
た
も
の

北
イ
タ
リ
ア
で
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
へ
の
直
訴
は
実
現
し
な

か
っ
た
が
、そ
こ
で
戦
争
の
惨
状
と
兵
士
の
悲
惨
さ
に
遭
遇
し
て

負
傷
兵
を
救
護
し
た
経
験
が
、デ
ュ
ナ
ン
を
赤
十
字
の
創
設
へ
と

駆
り
立
て
た
。
戦
争
の
恐
怖
と
非
道
さ
を
明
ら
か
に
し
、戦
時
救

護
の
た
め
の
国
際
的
な
団
体
の
創
設
の
必
要
性
を
訴
え
た
『
ソ
ル

フ
ェ
リ
ー
ノ
の
思
い
出
（U

n Souvenir de Solférino

）
』
で
、欧
米
の
読
者

に
衝
撃
を
与
え
て
一
躍
時
代
の
寵
児
と
な
っ
た
デ
ュ
ナ
ン
は
、
最

初
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
成
立
へ
と
一
気
に
駆
け
抜
け
る
の
で
あ

る
。こ

れ
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
の
一
連
の
試

練
が
な
け
れ
ば
、
赤
十
字
の
誕
生
は
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、
赤
十
字
が
産
声
を
あ
げ
、
最
初
の
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
条
約
が
実
現
し
た
矢
先
に
、
デ
ュ
ナ
ン
が
蔑
ろ
に
し
て
い
た
ア

ル
ジ
ェ
リ
ア
で
の
事
業
は
破
綻
し
、
彼
は
詐
欺
罪
で
有
罪
判
決
を

受
け
て
全
財
産
を
失
い
、
奈
落
の
底
の
極
貧
生
活
へ
と
埋
没
す
る
。

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
の
試
練
は
、
ほ
か
に
も
様
々
な
も
の
を
彼
に

与
え
、
そ
し
て
、
奪
っ
た
。
血
気
盛
ん
な
三
十
代
の
デ
ュ
ナ
ン
は
、

事
業
の
成
功
に
は
自
分
の
社
会
的
信
用
と
有
力
な
人
脈
の
構
築
が
必

定
と
考
え
、
持
ち
前
の
文
筆
の
才
を
活
か
し
て
執
筆
活
動
に
も
勤
し

ん
だ
。
そ
の
か
い
あ
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
文
芸
協
会
や
芸
術
家
協

会
の
一
員
に
名
を
連
ね
た
。

一
八
五
八
年
に
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
地
理
学
会
の
設
立
に
も
加
わ
っ

て
い
る
。
地
理
学
は
、
当
時
の
学
術
界
で
最
先
端
分
野
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
。
こ
の
学
会
の
会
合
で
、
デ
ュ
ナ
ン
は
「
五
人
委
員
会
」（
後

の
「
赤
十
字
国
際
委
員
会
」）
を
共
に
創
設
す
る
こ
と
に
な
る
デ
ュ
フ
ー

ル
将
軍
、
ア
ピ
ア
、
そ
し
て
（
以
前
か
ら
既
知
の
）
モ
ア
ニ
エ
と
出
会

う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
学
術
界
で
世
界
の
最
高
峰
に
位
置
し
て
い

た
パ
リ
の
地
理
学
会
や
ア
ジ
ア
協
会
、
東
洋
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
民

族
学
会
な
ど
に
も
入
会
を
許
さ
れ
、
デ
ュ
ナ
ン
は
宗
教
界
、
ビ
ジ

ネ
ス
界
、
文
学
界
は
も
と
よ
り
、
学
術
分
野
で
も
不
動
の
地
位
を
築

き
、
自
他
と
も
に
認
め
る
西
欧
社
会
の
名
士
の
仲
間
入
り
を
果
た
し

た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
努
力
も
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
の
事
業
の
失

敗
で
水
泡
に
帰
し
た
の
だ
っ
た
。

８　

放
漫
経
営
の
果
て
に

デ
ュ
ナ
ン
が
赤
十
字
の
創
設
に
か
か
り
き
り
に
な
っ
て
い
る
間
に
、

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
の
事
業
は
泥
沼
化
し
て
い
た
。
慢
性
的
に
水
が
足

り
な
い
製
粉
事
業
で
は
ま
っ
た
く
採
算
が
と
れ
ず
、
デ
ュ
ナ
ン
は
リ

ス
ク
の
大
き
い
コ
ル
ク
樫
農
園
の
経
営
に
手
を
出
し
て
さ
ら
に
負
債

を
増
や
し
た
。
北
イ
タ
リ
ア
で
実
現
し
な
か
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世

へ
の
謁
見
は
一
八
六
五
年
に
叶
っ
た
が
、
期
待
し
た
よ
う
な
支
援
は

得
ら
れ
な
か
っ
た
。
業
績
が
好
調
な
競
争
相
手
の
事
業
を
買
収
し
よ

う
と
し
た
り
、
運
転
資
金
調
達
の
た
め
に
金
融
関
係
の
仲
間
に
追
加

支
援
を
求
め
た
り
も
し
た
が
、
す
べ
て
徒
労
に
終
わ
っ
た
。

そ
の
間
に
も
資
金
繰
り
は
日
を
追
っ
て
悪
化
し
、
出
資
者
へ
の
配

当
金
の
支
払
い
に
も
窮
し
て
、
遂
に
資
本
金
を
切
り
崩
さ
ね
ば
な
ら

な
い
事
態
に
陥
っ
た
。
デ
ュ
ナ
ン
の
親
族
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
所
有

し
て
い
た
資
産
の
ほ
と
ん
ど
を
売
却
し
て
配
当
金
の
支
払
い
に
充
て
、

弟
の
ダ
ニ
エ
ル
も
全
財
産
を
失
っ
た
。

万
事
休
す
と
な
っ
た
デ
ュ
ナ
ン
は
最
後
の
賭
け
に
打
っ
て
出
る
。

採
算
が
と
れ
る
か
ど
う
か
の
見
込
み
も
な
い
ま
ま
、
地
中
海
沿
岸
の

町
フ
ェ
ル
フ
ェ
ラ
に
あ
っ
た
大
理
石
採
掘
場
を
転
売
目
的
で
購
入
し
、

そ
れ
を
自
分
が
理
事
を
し
て
い
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
信
託
銀
行
に
売
却
し

て
二
十
万
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
を
手
に
し
た
の
だ
。
そ
の
際
、
銀
行
に

は
、
そ
れ
よ
り
も
高
額
で
買
い
取
る
フ
ラ
ン
ス
の
投
資
家
が
い
る
と

告
げ
て
い
た
が
、
そ
ん
な
人
物
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
、
後
に
詐
欺
罪
に
問
わ
れ
る
原
因
に
な
っ
た
。
資
金
繰
り
の

た
め
と
は
い
え
、
銀
行
を
欺
い
た
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
に

ま
で
な
ぜ
デ
ュ
ナ
ン
が
及
ん
だ
の
か
、
い
ま
と
な
っ
て
は
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
詐
欺
と
い
う
よ
り
も
、
単
に
お
人
好
し
で
あ
っ

た
た
め
と
い
う
の
が
真
相
の
よ
う
で
あ
る
。
一
説
に
は
、
デ
ュ
ナ

ン
自
身
は
採
掘
場
の
現
地
を
一
度
も
訪
れ
た
形
跡
が
な
く
、「
モ
ン

ㇲ
・
ジ
ェ
ミ
ラ
」
の
事
業
運
営
を
任
せ
て
い
た
ビ
ジ
ネ
ス
・
パ
ー
ト

ナ
ー
の
ド
イ
ツ
人
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ッ
ク
の
不
誠
実
で
怪
し
げ

な
進
言
を
鵜
呑
み
に
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
（Boissier, 1978, 

H
atchinson, 1996

）
。
一
方
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
信
託
銀
行
自
体
も
、
同
時

期
に
不
明
朗
な
貸
し
付
け
や
資
金
運
用
を
行
っ
て
い
た
実
態
が
次
々

に
明
る
み
に
出
て
倒
産
の
危
機
が
囁
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
部
の

株
主
が
経
営
陣
を
相
手
取
っ
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
そ
の
結
果
、ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
信
託
銀
行
は
倒
産
し
、
そ
の
煽
り
で
、
デ
ュ
ナ
ン
の
事
業
も

一
挙
に
破
綻
し
た
の
だ
。

９　

お
わ
り
に

ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の「
モ
ン
ㇲ・
ジ
ェ
ミ
ラ
」は
大
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

デ
ュ
ナ
ン
が
経
営
を
顧
み
ず
、
赤
十
字
の
創
設
に
猛
進
し
た
原
因
が
、

ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
戦
い
で
壮
絶
な
光
景
に
遭
遇
し
た
こ
と
に
よ

り
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）
を
発
症
し
た
か
ら
だ
と
す

る
見
解
も
あ
る
（International Red Cross and Red Crescent M

ovem
ent, 
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）。
し
か
し
、ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
は
失
敗
だ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の

原
因
を
精
神
疾
患
や
企
業
家
と
し
て
の
才
能
の
有
無
と
い
っ
た
次

元
だ
け
で
議
論
す
る
こ
と
に
は
虚
し
さ
を
禁
じ
え
な
い
。な
ぜ
な
ら
、

「
モ
ン
ㇲ
・
ジ
ェ
ミ
ラ
」
事
業
の
根
底
に
流
れ
る
デ
ュ
ナ
ン
の
人
道
と

博
愛
の
理
念
は
、少
し
も
ぶ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら

だ
。　北

ア
フ
リ
カ
の
地
で
、
民
族
や
文
化
や
宗
教
や
身
分
を
超
越
し
て
、

人
間
が
人
類
と
し
て
「
単
一
」
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
人
類
と
し
て

連
帯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
が
幸
福
に
な
る
こ
と
を
、
デ
ュ
ナ
ン

は
「
モ
ン
ㇲ
・
ジ
ェ
ミ
ラ
」
の
事
業
で
証
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
そ
れ
は
、
奴
隷
制
度
で
の
搾
取
に
よ
っ
て
可
能

と
な
る
当
時
の
植
民
地
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
は
、
初
め
か
ら
望
む

べ
く
も
な
い
理
想
で
し
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
、「
モ
ン
ㇲ
・
ジ
ェ
ミ
ラ
」
は
失
敗
で
は
な
く
、
実

現
に
至
ら
な
か
っ
た
夢
の
構
想
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
仮
定

で
考
え
て
も
意
味
の
な
い
こ
と
は
承
知
し
つ
つ
も
、
赤
十
字
で
モ
ア

ニ
エ
が
果
し
た
よ
う
な
実
務
に
長
け
た
人
材
が
、
も
し
「
モ
ン
ㇲ
・

ジ
ェ
ミ
ラ
」
の
経
営
陣
の
中
に
も
い
て
、
し
か
も
そ
の
舞
台
が
植
民

地
で
さ
え
な
け
れ
ば
、
こ
の
事
業
も
ま
た
、
ま
っ
た
く
違
う
変
遷
を

遂
げ
て
い
た
に
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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一
九
〇
四
年
、
日
露
戦
争
の
頃
、
大
き
な
荷
物
と
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン

直
筆
の
紹
介
状
を
携
え
、
イ
タ
リ
ア
の
ジ
ェ
ノ
バ
で
日
本
行
き
の
船
に
乗
っ

た
一
人
の
女
性
が
い
た
。

そ
の
女
性
の
名
前
は
、
カ
タ
リ
ー
ナ
・
シ
ュ
ト
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
カ
ー
。

新
聞
記
者
で
あ
っ
た
彼
女
は
、
ス
イ
ス
の
ハ
イ
デ
ン
で
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ

ナ
ン
に
出
会
い
、
日
本
赤
十
字
社
の
様
子
を
知
り
た
い
と
い
う
願
い
を
叶
え

る
た
め
彼
の
特
使
と
し
て
日
本
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
当
初
の
予
定
の
救
護
活
動
に
従
軍
記
者
と
し
て
同
行
は
叶
わ

な
か
っ
た
も
の
の
、
日
本
赤
十
字
社
の
組
織
と
活
動
を
つ
ぶ
さ
に
見
た
だ
け

で
な
く
、
軍
病
院
の
視
察
、
傷
病
者
へ
の
訪
問
を
行
い
、
そ
の
一
部
始
終
を

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
に
報
告
す
べ
く
四
年
間
を
過
ご
し
た
。

本
稿
は
、
そ
の
特
使
と
し
て
の
四
年
間
の
記
録
で
あ
る
。

デ
ュ
ナ
ン
に
第
一
回
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞

デ
ュ
ナ
ン
に
と
っ
て
一
九
〇
一
年
の
第
一
回
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞

の
授
与
は
間
違
い
な
く
彼
の
絶
頂
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
ノ
ー
ベ
ル
平

和
賞
の
受
賞
を
デ
ュ
ナ
ン
は
大
い
に
喜
ん
だ
。
と
い
う
の
も
、
デ
ュ

ナ
ン
自
身
の
た
め
と
い
う
よ
り
、
破
産
後
三
〇
年
た
っ
て
も
、
そ
の

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
と
カ
タ
リ
ー
ナ

ハ
ン
ス
・
ア
ー
マ
ン
著
《
原
文
　
ド
イ
ツ
語
》

訳
・
五
十
嵐
清

―
百
年
前
に
日
本
へ
派
遣
さ
れ
た
デ
ュ
ナ
ン
の
特
使

【
原
題
：
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
と
ア
ペ
ン
ツ
ェ
ル
の
女
性
】

カタリーナ・
シュトルツェネッカー

賞
金
を
自
分
の
も
の
に
で
き
る
と
考
え
た
彼
の
債
権
者
達
の
た
め
に

一
〇
万
フ
ラ
ン
の
賞
金
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
〇
三
年

八
月
八
日
、
ド
イ
ツ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学
は
デ
ュ
ナ
ン
と
、
か

つ
て
デ
ュ
ナ
ン
に
赤
十
字
国
際
委
員
会
か
ら
の
退
任
を
勧
め
、
そ
の

後
、
結
果
と
し
て
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
委
員
長
と
な
っ
た
グ
ス
タ

フ
・
モ
ワ
ニ
エ
の
二
人
に
名
誉
医
学
博
士
の
称
号
を
贈
っ
た
。

デ
ュ
ナ
ン
の
特
使
と
し
て
日
本
へ

一
九
〇
四
年
、
日
露
戦
争
が
満
州
と
朝
鮮
を
巡
っ
て
勃
発
し
た
。

地
元
の
数
少
な
い
デ
ュ
ナ
ン
の
知
人
で
あ
っ
た
カ
タ
リ
ー
ナ
・
シ
ュ

ト
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
カ
ー
は
、
偶
然
に
も
こ
の
時
デ
ュ
ナ
ン
を
訪
ね
て
い

た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

「
デ
ュ
ナ
ン
が
訴
え
る
よ
う
に
『
赤
十
字
の
原
則
に
従
っ
て
い
か
に

負
傷
者
を
取
り
扱
う
べ
き
か
を
日
本
へ
行
っ
て
日
本
人
に
伝
え
る
人

は
一
体
こ
の
広
い
ス
イ
ス
の
中
に
一
人
も
い
な
い
の
か
』
と
叫
ん
だ

時
、
私
は
ち
ょ
う
ど
デ
ュ
ナ
ン
の
と
こ
ろ
に
来
て
い
た
の
で
す
」
と

彼
女
は
語
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
も
し
私
に
そ
の
こ
と
を
命
じ
て
い
た
だ
け
る
の
で
あ
れ

ば
、
私
は
喜
ん
で
日
本
へ
参
り
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
の
望
み
を
私
に

託
し
て
く
だ
さ
い
」
と
カ
タ
リ
ー
ナ
は
デ
ュ
ナ
ン
に
答
え
た
。

彼
女
が
ベ
ル
ン
で
体
験
し
た
つ
ら
い
思
い
の
後
で
は
、
こ
の
決
心

は
決
し
て
難
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
女
は
ベ
ル
ン
師

範
学
校
の
先
生
の
助
言
を
思
い
出
し
て
い
た
。

そ
れ
は
「
外
国
に
行
っ
て
、
あ
な
た
自
身
の
心
配
事
を
忘
れ
、
大

き
く
意
味
の
あ
る
仕
事
の
た
め
に
新
し
い
刺
激
を
求
め
な
さ
い
」
と

い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。

「
半
時
間
ほ
ど
で
デ
ュ
ナ
ン
は
日
本
の
有
力
者
に
宛
て
た
三
通
の

紹
介
状
を
し
た
た
め
、
私
に
持
た
せ
て
く
れ
た
。
二
週
間
後
、
私
は
、

か
つ
て
私
が
働
い
て
い
た
新
聞
社
が
提
供
し
て
く
れ
た
旅
費
を
手
に

し
て
い
た
。
日
本
へ
の
出
発
の
期
日
が
決
ま
り
、
船
便
の
切
符
も
手

に
入
れ
た
」
と
カ
タ
リ
ー
ナ
は
記
し
て
い
る
。

そ
の
と
き
、
こ
れ
か
ら
の
旅
行
の
喜
び
を
感
じ
て
い
た
彼
女
は
す

ぐ
に
ベ
ル
ン
に
呼
び
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
新
聞
社
の
彼
女
の
後
任

が
引
き
継
ぎ
の
最
終
的
な
決
算
書
の
誤
り
を
き
ち
ん
と
精
算
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
準
備
は
全
て
完
璧
な
ま
で
に
順
調
に
運
ん
で
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
た
が
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
日
本
行
の
船
便

は
既
に
出
港
し
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
乗
り
遅
れ
は
彼
女

に
と
っ
て
不
幸
中
の
幸
い
で
、
船
は
紅
海
で
座
礁
し
、
砕
け
散
る
波

の
中
で
ア
デ
ン
港
に
投
錨
し
、
乗
客
は
全
員
下
船
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
乗
船
切
符
を
変
更
し
、
二
週
間
後
に
は
出
航
で
き
る
運
び
と
な
っ

た
。
日
本
へ
の
旅
行
に
よ
り
、
う
ら
若
き
私
の
夢
は
大
き
く
膨
ら
み
、

夢
の
中
で
外
国
と
外
国
人
へ
の
あ
こ
が
れ
は
ま
す
ま
す
抗
う
こ
と
が

出
来
な
い
も
の
に
ま
で
な
っ
て
い
っ
た
」
と
彼
女
は
述
懐
し
て
い
る
。

一
九
〇
四
年
三
月
二
八
日
、
夜
行
の
急
行
列
車
で
彼
女
は
イ
タ
リ

ア
の
ジ
ェ
ノ
バ
に
行
き
、
日
本
行
き
の
船
に
乗
っ
た
。
か
さ
ば
っ
た

荷
物
に
加
え
、
彼
女
は
当
然
の
こ
と
と
し
、
写
真
機
を
持
参
し
て
い

た
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
い
く
つ
か
異
な
る
別
々
の
ス
イ
ス
の
新
聞
社

に
自
分
で
撮
っ
た
写
真
を
添
え
て
解
説
記
事
を
書
く
こ
と
を
考
え
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
船
上
で
彼
女
は
英
国
女
性
と
知
り
合
い
に
な
っ

た
。
航
海
中
、
英
語
に
関
す
る
知
識
を
こ
の
女
性
か
ら
吸
収
し
、
五

月
六
日
、
横
浜
に
到
着
す
る
頃
に
は
、
英
語
を
十
分
正
し
く
学
び
と

る
こ
と
が
で
き
た
。
横
浜
で
の
短
い
滞
在
の
後
、
東
京
に
移
っ
た
。

東
京
に
着
く
と
す
ぐ
に
日
本
赤
十
字
社
を
訪
ね
、
日
本
赤
十
字
社
の

人
と
と
も
に
戦
場
に
赴
き
、
救
護
員
か
つ
従
軍
記
者
と
し
て
活
動
が

で
き
る
よ
う
に
と
願
い
出
た
。

彼
女
は
紹
介
状
に
不
自
由
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ア
ン
リ
ー
・

デ
ュ
ナ
ン
直
筆
の
三
通
の
紹
介
状
か
ら
、
ま
ず
日
本
赤
十
字
社
創
立

者
の
佐
野
常
民
社
長
（
伯
爵
）
宛
て
の
紹
介
状
を
差
し
出
し
た
。
し
か

し
、
佐
野
社
長
（
伯
爵
）
は
既
に
亡
く
な
っ
て
お
り
会
う
こ
と
は
か
な

わ
な
か
っ
た
。
二
通
目
の
紹
介
状
は
日
本
の
皇
族
の
殿
下
に
宛
て
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
紹
介
状
が
彼
女
の
す
べ
て
の
計
画
へ
の
道

を
開
く
こ
と
と
な
っ
た
。
最
後
の
三
通
目
の
紹
介
状
は
彼
女
を
同
じ

よ
う
に
快
く
受
け
入
れ
て
く
れ
た
日
本
の
新
聞
社
に
宛
て
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。

異
な
る
赤
十
字
の
使
命

し
か
し
、
前
線
で
活
動
的
に
負
傷
者
の
救
護
に
協
力
し
、
こ
の
計

画
の
た
め
に
戦
地
に
赴
き
た
い
と
す
る
彼
女
の
熱
心
な
願
い
は
実
現

し
な
か
っ
た
。

「
日
本
の
規
則
で
は
、
女
性
の
参
加
は 

―
日
本
女
性
は
勿

論
の
こ
と
、
い
わ
ん
や
外
国
の
女
性
も
― 

認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
こ
の
日
本
の
法
律
に
従
わ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
時
代
は
終

わ
っ
た
と
日
本
で
は
言
わ
れ
て
い
た
。
砲
火
の
下
、
傷
病
者
を

救
出
し
看
護
す
る
こ
と
は
も
は
や
今
日
、
個
人
の
仕
事
で
は
な

く
、
唯
一
訓
練
さ
れ
常
備
さ
れ
た
部
隊
の
任
務
で
あ
っ
た
。
そ

の
上
で
戦
線
の
後
方
で
し
か
も
軍
の
衛
生
部
隊
が
十
分
に
間
に

味
し
た
。
さ
ら
に
彼
女
の
心
を
痛
め
た
こ
と
は
、「
世
界
の
隅
々
ま

で
足
を
運
び
、
赤
十
字
の
活
動
を
す
べ
し
」
と
す
る
敬
愛
す
る
ア
ン

リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
願
い
が
実
現
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
当
時
、
デ
ュ
ナ
ン
も
勇
気
づ
け
ら
れ
、
カ
タ
リ
ー
ナ
に
と
っ

て
も
偉
大
な
お
手
本
で
あ
っ
た
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル

の
後
を
継
げ
た
ら
ど
れ
ほ
ど
嬉
し
い
こ
と
か
と
彼
女
は
思
っ
て
い
た
。

日
本
の
新
聞
は
英
語
か
ら
日
本
語
へ
翻
訳
さ
れ
た
彼
女
の
寄
稿
文

を
評
価
し
、
十
分
な
報
酬
を
彼
女
に
支
払
っ
た
。
彼
女
は
来
日
の
主

た
る
目
的
を
可
能
な
限
り
上
手
に
果
た
そ
う
と
し
た
。
戦
場
と
い
う

舞
台
に
立
て
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
日
本
国
内
で
赤
十
字

社
の
組
織
と
活
動
に
つ
い
て
研
究
し
よ
う
と
彼
女
は
考
え
た
。
加
え

て
軍
病
院
の
視
察
、
傷
病
者
へ
の
訪
問
、
手
術
の
立
会
い
、
赤
十
字

社
で
の
奉
仕
活
動
に
従
事
し
た
。

ス
イ
ス
人
で
あ
る
こ
と
の
誇
り

軍
病
院
を
訪
問
し
て
、
彼
女
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
患
者
の
健
康
を
願
い
、
慈
悲
深
い
人
間
的
な
精
神
の
た
め

に
生
み
出
さ
れ
た
偉
大
な
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
不
滅
の
理

想
の
す
べ
て
が
、
こ
こ
に
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
私
は
安
堵
す

　日本滞在時のカタリーナ（左）　

合
わ
な
い
場
合
は
じ
め
て
赤
十
字
の
力
強
い
協
力
が
必
要
と
さ

れ
る
が
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
男
性
の
救
護
員
が
そ
の
任
務

を
果
た
し
て
い
た
」

と
カ
タ
リ
ー
ナ
・
シ
ュ
ト
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
カ
ー
は
書
い
て
い
る
。

後
方
配
置

前
線
へ
の
配
置
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
女
が
出
発
前
に

様
々
な
新
聞
と
契
約
し
た
従
軍
報
告
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
、

こ
の
こ
と
は
彼
女
に
定
期
的
な
収
入
が
入
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
意
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る
ほ
ど
満
足
し
な
が
ら
目
に
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
場
で
自

分
が
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
と
同
じ
ス
イ
ス
人
で
あ
る
こ
と
を

誇
り
に
感
じ
て
い
ま
し
た
」

彼
女
は
写
真
撮
影
を
許
可
さ
れ
た
手
術
に
立
ち
会
っ
た
際
に
、

「
コ
ッ
ハ
ー
」と
い
う
名
前
を
耳
に
し
て
さ
ら
に
郷
愁
を
感
じ
た
。「
こ

の
偉
大
な
ス
イ
ス
人
医
師
の
名
前
を
聞
き
い
か
に
郷
里
に
い
る
よ
う

に
感
じ
た
こ
と
か
」
と
書
い
て
い
る
。

ベ
ル
ン
の
医
師
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
コ
ッ
ハ
ー
（
一
八
四
一
年
～

一
九
一
七
年
）
は
当
時
最
も
著
名
な
外
科
医
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
彼

は
、
一
九
〇
九
年
に
「
甲
状
腺
に
関
す
る
生
理
学
的
、
病
理
学
的
、

外
科
学
的
研
究
」
で
ノ
ー
ベ
ル
医
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

彼
女
が
目
に
し
た
も
っ
と
も
素
晴
ら
し
い
も
の
は
四
、〇
〇
〇
床

を
有
す
る
渋
谷
の
日
本
赤
十
字
社
本
社
病
院
で
あ
っ
た
。
こ
の
病
院

は
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
で
の
調
査
に
基
づ
き
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

カ
タ
リ
ー
ナ
・
シ
ュ
ト
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
カ
ー
は
模
範
と
な
る
べ
き
、
整

備
さ
れ
た
巨
大
な
病
院
の
創
立
者
で
あ
り
、
既
に
晩
年
を
迎
え
て
い

た
橋
本
病
院
長
（
男
爵
）
に
表
敬
訪
問
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
大
い
に
喜

び
、「
橋
本
先
生
は
使
っ
て
い
た
メ
ス
を
置
き
、
私
に
心
を
込
め
て

温
か
く
会
釈
し
、
私
は
感
謝
を
込
め
て
差
し
出
さ
れ
た
先
生
の
手
に

握
手
し
た
」
と
最
初
の
出
会
い
を
回
想
し
て
い
る
。

橋
本
病
院
長
は
一
八
八
三
年
二
名
の
日
本
政
府
高
官
と
と
も
に

赤
十
字
の
原
則
を
研
究
し
、
そ
れ
を
日
本
に
報
告
す
る
目
的
で
ス
イ

ス
に
派
遣
さ
れ
た
。
ス
イ
ス
滞
在
中
の
一
八
八
四
年
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
第
三
回
赤
十
字
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
、
橋
本
先
生
一
行
は
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
と
し
て
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ン
で
の
報
告

カ
タ
リ
ー
ナ
・
シ
ュ
ト
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
カ
ー
は
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ

ン
に
宛
て
た
詳
細
な
報
告
書
の
な
か
で
、
し
っ
か
り
と
し
た
洞
察
を

も
っ
て
経
験
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

「
私
が
書
い
た
り
、
見
た
り
し
た
多
く
の
こ
と
は
、
単
に
目

に
し
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
心
で
感
じ
た
事
を
も
書
い
て
い
る

の
で
す
」

彼
女
は
、
一
九
〇
六
年
横
浜
で
三
二
ペ
ー
ジ
の
『
東
京
の
傷
病
者

の
傍
ら
で
～
日
露
戦
争
の
思
い
出
』
と
い
う
著
書
を
出
版
し
た
。
こ

の
本
は
英
語
か
ら
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
、
翻
訳
本
と
し

て
の
売
れ
行
き
は
よ
か
っ
た
。
日
本
赤
十
字
社
は
彼
女
の
こ
の
著
作

に
対
し
て
、
感
謝
を
込
め
て
メ
ダ
ル
を
贈
っ
て
い
る
。
こ
の
メ
ダ
ル

は
現
在
、
ス
イ
ス
の
ヴ
ォ
ル
ク
ハ
ル
デ
ン
と
い
う
小
さ
な
村
の
博
物

館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
熱
心
な
報
告
者
と
し
て
日
本
国
内
の
様
々

な
旅
行
で
か
か
っ
た
費
用
を
、
彼
女
は
頭
を
使
っ
て
実
に
賢
く
捻
出

し
た
。
ド
イ
ツ
語
学
校
を
開
設
し
た
の
で
あ
る
。
既
に
大
き
く
広
が
っ

た
彼
女
の
交
友
関
係
を
通
じ
て
す
ぐ
に
生
徒
は
集
ま
っ
た
。
さ
ら
に

彼
女
は
休
む
こ
と
な
く
赤
十
字
の
理
想
と
す
る
仕
事
を
求
め
て
、
必

要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
へ
は
ど
こ
へ
で
も
足
を
延
ば
し
た
。

消
火
器
「
ネ
ッ
カ
ー
」

湾
岸
都
市
で
あ
る
新
潟
市
に
彼
女
が
滞
在
し
て
い
た
時
、
大
き

な
火
災
が
発
生
し
多
く
の
家
々
が
灰
燼
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
カ
タ

リ
ー
ナ
・
シ
ュ
ト
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
カ
ー
は
こ
の
惨
状
を
目
撃
し
、
日
本

の
大
き
な
新
聞
で
あ
っ
た
「
日
日
新
聞
」
に
寄
稿
し
、
こ
う
し
た
大
火

災
を
防
止
し
、
こ
れ
か
ら
の
建
築
や
そ
の
ほ
か
の
防
災
対
策
を
同
時

に
提
言
し
た
。
ス
イ
ス
の
防
災
専
門
家
と
し
て
彼
女
の
提
案
は
試
さ

れ
た
の
ち
、
そ
の
大
部
分
は
実
用
化
さ
れ
た
。
こ
の
提
案
か
ら
各
家

庭
に
消
火
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
、
こ
の
消
火
器
は
日
本
人
に

は
発
音
が
難
し
い
提
案
者
シ
ュ
ト
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
カ
ー
の
名
前
を
略
し

て
、
愛
称
で
「
ネ
ッ
カ
ー
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
赤
十
字
の
身
分
証
明

書
を
持
っ
て
い
た
お
か
げ
で
、
彼
女
は
日
本
国
中
ど
こ
へ
で
も
自
由

に
旅
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
滞
在
す
る
場
所
で
は
い
つ
で
も
後
援

者
か
ら
歓
迎
と
歓
待
を
受
け
た
。
こ
う
し
た
待
遇
は
、
日
本
の
新
聞

に
寄
稿
し
た
記
事
に
よ
っ
て
彼
女
の
名
前
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
ま
す
ま
す
増
え
て
い
っ
た
。

富
士
山
登
頂

一
九
〇
八
年
の
初
め
、
悪
天
候
と
酷
い
寒
さ
の
中
、
彼
女
は
躊
躇

す
る
こ
と
な
く
三
一
人
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
で
唯
一
の
女
性
と
し
て

三
、七
五
〇
メ
ー
ト
ル
（
＊
現
在
は
三
、七
七
六
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
る
）
の

富
士
山
に
登
頂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
、
冬
山
登
山
は
大
変
例

外
的
な
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
大
き
な
危
険
を
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
グ
ル
ー
プ
の
な
か
に
女
性
は
彼
女
一
人
と
い
う
こ
と
も

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
の
的
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
彼
女

は
霧
と
零
下
二
五
度
の
雪
の
な
か
山
頂
を
目
指
し
て
登
頂
を
決
断
し

た
。
そ
の
時
彼
女
が
履
い
て
い
た
藁
沓
（
わ
ら
ぐ
つ
）
と
竹
と
わ
ら
縄

で
で
き
た
カ
ン
ジ
キ
は
そ
の
後
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ン
歴
史
博
物
館
の
民

族
文
化
コ
ー
ナ
ー
に
寄
贈
さ
れ
た
。
あ
ら
ゆ
る
困
難
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
無
事
に
山
頂
に
到
達
し
た
グ
ル
ー
プ
は
下
り
途
、
ハ
ン
セ
ン
氏

病
の
施
設
の
あ
る
小
山
村
を
訪
ね
た
。
カ
タ
リ
ー
ナ
は
訪
問
記
に
次
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の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
神
々
し
い
富
士
山
を
見
な
が
ら
、
山
道
が
ほ
と
ん
ど
平
ら

に
な
っ
た
聖
な
る
山
の
麓
に
あ
る
御
殿
場
か
ら
日
本
特
有
の
乗

り
物
で
あ
る
人
力
車
に
乗
り
、
二
時
間
後
に
は
全
く
隔
離
さ
れ

た
ハ
ン
セ
ン
氏
病
施
設
の
あ
る
小
山
村
に
た
ど
り
着
い
た
。
ひ

と
つ
の
川
が
こ
の
村
を
世
間
か
ら
全
く
分
断
し
て
い
た
。
私
は

人
力
車
の
車
夫
を
あ
と
に
残
し
て
細
長
い
橋
を
渡
っ
て
い
っ

た
。
柵
が
こ
の
小
さ
な
村
の
入
り
口
を
塞
い
で
い
た
。
私
は
入

口
の
門
に
あ
る
合
図
の
鐘
を
見
つ
け
て
そ
れ
を
鳴
ら
し
た
。
す

ぐ
に
門
番
が
や
っ
て
き
て
私
に
来
訪
の
意
を
尋
ね
、
私
が
差
し

出
し
た
名
刺
を
受
け
取
り
戻
っ
て
行
っ
た
。
し
か
し
門
は
閉
じ

た
ま
ま
で
あ
っ
た
、
長
い
間
待
た
さ
れ
た
後
、
フ
ラ
ン
ス
人
の

神
父
が
現
れ
た
。
私
が
来
訪
の
理
由
を
説
明
す
る
と
、
神
父
は

こ
の
村
を
見
せ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
と
答
え
た
。
靴
と
上
着
を
門

番
の
家
に
預
け
、
消
毒
済
み
の
上
着
を
着
て
、
ス
リ
ッ
パ
に
履

き
替
え
て
村
へ
入
る
準
備
を
す
べ
て
整
い
、
私
は
村
の
な
か
を

見
て
回
り
始
め
た
。
ま
ず
、
様
々
に
混
在
す
る
長
屋
に
案
内
さ

れ
た
。
す
べ
て
の
家
々
は
、
日
本
の
統
一
的
な
様
式
で
建
て
ら

れ
、
平
屋
建
て
で
、
室
内
に
は
唐
紙
と
障
子
が
備
え
付
け
ら
れ

て
い
た
。
ハ
ン
セ
ン
氏
病
患
者
の
人
々
は
日
向
ぼ
っ
こ
を
し
な

が
ら
、
座
っ
た
り
、
横
に
な
っ
た
り
し
て
い
た
。
患
者
の
な
か

に
は
、
体
に
症
状
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
人
が
お
り
、
手
や
足
が

痩
せ
細
っ
た
人
た
ち
も
い
た
。
心
を
し
っ
か
り
強
く
持
と
う
と

し
た
が
、
こ
う
し
た
光
景
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
い
さ
さ
か

気
持
ち
が
弱
く
な
っ
た
。
私
は
誰
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
に
大
き

な
マ
ス
ク
を
着
用
し
た
。
家
並
み
を
通
り
過
ぎ
た
村
の
中
心
に

小
奇
麗
な
礼
拝
堂
が
あ
っ
た
。
礼
拝
堂
と
患
者
の
部
屋
は
、
直

接
そ
れ
ぞ
れ
の
渡
り
廊
下
で
つ
な
が
り
、
い
ち
い
ち
地
面
に
下

り
た
り
、
階
段
を
上
っ
た
り
せ
ず
に
礼
拝
堂
に
行
っ
て
、
お
祈

り
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
村
と
い
う
世
界
を
自

分
の
考
え
に
沿
っ
て
作
り
上
げ
た
神
父
は
次
に
農
園
へ
と
案
内

し
た
。
神
父
は
お
米
、
製
粉
機
、
菜
園
、
炭
の
七
輪
な
ど
、
大

量
の
貯
蔵
品
で
い
っ
ぱ
い
の
倉
庫
を
見
せ
て
く
れ
た
。
さ
ら
に

こ
の
村
自
身
が
所
有
す
る
広
大
な
畑
も
案
内
し
て
く
れ
た
」

さ
ら
に
続
け
て
、「
す
る
と
突
然
一
頭
の
紛
れ
も
な
い
ス
イ
ス
産

の
乳
牛
が
全
く
本
能
と
い
う
べ
き
感
覚
で
、
牛
の
生
ま
れ
故
郷
ス
イ

ス
の
出
身
で
あ
る
自
分
の
目
の
前
に
寄
っ
て
き
た
。
私
は
自
分
の
動

揺
を
隠
す
勇
気
を
も
っ
て
い
た
が
、
不
意
に
目
頭
に
熱
い
も
の
を
感

じ
、
目
を
閉
じ
、
口
元
が
ピ
ク
ピ
ク
と
動
く
の
を
感
じ
た
。
神
父
は
、

こ
こ
に
は
ス
イ
ス
か
ら
沢
山
の
大
切
な
乳
牛
が
来
て
お
り
、
ミ
ル
ク

か
ら
実
に
大
量
の
バ
タ
ー
が
生
産
さ
れ
、
既
に
非
常
に
良
い
成
果
を

も
た
ら
し
て
い
る
と
説
明
し
た
」
と
ス
イ
ス
に
関
連
し
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
彼
女
は
報
告
に
載
せ
て
い
る
。

ス
イ
ス
へ
の
帰
郷

日
本
に
来
て
四
年
を
過
ぎ
る
頃
に
な
る
と
、
ス
イ
ス
に
再
び

帰
り
た
い
と
い
う
彼
女
の
欲
求
が
日
増
し
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

一
九
〇
八
年
の
五
月
八
日
の
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
八
〇
回
目
の

誕
生
日
の
一
週
間
前
、
帰
郷
の
た
め
の
船
に
乗
っ
た
。
長
い
航
海
の

間
も
、
彼
女
は
、
時
々
デ
ュ
ナ
ン
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
ア

ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
日
本
で
の
活
動
を
報
告

す
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
も
う
一
度
彼
に
会
い
た
い
と
思
っ
た
。
船

に
は
彼
女
の
三
〇
個
の
荷
物
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
中
は
日
本

赤
十
字
社
に
関
す
る
も
の
や
ド
イ
ツ
語
学
校
の
も
の
、
日
本
で
知
り

合
っ
た
家
族
や
個
人
の
も
の
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に

彼
女
が
海
岸
や
山
や
谷
か
ら
拾
い
集
め
て
き
た
も
の
が
あ
っ
た
。
特

別
の
荷
物
箱
に
は
彼
女
が
帰
っ
て
か
ら
家
で
使
い
た
い
と
思
っ
て
い

た
統
計
的
な
多
数
の
研
究
調
査
結
果
や
著
作
類
が
入
っ
て
い
た
。
ま

た
、
彼
女
の
手
荷
物
に
は
、
日
本
の
生
き
た
記
念
で
あ
る
子
猫
の
ミ
ー

シ
ャ
ン
が
入
っ
て
い
た
。

ス
イ
ス
に
戻
っ
た
あ
と
、
カ
タ
リ
ー
ナ
・
シ
ュ
ト
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
カ
ー

は
、
し
ば
ら
く
の
間
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
ク
ラ
ラ
・
レ
シ
ャ
ー
・
フ
ォ

ル
ス
タ
ー
家
に
滞
在
し
た
。
フ
ォ
ル
ス
タ
ー
家
と
は
カ
ン
ダ
ー
グ
ル

ン
ト
で
彼
女
が
ま
だ
教
師
を
し
て
い
る
頃
、
部
屋
を
借
り
娘
の
ク
ラ

ラ
と
親
し
く
し
て
い
た
間
柄
で
あ
っ
た
。

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
と
の
再
会

帰
国
後
、
彼
女
の
最
初
の
訪
問
の
ひ
と
つ
は
ハ
イ
デ
ン
に
い
る
ア

ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
を
訪
ね
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

デ
ュ
ナ
ン
は
カ
タ
リ
ー
ナ
・
シ
ュ
ト
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
カ
ー
が
帰
国
す

る
ま
で
は
生
き
て
い
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
。「
再
会
は
私
の
心

を
揺
さ
ぶ
り
、
二
人
と
も
大
い
に
感
激
し
て
、
じ
っ
と
目
と
目
を
合
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わ
せ
、
私
が
日
本
で
目
に
し
た
全
て
を
デ
ュ
ナ
ン
に
語
っ
た
」
と
カ

タ
リ
ー
ナ
は
書
い
て
い
る
。

「
そ
れ
で
も
日
本
赤
十
字
社
の
様
々
な
施
設
や
組
織
が
一
体
と

な
っ
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
賞
賛
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

ほ
ど
で
あ
っ
た
」、「
事
実
、
日
本
赤
十
字
社
の
活
動
や
業
績
は
世
界

で
比
肩
す
る
も
の
が
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
日
本
に
は
、

デ
ュ
ナ
ン
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
彼
の
意
向
に
沿
っ
て
行
動
し
て
い

る
若
者
が
い
る
こ
と
を
聞
き
、
デ
ュ
ナ
ン
は
涙
を
流
し
た
」
と
カ
タ

リ
ー
ナ
は
語
っ
て
い
る
。

デ
ュ
ナ
ン
に
と
っ
て
、
数
カ
月
前
に
行
わ
れ
た
彼
の
八
〇
歳
の
誕

生
日
を
祝
し
て
贈
ら
れ
た
栄
誉
を
別
と
す
れ
ば
、
デ
ュ
ナ
ン
の
業
績

の
成
果
が
遠
い
日
本
で
花
開
き
、
大
き
な
成
功
を
も
た
ら
し
て
い
る

こ
と
を
、
帰
国
し
た
カ
タ
リ
ー
ナ
か
ら
聞
く
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
計

り
知
れ
な
い
喜
び
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。

太
陽
が
昇
る
国
か
ら
の
報
告
は
、
年
老
い
て
体
が
弱
く
な
っ
た
ア

ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
人
生
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
彼
の
晩

年
、
数
カ
月
間
の
数
々
の
栄
誉
や
表
彰
以
上
に
彼
を
喜
ば
せ
た
。

「
幸
福
の
あ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
第
二
の
故
郷
と
な
っ
た
こ
の
ハ

イ
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
で
余
生
を
全
う
す
る
以
外
に
も
は
や
何
の
望

み
も
な
い
、
と
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
は
告
白
し
た
」
と
カ
タ
リ
ー

ナ
は
伝
え
て
い
る
。

講
演
旅
行

そ
の
あ
と
の
数
カ
月
間
、
カ
タ
リ
ー
ナ
・
シ
ュ
ト
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
カ
ー

は
休
み
を
取
ら
ず
に
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
か
ら
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
と
講

演
旅
行
し
た
。
訪
ね
た
多
く
の
場
所
で
彼
女
は
、
日
本
と
日
本
赤
十

字
社
に
つ
い
て
、
彼
女
自
身
が
撮
影
し
た
写
真
を
み
せ
な
が
ら
講
演

会
を
行
っ
た
。

　カ
タ
リ
ー
ナ
・
シ
ュ
ト
ル
ツ
ェ
ネ
ッ
カ
ー
の
年
譜

一
八
五
四
年

シ
ュ
バ
イ
シ
ャ
ー
シ
ュ
ウ
ェ
ン
デ
で
生
ま
れ
る

一
八
七
二
年

ベ
ル
ン
の
女
子
師
範
学
校
入
学

一
八
七
四
年

カ
ン
ダ
ー
グ
ル
ン
ト
で
教
師
と
な
る

一
八
七
五
年

不
意
に
起
こ
っ
た
問
題
の
た
め
学
校
勤
め
を
中
断

一
八
八
二
年

学
校
を
完
全
に
辞
す

一
八
八
四
年

四
月
、
ヴ
ォ
ル
フ
ハ
ル
デ
ン
の
郵
便
局
に
勤
め
る　

そ
こ
で
、「
ス
イ
ス
小
史
」、「
愛
国
者
か
ら
見
た
最
初
の
ス

イ
ス
史
」
を
刊
行

パ
リ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
評
判
と
な
る

一
八
九
六
年

ザ
ン
ク
ト
・
ガ
リ
シ
ュ
ー
ク
レ
プ
の
郵
便
局
に
勤
め
る

一
八
九
九
年

郵
便
局
を
辞
す
る

　
　
　
　

 
郡
立
病
院
で
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
と
出
会
う

一
九
〇
四
年

デ
ュ
ナ
ン
と
決
定
的
な
話
し
合
い
を
行
う

 

二
月　

日
露
戦
争
勃
発

 

三
月
二
八
日　

デ
ュ
ナ
ン
の
命
を
受
け
日
本
へ
向
け
出
発

一
九
〇
五
年
「
東
京
の
傷
病
者
の
傍
ら
で
」
を
ド
イ
ツ
語
と
日
本
語
で
出

版こ
の
こ
と
で
日
本
赤
十
字
社
か
ら
感
謝
の
メ
ダ
ル
が
授
与
さ

れ
る

一
九
〇
八
年

二
月
、
富
士
山
登
頂
（
三
七
五
〇
ｍ
）

 

五
月
一
日
、
欧
州
へ
戻
る

 

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
を
訪
ね
る

一
九
一
二
年

ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
へ
出
発

 

バ
ル
カ
ン
戦
争
へ
赴
く

一
九
一
三
年
「
バ
ル
カ
ン
戦
争
時
の
セ
ル
ビ
ア
赤
十
字
社　

一
九
一
二
年

～
一
九
一
三
年
」

 

一
二
八
ペ
ー
ジ
、写
真
（
自
分
で
撮
影
し
た
も
の
）
一
〇
〇
枚
、

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
オ
レ
ル
フ
ュ
ス
リ
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る

「
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン　

そ
の
生
涯
と
業
績
」

三
二
ペ
ー
ジ
、
口
絵
六
枚
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
オ
レ
ル
フ
ュ

ス
リ
社
か
ら
国
際
赤
十
字
創
立
五
〇
周
年
記
念
誌
と
し
て
刊

行
さ
れ
る

一
九
一
四
年

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
に
戻
り
、
活
発
な
講
演
活
動
を
行
う

 

「
欧
州
戦
線
（
一
九
一
四
年
～
一
九
一
五
年
）
に
お
け
る
セ

ル
ビ
ア
人
」

一
七
四
ペ
ー
ジ
、
写
真
一
〇
〇
枚
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
オ
レ

ル
フ
ュ
ス
リ
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
。

一
九
二
九
年

一
〇
月
一
一
日
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
逝
去
、
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ

ナ
ン
と
同
じ
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
シ
ル
フ
ェ
ル
ト
墓
地
に
埋
葬

さ
れ
る
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赤
十
字
社
連
盟（
現
在
の
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
）が
設
立
さ
れ
た
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
た
翌
年
の
一
九
一
九

年
五
月
五
日
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
今
年
で
一
〇
〇
周
年
。
こ
の
大
戦
に
お
け
る
各
国
赤
十
字
社
の
活
動
経
験
な
ど
か
ら
、
赤
十
字
を

戦
時
だ
け
の
機
関
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
平
時
に
も
持
て
る
能
力
を
生
か
す
べ
き
だ
と
し
て
、
一
九
一
九
年
二
月
、
ア
メ
リ
カ
、
イ

ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
の
五
カ
国
の
赤
十
字
社
代
表
が
五
社
委
員
会
を
結
成
。
熱
い
協
議
を
経
て
同
年
五
月
、
赤
十

字
社
連
盟
が
設
立
さ
れ
た
。

本
稿
に
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
理
事
で
元
日
本
赤
十
字
社
顧
問
で
あ
っ
た
蜷
川
新
博
士（
一
八
七
三

―
一
九
五
九
）が
日
赤
代
表
と
し
て
五
社
委
員
会
に
臨
み
、
連
盟
設
立
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
蜷
川
新

の
連
盟
設
立
へ
の
熱
い
思
い
が
活
写
さ
れ
、
連
盟
設
立
の
裏
舞
台
を
後
世
に
伝
え
る
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
原
文
は
英
語
で
執

筆
さ
れ
て
い
た
も
の
を
故
太
田
成
美
氏（
元
日
赤
国
際
部
次
長
）が
訳
出
し
た
。
本
稿
は
、
蜷
川
本
人
に
よ
り
日
本
語
に
よ
り『
赤
十
字

社
連
盟
成
立
事
情
の
真
相
』（『
博
愛
』（
第
四
三
四
号
、
大
正
一
二
年
六
月
一
〇
日
掲
載
）と
題
し
て
発
表
さ
れ
た
が
、
英
語
版
と
の
微
妙

な
相
違
も
あ
り
興
味
深
い
。
さ
ら
に
本
稿
で
は
日
本
語
論
文
に
は
全
文
掲
載
の
な
い「
補
遺：

赤
十
字
が
将
来
果
た
す
役
割
と
平
和
条
約
」

も
全
文
掲
載
し
た
。
連
盟
創
設
一
〇
〇
年
に
あ
た
り
、
訳
者
の
解
説
も
併
せ
て
、
改
め
て
連
盟
設
立
の
当
時
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

赤
十
字
社
連
盟
の
成
立
の
実
状（
一
九
二
六
）

赤
十
字
社
連
盟
創
設
一
〇
〇
年

赤
十
字
社
連
盟
の
機
関
誌“The W

orld ’s H
ealth ”

「
世
界
の
保
健
」（
月

刊
）
に
は
、「
そ
の
考
え
の
最
初
の
具
体
的
な
形
が
日
本
か
ら
来
た
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」（
同
誌
一
九
二
六
年
一
月
号
二
頁
の
記
事
「
七

年
目
」
参
照
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
私

は
、
日
本
人
と
し
て
、
い
ま
赤
十
字
社
連
盟
の
成
立
に
関
す
る
実
話

を
伝
え
て
お
く
こ
と
が
自
分
の
義
務
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
は
、
こ
の
件
に
つ
い
て
語
る
の
を
非
常
に
躊
躇
し
て
き
た
。

と
い
う
の
は
、
私
が
筆
を
と
っ
て
こ
の
こ
と
を
話
せ
ば
、
そ
れ
は
自

己
宣
伝
が
動
機
と
な
っ
て
い
る
と
、
一
部
の
人
び
と
の
目
に
は
見
え

る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
は
と
ん
で

も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
が
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
の

は
、
こ
れ
が
大
戦
後
の
高
貴
な
人
道
的
な
事
業
の
史
実
の
問
題
で
あ

り
、
ま
た
、
世
界
平
和
と
人
道
の
た
め
の
日
本
人
の
理
想
と
事
業
と

に
関
す
る
日
本
人
の
名
誉
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

戦
前
に
は
、
平
時
に
お
け
る
赤
十
字
社
の
活
動
は
、
結
核
予
防
の

宣
伝
等
の
よ
う
な
ご
く
わ
ず
か
な
分
野
に
限
ら
れ
て
い
た
。
日
本
も

ま
た
何
年
間
も
こ
の
仕
事
を
小
規
模
な
が
ら
や
っ
て
い
た
が
、
他
の

い
く
つ
か
の
国
で
は
こ
れ
さ
え
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
わ
け
で
、
平
時
に
赤
十
字
が
仕
事
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
考
え

は
、
人
類
の
利
益
を
目
的
と
す
る
団
体
と
し
て
の
赤
十
字
の
た
だ
抱

負
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
す
べ
て
の
国
を
法
に
よ

 
 
蜷 川 新  写 真 （ １ ） を 挿 入 。 組 み 込 み

 

1919 年 4 月１～11 日までフランス・カンヌで ICRC の招聘で開催された国際会議に出席した日本

代表。中央が蜷川新日赤代表。向かって左端が陸軍衛生部医務官。右端が海軍医務官（日赤蔵） 

 
ある。それで私は、日本人として、いま赤十字社連盟の成立に関する実話を伝

えておくことが自分の義務であると思うのである。これまでは、この件につい

て語るのを非常に躊躇してきた、というのは、私が筆をとってこのことを話せ

ば、それは自己宣伝が動機となっていると、一部の人びとの目には見えるかも

しれなかったからである。そのような見方はとんでもないことである。私が書

かなければならないと思ったのは、これが大戦後の高貴な人道的な事業の史実

の問題であり、また、世界平和と人道のための日本人の理想と事業とに関する

日本人の名誉にかかわることであるからである。 
 戦前には、平時における赤十字社の活動は、結核予防の宣伝等のようなごく

わずかな分野に限られていた。日本もまた何年間もこの仕事を小規模ながらや

っていたが、他のいくつかの国ではこれさえ実施されていなかった。このよう

なわけで、平時に赤十字が仕事をするというような考えは、人類の利益を目的

とする団体としての赤十字のただ抱負にすぎなかったのである。まして、すべ

ての国を法律により拘束する条約の必要性については、それを理解している人

は殆どいなかった。私の計画は、平時においても、すべての文明国が法的義務

の下におかれるように、この赤十字の平時活動という考えを一つの国際条約の

形にすることであった。 

1919 年 4月１～ 11日までフランス・カンヌでＩＣＲＣの招聘で開催された国際会議に出
席した日本代表。中央が蜷川新日赤代表。向かって左端が陸軍衛生部医務官。右端が海軍医
務官〔日本赤十字社所蔵〕

蜷
川
　
新

元
赤
十
字
社
連
盟
理
事
会
理
事
・
元
日
本
赤
十
字
社
顧
問
・
法
学
博
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訳
・
太
田
成
美
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り
拘
束
す
る
条
約
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る

人
は
殆
ど
い
な
か
っ
た
。
私
の
計
画
は
、
平
時
に
お
い
て
も
、
す
べ

て
の
文
明
国
が
法
的
義
務
の
下
に
お
か
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
赤
十
字

の
平
時
活
動
と
い
う
考
え
を
一
つ
の
国
際
条
約
の
形
に
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

一
九
一
八
年
、
す
な
わ
ち
、
終
戦
前
に
私
が
日
本
赤
十
字
社
欧
州

諸
国
訪
問
使
節
団
団
長
徳
川
公
に
随
行
し
た
際
、
将
来
に
お
け
る
赤

十
字
の
平
時
活
動
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
を
訪
問
先
ご
と
に
あ
ら
ゆ

る
機
会
を
と
ら
え
て
唱
導
し
た
。
同
年
の
九
月
、
わ
れ
わ
れ
が
ベ
ル

ン
に
い
た
折
、
当
時
の
ス
イ
ス
の
内
務
大
臣
ア
ド
ー
ル
氏
に
赤
十
字

の
活
動
が
平
時
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
改
訂

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
提
唱
し
た
。
し
か
し
、
ア
ド
ー
ル
氏
の
答

え
は
、
条
約
は
そ
う
簡
単
に
は
改
訂
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
ア
ド
ー
ル
氏
は
、
日
本
赤
十
字
社
使

節
団
総
書
記
と
私
は
自
己
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
私
の
正
式
な
資

格
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

私
ど
も
が
、
ま
だ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
い
た
と
き
、
私
ど
も
は
赤
十

字
国
際
委
員
会
か
ら
デ
ィ
ナ
ー
に
招
か
れ
た
。
こ
の
折
に
も
私
は
遠

慮
な
く
自
分
の
考
え
を
披
露
し
た
。
私
の
見
解
を
聞
い
た
人
の
中
の

一
部
の
者
は
協
力
的
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
人
は
反
対
し
、
そ
の
他

の
人
は
非
常
に
関
心
を
寄
せ
て
く
れ
た
。
最
後
の
人
々
の
中
に
、
良

く
知
ら
れ
た
歴
史
家
で
、
実
際
面
で
の
非
常
に
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
活
動

家
で
あ
る
国
際
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
ク
ラ
メ
ル
女
史
が
い
た
。

私
が
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
の
代
表
ヘ
ン
リ
ー
・
Ｐ
・
デ
ビ
ソ
ン

氏
と
英
国
の
代
表
ア
ー
サ
ー
・
ス
タ
ン
レ
ー
卿
に
手
紙
を
書
い
た
の

は
、
一
九
一
八
年
十
一
月
十
一
日
の
終
戦
の
日
で
あ
っ
た
。
二
人
と

も
私
の
知
人
で
あ
り
、
私
は
赤
十
字
の
機
関
は
今
後
は
平
時
に
用
い

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
デ
ビ
ソ
ン
氏

は
親
切
に
も
一
九
一
八
年
十
二
月
六
日
付
で
以
下
の
よ
う
な
返
事
を

下
さ
っ
た
。

拝
復

停
戦
の
調
印
の
成
立
に
祝
意
を
表
し
て
く
だ
さ
り
深
謝
申
し

上
げ
ま
す
。
本
当
に
、
お
言
葉
の
通
り
、
赤
十
字
は
非
常
に
大

き
な
国
際
的
に
重
要
な
義
務
と
責
任
を
確
か
に
継
続
し
て
果
し

て
い
く
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

永
久
の
平
和
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
援
助
を
与
え
る
機

会
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

い
ろ
い
ろ
の
国
の
赤
十
字
社
は
、
そ
の
精
神
と
目
的
と
に
お

い
て
常
に
一
致
し
て
お
り
、
戦
争
中
に
相
互
に
親
密
に
な
り
ま

し
た
。
私
は
こ
の
緊
密
な
協
力
関
係
は
継
続
さ
れ
る
も
の
と
信

じ
ま
す
。

衷
心
よ
り
尊
敬
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

敬
具　

　

一
九
一
八
年
十
二
月
六
日　
　
（
著　
　
　
　

名
）

ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
・
赤
十
字
戦
争
評
議
会
会
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ
ン
リ
ー
・
Ｐ
・
デ
ビ
ソ
ン

　
　
　
　

フ
ラ
ン
ス
、
パ
リ

　
　
　
　

ホ
テ
ル
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
内

　
　
　
　

日
本
赤
十
字
社　

蜷
川
新
様

赤
十
字
の
諸
機
関
を
平
時
に
使
用
す
る
計
画
を
提
唱
し
た
ア
メ

リ
カ
人
が
こ
れ
ま
で
に
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
、
私

は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
全
く
聞
い
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ

う
な
人
が
一
人
で
も
い
た
と
は
思
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
一
九
一
八

年
九
月
に
前
線
で
ベ
ル
ギ
ー
赤
十
字
社
か
ら
デ
ィ
ナ
ー
に
招
か
れ
た

折
、
同
じ
く
招
か
れ
た
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
の
代
表
に
会
っ
た
。
私

が
赤
十
字
の
平
時
に
お
け
る
活
動
と
い
う
私
の
考
え
を
説
明
し
た
時
、

彼
は
私
の
考
え
を
心
か
ら
支
持
し
て
く
れ
た
。
私
は
こ
の
紳
士
に
そ

の
翌
年
、
フ
ラ
ン
ス
で
、
カ
ン
ヌ
会
議
の
際
に
会
っ
た
が
、
彼
も
私

を
覚
え
て
お
り
、
こ
の
会
議
の
前
に
私
が
、
文
書
で
私
見
を
デ
ビ
ソ

ン
氏
に
表
明
し
て
お
い
た
も
の
を
デ
ビ
ソ
ン
氏
か
ら
見
せ
ら
れ
、「
拝

読
し
ま
し
た
」
と
い
っ
て
い
た
。

英
国
代
表
か
ら
の
書
信
は
、
特
に
激
励
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
英
国
で
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
平
時
事
業
を
開
始
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
以
前
に
そ
の
よ
う
な
提
案
は
無
か
っ

た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
一
八
年
十
一
月
十
八
日
付

の
ア
ー
サ
ー
・
ス
タ
ン
レ
ー
卿
の
手
紙
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

拝
復

今
朝
、
去
る
十
二
日
付
貴
信
拝
受
し
ま
し
た
。
連
合
軍
が
敵

側
に
こ
の
よ
う
な
完
全
な
勝
利
を
収
め
た
時
に
お
書
き
下
さ
っ

た
ご
親
切
な
お
言
葉
を
感
謝
し
ま
す
。

私
ど
も
英
国
赤
十
字
社
の
者
は
、
戦
争
中
に
日
本
赤
十
字
社

が
お
与
え
下
さ
っ
た
援
助
を
常
に
感
謝
し
て
お
り
、
決
し
て
忘

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
貴
我
両
社
が
行
っ
た
仕
事
は
、
私

ど
も
の
二
つ
の
大
国
の
間
に
幸
い
に
も
結
ば
れ
て
い
る
友
情
の

絆
の
強
化
に
資
す
る
も
の
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

 

敬
具　
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理
事
長

少
々
し
て
か
ら
ク
ラ
メ
ル
女
史
か
ら
手
紙
を
も
ら
っ
た
が
、
そ
の

中
で
同
女
史
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

拝
啓

十
一
月
十
二
日
付
の
貴
信
、
誠
に
興
味
深
く
拝
見
し
ま
し
た
。

赤
十
字
事
業
を
平
時
に
も
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
ご

高
見
に
全
面
的
に
同
意
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
ご
意
見
の
よ
う
に
、
戦
争
の
準
備
を
す
る
の
で
は

な
く
、
全
人
類
の
苦
痛
の
軽
減
の
た
め
に
協
力
し
合
っ
て
、
不

正
を
排
除
し
、
人
道
お
よ
び
仁
愛
の
法
則
の
違
反
に
対
し
て
は
、

す
べ
て
の
手
段
を
尽
く
し
て
抗
争
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
ご
見

解
に
つ
い
て
も
全
く
同
意
い
た
し
ま
す
。
貴
殿
が
、
さ
ら
に
、

ご
意
見
を
詳
述
さ
れ
、
上
記
の
懸
案
を
実
行
す
る
に
足
り
る
実

際
的
な
手
段
を
お
示
し
下
さ
れ
ば
、
誠
に
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
貴
見
に
最
大
の
関
心
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。
私
ど

も
は
各
国
代
表
か
ら
種
々
の
ご
意
見
を
う
け
た
ま
わ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

こ
こ
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
回
状
を
同
封
申
し
上
げ
ま
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ

    蜷川新様 
 

 
 
 
 
 この手紙に対して、私は、まず最初の記事、それから、二つ目の記事をどち

らもフランス語で書いて送った。これらの論文の英訳は本稿の補遺に入ってい

る。これらの記事は、私が書いてから数か月後に「国際赤十字評論」に載った

（訳者注：この「評論」の一九一九年三月十五日付第三号に、これら二つの論

文は載っている）。一九一九年二月にカンヌで五大国の赤十字社の会合があり、

私はこれらの記事をタイプで打って用意し、その場で代表たちに配った。同年

三月、これらの代表と ICRC とがジュネーブで会合した際にも、もう一度私の

考えを表明する機会があった。その会合の議事録にはそのことが記されている。 
 これよりさき、一九一九年一月、ウィルソン大統領の顧問、ハウス大佐は、

パリ駐在の日本大使に宛てて、赤十字事業を平時に適用することに関して書信

を送った。私はこのことを日本大使館の長岡参事官から聞いた。同参事官にと

って、これは全く初耳であったように思えたので、、私は一九一八年以来ヨーロ

ッパおよびアメリカの赤十字社にこの件を唱導しており、日本赤十字社社長に、

他社に先駆けて本件を取り上げる会議を召集するように依頼していると告げた。 
 アメリカ赤十字社の指導者たちが赤十字の会合を他からの呼び掛けによらず

に計画したのか、あるいは、私の提案に基づいてしたのかは明確には分からな

い。 
 デビソン氏の招待でカンヌに集まった五大国の代表は、連日この問題を討議

Ｃ
は
次
の
赤
十
字
総
会
に
お
い
て
一
切
の
問
題
を
調
査
い
た
し

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
只
今
よ
り
こ
の
事
に
つ
い
て
研
究

を
進
め
て
い
き
ま
す
の
で
、
貴
殿
の
見
解
は
特
に
必
要
で
あ
り

ま
す
。

 

敬
具　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
一
八
年
十
二
月
三
日

 

　
　

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
て

赤
十
字
国
際
委
員
会

こ
の
手
紙
の
中
で
述
べ
て
あ
る
回
状
は
、
一
九
一
八
年
十
一
月

二
十
七
日
付
で
あ
る
。
こ
の
回
状
の
中
で
は
、
負
傷
兵
の
介
護
、
結

核
患
者
の
治
療
、
そ
れ
に
、
戦
死
し
た
兵
士
の
家
族
の
世
話
の
必
要

性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ど
う
し
た
ら
こ
れ
ら
の
仕
事
が

最
も
効
果
的
に
で
き
る
か
と
い
う
質
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
最
も
効
果
的
な
方
法
と
し
て
国
々
の
間
に
一
つ
の
新
し
い
条
約

が
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
提
案
は
な
か
っ
た
。
私
は
、
国
際
委
員
会

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
ク
ル
ー
ゾ
ー
氏
か
ら
別
の
手
紙
を
も
ら
っ
た
が
、

そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

拝
啓

ク
ラ
メ
ル
女
史
は
、
赤
十
字
の
任
務
に
関
す
る
貴
殿
の
ご
意

見
を
私
に
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
ど
も
は
そ
れ
に
非
常
に
深
い

関
心
を
よ
せ
て
お
り
ま
す
。

私
ど
も
は
、「
国
際
赤
十
字
評
論
」
の
発
行
準
備
を
進
め
て

お
り
、
貴
殿
を
寄
稿
者
に
推
薦
し
ま
し
た
の
で
、
も
し
只
今
発

表
さ
れ
る
ご
意
見
が
あ
れ
ば
、
お
送
り
く
だ
さ
い
。
そ
の
題
目
、

内
容
そ
れ
に
発
送
予
定
日
を
お
知
ら
せ
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り

ま
す
。

 

敬
具　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
一
九
年
一
月
六
日　
　
　

 

Ｅ
・
ク
ル
ー
ゾ
ー　

　
　
　
　

蜷
川
新
様

こ
の
手
紙
に
対
し
て
、
私
は
、
ま
ず
最
初
の
記
事
、
そ
れ
か
ら
、

二
つ
目
の
記
事
を
ど
ち
ら
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
て
送
っ
た
。
こ
れ

ら
の
論
文
の
英
訳
は
本
稿
の
補
遺
に
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事

は
、
私
が
書
い
て
か
ら
数
カ
月
後
に
「
国
際
赤
十
字
評
論
」
に
載
っ
た

（
訳
者
注

：

こ
の
「
評
論
」
の
一
九
一
九
年
三
月
十
五
日
付
第
三
号
に
、
こ
れ

ら
二
つ
の
論
文
が
載
っ
て
い
る
）。
一
九
一
九
年
二
月
に
カ
ン
ヌ
で
五
大

日本赤十字社欧州諸国訪問使節団（1918年ベルギー北部にて）
中央が常議員公爵徳川慶久、左から 3人目が蜷川新　Ⓒ博物館明治村
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国
の
赤
十
字
社
の
会
合
が
あ
り
、
私
は
こ
れ
ら
の
記
事
を
タ
イ
プ
で

打
っ
て
用
意
し
、
そ
の
場
で
代
表
た
ち
に
配
っ
た
。
同
年
三
月
、
こ

れ
ら
の
代
表
と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
会
合
し
た
際
に
も
、

も
う
一
度
私
の
考
え
を
表
明
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
会
合
の
議

事
録
に
は
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
先
、
一
九
一
九
年
一
月
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
顧

問
、
ハ
ウ
ス
大
佐
は
、
パ
リ
駐
在
の
日
本
大
使
に
宛
て
て
、
赤
十
字

事
業
を
平
時
に
適
用
す
る
こ
と
に
関
し
て
書
信
を
送
っ
た
。
私
は
こ

の
こ
と
を
日
本
大
使
館
の
長
岡
参
事
官
か
ら
聞
い
た
。
同
参
事
官
に

と
っ
て
、
こ
れ
は
全
く
初
耳
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
た
の
で
、、
私

は
一
九
一
八
年
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
赤
十
字
社
に

こ
の
件
を
唱
導
し
て
お
り
、
日
本
赤
十
字
社
社
長
に
、
他
社
に
先
駆

け
て
本
件
を
取
り
上
げ
る
会
議
を
召
集
す
る
よ
う
に
依
頼
し
て
い
る

と
告
げ
た
。

ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
の
指
導
者
た
ち
が
赤
十
字
の
会
合
を
他
か
ら

の
呼
び
掛
け
に
よ
ら
ず
に
計
画
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
私
の
提
案

に
基
づ
い
て
し
た
の
か
は
明
確
に
は
分
か
ら
な
い
。

デ
ビ
ソ
ン
氏
の
招
待
で
カ
ン
ヌ
に
集
ま
っ
た
五
大
国
の
代
表
は
、

連
日
こ
の
問
題
を
討
議
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
代
表
は
平

時
事
業
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
何
の
考
え
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

か
っ
た
。
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
努
力
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
感
情
を
傷
つ
け

る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
て
い
た
。
私
は
平
時
に
お
け
る
赤
十

字
事
業
を
拡
大
し
よ
う
と
い
う
私
の
提
案
に
関
し
て
は
、
い
か
な
る

誤
解
も
生
じ
る
は
ず
は
な
い
と
主
張
し
た
。
私
は
こ
の
よ
う
に
代
表

た
ち
に
支
援
を
お
願
い
し
た
が
、
デ
ビ
ソ
ン
氏
は
私
が
皆
の
理
解
を

は
か
っ
た
努
力
に
対
し
謝
意
を
表
明
さ
れ
た
。
そ
の
時
点
で
は
デ
ビ

ソ
ン
氏
は
確
定
的
な
計
画
を
用
意
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
平
時
に
お
け
る
赤
十
字
に
つ
い
て
の
次
の
仕

事
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
立
て
る
た
め
に
カ
ン
ヌ
で
医
学
の
専
門
家
の
会

議
を
追
っ
て
召
集
し
よ
う
と
い
う
同
意
が
と
り
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の

時
点
に
お
い
て
私
は
デ
ビ
ソ
ン
氏
を
大
い
に
激
励
し
た
。
財
政
的
に

ど
れ
ほ
ど
ア
メ
リ
カ
代
表
が
犠
牲
を
払
っ
た
か
は
明
確
で
な
い
が
、

こ
の
件
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
代
表
の
出
費
が
莫
大
な
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
九
一
九
年
三
月
、
私
が
カ
ン
ヌ
に
い
た
時
、
デ
ビ
ソ
ン
氏
は
私

に
宛
て
て
、
こ
れ
か
ら
で
き
る
機
関
の
名
称
は
「
赤
十
字
社
連
盟
」
と

す
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
た
。
私
の
案
は
「
人
道
的
国
際
連
盟
」
で

あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
私
が
パ
リ
に
い
た
時
に
、
私
は
デ
ビ
ソ
ン

氏
に
書
信
を
送
り
国
家
を
拘
束
す
る
新
し
い
条
約
を
起
草
す
る
必
要

が
あ
る
と
強
く
要
請
し
た
。
そ
し
て
専
門
家
た
ち
が
時
た
ま
集
ま
っ

た
り
、
人
道
的
な
仕
事
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
単
に
討
論
す
る
だ

け
で
は
諸
国
を
法
的
に
拘
束
で
き
な
い
と
示
唆
し
た
。
こ
れ
に
対
し

デ
ビ
ソ
ン
氏
は
一
九
一
九
年
三
月
三
日
付
で
返
事
を
く
れ
た
が
、
そ

の
書
信
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

拝
復

　
　

二
月
二
十
八
日
付
貴
信
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

日
本
か
ら
専
門
家
を
招
致
い
た
す
手
は
ず
を
取
ら
れ
た
由
を

知
り
、
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。

会
議
に
間
に
合
う
よ
う
に
当
地
に
着
か
れ
る
こ
と
を
切
望

し
て
お
り
ま
す
。
会
議
の
成
功
の
た
め
に
彼
ら
は
大
い
に
貢
献

し
て
く
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
は
余
り
に
も

遠
隔
の
地
で
あ
り
ま
す
た
め
貴
殿
が
難
し
い
立
場
に
お
立
ち
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
彼
ら
が
間
に
合
う
可

能
性
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ご
同
封
下
さ
っ
た
覚
え
書
き
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ

り
ま
す
。
私
ど
も
が
追
い
求
め
て
い
る
目
的
に
つ
い
て
の
私
ど

も
の
考
え
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
赤
十
字

の
平
時
活
動
を
専
門
知
識
の
交
換
に
限
る
つ
も
り
も
、
そ
の
よ

う
な
計
画
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
た

だ
一
つ
の
部
面
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
私
は
、
貴
殿
が
そ
の

概
要
を
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
救
援
事
業
の
た
め
に
作
ら
れ
た
特

に
緊
密
な
協
力
を
す
る
組
織
を
つ
く
る
計
画
を
立
て
て
お
り
ま

し
た
。

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
は
な
い

と
信
じ
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
た
最
高
の
法
律
家
の
中
の

何
人
か
に
、
こ
の
こ
と
に
大
い
に
注
目
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
は
最
大
の
考
慮
が
は
ら
わ
れ
、
勧
告
が
な
さ
れ
、

実
際
的
な
ラ
イ
ン
に
そ
っ
て
、
最
も
効
果
の
あ
る
結
果
が
得
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
て
間
違
い
な
い
こ
と
と
考
え
ま
す
。

 

敬
具　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
一
九
年
三
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

赤
十
字
社
委
員
会
委
員
長

上
掲
の
書
信
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
著
名
な
実
業
家
で
あ
る
デ

ビ
ソ
ン
氏
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
平
時
の
仕
事
に
適
用
す
る
た
め
の

改
訂
が
必
要
で
あ
る
と
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
。

一
九
一
九
年
三
月
、
私
は
、
パ
リ
に
い
た
折
、
私
見
を
強
く
主
張

し
た
書
信
を
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
、
ポ
ワ
ン
カ
レ
大
統
領
、
そ
れ
に
、

イ
タ
リ
ア
の
代
表
オ
ラ
ン
ド
氏
に
書
き
送
っ
た
。
こ
れ
ら
の
書
信
が

間
違
い
な
く
届
く
よ
う
に
、
特
別
な
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ

の
ホ
テ
ル
に
向
か
わ
せ
た
。

そ
こ
か
ら
少
々
た
っ
た
四
月
の
こ
と
、
平
和
会
議
に
出
席
中
の
日

本
の
代
表
か
ら
国
際
連
盟
規
約
草
案
の
第
二
五
条
に
平
時
に
お
け
る
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赤
十
字
の
業
務
に
つ
い
て
の
条
項
が
急
遽
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
聞
か
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
に
払
っ
て
来
た
私
の
努
力
が
、
ウ
ィ

ル
ソ
ン
大
統
領
の
お
か
げ
で
、
無
駄
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
、

私
は
非
常
に
嬉
し
か
っ
た
。

五
月
の
あ
る
日
、
ア
ド
ー
ル
氏
、
ク
ラ
メ
ル
女
史
等
の
よ
う
な

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
国
際
委
員
会
の
優
れ
た
指
導
者
た
ち
の
一
行
が
、
指

導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
五
大
国
の
赤
十
字
社
の
連
盟
の
創
設
に
関
す

る
特
別
な
会
合
の
始
ま
る
前
に
、
私
ど
も
と
相
談
す
る
た
め
に
パ
リ

を
訪
れ
た
。
ク
ラ
メ
ル
女
史
は
、
こ
の
問
題
に
つ
き
私
と
話
し
合
う

目
的
で
私
を
女
史
の
ホ
テ
ル
に
招
い
た
。
私
は
約
束
の
時
間
に
う
か

が
い
、
一
時
間
以
上
に
も
わ
た
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
角
度
か
ら
こ
の
問

題
に
つ
き
話
を
し
た
。
女
史
の
質
問
の
要
点
は
、「
貴
殿
の
全
く
新

し
い
機
構
を
創
設
す
る
た
め
の
ご
努
力
は
、
赤
十
字
の
歴
史
に
あ
っ

て
誠
に
革
命
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
そ

の
新
し
い
機
関
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
私
は
答
え
た
。

「
各
国
を
一
つ
に
結
ん
で
、
赤
十
字
を
し
て
平
時
に
活
動
さ
せ

る
よ
う
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
改
訂
を
貴
委
員
会
に
提
唱
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
は
貴
委
員
会
で
は
討
議
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
こ
で
、
私
は
五
大
国
間
で
新
し
い
協
定
を
作
成
す
る
こ
と
を

主
張
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
遂
に
国
際
連
盟
規
約
の
第
二
五
条
に

私
の
考
え
を
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
成
功
を
納
め
ま
し
た
。
法

的
に
は
こ
の
新
し
い
機
構
は
そ
の
規
約
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ

れ
は
ま
さ
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
よ
り
結
ば
れ
て
い
る
『
赤
十
字
同

盟
』（
訳
者
注

：

翻
訳
稿
の
「
補
遺
」
の
部
分
に
は
「
世
界
赤
十
字
同
盟
」
と
い

う
言
葉
も
で
て
く
る
。
最
初
の
「
日
本
赤
十
字
社
史
稿
」
の
四
九
八
頁
に
は

「
万
国
赤
十
字
社
同
盟
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
日
本
赤
十
字
社
は
、
こ
れ
に

一
八
八
七
年
九
月
二
日
に
加
盟
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
正
式
に
Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
よ
り
承
認
を
う
け
た
社
の
連
合
体
の
名
称
で
あ
る
と
考
え
て
間
違

い
な
い
）
の
形
成
と
同
じ
も
の
で
あ
り
ま
す
」

私
の
説
明
が
終
わ
る
と
、
彼
女
は
、「
お
好
き
な
よ
う
に
な
さ
っ

て
下
さ
い
」
と
い
っ
た
。

翌
日
五
月
二
日
に
米
・
仏
・
日
の
代
表
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
ア
ド
ー
ル

氏
と
そ
の
他
二
、三
の
人
と
ホ
テ
ル
・
ミ
ュ
リ
ス
で
集
ま
っ
た
。
米
・

仏
の
代
表
は
何
ら
か
の
法
的
な
裏
付
け
の
な
い
二
、三
の
所
見
を
述

べ
た
。
ア
ド
ー
ル
氏
が
そ
の
前
日
ク
ラ
メ
ル
女
史
が
し
た
質
問
と
同

じ
質
問
を
さ
れ
た
が
私
は
前
回
と
同
じ
答
え
を
し
た
。
そ
の
時
ア

ド
ー
ル
氏
は
一
同
を
見
回
し
、
自
分
の
仲
間
を
じ
っ
と
見
て
、「
さ
あ
、

問
題
点
は
明
瞭
で
あ
る
」
と
い
っ
た
。
そ
こ
で
会
合
は
解
散
し
、
代

表
た
ち
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
向
か
っ
て
パ
リ
を
発
っ
た
。

五
月
四
日
と
五
日
に
、
ホ
テ
ル
・
レ
ジ
ナ
で
、
指
導
的
な
五
カ

国
の
代
表
の
会
議
が
開
か
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
代
表
た
ち
に
よ
り
提
案

さ
れ
た
赤
十
字
社
連
盟
に
つ
い
て
の
草
案
に
関
し
て
討
議
が
行
わ
れ

た
。
規
約
の
第
二
条
に
国
際
連
盟
規
約
の
第
二
五
条
の
と
同
じ
言
葉

が
採
択
さ
れ
た
。
か
く
し
て
「
赤
十
字
連
盟
」
と
「
国
際
連
盟
」
と
の

間
に
法
的
な
結
び
付
き
が
で
き
あ
が
っ
た
。
こ
れ
が
私
が
主
張
し
て

き
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
視
点
に
つ
い
て
私
の
見
解
が
受
け

入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
多
年
に
わ
た
り
法
的
に
存
在
し
て
き
た
「
赤

十
字
同
盟
」
と
は
違
っ
た
不
規
則
な
不
法
な
新
し
い
団
体
が
出
来
て

い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
基
盤
の
な
い
、
ま
た
、
不
要
な
施
設
と

な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
当
然
世
界
中
の
全
て
の
国
か

ら
、
激
し
い
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
明

確
に
す
る
た
め
に
、
事
情
を
実
に
よ
く
理
解
し
た
数
人
の
ア
メ
リ
カ

人
が
い
て
く
れ
た
こ
と
は
、
幸
い
で
あ
っ
た
。
つ
い
に
私
の
考
え
が

採
択
さ
れ
た
故
に
、
私
は
個
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
日
本
代
表
と

し
て
も
本
件
に
つ
い
て
非
常
に
嬉
し
く
思
っ
た
。

五
月
五
日
に
規
約
の
草
案
が
五
大
国
の
代
表
に
よ
り
ホ
テ
ル
・
レ

ジ
ナ
で
調
印
さ
れ
た
が
、
そ
の
機
会
に
、
デ
ビ
ソ
ン
氏
は
私
に
出
席

者
一
同
に
数
日
前
に
ア
ド
ー
ル
氏
に
し
た
よ
う
な
説
明
を
す
る
よ
う

に
依
頼
さ
れ
た
。
私
は
立
ち
上
が
っ
て
皆
が
知
り
た
い
と
言
っ
て
い

る
要
点
を
説
明
す
る
と
全
員
が
私
の
努
力
を
非
常
に
感
謝
し
、
盛
大

な
拍
手
を
頂
戴
し
た
。
私
の
説
明
は
全
く
ひ
ど
い
ブ
ロ
ー
ク
ン
・
イ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
。

1919 年 5月 5日の連盟創設五社の代表。左端が蜷川。中央は米赤のH・デビソン
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赤
十
字
が
将
来
果
た
す
役
割
と
平
和
条
約

Ⅰ
戦
争
中
に
す
べ
て
の
同
盟
国
を
訪
問
し
、
そ
れ
ら
の
国
の
赤
十
字

社
の
事
業
の
細
部
に
い
た
る
ま
で
に
敬
服
し
た
。
そ
の
後
で
、
私
は
、

大
戦
中
に
実
に
大
き
く
進
展
し
た
こ
の
人
道
的
な
事
業
は
平
時
に
は
、

国
家
間
の
融
和
の
た
め
の
重
要
な
要
素
と
見
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
不
正
を
排
除
し
、
人
道
の
法
則
の
違
反
を
な
く
す
こ
と
に
も
役

立
つ
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。

日
露
戦
争
中
、
お
よ
び
、
そ
の
後
の
数
年
間
、
日
本
赤
十
字
社

は
、
社
員
の
数
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
活
動
範
囲
の
広
さ
の

故
に
、
全
世
界
の
赤
十
字
諸
機
関
の
リ
ス
ト
中
に
あ
っ
て
ト
ッ
プ
の

座
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
四
年
間
に
、
日
本
赤
十
字
社
の

活
動
は
、
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
、
お
よ
び
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
赤

十
字
社
の
活
動
に
よ
り
大
き
く
引
き
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
多
く
の

約
に
な
さ
れ
て
き
た
改
訂
で
あ
り
、
二
つ
目
は
各
国
の
赤
十
字
社
の

人
道
的
な
事
業
の
ゆ
る
や
か
な
発
展
の
跡
で
あ
る
。

偉
大
な
博
愛
主
義
者
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
発
想
に
基
づ
き
、

一
八
六
四
年
に
初
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
く
つ
か
の
国
の
間
で
、
そ

の
後
は
世
界
の
殆
ど
す
べ
て
の
国
に
よ
り
、
調
印
さ
れ
た
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
条
約
は
、
一
九
〇
六
年
に
、
国
籍
の
異
な
っ
た
数
名
の
代
表
に
よ

り
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
露
戦
争

―
こ
の
間
に
日
本
人

は
こ
の
条
約
の
条
文
を
、
そ
の
欠
点
に
至
る
ま
で
、
厳
格
に
守
っ
た

の
で
あ
る
が

―
の
間
に
得
ら
れ
た
経
験
の
結
果
、
ど
う
し
て
も
必

要
と
な
っ
た
い
く
つ
か
の
改
訂
を
行
う
問
題
が
生
じ
た
。
か
く
し

て
、
条
約
の
条
項
を
完
全
な
も
の
と
す
る
道
が
備
え
ら
れ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軍
隊
の
負
傷
兵
の
み
を
救
援
す
る

と
い
う
原
則
は
厳
格
に
守
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
に
加
え
て
、

一
九
〇
七
年
の
ヘ
ー
グ
会
議
の
席
上
で
条
約
の
条
文
に
海
戦
を
も
含

め
る
こ
と
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
陸
か
ら
海
へ
の
拡
張
は
赤
十
字
の

人
道
的
な
原
則
の
発
展
に
新
し
い
一
歩
を
印
し
た
の
で
あ
る
。

一
国
の
領
土
内
で
、
法
的
に
承
認
さ
れ
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
第
十
条

参
照
）、
い
う
ま
で
も
な
く
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
基
礎
を
お
い
て
い
る

す
べ
て
の
赤
十
字
社
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
国
の
軍
隊
の
補
助
的

な
衛
生
機
関
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
法
律
、
あ

る
い
は
、
法
令
は
戦
時
に
要
員
と
必
要
物
資
と
を
整
え
る
責
任
を
各

社
に
課
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
各
社
の
機
能

は
本
来
戦
争
に
備
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し

戦
争
が
な
け
れ
ば
、
赤
十
字
社
は
不
要
と
な
る
。
か
り
に
赤
十
字
が

そ
の
義
務
の
範
囲
外
で
、
た
と
え
ば
、
災
害
の
際
な
ど
に
行
動
し
た

場
合
は
、
そ
の
活
動
は
単
な
る
ア
ク
セ
サ
リ
ー
に
す
ぎ
な
い
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
戦
争
の
間
に
は
、
い
く
つ
か
の
顕
著

な
変
化
が
赤
十
字
の
活
動
に
見
ら
れ
た
。
海
軍
、
又
は
陸
軍
の
負
傷

兵
の
救
援
だ
け
が
赤
十
字
の
唯
一
の
目
的
で
は
も
は
や
な
く
な
っ
た
。

赤
十
字
の
活
動
は
、
以
前
の
社
の
定
款
は
そ
の
ま
ま
有
効
で
あ
り
、

条
約
の
条
項
に
は
何
ひ
と
つ
改
訂
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
文
民
や

捕
虜
を
介
護
す
る
こ
と
に
よ
り
、
条
約
の
地
平
線
は
一
層
拡
が
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
真
の
緊
急
事
態
に
あ
っ

て
は
人
道
の
原
則
が
、
力
の
原
則
に
、
ど
う
し
て
も
勝
利
し
た
か
ら

で
あ
る
。

赤
十
字
の
仕
事
が
前
進
し
て
、
そ
れ
自
身
の
た
め
の
新
し
い
進
路

を
開
い
て
行
く
の
は
こ
の
よ
う
に
し
て
で
あ
る
。

Ⅲ
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

無
垢
な
人
々
が
不
幸
な
運
命
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
の
は
、
誠
に
赤
十

字
社
の
偉
大
な
努
力
の
故
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
赤
十
字
社
は
、
そ
の

愛
国
的
な
使
命
を
確
実
に
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
赤
十
字

社
が
、
そ
の
立
派
な
仕
事
を
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
陸
と
海
の
負

傷
兵
の
み
の
救
援
に
限
定
し
な
か
っ
た
た
め
に
一
層
立
派
に
果
た
せ

た
の
で
あ
る
。

戦
時
中
に
こ
の
よ
う
に
発
展
を
と
げ
た
こ
の
事
業
は
、
戦
争
の
終

結
と
共
に
終
止
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

こ
の
事
業
は
、
完
全
な
も
の
に
向
か
っ
て
進
展
し
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
世
界
が
理

想
的
な
平
和
の
実
現
を
待
望
し
て
い
る
今
日
、
世
界
的
な
確
信
と
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
な
る
こ
と
が
、
素
晴
ら
し
く
、
ま
た
、
輝
か
し
い
赤
十
字
の

将
来
で
あ
る
。

Ⅱ
赤
十
字
が
将
来
果
た
す
役
割
を
明
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ

れ
ま
で
の
年
月
に
赤
十
字
が
歩
ん
で
来
た
進
展
の
コ
ー
ス
を
た
ど
っ

て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
点
が
検
討
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
に
は
、
そ
の
誕
生
以
来
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
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一
九
〇
六
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
は
、
す
べ
て
の
締
約
国
に
軍
隊
の

負
傷
者
、
そ
れ
ら
の
者
に
か
か
わ
る
要
員
、
お
よ
び
、
衛
生
材
料
を

保
護
す
る
義
務
を
課
し
た
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
が
戦
時
に
適
用
さ
れ

る
の
は
、
こ
れ
ら
の
責
務
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
は
戦
時
に
活
動
す
る
た
め
に

存
在
し
、
そ
の
た
め
に
備
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
べ

て
な
の
で
あ
る
。

人
間
の
性
質
で
あ
る
正
直
で
忠
実
な
天
性
に
従
う
と
す
れ
ば
、
善

と
正
義
と
人
道
と
は
、
戦
い
合
っ
て
い
る
国
家
間
に
協
定
が
で
き
て

い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
不
幸
な
犠
牲
者
、
敵
に
対
し
て

さ
え
も
、
具
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ま
さ
に
人
道
の
精
神
が
溢
れ
て
い
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
は
、
交
戦
中

の
軍
隊
間
で
人
道
の
責
務
が
厳
格
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
さ
せ
て
き

た
こ
と
に
よ
り
、
今
日
ま
で
立
派
な
仕
事
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ

る
。も

し
、
こ
れ
ら
の
方
策
が
戦
時
に
必
要
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
何

故
そ
れ
ら
は
平
時
に
は
採
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

平
時
に
、
法
律
に
か
な
っ
た
人
道
の
原
則
を
樹
立
す
る
こ
と
は
正
し

い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
私
ど
も
の
倫
理
的

な
責
任
に
任
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
平
和
が
調
印
さ
れ

る
と
、
外
国
に
お
け
る
赤
十
字
の
立
派
な
仕
事
は
即
座
に
停
止
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
和
が
樹
立
す
る
と
、
赤
十
字
は
外
国
に
お
い

て
そ
れ
ま
で
と
同
一
の
状
況
下
で
、
そ
の
賞
賛
に
値
す
る
仕
事
を
続

行
す
る
権
利
を
失
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
人
道
的
な
介
入
が
、

法
的
に
外
国
で
は
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
人
道
に

対
す
る
宣
戦
の
布
告
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
、
反
対
に
、
そ

れ
が
法
的
に
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
道
の
勝
利
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
先
の
想
像
が
嫌
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
二
つ
目
の

想
像
が
正
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
ま
さ
に
明
け
よ
う
と
し
て
い

る
新
時
代
に
人
道
的
な
仕
事
を
続
行
す
る
こ
と
は
、
真
に
必
要
で
あ

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

凶
悪
な
争
い
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
流
血
は
誠
に
嫌
悪
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
時
に
も
ま
た
人
智
を
超
え
た
力
に

よ
る
災
害
や
伝
染
病
の
流
行
な
ど
悲
惨
な
状
況
が
起
こ
る
。
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
国
の
赤
十
字
、
特
に
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
の
赤
十
字
社
は
、
こ
こ
四
年
間
、
無
謀
な
敵
に
よ
り
不
幸
な
状

況
に
追
い
込
ま
れ
た
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ル
ギ
ー
の
避
難
民
を
救
出
す
る

努
力
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
う
い
っ
た
状
況
下
で
、
赤

十
字
に
こ
の
よ
う
に
行
動
す
る
権
利
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
赤
十
字

は
文
民
を
救
う
同
じ
権
利
を
平
時
に
は
ど
う
し
て
失
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
凶
悪
の
発
生
原
因
は
異
な
る
が
、

結
果
と
し
て
生
じ
る
苦
痛
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
不
幸

な
人
々
を
、
た
だ
戦
時
中
に
の
み
救
援
す
る
の
は
お
か
し
な
こ
と
で

あ
る
。
人
道
の
諸
原
則
は
世
界
的
な
広
が
り
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ

ら
は
絶
対
的
な
公
平
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。

世
界
の
正
常
な
状
態
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
い
う
の
で
あ
ろ

う
か
。
平
和
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
戦
争
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
、

平
和
は
す
べ
て
の
人
に
よ
り
求
め
ら
れ
て
い
る
。「
国
際
連
盟
」
と

命
名
さ
れ
た
新
し
い
規
範
が
、
世
界
の
最
も
文
明
の
進
ん
だ
す
べ
て

の
国
に
、
検
討
す
る
よ
う
に
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
ど
も

が
平
和
を
築
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
は
ど
う
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
と
い

う
の
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
は
た
し
か
に
不
要
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

今
日
ま
で
非
常
に
尊
敬
さ
れ
て
き
た
こ
の
条
約
に
つ
い
て
は
、
わ
れ

わ
れ
は
注
意
深
く
取
り
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

条
約
を
一
新
す
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ
将
来
赤
十
字
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
今
後
の
赤
十
字
の
不
変
の
目
的
は
、
赤
十
字
国
際
委
員
会

の
尊
敬
す
る
メ
ン
バ
ー
が
、そ
の
回
状
（「
国
際
評
論
」
Ｔ
・
１
・
１
頁
参
照
）

の
中
で
記
し
て
い
る
目
的
、
す
な
わ
ち
、
悲
惨
さ
か
ら
人
間
の
救
済

を
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
目
的
は
ど
の
よ
う
に
し
て
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
達

成
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
た
だ
慈
悲
心
が
求
め
る
ま
ま
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
は
た
し
か
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
法
律

の
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
厳
密
さ
に
欠
け
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
慈
悲

心
に
た
よ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
唯
一
の
結
果
は
、
す
で
に
数
千
年

に
渡
り
存
在
し
て
い
た
倫
理
哲
学
に
よ
り
得
ら
れ
る
余
り
に
も
当
然

な
結
果
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
説

得
力
の
あ
る
も
の
と
さ
せ
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
国
際
的
な
法
律
に

よ
る
契
約
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

国
際
法
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
全
面
的
に
国
内
法
に
よ
り

規
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
医
師
の
職
業
は
、
外
国
に
よ
り
無
条
件

に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
私
は
今
こ
の
問
題
に
こ
れ

以
上
深
入
り
し
た
く
は
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
は
、
全
世
界
に
よ
り
長

期
に
わ
た
り
、
特
に
こ
の
度
の
戦
争
の
間
に
、
公
正
で
、
合
法
的
で
、

必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
き
た
赤
十
字
に
よ
る
人
道
的
な
事
業
を

指
摘
し
て
お
く
に
止
め
る
。

人
道
は
、
戦
時
に
、
交
戦
中
の
軍
隊
間
の
恐
怖
と
苦
痛
を
取
り
除

く
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
、
平
時
に
は
、
同
情
、
友
情
、
そ
れ

に
、
兄
弟
愛
の
絆
を
、
平
和
に
生
活
し
て
い
る
国
々
の
間
で
強
め
る
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こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
永
遠
の
、
理
想
的
な
平
和
へ
の
道
が
備

え
ら
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
に
し
て
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
が

述
べ
た
よ
う
に
平
和
は
人
道
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
利
害
関

係
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
（
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ソ

ン
大
統
領
の
ス
ピ
ー
チ
参
照
）。

し
た
が
っ
て
、
人
道
機
関
の
一
つ
で
あ
る
赤
十
字
が
、
そ
の
平
和

で
、
愛
情
に
み
ち
た
影
響
力
を
切
望
し
て
い
る
世
界
に
あ
っ
て
、
そ

の
仕
事
を
す
る
法
律
に
か
な
っ
た
十
分
な
自
由
を
常
時
保
持
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
誠
に
明
白
で
あ
る
。

私
の
意
見
で
は
、
す
べ
て
の
国
で
赤
十
字
の
仕
事
を
遂
行
し
て
い

く
に
あ
た
っ
て
、
人
道
の
権
利
を
確
立
し
、
行
動
の
自
由
を
確
保
す

る
た
め
に
、
文
明
国
の
間
で
、
い
く
つ
か
の
詳
細
な
条
項
が
新
し
く

起
草
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
条
項
は
、
特

に
平
時
に
適
用
さ
れ
る
一
つ
の
条
約
の
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

以
下
が
私
が
特
に
明
記
し
な
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
点
で
あ
る
。

１
．
人
類
が
超
人
的
な
力
か
、
ま
た
は
、
伝
染
病
に
よ
り
、
万
一

苦
痛
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
各
国
の
責
任
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
赤
十
字
と
い
う
手
段
を
通
し
て
人
種
に
か
か

わ
り
な
く
、
援
助
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　

犠
牲
者
救
援
の
た
め
に
と
ら
れ
る
ス
テ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、

前
も
っ
て
、
あ
る
い
は
、
必
要
が
生
じ
た
時
に
、
協
定
し
て
い

る
赤
十
字
社
間
で
打
ち
合
わ
せ
る
。

２
．
赤
十
字
の
平
和
活
動
は
各
国
政
府
に
よ
り
尊
重
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

３
．
赤
十
字
の
医
師
、
看
護
師
、
お
よ
び
、
す
べ
て
の
職
員
は
、

そ
の
国
籍
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
の
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の

政
府
に
よ
り
そ
の
仕
事
と
経
歴
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
．
赤
十
字
の
名
に
お
い
て
建
設
さ
れ
る
病
院
、
学
校
、
そ
の
他

の
保
健
機
関
は
、
そ
れ
ら
が
建
設
さ
れ
る
国
の
保
健
規
定
に
合

致
し
て
い
る
限
り
、
各
国
の
政
府
に
よ
り
同
等
の
基
盤
で
取
り

扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
．
赤
十
字
の
名
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
病
院
の
仕
事
に
使
用
さ

れ
る
物
資
は
、
各
国
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
輸
入
税
は
免
除
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅴ
こ
の
よ
う
に
長
い
歴
史
に
輝
く
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
は
、
改
善
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
間
違
い
な
く
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約

は
、
完
全
な
も
の
と
さ
れ
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
適
合
す
る
よ
う
に
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
こ
の
事
態
を
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
条
約
の
歴
史
の
中
で
一
度
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

赤
十
字
は
そ
の
仕
事
を
戦
時
の
負
傷
者
の
援
助
に
厳
格
に
限
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
ん
で
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
に

私
が
証
明
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
事
態
は
、
こ
れ
を
許
さ
ず
赤
十
字

の
仕
事
が
さ
ら
に
広
く
拡
大
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

人
道
的
な
仕
事
は
慈
悲
心
の
世
界
内
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
は
国
々

の
権
利
と
義
務
の
問
題
を
解
決
す
る
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
。

私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
赤
十
字
は
人
道
に
関
す
る
広
範
囲
の
機
関

で
あ
り
、
ま
た
、
理
想
的
な
平
和
の
独
自
な
支
持
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
仕
事
を
公
正
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
の
新
し
い
赤
十

字
条
約
が
、
世
界
平
和
を
当
然
願
う
国
々
の
間
で
調
印
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
こ
の
論
文
は
休
戦
直
後
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。）

人
道
の
義
務
と
専
門
的
な
見
解
の
交
換

Ⅰ
現
在
パ
リ
で
開
催
中
の
平
和
会
議
は
、
国
際
的
な
機
関
の
基
盤
を

設
定
し
た
。
そ
の
機
関
は
、
第
一
に
は
仲
裁
に
よ
り
、
第
二
に
は
そ

の
機
関
に
属
し
て
い
る
す
べ
て
の
国
の
財
政
・
経
済
お
よ
び
陸
軍
・

海
軍
の
資
産
の
す
べ
て
を
統
合
し
て
、
国
家
間
の
武
力
紛
争
を
防
止

す
る
こ
と
を
義
務
と
す
る
。
な
お
、
そ
の
機
関
を
受
け
入
れ
る
の
を

拒
む
お
そ
れ
の
あ
る
す
べ
て
の
国
に
は
、
仲
裁
す
る
こ
と
に
よ
り
、

出
来
上
が
っ
た
決
定
を
強
く
進
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ

れ
は
疑
う
余
地
な
く
平
和
的
な
変
革
と
言
え
る
し
、
そ
れ
は
人
類
の

歴
史
に
お
け
る
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
を
な
す
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
際
連
盟
の
強
固
な
基
盤
の
上
に
お
く
た
め

に
は
、
も
う
一
つ
の
も
の
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

そ
の
も
う
一
つ
の
も
の
と
は
、
国
際
連
盟
の
加
盟
国
の
間
に
人
道
の

権
利
と
義
務
を
法
的
に
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
が
、

い
ろ
い
ろ
な
国
々
の
間
の
、
人
道
的
な
事
業
を
法
制
化
し
て
、
国
際

連
盟
成
立
の
た
め
の
最
後
の
ひ
と
筆
を
加
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
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Ⅱ
今
日
、
私
の
考
え
と
は
異
な
る
別
の
見
解
が
あ
る
こ
と
を
承
知

し
て
い
る
。
そ
の
見
解
と
は
、
赤
十
字
の
仕
事
の
拡
張
に
つ
い
て
は
、

単
に
専
門
的
な
意
見
の
交
換
の
み
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
、
ま
た
は
、
新
し
い
国
際
条
約
起

草
の
要
望
を
全
く
無
視
し
た
見
解
で
あ
る
。
こ
の
意
見
に
よ
れ
ば
、

異
な
っ
た
国
の
赤
十
字
社
は
、
す
べ
て
の
国
が
完
全
に
独
立
し
て
い

る
の
と
同
様
に
、
そ
の
仕
事
に
つ
い
て
は
、
互
い
に
全
く
独
立
し
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
そ

の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
法
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
独

立
で
あ
る
と
共
に
平
等
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
赤
十
字
社
間
に

国
際
的
に
努
力
を
結
集
す
る
に
当
っ
て
の
合
意
書
を
起
草
す
る
必
要

が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
が
こ
の
こ
と
を
証
明
し

て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
が
専
門
的
な
見
解
の
単
な
る
交
換
の
み
に
止
ま
っ
て

い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
結
果
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
各
国
の
赤

十
字
社
は
独
立
し
て
お
り
、
そ
の
社
の
専
門
的
な
研
究
は
続
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
意
見
の
交
換
の
結
果
は
、
か
な
ら
ず
良
い
結
果

を
も
た
ら
す
に
決
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
ど
も
に
は
、
共
同
に

行
う
人
道
的
な
仕
事
と
い
う
、
一
層
大
き
な
目
的
が
あ
る
の
で
あ
る
。

災
害
（
例
え
ば
、
地
震
、
洪
水
等
）
の
場
合
に
は
、
必
要
な
人
員
、
物
資
、

義
援
金
を
供
与
し
、
破
壊
さ
れ
た
場
所
に
移
動
可
能
な
、
あ
る
い
は
、

そ
の
他
の
建
物
を
建
設
し
て
、
出
来
る
だ
け
速
や
か
に
救
援
す
る
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
専
門
家
間
の
、
単
な

る
意
見
の
交
換
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

上
述
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
世
界
の
ど
こ
で
大
災
害
が
起
こ
ろ
う

と
も
、
た
だ
ち
に
救
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
、
敵
に
対
し

て
さ
え
も
人
道
的
な
任
務
を
果
た
し
て
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
こ

れ
ら
の
義
務
を
世
界
中
の
わ
れ
わ
れ
の
友
に
対
し
て
さ
ら
に
一
層
果

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅲ
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
「
人
道
・
倫
理
国
際
連
盟
」
と
で
も
い
う
も

の
を
創
設
し
、
そ
れ
に
よ
り
新
し
い
世
界
に
永
遠
の
平
和
を
築
こ
う

と
真
剣
に
願
う
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
人
道
の
権
利
と
義
務
と

に
よ
り
堅
く
結
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ

の
絆
が
法
に
基
づ
か
な
い
機
関
は
、
決
し
て
、
本
当
の
機
関
で
は
あ

り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
う
、
す
べ
て
の
赤
十
字
社
が
独
立
し
て

仕
事
を
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
社
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内

で
、
自
社
が
必
要
と
し
、
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
を
実
際
に
行

え
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
社
は
、
も
ち
ろ
ん
、
自
分
ら
の

間
で
専
門
的
意
見
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
人
道
的
国
際
連
盟
」
と
い
う
も
の
が
設
立
さ
れ
た
り
、
各
国
の
赤
十

字
社
間
の
国
際
協
力
が
生
ま
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
だ
け
に

よ
っ
て
で
は
な
い
。
こ
れ
は
専
門
家
間
の
専
門
的
な
問
題
の
研
究
以

上
に
出
る
も
の
で
は
断
じ
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
は
医

学
の
進
歩
に
は
何
等
か
の
寄
与
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
新
し

い
世
界
に
人
道
主
義
の
基
盤
を
築
く
た
め
に
は
不
十
分
で
は
な
か
ろ

う
か
。
各
国
の
赤
十
字
社
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
よ
り
援
助
な
し

で
、
ま
た
は
、
い
か
な
る
新
し
い
国
際
的
な
見
解
を
も
形
成
せ
ず
に
、

自
分
の
仕
事
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
当
然
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
私
ど

も
は
、
利
害
関
係
か
ら
で
は
な
く
、
人
道
主
義
か
ら
生
ま
れ
で
て
く

る
永
遠
の
平
和
を
確
保
す
る
た
め
に
協
調
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
間
で
の
人
間
の
義
務

は
な
ん
で
あ
る
か
を
決
め
る
た
め
の
仕
事
に
取
り
か
か
ろ
う
、
平
時

に
適
用
で
き
る
新
し
い
協
定
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
半
世

紀
前
に
賢
明
な
国
々
に
よ
っ
て
調
印
さ
れ
た
条
約
に
な
ら
っ
て
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、「
政
治
的
国
際
連
盟
」
と
共
に
「
人
道
的
国
際
連
盟
」

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

国
際
連
盟
と
赤
十
字
社
連
盟

Ⅰ

「
国
際
赤
十
字
評
論
」
の
第
三
号
で
、
私
は
、
世
界
の
永
遠
の
平
和

を
築
く
た
め
に
、
政
治
上
の
「
国
際
連
盟
」
を
補
強
す
る
た
め
に
、
一

つ
の
新
し
い
国
際
条
約
と
「
人
道
的
国
際
連
盟
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
と

を
採
択
し
よ
う
と
の
考
え
を
提
案
し
た
。
さ
て
、
連
合
国
の
最
も
優

れ
た
政
治
家
た
ち
の
努
力
と
五
つ
の
赤
十
字
社
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に

基
づ
く
行
動
の
お
蔭
で
、
わ
れ
わ
れ
は
今
後
は
国
際
連
盟
（
そ
の
規
約

第
二
五
条
）
と
赤
十
字
社
連
盟
と
の
両
者
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
新
し
い
機
関
の
関
係
に
つ
き
法

的
見
地
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
私
の
義
務
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
以
下
に
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ
ま
ず
第
一
に
、
赤
十
字
に
関
す
る
新
し
い
協
定
は
ど
の
よ
う
な
も

の
と
な
る
の
か
を
決
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。
国
際
連
盟
規
約
第
二
五
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条
に
は
こ
う
あ
る
―
「
聯
盟
ハ
全
世
界
ニ
亘
リ
健
康
ノ
増
進
、
疾
病

ノ
予
防
及
苦
痛
ノ
軽
減
ヲ
目
的
ト
ス
ル
公
認
ノ
国
民
赤
十
字
篤
志
機

関
ノ
設
立
及
協
力
ヲ
奨
励
促
進
ス
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
」
と
。

し
た
が
っ
て
、
国
際
連
盟
の
加
盟
国
は
、
す
べ
て
例
外
な
く
赤
十

字
の
三
つ
の
目
的
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る

こ
と
は
誠
に
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
健
康
の
増
進
、
疾
病
の
予
防
、

お
よ
び
、
世
界
の
苦
痛
の
軽
減
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
こ
の
条
約
の
締
約
国
と
支
持
国
と
に
よ
り
守
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
新
し
い
赤
十
字
条
約
の
原
則
で
あ
る
。

さ
て
、
国
際
連
盟
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
国
を
包
含
し
て
は
い
な
い

の
で
、
こ
の
規
約
は
、
当
然
な
こ
と
な
が
ら
、
連
盟
に
加
入
し
て
い

な
い
国
に
つ
い
て
は
法
的
効
力
は
発
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

ら
の
国
は
古
い
原
則
、
す
な
わ
ち
、
た
だ
戦
争
の
場
合
に
の
み
必
要

な
準
備
を
整
え
る
と
い
う
原
則
に
従
う
自
由
が
な
お
あ
る
と
言
う
こ

と
と
な
る
。

Ⅲ
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
は
、
周
知
の
と
お
り
、
国
籍
と
は
関
係
の
な
い

軍
隊
の
負
傷
者
の
人
道
的
な
介
護
の
み
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
確
か

に
、
白
地
に
「
赤
十
字
」
の
明
瞭
な
標
章
に
つ
き
特
別
に
一
章
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
赤
十
字
機
関
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
何
ひ

と
つ
述
べ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
条
項
に
は
「
赤
十
字
機
関
」
と
い

う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
「
篤
志
救
恤
協
会
」
と
い
う
言

葉
だ
け
が
こ
の
条
約
に
は
表
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
そ
の

条
項
の
一
つ
の
中
で
、「
赤
十
字
機
関
」
と
い
う
言
葉
を
正
式
に
用
い

て
い
る
国
際
連
盟
と
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て

い
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
赤
十
字
は
一
つ
の
機
関
と
し
て
、
一

つ
の
国
際
的
な
委
員
会
に
よ
り
一
八
六
三
年
一
〇
月
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

で
召
集
さ
れ
た
専
門
家
の
会
議
の
結
果
誕
生
し
た
。
こ
の
国
際
的
な

委
員
会
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
創
設
さ
れ
、
今
日
な
お
「
赤
十
字
国
際

委
員
会
」
と
い
う
名
称
で
存
在
し
て
い
る
。

赤
十
字
機
関
の
目
的
に
つ
い
て
の
、
こ
の
委
員
会
の
宣
言
は
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
各
国
に
、
戦
時
中
に
、
軍
隊

の
衛
生
部
隊
を
、
必
要
な
事
態
が
発
生
し
た
際
に
、
で
き
う
る
か
ぎ

り
の
方
法
を
使
っ
て
、
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
国
の
社
が
あ

る
。」（
国
際
委
員
会
発
行
の
冊
子「
赤
十
字
の
目
的
と
全
般
的
な
機
構
」５
、６
、

９
頁
参
照
）。

さ
ら
に
、「
世
界
赤
十
字
同
盟
」
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
た
め
に
は
、

「
そ
の
社
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
が
発
効
し
て
い
る
国
に
存
在
す
る

こ
と
」
が
必
要
で
あ
っ
た
（
同
上
６
頁
参
照
）。

そ
れ
故
に
、
国
際
委
員
会
の
仲
介
で
創
設
さ
れ
た
「
同
盟
」
に
赤

十
字
社
が
参
加
す
る
目
的
は
た
だ
「
戦
時
に
軍
隊
の
衛
生
部
隊
を
支

援
す
る
こ
と
」
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
明
瞭

で
あ
る
。

上
に
記
し
た
と
お
り
、
国
際
連
盟
規
約
の
中
に
は
以
下
の
句
、
す

な
わ
ち
、「
赤
十
字
篤
志
機
関
ノ
協
力
ヲ
奨
励
促
進
ス
ル
コ
ト
ヲ
約

ス
」
を
含
ん
だ
条
項
が
あ
る
。
こ
の
句
に
よ
れ
ば
、
国
際
連
盟
の
加

盟
国
は
、
赤
十
字
社
の
連
盟
の
創
設
の
た
め
に
、
協
定
に
よ
り
課
せ

ら
れ
て
い
る
責
務
を
実
施
す
る
方
策
を
進
め
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ
新
し
い
連
盟
を
形
成
し
て
い
る
こ
の
新
し
い
赤
十
字
の
グ
ル
ー
プ

は
、
国
際
連
盟
の
加
盟
国
と
な
っ
て
い
な
い
国
々
に
あ
る
社
と
は
別

に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
赤
十

字
の
グ
ル
ー
プ
の
目
的
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方

は
特
に
平
時
を
取
り
扱
い
、
他
方
は
戦
時
の
み
を
取
り
扱
う
か
ら
で

あ
る
。

よ
っ
て
、
新
し
い
赤
十
字
社
連
盟
の
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
の
で

あ
る
が
、
誰
も
こ
の
新
し
い
機
関
が
不
法
で
あ
る
と
か
、
公
衆
の
意

見
に
反
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
法
に
か
な
っ

て
国
際
連
盟
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
り
、
連
合
国
、
同
盟
国
の

公
の
意
見
、
ま
た
は
む
し
ろ
世
界
的
な
意
見
に
基
づ
い
て
創
設
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅴ
そ
れ
故
に
、
永
久
の
平
和
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
新
し
い

連
盟
、
す
な
わ
ち
、
機
関
が
歓
迎
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
ら
二
つ
の
新
し
い
賞
賛
に
値
す
る
機
関
に
、
解
決
さ
れ
た
う
え
で
、

付
け
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
う
一
つ
の
問
題
点
が
あ
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
赤
十
字
の
こ
の
新
し
い
分
野
の
た

め
の
要
員
、
物
資
、
お
よ
び
、
必
要
な
施
設
に
つ
い
て
の
詳
細
な
協

定
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
必
要
で
あ
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
例
え

ば
、
も
し
も
伝
染
病
か
災
害
が
生
じ
て
い
る
国
で
、
外
国
人
が
そ
の

国
内
で
医
療
活
動
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
る
法
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

赤
十
字
は
そ
こ
で
救
援
を
行
う
こ
と
も
、
医
師
を
派
遣
す
る
こ
と
も
、

そ
れ
に
、
救
援
の
仕
事
の
た
め
の
赤
十
字
の
病
院
を
建
設
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
私
が
こ
の
「
評
論
」
の
三
月
号
に
記
し
た
と
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お
り
、
国
際
連
盟
の
い
ろ
い
ろ
な
加
盟
国
が
新
し
い
詳
細
な
条
約
に

調
印
す
る
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
赤
十
字
は
い
ま
変
容
の
過
程

に
あ
る
。
徐
々
に
赤
十
字
は
そ
の
人
道
的
な
努
力
の
完
成
に
向
か
っ

て
歩
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
一
九
年
五
月
十
一
日　

記
す

訳
者
注

：

こ
の
最
後
の
論
文
は
、
一
九
一
九
年
の
「
評
論
」
の
六
月
号
に
掲
載

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

訳
者
あ
と
が
き

私
は
か
つ
て
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
創
設
の
ア
イ
デ
ア

の
発
想
者
が
、
日
本
赤
十
字
社
の
蜷に

な

川が
わ

新
あ
ら
た

氏
で
あ
る
と
い
う
事
実

を
世
界
に
向
か
っ
て
公
表
し
て
く
れ
た
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
理
事
会

国
際
事
業
委
員
会
委
員
長
デ
ボ
ラ
・
セ
イ
マ
ー
夫
人
の
祝
辞
を
取
り

上
げ
て
、「
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
の
善
意
」
と
題
し
て
翻
訳
し
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
祝
辞
は
昨
年
（
一
九
九
四
年
）
五
月
五
日
パ
リ
で
開
催

さ
れ
た
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
創
立
七
十
五
周
年
記
念
祝
典

の
式
場
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
読
ん
で
下
さ
っ
た

方
々
の
中
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
と
貴
重
な
応
答
を
い
た
だ
い
た
。

そ
の
第
一
は
、
日
本
赤
十
字
社
図
書
・
資
料
室
の
吉
川
龍
子
女
史

か
ら
の
も
の
で
、
同
女
史
は
、「
こ
の
様
な
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
」

と
い
っ
て
、
日
に
焼
け
て
、
古
ぼ
け
た
一
冊
の
小
冊
子
を
手
渡
し
て

下
さ
っ
た
。
見
る
と
表
紙
に
は"The Facts About the Form

ation of 

the League of Red Cross Societies by D
r.Arata N

inagawa - Tokyo 1926"
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
驚
い
た
。
中
を
パ
ラ
パ
ラ
っ
と
見
る
な
り
、
そ

の
場
で
翻
訳
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
そ
れ
が
、
今
回
の
こ
の
「
赤
十

字
社
連
盟
の
成
立
の
実
状
」
で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
蜷
川
氏
が
一
九
二
六
年
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た

第
二
回
東
洋
赤
十
字
会
議
に
参
加
し
た
外
国
か
ら
の
出
席
者
に
配
布

す
る
た
め
に
用
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
書
・
資
料
室
に
残
っ
て
い

た
こ
の
一
冊
の
表
紙
裏
と
裏
表
紙
裏
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
日
本

文
が
墨
痕
も
鮮
や
か
に
、
特
別
に
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

表
紙
裏
に
は
、「
赤
十
字
社
連
盟
の
組
織　

一
九
二
六
年

　
　

   

赤
十
字
連
盟
の
成
立
は
何
れ
の
国
人
の
思
想
に
出
し
も
の

な
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
資
材
と
し
て
此
書
を
日
本
赤
十
字

社
に
寄
付
す　

 

蜷
川
新
」

裏
表
紙
裏
に
は
、「
此
の
小
冊
子
は
一
九
二
六
年
東
京
に
於
い
て

第
二
回
東
洋
赤
十
字
会
議
の
開
か
れ
し
際
、
之
れ
に
出
席
せ

る
欧
米
列
国
人
に
配
布
せ
し
も
の
に
し
て
赤
十
字
連
盟
の
成

立
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
也 

　

蜷
川
新
」

と
あ
る
。
日
本
赤
十
字
社
に
と
り
誠
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

応
答
の
第
二
は
、
こ
の
翻
訳
に
か
か
っ
て
間
も
な
く
、
日
本
赤
十

字
社
元
人
事
課
長
香
取
千
鶴
女
史
が
、「
ご
参
考
ま
で
に
」
と
蜷
川
新

氏
の
「
人
事
記
録
書
」
の
コ
ピ
ー
を
一
部
送
っ
て
下
さ
っ
た
。
こ
れ

は
ま
た
あ
り
が
た
か
っ
た
。
ま
さ
に
私
が
探
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

同
女
史
へ
の
謝
意
を
こ
め
て
、
以
下
に
こ
れ
を
掲
げ
る
こ
と
に
す

る
。
尚
、
こ
の
「
人
事
記
録
書
」
は
毛
筆
で
書
か
れ
て
お
り
、「
赤
十

字
社
連
盟
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
「
赤
十
字
連
盟
」
と
し
て
い
る
と

か
、
今
日
で
は
（
法
学
博
士
）
と
い
う
と
こ
ろ
を
「
法
博
士
」
と
し
て
い

た
り
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
」
が
三
通
り
で
書
か
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
そ

の
他
の
点
も
す
べ
て
、
明
ら
か
な
誤
り
以
外
は
原
文
の
ま
ま
掲
げ
る

こ
と
と
す
る
。

次
ペ
ー
ジ
の
「
人
事
記
録
書
」
に
よ
れ
ば
、
訳
者
と
は
七
カ
月
間
同

時
に
外
事
部
（
現
国
際
部
）
に
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
顧
問
と
新
入
職

員
と
い
う
間
柄
の
せ
い
で
あ
ろ
う
、
残
念
な
が
ら
、
訳
者
は
蜷
川
氏

に
会
っ
た
記
憶
は
な
い
。
一
九
二
八
年
（
昭
和
三
年
）
か
ら
一
九
六
九

年
（
昭
和
四
十
四
年
）
ま
で
外
事
部
で
勤
務
さ
れ
た
吉
田
志
げ
女
史
に

よ
る
と
、「
蜷
川
さ
ん
は
、
本
社
を
お
辞
め
に
な
ら
れ
て
か
ら
も
、

時
ど
き
本
社
に
お
見
え
に
な
り
ま
し
た
。
あ
れ
だ
け
の
方
で
い
ら
れ

な
が
ら
、
実
に
気
さ
く
な
方
で
し
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

応
答
の
第
三
は
、
翻
訳
が
半
ば
ま
で
進
ん
だ
時
点
で
、
日
本
赤
十

字
社
の
枡
居
孝
参
与
か
ら
、「
コ
ピ
ー
を
一
つ
あ
げ
ま
し
ょ
う
」
と

い
っ
て
、
な
に
げ
な
く
差
し
出
し
て
下
さ
っ
た
の
が
、
な
ん
と
蜷
川

新
氏
自
身
が
日
本
語
で
書
い
た
「
赤
十
字
社
連
盟
成
立
事
情
の
真
相
」
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位勲：従六位勲四等（旭）　931591
族称：士族

氏名：法博士　蜷川　新

年齢：明治六年五月十五日生

原籍：神奈川県中郡大磯町字西小磯四百番地

現住所：東京市渋谷区桜丘町十五番地

大正七年五月十日　　：英、仏、伊、白各国赤十字社へ本社慰問使派遣ニ付随員ヲ命ス

大正八年一月十四日　：欧州ヘ出張

大正八年二月三日　　：仏国カンヌニ於ケル五大国赤十字社代表会議ニ列席ヲ嘱託ス

　仝　　三月三十一日：外事顧問ヲ嘱託ス

　仝　　四月五日　　：仏国カンヌニ於ケル五大国赤十字社代表及専門家会議ニ列席ヲ嘱託ス

　仝　　五月五日　　：巴里ニ於イテ赤十字社連盟成立ノ為メニ開カレタル五大国赤十字代表会議ニ列席

　　　　　　　　　　　連盟規約ニ記名調印スルコトヲ嘱託ス（赤十字社連盟成立）

　仝　　仝日　　　　：赤十字社連盟理事局理事ニ指名セラル

　仝　　六月五日　　：欧州戦乱ニ際シ本社慰問使徳川公爵ニ随伴米英仏伊白各国赤十字社及ジュネーブ

　　　　　　　　　　　赤十字国際委員会等慰問ノ事ニ従ヒ格別勉励ニ付慰労トシテ金八百円贈与ス

　仝　　十二月　日　：大正九年二月「ヂェネヴァ」ニ於ケル赤十字社連盟理事会ニ出席続テ三月開催の

　　　　　　　　　　　同連盟総会へ本社委員トシテ出席ヲ嘱託ス

大正九年一月六日　　：功労ニ依リ特別社員ニ推薦ス

大正十一年二月五日　：ジュネヴァニ於ケル赤十字連盟第二総会へ本社代表委員トシテ出席ヲ嘱託ス（東

　　　　　　　　　　　拓ヨリ出張ノ序）

　仝　　八月十二日　：暹羅国盤谷（※）ニ於ケル赤十字社連盟極東会議開催ニ付本社代表委員トシテ出席ヲ嘱託ス

大正十四年十月二日　：少年赤十字行事ニ関スル著作調査委員ヲ嘱託ス

　仝　十二月三十一日：赤十字社連盟規約改正ノ結果従来ノ理事会ハ本日ヲ以テ廃止（大正十四年六月規

　　　　　　　　　　　約改正）

昭和三年二月七日　　：少年赤十字団善行章授与詮衡委員嘱託ス

　仝六年五月五日　　：常議員当選

　仝七年十一月十五日：第十五回赤十字国際会議準備委員会委員ヲ嘱託ス

　仝八年五月五日　　：常議員当選

　仝九年四月二十九日：昭和六年乃至九年事変従軍記章ヲ授与セラル

　仝十一年十一月六日：常議員当選

　仝十四年五月四日　：常議員当選

　仝十七年一月二十四日：俘虜救恤委員ヲ嘱託ス

　仝二十年十月二十九日：常議員当選

　仝二十二年一月二十一日：退任（改選）

　仝　　　　三月一日：外事部顧問嘱託

　仝二十三年五月三十一日：同　　解嘱

注：暹羅国盤谷はシャム国（タイ）バンコクの意

（
大
正
十
二
年
六
月
一
〇
日
付
「
博
愛
」
四
三
四
号
掲
載
）
の
コ
ピ
ー
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
が

あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
下
手
な
翻
訳
を
続
け
る
必
要
は
な
い

と
ホ
ッ
と
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
読
ん
で
み
る
と
、
日
本
語
で
記
さ
れ
た
も
の
と
、
英

語
の
も
の
と
で
は
、
中
心
に
な
っ
て
い
る
論
旨
は
、
も
ち
ろ
ん
同
じ

で
あ
る
が
、
日
本
人
を
対
象
に
書
い
た
も
の
と
、
外
国
人
向
け
に
記

し
た
も
の
と
で
は
趣
き
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
日
本
語
の
も

の
は
一
九
二
三
年
（
大
正
十
二
年
）
に
書
か
れ
た
も
の
だ
け
に
、
今
日

で
は
用
語
や
文
体
が
い
か
に
も
堅
苦
し
く
て
読
み
に
く
い
。
文
中
に

出
て
く
る
書
信
は
、
す
べ
て
候
文
（
そ
う
ろ
う
ぶ
ん
）
で
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
は
こ
れ
と
し
て
実
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
に
英
文
の
方
を
翻
訳
し
て
お
く
必
要
を

感
じ
た
。
そ
れ
に
は
、
も
う
一
つ
大
き
な
理
由
が
あ
っ
た
。
英
文
の

方
に
は
、「
補
遺
」
と
し
て
、
蜷
川
氏
が
請
わ
れ
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
機
関

誌
「
国
際
赤
十
字
評
論
」
の
た
め
に
書
い
た
連
盟
の
成
立
に
関
連
す

る
三
つ
の
論
文
が
の
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
文
の
方
に
は
、

こ
の
う
ち
の
二
つ
の
も
の
の
極
く
簡
単
な
要
旨
が
の
っ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
論
文
を
全
訳
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
念
の
た
め
に
記
し
て
お
く
が
、
本
訳
稿
の
中
で
「
戦
後
」

と
か
「
終
戦
」
と
あ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
「
第
一
次
世
界
大
戦
」
に
つ

い
て
の
こ
と
で
あ
り
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
」
と
あ
る
の
は
一
九
〇
六

年
改
訂
の
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
お
読
み
い
た

だ
き
た
い
。
戦
時
救
護
だ
け
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
て
い
た
赤
十

字
を
、
今
日
で
は
そ
れ
が
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
平

時
に
も
活
動
で
き
る
機
関
と
す
る
ア
イ
デ
ア
を
発
想
し
た
ば
か
り
で

な
く
、
そ
れ
を
米
・
英
・
仏
・
伊
四
社
の
代
表
と
協
力
し
て
具
体
化

さ
せ
た
著
者
の
功
績
は
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
次
世
界
大
戦
の
最
中
に
あ
っ
て
戦
後
の
赤
十
字
の
平
時
活
動
の

必
要
性
を
訴
え
、
平
時
の
大
災
害
の
際
の
外
国
人
医
師
に
よ
る
救

護
活
動
の
問
題
に
ま
で
考
察
を
進
め
て
い
る
先
見
の
鋭
さ
に
は
、
本

年
一
月
の
阪
神
淡
路
大
震
災
の
際
の
情
況
を
思
い
返
す
ま
で
も
な
く
、

た
だ
た
だ
敬
服
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
日
本
赤
十
字
社
の
大
先
輩
の

歴
史
的
に
大
き
な
意
義
の
あ
る
名
文
を
翻
訳
す
る
機
会
に
出
会
え
て
、

誠
に
光
栄
に
思
っ
て
い
る
。
赤
十
字
に
関
心
の
あ
る
人
に
と
っ
て
は

実
に
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。
拙
い
訳
で
は
あ
る
が
、
何
ら
か
の
お
役

に
立
て
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

一
九
九
五
年
五
月
十
八
日

 

訳
者
し
る
す

蜷川新に関する日本赤十字社の人事記録書
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は
じ
め
に

一
九
一
七
年
一
二
月
二
九
日
、
ハ
ワ
イ
準
州
を
視
察
し
た
フ
ラ
ン

ク
・
ダ
ブ
ル
デ
イ
は
、
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
（A

m
erican Red Cross.

以
下

Ａ
Ｒ
Ｃ
）
本
部
に
対
し
て
、
同
地
で
得
ら
れ
た
「
き
わ
め
て
特
異
な
成

果
」
を
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

第
一
次
世
界
大
戦
へ
の
ア
メ
リ
カ
参
戦
に
と
も
な
い
、Ａ
Ｒ
Ｃ
は

一
九
一
七
年
後
半
、
同
準
州
に
お
い
て
戦
時
支
援
運
動
を
積
極
的
に

展
開
し
、
赤
十
字
事
業
に
対
す
る
約
二
〇
万
ド
ル
相
当
の
支
援
を
獲

得
し
た
。こ
の
う
ち
一
三
万
ド
ル
を
、
居
住
者
か
ら
集
金
し
た
会
費
・

寄
付
金
が
占
め
た
。
但
し
、こ
う
し
て
資
金
提
供
を
行
っ
た
ハ
ワ
イ

準
州
の
人
口
構
成
は
、
北
米
大
陸
の
諸
州
と
は
大
幅
に
異
な
っ
た
。

ダ
ブ
ル
デ
イ
の
観
察
に
よ
れ
ば
、「
ハ
ワ
イ
の
六
つ
の
群
島
の
人
口
は
、

ご
存
知
の
と
お
り
お
よ
そ
二
五
万
人
で
す
。
こ
の
う
ち
七
万
五
千

人
は
読
み
書
き
が
で
き
ま
せ
ん
。
褐
色
、
黒
色
、
黄
色
の
人
種
が

二
二
万
人
を
数
え
て
い
ま
す
」１

。
同
時
期
、ハ
ワ
イ
準
州
の
赤
十
字

事
業
に
お
い
て
、
組
織
末
端
で
最
大
多
数
を
占
め
た
の
は
北
米
大
陸

出
身
者
で
は
な
か
っ
た
。Ａ
Ｒ
Ｃ
ハ
ワ
イ
支
部
婦
人
労
働
局
の
報
告

書
に
よ
れ
ば
、「
オ
ア
フ
島
は
、
赤
十
字
の
記
章
を
身
に
つ
け
た
多
く

の
女
性
、ハ
ワ
イ
ア
ン
、中
国
人
、日
本
人
、イ
ギ
リ
ス
人
、フ
ラ
ン
ス

人
、ア
メ
リ
カ
人
、さ
ら
に
他
の
諸
国
民
と
と
も
に
、担
当
分
の
包
帯

と
衣
類
を
『
あ
ち
ら
側
』
の
兵
士
や
難
民
へ
と
送
っ
て
き
た
」。
同
報

告
書
は
こ
の
よ
う
な
自
負
に
基
づ
い
て
、「
ハ
ワ
イ
準
州
で
は
、
赤
十

字
の
精
神
は
す
べ
て
の
国
籍
の
人
々
を
動
か
す
」
と
主
張
し
て
い
る

２

。

第
一
次
世
界
大
戦
期
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
赤
十
字

人
道
・
帝
国
・
植
民
地

牧
田
　
義
也

立
命
館
大
学
政
策
科
学
部
助
教

赤
十
字
社
連
盟
創
設
一
〇
〇
年

事
業
は
、
多
様
な
人
種
・
民
族
・
国
籍
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
多
様
性
は
一
九
世
紀
後
半
以
降
、
同
地
域
で
複
数
の
帝
国

が
せ
め
ぎ
合
い
、
人
の
国
際
移
動
が
加
速
す
る
な
か
で
増
大
し
た

３

。

特
に
、
日
米
両
国
の
勢
力
範
囲
の
伸
張
と
重
複
は
、
国
際
赤
十
字
運

動
の
地
域
的
展
開
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
た
と
え
ば
、
ハ
ワ

イ
準
州
の
多
様
な
人
口
構
成
の
な
か
で
、
日
系
移
民
は
一
九
世
紀
後

半
以
降
増
加
の
一
途
を
辿
り
、
一
九
一
七
年
に
は
総
数
一
〇
万
人
を

超
え
、
当
時
最
大
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
を
形
成
し
た

４

。
こ
の
人
口

規
模
を
背
景
と
し
て
、
日
本
赤
十
字
社
（Japanese Red Cross Society.

以

下
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
）
は
一
九
〇
七
年
四
月
に
ハ
ワ
イ
特
別
委
員
部
を
設
立
し
、

在
ホ
ノ
ル
ル
日
本
総
領
事
に
特
別
委
員
長
を
委
嘱
し
た
。
ハ
ワ
イ
特

別
委
員
部
は
、
一
九
〇
七
年
末
ま
で
に
非
日
系
人
六
二
人
を
含
む
一
、

七
二
七
人
を
会
員
と
し
て
組
織
化
し
た

５

。
一
九
一
六
年
に
特
別
委

員
長
を
務
め
た
諸
井
六
郎
総
領
事
に
よ
れ
ば
、
同
年
の
ハ
ワ
イ
群
島

に
お
け
る
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
会
員
総
数
は
七
千
人
を
超
え
、
オ
ア
フ
島
で
開

催
さ
れ
た
特
別
委
員
部
会
員
総
会
で
は
、「
社
員
ノ
参
会
シ
タ
ル
モ

ノ
ハ
殆
ト
千
名
ニ
及
ビ
非
常
ノ
盛
況
ヲ
呈
シ
」
た

６

。
ア
メ
リ
カ
領
ハ

ワ
イ
で
、
日
本
の
赤
十
字
組
織
が
大
規
模
動
員
を
行
う
と
い
う
特
異

な
状
況
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

同
時
期
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
赤
十
字
事
業
の
顕
著
な

特
性
は
、
複
数
の
赤
十
字
社
の
活
動
が
国
境
を
超
え
て
重
複
し
た
点

第一次世界大戦中のアメリカ赤十字ハワイ支部作業場（HawaiiStateArchives所蔵）

―
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
国
際
赤
十
字
運
動
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に
あ
る
。
ハ
ワ
イ
で
は
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
に
組
織
化
さ
れ
た
日
系
移
民
が
、

並
行
し
て
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
活
動
に
も
動
員
さ
れ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
へ

の
ア
メ
リ
カ
参
戦
後
、
ホ
ノ
ル
ル
の
日
本
総
領
事
は
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
特
別

委
員
長
を
務
め
る
と
同
時
に
Ａ
Ｒ
Ｃ
支
部
執
行
委
員
会
の
役
員
を
兼

務
し
た

７

。
同
地
の
日
本
語
新
聞
は
「
同
胞
諸
君
は
進
ん
で
［
ア
メ
リ

カ
］
赤
十
字
に
応
募
せ
よ
、
是
れ
米
国
の
募
に
応
ず
る
は
即
ち
連
合

軍
を
援
く
る
為
め
な
れ
ば
吾
が
日
本
帝
国
に
尽
す
と
何
等
撰
ぶ
所
な

く
報
国
の
誠
心
を
発
揮
す
る
は
実
に
此
機
」
と
訴
え
た

８

。
ハ
ワ
イ
の

日
系
移
民
は
、
日
米
両
国
の
赤
十
字
社
に
よ
っ
て
動
員
さ
れ
、
双
方

の
人
道
支
援
事
業
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
に
国
民
・
国
家
の
境
界
を
越
え
て
展
開
し
た

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
赤
十
字
事
業
に
つ
い
て
、
第
一
次
世
界
大
戦

中
か
ら
戦
後
復
興
期
に
至
る
日
米
赤
十
字
社
の
活
動
に
焦
点
を
当
て

て
考
察
す
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
国
際
赤
十
字
運
動
に
関
す
る

従
来
の
諸
研
究
は
、
欧
州
戦
線
に
お
け
る
従
軍
救
護
活
動
や
、
大
戦

後
の
東
欧
諸
国
に
お
け
る
復
興
事
業
等
、
主
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
人
道
支
援
事
業
の
展
開
に
分
析
を
集
中
さ
せ
て
き
た

９

。
一

方
で
、
同
時
期
の
国
際
赤
十
字
運
動
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
外
で
拡
大
・

普
及
・
変
容
し
て
い
っ
た
過
程
に
つ
い
て
は
、
未
だ
不
明
点
が
多
い
。

複
数
の
帝
国
が
勢
力
を
広
げ
、
植
民
地
化
が
進
行
し
た
ア
ジ
ア
太
平

洋
地
域
に
お
い
て
、
赤
十
字
事
業
は
一
国
一
社
と
い
う
単
一
（U

nity

）

原
則
か
ら
乖
離
し
、
欧
米
諸
国
と
は
異
な
る
展
開
を
み
せ
た

10

。
本

稿
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
日
米
赤
十
字
社
の
活
動
を
手
が

か
り
と
し
て
、
二
〇
世
紀
前
半
の
国
際
赤
十
字
運
動
が
、
帝
国
と
植

民
地
統
治
を
め
ぐ
る
政
治
力
学
と
連
動
し
て
拡
張
し
て
い
く
様
相
を

明
ら
か
に
す
る
。

１　

日
米
赤
十
字
社
の
台
頭
と
赤
十
字
事
業
の
変
容

二
〇
世
紀
転
換
期
、日
米
両
国
の
赤
十
字
社
は
急
成
長
を
遂
げ

た
。Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
は
一
八
七
七
年
に
創
設
さ
れ
た
博
愛
社
を
前
身
と
し
、

一
八
八
六
年
の
日
本
政
府
に
よ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
入
に
と
も
な

い
、翌
年
か
ら
現
在
の
名
称
に
変
更
さ
れ
た
。Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
は
各
府
県
知

事
を
支
部
長
と
す
る
全
国
的
な
組
織
網
を
整
備
し
、東
京
の
本
社
を

頂
点
と
す
る
中
央
集
権
的
な
指
令
・
動
員
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
で
、

急
激
に
事
業
規
模
を
拡
大
さ
せ
た

11

。一
八
七
七
年
に
会
員
三
八
人
で

出
発
し
た
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
は
、そ
の
後
会
員
数
を
急
増
さ
せ
、
一
九
〇
五

年
に
は
一
〇
〇
万
人
を
超
え
、
さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発

し
た
一
九
一
四
年
に
は
一
六
九
万
四
七
九
六
人
の
会
員
を
擁
す
る

当
時
世
界
最
大
の
赤
十
字
組
織
へ
と
成
長
し
た

12

。一
方
で
Ａ
Ｒ
Ｃ
は

一
八
八
一
年
、合
衆
国
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟
に
よ
っ
て
正
式
に

発
足
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
急
激
に
会
員
数
・
財
政
規
模
を
拡

大
さ
せ
た
。一
九
一
五
年
一
二
月
時
点
で
二
万
人
強
に
過
ぎ
な
か
っ

た
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
会
員
数
は
、一
九
一
七
年
の
ア
メ
リ
カ
参
戦
後
、戦
時
愛

国
主
義
の
高
ま
り
と
と
も
に
急
激
に
増
加
し
、一
九
一
七
年
一
一
月

に
は
六
三
八
万
人
に
の
ぼ
り
、大
戦
終
結
前
の
一
九
一
八
年
六
月
に

は
二
〇
三
九
万
〇
七
一
三
人
に
達
し
た
結
果
、同
社
は
会
員
数
・
財
政

規
模
と
も
に
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
を
抜
い
て
最
大
の
赤
十
字
組
織
と
な
っ
た

13

。

日
米
赤
十
字
社
の
台
頭
は
、
国
際
赤
十
字
運
動
の
動
向
に
一

定
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
国
際
赤
十
字
運
動
は
周
知
の
通
り
、

一
八
六
三
年
に
創
設
さ
れ
た
赤
十
字
国
際
委
員
会
を
中
心
と
し
て
、

各
国
の
赤
十
字
社
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
基
づ
い
て
協
働
し
、
戦
場

で
の
敵
味
方
の
区
別
な
い
傷
病
兵
の
救
護
を
提
唱
・
実
践
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
開
始
さ
れ
た

14

。
但
し
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
チ
ン
ソ
ン
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
人
道
主
義
思
想
に
基
づ
い
て
戦
場
で
傷
病
兵
の

救
護
を
行
う
旧
来
の
赤
十
字
事
業
は
、
二
〇
世
紀
転
換
期
に
は
戦
時

愛
国
主
義
を
高
揚
さ
せ
た
国
民
の
資
力
を
、
赤
十
字
社
を
通
じ
て
国

家
が
戦
争
遂
行
の
た
め
に
動
員
す
る
機
構
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た

15

。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
変
質
を
促
進
し
た
要
因
の
ひ
と
つ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
域
外
か
ら
国
際
赤
十
字
運
動
に
参
入
し
た
日
米
赤
十
字
社
の
急
成

長
で
あ
っ
た
。
日
本
の
赤
十
字
事
業
は
戦
時
愛
国
主
義
を
理
念
的
基

盤
と
し
て
、
皇
室
の
庇
護
と
陸
海
軍
の
指
揮
の
下
で
、
準
公
的
機
関

と
し
て
中
央
集
権
的
な
戦
時
動
員
体
制
を
整
備
し
て
い
っ
た
。
当
時

『
日
本
赤
十
字
社
發
達
史
』
を
著
し
た
川
俣
馨
一
は
、「
我
が
赤
十
字

社
は
、
形
式
内
容
と
も
、
各
国
に
優
る
所
多
き
が
如
し
」
と
主
張
し
、

欧
州
諸
国
と
は
異
な
る
日
本
の
赤
十
字
事
業
の
特
徴
と
し
て
、「
報

国
恤
兵
」
が
「
博
愛
慈
善
」
に
優
先
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
中
央
集
権

的
な
指
揮
系
統
が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る

16

。
日
露

戦
争
時
に
看
護
団
を
派
遣
し
て
以
来
、
ア
メ
リ
カ
の
赤
十
字
指
導
層

は
日
本
の
赤
十
字
事
業
の
こ
う
し
た
特
徴
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た

17

。

二
〇
世
紀
初
頭
に
Ａ
Ｒ
Ｃ
を
指
揮
し
た
メ
イ
ベ
ル
・
ボ
ー
ド
マ
ン
は
、

日
本
の
赤
十
字
事
業
を
「
他
に
類
を
見
な
い
至
高
の
愛
国
主
義
で
あ

り
、
国
家
に
対
す
る
普
遍
的
な
敬
愛
」
と
表
現
し
、
愛
国
主
義
と
「
武

士
道
の
精
神
」
に
根
ざ
し
た
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
戦
時
捕
虜
取
り
扱
い
を
「
多

く
の
西
洋
諸
国
が
見
習
う
べ
き
十
分
な
価
値
が
あ
る
模
範
」
と
称
賛

し
た

18

。
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
は
、
Ａ
Ｒ
Ｃ
が
同
様
の
戦
時
愛

国
主
義
を
基
盤
と
し
て
、
実
際
に
大
規
模
な
戦
時
動
員
体
制
を
構
築

す
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る

19

。

２　

第
一
次
世
界
大
戦
と
赤
十
字
社
連

盟
の
創
設

第
一
次
世
界
大
戦
中
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
は
国
内
外
で
戦
時
救
護
活
動
を

展
開
し
た
。
一
九
一
四
年
八
月
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
は
日
本
の
対
独
宣
戦
布

告
に
前
後
し
て
病
院
船
博
愛
丸
・
弘
済
丸
を
艤
装
し
、
陸
軍
運
輸
部
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の
指
揮
下
で
そ
れ
ぞ
れ
八
回
の
航
海
を
行
い
、
同
年
末
ま
で
に
計
二
、

〇
八
四
人
の
傷
病
兵
・
捕
虜
を
中
国
大
陸
の
戦
地
か
ら
日
本
へ
と
輸

送
し
た
。
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
救
護
班
は
佐
世
保
海
軍
病
院
で
の
勤
務
に
加
え

て
青
島
に
も
派
遣
さ
れ
、
現
地
で
ド
イ
ツ
軍
捕
虜
と
日
本
軍
傷
病
兵

に
対
す
る
救
護
活
動
を
行
っ
た
。
一
一
月
青
島
陥
落
後
、
捕
虜
は
順

次
日
本
へ
と
輸
送
さ
れ
、
各
地
の
捕
虜
収
容
所
に
分
割
収
容
さ
れ
た

捕
虜
は
総
計
四
、六
五
四
人
に
の
ぼ
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
で
の
救
護
活

動
と
並
行
し
て
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
に
も
救
護
班
を
派

遣
し
、
露
・
仏
・
英
各
連
合
国
で
救
護
事
業
に
従
事
し
た

20

。
イ
ギ

リ
ス
の
ネ
ト
リ
ー
赤
十
字
病
院
に
派
遣
さ
れ
た
救
護
班
医
長
の
鈴
木

次
郎
に
よ
れ
ば
、
同
病
院
勤
務
の
「
英
国
赤
十
字
社
の
看
護
婦
と
云

ふ
の
は
我
が
日
本
の
看
護
婦
に
比
し
て
教
育
の
程
度
が
低
い
の
み
な

ら
ず
、
此
大
戦
争
に
対
し
て
急
に
教
育
し
た
人
々
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

何
分
技
能
に
熟
練
を
欠
」
い
て
い
た

21

。
対
照
的
に
「
本
社
の
当
地
に

於
け
る
作
業
は
英
人
に
対
し
少
な
か
ら
ざ
る
好
感
傷
を
与
へ
た
る
や

確
実
」
と
鈴
木
は
自
賛
し
て
い
る

22

。
同
国
の
ア
ル
バ
ー
ト
・
ロ
リ
ッ

ト
卿
も
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
派
遣
救
護
班
を
日
本
の
文
明
進
歩
を
示
す
「
最
も

輝
か
し
い
実
例
」
と
称
賛
し
た

23

。

Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
救
護
班
の
医
療
・
看
護
活
動
が
欧
州
諸
国
で
耳
目
を
集

め
た
一
方
で
、
Ａ
Ｒ
Ｃ
は
一
九
一
七
年
四
月
の
ア
メ
リ
カ
参
戦
以
降
、

大
量
の
人
員
・
物
資
・
資
金
を
投
入
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
の
救
護

事
業
を
主
導
し
た
。
参
戦
翌
月
、
Ａ
Ｒ
Ｃ
は
ウ
ッ
ド
ロ
ウ
・
ウ
ィ
ル

ソ
ン
大
統
領
の
指
導
の
下
、
実
業
家
ヘ
ン
リ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ
ソ
ン
を

議
長
と
す
る
戦
時
評
議
会
を
設
置
し
た
。
戦
時
評
議
会
は
、
国
内
の

支
部
組
織
を
整
備
し
て
、
大
規
模
な
資
金
調
達
と
奉
仕
労
働
力
の
組

織
化
を
全
国
で
推
進
し
た
。
国
内
各
地
に
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
支
部
・
分
所
が

次
々
に
設
立
さ
れ
、
そ
の
数
は
戦
後
一
九
一
九
年
二
月
末
時
点
で
三
、

七
二
四
支
部
、
一
七
、一
八
六
分
所
に
の
ぼ
っ
た
。
各
地
の
支
部
・

分
所
を
通
じ
て
調
達
さ
れ
た
資
金
と
物
資
を
基
盤
と
し
て
、
Ａ
Ｒ
Ｃ

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
で
救
護
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
民
間
人

に
対
す
る
緊
急
支
援
を
広
範
に
展
開
し
た
。
戦
争
終
結
ま
で
に
総
計

八
一
〇
万
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
国
内
外
で
活
動
し
、
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
戦
時
事

業
は
二
五
の
国
と
地
域
に
及
ん
だ

24

。
Ａ
Ｒ
Ｃ
は
戦
時
中
に
巨
大
化

し
た
組
織
を
、
戦
後
は
平
時
の
人
道
支
援
事
業
へ
と
転
用
す
る
こ
と

を
構
想
し
た
。
一
九
一
九
年
三
月
、
戦
時
評
議
会
の
解
体
に
際
し
て
、

デ
イ
ヴ
ィ
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
訴
え
た
。「
赤
十
字
の
活
動
は
か
く

も
広
範
囲
に
及
ぶ
。
そ
れ
は
今
後
も
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。［
…
］
戦

争
中
に
採
用
さ
れ
訓
練
を
受
け
て
き
た
［
赤
十
字
の
］
従
事
者
の
組
織

は
、
動
員
解
除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」25

。

第
一
次
世
界
大
戦
後
、
赤
十
字
社
連
盟
（League of Red Cross Societ-

ies.

以
下
Ｌ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
）
の
創
設
は
、
戦
間
期
の
国
際
赤
十
字
運
動
が
デ
イ

ヴ
ィ
ソ
ン
の
構
想
に
沿
っ
て
、
戦
時
救
護
か
ら
平
時
事
業
へ
と
拡
大

し
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
。
Ｌ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
は
一
九
一
九
年
、
デ
イ
ヴ
ィ

ソ
ン
の
提
唱
と
米
・
英
・
仏
・
伊
・
日
の
連
合
国
赤
十
字
五
社
の
賛

同
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
同
連
盟
の
事
業
は
国
際
連
盟
規
約
第
二
五

条
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た

26

。
従
来
の
赤
十
字
国
際
委
員
会
が

戦
時
事
業
、
す
な
わ
ち
戦
場
に
お
け
る
傷
病
兵
の
救
護
や
戦
争
捕
虜

の
援
助
を
中
心
に
活
動
し
た
の
に
対
し
て
、
新
設
の
Ｌ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
は
「
健

康
の
増
進
、
疾
病
の
予
防
、
困
苦
の
緩
和
」
を
目
標
に
掲
げ

27

、
保
健

衛
生
事
業
を
中
心
と
す
る
平
時
事
業
へ
と
活
動
領
域
を
移
行
さ
せ
た
。

連
盟
創
設
に
至
る
交
渉
過
程
で
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
を
代
表
し
て
枢
要
な
役
割

を
果
た
し
た
国
際
法
学
者
蜷
川
新
は
、
平
時
事
業
を
国
際
的
に
推
進

す
る
Ｌ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
創
設
を
「
赤
十
字
の
新
時
代
」
の
幕
開
け
と
述
懐
し

た
28

。
ま
た
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
米
大
統
領
は
、
Ｌ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
設
立
を
「
赤
十

字
の
国
際
的
な
可
視
化
」
の
試
み
と
位
置
づ
け
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
を
含
む
国
際
的
な
人
道
組
織
を
期
待
し
た

29

。
実
際
、
一
九
二
〇

年
の
時
点
で
Ｌ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
加
盟
三
一
カ
国
の
約
半
数
一
五
カ
国
を
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
占
め

30

、
一
九
二
〇
年
代
前
半
に
は
重
点
事
業

領
域
も
欧
州
地
域
の
戦
後
復
興
か
ら
、
非
欧
州
地
域
の
保
健
衛
生
事

業
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。

３　

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
と
赤
十
字
平
時
事
業

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
い
て
Ｌ
Ｒ
Ｃ
Ｓ

が
推
進
し
た
保
健
衛
生
事
業
は
、
同
地
域
の
植
民
地
医
療
と
密
接
に

結
び
つ
い
た
日
米
赤
十
字
社
の
既
存
事
業
と
組
織
網
を
実
質
的
な
基

盤
と
し
て
展
開
し
た
。
二
〇
世
紀
転
換
期
以
降
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
は
日
本

の
領
土
拡
張
と
連
動
し
な
が
ら
海
外
事
業
を
発
達
さ
せ
て
き
た
。
日

露
戦
争
期
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
は
中
国
東
北
地
方
で
現
地
住
民
を
対
象
と
す

る
医
療
・
衛
生
事
業
を
実
施
し
、
そ
の
後
同
地
に
お
け
る
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ

の
活
動
は
関
東
州
委
員
部
、
そ
し
て
満
州
委
員
部
と
し
て
制
度
化
さ

れ
た

31

。
台
湾
で
は
一
八
九
六
年
以
降
支
部
組
織
が
整
備
さ
れ
、
樺

太
に
は
一
九
一
〇
年
委
員
部
が
設
置
さ
れ
た
。
朝
鮮
半
島
で
は
大
韓

国
赤
十
字
社
官
制
及
規
則
が
日
韓
協
約
に
基
づ
い
て
一
九
〇
九
年
に

廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、「
朝
鮮
全
土
ニ
於
ケ
ル
赤
十
字
事
業
ハ

合
法
的
ニ
全
然
日
本
赤
十
字
社
ノ
管
掌
ニ
帰
属
」32

し
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ

朝
鮮
本
部
が
指
揮
監
督
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
漢
口
、

上
海
、
天
津
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
、
ハ
ワ
イ
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
等
、
帝
国
域
外
の
各
地
に
も
特
別
委
員
部
が
設
置
さ

れ
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
の
海
外
事
業
は
北
太
平
洋
全
域
に
及
ん
だ

33

。
一
方

で
Ａ
Ｒ
Ｃ
は
、
米
西
戦
争
期
の
赤
十
字
第
三
補
助
部
隊
に
よ
る
救
護

活
動
を
端
緒
と
し
て
、
陸
軍
看
護
婦
部
隊
や
陸
軍
省
島
嶼
局
の
医
療
・

看
護
事
業
と
連
動
し
な
が
ら
、
二
〇
世
紀
初
頭
フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島
を

中
心
に
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
で
の
活
動
を
継
続
し
て
き
た

34

。
第
一
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次
世
界
大
戦
中
に
は
Ａ
Ｒ
Ｃ
島
嶼
外
務
課(Insular and Foreign D

ivi-

sion)

が
設
立
さ
れ
、
外
国
・
植
民
地
在
住
ア
メ
リ
カ
人
の
組
織
化
と

赤
十
字
事
業
へ
の
動
員
が
試
み
ら
れ
た

35

。
同
課
が
国
外
各
地
に
続
々

と
設
立
し
て
い
っ
た
支
部
・
分
所
は
、
戦
後
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
で

の
Ａ
Ｒ
Ｃ
海
外
事
業
の
拠
点
と
な
っ
た
。

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
赤
十
字
の
保
健
衛
生
事
業
は
、
日

米
の
勢
力
圏
拡
張
と
並
行
し
て
域
内
各
地
に
浸
透
し
、
異
質
な
地
域
・

集
団
を
序
列
化
す
る
帝
国
の
支
配
構
造
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し

た
。
マ
イ
ケ
ル
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
二
〇
世
紀
前
半
に
至
る
帝
国
的

人
道
主
義
（Im

perial H
um

anitarianism
）
の
時
代
、
植
民
地
統
治
者
が
人

道
主
義
の
「
教
師
」
と
し
て
、「
生
徒
」
で
あ
る
現
地
住
民
を
教
化
す

る
と
い
う
「
幼
児
扱
い
の
文
明
化
の
観
念
」
が
、
植
民
地
統
治
を
正
当

化
す
る
機
能
を
担
っ
た
と
指
摘
す
る

36

。
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
満
洲
委
員
総
長

を
務
め
た
関
東
都
督
府
民
政
長
官
の
白
仁
武
は
、
旅
順
管
内
の
赤
十

字
巡
回
施
療
を
「
支
那
細
民
」
に
対
す
る
統
治
者
の
「
恩
恵
」
と
捉
え
、

「
一
般
ニ
好
感
ヲ
与
フ
ル
ト
共
ニ
我
医
術
ノ
真
価
ヲ
関
知
セ
シ
メ
延

ヒ
テ
衛
生
思
想
ノ
普
及
ヲ
助
長
ス
ル
」
と
し
て
、
植
民
地
支
配
に
お

け
る
「
博
愛
慈
仁
」
の
効
用
を
評
価
し
た

37

。
一
方
で
、
中
国
各
地
の

ア
メ
リ
カ
赤
十
字
事
業
を
統
括
し
た
Ａ
Ｒ
Ｃ
中
国
中
央
委
員
会
は
、

「
中
国
紅
十
字
会
を
適
切
に
機
能
さ
せ
組
織
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
に

向
か
わ
せ
る
誘
引
の
役
割
」
を
自
任
し
た

38

。
そ
し
て
、
中
国
に
お
け

る
人
道
主
義
の
指
導
役
と
し
て
「
我
々
は
赤
十
字
社
連
盟
の
こ
の
脆

弱
な
メ
ン
バ
ー
を
再
建
す
る
こ
の
好
機
を
逃
す
べ
き
で
は
な
い
」
と

主
張
し
、
Ａ
Ｒ
Ｃ
本
部
に
財
政
支
援
を
訴
え
た

39

。
こ
う
し
て
植
民

地
統
治
や
国
家
間
序
列
と
結
び
つ
い
た
各
地
の
赤
十
字
事
業
に
対
し

て
、
Ｌ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
保
健
衛
生
水
準
の

向
上
と
平
準
化
と
い
う
共
通
の
目
標
を
付
与
し
た
。
Ａ
Ｒ
Ｃ
フ
ィ
リ

ピ
ン
支
部
長
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
、
同
支
部
の
活
動
は

「
赤
十
字
社
連
盟
が
組
織
さ
れ
た
の
と
同
じ
目
的
」
を
共
有
し
て
い
る

と
述
べ
、「
こ
こ
で
の
失
敗
は
、
東
洋
全
体
で
の
赤
十
字
事
業
に
影

響
を
及
ぼ
す
」
と
主
張
し
て
、
植
民
地
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
赤
十
字
事

業
を
国
際
的
視
座
か
ら
意
義
づ
け
た

40

。

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
い
て
、
国
際
赤
十
字
運
動
は
帝
国
と

植
民
地
統
治
を
め
ぐ
る
政
治
力
学
の
な
か
で
展
開
し
た
。
但
し
、
日

米
赤
十
字
社
は
常
に
支
配
者
側
に
立
っ
て
専
断
的
な
事
業
展
開
が
で

き
た
わ
け
で
は
な
い
。
各
地
の
赤
十
字
事
業
は
多
様
な
政
治
状
況
の

な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
集
団
と
の
折
衝
・
協
働
・
対
立
を
通
じ

て
展
開
さ
れ
た
。
慢
性
的
な
職
員
不
足
の
な
か
で
、
植
民
地
に
お
け

る
赤
十
字
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
は
現
地
住
民
の
協
力
が
不
可
欠
で

あ
り
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
現
地
職
員
は
住
民
指
導
層
と
折
衝
し
、
懐
柔
に
努

め
る
必
要
が
あ
っ
た

41

。
一
九
一
五
年
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
Ｓ
旅
順
委
員
支
部

の
社
員
集
会
に
は
二
、五
〇
〇
人
以
上
の
現
地
住
民
が
参
集
し
た
が
、

「
祝
盃
ヲ
挙
ケ
開
宴
ニ
移
リ
余
興
ト
シ
テ
支
那
芝
居
ヲ
観
覧
セ
シ
メ

一
同
歓
ヲ
尽
シ
テ
」
厚
遇
が
用
意
さ
れ
た

42

。
ま
た
、
第
一
次
世
界
大

戦
期
の
民
族
自
決
と
独
立
要
求
の
高
ま
り
を
背
景
と
し
て
、
植
民
地

統
治
下
の
赤
十
字
事
業
は
各
地
で
反
発
を
引
き
起
こ
し
た
。
フ
ィ
リ

ピ
ン
人
政
治
家
ル
ポ
・
バ
イ
テ
ン
は
、「
現
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
実
行

さ
れ
て
い
る
赤
十
字
の
業
務
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
自
身
に
よ
っ
て
担

わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
理
由
は
な
い
」
と
し
て
、
Ａ
Ｒ
Ｃ
か
ら
独
立

し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
赤
十
字
社
の
設
立
を
要
求
し
た

43

。
中
国
紅
十
字

会
は
、
中
国
に
お
け
る
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
活
動
を
国
家
主
権
に
対
す
る
侵
害

行
為
と
捉
え
、
Ａ
Ｒ
Ｃ
が
「
事
業
を
ア
メ
リ
カ
人
居
住
者
に
限
定
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
活
動
を
中
国
人
に
ま
で
広
げ
、
我
々
の
通
常

業
務
と
の
競
合
関
係
に
入
っ
て
き
た
こ
と
」
に
抗
議
し
て
い
る

44

。
こ

の
よ
う
に
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
赤
十
字
事
業
は
、
不
均
衡
な
権

力
関
係
の
な
か
で
多
様
な
集
団
が
せ
め
ぎ
合
う
政
治
的
競
合
の
場
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

４　

お
わ
り
に

第
一
次
世
界
大
戦
期
は
国
際
赤
十
字
運
動
の
歴
史
の
な
か
で
、
ひ

と
つ
の
画
期
と
な
っ
た
。
同
時
期
の
日
米
赤
十
字
社
の
台
頭
は
、
戦

時
中
の
限
定
的
な
篤
志
事
業
を
主
体
と
す
る
旧
来
の
欧
州
諸
国
の
赤

十
字
事
業
と
は
異
な
る
、
中
央
集
権
的
な
巨
大
赤
十
字
組
織
が
北
太

平
洋
の
両
岸
に
出
現
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
大
戦
後
、
国
際
赤
十

字
運
動
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
外
へ
と
重
心
を
移
行
さ
せ
る
な
か
で
、
ア

ジ
ア
太
平
洋
地
域
は
人
道
支
援
事
業
の
新
た
な
焦
点
と
し
て
浮
上
し

て
き
た
。
赤
十
字
社
連
盟
に
よ
る
平
時
の
保
健
衛
生
事
業
の
推
進
は
、

こ
う
し
た
地
政
学
的
な
変
化
を
後
押
し
し
た
。
植
民
地
統
治
に
接
合

さ
れ
た
赤
十
字
平
時
事
業
は
、
人
道
の
名
の
下
に
植
民
地
統
治
者
と

被
治
者
の
権
力
関
係
を
補
強
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
但
し
、
民
族

自
決
要
求
と
独
立
運
動
が
高
揚
す
る
な
か
で
、
赤
十
字
事
業
は
多
様

な
集
団
に
よ
っ
て
正
当
性
が
争
わ
れ
る
交
渉
と
対
立
の
場
と
な
っ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
期
の
国
際
赤
十
字
運
動
は
、
人
道
・
帝
国
・
植
民

地
が
複
雑
に
絡
ま
り
合
う
政
治
力
学
を
通
じ
て
変
貌
を
遂
げ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

注１  “The M
em

bership of 33,000 and W
hat It M

eans .” Report N
o. 5, 

subm
itted by M

r. and M
rs. Frank N

. D
oubleday, 29 D

ecem
ber 1917. RG

 
200: Records of A

m
erican N

ational Red Cross, Entry 783.2: H
awaiian 

Chapter, O
rganization and Adm

inistration, N
ational Archives and Record 

Adm
inistration (N

ARA), College Park.

２　

Report of the D
epartm

ent of W
om

en ’s W
ork, H

awaiian Chapter, 18 
N

ovem
ber 1918. RG

200, Entry 783.2, N
ARA, College Park.
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３　

牧
田
義
也
「
広
域
圏
・
国
際
連
関
・
越
境
空
間

：

国
際
的
視
座
の
課

題
と
展
望
」『
歴
史
評
論
』
七
九
二
号
（
二
〇
一
六
年
）: 

五
―
一
八
頁
。

４　

ハ
ワ
イ
に
お
け
る
日
系
移
民
人
口
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
飯
田
耕
太

郎
「
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
日
本
人
の
居
住
地
・
出
身
地
分
布

：

一
八
八
五

年
と
一
九
二
九
年
」『
人
文
地
理
』
四
六
巻
一
号
（
一
九
九
四
年
）、
八
七

頁
参
照
。

５　

日
本
赤
十
字
社
『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』
日
本
赤
十
字
社
（
一
九
一
一

年
）、
二
七
九
頁
。

６　
「
布
哇
特
別
委
員
部
よ
り
社
員
総
会
の
状
況
報
告
」
日
本
赤
十
字

社
文
書B-1411: 2788

、
日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
赤
十
字
史
料
室
。

な
お
、
以
下
本
稿
で
は
旧
字
体
の
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
て
表
記
し
た
。

７　

Alfred L. Castle, Secretary, H
onolulu H

awaii Chapter, to Jam
es G

. Blaine, 
Assistant D

irector of Chapters, ARC H
eadquarters, 13 Septem

ber 1917. 
RG

200. Entry 783.2ah: H
awaiian Chapter, H

istory, N
ARA, College Park.

８　
『
馬
哇
新
聞
』
一
九
一
八
年
五
月
七
日
。

９　

た
と
え
ば
以
下
を
参
照

：Julia F. Irwin, M
aking the W

orld Safe: The 
A

merican Red Cross and a N
ation’s H

umanitarian A
wakening (N

ew York: O
xford 

U
niversity Press, 2013); H

eather Jones, “International or Transnational?: 
H

um
anitarian Action during the First W

orld W
ar, ” European Review of H

istory 
16, no. 5 (O

ctober 2009): 697-713; and John Branden Little, “Band of 
Crusaders: Am

erican H
um

anitarians, the G
reat W

ar, and the Rem
aking of 

the W
orld, ” Ph.D. diss., U

niversity of California, Berkeley, 2009.

10　

Jean Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross: Commentary by Jean 
Pictet (G

eneva: H
enry D

unant Institute, 1979), 54.

11　

日
本
赤
十
字
社
の
歴
史
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照

：

黒
沢
文

貴
・
河
合
利
修
編
『
日
本
赤
十
字
社
と
人
道
援
助
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
九
年; O

liver Checkland, H
umanitarianism and the Emperor’s 

Japan, 1877-1977 (London: St. M
artin ’s Press, 1994); and Sho K

onishi, “The 
Em

ergence of International H
um

anitarian O
rganization in Japan: The 

Tokugawa O
rigins of the Japanese Red Cross, ” Am

erican H
istorical Review 

119, no. 4 (O
ctober 2014): 1129-1153.

12　

 

日
本
赤
十
字
社
『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』
三
三
四
―
三
三
六
頁
、

『
日
本
赤
十
字
社
史
続
稿
』
上
巻
、
日
本
赤
十
字
社
（
一
九
二
九
年
）、

六
六
七
―
六
七
〇
頁
。

13　

ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
の
社
員
統
計
に
つ
い
て
はA

nnual Reports of the 
A

merican N
ational Red Cross, 1916-1920
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参
照
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社
の
歴
史
に
つ
い
て

はIrwin, M
aking the W

orld Safe; and M
arian M

oser Jones, The A
merican Red 

Cross from Clara Barton to the N
ew D

eal (Baltim
ore: Johns H

opkins U
niversity 

Press, 2013).
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istory of 
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unant Institute, 1984); M
ichael 

Barnett and Thom
as G

. W
eiss, H

umanitarianism Contested: W
here A

ngels Fear to 
Tread (London and N

ew York: Routledge, 2011); and François Bugnion, The 
International Committee of the Red Cross and the Protection of W

ar V
ictims (G

eneva: 
M

acm
illan, 2012).

15　

H
utchinson, Champions of Charity, 202-278.
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史
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。
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Press, 2008), 99.

20　

日
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遣
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述
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文
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は
じ
め
に

「
人
道
問
題
は
人
道
的
に
解
決
し
え
な
い
」
と
い
う
の
は
、
共
通
の

認
識
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
社
会
は
、
世
界
各
地
で
発
生
す

る
紛
争
や
災
害
に
対
し
「
救
援
以
上(m

ore than relief)

」
の
支
援
を
い

か
に
し
て
提
供
す
る
か
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
き
た
。
人
道
危
機
対

応
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
援
助
機
関
の
間
で
長
い
議
論
が
重
ね

ら
れ
て
き
た
が
、
二
〇
一
六
年
に
開
催
さ
れ
た
世
界
人
道
サ
ミ
ッ
ト

に
お
い
て
も
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
様
々
な
議
論
や
提
言
が

な
さ
れ
た
。
し
か
し
、「
救
援
以
上
の
支
援
と
は
何
か
」
そ
し
て
「
救

援
以
上
の
支
援
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
実
施
す
る
か
」
と
い
う
課
題
に

明
確
な
答
え
は
導
き
出
さ
れ
ず
、
い
ま
だ
未
解
決
の
問
題
で
あ
る
こ

と
が
改
め
て
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
研
究
所

に
よ
る
三
年
間
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
二
国
間
援
助
機
関
に
よ
る

人
道
危
機
対
応
に
関
す
る
比
較
研
究
」２

の
成
果
の
一
部
を
紹
介
す
る

も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
本
稿
で
使
用
す
る
二
つ
の
基
本
的
概
念
に
つ
い
て
説
明
す

る
。危

機
対
応
（crisis m

anagem
ent

）

：

人
道
危
機
か
ら
人
々
を
救
い
、

回
復
を
支
援
し
、
次
の
危
機
の
予
防
を
行
う
様
々
な
ア
ク
タ
ー
に
よ

る
全
て
の
活
動
、救
援（relief

）、復
旧
・
復
興（recovery

）、予
防（prevention

）

を
指
す
。

連
続
的
実
施
（continuum

）

：

危
機
対
応
に
含
ま
れ
る
活
動
が
、
被

災
者
の
ニ
ー
ズ
を
中
心
と
し
て
柔
軟
に
切
れ
目
な
く
実
施
さ
れ
る
こ

と
を
指
す
。

人
道
と
開
発
の
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｕ
Ｓ
（
連
携
）
を
超
え
て

ゴ
メ
ズ
・
オ
ス
カ
ル

立
命
館
ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学
助
教

　
川
口
　
智
恵

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
研
究
所
研
究
員

―
人
道
危
機
対
応
の
課
題

１
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こ
れ
ま
で
、
人
道
危
機
対
応
の
改
善
に
か
か
わ
る
議
論
は
、
例
え

ば
「
人
道
と
開
発
」
と
い
っ
た
援
助
区
分
や
形
式
、
い
わ
ゆ
る
組
織
的

な
縦
割
り
（silo

）
の
問
題
の
解
消
と
同
義
に
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
移
り
変
わ
る
被
災
者
の
ニ
ー
ズ
に
如
何
に
適
切
に
応
え

る
の
か
、
そ
の
た
め
に
持
て
る
資
源
を
い
か
に
配
分
す
べ
き
な
の
か

と
い
う
根
本
的
な
視
点
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
人
道
危
機
対
応
の
問
題
の
本
質
と

改
善
を
考
え
る
際
に
は
、「
人
道
と
開
発
」
と
い
っ
た
援
助
供
給
側
の

ギ
ャ
ッ
プ
や
ネ
ク
サ
ス
だ
け
を
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
被
援
助
側
の

ニ
ー
ズ
を
中
心
と
し
た
新
し
い
思
考
性
に
基
づ
く
危
機
対
応
を
形
成

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
発
想
か
ら
本
研
究
は
開
始
し

た
。連

続
的
実
施
を
伴
う
人
道
危
機
対
応
と
は
何
か

こ
れ
ま
で
、
人
道
危
機
対
応
が
抱
え
る
課
題
を
考
え
る
際
、
戦
略

性
、
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
、
資
金
に
か
か
る
問
題
の
三
点
を
基
準
に

議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
筆
者
ら
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
特
に

こ
の
三
点
に
着
目
し
て
研
究
を
行
う
こ
と
に
し
た
。

戦
略
性

：

人
道
危
機
が
発
生
し
た
場
合
、
ま
ず
は
速
や
か
な
人

命
救
助
の
た
め
の
救
援
が
必
要
と
な
る
。
加
え
て
、
日
常
を

取
り
戻
し
、
危
機
的
状
況
を
再
び
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
予
防

す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
支
援
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
救
援
以
外
に
危
機
対
応
に
含
ま
れ
る
活
動
は
、
復
旧
・

復
興
（recovery/reconstruction

）、
回
復
（rehabilitation

）、
移
行
期

（transition

）、
予
防
・
開
発
（prevention/developm

ent

）
な
ど
、
様
々

に
分
類
、
呼
称
さ
れ
、
様
々
な
援
助
機
関
に
よ
っ
て
活
動
の
間

の
移
行
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
よ
う
な
戦
略
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
、
Ｅ
Ｕ
は
「
救

援
、
復
興
、
開
発
の
連
携
（Linking Relief, recovery and rehabilitation 

and developm
ent :LRRD

）」、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
「
切
れ
目
の
な
い
支
援

（Seam
less Assistance

）」、
米
国
は
「
開
発
に
向
け
た
救
援
（Relief to 

D
evelopm

ent

）」、国
連
開
発
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
は
「
早
期
復
旧
（Early 

Recovery

）」
な
ど
を
提
唱
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
救
援

が
終
わ
る
と
復
旧
・
復
興
が
始
ま
り
、
そ
の
後
開
発
を
通
じ
た

予
防
が
始
ま
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
諸
活
動
が
時
系
列
的
に
進

む
（linear

）
と
考
え
、
活
動
の
間
の
「
ギ
ャ
ッ
プ
」
を
埋
め
る
こ
と

に
重
き
を
置
い
て
い
た
（
図
１
）。
し
か
し
、
同
じ
災
害
に
よ
る

被
災
で
あ
っ
て
も
、
被
災
者
の
ニ
ー
ズ
変
化
は
一
律
に
生
じ
る

も
の
で
は
な
く
、
場
所
に
よ
っ
て
回
復
の
進
み
方
も
異
な
る
。

被
災
者
／
被
災
地
全
体
を
一
括
り
に
し
て
段
階
的
に
必
要
な
支

援
が
移
行
す
る
と
い
う
タ
イ
ム
フ
レ
ー
ム
を
固
定
化
さ
せ
て
し

ま
う
こ
と
は
、
個
別
の
ニ
ー
ズ
を
取
り
こ
ぼ
し
て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
と
の
指
摘
も
行
わ
れ
て
き
た
。
一
九
九
一
年

に
国
連
総
会
に
て
提
示
さ
れ
た
「
救
援
、
回
復
そ
し
て
開
発
の

間
の
連
続
的
実
施
（a continuum

 from
 relief to rehabilitation and devel-

opm
ent

）」
と
い
う
考
え
方
が
提
示
し
た
の
は
、
諸
活
動
間
で
時

系
列
な
ハ
ン
ド
オ
ー
バ
ー
を
計
画
す
る
の
で
は
な
く
、
被
災
者

の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
非
時
系
列
的
（non-linear

）
か
つ
諸
活
動

の
同
時
並
行
的
、
ま
た
は
様
々
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
支
援
が

実
現
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ド

ナ
ー
の
人
道
危
機
対
応
に
連
続
的
実
施
を
ど
の
よ
う
に
取
り
込

む
か
は
常
に
課
題
で
あ
っ
た
。

ア
ク
タ
ー
間
調
整

：

し
か
し
、
危
機
対
応
の
中
心
的
課
題
は
、
活

動
を
担
う
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
を
い
か
に
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
か

と
い
う
課
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
人
道
危
機
対
応
の
現
場
に
は
、
様
々
な
専
門
性

と
属
性
を
も
っ
た
支
援
機
関
が
同
時
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

救
援
の
実
施
は
人
道
機
関
、
復
旧
・
復
興
の
実
施
は
開
発
機
関

と
い
っ
た
、
諸
活
動
と
専
門
ア
ク
タ
ー
の
連
動
と
デ
マ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
、
ギ
ャ
ッ
プ
を
生
み
出
す
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
の

指
摘
が
さ
れ
て
き
た
。
諸
活
動
の
連
続
的
実
施
は
、
す
な
わ
ち

ア
ク
タ
ー
の
間
の
引
き
渡
し
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、

3 

 

 

図１ 危機対応のリニア・モデル3   

 

 アクター間調整：しかし、危機対応の中心的課題は、活動を担うアクター間の調整を

いかにスムーズに行うかという課題として議論されてきたという歴史がある。なぜな

らば、人道危機対応の現場には、様々な専門性と属性をもった支援機関が同時に存在

するからである。救援の実施は人道機関、復旧・復興の実施は開発機関といった、諸

活動と専門アクターの連動とデマケーションが、ギャップを生み出す要因になってい

るとの指摘がされてきた。諸活動の連続的実施は、すなわちアクターの間の引き渡し

の問題であるという考え方は、危機対応を段階的にしか捉えておらず、必ずしも連続

的実施とは言えない。実際には、人道機関が復旧・復興にかかる活動を実施する場合

や、開発機関が救援に近い活動を実施する場合も存在する。様々なアクターが、その

時々に持ち寄る資源や技術を現場のニーズに合わせていかに実施するか、そのための

アクター間の調整が本質的な課題なのである。 

 資金調達と運用：危機対応のための資金調達と運用が重要であることは、容易に想像

がつく。諸活動の連続的実施を戦略的に行うことを目的とした資金は、人々のニーズ

に根差したプログラム立案を要請する。しかし、アクター間の調整を目的とした資金

運用は、むしろアクター間の差異を浮き彫りにする危険性がある。救援のために調達

された資金は、復旧・復興に使うべきでなく、その逆もまたしかりということはしば

しば起こりうる。どちらかの資金に余剰が出たとしても、資金の拠出目的が異なるた

め、柔軟に運用目的を変更することは難しい。資金調達は、「救援、復旧・復興、予

防」ではなく「人道と開発」という二つの援助区分で設定されていることが多い。も

しくは、資金ギャップを埋める特別な基金が設立される場合もあるが、これも状況の

変化に応じた柔軟な資金運用がうまくいっているとはいえない。資金調達と運用に関

する問題は、危機対応の戦略性とアクター間の調整の双方に深くかかわる問題であり、

切り離せない問題であると同時に、危機対応の成否に大きくかかわる問題である。 

                                                            
3  Oscar A. Gómez and Chigumi Kawaguchi, “A theory for the continuum: Multiple approaches 
to humanitarian crises management”, in Crisis Management beyond the Humanitarian-
Development Nexus, Routledge 2018, pp.15-36. 

図１　危機対応のリニア・モデル３
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危
機
対
応
を
段
階
的
に
し
か
捉
え
て
お
ら
ず
、
必
ず
し
も
連
続

的
実
施
と
は
言
え
な
い
。
実
際
に
は
、
人
道
機
関
が
復
旧
・
復

興
に
か
か
る
活
動
を
実
施
す
る
場
合
や
、
開
発
機
関
が
救
援
に

近
い
活
動
を
実
施
す
る
場
合
も
存
在
す
る
。
様
々
な
ア
ク
タ
ー

が
、
そ
の
時
々
に
持
ち
寄
る
資
源
や
技
術
を
現
場
の
ニ
ー
ズ
に

合
わ
せ
て
い
か
に
実
施
す
る
か
、
そ
の
た
め
の
ア
ク
タ
ー
間
の

調
整
が
本
質
的
な
課
題
な
の
で
あ
る
。

資
金
調
達
と
運
用

：

危
機
対
応
の
た
め
の
資
金
調
達
と
運
用
が
重

要
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
諸
活
動
の
連
続
的

実
施
を
戦
略
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
資
金
は
、
人
々
の

ニ
ー
ズ
に
根
差
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
立
案
を
要
請
す
る
。
し
か
し
、

ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
を
目
的
と
し
た
資
金
運
用
は
、
む
し
ろ
ア

ク
タ
ー
間
の
差
異
を
浮
き
彫
り
に
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
救
援

の
た
め
に
調
達
さ
れ
た
資
金
は
、
復
旧
・
復
興
に
使
う
べ
き
で

な
く
、
そ
の
逆
も
ま
た
し
か
り
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
起
こ

り
う
る
。
ど
ち
ら
か
の
資
金
に
余
剰
が
出
た
と
し
て
も
、
資
金

の
拠
出
目
的
が
異
な
る
た
め
、
柔
軟
に
運
用
目
的
を
変
更
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
資
金
調
達
は
、「
救
援
、
復
旧
・
復
興
、
予
防
」

で
は
な
く
「
人
道
と
開
発
」
と
い
う
二
つ
の
援
助
区
分
で
設
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
も
し
く
は
、
資
金
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋

め
る
特
別
な
基
金
が
設
立
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
状

況
の
変
化
に
応
じ
た
柔
軟
な
資
金
運
用
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
資
金
調
達
と
運
用
に
関
す
る
問
題
は
、
危
機

対
応
の
戦
略
性
と
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
の
双
方
に
深
く
か
か
わ

る
問
題
で
あ
り
、
切
り
離
せ
な
い
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
危

機
対
応
の
成
否
に
大
き
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
危
機
対
応
の
在
り
方
を
評
価
し
、
再
考
し
よ
う
と

す
る
試
み
の
中
で
は
、
二
つ
目
に
挙
げ
た
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
が
問

題
の
カ
ギ
と
し
て
議
論
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
ア
ク
タ
ー
間
の
調

整
指
針
を
作
成
す
る
こ
と
で
連
続
的
実
施
が
実
現
す
る
と
い
う
思
考

性
は
、
人
々
の
ニ
ー
ズ
に
導
か
れ
る
危
機
対
応
の
在
り
方
―
需
要
主

導
型
（dem

and-driven

） 

の
危
機
対
応
を
妨
げ
る
。
そ
し
て
、
い
か
に
危

機
に
直
面
し
た
人
び
と
を
支
援
す
る
か
と
い
う
本
質
的
な
課
題
よ
り

も
、
人
道
援
助
機
関
と
開
発
援
助
機
関
、
援
助
資
金
供
与
者
で
あ
る

ド
ナ
ー
国
と
国
連
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
間
で
い
か
に
連
携
す
る
か
と

い
う
、
挑
戦
的
だ
が
本
質
的
で
は
な
い
問
題
に
取
っ
て
代
え
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
。

そ
れ
で
は
既
存
の
危
機
対
応
の
中
に
、
諸
活
動
の
連
続
的
実
施
と

い
う
危
機
対
応
の
戦
略
は
ど
の
程
度
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
、
本
研
究
で
は
自
然
災
害
と
紛
争
を
起

因
と
す
る
危
機
対
応
の
戦
略
、
防
災
と
平
和
構
築
を
比
較
検
討
す
る
。

自
然
災
害
後
と
紛
争
後
の
危
機
対
応
に

お
け
る
連
続
的
実
施
の
共
通
点
と
差
異

こ
こ
ま
で
、
人
道
危
機
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
は
関
係
な
く
連
続

的
実
施
に
関
す
る
一
般
的
な
議
論
を
し
て
き
た
。
自
然
災
害
と
紛
争

は
危
機
対
応
を
必
要
と
す
る
代
表
的
な
危
機
で
あ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
レ
ベ
ル
で
そ
れ
ぞ
れ
の
危
機
対
応
、
自
然
災
害
に
は
防
災
（D

isaster 

Relief M
anagem

ent

）、
紛
争
に
は
平
和
構
築
（Peacebuilding

）
と
い
う
対
応

策
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
防
災
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
開
始
さ
れ
た

国
連
総
会
決
定
に
基
づ
く
「
国
連
防
災
の
一
〇
年
（International D

ecade 

for N
atural D

isaster : I D
N

RD

）」
の
活
動
と
一
連
の
国
連
防
災
世
界
会
議

を
経
て
、
発
展
し
て
き
た
。
平
和
構
築
は
、
一
九
九
二
年
に
国
連
事

務
総
長
が
発
表
し
た
『
平
和
へ
の
課
題
（Agenda for Peace

）』 

以
来
、
紛

争
後
の
国
家
建
設
を
中
心
と
し
て
、
主
に
政
治
、
経
済
、
社
会
的
な

復
旧
・
復
興
を
支
援
す
る
活
動
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
防
災
に
し

ろ
平
和
構
築
に
し
ろ
、
関
わ
っ
て
い
る
支
援
ア
ク
タ
ー
の
多
く
は
、

多
国
間
お
よ
び
二
国
間
の
援
助
機
関
お
よ
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
り
、
彼

ら
が
調
達
す
る
資
金
（
援
助
ス
キ
ー
ム
）
の
多
く
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
危
機
対
応
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
差
異
と
共
通
点

が
あ
る
が
、
危
機
対
応
の
亜
型
と
捉
え
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
ま
ず
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
策
と
し
て
こ

の
二
つ
の
危
機
対
応
を
検
討
し

４

、
そ
の
後
、
自
然
災
害
の
三
事
例
（
ホ

ン
ジ
ュ
ラ
ス
の
ハ
リ
ケ
ー
ン
ミ
ッ
チ
、
ス
マ
ト
ラ
沖
大
地
震
お
よ
び
イ
ン
ド

洋
津
波
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
台
風
ヨ
ラ
ン
ダ
）
お
よ
び
武
力
紛
争
の
三
事
例

（
東
テ
ィ
モ
ー
ル
紛
争
、（
南
）
ス
ー
ダ
ン
紛
争
、
シ
リ
ア
危
機
）
の
事
例
研

究
を
踏
ま
え
て
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
得
た
。

ま
ず
、
両
者
は
共
通
し
て
、
時
系
列
的
に
支
援
の
段
階
が
移
り
変

わ
る
単
線
的
な
リ
ニ
ア
（linear

）
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
理
解
、
設
定
さ

れ
て
い
た
。
自
然
災
害
後
は
、
救
援
の
後
に
復
旧
・
復
興
が
始
ま
り
、

開
発
が
行
わ
れ
る
。
一
方
、
平
和
構
築
は
民
主
的
な
国
家
再
建
モ
デ

ル
に
根
差
し
、
紛
争
の
終
結
後
、
何
ら
か
の
国
際
的
な
平
和
活
動
が

展
開
す
る
と
同
時
に
救
援
、
復
旧
・
復
興
が
行
わ
れ
、
選
挙
の
後
に
、

新
政
府
の
下
、
本
格
的
な
開
発
の
開
始
を
目
指
す
傾
向
に
あ
る
。
紛

争
後
の
暫
定
的
統
治
の
段
階
か
ら
新
政
府
の
設
立
の
間
ま
で
、
危
機

対
応
の
主
体
の
一
部
が
外
部
か
ら
の
介
入
者
に
委
任
さ
れ
る
「
移
行

期
」
と
い
う
考
え
方
は
、
平
和
構
築
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
が
、
ど

ち
ら
も
同
様
に
リ
ニ
ア
・
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

面
白
い
こ
と
に
、
そ
し
て
残
念
な
こ
と
に
、
両
方
の
危
機
対
応
の

中
か
ら
「
予
防
」
は
取
り
こ
ぼ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
傾
向
に
あ
っ

た
。
戦
略
上
、
予
防
の
必
要
性
は
声
高
に
叫
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
救
援
や
復
旧
・
復
興
に
比
べ
、
割
か
れ
る
財
源
も
時
間
も
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極
端
に
少
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
予
防
は
時
間
が
か
か
る
と
同

時
に
、
そ
の
効
果
が
見
え
に
く
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば

し
ば
あ
る
こ
と
や
、
開
発
へ
の
移
行
を
急
ぎ
、
予
防
は
開
発
に
含
ま

れ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
防
災
に
お
い
て
も
平
和
構
築
に
お
い
て
も
、
危
機
対
応
を

加
速
さ
せ
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
政
治
で
あ
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
た
。
国
家
運
営
に
か
か
わ
る
政
治
家
に
と
っ
て
は
、
危
機

か
ら
脱
し
て
平
時
の
状
態
を
取
り
戻
す
こ
と
が
主
要
な
優
先
課
題
で

あ
り
、
国
家
政
策
の
優
先
順
位
を
緊
急
事
態
特
有
の
課
題
か
ら
、
経

済
成
長
と
い
っ
た
平
時
の
課
題
に
い
ち
早
く
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
危
機
、
も
し
く
は
戦
後
が
続
い
て
い
る

と
い
う
認
識
は
、
外
部
か
ら
の
開
発
援
助
や
投
資
を
遠
ざ
け
、
国
の

発
展
を
遅
延
さ
せ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
事
例
研
究
に
お
い
て

も
、
予
防
は
災
害
後
の
復
興
計
画
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
か
ら
外
さ
れ
た
り

（
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
）、
後
回
し
に
さ
れ
た
り
（
東
テ
ィ
モ
ー
ル
・
南
ス
ー
ダ

ン
）、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
優
先
順
位
を
低
く
さ
れ
た
り
（
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
）
し
て
い
た
。
次
の
危
機
へ
の
予
防
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
こ
と

は
、
政
治
が
危
機
対
応
プ
ロ
セ
ス
か
ら
の
離
脱
を
急
ぐ
こ
と
に
起
因

し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

防
災
と
平
和
構
築
の
二
つ
の
危
機
対
応
に
お
け
る
最
も
重
要
な
差

異
は
、
中
央
政
府
が
危
機
対
応
を
主
導
す
る
こ
と
の
正
統
性
と
能
力

で
あ
る
。
自
然
災
害
の
場
合
、
災
害
に
よ
っ
て
現
地
政
府
の
正
統
性

が
揺
ら
ぐ
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
一
時
的
に
中
央
政
府
の
権

限
は
強
化
さ
れ
、
危
機
対
応
を
主
導
的
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
通

常
で
あ
る
。
し
か
し
、
紛
争
経
験
国
、
特
に
移
行
期
に
お
け
る
暫
定

政
権
は
、
危
機
対
応
を
進
め
て
い
く
た
め
の
経
済
的
、
政
治
的
基
盤

が
ぜ
い
弱
で
あ
り
、
国
民
か
ら
の
信
頼
、
さ
ら
に
国
際
社
会
か
ら
の

信
用
も
十
分
で
は
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
れ
を
補
足
す
る
形
で
、
実

質
的
に
は
国
際
社
会
が
危
機
対
応
の
中
心
と
な
る
場
合
も
少
な
く
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
危
機
対
応
の
戦
略
設
計
や
ア
ク
タ
ー
間

の
調
整
、
資
源
運
用
は
、
自
然
災
害
の
場
合
に
は
現
地
政
府
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
が
、
紛
争
の
場
合
に
は
国
際
社
会
が
実
施
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
が
よ
り
複
雑
で
問
題
を
は
ら
む
の
は
武
力
紛

争
に
対
す
る
危
機
対
応
で
あ
る
。
例
え
ば
武
力
紛
争
の
場
合
、
人
道

援
助
機
関
と
平
和
維
持
活
動
の
軍
事
部
門
が
協
力
す
る
こ
と
は
、
軍

事
部
門
が
持
つ
兵
站
や
警
備
に
関
す
る
能
力
を
利
用
し
て
人
道
支
援

を
届
け
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
一
方
で
、
攻
撃
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な

る
場
合
や
、
政
治
的
中
立
性
を
損
ね
る
危
険
性
が
生
じ
る
。
自
然
災

害
の
場
合
に
は
、
軍
事
部
門
の
役
割
や
存
在
期
間
が
は
っ
き
り
し
て

お
り
、
政
治
的
対
立
の
中
で
人
道
支
援
を
届
け
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
こ
う
し
た
問
題
は
比
較
的
生
じ
に
く
い
。
ま
た
武
力
紛
争
の
場
合
、

人
道
支
援
を
行
う
に
し
ろ
開
発
援
助
を
行
う
に
し
ろ
、
中
央
政
府
や

現
地
の
実
質
的
支
配
者
と
い
っ
た
紛
争
ア
ク
タ
ー
と
の
調
整
が
危
機

対
応
を
進
め
る
上
で
の
大
き
な
問
題
と
な
り
、
被
災
地
の
中
央
ま
た

は
地
方
政
府
が
調
整
の
中
心
と
な
る
自
然
災
害
と
は
異
な
る
傾
向
を

持
っ
て
い
る
。

提　

言

以
上
の
比
較
検
討
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
は
、
一
つ
に
ど
ち
ら

の
危
機
対
応
も
、
支
援
全
体
の
枠
組
み
と
し
て
は
、
い
ま
だ
時
系
列

的
か
つ
直
線
的
で
あ
る
リ
ニ
ア
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
お
り
、

そ
の
中
で
特
に
「
予
防
」
に
か
か
わ
る
活
動
が
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ

る
と
い
う
点
が
諸
活
動
の
連
続
的
実
施
を
妨
げ
る
問
題
と
な
っ
て
い

た
。
二
つ
目
に
、
被
災
国
政
府
の
主
体
的
な
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
実

施
能
力
、
こ
れ
を
支
え
る
政
治
的
・
経
済
的
資
源
が
、
危
機
対
応
を

進
め
る
上
で
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
三
つ
目
に
、
様
々
な
支

援
ア
ク
タ
ー
の
活
動
を
ど
の
よ
う
に
調
整
し
、
効
果
を
高
め
る
の
か

と
い
う
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
の
問
題
は
平
和
構
築
に
お
い
て
よ
り
問

題
と
な
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
理
解
の
下
で
、
我
々
の

研
究
は
以
下
の
三
つ
を
主
要
な
提
言
と
し
た
い
。

⑴ 

危
機
対
応
は
時
系
列
的
で
も
直
線
的
で
も
な
い
こ
と
を
認
識

　

 

す
る

危
機
対
応
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
危
機
か
ら
平
時
へ
と
向
か
う
時

系
列
か
つ
直
線
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
す

べ
て
の
個
人
、
家
族
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
都
市
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
速
度
か
つ
道
筋
で
危
機
後
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
。
復
旧
や

復
興
、
そ
し
て
将
来
の
危
機
に
対
す
る
予
防
の
た
め
に
行
わ
れ
る
活

動
は
、
確
か
に
連
続
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
互
い
に
重
な
り
合
う
も

の
で
あ
り
、
後
戻
り
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
よ
っ
て
、
諸
活
動
の
連

続
的
実
施
と
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
と
い
う
、
双
方
の
間
の
バ
ラ
ン
ス

は
、
全
て
の
ア
ク
タ
ー
が
認
識
す
べ
き
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

改
善
の
た
め
に
は
、
危
機
対
応
を
実
施
す
る
す
べ
て
の
ア
ク
タ
ー
が

立
て
る
戦
略
や
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
、
資
金
運
用
を
含
め
た
全
て
の

側
面
に
こ
う
し
た
考
え
方
が
反
映
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

⑵
被
災
者
／
被
災
地
を
中
心
に
据
え
る

人
道
危
機
の
影
響
を
被
っ
た
社
会
は
、
救
援
、
復
旧
・
復
興
に
加

え
、
次
の
危
機
に
対
す
る
予
防
・
備
え
を
し
、
再
び
悲
惨
な
状
況
に

陥
ら
な
い
社
会
を
築
く
た
め
に
最
も
優
位
な
立
場
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
国
際
社
会
が
ど
れ
だ
け
危
機
対
応
の
た
め
に
準
備
し
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
被
災
し
た
社
会
そ
の
も
の
が
危
機
対
応
の

準
備
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
需
要
を
精
査
し
、
実
施
計
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画
を
立
て
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
と
同
時
に
成
果
の
査
定
も
行
う
。

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
か
か
わ
る
当
事
者
意
識
と
技
術
を
被
災
地

の
人
々
自
ら
が
身
に
つ
け
る
こ
と
の
方
が
、
危
機
の
た
び
に
外
部
の

支
援
を
受
け
る
よ
り
も
最
善
だ
と
思
わ
れ
る
。
被
災
地
の
ア
ク
タ
ー

や
被
災
者
が
支
援
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
外
的
支

援
を
行
う
た
め
の
戦
略
と
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ

が
危
機
対
応
の
中
心
的
課
題
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑶
予
防
は
危
機
発
生
の
初
日
に
開
始
し
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
べ
き

理
想
的
に
は
、
予
防
は
危
機
に
先
ん
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
予
防
を
し
て
い
て
も
危
機
が
発
生
す

る
の
が
通
常
で
あ
る
。
将
来
の
被
害
の
程
度
を
低
く
抑
え
る
能
力
は
、

復
興
・
復
旧
に
予
防
を
組
み
込
む
こ
と
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
危
機
的
状
況
を
好
機
と
し
て
危
機
へ
の
対
策
を
改
善
す
る
試

み
は
存
在
す
る
も
の
の
、
そ
れ
ほ
ど
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
傾
向
は
、
危
機
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
変
化
の
契
機
を
各
機

関
の
協
力
、
技
術
の
応
用
、
能
力
強
化
を
通
じ
て
長
期
的
予
防
の
主

流
化
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い
課
題
で
あ
る
か
を
物
語
っ

て
い
る
。
失
っ
た
資
産
を
取
り
戻
し
、
危
機
が
起
き
る
以
前
の
機
能

を
取
り
戻
す
こ
と
を
目
指
す
こ
と
に
注
力
す
る
の
は
い
た
っ
て
自
然

な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
傾
向
に
あ
る
危
機
に
対
し
て

十
分
な
備
え
を
行
う
た
め
の
機
会
と
し
て
、「
危
機
の
経
験
」
を
生
か

す
努
力
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に

最
後
に
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
危
機
対
応
の

将
来
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
検
討
し
た
防
災

と
平
和
構
築
の
よ
う
に
、
現
在
、
危
機
の
種
類
に
合
わ
せ
て
危
機
対

応
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
危
機
に
も
対
応
す
る

一
つ
の
危
機
対
応
の
枠
組
み
が
将
来
的
に
登
場
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
〇
一
六
年
の
世
界
人
道
サ
ミ
ッ
ト
の
議
論
で
は
、
連
続
的
実
施
の

重
要
性
は
認
識
し
つ
つ
も
、「
人
道
と
開
発
」
の
違
い
は
維
持
し
た
ま

ま
、
両
者
の
連
携
を
促
進
す
る
努
力
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の

議
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
支
援
を
供
給
す
る
側
の
国
際
社
会
の
論

理
に
基
づ
く
危
機
対
応
で
は
な
く
、
危
機
の
当
事
者
で
あ
り
資
金
を

受
け
入
れ
る
側
、
つ
ま
り
人
々
の
ニ
ー
ズ
か
ら
み
た
人
道
危
機
対
応

の
改
善
と
は
何
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

※
本
稿
の
内
容
は
、
筆
者
が
所
属
す
る
組
織
の
見
解
を
反
映
す
る

　
　

も
の
で
は
な
い
。

注１　

本
稿
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
研
究
所
で
実
施
し
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
二
国
間
援
助
機
関
に
よ
る
人
道
危
機
対
応
に
関
す
る
比
較
研
究
」

の
一
部
成
果
で
あ
る
。https://w

w
w.jica.go.jp/jica-ri/ja/research/

peace/peace_20150101-20161231.htm
l

２　

紛
争
と
災
害
に
関
す
る
六
事
例
を
含
む
本
研
究
の
成
果

は
、A

tsushi H
anatani, O

scar A
. G

óm
ez, and Chigum

i K
awaguchi 

eds., Crisis M
anagement beyond the H

umanitarian-D
evelopment N

exus, 
Routledge, 2018

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

３　

O
scar A

. G
óm

ez and C
higum

i K
aw

aguchi,  “A
 theory for 

the continuum
: M

ultiple approaches to hum
anitarian crises 

m
anagem

ent ”, in Crisis M
anagement beyond the H

umanitarian-D
evelopment 

N
exus, Routledge 2018, pp.15-36.

４　

See, O
scar A

. G
óm

ez and Chigum
i K

awaguchi,  “The Continuum
 

of H
um

anitarian C
rises M

anagem
ent: M

ultiple A
pproaches and 

the Challenge of Convergence, ”  JICA
 RI W

orking Paper, N
o.136, 

D
ecem

ber 2016. 
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は
じ
め
に

近
頃
の
日
本
で
は
、
地
震
や
台
風
な
ど
の
自
然
災
害
に
起
因
す

る
大
量
死
の
ニ
ュ
ー
ス
が
各
地
か
ら
頻
繁
に
聞
こ
え
、「
災
害
列
島
」

と
言
う
表
現
が
大
袈
裟
で
は
な
く
聞
こ
え
て
し
ま
う
今
日
こ
の
頃
で

あ
る
。
そ
う
し
た
報
道
を
聞
く
中
、
と
り
わ
け
東
日
本
大
震
災
以
降
、

被
災
地
取
材
に
基
づ
く
報
道
記
事
の
中
に
「
臨
床
宗
教
師
」
と
い
う
言

葉
が
出
て
く
る
こ
と
に
気
付
か
れ
た
方
も
多
い
だ
ろ
う
。
熊
本
の
震

災
か
ら
間
も
な
い
二
〇
一
六
年
五
月
九
日
の
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
に

は
、「
被
災
の
痛
み 

話
し
て
ほ
し
い　

熊
本
地
震 

『
臨
床
宗
教
師
』
各

地
か
ら
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
が
一
面
ト
ッ
プ
に
写
真
入
り
で
掲

載
さ
れ
た
。
ま
た
昨
年
の
北
海
道
地
震
後
の
九
月
二
七
日
の
『
朝
日

新
聞
』
で
は
「
地
震
の
苦
労 

耳
傾
け
る　

北
海
道
厚
間
、
僧
侶
ら
が

『
カ
フ
ェ
』」
の
見
出
し
で
、「
臨
床
宗
教
師
」
の
僧
侶
た
ち
が
開
い
た

「
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
に
お
け
る
被
災
者
に
対
す
る
心
の
ケ
ア
活

動
が
報
道
さ
れ
た
。
近
年
の
災
害
被
災
地
に
お
い
て
は
、
被
災
後
間

髪
を
入
れ
ず
に
、「
臨
床
宗
教
師
」
が
布
教
や
伝
道
を
目
的
と
せ
ず
に
、

被
災
者
に
寄
り
添
い
、「
宗
教
者
」
と
し
て
心
の
ケ
ア
の
活
動
に
入
る

こ
と
が
多
い
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
現
在
日
本
各
地
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
「
臨
床

宗
教
師
」
と
呼
ば
れ
る
専
門
職
が
、
如
何
な
る
経
緯
で
生
ま
れ
、
展

開
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
ま
と
め
、「
宗
教
者
」
だ
か
ら
果
た
せ
る
は

ず
の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

臨
床
宗
教
師
の
誕
生
と
そ
の
意
義

鈴
木
　
岩
弓

東
北
大
学
総
長
特
命
教
授
、
同
名
誉
教
授

特
集
１

：

死
と
向
き
合
う
支
援

１　

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
「
死
」

「
未
曾
有
」
の
語
の
原
義
通
り
の
「
未
だ
曾
て
有
っ
た
こ
と
が
な
い
」

大
災
害
、「
東
日
本
大
震
災
」
が
起
こ
っ
て
か
ら
、
間
も
な
く
８
年

が
経
つ
。
二
〇
一
一
年
の
三
月
一
一
日
、
午
後
二
時
四
六
分
に
勃
発

し
た
こ
の
大
震
災
は
、
①
国
内
観
測
史
上
最
大
の
Ｍ
九
・
〇
の
〈
大
地

震
〉、
②
遡
上
高
四
〇
ｍ
に
及
ぶ
〈
大
津
波
〉、
そ
し
て
③
津
波
で
制

御
不
能
と
な
っ
た
〈
原
発
事
故
〉
の
〝
想
定
外
〟
の
三
要
素
で
語
ら
れ

る
、
近
年
ま
れ
に
見
る
大
惨
事
で
あ
る
。
警
察
庁
の
緊
急
災
害
警
備

本
部
は
、
震
災
直
後
よ
り
随
時
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
被
害
情
報
を
公

開
し
て
き
た
が
、
二
〇
一
四
年
三
月
か
ら
は
更
新
時
期
が
毎
月
一
〇

日
頃
の
月
一
回
に
変
更
さ
れ
た
。
震
災
か
ら
丸
三
年
が
経
ち
、
人
的

被
害
や
建
物
被
害
の
把
握
は
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
現
在
で
は
そ
の
更
新
は
不
定
期
と
な
り
、
原

稿
執
筆
時
点
の
最
新
情
報
で
は
二
〇
一
八
年
九
月
一
〇
日
現
在
が

最
新
で
、
死
者
総
数
は
一
五
、八
九
六
人
、
行
方
不
明
者
総
数
は
二
、

五
三
六
人
で
あ
る
。
中
で
も
死
者
が
多
か
っ
た
の
は
、
震
源
に
面

し
た
岩
手
・
宮
城
・
福
島
三
県
で
、
こ
れ
ら
三
県
の
死
者
合
計
は

一
五
、八
二
九
人
に
及
び
、
こ
の
震
災
の
死
者
全
体
の
九
九
・
六
％
を

占
め
て
い
る
。

   特集２．「死と向き合う支援」 

 
臨床宗教師の誕生とその意義 

     
鈴木岩弓 

東北大学総長特命教授、同名誉教授（専攻：宗教民俗学・死生学） 
 
The Birth of Interfaith Chaplains and its Significance   SUZUKI Iwayumi 

 

 
 

1

はじめに 

 

 近頃の日本では、地震や台風などの自然災害に起因する大量死のニュースが各地から頻

繁に聞こえ、「災害列島」と言う表現が大袈裟ではなく聞こえてしまう今日この頃である。

そうした報道を聞く中、とりわけ東日本大震災以降、被災地取材に基づく報道記事の中に

「臨床宗教師」という言葉が出てくることに気付かれた方も多いだろう。熊本の震災から

間もない 2016 年 5 月 9 日の『朝日新聞』夕刊には、「被災の痛み 話してほしい 熊本地

震 『臨床宗教師』各地から」という見出しの記事が一面トップに写真入りで掲載された。

また昨年の北海道地震後の 9 月 27 日の『朝日新聞』では「地震の苦労 耳傾ける 北海道

厚間、僧侶らが『カフェ』」の見出しで、「臨床宗教師」の僧侶たちが開いた「カフェ・デ・

モンク」における被災者に対する心のケア活動が報道された。近年の災害被災地において

は、被災後間髪を入れずに、「臨床宗教師」が布教や伝道を目的とせずに、被災者に寄り添

い、「宗教者」として心のケアの活動に入ることが多い。 
 本稿においては、現在日本各地に広まりつつある「臨床宗教師」と呼ばれる専門職が、

如何なる経緯で生まれ、展開してきたかについてまとめ、「宗教者」だから果たせるはずの

社会的役割について考えてみたい。 

 
  臨床宗教師研修会に集った宗教関係者（東北大学提供） 

 

１． 東日本大震災における「死」 

 

「未曾有」の語の原義通りの「未だ曾て有ったことがない」大災害、「東日本大震災」が

起こってから、間もなく８年が経つ。2011 年の 3 月 11 日、午後 2 時 46 分に勃発したこ

臨床宗教師研修会に集った宗教関係者（東北大学提供）
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被
害
の
数
値
更
新
の
時
期
が
次
第
に
間
遠
に
な
っ
て
く
る
の
は
、

一
見
す
る
と
被
災
地
の
人
々
の
生
活
が
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
証

左
と
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
被
害
状
況
の
数
値
が
安
定
し

た
か
ら
と
言
っ
て
、
現
地
で
生
活
す
る
人
々
の
気
持
ち
も
同
じ
く
安

定
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
今
挙
げ
た
一
万
五
千
余
の

死
者
の
大
部
分
は
、
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
亡
く
な
る

は
ず
の
な
い
人
々
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
東
日
本

大
震
災
で
大
量
死
し
た
犠
牲
者
の
多
く
は
「
突
然
死
」
で
、
自
己
の

「
死
」
を
意
識
す
る
暇
も
な
く
そ
の
命
を
終
え
た
人
も
多
い
。
さ
ら
に

そ
う
し
た
犠
牲
者
の
背
後
に
は
、
彼
ら
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
家

族
・
親
族
・
友
人
・
知
人
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
何
倍
・
何
十
倍
も
の

数
い
た
で
あ
ろ
う
。
身
近
に
生
じ
た
「
突
然
死
」
は
、
残
さ
れ
た
生
者

に
と
っ
て
も
突
然
の
別
れ
で
あ
っ
た
。
特
に
津
波
被
災
地
に
あ
っ
て

は
、
一
家
族
か
ら
四
人
も
五
人
も
の
死
者
が
出
た
ケ
ー
ス
は
稀
で
は

な
く
、
震
災
を
生
き
抜
い
た
生
者
が
、
た
っ
た
一
人
で
複
数
の
「
死
」

を
受
け
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
さ
ら
に
は
、
身

近
に
生
じ
た
「
死
」
の
原
因
を
生
き
残
っ
た
自
分
の
至
ら
な
さ
に
帰
し

て
責
任
を
感
じ
、
未
だ
に
サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
（survivor ’s guilt

）

に
苛
ま
れ
て
い
る
人
も
見
ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
残
さ
れ
た
生
者

の
間
に
は
、
悔
や
ん
で
も
悔
や
み
き
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
〝
負
い
目
〟

が
消
え
ず
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２　

「
心
の
相
談
室
」
か
ら
実
践
宗
教
学

寄
附
講
座
へ

震
災
直
後
の
仙
台
市
葛
岡
斎
場
で
は
、
ご
遺
体
を
荼
毘
に
付
す

た
め
に
訪
れ
る
人
々
の
希
望
に
応
じ
よ
う
と
、
仙
台
仏
教
会
所
属
の

僧
侶
達
が
「
心
の
相
談
室
」
と
い
う
読
経
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
始
め
て

い
た
。
そ
の
後
身
元
不
明
の
ご
遺
体
の
火
葬
が
始
ま
る
段
に
な
る
と
、

彼
ら
は
読
経
対
象
を
身
元
不
明
者
に
も
拡
大
す
る
こ
と
を
計
画
し
た

が
、
仙
台
市
は
す
ぐ
に
は
許
可
し
な
か
っ
た
。
身
元
不
明
者
の
宗
教

的
背
景
は
把
握
で
き
な
い
た
め
、
特
定
の
宗
派
か
ら
だ
け
の
弔
い
を

捧
げ
る
と
、
死
者
に
と
っ
て
の
「
信
教
の
自
由
」
の
保
証
が
出
来
な
い

た
め
で
あ
る
。
そ
の
結
果
「
心
の
相
談
室
」
の
活
動
は
、
宮
城
県
宗
教

法
人
連
絡
協
議
会
と
い
う
県
内
二
〇
〇
〇
を
超
え
る
仏
教
・
神
道
・

キ
リ
ス
ト
教
・
諸
教
の
宗
教
法
人
で
構
成
さ
れ
る
団
体
主
催
の
活
動

と
し
て
拡
張
さ
れ
、「
宗
教
者
」
が
宗
派
宗
教
を
超
え
て
協
働
す
る
中
、

身
元
不
明
者
の
弔
い
も
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

葛
岡
斎
場
へ
の
「
宗
教
者
」
の
待
機
は
、
四
月
末
ま
で
許
可
さ
れ
た
。

し
か
し
参
集
し
た
「
宗
教
者
」
の
一
部
は
、
こ
の
間
の
支
援
活
動
を

今
後
も
継
続
す
べ
く
、
五
月
初
め
よ
り
新
生
「
心
の
相
談
室
」
を
設
立

し
た
。
斎
場
で
初
対
面
の
遺
族
を
前
に
弔
い
を
司
祭
し
た
非
常
時
の

経
験
を
通
じ
、
彼
ら
は
布
教
や
伝
道
活
動
と
は
別
の
、
も
っ
と
普
遍

的
・
根
源
的
レ
ベ
ル
の
〝「
宗
教
者
」
の
力
〟
に
気
づ
き
、「
宗
教
間
協

力
」
を
も
っ
て
「
宗
教
の
社
会
貢
献
」
を
推
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
設
立
時
に
は
、
筆
者
の
い
た
東
北
大
学
の
宗
教
学
研

究
室
に
、
事
務
局
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
宗
教
学
に
関
わ
る
以
上
、
宗

教
に
理
解
が
あ
り
、
国
立
大
学
で
宗
教
学
を
研
究
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
一
宗
一
派
の
護
教
学
で
は
な
く
、
中
立
的
立
場
か
ら
の
宗
教
研

究
を
行
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
震
災
直
後
、

何
か
し
な
け
れ
ば
と
模
索
し
て
い
た
筆
者
に
と
っ
て
も
〝
渡
り
に
船
〟

の
話
で
、
即
座
に
お
受
け
し
、〈
人
を
救
う
「
宗
教
者
」
を
、
人
を
救

え
な
い
宗
教
学
者
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
〉
と
い
う
構
造
が
確
立
さ

れ
た
。

新
し
く
出
発
し
た
「
心
の
相
談
室
」
で
は
、
身
元
不
明
者
の
弔
い

や
電
話
相
談
の
他
、
移
動
傾
聴
喫
茶
「
カ
フ
ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
を

通
じ
た
被
災
者
支
援
が
企
画
さ
れ
、
超
宗
派
超
宗
教
的
な
「
宗
教
者
」

た
ち
に
よ
る
協
働
が
始
動
し
た
。
し
か
し
、
い
ざ
被
災
地
に
出
向
い

て
活
動
を
開
始
す
る
や
、
参
加
し
た
「
宗
教
者
」
は
大
き
な
壁
に
突
き

当
た
っ
た
。
被
災
者
の
宗
教
と
は
異
な
る
宗
派
宗
教
の
「
宗
教
者
」
が
、

布
教
の
一
線
を
越
え
ず
に
心
の
ケ
ア
を
行
う
に
は
ど
う
す
べ
き
か
？

と
言
う
疑
問
で
あ
る
。

「
宗
教
」
と
は
、
突
き
詰
め
て
言
え
ば
価
値
の
問
題
で
あ
る
。
そ
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葛岡斎場への「宗教者」の待機は、四月末まで許可された。しかし参集した「宗教者」

の一部は、この間の支援活動を今後も継続すべく、五月初めより新生「心の相談室」を設

立した。斎場で初対面の遺族を前に弔いを司祭した非常時の経験を通じ、彼らは布教や伝

道活動とは別の、もっと普遍的・根源的レベルの“「宗教者」の力”に気づき、「宗教間協

力」をもって「宗教の社会貢献」を推進することとなったのである。その設立時には、筆

者いた東北大学の宗教学研究室に、事務局の依頼があった。宗教学に関わる以上、宗教に

理解があり、国立大学で宗教学を研究しているのだから、一宗一派の護教学ではなく、中

立的立場からの宗教研究を行っていると判断されたからである。これは震災直後、何かし

なければと模索していた筆者にとっても“渡りに船”の話で、即座にお受けし、＜人を救

う「宗教者」を、人を救えない宗教学者がバックアップする＞という構造が確立された。 
新しく出発した「心の相談室」では、身元不明者の弔いや電話相談の他、移動傾聴喫茶

「カフェ・デ・モンク」を通じた被災者支援が企画され、超宗派超宗教的な「宗教者」た

ちによる協働が始動した。しかし、いざ被災地に出向いて活動を開始するや、参加した「宗

教者」は大きな壁に突き当たった。被災者の宗教とは異なる宗派宗教の「宗教者」が、布

教の一線を越えずに心のケアを行うにはどうすべきか？と言う疑問である。 

 
第 7回臨床宗教師研修会の様子（東北大学提供） 

 
 

「宗教」とは、突き詰めて言えば価値の問題である。それがとりわけ自己のアイデンテ

ィティと結びつく場合には、他者の宗教的価値に譲歩することはなかなか難しい。こころ

に傷を負った被災者に寄り添う際、価値観の異なる異宗派異教徒の「宗教者」は、いかな

るスタンスで被災者に対峙すべきか。被災地の寺院は多くが曹洞宗のため、かかる地域に

支援に入った浄土真宗の僧侶が、「ナンマンダブ（南無阿弥陀仏）」を称えるよう言ったら

信者横取りの布教になるし、それ以前に被災者はナンマンダブを理解できない。そうした

第七回臨床宗教師研修会の様子（東北大学提供）
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れ
が
と
り
わ
け
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
結
び
つ
く
場
合
に
は
、

他
者
の
宗
教
的
価
値
に
譲
歩
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
こ
こ

ろ
に
傷
を
負
っ
た
被
災
者
に
寄
り
添
う
際
、
価
値
観
の
異
な
る
異
宗

派
異
教
徒
の
「
宗
教
者
」
は
、
い
か
な
る
ス
タ
ン
ス
で
被
災
者
に
対
峙

す
べ
き
か
。
被
災
地
の
寺
院
は
多
く
が
曹
洞
宗
の
た
め
、
か
か
る
地

域
に
支
援
に
入
っ
た
浄
土
真
宗
の
僧
侶
が
、「
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
（
南
無

阿
弥
陀
仏
）」
を
称
え
る
よ
う
言
っ
た
ら
信
者
横
取
り
の
布
教
に
な
る

し
、
そ
れ
以
前
に
被
災
者
は
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
を
理
解
で
き
な
い
。
そ

う
し
た
宗
派
宗
教
の
教
え
の
違
い
を
尊
重
し
つ
つ
、
被
災
者
の
心
に

宗
教
的
側
面
か
ら
寄
り
添
う
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
、
と
言
う
疑

問
が
、
被
災
地
に
入
っ
た
「
宗
教
者
」
の
間
か
ら
噴
出
し
た
の
で
あ
る
。

実
は
こ
う
し
た
状
況
に
対
応
す
る
専
門
職
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教

国
の
学
校
・
病
院
・
軍
隊
・
刑
務
所
な
ど
に
、
布
教
や
伝
道
を
目
的

と
せ
ず
に
人
々
に
寄
り
添
い
、
心
の
ケ
ア
に
従
事
す
る
チ
ャ
プ
レ
ン

と
呼
ば
れ
る
「
宗
教
者
」
が
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
宗

教
的
文
化
背
景
の
異
な
る
日
本
で
は
、
チ
ャ
プ
レ
ン
の
用
語
は
も
ち

ろ
ん
、
チ
ャ
プ
レ
ン
の
仕
事
内
容
な
ど
に
関
す
る
知
名
度
は
非
常
に

低
く
、
そ
の
養
成
や
悲
嘆
の
現
場
へ
の
定
着
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い

な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
東
日
本
大
震
災
時
の
被
災
地
に
は
、
宗

教
的
価
値
中
立
的
に
被
災
者
に
対
応
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積
ん
だ

「
宗
教
者
」
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
悩
み
に
応
え
る

べ
く
、
公
共
空
間
に
お
い
て
布
教
・
伝
道
で
は
な
く
、
超
宗
派
超
宗

教
的
に
心
の
ケ
ア
の
で
き
る
「
宗
教
者
」、
す
な
わ
ち
「
臨
床
宗
教
師
」

の
養
成
を
目
指
し
て
設
置
さ
れ
た
の
が
、
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
の
「
実
践
宗
教
学
寄
附
講
座
」
で
あ
っ
た
。

３　

「
臨
床
宗
教
師
」
の
存
在
意
義

改
め
て
言
う
な
ら
「
臨
床
宗
教
師
」
と
は
、
被
災
地
や
医
療
機
関
、

福
祉
施
設
な
ど
の
公
共
空
間
に
お
い
て
、
宗
教
的
立
場
か
ら
こ
こ
ろ

の
ケ
ア
を
提
供
す
る
「
宗
教
者
」
を
指
す
。
キ
リ
ス
ト
教
国
の
チ
ャ

プ
レ
ン
を
意
識
し
た
用
語
で
は
あ
る
が
、
日
本
文
化
、
と
り
わ
け
日

本
の
多
神
教
的
宗
教
風
土
の
中
で
の
普
及
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
、

日
本
的
に
変
容
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
故
「
チ
ャ
プ
レ
ン
」

の
名
称
は
敢
え
て
避
け
、「
臨
床
宗
教
師
」
の
名
を
造
語
し
て
そ
の
養

成
を
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。

見
て
き
た
よ
う
に
、「
臨
床
宗
教
師
」
養
成
の
契
機
は
東
日
本
大
震

災
で
、
身
近
に
死
者
が
出
て
悲
嘆
に
く
れ
た
被
災
地
の
人
々
な
ど
に

対
す
る 

〝
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
〟
を
行
う
新
た
な
専
門
職
を
目
指
し
て
ス

タ
ー
ト
し
た
。
か
か
る
動
向
を
知
る
と
、
既
に
精
神
科
医
や
臨
床
心

理
士
が 
〝
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
〟
を
行
っ
て
い
る
の
に
、
何
故
屋
上
屋
を

重
ね
る
よ
う
に
「
臨
床
宗
教
師
」
が
必
要
な
の
か
？
と
訝
し
く
思
わ
れ

る
方
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て
い
る
そ
の
決
定
的
な

違
い
は
、「
宗
教
者
」
の
み
、「
死
」
に
纏
わ
る
心
配
事
、「
死
」
へ
の
怖

れ
と
い
っ
た
悩
み
に
寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
る
職
能
を
も
つ
点
に
あ

る
。
例
え
ば
「
津
波
に
呑
ま
れ
て
亡
く
な
っ
た
お
婆
ち
ゃ
ん
は
あ
の

世
で
ど
う
し
て
い
る
の
か
」
と
気
に
病
む
人
が
い
た
場
合
、「
あ
の
世
」

と
い
う
、
非
現
実
で
不
可
視
の
世
界
を
想
定
し
た
文
脈
で
の
質
問
に

対
し
、
医
療
関
係
者
が
同
じ
目
線
で
対
話
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
難

し
い
。「
あ
の
世
」
は
、
医
療
業
務
の
次
元
に
は
原
則
見
出
せ
な
い
用

語
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
時
、
信
仰
の
世
界
に
関
わ
る
話
に
共

感
的
理
解
を
も
ち
つ
つ
相
手
目
線
に
立
て
る
の
は
、「
宗
教
者
」
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
宗
教
が
想
定
す
る
世
界
観
は
、
現
世
の
み
な
ら
ず
死

後
世
界
が
別
に
存
在
す
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、「
宗
教
者
」
と
な
る

た
め
に
は
そ
う
し
た
教
え
に
対
す
る
理
解
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
・
仏
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
よ

う
に
、
民
族
や
国
家
を
越
え
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
広
ま
っ
て
い
る
宗
教

の
教
え
に
共
通
す
る
思
想
の
根
本
が
、
死
後
世
界
を
前
提
に
し
た
「
現

世
拒
否
」
に
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
良
い
で
あ
ろ
う
。
多
職
種
連

携
で
〝
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
〟
を
行
う
に
際
し
、
精
神
科
医
や
臨
床
心
理
士

に
加
え
、
こ
れ
ま
で
対
応
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
死
」
を
め
ぐ
る
領
域

の
専
門
職
の
必
要
性
が
、
非
日
常
の
災
害
時
に
頭
を
擡
げ
た
と
い
う

こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
に
比
べ
、
東

日
本
大
震
災
以
降
は 

〝「
宗
教
者
」
の
力
〟
に
対
す
る
再
評
価
が
顕
著

に
な
っ
て
い
る
。

な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
も
「
宗
教
者
」
が
存
在
し
て
き
た
日
本
社
会

に
お
い
て
、
改
め
て
「
臨
床
宗
教
師
」
の
養
成
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
？
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
で
永
年

培
わ
れ
て
き
た
仏
教
を
中
心
と
し
た
宗
教
史
を
振
り
返
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。

現
在
行
わ
れ
て
い
る
日
本
人
の
葬
儀
の
九
一
・
五
％
は
仏
式
で
行

わ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
四
・
一
日
本
消
費
者
協
会
）。
こ
の
数
値
を
見
た
外

国
人
は
、
日
本
人
は
熱
心
な
仏
教
徒
だ
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
仏

式
葬
儀
を
出
し
た
経
験
者
の
多
く
は
、
自
分
が
仏
教
徒
で
あ
る
と
は

意
識
し
て
お
ら
ず
、
慣
習
・
習
俗
だ
か
ら
仏
式
葬
儀
を
行
っ
た
と
考

え
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
が
「
現
世
拒
否
」
の
思
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
先
ほ
ど

述
べ
た
が
、
こ
の
教
え
が
日
本
国
内
に
広
ま
る
と
、
士
農
工
商
の
身

分
制
度
を
推
進
す
る
江
戸
幕
府
に
と
っ
て
不
都
合
な
た
め
、
切
支
丹

は
禁
制
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
な
さ
れ
た
の
が
寺
請
制
度
で
、
庶
民
は

切
支
丹
で
な
い
こ
と
の
証
明
を
寺
の
住
職
に
し
て
も
ら
う
こ
と
と
な

り
、
庶
民
は
家
単
位
に
そ
れ
ぞ
れ
決
ま
っ
た
仏
教
寺
院
と
寺
檀
関
係
、

つ
ま
り
檀
家
―
檀
那
寺
の
関
係
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

こ
の
時
の
規
制
が
現
代
に
も
影
響
し
、
多
く
の
家
は
、
決
ま
っ
た
寺
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と
寺
檀
関
係
を
取
り
結
び
、
葬
儀
や
法
事
を
通
じ
て
そ
の
関
係
を
継

続
し
て
い
る
。
こ
れ
は
檀
家
の
家
と
寺
の
家
そ
れ
ぞ
れ
が
世
代
を
超

え
て
継
続
し
て
き
た
〝
ホ
ー
ム
〟
の
関
係
で
あ
る
た
め
、
寺
の
住
職
と

檀
家
の
人
々
は
相
互
に
よ
く
知
っ
て
い
る
共
通
基
盤
の
上
で
交
流
す

る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

し
か
し
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
に
遠
方
か
ら
赴
い
た
「
宗
教
者
」

が
出
会
う
被
災
者
は
、
た
と
え
同
じ
宗
派
宗
教
の
信
者
で
あ
っ
た
と

し
て
も
初
対
面
で
共
通
基
盤
が
薄
く
、
異
宗
派
異
宗
教
の
場
合
に

は
、
共
通
基
盤
の
無
い
〝
ア
ウ
ェ
イ
〟
の
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

〝
ア
ウ
ェ
イ
〟
の
関
係
に
あ
る
人
々
に
対
峙
し
て
の
、
こ
こ
ろ
の
傷
に

寄
り
添
う
行
為
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
で

は
、「
宗
教
者
」
と
な
る
た
め
の
修
行
は
、〝
ホ
ー
ム
〟
の
関
係
に
あ
る

檀
家
と
の
関
係
維
持
を
中
心
に
行
わ
れ
、〝
ア
ウ
ェ
イ
〟
の
関
係
に
あ

る
人
々
の
救
済
を
想
定
し
た
修
行
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
既
に
「
宗
教
者
」
と
な
っ
て
い
る
人
々
で
あ
っ
て
も
、〝
ア
ウ
ェ

イ
〟
の
関
係
に
あ
る
被
災
地
の
人
々
に
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
を
行
う
際
に

は
、
そ
れ
ま
で
の
修
行
と
は
異
質
の
〝
プ
ラ
ス
α
〟
の
要
素
を
修
行
す

る
必
要
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
〝
プ
ラ
ス
α
〟
の
修
行
を
シ

ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
通
じ
て
実
現
す
べ
く
作
ら
れ

た
の
が
、
東
北
大
学
に
お
け
る
「
臨
床
宗
教
師
」
研
修
で
あ
っ
た
。

４　

「
臨
床
宗
教
師
」
養
成
の
仕
組
み

東
北
大
学
の
「
実
践
宗
教
学
寄
附
講
座
」
は
、
震
災
翌
年
の

二
〇
一
二
年
四
月
か
ら
二
人
の
専
任
准
教
授
を
雇
用
し
、
筆
者
が
兼

任
教
授
を
務
め
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
講
座
が
目
指
す
「
臨
床
宗
教
師
」

養
成
の
た
め
の
研
修
は
、
次
の
四
点
の
柱
を
学
習
目
標
に
構
成
さ
れ

て
い
る
。(

一)

「
傾
聴
」「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」の
能
力
向
上
、(

二)

「
宗
教
間
対
話
」「
宗
教
協
力
」
の
能
力
向
上
、(

三)

「
宗
教
者
」
以
外

の
諸
機
関
と
の
連
携
方
法
習
得
、(

四)

適
切
な
「
宗
教
的
ケ
ア
」
の

方
法
習
得
。
こ
う
し
た
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
平
成
二
九
年
度
ま

で
の
六
年
間
は
三
カ
月
を
一
区
切
り
と
し
た
研
修
を
年
二
回
実
施

し
た
。
一
回
の
研
修
は
全
体
会
（
三
回
）
と
実
習
（
二
回
）
で
構
成
さ
れ
、

一
回
目
の
全
体
会
は
石
巻
、
後
の
二
回
は
仙
台
市
内
に
お
い
て
、
全

員
参
加
の
二
泊
三
日
も
し
く
は
一
泊
二
日
の
泊
ま
り
込
み
合
宿
で
研

修
を
行
っ
た
。

合
宿
中
に
は
、
座
学
と
し
て
「
臨
床
宗
教
師
の
倫
理
」「
宗
教
間
対

話
」「
民
間
信
仰
論
」「
在
宅
緩
和
ケ
ア
」「
精
神
保
健
と
医
療
」「
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」「
宗
教
的
ケ
ア
」「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」「
公
共
性
の

確
保
」「
人
権
擁
護
」
な
ど
の
密
度
の
濃
い
講
義
が
行
わ
れ
る
と
共
に
、

「
死
の
経
験
」「
傾
聴
」「
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
」「
日
常
儀
礼
」
な
ど
、
受
講

者
が
相
互
に
協
力
し
合
っ
て
行
わ
れ
る
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
開
講
さ

れ
た
。
全
体
会
の
間
に
二
回
あ
る
約
一
ヵ
月
の
間
に
は
、
研
修
生
は

全
国
に
散
在
し
て
い
る
寄
附
講
座
と
提
携
を
結
ん
だ
病
院
な
ど
の
施

設
に
出
向
い
て
規
定
時
間
の
実
習
を
行
う
。
研
修
生
が
個
別
に
行
な

う
各
施
設
で
の
実
習
で
は
、
入
院
患
者
な
ど
に
対
す
る
「
傾
聴
」
が
重

視
さ
れ
る
。
そ
の
際
の
会
話
の
詳
細
な
や
り
取
り
を
文
字
化
し
、
そ

の
過
程
で
何
を
感
じ
た
か
な
ど
受
講
生
自
身
が
自
己
を
見
つ
め
た
心

の
動
き
も
客
観
的
に
記
述
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
次
回
の
全
体
会
で
「
会
話
記
録
」
の
授
業

の
際
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
検
討
さ
れ
、
教
員
か
ら
の
細
か
い
指
導
は

も
ち
ろ
ん
、
研
修
生
相
互
の
厳
し
い
意
見
交
換
が
な
さ
れ
る
。
か
か

る
経
験
を
経
る
こ
と
で
研
修
生
は
し
ば
し
ば
自
身
の
行
動
を
相
対
化

し
、
批
判
的
に
検
討
す
る
機
会
を
も
つ
。
つ
ま
り
こ
の
研
修
は
、
自

分
自
身
を
再
認
識
す
る
機
会
で
も
あ
っ
て
、
研
修
最
終
日
に
「
臨
床

宗
教
師
」
研
修
の
受
講
証
明
書
を
受
け
る
式
で
は
、
初
め
て
顔
を
合

わ
せ
た
時
と
人
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
。
と
は
い

え
修
了
式
で
は
、
こ
れ
で
「
臨
床
宗
教
師
」
が
完
成
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
今
後
も
年
何
回
か
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

研
修
を
受
け
、
初
心
を
忘
れ
る
こ
と
無
く
常
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

を
図
る
こ
と
を
強
く
言
い
渡
さ
れ
る
。

東
北
大
学
で
主
催
し
た
こ
れ
ま
で
の
「
臨
床
宗
教
師
」
研
修
で
は
、

二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
六
年
間
に
一
八
一
名
の
「
臨

床
宗
教
師
」
を
輩
出
し
た
。
全
国
か
ら
参
加
し
た
「
宗
教
者
」
は
、
仏

教
系
が
八
割
、
二
十
代
か
ら
七
十
代
の
男
性
が
八
割
を
占
め
て
い
た
。

修
了
後
の
仕
事
は
、
立
場
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
住
職
と
し
て

行
っ
て
き
た
本
務
が
「
臨
床
宗
教
師
」
研
修
後
に
、
質
的
に
深
ま
っ
た

と
考
え
て
い
る
人
も
多
い
。
さ
ら
に
は
副
住
職
の
よ
う
に
当
該
宗
教

施
設
に
複
数
の
「
宗
教
者
」
が
い
る
こ
と
か
ら
外
に
出
て
仕
事
を
す
る

こ
と
が
可
能
な
場
合
、
各
地
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
や
介
護
施
設
に
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
や
職
員
と
し
て
入
る
場
合
も
珍
し
く
は
無
い
。
そ
の
際
に

は
、「
臨
床
宗
教
師
」
の
名
を
前
面
に
出
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合

も
多
い
。
特
に
二
〇
一
七
年
四
月
か
ら
は
公
立
病
院
で
あ
る
東
北
大

学
附
属
病
院
の
緩
和
ケ
ア
に
お
け
る
雇
用
が
始
ま
り
、
公
共
空
間
に

お
け
る
「
宗
教
者
」
の
役
割
に
対
す
る
社
会
的
な
理
解
が
大
き
く
進
み

出
し
た
感
が
あ
る
。

５　

お
わ
り
に

東
日
本
大
震
災
以
後
、
被
災
地
に
あ
る
東
北
大
学
で
始
ま
っ
た

「
臨
床
宗
教
師
」
養
成
の
動
き
は
、
ま
ず
は
「
宗
教
者
」
か
ら
歓
迎
さ
れ
、

東
北
大
学
の
寄
附
講
座
へ
の
ご
寄
附
は
宗
派
宗
教
を
超
え
た
多
く
の

教
団
や
組
織
そ
し
て
個
人
の
方
々
か
ら
多
数
頂
い
て
い
る
。
こ
う
し
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た
応
援
を
頂
く
背
後
に
は
、
近
世
・
近
代
以
降
の
日
本
の
宗
教
史
か

ら
生
じ
た
「
宗
教
」
に
対
す
る
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、「
宗
教
」

本
来
が
も
つ
社
会
に
対
す
る
機
能
の
復
権
を
目
指
そ
う
と
い
う
、
宗

教
関
係
者
の
素
朴
な
気
持
ち
が
籠
も
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
気
持
ち

は
全
国
各
地
の
宗
門
大
学
で
も
形
と
な
っ
て
拡
大
し
て
お
り
、
現
在

で
は
龍
谷
大
学
・
鶴
見
大
学
・
高
野
山
大
学
・
種
智
院
大
学
・
上
智

大
学
・
武
蔵
野
大
学
・
愛
知
学
院
大
学
・
大
正
大
学
で
も
「
臨
床
宗

教
師
」
の
養
成
を
進
め
る
動
き
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
東
北
大
学
以

外
の
機
関
で
も
「
臨
床
宗
教
師
」
が
誕
生
す
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
六

年
二
月
に
は
「
日
本
臨
床
宗
教
師
会
」
が
誕
生
し
、
二
〇
一
八
年
三
月

か
ら
は
各
大
学
で
認
定
し
て
い
た
「
臨
床
宗
教
師
」
の
平
準
化
を
図
り

「
認
定
臨
床
宗
教
師
」
の
資
格
認
定
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
臨

床
宗
教
師
」
と
し
て
の
行
動
に
つ
い
て
は
、「
日
本
臨
床
宗
教
師
会
倫

理
綱
領
」「
臨
床
宗
教
師
倫
理
規
約
」
が
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
遵
守
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
動
向
の
中
、
二
〇
一
七
年
よ
り
東
北
大
学
に
お
け
る

「
臨
床
宗
教
師
」
養
成
の
仕
組
み
に
も
、
新
た
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。

二
〇
一
七
年
は
そ
の
過
渡
期
で
、
こ
の
年
に
は
従
来
ま
で
の
三
カ
月

単
位
の
「
臨
床
宗
教
師
」
研
修
の
第
一
一
期
・
第
一
二
期
を
開
催
し
つ

つ
、
併
行
し
て
新
た
な
「
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
開
始
し
た
。
こ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
従
来
ま
で
の
研
修
に
お
け
る
座
学
の
部
分
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
授
業
と
し
、「
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
」
や
「
傾
聴
」
な
ど

の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
面
接
授
業
で
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、

受
講
者
を
「
宗
教
者
」
に
限
ら
な
い
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
二
年
間
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
受
講
す
る
と
日
本
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
学
会
の
審
査

を
経
て
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
師
」
の
資
格
を
、
さ
ら
に
そ
の
受
講

者
が
「
宗
教
者
」
で
あ
る
場
合
に
は
日
本
臨
床
宗
教
師
会
の
審
査
を
経

て
「
認
定
臨
床
宗
教
師
」
の
資
格
を
取
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

東
北
大
学
の
文
学
研
究
科
内
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
実
践
宗
教
学
寄

附
講
座
」
を
発
展
さ
せ
た
形
に
、
二
〇
一
九
年
の
新
年
度
よ
り
「
死
生

学
・
実
践
宗
教
学
」
が
正
規
の
講
座
と
し
て
配
置
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
東
北
大
学
の
大
学
院
に
は
「
臨
床
宗
教
師
」

養
成
に
関
わ
る
教
員
の
再
生
産
の
道
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ

れ
ら
の
試
み
は
、「
臨
床
宗
教
師
」
の
社
会
実
装
へ
向
け
た
布
石
と
な

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
流
れ
を
経
て
、「
臨
床
宗
教
師
」
は
現
代
日
本
社
会

に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
報
道
の
多
く
で
は
死
と
関
連
し
た
場
面

が
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、「
臨
床
宗
教
師
」
は
緩
和
ケ

ア
病
棟
に
だ
け
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
誤
解
で
あ
る
。
二
〇
一
八
年
九
月
一
日
か
ら
、
犯
罪
被
害
者
に

対
す
る
自
責
の
念
へ
の
対
応
を
目
的
に
盛
岡
少
年
院
に
「
臨
床
宗
教

師
」
が
任
用
さ
れ
た
と
い
う
報
道
が
あ
り
、「
臨
床
宗
教
師
」
に
期
待

さ
れ
る
対
象
が
、「
死
」
の
み
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ

う
し
た
活
動
は
、
本
来
「
宗
教
者
」
自
身
が
社
会
に
対
し
て
当
た
り
前

に
行
っ
て
き
た
も
の
で
も
あ
り
、
実
は
「
宗
教
者
」
が
本
来
も
っ
て
い

る
社
会
的
機
能
な
の
で
あ
る
。

た
だ
そ
れ
が
、
と
り
わ
け
近
世
の
寺
檀
制
度
な
ど
に
よ
っ
て
檀
家

―
檀
那
寺
の
ホ
ー
ム
の
関
係
の
み
に
「
宗
教
者
」
の
活
動
が
限
定
さ
れ

た
た
め
に
、
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る

観
点
か
ら
す
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
臨
床
宗
教
師
」
と
言
う
言
葉
を
作

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
こ
そ
が
、
解
消
さ
る
べ
き
宗
教
界
の
一

大
課
題
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
時
代
が
到
来
す
る
ま
で
の
し
ば

ら
く
の
間
、
ま
ず
は
被
災
地
支
援
か
ら
誕
生
し
た
「
臨
床
宗
教
師
」
が
、

日
本
全
国
の
病
院
や
介
護
施
設
を
は
じ
め
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
場

所
に
お
い
て
常
駐
し
、
心
に
傷
を
負
っ
た
人
々
に
宗
教
的
ケ
ア
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
環
境
が
整
う
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

参
考
文
献

鈴
木
岩
弓
「『
臨
床
宗
教
師
』
の
誕
生
―
公
共
空
間
に
お
け
る
宗
教
者
の
あ

り
方
―
」
磯
前
順
一
・
川
村
覚
文
編
『
他
者
論
的
転
回　

宗
教
と
公
共

空
間
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
書
店
、　

二
九
〇
―
三
一
八
頁
、
二
〇
一
六
年

   特集２．「死と向き合う支援」 

 
臨床宗教師の誕生とその意義 

     
鈴木岩弓 

東北大学総長特命教授、同名誉教授（専攻：宗教民俗学・死生学） 
 
The Birth of Interfaith Chaplains and its Significance   SUZUKI Iwayumi 

 

 
 

8

め、社会のさまざまな場所において常駐し、心に傷を負った人々に宗教的ケアを行うこと

ができる環境が整うことを期待したい。 
 
［参考文献］ 
鈴木岩弓「『臨床宗教師』の誕生―公共空間における宗教者のあり方―」 
  磯前順一・川村覚文編『他者論的転回 宗教と公共空間』ナカニシヤ書店， 
  pp.290-318，2016 年 
 
［写真］ 
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１　

Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
と
は

Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
は
デ
ィ
モ
ー
ト
と
読
ん
で
い
る
。D

isaster M
ortuary 

O
perational Response Team

 

の
略
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
多
く
の
方

は
初
め
て
耳
に
す
る
用
語
で
あ
ろ
う
。
災
害
医
療
の
一
部
を
担
う
組

織
で
あ
る
が
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（D

isaster M
edical Assistance Team

）
程
に
は
一
般

に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
災
害
医
療
関
係
者
の
間
で
は
広
く

認
識
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
多
数
の
死
傷
者
が
出
る
よ
う
な
大
規
模
災
害

で
は
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
現
場
活
動
を
望
む
声
も
現
場
か
ら
聞
こ
え
て

く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
を
当
初
は
「
災
害
時
遺
族
・
遺
体
対
応
派
遣
チ
ー
ム
」

と
訳
し
て
い
た
が
、
こ
の
名
称
に
は
問
題
が
あ
っ
た
。
遺
体
と
い
う

言
葉
が
入
っ
て
い
る
チ
ー
ム
名
で
災
害
現
場
に
入
る
こ
と
へ
の
抵
抗

が
あ
っ
た
。
行
方
不
明
者
の
場
合
、
遺
族
と
は
呼
べ
な
い
。
適
切
な

表
現
が
難
し
い
な
か
で
最
終
的
に
「
災
害
死
亡
者
家
族
支
援
チ
ー
ム
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
現
在
は
こ
れ
を
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
訳
語
と
し
て

使
用
し
て
い
る
。

Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
が
わ
が
国
で
動
き
始
め
て
十
数
年
で
あ
る
が
、
災
害

医
療
の
あ
る
一
面
を
担
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
組
織
で

も
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
の
設
立
の
背
景
に
何
が

あ
り
、
ど
の
よ
う
に
考
え
な
が
ら
現
在
の
状
況
が
で
き
あ
が
っ
て
き

た
か
に
つ
い
て
述
べ
て
ゆ
く
。

２　

Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
が
な
ぜ
必
要
と
な
っ
た
か

⑴
Ｊ
Ｒ
福
地
山
線
脱
線
事
故

こ
と
の
起
こ
り
は
二
〇
〇
五
年
四
月
に
発
生
し
た
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線

脱
線
事
故
で
あ
る
。
死
亡
者
一
〇
七
名
、
負
傷
者
五
六
二
名
と
い
う
、

わ
が
国
の
大
規
模
交
通
災
害
の
な
か
で
も
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
事
故
を
災
害
医
療
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
と
き
に
い
く
つ
か
の

特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
一
〇
年
目
に
、
震
災
の
被
災
地
域
と
ほ
ぼ

同
じ
地
域
で
発
生
し
た
大
規
模
災
害
で
あ
る
。
阪
神
淡
路
大
震
災
の

あ
っ
た
一
九
九
五
年
は
さ
ら
に
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
も
発
生
し
て
お

り
、
災
害
医
療
関
係
者
の
間
で
は
災
害
元
年
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
現
在
の
災
害
医
療
シ
ス
テ
ム
の
出
発
点
が
こ
の
年
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
後
の
一
〇
年
間
に
災
害
医
療
の
整
備
は
進
ん
で
お

り
、
そ
の
成
果
が
問
わ
れ
る
災
害
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

災
害
医
療
か
ら
み
た
特
徴
を
（
図
１
）
に
示
す
。
近
畿
圏
の
多
数
の

医
療
機
関
か
ら
ド
ク
タ
ー
カ
ー
が
自
発
的
に
現
場
へ
参
集
し
た
が
、

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
に
準
ず
る
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
時
の
活
動
を
初
期

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
あ
る
。

現
場
で
多
数
傷
病
者
の
ト
リ
ア
ー
ジ
が
実
施
さ
れ
た
。
阪
神
淡

路
大
震
災
ま
で
は
、
わ
が
国
の
ト
リ
ア
ー
ジ
タ
グ
は
組
織
ご
と
に
大

き
さ
や
形
態
が
異
な
っ
て
い
た
。
震
災
後
に
厚
生
省
が
主
導
し
て
わ

が
国
の
標
準
タ
グ
を
作
成
、
そ
の
後
の
訓
練
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
（
災
害
死
亡
者
家
族
支
援
チ
ー
ム
）
設
立
の
経
緯
と
現
状吉

永
　
和
正

一
般
社
団
法
人
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ 

理
事
長
、
協
和
マ
リ
ナ
ホ
ス
ピ
タ
ル 

院
長

特
集
１

：

死
と
向
き
合
う
支
援

JR福知山線列車事故
―災害医療から見たその特徴―

• 一般市民による救助活動

–軽傷者の早期搬出

• ドクターカーの自発的な出動（初期DMAT）

• 現場での多数傷病者トリアージ

–標準ﾄﾘｱｰｼﾞﾀｸﾞの系統的使用

• ヘリコプター搬送

• Confined Space Medicine（瓦礫の下の医療）

阪神淡路大震災から10年目

図１

図１　JR福知山線列車事故―災害医療から見たその特徴―
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な
っ
た
。
小
規
模
災
害
の
現
場
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

が
、
大
規
模
災
害
で
多
数
の
タ
グ
が
使
用
さ
れ
て
ト
リ
ア
ー
ジ
が
実

施
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
。

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
り
重
傷
者
の
分
散
搬
送
が
行
わ
れ
、

Confined Space M
edicine

（
瓦
礫
の
下
の
医
療
）
が
災
害
現
場
で
実
施
さ

れ
た
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
準
備
し
て
き
た
こ
と
が
確
実
に
実
施
さ

れ
て
一
〇
年
間
の
蓄
積
は
確
実
に
成
果
を
あ
げ
た
。

⑵
ト
リ
ア
ー
ジ

こ
れ
ら
の
特
徴
の
中
で
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
に
関
連
す
問
題
は
ト
リ
ア
ー

ジ
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。
実
施
さ
れ
た
ト
リ
ア
ー
ジ
の
中
で
特

徴
的
な
こ
と
は
黒
タ
グ
が
現
場
ト
リ
ア
ー
ジ
で
多
数
使
用
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
黒
タ
グ
は
救
命
困
難
ま
た
は
死
亡
者
に
使
用
さ
れ
る
。

現
場
で
黒
と
判
定
さ
れ
た
被
災
者
は
残
念
な
が
ら
後
に
死
亡
が
確
認

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
患
者
に
救
急
搬
送
の
優
先
が
与
え
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
最
優
先
搬
送
の
赤
の
搬
送
を
妨
げ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。
ま
た
大
規
模
災
害
時
に
は
医
療
機
関
に
心
肺
停
止
（
Ｃ

Ｐ
Ａ
）
状
態
の
患
者
が
搬
送
さ
れ
る
と
、
診
療
の
混
乱
を
き
た
す
可

能
性
も
あ
る
。
災
害
現
場
で
黒
ト
リ
ア
ー
ジ
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
で
、

災
害
患
者
搬
送
は
効
率
的
に
実
施
さ
れ
た
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は

後
に
実
施
さ
れ
た
日
本
集
団
災
害
医
学
会
の
調
査
報
告
書
に
も
記
載

さ
れ
て
い
る
。
災
害
医
療
に
携
わ
る
多
く
の
救
急
医
は
こ
の
視
点
で

結
果
を
と
ら
え
評
価
し
て
い
た
。

⑶
遺
族
の
視
点

こ
の
評
価
が
一
変
す
る
出
来
事
が
あ
っ
た
。
事
故
の
翌
年
に
開
催

さ
れ
た
第
一
一
回
日
本
集
団
災
害
医
学
会
に
お
い
て
、
事
故
遺
族
の

診
療
に
当
た
っ
て
い
る
心
療
内
科
医
（
神
戸
赤
十
字
病
院　

村
上
典
子
部

長
）
か
ら
「
黒
タ
グ
の
遺
族
は
納
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い

う
内
容
の
報
告
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
遺
族
は
黒
タ
グ
と
い

う
判
定
を
受
け
入
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
診
療
経
過
に
も

影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
後
の
調
査

で
も
遺
族
は
「
本
当
に
黒
だ
っ
た
の
か
、
赤
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」

「
本
当
に
救
命
出
来
な
か
っ
た
の
か
」「
ど
ん
な
状
況
で
誰
が
判
断
し

た
の
か
」「
最
後
は
苦
し
ま
な
か
っ
た
の
か
」「
誰
か
が
本
当
に
最
期
を

み
て
く
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
な
ど
の
気
持
ち
を
持
ち
続
け
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
発
表
内
容
は
、
系
統
的
な
ト

リ
ア
ー
ジ
が
実
施
さ
れ
、
救
急
搬
送
は
効
率
的
に
実
施
さ
れ
た
と
評

価
し
て
い
た
救
急
医
に
は
衝
撃
的
な
内
容
で
あ
っ
た
。

阪
神
淡
路
大
震
災
後
、
災
害
医
療
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
目
標
は
救
命
で
あ
る
。
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
、
災
害
拠
点
病
院
の

整
備
な
ど
に
よ
り
救
命
効
率
の
向
上
は
大
い
に
期
待
で
き
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
体
制
が
整
備
さ
れ
て
も
、
残
念
な

が
ら
大
規
模
災
害
で
死
者
が
発
生
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
避

け
て
通
れ
な
い
死
亡
者
の
発
生
と
い
う
事
態
に
災
害
医
療
関
係
者
は

目
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
遺
族
は
災
害
医
療
の
中
で

忘
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
医
療
者
と
し
て
き
ち
ん
と
目
を
向
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
遺
族
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
で

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
に
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
研
究
会
（
代
表

：
吉
永
和
正
）

が
発
足
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

３　

日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
研
究
会

⑴
米
国
の
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ

研
究
会
を
立
ち
上
げ
て
災
害
死
亡
者
対
応
に
関
す
る
勉
強
会
を
始

め
た
。
災
害
医
療
関
係
者
の
一
部
は
米
国
に
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
と
い
う
組

織
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

米
国
で
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
が
で
き
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
航
空
機
事

故
の
死
亡
者
家
族
の
訴
え
で
あ
っ
た
。「
故
人
は
受
け
る
べ
き
サ
ー

ビ
ス
や
支
援
を
受
け
て
い
な
い
」
と
連
邦
政
府
へ
訴
え
た
こ
と
で

一
九
九
六
年
に
成
立
し
たFam

ily Assistance Act

（
家
族
援
助
法
）
が

活
動
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
当
初
は
交
通
災
害
を
対
象
と
し
た
活

動
で
あ
っ
た
が
、
後
に
災
害
全
般
に
活
動
が
広
が
っ
た
。
現
在
は

N
ational D

isaster M
edical System

（N
D

M
S

）
に
所
属
す
る
一
チ
ー
ム
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
も
Ｎ
Ｄ
Ｍ
Ｓ
の
１
チ
ー
ム
で
あ

り
、
そ
れ
ら
と
並
ぶ
災
害
対
応
チ
ー
ム
で
あ
る
。

Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
活
動
は
全
米
を
一
〇
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
行
わ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
チ
ー
ム
が
編
成
さ
れ
る
。
各
地
域

に
登
録
者
が
お
り
、
災
害
時
に
は
こ
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
が
参
集
し
て

チ
ー
ム
を
編
成
す
る
。
こ
の
チ
ー
ム
の
構
成
要
員
を
（
図
２
）
に
示
す
。

多
く
の
職
種
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
を
見
れ

ば
何
を
行
う
か
が
想
像
で
き
る
。
表
の
左
に
並
ん
で
い
る
の
は
、
個

人
識
別
、
身
元
確
認
な
ど
の
専
門
家
で
あ
る
。
右
は
主
に
家
族
支
援

を
行
う
職
種
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
米
国
の
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
が
構
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
ロ
ゴ
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
３
）。

最
上
段
の
左
に
示
さ
れ
た
天
秤
は
司
法
を
表
し
て
お
り
、
蛇
の
巻
き

付
い
た
杖
は
医
療
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
で
科
学
捜
査
を
意
味
し
て
い
る
。
右
に
は
鳩
が
示
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
犠
牲
者
と
そ
の
家
族
お
よ
び
葬
祭
関
係
者
を
表
す
シ

ン
ボ
ル
で
あ
る
。
表
に
示
し
た
職
種
が
ロ
ゴ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
。
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⑵
日
本
型
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ

わ
が
国
で
の
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
活
動
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
、
米

国
の
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
が
そ
の
ま
ま
導
入
で
き
る
か
を
検
討
し
た
が
、
そ

の
結
果
は
「
否
」
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
で
は
個
人
識
別
の
業
務
は
警
察

が
管
轄
し
て
お
り
、
外
部
よ
り
支
援
を
必
要
と
す
る
状
況
で
は
な
い
。

さ
ら
に
「
事
件
」
と
も
な
れ
ば
外
部
の
者
が
入
る
余
地
は
な
い
。
一
方
、

家
族
支
援
に
関
し
て
は
医
療
と
い
う
視
点
か
ら
警
察
で
十
分
な
手
厚

い
体
制
が
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
災
害
医
療
全
般
を
見
渡
し

て
も
、
遺
族
に
対
応
す
る
シ
ス
テ
ム
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
日
本
型
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
は
災
害
死
亡
者
の
家

族
支
援
を
そ
の
中
心
に
据
え
て
、
連
携
の
必
要
な
部
分
で
身
元
確
認

な
ど
の
作
業
に
も
関
わ
る
と
い
う
の
が
求
め
ら
れ
て
い
る
活
動
形
態

で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
さ
ら
に
災
害
遺
族
は
発
災
早
期
よ
り

支
援
を
求
め
て
い
る
こ
と
よ
り
、
機
動
性
の
あ
る
チ
ー
ム
で
あ
る
こ

と
も
求
め
ら
れ
る
。

⑶
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
役
割

発
災
早
期
よ
り
遺
族
に
よ
り
そ
い
、
心
的
支
援
を
行
う
こ
と
が

Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
中
心
的
な
役
割
で
あ
る
。
死
亡
者
や
遺
族
に
接
す
る

メ
ン
バ
ー
は
災
害
医
療
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
ス
ト
レ
ス
の
多
い
グ

ル
ー
プ
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
で
活
動
す
る
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
は

メ
ン
バ
ー
の
ス
ト
レ
ス
対
策
も
同
時
に
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
研
究
を
重
ね
る
中
で
中
長
期
支
援
を
念
頭
に
置
い
て
お

く
必
要
が
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。
事
故
か
ら
二
年
以
上
た
っ
た

二
〇
〇
七
年
一
一
月
、
Ｊ
Ｒ
事
故
の
遺
族
と
話
し
合
う
機
会
が
あ
っ

た
。
遺
族
の
質
問
に
、「
交
付
さ
れ
た
死
体
検
案
書
に
は
挫
滅
症
候

群
と
い
う
病
名
記
載
が
さ
れ
て
い
た
が
、
体
表
の
ど
こ
に
も
挫
滅
に

よ
る
激
し
い
損
傷
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
体
表
は
き
れ
い
で

あ
っ
た
。
こ
の
診
断
は
間
違
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
も

の
が
あ
っ
た
。
こ
の
疑
問
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
診
断
が
間
違
え

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。Crush syndrom

e 

の
訳
語
と
し
て
当
時
、
挫

滅
症
候
群
が
、
ひ
ろ
く
使
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
病
態
は
長

期
の
挟
み
込
み
（
圧
挫
）
が
解
放
さ
れ
て
再
灌
流
が
起
こ
っ
た
と
き
に

発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
体
表
の
挫
滅
は
伴
わ
な
い
の
が
普
通
で
あ

る
。
従
っ
て
、
現
在
は
圧
挫
症
候
群
と
い
う
病
名
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
説
明
を
し
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
、
長
期
の
疑

問
が
氷
解
し
た
。

災
害
で
死
亡
し
た
場
合
、
病
院
と
違
っ
て
疑
問
が
あ
っ
て
も
聞
き

に
行
く
と
こ
ろ
が
な
い
。
中
長
期
に
わ
た
っ
て
、
い
つ
で
も
疑
問
や

困
っ
て
い
る
こ
と
に
対
応
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
あ
り
、
Ｄ
Ｍ

Ｏ
Ｒ
Ｔ
は
中
長
期
支
援
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
必
要
な
こ
と
は
啓
発
、
研
修
活
動
で
あ
る
。
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ

• 法医学者
• 検死官
• 法医人類学者
• 法医歯学者
• 病理学者
• 指紋採取技師
• X線技師
• 法医写真家
• DNA検査技師

• 葬祭ディレクター
• エンバーマー
• 一般事務職員
• 広報担当
• サポートスタッフ
• 心理カウンセラー
• 精神科医
• 調査官
• 警備員

DMORT登録の専門家

図２

DMORT Logo

鳩：犠牲者とその家族、葬儀関係者

医療の杖と司法の天秤：科学捜査

歯法医学
指紋採取
法人類学
放射線

DNA
写真記録

コンピューター

NDMS : National Disaster Medical System 

図３

図２　DMORT登録の専門家

図３　DMORTLogo
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の
必
要
性
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
は
ト
リ
ア
ー
ジ
黒
タ
グ

の
問
題
か
ら
で
あ
る
。
黒
タ
グ
に
は
誤
解
や
改
善
す
べ
き
課
題
も
多

く
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
活
動
可
能
な
メ
ン
バ
ー
の
養
成
も
重
要

な
課
題
で
あ
り
、
研
修
会
の
実
施
、
養
成
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
訓
練
参

加
を
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
役
割
は
三
つ
あ
る
と
い
え
る

（
図
４
）。
第
一
は
現
場
で
家
族
支
援
を
行
う
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
と
し
て
も
っ

と
も
中
心
的
な
役
割
。
こ
の
活
動
で
は
支
援
者
側
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
ケ
ア
を
考
え
置
く
必
要
が
あ
る
。
第
二
は
中
長
期
に
わ
た
る
支
援

の
橋
渡
し
役
で
あ
る
。
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
自
体
が
長
期
に
支
援
を
行
う
の

で
は
な
く
、
適
切
な
組
織
へ
橋
渡
し
を
し
て
ゆ
く
。
第
三
は
啓
発
・

研
修
活
動
で
あ
る
。

⑷
災
害
に
お
け
る
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
位
置
づ
け

災
害
へ
の
対
応
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
そ

れ
が
だ
ん
だ
ん
と
進
歩
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
災
害
サ
イ
ク
ル
と
呼
ぶ
。

災
害
が
発
生
す
る
とresponse

（
対
応
）
→recovery

（
回
復
）
→m

itigation

（
減
災
）
→preparedness

（
準
備
）
と
い
う
流
れ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
防

災
力
を
高
め
て
ゆ
く
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
三

つ
の
役
割
は
こ
の
中
に
落
と
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
現
場
Ｄ
Ｍ
Ｏ

Ｒ
Ｔ
はresponse

に
、中
長
期
支
援
はrecovery

～m
itigation

に
、啓
発
・

研
修
はpreparedness

に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の

役
割
は
災
害
サ
イ
ク
ル
と
い
う
流
れ
の
中
で
も
各
フ
ェ
ー
ズ
で
役
割

を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
（
図
５
）。

４　

大
規
模
災
害
訓
練
へ
の
参
加

⑴
大
規
模
災
害
訓
練
で
の
死
亡
者
家
族
対
応

大
災
害
で
は
死
亡
者
の
発
生
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
災
害
訓
練
は
死
亡
者
の
発
生
を
想
定
し
て
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ト
リ
ア
ー
ジ
を
含
む
災
害
訓
練
で
は
、
赤
、
黄
、
緑

以
外
に
黒
も
想
定
は
し
て
い
る
が
、
多
く
の
場
合
、
黒
タ
ッ
グ
を
つ

け
て
、
黒
ト
リ
ア
ー
ジ
エ
リ
ア
に
搬
送
し
て
終
わ
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
家
族
の
視
点
か
ら
は
こ
の
と
き
か
ら
問
題
が
始
ま
っ
て
い
る
と

い
え
る
。
従
来
の
訓
練
で
は
家
族
へ
の
対
応
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、

課
題
解
決
の
た
め
の
訓
練
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
に
よ
る
家
族
対
応
を
含
む
訓
練
を
提
案
し
て

実
施
し
て
き
た
。
当
初
は
黒
エ
リ
ア
で
の
家
族
対
応
な
ど
も
訓
練
に

入
れ
て
い
た
が
、
家
族
が
遺
体
と
面
会
す
る
場
面
は
警
察
の
検
視
検

案
が
終
わ
っ
た
段
階
に
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現

在
の
訓
練
で
は
警
察
が
管
轄
す
る
遺
体
安
置
所
で
家
族
支
援
を
行
う

こ
と
を
標
準
パ
タ
ー
ン
に
し
て
い
る
。

日本DMORTの役割
現場DMORT

災害現場からの家族（遺族）支援
（救援者の心的支援活動）

啓発・研修活動
黒タッグの扱い、メンバー養成研修会

長期の遺族支援
専門家・組織のネットワーク作り

図４災害サイクルと日本DMORT

response

recoverymitigation

preparedness

現場DMORT

遺族の長期支援

啓発活動

図５

図４　日本DMORTの役割図５　災害サイクルと日本DMORT
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遺
体
安
置
所
で
の
家
族
支
援
を
念
頭
に
訓
練
を
組
み
立
て
る
場
合

に
、
警
察
と
の
連
携
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
が
重
要
で
あ
る
。
最
近

の
大
規
模
災
害
訓
練
で
は
実
際
の
警
察
関
係
者
が
参
加
す
る
こ
と
が

多
く
、
死
亡
者
対
応
手
順
に
関
し
て
事
前
調
整
を
行
う
こ
と
で
、
実

際
の
災
害
時
と
同
じ
よ
う
な
状
況
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
遺
族
の
心
的
支
援
と
い
う
こ
と
は
警
察
関
係
者
に

と
っ
て
は
と
て
も
負
担
が
大
き
く
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
が
か
か
わ
る
こ
と

が
警
察
関
係
者
か
ら
も
歓
迎
さ
れ
て
い
る
。

遺
体
安
置
所
を
リ
ア
ル
に
設
定
す
る
に
は
棺
の
準
備
も
必
要
と

な
る
た
め
、
葬
祭
関
係
者
と
の
連
携
も
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

損
傷
の
激
し
い
遺
体
と
家
族
が
面
会
す
る
と
い
う
場
面
は
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
訓
練
で
も
最
も
困
難
な
場
面
の
一
つ
で
あ
る
が
、
課
題
を
抽
出
し

対
応
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
現
実
に
近
い
場
面
設
定
が
必
須
で
あ

る
。

⑵
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
訓
練
マ
ニ
ュ
ア
ル

災
害
訓
練
に
遺
族
対
応
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
は
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
対
応
の
基
本
を
学
ん
で
お
く
必
要
が
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
学
び

の
機
会
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
し
か
し
、
大
規
模
災
害
訓
練
は
全

国
各
地
で
行
わ
れ
て
お
り
、
訓
練
の
企
画
立
案
者
達
に
は
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
日
本
集
団
災
害

医
学
会
（
現
在
は
日
本
災
害
医
学
会
）
の
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
検
討
委
員
会
（
委

員
長
：
吉
永
和
正
）
か
ら
「
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
訓
練
マ
ニ
ュ
ア
ルver.1

」
を

二
〇
一
六
年
二
月
に
作
成
し
、
後
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
表
し
た
。

https://jadm
.or.jp/contents/hom

e/pdf/dm
ort_m

anual.pdf

現
在
は
誰
で
も
閲
覧
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
目
次
（
図
６
）  

を
見
て

も
分
か
る
よ
う
に
、
前
半
に
は
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
に
関
連
す
る
情
報
が
記

載
さ
れ
て
お
り
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料

と
な
っ
て
い
る
。

後
半
は
訓
練
を
組
み
立
て
る
場
合
の
実
際
が
示
さ
れ
て
い
る
。
Ｄ

Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
対
応
に
「
正
解
」
は
な
く
、
多
様
な
対
応
が
行
わ
れ
る
。
そ

の
た
め
シ
ナ
リ
オ
作
り
で
は
家
族
関
係
や
社
会
的
背
景
な
ど
の
詳
細

な
設
定
を
行
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

念
頭
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
事
例
も
示
さ
れ
て
い
る
。

最
も
特
徴
的
な
の
は
一
番
最
後
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
訓
練
参
加
者
へ
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
」
で
あ
る
。
災
害
訓
練
で
も
他

部
門
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

が
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
訓
練
に
お
い
て
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
家
族
役

の
担
当
者
は
役
に
入
り
込
む
こ
と
で
感
情
移
入
し
て
し
ま
う
こ
と
も

少
な
く
な
い
。
遺
族
対
応
経
験
の
少
な
い
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
役
も
心
的
負

担
を
残
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
訓
練
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ラ
ー
は
適
当
な
と
こ
ろ
で
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
打
ち
切
る
必
要
が

あ
る
。
そ
の
後
に
振
り
返
り
の
時
間
を
設
定
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
ま
た
、
身
内
を
亡
く
し
て
日
の
浅
い
も
の
は
こ
の
よ
う
な
役
割

か
ら
外
す
こ
と
が
賢
明
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

５　

研
修
会
の
開
催

⑴
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
養
成
研
修
会

日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
研
究
会
を
立
ち
上
げ
た
当
初
は
講
演
を
中
心
に

し
た
勉
強
会
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、
大
規
模
災
害
訓
練
に
参
加
す
る

よ
う
に
な
る
と
、
活
動
可
能
な
メ
ン
バ
ー
の
確
保
が
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
メ
ン
バ
ー
養
成
の
た
め
の
研
修
会
が
企
画
さ

れ
た
。

二
〇
一
〇
年
五
月
に
は
研
究
会
の
コ
ア
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
り
、
事

前
研
修
会
を
実
施
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
研
修
会
の
進
め
方
を
定
め
て

二
〇
一
〇
年
九
月
に
第
一
回
研
修
会
を
開
催
し
た
。
当
初
は
神
戸
で

行
っ
て
い
た
が
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
認
知
度
が
上
が
る
に
し
た
が
っ
て
全

国
か
ら
受
講
希
望
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
東
京
、
静
岡
、

愛
知
、
沖
縄
で
も
実
施
し
て
、
二
〇
一
六
年
三
月
に
第
二
一
回
を
行

い
、
修
了
者
は
六
三
七
名
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
組
織
を
法
人
化
し

た
こ
と
で
一
時
中
断
し
て
い
る
が
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
に
再
開
の

予
定
で
あ
る
。

DMORT訓練
マニュアル ver.1

目次

図６

図６　DMORT訓練マニュアル ver.1目次
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受
講
者
の
お
よ
そ
の
内
訳
は
看
護
師
が
約
五
割
、
医
師
が
約
二

割
、
救
急
救
命
士
が
約
一
割
、
そ
の
他
に
は
行
政
関
係
者
、
心
理
関

係
者
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
看
護
師
、
医
師
の
多
く
は
救
急
医
療
現
場

経
験
者
で
あ
る
。
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
目
指
す
組
織
は
た
く
さ
ん
あ
る

が
、
救
急
・
災
害
医
療
と
い
う
背
景
を
も
っ
た
者
の
集
団
で
あ
る
こ

と
が
他
の
チ
ー
ム
と
異
な
る
点
で
あ
る
。

⑵
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

研
修
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
（
図
７
）
に
示
す
。
午
前
中
は
主
に
情
報

伝
達
で
あ
る
。
午
後
に
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
部
分
が
研
修
会
の
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
に

分
か
れ
て
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
行
う
。
災
害
で
死
亡
す
る
ケ
ー
ス
の
状

況
設
定
と
シ
ナ
リ
オ
が
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
準
備
さ
れ
て
い
る
。
グ

ル
ー
プ
の
中
で
役
割
を
決
め
て
、
役
作
り
の
時
間
を
と
る
。
こ
の
時

に
、
家
族
役
と
な
っ
た
者
は
別
室
で
役
作
り
を
行
う
が
、
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
か
ら
具
体
的
な
反
応
や
行
動
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
を
実
施

す
る
た
め
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
う
。
一
方
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
役
は
家
族

の
反
応
が
知
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
、
遺
体
に
面
会
の
段
階
ま
で
ど
の
よ

う
な
反
応
を
示
す
の
か
分
か
ら
な
い
。
家
族
の
状
況
に
応
じ
て
対
応

し
て
ゆ
く
。
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
は
五
分
で
打
ち
切
ら
れ
る
が
、
こ
の
経

過
を
ビ
デ
オ
撮
影
し
て
、
演
技
者
と
会
場
が
ビ
デ
オ
再
生
で
ロ
ー
ル

DMORT養成研修会プログラム
導入（あいさつ、自己紹介） 40分

DMORTの概要 30分
DMORTが連携する組織について 75分

DMATについて

消防・救急隊について

警察の活動について

遺体検案について

日赤救護班について

災害急性期の心理反応と遺族心理の実際（長期遺族支援まで） 45分
昼食 60分

救援者のメンタルヘルス 20分
ロールプレイ導入 15分
ロールプレイ 140分
まとめ・全体討論 15分

（途中で適宜休憩） 40分

懇親会

図７

プ
レ
イ
を
見
直
し
、
演
技
者
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
メ
ン
ト
、
さ
ら
に
イ
ン

ス
ト
ラ
ク
タ
ー
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
で
１
グ
ル
ー
プ
が
終
わ
る
。
こ
れ

を
グ
ル
ー
プ
数
だ
け
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。

研
修
会
で
使
用
す
る
シ
ナ
リ
オ
が
現
実
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
な

い
こ
と
は 

実
際
に
災
害
現
場
で
遺
族
対
応
し
た
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
メ
ン

バ
ー
よ
り
報
告
さ
れ
て
い
る
。

⑶
災
害
医
療
に
お
け
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア

前
述
の
と
お
り
、
研
修
会
受
講
者
に
は
救
急
医
療
経
験
者
が
多

数
含
ま
れ
て
い
る
。
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
で
は
突
然
死
の
患
者
が
多

数
搬
送
さ
れ
て
お
り
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
必
要
性
が
高
い
。
朝
元
気

に
出
か
け
家
族
が
急
性
心
筋
梗
塞
で
心
肺
停
止
と
な
っ
た
り
、
交
通

事
故
で
搬
送
さ
れ
て
緊
急
手
術
を
行
っ
て
も
救
命
で
き
な
い
こ
と
も

よ
く
経
験
さ
れ
る
。
家
族
に
と
っ
て
は
全
く
予
期
せ
ぬ
死
亡
で
あ
り
、

受
け
入
れ
は
決
し
て
容
易
で
な
い
。
そ
の
よ
う
な
家
族
対
応
に
当
た

る
の
が
救
急
医
療
現
場
の
医
師
や
看
護
師
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
研
修
会
を

受
講
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
災
害
現
場
で
の
死
亡
は
日
常
救
急
で
の

死
亡
以
上
に
過
酷
な
現
実
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
理
解
し
て
臨
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
図
８
）。
救
急
患
者
は
病
院
へ
搬
送

さ
れ
、
そ
こ
で
死
亡
す
る
が
、
災
害
で
は
多
く
の
場
合
、
現
場
で
死

救急医療と災害医療の死亡者

救急患者 災害死亡（黒）

病院搬送 ○ ×

治療 ○ ×

家族の看取り ○ ×

状況の説明 ○ △

病状説明 ○ ×

図８

図８　救急医療と災害医療の死亡者

図７　DMORT養成研修プログラム



93　人道研究ジャーナルvol.8　 ＤＭＯＲＴ（災害死亡者家族支援チーム）設立の経緯と現状　92特集１ 死と向き合う支援 ＤＭＯＲＴ（災害死亡者家族支援チーム）設立の経緯と現状　92

ル
ヘ
ル
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
重
村
淳
作
成
）
で
あ
る
。
前
者
は
Ｄ
Ｍ
Ｏ

Ｒ
Ｔ
現
場
活
動
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
メ

ン
バ
ー
や
そ
の
周
辺
の
支
援
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
考
慮
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
研
修
会
受
講
者
に
配
布
し
て
い
た
も
の
で
あ

り
一
般
に
は
公
表
し
て
い
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
一
年
三
月
の
東
日
本
大
震
災
後
か
ら
現
場
で

の
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
活
動
を
要
望
す
る
声
が
出
て
き
た
。
当
時
は
残
念
な

が
ら
直
ち
に
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
を
編
成
し
て
派
遣
で
き
る
状
況
に
は
な
っ

て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
現
場
に
配
布
す
る
こ
と

と
し
た
。「
家
族
（
遺
族
）
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
は
種
々
の
場
面
想
定

や
メ
ン
バ
ー
の
行
動
指
針
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
も
の

は
現
場
の
ス
タ
ッ
フ
に
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
て
「
家
族

（
遺
族
）
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
東
日
本
大
震
災
版
）」
と
し
て
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ

Ｒ
Ｔ
研
究
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
た
。
こ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル

は
「
～
医
療
救
護
班
・
行
政
職
員
な
ど
の
方
へ
～
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
中
に
は
「
遺
族
を
傷
つ
け
る
可
能
性
の
あ
る
言
葉
」
と
い
う
項
目

が
あ
る
。
決
し
て
禁
句
で
は
な
い
が
、
言
葉
を
発
す
る
際
に
気
を
つ

け
る
必
要
の
あ
る
表
現
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
気
持

ち
は
分
か
り
ま
す
よ
」
と
い
う
様
な
言
い
方
で
あ
る
。

こ
れ
は
現
在
は
一
般
社
団
法
人
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
誰
で
も
閲
覧
可
能
で
あ
り
、
興
味
の
あ
る
方
は
ご
覧
頂
き
た
い
。

亡
が
確
認
さ
れ
て
病
院
に
搬
送
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
救
急
患
者
は

病
院
で
最
大
限
の
治
療
を
受
け
る
が
、
災
害
現
場
で
は
応
急
処
置
さ

え
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
病
院
で
死
亡
し
た
と
き
に
は
多
く
の
場
合
、

家
族
が
そ
ば
で
看
取
る
こ
と
に
な
る
が
、
災
害
現
場
に
は
家
族
は
い

な
い
。
死
亡
に
至
っ
た
状
況
も
病
院
で
は
説
明
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
災
害
現
場
で
死
亡
し
た
場
合
は
、
警
察
か
ら
の
説
明
が
あ

る
だ
け
で
、そ
れ
以
上
の
情
報
収
集
は
難
し
い
。
さ
ら
に
家
族
に
と
っ

て
最
も
重
要
な
、
な
ぜ
死
亡
し
た
の
か
と
い
う
説
明
は
病
院
で
は
担

当
医
か
ら
納
得
の
ゆ
く
ま
で
説
明
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
災
害

現
場
死
亡
で
は
家
族
が
聞
き
に
行
く
場
所
も
な
く
説
明
を
聞
く
機
会

は
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
比
べ
て
み
る
と
災
害
死
亡
と
い
う
の
は
救
急
医
療
と

く
ら
べ
て
、
よ
り
過
酷
な
状
況
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
よ
う

な
違
い
を
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
対
応
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

６　

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

研
修
会
を
開
催
す
る
に
当
た
っ
て
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
メ
ン
バ
ー
の
た
め

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
二
編
作
成
し
た
。「
家
族（
遺
族
）支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

（
村
上
典
子
、
黒
川
雅
代
子
、
山
崎
達
枝
作
成
）
と
「
災
害
支
援
者
メ
ン
タ

http://dm
ort.jp/_src/64/dm

ort20110411.pdf

７　

災
害
現
場
で
の
活
動

⑴
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
地
震

Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
と
し
て
派
遣
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
活
動
に

近
づ
い
た
最
初
が
二
〇
一
一
年
二
月
に
発
生
し
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
地
震
で
あ
る
。
日
本
か
ら
の
留
学
生
が
多
数
、
建
物
倒
壊
の
犠
牲

と
な
っ
た
。
家
族
が
多
数
現
地
を
訪
れ
た
が
、
身
元
確
認
に
時
間
を

要
し
、
そ
の
間
現
地
で
待
機
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
家
族
支
援

に
日
本
赤
十
字
社
か
ら
看
護
師
が
派
遣
さ
れ
た
。
そ
の
中
の
一
人
は

日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
研
究
会
の
コ
ア
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ

対
応
を
十
分
に
身
に
つ
け
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
訓
練
や
研
修
で
目
指

し
て
き
た
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
対
応
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
最

初
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
直
後
に
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
て
、

こ
の
時
の
活
動
は
あ
ま
り
広
く
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
と
い
う
視
点
か
ら
は
記
録
す
べ
き
現
場
活
動
で
あ
っ
た
。

⑵
伊
豆
大
島
土
石
流
災
害

二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
伊
豆
大
島
で
発
生
し
た
土
石
流
災
害
に
は

日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
研
究
会
か
ら
三
名
（
看
護
師
二
名
、
調
整
員
一
名
）
を

派
遣
し
た
。
現
地
で
は
遺
体
安
置
所
で
の
活
動
を
模
索
し
た
が
、
警

察
と
の
連
携
が
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
町
役

場
は
受
け
入
れ
を
表
明
し
て
く
れ
た
の
で
、
町
役
場
の
職
員
が
対
応

を
苦
慮
し
て
い
る
遺
族
対
応
の
支
援
を
行
っ
て
成
果
を
上
が
る
こ
と

が
で
き
た
。
し
か
し
、
組
織
名
が
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
研
究
会
で
あ
っ

た
た
め
、
現
場
活
動
の
中
で
は
「
災
害
現
場
へ
何
の
研
究
に
き
た
の

か
？
」
と
言
う
誤
解
も
受
け
た
。

⑶
熊
本
地
震

伊
豆
大
島
土
石
流
災
害
以
降
も
死
亡
者
の
多
数
出
た
い
く
つ
か
の

災
害
で
、
災
害
医
療
関
係
者
か
ら
は
「
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
は
で
な
い
の
か
」

と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
都
度
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
メ
ン
バ
ー
派
遣
を
関
係

部
署
に
打
診
し
て
き
た
が
、
受
け
入
れ
の
承
諾
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
や
っ
と
実
現
し
た
の
が
二
〇
一
六
年
四
月
の
熊
本
地
震
で
あ

る
。発

災
は
四
月
一
四
日
（
木
）
二
一
時
二
六
分
で
あ
る
。
一
五
日
（
金
）

に
、
こ
れ
ま
で
連
携
を
強
め
て
い
た
兵
庫
県
警
察
を
通
じ
て
、
熊
本

県
警
察
へ
連
絡
を
と
り
、
昼
頃
に
派
遣
を
決
定
し
た
。
夕
方
の
フ
ェ

リ
ー
で
大
阪
か
ら
二
名
（
看
護
師
一
名
、
調
整
員
一
名
）
が
出
発
し
た
。

フ
ェ
リ
ー
の
中
で
二
回
目
の
震
災（
本
震
）を
確
認
し
た
。
一
六
日（
土
）

昼
前
に
熊
本
県
警
察
と
接
触
、
遺
体
安
置
所
と
な
っ
て
い
る
警
察
学
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熊
本
地
震
で
の
活
動
を
振
り
返
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
警
察
と

の
事
前
協
定
の
必
要
性
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
事
前
協
定

が
な
い
場
合
、
災
害
直
後
の
混
乱
の
な
か
で
の
活
動
調
整
は
難
し

い
。
事
前
協
定
を
結
ぶ
た
め
に
は
研
究
会
と
い
う
任
意
団
体
で
は
な

く
、
法
人
格
を
持
っ
た
組
織
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
大
規
模
災
害
訓
練
で
も
研
究
会
は
正
式
の
参
加
組
織
と
し
て
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
研
究
会
と
い
う
名
称
が
現
場
に
は
ふ
さ

わ
し
く
な
い
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か

ら
二
〇
一
七
年
七
月
に
一
般
社
団
法
人 

日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
（
理
事
長:

吉
永
和
正
）
を
設
立
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
会
の
活
動
を
引
き
継
い

だ
。こ

れ
に
よ
り
警
察
と
の
連
携
が
始
ま
っ
た
。
二
〇
一
七
年
一
一
月

に
は
兵
庫
県
被
害
者
支
援
連
絡
協
議
会
の
会
員
と
な
り
、
二
〇
一
八

年
一
月
に
は
兵
庫
県
警
察
と
「
災
害
等
発
生
時
お
け
る
死
亡
者
家
族

支
援
に
関
す
る
協
定
」
を
締
結
す
る
に
至
っ
た
。
兵
庫
県
内
に
お
い

て
は
警
察
と
の
事
前
連
絡
で
直
ち
に
活
動
で
き
る
環
境
が
整
え
ら
れ

た
。
二
〇
一
八
年
四
月
に
は
愛
知
県
被
害
者
支
援
連
絡
協
議
会
の
会

員
に
も
な
り
、
兵
庫
県
外
で
も
警
察
と
の
連
携
が
始
ま
っ
て
い
る
。

今
後
は
他
都
道
府
県
と
の
協
定
を
目
指
し
て
ゆ
か
ね
ば
活
動
の
範
囲

を
拡
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
と
め

現
在
の
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
は
「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
災
害
医
療
に
精
通
し

た
者
が
発
災
早
期
よ
り
現
場
近
く
で
家
族
の
心
的
、
身
体
的
支
援
を

行
う
チ
ー
ム
」
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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校
で
遺
族
対
応
を
始
め
た
。
遺
族
の
中
に
は
負
傷
者
も
お
り
、
そ
の

よ
う
な
人
た
ち
の
応
急
手
当
も
行
っ
て
、
二
三
時
に
一
日
目
の
活
動

を
終
了
し
た
。
一
七
日
（
日
）
は
終
日
遺
族
対
応
を
続
け
た
が
、
一
七

時
で
遺
体
安
置
所
が
閉
鎖
と
な
り
、
活
動
を
終
了
し
た
。
こ
の
間
、

の
べ
一
七
家
族
の
支
援
を
行
っ
た
。
一
八
日
（
月
）
早
朝
に
兵
庫
県
に

帰
還
し
た
。

二
〇
一
六
年
七
月
一
四
日
付
け
で
熊
本
県
警
察
本
部
長
よ
り
日
本

Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
に
感
謝
状
が
授
与
さ
れ
た
。
こ
れ
は
公
的
機
関
が
Ｄ
Ｍ

Ｏ
Ｒ
Ｔ
活
動
を
容
認
し
た
最
初
の
出
来
事
と
い
え
る
。

さ
ら
に
後
日
、
熊
本
で
の
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
活
動
を
聞
い
たD

M
AT

メ
ン
バ
ー
の
一
人
か
ら
、
現
場
で
黒
タ
グ
を
付
け
た
が
後
に
Ｄ
Ｍ
Ｏ

Ｒ
Ｔ
の
フ
ォ
ロ
ー
が
あ
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
安
心
し
た
と
い
う
発
言

が
あ
っ
た
。
ト
リ
ア
ー
ジ
の
黒
判
定
は
ど
の
よ
う
な
ベ
テ
ラ
ン
で
も

心
的
ス
ト
レ
ス
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、

災
害
医
療
シ
ス
テ
ム
の
中
で
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
活
動
が
標
準
化
さ
れ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ス
軽
減
に
も
繋
が
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ

る
。

８　

日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
法
人
化
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各
地
で
地
震
・
水
害
・
猛
暑
・
火
山
の
噴
火
な
ど
次
々
と
災
害
が

起
こ
り
、
自
然
の
驚
異
を
感
じ
て
い
ま
す
。
災
害
で
尊
い
命
を
喪
わ

れ
た
方
々
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、
残
さ
れ
た
ご
家
族
、

今
な
お
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
方
々
が
苦
し
み
を
乗
り

越
え
、
笑
顔
と
日
常
を
取
り
戻
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

私
は
、
日
本
赤
十
字
社
（
日
赤
）
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
指
導
者
と
し
て
、

過
去
の
災
害
救
護
、「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
（
正
式
に
は
、
心
理
社
会
的
支
援
）」

に
携
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
特
に
、
東
日
本
大
震
災
の
一
カ
月

前
に
起
こ
っ
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
地
震
で
は
、
日
赤
初
の
「
こ
こ

ろ
の
ケ
ア
チ
ー
ム
」
海
外
派
遣
の
一
員
と
し
て
、
三
週
間
に
わ
た
り

日
本
人
行
方
不
明
者
の
ご
家
族
お
よ
び
在
留
邦
人
の
方
々
へ
の
「
こ

こ
ろ
の
ケ
ア
」
を
目
的
に
、
現
地
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
ク
ラ
イ
ス

ト
チ
ャ
ー
チ
に
派
遣
さ
れ
活
動
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
海
外
派
遣
要

員
で
は
な
い
私
が
、
こ
の
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
は
、

Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
脱
線
事
故
を
き
っ
か
け
に
発
足
し
た
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
研
究
会
の
世
話
人
で
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
学
び
訓
練
に
も
多
く
参
加

し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
実
際
、
活
動
の
後
半
は
ご
遺
体
対

面
の
ケ
ア
が
中
心
と
な
り
、
自
身
の
役
割
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。
遺

体
と
の
対
面
時
、
あ
ま
り
の
シ
ョ
ッ
ク
で
倒
れ
る
方
や
持
病
の
糖
尿

病
が
悪
化
す
る
方
、
ヘ
ル
ペ
ス
を
発
症
さ
れ
る
方
、
多
く
の
身
体
的

反
応
を
呈
し
、
異
常
な
出
来
事
に
対
す
る
正
常
な
反
応
で
は
あ
り
ま

す
が
、
こ
こ
ろ
と
体
は
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
ま
し

た
。
か
け
る
言
葉
も
な
く
、
た
だ
た
だ
傾
聴
し
、
共
に
涙
す
る
だ
け

と
い
う
場
面
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
残
さ
れ
た
ご
家
族

か
ら
「
日
赤
さ
ん
あ
り
が
と
う
」
と
の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
、
か
け
る

言
葉
は
な
く
と
も
、
共
感
し
、
そ
ば
に
寄
り
添
う
こ
と
の
大
切
さ
を

実
感
し
ま
し
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
地
震
で
の
経
験
が
、
私

の
人
生
に
お
い
て
大
き
な
自
信
と
災
害
時
の
こ
こ
ろ
の
備
え
に
も

な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
は
、
平
成
二
八
年
四
月
一
四
日
、
一
六
日
が
本
震
と
さ
れ

る
史
上
初
二
度
襲
っ
た
震
度
七
の
熊
本
地
震
で
、
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ

研
究
会
の
一
員
（
河
野
と
調
整
員
の
浅
田
）
が
、
日
本
初
と
し
て
熊
本

県
警
察
学
校
内
拳
銃
射
撃
場
に
設
置
さ
れ
た
遺
体
安
置
所
で
、
一
六

日
、
一
七
日
の
二
日
間
延
べ
一
七
組
の
災
害
死
亡
者
家
族
に
寄
り
添

い
、
熊
本
県
警
被
害
者
支
援
室
の
方
々
、
鑑
識
課
の
方
々
と
協
働
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
に
辛
く
か
け
る
言
葉
が
な
い
状
況
の

時
間
と
空
間
で
互
い
の
思
い
を
共
有
し
励
ま
し
合
い
な
が
ら
活
動
で

き
ま
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。

災
害
死
亡
者
家
族
支
援
の
実
際

実
母
を
亡
く
さ
れ
た
長
男
さ
ん
。「
母
と
同
じ
部
屋
で
寝
て
い
た

ら
助
け
て
や
れ
た
の
に
、
自
分
の
代
わ
り
に
母
が
犠
牲
に
な
っ
た
。

兄
弟
に
合
わ
す
顔
が
な
い
。
自
分
が
悪
い
」
と
非
常
に
強
く
自
分
を

責
め
て
お
ら
れ
ま
し
た
。「
そ
う
思
わ
れ
る
ん
で
す
ね
」
と
背
中
を
さ

す
り
傍
に
寄
り
添
い
ま
し
た
。

棺
の
中
の
娘
さ
ん
に
、
死
化
粧
を
施
し
ご
家
族
の
も
と
に
お
返
し

DMORT（災害死亡者家族支援チーム）の活動 
日本初、熊本地震遺体安置所における警察との協働から 

 
                       河野智子  

京都第一赤十字病院看護師長  
 

京都第一赤十字病院 看護師長の河野智子と申します。各地で地震・水害・猛暑・火山

の噴火など次々と災害が起こり、自然の驚異を感じています。災害で尊い命を喪われた

方々のご冥福をお祈りするとともに、残されたご家族、今なお避難生活を余儀なくされて

いる方々が苦しみを乗り越え、笑顔と日常を取り戻されることを願うばかりです。 
私は、日本赤十字社（日赤）こころのケア指導者として、過去の災害救護、「こころの

ケア（正式には、心理社会的支援）」に携わってまいりました。特に、東日本大震災の 1
カ月前に起こったニュージーランド地震では、日赤初の「こころのケアチーム」海外派遣

の一員として、3 週間にわたり日本人行方不明者のご家族および在留邦人の方々への「こ

ころのケア」を目的に、現地ニュージーランド・クライストチャーチに派遣され活動して

まいりました。海外派遣要員ではない私が、このチームの一員として派遣されたのは、JR
福知山線脱線事故をきっかけに発足した日本 DMORT 研究会の世話人でグリーフケアを学

び訓練にも多く参加していたからだと思います。実際、活動の後半はご遺体対面のケアが

中心となり、自身の役割を強く感じました。遺体との対面時、あまりのショックで倒れる

方や持病の糖尿病が悪化する方、ヘルペスを発症される方、多くの身体的反応を呈し、異

常な出来事に対する正常な反応ではありますが、こころと体は切り離せないということを

確信しました。かける言葉もなく、ただただ傾聴し、共に涙するだけという場面も多くあ

りました。それでも、残されたご家族から「日赤さんありがとう」とのお言葉をいただき、

かける言葉はなくとも、共感し、そばに寄り添うことの大切さを実感しました。このニュ

ージーランド地震での経験が、私の人生において大きな自信と災害時のこころの備えにも

なっていることは間違いありません。 
 

 
熊本県警察学校内に設置された遺体安置所 

 
今回は、平成 28 年 4 月 14 日、16 日が本震とされる史上初二度襲った震度 7 の熊本地

震で、日本 DMORT 研究会の一員（河野と調整員の浅田）が、日本初として熊本県警察学

校内拳銃射撃場に設置された遺体安置所で、16 日、17 日の 2 日間延べ 17 組の災害死亡者

家族に寄り添い、熊本県警被害者支援室の方々、鑑識課の方々と協働させていただきまし

た。本当に辛くかける言葉がない状況の時間と空間で互いの思いを共有し励まし合いなが

ら活動できましたので報告いたします。 
 

災害死亡者家族支援の実際 

Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
活
動

河
野
　
智
子

京
都
第
一
赤
十
字
病
院
看
護
師
長

特
集
１

：

死
と
向
き
合
う
支
援

―
日
本
初
、
熊
本
地
震
遺
体
安
置
所
に
お
け
る
警
察
と
の
協
働
か
ら

熊本県警察学校内に設置された遺体安置所
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し
ま
し
た
。
母
は
「
き
れ
い
な
っ
た
ね
。
一
緒
に
帰
ろ
う
」
と
語
り
か

け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

対
面
の
前
に
、
少
し
で
も
顔
の
損
傷
を
隠
せ
る
よ
う
に
で
き
る
限

り
の
傷
の
修
復
と
死
化
粧
を
施
し
ま
し
た
。
瞼
が
閉
じ
な
い
時
に
は
、

テ
ィ
ッ
シ
ュ
一
枚
を
目
の
大
き
さ
に
ち
ぎ
り
、
眼
球
に
あ
わ
せ
て
充

て
そ
っ
と
上
瞼
を
重
ね
て
い
く
と
ま
ぶ
た
が
閉
じ
安
ら
か
に
見
え
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

ご
遺
体
と
対
面
し
て
自
分
の
子
供
じ
ゃ
な
い
と
泣
き
叫
ぶ
親
。
棺

の
中
の
顔
を
見
る
な
り
、
泣
き
崩
れ
る
方
。
対
面
で
き
な
い
方
も
お

ら
れ
ま
し
た
。

変
わ
り
果
て
た
お
顔
を
見
て
、「
こ
ん
な
に
苦
し
ん
だ
ん
だ
」「
ご

め
ん
ね
。
ご
め
ん
ね
」
と
お
顔
を
さ
す
る
父
、
母
。

「
お
母
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
」
と
感
謝
の
言
葉
を
伝
え
る
ご
家
族
。

一
六
日
の
本
震
前
に
電
気
が
送
電
さ
れ
た
た
め
自
宅
に
戻
ら
れ
た

方
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
娘
さ
ん
を
亡
く
さ
れ
、「
な
ぜ
、
一

人
だ
け
家
に
帰
ら
せ
た
の
か
…
…
」
と
後
悔
す
る
母
。

ど
の
方
の
ご
対
面
も
か
け
る
言
葉
が
み
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

我
々
は
、
ご
家
族
に
寄
り
添
い
、
時
に
体
を
支
え
、
手
を
握
り
し
め
、

泣
き
続
け
る
方
の
背
中
を
さ
す
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ご
家
族
の
語

り
に
耳
を
傾
け
、
答
え
の
な
い
ス
ピ
リ
チ
ィ
ア
ル
な
苦
悩
に
た
だ
た

だ
う
な
ず
き
共
感
し
続
け
ま
し
た
。

飛
行
機
で
棺
を
搬
送
す
る
場
合
は
、
棺
を
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
納
め

な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
我
々
は
、
こ
の
悲
し
い
結
果
の
上

に
さ
ら
に
棺
を
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
納
め
る
な
ん
て
つ
ら
過
ぎ
る
…
…
と
、

警
察
鑑
識
課
の
方
々
と
共
に
涙
を
流
し
な
が
ら
、
棺
の
中
で
ご
遺
体

が
少
し
で
も
安
心
し
て
眠
れ
る
よ
う
に
タ
オ
ル
な
ど
で
隙
間
を
埋
め

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

家
族
待
合
室
で
は
、
お
に
ぎ
り
と
飲
み
物
を
警
察
で
準
備
さ
れ
、

小
さ
な
子
供
さ
ん
が
喜
ば
れ
少
し
気
持
ち
が
ほ
っ
と
す
る
機
会
と
な

り
ま
し
た
。
多
く
の
ご
家
族
は
互
い
に
助
け
合
い
、
家
族
の
絆
、
人

間
の
強
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

ご
遺
体
と
の
対
面
で
、
ご
家
族
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
だ

い
た
の
ち
、
鑑
識
官
か
ら
検
視
結
果
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
ま

す
。
ご
家
族
は
、「
苦
し
ま
な
か
っ
た
か
？
」「
病
院
に
運
ん
で
く
れ

た
ら
助
か
っ
た
ん
で
は
な
い
か
？
」「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
中
に
い
た
ら
助

か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
」
と
、
質
問
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

鑑
識
の
方
は
、
得
ら
れ
て
い
な
い
情
報
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い

と
正
直
に
答
え
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
救
助
隊
は
、
で
き
る
だ
け
自

宅
か
ら
遺
品
を
持
ち
出
す
努
力
を
し
て
く
れ
て
お
り
、
貴
重
な
品
々

を
渡
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
検
視
結
果
に
疑
問
が
あ
れ
ば
、
解
剖
が

で
き
る
こ
と
を
伝
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
ど
の
ご
家
族
も
、「
わ
か
っ

た
と
こ
ろ
で
、
還
っ
て
こ
な
い
の
で
こ
れ
以
上
き
ず
つ
け
る
の
は
辛

す
ぎ
ま
す
」
と
断
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
検
視
の
際
の
写
真
で
、

お
顔
の
写
真
は
皆
さ
ん
見
る
こ
と
を
断
ら
れ
、
着
て
お
ら
れ
た
下
着
、

服
の
写
真
で
確
認
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
書
類
に
署
名
し
検
案
書（
死

亡
届
け
）
を
渡
さ
れ
ま
す
。
後
日
、
検
案
書
を
書
か
れ
た
医
師
に
連
絡

を
さ
れ
、
費
用
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
時
は
じ
め
て
、
災
害
時
で
も
死
亡
診
断
書
に
は
費

用
が
か
か
る
時
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

救
援
者
支
援
の
実
際

被
害
者
支
援
室
の
方
々
は
、
救
援
者
で
あ
り
な
が
ら
被
災
者
で
も

あ
り
ま
す
。
お
一
人
ず
つ
声
を
か
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
お
話
を
聴

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
子
様
を
残
し
て
出
勤
さ
れ
て
い
る
方

も
お
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
の
状
況
も
伺
い
ま
し
た
。
話
し
な
が

ら
涙
さ
れ
る
方
も
お
ら
れ
、
被
災
さ
れ
大
変
な
中
で
職
務
を
果
た
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
敬
意
を
表
し
ま
し
た
。
鑑
識
課
の
方
々
に
も
で
き

る
だ
け
、
声
を
掛
け
て
お
話
を
伺
う
様
に
し
、
労
を
ね
ぎ
ら
い
ま
し

た
。
警
察
の
方
々
は
、
ご
遺
体
に
対
し
て
も
優
し
く
声
を
か
け
な
が

ら
接
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ご
遺
体
と
の
対
面
に
同
席
さ
れ
た
方
も
、

ご
家
族
に
寄
り
添
い
涙
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

臨
床
心
理
士
の
方
に
は
、
今
後
の
災
害
死
亡
者
家
族
の
長
期
的
な

り添い涙されておられました。 
 臨床心理士の方には、今後の災害死亡者家族の長期的な支援と日本 DMORT の救援者マ

ニュアルをお渡しし、熊本県警の遺体安置所での職務を果たされた職員への継続的な心理

支援もお願いしました。 
 

 
 
 
本実践から災害急性期の日本 DMORT 活動意義 

 

 某テレビ番組内で、日本 DMORT を紹介していただきました。今回の熊本地震での活動

を取材する中で、我々が関わらせていただいたご遺族からのお手紙をいただきました。以

下は、番組からの抜粋です。 
 

「二十歳になったばかりの息子が亡くなって、当たり前の日々がちぎれたように始ま

った生活から 2 年が過ぎました。何度も言いようのない悲しみに向き合わなければな

らない苦しい気持ちの中、そばに寄り添っていてくれた人がいたこと。息子の死に一

緒に向き合ってくれていた人がいたことは、今、大きな救いになっていたと感じてい

ます。その当時は混乱し訳も分からなくなっていましたが、時が経つにつれ、そのこ

とはとても大事なことのように思われます。この活動が広く当たり前になることを祈

っています。」 
 

 日本 DMORT の活動の評価は、関わらせていただいた方々からのお言葉が一番だと思い

ます。今回いただいた災害死亡者家族の方のお言葉からも、誰かが話しを聴いてくれるこ

と、誰かがそばにいてくれること、悲しみを共感してくれることを大切にしている我々の

考え方は間違いないことを再認識できました。そして、我々が重視している救援者のメン

タルヘルスについて、やはり、こころの備えが大切なことを確認しました。そのためには、

研修会でのロールプレー体験や災害訓練参加が必要であることを実感しました。今回の遺

体安置所での活動の際も、初日 16 日の活動を終えた時、調整員の浅田と交わした最初の

言葉が、「（日本 DMORT 研修会内での）ロールプレーと同じような場面やったなあ。」で

した。 
また、遺体安置所で職務に専念する警察の方々の過酷な状況を知ることができました。

被害者支援室の方々は、災害死亡者家族に寄り添いたいと思いつつも、事務手続きに追わ

れるあまり、駆けつけたご家族に寄り添う余裕がないことにジレンマを感じておられまし

た。そんな中、我々が災害死亡者家族に寄り添えたことは、被害者支援室の方々が抱えて

おられたストレスを少しは軽減できたのではないかと感じていました。のちに熊本県警察

様からの感謝状をいただけたことで、我々の活動を評価いただけたのかなとほっとしまし



101　人道研究ジャーナルvol.8　 ＤＭＯＲＴの活動　100特集１ 死と向き合う支援 ＤＭＯＲＴの活動　100

支
援
と
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
救
援
者
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
お
渡
し
し
、
熊

本
県
警
の
遺
体
安
置
所
で
の
職
務
を
果
た
さ
れ
た
職
員
へ
の
継
続
的

な
心
理
支
援
も
お
願
い
し
ま
し
た
。

本
実
践
か
ら
災
害
急
性
期
の 

日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
活
動
意
義

某
テ
レ
ビ
番
組
内
で
、
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
今
回
の
熊
本
地
震
で
の
活
動
を
取
材
す
る
中
で
、
我
々
が

関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
ご
遺
族
か
ら
の
お
手
紙
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
以
下
は
、
番
組
か
ら
の
抜
粋
で
す
。

「
二
十
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
息
子
が
亡
く
な
っ
て
、
当
た

り
前
の
日
々
が
ち
ぎ
れ
た
よ
う
に
始
ま
っ
た
生
活
か
ら
二
年
が

過
ぎ
ま
し
た
。
何
度
も
言
い
よ
う
の
な
い
悲
し
み
に
向
き
合
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
い
気
持
ち
の
中
、
そ
ば
に
寄
り
添
っ

て
い
て
く
れ
た
人
が
い
た
こ
と
。
息
子
の
死
に
一
緒
に
向
き

合
っ
て
く
れ
て
い
た
人
が
い
た
こ
と
は
、
今
、
大
き
な
救
い
に

な
っ
て
い
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
当
時
は
混
乱
し
訳
も
分

か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
、
そ
の
こ

と
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
活
動

が
広
く
当
た
り
前
に
な
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
ま
す
。」

日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
活
動
の
評
価
は
、
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
た

方
々
か
ら
の
お
言
葉
が
一
番
だ
と
思
い
ま
す
。
今
回
い
た
だ
い
た
災

害
死
亡
者
家
族
の
方
の
お
言
葉
か
ら
も
、
誰
か
が
話
し
を
聴
い
て
く

れ
る
こ
と
、
誰
か
が
そ
ば
に
い
て
く
れ
る
こ
と
、
悲
し
み
を
共
感
し

て
く
れ
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
る
我
々
の
考
え
方
は
間
違
い
な
い

こ
と
を
再
認
識
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
我
々
が
重
視
し
て
い
る
救

援
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
つ
い
て
、
や
は
り
、
こ
こ
ろ
の
備
え
が

大
切
な
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、研
修
会
で
の
ロ
ー

ル
プ
レ
ー
体
験
や
災
害
訓
練
参
加
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
ま

し
た
。
今
回
の
遺
体
安
置
所
で
の
活
動
の
際
も
、
初
日
一
六
日
の
活

動
を
終
え
た
時
、
調
整
員
の
浅
田
と
交
わ
し
た
最
初
の
言
葉
が
、「（
日

本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
研
修
会
内
で
の
）
ロ
ー
ル
プ
レ
ー
と
同
じ
よ
う
な
場
面

や
っ
た
な
あ
」
で
し
た
。

ま
た
、
遺
体
安
置
所
で
職
務
に
専
念
す
る
警
察
の
方
々
の
過
酷
な

状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
被
害
者
支
援
室
の
方
々
は
、
災

害
死
亡
者
家
族
に
寄
り
添
い
た
い
と
思
い
つ
つ
も
、
事
務
手
続
き
に

追
わ
れ
る
あ
ま
り
、
駆
け
つ
け
た
ご
家
族
に
寄
り
添
う
余
裕
が
な
い

こ
と
に
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
我
々
が

災
害
死
亡
者
家
族
に
寄
り
添
え
た
こ
と
は
、
被
害
者
支
援
室
の
方
々

が
抱
え
て
お
ら
れ
た
ス
ト
レ
ス
を
少
し
は
軽
減
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
の
ち
に
熊
本
県
警
察
様
か
ら
の
感
謝
状
を

い
た
だ
け
た
こ
と
で
、
我
々
の
活
動
を
評
価
い
た
だ
け
た
の
か
な
と

ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

平
成
二
九
年
度
の
日
本
災
害
看
護
学
会
で
、『
看
護
師
だ
か
ら
こ

そ
で
き
る
遺
族
支
援
』
に
つ
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
た
際
、

熊
本
地
震
の
災
害
現
場
で
ト
リ
ア
ー
ジ
を
実
践
さ
れ
た
熊
本
Ｄ
Ｍ
Ａ

Ｔ
隊
員
の
方
が
、
私
の
遺
体
安
置
所
で
の
活
動
を
聴
い
て
く
だ
さ
り
、

「
自
分
が
つ
け
た
黒
タ
グ
の
家
族
が
気
に
な
っ
て
い
た
。
家
族
の
支

援
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
安
心
し
た
」
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
、
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
活
動
で
災

害
時
の
被
災
者
支
援
の
連
携
が
、
救
援
者
ス
ト
レ
ス
の
緩
和
に
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ

日
本
初
の
警
察
と
遺
体
安
置
所
で
活
動
で
き
た
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ

研
究
会
は
、
今
回
の
活
動
を
契
機
に
、
法
人
化
が
進
み
一
般
社
団
法

人
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
に
改
名
し
、
兵
庫
県
警
と
提
携
を
結
ぶ
こ
と
も

で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
）
や
Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ
（
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
）、
Ｄ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
（
災
害
時
健
康
危
機

管
理
支
援
チ
ー
ム
）、
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｔ
（
災
害
派
遣
福
祉
チ
ー
ム
）
な
ど
の
災
害

派
遣
チ
ー
ム
の
よ
う
に
、
厚
生
労
働
省
か
ら
の
要
請
を
い
た
だ
け
な

い
た
め
か
、
平
成
三
〇
年
七
月
豪
雨
災
害
で
は
、
広
島
県
警
・
岡
山

県
警
・
愛
媛
県
警
へ
の
協
働
打
診
も
断
ら
れ
、
と
て
も
悔
し
い
情
け

な
い
思
い
で
い
ま
し
た
。
多
く
の
災
害
死
亡
者
家
族
が
苦
し
ん
で
お

ら
れ
た
は
ず
な
の
に
…
…
と
、
そ
ば
に
寄
り
添
え
な
い
申
し
訳
な
さ

で
胸
が
詰
ま
る
思
い
で
し
た
。
た
だ
、
我
々
の
日
本
Ｄ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の

名
称
が
、
災
害
死
亡
者
家
族
支
援
チ
ー
ム
で
あ
る
以
上
、
ご
家
族
の

心
境
を
理
解
す
れ
ば
、
捜
索
中
、
あ
る
い
は
行
方
不
明
の
段
階
で
の

関
わ
り
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
わ
れ

わ
れ
の
活
動
現
場
は
、
遺
体
安
置
所
に
限
ら
れ
て
く
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
警
察
の
ご
理
解
と
事
前
提
携
が
結
ば
れ
て

い
く
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
ご
遺
族
か
ら
い
た
だ
い
た
言
葉

を
く
り
か
え
し
て
私
の
報
告
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
こ
の
活
動
が
、
広
く
当
た
り
前
に
な
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。」
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は
じ
め
に

昨
今
、
災
害
時
に
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
必
要
性
が
言
わ
れ
、
災

害
時
に
は
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
を
実
施
す
る
こ
と
が
当
然
の
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
は
、
正

し
く
理
解
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？　

筆
者
は
、
新
潟
中
越
地
震

（
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
二
三
日
一
七
時
五
六
分
発
生
）
と
東
日
本
大
震
災

（
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
一
四
時
四
六
分
発
生
）
の
時
に
、「
こ
こ
ろ
の

ケ
ア
」
要
員
や
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
セ
ン
タ
ー
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

と
し
て
被
災
地
に
赴
き
活
動
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
際
に
、
行
政
機

関
や
他
の
支
援
者
か
ら
日
本
赤
十
字
社
（
日
赤
）
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」

要
員
の
多
く
が
看
護
職
で
あ
り
、
精
神
科
の
医
師
や
臨
床
心
理
士
な

ど
の
「
こ
こ
ろ
」
の
専
門
家
と
い
わ
れ
る
ス
タ
ッ
フ
が
入
っ
て
い
な

い
こ
と
に
対
し
て
批
判
的
な
発
言
を
聞
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
日
赤
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
活
動
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
準
拠
し
た
活
動
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
日
赤
の｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

に
つ
い
て
紹
介
し
、
災

害
時
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
共
通
理
解
の
た
め
に
今
何
が
必
要
な
の

か
を
考
え
た
い
。

「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
日
赤
へ
の
導
入

我
が
国
に
お
い
て
、
災
害
時
の｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

、
あ
る
い
は

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（Post Traum

atic Stress D
isorder : 

心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）
と

い
う
病
気
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
阪
神
・
淡

路
大
震
災（
一
九
九
五
年
一
月
一
七
日
五
時
四
六
分
発
生
）
が
契
機
で
あ
る
。

災
害
な
ど
を
経
験
す
る
と
人
は
、
ス
ト
レ
ス
反
応
を
示
す
。
そ

れ
は
、
心
理
、
身
体
、
行
動
に
表
現
さ
れ
る
。
心
理
的
に
は
、
感
情
、

思
考
、
認
知
の
領
域
で
反
応
が
起
こ
り
、
身
体
的
に
は
、
自
律
神
経

の
交
感
神
経
優
位
の
状
態
と
な
り
血
圧
が
高
く
な
る
な
ど
の
反
応
が

起
こ
る
。
行
動
面
で
は
被
災
し
た
場
所
に
近
づ
け
な
く
な
る
と
い
う

行
動
な
ど
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
一
般
に
、
こ
の
よ
う
な
ス
ト

レ
ス
反
応
は
、
異
常
な
状
態
で
の
一
過
性
の
正
常
な
反
応
と
理
解
さ

れ
る
が
、
時
に
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
な
ど
の
病
気
を
発
症
す
る
こ
と
が
あ
る
。

日
赤
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
に
避
難
所
を
定
期
的
に
訪
問

し
て
お
こ
な
っ
た
被
災
者
の
ス
ト
レ
ス
状
態
に
関
す
る
面
接
調
査
や

八
、〇
〇
〇
名
以
上
の
被
災
者
を
対
象
と
し
た
質
問
紙
調
査
の
結
果

か
ら
災
害
時
の｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

の
必
要
性
を
強
く
感
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
九
六
年
に
ア
メ
リ
カ
赤
十
字
社
、
デ
ン

マ
ー
ク
赤
十
字
社
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）、
国
際
赤
十
字
・

赤
新
月
社
連
盟
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
）、
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）、
国
連
難
民

高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
な
ど
を
訪
問
し
、「
こ
こ
ろ
の
ケ

ア
」
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
一
九
九
七
年
に
は
、「
こ
こ
ろ

の
ケ
ア
」
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
翌
一
九
九
八
年

に
「『
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
』
の
手
引
き
」
が
作
成
さ
れ
た

３
・
５

。

一
方
、
国
際
的
に
見
る
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
で
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災

前
の
一
九
九
三
年
に
心
理
支
援
セ
ン
タ
ー
（IFRC Reference Centre for 

Psychological Support : 

Ｐ
Ｓ
セ
ン
タ
ー
）
を
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
設
立
し

て
、「
心
理
的
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Psychological Support Program

 : 

Ｐ
Ｓ

Ｐ
）」
の
各
国
赤
十
字
社
へ
の
普
及
活
動
を
始
め
て
い
た
。

日
赤
は
、
こ
の
Ｐ
Ｓ
Ｐ
の
導
入
を
決
定
し
、
一
九
九
八
年
以
来
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
主
催
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
、
協
力
関
係
の
強
化

を
図
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｐ
Ｓ
Ｐ
導
入
に
向
け
て
着
々
と
準

備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
二
〇
〇
〇
年
に
有
珠
山
噴
火
災
害
が
起
こ
っ

た
。
こ
の
と
き
、
日
赤
と
日
赤
北
海
道
支
部
は
協
力
し
て
、
は
じ
め

て
の
組
織
的
な｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

を
計
画
、実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、

二
〇
〇
一
年
の
芸
予
地
震
で
は
、
広
島
赤
十
字
・
原
爆
病
院
と
三
原

赤
十
字
病
院
で
電
話
相
談
を
行
う
な
ど
の
活
動
が
行
わ
れ
た

５

。

二
〇
〇
三
年
六
月
二
一
日
に
日
赤
は
、
Ｐ
Ｓ
セ
ン
タ
ー
長
の
ジ
ャ

ネ
ッ
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
博
士
、
Ｐ
Ｓ
セ
ン
タ
ー
の
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
で
あ
る
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
博
士
（
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
立

大
学
教
授
・
同
大
学
災
害
精
神
保
健
研
究
所
所
長
）、
同
じ
く
Ｐ
Ｓ
セ
ン

タ
ー
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で
あ
る
ス
テ
フ
ァ
ン
・
リ
ー
ガ
ル
氏
（
ノ
ッ

テ
ィ
ン
ガ
ム
州
心
的
外
傷
ス
ト
レ
ス
研
究
・
支
援
セ
ン
タ
ー
長
）、
フ
ィ
リ

ピ
ン
赤
十
字
社
社
会
部
長
の
ゼ
ナ
イ
ダ
・
パ
エ
ズ
・
ベ
ル
テ
ア
氏
（
Ｐ

Ｓ
セ
ン
タ
ー
登
録
メ
ン
バ
ー
）、
有
珠
山
噴
火
災
害
時
に
伊
達
赤
十
字

病
院
の
心
理
職
と
し
て
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
活
動
を
お
こ
な
っ
た
前
田

災
害
時
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
共
通
理
解
に
向
け
て

齋
藤
　
和
樹

日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学
准
教
授
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員
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潤
氏
（
室
蘭
工
業
大
学
講
師
）
ら
専
門
家
を
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
招
き
、

Ｐ
Ｓ
セ
ン
タ
ー
登
録
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
槙
島
敏
治
日
赤
医
療
セ
ン

タ
ー
国
際
医
療
救
援
部
長
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
で
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア

赤
十
字
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
〇
三
」
を
東
京
で
開
催
し
、
日
赤
が
行

う
災
害
時
の
救
護
活
動
の
柱
の
ひ
と
つ
に
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
を
導
入

す
る
方
針
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
（
註

：

パ
ネ
リ
ス
ト
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
の
所
属
と
役
職
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
当
時
の
も
の
で
あ
る
）８

。

そ
し
て
、
そ
の
直
後
か
ら
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
指
導
者
養
成
の
研

修
を
始
め
た
。「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
指
導
者
は
、
全
国
の
日
赤
の
施
設

職
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
し
て
、
日
赤
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
を
普

及
・
教
育
す
る
役
割
と
災
害
時
に
は｢
こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

活
動
の
中

心
的
存
在
と
し
て
被
災
地
に
派
遣
さ
れ
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
。「
こ

こ
ろ
の
ケ
ア
」
指
導
者
研
修
会
は
、
そ
の
後
も
毎
年
東
京
で
開
催
さ

れ
、
全
国
の
各
支
部
で
は
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
指
導
者
に
よ
る｢

こ
こ

ろ
の
ケ
ア｣

研
修
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
赤
十
字
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
〇
三
」
か
ら
わ
ず
か

四
カ
月
で
新
潟
中
越
地
震
が
起
こ
り
、
日
赤
は
、
は
じ
め
て
全
国
か

ら
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
指
導
者
を
被
災
地
に
派
遣
す
る
こ
と
に
な
る
。

翌
年
の
二
〇
〇
四
年
に
は
、「『
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
』
の
手
引
き
」
が
改
訂

さ
れ
、「
災
害
時
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
と
改
題
し
て
発
行
さ
れ
た

５

。
以

来
こ
の
冊
子
に
は
、
資
料
と
し
て
「
過
去
の
災
害
の
経
験
か
ら
」
と
題

し
て
、
そ
れ
ま
で
の
災
害
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

活
動
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い

る
。
ち
な
み
に
、
手
元
に
あ
る
二
〇
一
三
年
版
に
は
、
新
潟
中
越
地

震
、
福
岡
県
西
方
沖
地
震
災
害
（
二
〇
〇
五
年
三
月
二
〇
日
発
生
）、
平

成
一
九
年
能
登
半
島
地
震
災
害
（
二
〇
〇
七
年
三
月
二
五
日
発
生
）、
東

日
本
大
震
災
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
指
導
者
が
日
赤
の
施
設
職
員
に
対
し
て
お
こ
な

う
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
研
修
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
二
〇
〇
五
年
に
作
成

さ
れ

６

、二
〇
一
二
年
に
改
訂
さ
れ
た

７

。
そ
の
内
容
と
学
習
時
間
（
括

弧
内
は
二
〇
〇
五
年
版
の
学
習
時
間
）
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
１
章　

日
本
赤
十
字
社
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」　

 

三
〇
分
（
三
〇
分
）

第
２
章　

災
害
時
の
ス
ト
レ
ス
と
ス
ト
レ
ス
反
応

 

五
〇
分
（
六
〇
分
）

第
３
章　

被
災
者
へ
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」　

 

七
〇
分
（
六
〇
分
）

第
４
章　

救
護
員
へ
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」　

 

六
〇
分
（
六
〇
分
）

第
５
章　
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
実
際　

 

一
八
〇
分
（
一
二
〇
分
）

こ
の
改
訂
の
特
徴
は
、
第
五
章
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
実
際
の
学

習
時
間
が
大
幅
に
増
え
た
こ
と
と
、
グ
リ
ー
フ
（
悲
嘆
）
ケ
ア
や
Ｄ
Ｍ

Ｏ
Ｒ
Ｔ
（D

isaster M
ortuary O

peration Response Team
 :

災
害
死
亡
者
家
族
支

援
チ
ー
ム
）
の
説
明
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

日
赤
は
、
二
〇
〇
三
年
を
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
災
害

時
に
①
医
療
救
護
活
動
、
②
安
眠
セ
ッ
ト
な
ど
の
支
援
物
資
の
配
布
、

③
義
援
金
の
募
金
活
動
、
④
炊
き
出
し
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、

⑤
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
活
動
を
行
う
組
織
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
今
ま

で
の
災
害
救
護
活
動
で
多
く
の
実
績
を
積
ん
で
き
た
①
～
④
の
活
動

は
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
が
、
災
害
時
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
と
な
る
と
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
持
つ
こ
と
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
そ
の
た
め
に
、「
こ
こ
ろ

の
ケ
ア
」
研
修
マ
ニ
ュ
ア
ル
で｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア
の
実
際｣

の
学
習

時
間
数
を
増
や
す
こ
と
や
「
災
害
時
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
冊
子
で
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

と
は

本
稿
で
は
、
い
ま
ま
で
、「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
と
は
何
か
に
つ
い
て

の
定
義
を
明
確
に
せ
ず
に
き
た
。
そ
も
そ
も
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
と
い

う
用
語
は
、
い
わ
ば
日
常
語
で
あ
り
、
専
門
用
語
と
し
て
確
立
さ
れ

た
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。
こ
こ
で
国
際
的
、
学
術
的
に
は
ど
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
た
い
。

現
在
、
災
害
時
等
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
し
て
、
国

際
的
に
も
学
術
的
に
も
最
も
多
用
さ
れ
、
信
頼
さ
れ
て
い
る
の
は
、

Inter-Agency Standing Com
m

ittee

（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
）
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ G

uidelines 

on M
ental H

ealth and Psychosocial Support in Em
ergency Settings

（
Ｉ
Ａ

Ｓ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
とThe Sphere Project

（
ス
フ
ィ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

に
よ
るH

um
anitarian Charter and M

inim
um

 Standards in H
um

anitarian 

Response

（
ス
フ
ィ
ア
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
）
で
あ
る
。
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
は
、
人

道
支
援
の
連
携
・
調
整
強
化
を
求
め
る
国
連
総
会
決
議
を
受
け
て

一
九
九
二
年
に
設
立
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
。
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
は
、
災
害
・
紛
争
等
緊
急
時
に
お
け
る
精
神
保
健
・
心
理
社
会
的

支
援
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
こ
の
作
成
に
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ

も
参
加
し
て
い
る
。
ス
フ
ィ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
グ
ル
ー

プ
と
赤
十
字
・
赤
新
月
社
運
動
に
よ
っ
て
「
人
道
憲
章
と
人
道
対
応

に
関
す
る
最
低
基
準
」
を
作
成
す
る
た
め
に
、
一
九
九
七
年
に
開
始

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ス
フ
ィ
ア
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、

「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
に
関
し
て
は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
準
用

し
て
い
る
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、「
本
書
で
使
用
さ
れ
る
精
神
保

健
・
心
理
社
会
的
支
援
と
い
う
用
語
は
、
心
理
社
会
的
ウ
ェ
ル
ビ
ー

イ
ン
グ
を
守
り
、
よ
い
状
態
に
し
、
ま
た
は
精
神
疾
患
を
予
防
・
治
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療
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
る
各
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

内
外
か
ら
の
支
援
を
表
し
て
い
る
。
精
神
保
健
的
支
援
と
心
理
社
会

的
支
援
は
、
密
接
に
関
連
し
重
な
り
合
う
用
語
で
あ
る
が
、
多
く
の

支
援
従
事
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
相
補
的
で
は
あ
る
も
の
の
異

な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
表
し
て
い
る
」１

と
定
義
・
説
明
し
て
い
る
。

Ｐ
Ｓ
セ
ン
タ
ー
は
、
二
〇
〇
四
年
に
心
理
社
会
的
支
援
セ
ン
タ
ー

（Reference Centre for Psychosocial Support

：

以
後
も
Ｐ
Ｓ
セ
ン
タ
ー
と
表

記
）
と
名
称
を
変
え
て
お
り
、
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、「
心
理
社

会
的
支
援
は
、
個
人
、
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

（
回
復
力
）
を
促
進
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
」10

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

Ｐ
Ｓ
セ
ン
タ
ー
の
Ｐ
Ｓ
Ｐ
の
改
訂
版
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
るCom

m
u-

nity-based psychosocial support Participant ’s book
で
は
、
心
理
社
会
的

支
援
は
、「
個
人
の
心
理
的
欲
求
と
社
会
的
欲
求
の
両
方
に
対
処
す

る
行
動
で
あ
る
」２

と
述
べ
て
い
る
。

日
赤
の｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

は
、
Ｐ
Ｓ
セ
ン
タ
ー
の
Ｐ
Ｓ
Ｐ
を
改

訂
後
も
導
入
し
て
い
る
の
で
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
ス
フ
ィ

ア
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
赤
の
「
こ

こ
ろ
の
ケ
ア｣

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
基
づ
い
た
も
の

で
あ
る
。

日
赤
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
位
置
付
け
を
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
「
災
害
・
紛
争
時
に
お
け
る
精
神
保
健
・
心
理
社
会
的
支
援

の
介
入
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
に
筆
者
が
加
筆
し
た
形
で
図
に
示
す
（
図
１
）。

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
精
神
保
健
・
心
理
社
会
的
支
援

（M
H

PSS

）
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
が
、
Ｐ
Ｆ
Ａ
（Psychological First 

Aid

：

心
理
的
応
急
処
置
）
な
ど
を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
た
看
護
師
が
主

に
行
う
日
赤
の｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

は
、「
心
理
社
会
的
支
援
」で
あ
る
。

日
赤
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
実
際

日
赤
が｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー｣

構
想
を
は
じ
め
て
実
践
し

た
有
珠
山
噴
火
災
害
で
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
活
動
の
報
告
書
は
、
活

動
を
「
ス
ペ
シ
ャ
ル
ケ
ア
（
精
神
科
の
医
師
や
臨
床
心
理
士
な
ど
の
専
門
家

に
よ
る
ケ
ア
）」、「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ケ
ア
（
や
や
強
い
ス
ト
レ
ス
反
応
を
示

す
人
へ
の
個
別
の
ケ
ア
）」、「
マ
ス
ケ
ア
（
被
災
者
一
般
へ
の
集
団
で
の
予

防
的
ケ
ア
）」
に
分
類
し
て
ま
と
め
て
い
る

４

。「
ス
ペ
シ
ャ
ル
ケ
ア
」
で

は
、
精
神
科
医
療
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
な
活
動
が
多
く
、「
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
ケ
ア
」
で
も
臨
床
心
理
士
な
ど
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

的
な
要
素
が
多
い
活
動
と
な
っ
て
い
る
が
、「
マ
ス
ケ
ア
」
で
は
、
理

学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
協
会
、
看
護
学
生

な
ど
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
肩

こ
り
や
腰
痛
の
た
め
の
ス
ト
レ
ッ
チ
な
ど
の
体
操
、
ド
ッ
チ
ボ
ー
ル

や
サ
ッ
カ
ー
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
縄
跳
び
な
ど
の
伝

統
的
遊
び
や
ト
ラ
ン
プ
な
ど
の
遊
び
、
お
話
や
散
歩
な
ど
で
あ
る
。

Ｐ
Ｓ
Ｐ
の
研
修
を
終
え
た
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
指
導
者
な
ど
が
全

国
か
ら
投
入
さ
れ
た
新
潟
中
越
地
震
で
は
、
本
格
的
に
「
こ
こ
ろ
の

ケ
ア
」
活
動
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
①
医
療
救
護
班
帯
同
型

の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
要
員
と
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
要
員
の
み
が
独
立

で
派
遣
さ
れ
る
２
つ
の
形
態
を
作
っ
た
こ
と
、
②
小
千
谷
市
に
設
置

さ
れ
た
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」
を
拠
点
と
し
て
、｢

こ
こ
ろ
の

ケ
ア｣

要
員
が
ペ
ア
を
組
み
、
日
赤
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
地

域
を
歩
き
回
り
、
ニ
ー
ズ
を
聞
き
対
応
す
る
と
い
う
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

型
の
活
動
を
し
た
こ
と
、
③
被
災
者
で
あ
り
な
が
ら
支
援
活
動
も
し

て
い
る
地
元
自
治
体
の
職
員
や
町
内
会
の
班
長
さ
ん
な
ど
も
「
こ
こ

ろ
の
ケ
ア
」
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
持
っ
て
活
動
し
た
こ
と

に
あ
る
。
こ
の
と
き
、
看
護
師
で
あ
る｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

要
員
は
、

血
圧
計
を
持
ち
歩
き
血
圧
測
定
す
る
な
ど
身
体
的
な
対
応
か
ら
入
る

こ
と
で
心
理
的
社
会
的
問
題
の
話
題
へ
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
例
え
ば
、
血
圧
を
測
定
し
て
「
ち
ょ
っ
と
高
め
で
す
ね
」

と
言
う
と
「
実
は
、
地
震
の
あ
と
怖
く
て
眠
れ
な
く
て
ね
」
と
答
え
て

く
れ
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
看
護
師
が
行
う
日
赤
の
「
こ

こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
強
み
で
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
で
も
日
赤
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
は
、
基
本
的
に
新

潟
中
越
地
震
の
活
動
内
容
に
沿
っ
た
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
石
巻

図１　日赤の「こころのケア」の位置づけ

（
日
赤
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
）

社会的支援ネットワーク
の構築と活性化

専門的
サービス

特化した
非専門的サービス
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赤
十
字
病
院
は
、
大
き
な
被
害
を
受
け
た
石
巻
医
療
圏
で
唯
一
機
能

す
る
病
院
に
な
っ
た
た
め
、
被
災
者
で
も
あ
る
病
院
職
員
が
過
重
な

労
働
を
せ
ざ
る
得
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
病
院
職
員
の
た
め
に
リ

フ
レ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム
を
開
設
し
、
リ
ラ
ク
セ
ー
シ
ョ
ン
、
足
湯
、
ハ

ン
ド
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
病
院
職
員
の
た
め
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
も
お

こ
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
災
害
は
被
災
地
が
広
範
囲
で
あ
っ
た
こ
と
、

津
波
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
原
子
力
発
電
所
の
津
波

被
害
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
放
出
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
特
徴
で
、
長

期
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
活
動
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
日
赤

の
被
災
地
支
部
は
、
支
部
単
独
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
活
動
を
仮
設
住

宅
で
長
期
に
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
被
害
の
甚
大
さ
か

ら
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
要
員
の
不
足
も
あ
り
、
日
赤
は
日
本
臨
床
心
理

士
会
と
協
定
を
結
び
、
被
災
地
の
臨
床
心
理
士
会
と
も
連
携
し
て
活

動
を
展
開
し
た
。

日
赤
は
た
び
た
び
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
体
制
の
見
直
し
を
行
っ
て

い
る
が
、
未
曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
東
日
本
大
震
災
の
あ
と
に

も
見
直
し
が
行
わ
れ
、｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
や

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
設
置
な
ど
が
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、
体
制
の
整

備
に
取
り
か
か
る
前
に
、
熊
本
地
震
（
二
〇
一
六
年
四
月
一
四
日
二
一
時

二
六
分
発
生
）
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
災
害
で
は
、
自
治

体
職
員
の
た
め
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム
な
ど
も
開
設
さ
れ
、
日
赤

の｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

要
員
が
活
動
し
て
い
る
。

日
赤
の
「『
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
』
活
動
は
被
災
者
の
み
な
ら
ず
、
現
地

で
救
援
活
動
に
従
事
す
る
支
援
者
を
も
視
野
に
入
れ
た
も
の
」
で
あ

る
14

。
す
な
わ
ち
、
日
赤
の｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

は
、
す
べ
て
の
被

災
者
と
す
べ
て
の
救
援
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。
被
災
地
に
派
遣
さ

れ
る
医
療
救
護
班
員
は
も
ち
ろ
ん
、｢

こ
こ
ろ
の
ケ
ア｣

要
員
も
対

象
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
派
遣
さ
れ
な
い
職
員
に
よ
る
後
方
支
援
も

行
わ
れ
て
い
る

14

。

「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
共
通
理
解
に
向
け
て

災
害
時
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
共
通
理
解
の
た
め
に
今
何
が
必
要

か
と
考
え
て
み
る
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

に
基
づ
く
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
理
解
と
実
践
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
日
本
語
で
読
め
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
の
あ
と
、
Ｉ
Ａ
Ｓ

Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
Ｗ
Ｈ
Ｏ
版
の
Ｐ
Ｆ
Ａ

13

が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
、

国
立
精
神
・
神
経
医
学
研
究
セ
ン
タ
ー
精
神
保
健
研
究
所
の
災
害
時

こ
こ
ろ
の
情
報
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
無
料
で
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
で
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
と
Ｐ
Ｆ
Ａ
は
、
国
内
で
飛
躍
的
に
普
及
し
た
。

次
に
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
Ｍ
Ｈ
Ｐ
Ｓ
Ｓ
に
つ
い
て
理
解

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

心
理
社
会
的
支
援｣

と「
精

神
保
健
」
の
概
念
整
理
を
共
有
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

日
赤
が
行
っ
て
い
る
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の｢

心
理
社
会
的
支
援｣

で
あ
る
の
で
、「
治
療
モ
デ
ル
」
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
精
神
科
の
医
師
や
臨
床
心
理
士
な
ど
の
精

神
科
治
療
や
心
理
療
法
を
行
う
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
治
療

が
必
要
な
場
合
に
は
、
専
門
機
関
に
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
日
赤
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
は
、「
ス
ト
レ
ス
軽
減
モ
デ
ル
」

で
あ
り
、
ま
ず
は
被
災
者
と
救
援
者
の
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
す
る
こ
と

が
活
動
の
中
心
と
な
る
。
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
し
て
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
な
ど

の
精
神
疾
患
に
な
る
こ
と
を
予
防
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
日
赤
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
を
「
成
長
促
進
モ
デ
ル
」
と

捉
え
、
Ｐ
Ｔ
Ｇ
（Post Traum
atic G

rowth :

心
的
外
傷
後
成
長
）
に
も
寄
与

で
き
れ
ば
す
ば
ら
し
い
。
Ｐ
Ｔ
Ｇ
と
は
、「
非
常
に
つ
ら
い
出
来
事

を
き
っ
か
け
と
し
た
、
苦
し
み
や
精
神
的
も
が
き
の
中
か
ら
、
人
間

と
し
て
の
成
長
が
経
験
さ
れ
る
こ
と
」10

で
あ
る
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｍ
Ｈ

Ｐ
Ｓ
Ｓ
は
、
心
理
社
会
的
に
よ
い
状
態
を
保
持
・
促
進
し
、
精
神
疾

患
を
予
防
・
治
療
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
支

援
で
あ
る
の
で
、
そ
の
活
動
内
容
は
多
様
で
あ
る
。
以
前
、
筆
者
は
、

ヨ
ル
ダ
ン
に
お
け
る
イ
ラ
ク
難
民
支
援
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
報

告
書
の
「
心
理
社
会
的
サ
ポ
ー
ト
を
考
え
る
」
と
題
し
た
文
章
で
の

中
で
、
イ
ラ
ン
南
東
部
地
震
（
二
〇
〇
三
年
一
二
月
二
六
日
五
時
二
八
分

発
生
）
の
時
に
、
日
赤
が
バ
ム
市
で
実
施
し
た
心
理
社
会
的
支
援
を

紹
介
し
た

９

。
そ
れ
は
、
女
性
た
ち
が
日
赤
の
救
護
所
の
と
な
り
の

テ
ン
ト
に
集
ま
っ
て
コ
ー
ラ
ン
を
読
む
と
い
う
活
動
だ
っ
た
。
こ
れ

は
、
単
な
る
宗
教
活
動
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ

る
が
、
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
は
、
皆
で
コ
ー
ラ
ン
を
読
む
こ
と
で
安

心
感
を
得
た
り
、
将
来
へ
の
希
望
を
持
つ
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、「
ス
ト
レ
ス
軽
減
」
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

｢

心
理
社
会
的
支
援｣

に
な
り
得
る
。
同
じ
よ
う
に
、体
操
や
ス
ポ
ー

ツ
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
や
遊
び
な
ど
も
「
ス
ト
レ
ス
軽
減
」
と
い
う
視
点
で

企
画
・
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
心
理
社
会
的
支
援
」
に
な

り
得
る
と
い
う
認
識
を
共
有
す
る
こ
と
も
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
共
通

理
解
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
（D

isaster Psychiat-

ric Assistance Term

：

災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
）
が
創
設
さ
れ
、
熊
本

地
震
で
活
動
を
し
た
。
こ
れ
は
、
精
神
科
医
療
を
行
う
チ
ー
ム
で
あ

り
、
精
神
科
の
医
師
が
必
ず
入
っ
て
い
る
。
図
１
の
第
四
層
の
「
専

門
的
サ
ー
ビ
ス
」
を
行
う
の
で
、
日
赤
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
と
は
違

う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
る
が
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
述
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べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
相
補
的
に
」
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

認
識
の
共
有
も
重
要
で
あ
る
。

終
わ
り
に

本
稿
で
は
、
日
赤
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
に
つ
い
て
紹
介
し
、「
こ

こ
ろ
の
ケ
ア
」
の
共
通
理
解
の
た
め
に
何
が
必
要
か
を
考
察
し
た
。

赤
十
字
は
人
道
を
実
践
す
る
組
織
で
あ
る
の
で
、
災
害
時
の
「
こ
こ

ろ
の
ケ
ア
」
の
実
践
は
、
非
常
に
重
要
と
な
る
。
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｃ
の
Ｐ
Ｓ

セ
ン
タ
ー
で
は
、
災
害
被
災
者
や
難
民
等
へ
の
心
理
社
会
的
支
援
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
日

赤
内
外
の
人
々
と
共
有
し
、
活
用
す
る
こ
と
も
今
後
重
要
と
な
っ
て

く
る
と
考
え
る
。
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世
界
で
も
有
数
の
火
山
列
島
で
あ
る
日
本
は
、
近
年
、
御
嶽
山
噴
火
災
害

（
二
〇
一
四
年
九
月
）、
草
津
白
根
山
噴
火
災
害（
二
〇
一
八
年
三
月
）な
ど
死

傷
者
を
出
す
噴
火
災
害
が
頻
発
し
て
い
る
。
ま
た
海
外
で
も
キ
ラ
ウ
エ
ア
火

山（
二
〇
一
八
年
五
月
）、
フ
エ
ゴ
火
山（
同
六
月
）が
噴
火
し
住
民
ら
に
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
わ
が
国
で
は
過
去
に
有
珠
山（
二
〇
〇
〇
年
三

月
）、
雲
仙
普
賢
岳（
一
九
九
一
年
六
月
）、
伊
豆
大
島
三
原
山（
一
九
八
六
年

一
一
月
）、
阿
蘇
山
中
岳（
一
九
七
九
年
九
月
）、
有
珠
山（
一
九
七
八
年
一
〇

月
）な
ど
の
噴
火
で
多
く
の
犠
牲
者
が
出
る
と
と
も
に
全
島
民
避
難
な
ど
の

大
災
害
と
な
っ
た
。
火
山
噴
火
は
地
震
や
台
風
に
比
べ
る
と
そ
の
発
生
頻
度

は
少
な
い
が
、
神
戸
大
学
の
巽
好
幸
教
授（
火
山
学
）に
よ
れ
ば
、「
頻
度
の

低
さ
は
安
心
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
想
定
さ
れ
る
被
害
者
数
に
発
生

確
率
を
か
け
た
危
険
度
で
は
、
巨
大
噴
火
は
最
悪
の
災
害
の
一
つ
」（
朝
日
新

聞
二
〇
一
八・九・二
六
）と
指
摘
し
て
い
る
。
本
号
で
は
、
日
本
の
火
山
噴

火
災
害
の
特
色
と
救
護
活
動
の
実
際
に
つ
い
て
考
え
る
。

１　

火
山
防
災
の
難
し
さ

我
が
国
に
は
一
一
一
の
活
火
山
が
あ
る
。
こ
の
数
は
世
界
的
に
み

る
と
ど
の
よ
う
な
数
字
で
あ
ろ
う
か
。
世
界
に
は
約
一
、五
〇
〇
の

活
火
山
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
我
が
国
に
は
世
界
の

活
火
山
の
１
割
弱
が
あ
り
、
客
観
的
に
見
て
も
「
日
本
は
火
山
大
国
」

と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
火
山
噴
火
又
は
火
山
災
害
は
他
の
自
然
災
害
と
比
較

し
て
、
日
本
人
が
特
段
慣
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ

は
、
ひ
と
え
に
他
の
自
然
災
害
と
比
べ
て
、
そ
の
発
生
頻
度
が
低
い

火
山
防
災
の
推
進
に
向
け
て

新
堀
　
賢
志

特
定
非
営
利
活
動
法
人
火
山
防
災
推
進
機
構　

理
事
・
事
務
局
長

特
集
２

：

火
山
噴
火
災
害
と
救
護

―
意
識
改
革
求
め
ら
れ
る
「
低
頻
度
災
害
」
へ
の
備
え

か
ら
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
四
年
に
多
く
の
登
山
者
の

犠
牲
が
あ
っ
た
御
嶽
山
噴
火
に
お
い
て
も
、
生
還
さ
れ
た
方
へ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
等
で
、「
活
火
山
と
は
知
ら
な
か
っ
た
」
と
答
え
て
い

る
様
子
を
テ
レ
ビ
で
見
か
け
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
か
。
気
象
庁

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
御
嶽
山
の
最
近
の
火
山
活
動
史
に
よ
る
と
、

一
九
七
九
年
、
一
九
九
一
年
、
二
〇
〇
七
年
に
も
同
規
模
又
は
よ
り

小
規
模
な
噴
火
を
し
て
お
り
、
御
嶽
山
は
日
本
の
活
火
山
の
中
で
も

活
動
的
と
言
っ
て
も
よ
い
火
山
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
い
く
つ
か
の
噴

火
は
、
冬
場
等
、
登
山
者
の
出
入
り
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
大

災
害
又
は
災
害
に
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
一
一
一
の
活
火
山
に
は
登
山
者
等
以
外
は
無
人
の

こ
と
も
多
く
、
た
と
え
火
山
が
噴
火
し
て
も
、
人
的
・
物
的
被
害
が

な
い
た
め
災
害
と
し
て
多
く
の
人
が
捉
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
火
山
噴
火
の
頻
度
と
、
発
生
し
た
と
き
に
影
響
が
及
ぶ
範
囲

で
の
人
的
・
物
的
被
害
の
有
無
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
り
、
毎
年
発
生
す

る
風
水
害
や
ほ
ぼ
同
様
に
頻
度
の
高
い
地
震
と
比
べ
る
と
火
山
災
害

は
稀
で
あ
り
、
そ
の
た
め
多
く
の
人
を
油
断
さ
せ
る
や
っ
か
い
な
も

の
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
い
ざ
、
火
山
災
害
の
対
策
・
対
応
を
行
政
・
個
人
そ
れ

ぞ
れ
で
考
え
よ
う
と
し
た
と
き
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
こ
れ
ら

の
実
施
が
難
し
く
な
る
。
ま
ず
は
、
前
述
の
低
頻
度
災
害
と
い
う
こ

と
に
よ
る
、
火
山
災
害
に
対
す
る
意
識
・
経
験
の
積
上
げ
の
難
し
さ

が
挙
げ
ら
れ
る
。
筆
者
が
あ
る
行
政
職
員
と
話
を
し
て
い
る
と
き
に
、

火
山
災
害
の
頻
度
と
役
所
の
前
の
道
路
で
の
交
通
事
故
の
頻
度
を
比

べ
た
ら
後
者
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
。
な
る
ほ
ど
こ
の
よ
う
な
現
実
が
あ
る
以
上
、
な
か
な
か
火
山
防

災
を
推
進
す
る
意
識
に
な
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
と
納
得
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
状
況
に
も
拘
わ
ら
ず
、
テ
レ
ビ
等
で
火

山
災
害
を
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
体
験
し
た
人
が
、
自
宅
そ
ば
に
火
山
も
あ

る
こ
と
だ
し
火
山
防
災
の
取
組
を
し
よ
う
と
思
い
た
っ
た
と
し
て
、

今
度
は
火
山
の
噴
火
や
災
害
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
係
る
知
識
の
積
上
げ

の
難
し
さ
に
ぶ
つ
か
る
。
た
と
え
ば
火
山
の
災
害
要
因
は
い
く
つ
あ

る
か
と
い
う
と
、
内
閣
府
（
防
災
担
当
）
等
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
る
火

山
防
災
マ
ッ
プ
作
成
指
針
（
平
成
二
五
年
三
月
）
に
は
、
な
ん
と
一
六

個
も
の
要
因
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
（
表
１
）。

こ
ん
な
に
も
多
様
な
災
害
要
因
を
示
す
他
の
自
然
災
害
は
あ
る

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
敵
（
火
山
災
害
要
因
）
に
打
ち
勝
つ

た
め
に
は
、
た
と
え
ば
、「
火
砕
流
は
数
百
度
の
火
山
噴
出
物
や
ガ

ス
が
車
よ
り
も
早
い
ス
ピ
ー
ド
で
地
形
の
低
い
と
こ
ろ
を
流
れ
て
く

る
」
な
ど
、
一
六
の
敵
の
手
の
内
を
知
ら
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
、

気
が
遠
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
表
１
に
あ
る
一
六
の
要
因
全
て
が
同

時
に
発
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
火
山
ご
と
に
あ
る
程
度
特
徴
が
あ



死と向き合う支援115　人道研究ジャーナルvol.8　 火山防災の推進に向けて　114特集2 火山噴火災害と救護

り
、
そ
れ
ら
も
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

本
誌
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
「
火
山
防
災
の
推
進
の
難
し
さ
」

を
課
題
と
捉
え
、
以
下
に
そ
の
対
策
と
し
て
「
火
山
を
知
る
」、「
火

山
災
害
に
つ
い
て
」、「
火
山
災
害
へ
の
対
策
」
の
大
き
く
３
項
目
に

つ
い
て
、
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
筆
者
個
人
の
火
山
地
域

等
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
得
た
知
見
等
を
交
え
な
が
ら
紹
介
し
、
最
後

に
「
火
山
防
災
の
推
進
に
向
け
て
」
と
い
う
筆
者
が
考
え
る
今
後
目
指

す
べ
き
方
向
性
で
ま
と
め
る
。

２　

火
山
を
知
る

⑴
噴
火
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

地
球
上
の
火
山
は
、
大
き
く
３
種
類
の
地
帯
（
場
所
）
で
発
生
し
て

い
る
。

①
プ
レ
ー
ト
が
分
離
し
、
そ
こ
へ
地
球
内
部
の
熱
い
物
質
が
上
昇

し
て
い
る
地
帯
（
例　

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
火
山
）

②
プ
レ
ー
ト
内
の
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
で
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
と
呼

ば
れ
て
い
る
地
帯
（
例　

ハ
ワ
イ
）

③
プ
レ
ー
ト
が
お
互
い
に
衝
突
し
、
一
方
が
他
方
の
下
へ
沈
み
込

ん
で
い
く
地
帯
（
例　

日
本
）
こ
こ
で
プ
レ
ー
ト
と
い
う
言
葉
が

出
る
が
、
地
球
表
面
を
覆
う
複
数
の
固
い
岩
盤
の
こ
と
を
い

い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
レ
ー
ト
が
形
成
さ
れ
た
り
（
①
の
よ
う
な
場

所
）、
よ
り
深
い
場
所
へ
沈
み
込
ん
だ
り
（
③
の
よ
う
な
場
所
）
し

て
、
複
数
の
プ
レ
ー
ト
は
動
き
続
け
て
い
る
。
日
本
は
、
複
数

の
プ
レ
ー
ト
が
ひ
し
め
き
あ
う
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
例
示
し
た

と
お
り
③
の
プ
レ
ー
ト
が
沈
み
込
む
地
帯
で
火
山
が
発
生
し
て

い
る
（
図
１
）。

そ
れ
で
は
③
の
よ
う
な
地
帯
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
火
山
が
で
き
、

噴
火
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
然
、
地
下
を
ス
パ
ッ
と
切
っ
て
そ
の
内

部
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ろ
い
ろ
な
調
査
観
測
か
ら
次
の

よ
う
に
推
測
さ
れ
て
い
る
。
沈
み
込
む
プ
レ
ー
ト
に
含
ま
れ
る
水
成

分
が
地
下
深
く
で
脱
水
し
て
地
表
に
向
け
て
上
昇
し
、
そ
の
途
中
で

こ
の
水
成
分
の
力
で
地
下
に
あ
る
マ
ン
ト
ル
物
質
の
一
部
が
溶
け
て

マ
グ
マ
が
生
成
さ
れ
る
（
図
１
）。
こ
の
マ
グ
マ
は
液
体
で
周
囲
の
固

体
物
質
よ
り
も
比
重
が
軽
い
た
め
少
し
ず
つ
上
昇
す
る
。
そ
の
途
中

で
「
マ
グ
マ
だ
ま
り
」
を
形
成
し
、
様
々
な
作
用
を
受
け
て
地
表
に
噴

出
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
地
下
深
く
に
あ
る
マ
グ

マ
が
地
表
に
出
て
く
る
現
象
を
噴
火
と
呼
ん
で
い
る
。

ち
な
み
に
、「
火
山
フ
ロ
ン
ト
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
火
山
をG

oogle

地
図
等
で

見
る
と
、
火
山
が
列
状
に
並
ん
で
い
て
そ
の
海
側
に
プ
レ
ー
ト
が
沈

み
込
む
場
所
で
あ
る
海
溝
が
平
行
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
プ
レ
ー

4 
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）
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こ
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葉
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、
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面
を
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の
固
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岩
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の
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と
を
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い
、
そ
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の
プ
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①
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よ
り
深
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場
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へ
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③

の
よ
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場
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）
し
て
、
複
数
の
プ
レ
ー
ト
は
動
き
続
け
て
い
る
。
日
本
は
、
複
数
の
プ
レ
ー
ト
が

ひ
し
め
き
あ
う
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
例
示
し
た
と
お
り
③
の
プ
レ
ー
ト
が
沈
み
込
む
地
帯
で
火
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が

発
生
し
て
い
る
（
図
１
）
。 

 

図
１ 

火
山
噴
火
の
仕
組
み
（
気
象
庁HP

よ
り
） 

h
tt
ps
:/
/w
ww.

jm
a.
go
.j
p/j

ma
/k
is
ho
u/k

no
w/
wh
it
ep/

2-
4.
ht
ml 

  
 

そ
れ
で
は
③
の
よ
う
な
地
帯
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
火
山
が
で
き
、
噴
火
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
当

然
、
地
下
を
ス
パ
ッ
と
切
っ
て
そ
の
内
部
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ろ
い
ろ
な
調
査
観
測
か

ら
次
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
て
い
る
。
沈
み
込
む
プ
レ
ー
ト
に
含
ま
れ
る
水
成
分
が
地
下
深
く
で
脱
水

図１　火山噴火の仕組み（気象庁HPより）
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/2-4.html

表１　火山災害要因の種類（内閣府（防災担当）等の火山防災マップ作成指針より抜粋）

火山災害要因 火山災害の種類

大 き な 噴 石 落下衝撃による破壊、火災、埋没

火 砕 流（ 火 砕 サ ー ジ を 含 む ） 破壊、火砕、埋没

融 雪 型 火 山 泥 流 破壊、流失、埋没

小さな噴石、火山灰（降下火砕物） 破壊、交通麻痺、家屋倒壊、埋没

溶 岩 流 破壊、火災、埋没

泥 流 ・ 土 石 流 破壊、流失、埋没

山 体 崩 壊、 岩 屑 な だ れ 破壊、流失、埋没、津波

洪 　 水 流失

地 す べ れ、 斜 面 崩 壊 流失、埋没

火 山 ガ ス 、 噴 煙 ガス中毒、大気・水質汚染

津 波 流失、破壊

空 振（ 爆 発 に よ る 衝 撃 波 ） 窓ガラス等の破壊

地 震 山体崩壊、地すべり、施設破壊

地 殻 変 動 断層、隆起、沈降、施設破壊

地 熱 変 動 地下水温変化

地 下 水・ 温 泉 変 動　 地下水温変化、水量変化



死と向き合う支援117　人道研究ジャーナルvol.8　 火山防災の推進に向けて　116特集2 火山噴火災害と救護

ト
の
動
き
と
火
山
が
で
き
る
場
所
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が

容
易
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
噴
火
の
特
徴

火
山
が
ひ
と
た
び
噴
火
す
る
と
地
下
に
あ
る
液
体
状
の
マ
グ
マ

と
マ
グ
マ
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
た
火
山
ガ
ス
が
地
表
に
噴
出
す

る
。
噴
火
の
簡
単
な
イ
メ
ー
ジ
は
よ
く
、
液
体
と
気
体
を
封
じ
込

め
た
炭
酸
水
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
よ
く
振
っ
て
、
そ
の
口
を
開
け

た
と
き
の
様
子
に
例
え
ら
れ
る
。
最
初
は
狭
い
口
か
ら
勢
い
よ
く

液
体
と
気
体
の
混
合
物
が
噴
き
出
す
が
、
あ
る
程
度
吹
き
出
る
と

気
体
成
分
が
少
な
く
な
り
、
液
体
部
分
が
ド
ロ
ド
ロ
と
口
か
ら
あ

ふ
れ
る
よ
う
に
出
て
く
る
。
火
山
の
場
合
、
先
の
状
態
が
立
ち
上

る
噴
煙
で
、
後
の
状
態
が
溶
岩
流
等
で
あ
る
。
こ
こ
で
最
も
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
は
、
マ
グ
マ
も
炭
酸
水
も
液
体
と
気
体
の
混
合
物
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
火
山
が
い
っ
た
ん
噴
火

す
る
と
、
火
口
か
ら
火
山
灰
、
軽
石
、
火
山
弾
等
を
噴
き
上
げ
た

り
、
溶
岩
流
、
火
砕
流
や
溶
岩
ド
ー
ム
等
を
流
出
さ
せ
た
り
す
る

な
ど
、
多
様
な
形
態
を
と
る
。

噴
火
後
の
泥
流
や
山
体
が
崩
壊
し
て
海
に
流
れ
込
ん
で
発
生

す
る
津
波
等
も
合
わ
せ
る
と
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
火
山
災
害
要

因
（
現
象
）
は
一
六
も
あ
り
、
こ
れ
ら
が
時
々
刻
々
と
変
化
し
な
が

ら
起
き
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
い
く
つ
が
同
時
に
起

き
う
る
と
い
う
「
現
象
の
複
雑
さ
（
複
合
災
害
）」
の
側
面
を
も
つ
。
さ

ら
に
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
繰
り
返
し
起
き
た
り
、
溶
岩
が
い
っ
た
ん

地
表
を
覆
え
ば
長
い
期
間
そ
の
熱
は
下
が
ら
な
か
っ
た
り
す
る
な
ど
、

「
災
害
の
長
期
化
」
を
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け
と
な
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
起
き
る
か
次
に
考

え
て
み
る
。

噴
火
が
起
き
る
場
所
は
ど
こ
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
多
く
の
読
者
は

「
火
口
」
や
そ
の
周
辺
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
と

お
り
で
あ
る
が
、
で
は
火
口
は
ど
こ
に
で
き
る
の
か
。
多
く
の
日
本

人
の
イ
メ
ー
ジ
は
富
士
山
の
よ
う
な
円
錐
形
を
し
た
山
の
ト
ッ
プ
に

火
口
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
そ
こ
だ
け
で

は
な
い
。
富
士
山
の
最
新
の
噴
火
は
一
七
〇
七
年
の
「
宝
永
の
噴
火
」

と
呼
ば
れ
る
。
多
く
の
方
は
山
頂
が
火
口
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
の
火
口
は
富
士
山
の
山
腹
に
あ
る
（
写
真
１
）。

特
に
遠
く
か
ら
富
士
山
を
見
慣
れ
て
い
る
方
た
ち
は
「
こ
れ
が
本

当
に
富
士
山
な
の
か
？
別
の
山
で
は
な
い
の
か
？
」
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
写
真
は
紛
れ
も
な
く
富
士
山
の
写
真

で
あ
り
、
宝
永
の
噴
火
は
こ
の
山
腹
の
大
き
な
火
口
で
起
き
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
富
士
山
の
地
形
図
を
見
る
と
、
こ
の
宝

永
火
口
以
外
に
、
北
西-

南
東
方
向
に
い
く
つ
も
の
小
さ
な
火
山
の

よ
う
な
高
ま
り
や
窪
地
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
富

士
山
に
は
無
数
の
火
口
が
あ
り
、
そ
こ
で
過
去
に
何
度
も
噴
火
が
起

き
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
実
績
を
基
に
火
山
防
災
マ
ッ
プ
が
作
成

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
２
）。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
火
山
の
噴
火
の
特
徴
と
し
て
、
火
口
は
凸

地
形
だ
け
で
な
く
凹
地
形
に
も
あ
る
こ
と
、
し
か
も
火
山
に
よ
っ
て

は
山
頂
だ
け
で
な
く
い
た
る
と
こ
ろ
に
火
口
が
で
き
う
る
。
敵
は
ど

こ
か
ら
で
も
襲
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
お

い
て
い
た
だ
き
た
い
。

噴
火
の
特
徴
の
最
後
に
、
噴
火
の
規
模
や
噴
火
間
隔
に
つ
い
て
少

し
述
べ
る
。

噴
火
の
規
模
も
多
様
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
の
御
嶽
山
噴
火
の
犠

牲
者
は
戦
後
最
悪
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
多
大
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
そ
の
噴
火
の
規
模
は
小
さ
く
数
十
万
㎥
と
い
わ
れ
て
い
る
。
鹿
児

島
の
桜
島
火
山
で
は
普
段
か
ら
頻
繁
に
噴
火
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
普
段
発
生
す
る
噴
火
の
規
模
と
桁
的
に
は
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
二
〇
世
紀
の
日
本
で
最
大
規
模
の
噴
火
も

桜
島
で
起
き
て
い
る
が
そ
の
時
の
噴
火
は
数
億
㎥
で
、
二
〇
一
四
年

の
御
嶽
山
噴
火
の
３
ケ
タ
も
大
き
い
。
こ
の
時
の
噴
火
で
は
、
噴
出

し
た
火
山
灰
が
東
北
地
方
ま
で
届
い
て
い
る
。
さ
ら
に
大
き
な
噴
火

と
し
て
時
々
聞
く
カ
ル
デ
ラ
噴
火
が
あ
る
。
桜
島
を
囲
む
錦
江
湾
は
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特
に
遠
く
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ら
富
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方
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の
か
？
別
の
山

で
は
な
い
の
か
？
」
と
思
わ
れ
る
か
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い
。
し
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し
、
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の
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も
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富
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あ
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宝
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の
噴
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の
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な
火
口
で
起
き
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ら
に
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富
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の
地
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図
を
見
る
と
、
こ
の
宝
永
火
口
以
外
に
、
北
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南
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に
い
く
つ
も
の
小
さ
な
火

山
の
よ
う
な
高
ま
り
や
窪
地
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
富
士
山
に
は
無
数
の
火
口
が

あ
り
、
そ
こ
で
過
去
に
何
度
も
噴
火
が
起
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
実
績
を
基
に
火
山
防
災
マ
ッ
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が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
２
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。 

写真１　富士山と宝永火口（水ヶ窪公園より）
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し
か
し
な
が
ら
そ
の
噴
火
の
規
模
は
小
さ
く
数
十
万

m
3

と
い
わ
れ
て
い
る
。
鹿
児

島
の
桜
島
火
山
で
は
普
段
か
ら
頻
繁
に
噴
火
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
普
段
発
生

す
る
噴
火
の
規
模
と
桁
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
ち
な
み
に20

世
紀
の
日
本
で
最
大
規
模
の
噴
火

も
桜
島
で
起
き
て
い
る
が
そ
の
時
の
噴
火
は
数
億m

3

で
、2

01
4

年
の
御
嶽
山
噴
火
の
３
ケ
タ
も
大
き

写真２　青白い火山ガスが山腹を流れ下る様子（2001年三宅島で撮影）

図２　富士山噴火時避難ルートマップ（静岡県ＨＰより）
（北西 -南東方向に伸びる青いいびつなかたちで囲まれた箇所が想定火口位置を示す）
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写
真
２ 

青
白
い
火
山
ガ
ス
が
山
腹
を
流
れ
下
る
様
子
（2

00
1

年
三
宅
島
で
撮
影
） 

  

② 

ど
の
よ
う
に
襲
っ
て
く
る
の
か 

－
降
っ
て
く
る
も
の
、
流
れ
て
く
る
も
の
、
海
や
地
下
か
ら

迫
り
く
る
も
の
－ 

 
 

 

火
山
災
害
要
因
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
の
と
こ
ろ
に
到
達
す
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
ど
の
被

災
回
避
行
動
を
取
る
か
を
考
え
る
の
に
有
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
降
っ
て
く
る
も
の
、
流
れ
て
く

る
も
の
、
海
や
地
下
か
ら
迫
り
く
る
も
の
に
分
け
て
紹
介
す
る
。 

 
 

 

降
っ
て
く
る
も
の
の
代
表
例
は
、
火
山
灰
・
小
さ
な
噴
石
、
大
き
な
噴
石
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特

に
噴
石
は
そ
の
破
壊
力
が
大
き
く
危
険
で
あ
る
（
写
真
３
）
。
噴
火
と
同
時
に
、
空
中
に
ま
き
あ
げ

ら
れ
た
あ
と
、
放
物
線
を
描
き
な
が
ら
も
の
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
落
下
し
て
く
る
。
噴
火
が
発
生

し
た
と
気
づ
い
た
場
合
は
、
一
目
散
に
火
口
か
ら
離
れ
る
方
向
や
近
く
の
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
全
力

で
避
難
す
べ
き
で
あ
る
。 

実
は
カ
ル
デ
ラ
噴
火
の
跡
で
、
総
噴
出
量
は
数
千
億
㎥
で
さ
ら
に
３

ケ
タ
も
大
き
い
。
発
生
頻
度
は
低
い
が
、
こ
の
よ
う
な
巨
大
な
噴
火

ま
で
あ
る
の
だ
。

３　

火
山
災
害
に
つ
い
て

⑴
一
六
の
火
山
災
害
要
因

火
山
現
象
（
火
山
災
害
要
因
と
ほ
ぼ
同
義
）
自
体
は
、
火
山
研
究
者
ご

と
に
そ
の
解
釈
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
内
閣
府
（
防
災
担
当
）

等
の
火
山
防
災
マ
ッ
プ
作
成
指
針
や
最
近
の
災
害
事
例
を
基
に
一
六

の
災
害
要
因
を
先
に
紹
介
し
た
。
こ
の
と
き
一
六
の
火
山
災
害
要
因

を
全
て
覚
え
る
こ
と
が
最
良
だ
が
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
現

象
や
被
害
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
こ
と
と
考
え
、
次
の
３
つ
の
く
く
り

で
紹
介
す
る
。

①
い
つ
襲
い
か
か
る
の
か
―
噴
火
時
と
そ
れ
以
外
（
特
に
平
時
の
火

山
ガ
ス
）

火
山
災
害
要
因
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
自
分
を
襲
う
か
を
知
る

こ
と
は
、
対
応
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
噴
火
し
て
い
る
火

山
に
近
寄
ろ
う
と
考
え
る
人
は
一
般
的
に
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
平
時

に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
発
生
し
て
い
る
火
山
災
害
要
因
も
あ
る
。

そ
の
代
表
と
な
る
の
が
火
山
ガ
ス
で
あ
る
（
写
真
２
）。
火
口
及
び
火

山
地
域
で
は
火
山
の
地
下
に
あ
る
マ
グ
マ
に
溶
け
て
い
る
水
蒸
気
や

二
酸
化
炭
素
、
二
酸
化
硫
黄
、
硫
化
硫
黄
等
の
様
々
な
成
分
が
気
体

と
な
っ
て
放
出
さ
れ
る
。
空
気
よ
り
密
度
の
大
き
な
有
毒
な
火
山
ガ

ス
成
分
は
、
谷
等
の
地
形
的
に
低
い
所
を
流
下
し
て
窪
地
に
滞
留
す

る
。
火
山
ガ
ス
に
よ
る
死
亡
事
故
は
多
く
の
火
山
地
域
で
報
告
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
農
林
業
に
も
甚
大
な
被
害
を
与
え
る
。
ま
た
、
ま

だ
噴
火
は
し
て
い
な
い
が
い
よ
い
よ
噴
火
が
近
く
な
る
と
、
い
わ
ゆ

る
前
兆
現
象
と
し
て
、
地
熱
異
常
に
よ
る
地
下
水
や
温
泉
の
温
度
異

常
、
地
震
、
地
殻
変
動
等
の
災
害
要
因
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ

し
て
い
っ
た
ん
噴
火
が
始
ま
る
と
、
そ
の
火
山
の
特
徴
に
応
じ
た
火

山
灰
・
溶
岩
流
・
火
砕
流
等
、
多
く
の
方
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
火
山
現

象
が
起
き
、
噴
火
が
お
さ
ま
っ
た
あ
と
に
は
泥
流
、
河
川
氾
濫
等
が

生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
覚
え
て
お
く
こ
と
は
防
災
上
、
重
要

で
あ
る
と
言
え
る
。

②
ど
の
よ
う
に
襲
っ
て
く
る
の
か
―
降
っ
て
く
る
も
の
、
流
れ
て
く

る
も
の
、
海
や
地
下
か
ら
迫
り
く
る
も
の

火
山
災
害
要
因
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
の
と
こ
ろ
に
到
達
す

る
か
を
知
る
こ
と
は
、
ど
の
被
災
回
避
行
動
を
取
る
か
を
考
え
る
の

に
有
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
降
っ
て
く
る
も
の
、
流
れ
て
く
る
も
の
、

海
や
地
下
か
ら
迫
り
く
る
も
の
に
分
け
て
紹
介
す
る
。

降
っ
て
く
る
も
の
の
代
表
例
は
、
火
山
灰
・
小
さ
な
噴
石
、
大
き
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な
噴
石
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
噴
石
は
そ
の
破
壊
力
が
大
き
く
危
険

で
あ
る
（
写
真
３
）。
噴
火
と
同
時
に
、
空
中
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
あ

と
、
放
物
線
を
描
き
な
が
ら
も
の
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
落
下
し
て
く

る
。
噴
火
が
発
生
し
た
と
気
づ
い
た
場
合
は
、
一
目
散
に
火
口
か
ら

離
れ
る
方
向
や
近
く
の
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
全
力
で
避
難
す
べ
き
で
あ

る
。火

山
灰
・
小
さ
な
噴
石
は
風
に
乗
っ
て
広
く
飛
び
、
地
面
に
落
下

す
る
。
風
下
側
に
行
か
な
い
よ
う
に
し
た
り
、
風
下
に
い
る
場
合
は

物
陰
に
隠
れ
た
り
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
・
ゴ
ー
グ
ル
・
マ
ス
ク
等
で
身
体

を
守
っ
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
そ
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

降
っ
て
く
る
も
の
と
は
少
し
異
な
る
が
、
噴
火
時
に
発
生
す
る

空
振
も
危
険
な
場
合
が
あ
る
。
強
い
空
気
の
振
動
が
ガ
ラ
ス
を
ゆ
さ

ぶ
っ
た
り
割
っ
た
り
す
る
。
知
ら
な
い
人
が
感
じ
た
ら
脅
威
で
あ
ろ

う
し
、
割
れ
た
ガ
ラ
ス
等
は
身
体
を
傷
つ
け
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象

が
あ
る
こ
と
も
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
は
大
切
で
あ
ろ
う
。

一
方
流
れ
て
く
る
も
の
は
地
形
的
に
低
い
所
で
あ
る
斜
面
や
谷
に

沿
っ
て
流
れ
て
く
る
。

流
れ
て
く
る
火
山
噴
出
物
の
勢
い
や
谷
地
形
と
そ
の
高
さ
に
よ
っ

て
は
そ
れ
を
超
え
て
く
る
場
合
も
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
こ
と
は
必

要
だ
が
、
ま
ず
は
よ
り
高
い
と
こ
ろ
に
避
難
す
る
と
い
う
考
え
方
が

10 

 

  

写
真
３ 

2
000

年
三
宅
島
噴
火
時
の
大
き
な
噴
石
で
穴
の
開
い
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
築 

 

火
山
灰
・
小
さ
な
噴
石
は
風
に
乗
っ
て
広
く
飛
び
、
地
面
に
落
下
す
る
。
風
下
側
に
行
か
な
い

よ
う
に
し
た
り
、
風
下
に
い
る
場
合
は
物
陰
に
隠
れ
た
り
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
・
ゴ
ー
グ
ル
・
マ
ス
ク

等
で
身
体
を
守
っ
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
そ
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

降
っ
て
く
る
も
の
と
は
少
し
異
な
る
が
、
噴
火
時
に
発
生
す
る
空
振
も
危
険
な
場
合
が
あ
る
。

強
い
空
気
の
振
動
が
ガ
ラ
ス
を
ゆ
さ
ぶ
っ
た
り
割
っ
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
知
ら
な
い
人
が
感
じ

た
ら
脅
威
で
あ
ろ
う
し
、
割
れ
た
ガ
ラ
ス
等
は
身
体
を
傷
つ
け
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
あ
る
こ

と
も
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
は
大
切
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 

一
方
流
れ
て
く
る
も
の
は
地
形
的
に
低
い
所
で
あ
る
斜
面
や
谷
に
沿
っ
て
流
れ
て
く
る
。 

流
れ
て
く
る
火
山
噴
出
物
の
勢
い
や
谷
地
形
と
そ
の
高
さ
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
超
え
て
く
る
場

合
も
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
こ
と
は
必
要
だ
が
、
よ
り
高
い
と
こ
ろ
に
避
難
す
る
と
い
う
考
え
方

が
重
要
に
な
る
。
さ
ら
に
、
流
れ
て
く
る
火
山
災
害
要
因
に
は
、
大
き
な
岩
石
を
し
ば
し
ば
含
み

そ
の
質
量
は
大
き
い
。
質
量
が
大
き
い
流
れ
は
そ
の
ま
ま
、
破
壊
力
の
大
き
さ
に
つ
な
が
る
の
で
、

一
時
的
に
避
難
し
て
い
る
高
台
を
破
壊
す
る
な
ど
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
火
山
災
害
要
因
の

発
生
が
想
定
さ
れ
た
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
高
い
と
こ
ろ
を
つ
た
っ
て
、
で
き
る
だ
け
離
れ
る
よ

う
に
避
難
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。 

 
 

 

最
後
に
地
下
や
海
か
ら
迫
り
く
る
も
の
は
、
そ
の
発
生
場
所
が
視
覚
的
に
わ
か
り
づ
ら
い
こ
と

が
難
点
で
、
た
と
え
ば
地
震
、
地
殻
変
動
、
地
熱
変
動
、
津
波
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
地
下
か
ら
迫

り
く
る
も
の
は
、
お
お
よ
そ
火
口
周
辺
で
起
き
る
と
考
え
て
よ
い
が
、
火
口
が
で
き
て
い
な
い
う

ち
か
ら
そ
れ
ら
の
火
山
災
害
要
因
が
発
生
す
る
の
で
、
そ
の
場
所
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
。
個
人

が
感
じ
る
前
兆
現
象
や
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
、
火
山
防
災
マ
ッ
プ
で
示
さ
れ
て
い
る
危
険
が
及
ぶ
範

囲
か
ら
、
退
避
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
津
波
は
、
海
底
噴
火
や
山
体
崩
壊
が
起
き
る
な
ど
し

て
大
量
の
海
水
等
が
急
激
に
動
か
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
場
合
に
発
生
す
る
。
有
名
な
例

は
、1

79
2

年
の
雲
仙
岳
の
火
山
活
動
の
際
、
崩
壊
し
た
山
体
が
有
明
海
に
な
だ
れ
込
む
こ
と
で
津

波
が
発
生
し
、
対
岸
の
熊
本
（
肥
後
）
を
襲
っ
た
「
島
原
大
変
肥
後
迷
惑
」
で
あ
る
。
こ
の
時
の

災
害
で
約1

5,0
00

名
も
の
犠
牲
者
が
出
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
火
山
地
域
周
辺
に
海
・
湖
沼
・
池

が
あ
る
場
合
は
、
水
の
あ
る
周
辺
か
ら
退
避
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 写真３　2000年三宅島噴火時の大きな噴石で穴の開いたコンクリート建築

重
要
に
な
る
。
さ
ら
に
、
流
れ
て
く
る
火
山
災
害
要
因
に
は
、
重
い

大
き
な
岩
石
を
し
ば
し
ば
含
む
。
質
量
が
大
き
い
流
れ
は
そ
の
ま
ま
、

破
壊
力
の
大
き
さ
に
つ
な
が
る
の
で
、
一
時
的
に
避
難
し
て
い
る
高

台
を
破
壊
す
る
な
ど
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
火
山
災
害
要
因
の

発
生
が
想
定
さ
れ
た
場
合
は
、
で
き
る
だ
け
高
い
と
こ
ろ
を
つ
た
っ

て
、
で
き
る
だ
け
火
山
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
避
難
す
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。

最
後
に
地
下
や
海
か
ら
迫
り
く
る
も
の
は
、
そ
の
発
生
場
所
が

視
覚
的
に
わ
か
り
づ
ら
い
こ
と
が
難
点
で
、
た
と
え
ば
地
震
、
地
殻

変
動
、
地
熱
変
動
、
津
波
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
地
下
か
ら
迫
り
く
る

も
の
は
、
お
お
よ
そ
火
口
周
辺
で
起
き
る
と
考
え
て
よ
い
が
、
火
口

が
で
き
て
い
な
い
う
ち
か
ら
そ
れ
ら
の
火
山
災
害
要
因
が
発
生
す
る

の
で
、
そ
の
場
所
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
。
個
人
が
感
じ
る
前
兆
現

象
や
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
、
火
山
防
災
マ
ッ
プ
で
示
さ
れ
て
い
る
危
険

が
及
ぶ
範
囲
か
ら
、
退
避
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
津
波
は
、
海

底
噴
火
や
山
体
崩
壊
が
起
き
る
な
ど
し
て
大
量
の
海
水
等
が
急
激
に

動
か
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
場
合
に
発
生
す
る
。
有
名
な
例

は
、
一
七
九
二
年
の
雲
仙
岳
の
火
山
活
動
の
際
、
崩
壊
し
た
山
体
が

有
明
海
に
な
だ
れ
込
む
こ
と
で
津
波
が
発
生
し
、
対
岸
の
熊
本
（
肥

後
）
を
襲
っ
た
「
島
原
大
変
肥
後
迷
惑
」
で
あ
る
。
こ
の
時
の
災
害
で

約
一
五
、〇
〇
〇
名
も
の
犠
牲
者
が
出
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
火
山

地
域
周
辺
に
海
・
湖
沼
・
池
が
あ
る
場
合
は
、
水
の
あ
る
周
辺
か
ら

退
避
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

③
ど
の
よ
う
に
身
体
を
害
す
る
の
か
―
熱
い
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の

火
山
災
害
要
因
の
多
く
は
熱
を
帯
び
て
い
る
。
そ
れ
が
身
体
に

触
れ
た
り
、
熱
気
を
吸
い
込
ん
だ
り
し
た
ら
ひ
ど
い
火
傷
に
な
り
う

る
。
そ
の
た
め
、
赤
熱
し
た
火
山
噴
出
物
が
自
分
に
迫
り
く
る
事
象

や
、
も
う
動
か
な
い
も
の
で
も
熱
を
帯
び
た
火
山
災
害
要
因
の
そ
ば

に
は
近
づ
か
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
落
下
し
た
大

き
な
噴
石
、
溶
岩
流
、
火
砕
流
、
熱
い
泥
流
や
火
山
ガ
ス
等
、
多
様

な
火
山
災
害
要
因
で
熱
的
被
害
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
熱
く
な

く
て
も
、
先
に
記
述
し
た
と
お
り
、
火
山
噴
出
物
が
ぶ
つ
か
る
こ
と
、

流
さ
れ
る
こ
と
、
毒
性
の
も
の
を
吸
い
込
む
こ
と
等
で
身
体
に
害
が

及
ぶ
。

⑵
火
山
災
害
に
よ
る
多
様
な
被
害

火
山
災
害
で
は
、
火
山
噴
出
物
の
熱
に
よ
る
被
害
、
火
山
ガ
ス

の
毒
性
や
酸
欠
に
よ
る
被
害
、
重
た
い
も
の
が
空
か
ら
又
は
流
れ
て

当
た
る
こ
と
に
よ
る
被
害
、
火
山
ガ
ス
を
ま
と
っ
た
火
山
灰
の
吸
入

に
よ
る
喘
息
等
の
被
害
等
が
特
徴
的
で
、
身
体
的
に
影
響
を
与
え
る
。

参
考
に
、
世
界
の
火
山
災
害
要
因
に
よ
る
被
害
事
例
を
表
２
に
示
す
。

犠
牲
者
数
が
多
い
の
は
、
泥
流
等
の
流
れ
く
る
も
の
が
主
だ
が
、
単
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に
噴
火
規
模
が
大
き
い
た
め
に
被
害
が
大
き

く
な
る
事
例
も
あ
る
。

こ
の
他
、
火
山
災
害
は
、
目
に
見
え
な
い

現
象
に
よ
る
被
害
や
、
降
灰
に
よ
る
電
気
等

の
イ
ン
フ
ラ
や
物
流
の
停
止
、
そ
し
て
火
山

災
害
独
特
の
特
徴
で
あ
る
「
長
期
化
」
に
よ

り
、
精
神
的
・
経
済
的
な
被
害
を
引
き
起
こ

す
こ
と
も
特
徴
と
い
え
よ
う
。
次
に
筆
者
独

自
の
罹
災
地
等
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
国
等
の

検
討
で
報
告
さ
れ
て
い
る
被
害
想
定
か
ら
火

山
災
害
独
自
の
被
害
に
つ
い
て
、
事
例
等
も

交
え
な
が
ら
紹
介
す
る
。

二
〇
一
一
年
の
霧
島
山
（
新
燃
岳
）
噴
火
で

は
、
そ
の
活
動
の
た
め
避
難
は
あ
っ
た
が
犠

牲
者
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
続
く

噴
火
で
発
生
す
る
空
振
に
よ
り
子
ど
も
た
ち

の
中
に
は
、
そ
の
怖
さ
で
夜
眠
れ
な
い
な
ど

の
精
神
的
な
シ
ョ
ッ
ク
が
続
く
子
ど
も
も
現

れ
た
。
二
〇
一
八
年
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
メ

ラ
ピ
火
山
に
お
い
て
も
ご
く
小
規
模
な
噴
火

が
あ
り
、
そ
の
際
も
子
ど
も
た
ち
は
立
ち
上

る
噴
煙
よ
り
も
音
や
揺
れ
等
の
視
覚
以
外
の
体
感
で
パ
ニ
ッ
ク
が
起

き
た
と
現
地
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
耳
に
し
た
。

次
に
、
一
九
八
六
年
の
伊
豆
大
島
噴
火
で
約
１
カ
月
間
避
難
し
た

時
の
話
を
紹
介
し
た
い
。
最
近
の
大
規
模
な
自
然
災
害
に
よ
る
長
期

避
難
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
１
カ
月
の

避
難
と
聞
い
て
お
そ
ら
く
短
い
と
感
じ
る
方
は
多
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
１
カ
月
間
避
難
し
た
方
に
話
を
伺
っ
た
ら
、「
い
つ
終

わ
る
か
わ
か
ら
な
い
１
カ
月
だ
っ
た
か
ら
、
と
て
も
長
く
感
じ
た
。」

と
い
う
回
答
だ
っ
た
。
火
山
活
動
が
い
つ
終
わ
る
か
分
か
ら
な
い
と

い
う
の
は
、
火
山
災
害
の
特
徴
で
あ
る
。
他
の
災
害
に
お
い
て
、
お

手
上
げ
な
ほ
ど
大
き
な
被
害
の
た
め
復
旧
の
目
途
が
た
た
な
い
と
い

う
事
態
も
当
然
あ
る
が
、
火
山
災
害
の
場
合
は
、
避
難
し
て
か
ら
１

週
間
、
２
週
間
と
経
っ
て
も
、
自
然
か
ら
の
攻
撃
で
あ
る
火
山
活
動

が
お
さ
ま
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
場
合
も
多
い
の
で
、
復
旧
そ
の

も
の
が
始
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
避
難
が
長
期
に
な
る
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
か

と
い
う
と
、
生
業
の
継
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
。
そ
の
事
例
は
同
じ
伊
豆

諸
島
に
あ
る
三
宅
島
二
〇
〇
〇
年
噴
火
で
も
あ
っ
た
。
世
界
で
も
例

を
見
な
い
ほ
ど
大
量
の
火
山
ガ
ス
が
出
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
お
よ

そ
５
年
間
の
避
難
と
な
っ
た
（
写
真
２
）。「
火
山
ガ
ス
が
お
さ
ま
れ
ば

帰
島
し
て
元
の
仕
事
に
戻
れ
る
」
と
い
う
気
持
ち
と
、「
新
天
地
で
次

の
仕
事
を
探
す
」
と
い
う
両
方
の
思
い
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
前
者
の
方
が
帰
島
し
た
あ
と
に
地
場
産
業
を
再
開
し
よ
う

と
し
た
と
き
、
噴
火
前
の
卸
先
は
別
の
事
業
者
が
入
り
込
ん
で
い
て
、

事
業
の
復
旧
は
と
て
も
大
変
だ
っ
た
と
い
う
話
し
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
。
避
難
が
長
期
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
避
難
の
解
除
後
に
元
の

生
活
に
戻
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

最
後
に
、
降
灰
で
想
定
さ
れ
る
被
害
を
紹
介
す
る
。
現
在
、
国

等
に
よ
り
降
灰
に
よ
る
被
害
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
表
３
）。
そ

れ
に
よ
る
と
、
わ
ず
か
な
降
灰
で
、
車
が
運
転
で
き
な
く
な
っ
た

り
、
電
気
が
使
え
な
く
な
っ
た
り
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
都
市
で
夏
に
降
灰
が
あ
っ
た
場
合
を
考
え
て
み
る
。
ク
ー
ラ
ー

が
使
え
な
い
こ
と
に
よ
り
熱
中
症
患
者
が
増
え
る
が
救
急
車
も
動
け

な
い
。
冷
蔵
庫
の
食
べ
物
が
腐
っ
て
し
ま
い
何
か
買
い
に
行
こ
う
と

コ
ン
ビ
ニ
行
っ
て
も
物
流
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
お
り
何
も
買
え
な
い
な

ど
、
多
く
の
方
が
突
然
生
命
の
危
機
に
た
た
さ
れ
る
。
ま
た
、
電
気

を
使
っ
た
医
療
機
器
を
使
用
し
て
い
る
在
宅
医
療
者
は
停
電
が
起
き

た
ら
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
電
源
は
あ
る
程
度
あ
っ
た
と
し
て
も
、
電
気

事
業
者
が
復
旧
に
あ
た
ろ
う
と
す
る
も
そ
の
た
め
の
車
が
使
え
な
い

た
め
に
遅
々
と
し
て
復
旧
が
進
ま
な
い
な
ど
、
電
気
に
依
存
し
た
社

会
で
く
ら
す
私
た
ち
に
は
ち
ょ
っ
と
考
え
た
だ
け
で
も
恐
ろ
し
い
事

態
が
待
っ
て
い
る
。

火　山　名 噴火年 死者数（人） 被害について

クルー（インドネシア） 1586 10,000 カルデラ形成に伴って津波発生

ベスビオ（イタリア） 1631 3,500 爆発的噴火・溶岩流・火山泥流

エトナ（イタリア） 1669 20,000 地震（溶岩流で 1.7 万人が家を失う）

メラピ（インドネシア） 1672 3,000 火砕流・火山泥流

富士山（日本） 1707 不明 餓死者多数

アウ（インドネシア） 1711 3,200 火山泥流

パパンダヤン（インドネシア） 1722 2,967 山体崩壊

渡島大島（日本） 1741 >1,475 津波

浅間山（日本） 1783 1,200 火砕流・洪水

ラカギガル（アイスランド） 1783 10,000 大規模溶岩流（餓死も発生）

雲仙岳（日本） 1792 15,000 山体崩壊・津波発生

タンボラ（インドネシア） 1815 92,000 大規模噴火（餓死・病死も発生）

ガルングン（インドネシア） 1822 >4,000 火山泥流

アウ（インドネシア） 1856 2,000 火山泥流

クラカトア（インドネシア） 1883 36,417 カルデラ形成に伴って津波発生

アウ（インドネシア） 1892 1,500 火砕流・火山泥流

プレー（西インド諸島） 1902 28,000 サンピエール市に火砕流

スフリエール（西インド諸島） 1902 1,565 火砕流

クルー（インドネシア） 1919 5,000 火山泥流

ラミントン（パプアニューギニア） 1951 3,000 爆発的噴火・火砕流

アグン（インドネシア） 1963 2,000 火砕流・火山泥流

ネバドデルルイス（コロンビア） 1985 25,000 火山泥流

ニオス湖（カメルーン） 1986 1,700 火山ガス

表２　世界の火山災害事例（火山防災マップ作成指針　別冊：内閣府（防災担当）より）
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４　

火
山
災
害
へ
の
対
策

こ
の
よ
う
な
被
害
へ
の
対
策
も
、
従
来
か
ら
の
気
象
庁
に
よ
る
火

山
の
監
視
・
観
測
や
噴
火
警
報
等
の
情
報
の
高
度
化
等
、
様
々
な
検

討
が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
に
生
命
を
守
る
避
難
に
係
る
対

策
に
主
眼
を
お
い
て
紹
介
す
る
。

⑴
そ
れ
ぞ
れ
の
対
策

国
は
二
〇
一
四
年
の
御
嶽
山
噴
火
を
受
け
て
、
活
動
火
山
対
策
特

別
措
置
法
を
平
成
二
七
年
に
一
部
改
正
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
火
山

ご
と
に
、
防
災
関
係
機
関
等
か
ら
な
る
火
山
防
災
協
議
会
の
設
置
を

義
務
づ
け
、
そ
こ
で
一
連
の
警
戒
避
難
体
制
や
避
難
計
画
に
つ
い
て

協
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
各
地
で
噴
火
時
等

の
避
難
計
画
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
避
難
計

画
や
火
山
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
基
に
、
住
民
や
観
光
客
等
も
ど
こ
が

危
な
い
か
わ
か
る
よ
う
に
火
山
防
災
マ
ッ
プ
の
作
成
や
そ
の
公
表
も

進
め
ら
れ
て
お
り
、
い
ざ
と
い
う
と
き
は
、
そ
の
よ
う
な
避
難
の
た

め
の
地
図
も
見
な
が
ら
対
応
す
る
仕
組
み
の
構
築
も
火
山
ご
と
に
進

め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
登
山
者
や
観
光
客
も
含
め
た
警
戒
避
難
体
制
を
整
備
す

る
た
め
、
登
山
者
等
が
集
ま
る
拠
点
の
施
設
や
、
避
難
に
時
間
の
か

か
る
高
齢
者
等
が
利
用
す
る
施
設
に
対
し
、
利
用
者
の
安
全
確
保
の

た
め
の
避
難
確
保
計
画
と
呼
ば
れ
る
計
画
作
り
と
、
訓
練
実
施
が
義

務
付
け
ら
れ
た
。

一
方
、
国
民
の
義
務
も
従
来
ど
お
り
あ
る
。
国
の
防
災
に
係
る
法

律
で
あ
る
災
害
対
策
基
本
法
で
は
、
異
常
な
現
象
を
発
見
し
た
者
に

は
通
報
の
義
務
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
自
助
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
火
山
地
域
に
住
む
方
に
限
ら
ず
火
山
を
登
る
方
も
異
常

に
気
付
い
た
場
合
は
共
助
に
向
け
た
情
報
発
信
も
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

⑵
自
治
体
の
対
策
の
先
進
事
例（
鹿
児
島
市
）

活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
に
関
す
る
国
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

見
る
と
、
行
政
側
の
火
山
防
災
の
ゴ
ー
ル
は
避
難
計
画
の
策
定
で
あ

る
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、
生
命
の
保
全
を
考
え
た
と
き
に
は
そ
の

と
お
り
と
思
え
る
が
、
実
は
、
避
難
計
画
自
体
な
か
な
か
奥
が
深
い
。

こ
こ
で
は
筆
者
が
最
も
進
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
桜
島

火
山
を
擁
す
る
鹿
児
島
市
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

も
と
も
と
、
鹿
児
島
市
は
国
の
火
山
防
災
に
係
る
検
討
に
お
い
て

常
に
優
良
事
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
船
を
用
い
た
桜
島
か
ら

の
避
難
計
画
や
普
段
の
降
灰
処
理
、
数
十
年
と
続
く
総
合
防
災
訓
練

等
、
計
画
と
実
践
を
繰
り
返
し
て
き
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
鹿
児
島
市
は
平
成
二
七
年
の
夏
に
噴
火
警
戒
レ

ベ
ル
４
を
経
験
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
国
で
既
に
評
価
さ
れ
て
い

る
避
難
計
画
に
対
し
て
、
台
風
時
の
避
難
を
ど
う
す
る
か
、
夜
間
の

避
難
を
ど
う
す
る
か
な
ど
、
具
体
的
な
状
況
に
応
じ
た
避
難
計
画
に

進
化
さ
せ
、
さ
ら
に
住
民
や
観
光
客
の
み
な
ら
ず
ペ
ッ
ト
家
畜
の
避

難
、
ま
だ
国
も
実
施
し
て
い
な
い
大
量
軽
石
火
山
灰
の
降
下
時
に
車

が
動
け
る
か
ど
う
か
の
実
験
等
（
写
真
３
）、
独
自
の
取
組
を
繰
り
広

げ
て
い
る
。
個
人
的
に
は
こ
の
よ
う
な
取
組
が
各
地
で
広
が
り
、
避

難
計
画
の
策
定
を
ゴ
ー
ル
と
せ
ず
、
そ
の
具
体
の
検
証
や
さ
ら
な
る

危
機
対
処
に
向
け
た
取
組
の
進
化
と
深
化
を
期
待
し
た
い
。

５　

火
山
防
災
の
推
進
に
向
け
て

火
山
災
害
と
い
う
敵
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
は
、
そ
の
敵
を
知
る

た
め
の
火
山
学
的
な
知
識
は
必
須
で
あ
る
。
自
分
た
ち
の
生
命
や
財

産
を
守
る
た
め
に
は
人
任
せ
に
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
少
し
ず

つ
地
道
に
火
山
を
知
り
そ
の
対
策
を
進
め
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
我
が
国
が
正
真
正
銘
の
「
火
山
大
国
」
で

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
火
山
は
噴
火
し
て
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
の
う
え
で
、
実
際
の
火
山
や
、
噴

表３　降灰による被害例（大規模火山災害対策への提言　参考資料：内閣府（防災担当）より改変）

【降灰による被害例】

○車は 7.5cm の積灰で高速道完全閉鎖５日間（アメリカ、セントへレンズ、1980）
　（数 mm でも湿っていればスリップするおそれがある）

○鉄道は 7.5cm の積灰で鉄道が寸断した事例あり（セントへレンズ、1980）
○電力は１mm の積灰で約 3700 戸が停電した事例あり（阿蘇山、1990）
○他に、取水停止、コンピューターの故障、農作物被害、漁業、健康被害、家屋損壊、

　等の被害例がある
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火
罹
災
し
た
様
子
を
展
示
す
る
博
物
館
や
ジ
オ
パ
ー
ク
等
に
訪
れ
イ

メ
ー
ジ
を
つ
か
む
。
そ
し
て
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
有
識

者
等
の
話
を
聞
く
な
ど
し
て
、
よ
り
正
確
な
理
解
と
し
て
自
分
の
な

か
で
積
上
げ
て
い
く
こ
と
で
、
や
っ
と
火
山
災
害
か
ら
の
自
助
が
成

立
す
る
も
の
と
考
え
る
。
一
方
で
、
火
山
は
噴
火
し
て
い
な
い
期
間

が
長
い
。
そ
の
期
間
は
、
美
し
い
景
観
、
温
泉
、
そ
し
て
火
山
地
域

独
特
の
食
事
等
の
火
山
の
恵
み
を
享
受
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を

活
用
す
る
し
た
た
か
さ
を
身
に
つ
け
て
文
化
と
し
て
昇
華
し
て
い
く

こ
と
が
、
火
山
大
国
で
あ
る
日
本
に
お
い
て
、
う
ま
く
火
山
と
活
き

る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

16 

 

 

写
真
３ 

大
量
軽
石
火
山
灰
降
下
時
の
車
両
走
行
啓
開
実
験
の
様
子
（
平
成30

年 

鹿
児
島
市
） 

 ５
．
火
山
防
災
の
推
進
に
向
け
て 

 

火
山
災
害
と
い
う
敵
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
は
、
そ
の
敵
を
知
る
た
め
の
火
山
学
的
な
知
識
は
必
須
で

あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
い
く
つ
か
の
対
策
で
も
、
火
山
学
的
な
知
見
な
く
策
定
さ
れ
た
も
の
も
時
折
見
受

け
ら
れ
る
。
自
分
た
ち
の
生
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に
は
人
任
せ
に
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
少
し
ず

つ
地
道
に
火
山
を
知
り
そ
の
対
策
を
進
め
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
我
が
国

が
正
真
正
銘
の
「
火
山
大
国
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
火
山
は
噴
火
し
て
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理

解
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
の
う
え
で
、
実
際
の
火
山
や
、
噴
火
罹
災
し
た
様
子
を
展
示
す
る
博
物
館

や
ジ
オ
パ
ー
ク
等
に
訪
れ
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
。
そ
し
て
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
有
識
者
等
の

話
を
聞
く
な
ど
し
て
、
よ
り
正
確
な
理
解
と
し
て
自
分
の
な
か
で
積
上
げ
て
い
く
こ
と
で
、
や
っ
と
火
山

災
害
か
ら
の
自
助
が
成
立
す
る
も
の
と
考
え
る
。
一
方
で
、
火
山
は
噴
火
し
て
い
な
い
期
間
が
長
い
。
そ

の
期
間
は
、
美
し
い
景
観
、
温
泉
、
そ
し
て
火
山
地
域
独
特
の
食
事
等
の
火
山
の
恵
み
を
享
受
す
る
と
と

写真３　大量軽石火山灰降下時の車両走行啓開実験の様子（平成 30年鹿児島市）

は
じ
め
に

現
在
、
我
が
国
に
は
一
一
一
の
活
火
山
が
あ
り
世
界
で
も
有
数

の
火
山
国
で
あ
る
。
火
山
は
時
と
し
て
大
き
な
災
害
を
引
き
起
こ
す
。

災
害
の
要
因
と
な
る
主
な
火
山
現
象
に
は
、
大
き
な
噴
石
・
火
砕
流
・

融
雪
型
火
山
泥
流
・
溶
岩
流
・
小
さ
な
噴
石
・
火
山
灰
・
土
石
流
・

火
山
ガ
ス
等
が
あ
る
。
今
回
、
我
々
は
、
二
〇
一
八
年
一
月
二
三
日

に
発
生
し
た
本
白
根
山
噴
火
時
に
医
療
救
護
を
行
っ
た
た
め
、
そ
の

活
動
や
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

噴
火
警
戒

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
は
、
火
山
活
動
の
状
況
に
応
じ
て
「
警
戒
が
必

要
な
範
囲
」
と
防
災
機
関
や
住
民
等
の
「
と
る
べ
き
防
災
対
応
」
を
５

段
階
に
区
分
し
て
発
表
す
る
指
標
で
あ
る
。
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
が
運

用
さ
れ
て
い
る
火
山
で
は
、
平
常
時
の
う
ち
に
火
山
防
災
協
議
会
で

合
意
さ
れ
た
避
難
開
始
時
期
・
避
難
対
象
地
域
の
設
定
に
基
づ
き
、

気
象
庁
は
「
警
戒
が
必
要
な
範
囲
」
を
明
示
し
、
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル

を
付
し
て
、
地
元
の
避
難
計
画
と
一
体
的
に
噴
火
警
報
・
予
報
を
発

表
す
る
。
市
町
村
等
の
防
災
機
関
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
合
意
さ
れ
た

範
囲
に
対
し
て
迅
速
に
入
山
規
制
や
避
難
勧
告
等
の
防
災
対
応
を
と

る
こ
と
が
で
き
、
噴
火
災
害
の
軽
減
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

本
白
根
山
噴
火
災
害
時
の
医
療
救
護
体
制
に
つ
い
て

中
村
　
光
伸

前
橋
赤
十
字
病
院　

高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

集
中
治
療
科
・
救
急
科
医
師

特
集
２

：

火
山
噴
火
災
害
と
救
護

―
群
馬
県
統
合
型
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
情
報
共
有
と
課
題
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る
。
今
回
の
本
白
根
山
噴
火
は
有
史
以
来
噴
火
の
記
録
が
な
く
、
特

段
の
火
山
活
動
の
変
化
が
観
測
さ
れ
な
い
状
況
で
発
生
し
た
。
草
津

白
根
山
は
、「
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
が
運
用
さ
れ
て
い
る
火
山
」
で
あ
る

が
、
噴
火
の
可
能
性
が
最
も
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
白
根
山
（
湯

釜
付
近
）
を
中
心
に
監
視
し
て
き
た
。
噴
火
当
時
、
草
津
白
根
山
の
噴

火
警
戒
レ
ベ
ル
は
、
１
「
活
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意
」
で
あ
り
噴
火

を
事
前
に
予
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

医
療
救
護
活
動
報
告

⑴
噴
火
か
ら
医
療
救
護
班
派
遣
ま
で

平
成
三
〇
年
一
月
二
三
日
午
前
一
〇
時
一
六
分
、
群
馬
県
統
合
型

医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
「
た
か
さ
き
消
防
共
同
指
令
」
か
ら
の

メ
ー
ル
を
受
信
。
内
容
は
「
草
津
白
根
山
噴
火　

ス
キ
ー
客
多
数
負

傷
」
と
あ
っ
た
。
群
馬
県
基
幹
災
害
拠
点
病
院
で
あ
る
前
橋
赤
十
字

病
院
は
、
一
〇
時
二
〇
分
、
院
内
災
害
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
、
情

報
収
集
と
医
療
救
護
班
派
遣
の
準
備
を
開
始
し
た
。
当
初
、「
雪
崩

で
負
傷
者
多
数
」
と
い
う
情
報
で
あ
り
、
消
防
が
傷
病
者
を
救
助
し

た
後
に
必
ず
医
療
が
必
要
と
な
る
と
予
測
し
て
い
た
。
一
〇
時
三
九

分
、
噴
火
を
病
院
が
認
知
し
て
か
ら
二
三
分
後
に
前
橋
赤
十
字
病
院

医
療
救
護
班
第
一
班
が
病
院
救
急
車
で
草
津
方
面
に
出
発
し
た
。
こ

の
時
点
で
は
、
ど
こ
に
向
か
う
か
は
決
定
し
て
し
な
か
っ
た
。
そ
の

後
、
医
療
救
護
班
の
参
集
場
所
を
災
害
地
点
に
最
も
近
い
医
療
機
関

で
あ
る
西
吾
妻
福
祉
病
院
と
し
、
一
一
時
七
分
、
県
は
群
馬
県
内
の

災
害
拠
点
病
院
に
医
療
救
護
班
の
出
動
を
指
示
。
噴
火
時
も
雲
が
低

く
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
を
出
動
さ
せ
る
判
断
に
迷
っ
て
い
た
が
、
一
一
時

一
一
分
、
天
候
の
回
復
と
と
も
に
医
療
救
護
班
第
二
班
は
ド
ク
タ
ー

ヘ
リ
で
出
動
。
複
数
の
医
療
機
関
か
ら
医
療
救
護
班
の
出
動
が
あ
る

こ
と
、
お
よ
び
発
災
害
地
点
が
長
野
県
と
の
県
境
で
あ
る
こ
と
、
傷

病
者
数
に
よ
っ
て
は
他
県
へ
の
医
療
搬
送
が
必
要
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
た
め
、
県
庁
内
に
医
療
本
部
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断

し
、
一
一
時
一
五
分
、
医
療
救
護
班
第
三
班
が
県
庁
に
出
発
し
た
。

⑵
傷
病
者
受
け
入
れ
か
ら
後
方
搬
送

前
橋
赤
十
字
病
院
医
療
救
護
班
第
二
班
（
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
で
出
動
）
は
、

一
一
時
四
四
分
に
、
第
一
班
は
一
一
時
五
二
分
に
西
吾
妻
福
祉
病
院

に
到
着
、
西
吾
妻
福
祉
病
院
内
に
医
療
活
動
拠
点
本
部
を
設
置
し
た
。

医
療
活
動
拠
点
本
部
に
消
防
・
警
察
の
方
々
に
も
参
画
し
て
頂
き
合

同
救
護
本
部
と
し
た
（
写
真
１
）。

一
二
時
五
分
、
第
三
班
は
県
庁
に
到
着
し
群
馬
県
医
療
本
部
を
設

置
、
群
馬
県
か
ら
栃
木
県
に
栃
木
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
応
援
を
依
頼

し
許
可
を
得
た
。
す
べ
て
の
傷
病
者
を
一
度
、
西
吾
妻
福
祉
病
院
に

医療機関から医療救護班の出動があること、および発災害地点が長野県との県境であること、傷病者数

によっては他県への医療搬送が必要である可能性があるため、県庁内に医療本部を設置する必要がある

と判断し、11 時 15 分、医療救護班第 3班が県庁に出発した。 

 

＜傷病者受け入れから後方搬送＞ 

前橋赤十字病院医療救護班第 2班（ドクターヘリで出動）は、11 時 44 分に、第 1班は 11 時 52 分に西

吾妻福祉病院に到着、西吾妻福祉病院内に医療活動拠点本部を設置した。医療活動拠点本部に消防・警

察の方々にも参画して頂き合同救護本部とした（写真 3）。 

 

写真 3   合同救護本部  
 

12 時 5 分、第 3 班は県庁に到着し群馬県医療本部を設置、群馬県から栃木県に栃木県ドクターヘリの

応援を依頼し許可を得た。すべての傷病者を一度、西吾妻福祉病院に搬送し初期治療を行った後に、入

院治療が必要と判断とされた場合は、適切な医療機関へ搬送する方針とし，消防ともその方針を共有し

た。 

西吾妻福祉病院救急外来には、12 時 10 分、赤タグの傷病者が搬送された。同病院職員と参集した医療

救護班により治療が開始された。その後、続々と傷病者が搬送された。初期治療を行った後、参集した

医療救護班の搬送車両やドクターヘリにて県内の医療機関に搬送した（表 1）。 

群馬県の初動体制（発災～救護班出動）
　09：57　草津本白根噴火

　10：16　群馬県統合型医療情報システムに災害情報あり

　10：17　前橋赤十字病院情報収集チーム立ち上げ

　10：20　前橋赤十字病院災害対策本部立ち上げ

　10：30　日本 DMAT 事務局に連絡

　10：39　前橋赤十字病院初動救護班第 1 班出動（陸路）

　11：07　群馬県は県下災害拠点病院に救護班の出動を指示

　11：11　前橋赤十字病院初動救護班第 2 班出動（ドクターヘリ）

　11：15　前橋赤十字病院初動救護班第 3 班出動⇒県庁へ

図１　噴火から医療救護班派遣まで　　　　　　　　　

写真１　合同救護本部
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表 1 

№ カテゴリ 年齢 性別 傷病名 搬送先 搬送手段
1 赤 49 男性 外傷CPA 西吾妻福祉病院
2 赤 29 男性 骨盤骨折・ショック・腎損傷 前橋赤十字病院 群馬県ドクターヘリ
3 赤 49 男性 頭部・顔面外傷・側関節骨折 浅間総合病院 消防救急車
4 赤 38 男性 右気胸・腸間膜損傷 群馬大学医学部附属病院 栃木県ドクターヘリ
5 黄 79 男性 脳震盪・右血気胸 原町赤十字病院 消防救急車
6 黄 22 男性 右肩甲骨骨折・頸椎骨折 高崎総合医療センター 高崎総合医療センター救急車

7 黄 33 男性 下腿開放骨折・左大腿挫創 群馬県済生会前橋病院 済生会前橋病院救急車

8 緑 60 男性 左前腕挫創 西吾妻福祉病院 （帰宅）
9 緑 28 女性 左下腿打撲 西吾妻福祉病院 （帰宅）
10 緑 33 男性 打撲擦過傷 西吾妻福祉病院 （帰宅）
11 緑 60 男性 下腿挫創・左手切創 西吾妻福祉病院 （帰宅）
12 緑 59 女性 顔面挫創 西吾妻福祉病院 （帰宅）  

 
 

 

 

 

 

消防と相談し、消防の拠点である天狗山第 5 駐車場およびロープウェイ山麓駅にも医療救護班の派遣

を行った（写真 4，5）。 

 

 

 

写真４ 天狗山第５駐車場  

表 1 

№ カテゴリ 年齢 性別 傷病名 搬送先 搬送手段
1 赤 49 男性 外傷CPA 西吾妻福祉病院
2 赤 29 男性 骨盤骨折・ショック・腎損傷 前橋赤十字病院 群馬県ドクターヘリ
3 赤 49 男性 頭部・顔面外傷・側関節骨折 浅間総合病院 消防救急車
4 赤 38 男性 右気胸・腸間膜損傷 群馬大学医学部附属病院 栃木県ドクターヘリ
5 黄 79 男性 脳震盪・右血気胸 原町赤十字病院 消防救急車
6 黄 22 男性 右肩甲骨骨折・頸椎骨折 高崎総合医療センター 高崎総合医療センター救急車

7 黄 33 男性 下腿開放骨折・左大腿挫創 群馬県済生会前橋病院 済生会前橋病院救急車

8 緑 60 男性 左前腕挫創 西吾妻福祉病院 （帰宅）
9 緑 28 女性 左下腿打撲 西吾妻福祉病院 （帰宅）
10 緑 33 男性 打撲擦過傷 西吾妻福祉病院 （帰宅）
11 緑 60 男性 下腿挫創・左手切創 西吾妻福祉病院 （帰宅）
12 緑 59 女性 顔面挫創 西吾妻福祉病院 （帰宅）  

 
 

 

 

 

 

消防と相談し、消防の拠点である天狗山第 5 駐車場およびロープウェイ山麓駅にも医療救護班の派遣

を行った（写真 4，5）。 

 

 

 

写真４ 天狗山第５駐車場  
搬
送
し
初
期
治
療
を
行
っ
た
後
に
、
入
院
治
療
が
必
要
と
判
断
と
さ

れ
た
場
合
は
、
適
切
な
医
療
機
関
へ
搬
送
す
る
方
針
と
し
、
消
防
と

も
そ
の
方
針
を
共
有
し
た
。

西
吾
妻
福
祉
病
院
救
急
外
来
に
は
、
一
二
時
一
〇
分
、
赤
タ
グ
の

傷
病
者
が
搬
送
さ
れ
た
。
同
病
院
職
員
と
参
集
し
た
医
療
救
護
班
に

よ
り
治
療
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
続
々
と
傷
病
者
が
搬
送
さ
れ

た
。
初
期
治
療
を
行
っ
た
後
、
参
集
し
た
医
療
救
護
班
の
搬
送
車
両

や
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
に
て
県
内
の
医
療
機
関
に
搬
送
し
た
（
表
１
）。

消
防
と
相
談
し
、
消
防
の
拠
点
で
あ
る
天
狗
山
第
五
駐
車
場
お
よ

び
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
山
麓
駅
に
も
医
療
救
護
班
の
派
遣
を
行
っ
た
（
写

真
２
、３
）。

⑶
山
頂
駅
に
残
さ
れ
た
方
々
の
救
出

一
三
時
三
六
分
、
群
馬
県
医
療
本
部
か
ら
西
吾
妻
福
祉
病
院
の
医

療
活
動
拠
点
本
部
に
山
頂
に
残
さ
れ
た
方
々
の
情
報
に
つ
い
て
調
査

す
る
こ
と
を
指
示
。
そ
の
後
、
総
数
は
八
一
名
で
緊
急
性
の
あ
る
病

態
の
方
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
プ
ウ
ェ

イ
は
動
か
せ
ず
、
山
麓
ま
で
降
ろ
す
手
段
に
難
渋
し
て
い
た
。
結
局
、

一
五
名
の
方
々
を
自
衛
隊
ヘ
リ
で
天
狗
山
第
五
駐
車
場
に
降
ろ
し
、

六
六
名
の
方
々
を
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
で
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
山
麓
駅
に
降

ろ
し
た
。
二
カ
所
に
医
療
救
護
班
を
配
置
し
、
ト
リ
ア
ー
ジ
を
実

写真 5 ロープウェイ山麓駅  
 

＜山頂駅に残された方々の救出＞ 

13 時 36 分、群馬県医療本部から西吾妻福祉病院の医療活動拠点本部に山頂に残された方々の情報につ

いて調査することを指示。その後、総数は 81 名で緊急性のある病態の方はいないということであった。

しかし、ロープウェイは動かせず、山麓まで降ろす手段に難渋していた。結局、15 名の方々を自衛隊ヘ

リで天狗山第 5 駐車場に降ろし、66 名の方々をスノーモービルでロープウェイ山麓駅に降ろした。2 カ

所に医療救護班を配置し、トリアージを実施、2名の方に医療介入が必要と判断し西吾妻福祉病院に搬送

した。18 時 30 分、山頂駅から全員救出となった。 

 

＜撤収＞ 

西吾妻福祉病院に搬送された傷病者は 12 名。内訳は、赤 4名、黄色 3名、緑 5名であった。合同救護

本部で各組織とミーティングを行った後、19 時 38 分、医療活動拠点本部を撤収した。 

 

考察 

 

本白根山噴火に関わる医療救護活動について CSCATTT に基づき考察を行う。局地災害と広域災害の明

確な定義はないが、今回の災害では広範囲での電気やガス、水道などのライフラインに影響がなかった

ことから局地災害として扱うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

表１　患者一覧表

写真２　天狗山第５駐車場

写真３　ロープウェイ山麓駅
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施
、
二
名
の
方
に
医
療
介
入
が
必
要
と
判
断
し
西
吾
妻
福
祉
病
院
に

搬
送
し
た
。
一
八
時
三
〇
分
、
山
頂
駅
か
ら
全
員
救
出
と
な
っ
た
。

⑷
撤　
収

西
吾
妻
福
祉
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
傷
病
者
は
一
二
名
。
内
訳
は
、

赤
四
名
、
黄
色
三
名
、
緑
五
名
で
あ
っ
た
。
合
同
救
護
本
部
で
各
組

織
と
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
後
、
一
九
時
三
八
分
、
医
療
活
動
拠

点
本
部
を
撤
収
し
た
。

考　

察

本
白
根
山
噴
火
に
関
わ
る
医
療
救
護
活
動
に
つ
い
てCSCATTT

に
基
づ
き
考
察
を
行
う
。
局
地
災
害
と
広
域
災
害
の
明
確
な
定
義
は

な
い
が
、
今
回
の
災
害
で
は
広
範
囲
で
の
電
気
や
ガ
ス
、
水
道
な
ど

の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
影
響
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
局
地
災
害
と
し
て

扱
う
こ
と
と
す
る
。

⑴
指
揮
統
制
＝C

om
m

and &
 C

ontrol

ま
ず
、
指
揮
命
令
系
統
、
縦
の
関
係
で
あ
る
。
地
震
な
ど
の
広
域

災
害
時
に
は
、
県
庁
に
保
健
医
療
調
整
本
部
を
設
置
し
、
災
害
医
療

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
中
心
に
保
健
・
福
祉
・
医
療
の
調
整
を
行
う
。

ま
た
、
局
地
災
害
で
あ
っ
て
も
複
数
の
災
害
拠
点
病
院
か
ら
医
療
救

護
班
が
出
動
す
る
場
合
や
、
複
数
の
組
織
が
関
わ
る
場
合
、
近
隣
県

に
応
援
を
依
頼
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
県
庁
内
に
医
療
本

部
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
回
は
、
県
下
の
災
害
拠
点
病
院
に

医
療
救
護
班
出
動
の
指
示
を
行
っ
た
こ
と
、
災
害
地
点
が
長
野
県
と

の
県
境
で
あ
っ
た
こ
と
、
活
動
開
始
の
時
点
で
多
数
の
傷
病
者
が
予

測
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
県
庁
内
に
医
療
本
部
を
設
置
し
た
。

局
地
災
害
で
あ
れ
ば
、
災
害
地
点
に
近
い
安
全
な
場
所
に
救
護
所

を
設
置
し
、
医
療
救
護
班
を
投
入
し
初
期
治
療
を
行
っ
た
後
に
医
療

機
関
に
搬
送
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
災
害
地
点
に
最
も
近
い

施
設
で
救
護
所
を
設
置
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
山
麓

駅
は
「
噴
石
へ
の
警
戒
が
必
要
な
範
囲
」
と
さ
れ
る
二
㎞
ぎ
り
ぎ
り
の

地
点
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
消
防
が
参
集
し
て
い
る
天
狗
山
第
五
駐
車

場
に
救
護
所
を
設
置
す
る
こ
と
も
検
討
し
た
が
、
当
初
、「
雪
崩
に

巻
き
込
ま
れ
傷
病
者
多
数
」
と
の
情
報
で
あ
っ
た
た
め
、
屋
外
で
の

医
療
介
入
よ
り
も
設
備
の
あ
る
医
療
機
関
で
の
初
期
治
療
が
有
効
で

あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
災
害
地
点
に
最
も
近
い
医
療
機
関
を

医
療
の
活
動
拠
点
と
定
め
た
。

医
療
活
動
拠
点
本
部
を
設
置
し
、
傷
病
者
の
受
け
入
れ
体
制
を
整

え
た
う
え
で
医
療
救
護
班
の
到
着
を
待
ち
、
さ
ら
に
災
害
地
点
に
近

い
場
所
で
の
医
療
介
入
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
、
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ

＜指揮・統制＝Command ＆Control（図 3）＞ 

 

図 3 
  

まず、指揮命令系統、縦の関係である。地震などの広域災害時には、県庁に保健医療調整本部を設置し、

災害医療コーディネーターを中心に保健・福祉・医療の調整を行う。また、局地災害であっても複数の

災害拠点病院から医療救護班が出動する場合や、複数の組織が関わる場合、近隣県に応援を依頼する可

能性がある場合には、県庁内に医療本部を設置する必要がある。今回は、県下の災害拠点病院に医療救

護班出動の指示を行ったこと、災害地点が長野県との県境であったこと、活動開始の時点で多数の傷病

者が予測されたことなどから県庁内に医療本部を設置した。 

局地災害であれば、災害地点に近い安全な場所に救護所を設置し、医療救護班を投入し初期治療を行

った後に医療機関に搬送することが多い。しかし、災害地点に最も近い施設で救護所を設置できる可能

性のあるロープウェイ山麓駅は「噴石への警戒が必要な範囲」とされる 2 ㎞ぎりぎりの地点であったこ

とや、消防が参集している天狗山第 5駐車場に救護所を設置することも検討したが、当初、「雪崩に巻き

込まれ傷病者多数」との情報であったため、屋外での医療介入よりも設備のある医療機関での初期治療

が有効であると判断したことから、災害地点に最も近い医療機関を医療の活動拠点と定めた。 

医療活動拠点本部を設置し、傷病者の受け入れ体制を整えたうえで医療救護班の到着を待ち、さらに

災害地点に近い場所での医療介入が必要であると判断し、ロープウェイ山麓駅と天狗山第 5 駐車場に医

療救護班の派遣を行った。 

県庁（医療本部）-西吾妻福祉病院（医療活動拠点本部）-ロープウェイ山麓駅・天狗山第 5 駐車場（

現場指揮所）という指揮命令系統はしっかり形作ることが出来た。 

次に横の連携であるが、県庁レベルでは、災害地点が長野県との県境であることから傷病者搬送を長

野県側に行わざるを得ない可能性を含め、長野県庁との連携を図った。また、傷病者の搬送や医療機関

からの後方搬送の手段としてドクターヘリが有効であるため、栃木県ドクターヘリへの協力依頼を目的

に栃木県庁との連携を図った。しかし、山頂の取り残された方々の救出方法について、自衛隊機を用い

た空路搬送を行うのか、それともスノーモービルを用いた陸路搬送なのかの情報が医療とその他の組織

で共有できず一時的に混乱したが最終的には事故なく全員救出し得た。 

活動拠点本部レベルでは、西吾妻福祉病院に設置した医療活動拠点本部が合同救護本部となり、消防

や警察との連携、情報共有を図ることが出来た（写真 3）。 

また、天狗山第５駐車場やロープウェイ山麓駅では、消防、警察、自衛隊と連携し、傷病者や山頂駅

から救出された方々のトリアージを行うことが出来た（写真 4，5）。 

 

＜安全＝Safety＞ 

図３　指揮・統制＝Command＆ Control

山
麓
駅
と
天
狗
山
第
五
駐
車
場
に
医
療
救
護
班
の
派
遣
を
行
っ
た
。

県
庁
（
医
療
本
部
）-

西
吾
妻
福
祉
病
院
（
医
療
活
動
拠
点
本
部
）-

ロ
ー

プ
ウ
ェ
イ
山
麓
駅
・
天
狗
山
第
五
駐
車
場
（
現
場
指
揮
所
）
と
い
う
指

揮
命
令
系
統
は
し
っ
か
り
形
作
る
こ
と
が
出
来
た
。

次
に
横
の
連
携
で
あ
る
が
、
県
庁
レ
ベ
ル
で
は
、
災
害
地
点
が

長
野
県
と
の
県
境
で
あ
る
こ
と
か
ら
傷
病
者
搬
送
を
長
野
県
側
に
行

わ
ざ
る
を
得
な
い
可
能
性
を
含
め
、
長
野
県
庁
と
の
連
携
を
図
っ
た
。

ま
た
、
傷
病
者
の
搬
送
や
医
療
機
関
か
ら
の
後
方
搬
送
の
手
段
と
し

て
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
が
有
効
で
あ
る
た
め
、
栃
木
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
へ

の
協
力
依
頼
を
目
的
に
栃
木
県
庁
と
の
連
携
を
図
っ
た
。
し
か
し
、

山
頂
の
取
り
残
さ
れ
た
方
々
の
救
出
方
法
に
つ
い
て
、
自
衛
隊
機
を

用
い
た
空
路
搬
送
を
行
う
の
か
、
そ
れ
と
も
ス
ノ
ー
モ
ー
ビ
ル
を
用

い
た
陸
路
搬
送
な
の
か
の
情
報
が
医
療
と
そ
の
他
の
組
織
で
共
有
で

き
ず
一
時
的
に
混
乱
し
た
が
最
終
的
に
は
事
故
な
く
全
員
救
出
し
得

た
。活

動
拠
点
本
部
レ
ベ
ル
で
は
、
西
吾
妻
福
祉
病
院
に
設
置
し
た
医

療
活
動
拠
点
本
部
が
合
同
救
護
本
部
と
な
り
、
消
防
や
警
察
と
の
連

携
、
情
報
共
有
を
図
る
こ
と
が
出
来
た
（
写
真
１
）。

ま
た
、
天
狗
山
第
５
駐
車
場
や
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
山
麓
駅
で
は
、
消

防
、
警
察
、
自
衛
隊
と
連
携
し
、
傷
病
者
や
山
頂
駅
か
ら
救
出
さ
れ

た
方
々
の
ト
リ
ア
ー
ジ
を
行
う
こ
と
が
出
来
た
（
写
真
２
、３
）。
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⑵
安
全
＝Safety

災
害
対
応
の
中
で
最
も
配
慮
が
必
要
で
あ
る
の
は
『
安
全
』
で
あ

る
。
今
回
の
噴
火
災
害
の
場
合
、
再
噴
火
の
可
能
性
が
あ
り
救
助
者

が
噴
石
に
よ
り
受
傷
す
る
二
次
災
害
は
絶
対
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
災
害
現
場
で
出
来
る
だ
け
早
く
医
療
介
入
を
す
る
の
で
は
あ

れ
ば
、
災
害
現
場
か
ら
よ
り
近
い
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
近

け
れ
ば
近
い
ほ
ど
二
次
災
害
を
受
け
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。『
ど

こ
ま
で
現
場
ま
で
近
づ
け
る
の
か
』、
こ
れ
が
今
回
の
鍵
で
あ
っ
た
。

図
４
の
示
す
よ
う
に
噴
火
口
か
ら
二
㎞
の
範
囲
は
噴
石
に
よ
る
被
害

の
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
医
療
救
護
班
の
派
遣
は
二
㎞
以
上
離
れ
て

い
る
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
山
麓
駅
ま
で
と
し
た
。

ま
た
、
山
頂
駅
に
取
り
残
さ
れ
た
方
々
の
安
全
に
つ
い
て
も
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
山
頂
駅
は
停
電
し
て
お
り
冬
季
で
あ
る

た
め
か
な
り
寒
い
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
。
そ
ん
な
山
頂
駅
で
一
晩
を

越
す
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
、
同
日
中
の
救
出
が
望
ま
れ
た
。
ま
た
、

救
出
後
の
医
療
介
入
が
必
要
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
医
療
救
護

班
を
派
遣
し
た
。
八
一
名
の
救
出
者
の
中
で
二
名
の
医
療
介
入
が
必

要
で
あ
る
方
が
お
り
、
西
吾
妻
福
祉
病
院
で
診
療
に
引
き
継
ぐ
こ
と

が
出
来
た
。

⑶
情
報
伝
達
＝C

om
m

unication

災
害
に
対
応
す
る
場
合
に
、
ま
ず
は
各
機
関
の
ス
イ
ッ
チ
を
入

れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
群
馬
県
は
二
〇
一
二
年
四
月
二
九
日
の

関
越
道
バ
ス
事
故
時
の
医
療
救
護
班
派
遣
が
遅
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

災
害
発
生
時
に
関
係
機
関
が
迅
速
に
情
報
共
有
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
た
。
そ
れ
が
群
馬
県
統
合
型
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

『
災
害
発
生
通
報
』
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
メ
ー
ル
機
能
に
よ
り
、

今
回
は
発
災
も
し
く
は
消
防
が
災
害
を
覚
知
し
て
か
ら
ほ
ぼ
タ
イ
ム

ラ
グ
な
く
医
療
に
ス
イ
ッ
チ
が
入
る
こ
と
が
出
来
た
（
表
２
）。

広
域
災
害
時
の
情
報
共
有
ツ
ー
ル
と
し
て
広
域
災
害
救
急
医
療

情
報
シ
ス
テ
ム
（Em

ergency M
edical Inform

ation System
: EM

IS

）
が
あ
る
。

広
域
災
害
時
に
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
病
院
の
被
害
状
況
や
医
療
救

護
班
情
報
を
入
力
し
全
国
の
医
療
機
関
等
で
情
報
共
有
を
行
う
こ
と

が
出
来
る
。

群
馬
県
で
は
局
地
災
害
時
に
は
、
統
合
型
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム

の
災
害
発
生
通
報
等
の
災
害
医
療
メ
ニ
ュ
ー
を
使
用
し
て
情
報
共
有

を
行
い
、
広
域
災
害
時
に
は
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
に
入
力
を
行
う
こ
と
を
共
通

概
念
と
し
て
訓
練
を
行
っ
て
き
た
。
今
回
の
災
害
は
、
発
災
時
、
広

範
囲
で
の
電
気
や
ガ
ス
、
水
道
な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
影
響
が
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
局
地
災
害
対
応
と
し
、
群
馬
県
統
合
型
医
療
情
報

シ
ス
テ
ム
を
情
報
共
有
ツ
ー
ル
と
し
て
使
用
開
始
し
た
。
し
か
し
、

 災害対応の中で最も配慮が必要であるのは『安全』である。今回の噴火災害の場合、再噴火の可能性

があり救助者が噴石により受傷する二次災害は絶対に避けなければならない。災害現場で出来るだけ早

く医療介入をするのではあれば、災害現場からより近いことが望ましい。しかし、近ければ近いほど二

次災害を受ける可能性が高くなる。『どこまで現場まで近づけるのか』、これが今回の鍵であった。図 4

の示すように噴火口から 2 ㎞の範囲は噴石による被害の恐れがあったため、医療救護班の派遣は 2km 以

上離れているロープウェイ山麓駅までとした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/list/201802/CK2018022402000165.html  

 

 

 

 また、山頂駅に取り残された方々の安全についても考えなければならなかった。山頂駅は停電してお

り冬季であるためかなり寒いことが予測された。そんな山頂駅で一晩を越すことは不可能と考え、同日

中の救出が望まれた。また、救出後の医療介入が必要かどうかを確認するため医療救護班を派遣した。

81 名の救出者の中で 2 名の医療介入が必要である方がおり、西吾妻福祉病院で診療に引き継ぐことが出

来た。 

 

＜情報伝達＝Communication＞ 

 災害に対応する場合に、まずは各機関のスイッチを入れることが必要である。群馬県は 2012 年 4 月 29

日の関越道バス事故時の医療救護班派遣が遅くなったことから、災害発生時に関係機関が迅速に情報共

有できるシステムを導入した。それが群馬県統合型医療情報システムによる『災害発生通報』である。

このシステムのメール機能により、今回は発災もしくは消防が災害を覚知してからほぼタイムラグなく

医療にスイッチが入ることが出来た（表 2）。 

図４
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/list/201802/CK2018022402000165.html

表２表 2 

 
 

 

 

 広域災害時の情報共有ツールとして広域災害救急医療情報システム（Emergency Medical Information 

System：EMIS）がある。広域災害時には、このシステムに病院の被害状況や医療救護班情報を入力し全

国の医療機関等で情報共有を行うことが出来る。 

群馬県では局地災害時には、統合型医療情報システムの災害発生通報等の災害医療メニューを使用し

て情報共有を行い、広域災害時には EMIS に入力を行うことを共通概念として訓練を行ってきた。今回の

災害は、発災時、広範囲での電気やガス、水道などのライフラインに影響がなかったことから局地災害

対応とし、群馬県統合型医療情報システムを情報共有ツールとして使用開始した。しかし、長野県や栃

木県、東京立川の災害医療センター内にある DMAT 事務局も関与して頂いたことにより、他県では閲覧す

ることすら出来ない群馬県統合型医療情報システムを使い続けるよりもEMISを使用することが有効であ

ると判断し群馬県統合型医療情報システムから EMIS への運用変更を行った。この変更が医療機関や医療

救護班に共有できず、消防や警察への情報提供に遅れが出てしまった。西吾妻福祉病院に医療の活動拠

点本部を設置したことが、発災当初は消防に伝わっていなかったことが後日判明した。 

 

＜評価＝Assessment＞ 

 得られた情報から行動を計画し実行、その後の情報で計画を変更していく必要がある。情報の種類は

『METHANE』で表現される。 

・M：My call sign / Major Incident・・・まず名乗り，災害の宣言 

・E：Exact location・・・正確な位置・座標． 

・T：Type of incident・・・災害の種別． 

・H：Hazard・・・現場活動における危険性の情報． 

・A：Access・・・現場までの経路と手段． 

・N：Number of casualties・・・傷病者数． 

・E：Emergency services present and required・・・緊急対応機関の現況と今後の必要性 

今回の災害において、医療対応として判断に苦慮したのが、Type であった。当初、雪崩に巻き込まれ

たという情報であったため、外傷＜体温管理が主であると考えていたが，搬送された傷病者はほぼ全員

噴石による外傷であった。 

次に再噴火の可能性、つまり Hazard についてであるが、後日、山頂駅にいらっしゃった火山の専門家

に話を伺う機会があった。その専門家によると、噴煙の色と火山性地震、微動の減少により今後、再噴

火の可能性が少ないことは予測できていたと言う。その情報は医療側には伝わっていなかった。しかし、
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長
野
県
や
栃
木
県
、
東
京
立
川
の
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
る
Ｄ

Ｍ
Ａ
Ｔ
事
務
局
も
関
与
し
て
頂
い
た
こ
と
に
よ
り
、
他
県
で
は
閲
覧

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
群
馬
県
統
合
型
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
を
使
い

続
け
る
よ
り
も
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
を
使
用
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
判
断

し
群
馬
県
統
合
型
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
か
ら
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
へ
の
運
用
変

更
を
行
っ
た
。
こ
の
変
更
が
医
療
機
関
や
医
療
救
護
班
に
共
有
で
き

ず
、
消
防
や
警
察
へ
の
情
報
提
供
に
遅
れ
が
出
て
し
ま
っ
た
。
西
吾

妻
福
祉
病
院
に
医
療
の
活
動
拠
点
本
部
を
設
置
し
た
こ
と
が
、
発
災

当
初
は
消
防
に
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
後
日
判
明
し
た
。

⑷
評
価
＝Assessm

ent

得
ら
れ
た
情
報
か
ら
行
動
を
計
画
し
実
行
、
そ
の
後
の
情
報
で
計

画
を
変
更
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
情
報
の
種
類
は
『M

ETH
AN

E

』

で
表
現
さ
れ
る
。

・M
 : M

y call sign / M
ajor Incident

…
…
ま
ず
名
乗
り
、
災
害
の
宣
言

・E :  Exact location

…
…
正
確
な
位
置
・
座
標
．

・T : Type of incident

…
…
災
害
の
種
別
．

・H
 : H

azard

…
…
現
場
活
動
に
お
け
る
危
険
性
の
情
報
．

・A : Access

…
…
現
場
ま
で
の
経
路
と
手
段
．

・N
 : N

um
ber of casualties

…
…
傷
病
者
数
．

・E : Em
ergency services present and required

…
…
緊
急
対
応
機
関

の
現
況
と
今
後
の
必
要
性

今
回
の
災
害
に
お
い
て
、
医
療
対
応
と
し
て
判
断
に
苦
慮
し
た
の

が
、Type

で
あ
っ
た
。
当
初
、
雪
崩
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
い
う
情
報

で
あ
っ
た
た
め
、
外
傷
よ
り
も
体
温
管
理
が
主
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
が
、
搬
送
さ
れ
た
傷
病
者
は
ほ
ぼ
全
員
噴
石
に
よ
る
外
傷
で
あ
っ

た
。次

に
再
噴
火
の
可
能
性
、
つ
ま
りH

azard

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

後
日
、
山
頂
駅
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
火
山
の
専
門
家
に
話
を
伺
う
機

会
が
あ
っ
た
。
そ
の
専
門
家
に
よ
る
と
、
噴
煙
の
色
と
火
山
性
地
震
、

微
動
の
減
少
に
よ
り
今
後
、
再
噴
火
の
可
能
性
が
少
な
い
こ
と
は
予

測
で
き
て
い
た
と
言
う
。
そ
の
情
報
は
医
療
側
に
は
伝
わ
っ
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
情
報
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
安
全
性
を

優
先
し
、
山
頂
駅
ま
で
の
医
療
救
護
班
を
派
遣
す
る
こ
と
は
無
か
っ

た
と
考
え
る
。

最
後
にN

um
ber of casualties

で
あ
る
。
実
は
、
一
四
時
二
〇
分

の
時
点
で
一
〇
名
の
傷
病
者
の
受
け
入
れ
、
お
よ
び
後
方
搬
送
開
始

が
終
了
し
、
山
頂
駅
に
取
り
残
さ
れ
た
方
々
の
医
療
介
入
が
少
な
い

と
い
う
情
報
を
得
て
い
た
た
め
、
活
動
拠
点
本
部
を
担
う
医
療
救
護

班
の
み
残
し
、
西
吾
妻
福
祉
病
院
に
参
集
し
た
医
療
救
護
班
を
解
散
、

撤
収
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
後
、
山
頂
駅
に
取
り
残
さ
れ
た
方
々
の
救

出
が
開
始
さ
れ
た
。
山
頂
駅
に
取
り
残
さ
れ
た
方
々
が
再
噴
火
等
で

全
員
が
被
害
者
に
な
っ
て
い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

 ⑸
ト
リ
ア
ー
ジ
＝Triage

噴
石
に
よ
り
受
傷
さ
れ
た
一
〇
名
の
方
々
の
現
場
か
ら
の
搬
送
順

番
等
に
つ
い
て
は
、
西
吾
妻
福
祉
病
院
の
活
動
拠
点
本
部
が
記
録
し

た
時
系
列
か
ら
考
察
す
る
と
、
緊
急
度
、
重
症
度
の
高
い
傷
病
者
か

ら
搬
送
さ
れ
て
い
た
。
現
場
で
の
ト
リ
ア
ー
ジ
は
非
常
に
精
度
の
高

い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

ま
た
、
山
頂
駅
か
ら
救
出
さ
れ
た
方
々
の
医
療
介
入
が
必
要
で

あ
る
か
の
ト
リ
ア
ー
ジ
を
消
防
、
警
察
、
医
療
で
協
力
し
て
行
っ
た
。

そ
の
中
で
二
名
、
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
西
吾
妻
福
祉
病
院
に
受

診
し
て
頂
い
た
。

⑹
治
療
＝Treatm

ent

ま
ず
、
医
療
介
入
を
ど
こ
の
時
点
か
ら
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
の

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
噴
石
に
よ
る
外
傷
が
主
病
態
で
あ
る
た
め
、

気
道
（
Ａ
）
や
呼
吸
（
Ｂ
）、
循
環
（
Ｃ
）
や
意
識
（
Ｄ
）
に
異
常
を
来
す
可

能
性
が
高
い
。
出
来
る
限
り
早
期
医
療
介
入
を
行
え
る
こ
と
が
死
亡

や
後
遺
症
発
生
を
減
ら
す
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
今
回
は
、
現
場
に

最
も
近
い
医
療
機
関
で
あ
る
西
吾
妻
福
祉
病
院
を
傷
病
者
の
搬
送
先

と
設
定
し
た
。
現
場
か
ら
同
病
院
ま
で
は
約
一
五
㎞
、
搬
送
時
間
は

二
五-

三
〇
分
程
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
山

麓
駅
や
天
狗
山
第
五
駐
車
場
に
救
護
所
を
設
置
し
、
そ
こ
で
医
療
介

入
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
三
〇
分
早
く
処
置
を
始
め
ら
れ
る
一
方
で
、

資
器
材
の
不
足
、
慣
れ
な
い
環
境
で
十
分
な
医
療
が
行
え
た
か
ど
う

か
は
不
明
確
で
あ
る
。
医
療
機
関
で
あ
る
た
め
医
療
資
材
は
豊
富
に

あ
り
、
診
療
を
行
い
や
す
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
あ
っ
た
。
ま
た

発
災
当
初
は
、
雪
崩
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
い
う
情
報
で
あ
っ
た
た
め
、

体
温
管
理
と
い
う
点
で
屋
外
よ
り
も
医
療
機
関
が
望
ま
し
い
と
考
え

た
が
、
体
温
管
理
よ
り
も
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
に
対
す
る
蘇
生
が
メ
イ
ン
と
判

明
し
た
時
点
で
現
場
か
ら
医
療
介
入
が
出
来
る
医
療
救
護
班
を
派
遣

す
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

⑺
搬
送
＝Transport

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
は
医
療
救
護
班
の
投
入
手
段
で
あ
り
、
傷
病
者
や

患
者
の
搬
送
手
段
で
も
あ
る
。
当
初
、
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
を
天
狗
山
第

五
駐
車
場
に
着
陸
さ
せ
、
傷
病
者
の
搬
送
を
開
始
す
る
こ
と
も
検
討

し
た
が
、
医
療
を
行
う
前
に
指
揮
統
制
を
確
立
す
べ
き
と
考
え
、
医

療
活
動
拠
点
本
部
へ
の
医
療
救
護
班
の
投
入
を
先
行
し
た
。

そ
の
後
、
現
場
か
ら
搬
送
さ
れ
て
く
る
傷
病
者
に
対
し
て
西
吾
妻

福
祉
病
院
救
急
外
来
で
初
期
治
療
を
行
い
、
病
態
に
合
わ
せ
て
医
療

搬
送
を
行
っ
た
。
搬
送
手
段
は
、
群
馬
県
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
、
栃
木
県
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ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
、
消
防
救
急
車
、
医
療
救
護
班
搬
送
車
両
で
あ
っ
た
。

搬
送
先
は
、
群
馬
県
内
五
名
、
長
野
県
一
名
の
六
名
で
あ
り
、
三
次

医
療
機
関
に
三
名
、
二
次
医
療
機
関
に
三
名
と
な
っ
て
い
る
。
搬
送

後
の
転
院
搬
送
は
無
く
、
病
態
に
合
わ
せ
た
搬
送
先
選
定
お
よ
び
緊

急
度
に
応
じ
た
搬
送
手
段
の
選
定
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
の
課
題

活
火
山
の
噴
火
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
警
戒
レ
ベ
ル
に
よ
り
あ
る
程

度
予
測
出
来
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
四

年
の
御
嶽
山
の
噴
火
で
は
、
噴
火
の
約
半
月
前
に
は
地
震
回
数
が
多

く
な
る
前
兆
現
象
が
認
め
ら
れ
た
が
、
二
日
ほ
ど
で
回
数
が
元
に

戻
っ
た
こ
と
、
前
回
の
噴
火
の
前
に
見
ら
れ
た
山
体
が
膨
ら
む
現

象
が
観
測
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
警
戒
レ
ベ
ル
を
上
げ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
本
白
根
山
噴
火
に
お
い
て
も
、
火
山
学
者
や
地
元
は

一
九
八
三
年
に
噴
火
し
た
白
根
山
ば
か
り
に
目
を
向
け
て
お
り
、
誰

も
約
三
〇
〇
〇
年
前
に
噴
火
し
た
後
は
静
か
だ
っ
た
本
白
根
山
を
警

戒
し
て
い
な
か
っ
た
。
活
火
山
を
持
つ
都
道
県
で
は
、
噴
火
し
た
場

合
の
医
療
体
制
を
事
前
に
検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
本
白
根
山
噴
火
災
害
に
お
い
て
、
医
療
救
護
班
の
早
期
派

遣
、
指
揮
命
令
系
統
の
確
立
、
安
全
の
担
保
は
行
え
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
し
か
し
、
再
噴
火
に
よ
り
傷
病
者
が
増
え
る
こ
と
を

想
定
し
て
医
療
体
制
を
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
複
数
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
、
医
療
機
関
内

で
も
他
機
関
と
も
に
情
報
共
有
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
今
後
、
Ｅ
Ｍ

Ｉ
Ｓ
を
使
用
す
る
状
況
と
群
馬
県
統
合
型
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
を
使

う
状
況
を
検
討
し
、
群
馬
県
内
お
よ
び
隣
県
に
は
周
知
し
て
い
く
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
〇
一
四
年
御
嶽
山
噴
火
災
害
に
お
け
る
日
本
赤
十
字
社
の
活
動

星
　
研
一

長
野
赤
十
字
病
院 

日
赤
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

特
集
２

：

火
山
噴
火
災
害
と
救
護

要　

旨

二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
）
九
月
二
七
日
一
一
時
五
二
分
、
長
野

県
と
岐
阜
県
の
県
境
に
位
置
す
る
御
嶽
山
が
噴
火
し
、
死
者
五
八
名

負
傷
者
六
九
名
行
方
不
明
者
五
名
の
戦
後
最
大
の
人
的
被
害
を
も
た

ら
す
火
山
災
害
と
な
っ
た
。
今
回
の
噴
火
に
よ
る
被
害
の
概
要
と
赤

十
字
社
を
含
む
関
係
各
機
関
の
活
動
を
報
告
す
る
。
ま
た
全
国
で
初

め
て
現
地
で
実
働
し
た
日
赤
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
チ
ー
ム
と

し
て
の
活
動
を
通
じ
て
、
現
地
で
の
情
報
収
集
な
ら
び
に
保
健
福
祉

の
司
令
塔
で
あ
る
保
健
所
（
保
健
福
祉
事
務
所
）
と
日
赤
救
護
活
動
の

司
令
塔
で
あ
る
日
赤
長
野
県
支
部
の
協
働
の
重
要
性
が
示
さ
れ
た
。

今
後
に
向
け
、
非
常
災
害
時
の
救
護
を
使
命
と
す
る
日
本
赤
十
字
社

が
救
護
活
動
と
い
う
様
々
な
機
関
職
種
と
の
チ
ー
ム
プ
レ
ー
を
よ

り
進
展
さ
せ
る
た
め
に
、
支
部
を
含
む
救
護
関
係
者
が
一
同
に
集
い
、

一
年
間
の
災
害
救
護
事
例
の
報
告
を
通
じ
て
共
有
知
を
形
成
す
る
場

と
し
て
全
国
赤
十
字
救
護
連
絡
会
議
（
仮
称
）
を
日
赤
医
学
会
総
会
で

開
催
す
る
事
を
提
案
す
る
。

Ｋ
ｅ
ｙ 

Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
ｓ : 

御
嶽
山
噴
火
災
害
、
日
赤
救
護
班
、
日

赤
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー　
　

 

は
じ
め
に

御
嶽
山
は
、
長
野
県
木
曽
郡
木
曽
町
、
王
滝
村
、
岐
阜
県
下
呂
市
、

高
山
市
に
ま
た
が
る
標
高
三
、〇
六
七
ｍ
（
国
内
一
四
番
目
）、
火
山
と
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し
て
は
富
士
山
に
続
く
高
さ
の
活
火
山
で
あ
る
。
直
近
二
万
年
間
は

水
蒸
気
爆
発
を
中
心
と
し
た
活
動
期
で
、
一
九
七
八
年
か
ら
南
東
山

麓
に
地
震
が
多
発
、
一
九
八
四
年
に
は
長
野
県
西
部
地
震
で
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
六
・
八
を
記
録
し
、
大
規
模
な
地
す
べ
り
・
斜
面
崩
壊
が

発
生
、
二
〇
〇
七
年
に
は
水
蒸
気
噴
火
が
あ
り
、
火
口
北
東
側
約

二
〇
〇
ｍ
の
範
囲
に
火
口
か
ら
噴
出
し
た
火
山
灰
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
一
方
で
、
古
く
か
ら
信
仰
対
象
の
霊
山
で
あ
り
、
日
本
百
名
山

の
一
つ
に
選
定
さ
れ
、
多
く
の
登
山
者
や
観
光
客
が
訪
問
し
て
い
る
。

経　

過

二
〇
一
四
年
九
月
二
七
日
、
紅
葉
シ
ー
ズ
ン
晴
天
の
土
曜
日
、

二
五
〇
名
以
上
の
登
山
客
で
賑
わ
う
御
嶽
山
山
頂
で
一
一
時
四
一
分
、

火
山
性
微
動
が
発
生
、
そ
の
一
一
分
後
の
一
一
時
五
二
分
剣
ヶ
峰
の

南
西
側
で
噴
火
が
発
生
し
た
。直
径
二
〇
～
三
〇
㎝
の
噴
石
が
一
・
三

㎞
飛
散
し
、火
砕
流
が
南
西
方
向
に
約
二
・
五
㎞
、北
東
方
向
に
約
一
・

五
㎞
流
下
し
、
御
嶽
山
西
側
の
岐
阜
県
下
呂
市
萩
原
町
か
ら
東
側
の

山
梨
県
甲
府
市
飯
田
に
か
け
て
降
灰
し
た
。
一
二
時
三
六
分
気
象
庁

は
火
口
周
辺
警
報
を
発
表
し
、噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
を
レ
ベ
ル
１
（
平
常
）

か
ら
レ
ベ
ル
３
（
入
山
規
制
）
へ
と
引
き
上
げ
た

１

。
岐
阜
県
火
山
災
害

警
戒
本
部
、
長
野
県
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
、
長
野
県
知
事
は

自
衛
隊
に
災
害
派
遣
を
要
請
し
、
政
府
に
お
い
て
は
関
係
省
庁
災
害

対
策
会
議
、
同
局
長
級
会
議
が
開
催
さ
れ
、
災
害
救
助
法
が
木
曽
郡

木
曽
村
と
王
滝
村
に
適
用
さ
れ
た
。
翌
二
八
日
に
は
政
府
非
常
災
害

対
策
本
部
、
長
野
県
庁
内
に
政
府
現
地
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た

２

。

山
頂
で
の
救
護
捜
索
活
動

九
月
二
七
日
か
ら
一
〇
月
一
六
日
ま
で
自
衛
隊
は
人
員
約
六
〇
〇

名
（
延
べ
約
七
一
五
〇
名
）、
車
両
約
一
三
〇
両
（
延
べ
約
一
八
三
五

両
）、
航
空
機
一
七
機
（
延
べ
二
九
八
機
）
を
派
遣
し

３

、
消
防
機
関
は

長
野
県
約
二
八
六
五
名
、
岐
阜
県
約
四
五
名
、
緊
急
消
防
援
助
隊
約

四
〇
八
〇
名
、
合
計
約
六
九
九
〇
名
が
活
動
し
た

４
・
５

。
三
〇
〇
〇

ｍ
の
高
山
で
あ
る
現
地
で
の
活
動
は
、
安
全
健
康
管
理
に
大
き
く

影
響
し
た
。
標
高
が
一
〇
〇
〇
ｍ
上
昇
す
る
と
気
温
は
六
度
低
下

（
地
上
一
八
℃
な
ら
山
頂
は
〇
℃
）
し
、
山
岳
地
帯
で
遮
る
も
の
が
な
い

風
が
加
わ
る
環
境
は
低
体
温
症
を
発
症
し
や
す
く
、
さ
ら
に
標
高

三
〇
〇
〇
ｍ
で
は
地
上
酸
素
の
七
〇
％
と
い
う
低
酸
素
環
境
の
中
で
、

防
塵
の
た
め
に
N 

95
マ
ス
ク
を
装
着
し
、
五
〇
㎝
以
上
積
も
っ
た
火

山
灰
に
足
を
取
ら
れ
な
が
ら
活
動
す
る
こ
と
は
高
山
病
を
起
こ
し
や

す
く
、
体
調
不
良
と
な
る
者
が
発
生
し
た
。
積
も
っ
た
火
山
灰
は
朝

方
に
凍
結
し
、
時
間
を
か
け
て
水
分
を
含
ん
で
粘
土
状
に
な
り
、
日

表１　死　因　　
男 43 女 13 計 56

多発外傷 18 1 19

外傷性ショック 7 4 11

頭蓋内損傷 6 2 8

脳挫滅 6 1 7

頸椎損傷 1 2 3

脳挫傷 2 　 2

脳損傷 1 1 2

頸髄損傷 　 1 1

気道熱傷 1 　 1

外傷性血胸 1 　 1

左大腿骨粉砕骨折及び 左大腿部筋肉挫滅 　 1 1

2 
 

とは⾼⼭病を起こしやすく、体調不良となる者が発⽣した。積もった⽕⼭灰は朝⽅に凍結し、時間をかけて⽔
分を含んで粘⼟状になり、⽇中そのぬかるみに⾜をとられ、脱出が困難になるなど⼆次災害が起こる可能性が
⾼い状況の中、救助捜索活動は⽕⼭ガス上昇や台⾵による休⽌を挟んで、降雪により⼭頂での捜索が困難とな
った 10 ⽉ 16 ⽇まで⽂字通り懸命に 20 ⽇間にわたり継続された。被災者の推移と関係する諸組織（⾚は⽇⾚
関係）の活動期間を図に⽰す４。 

⼈的被害 
⼈的被害は死者58名、⾏⽅不明者５名、負傷者69名（重傷29名、軽傷40名）(消防庁)。死因を表に⽰す５。 
表 死因 男

43 
⼥
13 

計
56 

多発外傷 18 1 19 
外傷性ショック 7 4 11 
頭蓋内損傷 6 2 8 
脳挫滅 6 1 7 
頸椎損傷 1 2 3 
脳挫傷 2   2 
脳損傷 1 1 2 
頸髄損傷  1 1 
気道熱傷 1   1 
外傷性⾎胸 1   1 
左⼤腿⾻粉砕⾻折及び 
左⼤腿部筋⾁挫滅 

 1 1 

 

図１　関係諸組織の活動

中
そ
の
ぬ
か
る
み
に
足
を
と
ら
れ
、
脱
出
が
困
難
に
な
る
な
ど
二
次

災
害
が
起
こ
る
可
能
性
が
高
い
状
況
の
中
、
救
助
捜
索
活
動
は
火
山

ガ
ス
上
昇
や
台
風
に
よ
る
休
止
を
挟
ん
で
、
降
雪
に
よ
り
山
頂
で
の

捜
索
が
困
難
と
な
っ
た
一
〇
月
一
六
日
ま
で
文
字
通
り
懸
命
に
二
〇

日
間
に
わ
た
り
継
続
さ
れ
た
。
被
災
者
の
推
移
と
関
係
す
る
諸
組
織

（
黒
は
日
赤
関
係
）
の
活
動
期
間
を
図
１
に
示
す

６

。
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人
的
被
害

人
的
被
害
は
死
者
五
八
名
、
行
方
不
明
者
五
名
、
負
傷
者
六
九
名

（
重
傷
二
九
名
、
軽
傷
四
〇
名
）（
消
防
庁
）。
噴
火
当
時
の
頂
上
付
近
で

被
災
し
た
山
岳
ガ
イ
ド
小
川
さ
ゆ
り
さ
ん
は
「
噴
火
し
た
。
嘘
だ
ろ

う
」、
そ
う
思
っ
た
。
と
証
言
さ
れ
て
い
る

７

。
犠
牲
者
が
発
見
さ
れ

た
場
所
を
図
２
に

８

、
死
因
を
表
１
に
示
す

９

。

被
災
者
受
け
入
れ

⑴
生
存
者

徒
歩
下
山
ま
た
は
搬
送
さ
れ
た
被
災
者
に
対
し
て
、
共
に
災
害
拠

点
病
院
で
あ
る
木
曽
病
院
と
高
山
赤
十
字
病
院
を
中
心
に
医
療
が
行

わ
れ
た
。

長
野
県
側　

木
曽
病
院
は
九
月
二
七
日
三
〇
名
（
ト
リ
ア
ー
ジ
赤
一

名
黄
八
名
緑
二
一
名
）、
二
八
日
二
四
名
（
同
赤
九
名
黄
五
名
緑
一
〇
名
）、

二
九
日
六
名
（
同
緑
六
名
）
の
被
災
者
合
計
六
〇
名
を
受
け
入
れ
た
。

主
な
傷
病
名
は
熱
傷
、
火
山
灰
吸
引
、
打
撲
、
捻
挫
、
挫
創
、
骨
折
、

外
傷
性
く
も
膜
下
出
血
な
ど
で
あ
っ
た
。
同
病
院
で
対
処
困
難
な
重

症
者
は
、
初
療
を
行
っ
た
後
に
後
方
支
援
病
院
に
搬
送
す
る
と
い
う

た
た
め
、
広
島
県
土
砂
災
害
派
遣
に
続
き
、
我
が
国
で
二
回
目
、
長

野
県
内
で
は
初
と
な
る
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
（
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ムD

isaster 

Psychiatric Assistance Team
:

自
然
災
害
や
集
団
災
害
後
、
被
災
地
域
に
入
り
、

精
神
科
医
療
お
よ
び
精
神
保
健
活
動
の
支
援
を
行
う
専
門
的
な
チ
ー
ム
）
が

こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
ー
駒
ヶ
根
か
ら
同
院
に
派
遣
さ
れ
二
八
日
午

後
か
ら
三
日
間
計
五
人
（
実
人
数
）
が
診
察
・
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
を
受
け
た
。

岐
阜
県
側　

二
六
名
の
登
山
者
が
九
月
二
八
日
に
下
山
し
た
。
重

症
一
名
、
中
等
症
二
名
（
左
鎖
骨
・
肋
骨
・
肩
甲
骨
開
放
骨
折
、
左
上
腕

骨
開
放
骨
折
、
広
範
打
撲
・
高
Ｃ
Ｋ 

血
症
）
が
高
山
赤
十
字
病
院
に
ヘ
リ

搬
送
さ
れ
た

11

。

⑵
心
肺
停
止
者

九
月
二
八
日
午
前
、
長
野
県
警
と
木
曽
町
は
心
肺
停
止
状
態
の

人
を
医
療
機
関
で
は
な
く
木
曽
町
内
に
あ
る
廃
校
と
な
っ
た
旧
上
田

小
学
校
体
育
館
に
搬
送
す
る
こ
と
を
決
め
、
木
曽
医
師
会
や
歯
科
医

師
会
、
県
警
検
視
官
ら
に
よ
り
死
亡
確
認
と
死
因
究
明
が
行
わ
れ
た
。

犠
牲
者
は
看
護
師
や
女
性
警
察
官
ら
に
よ
り
体
を
丁
寧
に
拭
か
れ
傷

口
に
は
包
帯
が
巻
か
れ
、
葬
儀
会
社
の
申
し
出
に
よ
り
メ
イ
ク
が
施

さ
れ
た
人
も
い
た
。
同
校
で
家
族
立
会
い
の
も
と
身
元
確
認
が
行
わ

れ
た
後
、
ご
遺
体
は
県
卜
ラ
ッ
ク
協
会
霊
柩
部
会
と
全
国
霊
柩
自
動

車
協
会
の
協
力
を
得
て
、
自
宅
ま
た
は
火
葬
場
ま
で
搬
送
さ
れ
た

８

。

3 
 

 
 

被災者受け⼊れ 
① ⽣存者 

徒歩下⼭または搬送された被災者に対して、共に災害拠点病院である⽊曽病院と⾼⼭⾚⼗字病院を中⼼に医
療が⾏われた。 

⻑野県側 ⽊曽病院は９⽉ 27 ⽇ 30 名（トリアージ⾚ 1 名⻩ 8 名緑 21 名）、28 ⽇ 24 名（同⾚ 9 名⻩５
名緑 10 名）、29 ⽇ 6 名（同緑６名）の被災者合計 60 名を受け⼊れた。主な傷病名は熱傷、⽕⼭灰吸引、打
撲、捻挫、挫創、⾻折、外傷性くも膜下出⾎などであった。同病院で対処困難な重症者は、初療を⾏った後に
後⽅⽀援病院に搬送するという⽅針として計 10 名が同院へ⼊院された。発災 3 ⽇⽬の９⽉ 29 ⽇⽉曜⽇、外
来を休診とする等、まさに病院全体で対応された。 

同院には災害派遣医療チーム DMAT(Disaster Medical Assistance Team：災害急性期に活動できる機動性
を持ったトレーニングをうけた医療チーム)が県内 11 病院 1８チーム、県外 11 病院 12 チーム、合計 30 
チームが参集した。なお、このうち 6 病院 7 チームは⽇⾚病院である。DMAT は上記の同病院での診療⽀援
のみならず、現場救護所での救護活動や、消防の救急⾞・町村役場の⽤意したマイクロバスによる県⽴⽊曽病
院への患者搬送、県内外 7 病院に 19 名の患者の後⽅搬送（ドクターヘリによる県内災害拠点病院への重症患
者の搬送５件を含む）などの活動を⾏った。今回、ドクターヘリにより現場と県⽴⽊曽病院へ医師を派遣でき
たことで DMAT 活動が早期から開始され、さらに医療介⼊した傷病者に死亡例はなかったことは、その結成
⽬標である「防ぎえた災害死」を防ぐことができたといえる特筆すべき成果である。またロープウエイ⿅ノ瀬

頂上付近 32
⼀ノ池周辺 4
⼆ノ池⽅⾯ 3
剣ヶ峰〜⼋丁ダルミ 17
王滝頂上⼭荘 1
奥の院 1
⾏⽅不明者 5
犠牲者合計 63
重軽傷者 69

図２犠牲者が発⾒された場所方
針
と
し
て
計
一
〇
名
が
同
院
へ
入
院
さ
れ
た
。
発
災
三
日
目
の
九

月
二
九
日
月
曜
日
、
外
来
を
休
診
と
す
る
等
、
ま
さ
に
病
院
全
体
で

対
応
さ
れ
た
。

同
院
に
は
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（D

isaster M
edical 

Assistance Team
: 

災
害
急
性
期
に
活
動
で
き
る
機
動
性
を
持
っ
た
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
う
け
た
医
療
チ
ー
ム
）
が
県
内 

一
一 

病
院 

一
八
チ
ー
ム
、
県
外 

一
一 

病
院 

一
二
チ
ー
ム
、
合
計
三
〇 

チ
ー
ム
が
参
集
し
た
。
な
お
、

こ
の
う
ち
六
病
院
七
チ
ー
ム
は
日
赤
病
院
で
あ
る
。
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
は
上

記
の
同
病
院
で
の
診
療
支
援
の
み
な
ら
ず
、
現
場
救
護
所
で
の
救
護

活
動
や
、
消
防
の
救
急
車
・
町
村
役
場
の
用
意
し
た
マ
イ
ク
ロ
バ
ス

に
よ
る
県
立
木
曽
病
院
へ
の
患
者
搬
送
、
県
内
外
七
病
院
に
一
九
名

の
患
者
の
後
方
搬
送
（
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
に
よ
る
県
内
災
害
拠
点
病
院
へ
の

重
症
患
者
の
搬
送
５
件
を
含
む
）
な
ど
の
活
動
を
行
っ
た
。
今
回
、
ド

ク
タ
ー
ヘ
リ
に
よ
り
現
場
と
県
立
木
曽
病
院
へ
医
師
を
派
遣
で
き
た

こ
と
で
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
活
動
が
早
期
か
ら
開
始
さ
れ
、
さ
ら
に
医
療
介
入

し
た
傷
病
者
に
死
亡
例
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
結
成
目
標
で
あ

る
「
防
ぎ
え
た
災
害
死
」
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
特
筆
す
べ

き
成
果
で
あ
る
。
ま
た
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
鹿
ノ
瀬
駅
に
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
救
護

所
が
開
設
さ
れ
、
医
師
一
名
は
消
防
救
助
隊
の
要
請
に
よ
り
頂
上
ま

で
同
行
し
生
存
者
確
認
や
、
卜
リ
ア
ー
ジ
を
行
っ
た

10

。

同
院
に
入
院
さ
れ
た
被
災
者
に
強
い
急
性
ス
ト
レ
ス
反
応
を
認
め 図２　犠牲者が発見された場所
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九
月
二
八
日
搬
送
救
護
対
象
者
が
ほ
ぼ
終
了
し
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
撤
収
後

を
日
赤
救
護
班
五
班
で
翌
日
か
ら
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。九
月

二
九
日
朝
、
県
庁
内
で
活
動
中
の
長
野
県
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
諏
訪
赤
十
字
病
院
酒
井
龍
一
医
師
（
日
赤
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
兼
務
）
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、急
遽
、日
赤
救
護
班
の
現
地
調
整
役

と
し
て
、医
師
一
名
（
筆
者
）、主
事
二
名
の
計
三
名
で
日
赤
災
害
医
療

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
チ
ー
ム
を
結
成
し
て
現
地
入
り
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。三
ブ
ロ
ッ
ク
愛
知
県
支
部
と
日
赤
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

稲
田
眞
治
医
師
が
率
い
る
名
古
屋
第
二
赤
十
字
病
院
救
護
班
一
班
も

加
わ
っ
た
。昼
、木
曽
病
院
に
て
撤
収
す
る
統
括
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
佐
久
医
療

セ
ン
タ
ー
・
佐
藤
栄
一
医
師
か
ら
の
申
し
送
り
は
「
医
療
搬
送
の
対
象

者
は
な
く
、現
地
医
療
体
制
は
保
全
さ
れ
病
院
支
援
は
不
要
、現
在
の

医
療
ニ
ー
ズ
は
被
災
者
の
御
家
族
へ
の
対
応
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
被
災
者
の
ご
家
族
に
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
が
最
も
必
要
に
な
る

の
は
、初
め
て
御
遺
体
と
面
会
さ
れ
る
場
所
と
な
る
旧
上
田
小
学
校
と

な
る
、と
判
断
し
、日
赤
長
野
県
支
部
現
地
対
策
本
部
を
同
校
に
設
置

（
写
真
左
下
）
す
る
と
と
も
に
、二
四
時
間
体
制
の
現
場
救
護
所
（
写
真
左

上
）
を
開
設
し
た
。検
案
場
所
と
な
っ
た
同
校
の
体
育
館
で
は
床
全
面

に
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
が
敷
か
れ
、火
山
灰
を
除
染
さ
れ
た
御
遺
体
に
対
し

て
医
師
会
と
警
察
に
よ
っ
て
検
案
が
行
わ
れ
て
い
た
。そ
の
被
災
者
の

姿
を
見
た
時
、被
災
者
の
ご
家
族
に
と
っ
て
は
、自
宅
か
ら
元
気
に
出

掛
け
た
で
あ
ろ
う
最
後
の
姿
と
の
あ
ま
り
の
差
が
、ま
さ
に
「
心
的
外

傷
」
と
し
て
突
き
刺
さ
る
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
、「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」

の
難
し
さ
を
痛
感
し
た
。そ
こ
で
少
し
で
も
修
正
で
き
る
か
と
日
赤

看
護
師
に
よ
る
「
エ
ン
ゼ
ル
ケ
ア
」
の
協
力
を
警
察
側
に
申
し
出
た
が
、

警
察
が
業
務
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

翌
九
月
三
〇
日
朝
ま
で
現
場
救
護
所
へ
の
受
診
者
は
無
く
、
ま

た
一
刻
も
早
く
ご
自
宅
に
つ
れ
て
帰
り
た
い
と
い
う
ご
家
族
の
気
持

ち
を
伝
え
聞
い
た
た
め
、活
動
方
針
の
再
考
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ

こ
で
四
一
名
の
救
護
班
全
員
が
参
加
し
た
朝m

eeting

で
共
通
作
戦

状
況
図com

m
on operational picture

を
作
成
し
た
（
写
真
中
央
）。「
全

て
は
被
災
者
の
た
め
に
」
我
々
は
、
何
が
で
き
る
の
か
？
を
話
し
合

い
、
方
向
と
し
て
①
救
護
班
撤
収
②
現
状
の
ま
ま
旧
上
田
小
学
校
に

救
護
所
維
持
③
新
た
な
活
動
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
は
現
地

で
の
自
ら
の
情
報
収
集
が
不
可
欠
と
判
断
し
、
被
災
者
御
家
族
が
待

機
し
て
い
る
木
曽
町
が
設
置
し
た
四
つ
の
待
機
宿
泊
施
設
、
木
曽
町

役
場
、
木
曽
病
院
（D

PAT 

を
含
め
た
医
療
関
係
者
）、
木
曽
保
健
所
（
木

曽
保
健
福
祉
事
務
所
）
に
班
員
で
分
担
し
て
訪
問
調
査
を
行
っ
た
。
そ

の
際
、
長
野
県
の
災
害
時
指
揮
命
令
系
統
図
に
明
示
さ
れ
て
い
る
赤

十
字
社
が
、
木
曽
地
域
災
害
時
医
療
救
護
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
同
図
に
は

無
い
こ
と
が
わ
か
り
、保
健
所
（
保
健
福
祉
事
務
所
）
と
日
赤
が
ど
の
よ

う
に
連
携
で
き
る
か
も
協
議
し
た
（
写
真
右
上
）。
そ
の
結
果
、
噴
火

の
直
接
の
被
災
者
で
は
な
く
、そ
の
帰
り
を
麓
で
待
ち
わ
び
る
御
家

族
も
ま
た
被
災
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、被
災
者
御
家
族
の
待
機

所
等
で
活
動
し
て
い
る
保
健
師
と
日
赤
救
護
班
が
協
働
す
る
『
被
災

者
家
族
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
』
が
結
成
さ
れ
た
（
写
真
右
下
）。
木
曽
保
健

所
長
（
木
曽
保
健
福
祉
事
務
所
長
）
西
垣
明
子
医
師
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
た

組
織
図
、
行
動
方
針
（
体
調
不
良
者
（
警
察
等
も
含
む
）
へ
の
健
康
チ
ェ
ッ

ク
等
）、
待
機
場
所
で
の
チ
ー
ム
ス
タ
ッ
フ
の
役
割
分
担
を
決
定
し

た
。
具
体
的
に
は
町
役
場
職
員
は
待
機
場
所
運
営
（
食
事
等
）・
警
備

等
、警
察
は
最
新
情
報
の
提
供
・
マ
ス
コ
ミ
対
応
・
警
備
、
待
機
所
の

日
中
帯
を
日
赤
救
護
班
が
、夜
間
帯
（
連
絡
を
受
け
て
の
対
応
）
を
保
健

師
（
県
内
保
険
福
祉
事
務
所
か
ら
の
応
援
派
遣
）
が
交
替
で
支
え
、
さ
ら

に
必
要
に
応
じ
て
「
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」 

と
「
こ
こ
ろ
の
医

療
セ
ン
夕
―
駒
ヶ
根
」
が
専
門
的
支
援
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
後
、

日
赤
か
ら
は
救
護
班
要
員
が
一
〇
月
一
一
日
ま
で
継
続
派
遣
さ
れ
た
。

考　

察

日
本
赤
十
字
社
は
、
赤
十
字
の
理
想
と
す
る
人
道
的
任
務
を
達
成

4 
 

出によりメイクが施された⼈もいた。同校で家族⽴会いのもと⾝元確認が⾏われた後、ご遺体は県⼘ラック協
会霊柩部会と全国霊柩⾃動⾞協会のご協⼒を得て、⾃宅または⽕葬場まで搬送された６。 
 

⽇⾚救護班・⽇⾚災害医療コーディネーターの活動 
 

 ９⽉28⽇搬送救護対象者がほぼ終了しDMAT撤収後を翌⽇から⽇⾚救護班5班で引き継ぐことになった。９
⽉29⽇朝、県庁内で活動中の⻑野県災害医療コーディネーター諏訪⾚⼗字病院酒井⿓⼀医師（⽇⾚災害医療
コーディネーター兼務）からの要請により、急遽、⽇⾚救護班の現地調整役として、医師1名（筆者）、主事2
名の計3名で⽇⾚災害医療コーディネートチームを結成して現地⼊りすることとなった。3ブロック愛知県⽀
部と⽇⾚災害医療コーディネーター稲⽥眞治医師が率いる名古屋第⼆⾚⼗字病院救護班⼀班も加わった。昼、
⽊曽病院にて撤収する統括DMAT佐久医療センター・佐藤栄⼀医師からの申し送りは「医療搬送の対象者はな
く、現地医療体制は保全され病院⽀援は不要、現在の医療ニーズは被災者の御家族への対応」とのことであっ
た。そこで被災者のご家族に「こころのケア」が最も必要になるのは、初めて御遺体と⾯会される場所となる
旧上⽥⼩学校となる、と判断し、⽇⾚⻑野県⽀部現地対策本部を同校に設置（写真左下）するとともに、24
時間体制の現場救護所（写真左上）を開設した。検案場所となった同校の体育館では床全⾯にブルーシートが
敷かれ、⽕⼭灰を除染された御遺体に対して医師会と警察によって検案が⾏われていた。その被災者の姿を⾒
た時、被災者のご家族にとっては、⾃宅から元気に出掛けたであろう最後の姿とのあまりの差が、まさに「⼼
的外傷

．．
」として突き刺さるであろうと想像され、「こころのケア」の難しさを痛感した。そこで少しでも修正

できるかと⽇⾚看護師による「エンゼルケア」の協⼒を警察側に申し出たが、警察が業務として遂⾏されると
のことであった。 

翌9⽉30⽇朝まで現場救護所への受診者は無く、また⼀刻も早くご⾃宅につれて帰りたいというご家族の気
持ちを伝え聞いたため、活動⽅針の再考が必要となった。そこで41名の救護班全員が参加した朝meetingで共
通作戦状況図common operational pictureを作成した（写真中央）。「全ては被災者のために」我々が、何で
きるのか？を話し合い、⽅向として①救護班撤収②現状のまま旧上⽥⼩学校に救護所維持③新たな活動が提案
された。そのためには現地での⾃らの情報収集が不可⽋と判断し、被災者御家族が待機している⽊曽町が設置
した4つの待機宿泊施設、⽊曽町役場、⽊曽病院（DPAT を含めた医療関係者）、⽊曽保健所（⽊曽保健福祉事
務所）に班員で分担して訪問調査を⾏った。その際、⻑野県の災害時指揮命令系統図に明⽰されている⾚⼗字
社が、⽊曽地域災害時医療救護マニュアルの同図には無いことがわかり、保健所（保健福祉事務所）と⽇⾚が
どのように連携できるかも協議した（写真右上）。その結果、噴⽕の直接の被災者ではなく、その帰りを麓で
待ちわびる御家族もまた被災者であることを確認し、被災者御家族の待機所等で活動している保健師と⽇⾚救
護班が協働する『被災者家族サポートチーム』が結成された（写真右下）。⽊曽保健所⻑（⽊曽保健福祉事務

写真　日赤救護班・日赤災害医療コーディネーターの活動

日
赤
救
護
班
・
日
赤
災
害
医
療

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
活
動
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す
る
た
め
、
非
常
災
害
時
又
は
伝
染
病
流
行
時
に
お
い
て
、
傷
病
そ

の
他
の
災
厄
を
受
け
た
者
の
救
護
を
行
う
こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ

た
組
織
で
あ
る
。
日
本
赤
十
字
社
が
自
然
災
害
に
お
い
て
初
め
て
救

援
活
動
を
行
っ
た
の
が
一
八
八
八
年
七
月
一
五
日
に
発
生
し
た
会
津

磐
梯
山
噴
火
災
害
（
麓
の
村
落
で
の
死
傷
者
五
〇
〇
名
）
で
あ
っ
た
。
日

本
は
、
全
世
界
で
こ
の
九
〇
年
間
に
九
〇
〇
回
ほ
ど
起
き
た
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
７
以
上
の
地
震
の
一
〇
％
が
発
生
し
、
世
界
の
活
火
山
の

７
％
（
一
〇
八
山
）
を
も
つ
。
こ
れ
ら
の
地
震
や
火
山
は
、大
陸
プ
レ
ー

ト
の
動
き
と
関
係
し
、
プ
レ
ー
ト
ど
う
し
の
摩
擦
が
地
震
を
起
こ
し
、

摩
擦
し
て
岩
石
が
溶
け
て
マ
グ
マ
と
な
り
地
表
に
火
山
と
し
て
吹
き

出
し
て
く
る
。
日
本
列
島（
図
３
）は
、「
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
」と「
北

米
プ
レ
ー
ト
」
の
上
に
乗
り
、
東
か
ら
「
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
」
が
、「
日

本
海
溝
」
な
ど
で
地
下
に
も
ぐ
り
こ
み
、
南
か
ら
は
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
海

プ
レ
ー
ト
」
が
「
南
海
ト
ラ
フ
」
で
地
下
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
き
て
い
る
。

こ
の
た
め
、「
日
本
海
溝
」
や
「
南
海
ト
ラ
フ
」
と
平
行
し
て
「
火
山
フ

ロ
ン
ト
」
と
呼
ば
れ
る
火
山
の
列
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
が
北
海
道
や

本
州
、
九
州
の
山
脈
、
小
笠
原
諸
島
な
ど
の
火
山
帯
を
形
成
し
て
い

る
。
さ
ら
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
、
北
米
プ
レ
ー
ト
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
海
プ
レ
ー
ト
の
三
つ
の
プ
レ
ー
ト
が
ぶ
つ
か
り
、
火
山
フ
ロ
ン
ト

の
交
点
に
な
る
と
こ
ろ
に
は
日
本
一
高
い
富
士
山
が
あ
る

12
・
13

。

火
山
噴
火
災
害
は
、
溶
岩
、
噴
石
や
火
山
灰
な
ど
の
火
山
砕
屑
物
、

に
起
因
す
る
鈍
的
外
傷
お
よ
び
穿
通
損
傷

15

に
よ
り
「
損
傷
死
」
が
生

じ
た
こ
と
が
死
亡
原
因
の
主
体
で
あ
っ
た
。
ま
た
今
回
の
災
害
の
特

徴
と
し
て
、
ア
ク
セ
ス
が
困
難
で
高
所
と
い
う
場
所
で
発
生
し
た
噴

火
と
い
う
稀
な
、
被
災
者
が
全
国
か
ら
集
ま
っ
て
い
た
局
地
災
害
で

あ
っ
た
と
木
曽
病
院
災
害
対
策
本
部
を
運
営
さ
れ
た
竹
内
和
航
先
生

は
指
摘
し
て
い
る
（
筆
者
と
の
私
信
）。
消
防
庁
は
過
酷
な
救
助
活
動

を
振
り
返
り
「
山
岳
救
助
活
動
時
に
お
け
る
消
防
機
関
の
救
助
活
動

マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
作
成
し
て
い
る

16

。

東
日
本
大
震
災
で
の
石
巻
赤
十
字
病
院
／
石
巻
圏
合
同
救
護
チ
ー

ム
等
の
活
動
を
踏
ま
え
、
震
災
後
、
日
赤
災
害
救
護
の
ス
キ
ー
ム
を

保
持
し
つ
つ
、
医
師
に
よ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割
を
整
理
し
、

制
度
と
し
て
位
置
づ
け
、
サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
を
含
め
て
チ
ー
ム
化

す
る
こ
と
が
、
日
赤
ほ
ぼ
全
体
の
意
見
と
し
て
提
言
さ
れ
た

17

。
こ

れ
を
受
け
、
医
師
で
あ
る
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
、
そ
の

支
援
に
あ
た
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
る

「
日
赤
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
チ
ー
ム
」
が
、
本
社
及
び
各
支
部

単
位
で
設
置
さ
れ
た

18

。
同
チ
ー
ム
は
発
災
時
に
は
本
社
及
び
各
都

道
府
県
支
部
に
設
置
さ
れ
災
害
救
護
実
施
対
策
本
部
要
員
の
一
員
と

し
て
活
動
し
、
ア
．
被
災
地
に
お
け
る
医
療
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
本

社
又
は
支
部
の
災
対
本
部
に
対
し
、
災
害
医
療
活
動
の
効
率
的
か
つ

効
果
的
な
実
施
に
関
し
て
、
専
門
的
な
助
言
す
る
。
イ
．
被
災
地
都

道
府
県
等
災
対
本
部
内
の
災
害
医
療
本
部
等
で
、
情
報
収
集
、
医
療

活
動
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
災
害
医
療 

コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
（
地
域
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
含
）
や
自
治
体
、
他
の

医
療
救
護
機
関
等
と
の
連
携
、
調
整
（
救
護
所
設
置
場
所
、
巡
回
診
療

場
所
、 

救
護
班
増
減
や
撤
収
）
が
役
割
と
さ
れ
た
。
第
一
回
日
赤
災
害
医

療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
研
修
会
（
二
〇
一
五
・
三
・
一
二
～
一
三
）
が
行
わ
れ

て
い
た
が
、
発
災
時
の
活
動
の
詳
細
は
未
定
で
あ
っ
た
。
今
回
、
県

の
要
請
を
う
け
た
日
赤
長
野
県
支
部
の
判
断
に
よ
り
初
め
て
現
地
入

り
し
た
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
チ
ー
ム
と
し
て
筆
者
は
活
動
し

た
。
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
、
そ
の
任
命
は
社
長
で
あ
る

が
、
医
師
と
し
て
勤
務
所
属
す
る
病
院
長
と
県
支
部
長
の
両
者
か
ら
、

発
災
時
の
活
動
許
可
を
う
け
る
た
め
、
活
動
基
準
、
出
動
命
令
者
の

明
確
化
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
現
地
で
発
生
す
る
経
験
の
な
い
諸

問
題
（
例

：

被
災
者
の
エ
ン
ゼ
ル
ケ
ア
）
を
解
決
す
る
に
あ
た
り
、
日
赤

災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
情
報
を
共
有

す
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
先
輩
か
ら
速
や
か
な
忌
憚
の
な
い
、
そ
し
て

暖
か
い
助
言
を
い
た
だ
く
事
が
で
き
た
。
全
国
赤
十
字
救
護
班
研
修

会
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
赤
十
字
救
護
の
頭
脳
達
と
顔
の
見
え
る
関
係

を
作
る
こ
と
の
重
要
性
を
実
感
し
た
。

被
災
者
か
ら
の
声
は
現
場
に
あ
る
た
め
、
情
報
を
自
ら
集
め
る
こ

と
に
よ
り
現
状
の
見
え
る
化
、
共
通
作
戦
状
況
図
を
作
成
す
る
こ
と

5 
 

噴⽕年 ⽕⼭名 犠牲者（含
む不明者）

災害の内容

1914 桜島 58〜59 噴⽕・地震
1926 ⼗勝岳 144 ⽕⼭泥流
1940 三宅島 11 ⽕⼭弾・溶岩流
1947 浅間⼭ 11 噴⽯・降灰・⼭⽕事
1958 阿蘇⼭ 12 噴⽯　
1991 雲仙岳 43 ⽕砕流
2014 御嶽⼭ 63 噴⽯

所⻑）⻄垣明⼦医師をリーダーとした組織図、⾏動⽅針（体調不良者（警察等も含む）への健康チェック等）、
待機場所でのチームスタッフの役割分担を決定した。具体的には町役場職員は待機場所運営（⾷事等）・警備
等、警察は最新情報の提供・マスコミ対応・警備、⽇中帯を⽇⾚救護班が、夜間帯（連絡を受けての対応）を
保健師（県内保険福祉事務所からの応援派遣）が交替で⽀え、さらに必要に応じて「県精神保健福祉センター」 
と「こころの医療セン⼣―駒ヶ根」が専⾨的⽀援することとなった。以後、⽇⾚からは救護要員が10⽉11⽇
まで継続派遣された。 

考察 
⽇本⾚⼗字社は、⾚⼗字の理想とする⼈道的任務を達成するため、⾮常災害時⼜は伝染病流⾏時において、

傷病その他の災厄を受けた者の救護を⾏うことが法律で定められた組織である。⽇本⾚⼗字社が⾃然災害にお
いて初めて救援活動を⾏ったのが1888年7⽉15⽇に発⽣した会津磐梯⼭噴⽕災害（麓の村落での死傷者500
名）であった。⽇本は、全世界でこの 90 年間に 900 回ほど起きたマグニチュード７以上の地震の 10％が発
⽣し、世界の活⽕⼭の７％（108 ⼭）をもつ。これらの地震や⽕⼭は、⼤陸プレートの動きと関係し、プレー
トどうしの摩擦が地震を起こし、摩擦して岩⽯が溶
けてマグマとなり地表に⽕⼭として吹き出してくる。
⽇本列島は、「ユーラシアプレート」と「北⽶プレ
ート」の上に乗り、東から「太平洋プレート」が、
「⽇本海溝」などで地下にもぐりこみ、南からは「フ
ィリピン海プレート」が「南海トラフ」で地下にも
ぐりこんできている。このため、「⽇本海溝」や「南
海トラフ」と平⾏して「⽕⼭フロント」と呼ばれる
⽕⼭の列があらわれ、これが北海道や本州、九州の
⼭脈、⼩笠原諸島などの⽕⼭帯を形成している。さ
らにユーラシアプレート、北⽶プレート、フィリピ
ン海プレートの３つのプレートがぶつかり、⽕⼭フ
ロントの交点になるところには⽇本⼀⾼い富⼠⼭が
ある 7,8。 

⽕⼭噴⽕災害は，溶岩，噴⽯や⽕⼭灰などの⽕⼭砕屑物，ガスなどが発⽣し，これら加害因⼦が⼀度に発⽣
するわけではないため，⽕⼭活動の時期と警報や避難状
況によって，発⽣する災害が変化する特徴がある 9。こ
れまで過去 100 年間の主な⽕⼭災害を右表に⽰す（NHK
調べ）。今回の噴⽕における噴⽯の⾶散・落下速度は，
秒速 100m 以上といわれ，銃器に匹敵する速度とエネル
ギーを有していたと考えられ 10、⽔蒸気爆発に伴う噴⽯
という⾼速⾶来物に起因する鈍的外傷および穿通損傷に
より「損傷死」が⽣じたことが死亡原因の主体であった。
また今回の災害の特徴として、アクセス困難で⾼所とい
う場所で発⽣した局地の、噴⽕という稀な、被災者が全
国から集まっていた災害であったと⽊曽病院災害対策本 部
を運営された⽵内和航先⽣は指摘している（筆者との私信）。 

東⽇本⼤震災での⽯巻⾚⼗字病院／⽯巻圏合同救護チーム等の活動を踏まえ、震災後、⽇⾚災害救護のスキ
ームを保持しつつ、医師によるコーディネーターの役割を整理し、制度として位置づけ、サポートスタッフを
含めてチーム化することが、⽇⾚ほぼ全体の意⾒として提⾔された 11。これを受け、医師である災害医療コー
ディネーターと、その⽀援にあたるコーディネートスタッフによって編成される「⽇⾚災害医療コーディネー
トチーム」が、本社及び各⽀部単位で設置された 12。同チームは発災時には本社及び各都道府県⽀部に設置さ
れ災害救護実施対策本部要員の⼀員として活動し、ア.被災地における医療ニーズを把握し、本社⼜は⽀部の
災対本部に対し、災害医療活動の効率的かつ効果的な実施に関して、専⾨的な助⾔する。イ.被災地都道府県

表２
噴火年 火山名 犠牲者（含む不明者） 災害の内容

1914 桜島 58-59 噴火・地震

1926 十勝岳 144 火山泥流

1940 三宅島 11 火山弾・溶岩流

1947 浅間山 11 噴石・降灰・山火事

1958 阿蘇山 12 噴石

1991 雲仙岳 43 火砕流

2014 御嶽山 63 噴石

ガ
ス
な
ど
が
発
生
し
、
こ
れ
ら
加
害
因
子
が
一
度
に
発
生
す
る
わ
け

で
は
な
い
た
め
、
火
山
活
動
の
時
期
と
警
報
や
避
難
状
況
に
よ
っ

て
、
発
生
す
る
災
害
が
変
化
す
る
特
徴
が
あ
る 

14

。
こ
れ
ま
で
過
去

一
〇
〇
年
間
の
主
な
火
山
災
害
を
表
２
に
示
す
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
調
べ
）。
今

回
の
噴
火
に
お
け
る
噴
石
の
飛
散
・
落
下
速
度
は
、
秒
速
一
〇
〇
ｍ 

以
上
と
い
わ
れ
、
銃
器
に
匹
敵
す
る
速
度
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
、
水
蒸
気
爆
発
に
伴
う
噴
石
と
い
う
高
速
飛
来
物

図３
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が
で
き
、
救
護
活
動
の
目
的
が
明
確
化
さ
れ
る
。
今
回
は
保
健
福
祉

事
務
所
と
日
本
赤
十
字
社
が
協
議
し
て
、
被
災
者
家
族
の
待
機
所
で

活
動
し
て
い
る
保
健
師
と
の
協
働
及
び
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
『
被
災
者

家
族
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
』
が
発
足
し
た
。
今
後
も
特
に
亜
急
性
期
以

降
の
救
護
活
動
に
お
い
て
は
行
政
（
保
健
福
祉
事
務
所
）
と
日
本
赤
十

字
社
の
協
働
は
不
可
欠
で
あ
る

19

。
活
動
開
始
時
に
は
、
す
で
に
医

療
ニ
ー
ズ
は
な
い
の
で
当
日
に
も
日
赤
救
護
班
も
撤
退
と
い
う
説
も

あ
る
中
で
、
共
に
現
地
入
り
し
た
日
赤
長
野
県
支
部
柳
尚
茂
氏
に
よ

る
詳
細
な
県
支
部
へ
の
情
報
発
信
と
県
支
部
の
柔
軟
な
対
応
に
よ
っ

て
作
り
得
た
成
果
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

今
回
の
我
々
の
活
動
目
標
は
、
被
災
者
の
発
見
を
御
嶽
山
の

麓
で
待
ち
わ
び
て
い
る
ご
家
族
の
心
身
負
担
の
軽
減
で
あ
っ
た
が
、

m
eeting

で
諏
訪
赤
十
字
病
院
・
森
光
玲
雄
臨
床
心
理
士
に
よ
り
、
御

家
族
に
対
し
、
積
極
的
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
休
息
が
と
れ
長

期
間
に
わ
た
る
滞
在
で
体
調
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
「
そ
っ
と
見
守
り
、

そ
っ
と
寄
り
添
う
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
と
い
う
具
体
的
な
骨
子
が
作

成
さ
れ
た
こ
と
で
、
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
と
の
共
同
活
動
も
円
滑
に
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
災
害
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
人
選
も
重
要

で
あ
る
。
そ
っ
と
寄
り
添
う
た
め
に
は
赤
く
目
立
つ
日
赤
救
護
服
を

脱
い
で
薄
緑
の
行
政
服
を
借
用
し
た
た
め
現
地
で
日
赤
服
が
活
動
し

て
い
る
写
真
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
そ
の
一
方
で
初
対
面
の
行
政
職
員

に
は
赤
い
服
の
赤
十
字
職
員
と
い
う
だ
け
で
非
常
に
信
頼
さ
れ
た
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。

提　

言

災
害
に
関
す
る
情
報
や
経
験
の
蓄
積
は
重
要
で
あ
る
が
、
防
災

担
当
の
行
政
職
員
は
多
く
が
二
年
ほ
ど
で
交
代
し
、
十
分
な
経
験
の

蓄
積
が
難
し
い

20

。
よ
っ
て
継
続
的
に
災
害
救
護
活
動
を
行
う
組
織

で
あ
る
日
本
赤
十
字
社
に
よ
る
関
係
各
機
関
と
の
協
働co-ordination

が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る
日
赤
医
学

会
総
会
に
お
い
て
、
日
赤
救
護
活
動
の
司
令
塔
で
あ
る
都
道
府
県
支

部
の
救
護
関
係
者
も
参
加
し
て
、
そ
の
一
年
間
の
赤
十
字
の
災
害
救

護
活
動
に
対
す
る
報
告
と
総
括
、
さ
ら
に
改
善
に
向
け
て
の
議
論
や

提
案
を
共
有
す
る
場
と
し
て
全
国
救
護
班
連
絡
会
議
（
仮
称
）
の
開
催

す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
そ
れ
が
実
現
し
た
暁
に
は
、
日
赤
医
学
会

総
会
は
、
文
字
通
り
日
本
赤
十
字
社
の
め
ざ
す
救
護
活
動
学
の
総
会

と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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１　

は
じ
め
に

⑴　
博
愛
社
創
立
以
来
一
貫
し
て
戦
時
救
護
が
目
的
だ
っ
た
日
本

赤
十
字
社
（
以
下
「
日
赤
」
と
い
う
。）
だ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

（
以
下
「
戦
後
」
と
い
う
。）、
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
に
日
本
赤

十
字
社
法
が
制
定
さ
れ
、
日
赤
の
事
業
と
し
て
、「
赤
十
字
に

関
す
る
諸
条
約
に
基
づ
く
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
」
に
加
え
て

「
非
常
災
害
時
又
は
伝
染
病
流
行
時
に
お
い
て
、
傷
病
そ
の
他

の
災
や
く
を
受
け
た
者
の
救
護
を
行
う
こ
と
」
が
明
記
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
に
は
「
日
本
赤
十
字
社
救

護
規
則
」（
昭
和
三
〇
年
本
達
甲
第
四
号
。
以
下「
救
護
規
則
」と
い
う
。）

が
制
定
さ
れ
た
。

　
　

救
護
規
則
は
、
日
赤
が
行
う
救
護
業
務
の
実
施
に
か
か
る
基

本
的
な
事
項
を
定
め
て
お
り
、
日
赤
の
救
護
活
動
の
根
拠
と
な

る
規
則
で
あ
る
が
、
こ
の
規
則
に
よ
る
活
動
は
災
害
時
の
応
急

対
応
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

⑵　
改
正
前
救
護
規
則
が
応
急
対
応
し
か
規
定
し
て
い
な
い
な
か
、

我
が
国
の
災
害
対
策
基
本
法
で
も
国
際
的
な
合
意
事
項
と
し
て

も
、
防
災
・
減
災
、
応
急
対
応
、
復
旧
・
復
興
と
い
っ
た
災
害

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
全
体
を
意
識
し
た
災
害
対
応
が
求
め

ら
れ
て
お
り
、
災
害
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
従
来
の
応
急

対
応
だ
け
で
は
人
は
救
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑶　
ほ
か
に
も
、
東
日
本
大
震
災
を
は
じ
め
最
近
の
災
害
対
応
か

ら
の
経
験
・
教
訓
に
基
づ
き
、
改
正
前
救
護
規
則
の
ま
ま
で
は

救
護
を
取
り
巻
く
新
た
な
課
題
に
対
応

山
澤
　
將
人

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
救
護
・
福
祉
部
調
整
監

―
六
二
年
振
り
に
日
本
赤
十
字
社
救
護
規
則
を
大
改
正

対
応
で
き
な
い
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

⑷　
そ
こ
で
、
日
赤
は
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
度
に
救
護
規
則

の
改
正
に
着
手
し
、
今
回
、
六
二
年
振
り
の
大
改
正
を
行
っ
た
。

二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
一
二
月
に
「
日
本
赤
十
字
社
救
護
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
」（
平
成
二
九
年
本
達
甲
第
二
号
）
を

制
定
し
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
一
月
一
日
に
施
行
し
た
。

⑸　
本
稿
で
は
、
救
護
規
則
の
改
正
に
至
っ
た
背
景
と
改
正
前
救

護
規
則
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
規
則
改
正
に
あ
た
っ
て
検

討
組
織
体
制
を
ど
の
よ
う
に
立
ち
上
げ
ま
と
め
あ
げ
た
か
、
そ

の
経
緯
を
説
明
し
、
新
た
な
救
護
規
則
の
主
な
内
容
に
つ
い
て

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

２　

救
護
規
則
改
正
の
背
景

⑴
戦
時
救
護
を
目
的
に
設
立

日
本
赤
十
字
社
は
、
博
愛
社
と
し
て
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
に

設
立
さ
れ
て
以
来
、
一
貫
し
て
戦
時
救
護
を
第
一
の
目
的
と
し
て
き

た
。そ

の
年
五
月
に
博
愛
社
設
立
と
と
も
に
定
め
ら
れ
た
博
愛
社
社

則
第
一
条
は
、
戦
場
の
傷
者
を
救
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、

こ
れ
に
よ
り
同
年
勃
発
し
た
西
南
戦
争
で
の
救
護
が
実
施
さ
れ
た
。

一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
）
年
五
月
に
博
愛
社
が
日
本
赤
十
字
社
と

名
称
を
変
え
る
と
、
日
本
赤
十
字
社
社
則
が
制
定
さ
れ
、
第
一
条
で

博
愛
社
社
則
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
戦
時
に
お
い
て
傷
病
者
を
救
護
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
。

ま
た
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
一
〇
月
に
最
初
の
日
本
赤
十
字
社

戦
時
救
護
規
則
が
制
定
さ
れ
、
具
体
的
な
戦
時
救
護
の
内
容
が
定
め

ら
れ
た
。

一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
一
二
月
に
制
定
さ
れ
た
勅
令
で
あ
る
日

本
赤
十
字
社
条
例
に
よ
る
と
、
日
本
赤
十
字
社
は
陸
・
海
軍
大
臣
が

指
定
す
る
範
囲
内
で
「
陸
海
軍
ノ
戦
時
衛
生
勤
務
ヲ
幇
助
ス
ル
コ
ト
」

即
ち
、
勅
令
で
日
赤
の
目
的
が
戦
時
救
護
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
規

定
さ
れ
た
。

日
本
赤
十
字
社
条
例
は
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
一
月
に
廃
止

さ
れ
る
ま
で
、
数
次
に
わ
た
り
改
正
さ
れ
た
が
、
戦
時
救
護
を
日
赤

の
事
業
と
す
る
点
は
変
更
が
な
く
、
ま
た
、
他
の
事
業
が
加
わ
る
こ

と
も
な
か
っ
た
。

⑵
災
害
救
護
活
動

も
っ
と
も
実
際
に
は
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
の
福
島
県
会
津

磐
梯
山
噴
火
の
際
の
救
護
か
ら
始
ま
り
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年

の
濃
尾
地
震
に
お
い
て
日
赤
は
本
格
的
な
災
害
救
護
活
動
を
行
っ
た
。
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安
否
調
査
、
救
援
物
資
の
備
蓄
及
び
配
分
、
災
害
時
の
血
液
製
剤
の

供
給
、
そ
の
他
の
救
援
の
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ

の
業
務
内
容
は
概
ね
、
救
護
規
則
に
基
づ
く
災
害
救
護
業
務
に
準
じ

て
い
る
。

但
し
、
図
１
に
示
す
よ
う
に
救
護
実
施
の
法
的
・
規
則
的
根
拠
か

ら
言
え
ば
、
救
護
規
則
に
は
武
力
攻
撃
事
態
等
が
明
記
さ
れ
て
お
ら

ず
救
護
規
則
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
い
う
問
題
点
が
解

決
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。

⑸
支
部
を
主
体
と
し
た
災
害
救
護

一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
の
天
災
救
護
規
則
改
正
で
、
災
害
救
護

は
日
赤
の
各
支
部
の
事
業
と
な
り
、
日
赤
の
災
害
救
護
は
支
部
を
中

心
と
し
た
分
権
的
性
格
を
も
ち
、
戦
後
制
定
さ
れ
た
救
護
規
則
も
、

支
部
を
主
体
と
し
た
災
害
救
護
を
結
果
的
に
引
き
継
い
で
い
る
。

一
方
、
戦
前
の
戦
時
救
護
は
、
陸
・
海
軍
大
臣
が
日
赤
本
社
へ
救

護
班
派
遣
を
命
令
、
さ
ら
に
日
赤
本
社
は
同
社
支
部
に
命
令
し
、
救

護
班
を
派
遣
し
て
お
り
、
本
社
が
主
体
の
事
業
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
関
東
大
震
災
に
お
い
て
は
、
難
局
に
対
処
す
る

た
め
に
臨
時
の
規
則
が
作
成
さ
れ
、
本
社
を
中
心
と
し
た
救
護
を
実

施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
震
災
は
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
九
月
一

そ
し
て
、
翌
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
に
日
本
赤
十
字
社
社
則
が

改
正
さ
れ
、「
臨
時
天
災
」
に
お
け
る
救
護
も
戦
時
救
護
と
並
び
日
赤

の
目
的
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
に
具
体
的
な
規
則
で
あ
る
日
本

赤
十
字
社
天
災
救
護
規
則
が
制
定
さ
れ
た
。

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
に
は
、 

欧
米
に
お
い
て
は
災
害
と
い
う

用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
の
理
由
な
ど
か
ら
、
上
述
の
天
災
救
護

規
則
は
廃
止
さ
れ
、
日
本
赤
十
字
社
災
害
救
護
規
則
が
制
定
さ
れ
た
。

⑶
戦
後
の
救
護
の
位
置
付
け

戦
後
、
日
本
赤
十
字
社
法
が
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
に
制
定
さ

れ
、
第
二
七
条
に
よ
り
、
日
赤
の
事
業
と
し
て
、「
赤
十
字
に
関
す

る
諸
条
約
に
基
く
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
」
に
加
え
て
「
非
常
災
害
時

又
は
伝
染
病
流
行
時
に
お
い
て
、
傷
病
そ
の
他
の
災
や
く
を
受
け
た

者
の
救
護
を
行
う
こ
と
」
が
明
記
さ
れ
た
。

従
来
の
内
部
規
則
で
あ
る
社
則
で
は
な
く
法
令
上
の
根
拠
で
あ
る

社
法
に
よ
っ
て
、
災
害
救
護
が
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
に
「
日
本
赤
十
字
社
救
護
規

則
」（
昭
和
三
〇
年
本
達
甲
第
四
号
）
が
制
定
さ
れ
た
が
、
制
定
と
同
時

に
日
本
赤
十
字
社
戦
時
救
護
規
則
及
び
災
害
救
護
規
則
は
廃
止
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
赤
の
事
業
の
中
心
に
あ
っ
た
戦
時
救
護
と
い

う
柱
が
取
り
除
か
れ
、
日
赤
の
救
護
規
則
は
災
害
救
護
に
活
動
の
焦

点
を
当
て
た
形
で
今
日
ま
で
続
い
て
き
た
。

⑷
国
民
保
護
法
の
成
立

戦
後
の
日
赤
に
お
い
て
、
戦
時
救
護
規
則
は
な
く
な
り
は
し
た
が
、

二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
に
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の

保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
六
年
法
律
第
一
一
二
号
。

以
下
「
国
民
保
護
法
」
と
い
う
。）
が
制
定
さ
れ
、
日
赤
等
指
定
公
共
機
関

の
責
務
が
規
定
さ
れ
た
。

こ
の
法
律
制
定
を
機
に
、
日
赤
は
、
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年

一
一
月
に
日
本
赤
十
字
社
国
民
保
護
業
務
計
画
を
策
定
し
た
。

本
計
画
は
、
日
赤
が
、
赤
十
字
に
関
す
る
諸
条
約
及
び
赤
十
字
国

際
会
議
に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
諸
原
則
の
精
神
に
則
り
、
日
本
赤
十

字
社
法
及
び
日
本
赤
十
字
社
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
ま
た
、

国
民
保
護
法
及
び
同
法
第
三
二
条
に
定
め
る
「
国
民
の
保
護
に
関
す

る
基
本
指
針
」（
平
成
一
七
年
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
日
赤
が
実
施
す

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
（
以
下
「
国
民
保
護
措
置
」
と
い
う
。）
の

内
容
及
び
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
、
武
力
攻
撃
事
態
等

に
お
い
て
、
国
民
保
護
措
置
等
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

日
赤
が
行
う
業
務
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
際
、
日
赤
は
、
武

力
攻
撃
事
態
等
に
よ
る
被
災
状
況
に
応
じ
、
医
療
救
護
、
外
国
人
の

3 

年に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」（平

成 16 年法律第 112 号。以下「国民保護法」という。）が制定され、日赤等

指定公共機関の責務が規定された。 

この法律制定を機に、日赤は、2005（平成 17）年 11 月に日本赤十字社国

民保護業務計画を策定した。 

本計画は、日赤が、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において

決議された諸原則の精神に則り、日本赤十字社法及び日本赤十字社定款の

定めるところに従い、また、国民保護法及び同法第 32 条に定める「国民の

保護に関する基本指針」（平成 17 年閣議決定）に基づき、日赤が実施する

国民の保護のための措置（以下「国民保護措置」という。）の内容及び実施

方法に関する事項等を定め、武力攻撃事態等において、国民保護措置等を

円滑にすることを目的として日赤が行う業務内容を明らかにした。その際、

日赤は、武力攻撃事態

等による被災状況に

応じ、医療救護、外国

人の安否調査、救援物

資の備蓄及び配分、災

害時の血液製剤の供

給、その他の救援の措

置を実施することと

しており、その業務内

容は概ね、救護規則に

基づく災害救護業務

に準じている。 

図 1 

 

但し、図 1 に示すように救護実施の法的・規則的根拠から言えば、救護

規則には武力攻撃事態等が明記されておらず救護規則に基づいているとは

言い難いという問題点が解決されないままであった。 

（５） 支部を主体とした災害救護 

1904（明治 37）年の天災救護規則改正で、災害救護は日赤の各支部の事

業となり、日赤の災害救護は支部を中心とした分権的性格をもち、戦後制

定された救護規則も、支部を主体とした災害救護を結果的に引き継いでい

る。 

一方、戦前の戦時救護は、陸・海軍大臣が日赤本社へ救護班派遣を命令、

さらに日赤本社は同社支部に命令し、救護班を派遣しており、本社が主体

の事業として位置付けられていた。 

しかしながら、関東大震災においては、難局に対処するために臨時の規

則が作成され、本社を中心とした救護を実施することとなった。震災は 1923

（大正 12）年 9 月 1 日に発生したが、その 8 日後の 9 月 9 日に日本赤十字

図１　救護実施の法的・規則的根拠（改正前救護規則）
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日
に
発
生
し
た
が
、
そ
の
八
日
後
の
九
月
九
日
に
日
本
赤
十
字
社
臨

時
震
災
救
護
部
規
則
が
常
議
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
。
第
１
条
は
、

「
日
本
赤
十
字
社
は
臨
時
震
災
救
護
部
を
設
け
社
長
之
を
監
督
し
震

災
火
災
に
罹
り
た
る
も
の
の
救
護
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
せ
し
む
」

と
規
定
し
た
。

救
護
規
則
の
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
関
東
大
震
災
を
は
る

か
に
上
回
る
規
模
と
も
予
想
さ
れ
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
や
首
都
直
下

地
震
の
よ
う
な
大
規
模
災
害
等
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
被
災
地
支
部

が
実
施
主
体
と
な
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
も
生
じ
得
る
と
考
え
ら
れ
、

果
た
し
て
支
部
を
中
心
と
し
た
分
権
的
な
指
揮
命
令
の
ま
ま
で
良
い

の
か
と
い
う
課
題
が
内
在
し
て
い
た
。

⑹
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
全
体
へ
の
関
与
の
必
要
性

世
界
的
に
自
然
災
害
の
件
数
が
増
加
傾
向
に
あ
る
な
か
、
地
震
や

台
風
な
ど
自
然
現
象
の
発
生
そ
の
も
の
を
抑
止
す
る
こ
と
は
困
難
だ

が
、
災
害
の
予
防
（
被
害
抑
止
・
軽
減
）、
災
害
発
生
直
後
の
応
急
対
応
、

そ
し
て
、
復
旧
・
復
興
の
各
段
階
に
お
け
る
取
り
組
み
と
、
総
合
的

な
災
害
へ
の
対
応
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
リ
ス
ク
の
抑

制
や
被
害
の
軽
減
を
図
る
と
い
う
「
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
」

の
考
え
方
が
国
内
外
で
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
が
社
会
に
根
付
き
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
人
道

を
目
的
と
し
た
日
赤
の
救
護
活
動
が
こ
の
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ

ク
ル
全
体
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
図
２
）。

実
際
に
は
、
東
日
本
大
震
災
で
の
復
旧
・
復
興
の
取
組
み
、
そ
し

て
過
去
の
大
規
模
災
害
の
教
訓
を
踏
ま
え
て
実
施
し
て
い
る
防
災
・

減
災
の
取
組
み
が
、
改
正
前
救
護
規
則
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
こ
そ
問
題
で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

我
が
国
の
災
害
対
策
基
本
法
も
こ
の
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
お
り
、

国
際
的
な
合
意
事
項
と
し
て
も
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
を
意

識
し
た
災
害
対
応
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
謳
わ
れ
て
い
る
な
か
、
早

急
に
是
正
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

⑺
最
近
の
災
害
対
応
か
ら
の
教
訓
の
反
映

日
本
赤
十
字
社
で
は
、
一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年
か
ら
、
全
国

四
七
都
道
府
県
支
部
を
六
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
区
分
し
て
、
業
務
の
円

滑
な
運
営
を
図
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
救
護
活
動
に
お
い
て
も
、

各
ブ
ロ
ッ
ク
の
代
表
支
部
が
実
質
的
な
調
整
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。

東
日
本
大
震
災
以
降
、
災
害
の
頻
発
化
や
長
期
化
に
伴
っ
て
、
ま
す

ま
す
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
代
表
支
部
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
増
加
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
救
護
規
則
に
は
こ
う
い
っ
た
考
え
方

が
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
災
害
等
に
お
い
て
発
災
初
期
の
応
急
対
応
は
迅

速
さ
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
一
方
で
、
被
災
地
支
部
が
応
援
要
請
を

行
う
う
え
で
必
要
と
さ
れ
る
初
期
の
被
害
状
況
と
分
析
に
は
一
定
の

時
間
が
要
す
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
一
定
の
規
模
を
超
え
る
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に

は
被
災
地
か
ら
の
要
請
が
な
く
と
も
支
援
を
行
う
、
い
わ
ゆ
る
「
プ
ッ

シ
ュ
型
支
援
」
の
導
入
が
政
府
主
体
で
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

日
赤
に
お
い
て
も
本
社
が
積
極
的
に
関
与
す
る
支
援
の
在
り
方
を

検
討
す
べ
き
時
期
に
き
て
い
た
。

３　

改
正
の
た
め
の
検
討
組
織
の
立
ち
上
げ

⑴　
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
三
月
の
平
成
二
八
年
熊
本
地
震
災

害
対
応
検
証
報
告
書
を
受
け
、
災
害
の
都
度
の
振
り
返
り
や
検

証
は
必
要
で
あ
る
も
の
の
そ
の
場
限
り
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、

日
赤
の
本
来
業
務
で
あ
る
救
護
業
務
に
関
し
て
は
、
常
設
の
全

社
的
な
協
議
・
検
討
の
場
の
必
要
性
が
強
く
求
め
ら
れ
た
。

⑵　
こ
れ
を
受
け
て
、
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
度
に
救
護
業
務

に
関
す
る
常
設
の
協
議
・
検
討
の
場
と
し
て
救
護
業
務
委
員
会

を
設
置
し
た（
表
１
）。
こ
の
委
員
会
の
構
成
は
、本
社
職
員
の
他
、

図２　災害マネジメントサイクル全体への関与
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支
部
や
施
設
の
代
表
者
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

⑶　
委
員
会
に
お
け
る
初
め
て
の
審
議
事
項
と
し
て
救
護
規
則
の

改
正
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
、
こ
こ
で
の
協
議
等
を
踏
ま

え
て
、
そ
の
都
度
、
各
支
部
・
施
設
等
に
情
報
共
有
し
な
が
ら
、

最
終
的
に
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
一
一
月
の
理
事
会
に
付
議

し
て
、
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
一
二
月
に
「
日
本
赤
十
字
社

救
護
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
」（
平
成
二
九
年
本
達
甲
第
二

号
）
を
制
定
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
一
月
一
日
に
施
行
し
た
。

４　

改
正
救
護
規
則
の
主
な
内
容

⑴
救
護
規
則
の
目
的

救
護
規
則
は
、
日
本
赤
十
字
社
定
款
第
四
七
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
の
業
務
（
以
下
「
救
護
業
務
」
と
い
う
。）
の
実
施
に
つ
い
て
基

本
的
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
そ
の
組
織
的
活
動
の
円
滑
か
つ
的
確
な

遂
行
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

今
回
の
救
護
規
則
の
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
目
的
を
変
更
す

る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
六
二
年
振
り
の
大
改
正
で
は
あ
る
も
の
の
、

従
来
の
文
言
等
の
修
正
に
伴
う
改
正
と
同
じ
く
、「
日
本
赤
十
字
社

救
護
規
則
の
一
部
改
正
」
と
し
て
位
置
付
け
た
。

ち
な
み
に
、
日
本
赤
十
字
社
定
款
第
四
七
条
第
一
項
は
、
以
下
の

よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
表
２
）。

⑵
改
正
の
方
向
性

ア
　
国
民
保
護
、
感
染
症
へ
の
対
応
を
明
確
化

１
つ
目
は
、
救
護
業
務
は
災
害
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
戦
時
・

事
変
等
、
非
常
災
害
時
、
伝
染
病
流
行
時
と
大
き
く
３
つ
の
事
象
に

お
い
て
、
被
災
者
等
に
対
し
て
行
う
業
務
で
あ
る
こ
と
を
規
則
上
明

確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

イ
　
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
全
体
へ
の
関
与
を
明
確
化

２
つ
目
は
、
防
災
・
減
災
、
応
急
対
応
、
復
旧
・
復
興
の
「
災
害

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
」
へ
の
対
応
で
あ
る
。

特
に
災
害
時
に
行
う
日
赤
の
救
護
業
務
は
、
こ
れ
ま
で
の
応
急
対

応
に
加
え
、
防
災
・
減
災
及
び
復
旧
・
復
興
に
関
す
る
取
組
み
も
そ

れ
に
関
す
る
業
務
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ウ
　
大
規
模
災
害
に
お
け
る
本
社
の
役
割
強
化

３
つ
目
は
、
救
護
の
実
施
主
体
を
被
災
地
支
部
長
と
す
る
こ
と
を

基
本
と
し
な
が
ら
も
、
大
規
模
災
害
等
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
社
長

が
救
護
の
実
施
主
体
と
な
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
改
正
す
る
こ

と
で
あ
る
。

エ
　
被
災
地
支
部
へ
の
支
援
体
制
の
強
化

最
後
に
、
被
災
地
支
部
へ
の
支
援
体
制
と
し
て
、
四
七
都
道
府
県

支
部
は
大
き
く
六
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
代
表
支
部
的
な
役
割
に
つ
い
て
規
定
す
る
と
と

も
に
、
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
被
災
地
支
部
長
か
ら

の
要
請
を
待
た
ず
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
改
正

す
る
こ
と
で
あ
る
。

⑶
救
護
規
則
の
主
な
改
正
点

ア
　
救
護
を
災
害
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
保
護
や
感
染
症
対

表１　救護業務委員会の目的・組織

救護業務委員会

〈目的〉日本赤十字社の国内における救護に関する活動や体制

に係る方針等について、全社的な協議・検討を行うと共

に合意形成を行う。

〈委員〉本社職員、ブロック代表支部事務局長、赤十字医療施

設経営会議委員　計 20 名

表２　定款に定める日赤の業務

本社は、第 3 条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。 
（1）　戦時、事変等において、赤十字に関する諸条約に基き、戦傷病者の救護、捕

虜抑留者の援護及び文民の保護に従事すること。 
（2）　地震、火災、風水害その他の非常災害時又は伝染病流行時において、傷病そ

の他の災やくを受けた者の救護を行うこと。 
（3）　常時、健康の増進、疾病の予防、苦痛の軽減その他社会奉仕のために必要な

事業を行うこと。 
（4）　前各号に掲げる業務のほか、第 3 条の目的（本社は、赤十字に関する諸条約及

び赤十字国際会議において決議された諸原則の精神にのっとり、赤十字の理想と

する人道的任務を達成することを目的とする。）を達成するために必要な業務。
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応
に
適
応

改
正
救
護
規
則
に
お
け
る
救
護
業
務
は
、
災
害

に
限
定
す
る
こ
と
な
く
日
本
赤
十
字
社
定
款
第
四
七

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
さ
れ
る
場
合

（
武
力
攻
撃
事
態
、
非
常
災
害
時
、
感
染
症
流
行
時
等
）
に

お
け
る
被
災
者
等
に
対
し
て
行
う
応
急
対
応
で
あ
る

こ
と
を
規
則
上
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
（
表
３

及
び
図
３
）。

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
非
常
災
害
時
」
と
は
、
自

然
災
害
の
み
な
ら
ず
大
規
模
な
火
事
、
爆
発
、
放
射

性
物
質
の
大
量
の
放
出
、
多
数
の
者
の
遭
難
を
伴
う

船
舶
の
沈
没
そ
の
他
の
大
規
模
な
事
故
を
含
め
て
い

る
。イ

　
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
全
体
へ
関
与

復
旧
・
復
興
に
関
す
る
業
務
及
び
防
災
・
減
災
に

関
す
る
業
務
は
、
日
本
赤
十
字
社
が
実
施
す
る
救
護

業
務
に
関
連
す
る
業
務
と
し
て
規
定
し
、
災
害
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
全
体
へ
の
関
与
を
規
則
上
明
ら

か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
活
動
は
、
人
材
の
育
成
も

含
め
、
そ
の
経
験
・
実
績
を
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
や
日
本
赤
十
字
社
の
重
要
な
救
護
活
動
の

一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、「
こ
こ
ろ
の
ケ

ア
」
を
救
護
業
務
の
一
項
目
と
し
て
規
則
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る

（
表
４
）。

ウ
　
大
規
模
災
害
に
お
け
る
救
護
の
実
施
主
体

応
急
対
応
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
災
害
等
に

よ
り
被
災
し
た
地
域
の
支
部
の
支
部
長
（
以
下
「
被
災
地
支
部
長
」
と
い

う
。）
が
、
そ
の
責
任
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
を
規
則
第
三
条
第
一

項
に
お
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
規
則
第
六
条
に
よ
る
場

合
を
除
く
）。

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
災
害
等
」
と
は
、
日
本
赤
十
字
社
定
款
第

四
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
さ
れ
る
事
象
を
指
し
、

「
災
害
等
に
よ
り
被
災
し
た
地
域
の
支
部
」（
以
下
「
被
災
地
支
部
」
と
い

う
。）
と
は
、
当
該
事
象
に
よ
る
被
災
者
、
傷
病
者
が
発
生
し
た
地
域

の
支
部
を
い
う
。

ま
た
、
復
旧
・
復
興
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
非
常
災
害
に

よ
り
被
災
し
た
地
域
の
支
部
の
支
部
長
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
実
施

す
る
こ
と
を
同
条
に
お
い
て
規
定
（
た
だ
し
、
規
則
第
六
条
に
よ
る
場
合

を
除
く
）
し
、
防
災
・
減
災
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
平
時
か
ら

社
長
及
び
支
部
長
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
を
同
条
第

三
項
に
お
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

表３　新・旧救護規則
改正前救護規則 改正救護規則

（災害救護業務）

第 2 条　日本赤十字社の

災害救護業務は、次のと

おりとする。

（救護業務）

第 2 条　日本赤十字社の

救護業務は、次のとおり

とする。

7 

字社定款第 47 条第 1 項第 1号及び第 2号に規定される場合（武力攻撃

事態、非常災害時、感染症流行時等）における被災者等に対して行う応

急対応であることを規則上明らかにしたものである（表 3 及び図 2）。 

なお、ここでいう「非常災害時」とは、自然災害のみならず大規模な

火事、爆発、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈

没その他の大規模な事故を含めている。 

改正前救護規則 改正救護規則 

(災害救護業務) 

第 2 条 日本赤十字社の災害救護業務

は、次のとおりとする。  

(救護業務) 

第 2 条 日本赤十字社の救護業務は、

次のとおりとする。 

表 3 

 

                 図 3 

イ 災害マネジメントサイクル全体へ関与 

復旧・復興に関する業務及び防災・減災に関する業務は、日本赤十字

社が実施する救護業務に関連する業務として規定し、災害マネジメント

サイクル全体への関与を規則上明らかにしたものである。 

なお、こころのケア活動は、人材の育成も含め、その経験・実績をこ

れまで積み上げてきたところであり、今や日本赤十字社の重要な救護活

動の一つとして位置付けられている現状に鑑み、「こころのケア」を救

護業務の一項目として規則に規定したものである（表 4）。 

改正前救護規則 改正救護規則 

(災害救護業務) 

第 2 条 日本赤十字社の災害救護業務

は、次のとおりとする。  

(1)医療救護  

(2)救援物資の備蓄及び配分  

(3)災害時の血液製剤の供給  

(救護業務) 

第 2 条 日本赤十字社の救護業務は、

次のとおりとする。 

(1)医療救護 

(2)こころのケア 

(3)救援物資の備蓄及び配分 

図３　救護実施の法的・規則的根拠（改正救護規則）

表４　新・旧救護規則（業務内容）
改正前救護規則 改正救護規則

（災害救護業務）

第 2 条　日本赤十字社の災害救護業務は、

次のとおりとする。

（1）医療救護 
（2）救援物資の備蓄及び配分 
（3）災害時の血液製剤の供給 
（4）義援金の受付及び配分 
（5）その他災害救護に必要な業務

（救護業務）

第 2 条　日本赤十字社の救護業務は、次の

とおりとする。

（1）医療救護

（2）こころのケア

（3）救援物資の備蓄及び配分

（4）血液製剤の供給

（5）義援金の受付及び配分

（6）その他応急対応に必要な業務

2 前項の救護業務に関連し、次の業務を実施

する。

（1）復旧・復興に関する業務

（2）防災・減災に関する業務
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な
お
、
救
護
業
務
及
び
復
旧
・
復
興
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、

上
述
の
と
お
り
規
則
第
三
条
第
一
項
で
被
災
地
支
部
長
が
実
施
す
る

こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
災
害
等
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
社
長
が
そ

の
責
任
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
則
第
六
条
に

お
い
て
新
た
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
（
表
５
）。

エ
　
被
災
地
支
部
支
援
に
お
け
る
ブ
ロ
ッ
ク
代
表
支
部
の
役
割

被
災
地
支
部
長
の
支
援
の
要
請
先
で
あ
る
「
社
長
が
別
に
定
め
る

支
部
長
」
と
は
、
今
般
、
新
た
に
制
定
し
た
「
日
本
赤
十
字
社
救
護
規

則
施
行
細
則
」（
平
成
二
九
年
本
達
丙
第
二
八
号
）
に
明
記
し
た
。

当
該
支
部
は
、「
代
表
支
部
事
務
局
長
に
関
す
る
規
定
」（
昭
和
四
二

年
本
達
丙
第
五
号
）
に
基
づ
く
ブ
ロ
ッ
ク
代
表
支
部
事
務
局
長
の
支
部

と
し
て
お
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
区
分
も
当
該
規
定
に
依
る
も
の
と
し
て

い
る
。

し
た
が
っ
て
、
被
災
地
支
部
の
支
援
の
要
請
は
、
同
じ
ブ
ロ
ッ
ク

内
の
ブ
ロ
ッ
ク
代
表
支
部
の
支
部
長
に
行
い
、
そ
の
支
援
の
要
請
を

受
け
た
ブ
ロ
ッ
ク
代
表
支
部
の
支
部
長
は
、
同
一
ブ
ロ
ッ
ク
の
支
部

長
に
支
援
を
要
請
し
、
さ
ら
に
支
援
が
必
要
な
場
合
に
は
社
長
に
支

援
の
要
請
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
社
長
か
ら
被
災
地
支

部
の
支
援
に
か
か
る
指
示
を
受
け
た
他
の
ブ
ロ
ッ
ク
代
表
支
部
の
支

部
長
は
、
同
一
ブ
ロ
ッ
ク
の
支
部
長
に
支
援
を
要
請
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

表５　新・旧救護規則（実施主体）
改正前救護規則 改正救護規則

（救護の実施主体）

第 9 条　救護は、災害等の発生した当該地

方の支部長（以下「当該支部長」という。）

が実施する。 

（救護業務の実施主体）

第 3 条　前条第 1 項及び第 2 項第 1 号に規

定する業務は、災害等により被災した地域

の支部（以下「被災地支部」という。）の支

部長（以下「被災地支部長」という。）が実

施する。

2　被災地支部長は、本社、関係支部及び関

係機関と密接な連絡調整を図りながら当該

業務を実施する。 
3　前条第 2 項第 2 号に規定する業務は、平

時より社長及び支部長が実施する。

（社長による実施）

第 6 条　社長は、第 2 条第 1 項及び第 2 項

第 1 号に規定する業務に関し、必要がある

と認めたときは、第 3 条第 1 項の規定にか

かわらず、当該業務を実施することができ

る。

表６　新・旧救護規則（支援の要請）
改正前救護規則 改正救護規則

（救援の要請）

第 10 条　当該支部長は、救護の必要がある

と認めたときは、近接の支部長に対し、そ

の救援を求めることができる。

2　当該支部長は、前項の規定による救援を

求め、なお救護力が不足すると認めたとき

は、社長に対しその救援を求めるものとす

る。この場合、社長は、救援させる支部を

選定し、救援について必要な指示を行う。

（支援の要請）

第 4 条　被災地支部長は、当該支部での対

応が困難と認めたときは、社長が別に定め

る支部長に対し、その支援を求めるものと

する。

2　前項の規定により支援の要請を受けた支

部長は、同一地方の支部長に対し、支援を

要請する。

3　第 1 項の規定により支援の要請を受けた

支部長は、さらに広域的な支援を必要と認

める場合は、社長に対し支援を求めるもの

する。その要請を受けた社長は、社長が別

に定める支部長に被災地支部の支援に関す

る必要な指示を行い、当該指示を受けた支

部長は、同一地方の支部長に対し、支援を

要請する。

4　被災地支部長は、第 1 項にかかわらず、

緊急を要する場合等は、近接する支部長に

支援を求めることができる。 

表７　新・旧救護規則（支援を待たずの場合）
改正前救護規則 改正救護規則

（救援の要請）

第 10 条

（支援の要請）

第 4 条

6　社長は、災害等の状況により必要がある

と認めたときは、第 1項の規定にかかわらず、

被災地支部の支援を行うものとする。
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ま
た
、
規
則
第
四
条
第
四
項
で
、
被
災
地
支
部
長
は
、
緊
急
を
要

す
る
支
援
を
求
め
る
場
合
に
は
、
地
理
的
条
件
を
考
慮
し
て
近
接
の

支
部
長
に
対
し
て
も
直
接
支
援
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

て
い
る
（
表
６
）。

オ
　
被
災
地
支
部
支
援
に
お
け
る
本
社
の
役
割

被
災
地
支
部
に
対
す
る
支
援
に
関
し
て
は
、
規
則
第
四
条
第
一
項

に
よ
る
被
災
地
支
部
長
の
要
請
を
受
け
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
が
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
、
大
規
模
な
災
害
等
が
発
生
し
た
場

合
に
は
、
被
災
地
支
部
長
の
要
請
を
待
た
ず
に
社
長
は
支
援
を
実
施

す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

こ
れ
は
、
大
規
模
災
害
等
に
よ
り
明
ら
か
に
全
社
的
な
支
援
が
必

要
な
場
合
は
、
被
災
地
支
部
長
の
要
請
を
待
た
ず
に
迅
速
な
支
援
が

実
施
で
き
る
よ
う
に
新
た
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
場
合
、
社
長
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
代
表
支
部
の
支
部
長

に
被
災
地
支
部
の
支
援
に
関
す
る
必
要
な
指
示
を
行
い
、
あ
る
い
は
、

本
社
の
救
護
班
及
び
救
護
業
務
に
従
事
す
る
者
を
派
遣
す
る
等
に
よ

り
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
（
表
７
）。

５　

お
わ
り
に

⑴　
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
九
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和

条
約
調
印
の
際
、
日
本
は
、
こ
の
条
約
が
発
効
し
て
か
ら
一
年

以
内
に
「
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
」

に
加
入
す
る
こ
と
を
世
界
に
宣
言
し
た
。

　
　

こ
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
戦
後
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
日
本
赤

十
字
社
法
は
、
赤
十
字
に
関
す
る
諸
条
約
及
び
赤
十
字
国
際
会

議
に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
諸
原
則
に
の
っ
と
り
、
赤
十
字
の
理

想
と
す
る
人
道
任
務
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　
　

そ
し
て
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
定
款
第
四
七
条
第

一
項
に
か
か
げ
る
武
力
攻
撃
事
態
や
非
常
災
害
時
、
感
染
症
流

行
時
に
お
け
る
被
災
者
等
に
対
し
て
行
う
業
務
を
改
正
救
護
規

則
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
意
義
深
い
。

⑵　
災
害
時
の
救
護
活
動
が
、
従
来
の
応
急
対
応
に
と
ど
ま
ら
ず
、

復
旧
・
復
興
や
防
災
・
減
災
を
含
め
た
災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ

イ
ク
ル
全
体
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
に

お
い
て
は
必
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

ま
た
、
大
規
模
災
害
を
想
定
す
る
と
、
よ
り
迅
速
に
、
よ
り

全
社
的
に
対
応
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ

り
、
こ
れ
ら
を
主
な
改
正
内
容
と
し
た
。

⑶　
一
方
で
、
戦
前
の
日
赤
は
、
日
清
・
日
露
、
第
一
次
世
界
大

戦
と
戦
争
を
重
ね
る
た
び
に
政
府
や
軍
と
の
結
び
つ
き
が
強
化

さ
れ
、
そ
の
負
の
遺
産
と
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
あ
ま
り

に
も
多
く
の
犠
牲
を
伴
っ
た
過
去
の
歴
史
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。

　
　

特
に
、「
従
軍
看
護
婦
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
た
ち
の
活
躍
は
、

彼
女
ら
の
力
量
の
高
さ
が
結
果
的
に
活
動
範
囲
を
拡
げ
て
い
き
、

内
地
か
ら
病
院
船
へ
、
そ
し
て
、
女
性
で
あ
っ
て
も
海
外
の
戦

地
へ
派
遣
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
多
く
の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
た
。

⑷　
日
赤
が
戦
時
へ
の
対
応
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
な
く
、
救
護
業

務
と
し
て
救
護
規
則
に
明
確
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
、
責
任
あ

る
国
際
社
会
及
び
国
際
赤
十
字
の
一
員
と
し
て
の
責
務
で
あ
る
。

　
　

し
か
し
、
決
し
て
過
去
の
悲
惨
な
歴
史
を
繰
り
返
す
も
の
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　

日
本
赤
十
字
社
法
は
も
ち
ろ
ん
、
国
民
保
護
法
に
お
け
る
第

七
条
第
一
項
で
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
日
本
赤
十
字
社

が
実
施
す
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の

特
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
自
主
性
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
日
赤
の
自
主
性
の
尊
重
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
は
注
目

に
値
し
、
決
し
て
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
疎
か
に
し

て
は
な
ら
な
い
。

　
　

今
後
、
国
内
外
で
の
災
害
等
で
日
赤
と
防
衛
省
・
自
衛
隊
と

が
よ
り
緊
密
に
協
力
し
合
う
場
面
は
増
加
し
て
い
く
で
あ
ろ
う

し
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
協
定
等
を
締
結
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

そ
の
際
、
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
に
基
づ
い
て

軍
の
統
制
下
に
入
る
こ
と
と
、
日
赤
の
自
主
性
の
尊
重
が
必
ず

し
も
両
立
で
き
な
い
場
面
が
想
定
さ
れ
る
の
も
現
実
問
題
で
あ

る
。

　
　

例
え
ば
、
国
民
保
護
法
に
お
け
る
日
赤
の
活
動
は
文
民
の
保

護
に
限
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
活
動
を
自
衛
隊
員
等
の
医
療
支

援
に
ま
で
拡
大
す
る
と
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
あ

り
、
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　

過
去
の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
日
赤
の
自
主
性
の
尊
重
は
安

易
に
妥
協
し
て
は
な
ら
な
い
一
項
目
で
あ
る
と
言
え
る
。

⑸　
最
後
に
、
こ
の
救
護
規
則
の
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
救
護
業

務
委
員
会
の
委
員
の
皆
さ
ま
に
は
、
真
剣
な
ご
議
論
を
い
た
だ

き
、
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
。

　
　

そ
し
て
、
こ
の
委
員
会
の
事
務
局
と
し
て
救
護
・
福
祉
部
白

土
直
樹
次
長
は
じ
め
草
案
起
草
に
か
か
わ
っ
た
防
災
業
務
課
の

熊
崎
哲
課
長
、
山
内
友
和
係
長
、
委
員
会
運
営
に
か
か
わ
っ
た

救
護
課
の
山
本
孝
幸
課
長
、
山
田
勇
介
係
長
ほ
か
多
く
の
救
護
・

福
祉
部
の
職
員
に
よ
る
功
績
が
大
き
か
っ
た
。

　
　

改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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）１

と
述
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る
。

こ
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は
潘
事
務
総
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た
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と
で
は
な
い
。
二
〇
〇
〇
年
の

ブ
ラ
ヒ
ミ
報
告
書
は
、「
Ｐ
Ｋ
Ｏ
活
動
の
基
本
的
原
則
は
、
当
事
者

の
同
意
、
公
平
性
（im

partiality

）、
自
衛
目
的
の
み
の
武
器
使
用
の
３

つ
で
あ
る
」
と
し
、「
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連
の
活
動
に
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け
る
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平
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は
、
憲
章
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原
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あ
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い
…
…
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平
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、
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の
当
事
者
を
い
か
な
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と
を
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ず
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…
…
国
際
法
の
侵
害
が
あ
れ
ば
、
違
反
国
を
平
等
に
扱
う
こ
と
は

で
き
な
い
」２

と
明
記
し
て
い
る
。
ま
た
二
〇
〇
八
年
の
「
国
連
平
和

維
持
活
動
の
原
則
と
指
針
」
は
、「
主
た
る
当
事
者
の
同
意
と
協
力
を

維
持
す
る
た
め
に
は
、
公
平
性(im

partiality

）
が
欠
か
せ
な
い
が
、
こ

れ
を
中
立
ま
た
は
不
作
為
（inaction

）
と
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
。
国

連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
は
、
紛
争
当
事
者
と
の
関
係
に
お
い
て
不
偏
性
（im

partiality

）

を
貫
く
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
マ
ン
デ
ー
ト
の
実
施
に
お
い
て
中
立

を
保
つ
べ
き
で
は
な
い
」３

と
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
基
本
原

則
は
、
最
初
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
と
さ
れ
る
一
九
五
六
年
の
ス
エ
ズ
危
機
に
お

け
る
国
連
緊
急
軍
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｆ
）
の
活
動
原
則
に
す
で
に
見
ら
れ
、
①

当
事
者
の
同
意
、
②
公
平
・
中
立　

③
自
衛
目
的
の
武
力
行
使
の
３

原
則
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
五
六
年
当
時
か
ら
今
日
ま
で

国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
根
拠
と
さ
れ
る
憲
章
第
四
〇
条
に
は
、中
立（neutrality

）

の
語
は
存
在
せ
ず
、
事
態
悪
化
を
防
ぐ
た
め
の
国
連
の
暫
定
措
置
は
、

「
関
係
当
事
者
の
権
利
、
請
求
権
又
は
地
位
を
害
す
る
も
の
で
は
な

い
（without prejudice to the rights, claim

s or position of the parties concerned
） 
」

と
規
定
す
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
中
の
「without prejudice 

（
偏
ら
ず
、
害

し
な
い
で
）」
を
中
立
（neutral

）
と
同
義
と
み
な
し
、
読
み
替
え
た
に
過

ぎ
な
い
。
今
日
ま
で
国
連
の
活
動
が
紛
争
の
政
治
的
、
軍
事
的
状
況

を
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
が
「
中
立
」
の
語
で
代
弁
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
概
念
がim

partial

（
党
派
的
で
は
な
い
、
不
偏
で
あ
る
、

公
平
で
あ
る
）
と
類
似
し
て
い
る
た
め
、
し
ば
し
ば
中
立
と
公
平
の
用

語
が
混
同
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
よ
う
だ
。

論
争
の
発
端

近
年
に
お
け
る
「
中
立
」
と
「
公
平
」
を
巡
る
論
争
の
発
端
は
、
冷

戦
終
結
後
の
一
九
九
〇
年
代
に
多
発
し
た
地
域
紛
争
と
そ
れ
に
伴
う

深
刻
な
人
道
危
機
の
連
鎖
が
背
景
に
あ
る
。
こ
の
事
態
に
赤
十
字
な

ど
の
伝
統
的
（
古
典
的
）
な
人
道
機
関
を
は
じ
め
国
連
、
新
興
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、

さ
ら
に
国
家
と
そ
の
軍
隊
を
含
む
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が
「
人
道
支
援

マ
ー
ケ
ッ
ト
」
に
参
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
支
援
は
一

様
に
「
人
道
目
的
」
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
実
は
伝
統
的
な
人
道
支
援

の
立
場
か
ら
は
「
真
の
人
道
支
援
」
に
は
馴
染
ま
な
い
と
見
ら
れ
る
も

の
も
あ
り
、
論
者
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
人
道
主
義
を
「
政
治
的
人

道
主
義
（Political H

um
anitarianism

）」（W
eiss, 1999

）４

な
ど
と
呼
称
す
る
も

の
も
あ
っ
た
。

新
た
な
局
面
を
迎
え
た
人
道
支
援
の
現
場
は
多
様
な
ア
ク
タ
ー
が

乱
立
す
る
「
ル
ー
ル
な
き
支
援
合
戦
」
の
様
相
を
呈
し
、
そ
の
中
で
現

場
の
被
災
者
（
犠
牲
者
）
の
利
益
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ

う
し
た
教
訓
か
ら
一
九
九
〇
年
代
～
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
は
、
各
ア

ク
タ
ー
間
に
共
通
の
行
動
規
範
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
「
規
範
化
」
の

動
き
が
加
速
し
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
「Code of Conduct

（
国
際
赤
十

字
・
赤
新
月
運
動
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
た
め
の
行
動
規
範
）」（
一
九
九
四
年
）
や
「
ス

フ
ィ
ア
基
準
」（
一
九
九
八
年
）、「
オ
ス
ロ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
一
九
九
四
）、

「
複
合
緊
急
事
態
に
お
け
る
民
軍
関
係
に
関
す
る
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ
の
参
照

文
書
」（
二
〇
〇
四
）
な
ど
支
援
の
標
準
化
が
進
展
し
た
。
こ
れ
と
並
行

し
て
議
論
の
的
と
な
っ
た
の
が
、
赤
十
字
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
な

人
道
機
関
の
行
動
原
則
で
あ
っ
た
「
中
立
」
と
「
公
平
」
の
原
則
で
あ

る
。
特
に
中
立
の
原
則
は
批
判
的
論
調
の
矢
面
に
た
っ
た
。
そ
の
論

点
は
、「
中
立
は
不
正
に
沈
黙
し
、
正
義
の
実
現
に
無
関
心
で
あ
る
」

「
中
立
は
体
制
側
（
加
害
者
）
を
利
し
、
被
害
者
の
状
況
を
放
置
し
、
時

に
悪
化
さ
せ
て
い
る
」「
正
義
と
悪
の
間
で
中
立
で
い
る
こ
と
は
不

正
義
で
あ
る
」「
中
立
は
問
題
の
根
本
原
因
の
解
決
は
で
き
な
い
」
と

い
っ
た
も
の
で
あ
る
。し
か
し
、こ
の
種
の
批
判
は
決
し
て
新
し
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
次
大
戦
時
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
へ
の
対
応
を

巡
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
へ
の
批
判
や
一
九
六
七
年
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
（
ビ
ア
フ

ラ
）
紛
争
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
へ
の
批
判
と
国
境
な
き
医
師
団
の
創

設
の
経
緯
な
ど
は
、こ
の
種
の
議
論
の
歴
史
的
な
根
深
さ
を
物
語
る
。

こ
う
し
た
中
立
と
公
平
を
巡
る
議
論
は
、
国
連
の
場
に
お
い
て
も

無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
政
治
的
紛
争
の
多
発
す
る
中
で
、
か
ね
て
標

榜
し
て
き
た
国
連
の
中
立
性
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
公
平
性
自
体
も
問

わ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

混
乱
の
要
因

中
立
と
公
平
を
巡
る
混
乱
は
、
国
連
の
場
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。

中
立
の
思
想
は
、
国
連
の
性
格
か
ら
加
盟
国
の
平
等
原
則
、
不
可
侵

原
則
（
内
政
不
干
渉
）
な
ど
国
家
主
権
尊
重
の
理
念
を
基
礎
に
し
て
お

り
、
そ
う
し
た
中
で
紛
争
へ
の
介
入
を
行
う
Ｐ
Ｋ
Ｏ
活
動
は
、
政
治

的
、
軍
事
的
現
状
を
変
更
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
中
立
性
や
当
事
国
へ

の
公
平
性
が
厳
に
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、「
い
か
な
る
側
に
も
与

し
な
い
」
中
立
と
、「
偏
る
こ
と
な
く
、
党
派
的
に
な
る
こ
と
の
な
い
」

公
平
の
理
念
は
、
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
両
者
の
相
違
が
曖

昧
、
不
明
確
と
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、「
中

立
と
公
平
は
冷
戦
期
に
国
連
に
よ
り
互
換
可
能
な
用
語
と
し
て
ほ
ぼ

同
義
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
」（Buchan, 2013

）５

の
で
あ
り
、
そ
れ
が

両
語
の
混
同
・
混
乱
を
加
速
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
今
日
、
国
連
に
お
い
て
も
、
人
道
支
援
の
場
に
お
い
て
は
、

公
平
と
中
立
の
概
念
を
明
確
に
区
別
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

例
え
ば
一
九
九
一
年
の
国
連
総
会
決
議
四
六
／
一
八
二
は
人
道
支
援

の
指
導
原
則
２
を
「
人
道
、
公
平
（im

partialtiy

）、
中
立(neutrality)

」
で

あ
る
と
し
、
そ
の
他
、
主
権
の
尊
重
と
当
事
国
の
同
意
を
明
記
し
て

い
る
。
こ
の
文
脈
に
お
け
る
公
平
は
、
単
に
国
連
の
公
平
な
性
格
だ
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け
で
は
な
く
、
人
道
支
援
に
お
け
る
公
平
の
原
則
に
言
及
し
て
い
る

の
は
明
確
で
あ
り
、
両
語
の
併
記
に
違
和
感
は
な
い
。

人
道
支
援
の
原
則
と
し
て
の「
公
平
の
原
則
」は
、一
般
的
に「
ニ
ー

ズ
の
優
先
度
の
み
に
基
づ
く
、
い
か
な
る
差
別
も
な
い
援
助
」
と
解

さ
れ
、
こ
の
原
則
に
は
、
①
比
例
の
原
則
（
苦
痛
の
大
き
さ
に
比
例
し

た
援
助
）　

②
無
差
別
の
原
則（
人
種
、国
籍
、宗
教
等
に
よ
り
差
別
し
な
い
）

の
二
つ
の
個
別
原
則
を
包
含
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
概
念
は

本
来
のim

partial

（
党
派
的
で
な
い
、
不
偏
で
あ
る
）
に
は
存
在
せ
ず
、
赤

十
字
の
基
本
原
則
の
体
系
化
に
貢
献
し
た
Ｊ
・
ピ
ク
テ
ら
以
後
の
人

道
主
義
理
論
に
基
づ
く
解
釈
を
基
礎
に
し
て
い
る

６

。
こ
の
意
味
に

立
て
ば
、
公
平
と
中
立
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
両
原
則
の
併
記

が
混
乱
を
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
ピ
ク
テ
は
一
九
五
五
年

当
初
、「
公
平
」
と
「
平
等
」「
比
例
」
の
概
念
を
異
な
る
概
念
と
し
て

区
別
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
基
本
原
則
の
法
典
化
の
過
程
で
こ
れ

ら
は
公
平
の
原
則
の
中
に
集
約
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
公

平
概
念
の
分
か
り
に
く
さ
を
招
い
た
一
因
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
う
一
つ
、
言
葉
の
問
題
が
あ
る
。
特
に
わ
が
国
の
場
合
、
原

語
を
日
本
語
に
ど
う
訳
す
か
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
例
え
ば
、

わ
が
国
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
五
原
則
は
、
そ
の
第
三
原
則
で
、「（
国
連
平
和

維
持
隊
が
）
特
定
の
紛
争
当
事
者
に
偏
る
こ
と
な
く
、
中
立
的
立
場

を
厳
守
す
る
こ
と
」
を
唱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
外
務
省
Ｈ
Ｐ
の
英

文
訳
は
、
中
立
の
訳
と
し
てneutral

で
は
な
く
、「
不
偏
性
（
ま
た
は

公
平
性
）
を
厳
守
す
る
（strictly m

aintain im
partiality

）」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
今
日
の
国
連
部
隊
に
元
来
の
意
味
で
の
「
中
立
」
は
あ
り
え

ず
、
そ
の
趣
旨
か
らneutral

を
使
用
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
日
本
語

よ
り
英
訳
版
の
方
が
適
切
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
も
中
立
と

公
平
が
混
同
さ
れ
が
ち
な
日
本
的
状
況
が
見
ら
れ
る
。

わ
が
国
に
は
国
連
は
「
中
立
な
機
関
」
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
向
き

が
こ
れ
ま
で
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
他
方
、
世
界
で
は
特
に
冷
戦

以
後
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
を
含
む
国
連
の
中
立
性
へ
の
懐
疑
が
急
速
に
高
ま
っ

て
き
た
。
こ
の
現
実
へ
の
無
理
解
が
冒
頭
の
管
官
房
長
官
と
潘
氏
と

の
「
嚙
み
合
わ
な
い
議
論
」
の
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。

中
立
と
公
平
の
意
味

と
こ
ろ
で
、
中
立
（neutral

）
の
元
来
の
意
味
は
、
ラ
テ
ン
語
の

neuter

（
ど
ち
ら
で
も
な
い
）
に
由
来
し
、
公
平(im

partial)

の
語
は
、

partial(

党
派
的)

の
否
定
形
で
「
党
派
的
で
は
な
い
」
を
意
味
す
る
と

さ
れ
る
（Pictet, 1979

）。「
党
派
に
与
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、「
偏
ら

な
い
（
不
偏
で
あ
る
）」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、
そ
れ
は
中
立
と
ほ
と
ん

ど
同
じ
意
味
と
も
い
え
る
。
こ
の
両
概
念
の
類
似
性
が
混
乱
の
一
因

で
も
あ
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
は
中
立
と
公
平
は
異
な
る
概
念
で
あ

る
と
こ
ろ
に
両
語
の
難
解
さ
が
あ
る
。

ピ
ク
テ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
中
立
と
は
「
行
動
を
差
し
控
え
る
（
不

作
為
）」
態
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
公
平
は
、「
行
動
を
起
こ
す
動
機
」

に
限
り
使
用
す
る
と
い
う
（Pictet, 1979

）。
ま
た
「
公
平
が
中
立
と
異
な

る
点
は
、（
公
平
が
）
決
意
を
要
す
る
積
極
的
性
格
を
伴
う
こ
と
に
あ

る
」（Pictet, 1955

）
と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
中
立
と
公
平
は

正
反
対
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
論
に
立
て
ば
、「
公
平
な
行
動
」
と
い

う
表
現
は
言
葉
の
本
来
の
用
語
法
と
し
て
成
立
す
る
が
、「
中
立
的

な
行
動
」
と
い
う
表
現
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
別
言
す
れ

ば
、「
中
立
」
は
主
体
の
立
場
や
存
在
（being

）
と
い
っ
た
性
質
（character

ま
た
はnature

）
に
関
す
る
概
念
で
あ
り
、
行
動
（doing

）
に
関
す
る
概

念
で
は
な
い
。
こ
れ
は
研
究
者
が
「
中
立
は
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
性
格
に
関
連

す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
公
平
は
運
用
上
の
用
語
で
あ
り
、
運

用
行
動
に
関
す
る
も
の
」（Tsagourias, 2006

）７

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
の
に
通
じ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、中
立
は「
行
動
し
な
い
こ
と（failure 

to act, inactive

）」を
想
起
す
る
た
め
消
極
的
と
み
ら
れ
、「
頼
り
な
い
」「
役

に
立
た
な
い
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
や
す
い
。
こ
の
よ
う
に

一
見
、
全
く
異
な
る
公
平
と
中
立
が
併
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
赤

十
字
基
本
原
則
」
の
難
解
さ
が
あ
る
。

潘
事
務
総
長
が
、「
国
連
は
中
立
で
は
な
く
公
平
だ
」
と
い
っ
た
意

味
は
、
こ
の
概
念
の
違
い
を
認
識
す
る
と
見
え
て
く
る
。
少
な
く
と

も
日
本
政
府
は
、
国
連
に
特
定
国
の
政
治
的
行
事
に
加
担
す
べ
き
で

は
な
い
と
主
張
し
、
潘
氏
は
、
中
立
で
は
な
く
加
盟
国
に
対
等
、
公

平
に
対
応
す
る
の
が
自
ら
の
立
場
と
考
え
た
。
そ
の
思
い
に
は
、
単

な
る
公
平
以
上
の
、
衡
平
（
平
等
）、
正
義
、
公
正
の
実
現
と
い
っ
た

踏
み
込
ん
だ
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
も
垣
間
見
え
る
。

国
際
人
道
法
上
の
意
味

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
お
い
て
、
中
立
と
公
平
は
ど
の
よ
う
に
使

用
さ
れ
て
い
る
の
か
。
実
は
同
条
約
で
は
中
立
の
語
は
、
公
平
に
比

べ
、
遥
か
に
使
用
頻
度
が
少
な
い
。
中
立
の
概
念
に
相
当
す
る
文
言

に
つ
い
て
は
、
中
立
国
に
言
及
す
る
規
定
の
ほ
か
は
、「
紛
争
当
事

者
で
な
い
国
」（API :

六
四
条
）「
敵
に
有
害
な
行
為
を
行
い
又
は
、
行

う
た
め
に
使
用
」（
六
五
条
、
六
七
条
）
さ
せ
な
い
こ
と
な
ど
と
表
現
さ

れ
、
中
立
の
用
語
を
使
用
せ
ず
に
、
そ
の
概
念
を
「
紛
争
当
事
者
に

有
害
な
行
為
を
行
い
又
は
、
行
う
た
め
に
（
自
ら
を
）
使
用
さ
せ
な
い

こ
と
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
「
い
か
な
る
敵
対
行
為

も
差
し
控
え
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

諸
条
約
や
赤
十
字
の
文
脈
に
お
け
る
唯
一
無
二
の
元
来
の
中
立
の
意

味
で
あ
っ
た
。

他
方
、
公
平
の
語
は
中
立
に
比
較
し
て
多
用
さ
れ
、
救
済
活
動

に
関
す
る
規
定
で
「
性
質
上
人
道
的
か
つ
公
平
な
救
済
活
動
」（API 
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:

七
〇
条 

）、「
公
平
な
人
道
的
機
関
」「
公
平
な
人
道
的
団
体
」（G

CI:

三
二
、九
条 

、API :

五
条
、
六
〇
条
他
）、「
公
平
で
国
際
的
な
人
道
的
団

体
」（API :

二
二
条
）、「
公
平
性
及
び
有
効
性
に
つ
い
て
す
べ
て
を
保

障
す
る
他
の
団
体
（
同
五
条
）」、「
そ
の
任
務
を
公
平
に
果
た
す
能
力
」

（
同G

CI : 

一
〇
条
他
）、「（
国
際
事
実
調
査
委
員
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
）
徳

望
が
高
く
、
か
つ
、
公
平
と
認
め
ら
れ
る
一
五
人
」（
同
九
〇
条
）
な
ど

人
道
的
任
務
を
引
き
受
け
る
団
体
や
個
人
に
求
め
ら
れ
る
資
質
、
要

件
と
し
て
し
ば
し
ば
「
公
平
」
に
言
及
し
て
い
る
。

中
立
と
公
平
は
と
も
に
救
済
活
動
に
と
り
重
要
な
原
則
と
さ
れ
な

が
ら
も
、
国
際
人
道
法
の
文
書
に
見
る
限
り
、
公
平
概
念
の
方
が
中

立
概
念
よ
り
多
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。「
中
立
な
人
道
的
団
体
」
で

は
な
く
、「
公
平
な
人
道
的
団
体
」
の
用
語
を
採
用
し
た
経
緯
は
明
確

で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
国
際
社
会
に
求
め
ら
れ
る
規
範
や
人
道

的
団
体
の
資
格
と
し
て
「
公
平
性
」
が
よ
り
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
が

あ
っ
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。

時
代
的
背
景

中
立
と
公
平
を
巡
る
議
論
を
考
え
る
時
、
現
代
と
い
う
時
代
的
状

況
が
両
概
念
の
理
解
や
国
際
社
会
の
受
容
度
に
影
響
し
て
い
る
こ
と

も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に
「
テ
ロ
と
の
戦
争
」
以
降
は
、
国
連
軍

自
体
が
時
と
し
て
武
力
行
使
の
一
方
当
事
者
と
な
り
、「
テ
ロ
リ
ス

ト
対
国
際
社
会
（
国
連
）」
と
い
う
構
図
の
下
で
、
も
は
や
誰
も
「
中
立
」

で
は
あ
り
え
な
く
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
国
連
制
度
下
の
集
団
安
全

保
障
体
制
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
加
盟
国
は
事
実
上
、
中
立
の
立
場

を
保
持
し
え
な
い
現
実
が
あ
る
。「
正
義
と
悪
の
戦
い
」
や
「
正
義
の

側
に
着
く
か
、
敵
の
側
に
つ
く
か
ど
ち
ら
か
だ
」
と
国
際
社
会
に
迫
っ

た
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
発
言
は
、
も
は
や
国
際
社
会
に
「
中
立
」
を
許

容
す
る
空
気
は
希
薄
に
な
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

さ
ら
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴
う
格
差
の
拡
大
と
貧
困
化
、

中
間
層
の
相
対
的
貧
困
化
と
い
う
社
会
の
分
断
化
の
中
で
、「
中
立
」

の
意
味
は
毀
損
さ
れ
、「
１
％
の
富
裕
層
と
そ
の
他
の
９
９
％
」
の
ど

ち
ら
に
所
属
す
る
か
が
明
確
に
さ
れ
た
。「
対
立
の
構
図
」
を
前
に

し
て
、
人
々
は
暢
気
な
中
立
主
義
者
で
い
る
こ
と
が
次
第
に
難
し
く

な
っ
た
。「
お
前
は
一
体
ど
ち
ら
な
の
か
」
と
い
っ
た
無
言
の
圧
力
が

個
人
心
理
を
中
立
か
ら
遠
ざ
け
た
。

さ
ら
に
国
際
社
会
の
人
権
・
人
道
意
識
の
高
ま
り
も
影
響
し
て
い

る
。
中
立
は
、
と
か
く
こ
れ
ら
の
問
題
が
多
発
し
た
冷
戦
後
の
複
合

危
機
の
中
で
、
沈
黙
、
不
行
動
と
解
さ
れ
、
批
判
を
浴
び
る
こ
と
が

あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
中
で
相
対
的
に
重
視
さ
れ
、
関
心
を
集
め
て

き
た
の
が
「
公
平
性
」
や
「
衡
平
性
（equitability

）、
正
義(justice)

、
公
正

（fairness

）
と
い
っ
た
概
念
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
の

概
念
は
、
本
質
的
に
中
立
の
概
念
と
は
親
和
性
は
な
い
。
社
会
が
こ

う
し
た
社
会
正
義
の
実
現
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
中
で
、
中
立
は

色
褪
せ
て
い
っ
た
。

さ
れ
ど
中
立
？

か
つ
て
あ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
関
係
者
が
「
赤
十
字
の
基
本
原
則
に
欠
け
て

い
る
原
則
が
あ
る
。
そ
れ
は
正
義
の
原
則
で
あ
る
」
と
筆
者
に
言
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
で
は
一
体
、
正
義
と
は
何
か
。
立
場
に
よ
り
正
義

の
意
味
は
大
き
く
異
な
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
で
す
ら
イ
ス
ラ
ム
の
正
義
を

翳
し
て
戦
っ
た
。
普
遍
的
な
正
義
な
ど
存
在
せ
ず
、
正
義
の
衝
突
が

ま
た
争
い
の
種
に
も
な
り
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
一
度
、
赤
十
字
に
と
っ
て
の
中
立
の
意
味
を
問
い
返
し

て
み
た
い
。
中
立
の
概
念
は
、
デ
ュ
ナ
ン
が
オ
ラ
ン
ダ
の
バ
ス
テ
ィ

ン
グ
博
士
の
助
言
を
得
て
、
一
八
六
四
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
挿

入
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
現
在
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
紛
争
当
事
者
の
い
ず
れ
に
も
有
害
な
行
為

を
行
わ
な
い
」
こ
と
が
唯
一
無
二
の
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り

敵
対
す
る
紛
争
当
事
者
の
い
ず
れ
か
ら
も
尊
重
・
信
頼
さ
れ
、
そ
れ

に
よ
り
傷
病
者
の
救
済
活
動
を
確
実
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
目
的
で

あ
っ
た
。
中
立
の
思
想
は
、
や
が
て
平
時
の
赤
十
字
活
動
で
も
応
用

さ
れ
、
い
か
な
る
思
想
、
宗
教
、
国
籍
、
人
種
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

も
偏
る
こ
と
の
な
い
組
織
を
体
現
し
、
あ
ら
ゆ
る
当
事
者
か
ら
尊
重
、

信
頼
さ
れ
る
こ
と
で
赤
十
字
活
動
の
普
遍
性
を
強
固
に
し
た
。

そ
こ
で
、
公
平
の
概
念
と
の
違
い
は
次
の
よ
う
に
明
確
に
で
き
る

だ
ろ
う
。
中
立
は
、
赤
十
字
自
身
が
あ
ら
ゆ
る
人
々
か
ら
尊
重
・
信

頼
さ
れ
る
た
め
の
赤
十
字
の
「
性
格
・
性
質
（character,nature

）」
を
表
わ

す
の
に
対
し
、
公
平
は
、
援
助
を
行
う
に
あ
た
っ
て
適
用
す
る
方
法

（
原
則
）
で
あ
る
と
。
裁
判
官
を
例
に
と
れ
ば
、
我
々
は
ど
の
よ
う
な

人
材
が
裁
判
官
に
相
応
し
い
と
思
う
だ
ろ
う
か
。
普
段
か
ら
差
別
的

言
動
を
繰
り
返
す
人
物
を
、
た
と
え
彼
が
法
と
正
義
に
の
っ
と
り
公

平
、
公
正
な
裁
判
を
行
う
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
信
用
し
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
私
的
な
場
で
あ
っ
て
も
偏
見
に
満
ち
た

言
動
を
繰
り
返
す
者
を
適
任
者
と
は
考
え
な
い
だ
ろ
う
。
赤
十
字
の

中
立
と
は
、
ま
さ
に
人
道
機
関
の
態
度
や
性
格
が
誰
か
ら
も
信
頼
さ

れ
る
た
め
に
不
可
欠
な
「
資
質
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
資
質
が
戦
時
の

み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
党
派
的
論
争
が
交
錯
す
る
中
に
あ
っ
て
、
現

実
の
論
争
か
ら
一
歩
距
離
を
お
き
、
必
要
な
時
に
必
要
な
援
助
が
可

能
と
な
る
状
況
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
公
平
は
、
赤
十
字

が
行
動
す
る
場
合
の
「
方
法
論
（
手
法
）」
に
関
す
る
重
要
な
原
則
で
あ

る
。
赤
十
字
の
中
立
性
は
、
公
平
な
援
助
を
可
能
に
す
る
前
提
で
あ
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る
と
と
も
に
、
公
平
な
援
助
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
立
の
意

義
を
実
証
し
、
さ
ら
な
る
信
頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
代
は
、
公
平
の
価
値
に
比
較
し
て
中
立
の
価
値
が
逓
減
す
る
傾

向
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
が
白
黒
を
明
確
に
す
る
こ
と
を

迫
る
時
代
の
中
で
、
赤
十
字
は
、
あ
え
て
中
立
の
立
場
に
身
を
置
く

こ
と
に
よ
り
長
期
的
に
は
社
会
の
信
頼
を
集
め
て
き
た
。
数
多
の
人

道
機
関
が
乱
立
す
る
現
代
に
お
い
て
、
赤
十
字
は
そ
れ
ら
の
一
つ
と

し
て
呼
称
さ
れ
る
一
方
、
し
ば
し
ば
「
中
立
機
関
」
と
呼
称
さ
れ
、
認

知
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
団
体
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
こ
の
こ

と
が
捕
虜
交
換
や
刑
務
所
訪
問
を
可
能
に
し
、
水
面
下
の
被
保
護
者

の
人
権
と
人
道
を
保
護
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
中
立
は

赤
十
字
組
織
の
存
立
基
盤
を
な
す
「
信
頼
」
を
醸
成
す
る
た
め
の
「
核

心
的
個
性
（Core Personality

）」
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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は
じ
め
に

二
〇
一
五
年
九
月
、
国
際
連
合
（
以
下
、
国
連
と
い
う
）
の
当
時
の

潘
基
文
事
務
総
長
は
中
国
の
「
抗
日
戦
争
勝
利
七
〇
周
年
」
記
念
式
典

と
軍
事
パ
レ
ー
ド
に
参
加
し
た
が
、
こ
れ
を
批
判
し
た
日
本
政
府
に

対
し
潘
は
「
国
連
は
中
立
で
は
な
く
、
公
平
公
正
な
組
織
だ
」
と
述
べ

た 

１

。
日
本
で
は
概
し
て
国
連
を
好
意
的
に
見
る
向
き
が
多
い
の
で
、

こ
の
発
言
に
驚
い
た
日
本
人
は
多
か
っ
た
ろ
う
。
こ
の
発
言
の
是
非

は
さ
て
お
き
、
こ
れ
は
国
連
が
政
治
的
な
機
関
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら

た
め
て
示
し
た
と
と
も
に
、
国
連
と
比
較
し
て
赤
十
字
の
中
立
と
公

平
を
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
。

赤
十
字
は
一
九
六
五
年
に
「
赤
十
字
の
基
本
原
則
」
を
赤
十
字
国

際
会
議
で
採
択
し
、
こ
れ
以
後
、
七
つ
の
基
本
原
則
に
し
た
が
っ
て

活
動
を
行
っ
て
き
た
。
基
本
原
則
の
中
心
に
は
人
道
の
原
則
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
派
生
し
た
原
則
の
う
ち
の
二
つ
が
公
平
と
中
立
の
原
則
で

あ
る

２

。
た
と
え
ば
武
力
紛
争
時
に
、
赤
十
字
は
中
立
の
原
則
に
し

た
が
っ
て
紛
争
当
事
者
ど
ち
ら
の
側
に
も
つ
か
ず
、
そ
し
て
、
公
平

の
原
則
に
も
と
づ
い
て
差
別
な
く
犠
牲
者
を
保
護
す
る
活
動
を
し
、

そ
の
際
、
支
援
を
必
要
と
す
る
度
合
い
に
し
た
が
っ
て
の
み
、
取
り

扱
い
に
順
序
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
赤
十
字
の
公
平
と
中
立
の
原
則
は
理
解
の
難
し
い
原
則

で
も
あ
る
。
ま
ず
、
公
平
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
基
本
原
則
の
原
型

を
作
っ
た
ジ
ャ
ン
・
ピ
ク
テ
自
身
、
現
在
の
公
平
の
原
則
は
無
差
別

と
比
例
の
原
則
を
公
平
と
い
う
名
称
の
も
と
に
一
つ
に
し
た
も
の
で

あ
る
と
批
判
し
て
い
る

３

。
ま
た
、
中
立
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
と

赤
十
字
と
国
連
を
比
較
し
て
み
え
る
公
平
と
中
立
の
現
状

河
合
利
修

日
本
大
学
法
学
部
教
授
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
客
員
研
究
員

特
集
３

：

中
立
と
公
平
を
巡
っ
て
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く
に
武
力
紛
争
時
に
守
秘
義
務
と
の
関
係
で
問
題
に
な
り
、
イ
ラ
ク

戦
争
時
に
ア
メ
リ
カ
軍
の
収
容
施
設
で
イ
ラ
ク
人
が
虐
待
さ
れ
た
事

件
が
公
に
な
っ
た
際
は
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（International Com

m
it-

tee of the Red Cross: ICRC

）
が
こ
の
事
件
に
つ
い
て
情
報
を
得
て
い
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
公
表
し
な
か
っ
た
と
し
て
激
し
い
批
判
を
受
け
た
。

さ
ら
に
、
公
平
と
中
立
の
原
則
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
支
援
を
必
要

と
し
て
い
る
人
々
を
公
平
に
扱
う
の
と
、
中
立
に
接
す
る
の
と
何
が

違
う
の
か
、
と
い
う
問
い
を
も
っ
て
い
る
赤
十
字
関
係
者
は
多
い
よ

う
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
赤
十
字
に
と
っ
て
重
要
な
公
平
と
中
立
の
原
則
を
ま

ず
再
考
し
、
そ
の
後
、
国
連
と
の
比
較
を
と
お
し
て
公
平
と
中
立
を

考
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、
国
連
の
活
動
は
非
常
に
多

岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
概
観
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
た

め
、
本
稿
で
は
と
く
に
公
平
と
中
立
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
国

連
の
平
和
維
持
活
動
（peacekeeping operations: PK

O

）
を
取
り
上
げ
る
。

先
行
研
究
と
し
て
はD

om
inick D

onald

（
以
下
、
ド
ナ
ル
ド
と
い
う
）
の

研
究
が
挙
げ
ら
れ
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
中
立
と
公
平
の
原
則
に
関
し
て
、
国

連
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
と
お
し
な
が
ら

４

、
そ
の
歴
史
的

変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

５

。
ま
た
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
公
平
に
つ

い
て
は
、
国
際
平
和
協
力
研
究
員
長
嶺
義
宣
に
よ
る
コ
ラ
ム
が
あ

る
６

。
こ
れ
は
、「
本
コ
ラ
ム
に
あ
る
意
見
や
見
解
は
執
筆
者
個
人
の

も
の
で
あ
り
、
当
事
務
局
及
び
、
日
本
政
府
の
見
解
を
示
す
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
と
お
り

７

、
著

者
個
人
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
国
連
の
と
く
に
公
平
を
考
え
る
う
え

で
、
重
要
な
資
料
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
を
読
め
ば
、
と
く
にim

partiality

は
一
義
的
で
は
な

く
、
ま
た
、
日
本
語
の
訳
も
公
平
、
公
平
性
、
不
偏
性
と
い
う
三
つ

の
訳
語
が
少
な
く
と
も
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
赤
十

字
関
係
者
が
主
な
読
者
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、im

partiality

は
公

平
、neutrality

は
中
立
と
訳
し
、
必
要
な
場
合
の
み
、
括
弧
を
付
し
、

あ
る
い
は
他
の
訳
語
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

１　

赤
十
字
の
公
平
と
中
立
再
考

現
在
の
赤
十
字
の
基
本
原
則
は
、
一
九
五
六
年
に
刊
行
さ
れ
た

ジ
ャ
ン
・
ピ
ク
テ
の
著
書Red Cross Principles

（『
赤
十
字
の
諸
原
則
』）８

に
あ
る
七
つ
の
基
本
的
諸
原
則
と
一
〇
の
機
構
的
諸
原
則
を
も
と
に
、

七
つ
の
原
則
と
し
て
成
立
し
た
。
ま
ず
、
公
平
の
原
則
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

赤
十
字
は
、
国
籍
、
人
種
、
宗
教
、
社
会
的
又
は
政
治
的
意

見
に
よ
る
い
か
な
る
差
別
も
し
な
い
。
赤
十
字
は
た
だ
苦
痛
の

度
合
い
に
従
っ
て
個
人
を
救
う
こ
と
に
努
め
、
そ
の
場
合
、
最

も
急
を
要
す
る
困
苦
を
真
っ
先
に
取
り
扱
う
。

公
平
の
原
則
に
お
い
て
、
第
一
文
は
無
差
別
あ
る
い
は
平
等
の
原

則
を
、
第
二
文
は
比
例
の
原
則
を
示
し
て
い
る
。
無
差
別
の
原
則
に

お
け
る
差
別
と
は
、「
あ
る
人
々
を
あ
る
特
定
の
集
団
に
属
す
る
と

い
う
だ
け
の
理
由
で
不
利
に
扱
う
よ
う
な
区
別
〔
あ
る
い
は
隔
離
〕」

と
ピ
ク
テ
は
解
釈
し
て
い
る

９

。
そ
し
て
、
赤
十
字
は
差
別
せ
ず
支

援
の
必
要
な
人
を
あ
ま
ね
く
支
援
す
る
が
、「
実
際
の
日
常
生
活
で

は
、
す
べ
て
の
苦
痛
を
一
度
に
扱
う
に
は
資
源
が
不
十
分
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
配
分
に
適
用
す
る
基
準
が
必
要
と
な
」
り
、
そ
の
基
準

と
は
苦
痛
の
度
合
い
と
な
る
の
で
あ
る
（
比
例
の
原
則
）10

。

赤
十
字
の
基
本
原
則
の
も
と
に
な
る
諸
原
則
を
提
起
し
た
ピ
ク
テ

は
、
現
在
の
公
平
の
原
則
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
。
赤
十
字
の
基
本

原
則
の
注
釈
書
と
し
て
一
九
七
九
年
に
刊
行
さ
れ
たThe Fundamental 

Principles of the Red Cross

（『
解
説　

赤
十
字
の
基
本
原
則
』）
の
中
で
、
ピ
ク

テ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

無
差
別
の
原
則
と
比
例
の
原
則
を
同
じ
見
出
し
の
下
に
分
類

し
た
の
は
、
本
当
は
適
切
で
な
か
っ
た
し
、「
公
平
」
と
い
う
名

前
を
表
題
に
つ
け
た
こ
と
も
不
正
確
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
公
平

と
は
、
判
断
や
選
択
を
行
う
た
め
に
、
あ
る
い
は
赤
十
字
要
員

が
救
援
や
看
護
を
行
う
た
め
に
個
人
に
求
め
ら
れ
る
個
人
的
な

資
質
だ
か
ら
で
あ
る

11 

。

前
述
の
よ
う
に
差
別
と
は
、
人
種
な
ど
特
定
の
集
団
に
属
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
場
合
に
、
そ
の
人
を
区
別
す
る
こ
と
を
い
う
。
そ

れ
に
対
し
て
、
不
公
平
と
は
、「
表
面
か
ら
見
え
る
も
の
で
は
な
く

心
の
内
に
秘
め
ら
れ
て
」
お
り

12

、
人
を
不
公
平
に
扱
う
と
き
、
客
観

的
な
判
断
基
準
は
な
く
、
好
き
嫌
い
な
ど
、
内
面
の
状
況
に
よ
る
の

で
あ
る
。
公
平
の
原
則
は
ピ
ク
テ
の
『
赤
十
字
の
諸
原
則
』
に
わ
か
り

や
す
く
要
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
赤
十
字
は
、
誰
に
対
し

て
で
も
依
怙
贔
屓
を
し
た
り
、
先
入
観
を
も
つ
て
対
処
す
る
こ
と
は

し
な
い
」
の
で
あ
る

13

。

次
に
中
立
の
原
則
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

す
べ
て
の
人
々
か
ら
い
つ
も
信
頼
を
受
け
る
た
め
に
、
赤
十

字
は
戦
闘
行
為
の
時
、
い
ず
れ
の
側
に
も
加
わ
る
こ
と
を
控
え
、

い
か
な
る
場
合
に
も
政
治
的
、
人
種
的
、
宗
教
的
又
は
思
想
的

性
格
の
紛
争
に
は
参
加
し
な
い
。

中
立
の
原
則
は
、
赤
十
字
が
軍
事
的
に
中
立
で
あ
り
、
さ
ら
に
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イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
で
も
中
立
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
す
べ
て
の
人
々
か
ら
信
頼
を
得
て
、
活
動
を
行
う
こ
と
に
つ

な
が
る
の
で
あ
る
。
ピ
ク
テ
に
よ
る
と
、
中
立
の
概
念
は
「
差
し
控

え
る
態
度
」
と
「
互
い
に
対
立
す
る
者
や
集
団
の
存
在
」
と
い
う
二
つ

の
要
素
を
前
提
に
し
て
い
る

14

。
と
く
に
前
者
に
つ
い
て
は
、
公
平

と
対
比
し
た
場
合
、
中
立
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
中
立
は
あ
く
ま

で
紛
争
に
お
い
て
ど
ち
ら
の
側
に
も
た
た
な
い
と
い
う
控
え
め
な
態

度
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ド
ナ
ル
ド
も
、
公
平
と
の
対
比
で
以

下
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

公
平
な
存
在
は
能
動
的
〔active
〕
で
あ
り
、
そ
の
行
動
は
紛

争
当
事
者
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
そ
の
状
況
の
判
断
に
よ
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
の
側
に
も
た
た
ず
、
当
事
者
の
扱

い
に
お
い
て
フ
ェ
ア
〔fair

〕
か
つ
公
正
〔just

〕
で
あ
る
。
中
立
な

人
は
よ
り
受
動
的
〔passive

〕
で
あ
る
。
そ
の
限
ら
れ
た
行
動
は

交
戦
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
限
度
の
範
囲
内
に
あ
り
、
紛

争
に
参
加
し
な
い
こ
と
は
「
断
固
と
し
た
意
見
が
な
い
」
こ
と

に
基
づ
い
て
い
る
〔its abstention from

 the conflict is based on  ‘an 

absence of decided views ’.

〕15

。

ピ
ク
テ
も
中
立
と
公
平
の
混
同
に
以
下
の
と
お
り
言
及
し
て
い
る

が
、
そ
の
内
容
は
ド
ナ
ル
ド
の
見
解
と
同
様
と
い
え
る
。

中
立
と
公
平
は
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ど
ち
ら
も

対
立
す
る
集
団
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
存
在
を
前
提
に
、
ど
ち
ら

も
あ
る
程
度
の
自
制
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

二
つ
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
公
平
な
人
間
は
既
存
の
規
則

に
従
っ
て
状
況
を
判
断
す
る
の
に
対
し
、
中
立
な
人
間
は
判
断

を
下
す
の
を
拒
絶
す
る
か
ら
で
あ
る

16

。

以
上
か
ら
赤
十
字
で
は
、
ピ
ク
テ
に
よ
っ
て
公
平
と
中
立
に
つ
い

て
解
釈
さ
れ
、
二
つ
は
違
う
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
現
在
の
公
平
の
原
則
の
内
容
は
無

差
別
と
比
例
で
あ
り
、
赤
十
字
の
公
平
は
本
当
に
「
公
平
」
で
あ
る
か

に
は
疑
問
が
残
る
。

２　

国
連
の
中
立
と
公
平

⑴
国
連
と
中
立

国
連
の
中
立
と
公
平
に
関
す
る
議
論
は
こ
れ
ま
で
変
化
し
て
き

た
。
か
つ
て
は
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
国
連
加
盟
国
ま
た
は
非
加
盟

国
の
中
立
が
議
論
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
武
力
紛
争
発
生
時
に
、

国
連
が
強
制
措
置
を
実
施
し
た
場
合
、
加
盟
国
や
非
加
盟
国
は
中
立

た
り
う
る
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
っ
た
。
武
力
紛
争
時
の
中
立
法
は
、

一
九
〇
七
年
の
「
陸
戦
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
中
立
国
及
中
立
人
ノ
権
利

義
務
ニ
関
ス
ル
条
約
」
を
は
じ
め
と
し
た
条
約
お
よ
び
国
際
慣
習
法

か
ら
な
り
、
戦
争
に
参
加
し
な
い
中
立
国
の
権
利
・
義
務
を
定
め
て

い
る
。
他
方
、
国
連
憲
章
は
加
盟
国
に
「
国
際
連
合
の
…
…
強
制
行

動
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
国
に
対
し
て
も
援
助
の
供
与
を
慎
」
む
こ

と
を
求
め
る
と
と
も
に
（
二
条
五
項
）、
非
加
盟
国
に
関
し
て
も
、
国

連
は
非
加
盟
国
が
「
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
必
要
な
限
り
、

こ
れ
ら
の
原
則
に
従
つ
て
行
動
す
る
こ
と
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
定
め
て
い
る
（
二
条
六
項
）。
こ
れ
は
と
く
に
非
加
盟
国
が
中

立
を
保
つ
可
能
性
を
も
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
冷
戦
時
代
の
朝
鮮

戦
争
の
際
な
ど
に
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た

17 

。　

こ
の
よ
う
な
議
論
は
あ
っ
た
も
の
の
、
現
在
で
は
国
連
加
盟
国

は
一
九
三
か
国
と
な
り
、
ほ
ぼ
普
遍
的
な
参
加
を
達
成
し
た
と
い
え

よ
う
。
永
世
中
立
国
の
ス
イ
ス
も
二
〇
〇
二
年
に
国
連
に
加
盟
し
た
。

ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
国
家
間
の
武
力
紛
争
よ
り
も
内
戦
が

多
く
発
生
し
、
さ
ら
に
冷
戦
後
は
そ
れ
が
顕
著
に
な
り
、
伝
統
的
な

中
立
法
が
適
用
さ
れ
る
状
況
が
減
っ
て
き
た

18

。
し
た
が
っ
て
、
現

在
、
国
連
と
中
立
法
の
議
論
は
あ
ま
り
問
わ
れ
て
い
な
い
。
代
わ
り

に
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
中
立
と
公
平
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

⑵
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
公
平
と
中
立

Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る
中
立
お
よ
び
公
平
は
、そ
の
初
期
か
ら
議
論
の

対
象
と
な
っ
て
き
た
。
当
初
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
は
中
立
の
原
則
を
掲
げ
て
い

た
が
、そ
の
後
、武
力
行
使
を
容
認
す
る
Ｐ
Ｋ
Ｏ
が
出
現
す
る
と
中
立

の
原
則
は
放
棄
さ
れ
、
代
わ
っ
て
公
平
の
原
則
が
台
頭
し
た
。
ま
た
、

中
立
と
公
平
の
混
同
も
み
ら
れ
る
。こ
こ
で
は
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
け
る

公
平
と
中
立
に
つ
い
て
、
お
も
に
ド
ナ
ル
ド
論
文
か
ら
紹
介
す
る
。

Ｐ
Ｋ
Ｏ
は
冷
戦
中
、
国
連
の
集
団
安
全
保
障
制
度
が
機
能
不
全

に
陥
っ
た
際
、
そ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
発
展
し
た
。
中
立
と
公
平

が
最
初
に
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
登
場
し
た
の
は
、
一
九
五
六
年
の
ス
エ
ズ
危
機

に
対
応
す
る
た
め
結
成
さ
れ
た
第
一
次
国
連
緊
急
軍
（U

nited N
ations 

Em
ergency Force I: U

N
EF I

）
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
国
連
事
務
総
長
ダ

グ
・
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
、
公
平
と
中
立
を
よ
く
混
同
し
、
二
つ
を

交
換
し
て
使
用
し
て
い
た
と
い
う

19 

。

状
況
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
内
戦
や
民
族
紛
争
が
激
化
し
た

冷
戦
後
で
あ
っ
た
。
当
時
の
コ
フ
ィ
・
ア
ナ
ン
国
連
事
務
総
長
は
内

戦
と
大
量
殺
害
が
発
生
し
た
ル
ワ
ン
ダ
を
一
九
九
八
年
に
訪
問
し
た

さ
い
に
、「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
直
面
し
た
ら
、
何
も
し
な
い
と
い
う

こ
と
も
、
眼
を
そ
ら
す
こ
と
も
で
き
ず
、
中
立
は
あ
り
え
な
い
」
と

発
言
し
た
が
、
こ
の
発
言
は
中
立
と
公
平
を
分
け
、
中
立
を
よ
り
受

動
的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る

20

。
そ
の
後
、
国
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連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
い
て
は
、
中
立
は
姿
を
消
し
、
公
平
が
替
わ
っ
て
前

面
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
国
連
事
務
局
職
員
の
中
立

へ
の
態
度
も
影
響
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

21

。
ド
ナ
ル
ド
が
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
職
員
は
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
た
。

昔
は
、中
立
は
よ
い
も
の
で
し
た
。
ス
イ
ス
、き
れ
い
な
空
気
、

お
い
し
い
チ
ー
ズ
に
草
。〔
ボ
ス
ニ
ア
に
い
て
一
九
九
一
年
に

設
置
さ
れ
た
〕
安
全
地
帯
の
後
、
中
立
は
禁
句
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
中
立
と
い
う
言
葉
を
認
め
な
い
し
、
他
の
誰
も
が
同
じ
こ

と
を
言
い
ま
す
。
私
た
ち
の
語
彙
に
中
立
は
存
在
し
ま
せ
ん

22 

。

ド
ナ
ル
ド
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
中
立
に
対
す
る
否
定
的
な
態

度
の
一
因
は
、
国
連
が
お
も
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
内
戦
に
お
い

て
発
生
す
る
著
し
い
人
権
侵
害
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
中
立
は
国
家
間

の
紛
争
に
の
み
適
用
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
一
職
員
の
言
葉
に
も
表
れ

て
い
る

23

。

二
〇
〇
八
年
に
発
表
さ
れ
た
「
国
連
平
和
維
持
活
動　

原
則
と
指

針
」
に
よ
る
と
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
三
つ
の
基
本
的
な
原
則
は
、「
当
事
者
の

同
意
」「
公
平
性
（im

partiality

）」「
自
衛
と
マ
ン
デ
ー
ト
、
防
衛
以
外
の

武
力
不
行
使
」
で
あ
る

24

。
そ
の
な
か
で
も
「
公
平
性
」
は
以
下
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
は
、
い
か
な
る
当
事
者
を
優
遇
す
る
こ
と
も
、

差
別
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
マ
ン
デ
ー
ト
を
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
主
た
る
当
事
者
の
同
意
と
協
力
を
維
持
す
る
た

め
に
は
、
公
平
性
が
欠
か
せ
な
い
が
、
こ
れ
を
中
立
性
ま
た
は

不
作
為
と
混
同
す
べ
き
で
な
い

25

。

こ
の
原
則
よ
り
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
か
ら
中
立
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
長
嶺
は
国
連
が
目
指
す
「im

partiality

」

と
し
て
、
第
一
に
赤
十
字
の
基
本
原
則
に
あ
る
公
平
を
挙
げ
、
国
連

の
人
道
支
援
機
関
は
こ
の
赤
十
字
の
公
平
と
同
じ
意
味
で
「im

partial-

ity

」
を
使
用
し
て
い
る
と
す
る

26

。
第
二
に
、
し
か
し
な
が
ら
、
長
嶺

は
「
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
い
て
は
、「im

partiality

」
は
、
ど
の
当
事
者
に

も
ひ
い
き
や
偏
見
な
く
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
観
点
か
ら
は
「
不
偏
性
」
と
い
う
和
訳
が
そ
の
意
味
に
一
番
相
応
し

く
思
え
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る 

27

。
日
本
国
政
府
は
実
際
に
、
そ
の

文
書
の
な
か
でim

partiality

を
「
不
偏
性
」
と
訳
し
て
お
り
、
長
嶺
は

政
府
の
考
え
を
説
明
し
て
い
る
と
い
え
よ
う

28 

。

３　

公
平
と
中
立
の
現
状
―
ま
と
め
に
か
え
て

以
上
、
赤
十
字
と
国
連
の
公
平
と
中
立
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、

こ
こ
で
わ
か
っ
た
の
は
、
両
者
に
お
い
て
共
通
し
た
公
平
と
中
立
の

定
義
が
な
い
の
は
当
然
と
し
て
、
と
く
に
公
平
に
つ
い
て
問
題
が
生

じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
三
点
に
ま
と
め
る
。

第
一
に
、
赤
十
字
で
は
そ
の
基
本
原
則
の
生
み
の
親
と
も
い
う
べ

き
ピ
ク
テ
が
公
平
と
中
立
を
解
釈
し
て
お
り
、
二
つ
の
原
則
は
そ
の

解
釈
に
よ
れ
ば
別
個
の
も
の
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
現
在
の
基
本
原
則
の
公
平
は
、
無
差
別
と
比
例
を
合
わ
せ

た
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
公
平
の
意
味
と
は
乖
離
が
生
じ
て
い
る
と

い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

第
二
に
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
で
は
中
立
が
駆
逐
さ
れ
、
公
平
が
Ｐ
Ｋ
Ｏ

三
原
則
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
非
常

に
明
快
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
赤
十
字
の
よ
う
に
公
平
に
つ
い
て

の
詳
細
な
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
国
連
が

示
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
は
中
立
を
除
外
し
た
も

の
の
、
公
平
と
中
立
は
混
同
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
そ

の
違
い
を
説
明
す
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

第
三
に
、
長
嶺
が
「im

partiality

」
を
二
つ
の
意
味
に
区
分
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
的
を
得
た
指
摘
で
あ
る
反
面
、
問
題
も
あ
る
。
国
連
は
、

人
道
活
動
に
お
い
て
は
赤
十
字
と
同
じ
意
味
で
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
お
い
て

は
「
不
偏
性
」
の
意
味
で
「im

partiality

」
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
見

解
は
、
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
と
い
う
国
連
本
来
の
役
割
か
ら

人
道
支
援
ま
で
幅
広
い
活
動
を
行
う
国
連
の
現
状
に
沿
っ
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
不
偏
性
」
と
い
う
訳
語
を
使
用
し
た
こ
と

は
、im

partiality

の
訳
語
が
二
つ
に
な
り
、
複
雑
に
な
っ
て
し
ま
い
問

題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
長
嶺
が
「
ど
の
当
事
者
に
も
ひ
い
き
や
偏
見

な
く
」
と
説
明
す
る
「
不
偏
性
」
は
ま
さ
し
く
本
来
ピ
ク
テ
が
意
味
し

た
公
平
で
あ
り
、
む
し
ろ
公
平
と
い
う
用
語
が
よ
く
あ
て
は
ま
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

公
平
と
中
立
に
つ
い
て
は
、
赤
十
字
と
国
連
の
専
有
物
で
は
な
く
、

例
え
ば
人
道
支
援
を
行
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
国
境
な
き
医
師
団
も
そ
の

一
〇
の
原
則
の
一
つ
と
し
て
い
る

29

。
ま
た
、
国
際
人
道
法
で
も
公

平
と
中
立
の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
他
の
機
関
や
国
際
法
に
お

け
る
公
平
と
中
立
の
扱
い
も
含
め
て
、
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要
と
い

え
よ
う
。

注１　

 

毎
日
新
聞
二
〇
一
五
年
九
月
八
日
。

２　

ジ
ャ
ン
・
ピ
ク
テ
著
・
井
上
忠
男
訳
『
解
説
赤
十
字
の
基
本
原
則
（
第
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二
版
）』
東
信
堂
、
二
〇
一
〇
年
、
二
二
頁
。

３　

 

同
右
、
五
七
―
五
九
頁
。

４　

国
連
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
つ
い
て
は
、D. D

onald, 
“N

eutrality, Im
partiality and U

N
 Peacekeeping at the Beginning of the 21st 

Centur y”, International Peacekeeping, Vol. 9, N
o.4 (2002), available at https://doi.

org/10/1080/714002776 (last visited 3 N
ovem

ber 2018).

５　

Ibid

お
よ
びD

om
inick D

onald, “N
eutral Is N

ot Im
partial: The Confusing 

Legacy of Traditional Peace O
perations Thinking ”, A

rmed Forces &
 Society, 

Vol. 29, N
o.3 (2003).

６　

長
嶺
義
宣
「
第
四
七
回　

国
連
に
お
け
る
「im

partiality

」（
公
平
性
・

不
偏
性
）
原
則
の
同
床
異
夢
＠
Ｐ
Ｋ
Ｏ
な
う
！
」http://www.pko.go.jp/

pko_j/organization/researcher/atpkonow/article047.htm
l

（
二
〇
一
八
年

一
一
月
三
日
閲
覧
）。

７　

内
閣
府
国
際
平
和
協
力
本
部
事
務
局
Ｐ
Ｋ
Ｏ
「
＠
Ｐ
Ｋ
Ｏ
な
う
！
」

http://www.pko.go.jp/pko_j/organization/researcher/atpkonow/index.
htm

l

（
二
〇
一
八
年
一
一
月
三
日
閲
覧
）。

８　

ピ
ク
テ
『
赤
十
字
の
諸
原
則
（
第
一
七
版
）』（
日
本
赤
十
字
社
、

一
九
九
七
年
）。な
お
、日
本
語
版
の
初
版
は
一
九
五
八
年
に
出
版
さ
れ
た
。

９　

ピ
ク
テ
『
解
説　

赤
十
字
の
基
本
原
則
』
四
三
頁
。

10　

同
右
、
九
頁
。

11　

同
右
、
五
七
頁
。

12　

同
右
、
五
八
頁
。

13　

ピ
ク
テ
『
赤
十
字
の
諸
原
則
』
六
〇
頁
。
な
お
、
原
文
で
は
漢
字
カ

タ
カ
ナ
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
ひ
ら
が
な
を
使
用
し
た
。

14　

ピ
ク
テ
『
解
説　

赤
十
字
の
基
本
原
則
』
六
二
頁
。

15　

D
onald , “N

eutralit y”,  p 22. 

ド
ナ
ル
ド
の
二
つ
の
論
文
の
抜
粋
部
分
の

訳
に
つ
い
て
は
、
以
下
も
含
め
て
本
稿
著
者
の
私
訳
で
あ
る
。

16　

ピ
ク
テ
『
解
説　

赤
十
字
の
基
本
原
則
』
六
二
頁
。

17　

か
つ
て
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
例
と
し
てH

oward J. Taubenfeld, 
“International A

ctions and N
eutrality,” A

merican Journal of International Law, 
Vol. 47 (1953)

を
参
照
。

19　

 D
on ald, “N

eutral”,  p.425.

20　

D
on ald, “N

eutrality”,  p.23.

21　

Ibid., pp. 31-33.

22　

Ibid., p. 32.

23　

Ibid., pp. 32-33

24　

http://www.unic.or.jp/files/pko_100126.pdf

（
二
〇
一
八
年
一
一
月
三

日
閲
覧
）。

25　

同
右
。

26　

長
嶺
「
国
連
に
お
け
る
「im

partiality

」」。

27　

同
右
。

28　

首
相
官
邸
「
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会
第

五
回
配
布
資
料
」https://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou2/dai4/

siryou.pdf

（
二
〇
一
八
年
一
一
月
三
日
閲
覧
）。

29　

 

『
国
境
な
き
医
師
団
日
本　

活
動
報
告
書　

二
〇
一
七
年
一
月

→

一

二

月

』https://m
y.ebook5.net/M

SFJ_Publication/AR2017/#
（
二
〇
一
八
年
一
一
月
三
日
閲
覧
）
五
頁
。
た
だ
し
、「
公
平
性

（A Founding Principle: Im
partiality

）」「
中
立
性
の
精
神
（A Spirit of 

N
eutrality

）」
と
、
表
現
は
異
な
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に

一
九
九
六
年
（
平
成
８
年
）
末
に
南
米
ペ
ル
ー
の
首
都
リ
マ
で
起

こ
っ
た
ペ
ル
ー
日
本
大
使
公
邸
人
質
事
件
は
海
外
で
の
事
件
で
あ
っ

た
が
、
多
数
の
日
本
人
が
４
ヵ
月
間
に
も
亘
っ
て
人
質
と
し
て
囚
わ

れ
た
こ
と
か
ら
大
き
な
関
心
を
呼
ん
だ
事
件
で
あ
る
。
そ
の
渦
中
に

お
い
て
連
日
の
よ
う
に
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
の
職
員
が

公
邸
を
出
入
り
す
る
様
子
が
テ
レ
ビ
の
画
面
に
映
し
出
さ
れ
た
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
赤
十
字
が
関
わ
る
こ
と
に
な
り
、
事
件
中
、

赤
十
字
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
の
か
と
い
う
事
実
に
つ

い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で

よ
う
や
く
現
役
を
退
い
た
今
、
赤
十
字
の
「
中
立
」
概
念
を
論
じ
る
上

で
格
好
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
も
言
え
た
あ
の
事
件
を
振
り
返
り
な

が
ら
、
実
践
の
現
場
に
お
け
る
中
立
に
つ
い
て
自
分
な
り
に
考
察
を

加
え
て
み
た
と
い
う
の
が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
。

１　

事
件
の
は
じ
ま
り

ま
ず
、
す
で
に
二
二
年
前
の
出
来
事
と
な
っ
た
あ
の
事
件
の
は
じ

ま
り
か
ら
説
明
し
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
ペ
ル
ー
日
本
大
使
公
邸
人
質
事

件
。
後
に
人
質
の
方
々
に
配
慮
し
た
の
か
外
務
省
の
記
録
で
は
「
在

ペ
ル
ー
日
本
大
使
公
邸
占
拠
事
件
」
と
称
さ
れ
る
こ
の
事
件
は
、
平

成
八
（
一
九
九
六
）
年
一
二
月
一
七
日
の
夜
、
ペ
ル
ー
の
首
都
リ
マ
に

あ
る
高
級
住
宅
街
に
建
つ
壮
麗
な
日
本
大
使
公
邸
を
舞
台
に
引
き
起

こ
さ
れ
た
。
そ
の
晩
、
世
界
各
国
に
駐
在
す
る
日
本
大
使
と
同
様
に
、

一
九
九
六
年
の
ペ
ル
ー
事
件
に
お
け
る
「
中
立
」
概
念
に
つ
い
て
の
一
考
察

中
田
　
晃

日
本
赤
十
字
社
広
報
室
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ
（
元
国
際
部
企
画
課
長
）

特
集
３

：

中
立
と
公
平
を
巡
っ
て
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ペ
ル
ー
駐
在
青
木
盛
久
特
命
全
権
大
使
は
天
皇
誕
生
祝
賀
レ
セ
プ

シ
ョ
ン
を
開
催
し
た
。
招
待
状
は
ア
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ジ
モ
リ
大
統
領

を
は
じ
め
と
す
る
政
府
要
人
、
各
国
大
使
、
現
地
駐
在
企
業
関
係
者

な
ど
一
、〇
〇
〇
人
余
り
に
送
ら
れ
、
当
日
八
〇
〇
人
余
り
が
参
列

し
た
と
い
わ
れ
る
。
フ
ジ
モ
リ
大
統
領
自
身
は
所
用
で
欠
席
し
た
が
、

高
齢
の
実
母
が
車
椅
子
に
乗
っ
て
参
加
し
て
い
た
。

宴
も
た
け
な
わ
と
な
っ
た
午
後
八
時
過
ぎ
、
突
然
周
囲
に
爆
発

音
が
鳴
り
響
い
た
が
、
そ
う
し
た
騒
音
に
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
い
る

リ
マ
に
住
む
招
待
客
達
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
驚
き
は
も
た
ら
さ
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
間
も
な
く
、
公
邸
裏
の
塀
が
爆
破
さ
れ
、
激
し
い
銃

声
と
と
も
に
全
身
黒
装
束
の
覆
面
姿
の
武
装
グ
ル
ー
プ
が
一
斉
に

パ
ー
テ
ィ
会
場
に
な
だ
れ
う
っ
て
襲
い
か
か
っ
て
き
た
時
に
は
会
場

は
大
混
乱
に
陥
っ
た
。
そ
の
武
装
グ
ル
ー
プ
は
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
（
ト
ゥ
パ

ク
・
ア
マ
ル
革
命
運
動
）
と
い
う
、
当
時
、
ペ
ル
ー
に
お
い
て
人
々
を

不
安
に
陥
れ
て
い
た
、
よ
り
過
激
な
セ
ン
デ
ロ
・
ル
ミ
ノ
ソ
（
輝
け
る

道
）
と
と
も
に
同
国
で
双
璧
と
な
る
反
政
府
武
装
ゲ
リ
ラ
で
あ
っ
た
。

一
九
九
〇
年
に
大
統
領
に
就
任
し
た
フ
ジ
モ
リ
大
統
領
の
テ
ロ
弾
圧

策
に
よ
っ
て
幹
部
が
逮
捕
さ
れ
、
壊
滅
的
と
な
っ
て
い
た
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ

に
と
っ
て
最
後
の
起
死
回
生
を
図
っ
た
襲
撃
で
あ
っ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
す
で
に
一
九
八
四
年
に
ペ
ル
ー
に
代
表
部
を
設
置

し
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
基
づ
く
政
治
犯
の
訪
問
活
動
な
ど
を
続
け

て
き
た
。
首
席
代
表
の
ミ
シ
ェ
ル
・
ミ
ニ
グ
氏
は
リ
マ
に
赴
任
し
て

か
ら
ま
だ
日
も
浅
く
、
本
格
的
な
活
動
を
開
始
し
始
め
た
ば
か
り
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
一
〇
年
も
の
間
、
イ
ラ
ク
、
ニ
カ
ラ

グ
ア
、
ス
ー
ダ
ン
、
ル
ワ
ン
ダ
や
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
な

ど
世
界
各
地
の
紛
争
地
を
渡
り
歩
い
て
き
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
中
で
も

エ
ー
ス
級
と
も
言
え
る
ミ
ニ
グ
氏
が
、
い
わ
ば
ペ
ル
ー
に
お
け
る
外

交
デ
ビ
ュ
ー
の
よ
う
な
形
で
偶
然
こ
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
列
席
し
て

い
た
こ
と
は
事
件
の
展
開
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
Ｍ
Ｒ
Ｔ

Ａ
に
よ
る
公
邸
襲
撃
の
報
を
受
け
て
駆
け
付
け
た
ペ
ル
ー
治
安
部
隊

と
の
銃
撃
戦
の
最
中
、
身
を
守
る
の
が
精
一
杯
だ
っ
た
邸
内
の
人
々

の
中
で
、
ミ
ニ
グ
氏
は
果
敢
に
も
赤
十
字
と
し
て
の
名
乗
り
を
上
げ
、

武
装
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
に
近
づ
い
た
。
不
幸
中
の
幸
い
な
こ
と
に
Ｍ

Ｒ
Ｔ
Ａ
メ
ン
バ
ー
は
仲
間
が
収
監
さ
れ
て
い
る
刑
務
所
訪
問
な
ど
の

活
動
を
し
て
い
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ミ

ニ
グ
氏
の
説
得
に
耳
を
傾
け
、
や
が
て
部
下
に
銃
撃
を
止
め
さ
せ
た
。

続
い
て
同
氏
は
公
邸
を
後
に
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
公
邸
の
門
の
外

の
治
安
部
隊
に
も
事
情
を
説
明
し
て
銃
撃
を
止
め
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
た
。
こ
う
し
て
銃
撃
戦
の
恐
怖
が
治
ま
っ
た
後
、
彼
は
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ

に
対
し
て
人
質
の
保
護
を
呼
び
か
け
る
と
共
に
、
青
木
大
使
と
共
に

人
質
解
放
の
説
得
に
あ
た
っ
た
。

間
も
な
く
、
ミ
ニ
グ
代
表
は
そ
の
晩
の
う
ち
に
女
性
や
高
齢
者
、

給
仕
な
ど
を
引
き
連
れ
て
公
邸
の
外
に
出
、
再
び
、
公
邸
に
舞
い
戻
っ

て
次
の
グ
ル
ー
プ
を
引
率
す
る
と
い
っ
た
往
復
を
何
度
も
行
い
、
そ

の
晩
だ
け
で
二
五
〇
人
余
り
の
人
質
を
解
放
し
た
。
レ
セ
プ
シ
ョ
ン

の
た
め
に
着
物
姿
の
大
使
館
員
の
夫
人
方
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
客

に
紛
れ
て
フ
ジ
モ
リ
大
統
領
の
母
親
も
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
に
気
付
か
れ
る
前

に
公
邸
を
後
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
ミ
ニ
グ
氏
だ
け

が
公
邸
を
出
入
り
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
「
中

立
の
仲
介
者
」１

と
し
て
事
件
当
初
は
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
と
公
邸
の
外
の
ペ

ル
ー
政
府
と
の
橋
渡
し
を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ペ
ル
ー
政
府
は

直
ち
に
公
邸
へ
の
電
気
、
水
道
の
供
給
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
よ
る
刑
務
所
な
ど
の
拘
留
施
設
の
訪
問
活
動
を
禁
止
す
る

と
い
う
措
置
に
出
る
な
ど
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
よ
る
中
立
の
仲
介
を
信
用

し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
当
初
は
、
数
百
人
が
邸
内
に
押
し
込

め
ら
れ
、
幾
つ
か
の
ト
イ
レ
の
中
に
も
人
質
た
ち
が
横
に
な
っ
て
い

る
傍
で
用
を
足
し
た
と
い
う
ほ
ど
邸
内
は
混
雑
を
極
め
て
い
た
。
女

性
人
質
た
ち
が
解
放
さ
れ
た
あ
と
に
邸
内
に
残
さ
れ
た
男
性
人
質
た

ち
は
、
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
朝
を
迎
え
た
。
間
も
な
く
ペ
ル
ー
政
府

の
了
解
の
も
と
に
ミ
ニ
グ
氏
の
部
下
た
ち
に
よ
っ
て
邸
内
に
食
糧
や

飲
料
水
の
搬
入
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
そ
の
翌
日
か
ら
赤
十
字
に
よ
る

人
質
へ
の
各
種
の
救
援
活
動
が
本
格
化
し
た
。

一
方
、
日
本
赤
十
字
社
は
こ
の
事
件
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
深
く
関
与
し

て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
占
拠
さ
れ
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
わ
が
国
の
管

轄
下
で
あ
る
日
本
大
使
公
邸
で
あ
り
、
人
質
の
中
に
多
く
の
日
本
人

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
救
援
チ
ー
ム
を
派
遣
す
る

こ
と
を
念
頭
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
本
部
と
の
折
衝
を
開
始
し
た
。
同
時
に
日

本
政
府
も
邦
人
保
護
の
観
点
か
ら
自
ら
の
医
療
班
を
編
成
し
、
公
的

病
院
で
あ
る
日
赤
に
対
し
て
も
参
加
を
求
め
て
来
た
が
、
日
赤
は
Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
合
流
す
る
べ
く
話
を
進
め
て
い
た
た
め
に
こ
れ
を
辞
退
し

た
。
こ
う
し
て
最
終
的
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
本
部
の
了
解
を
取
り
付
け
た
医

師
一
名
、
看
護
師
二
名
、
連
絡
調
整
員
二
名
の
五
名
か
ら
な
る
「
日

赤
医
療
班
」
は
事
件
の
発
生
か
ら
五
日
後
に
日
本
を
発
ち
、
一
二
月

二
三
日
に
現
地
入
り
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
側
か
ら
は
医
療
班
と
し
て
の
行
動
は
求
め
ら
れ
ず
、
Ｉ
Ｃ

Ｒ
Ｃ
と
の
協
議
に
基
づ
き
、
各
人
の
特
性
に
応
じ
て
代
表
部
内
の

別
々
の
班
に
配
属
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

２

。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
既
に
一
九
七
二
年
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

人
質
事
件
、
一
九
七
九
年
の
テ
ヘ
ラ
ン
米
大
使
館
人
質
事
件
な
ど
同

種
の
情
況
に
お
い
て
も
関
与
し
た
こ
と
が
あ
り
、
中
に
は
苦
い
経
験
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も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
種
の
人
質
事
件
へ
の
関
与
に
つ
い
て
熟

考
さ
れ
た
運
用
方
策
も
整
備
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
特
異
な
事
件
に

お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
主
な
役
割
は
、
最
後
ま
で
邸
内
に
残
さ
れ
た

七
二
人
の
人
質
に
対
し
て
の
保
護
や
衣
食
住
の
提
供
な
ど
の
支
援

活
動
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
人
質
と
家
族
と
を
結
ぶ
唯
一
の
手
段
と
し

て
、
戦
時
な
ど
に
機
能
し
な
い
郵
便
に
代
わ
る
親
族
間
の
や
り
と
り

に
使
用
さ
れ
る
『
赤
十
字
通
信
』
も
七
二
人
の
人
質
と
家
族
の
間
で
九
、

五
〇
〇
通
余
り
が
交
わ
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
事
件
の
平
和
的
解
決
を

目
的
に
設
置
さ
れ
た
保
証
人
委
員
会

３

に
加
わ
り
な
が
ら
も
、
交
渉

の
当
事
者
と
な
る
の
を
避
け
る
た
め
に
人
道
的
課
題
に
限
る
こ
と
を

条
件
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
画
を
し
た
ほ
か
、
本
格
的
な
交
渉
に
移
る

前
の
予
備
的
対
話
の
会
場
設
定
な
ど
、
紛
争
状
況
と
同
様
に
膠
着
を

見
せ
る
事
件
の
各
局
面
に
お
い
て
、
一
二
七
日
間
に
わ
た
っ
て
、
赤

十
字
の
「
中
立
」
の
立
場
を
生
か
し
て
の
重
要
な
役
割
を
担
い
続
け
た
。

私
は
日
赤
チ
ー
ム
の
総
括
役
と
し
て
ミ
ニ
グ
首
席
と
共
に
日
本
政

府
対
策
本
部
と
の
政
務
に
当
た
っ
た
ほ
か
、
広
報
班
に
お
い
て
既
に

活
動
中
だ
っ
た
ス
ペ
イ
ン
語
、
英
語
に
加
え
、
試
験
的
に

4

4

4

4

日
本
語
に

よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
ス
ポ
ー
ク
ス
パ
ー
ソ
ン
と
な
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ

た
。
と
い
う
の
も
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
も
師
走
に
起
き
た
こ

の
事
件
の
重
大
性
を
踏
ま
え
、
日
本
各
地
の
支
局
の
み
な
ら
ず
、
世

界
各
地
の
特
派
員
に
リ
マ
へ
の
召
集
が
掛
か
る
な
ど
、
日
本
の
マ
ス

コ
ミ
史
上
空
前
絶
後
の
取
材
体
制
が
取
ら
れ
た
こ
と
。
ま
た
、
次

の
瞬
間
に
何
が
起
き
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
人
質
事
件
の
性
格

上
、
当
時
、
非
常
に
高
額
で
あ
っ
た
衛
星
回
線
を
使
っ
て
四
ヵ
月
間

に
亘
っ
て
リ
マ
か
ら
二
四
時
間
の
生
中
継
を
敢
行
す
る
な
ど
、
日
本

中
が
固
唾
を
呑
ん
で
こ
の
事
件
に
注
目
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
Ｉ
Ｃ

Ｒ
Ｃ
と
し
て
も
特
に
日
本
向
け
に
も
き
め
細
か
な
報
道
対
応
が
必
要

と
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
連
日
連
夜
、
夜
討
ち
朝
駆
け

の
し
烈
な
マ
ス
コ
ミ
対
応
と
い
う
怒
涛
の
日
々
が
始
ま
っ
た
。
他
方
、

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
と
っ
て
も
最
も
神
経
を
使
う
報
道
対
応
に
ま
と
も
な
専

門
研
修
も
受
け
て
い
な
い
日
本
人
に
委
ね
る
こ
と
に
大
英
断
を
下
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
当
初
は
私
の
一
挙
手
一
投
足
が
本
部
に
報
告
さ
れ

て
い
た
の
を
後
で
発
見
し
て
苦
笑
し
た
。

２　

「
中
立
」
を
脅
か
す
事
態

紛
争
や
災
害
の
犠
牲
者
の
苦
痛
を
軽
減
す
る
の
が
そ
の
活
動
の
本

質
で
あ
る
た
め
に
、
赤
十
字
運
動
は
紛
争
や
暴
力
な
ど
の
原
因
や
理

由
を
追
及
し
て
訴
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
ま
た
、「
中
立
」「
公
平
」
を

旨
と
す
る
赤
十
字
で
あ
る
の
で
、
い
た
ず
ら
に
政
治
的
な
論
争
を
引

き
起
こ
さ
ぬ
よ
う
、
国
際
人
道
法
擁
護
の
観
点
か
ら
到
底
看
過
で
き

ぬ
よ
う
な
甚
だ
し
い
違
反
行
為
な
ど
が
起
き
な
い
限
り
、
当
事
者
が

反
撥
す
る
よ
う
な
主
張
や
抗
議
、
意
思
表
示
も
し
な
い
。

公
邸
の
周
辺
に
は
報
道
規
制
線
が
張
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
昼
夜

を
問
わ
ず
遠
巻
き
に
公
邸
の
動
き
を
凝
視
し
て
い
る
取
材
陣
の
間
に

は
、
こ
の
事
件
の
期
間
を
通
し
て
、
伺
い
知
れ
ぬ
公
邸
内
部
や
そ
の

周
辺
で
さ
ま
ざ
ま
な
小
さ
な
「
動
き
」
が
起
こ
る
た
び
に
、
憶
測
を

呼
び
、
噂
が
飛
び
交
っ
た
。
当
然
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
動
き
に
つ
い
て
も

同
様
の
目
が
注
が
れ
続
け
た
。
そ
ん
な
中
、
平
和
的
解
決
を
目
指
し

た
保
証
人
委
員
会
の
設
立
に
向
け
て
、
ペ
ル
ー
政
府
や
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
と

の
間
の
調
整
作
業
が
水
面
下
で
進
行
し
て
い
る
間
に
も
、
ペ
ル
ー
の

警
備
隊
員
が
公
邸
を
占
拠
す
る
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
を
挑
発
す
る
か
の
よ
う
な

行
為
が
頻
発
し
た
。
公
邸
に
向
け
て
投
石
し
、
そ
れ
に
対
し
て
Ｍ
Ｒ

Ｔ
Ａ
が
自
動
小
銃
で
威
嚇
射
撃
を
す
る
と
い
っ
た
緊
張
す
る
場
面
が

度
々
起
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
日
赤
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
鈴

木
隆
雄
医
師
も
公
邸
内
で
の
活
動
中
に
そ
う
し
た
挑
発
に
よ
り
、
銃

撃
が
始
ま
っ
た
た
め
に
慌
て
て
公
邸
内
で
身
を
隠
す
と
い
う
ヒ
ヤ
リ

と
し
た
経
験
も
し
た
（
も
っ
と
も
、
鈴
木
医
師
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
で
の
救
援
活
動
や
イ
ラ
ク
の
ク
ル
ド
難
民
支
援
に
も
携
わ
っ
て
い
た

だ
け
に
そ
う
し
た
時
の
緊
急
避
難
措
置
に
つ
い
て
は
熟
練
の
医
師
で
あ
っ

た
）。
そ
の
た
め
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
一
月
二
三
日
、
治
安
当
局
と
の

協
議
の
末
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
公
邸
内
で
活
動
し
て
い
る
時
に
は
「
作
業

中
」
の
意
味
を
込
め
て
、
公
邸
の
入
り
口
周
辺
に
白
線
を
引
か
せ
て

も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
、
ホ
テ
ル
の
〝D

o not disturb.

〟
の

表
示
と
同
じ
意
味
合
い
を
持
た
せ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
翌
日
、
そ
う
し
た
行
為
を
あ
ざ
笑
う
か
の
よ
う

に
ペ
ル
ー
国
家
警
察
は
数
台
の
装
甲
車
に
白
線
を
無
視
し
て
侵
攻
さ

せ
る
と
い
う
威
圧
行
動
に
出
た
。
そ
の
内
の
１
台
の
装
甲
車
が
公
邸

の
入
り
口
に
差
し
掛
か
っ
た
時
、
装
甲
車
の
中
の
兵
士
の
一
人
が
公

邸
内
の
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
に
対
し
て
挑
発
行
為
を
し
た
こ
と
に
反
応
し
、
Ｍ

Ｒ
Ｔ
Ａ
側
も
公
邸
内
か
ら
カ
ラ
シ
ニ
コ
フ
自
動
小
銃
で
撃
ち
返
し
た
。

人
質
だ
け
で
は
な
く
、
規
制
線
の
外
側
に
い
た
報
道
陣
も
と
う
と
う

突
入
か
、
と
極
度
に
緊
張
す
る
よ
う
な
事
態
で
あ
っ
た
。

そ
の
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
、
ペ
ル
ー
の
右
傾
メ
デ
ィ
ア
は
一
斉

に
、（
勝
手
に
）
白
線
を
引
く
よ
う
な
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
寄
り
だ

と
の
批
判
の
論
陣
を
張
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
中
立
性
に
対
し
て
も
疑
い

の
目
が
向
け
ら
れ
る
ほ
ど
に
国
内
は
騒
然
と
し
た
。
間
も
な
く
公
邸

の
周
囲
に
は
ペ
ル
ー
政
府
に
よ
っ
て
大
型
ス
ピ
ー
カ
ー
が
設
置
さ
れ
、

早
朝
か
ら
大
音
響
で
軍
歌
を
中
心
と
し
た
音
楽
を
一
日
中
鳴
り
響
か

せ
る
と
い
う
措
置
が
取
ら
れ
た
。
そ
の
騒
音
は
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
を
い
ら
だ
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た
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
人
質
た
ち
に
と
っ
て
も
精
神
的
な
不
安
を

も
た
ら
し
た
（
後
に
そ
の
大
型
ス
ピ
ー
カ
ー
の
設
置
は
陰
で
進
め
ら
れ
て
い

た
公
邸
へ
の
ト
ン
ネ
ル
掘
削
の
音
を
消
す
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
判

明
し
た
）。
そ
う
し
た
事
態
の
悪
化
を
懸
念
し
た
橋
本
龍
太
郎
首
相
の

求
め
に
よ
っ
て
、
二
月
一
日
、
カ
ナ
ダ
の
ト
ロ
ン
ト
に
お
い
て
、
橋

本
首
相
と
フ
ジ
モ
リ
大
統
領
に
よ
る
首
脳
会
談
が
急
遽
開
催
さ
れ
た
。

人
質
に
危
害
が
加
え
ら
れ
な
い
限
り
武
力
突
入
は
し
な
い
と
い
う
確

約
を
得
る
こ
と
で
、
橋
本
首
相
は
日
本
国
内
で
高
ま
る
不
安
を
鎮
静

化
し
よ
う
と
し
た
。

こ
う
し
た
騒
然
と
し
た
雰
囲
気
の
中
、
保
証
人
委
員
会
の
斡
旋
に

よ
る
１
回
目
の
「
予
備
的
対
話
」
は
事
件
発
生
か
ら
五
七
日
経
っ
た

二
月
一
一
日
に
開
催
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、「
対
話
」
は
三
月

一
二
日
ま
で
一
〇
回
開
催
さ
れ
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
、
双
方
の

正
式
な
「
会
談
」
へ
と
は
進
展
し
な
か
っ
た
。
予
備
的
対
話
に
お
い
て

最
も
議
論
さ
れ
、
双
方
の
溝
が
埋
ま
ら
な
か
っ
た
の
が
、
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ

側
の
要
求
す
る
収
監
中
の
仲
間
の
釈
放
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
と
り

わ
け
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
の
リ
ー
ダ
ー
の
ネ
ス
ト
ー
ル
・
セ
ル
パ
は
収
監
中
の

夫
人
の
釈
放
に
固
執
し
、
そ
れ
が
ほ
か
の
幹
部
と
の
意
見
の
対
立
も

生
み
出
し
て
い
た
。
そ
ん
な
中
で
、
保
証
人
委
員
会
の
中
心
人
物
で

も
あ
っ
た
シ
プ
リ
ア
ー
ニ
大
司
教
は
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
と
フ
ジ
モ
リ
大
統
領

と
の
間
の
折
衝
に
疲
弊
し
、
自
ら
「
限
界
」
に
達
し
て
い
る
と
い
う
発

言
を
す
る
に
至
っ
て
交
渉
は
暗
雲
に
包
ま
れ
た
。

３　

高
ま
る
緊
張
と
事
件
の
帰
結

そ
の
揚
げ
句
、
四
月
一
六
日
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
衝
撃
的
な
報
が
伝
え

ら
れ
た
。
ミ
シ
ェ
ル
・
ミ
ニ
グ
首
席
代
表
の
右
腕
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
・

ピ
エ
ー
ル
・
シ
ェ
レ
ー
ル
次
席
代
表
に
ペ
ル
ー
政
府
か
ら
国
外
退
去

処
分
（
ペ
ル
ソ
ナ
・
ノ
ン
グ
ラ
ー
タ
）
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
Ｍ
Ｒ

Ｔ
Ａ
と
話
し
過
ぎ
た
た
め
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
彼

は
、
事
件
直
後
か
ら
報
道
規
制
線
の
中
に
停
め
た
ワ
ゴ
ン
車
の
中
に

泊
ま
り
込
み
、
連
日
連
夜
公
邸
に
出
入
り
し
て
公
邸
班
の
活
動
を
統

括
し
、
私
が
特
命
を
受
け
て
邸
内
を
四
回
訪
れ
た
時
も
、
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ

幹
部
と
の
通
訳
を
担
っ
た
。
事
件
の
当
事
者
双
方
の
間
を
行
き
来
し
、

ミ
ニ
グ
氏
に
代
わ
っ
て
現
場
の
責
任
者
役
を
務
め
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の

中
で
最
も
「
汚
れ
役
」
と
し
て
人
質
や
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
、
そ
し
て
治
安
当
局

の
間
に
立
っ
て
、
双
方
か
ら
出
さ
れ
る
要
求
や
指
示
、
あ
る
い
は
嫌

が
ら
せ
を
受
け
止
め
、
寝
る
時
間
も
削
っ
て
人
質
の
た
め
に
尽
力
し

て
き
た
未
だ
三
四
歳
の
優
秀
な
若
者
で
あ
っ
た
。

次
席
代
表
に
対
す
る
国
外
退
去
処
分
に
、
共
に
苦
労
を
し
て
き
た

公
邸
班
を
中
心
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
代
表
部
の
中
で
も
、
い
く
ら
何
で
も
受

け
入
れ
難
い
、
ペ
ル
ー
政
府
へ
の
抗
議
の
意
志
表
示
の
た
め
に
一
時

的
に
我
々
の
活
動
を
停
止
し
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
強
く

な
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
中
で
、
い
わ
ば
臨
時
雇
い
に
過
ぎ
な
か
っ
た

私
で
あ
っ
た
が
、
日
赤
で
は
管
理
職
で
も
あ
っ
た
た
め
黙
っ
て
い
ら

れ
ず
に
、
皆
の
気
持
ち
も
分
ら
な
い
で
も
な
い
が
、
今
こ
そ
、
冷
静

に
な
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
も
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
公
邸
に
入
ら
な
く

な
っ
た
ら
一
番
困
る
の
は
誰
だ
ろ
う
か
？
ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
な
ら

そ
れ
を
望
む
だ
ろ
う
か
？
と
い
っ
た
も
っ
と
も
ら
し
い
正
論
を
述
べ

た
。
そ
れ
に
対
し
、
公
邸
班
の
皆
は
鼻
白
ん
だ
視
線
を
私
に
向
け
た
。

当
時
、
本
部
か
ら
ペ
ル
ー
入
り
し
て
い
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
総
局
次

長
も
ミ
ニ
グ
首
席
も
そ
う
し
た
代
表
部
の
中
の
議
論
に
静
か
に
耳
を

傾
け
る
だ
け
で
一
言
も
発
し
な
か
っ
た
。

結
局
、
ミ
ニ
グ
氏
宅
で
開
か
れ
た
さ
さ
や
か
な
仲
間
内
の
送
別
会

の
翌
日
、
シ
ェ
レ
ー
ル
次
席
代
表
は
一
人
リ
マ
を
飛
び
立
っ
た
。
そ

の
後
、
公
邸
の
周
辺
で
は
報
道
の
規
制
線
が
公
邸
よ
り
さ
ら
に
後
ろ

に
ず
ら
さ
れ
た
こ
と
で
不
穏
な
空
気
が
濃
く
な
っ
た
。
ペ
ル
ー
政
府

の
中
で
は
内
務
相
や
国
家
警
察
長
官
が
更
迭
さ
れ
る
に
至
り
、
ク
ー

デ
タ
ー
発
生
の
噂
ま
で
立
て
ら
れ
た
。
日
に
日
に
緊
張
が
高
ま
っ
て

い
く
中
、
四
月
二
〇
日
、
公
邸
の
中
の
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
や
ペ

ル
ー
人
の
医
師
団
の
公
邸
入
り
を
、
そ
れ
ま
で
の
毎
日
で
は
な
く
、

週
１
回
に
制
限
す
る
と
表
明
し
、
公
邸
の
中
の
人
質
た
ち
は
騒
然
と

な
っ
た
。
四
月
二
一
日
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
コ
ル
ネ
リ
オ
・
ソ
マ
ル
ガ
委

員
長
は
シ
ュ
レ
ー
ル
次
席
代
表
の
国
外
退
去
処
分
に
対
し
て
異
例
と

も
い
え
る
遺
憾
の
意
を
表
明
し
た
。
こ
う
し
た
中
、
ミ
ニ
グ
氏
は
、

日
本
人
の
人
質
た
ち
を
安
心
さ
せ
る
た
め
に
も
、
私
に
公
邸
の
中
に

入
っ
て
彼
ら
と
話
を
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
打
診
を
し
て
き
た
。「
了

解
し
ま
し
た
、
そ
れ
で
は
、
四
月
二
二
日
、
昼
食
後
三
時
過
ぎ
に
入

る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。」
と
、
そ
の
日
が
ど
ん
な
日
に
な
る
か
想
像

す
ら
し
て
い
な
か
っ
た
私
は
返
事
を
し
た
…
…

そ
の
日
、
昼
食
後
、
公
邸
入
り
の
準
備
を
し
て
い
た
午
後
三
時
過

ぎ
、
再
び
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
地
域
代
表
部
か
ら
応
援

に
来
て
い
た
幹
部
が
私
の
部
屋
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。「
彼
ら
が
始

め
て
し
ま
っ
た
わ
！
」。
す
で
に
騒
然
と
し
た
オ
フ
ィ
ス
を
駆
け
抜

け
テ
レ
ビ
の
あ
る
部
屋
に
た
ど
り
着
く
と
、
テ
レ
ビ
の
画
面
で
は
大

音
響
と
と
も
に
ペ
ル
ー
政
府
特
殊
部
隊
に
よ
る
武
力
突
入
が
敢
行
さ

れ
、
次
か
ら
次
へ
と
起
こ
る
爆
発
音
の
中
で
兵
士
に
解
放
さ
れ
る
人

質
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
た
。
突
然
、
廊
下
か
ら
大
き
な
絶
叫
が

上
が
っ
た
。
事
務
所
を
訪
れ
て
い
た
ペ
ル
ー
人
人
質
の
夫
人
の
一
人

が
錯
乱
の
あ
ま
り
失
神
し
、
ロ
ー
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
介
護
を
受
け
て
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い
た
…
…
こ
う
し
て
最
高
裁
判
事
で
あ
っ
た
人
質
一
人
、
特
殊
部
隊

員
二
人
、
そ
し
て
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
メ
ン
バ
ー
一
四
人
全
員
の
死
亡
を
も
っ

て
一
二
七
日
間
続
い
た
人
質
事
件
は
終
結
し
た
。

４　

赤
十
字
の
「
中
立
」
と
は
？

私
は
四
〇
年
近
く
赤
十
字
に
勤
務
し
た
者
と
し
て
、
人
道
、
公
平
、

中
立
、
独
立
、
奉
仕
、
単
一
、
世
界
性
と
い
う
赤
十
字
の
基
本
七
原

則
は
〝
理
屈
と
し
て
は
〟
十
二
分
に
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
双
方
が
完
全
武
装
し
て
対
峙
す
る
よ
う
な
紛
争
状
況
下
の
事

件
で
の
実
体
験
を
通
じ
て
、「
中
立
」
の
意
味
の
真
の
重
さ
を
痛
感
し

た
。そ

も
そ
も
、
中
立
を
旨
と
す
る
機
関
・
仕
組
み
は
数
多
く
あ
る
。

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
対
立
・
対
抗
す
る
両
者
の
間
に
立
つ
存

在
。
つ
ま
り
、
裁
判
官
、
審
判
、
審
査
員
、
行
司
、
中
労
委
な
ど
が

あ
る
。
こ
れ
を
仮
に
グ
ル
ー
プ
Ａ
と
し
よ
う
。
続
い
て
の
グ
ル
ー
プ

Ｂ
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
厳
正
中
立
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の

矜
持
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
最
後
に
グ
ル
ー
プ
Ｃ
の
中
立
が
わ
が
赤

十
字
の
中
立
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
こ
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
中

立
の
違
い
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
最
初
の
グ
ル
ー
プ
Ａ
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
、
彼
ら
は
法
律
や
制
度
、
規
則
・
ル
ー
ル
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
役
割
が
明
確
に
規
定
さ
れ
、
正
し
く

機
能
し
な
い
と
裁
判
や
試
合
自
体
が
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
を

「
制
度
的
中
立
」
と
命
名
し
よ
う
。

で
は
、
グ
ル
ー
プ
Ｂ
の
報
道
人
の
中
立
性
を
考
え
て
み
た
い
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
「
傾
向
」
は
あ
る
。
そ
の
昔
は

右
寄
り
、
左
寄
り
と
い
う
表
現
が
一
般
に
も
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
メ
デ
ィ
ア
に
は
傾
向
が
あ
る
と
は
言
え
、
少
な
く
と
も
ま
っ

と
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
れ
ば
、
言
論
が
統
制
さ
れ
た
独
裁
国

家
や
圧
政
下
に
な
い
限
り
、
偏
っ
た
報
道
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
能
が

健
全
に
働
く
は
ず
で
、
不
偏
不
党
を
守
る
意
思
が
明
確
に
表
現
さ
れ

て
い
れ
ば
、
読
者
や
視
聴
者
は
安
心
し
て
彼
ら
の
発
す
る
報
道
を

信
じ
る
。
奇
し
く
も
米
国
ト
ラ
ン
プ
政
権
誕
生
以
降
の
「
フ
ェ
イ
ク

ニ
ュ
ー
ス
」「
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
」
と
い
っ
た
新
語
は
今
の
時
代
を

反
映
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
り
方
に
つ
い
て
一
般
に
も
高
い
関

心
を
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と

し
て
自
ら
に
課
す
中
立
が
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
、「
自
律
的
中
立
」

と
言
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
う
し
て
、
二
つ
グ
ル
ー
プ
の
中
立
の
性
質
を
踏
ま
え

て
、
赤
十
字
の
中
立
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
果
た
し
て
ほ
か
の

グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
制
度
や
仕
組
み
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る

い
は
、
赤
十
字
職
員
個
々
人
の
自
律
で
あ
ろ
う
か
？　

そ
の
い
ず
れ

で
も
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
互
い
に
憎
み
合
い
、
憎
悪
の
塊

と
な
り
、
敵
の
抹
殺
を
念
じ
て
い
る
よ
う
な
紛
争
当
事
者
に
と
っ
て

は
中
立
の
存
在
ほ
ど
疑
わ
し
い
も
の
は
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
保
証
人

委
員
会
に
委
員
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と

し
て
参
画
し
た
の
は
こ
う
し
た
背
景
だ
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
職
員
が

い
く
ら
自
ら
を
中
立
で
あ
ろ
う
と
努
め
よ
う
と
、
当
事
者
た
ち
が
そ

れ
を
認
め
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
赤
十

字
の
中
立
は
実
に
脆
弱
な
も
の
で
あ
り
、
何
ら
の
確
固
た
る
保
証
も

な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
一
五
〇
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
世
界
の
紛

争
状
況
、
暴
力
的
状
況
の
中
で
中
立
的
な
活
動
を
続
け
て
こ
ら
れ
た

理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？　

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し

て
誕
生
し
た
国
境
な
き
医
師
団
も
赤
十
字
と
同
様
に
「
人
道
」「
公
平
」

「
中
立
」
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
堂
々
と
彼
ら
と
し
て

の
正
義
を
主
張
す
る
た
め
に
、
国
に
よ
っ
て
は
活
動
が
認
め
ら
れ
ず
、

入
国
も
で
き
な
い
所
が
あ
り
、
あ
る
い
は
、
国
外
退
去
処
分
を
言
い

渡
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
赤
十
字
の
「
中
立
」
と
は
？

　

と
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
「
信
頼
の
中
立
」
な
の
で
は
な
い
か

と
思
え
て
く
る
。
対
立
す
る
紛
争
当
事
者
に
と
っ
て
は
中
立
を
標
榜

す
る
存
在
に
対
し
て
の
猜
疑
心
を
ぬ
ぐ
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は

な
い
。
そ
れ
だ
け
に
少
し
で
も
「
疑
わ
れ
な
い
こ
と
」
つ
ま
り
そ
れ
が
、

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
「
信
頼
さ
れ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
奇
し
く
も
日
本
赤
十
字
社
の
職
員
就
業
規
則
や
職
員

の
倫
理
規
程
を
紐
解
い
て
み
て
も
、
ほ
か
の
機
関
や
団
体
と
違
っ
て

繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
、
特
に
目
に
つ
く
表
現
は
「
国
民
か
ら
の
信
頼
」

と
い
う
言
葉
だ
。
信
頼
こ
そ
が
赤
十
字
の
中
立
を
成
立
さ
せ
、
ま
た
、

赤
十
字
の
存
在
価
値
を
高
め
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
ち
ら
も
往
々
に
し
て
誤
解
を
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
ペ

ル
ー
で
決
し
て
称
賛
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
立
の
守
護
者

と
し
て
敬
意
を
も
っ
て
温
か
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
も
な
い
。
日

本
人
の
人
質
の
奥
様
か
ら
は
邸
内
の
ご
主
人
に
差
し
入
れ
て
も
ら
い

た
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
一
々
制
約
を
す
る
の
が
赤
十
字
。

双
方
の
チ
ェ
ッ
ク
を
さ
れ
る
の
で
不
自
由
な
ス
ペ
イ
ン
語
で
書
か
ね

ば
な
ら
な
い
『
赤
十
字
通
信
』
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
人
道
的
配
慮
か

ら
難
癖
を
付
け
る
の
も
赤
十
字
。
我
々
が
滞
在
し
た
ホ
テ
ル
の
入
り

口
付
近
の
道
路
に
は
常
に
私
服
の
刑
事
が
張
り
付
い
て
我
々
の
行
動

を
監
視
し
、
オ
フ
ィ
ス
で
の
電
話
は
す
べ
て
盗
聴
さ
れ
て
い
る
。
あ
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る
晩
、
仕
事
で
遅
く
な
り
、
一
人
オ
フ
ィ
ス
を
後
に
す
る
と
、
前
の

道
路
に
四
人
の
兵
士
が
乗
り
込
ん
だ
ジ
ー
プ
が
止
ま
っ
て
い
た
。
私

が
歩
き
出
す
と
、
そ
の
ジ
ー
プ
も
無
灯
火
の
ま
ま
滑
る
よ
う
に
動
き

出
し
、
私
の
後
を
ゆ
っ
く
り
と
付
い
て
き
た
。
あ
た
か
も
、
お
前
は

こ
れ
か
ら
誰
に
会
い
に
行
く
の
か
、
我
々
は
す
べ
て
監
視
し
て
い
る

ぞ
、
と
い
う
こ
と
を
誇
示
す
る
か
の
よ
う
に
。
白
線
を
越
え
て
治
安

部
隊
が
威
嚇
行
動
を
行
っ
た
日
、
我
々
の
オ
フ
ィ
ス
の
上
空
に
も
ヘ

リ
が
飛
来
し
、
今
に
で
も
攻
撃
を
し
か
ね
な
い
ほ
ど
の
爆
音
を
轟
か

せ
な
が
ら
低
空
飛
行
を
繰
り
返
し
、
明
ら
か
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
へ
の
「
威

嚇
」
を
行
っ
た
…
…
つ
ま
り
、
紛
争
下
と
い
う
の
は
疑
心
暗
鬼
や
権

謀
術
数
が
渦
巻
い
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
そ
ん
な
中
で
「
中
立
」
を
標

榜
す
る
存
在
ほ
ど
疑
わ
し
い
も
の
は
な
い
。
一
方
か
ら
い
た
ず
ら
に

「
味
方
」
だ
と
思
わ
れ
る
と
、
他
方
か
ら
は
容
易
に
「
敵
」
と
見
做
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

事
件
の
途
中
、
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
の
リ
ー
ダ
ー
の
ネ
ス
ト
ル
・
セ
ル
パ
・

カ
ル
ト
リ
ー
ニ
の
手
紙
を
預
か
っ
た
シ
プ
リ
ア
ー
ニ
大
司
教
が
、
南

仏
に
住
む
セ
ル
パ
の
息
子
に
届
け
た
こ
と
が
人
道
的
行
為
と
称
賛
さ

れ
た
。
し
か
し
、
も
し
、
同
じ
こ
と
を
赤
十
字
が
し
て
い
た
ら
、
や

は
り
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
テ
ロ
リ
ス
ト
と
通
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
袋
叩

き
に
遭
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
紛
争
下
に
お
け
る
「
中
立
」
と
い
う

も
の
は
こ
の
よ
う
に
極
め
て
微
妙
な
立
場
な
の
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア

に
取
材
を
さ
れ
て
も
、
我
々
は
常
に
「
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ａ
」
も
し
く
は
「
武
装

グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
。
ペ
ル
ー
政
府
か
ら
見
れ
ば
彼

ら
は
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
他
方
、
彼
ら
は
自
ら
を
立
派

な
「
ゲ
リ
ラ
」
だ
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
立
の
立
場
を
双
方

か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
、
信
頼
の
中
立
に
つ
い
て
上
述
し
た

が
、
裏
返
し
て
い
え
ば
、「
疑
わ
れ
な
い
こ
と
」
そ
れ
に
尽
き
る
の
で

あ
る
。

こ
の
「
中
立
」
へ
の
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
の
悲
劇
と
し

て
、
奇
し
く
も
こ
の
ペ
ル
ー
事
件
が
起
き
た
の
と
同
じ
一
九
九
六
年

一
二
月
一
七
日
の
未
明
、
旧
ソ
連
の
チ
ェ
チ
ェ
ン
共
和
国
の
首
都
グ

ロ
ズ
ヌ
イ
近
郊
の
ノ
ー
ブ
イ
エ
ア
タ
ギ
村
に
あ
っ
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
病

院
が
何
者
か
に
襲
撃
さ
れ
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
ス
タ
ッ
フ
六
人
が
殺
害
さ
れ

た
。
ま
た
、
二
〇
一
一
年
以
来
の
国
内
紛
争
が
続
く
シ
リ
ア
に
お
い

て
も
、
現
時
点
ま
で
で
シ
リ
ア
赤
新
月
社
の
職
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
実
に
六
五
人
が
そ
の
人
道
的
な
業
務
の
最
中
に
殉
職
す
る
と
い
っ

た
悲
劇
が
続
い
て
い
る
。
赤
十
字
の
中
立
が
晒
さ
れ
て
い
る
厳
し
い

現
実
を
知
ら
せ
て
お
き
た
い
。

注１　

ミ
ニ
グ
氏
は
事
件
翌
年
一
九
八
八
年
の
国
際
赤
十
字
の
紀
要

に
「
中
立
の
仲
介
者
」
の
意
味
に
つ
い
て
の
論
考
を
寄
せ
て
い
る
。

The Lim
a hostage crisis – Som

e com
m

ents on the ICRC
’s role as 

a  “neutral interm
ediary ” (International Review

 of the Red Cross – 
N

o.323)

２　

鈴
木
隆
雄
医
師
（
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー

：96.12.22

か
ら

97.04.16

）
は
他
の
二
人
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
医
師
と
共
に
人
質
の
健
康
を

見
守
る
医
療
班
、
看
護
師
の
大
和
田
恭
子
（
日
赤
医
療
セ
ン
タ
ー

：

96.12.22-97.01.13

）、
松
本
登
紀
子
（
高
松
日
赤:

大
和
田
氏
と
同
じ
）、

野
々
尻
優
美
子
（
高
山
日
赤

：97.01.11-03.20

）
は
人
質
の
衣
食
住

を
確
保
す
る
た
め
の
物
資
の
搬
出
入
を
行
う
公
邸
班
、
西
語
堪
能

の
中
川
香
織
主
事
（
本
社
国
際
部

：96.12.22-97.04.29

）
は
「
赤
十

字
通
信
」
の
取
扱
い
や
人
質
の
ご
家
族
と
の
や
り
と
り
を
仲
介
す

る
安
否
調
査
班
に
配
属
さ
れ
た
。

３　

ペ
ル
ー
政
府
代
表
ド
ミ
ン
ゴ
・
パ
レ
ル
モ
教
育
相
、
フ
ァ
ン
・

ル
イ
ス
・
シ
プ
リ
ア
ー
ニ
大
司
教
、
元
人
質
で
も
あ
っ
た
ア
ン
ト

ニ
ー
・
ビ
ン
セ
ン
ト
駐
ペ
ル
ー
カ
ナ
ダ
特
命
全
権
大
使
が
委
員
、

日
本
政
府
の
代
表
と
し
て
寺
田
輝
介
駐
メ
キ
シ
コ
特
命
全
権
大
使

と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
ミ
ニ
グ
首
席
代
表
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
に
加
わ
っ
た
。



193　人道研究ジャーナルvol.8　 オーストラリア赤十字社の人道法普及活動　192

国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
規
程
第
三
条
二
項
は
各
国
の
赤
十
字
・

赤
新
月
社
に
対
し
て
「
国
際
人
道
法
を
普
及
し
、
政
府
の
普
及
活
動

を
支
援
し
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
こ
と
」
を
求
め
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
、
各
社
は
各
国
の
文
脈
や
対
象
に
応
じ
て
様
々
な
普
及

活
動
を
実
践
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
赤
十
字
社（
以

下
「
豪
赤
」）
は
以
前
か
ら
人
道
法
普
及
活
動
に
熱
心
な
社
と
し
て
知
ら

れ
て
き
た
。
最
近
で
も
核
兵
器
廃
絶
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
お
け
る
同
社

の
顕
著
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
多
く
の
赤
十
字
関
係
者
に
知
ら
れ
て

お
り
、
同
社
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
赤
十
字
に
よ
る
核
兵
器
廃
絶
の

た
め
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
は
、
二
〇
一
七
年
の
核
兵
器
禁
止
条
約
の
成

立
に
結
実
し
た
。

今
回
、
筆
者
は
、
同
社
が
国
内
に
お
い
て
実
施
す
る
三
日
間
の

国
際
人
道
法
研
修
「
人
道
支
援
従
事
者
の
た
め
の
国
際
法
的
枠
組
み

（International Legal Fram
eworks for H

um
anitarians

）」
に
参
加
す
る
機
会
を

得
た
。
同
国
に
お
け
る
人
道
法
普
及
は
「
紛
争
下
で
は
な
い
」「
核
の

傘
の
下
に
あ
る
」
と
い
っ
た
日
本
と
類
似
す
る
国
内
環
境
に
あ
る
点

で
、
わ
れ
わ
れ
に
も
様
々
な
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
得
ら
れ
る
と

思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
本
研
修
会
の
概
要
を
含
む
豪
赤
に
よ
る
人

道
法
普
及
の
実
践
を
紹
介
す
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
「
紛
争
地
外
に

お
け
る
人
道
法
普
及
の
意
義
」
と
い
っ
た
視
点
か
ら
、
と
り
わ
け
紛

争
地
の
行
動
規
範
と
は
ま
た
別
の
「
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
ツ
ー
ル
と
し
て

の
人
道
法
」
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
赤
十
字
社
に
よ
る

人
道
法
普
及
―
そ
の
多
様
な
か
た
ち

人
道
法
の
何
を
誰
に
ど
の
よ
う
に
し
て
普
及
す
る
の
か
の
具
体
策

は
、
上
述
の
赤
十
字
運
動
体
規
程
や
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
に
も
明
記

さ
れ
て
い
な
い
。
豪
赤
は
こ
れ
を
ど
う
具
体
化
し
、
実
践
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
下
表
は
筆
者
が
同
社
職
員
に
聞
き
取
っ
た
内
容
を
も

と
に
し
た
人
道
法
普
及
活
動
に
お
け
る
戦
略
的
ポ
イ
ン
ト
の
一
部
で

あ
る
。
普
及
の
最
も
基
本
的
な
目
的
「
人
間
の
苦
痛
の
予
防
、
軽
減
」

と
い
う
戦
略
的
ゴ
ー
ル
か
ら
「
紛
争
地
で
人
道
法
が
遵
守
さ
れ
る
」
と

い
う
点
が
導
か
れ
る
こ
と
は
当
然
だ
が
、「
非
暴
力
と
平
和
の
促
進
」

と
い
う
点
か
ら
「
人
道
法
の
尊
重
確
保
と
運
動
体
の
影
響
力
強
化
」
と

い
う
点
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
自
ら
の
人
道
法
遵
守

の
み
な
ら
ず
尊
重
を
「
確
保
」
す
る
た
め
の
環
境
醸
成
と
い
う
目
標
で

あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
「
人
道
法
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
的
活
用
」
と
い
う

切
り
口
か
ら
考
察
す
る
）。
ま
た
、
そ
の
戦
略
的
成
果
を
実
現
す
る
前

提
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
成
果
）
に
は
、
人
々
の
「
法
の
理
解
」、「
国
内
法
・
政

策
へ
の
反
映
」、
ま
た
、
こ
の
営
み
が
「
国
際
赤
十
字
の
影
響
力
強
化

と
各
人
道
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
人
道
法
活
用
」
に
貢
献
す
る
こ
と

の
三
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
赤
十
字
社
の
人
道
法
普
及
活
動

齊
藤
　
彰
彦

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
国
際
部
企
画
課
派
遣
係
長
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員

―
紛
争
地
外
に
お
け
る
そ
の
手
法
と
意
義
の
諸
相表　豪赤における人道法普及の戦略的目標

戦略的目標 戦時における人間の苦痛を予防、軽減し、非暴力と平和を促進する

戦略的成果 紛争地で活動するす

べてのオーストラリ

ア人が人道法を遵守

する

豪赤は移民、DRR、人道法の尊重の確保、核兵器廃絶、

HCiD における運動体の影響力の強化に貢献する

プログラム成果 戦争及び紛争に関与

するすべてのオース

トラリア人が戦争に

は法があることを理

解する

オーストラリアの国

内法と政策に人道法

と人道の諸原則が反

映 さ れ る（2017 年

の優先事項：核兵器

HCiD、標章の保護、

人道法の尊重）

国際赤十字・赤新月運動は人道

法を通じてその世界的インパク

トを最大限に高め、その構成員

は人道法をそれぞれの人道的目

標実現のために活用する

 （※豪赤職員の聞き取りから筆者が作成）
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こ
の
戦
略
の
実
施
主
体
と
な
る
の
が
、
豪
赤
本
社
に
あ
る
人
道
法

チ
ー
ム
（International H

um
anitarian Law Team

）
で
あ
る
。
約
一
〇
名
の
職

員
が
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
・
警
察
関
係
、
学

術
・
民
間
部
門
関
係
、
政
府
関
係
、
一
般
市
民
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
関
係
）
別

に
人
道
法
関
連
業
務
に
あ
た
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
般
市
民
・
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
担
当
の
下
位
に
は
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
グ
ル
ー
プ
が

あ
り
、
草
の
根
レ
ベ
ル
で
の
人
道
法
普
及
の
担
い
手
と
し
て
活
動
し

て
い
る
。

こ
こ
で
す
べ
て
は
紹
介
で
き
な
い
が
、
上
述
の
「
法
の
理
解
」「
国

内
法
・
政
策
へ
の
反
映
」「
国
際
赤
十
字
の
影
響
力
強
化
と
人
道
法
活

用
」
と
い
っ
た
三
点
か
ら
、
豪
赤
で
は
こ
れ
ら
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

ご
と
に
人
道
法
の
普
及
戦
略
を
策
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
下
表
を
見

て
ほ
し
い
。

軍
や
人
道
支
援
従
事
者
と
い
っ
た
実
際
の
紛
争
地
で
活
動
す
る

主
体
に
と
っ
て
は
、
実
際
的
な
意
味
で
赤
十
字
等
の
人
道
支
援
団
体

の
権
利
義
務
が
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
ま
ず
重
要
で
あ
る
。
一
方
で
学

術
関
係
者
や
学
生
に
と
っ
て
は
、
赤
十
字
が
人
道
法
普
及
の
ハ
ブ
と

し
て
、
様
々
な
関
連
資
材
や
情
報
の
提
供
元
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。
ま
た
将
来
の
法
律
家
や
政
策
決
定
者
の
卵
と
も
い
え
る
学
生

に
と
っ
て
、
人
道
法
の
基
礎
知
識
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
根
底
に
流
れ

る
人
道
的
価
値
観
の
素
養
を
身
に
着
け
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
対
象
に
お
け
る
「
法
の
理
解
」「
国
内
法
・
政
策
へ
の
反
映
」

と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
ご
と
に
異
な
る
ア

プ
ロ
ー
チ
（
例
え
ば
実
践
的
な
「
訓
練
」
か
ら
「
教
育
」、そ
し
て
「
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
」
ま
で
）
が
採
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
他
方
で
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
の
属
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
赤
十
字
が
直
面
す
る
人
道
問
題
の
関

心
喚
起
（
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
）
は
、
そ
の
活
動
基
盤
の
（
人
的
・
財
政
的
）
強

化
の
た
め
に
不
可
欠
な
営
み
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
人

道
法
普
及
の
営
み
は
単
純
化
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
図
を
描
く
こ
と

が
で
き
る
。

こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
の
が
、
人
道
法
普
及
の
成
果
の
測
り
方

で
あ
る
。
例
え
ば
上
述
の
戦
略
図
に
お
い
て
は
「
す
べ
て
の
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
人
が
人
道
法
を
遵
守
す
る
」
と
い
う
目
標
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
我
々
は
そ
れ
を
ど
う
測
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
「
教
育
の
効
果
を
ど
う
測
る
か
」
と
い
う
問
い
の
難
し

さ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
豪
赤
担
当
者
も
課
題
と
し
て
感
じ
て
い

た
。
断
片
的
に
答
え
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
対
象
ご
と
の
普
及
計

画
に
お
い
て
設
定
さ
れ
る
「
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
目
標
（Stakeholder 

Engagem
ent G

oals

）」
と
い
う
項
目
が
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
い
わ
ば
、「
普
及
対
象
と
な
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
、
ど

の
よ
う
な
状
態
に
達
す
れ
ば
、
我
々
の
目
標
の
達
成
と
い
え
る
の
か
」

と
い
う
視
点
で
あ
り
、
普
及
対
象
毎
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
目
標
が
設

表　ステークホルダー別の成果目標の例
人道法普及の主たる目標 主なステークホルダー

紛争地における人道（医療）支援活動（従事者）の権

利義務の理解

軍・人道（医療）支援従事者

国内法・政策への人道法（人道的諸原則）の反映（国

内法整備等）

政府・学術関係者

人道法に関するリソース、専門家の提供 学術関係者・民間団体

アドボカシーを通じた人道問題の関心喚起 全ステークホルダー、一般市民・ボ

ランティア

 （※豪赤職員の聞き取りから筆者が作成）

　訓練

　研究

紛争の行動規範　　　　　法　　　　　　　政策　　　　　知識として

　教育

アドボカシー

　         縦軸：普及手法 　A：軍事訓練

　         横軸：普及コンテンツ 　B：紛争当事者に対する人道法順守の働きかけ（履行確保）

               　C：国際法学者や法律実務家の認識規範、裁判規範

              　D：アドボカシー、一般教養としての人道法

人道法普及の実態は多様であることがわかる

図　人道法普及の属性（筆者作成）

 A  C

 B  D
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け
ら
れ
て
い
る
（
例
え
ば
学
術
関
係
に
つ
い
て
は
「
学
会
に
お
い
て
豪
赤
が

人
道
法
に
関
す
る
知
見
、
専
門
家
の
提
供
機
関
と
し
て
認
識
さ
れ
る
」
等
）。

つ
ま
り
、
普
及
の
対
象
に
応
じ
て
人
道
法
普
及
の
営
み
が
ど
う
い
っ

た
付
加
価
値
を
与
え
ら
れ
る
か
を
ま
ず
考
慮
し
、
そ
れ
を
起
点
に

し
て
普
及
の
成
果
目
標
を
設
定
し
て
い
く
帰
納
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
す
べ
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
が
人
道

法
を
理
解
す
る
」
と
い
う
目
標
は
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
毎
に
細
分
化
さ
れ
、

具
体
化
さ
れ
、
対
象
ご
と
に
成
果
目
標
が
設
定
さ
れ
る
。
人
道
法
普

及
の
実
態
、
ま
た
、
そ
の
成
果
指
標
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
毎
に

多
様
な
形
で
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。　

さ
て
、
こ
れ
を
前
提
に
、
次
に
人
道
支
援
（
医
療
）
従
事
者
へ
の
普

及
を
例
に
と
っ
て
、
対
象
別
に
設
定
さ
れ
た
人
道
法
普
及
が
豪
赤
で

は
ど
う
実
践
さ
れ
て
い
る
の
か
、
同
社
が
実
施
し
た
研
修
「
人
道
法

従
事
者
の
た
め
の
国
際
法
枠
組
み
」
に
み
て
い
き
た
い
。

人
道
支
援
（
医
療
）
従
事
者
へ
の
普
及 

 

―
そ
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
ー
的
特
徴

こ
の
研
修
は
人
道
支
援
・
医
療
従
事
者
対
象
の
も
の
で
、
前
項
の

図
を
用
い
れ
ば
Ａ
Ｂ
を
ま
た
が
る
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
人
道
法
普
及
で
強
調
さ
れ
る
側
面
は
、「
実
際

に
紛
争
地
で
活
動
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
参
加
者
（
人
道
支
援
従
事

者
）
が
自
身
の
権
利
義
務
を
理
解
す
る
こ
と
」
が
第
一
で
あ
り
、
そ
し

て
ま
た
、
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
ツ
ー
ル
と
し
て
人
道
法
を
は
じ
め
と
す
る

関
連
国
際
法
規
範
を
活
用
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
研
修
の

目
的
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

講
義
と
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
比
率
は
半
々
程
度
で
あ
る
。
初
日

に
は
、
全
日
程
を
通
じ
て
用
い
ら
れ
る
紛
争
シ
ナ
リ
オ
が
付
与
さ
れ
、

日
々
の
終
わ
り
に
そ
の
事
例
を
素
材
に
一
日
の
学
習
内
容
の
振
り
返

り
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
人
道
法
の
学
習
目
的
は
条
文
の
細
か

い
解
釈
を
学
ぶ
こ
と
で
は
な
く
、
現
場
へ
の
応
用
を
意
識
し
て
ほ
し

い
」
と
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
確
認
さ
れ
た
。
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
で
は
国
連
機
関
や
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
・
Ｍ
Ｓ
Ｆ
、
研
究
者
等
の
実
務

家
を
交
え
、
人
道
法
が
実
際
に
現
場
で
ど
う
機
能
し
て
い
る
か
に
つ

い
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の「
参
加
型
」「
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

型
」
研
修
は
、
参
加
者
の
大
半
が
既
に
海
外
で
の
人
道
支
援
に
従
事

し
た
経
験
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
有
効
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
学
習
者
の
理
解
度
や
人
数
、
利
用
可
能
な
時
間
枠
な
ど
に
応

じ
て
、
こ
れ
ら
の
方
式
は
「
講
義
型
」
や
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
」
等

の
方
が
適
切
な
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。

研
修
の
司
会
（
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
）
は
人
道
法
の
博
士
号
保
持
者

や
元
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
職
員
で
あ
る
豪
赤
職
員
が
務
め
た
（
う
ち
一
人
は
、
研

修
の
質
の
保
証
（Training quality assurance

）
を
担
当
す
る
職
員
で
、
本
研
修

以
外
の
同
社
の
全
て
の
人
道
法
関
連
研
修
の
企
画
運
営
に
関
与
し
て
い
る
）。

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
は
研
修
全
体
を
通
じ
て
、
学
習
の
目
的
、
セ
ッ

シ
ョ
ン
ご
と
の
疑
問
点
の
解
消
、
そ
こ
で
の
学
び
と
各
参
加
者
の
実

務
的
連
関
に
つ
い
て
こ
ま
め
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
い
、
個
々
の

〔研修の目的〕

—　仮想のシナリオを通じて何が関連する（適用可能な）

国際法の規則であるかを理解できるようになること

—　武力紛争時に国際法が個人、集団に付与する保護の内

容を理解すること

—　人道支援団体とその要員の権利義務を含む人道支援の

保護に影響を与える関連国際法の枠組みを理解するこ

と

—　非国家的武装集団を含む軍事アクターの権利、責任、

構造とその視点を理解すること　

—　国際法の枠組みをアドボカシーや交渉における実効的

なツールとして活用すること

1 日目 2 日目 3 日目

講義：人道法と赤十字 講義：国際人権法 講義：国際災害法

講義：武力紛争の分類 講義：国際難民法 ケーススタディ：災害対応

講義：人道法と軍隊 講義：文民の保護 講義：国際刑事法

ケーススタディ：軍事目標の

識別

パネルディスカッション：文

民の保護

パネルディスカッション：人

道法の履行確保

映画：Health Care in Danger 関
連作品 

ケーススタディ：難民 ケーススタディ：人道法の履

行確保
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セ
ッ
シ
ョ
ン
の
学
び
が
上
記
の
学
習
目
的
に
ど
う
有
機
的
に
関
連

し
て
い
る
の
か
を
解
説
し
た
。
今
日
、
一
口
に
人
道
法
と
言
っ
て
も
、

個
々
の
分
野
で
高
度
に
専
門
化
が
進
ん
で
い
る
（
例
え
ば
人
道
支
援
従

事
者
の
保
護
規
範
か
ら
新
兵
器
の
規
制
に
ま
つ
わ
る
兵
器
法
、
人
権
法
・
人

道
法
・
刑
事
法
と
い
っ
た
周
辺
法
分
野
と
の
関
係
性
等
で
あ
り
、
実
際
に
上

述
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
と
お
り
、
人
道
法
普
及
は
単
に
人
道
法
「
だ
け
」
の
普
及

で
は
な
い
）。
そ
れ
ら
の
学
習
は
し
ば
し
ば
研
修
参
加
者
を
専
門
的
な

話
題
に
導
き
、
か
え
っ
て
人
道
法
全
体
の
理
解
を
損
な
う
恐
れ
が
あ

る
。
そ
う
し
た
場
面
で
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
は
か
み
砕
い
た
言
葉
で

そ
れ
ぞ
れ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
う
ま
く
抽
出
し
て
い
た
。

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
成
否
は
研
修
の
理
解
度
に
も
相
関
す
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

本
研
修
に
は
定
員
以
上
の
応
募
が
あ
っ
た
と
い
う
（
定
員
三
〇
名
）。

研
修
会
終
了
後
に
は
参
加
者
全
員
の
連
絡
先
が
交
換
さ
れ
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
キ
ン
グ
と
し
て
も
重
要
な
意
義
が
あ
っ
た
。
ま
た
本
研
修
の
財

源
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
か
ら
の
資
金
援
助
を
受
け
て
お
り
、
同

国
政
府
に
よ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
上
の
人
道
法
普
及
義
務
の
実
践
と

し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

研
修
の
前
後
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
事
前
、
事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

が
行
わ
れ
、
理
解
度
に
つ
い
て
一
〇
段
階
評
価
で
回
答
す
る
内
容
で

あ
っ
た
。
本
研
修
は
同
国
内
で
は
ま
だ
二
回
目
の
試
み
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
担
当
者
は
言
う
。

長
年
熱
心
に
人
道
法
普
及
活
動
に
従
事
し
て
き
た
同
社
で
も
、
よ
り

効
果
的
な
普
及
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
不
断
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て

い
る
点
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

な
お
、
豪
赤
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
豊
富
な
人
道
法
の
普
及
資

材
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（「Australian Red Cross IH

L resources

」
で
検
索　

https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/ihl-resources

）。
核
兵
器
廃

れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
、
赤
十
字
も
こ

れ
ま
で
以
上
に
様
々
な
形
で
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
活
動
に
従
事
す
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
（
化
学
兵
器
、
レ
ー
ザ
ー
兵
器
、
地
雷
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
、

核
兵
器
、
最
近
で
は
自
律
型
致
死
兵
器
（LAW

s

）
等
の
規
制
、
禁
止
と
い
っ

た
兵
器
関
連
の
分
野
を
中
心
に
、
赤
十
字
は
確
か
に
重
要
な
貢
献
を
果
た
し

て
き
た
）。

し
か
し
、
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
は
あ
く
ま
で
「
平
和
・
人
権
団
体
」
で
は

な
い
「
人
道
支
援
団
体
」
た
る
赤
十
字
に
と
っ
て
は
副
次
的
な
活
動
で

あ
る
。
つ
ま
り
赤
十
字
は
、
公
平
・
中
立
・
独
立
の
原
則
の
下
、
そ

の
活
動
中
に
目
に
し
た
内
容
（
例
え
ば
収
容
所
訪
問
時
に
お
け
る
収
容
者

の
待
遇
状
況
）
な
ど
を
公
に
し
な
い
機
密
性
の
原
則
（Confidentiality

）
に

基
づ
い
て
活
動
し
て
い
る
。
仮
に
赤
十
字
が
自
ら
の
活
動
の
中
で
人

道
法
違
反
を
目
に
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
局
と
の
「
秘
密
裡
の

対
話
の
中
」
で
「
是
正
」
の
「
説
得
」
が
行
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
当
局
を

公
に
糾
弾
す
る
行
為
は
、
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
犠
牲
者
へ
の
ア
ク
セ

ス
が
阻
ま
れ
る
リ
ス
ク
を
負
う
。
つ
ま
り
赤
十
字
は
、
当
局
の
糾
弾

よ
り
も
人
道
（
ア
ク
セ
ス
）
の
実
現
を
優
先
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
と
機
密
性
原
則
の
緊
張
関
係
が
生
ま
れ
る
。

つ
ま
り
「
社
会
の
積
極
的
変
化
」
の
追
求
は
、
極
端
な
形
に
な
れ
ば

「
当
局
の
非
難
と
政
策
転
換
の
要
求
」
と
な
り
、「
人
道
の
実
現
」
と
い

う
本
来
目
的
と
は
異
な
る
も
の
に
な
る
。
ま
た
そ
の
主
体
を
一
口
に

・武装集団が潜む仮想の街の空撮写真及びシナリオを

読みながら以下の点について空軍の司令官に法的助

言を行いなさい

－攻撃可能な軍事目標は何か

－軍事目標を決定するプロセスにおいて考慮すべき法

的義務、実施すべき予防措置は何か

ケーススタディの一例絶
な
ど
の
ト
ピ
ッ
ク
に
特
化
し
た
も
の
や
学
校
向
け
の
教
材
、
ま
た

最
新
の
ト
レ
ン
ド
を
盛
り
込
ん
だ
年
刊
の
「IH

L m
agazine

」
や
「IH

L 

Blog

」
な
ど
の
ニ
ュ
ー
ス
記
事
が
、
初
学
者
に
も
わ
か
り
や
す
い
内

容
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
読
者
に
も
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

人
道
法
普
及
の
ジ
レ
ン
マ 

―
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
と
「
人
道
」
の
相
克

上
述
の
点
か
ら
得
ら
れ
る
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
様
々
な
も

の
が
あ
る
が
、
紛
争
地
外
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
人
道
法
普
及
の
側

面
、
す
な
わ
ち
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
ツ
ー
ル
と
し
て
の
人
道
法
の
活
用
と

い
う
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
、
本
稿
を
結
び
た
い
。

ア
ド
ボ
カ
シ
ー
と
は
、
豪
赤
に
お
い
て
は
「
説
得
、
外
交
、
信
頼

と
関
係
構
築
、
教
育
と
情
報
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
メ
デ
ィ
ア

の
活
用
と
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
通
じ
て
、
社
会
の
積
極
的

変
化
を
達
成
す
る
た
め
の
戦
略
的
手
法
」
と
定
義
さ
れ
る
（Australian 

Red Cross, Policy Statem
ent on Advocacy, 2009

）。
と
り
わ
け
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
や
日
本
の
よ
う
に
実
際
の
紛
争
下
に
は
な
い
諸
国
に
お
い
て
、

人
道
法
関
連
業
務
に
お
い
て
人
道
法
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
ツ
ー
ル
と
し

て
の
活
用
が
前
面
に
で
る
こ
と
は
あ
る
意
味
必
然
で
も
あ
ろ
う
。
ま

た
今
日
、
多
く
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
国
連
機
関
も
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
活
動
に
従

事
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
人
道
法
や
人
権
法
が
言
及
さ
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「
国
際
赤
十
字
」
と
言
っ
た
と
き
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

そ
の
実
態
は
一
九
〇
カ
国
の
各
国
赤
十
字
社
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新

月
社
連
盟
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
と
い
っ
た
、
ま
さ
に
国
際
社
会
の

縮
図
の
よ
う
な
多
様
な
主
体
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
国
際
赤
十
字
の
一
部
が
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
的
試
み
を
企
て
る

と
き
、
他
の
赤
十
字
の
構
成
要
素
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
が
波

及
す
る
か
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
は
常

に
組
織
内
外
に
お
い
て
対
立
関
係
を
生
む
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
で
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
赤
十
字
が
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
ツ
ー
ル
と
し
て
人
道
法

を
用
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
赤
十
字
の
マ
ン
デ
ー
ト
に
組
み
込

ま
れ
る
こ
と
は
ど
う
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
昨
今
、

国
際
赤
十
字
が
最
も
力
を
注
い
で
い
る
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
活
動
の
一
つ

に
核
兵
器
廃
絶
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
あ
る
（
こ
れ
は
赤
十
字
の
最
高
議
決

機
関
で
あ
る
赤
十
字
国
際
会
議
の
決
議
事
項
で
も
あ
る
）。
核
兵
器
の
廃

絶
が
実
現
さ
れ
れ
ば
そ
れ
は
、
人
々
へ
の
非
人
道
的
な
影
響
の
事
前

予
防
と
い
う
意
味
で
究
め
て
意
義
の
あ
る
貢
献
だ
と
い
え
よ
う
（
し

か
し
、
核
兵
器
禁
止
条
約
と
い
う
目
に
見
え
る
成
果
の
実
現
は
み
た
も
の
の
、

現
実
に
は
核
保
有
国
と
の
溝
を
ど
う
埋
め
る
か
と
い
う
困
難
な
問
題
が
残
さ

れ
て
お
り
、
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
の
成
果
は
未
だ
測
り
が
た
い
）。
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、
赤
十
字
が
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
際
の
ロ
ジ
ッ

ク
で
あ
る
。
つ
ま
り
赤
十
字
は
、
核
兵
器
が
万
が
一
使
わ
れ
た
場
合
、

そ
の
犠
牲
者
に
対
す
る
「
人
道
的
援
助
能
力
が
不
在
」
で
あ
る
（
核
兵

器
の
犠
牲
者
は
誰
も
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
人
道
法
の
区
別
原

則
・
文
民
保
護
原
則
と
両
立
し
な
い
）
こ
と
を
理
由
に
あ
げ
る
。
そ
の
根

底
に
あ
る
の
は
、
戦
争
の
存
在
自
体
を
否
定
す
る
の
が
難
し
け
れ
ば
、

そ
の
惨
禍
を
最
小
限
の
も
の
に
と
ど
め
よ
う
と
い
う
「
理
想
主
義
的

な
現
実
主
義
」
と
い
う
思
考
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
赤
十
字
の
ア
ド
ボ

カ
シ
ー
は
あ
く
ま
で
自
ら
の
人
道
的
行
動
の
障
壁
を
取
り
除
く
た
め

の
現
実
的
、
実
際
的
な
必
要
性
か
ら
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
は
上
述
の

豪
赤
の
人
道
法
普
及
戦
略
の
在
り
方
（
そ
れ
ぞ
れ
の
普
及
の
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
の
必
要
性
か
ら
普
及
の
意
義
、
目
標
を
定
義
し
、
究
極
的
に
は
そ
れ

が
人
道
の
実
現
に
結
び
つ
く
）
と
同
じ
根
拠
付
け
で
あ
る
。

従
っ
て
、
や
み
く
も
に
人
道
法
を
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
ツ
ー
ル
と
し

て
活
用
す
る
こ
と
は
、
例
え
ば
そ
れ
が
犠
牲
者
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
阻

む
場
合
、
言
い
換
え
れ
ば
、
赤
十
字
の
信
頼
（
と
り
わ
け
政
府
や
紛
争

当
事
者
た
る
特
定
派
閥
と
の
関
係
）
に
負
の
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、

差
し
控
え
る
べ
き
で
あ
る
（Council of D

elegates  1999: Resolution 6, The 

M
ovem

ent ’s Policy on Advocacy

）。
他
方
で
、
例
え
ば
広
島
・
長
崎
に
お

け
る
被
爆
直
後
の
赤
十
字
の
救
援
活
動
等
の
赤
十
字
の
ユ
ニ
ー
ク
な

経
験
が
、
国
際
社
会
の
政
策
転
換
の
重
要
な
契
機
と
な
る
場
面
も
あ

る（
核
兵
器
禁
止
条
約
の
成
立
は
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
）。ア
ド
ボ
カ
シ
ー

ツ
ー
ル
と
し
て
の
人
道
法
の
活
用
は
、
常
に
そ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の

上
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

私
は
決
し
て
、
赤
十
字
が
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
に
関
与
す
る
こ
と
を
控

え
る
べ
き
だ
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
の
は
、
赤
十
字
運
動
が
ア
ン
リ
・
デ
ュ
ナ
ン
に
よ
る
『
ソ
ル
フ
ェ

リ
ー
ノ
の
思
い
出
』
の
執
筆
（
紛
争
の
非
人
道
的
側
面
）
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

条
約
の
締
結
（
紛
争
犠
牲
者
の
救
済
）
の
ア
ピ
ー
ル
と
い
う
、
ま
さ
に

人
道
問
題
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
実
践
を
起
源
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

従
っ
て
赤
十
字
は
、
政
府
に
対
し
て
必
要
が
あ
れ
ば
、
そ
の
活
動
で

直
面
す
る
人
道
的
課
題
に
つ
い
て
、
犠
牲
者
を
代
弁
し
て
そ
の
関
心

を
喚
起
す
べ
き
だ
し
、
そ
れ
は
時
に
義
務
で
す
ら
あ
る
。
つ
ま
り
「
戦

争
を
防
止
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
恐
ろ
し
さ
を
緩
和
し
よ
う
と
根
気

よ
く
努
力
す
る
こ
と
…
問
題
は
全
く
、
こ
の
種
の
仕
事
に
対
す
る
真

剣
な
準
備
、
こ
の
よ
う
な
団
体
（
赤
十
字
）
の
創
設
そ
の
こ
と
に
あ
る

の
で
あ
る
（『
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
思
い
出
』
傍
線
は
筆
者
）」
と
い
う
デ
ュ

ナ
ン
の
言
葉
は
、
紛
争
地
外
に
お
け
る
人
道
法
普
及
の
意
義
を
簡
潔

に
言
い
表
す
も
の
と
し
て
今
日
に
お
い
て
も
至
言
で
あ
る
。
し
か
し

同
時
に
、
現
在
、
世
界
規
模
の
人
道
支
援
団
体
と
な
っ
た
赤
十
字
の

ア
ド
ボ
カ
シ
ー
は
、
デ
ュ
ナ
ン
が
生
き
た
当
時
と
は
比
較
に
な
ら
な

い
ほ
ど
利
害
が
錯
綜
し
、複
雑
化
し
た
時
代
に
直
面
し
て
い
る
。
我
々

に
は
人
道
法
を
金
科
玉
条
と
容
易
に
位
置
付
け
る
の
で
は
な
く
、
慎

重
な
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
戦
略
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。（
了
）
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二
〇
一
八
年
八
月
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
国
際
法
・
政
策
局
長
ヘ
レ
ン
・

ダ
ー
ラ
ム
（H

elen D
urham

）
博
士
が
、
東
京
で
開
催
さ
れ
た
第
四
回
武

器
貿
易
条
約
締
約
国
会
議
に
参
加
す
る
た
め
来
日
。
こ
れ
を
機
会
に
、

日
本
赤
十
字
社
、
外
務
省
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
等
で
講
演
セ
ッ
シ
ョ

ン
が
設
け
ら
れ
た
。

ダ
ー
ラ
ム
博
士
は
女
性
で
初
め
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
本
部
国
際
法
・
政
策

局
長
の
ポ
ス
ト
に
就
任
し
た
。彼
女
は
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
で
国
際
人
道

法
・
国
際
刑
事
法
の
博
士
号
を
取
得
し
、豪
赤
十
字
社
や
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
法

律
顧
問
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
き
た
。ま
た
、彼
女
の
赤
十
字

の
キ
ャ
リ
ア
に
は
、豪
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
は
じ
め
、ミ
ャ
ン
マ
ー

や
ア
チ
ェ
、フ
ィ
リ
ピ
ン
の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
で
の
現
場
経
験
も
含
ま
れ
る
。

日
赤
で
の
講
演
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

・
国
際
人
道
法
は
法
的
枠
組
み
で
あ
り
、
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
諸
条
約
は
五
〇
〇
近
く
の
条
文
で
構
成
さ
れ
、
専
門
的
・

技
術
的
な
側
面
を
持
つ
。
一
方
で
そ
の
根
底
に
あ
る
思
想
は
す

べ
て
の
赤
十
字
運
動
に
共
通
す
る
理
念
で
あ
る
「
人
道
」
で
あ

り
、
今
日
の
世
界
を
人
道
的
観
点
か
ら
見
る
レ
ン
ズ
を
提
供
し

て
い
る
。
よ
り
今
日
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
様
々
な
価
値
観
が

錯
綜
す
る
現
代
に
お
い
て
、
人
道
の
理
念
の
も
と
に
我
々
を
つ

な
ぎ
と
め
る
一
つ
の
共
通
言
語
で
あ
り
、
複
雑
化
す
る
紛
争
に

お
け
る
人
道
と
は
何
か
を
語
る
言
葉
で
も
あ
る
。

・
戦
争
に
ル
ー
ル
が
あ
る
の
か
。
今
日
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
が
伝

え
る
戦
場
の
現
実
は
、
国
際
人
道
法
な
ど
無
意
味
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
を
人
々
に
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
考
え

て
み
て
ほ
し
い
。
交
通
違
反
が
多
発
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

の
法
律
が
不
要
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
違
反

が
多
発
す
る
現
実
に
対
し
て
我
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

よ
り
一
層
、
そ
の
法
律
の
普
及
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

・
今
日
、
世
界
中
で
活
動
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
目
に
す
る
武
力
紛
争

の
「
複
雑
性
」
と
は
、
紛
争
が
「
長
期
化
（protracted

）」
し
、「
都
市

（urbanized

）」
で
の
戦
闘
が
多
く
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
紛
争
当
事

者
が
「
断
片
化
（fragmented

）」
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
ら
の

特
徴
に
つ
い
て
個
別
に
説
明
し
た
い
。

➢

「
紛
争
の
長
期
化
」

：

シ
リ
ア
、マ
リ
、イ
エ
メ
ン
…
こ
れ
ら

の
紛
争
は
長
期
化
し
た
紛
争
の
例
で
あ
る
。
長
期
化
し
た
紛

争
に
お
い
て
、国
際
人
道
法
の
保
護
の
在
り
方
も
ま
た
、違
っ

た
角
度
か
ら
の
考
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
長
期
化

す
る
紛
争
の
中
で
は
、
人
々
が
長
期
に
わ
た
っ
て
生
命
の
危

険
に
さ
ら
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
基
盤
も
脆

弱
化
す
る
。
つ
ま
り
、
単
な
る
生
命
の
安
全
の
み
な
ら
ず
、

例
え
ば
「
教
育
」
と
い
っ
た
日
常
的
な
営
み
も
ま
た
、
国
際

人
道
法
の
保
護
の
傘
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、「
人
道
支
援
」
と
「
開
発
」
の
連
携

（N
exus

）
が
よ
り
重
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
国
際
人
道
法
が

考
慮
に
入
れ
る
べ
き
保
護
の
対
象
の
範
囲
や
時
間
軸
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
在
り
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

➢

「
紛
争
の
都
市
化
」

：

多
く
の
武
力
紛
争
は
市
街
地
が
戦
場

と
な
っ
て
い
る
。
人
々
の
衣
食
住
と
戦
場
の
近
接
性
は
、
戦

闘
に
無
関
係
な
人
々
へ
の
影
響
が
よ
り
及
び
や
す
く
な
っ
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
一
九
五
〇
年
に
都
市
に
居
住
す
る
人
々

は
世
界
人
口
の
三
〇
％
程
度
だ
っ
た
の
に
対
し
、
二
〇
一
四
年
に

は
五
四
％
、
二
〇
五
〇
年
に
は
六
六
％
に
な
る
見
通
し
と
の
報
告

も
あ
る
。U

N
 D

epartm
ent of Econom

ic and Social Affairs Population 

D
ivision,  W

orld U
rbanization Prospects, the  2014 Revision: H

ighlights, 2014
）。

戦
闘
員
と
文
民
を
無
差
別
に
襲
い
、
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え

る
兵
器
つ
ま
り
地
雷
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
と
そ
の
不
発
弾
と

い
っ
た
兵
器
の
規
制
が
一
層
重
要
で
あ
る
。

➢

「
紛
争
の
断
片
化
」

：

今
日
の
武
力
紛
争
の
多
く
が
非
国
際

的
武
力
紛
争
（
内
戦
）
で
あ
り
、
よ
り
多
く
の
紛
争
当
事
者

が
関
与
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
最
新
の
研
究
『The Roots of 

Restraint in W
ar

』（
二
〇
一
八
）
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
一
年
か
ら

二
〇
一
六
年
の
間
に
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
数
は
倍
増
し
、

少
な
く
と
も
三
〇
か
ら
七
〇
以
上
の
数
に
増
え
て
い
る
。
ま

た
、
紛
争
当
事
者
の
数
は
、
二
〇
一
一
年
の
リ
ビ
ア
で
の
紛

争
に
は
二
三
六
、二
〇
一
四
年
の
シ
リ
ア
で
の
紛
争
に
は
一
、

〇
〇
〇
以
上
の
紛
争
当
事
者
が
関
与
し
て
い
た
と
い
う
統
計

が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
断
片
化
と
は
、
紛
争
当
事
者
の
対
立

関
係
の
複
雑
化
、
紛
争
の
多
面
化
と
い
っ
た
表
現
も
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
複
雑
な
文
脈
に
お
い
て
、Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
、背
景
や

文
化
を
全
く
異
に
す
る
例
え
ば
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
よ
う
な

試
さ
れ
る
人
道
の
力
―
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
国
際
法
・
政
策
局
長
ダ
ー
ラ
ム
博
士
が
来
日

【
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
】
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国
の
武
装
集
団
に
ど
う
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
か
？
よ
り
具
体

的
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
国
際
人
道
法
の
普
及
を
試
み
る
の

か
？
こ
の
よ
う
な
類
の
質
問
は
、
問
題
の
複
雑
さ
を
象
徴
す

る
わ
か
り
や
す
い
例
か
も
し
れ
な
い
。
一
つ
の
答
え
と
し
て
、

国
際
人
道
法
の
普
及
は
平
和
時
か
ら
そ
の
国
自
身
が
主
体
と

な
っ
て
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

➢

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
直
面
す
る
今
日
的
課
題
は
、
サ
イ
バ
ー
空
間
、

人
工
知
能
、
宇
宙
技
術
と
い
っ
た
言
葉
が
彩
る
よ
う
な
、
戦

場
の
空
間
的
拡
大
、
戦
闘
手
段
の
多
様
化
の
急
激
な
進
行
に

由
来
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
我
々
は
ま
た
、
法
、
政
策
、

外
交
な
ど
様
々
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
、
そ
の
非
人
道
的
な

影
響
を
少
し
で
も
と
ど
め
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
。
赤
十
字

と
国
際
人
道
法
の
在
り
方
は
常
に
変
容
を
迫
ら
れ
て
い
る
と

い
え
る
。

ダ
ー
ラ
ム
博
士
は
上
記
講
演
の
ほ
か
、
外
務
省
に
会
場
を
移
し
、

国
際
人
道
法
国
内
委
員
会

※

の
特
別
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
ダ
ー
ラ
ム
博
士

に
よ
る
講
演
と
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
（
※
国
内
委
員
会
と
は
日
本
国

内
に
お
け
る
国
際
人
道
法
の
履
行
確
保
お
よ
び
普
及
の
実
施
の
た
め
の
省
庁

間
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
り
、
現
在
、
外
務
省
と
日
本
赤
十
字
社
が
事

務
局
を
共
同
で
担
っ
て
い
る
）。

同
講
演
に
お
い
て
は
、
武
器
貿
易
条
約
締
約
国
会
議
に
参
加
し
た

ダ
ー
ラ
ム
博
士
か
ら
、
同
条
約
に
対
す
る
締
約
国
の
コ
ミ
ッ
ト
と
そ

の
実
際
の
履
行
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
懸
念

が
表
明
さ
れ
た

１

。

会
議
で
ダ
ー
ラ
ム
博
士
は
「
実
際
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
活
動
に
お
い
て

も
武
器
に
よ
る
外
傷
患
者
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る

患
者
の
増
加
が
み
ら
れ
て
い
る
。
実
に
同
条
約
の
締
約
国
の
六
割
が

主
要
兵
器
の
最
大
の
輸
出
国
で
も
あ
る
」、「
支
援
だ
け
で
は
問
題
の

解
決
に
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
い
る
各
国
の
責
任
は
極
め
て
重
い
も
の

で
あ
り
、
ま
た
、
兵
器
の
壊
滅
的
な
影
響
を
予
防
す
る
き
わ
め
て
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
、
思
い
起
こ
し
て
ほ
し
い
」
と
訴

え
か
け
た
（ICRC N

ews release, ICRC concerned at gap between commitments and practice 

of A
rms Trade Treaty,  2018

）。

注１　

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
国
際
平
和
研
究
所
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

　

― 

二
〇
一
三
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
主
要
兵
器
の
国
際
移
転

の
量
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
そ
れ
と
比
較
し
て

一
〇
％
増
加
し
て
い
る
。

　

― 
二
〇
一
三
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
間
で
、
全
世
界
の
武
器
輸

出
の
三
二
％
が
中
東
向
け
で
あ
る
。
武
器
輸
出
で
最
も
高
い
増
加
率

で
あ
る
。

人
道
支
援
と
は
、
戦
争
や
災
害
の
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
を
救
援

す
る
活
動
で
す
。
し
か
し
、
支
援
の
現
場
で
は
、
傷
つ
い
た
人
々
に

更
な
る
苦
痛
を
与
え
か
ね
な
い
よ
う
な
問
題
が
し
ば
し
ば
起
き
ま
す
。

例
え
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
救
援
物
資
と
し
て
送
ら
れ
て
き
た
衣
服

を
被
災
者
に
配
っ
た
と
こ
ろ
、「
こ
ん
な
も
の
は
要
ら
ん
。
人
を
馬

鹿
に
す
る
な
」
と
怒
鳴
ら
れ
、
突
き
返
さ
れ
た
例
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
衣
服
の
中
に
汚
れ
た
古
着
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
被
災
者
の
自

尊
心
を
傷
つ
け
、
怒
り
を
買
っ
た
か
ら
で
す
。
本
人
は
、
同
情
心
か

ら
善
意
で
や
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
却
っ
て
被
災
者
を
苦
し
め

る
結
果
に
な
る
。
そ
う
し
た
事
例
は
、
実
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り

ま
せ
ん
。「
可
哀
そ
う
だ
か
ら
助
け
よ
う
」
と
い
っ
た
同
情
心
だ
け
で

は
人
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、
ど
う

す
れ
ば
い
い
の
か
。
人
道
支
援
や
赤
十
字
の
活
動
に
は
、
被
災
者
を

真
に
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
活
動
を
支
え
る
原
動
力

と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

個
人
の
尊
重

第
一
の
原
動
力
は
、「
個
人
の
尊
重
の
理
念
」
で
す
。
赤
十
字
の
活

動
に
は
、
戦
争
の
際
の
傷
病
兵
は
敵
兵
で
あ
っ
て
も
助
け
る
、
災
害

の
被
災
者
は
敵
の
住
民
で
あ
っ
て
も
援
助
す
る
、
と
い
う
一
つ
の
際

立
っ
た
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
、
敵
ま
で
助
け
る
の
か
。
そ
れ
は
、

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
傷
病
兵
は
敵
で
あ
っ
て
も
助
け
よ
う
と
い

う
提
唱
か
ら
赤
十
字
が
始
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
赤
十
字
は
そ
の

基
本
原
則
で
、「
赤
十
字
の
活
動
の
目
的
は
、
人
間
の
尊
重
を
確
保

す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
考
え
方
は
、
今
日
「
個

人
道
支
援
と
赤
十
字

野
々
山
　
忠
致

元
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
財
政
委
員
会
委
員
／
元
在
ノ
ル
ウ
ェ
ー
大
使
、
元
在
ヨ
ル
ダ
ン
大
使
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人
の
尊
重
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
理
念
で
す
。
つ
ま
り
、
赤

十
字
は
、「
個
人
の
尊
重
の
理
念
」
を
一
つ
の
原
動
力
と
し
て
、
人
道

支
援
の
活
動
を
し
て
い
る
組
織
な
の
で
す
。

デ
ュ
ナ
ン
が
唱
え
た
「
傷
病
兵
は
敵
で
あ
っ
て
も
助
け
る
」
と
い

う
考
え
方
は
、
画
期
的
な
も
の
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
当
時
は
、
敵
に

対
し
て
は
何
を
し
よ
う
と
勝
手
と
い
う
の
が
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず

一
般
的
な
考
え
方
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
な
ぜ
、
彼
は
敵
も
助
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
か
。
そ
の
背
景
に
は
、
十
七
世
紀
以
降
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
の
間
で
広
が
っ
て
い
た
〝
啓
蒙
思
想
〟
が
あ
り
ま
し

た
。
啓
蒙
思
想
と
は
、「
人
は
一
人
の
人
間
と
し
て
、
尊
重
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
思
想
で
す
。
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

教
会
が
人
々
の
生
活
を
あ
ら
ゆ
る
面
で
束
縛
し
、
国
王
が
、
王
の
権

力
は
神
か
ら
授
か
っ
た
絶
対
的
な
も
の
だ
と
し
て
、
人
々
を
苦
し
め

て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
主
・
貴
族
階
級
や
、
産
業
革
命

に
よ
っ
て
台
頭
し
て
き
た
商
工
業
、
一
般
市
民
層
の
人
た
ち
が
反
対

の
声
を
上
げ
、
国
王
の
権
力
を
抑
え
込
も
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
動

き
を
支
持
し
た
の
が
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ル
ソ
ー
や
エ
マ
ニ
エ
ル

＝
カ
ン
ト
な
ど
の
啓
蒙
思
想
家
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
で
し
た
。

啓
蒙
思
想
の
基
本
に
あ
る
の
は
、
国
は
個
人
の
自
由
を
保
障
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
個
人
の
尊
重
の
理
念
で
す
。
ル
ソ
ー
は
、

『
社
会
契
約
論
』
の
中
で
、「
国
家
と
は
、
人
々
が
個
人
の
自
由
を
守

る
た
め
に
社
会
契
約
に
よ
っ
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
」、「
戦
争
の
目

的
は
、
敵
国
を
壊
滅
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
相
手
が
武
器
を
手

に
し
て
い
る
限
り
は
、
こ
れ
を
殺
す
権
利
が
あ
る
。
し
か
し
、
相
手

が
武
器
を
捨
て
れ
ば
、
彼
は
一
人
の
人
間
に
戻
る
の
で
あ
る
か
ら
、

も
は
や
そ
の
人
の
生
命
を
奪
う
権
利
は
な
い
」
と
論
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
思
想
を
国
際
的
な
原
則
と
し
て
決
め
よ
う
と
働
き
か
け
た
の
が
、

デ
ュ
ナ
ン
な
ど
五
人
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
五
人
委
員
会
で
し
た
。

赤
十
字
の
前
身
と
な
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
市
民
団
体
で
す
。
こ
の
委
員

会
の
提
唱
に
よ
っ
て
「
赤
十
字
条
約
」
が
成
立
し
ま
し
た
。
そ
の
第
六

条
は
「
負
傷
シ
又
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
タ
ル
軍
人
ハ
何
国
ノ
属
籍
タ
ル
ヲ

論
セ
ス
之
ヲ
接
受
シ
看
護
ス
ヘ
シ
」
と
し
て
い
ま
す
。
敵
兵
を
助
け

れ
ば
敵
国
を
利
す
る
こ
と
に
な
る
、
だ
か
ら
助
け
な
い
と
い
っ
た
国

家
中
心
の
考
え
方
を
や
め
、
傷
病
兵
は
敵
で
あ
っ
て
も
、
一
人
の
人

間
と
し
て
尊
重
し
、
救
護
す
る
と
決
め
た
の
で
す
。
赤
十
字
も
個
人

の
尊
重
の
理
念
を
原
点
と
し
て
誕
生
し
た
の
で
す
。

人
道
支
援
の
原
則

第
二
の
原
動
力
は
「
人
道
支
援
の
原
則
」
で
す
。
国
際
赤
十
字
・
赤

新
月
運
動
の
基
本
原
則
は
七
つ
の
原
則
か
ら
で
き
て
い
ま
す
が
、
そ

の
中
で
人
道
・
公
平
・
中
立
・
独
立
の
四
つ
の
原
則
は
、
の
ち
に
赤

十
字
の
み
な
ら
ず
人
道
支
援
全
体
の
共
通
の
原
則
に
な
り
ま
し
た
。

人
道
の
原
則
は
、「
被
災
者
は
人
と
し
て
尊
重
し
、
そ
の
苦
し
み

を
や
わ
ら
げ
、
予
防
す
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
る
」
と
す
る
原
則
で

す
。
被
災
者
が
人
間
ら
し
く
尊
厳
の
あ
る
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
苦
し
み
を
や
わ
ら
げ
、
予
防
す
る
こ

と
を
第
一
に
す
る
と
し
て
い
る
の
は
、
人
道
支
援
が
そ
の
本
来
の
目

的
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
す

中
立
の
原
則
は
、「
人
道
支
援
は
武
力
紛
争
や
論
争
の
場
で
は
、

い
ず
れ
の
側
に
も
加
担
し
な
い
」
と
す
る
原
則
で
す
。
被
災
者
を
救

援
す
る
に
は
被
災
者
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
に
は
、
政
治
・
宗
教
・
思
想
に
関
わ
る
よ
う
な
議
論
の
場
で
は
、

い
ず
れ
の
側
に
も
加
担
し
な
い
、
中
立
の
立
場
を
貫
く
こ
と
が
必
要

な
の
で
す
。

公
平
の
原
則
は
、
第
一
に
「
被
災
者
を
国
籍
・
人
種
・
宗
教
な
ど

に
よ
っ
て
差
別
し
な
い
原
則
」
で
す
。
な
ぜ
差
別
し
て
は
な
ら
な
い

と
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
募
金
活
動
で
時
と
し
て
「
こ

の
お
金
は
日
本
人
の
た
め
に
使
っ
て
ほ
し
い
」
と
言
う
人
が
い
る
か

ら
で
す
。
こ
れ
は
、
日
本
人
だ
け
を
優
先
し
て
助
け
よ
う
と
い
う
差

別
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
差
別
は
人
道
に
反
し
ま
す
。

第
二
に
、「
手
当
の
順
序
は
、
苦
痛
の
緊
急
度
に
従
っ
て
決
め
る
」

と
し
て
い
ま
す
。
救
命
救
急
の
現
場
で
負
傷
者
が
大
勢
い
る
場
合
は
、

誰
が
よ
り
速
い
手
当
を
必
要
と
し
て
い
る
か
を
基
準
に
し
て
順
番
を

決
め
ま
す
。
医
療
上
の
緊
急
度
以
外
の
基
準
で
順
番
を
決
め
れ
ば
、

よ
り
多
く
の
助
か
る
べ
き
命
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

第
三
に
、「
支
援
は
被
災
者
の
ニ
ー
ズ
の
み
に
基
づ
い
て
行
う
」
と

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
準
備
し
て
あ
っ
た
救
援
物
資
を
被
災
者
が

必
要
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
、
そ
の
ま
ま
送
り
つ
け
る

よ
う
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
あ
る
か
ら
で
す
。
被
災
者
、
被
災
地
が
何
を
必
要

と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
必
要
な
も
の
を
必
要

な
時
に
支
援
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
被
災
者
を
救
援
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。

独
立
の
原
則
は
、「
支
援
は
政
治
的
、
経
済
的
、
軍
事
的
な
目
的

か
ら
独
立
し
て
、
自
主
性
を
持
っ
て
活
動
す
る
」
と
す
る
原
則
で
す
。

国
や
企
業
が
行
う
支
援
で
は
、
援
助
資
金
や
救
援
物
資
を
自
分
の
利

益
に
つ
な
が
る
形
で
利
用
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

あ
り
ま
す
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
そ
の
よ
う
な
圧
力
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
国

や
企
業
か
ら
は
独
立
し
て
、
自
主
性
を
持
っ
て
活
動
す
る
、
ま
た
、

国
や
企
業
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
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熱
意
と
行
動
力

第
三
の
原
動
力
は
「
人
道
の
実
現
に
向
け
た
熱
意
と
行
動
力
」
で

す
。
人
道
支
援
の
活
動
を
通
じ
て
被
災
者
の
苦
し
み
を
実
感
し
た
人

た
ち
は
、
そ
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
人
が
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
社

会
を
一
歩
で
も
前
進
さ
せ
よ
う
と
行
動
を
起
こ
す
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
傷
病
兵
は
敵
味
方
の
区
別
な
く
救
護
す
る
と
決
め
た
赤
十
字
条

約
に
始
ま
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
二
つ
の

追
加
議
定
書
、
あ
る
い
は
対
人
地
雷
禁
止
条
約
や
国
際
刑
事
裁
判
所

設
立
条
約
な
ど
、
一
連
の
条
約
は
ま
と
め
て
国
際
人
道
法
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
条
約
は
、
赤
十
字
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
人
た
ち
が

残
虐
行
為
や
非
人
道
的
な
兵
器
か
ら
人
々
を
守
ろ
う
と
し
て
国
や
国

連
に
働
き
か
け
て
成
立
さ
せ
た
も
の
で
す
。
対
人
地
雷
禁
止
条
約
で

は
、そ
の
前
文
で
「
対
人
地
雷
の
全
面
禁
止
の
た
め
に
、国
際
赤
十
字
・

赤
新
月
運
動
、
地
雷
廃
絶
国
際
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
そ
の
他
世
界
各
地

の
多
数
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
努
力
を
認
識
し
、
対
人
地
雷
の
禁
止
に
合
意
し

た
」
と
し
て
、
赤
十
字
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
条
約
の
成
立
に
果
た
し
た
役
割

を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
人
道
を
実
現
さ
せ
る
の
は
自
分
た
ち
を

措
い
て
な
い
と
自
覚
し
た
赤
十
字
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
人
た
ち
の
熱
意
と
行

動
力
が
人
を
動
か
し
、
国
を
動
か
し
、
国
際
社
会
を
動
か
し
て
き
た

の
で
す
。

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
可
哀
そ
う
だ
か
ら
助
け
よ
う
と
い
っ
た

同
情
心
だ
け
で
は
人
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

人
道
支
援
は
、
個
人
の
尊
重
の
理
念
と
人
道
・
公
平
・
中
立
・
独
立

の
原
則
に
基
づ
い
て
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
人
の
苦

し
み
を
真
に
救
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
二
〇
一
八
・
一
〇
・
二
〇  

講
演
録
よ
り
）

平
成
三
〇
年
、
日
本
赤
十
字
社
大
阪
府
支
部
は
、
創
設
一
三
〇
周

年
を
迎
え
た
。
支
部
が
あ
る
天
満
橋
界
隈
に
は
、
か
つ
て
南
北
朝
時

代
の
武
将
、
楠
木
正ま

さ
つ
ら行

が
敵
兵
を
救
っ
た
大
川
や
若
き
佐
野
常
民
が

学
び
舎
と
し
た
適
塾
な
ど
、
人
道
に
所
縁
の
あ
る
舞
台
が
揃
う
。
記

念
す
べ
き
節
目
の
年
に
歴
史
あ
る
こ
の
地
で
、
改
め
て
「
人
道
」
に
触

れ
る
機
会
を
設
け
た
。

日
本
赤
十
字
社
大
阪
府
支
部
創
設
一
三
〇
周
年
記
念
事
業
～
府
民

の
た
め
の
国
際
人
道
法
講
座
～
「
人
の
い
の
ち
を
守
る
赤
十
字
の
人

道
支
援
」
は
、
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
の
共
催
、
赤

十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
駐
日
事
務
所
の
後
援
を
得
て
十
月

二
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
。
本
講
座
は
、〝
専
門
家
に
よ
る
基
調
講
演
〟

と
〝
現
場
か
ら
の
声
〟
の
二
幕
で
構
成
さ
れ
、
第
一
回
は
、
野
々
山
忠た

だ

致ゆ
き 

氏
（
元
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
財
政
委
員
会
委
員
）
と
渡
瀨
淳
一

郎
氏
（
大
阪
赤
十
字
病
院 

救
急
科
部
副
部
長
兼
国
際
医
療
救
援
部
副
部
長
）

に
ご
講
演
い
た
だ
い
た
。

ver1.03 

 

平
成
三
〇
年
、
日
本
赤
十
字
社
大
阪
府
支
部
は
、

創
設
一
三
〇
周
年
を
迎
え
た
。
支
部
が
あ
る
天
満

橋
界
隈
に
は
、
か
つ
て
南
北
朝
時
代
の
武
将
、
楠

木
正
行
（
ル
ビ
＝
ま
さ
つ
ら
）
が
敵
兵
を
救
っ
た
大
川
や

若
き
佐
野
常
民
が
学
び
舎
と
し
た
適
塾
な
ど
、
人

道
に
所
縁
の
あ
る
舞
台
が
揃
う
。
記
念
す
べ
き
節

目
の
年
に
歴
史
あ
る
こ
の
地
で
、
改
め
て
「
人
道
」

に
触
れ
る
機
会
を
設
け
た
。 

日
本
赤
十
字
社
大
阪
府
支
部
創
設
一
三
〇
周
年

記
念
事
業
～
府
民
の
た
め
の
国
際
人
道
法
講
座
～

「
人
の
い
の
ち
を
守
る
赤
十
字
の
人
道
支
援
」
は
、

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
の
共
催
、 

赤
十
字
国
際
委
員
会
（ICRC

）
駐
日
事
務
所
の
後
援
を
得
て
十
月
二
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
。

本
講
座
は
、“
専
門
家
に
よ
る
基
調
講
演
”
と
“
現
場
か
ら
の
声
”
の
二
幕
で
構
成
さ
れ
、
第

一
回
は
、
野
々
山
忠
致
（
ル
ビ
＝
た
だ
ゆ
き
） 

氏
（
元
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
財
政
委
員

会
委
員
）
と
渡
瀨
淳
一
郎
氏
（
大
阪
赤
十
字
病
院 

救
急
科
部
副
部
長
兼
国
際
医
療
救
援
部
副

部
長
）
に
ご
講
演
い
た
だ
い
た
。 

人
の
い
の
ち
を
守
る
赤
十
字
の
人
道
支
援

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
】

―
―
大
阪
府
民
の
た
め
の
国
際
人
道
法
講
座
を
開
講

大
阪
府
支
部
創
設
一
三
〇
周
年
記
念
事
業
で
人
道
セ
ン
タ
ー
が
共
催

日本赤十字社大阪府支部で開催されたシンポジウム
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野
々
山
氏
か
ら
は
、『
人
道
支
援
と
赤
十
字
』
を
テ
ー
マ
に
、
赤

十
字
が
取
り
組
む
「
人
道
支
援
」
の
元
と
な
る
想
い
に
つ
い
て
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
お
け
る
心
得
を
交
え
な
が
ら
、
講
演
い
た
だ
い

た
。
ま
た
渡
瀨
氏
か
ら
は
、『
赤
十
字
の
支
援
活
動
を
通
し
て
実
感

し
た
ア
フ
リ
カ
、
中
東
の
人
道
危
機
の
現
状
』
を
テ
ー
マ
に
、
自
身

が
国
際
救
援
要
員
（
医
師
）
と
し
て
紛
争
地
等
で
目
の
当
た
り
に
し
た

現
状
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
南
ス
ー
ダ
ン
で
実
施
す
る
緊
急
人
道
支
援
の
際

の
現
地
の
悲
惨
さ
や
三
年
に
亘
り
反
政
府
勢
力
に
占
領
さ
れ
た
モ
ス

ル
の
奪
還
作
戦
で
生
じ
た
紛
争
犠
牲
者
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
世

界
各
国
か
ら
募
っ
た
ス
タ
ッ
フ
で
編
成
し
た
外
科
手
術
チ
ー
ム
に
所

属
し
、
現
地
で
戦
傷
外
科
治
療
を
行
っ
た
経
験
に
つ
い
て
講
演
い
た

だ
い
た
。

当
日
は
、
青
少
年
赤
十
字
加
盟
校
の
高
校
生
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

ど
を
含
む
、
一
〇
代
か
ら
六
〇
代
以
上
の
老
若
男
女
約
一
六
〇
人
が

聴
講
し
た
。
講
演
後
の
質
疑
応
答
で
は
、「
海
外
で
経
験
し
た
最
も

印
象
深
い
人
道
支
援
は
何
か
」「
学
生
の
頃
か
ら
世
界
を
見
据
え
て
努

力
さ
れ
て
き
た
の
か
」
と
い
っ
た
声
が
挙
が
り
、
素
朴
な
疑
問
か
ら

専
門
的
な
話
ま
で
、
参
加
者
の
間
で
も
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ

た
。
こ
う
し
た
機
会
を
通
じ
て
、
赤
十
字
の
原
則
や
理
念
が
社
会
全

体
に
広
ま
り
、
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
て
「
人
道
」
の
達
成
に
一
歩
近

づ
く
こ
と
を
願
う
。（
講
演
概
要
は
二
〇
五
頁
参
照
）

は
じ
め
に

 

日
本
で
最
初
の
、
そ
し
て
公
認
さ
れ
た
唯
一
の
民
間
戦
時
救
護

団
体
「
博
愛
社
」
は
、
西
南
戦
争
最
中
の
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
五

月
に
創
立
さ
れ
、
約
半
年
間
救
護
事
業
を
展
開
し
た
。
戦
後
、
博
愛

社
は
永
設
化
の
方
針
の
も
と
、
社
員
の
募
集
と
資
金
の
蒐
集
に
つ
と

め
た
が
、
社
勢
は
低
迷
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
一
大
転
機
と
な
っ

た
の
が
日
本
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟
で
あ
っ
た
。

  

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
（
戦
地
軍
隊
ニ
於
ケ
ル
負
傷
者
ノ
状
態
改
善
ニ
関
ス

ル
条
約
）
は
、
一
八
六
四
（
文
久
四
）
年
八
月
二
二
日
、
一
六
カ
国
代
表

に
よ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
国
際
会
議
で
採
択
さ
れ
た
。
全
文
一
〇
カ
条
か

ら
な
り
、
病
院
の
中
立
と
病
院
内
の
患
者
の
保
護
、
衛
生
要
員
の
中

立
、
国
籍
を
問
わ
な
い
負
傷
者
の
救
護
、
病
院
・
衛
生
要
員
の
白
地

に
赤
十
字
の
標
章
の
使
用
な
ど
を
定
め
る
。

博
愛
社
の
創
業
者
た
ち
は
、
創
立
当
初
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
救
護

社
と
の
連
携
、
換
言
す
れ
ば
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
へ
の
加
盟
を
視
野
に

入
れ
て
い
た
。
早
く
も
一
八
七
七
年
五
月
の
『
博
愛
社
述
書
』
の
な
か

で
、
大
給
恒
は
、「
将
来
入
社
ノ
多
ク
資
本
ノ
富
メ
ル
ニ
至
ル
ヤ
或

ハ
異
邦
ノ
会
社
ト
同
盟
ス
ル
ニ
至
ル
モ
測
ラ
レ
ス
」１

と
述
べ
て
い
る
。

条
約
加
盟
が
公
式
に
表
明
さ
れ
た
の
は
、
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年

一
〇
月
の
社
員
総
会
に
お
け
る
佐
野
常
民
の
演
説
で
あ
っ
た
。
佐
野

は
、
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
六
月
の
第
二
回
社
員
総
会
で
、
条
約

に
加
盟
す
る
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

本
邦
復
タ
内
乱
ノ
惨
禍
ナ
カ
ラ
ン
コ
ト
ハ
吾
輩
ノ
切
望
シ
且

日
本
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟

喜
多
　
義
人

日
本
大
学
法
学
部
教
授

―
博
愛
社
時
代
の
外
交
交
渉
記
録
か
ら
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ツ
固
信
ス
ル
所
ナ
レ
ト
モ
、
宇
内
各
国
雄
ヲ
争
ヒ
競
テ
兵
備
ヲ

厳
ニ
ス
ル
ノ
時
ナ
レ
ハ
、
万
一
外
寇
ナ
キ
ヲ
保
ツ
能
ハ
ズ
。
然

ラ
バ
則
チ
社
ノ
旨
趣
モ
益
之
ヲ
拡
充
シ
テ
各
国
ノ
諸
社
ト
通
交

協
議
シ
、
我
国
ヲ
シ
テ
「
ゼ
子
ー
ブ
」
条
約
ニ
同
盟
セ
シ
ム
ル

ニ
至
ラ
ン
コ
ト
是
余
ノ
希
望
ニ
堪
サ
ル
所
ナ
リ

２

  

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
へ
の
加
盟
に
向
け
、
博
愛
社
は
諸
種
の
調
査

を
行
な
っ
た
の
ち
、
政
府
に
加
盟
建
議
書
を
提
出
し
た
。
ま
た
、
傷

病
兵
の
救
護
を
担
任
す
る
陸
軍
衛
生
当
局
も
政
府
に
加
盟
を
上
申
し

た
。
そ
の
結
果
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
一
一
月
、
加
盟
が
実
現

し
た
の
で
あ
る
。
条
約
加
盟
は
日
本
の
国
際
的
地
位
を
高
め
、
博
愛

社
・
日
本
赤
十
字
社
が
発
展
す
る
基
礎
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
日
本
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟
に
至
る
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
史
料
の
引
用
に
際
し
て
は
、
旧
漢
字
を
常
用
漢
字
に
あ
ら

た
め
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。

条
約
加
盟
の
準
備

⑴
柴
田
承
桂
に
よ
る
調
査

 

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
へ
の
加
盟
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
要
件
や
手

続
、
加
盟
後
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
、
博
愛
社
は
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
五
月
、
ベ
ル
リ
ン
で

開
催
さ
れ
る
衛
生
お
よ
び
救
難
法
に
関
す
る
博
覧
会
に
内
務
省
御

用
掛
柴
田
承
桂
が
政
府
委
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
機
会
を
利
用
し

て
、
以
下
の
事
項
を
依
頼
す
る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
お

よ
び
民
間
救
護
社
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
加
盟
す
る
手
続
お
よ
び
加

盟
後
の
権
利
義
務
、
博
覧
会
に
お
け
る
博
愛
社
に
有
益
な
事
物
の
調

査
報
告
お
よ
び
文
書
・
出
版
物
の
収
集
、
ド
イ
ツ
そ
の
他
の
主
要
国

の
救
護
社
の
組
織
お
よ
び
平
時
と
戦
時
に
お
け
る
事
業
実
施
状
況
の

調
査
、
当
該
救
護
社
の
報
告
書
そ
の
他
の
出
版
物
の
収
集
な
ど
で
あ

る
３

。
柴
田
は
こ
の
依
頼
を
快
諾
し
、
博
愛
社
の
社
員
に
な
っ
た
。

  

柴
田
承
桂
（
一
八
五
〇
―
一
九
一
〇
年
）
は
化
学
者
、
薬
学
者
で
、

一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
帰
国
後
、
東
京
医
学
校

の
初
代
薬
学
科
教
授
に
就
任
し
た
。
薬
学
に
関
す
る
著
書
も
多
い
。

佐
野
は
、
柴
田
と
協
力
し
て
加
盟
手
続
や
加
盟
後
の
権
利
義
務
な

ど
を
調
査
し
報
告
す
る
よ
う
依
頼
す
る
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・

シ
ー
ボ
ル
ト
（Alexander G

eorge G
ustav von Siebold

）
宛
て
の
書
簡
を
柴

田
に
託
し
た
。
柴
田
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
五
月
に
帰
国
し
、

六
月
二
五
日
の
社
員
総
会
で
調
査
結
果
を
報
告
し
た
。
そ
の
報
告
は

『
欧
州
赤
十
字
社
概
況
』
と
題
す
る
二
九
頁
の
小
冊
子
に
ま
と
め
ら
れ
、

関
係
者
に
配
布
さ
れ
た

４

。

  

『
欧
州
赤
十
字
社
概
況
』
は
、第
一
「
赤
十
字
社
ノ
起
源
」、第
二
「
赤

十
字
社
ノ
組
織
」、
第
三
「
赤
十
字
社
平
時
の
事
業
」、
第
四
「
赤
十
字

社
戦
時
ノ
事
業
」
か
ら
な
る
。

ま
ず
、「
赤
十
字
社
ノ
起
源
」
で
は
、
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
の
負

傷
軍
人
救
護
国
際
委
員
会
の
設
立
経
緯
、
同
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
会
議

で
の
「
大
則
十
条
」（
赤
十
字
規
約
一
〇
カ
条
）
の
採
択
に
言
及
し
、
大

則
で
定
め
ら
れ
た
政
府
に
よ
る
救
護
社
の
監
督
と
事
業
の
認
可
、
一

国
一
（
赤
十
字
）
社
の
原
則
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
続
い
て
、
救
護
社

の
事
業
が
「
平
時
ニ
於
テ
材
料
資
金
ヲ
蒐
集
シ
、
看
病
人
ヲ
教
育
シ
、

戦
時
ニ
於
テ
看
病
者
及
財
資
ヲ
戦
場
ニ
送
」
る
こ
と
に
あ
り
、「
戦
地

ニ
於
テ
各
社
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
尽
ト
ク
同
一
ノ
記
標
即
チ
白
色
ノ
袖

巾
ニ
赤
十
字
ヲ
付
シ
、
各
社
互
ニ
事
業
ノ
報
告
ヲ
為
」
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
述
べ
る

５

。

「
大
則
十
条
」
に
つ
い
て
は
、
私
的
団
体
で
あ
る
各
国
の
救
護
社
が

同
一
の
記
章
を
使
用
す
る
こ
と
や
局
外
中
立
国
が
軍
隊
の
傷
病
者
救

護
を
補
助
す
る
こ
と
な
ど
は
「
万
国
公
法
ニ
モ
関
係
ス
ヘ
キ
重
大
ノ

事
件
ヲ
決
議
シ
テ
敢
テ
世
論
ノ
是
非
ヲ
聞
カ
サ
リ
シ
ハ
最
モ
奇
ト
ス

ヘ
」
き
で
、「
実
ニ
仁
愛
心
ノ
向
フ
所
促
タ
ル
法
規
ノ
遏
絶
シ
得
ル
所

ニ
非
サ
ル
ヲ
見
ル
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
評
し
て
い
る

６

。

次
い
で
「
赤
十
字
社
ノ
組
織
」
で
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
会
議
直
後
か

ら
ヴ
ェ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
を
嚆
矢
と
し
て
各
国
に
次
々
と
赤
十
字

社
が
設
立
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
皇
族
や
貴
族
の
ほ
か
学
者
、
医
師
、

陸
軍
軍
人
が
赤
十
字
の
主
義
を
普
及
す
る
た
め
に
尽
力
し
た
こ
と
を

あ
げ
る
。

柴
田
は
、
赤
十
字
社
に
お
け
る
婦
人
の
役
割
に
注
目
す
る
。
婦
人

は
懇
切
な
看
護
を
行
な
い
、
長
時
間
の
看
護
に
堪
え
、
清
潔
を
好
み
、

や
さ
し
い
言
葉
で
傷
病
者
を
慰
諭
す
る
こ
と
に
長
け
て
い
る
な
ど
救

護
に
適
す
る
た
め
、
各
国
赤
十
字
社
は
婦
人
の
加
入
を
奨
励
し
て
い

る
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
各
国
の
赤
十
字
社
が
定
期
的
に
会
議
を

開
き
、
情
報
を
交
換
し
て
い
る
点
に
も
注
目
す
る
。

加
盟
手
続
に
つ
い
て
は
、
加
盟
を
希
望
す
る
国
は
ス
イ
ス
政
府
に

そ
の
意
思
を
伝
え
、
同
政
府
は
こ
れ
を
他
の
加
盟
国
に
伝
達
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
加
盟
国
間
で
は
「
一
タ
ヒ
疵
傷
ヲ
受

ケ
倒
レ
タ
ル
兵
士
ハ
已
ニ
何
人
ノ
敵
ニ
モ
非
ス
、
其
責
任
ノ
犠
牲
ト

為
レ
ル
憐
ム
ヘ
キ
人
士
」
と
し
て
、「
敵
友
ノ
別
ナ
ク
之
ヲ
愛
護
シ
得

ヘ
キ
人
類
仁
愛
ノ
至
情
ヲ
拡
メ
テ
邦
国
文
明
ノ
実
ヲ
表
」
し
て
お
り
、

こ
れ
は
「
誠
ニ
吾
人
ノ
欽
仰
ス
ヘ
キ
所
」
で
あ
る
と
述
べ
る

７

。

「
赤
十
字
社
平
時
ノ
事
業
」
で
は
、「
和
平
ハ
世
界
ノ
常
態
ニ
非
ラ

ス
。
兵
士
救
護
ノ
準
備
決
シ
テ
等
閑
ニ
付
ス
可
カ
ラ
」
ず
と
し
て
、

平
時
に
お
け
る
救
護
準
備
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
そ
の
う
え
で
、

平
時
準
備
の
要
目
と
し
て
、
第
一
に
看
護
人
の
養
成
、
第
二
に
衛
生

材
料
の
精
選
・
貯
蔵
、
第
三
に
婦
人
の
活
用
を
あ
げ
、
各
国
に
お
け



215　人道研究ジャーナルvol.8　 日本のジュネーヴ条約加盟　214

る
実
行
例
を
紹
介
す
る
。

そ
し
て
、
第
四
「
赤
十
字
社
戦
時
ノ
事
業
」
に
お
い
て
ド
イ
ツ
＝

デ
ン
マ
ー
ク
戦
争
（
一
八
六
四
年
）、
ド
イ
ツ
＝
オ
ー
ス
ト
リ
ア
戦
争

（
一
八
六
六
年
）、
プ
ロ
シ
ア
＝
フ
ラ
ン
ス
戦
争
（
一
八
七
〇
―
七
一
年
）、

ロ
シ
ア
＝
ト
ル
コ
戦
争
（
一
八
七
六
―
七
八
年
）
で
の
交
戦
国
の
赤
十

字
社
の
活
動
と
非
交
戦
国
の
赤
十
字
社
に
よ
る
救
護
隊
の
派
遣
や
金

員
物
品
の
送
付
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
年
を
経
る
に
し
た
が
っ
て

各
国
赤
十
字
社
の
救
護
事
業
が
充
実
し
て
い
く
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。

一
八
六
六
年
の
ド
イ
ツ
＝
オ
ー
ス
ト
リ
ア
戦
争
で
ド
イ
ツ
が
条
約
未

加
盟
国
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
負
傷
者
を
救
護
し
た
こ
と
や
、
ロ
シ
ア

＝
ト
ル
コ
戦
争
で
ロ
シ
ア
が
負
傷
者
後
送
の
た
め
医
療
器
械
を
備
え

た
特
別
列
車
（
病
院
列
車
）
と
患
者
運
搬
船
（
病
院
船
）
を
運
行
し
た
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。

 

こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
戦
時
救
護
事
業
の
飛
躍
的
発

展
に
接
し
た
柴
田
は
、
戦
争
の
根
絶
は
現
在
の
国
際
社
会
で
は
不
可

能
で
あ
る
か
ら
、
赤
十
字
事
業
を
ま
す
ま
す
普
及
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

自
今
東
洋
ノ
交
際
益
々
開
通
ス
ル
ト
キ
ハ
其
争
端
モ
益
々
繁

多
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
。
吾
博
愛
社
ノ
能
ク
東
洋
ニ
率
先
シ
テ
盛

ン
ニ
戦
士
救
護
ノ
主
義
ヲ
拡
張
ス
ル
ヤ
、
内
ニ
ハ
以
テ
人
民
報

国
ノ
志
気
ヲ
鼓
舞
シ
、
外
ニ
ハ
以
テ
国
家
文
明
ノ
実
蹟
ヲ
表
示

シ
、
啻
ニ
戦
闘
ノ
際
人
類
共
愛
ノ
責
任
ヲ
尽
シ
得
ル
ノ
ミ
ナ
ラ

ス
、
平
時
吾
日
本
国
ノ
名
声
ヲ
輝
揚
シ
テ
他
邦
ノ
愛
敬
ヲ
増
進

ス
ル
ノ
韙
効
ア
ル
ヤ
疑
ヒ
ナ
シ

８

柴
田
の
報
告
は
「
欧
州
赤
十
字
社
ノ
概
況
ニ
関
シ
テ
詳
細
有
益
ナ

ル
演
説
ヲ
ナ
シ
、
聴
者
ヲ
シ
テ
坐
ナ
カ
ラ
其
実
況
ヲ
知
悉
セ
シ
メ
、

本
社
ニ
資
益
ヲ
与
ヘ
シ
コ
ト
実
ニ
少
カ
ラ
サ
リ
シ
」９

と
、
高
く
評
価

さ
れ
た
。

⑵
橋
本
綱
常
の
報
告
書

政
府
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
二
月
か
ら
大
山
巌
陸
軍
卿
と

橋
本
綱
常
陸
軍
軍
医
監
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
兵
制
調
査
の
た
め
に

渡
欧
す
る
機
会
を
と
ら
え
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
加
盟
手
続
を
調

査
さ
せ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
。
そ
の
調
査
事
項
が
博
愛
社
が
必

要
と
し
て
い
た
情
報
と
同
じ
で
あ
っ
た
た
め
、
同
社
は
二
人
に
条
約

加
盟
に
関
す
る
諸
種
の
調
査
を
依
頼
し
た
。
シ
ー
ボ
ル
ト
は
こ
の
と

き
の
調
査
に
も
協
力
し
た
。

大
山
一
行
は
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
を
訪
問
し
て
、
八

月
一
二
日
に
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
た
。
一
行
が
日
本
を
出
発
し
た
直

後
の
二
月
一
八
日
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
負
傷
軍
人
救
護
国
際
委
員
会
事

務
局
長
グ
ス
タ
フ
・
モ
ア
ニ
エ
（G

ustave M
oynier

）
か
ら
ベ
ル
リ
ン
の

シ
ー
ボ
ル
ト
に
、
九
月
一
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
開

催
さ
れ
る
第
三
回
赤
十
字
国
際
委
員
会
総
会
に
博
愛
社
代
表
の
参
加

を
認
め
る
と
の
書
簡
が
届
い
た
。
本
書
簡
に
は
、
日
本
が
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
条
約
に
加
盟
す
る
の
は
差
し
支
え
な
い
と
も
書
か
れ
て
い
た

10

。

モ
ア
ニ
エ
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
岩
倉
使
節

団
の
岩
倉
具
視
、
伊
藤
博
文
と
会
談
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
使
節
団

の
出
発
後
、
元
ス
イ
ス
連
邦
特
派
遣
日
使
節
団
長
の
エ
メ
・
ア
ン
ベ
ー

ル
（Aim

é H
um

bert

）
に
日
本
国
内
で
効
力
を
有
す
る
戦
時
法
規
に
つ
い

て
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
ン
ベ
ー
ル
は
、
同
年
九

月
二
〇
日
付
の
回
答
書
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

戦
時
法
規
に
関
し
て
は
、
一
七
一
一
年
の
徳
川
幕
府
の
高

札
に
も
、
一
八
七
一
年
時
点
の
現
行
太
政
官
の
布
告
に
も
、
該

当
す
る
規
定
が
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一
六
世
紀
の
日
本
は
、

内
戦
（
著
者
注

：

戦
国
時
代
）
の
舞
台
と
な
り
、
こ
の
う
え
も
な

く
粗
暴
な
情
念
の
荒
々
し
い
暴
発
の
光
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま

し
た
。
戦
い
の
掟
も
な
け
れ
ば
、
戦
時
法
規
も
な
く
、
何
ら
か

の
抑
制
と
い
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
捕
虜
は
大
量

に
殺
戮
さ
れ
、
敵
の
指
揮
官
に
は
残
虐
な
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
た

の
で
す
…
…
。
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
日
本
の
貴
族
の
騎
士
道

精
神
の
根
底
に
は
、
残
忍
性
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
そ
れ
は
、
中
国
人
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
民
族
的
特
徴
と
い
う

よ
り
は
、
む
し
ろ
内
戦
時
代
か
ら
の
家
系
的
遺
産
な
の
で
す
。

…
…
日
本
人
は
相
対
的
に
は
、
温
和
で
人
間
的
で
、
平
和
的
な

民
族
で
あ
り
ま
す
…
…
。
天
皇
へ
の
王
政
復
古
を
実
現
し
た

一
八
五
八
年
か
ら
一
八
六
八
年
ま
で
の
内
戦
に
お
い
て
も
、
非

人
道
的
な
汚
点
を
残
す
こ
と
が
い
っ
さ
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

捕
虜
の
大
量
虐
殺
も
な
け
れ
ば
、
軍
法
会
議
の
宣
告
に
も
と
づ

く
処
刑
も
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
…
…
と
い
う
わ
け

で
、
私
は
、
日
本
が
あ
な
た
方
国
際
委
員
会
の
活
動
に
ま
さ
し

く
適
し
た
受
け
入
れ
基
盤
を
備
え
て
い
る
も
の
と
確
信
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
救
恤
組
織
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
と

こ
ろ
、
す
べ
て
を
最
初
か
ら
作
り
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

し
ょ
う

11

。

ア
ン
ベ
ー
ル
の
観
察
は
、
幕
末
維
新
の
内
戦
に
関
す
る
記
述
を

除
け
ば
、
当
を
得
て
い
る
と
い
え
よ
う

12*

。
こ
の
提
言
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
モ
ア
ニ
エ
は
日
本
の
条
約
加
盟
に
内
諾
を
与
え
、
第
三
回

総
会
に
大
山
ら
を
招
待
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
会
議
日
程
中

に
大
山
に
重
要
な
用
事
が
あ
っ
た
た
め
、
橋
本
が
代
わ
っ
て
出
席
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
橋
本
は
シ
ー
ボ
ル
ト
を
と
も
な
っ
て
ジ
ュ
ネ
ー
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ヴ
へ
行
き
、
会
議
に
出
席
し
、
モ
ア
ニ
エ
と
も
会
談
し
た
。
そ
し
て
、

帰
国
後
、
会
談
内
容
と
調
査
結
果
を
「
赤
十
字
社
ノ
儀
ニ
付
調
査
」
と

題
す
る
報
告
書
に
ま
と
め
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
訳
文
を
添
え
て
陸

軍
当
局
に
提
出
し
た
。
報
告
書
は
当
然
、
博
愛
社
に
も
届
け
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
。

橋
本
綱
常
（
一
八
四
五
～
一
九
〇
九
年
）
は
橋
本
左
内
の
末
弟
で
、
長

崎
で
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
ポ
ン
ペ
（Johannes Lijdius Catharinus Pom

pe van 

M
eerdervoort

）
か
ら
医
学
を
学
ん
だ
。
陸
軍
に
出
仕
後
、
一
八
七
二
（
明

治
五
）
年
か
ら
一
八
七
七
年
ま
で
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
。
西
南
戦
争

で
は
陸
軍
本
病
院
長
を
つ
と
め
、
の
ち
に
軍
医
本
部
長
、
陸
軍
省
医

務
局
長
、
東
京
帝
国
大
学
医
学
部
教
授
、
日
本
外
科
学
会
長
を
歴
任

し
た
。
日
本
赤
十
字
社
と
の
関
係
で
は
一
八
八
六
年
、
博
愛
社
病
院

（
翌
年
日
本
赤
十
字
社
病
院
に
改
称
）
の
病
院
長
と
な
り
、
一
九
〇
九
（
明

治
四
二
）
年
に
死
去
す
る
ま
で
そ
の
職
に
あ
っ
た
。

報
告
書
に
よ
る
と
、
モ
ア
ニ
エ
は
橋
本
に
「
貴
国
若
シ
我
社
ニ
加

ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
マ
レ
ハ
、
左
ノ
四
項
ニ
合
格
セ
ス
ン
ハ
ア
ラ
ス
」
と

し
て
、「
道
徳
」、「
法
律
」、「
医
師
」、「
標
章
」
を
あ
げ
た
。
そ
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

右
ノ
其
一
道
徳
ニ
於
テ
日
本
人
風
俗
ノ
野
蛮
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ

ト
、
其
二
法
律
ニ
於
テ
近
年
日
本
ニ
新
ナ
ル
法
律
ノ
制
定
ア
リ

シ
コ
ト
、
其
三
医
師
ニ
於
テ
日
本
ノ
医
学
大
ニ
開
闡
進
歩
ス
ル

コ
ト
ハ
皆
已
ニ
余
輩
之
ヲ
信
セ
リ
。
其
四
標
章
ニ
至
テ
モ
日
本

人
カ
赤
十
字
ノ
標
章
ヲ
付
ス
ル
ヲ
忌
マ
サ
ル
コ
ト
ヲ
信
ス
。
然

ハ
即
チ
貴
国
ノ
我
社
ニ
加
入
セ
ラ
ル
ル
ニ
別
ニ
異
議
ア
ル
可
ク

ニ
ア
ラ
サ
レ
ト
モ
、
貴
国
ヨ
リ
国
書
ヲ
差
越
サ
レ
ザ
ル
ノ
前
ニ

於
テ
、
貴
国
外
務
卿
若
ク
ハ
陸
軍
卿
ヨ
リ
先
ツ
本
社
ニ
内
問
合

状
ヲ
差
越
サ
レ
、
内
照
会
済
ミ
テ
後
チ
、
国
書
ヲ
差
越
サ
レ
ナ

ハ
入
社
ノ
都
合
ヲ
ナ
ス
ニ
充
分 

ナ
ラ
ン

13

モ
ア
ニ
エ
は
、
条
約
加
盟
に
あ
た
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
国
と
同

等
の
基
準
を
求
め
、
ま
た
加
盟
申
請
書
の
提
出
前
に
日
本
政
府
か
ら

赤
十
字
国
際
委
員
会
に
加
盟
の
可
否
を
内
々
に
問
い
合
わ
せ
、
そ
の

の
ち
に
正
式
な
加
盟
申
請
を
な
す
べ
き
よ
う
助
言
し
た
の
で
あ
る
。

橋
本
の
報
告
書
は
、
こ
の
助
言
を
受
け
、
加
盟
手
続
を
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
日
本
政
府
は
モ
ア
ニ
エ
氏
を
通
じ

て
ス
イ
ス
政
府
に
加
盟
に
つ
い
て
内
々
に
問
い
合
わ
せ
る
。
二
、
モ

ア
ニ
エ
氏
は
こ
の
照
会
を
受
け
取
る
と
ス
イ
ス
政
府
に
伝
達
し
、
同

政
府
は
条
約
加
盟
国
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
許
否
を
モ
ア
ニ
エ
氏

を
通
し
て
日
本
政
府
に
回
答
す
る
。
三
、
加
盟
が
差
し
支
え
な
い
こ

と
が
わ
か
れ
ば
、
天
皇
が
「
千
八
百
六
十
四
年
『
ジ
ュ
ネ
ヴ
ァ
』
ニ
於

テ
戦
時
負
傷
者
ノ
不
幸
ヲ
済
救
ス
ル
カ
為
ニ
同
年
八
月
二
十
二
日
ニ

結
約
シ
タ
ル
条
々
ニ
爾
後
我
政
府
ハ
同
意
ヲ
表
シ
其
精
神
ヲ
固
定
ス

ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
の
約
条
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
全
権
公
使
を
経
て

ス
イ
ス
政
府
に
送
付
す
る
。
ス
イ
ス
政
府
は
こ
の
国
書
を
受
領
し
た

の
ち
、
日
本
政
府
に
約
条
書
を
送
付
す
る
。
四
、
双
方
の
約
条
が
終

わ
れ
ば
、
ス
イ
ス
政
府
は
日
本
の
加
盟
を
締
約
国
に
布
告
す
る
。
五
、

日
本
政
府
は
、
ス
イ
ス
政
府
が
右
の
布
告
を
行
な
う
と
同
時
に
、
国

内
に
「
軍
人
ハ
勿
論
我
日
本
人
民
ハ
此
条
約
書
ノ
精
神
ヲ
固
定
ス
可

シ
」
と
の
布
告
を
発
す
る

14

。

⑶
シ
ー
ボ
ル
ト
の
提
言

赤
十
字
国
際
会
議
に
出
席
し
た
シ
ー
ボ
ル
ト
も
会
議
後
、
各
国
赤

十
字
社
の
概
況
お
よ
び
加
盟
手
続
を
調
査
し
、
報
告
書
を
博
愛
社
に

送
っ
て
い
る
。
到
着
は
一
八
八
四
年
一
一
月
四
日
で
あ
る
。
そ
の
中

で
シ
ー
ボ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

惟
フ
ニ
、
戦
場
負
傷
者
ヲ
保
護
ス
ル
為
、
此
列
国
条
約
ニ
加

入
ス
ル
後
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ハ
、
緩
急
事
ア
ル
ノ
日
、
日
本
ヲ
目
シ

テ
開
明
国
ト
ナ
ス
モ
ノ
無
之
、
衛
生
軍
団
又
ハ
有
志
者
協
会
ヲ

設
ケ
テ
以
テ
負
傷
者
ヲ
擁
護
セ
ン
ト
ス
ル
モ
、
畢
竟
其
ノ
効
ナ

ク
、
徒
労
ニ
属
ス
可
ク
ヤ
ト
存
候

15

つ
ま
り
、
条
約
に
加
盟
し
な
け
れ
ば
、
戦
争
が
起
き
た
と
き
日
本

を
文
明
国
と
認
め
る
国
は
な
く
、
軍
の
衛
生
部
隊
や
博
愛
社
の
よ
う

な
慈
善
団
体
が
負
傷
者
を
救
護
し
よ
う
と
し
て
も
実
効
性
が
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
続
け
て
、
柴
田
や
橋
本
の
報
告
書
が
触
れ
て
い
な

か
っ
た
加
盟
後
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
。

今
日
本
ニ
於
テ
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
」
条
約
ニ
加
盟
相
成
候
共
、

他
国
ノ
間
ニ
於
テ
戦
ヲ
開
ク
ノ
秋
ニ
方
リ
、
之
ヲ
扶
助
ス
ヘ
キ

義
務
ナ
キ
ハ
固
ヨ
リ
論
ヲ
俟
タ
サ
ル
所
ニ
シ
テ
、
唯
日
本
国
カ

他
ノ
同
盟
国
ト
仗
ヲ
交
フ
ル
場
合
ニ
於
テ
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
」
条

約
ノ
条
款
ヲ
遵
奉
ス
ヘ
キ
迄
ニ
御
座
候

16

シ
ー
ボ
ル
ト
に
よ
る
と
、
日
本
が
条
約
に
加
盟
し
て
も
、
他
国
間

の
戦
争
に
お
い
て
救
護
を
行
な
う
義
務
は
な
く
、
日
本
と
条
約
加
盟

国
と
の
間
で
戦
争
が
起
き
た
と
き
に
条
約
を
遵
守
す
る
義
務
が
生
じ

る
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
は
「
充
分
其
約
ヲ
践
ミ
、
其

分
ヲ
尽
ス
」17

こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
述
べ
た
あ
と
、「
博
愛
社
ノ
為

メ
ニ
之
ヲ
考
フ
ル
ニ
、
畢
竟
日
本
政
府
ヲ
シ
テ
『
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
』
条
約

ニ
加
入
セ
シ
メ
サ
レ
ハ
、
其
目
的
ハ
極
メ
テ
美
ナ
ル
モ
、
実
効
幾
ン

ト
之
ナ
カ
ル
可
ト
存
候
」18

と
、
博
愛
社
の
目
的
実
現
の
た
め
に
は
条

約
加
盟
が
絶
対
条
件
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
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政
府
へ
の
加
盟
建
議
書
の
提
出

⑴
社
員
総
会
で
の
加
盟
支
持
決
議

博
愛
社
は
一
一
月
二
五
日
、
社
員
総
会
を
開
き
、
佐
野
が
シ
ー

ボ
ル
ト
の
報
告
書
を
敷
衍
し
な
が
ら
条
約
加
盟
の
意
義
を
説
明
し
た
。

す
な
わ
ち
、
日
本
と
他
国
と
の
間
に
戦
争
が
起
き
た
と
き
、
博
愛
社

の
よ
う
な
「
報
国
恤
兵
ヲ
以
テ
本
務
ト
ス
ル
者
」
が
救
護
に
尽
力
す
る

の
は
当
然
で
あ
る
が
、
本
社
は
い
ま
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
赤
十
字
社
と

連
盟
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、「
日
内
瓦
府
ノ
条
約
ニ
拠
リ
テ
局

外
中
立
ノ
権
理
ヲ
有
ス
ル
能
ハ
ス
、
救
護
ノ
実
効
ヲ
奏
セ
ン
ト
欲
ス

ル
モ
得
」
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
シ
ー
ボ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、「
日
本
ヲ

シ
テ
文
明
諸
邦
ニ
伍
セ
シ
メ
ン
」
と
す
れ
ば
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に

加
盟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
盟
し
て
も
他
国
間
の
戦
争
で
救
護

を
行
な
う
義
務
は
な
く
、
赤
十
字
標
章
も
「
万
国
ニ
於
テ
特
ニ
慈
仁

ノ
挙
ヲ
表
ス
ル
ノ
章
」
で
あ
る
か
ら
加
盟
す
れ
ば
必
ず
使
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
っ
た
く
宗
教
に
関
係
が
な
い
も
の
で
あ
る

19

。

佐
野
は
続
け
て
い
う
。
政
府
が
ま
ず
条
約
に
加
盟
し
な
け
れ
ば
、

博
愛
社
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
赤
十
字
社
に
加
盟
し
よ
う
と
し
て
も
で
き

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
博
愛
社
が
「
日
本
政
府
ノ
加
盟
ヲ
建
議
ス
ル
コ

ト
」
が
急
務
で
あ
り
、
加
盟
に
よ
っ
て
「
本
社
平
素
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン

コ
ト
ヲ
謀
」
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、「
我
社
ノ
振
ハ
ザ
ル

ハ
諸
君
ノ
知
ル
所
ナ
リ
」
と
社
勢
の
低
迷
を
率
直
に
認
め
た
う
え
で
、

「
今
ヤ
意
ヲ
決
シ
テ
欧
洲
赤
十
字
社
ト
連
合
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
、

社
力
ヲ
増
殖
シ
、
社
業
ヲ
拡
充
ス
ル
ノ
要
、
一
層
加
フ
ル
者
ア
リ
」

と
述
べ
る

20

。
条
約
加
盟
後
を
見
据
え
て
、
他
国
の
赤
十
字
社
と
連

携
す
る
た
め
に
は
社
員
と
資
金
の
蓄
積
と
事
業
の
拡
張
が
必
要
な
こ

と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
演
説
に
は
条
約
加
盟
に
よ
り
博
愛
社
の
主
旨
を
実
現
す
る

と
と
も
に
、
日
本
を
文
明
国
と
し
て
認
知
さ
せ
た
い
と
の
決
意
が

示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
佐
野
の
提
議
は
満
場
一
致
の
賛
同

を
得
た

21

。

⑵
加
盟
建
議
書

①
博
愛
社
の
建
議
書

博
愛
社
は
一
八
八
四
年
一
二
月
一
〇
日
、
東
伏
見
宮
嘉
彰
総
長
の

名
を
も
っ
て
政
府
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
加
盟
の
建
議
書
を
提
出
し
た
。

建
議
書
「
欧
洲
赤
十
字
社
日
内
瓦
府
公
約
ノ
締
盟
ヲ
請
フ
ノ
議
」

は
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
赤
十
字
社
の
由
来
と
発
展
か
ら
説

き
起
こ
す
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
要
旨
は
病
院
の
中
立
、
救
護
要
員

の
保
護
、
赤
十
字
標
章
の
制
定
、
敵
味
方
を
区
別
し
な
い
負
傷
者
の

救
護
に
あ
る
。
そ
の
後
、
条
約
の
主
義
に
賛
同
す
る
国
が
増
加
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
す
べ
て
の
国
と
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
六
カ
国
の
ほ
か
、

ア
ジ
ア
の
二
カ
国
も
加
盟
す
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
加
盟
国
の
増

加
は
、「
人
性
ノ
善
ニ
基
ツ
キ
、
惻
隠
ノ
情
ニ
従
ヒ
、
至
公
至
明
能

ク
仁
術
ヲ
得
ル
」22

か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
は
「
夙
ニ
欧
洲
文
明
ノ
政
事
法
律
兵
制
教

育
等
ノ
方
法
ヲ
採
択
」
し
、「
郵
便
法
ノ
如
キ
、
電
信
法
ノ
如
キ
、
既

ニ
万
国
ノ
条
約
ニ
加
盟
」
し
て
い
る
が
、「
未
タ
至
公
至
明
ナ
ル
日
内

瓦
府
ノ
軍
人
救
護
ノ
公
約
ニ
加
盟
」
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
「
缺
典
ニ

属
ス
ル
ニ
似
」
た
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
政
府
は
先
に
陸
海
軍

の
拡
張
を
発
令
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
今
又
軍
人
救
護
ノ
公
約
ニ

加
盟
セ
ラ
レ
バ
、
寔
ニ
其
実
ヲ
完
成
セ
ル
盛
挙
」23

と
な
ろ
う
。

建
議
書
は
さ
ら
に
、
博
愛
社
創
立
の
経
緯
と
西
南
戦
争
後
の
救
護

準
備
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
主
旨
が
「
報
国
恤
兵
ノ
忠
愛
心
」
に
発
す

る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
皇
后
よ
り
「
望
外
ノ
恩
賜
」
を

受
け
、
皇
族
や
大
臣
等
の
高
官
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
有
志

者
が
入
社
し
、
社
勢
が
次
第
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
条
約
に
加
盟
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
赤
十
字
社
と
連
合
し
よ
う
と

し
た
が
、
当
時
は
資
力
が
薄
弱
で
社
の
規
模
が
小
さ
く
、
ま
た
加
盟

に
よ
っ
て
博
愛
社
が
負
う
義
務
な
ど
の
調
査
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た

め
加
盟
が
遅
延
し
た
。
し
か
し
、
柴
田
承
桂
の
調
査
、
シ
ー
ボ
ル
ト

の
報
告
書
に
よ
り
、
加
盟
し
な
か
っ
た
場
合
の
不
利
益
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
加
盟
し
な
け
れ
ば
文
明
国
と
認
め
ら
れ
ず
、
加
盟
し
て
も

他
国
間
の
戦
争
で
救
護
を
行
な
う
義
務
は
な
く
、
赤
十
字
標
章
は
宗

教
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
本
社
ノ
現
況
ニ
於
テ
之

レ
ニ
加
盟
ス
ル
モ
支
障
」
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
加
盟
し
な
け
れ
ば

「
本
社
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
」
こ
と
が
で
き
な
い
と
結
論
づ
け
る

24

。
そ

し
て
、
次
の
よ
う
に
請
願
す
る
。

仰
キ
望
ム
ラ
ク
ハ
、
欧
洲
赤
十
字
社
創
立
ノ
由
来
ト
博
愛
社

報
国
恤
兵
ノ
主
旨
ト
ヲ
的
量
シ
、
速
ニ
日
内
瓦
府
公
約
加
盟
ノ

盛
挙
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
。
果
シ
テ
然
ラ
ハ
、
公
約
私
社
相
須
チ
テ

而
シ
テ
立
チ
、
国
光
ヲ
海
外
ニ
発
揚
シ
テ
文
明
諸
国
ニ
伍
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
。
本
社
モ
亦
始
テ
軍
人
救
護
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ン

25

建
議
書
は
最
後
に
諸
国
が
軍
備
を
増
強
し
て
覇
を
競
い
、
隙
あ
ら

ば
侵
略
す
る
と
い
う
当
時
の
国
際
情
勢
に
注
意
を
う
な
が
し
、
軍
備

の
増
強
と
同
時
に
、
負
傷
者
救
護
の
た
め
条
約
加
盟
が
必
要
な
こ
と

を
再
度
強
調
す
る
。

今
日
ノ
平
和
ハ
明
日
ノ
戦
乱
タ
ラ
サ
ル
ヲ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
現
ニ

清
仏
ノ
事
変
ノ
如
キ
其
惨
禍
想
フ
ヘ
シ
。
…
…
是
レ
嘉
彰
ノ
陸
海
軍
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備
ノ
拡
張
ト
共
ニ
軍
人
救
護
ノ
急
務
タ
ル
ヲ
感
シ
テ
止
マ
ス
、
敢
テ

忌
諱
ヲ
憚
ラ
ス
シ
テ
斯
ノ
建
議
ヲ
ナ
ス
所
以
ナ
リ

26

②
陸
軍
の
建
議
書

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟
の
建
議
は
、
陸
軍
か
ら
も
行
な
わ
れ
た
。

一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
六
月
二
四
日
、
橋
本
綱
常
軍
医
本
部
長
は

大
山
巌
陸
軍
卿
に
加
盟
を
上
申
し
た
。
加
盟
を
必
要
と
す
る
理
由
は
、

「
欧
州
文
明
諸
国
ノ
赤
十
字
社
ニ
加
盟
シ
、
戦
時
負
傷
者
ヲ
シ
テ
彼

我
ノ
別
ナ
ク
救
護
候
ハ
勿
論
、
其
赤
十
字
標
ヲ
付
ス
ル
物
件
人
員
ニ

至
テ
ハ
局
外
中
立
ニ
認
メ
ラ
レ
候
ヨ
リ
軍
医
部
戦
時
事
業
活
発
ニ
運

動
シ
、
毫
モ
渋
滞
障
碍
ナ
キ
ニ
ヨ
リ
互
ニ
軍
人
ノ
幸
福
」
に
つ
な
が

る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
我
政
府
ニ
於
テ
モ
速
ニ
御
同
盟
相

成
候
ハ
ゝ
、
一
ハ
軍
人
ノ
幸
福
ヲ
加
ヘ
、
一
ハ
以
テ
我
国
国
位
ノ
品

等
ヲ
高
尚
」
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る

27

。

こ
れ
を
受
け
て
同
年
八
月
四
日
、
大
山
陸
軍
卿
は
太
政
官
へ
条
約

加
盟
を
上
申
し
た
。
こ
の
上
申
書
の
前
半
部
分
は
橋
本
軍
医
本
部
長

の
上
申
書
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
以
外
の
大
山
自

身
の
意
見
と
思
わ
れ
る
部
分
を
次
に
引
用
す
る
。

昨
年
欧
州
各
国
ヲ
巡
回
ス
ル
ニ
際
シ
御
同
盟
ス
ヘ
キ
手
続
等

調
査
致
候
所
、
格
別
ノ
手
数
ヲ
モ
不
煩
又
同
盟
之
上
ニ
テ
モ
負

担
ノ
義
務
ト
テ
別
ニ
困
難
ヲ
来
タ
ス
ヘ
キ
儀
モ
無
之
、
而
シ
テ

同
盟
ス
レ
ハ
独
リ
軍
人
ノ
幸
福
ヲ
得
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
、
第
一

本
邦
国
位
ノ
品
等
ヲ
モ
高
尚
ニ
シ
善
良
ノ
美
挙
ト
被
存
候
…
…

28

  

こ
の
上
申
に
対
し
同
日
、
太
政
官
は
「
上
申
ノ
趣
同
盟
可
相
成
ニ

付
、
加
入
内
問
合
可
取
計
旨
、
外
務
省
ヘ
及
指
令
置
候
條
、
其
旨
心

得
ヘ
シ
」29

と
、
陸
軍
卿
に
通
牒
し
た
。
つ
ま
り
、
上
申
は
聞
き
届
け

ら
れ
、
太
政
官
は
外
務
卿
に
内
密
の
問
い
合
わ
せ
を
指
示
し
た
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
を
見
る
と
、
幕
末
の
不
平
等
条
約
の
改
正

を
迅
速
か
つ
有
利
に
進
め
る
た
め
、
政
府
が
欧
米
諸
国
に
日
本
が
文

明
国
で
あ
る
こ
と
を
認
知
さ
せ
る
必
要
上
条
約
加
盟
を
主
導
し
た
と

い
う
よ
り
は
、
博
愛
社
と
い
う
民
間
救
護
団
体
と
傷
病
兵
の
救
療
を

担
任
す
る
陸
軍
衛
生
当
局
が
積
極
的
に
加
盟
を
働
き
か
け
た
こ
と
が

わ
か
る
。
大
山
を
は
じ
め
、
博
愛
社
の
創
立
当
初
か
ら
そ
の
主
旨
に

賛
同
し
て
協
力
を
惜
し
ま
ず
、
社
員
に
な
る
者
も
多
か
っ
た
陸
軍
軍

医
た
ち
は
、
博
愛
社
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
後
援
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

３　

条
約
加
盟
交
渉
と
署
名

条
約
加
盟
交
渉
は
こ
れ
以
降
、
外
務
省
の
手
に
移
る
。
そ
の
経
緯

は
、
一
八
八
六
年
二
月
一
七
日
付
、
井
上
馨
外
務
大
臣
が
伊
藤
博
文

内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
た
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
署
名
の
全
権
を
蜂

須
賀
茂
韶
駐
仏
公
使
に
委
任
す
る
よ
う
上
奏
を
求
め
る
次
の
文
書
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

千
八
百
六
十
四
年
瑞
西
国
政
府
ニ
於
テ
設
立
セ
ル
赤
十
字

社
ノ
儀
ハ
、
戦
時
ニ
於
テ
負
傷
者
ヲ
救
済
ス
ル
ノ
善
意
ナ
ル
義

挙
ヨ
リ
成
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
爾
来
欧
州
各
国
政
府
ハ
概
ネ

該
社
ニ
加
入
致
居
候
ニ
付
、
我
政
府
ニ
於
テ
モ
之
ニ
加
盟
相
成

候
ハ
ゝ
欧
州
各
国
ニ
モ
我
邦
ニ
於
モ
益
々
文
明
ヲ
追
随
ス
ル
ノ

意
向
ヲ
表
彰
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
我
国
ノ
地
位
ヲ
一
層
上
進
セ

シ
ム
ル
ノ
美
挙
ニ
可
有
、
之
旨
昨
十
八
年
七
月
三
日
及
上
申
候

処
、
同
年
七
月
廿
五
日
ヲ
以
テ
該
社
ニ
同
盟
可
相
成
ニ
付
内
問

合
ノ
義
可
取
計
旨
御
裁
可
有
之
、
即
チ
在
仏
蜂
須
賀
特
命
全
権

公
使
ヘ
訓
令
シ
、
同
公
使
ニ
於
テ
ハ
該
会
締
盟
各
国
カ
実
効
セ

ル
手
続
ニ
ヨ
リ
瑞
西
政
府
ニ
内
問
合
致
シ
候
処
、
同
政
府
ニ
於

テ
ハ
異
議
ナ
ク
承
諾
致
候
旨
、
昨
年
十
一
月
六
日
付
交
信
ヲ
以

テ
通
報
有
之
、
且
右
内
問
合
ニ
付
キ
、
万
国
委
員
会
会
長
ム
ニ

エ
ー
氏
ノ
回
答
並
ニ
在
仏
公
使
館
顧
問
マ
ル
シ
ア
ル
氏
報
告
書

別
紙
甲
乙
号
ノ
通
差
越
候
。
就
テ
ハ
右
条
約
ニ
御
加
盟
相
成
候

為
、
別
紙
条
約
書
ニ
記
名
調
印
ノ
全
権
ヲ
在
仏
国
蜂
須
賀
特
命

全
権
公
使
ニ
御
委
任
相
成
度
…
…
上
奏
ス

30

こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
井
上
外
務
卿
（
当
時
）
は
一
八
八
五
年
七
月

三
日
、
太
政
官
へ
条
約
加
盟
の
上
申
を
行
な
い
、
同
月
二
五
日
裁
可

さ
れ
た
の
で
、
蜂
須
賀
公
使
に
対
し
、
ス
イ
ス
政
府
へ
の
内
密
の
問

い
合
わ
せ
を
訓
令
し
た
。
そ
し
て
、
一
一
月
六
日
、
蜂
須
賀
か
ら
加

盟
に
異
議
な
し
と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。

蜂
須
賀
の
モ
ア
ニ
エ
を
通
じ
た
ス
イ
ス
政
府
と
の
交
渉
過
程

は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）

年
、
北
野
進
氏
に
よ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
の
調
査
の
結
果
、
そ
の
一
端

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
政
府
は
蜂
須
賀
公
使
や
駐

仏
公
使
館
顧
問
で
弁
護
士
の
イ
ギ
リ
ス
人
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
マ
ー

シ
ャ
ル
（Frederick M

arshall

）
を
通
じ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
赤
十
字
国
際

委
員
会
と
極
秘
裏
に
交
渉
を
進
め
て
い
た
。
一
八
八
五
年
八
月
二
九

日
付
、
外
務
省
が
モ
ア
ニ
エ
に
宛
て
た
シ
ー
ボ
ル
ト
の
署
名
入
り
書

簡
は
、
加
盟
に
対
す
る
モ
ア
ニ
エ
の
支
持
と
助
言
を
求
め
る
内
容
で
、

「
極
秘
」
の
注
意
書
き
が
あ
る
。
そ
の
邦
訳
の
一
部
を
北
野
氏
の
著
書

か
ら
引
用
す
る
。

パ
リ
の
駐
仏
公
使
で
あ
り
、
ス
イ
ス
連
邦
の
代
理
公
使
で
も
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あ
り
ま
す
蜂
須
賀
候
爵
が
日
本
の
加
盟
許
可
に
関
し
て
、
ス
イ

ス
連
邦
会
議
の
情
勢
や
対
策
を
協
議
す
る
た
め
に
貴
殿
の
事
務

所
に
問
合
わ
せ
る
た
め
の
指
示
を
受
け
ま
し
た
。
日
本
公
使
へ

の
指
示
が
今
の
と
こ
ろ
た
だ
貴
殿
と
関
係
を
結
び
、
調
印
の
た

め
の
全
権
を
獲
得
す
る
前
に
報
告
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
橋

本
博
士
ら
に
よ
っ
て
必
要
事
項
は
非
常
に
よ
く
準
備
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
赤
十
字
の
特
別
の
し
る
し
の
採
用
に
関
し
て
も
今
は

い
か
な
る
困
難
も
存
在
し
ま
せ
ん
の
で
、
私
は
こ
の
よ
い
結
果

に
満
足
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
貴
殿
に
は
公
使
館
参
事
官
マ

ｰ

シ
ャ
ル
を
同
伴
す
る
筈
の
蜂
須
賀
公
使
に
こ
の
事
柄
が
満
足

の
い
く
結
果
を
導
か
れ
る
よ
う
に
絶
大
な
ご
支
援
と
多
く
の
助

言
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す

31

次
い
で
、一
〇
月
九
日
付
の
蜂
須
賀
公
使
発
・
モ
ア
ニ
エ
宛
の
書
簡

は
、条
約
加
盟
に
つ
い
て
モ
ア
ニ
エ
の
意
見
を
聴
く
た
め
、マ
ー
シ
ャ

ル
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
へ
行
く
の
で
会
っ
て
ほ
し
い
と
記
し
て
い
る

32

。

マ
ー
シ
ャ
ル
は
一
〇
月
一
三
日
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
到
着
し
、
翌
日
、
モ

ア
ニ
エ
に
面
会
し
た
。
面
会
後
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
モ
ア
ニ
エ
に
宛
て

た
二
三
日
付
書
簡
は
、
モ
ア
ニ
エ
の
意
見
を
蜂
須
賀
公
使
に
報
告
し

た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
そ
の
中
で
、
ス
イ
ス
大
統

領
へ
の
加
入
許
否
の
確
認
を
モ
ア
ニ
エ
に
求
め
て
い
る
。

  　
　
　

私
は
完
全
な
報
告
を
私
の
公
使
に
致
し
ま
し
た
。
私
は
貴
殿

の
申
さ
れ
た
こ
と
を
す
べ
て
報
告
致
し
ま
し
た
。
そ
し
て
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
条
約
へ
の
加
盟
は
困
難
な
く
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
喜

ん
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
と
報
告
致
し
ま
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
私
が
貴
殿
に
説
明
致
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
意
向

を
ス
イ
ス
連
邦
大
統
領
と
合
意
の
後
、
貴
殿
か
ら
確
認
さ
れ
る

こ
と
を
望
ん
で
お
り
ま
す
。
貴
殿
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
後
か

ら
で
な
い
と
、
蜂
須
賀
侯
爵
は
日
本
政
府
に
必
要
書
類
を
請
求

で
き
な
い
の
で
す

33

。

で
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
と
モ
ア
ニ
エ
の
間
で
何
が
話
し
合
わ
れ
、
マ
ー

シ
ャ
ル
か
ら
蜂
須
賀
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
報
告
書
が
送
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
井
上
が
伊
藤
に
宛
て
た
前
記
文
書
に
添
付
さ
れ
た

「
在
仏
公
使
館
顧
問
マ
ル
シ
ア
ル
氏
報
告
書
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
報
告

書
に
は
「
一
千
八
百
八
十
五
年
十
月
十
九
日
巴
里
府
ニ
於
テ 

フ
レ
デ

リ
ッ
ク
、
マ
ル
シ
ャ
ル
」
の
署
名
が
あ
る
。
モ
ア
ニ
エ
と
の
面
会
後
、

パ
リ
に
戻
っ
て
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ス
イ
ス
政
府
の
加
盟
許

諾
に
関
す
る
部
分
を
引
用
す
る
。

モ
イ
ニ
エ
ー
氏
ハ
日
本
ガ
之
ニ
加
盟
ス
ル
ニ
ハ
如
何
ナ
ル
故

障
モ
有
之
間
敷
、
却
テ
氏
ノ
意
存
ニ
テ
ハ
総
テ
加
盟
ノ
申
込
ヲ

受
ク
ベ
キ
瑞
西
連
邦
政
府
ニ
於
テ
ハ
日
本
ノ
加
盟
ヲ
以
テ
深
ク

満
足
ス
ヘ
キ
旨
拙
者
ニ
確
言
シ
、
尚
ホ
拙
者
ノ
質
問
ニ
答
フ
ル

ニ
連
邦
政
府
ハ
其
加
盟
ノ
諾
否
ニ
就
テ
ハ
連
盟
国
ノ
執
レ
ト
モ

協
議
ス
ル
ニ
及
ハ
ズ
シ
テ
、
又
実
ニ
協
議
セ
ザ
ル
旨
ヲ
陳
弁
セ

リ
。
且
同
氏
ハ
該
条
約
ニ
ハ
何
国
ノ
加
盟
ニ
就
テ
モ
連
邦
政
府

及
ヒ
其
他
ノ
政
府
ニ
テ
モ
決
シ
テ
異
議
ヲ
申
出
ツ
ル
ノ
権
利
ナ

キ
旨
ヲ
指
示
セ
リ

34

つ
ま
り
、
ス
イ
ス
政
府
は
日
本
の
加
盟
に
つ
い
て
他
の
締
約
国

と
協
議
す
る
必
要
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
い
ず
れ
の
締
約
国
も
他
国

の
加
盟
に
対
し
異
議
を
差
し
は
さ
む
権
利
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

橋
本
の
報
告
書
で
は
、
日
本
政
府
か
ら
内
密
に
赤
十
字
国
際
委
員
会

委
員
長
に
加
盟
の
意
思
を
通
知
し
、
委
員
長
は
ス
イ
ス
政
府
に
こ
れ

を
伝
達
し
、
同
政
府
が
各
締
約
国
の
意
見
を
聴
取
し
て
加
盟
の
許
否

を
決
定
し
、
同
委
員
長
に
通
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
日
本
政
府
と
駐
仏
公
使
館
は
締
約
国
の
反
応
を
気
に
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
報
告
書
に
よ
り
、
そ
の
必
要

が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

蜂
須
賀
に
モ
ア
ニ
エ
か
ら
一
一
月
五
日
付
の
書
簡
が
届
い
た
。
す

で
に
み
た
マ
ー
シ
ャ
ル
か
ら
モ
ア
ニ
エ
に
宛
て
た
一
〇
月
二
三
日
付

の
書
簡
に
対
す
る
返
事
で
あ
ろ
う
。
同
書
簡
は
い
う
。

拙
者
義
マ
ル
シ
ヤ
ー
ル
氏
ト
口
上
ニ
テ
取
極
メ
候
通
リ
、
且

又
閣
下
ノ
御
希
望
ニ
従
ヒ
、
千
八
百
六
十
四
年
八
月
二
十
二
日

ノ
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
ヘ
日
本
政
府
加
盟
ノ
儀
ニ
就
テ
ハ
瑞
西
連

邦
政
府
ヨ
リ
如
何
ナ
ル
取
扱
ヲ
受
ク
ベ
キ
ヤ
ヲ
知
ル
ガ
為
メ
該

政
府
ヘ
問
合
候
処
、
只
今
其
回
答
接
手
候
ニ
付
取
敢
ヘ
ズ
爰
ニ

其
文
意
ヲ
及
御
通
知
候
。
瑞
西
連
邦
政
府
ノ
意
見
ハ
全
ク
拙
者

ノ
予
想
ニ
適
合
シ
、
即
チ
貴
国
政
府
ノ
御
稿
案
ニ
好
ク
符
号
致

居
候
間
、
此
義
ヲ
閣
下
ニ
御
通
知
申
ス
ハ
拙
者
ニ
於
テ
甚
ダ
満

足
ニ
不
堪
処
ニ
候

35

モ
ア
ニ
エ
は
続
け
て
、「
若
シ
日
本
国
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
ニ
加
入

ス
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
バ
、
同
国
政
府
ヨ
リ
条
約
ノ
全
文
ヲ
掲
載
ス
ル
公

然
タ
ル
告
知
書
ニ
由
リ
、
瑞
西
連
邦
政
府
ヘ
公
然
報
道
ス
ル
ヲ
以
テ

足
ル
ベ
シ
」36

と
、
加
盟
手
続
を
伝
え
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
橋
本
報

告
書
に
い
う
天
皇
の
条
約
へ
の
同
意
と
遵
守
を
宣
言
す
る
国
書
は
必

要
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
加
盟
の
条
件
は
整
っ
た
の

で
あ
る
。

 

一
八
八
六
年
三
月
三
日
、
井
上
外
相
の
二
月
一
七
日
付
上
奏
は

裁
可
さ
れ
た
。
三
月 

四
日
、
蜂
須
賀
公
使
に
条
約
書
に
署
名
す
る
全
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権
を
委
任
す
る
勅
許
が
下
さ
れ
た
。

署
名
は
六
月
五
日
、
蜂
須
賀
に
よ
り
パ
リ
の
ス
イ
ス
公
使
館
で
行

な
わ
れ
た
。「
西
暦
千
八
百
六
十
四
年
八
月
二
十
二
日
瑞
西
国
ヂ
ュ

ネ
ー
ヴ
ァ
府
ニ
於
テ
瑞
西
国
外
十
一
国
ノ
間
ニ
締
結
セ
ル
赤
十
字
条

約
加
盟
書
」
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

日
本
皇
帝
陛
下
ハ
軍
隊
出
陣
負
傷
者
ノ
状
態
改
良
ノ
件
ニ
関

シ
、
千
八
百
六
十
四
年
八
月
二
十
二
日
ジ
ュ
子
ー
ヴ
ニ
於
テ
瑞

西
連
邦
バ
ー
ド
大
公
殿
下
、
…
…
、
ヴ
ュ
ル
タ
ン
ベ
ー
ル
皇
帝

陛
下
ノ
間
ニ
締
結
セ
シ
、
左
ノ
条
約
ヲ
識
認
ス

　
　
（
条
約
文
省
略
）

 

是
ニ
於
テ
下
名
瑞
西
連
邦
駐
劄
日
本
皇
帝
陛
下
ノ
特
命
全

権
公
使
ハ
、
本
件
ニ
関
シ
特
別
ノ
権
限
ヲ
帯
ヒ
、
此
書
ヲ
以
テ

日
本
帝
国
ノ
本
条
約
ニ
加
盟
ス
ル
コ
ト
ヲ
告
知
ス

37

署
名
後
ま
も
な
く
、
蜂
須
賀
は
、
ス
イ
ス
政
府
よ
り
「
日
本
帝
国

加
盟
ノ
宣
言
書
」
を
同
国
パ
リ
公
使
館
よ
り
受
理
し
、
日
本
の
加
盟

を
確
認
し
た
と
の
六
月
一
一
日
付
の
書
簡
を
接
受
し
た

38

。
こ
れ
に

よ
り
加
盟
手
続
は
完
了
し
、
日
本
は
三
四
番
目
、
ア
ジ
ア
で
最
初
の

加
盟
国
と
な
っ
た
。
一
一
月
一
五
日
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
が
勅
令
を

も
っ
て
国
内
に
公
布
さ
れ
た
。

む
す
び
に
か
え
て

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟
に
と
も
な
い
、
博
愛
社
は
社
則
を
改
正
し
、

一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
五
月
、
社
名
を
「
日
本
赤
十
字
社
」
に
改
称

し
た
。
ま
た
、
陸
軍
で
は
同
年
一
二
月
二
八
日
、
戦
時
に
衛
生
部
が

赤
十
字
旗
を
使
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

 

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
続
き
、
日
本
は
一
八
八
七
年
一
〇
月
、

一
八
五
六
（
安
政
三
）
年
の
「
海
上
法
ノ
要
義
ヲ
確
定
ス
ル
宣
言
」（
パ

リ
宣
言
）
に
加
盟
し
た
。
同
宣
言
は
、
戦
時
に
お
け
る
私
掠
船
の
禁

止
、
封
鎖
の
要
件
、
海
上
捕
獲
の
諸
原
則
を
定
め
る
。
当
時
、
戦
時

国
際
法
関
係
の
条
約
と
し
て
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
、
パ
リ
宣
言
の
ほ

か
、
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
の
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
宣
言
（
戦
時

に
お
け
る
重
量
四
〇
〇
グ
ラ
ム
以
下
の
爆
発
性
発
射
物
の
使
用
を
放
棄
す
る

宣
言
）
が
あ
っ
た
が
、
日
本
は
同
宣
言
に
は
加
盟
し
て
い
な
い
。
そ

の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
宣
言
の
主
旨
に
反
対
で
あ
っ
た
か

ら
で
は
な
く
、
お
雇
い
外
国
人
が
こ
の
宣
言
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る

39

。

日
本
が
こ
の
二
つ
の
条
約
に
加
盟
し
た
背
景
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
法
制
度
の
受
容
に
よ
っ
て
文
明
国
と
認
知
さ
れ
、
も
っ
て
不
平

等
条
約
の
改
正
を
有
利
に
進
め
た
い
と
の
思
惑
が
あ
っ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
政
府
や
陸
軍
、
博
愛
社
の
文
書
に
「
文
明

国
」
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
現
れ
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
想
像
で
き

る
。
国
際
法
学
者
の
有
賀
長
雄
（
日
本
赤
十
字
社
社
員
）
は
「
条
約
改
正

は
明
治
政
府
の
最
大
事
業
と
為
り
、
幾
多
失
敗
を
繰
返
し
た
る
中
に
、

国
際
法
上
注
意
す
べ
き
事
業
は
、
明
治
十
九
年
井
上
外
務
卿
が
欧
化

主
義
を
取
り
…
…
以
て
条
約
改
正
の
方
便
と
為
し
た
る
結
果
と
し
て
、

一
方
に
於
て
法
典
編
纂
事
業
の
開
始
せ
ら
る
る
を
見
、
他
の
一
方
に

於
て
我
か
国
が
海
上
法
要
義
、
赤
十
字
条
約
等
に
加
盟
す
る
に
至
り

た
る
は
是
な
り
」40

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
赤
十
字

活
動
の
研
究
者
オ
リ
ー
ブ
・
チ
ェ
ッ
ク
ラ
ン
ド
（O

live Checkland

）
は
、

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟
は
日
本
の
「
国
家
と
し
て
の
正
当
性
を
認
め

さ
せ
る
一
つ
の
方
策
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
」41

と
指
摘
す
る
。

そ
う
し
た
政
治
的
な
側
面
は
否
定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
佐
野
、
大

給
を
は
じ
め
と
す
る
博
愛
社
の
創
業
者
た
ち
が
赤
十
字
思
想
に
共
鳴

し
、
海
外
の
民
間
救
護
団
体
と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
戦
時
傷
病

者
救
護
事
業
を
さ
ら
に
拡
充
、
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
異
論

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
加
盟
に
と
も
な
い
、
博
愛
社
の
社
員
と
な
る

者
が
急
増
し
た
。
一
八
八
五
年
に
は
二
八
人
だ
っ
た
の
が
一
八
八
六

年
に
は
三
五
〇
人
に
増
加
し
、
一
八
八
七
年
に
は
一
五
七
四
人
に
の

ぼ
っ
た
。
社
員
急
増
の
要
因
と
し
て
は
、
博
愛
社
病
院
の
開
院
や
正

副
社
長
の
勅
許
に
よ
る
就
任
、
皇
室
の
保
護
（
毎
年
五
〇
〇
〇
円
下
賜

の
決
定
）
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
が
加
盟
国
の
大
半
を

占
め
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
こ
れ
ら
の
国
々
と
対
等
の
立
場
で
参
加

す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
八
八
七
年
一
〇
月

一
七
日
、
日
本
赤
十
字
社
は
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
か
ら
日
本
の
赤

十
字
社
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
同
社
は
看
護
婦
の

養
成
に
着
手
す
る
と
と
も
に
戦
時
救
護
規
則
を
制
定
し
、
ま
た
国
内

各
地
に
支
部
・
委
員
部
を
設
立
す
る
な
ど
戦
時
救
護
の
準
備
を
す
す

め
て
い
く
の
で
あ
る
。

注１　
「
博
愛
社
述
書
ノ
件
」（
博
愛
社
『
結
社
及
処
務
関
係 

自
十
年 

至
二
十

年
』、
簿
冊
番
号
一
、
日
本
赤
十
字
社
本
社
所
蔵
、
綴
込
番
号
・
明
治

十
年
第
一
○
号
）、
一
五
枚
綴
り
の
う
ち
一
五
枚
目
、
日
本
赤
十
字
社

『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』（
一
九
一
一
年
、
以
下
『
社
史
稿
』）
一
〇
五
頁
。

２　

佐
野
常
民「
博
愛
社
ノ
主
旨
ハ
人
ノ
至
性
ニ
基
ク
ノ
説
」（
博
愛
社『
博

愛
社
第
九
回
報
告
』、
一
八
八
二
年
）
八
―
九
頁
。

３　

 

「
伯
林
出
張
ニ
付
嘱
托
ノ
条
件
」（
博
愛
社
『
博
愛
社
日
誌 

自
十
年 

至

十
七
年
』、
簿
冊
番
号
一
○
、
日
本
赤
十
字
社
本
社
所
蔵
、
一
八
八
三

年
四
月
一
二
日
の
記
事
）、『
社
史
稿
』
四
九
九
―
五
〇
〇
頁
。

４　

博
愛
社
『
明
治
十
七
年
六
月
廿
六
日 

柴
田
承
桂
演
説 

欧
洲
赤
十
字

社
概
況
』
は
、
日
本
赤
十
字
社
本
社
所
蔵
。
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５　

同
右
五
―
六
頁
。

６　

同
右
八
―
九
頁
。

７　

同
右
一
八
頁
。

８　

同
右
二
九
頁
。

９　

 
『
社
史
稿
』
五
〇
一
頁
。

10　

 

本
書
簡
は
「
ジ
ェ
ノ
ア
、
モ
ア
ニ
ー
氏
及
シ
ー
ボ
ル
ト
氏
往
復
の
件
」

（
博
愛
社
『
海
外
事
件
関
係
書
類
』、
簿
冊
番
号
一
八
、
日
本
赤
十
字
社

本
社
所
蔵
、
綴
込
番
号
・
明
治
十
七
年
第
五
号
）
所
収
。
そ
こ
に
は
「
多

分
来
九
月
ハ
ジ
ェ
ノ
ワ
府
ニ
於
テ
赤
十
字
結
社
之
会
議
可
有
之
ニ
付
、

右
ヘ
博
愛
社
ヲ
出
席
セ
シ
ム
ル
事
等
ハ
欣
然
承
諾
可
致
候
。
此
義
ニ

付
テ
ハ
追
テ
御
照
会
可
致
義
モ
可
有
之
候
」
と
書
か
れ
て
い
た
。

11　

 

黒
沢
文
貴
「
赤
十
字
国
際
委
員
会
と
岩
倉
使
節
団
と
の
邂
逅
」（『
軍

事
史
学
』
第
四
八
巻
一
号
、
二
〇
一
二
年
六
月
）
一
三
二
―
一
三
三
頁

よ
り
引
用
。

12　

 

戊
辰
戦
争
で
政
府
軍
に
従
軍
を
許
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
付
医

官
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
リ
ス
（W

illiam
 W

illis

）
は
、
戦
場
で
負
傷
し
た

敵
兵
を
一
人
も
見
な
か
っ
た
の
は
政
府
軍
が
敵
負
傷
兵
を
無
差
別
に

虐
殺
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
ウ
ィ

リ
ス
は
ま
た
、
会
津
若
松
城
の
開
城
後
、
堀
の
中
か
ら
う
し
ろ
手
に

縛
ら
れ
、
腹
を
切
り
裂
か
れ
た
多
数
の
政
府
軍
兵
士
の
死
体
が
引
き

上
げ
ら
れ
る
の
を
見
て
い
る
。
吹
浦
忠
正
『
捕
虜
の
文
明
史
』（
新
潮
選

書
、
一
九
九
〇
年
）
九
〇
―
九
一
頁
。
捕
虜
や
負
傷
者
の
殺
害
は
、
政

府
軍
・
幕
府
双
方
に
よ
り
他
の
戦
場
で
も
行
な
わ
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

13　

橋
本
の
報
告
書
は
、
陸
軍
軍
医
団
『
陸
軍
衛
生
制
度
史
』（
陸
軍
軍
医

団
、
一
九
一
三
年
）
一
一
九
一
―
一
一
九
四
頁
に
収
録
。
引
用
箇
所
は

一
一
九
一
―
一
一
九
二
頁
。

14　

同
右
一
一
九
二
頁
。

15　

シ
ー
ボ
ル
ト
の
九
月
二
二
日
付
書
簡
は
、
博
愛
社
『
博
愛
社
第
十
四

回
報
告
』（
一
八
八
五
年
一
月
）
三
―
八
頁
所
収
。
引
用
箇
所
は
四
頁
。

な
お
、『
社
史
稿
』
五
〇
二
―
五
〇
四
頁
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

16　

 

『
博
愛
社
第
十
四
回
報
告
』
七
頁
。

17　

同
右
。

18　

 

同
右
四
頁
。

19　

佐
野
の
演
説
は
同
右
一
二
―
一
四
頁
所
収
。
引
用
箇
所
は
一
三
頁
。

20　

同
右
。

21　
『
社
史
稿
』
五
〇
四
頁
。

22　

建
議
書
は
『
博
愛
社
第
十
四
回
報
告
』
二
二-

二
六
頁
所
収
。
引
用

箇
所
は
二
二
―
二
三
頁
。
な
お
、
建
議
書
の
元
稿
が
日
本
赤
十
字
社

本
社
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

23　

同
右
二
三
―
二
四
頁
。

24　

同
右
二
五
―
二
六
頁
。

25　

同
右
二
六
頁
。

26　

同
右
。

27　

橋
本
の
上
申
書
は
、『
陸
軍
衛
生
制
度
史
』
一
一
九
一
頁
所
収
。
引

用
箇
所
も
同
じ
。

28　

大
山
の
上
申
書
は
、
同
右
一
一
九
四
頁
所
収
。
引
用
箇
所
も
同
じ
。

29　

同
右
。

30　

本
文
書
（
親
展
第
十
九
号
）
は
「
瑞
西
国
政
府
設
立
ノ
赤
十
字
社
ヘ

加
盟
シ
条
約
書
ニ
記
名
調
印
ノ
全
権
ヲ
在
仏
蜂
須
賀
公
使
ニ
委
任
セ

ラ
ル
」（『
公
文
類
聚 

第
十
編 

明
治
十
九
年 

巻
之
十
一
』、
文
書
整
理

番
号
六
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
・
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
Ａ
一
五
一
一
一
一
三
一
七
〇
〇
）、
外
務
省
編

『
日
本
外
交
文
書
』（
日
本
国
際
連
合
協
会
、
一
九
四
七
年
）
第
一
九
巻
、

三
〇
三
―
三
〇
四
頁
所
収
。

31　

北
野
進
『
赤
十
字
の
ふ
る
さ
と
―
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
を
め
ぐ
っ
て
』

（
雄
山
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
一
三
六
頁
。

32　

同
右
一
三
九
頁
。

33　

同
右
一
四
一
頁
。

34　

マ
ー
シ
ャ
ル
の
一
〇
月
一
九
日
付
報
告
書
は
、「
瑞
西
国
政
府
設
立

ノ
赤
十
字
社
ヘ
加
盟
シ
条
約
書
ニ
記
名
調
印
ノ
全
権
ヲ
在
仏
蜂
須
賀

公
使
ニ
委
任
セ
ラ
ル
」（『
公
文
類
聚 

第
十
編 

明
治
十
九
年 

巻
之
十
一
』、

文
書
整
理
番
号
六
）
所
収
。

35　

モ
ア
ニ
エ
の
書
簡
の
写
し
は
、
同
右
所
収
。

36　

同
右
。

37　

 

「
西
暦
千
八
百
六
十
四
年
八
月
二
十
二
日
瑞
西
国
「
ジ
ュ
子
ー
ヴ
」

府
ニ
於
テ
瑞
西
国
外
十
一
国
ノ
間
ニ
締
結
セ
ル
赤
十
字
社
条
約
加
盟

書
」（
一
八
八
六
年
十
一
月
一
五
日
付
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
公
布
の
勅

令
案
に
添
付
）
は
、「
戦
時
負
傷
者
ノ
不
幸
ヲ
救
済
ス
ル
為
メ
瑞
西
国

外
十
一
国
ノ
間
ニ
締
結
セ
ル
赤
十
字
条
約
ニ
加
入
ス
」（
特
命
全
権
公

使
発
・
外
務
大
臣
井
上
馨
宛
、
一
八
八
六
年
六
月
一
一
日
付
、
甲
号

公
第
九
八
号
、『
公
文
類
聚
第
十
編
明
治
十
九
年
巻
之
十
一
』、
文
書

整
理
番
号
七
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
・

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
Ａ
一
五
一
一
一
一
三
一
八
〇
〇
）
所
収
。

38　

 

ス
イ
ス
政
府
の
加
盟
確
認
書
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。

      

陳
者
軍
隊
出
陣
中
負
傷
者
ノ
状
体
改
良
ノ
件
ニ
関
ス
ル
「
ジ
ュ
子
ー

ヴ
」
条
約
ニ
日
本
帝
国
加
盟
ノ
宣
告
書
、
本
月
五
日
付
ヲ
以
テ
在
巴
里

瑞
西
国
公
使
館
ヲ
経
テ
御
送
付
相
成
致
落
手
候
。
右
加
盟
ノ
義
ハ
拙

者
共
確
認
候
ニ
付
、
其
旨
閣
下
ヘ
御
報
知
ニ
及
ヒ
、
且
千
八
百
六
十 

四
年
八
月
二
十
二
日
ノ
条
約
ニ
調
印
セ
ル
邦
国
並
爾
来
右
条
約
ニ
加

盟
セ
ル
邦
国
ニ
及
通
告
候
事
ニ
決
定
致
候

    

瑞
西
連
邦
政
府
大
統
領
ヂ
ウ
シ
エ
／
瑞
西
連
邦
宰
相
レ
ン
ジ
エ
発
・
蜂

須
賀
特
命
全
権
公
使
宛
、
一
八
八
六
年
六
月
一
一
日
付
、
乙
号
（
公
第

百
二
号
）
付
属
（「
戦
時
負
傷
者
ノ
不
幸
ヲ
救
済
ス
ル
為
メ
瑞
西
国
外

十
一
国
ノ
間
ニ
締
結
セ
ル
赤
十
字
条
約
ニ
加
入
ス
」
所
収
）、『
日
本
外

交
文
書
』
第
一
九
巻
、
三
一
〇
―
三
一
一
頁
。

39　

有
賀
長
雄
「
明
治
天
皇
と
国
際
法
」（
国
際
法
学
会
『
国
際
法
外
交
雑

誌
』
第
一
一
巻
一
号
、
一
九
一
二
年
一
月
）
八
頁
。

40　

 

同
右
。

41　

オ
リ
ー
ブ
・
チ
ェ
ッ
ク
ラ
ン
ド
（
工
藤
教
和
訳
）『
天
皇
と
赤
十
字

－
日
本
の
人
道
主
義
一
○
○
年
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
二
年
）

一
〇
頁
。
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１　

新
た
な
支
援
体
制
の
構
築

平
成
三
〇
年
七
月
上
旬
に
西
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
全
国
的
な
豪

雨
災
害
に
襲
わ
れ
た
。
死
者
は
二
二
〇
人
超
、
全
壊
約
四
千
棟
、
一

時
四
万
人
が
避
難
す
る
広
域
豪
雨
災
害
と
な
っ
た
。
日
本
赤
十
字
社

か
ら
は
い
ち
早
く
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
・
救
護
班
や
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
チ
ー
ム
の

派
遣
、
救
援
物
資
の
配
分
な
ど
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
ま
た
大
勢
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
酷
暑
の
中
支
援
を
続
け
た
。

一
方
、
犠
牲
と
な
っ
た
方
々
の
七
割
以
上
が
高
齢
者
で
あ
っ
た
こ

と
も
、
本
災
害
に
と
ど
ま
ら
ず
近
年
の
災
害
に
お
い
て
、
日
本
が
抱

え
て
い
る
地
域
の
状
況
が
反
映
さ
れ
た
形
だ
。
行
政
に
よ
る
避
難
勧

告
や
避
難
指
示
が
あ
っ
て
も
、
す
ぐ
に
行
動
で
き
な
か
っ
た
り
、
過

去
の
災
害
の
記
憶
か
ら
、
今
回
も
避
難
し
な
い
で
大
丈
夫
と
考
え
て

被
災
に
遭
わ
れ
た
方
も
お
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
一
方
、
避
難
勧
告
を
受

け
て
、
い
ち
早
く
自
治
会
レ
ベ
ル
で
情
報
の
伝
達
を
徹
底
し
、
相
互

に
協
力
し
合
っ
て
避
難
を
実
施
し
た
結
果
、
人
的
な
被
害
を
免
れ
た

地
域
も
あ
る
。
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
で
も
同
様
な
事
態
が

あ
っ
た
。

日
本
赤
十
字
社
事
業
局
、
堀
乙
彦
救
護
・
福
祉
部
長
は
次
の
よ
う

に
指
摘
す
る
。

「
今
や
地
域
の
高
齢
化
率
は
他
の
国
の
類
を
見
な
い
と
こ
ろ

ま
で
来
て
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
高
齢
者
の
み
と
い
う
地
域
の
中

で
、
地
域
の
防
災
力
や
回
復
力
を
ど
う
確
保
で
き
る
の
か
が
問

題
で
す
。

一
方
、
国
内
の
災
害
も
含
め
て
、
企
業
、
様
々
な
個
人
・
組

織
、
そ
し
て
地
域
住
民
自
身
な
ど
が
、
あ
る
意
味
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
人
道
支
援
に
携
わ
る
こ
と
が
増
え
、
人
道
支
援
の
環

境
は
急
激
に
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
行

政
や
関
係
機
関
、
支
援
団
体
の
み
で
対
応
し
て
い
く
の
で
は
な

く
、
海
外
の
知
見
も
積
極
的
に
導
入
し
、
か
つ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
力
を
生
か
し
な
が
ら
、
災
害
被
災
者
支
援
や
新
た
な
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
づ
く
り
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。」

日
本
に
お
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
発
生
が
懸
念
さ
れ
る
東
海
、
東

南
海
・
南
海
地
震
、
首
都
直
下
地
震
な
ど
、
超
広
域
的
な
災
害
に
お

い
て
、
高
齢
地
域
の
み
な
ら
ず
様
々
な
支
援
ニ
ー
ズ
が
各
地
で
同
時

に
浮
上
す
る
こ
と
は
容
易
に
予
想
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
今
東
京
を
中

心
に
首
都
直
下
地
震
が
発
生
し
た
と
し
て
、
そ
の
大
規
模
で
広
域
的

な
災
害
直
後
に
、
命
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
々
の
存
在
や
緊

急
に
支
援
が
必
要
な
状
況
に
あ
る
地
域
を
、
こ
の
広
大
な
東
京
の
中

で
私
た
ち
は
ど
う
や
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
想
像
に
待

つ
ま
で
も
な
く
、
行
政
を
は
じ
め
と
し
た
既
存
の
支
援
体
制
の
中
で

得
ら
れ
る
情
報
で
対
応
で
き
る
と
は
到
底
い
え
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ

は
日
本
赤
十
字
社
の
展
開
す
る
医
療
救
護
活
動
や
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
、

救
援
物
資
の
配
分
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
は
じ
め
と
し
た
被
災
者
支
援

期
待
さ
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
力

畑
　
厚
彦

元
日
本
赤
十
字
社
広
報
主
幹
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
ス
タ
ッ
フ

特
集
４

：

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
力

―
赤
十
字
の
原
点
を
振
り
返
っ
て

期待されるボランティアの力 

～赤十字の原点を振り返って 

 

畑 厚彦  

（元日本赤十字社広報主幹/IHS スタッフ） 

 

１．新たな支援体制の構築 

 

平成３０年７月上旬に西日本をはじめとする全国的な豪雨災害に襲われた。死者は２

２０人超、全壊約 4 千棟、一時４万人が避難する広域豪雨災害となった。日本赤十字社

からはいち早く DMAT・救護班やこころのケアチームの派遣、救援物資の配分などが行わ

れたことはいうまでもない。また大勢のボランティアが酷暑の中支援を続けた。 

一方、犠牲となった方々の７割以上が高齢者

であったことも、本災害にとどまらず近年の災

害において、日本が抱えている地域の状況が反

映された形だ。行政による避難勧告や避難指示

があっても、すぐに行動できなかったり、過去

の災害の記憶から、今回も避難しないで大丈夫

と考えて被災に遭われた方もおられただろう。

一方、避難勧告を受けて、いち早く自治会レベ   西日本豪雨で被災した広島県安芸郡坂町 

ルで情報の伝達を徹底し、相互に協力し合って避難を実施した結果、人的な被害を免れ

た地域もある。2011 年の東日本大震災でも同様な事態があった。 

日本赤十字社事業局、堀乙彦救護・福祉部長は次のように指摘する。 

 

「今や地域の高齢化率は他の国の類を見ないところまで来ています。ほとんど高齢

者のみという地域の中で、地域の防災力や回復力をどう確保できるのかが問題です。 

一方、国内の災害も含めて、企業、様々な個人・組織、そして地域住民自身などが、

ある意味ボランティアとして人道支援に携わることが増え、人道支援の環境は急激

に変化してきています。これまでのように行政や関係機関、支援団体のみで対応し

ていくのではなく、海外の知見も積極的に導入し、かつボランティアの力を生かし

ながら、災害被災者支援や新たな地域コミュニティーづくりを行う必要があります。」 

 

  日本においては、今後さらに発生が懸念される東海、東南海・南海地震、首都直下地震

など、超広域的な災害において、高齢地域のみならず様々な支援ニーズが各地で同時に浮

上することは容易に予想される。例えば、今東京を中心に首都直下地震が発生したとして、

西日本豪雨で被災した広島県安芸郡坂町
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に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
支
援
の
ニ
ー
ズ
を
一
体
ど
う

や
っ
て
知
る
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
継
続
的
に
ど
う
や
っ
て

対
応
す
る
の
か
。
堀
部
長
は
言
う
。

「
今
、
日
赤
に
最
も
強
く
求
め
ら
れ
る
の
は
、
ニ
ー
ズ
の
把

握
力
だ
と
思
い
ま
す
。
海
外
の
赤
十
字
社
は
各
地
域
に
広
が
っ

て
い
る
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
ユ
ー
ス
の
力
を
借
り
て
、
万

全
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
時
最
も
必
要
と
な
る
ニ
ー
ズ
を

把
握
し
て
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
国
の
状
況
は
違
う
に
し

て
も
、
私
た
ち
は
、
も
っ
と
そ
の
よ
う
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
」

ニ
ー
ズ
の
把
握
を
き
ち
ん
と
行
お
う
と
す
れ
ば
、
行
政
的
な
ル
ー

ト
に
よ
る
情
報
の
み
な
ら
ず
、
個
々
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
集
ま
る

情
報
を
い
か
に
受
け
止
め
る
か
と
い
う
検
討
が
も
っ
と
必
要
に
な
っ

て
く
る
。

２　

赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
災
害
救
護

日
本
赤
十
字
社
の
救
護
活
動
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
関
係
は
実
は
長

い
。

日
赤
の
設
立
と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
篤
志
看
護
婦
人
会
と
い

う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
。
戦
傷
病
者
の
介
護
か
ら

始
ま
り
、
平
時
の
幅
広
い
活
動
を
行
っ
た
。
戦
後
は
米
国
赤
十
字
社

の
支
援
を
受
け
、
災
害
救
助
法
な
ど
と
も
呼
応
し
て
赤
十
字
奉
仕
団

が
生
ま
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
組
織
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
だ
け
で
は
な
く
、
一

般
市
民
が
矢
も
盾
も
た
ま
ら
ず
に
救
援
に
集
ま
る
と
い
う
こ
と
が
社

会
的
に
意
識
さ
れ
出
し
た
の
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
古
く
は
な
い
。
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ロ
マ
プ
リ
ー
タ
地
震
災
害
や
阪
神
・
淡
路
大
震

災
が
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
と
言
え
る
。
当
時
の
担
当
官
庁
だ
っ
た

国
土
庁
で
、
市
民
が
災
害
時
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
た
い
と
い

う
希
望
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
の
模
索
が
始
ま
っ
た
の
は
、
平
成
元

年
一
〇
月
の
ロ
マ
プ
リ
ー
タ
地
震
が
一
つ
の
契
機
だ
っ
た
。
日
本
赤

十
字
社
に
お
い
て
も
同
庁
と
数
回
に
わ
た
っ
て
情
報
交
換
な
ど
を

行
っ
て
、
社
内
的
な
検
討
が
行
わ
れ
た
。
名
称
も
国
土
庁
と
連
動
し

て
「
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
な
り
、
平
成
四
年
六
月
に
「
赤
十
字
防

災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
推
進
要
綱
」
が
策
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
日

本
赤
十
字
社
の
役
割
と
し
て
赤
十
字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
積

極
的
な
促
進
と
併
せ
て
、
災
害
時
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
連
絡
・
調
整

機
関
と
し
て
の
機
能
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
災
害
救
助
法
で

日
赤
に
期
待
さ
れ
て
い
た
『
団
体
ま
た
は
個
人
が
す
る
協
力
に
つ
い

て
の
連
絡
調
整
』
の
条
項
に
基
づ
く
も
の
だ
。

３　

な
ぜ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
の
か

赤
十
字
の
創
始
者
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
が
、『
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー

ノ
の
思
い
出
』
の
中
で
提
唱
し
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
救

護
組
織
の
設
立
だ
っ
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
一
人
の
人
間
に
向
け
る
思
い
が
強
い
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
は
仕
事
や
命
令
で
行
動
す

る
以
上
に
強
い
行
動
力
を
生
む
と
い
う
考
え
方
だ
。

デ
ュ
ナ
ン
と
同
時
代
の
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
、
こ
れ
に
対
し
て
違

う
角
度
か
ら
の
見
解
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

①
構
成
員
の
自
己
犠
牲
の
み
に
頼
る
援
助
活
動
は
決
し
て
長
続
き

し
な
い
。

②
戦
場
に
お
け
る
傷
病
者
の
救
護
は
交
戦
国
政
府
の
責
任
で
あ
り
、

民
間
団
体
が
参
加
す
る
こ
と
は
軍
当
局
の
責
任
感
を
減
少
せ
し

め
る
の
で
は
な
い
か
。

デ
ュ
ナ
ン
が
、
一
人
の
人
間
に
目
を
向
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
訴
え
る
の
に
対
し
て
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル

は
、
政
治
的
・
行
政
的
な
機
構
の
中
で
プ
ロ
が
き
ち
ん
と
物
事
を
進

め
て
い
く
こ
と
に
目
を
向
け
て
い
る
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
と
、
大
き
な
課
題
に
政
治

的
・
行
政
的
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
ど
ち
ら
が
良
い
悪
い
で
は
な
い
。

政
治
や
行
政
の
力
は
確
か
に
強
い
。
比
喩
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

政
治
は
今
日
の
一
人
で
は
な
く
、
明
日
の
一
〇
〇
人
を
救
っ
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
見
方
を
変
え
れ
ば
明
日
の
一
〇
〇
人
の
た
め
に
、
目
の

前
の
一
人
を
犠
牲
に
で
き
る
か
。
こ
れ
は
少
し
極
端
な
言
い
方
だ
が
、

政
治
が
常
に
誰
か
を
犠
牲
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
一

人
ひ
と
り
の
ケ
ー
ス
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
応

え
る
大
き
な
改
革
を
し
て
い
く
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
法
律
や
制
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
必
ず
一
人
ひ
と
り

の
ケ
ー
ス
に
と
っ
て
は
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
も
の
が
残
る
は
ず
だ
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
に
目
を
向
け
な
が
ら
、

そ
の
溝
を
少
し
ず
つ
埋
め
て
い
く
補
完
と
し
て
の
役
割
と
、
か
つ
て

デ
ュ
ナ
ン
が
し
た
よ
う
に
、
現
実
を
代
弁
し
て
世
論
に
訴
え
る
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
国
際
赤
十

字･

赤
新
月
の
基
本
原
則

：TH
E FU

N
D

AM
EN

TAL PRIN
CIPLES 

O
F TH

E RED
 CRO

SS AN
D

 RED
 CRESCEN

T

』（
一
九
九
二
年
三
月
）
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の
中
に
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
存
在
理
由
」
が
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
存
在
理
由

１
．
救
護
や
保
健
・
福
祉
が
、
国
や
自
治
体
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
完
全

に
提
供
さ
れ
て
お
り
、
大
勢
の
よ
く
訓
練
さ
れ
た
有
能
な
有
給

職
員
を
有
す
る
国
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
有
用
性
を
疑
う
人

が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
し
で
や
っ
て

い
く
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
私
た
ち
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
第

一
に
政
府
や
自
治
体
な
ど
の
救
護
関
係
者
が
見
逃
し
、現
地(

紛

争
地
、
被
災
地
な
ど)

の
状
況
に
詳
し
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
み

が
発
見
で
き
る
苦
痛
と
い
う
も
の
が
常
に
あ
る
。

２
．
も
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
を
認
め
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
救

援
活
動
は
専
門
の
人
間
が
や
れ
ば
良
い
と
い
う
考
え
方
を
持
て

ば
、
犠
牲
者
や
被
災
者
に
と
っ
て
必
要
な
活
動
へ
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
や
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
源
（
み
な
も
と
）

を
絶
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

３
．
救
援
は
、
利
害
関
係
で
は
な
く
真
の
自
発
性
に
よ
っ
て
行
動

す
る
こ
と
が
、
犠
牲
者
や
被
災
者
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
に

つ
な
が
る
。

４
．
救
援
活
動
を
行
う
と
き
に
、
中
立
と
併
せ
て
、
い
っ
さ
い
の

報
酬
を
受
け
な
い
と
い
う
姿
勢
が
、
政
治
的
、
経
済
的
、
そ
の

他
様
々
な
理
由
で
活
動
に
干
渉
し
よ
う
と
す
る
力
に
対
抗
し
、

犠
牲
者
や
被
災
者
に
近
づ
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

５
．
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
手
で
行
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
仕
事
を
、

も
し
経
費
で
賄
う
と
す
れ
ば
、
逆
に
資
金
不
足
を
生
み
、
多
く

の
苦
痛
を
無
視
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

「
１
」
で
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
政
府
や
自
治
体
の
救
護
関
係
者
で

は
十
分
な
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
め
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
全
体
と
し
て
大
き
く
救
護
活
動
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
、
一
人

ひ
と
り
の
ケ
ー
ス
す
べ
て
を
見
つ
め
て
い
く
こ
と
と
は
別
だ
と
言
い

た
い
の
で
あ
る
。
紛
争
の
犠
牲
者
や
被
災
者
と
と
も
に
い
る
こ
と
の

出
来
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
こ
そ
が
、
は
じ
め
て
気
づ
く
こ
と
の
で
き
る

苦
痛
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。『
赤
十
字
の
諸
原
則
』
の

著
者
ピ
ク
テ
は
、「
も
し
赤
十
字
が
人
間
と
の
、
ま
た
苦
痛
と
の
直

接
の
接
触
を
失
う
な
ら
ば
、
も
し
赤
十
字
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る

こ
と
を
失
い
官
僚
主
義
に
走
る
な
ら
ば
、
赤
十
字
は
や
が
て
か
れ
て

死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
。

「
２
」
で
は
、
救
護
活
動
は
専
門
の
人
間
、
つ
ま
り
プ
ロ
が
や
れ

ば
良
い
と
考
え
る
と
、「
一
人
の
人
間
に
対
す
る
思
い
」
を
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
し
た
行
動
が
生
ま
れ
に
く
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

い
る
。
良
い
悪
い
で
は
な
く
プ
ロ
は
往
々
に
し
て
感
情
を
第
一
の
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
卓
越
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
と

テ
ク
ニ
ッ
ク
に
よ
っ
て
行
動
す
る
。

「
３
」
で
い
う
自
発
性
と
は
、
被
災
者
と
と
も
に
あ
り
た
い
と
い
う

気
持
ち
に
よ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
だ
。
自
発
性
に
よ
っ
て
行
動
す
る

こ
と
が
、
犠
牲
者
や
被
災
者
か
ら
の
信
頼
を
得
る
こ
と
に
つ
な
が
る

と
い
う
の
は
、
被
災
者
の
立
場
に
立
て
ば
理
解
し
や
す
い
。
自
分
た

ち
を
支
援
し
て
い
る
姿
勢
が
、
仕
事
や
義
務
で
や
っ
て
い
る
と
感
じ

る
の
と
、
本
当
に
自
分
た
ち
の
こ
と
を
思
っ
て
活
動
し
て
い
る
と
感

じ
る
の
で
は
、
自
ず
と
相
手
へ
の
親
近
感
、
信
頼
感
が
異
な
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。

「
４
」
の
中
立
性
と
無
償
性
は
、
支
援
者
が
活
動
を
行
っ
て
い
る
動

機
が
、
例
え
ば
そ
の
人
が
同
じ
民
族
だ
け
を
支
援
の
対
象
に
し
て
い

る
場
合
と
、
民
族
の
違
い
に
関
わ
ら
ず
支
援
を
行
お
う
と
す
る
場
合

で
は
、
後
者
の
姿
勢
が
民
族
の
違
い
を
超
え
て
よ
り
多
く
の
人
々
か

ら
信
頼
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。

日
本
赤
十
字
社
に
も
、
大
勢
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
共
に
、
救
護
班

の
医
師
や
看
護
師
、
事
務
職
な
ど
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
が
活
動
を

行
う
が
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
っ
て
も
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
で
あ

る
こ
と
を
失
わ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
う
い
う
姿
勢
を
も
っ
て
活

動
す
る
た
め
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。

４　

西
日
本
豪
雨
災
害
に
お
け
る
岡
山

県
で
の
試
行

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
持
つ
自
主
性
を
尊
重
し
て
、
被
災
者
に
寄
り

添
っ
た
支
援
を
い
か
に
展
開
で
き
る
か
。
西
日
本
豪
雨
災
害
で
日
赤

本
社
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
推
進
部
の
青
少
年
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
課
で

は
岡
山
県
に
お
い
て
今
回
一
つ
の
試
み
を
行
っ
た
。
今
回
の
災
害
で

は
、
倉
敷
市
を
は
じ
め
多
く
の
自
治
体
で
、
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど

に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け
入
れ
体
制
づ
く
り
が
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
被
災
直
後
か
ら
進
め
ら
れ
た
。
前
述
し

た
よ
う
に
日
赤
で
は
平
成
四
年
に
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
推
進
要

綱
が
制
定
さ
れ
て
以
来
、
各
支
部
で
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
リ
ー
ダ
ー

や
地
区
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
人
材

に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
様
々
に
展
開
さ
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
が
大
事
な
役
割
と
な
る
。
い
わ
ば
事
実
上
の
「
災

害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
で
あ
る
。
倉
敷
市
で
も

防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
リ
ー
ダ
ー
は
養
成
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
日
頃

個
人
と
し
て
持
っ
て
い
る
自
治
体
や
社
協
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、

ま
ず
は
赤
十
字
標
章
を
つ
け
ず
に
、
い
ち
早
く
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
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セ
ン
タ
ー
で
運
営
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な

動
き
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
青
少
年
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
課
で

は
、
災
害
時
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
よ
り
積
極
的
な
形
で
促
進
し

た
い
と
い
う
狙
い
で
、
七
月
七
日
の
発
災
か
ら
六
日
目
に
あ
た
る
七

月
一
三
日
に
各
都
道
府
県
支
部
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
担
当
課
長
あ
て
に
青

少
年
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
課
長
名
で
「
平
成
三
〇
年
七
月
豪
雨
災
害
に

お
け
る
奉
仕
団
等
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
に
つ
い
て
」
と
い

う
通
知
を
送
っ
た
。
そ
の
中
で
は
、『
現
地
社
会
福
祉
協
議
会
災
害

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
が
募
集
し
て
い
る
被
災
家
屋
内
外
の
片
づ

け
や
土
砂
撤
去
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
希
望
が
あ
る
場
合
は
、
下
記
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
で
必
要
と
さ
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
メ
ニ
ュ
ー
を
確
認
の

上
、
当
該
被
災
地
の
社
協
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
に
直
接
問

い
合
わ
せ
る
こ
と
』
と
あ
り
、
奉
仕
団
等
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
自
主
性

を
直
接
生
か
し
た
活
動
の
促
進
を
図
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
通
知
は
こ

れ
ま
で
の
赤
十
字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
に
な
か
っ
た
も
の
だ
。

こ
う
し
て
日
赤
奉
仕
団
や
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
情
報
収
集
、
炊

き
出
し
、
救
援
物
資
運
搬
、
支
部
災
害
対
策
本
部
の
業
務
支
援
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
対
象
と
し
た
安
全
・
衛
生
管
理
の
注
意
喚
起
な
ど
の

活
動
を
行
っ
て
い
る
。

今
回
の
豪
雨
災
害
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
対
応
の
部
分
で
は
も
う
一

つ
新
し
い
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
全
国

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
接
点
を
持
っ
た
こ
と
だ
。
特
定
非
営
利
活
動
法
人

全
国
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
団
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｊ
Ｖ
Ｏ
Ａ
Ｄ
＝

ジ
ェ
イ
・
ボ
ア
ー
ド
）
が
協
力
し
、
地
元
社
会
福
祉
協
議
会
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ

セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
立
ち
上
げ
た
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
」

と
呼
ば
れ
る
情
報
共
有
の
場
が
岡
山
県
で
も
立
ち
上
が
っ
た
。
今
次

災
害
で
は
日
本
赤
十
字
社
か
ら
は
支
部
、
本
社
、
青
年
赤
十
字
奉
仕

団
の
メ
ン
バ
ー
が
参
加
し
た
。
そ
こ
で
は
、
被
災
地
で
活
動
す
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
等
も
含
め
て
、
相
互
に
活
動
の
情
報
交
換
や
こ
れ
ま
で
に
得
た

被
災
者
の
ニ
ー
ズ
な
ど
を
共
有
す
る
場
と
な
っ
て
い
た
。
Ｊ
Ｖ
Ｏ
Ａ

Ｄ
は
、
日
本
赤
十
字
社
も
正
会
員
と
な
っ
て
い
る
全
国
的
な
災
害
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
。
二
〇
一
八
年
六

月
の
大
阪
府
北
部
地
震
で
は
日
赤
大
阪
府
支
部
か
ら
大
勢
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
、
こ
の
Ｊ
Ｖ
Ｏ
Ａ
Ｄ
と
も
協
働
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

支
援
を
行
っ
て
い
る
。
同
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
明
城
徹
也
事
務
局
長
は

言
う
。

「
北
部
地
震
で
は
日
赤
大
阪
府
支
部
と
協
働
で
き
て
大
変
感

謝
し
て
い
ま
す
。
西
日
本
豪
雨
災
害
で
も
そ
う
で
す
が
、
大
き

な
災
害
が
起
き
る
と
、
被
災
者
か
ら
の
個
別
の
ニ
ー
ズ
（
泥
の

か
き
出
し
、
家
財
の
運
び
だ
し
な
ど
）
が
膨
ら
む
一
方
、
日
赤
も
含

め
多
数
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
が
組
織
的
な
支
援
を
行
う
動

き
が
出
て
き
ま
す
。
例
え
ば
西
日
本
豪
雨
で
は
、
泥
の
か
き
出

し
な
ど
個
別
の
ニ
ー
ズ
に
は
、
多
数
の
個
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
対
応
し
て
も
ら
う
形
で
す
が
、
そ
れ
に
は
社
会
福
祉
協
議
会

を
中
心
に
し
た
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
が
大
き
な
役
割

を
担
い
ま
す
。
一
方
、
避
難
所
や
仮
設
住
宅
、
子
供
達
へ
の
組

織
的
な
支
援
な
ど
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
が
力
を
発
揮
し
ま
す
。
そ
の

た
め
い
ろ
い
ろ
な
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
情
報
共
有
や
協
働
を
実
現
す
る

た
め
の
拠
点
が
必
要
と
な
る
の
で
、
被
災
地
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
支
援
セ

ン
タ
ー
を
中
心
に
私
達
Ｊ
Ｖ
Ｏ
Ａ
Ｄ
が
協
働
し
て
対
応
し
て
い

き
ま
す
。
も
う
一
つ
私
た
ち
の
役
割
と
し
て
強
く
感
じ
て
い
る

の
は
、
県
域
を
越
え
た
広
域
災
害
が
起
き
た
場
合
で
す
。
そ
の

場
合
、
全
体
の
調
整
が
求
め
ら
れ
る
の
で
そ
こ
を
カ
バ
ー
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
活
動
に
親
近
性
の
あ
る

日
赤
と
も
今
後
、
し
っ
か
り
と
協
働
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
」

西
日
本
豪
雨
で
は
、
前
述
の
と
お
り
日
赤
は
Ｊ
Ｖ
Ｏ
Ａ
Ｄ
等
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
に
も
参
加
し
情
報
の
共
有
を
行
っ
た
ほ
か
、
社

協
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
運
営
支
援
や
同
セ
ン
タ
ー
の
情
報
に

よ
り
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
被
災
者
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

課
題
を
振
り
返
っ
て
見
よ
う
。
今
東
京
を
中
心
に
首
都
直
下
地
震

 

  日本赤十字社にも、大勢のボランティアと共に、救護班の医師や看護師、事務職など

プロフェッショナルが活動を行うが、プロフェッショナルであってもボランタリーであ

ることを失わない。言い換えればそういう姿勢をもって活動するためのプロフェッショ

ナルでなければならないということだ。 

 

４．西日本豪雨災害における岡山県での試行 

 

 ボランティアの持つ自主性を尊重して、被災者に寄り添った支援をいかに展開できる

か。西日本豪雨災害で日赤本社パートナーシップ推進部の青少年・ボランティア課では

岡山県において今回一つの試みを行った。今回の災害では、倉敷市をはじめ多くの自治

体で、社会福祉協議会などによるボランティアの受け入れ体制づくりが災害ボランティ

アセンターを中心に被災直後から進められた。前述したように日赤では平成 4 年に防災

ボランティア活動推進要綱が制定されて以来、各支部で防災ボランティアリーダーや地

区リーダーの養成が進められてきた。これらの人材に求められるのは、様々に展開され

るボランティア活動のコーディネートが大事な役割となる。いわば事実上の「災害ボラ

ンティア・コーディネーター」である。倉敷市でも防災ボランティアリーダーは養成さ

れていた。彼らは日頃個人として持っている自治体や社協とのつながりの中で、まずは

赤十字標章をつけずに、いち早く災害ボランティアセンターで運営スタッフとして活動

していた。そのような動きが背景にあったことから、青少年・ボランティア課では、災

害時のボランティア活動をより積極的な形で促進したいという狙いで、7月 7日の発災か

ら６日目にあたる 7月 13 日に各都道府県支部ボランティア担当課長あてに青少年・ボラ

ンティア課長名で「平成 30 年 7 月豪雨災害における奉仕団等赤十字ボランティアの活動

について」という通知を送った。その中で

は、『現地社会福祉協議会災害ボランティア

センターが募集している被災家屋内外の片

づけや土砂撤去のボランティア希望がある

場合は、下記ホームページ等で必要とされ

るボランティアメニューを確認の上、当該

被災地の社協災害ボランティアセンターに

直接問い合わせること』とあり、奉仕団等 

倉敷市ボランティアセンターでの運営支援    ボランティアの自主性を直接生かした活動

の促進を図った。このような通知はこれまでの赤十字防災ボランティアの活動になかっ

たものだ。こうして日赤奉仕団や防災ボランティアは、情報収集、炊き出し、救援物資

運搬、支部災害対策本部の業務支援やボランティアを対象とした安全・衛生管理の注意

喚起などの活動を行っている。 

倉敷市ボランティアセンターでの運営支援
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が
発
生
し
た
と
し
て
、
そ
の
大
規
模
で
広
域
的
な
災
害
直
後
に
、
命

の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
々
の
存
在
や
緊
急
に
支
援
が
必
要
な

地
域
を
私
た
ち
は
ど
う
や
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の

た
め
に
情
報
を
得
る
大
事
な
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
様
々
な
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
協
働
す
る
こ
と
で
、
被
災
者
か
ら
発
せ

ら
れ
る
、
よ
り
多
く
の
き
め
細
か
な
ニ
ー
ズ
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
同
時
に
活
動
の
重
複
な
ど
を
避
け
て
効
率
的
な
被

災
者
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
情
報
の
入
手
と
協
働
の
場
と
し

て
相
互
に
協
力
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

今
回
お
話
を
伺
っ
た
青
少
年
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
課
の
岩
本
亜
有
美

係
長
が
最
後
に
言
わ
れ
た
言
葉
が
気
に
か
か
る
。

「
今
回
の
災
害
の
中
で
、
驚
き
、
か
つ
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
は
、

あ
る
被
災
自
治
体
の
日
赤
地
区
担
当
者
の
方
か
ら
『
日
赤
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
派
遣
や
調
整
を
お
願
い
で
き
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。』
と
言
わ
れ
た
こ
と
で
す
。
救
援
物
資
の
配
分
や
医
療
救
護
活

動
に
つ
い
て
は
認
識
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
赤
と
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
残
念

が
る
。「
赤
十
字
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
組
織
」
と
い
う
認
識
が
、
も
っ

と
広
が
っ
て
初
め
て
赤
十
字
活
動
の
本
質
へ
の
理
解
も
進
ん
で
い
く

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５　

今
後
へ
の
期
待

災
害
救
護
活
動
に
お
い
て
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
含
め
て
自

己
完
結
で
救
護
活
動
を
行
う
と
い
う
時
代
で
は
も
は
や
な
い
の
で
は

な
い
か
。
的
確
に
情
報
を
把
握
す
る
、
効
率
的
に
活
動
を
継
続
す
る
、

そ
の
い
ず
れ
の
状
況
の
中
に
も
、
被
災
者
に
直
に
ま
な
ざ
し
を
送
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
存
在
は
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
が
赤
十
字
の
、

日
本
赤
十
字
社
の
本
質
で
あ
り
も
と
も
と
の
活
動
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
何
よ
り
も
「
被
災
者
フ
ァ
ー
ス

ト
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
現
実
と
し
て
日
本
赤

十
字
社
の
中
だ
け
で
は
賄
い
き
れ
な
い
。

日
本
赤
十
字
社
の
中
に
は
、
人
道
的
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
特
化

し
た
技
能
を
持
っ
た
優
秀
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
大
勢
い
る
。
ま
ず
は

彼
ら
の
自
発
性
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
る
仕
組
み
を
構

築
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
本
社

や
支
部
の
指
示
が
な
く
て
も
、
き
ち
ん
と
赤
十
字
標
章
を
付
け
て
自

発
的
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
相
互
に
連
絡
を
取
っ
て
活
動
の
第
一
歩
を

踏
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
動
き
を
担
保
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
そ
の
後
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
調
整
し
、
被

災
者
に
直
に
目
を
向
け
た
活
動
を
継
続
し
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
こ

と
を
願
う
。
そ
の
時
に
は
も
ち
ろ
ん
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
動
向

は
赤
十
字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
で
情
報
を
集
約
し
て
把
握

し
て
お
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
は
司
令
塔
で
は
な
く
赤

十
字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
情
報
の
共
有
と
協
働
そ
し
て
安
全
確
保

の
場
な
の
だ
か
ら
。

新
潟
中
越
地
震
の
際
に
あ
る
社
協
の
担
当
者
は
、「
日
赤
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
強
み
は
、
組
織
力
と
と
も
に
、
訓
練
さ
れ
た
技
能
を
持
っ

て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

の
は
何
よ
り
の
強
み
で
し
ょ
う
」
と
言
う
。
そ
う
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
人
た
ち
は
、
地
域
と
も
繋
が
れ
る
の
で
、
防
災
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
づ
く
り
に
も
参
加
で
き
る
。

そ
し
て
そ
の
上
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
積
極

的
な
関
わ
り
だ
。
き
め
細
か
な
情
報
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
把

握
し
、
全
体
の
情
報
を
統
合
し
て
、
緊
急
に
必
要
と
思
わ
れ
る
と
こ

ろ
、
そ
し
て
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
自
主
的

に
動
く
、
救
護
班
・
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
等
の
要
員
が
派
遣
さ
れ
る
、
あ

る
い
は
市
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
赤
十
字
の
活
動
に
参
加
し
て
も
ら

う
と
い
う
動
き
を
期
待
し
た
い
。
市
民
の
目
線
で
、
市
民
の
琴
線
に

触
れ
る
よ
う
な
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
日
赤
は
「
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
組
織
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

  今回の豪雨災害のボランティアの対応の部分ではもう一つ新しい動きがあった。それ

は、災害ボランティアの全国ネットワークと接点を持ったことだ。特定非営利活動法人

全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD＝ジェイ・ボアード）が協力し、地

元社会福祉協議会と NPO センターが中心となって立ち上げた「ネットワーク会議」と呼

ばれる情報共有の場が岡山県でも立ち上がった。今次災害では日本赤十字社からは支部、

本社、青年赤十字奉仕団のメンバーが参加した。そこでは、被災地で活動する NPO 等も

含めて、相互に活動の情報交換やこれまでに得た被災者のニーズなどを共有する場とな

っていた。JVOAD は、日本赤十字社も正会員となっている全国的な災害ボランティア・NPO

の支援ネットワークだ。2018 年 6 月の大阪府北部地震では日赤大阪府支部から大勢のボ

ランティアが、この JVOAD とも協働してボランティア活動支援を行っている。同ネット

ワークの明城徹也事務局長は言う。 

 

「北部地震では日赤大阪府支部と協働できて大変感謝しています。西日本豪雨災害

でもそうですが、大きな災害が起きると、被災者からの個別のニーズ（泥のかき出

し、家財の運びだしなど）が膨らむ一方、日赤も含め多数の NPO、NGO などが組織的

な支援を行う動きが出てきます。例えば西日本豪雨では、泥のかき出しなど個別の

ニーズには、多数の個人のボランティアに対応してもらう形ですが、それには社会

福祉協議会を中心にした災害ボランティアセンターが大きな役割を担います。一方、

避難所や仮設住宅、子供達への組織的な支援などは NPO などが力を発揮します。そ

のためいろいろな NPO 等の情報共有や協働を実現するための拠点が必要となるので、

被災地の NPO 支援センターを中心に私達 JVOAD が協働して対応していきます。もう

一つ私たちの役割として強く感じているのは、県域を越えた広域災害が起きた場合

です。その場合、全体の調整が求められるのでそこをカバーする必要があります。

そういう意味で活動に親近性のある日赤とも今後、しっかりと協働できることを願

っています」 

 

 西日本豪雨では、前述の

とおり日赤は JVOAD 等のネ

ットワーク会議にも参加し

情報の共有を行ったほか、

社協ボランティアセンター

の運営支援や同センターの

情報により赤十字ボランテ   

ィアが被災者支援活動を行 

ネットワーク会議の様子（大阪北部地震）  ©JVOAD     っている。 

課題を振り返って見よう。今東京を中心に首都直下地震が発生したとして、その大規

ネットワーク会議の様子（大阪北部地震）　ⓒＪＶＯＡＤ
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最
後
に
、
平
成
二
九
年
一
一
月
に
ト
ル
コ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
一

回
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
総
会
で
採
択
さ
れ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
憲

章
の
一
部
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
ボ
ラ
テ
ィ
ア
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
心
構
え
を
定
め
た
初
め
て
の
憲
章
で
あ
り
、
国
際
組
織
が

制
定
し
た
、
紛
争
・
災
害
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
指
針
と
な
る

初
め
て
の
憲
章
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
る
べ
き

も
の
だ
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
憲
章
（
抜
粋
）

　

我
々
、
赤
十
字
・
赤
新
月
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
自
ら
の
使
命
の
も
と
に

結
束
し
、
い
か
な
る
場
所
で
あ
っ
て
も
人
々
の
苦
し
み
を
予
防
し
、
軽
減
し
、

赤
十
字
の
七
原
則
を
掲
げ
、
遵
守
し
ま
す
。

　
我
々
は
、
人
々
の
苦
痛
を
軽
減
す
る
こ
と
に
努
め
、
彼
ら
の
ニ
ー
ズ
に
の

み
従
い
、
そ
の
中
で
も
最
も
喫
緊
の
課
題
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

我
々
は
、
紛
争
当
事
者
の
い
ず
れ
に
も
加
担
す
る
こ
と
な
く
、
政
治
、
民
族
、

宗
教
、
思
想
な
ど
の
い
か
な
る
論
争
に
も
関
与
し
ま
せ
ん
。

　

我
々
は
、
我
々
の
（
赤
十
字
）
標
章
が
、
自
ら
を
危
害
か
ら
守
っ
て
く
れ

る
こ
と
を
信
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
我
々
の
生
命
は
時
に
危
険

に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

我
々
は
、
各
赤
十
字
・
赤
新
月
社
に
対
し
、
我
々
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
、

保
護
、
尊
厳
を
保
障
し
、
そ
し
て
我
々
が
人
道
的
使
命
を
成
し
遂
げ
る
た
め

に
必
要
な
手
段
と
支
援
を
提
供
す
る
よ
う
求
め
ま
す
。

　
我
々
自
身
が
、
赤
十
字
・
赤
新
月
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

（
太
字
ゴ
シ
ッ
ク

：

筆
者
）

連盟総会でのユースフォーラム

１　

は
じ
め
に

二
〇
一
八
年
六
月
一
八
日
の
大
阪
府
北
部
地
震
で
は
、
日
本
赤
十

字
社
大
阪
府
支
部
（
日
赤
大
阪
府
支
部
）
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
社
協
）

が
設
置
し
た
「
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
災
害
Ｖ
Ｃ
）」
の
運
営

支
援
活
動
を
行
っ
た
。

こ
の
活
動
は
、
日
赤
大
阪
府
支
部
が
数
年
来
注
力
し
て
き
た
関
係

団
体
と
の
協
力
・
連
携
・
協
働
の
成
果
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
過
程

と
活
動
内
容
の
記
録
で
あ
り
、
今
後
の
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の

参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

２　

大
阪
府
北
部
地
震
の
概
要
と
日
赤

大
阪
府
支
部
の
対
応

二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
六
月
一
八
日
、
大
阪
府
北
部
を
震
源
と

す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
六
・
一
の
地
震
が
発
生
し
た
。
最
大
震
度
は

六
弱
（
大
阪
府
で
は
観
測
史
上
初
）
で
、
大
阪
府
で
五
人
が
死
亡
、
二
府

五
県
の
四
三
五
人
が
重
軽
傷
を
負
っ
た
（
総
務
省
消
防
庁
ま
と
め
）。
住

宅
被
害
の
ほ
と
ん
ど
が
大
阪
府
内
で
、
全
壊
一
四
棟
、
半
壊
三
二
七

棟
、
一
部
損
壊
は
四
万
四
一
六
六
棟
に
の
ぼ
っ
た
（
二
〇
一
八
年
八
月

八
日
現
在
、
大
阪
府
集
計
）。
交
通
網
が
マ
ヒ
し
、
都
市
型
災
害
の
課

題
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
。

日
赤
大
阪
府
支
部
は
す
ぐ
に
災
害
対
策
本
部
を
設
置
し
、
大
阪
府

大
阪
府
北
部
地
震

　「
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
へ
の
運
営
支
援
活
動
」

と
関
係
団
体
と
の
協
力
・
連
携
・
協
働

森
　
正
尚

日
本
赤
十
字
社
大
阪
府
支
部
青
少
年
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
課
長
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員

特
集
４

：

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
力
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保
健
医
療
調
整
本
部
に
職
員
を
派
遣
し
た
。
同
日
に
は
茨
木
市
の
避

難
所
に
救
護
班
を
派
遣
し
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
保
健
師
支
援
を
行
っ

た
。
そ
の
後
、
避
難
所
全
七
四
カ
所
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
そ
の
集
約
・

閉
鎖
に
向
け
た
助
言
、
近
畿
他
府
県
の
日
赤
救
護
班
に
よ
る
避
難
所

の
巡
回
と
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
な
ど
を
行
っ
た
。
そ
し
て
地
震
か
ら
五
日

目
の
六
月
二
二
日
、
避
難
所
の
集
約
も
進
み
地
元
対
応
が
可
能
と

な
っ
た
た
め
、
救
護
活
動
は
終
了
し
た
。

３  

災
害
Ｖ
Ｃ
の
運
営
支
援
が
始
ま
る
ま
で

地
震
翌
日
の
六
月
一
九
日
、
支
部
全
体
が
医
療
救
護
活
動
に
取
り

組
む
中
、
私
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
担
当
課
長
と
し
て
別
の
動
き
を
模
索

し
て
い
た
。

私
は
髙
間
晶
子
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
係
長
に
「
ま
も
な
く
、
各
地
に
災

害
Ｖ
Ｃ
が
設
置
さ
れ
る
と
思
う
。
今
の
う
ち
に
各
地
区
・
分
区
の
日

赤
担
当
者
に
連
絡
し
て
、
赤
十
字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
運
営

支
援
が
可
能
で
あ
る
旨
を
申
し
入
れ
て
ほ
し
い
」
と
依
頼
し
た
。
地

区
・
分
区
と
は
、
地
域
で
日
赤
業
務
を
担
う
役
所
や
社
協
の
窓
口
の

こ
と
で
、
市
・
区
は
地
区
、
町
・
村
は
分
区
と
呼
ん
で
い
る
。
係
長

は
早
速
、
被
害
の
大
き
い
高
槻
市
や
茨
木
市
、
さ
ら
に
箕
面
市
、
豊

中
市
、
池
田
市
、
枚
方
市
と
島
本
町
の
七
地
区
・
分
区
の
日
赤
担
当

認
識
さ
れ
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
元
年
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
災
害
現

場
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
効
率
的
に
調
整
す
る
組
織
の
必
要
性
が

議
論
さ
れ
、
災
害
Ｖ
Ｃ
が
誕
生
し
た
。

二
〇
〇
四
年
に
は
、
新
潟
県
中
越
地
震
や
各
地
で
台
風
被
害
が
発

生
し
、
年
間
八
〇
以
上
も
の
災
害
Ｖ
Ｃ
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
う
し
た

中
、
被
災
地
社
協
が
行
政
と
連
携
の
も
と
災
害
Ｖ
Ｃ
を
設
置
し
て
災

害
復
旧
や
生
活
支
援
に
携
わ
る
こ
と
が
定
着
し
、
現
在
で
は
多
く
の

地
域
防
災
計
画
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
災
害
の
規
模
な
ど
に
よ
り
地
元
社
協
で
の
運
営
が
困
難

な
場
合
は
、
都
道
府
県
社
協
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
関
係
者
な
ど
が
災
害
Ｖ
Ｃ
の

運
営
支
援
に
入
る
事
例
も
あ
り
、
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
も
「
こ
う

し
た
支
援
者
の
役
割
も
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
と
認
め
て
い

る
（
厚
労
省
平
成
二
七
年
度
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
支
援
に
関
す
る
調

査
研
究
事
業
」
報
告
書
・
二
〇
一
六
年
三
月
）。

５　

近
年
の
日
赤
大
阪
府
支
部
の
取
り

組
み
（
防
災
・
減
災
、
関
係
団
体
と
の
連
携
）

東
日
本
大
震
災
以
降
、
日
赤
は
「
災
害
か
ら
い
の
ち
を
守
る
」
を

旗
印
に
、
防
災
・
減
災
活
動
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
中
、
日
赤
大
阪
府
支
部
は
炊
き
出
し
用
の
釜
を
多
く
の

地
区
に
配
備
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
活
用
し
た
「
災
害
食
普

及
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
、
災
害
時
の
食
の
確
保
を
テ
ー

マ
と
し
た
啓
発
活
動
を
行
っ
て
き
た
。
ま
た
、
支
部
独
自
に
「
赤

十
字
防
災
啓
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
講
習
と
名
付
け
た
防
災
教
育
事

業
を
二
〇
一
四
年
度
か
ら
実
施
し
て
お
り
、
自
治
会
や
企
業
な

ど
を
対
象
に
二
〇
一
七
年
度
末
ま
で
に
一
七
四
回
実
施
し
、
受

講
者
数
は
一
万
人
以
上
を
数
え
る
。
そ
の
内
容
は
講
義
と
、
炊

き
出
し
体
験
、
ネ
ク
タ
イ
や
レ
ジ
袋
の
よ
う
な
身
近
な
も
の
を
使
っ

た
応
急
手
当
な
ど
の
実
技
で
構
成
さ
れ
、
指
導
は
研
修
を
修
了
し

た
赤
十
字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
職
員
が
担
っ
て
い
る
。
赤
十

字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
自
主
勉
強
会
の
開
催
や
各
地
の
災
害

Ｖ
Ｃ
設
置
訓
練
に
も
赴
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
と
連
携
し
て

い
る
。

ま
た
、
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
日
赤
大
阪
府
支
部
は
府
内
の

災
害
支
援
関
係
者
が
集
う
「
お
お
さ
か
災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
（
Ｏ
Ｓ
Ｎ
）
」
の
世
話
役
団
体
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
ゆ
る
や
か

な
」
協
力
関
係
の
も
と
、
災
害
時
に
活
動
す
る
社
協
や
関
係
団

体
と
平
時
か
ら
の
協
力
・
連
携
・
協
働
の
関
係
を
築
い
て
い
る
。

そ
の
関
係
構
築
が
最
初
に
実
を
結
ん
だ
の
が
、
二
〇
一
七

年
一
〇
月
の
台
風
二
一
号
災
害
で
あ
る
。
日
赤
大
阪
府
支
部

は
、
Ｏ
Ｓ
Ｎ
の
一
員
と
し
て
関
係
団
体
と
情
報
を
共
有
し
な
が

者
に
連
絡
を
入
れ
て
く
れ
た
。

翌
二
〇
日
、
茨
木
市
地
区
（
社
協
）
か
ら
「
災
害
Ｖ
Ｃ
の
運
営
を
支

援
し
て
ほ
し
い
」
と
要
請
が
あ
っ
た
。
早
速
そ
の
日
、
私
と
髙
間
係

長
が
訪
問
し
、
原
田
茂
樹
事
務
局
長
な
ど
と
協
議
を
行
っ
た
。
そ
の

結
果
、
当
面
六
月
二
一
日
か
ら
二
四
日
ま
で
の
四
日
間
、
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時
ま
で
赤
十
字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
活
動
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
二
二
日
に
は
高
槻
市
地
区
（
社
協
）
か
ら
も
支
援
要
請
が

あ
り
、
二
三
日
か
ら
活
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

４　

災
害
Ｖ
Ｃ
と
は

災
害
Ｖ
Ｃ
は
、「
災
害
時
に
被
災
地
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
円

滑
に
進
め
る
た
め
の
拠
点
」（
内
閣
府
Ｈ
Ｐ
）
で
あ
る
。
近
年
、
大
規
模

な
災
害
が
発
生
す
る
と
全
国
か
ら
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
被
災
地

を
訪
れ
、
そ
の
活
動
拠
点
と
し
て
各
地
に
災
害
Ｖ
Ｃ
が
設
置
さ
れ
る
。

そ
の
主
な
役
割
は
、
①
被
災
地
域
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ニ
ー
ズ
の
把

握
、
②
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
入
れ
、
マ
ッ
チ
ン
グ
、
資
機
材
の
貸
し

出
し
、
活
動
の
実
施
、
そ
し
て
③
活
動
報
告
や
記
録
の
と
り
ま
と
め

な
ど
で
あ
る
。

一
九
九
五
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
の
べ
一
三
〇
万
人
以

上
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
し
た
こ
と
で
そ
の
重
要
性
が
広
く
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ら
連
携
を
模
索
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
阪
で
初
め
て
設
置
さ
れ

た
河
内
長
野
市
災
害
Ｖ
Ｃ
へ
の
支
援
が
実
現
し
た
。
赤
十
字
防

災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
リ
ー
ダ
ー
は
運
営
支
援
に
、
そ
の
他
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
は
現
場
で
の
活
動
（
家
屋
の
土
砂
を
取
り
除
く
活
動
な
ど
）

に
従
事
し
、
六
日
間
で
の
べ
二
三
人
が
参
加
し
た
。

こ
う
し
た
連
携
を
さ
ら
に
強
化
す
る
た
め
、
二
〇
一
八
年
六

月
二
日
に
大
阪
で
実
施
し
た
近
畿
二
府
四
県
の
赤
十
字
災
害
救

護
訓
練
で
は
、
医
療
救
護
訓
練
と
並
行
し
て
社
協
設
置
の
災
害
Ｖ

Ｃ
に
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
運
営
支
援
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
訓
練
を
実
施
し
た
。
こ
の
訓
練
に
参
加
し
た
約
一
五
〇
人
の
う
ち

約
三
〇
人
は
Ｏ
Ｓ
Ｎ
関
係
者
で
、
進
行
管
理
や
検
証
、
助
言
な
ど
の

協
力
を
得
な
が
ら
実
践
に
即
し
た
内
容
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
日
赤
大
阪
府
支
部
で
は
近
年
、
職
員
と
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
一
丸
と
な
っ
て
防
災
・
減
災
の
活
動
に
取
り
組
み
な
が
ら
、

地
域
で
「
顔
の
見
え
る
」
関
係
を
構
築
し
て
い
る
。
同
時
に
、
社
協
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
関
係
団
体
と
積
極
的
に
協
力
・
連
携
・
協
働
し
な
が

ら
、
災
害
時
に
は
日
赤
の
強
み
を
活
か
し
た
活
動
を
迅
速
に
開
始
で

き
る
よ
う
、
備
え
を
続
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
前
述
の
訓
練

か
ら
一
カ
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
大
阪
で
地
震
が
発
生
し
た
。

支援者の役割も大きなものとなっている」と認めている（厚労省平成２７年度「ボランテ

ィア・市民活動支援に関する調査研究事業」報告書・２０１６年３月）。 

５・近年の⽇⾚⼤阪府⽀部の取り組み（防災・減災、関係団体との連携） 

 

東日本大震災以降、日赤は「災害からいのちを守る」を旗印に、防災・減災活動を積極

的に推進している。こうした中、日赤大阪府支部は炊き出し用の釜を多くの地区に配備す

るとともに、それを活用した「災害食普及プロジェクト」を立ち上げ、災害時の食の確保

をテーマとした啓発活動を行ってきた。また、支部独自に「赤十字防災啓発プログラム」

講習と名付けた防災教育事業を２０１４年度から実施しており、自治会や企業などを対象

に２０１７年度末までに１７４回実施し、受講者数は１万人以上を数える。その内容は講

義と、炊き出し体験、ネクタイやレジ袋のような身近なものを使った応急手当などの実技

で構成され、指導は研修を修了した赤十字防災ボランティアと職員が担っている。赤十字

防災ボランティアは、自主勉強会の開催や各地の災害ＶＣ設置訓練にも赴き、さまざまな

関係者と連携している。 

また、詳細は後述するが、日赤大阪府支部は府内の災害支援関係者が集う「おおさか災

害支援ネットワーク（ＯＳＮ）」の世話役団体のひとつとして、「ゆるやかな」協力関係

のもと、災害時に活動する社協や関係団体と平時からの協力・連携・協働の関係を築いて

いる。 

その関係構築が最初に実を結んだのが、２０１７年１０月の台風２１号災害である。日

赤大阪府支部は、ＯＳＮの一員として関係団体と情報を共有しながら連携を模索した。そ

の結果、大阪で初めて設置された河内長野市災害ＶＣへの支援が実現した。赤十字防災ボ

ランティアのリーダーは運営支援に、その他ボランティアは現場での活動（家屋の土砂を

取り除く活動など）に従事し、６日間でのべ２３人が参加した。 

６　

災
害
Ｖ
Ｃ
の
運
営
支
援
の
実
際

⑴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
選

災
害
Ｖ
Ｃ
の
運
営
支
援
は
、
被
災
さ
れ
た
方
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

結
び
付
け
る
、
縁
の
下
の
力
持
ち
的
な
存
在
。
そ
の
た
め
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
連
携
・
調
整
能
力
な
ど
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
た
。

そ
こ
で
、
赤
十
字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
詳
し
い
木
村
弘
之
地
域
振

興
係
長
を
中
心
に
、
髙
間
係
長
と
玉
川
裕
基
主
事
が
相
談
し
て
人
選

を
進
め
、
約
二
〇
人
の
赤
十
字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
選
ば
れ
た
。

⑵
活
動
内
容

災
害
Ｖ
Ｃ
で
の
活
動
は
、
茨
木
・
高
槻
と
も
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で
を
基
本
に
、
ニ
ー
ズ
の
受
付
や
マ
ッ
チ
ン
グ
、
車
両
の
手

配
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
加
入
の
受
付
、
活
動
報
告
の
受
付
な
ど
多

岐
に
わ
た
っ
た
。

当
初
は
災
害
Ｖ
Ｃ
へ
の
認
知
度
が
低
く
、
依
頼
件
数
も
少
数
に
と

ど
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
チ
ラ
シ
を
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
す
る
な
ど
周
知

に
努
め
た
結
果
、
徐
々
に
依
頼
件
数
が
増
え
て
い
っ
た
。
茨
木
市
で

は
、
八
月
二
二
日
の
時
点
で
一
八
四
六
件
の
申
し
込
み
が
寄
せ
ら
れ
、

う
ち
六
六
九
件
（
全
体
の
三
六
・
二
％
）
が
「
修
理
・
家
具
の
移
動
・
片

付
け
」、
五
五
六
件
（
三
〇
・
六
％
）
が
「
が
れ
き
な
ど
の
撤
去
・
搬
送
」

な
ど
と
な
っ
た
（
茨
木
市
社
協
集
計
）。
赤
十
字
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
こ

れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
、
被
災
さ
れ
た
方
の
要
望
を
丁
寧
に
聞
き

取
り
、
活
動
に
携
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
伝
え
る
な
ど
、
現
地
の
ニ
ー

ズ
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
を
つ
な
ぐ
支
援
を
行
っ
た
。

⑶
活
動
期
間
の
延
長

当
初
、
茨
木
市
と
は
四
日
間
の
支
援
で
合
意
し
て
い
た
が
、
多
く

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ニ
ー
ズ
が
市
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
、
災
害
Ｖ
Ｃ
の
運

営
も
長
期
化
す
る
見
込
み
と
な
っ
た
。
高
槻
市
で
も
同
様
の
状
況
と

な
り
、
両
社
協
か
ら
日
赤
大
阪
府
支
部
に
対
し
て
、
支
援
継
続
の
要

請
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
六
月
末
を
目
途
と
し
て
赤
十
字
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
調
整
を
試
み
た
。
し
か
し
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は

現
役
世
代
の
人
た
ち
で
、
平
日
の
枠
は
簡
単
に
は
埋
ま
ら
な
か
っ
た
。

玉
川
主
事
が
懸
命
に
調
整
を
試
み
た
が
、
時
に
は
支
部
職
員
が
運
営

支
援
に
入
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
の
時
点
で
、
支
部
内
に
は
「
ど
こ
ま
で
支
援
を
続
け
る
か
」
の
議

論
が
あ
り
、
一
時
は
撤
退
の
可
能
性
も
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、
最

終
的
に
は
「
日
赤
の
地
区
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
社
協
が
困
っ
て

い
て
、
私
た
ち
に
支
援
を
要
請
し
て
い
る
。
今
で
な
く
て
、
い
つ
力

に
な
れ
る
の
か
」
と
の
共
通
認
識
の
も
と
、「
支
援
要
請
が
終
了
す
る

災害VCで活動する赤十字防災ボランティアの島達也さん



245　人道研究ジャーナルvol.8　 大阪府北部地震　「災害ボランティアセンターへの運営支援活動」と関係団体との協力・連携・協働　244死と向き合う支援 大阪府北部地震　「災害ボランティアセンターへの運営支援活動」と関係団体との協力・連携・協働　244火山噴火災害と救護中立と公平を巡って特集4 ボランティアの力

ま
で
継
続
す
る
」
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

そ
こ
で
私
は
上
司
に
相
談
の
う
え
、
近
隣
の
日
赤
支
部
へ
支
援
を

要
請
し
た
。
そ
の
結
果
、
四
つ
の
支
部
（
京
都
、
滋
賀
、
奈
良
、
兵
庫
）

の
協
力
を
得
て
、
の
べ
一
九
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
活
動
に
参
加
し

た
。こ

う
し
て
、
何
と
か
最
後
ま
で
支
援
が
継
続
で
き
た
。
社
協
の
幹

部
か
ら
は
「
一
番
苦
し
い
時
に
日
赤
に
助
け
て
も
ら
い
、
本
当
に
心

強
か
っ
た
。
赤
十
字
マ
ー
ク
の
安
心
感
は
、
想
像
以
上
だ
っ
た
」
と

感
謝
さ
れ
た
。

⑷
西
日
本
豪
雨
災
害
の
発
生

七
月
上
旬
の
大
雨
に
よ
り
、
大
阪
の
被
災
地
で
も
警
報
が
発
令
さ

れ
、
災
害
Ｖ
Ｃ
の
活
動
も
そ
の
都
度
休
止
し
た
。
そ
し
て
広
島
や
岡

山
な
ど
で
大
き
な
被
害
が
発
生
す
る
と
、
多
く
の
支
援
団
体
が
大
阪

か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
大
阪
で
も
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ニ
ー
ズ
が
残
さ
れ
て
お
り
、
災
害
Ｖ
Ｃ
も
引
き
続
き
開
設
さ
れ
て
い

た
た
め
、
運
営
支
援
活
動
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑸
活
動
の
終
了

地
震
か
ら
約
一
ヵ
月
が
経
過
し
た
七
月
中
旬
、
私
は
茨
木
市
と
高

槻
市
の
社
協
を
訪
問
し
、
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
、
両
災
害
Ｖ
Ｃ
と
も
ニ
ー
ズ
は
残
っ
て
い
る
が
件
数
は
減

少
傾
向
に
あ
り
、
月
末
に
向
け
て
体
制
を
縮
小
す
る
方
針
が
示
さ
れ

た
。高

槻
市
は
七
月
二
一
日
、
茨
木
市
は
七
月
二
六
日
が
活
動
最
終
日

と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
高
槻
市
の
災
害
Ｖ
Ｃ
は
七
月
二
八
日
に
閉
鎖

し
た
が
、
茨
木
市
は
二
〇
一
八
年
九
月
二
八
日
現
在
も
設
置
さ
れ
て

い
る
。

⑹
ま
と
め

最
終
的
に
、
茨
木
市
の
災
害
Ｖ
Ｃ
は
六
月
二
一
日
か
ら
七
月
二
六

日
ま
で
、
そ
し
て
高
槻
市
は
六
月
二
三
日
か
ら
七
月
二
一
日
ま
で
、

大
雨
警
報
の
日
や
支
援
要
請
が
な
か
っ
た
日
を
除
き
活
動
を
行
い

（
茨
木
市
は
二
七
日
間
、
高
槻
市
は
二
二
日
間
）、
の
べ
一
三
六
人
の
赤
十

字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
赤
十
字
職
員
が
活
動
に
参
加
し
た
。
途
中
、

前
述
の
と
お
り
京
都
や
兵
庫
、
奈
良
、
滋
賀
の
赤
十
字
防
災
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
協
力
を
得
て
、
赤
十
字
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
か
し
た
活

動
が
実
現
し
た
。
一
方
で
、
二
〇
日
以
上
参
加
さ
れ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
も
お
ら
れ
、
特
定
の
方
に
過
度
の
負
担
を
か
け
な
い
こ
と
が
今
後

の
課
題
で
あ
る
。

７　

「
お
お
さ
か
災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
と
日
赤
大
阪
府
支
部

「
お
お
さ
か
災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｏ
Ｓ
Ｎ
）」
は
、「
大
阪
府
域

に
お
け
る
災
害
発
生
に
備
え
、
平
時
よ
り
多
様
な
市
民
セ
ク
タ
ー
や

企
業
・
団
体
な
ど
が
行
政
や
関
係
団
体
と
連
携
し
、
互
い
の
活
動
や

災
害
に
対
し
て
の
取
り
組
み
、
課
題
を
共
有
し
な
が
ら
、
災
害
時
に

は
広
域
的
か
つ
、
効
果
的
に
連
携
し
、
被
災
者
支
援
を
円
滑
に
行
う

こ
と
」
を
目
的
と
し
て
、
二
〇
一
四
年
に
発
足
し
た
。
災
害
関
連
の

学
び
と
情
報
交
換
の
場
を
中
心
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
普

段
か
ら
「
顔
の
見
え
る
関
係
」
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
。
日
赤
大

阪
府
支
部
は
、
こ
の
趣
旨
に
賛
同
し
て
二
〇
一
五
年
か
ら
参
加
し
て

い
る
。
現
在
は
八
つ
の
世
話
役
団
体
（
大
阪
府
社
協
・
大
阪
市
社
協
・
堺

市
社
協
、
大
阪
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
、
日
本
防
災
士
会
大
阪
府
支
部
、
大
阪

府
生
活
協
同
組
合
連
合
会
、
ゆ
め
風
基
金
、
日
赤
大
阪
府
支
部
）
を
中
心
に
、

五
〇
団
体
以
上
が
「
ゆ
る
や
か
な
関
係
」
で
連
携
し
て
い
る
。

今
回
の
大
阪
府
北
部
地
震
で
は
、
日
赤
も
正
会
員
で
あ
る
全
国
災

害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
団
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｊ
Ｖ
Ｏ
Ａ
Ｄ
）
と
も
連

携
し
て
「
災
害
時
連
携
会
議
」
を
開
く
な
ど
、
各
支
援
団
体
が
集
う

中
心
的
な
存
在
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
れ
は
、
二
〇
一
六

表　災害ＶＣの運営支援　人数まとめ

派遣先 活動期間 派遣元 赤十字防災 V（人） 赤十字職員（人） 合計（人）

茨木市

災害 VC
6/21-7/26
（27 日間）

大阪府支部 55 65 11 11 76

京都府支部 3 0

兵庫県支部 7 0

高槻市

災害 VC
6/23-7/21
（22 日間）

大阪府支部 42 51 9 9 60

滋賀県支部 5 0

奈良県支部 4 0

合計（人） 116 20 136
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年
の
熊
本
地
震
の
際
に
Ｊ
Ｖ
Ｏ
Ａ
Ｄ
や
地
元
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
が
中
心
と

な
っ
て
立
ち
上
げ
た
「
火
の
国
会
議
」
の
大
阪
版
に
あ
た
る
が
、
今
回

は
新
た
な
組
織
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
な
く
、
迅
速
に
会
議
の
開
催
が

可
能
と
な
っ
た
。
な
お
、
第
一
回
と
第
二
回
の
災
害
時
連
携
会
議
は
、

大
阪
赤
十
字
会
館
が
会
場
と
な
っ
た
。

現
在
日
赤
大
阪
府
支
部
は
、
Ｏ
Ｓ
Ｎ
の
世
話
役
団
体
と
し
て
一
定

の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
Ｏ
Ｓ
Ｎ
を
通
じ
て
関
係
団
体
と
の
協
力
・

連
携
・
協
働
を
実
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
関
係
が
希
薄
で
あ
っ
た

社
協
や
防
災
士
会
、
そ
の
他
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
と
「
顔
の
見
え
る
関
係
」
に

な
り
、
親
密
に
連
絡
を
取
り
合
っ
て
調
整
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

８　

最
後
に

以
上
の
よ
う
に
、
日
赤
大
阪
府
支
部
は
普
段
か
ら
積
極
的
に
防
災
・

減
災
活
動
に
取
り
組
み
、
そ
れ
と
同
時
に
関
係
団
体
と
の
協
力
・
連

携
・
協
働
関
係
の
構
築
を
通
じ
て
、「
顔
の
見
え
る
」
関
係
を
作
り
上

げ
て
い
る
。

こ
う
し
た
関
係
が
、
災
害
発
生
時
の
迅
速
な
連
携
・
協
働
に
つ
な

が
り
、
赤
十
字
の
強
み
を
活
か
し
た
活
動
に
つ
な
が
る
こ
と
が
見
え

て
き
た
。
急
に
開
催
が
決
ま
っ
た
災
害
時
連
携
会
議
は
Ｊ
Ｖ
Ｏ
Ａ
Ｄ

や
内
閣
府
な
ど
も
参
加
し
た
が
、
百
人
規
模
が
収
容
可
能
な
会
議
室

を
す
ぐ
に
手
配
で
き
る
団
体
は
他
に
な
く
、
大
阪
赤
十
字
会
館
の
一

室
を
提
供
す
る
だ
け
で
も
多
く
の
関
係
機
関
か
ら
感
謝
の
言
葉
を
い

た
だ
い
た
よ
う
に
、
Ｏ
Ｓ
Ｎ
の
中
で
も
日
赤
は
一
定
の
プ
レ
ゼ
ン
ス

を
確
保
し
始
め
た
と
言
え
る
。

今
後
と
も
、
関
係
団
体
と
の
協
力
・
連
携
・
協
働
は
不
可
欠
で
あ
り
、

日
赤
組
織
全
体
と
し
て
も
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
災
害

Ｖ
Ｃ
は
、
間
違
い
な
く
今
後
も
社
協
を
中
心
に
設
置
さ
れ
る
。
そ
し

て
全
国
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
集
う
。
そ
こ
に
日
赤
の
姿
が
あ
る
こ
と

は
、
国
民
へ
の
ア
ピ
ー
ル
に
も
な
る
。
平
時
か
ら
の
関
係
作
り
、
そ

し
て
有
事
に
社
協
災
害
Ｖ
Ｃ
で
ど
う
貢
献
で
き
る
の
か
を
具
体
的
に

考
え
、
形
に
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

今
回
の
災
害
Ｖ
Ｃ
で
の
運
営
支
援
活
動
は
、
日
赤
大
阪

府
支
部
が
こ
れ
ま
で
未
経
験
の
規
模
、
期
間
で
の
対
応
と
な

り
、
今
後
に
向
け
て
課
題
や
反
省
事
項
も
見
つ
か
っ
た
。
し
か

し
、
赤
十
字
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
島
達
也
さ
ん
が
「
自
分
が
参
加

で
き
る
と
き
に
、
で
き
る
こ
と
を
や
っ
た
だ
け
で
す
が
、
と
て
も
有

意
義
で
し
た
。
い
つ
も
と
違
い
、
運
営
側
に
携
わ
る
こ
と
で
、
い
ろ

い
ろ
新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
ニ
ー
ズ
の
マ
ッ
チ
ン
グ
や
活
動

報
告
の
受
付
を
担
当
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
活
動
に
行
か
れ
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
さ
ん
へ
の
声
か
け
や
、
活
動
か
ら
戻
ら
れ
た
方
へ
の
感
謝

の
言
葉
の
か
け
方
な
ど
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
に
気
を
配
る
よ
う
に

し
ま
し
た
」
と
語
る
よ
う
に
、
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
の

前
向
き
な
気
持
ち
と
行
動
力
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
今
後
も
活
動
を

続
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。

大阪府北部地震 

「災害ボランティアセンターへの運営支援活動」と 

関係団体との協力・連携・協働 

 

森 正尚 

日本赤十字社大阪府支部 青少年・ボランティア課長/IHS 研究員  

１・はじめに 

2018 年 6 月 18 日の大阪府北部地震では、日本赤十字社大阪府支部（日赤大阪府支部）は、

社会福祉協議会（社協）が設置した「災害ボランティアセンター（災害 VC）」の運営支援

活動を行った。 

この活動は、日赤大阪府支部が数年来注力してきた関係団体との協力・連携・協働の成

果である。本稿はその過程と活動内容の記録であり、今後の災害ボランティア活動の参考

になれば幸いである。 

２・⼤阪府北部地震の概要と⽇⾚⼤阪府⽀部の対応 

 

２０１８（平成３０）年６月１８日、大阪府北部を震源とするマグニチュード６．１の

地震が発生した。最大震度は６弱（大阪府では観測史上初）で、大阪府で５人が死亡、２

府５県の４３５人が重軽傷を負った（総務省消防庁まとめ）。住宅被害のほとんどが大阪

府内で、全壊１４棟、半壊３２７棟、一部損壊は４万４１６６棟にのぼった（２０１８年

８月８日現在、大阪府集計）。交通網がマヒし、都市型災害の課題があらわになった。 

日赤大阪府支部はすぐに災害対策本部を設置し、大阪府保健医療調整本部に職員を派遣

した。同日には茨木市の避難所に救護班を派遣し、アセスメントや保健師支援を行った。

「おおさか災害支援ネットワーク」災害時連携会議のようす
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１　

緒　

言

世
界
各
地
で
頻
発
す
る
自
然
災
害
や
人
的
災
害
の
多
発
と
規
模
の

増
大
を
受
け
、
災
害
時
に
対
応
で
き
る
人
材
育
成
が
広
く
求
め
ら
れ

て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
日
本
赤
十
字
社
（
以
下
「
日
赤
」
と
略
す
）

の
看
護
職
に
よ
る
災
害
救
護
活
動
が
、
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
の

濃
尾
大
地
震
を
契
機
に
開
始
さ
れ
、
以
降
約
一
三
〇
年
余
に
及
ぶ
長

い
知
見
の
蓄
積
が
築
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
日
赤
看
護
師
は
国
内

外
の
種
々
の
災
害
に
お
い
て
、
卓
越
し
た
看
護
実
践
を
展
開
し
、
多

大
な
実
績
を
残
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

う
し
た
成
果
は
一
般
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

１

。

つ
ま
り
、
災
害
看
護
の
実
践
に
つ
い
て
整
理
研
究
し
、
災
害
へ
の
備

え
と
し
て
教
育
へ
と
繋
げ
て
い
く
端
緒
と
す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題

で
あ
る
と
言
え
る
。

阪
神
淡
路
大
震
災
（
一
九
九
九
年
）
を
契
機
に
、
日
本
の
看
護
基
礎

教
育
に
お
い
て
災
害
看
護
教
育
の
必
要
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
教
育
内
容
の
充
実
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
と
な
り
、
二
〇
〇
九
年
度
の
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
正
で
、

災
害
看
護
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
一
一
年
三
月
に
発
生
し

た
東
日
本
大
震
災
で
は
、
自
然
災
害
の
み
な
ら
ず
大
規
模
な
複
合
災

害
に
対
す
る
よ
り
専
門
的
な
知
識
が
求
め
ら
れ
、
さ
ら
に
多
職
種
協

働
の
中
で
の
調
整
能
力
の
必
要
性
や
、
危
機
管
理
能
力
な
ど
、
看
護

職
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
が
広
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
、
日
本
を
含
め
、
世
界
に
お
け
る
災
害
時
に
的
確
に
対

応
で
き
る
人
材
育
成
は
急
務
で
あ
る
と
の
認
識
が
共
有
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
看
護
基
礎
教
育
を
は
じ
め
現
任
教
育
や
大
学
院
教
育
に
お

い
て
種
々
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
赤
十
字
社
に
お
け
る
災
害
看
護
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て

も
、
現
行
の
災
害
サ
イ
ク
ル
の
急
性
期
医
療
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
に
加

え
、
災
害
の
特
徴
や
災
害
全
サ
イ
ク
ル
に
対
応
で
き
る
救
護
看
護
師

の
養
成
へ
と
、
二
〇
一
三
年
に
救
護
看
護
師
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

の
検
討
が
行
わ
れ
た

２

。

こ
の
よ
う
な
現
状
と
理
解
を
ふ
ま
え
、
改
正
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
後

の
日
本
の
看
護
基
礎
教
育
に
お
け
る
災
害
看
護
教
育
の
実
態
と
課
題

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
日
赤
系
看
護
教
育
機
関
と
設
置
主
体
の
異

な
る
看
護
教
育
機
関
を
対
象
に
実
態
調
査
を
行
っ
た
。
本
稿
は
、
そ

の
第
一
報
と
し
て
、
実
態
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
主
に
災
害
看
護

教
育
担
当
者
の
概
要
お
よ
び
特
徴
、
災
害
へ
の
備
え
に
対
応
す
る
た

め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
現
状
お
よ
び
課
題
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

２　

調
査
の
概
要

⑴
調
査
対
象

日
赤
系
看
護
基
礎
教
育
機
関
：
大
学
六
校
・
看
護
専
門
学
校
一
六

校
と
、
日
赤
と
異
な
る
設
置
主
体
の
国
内
の
看
護
系
大
学
二
〇
五

校
・
短
期
大
学
二
一
校
・
看
護
学
校
（
三
年
課
程
・
四
年
課
程
・
二
年
課

程
）
六
三
〇
校
・
高
等
学
校
・
専
攻
科
五
年
一
貫
教
育
七
七
校
の
う
ち
、

平
成
二
六
年
一
一
月
当
時
に
お
け
る
新
設
校
を
除
い
た
合
計
九
五
七

校
の
災
害
看
護
教
育
に
関
す
る
授
業
担
当
者
に
調
査
を
依
頼
し
た
。

⑵
調
査
方
法
・
期
間

郵
送
に
よ
る
自
記
式
質
問
紙
法
。
質
問
紙
は
、
二
〇
一
四
年
一
二

月
に
配
布
し
、
二
〇
一
五
年
三
月
に
か
け
て
回
収
し
た
。
各
教
育
機

関
に
調
査
依
頼
書
と
「
災
害
看
護
」
授
業
担
当
者
用
調
査
書
一
部
及
び

返
信
用
封
筒
を
送
付
し
た
。

⑶
調
査
内
容

（
１
）
対
象
者
の
属
性

年
齢
、
性
別
、
看
護
職
と
し
て
の
経
験
年
数
、
看
護
教
員
と
し
て

の
経
験
年
数
、
専
門
領
域
、
所
属
す
る
教
育
機
関
の
設
置
主
体
お
よ

び
教
育
課
程
に
つ
い
て
の
項
目
を
設
定
し
た
（
選
択
式
）。

（
２
）
被
災
経
験
お
よ
び
災
害
医
療
援
助
活
動
経
験
に
つ
い
て

被
災
経
験
の
有
無
と
災
害
医
療
援
助
活
動
経
験
の
有
無
（
選
択
式
）

お
よ
び
災
害
医
療
援
助
活
動
経
験
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
自
由

記
載
で
回
答
を
求
め
た
。

（
３
）
災
害
看
護
に
関
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

担
当
教
員
の
専
門
領
域
、
選
択
・
必
修
、
単
位
数
、
時
間
数
、
講

看
護
基
礎
教
育
課
程
に
お
け
る
災
害
看
護
教
育
の
現
状
（
第
１
報
）佐

藤
　
美
佳

日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学
看
護
学
部
看
護
学
科
講
師

―
日
本
赤
十
字
社
看
護
基
礎
教
育
機
関
と
設
置
主
体
の
異
な
る
看
護
基
礎
教
育
機
関
と
の
比
較
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義
に
要
す
る
時
間
、
演
習
に
要
す
る
時
間
、
開
講
年
次
に
つ
い
て
、

二
～
八
項
目
を
設
定
し
た
（
選
択
式
）。
そ
し
て
、
使
用
テ
キ
ス
ト
に

つ
い
て
自
由
記
載
で
回
答
を
求
め
た
。

（
４
）
直
面
し
て
い
る
課
題
と
取
り
組
み

災
害
看
護
教
育
に
お
い
て
、
直
面
し
て
い
る
課
題
と
取
り
組
み
や
、

看
護
基
礎
教
育
に
お
け
る
災
害
看
護
教
育
の
在
り
方
や
今
後
の
展
望

等
に
つ
い
て
自
由
記
載
で
回
答
を
求
め
た
。

⑷
分
析
方
法

デ
ー
タ
は
、
全
て
日
赤
系
看
護
教
育
機
関
と
日
赤
以
外
の
看
護
基

礎
教
育
機
関
に
分
類
し
、比
較
分
析
を
行
っ
た
。
選
択
式
に
よ
る
デ
ー

タ
は
、
全
て
単
純
集
計
し
、
自
由
記
載
の
デ
ー
タ
は
内
容
ご
と
に
分

類
し
た
。
統
計
解
析
に
はIBM

 SPSS Statistics Base 24.0 for W
indows 

を
使
用
し
た
。

⑸
倫
理
的
配
慮

所
属
教
育
機
関
の
研
究
倫
理
審
査
委
員
会
の
承
認
（
承
認
番
号　

二
六
―
〇
二
九
）
を
得
て
実
施
し
、
研
究
参
加
施
設
が
特
定
さ
れ
な
い

よ
う
配
慮
し
た
。
対
象
施
設
の
学
部
長
ま
た
は
教
務
主
任
及
び
、
そ

れ
に
相
当
す
る
責
任
者
に
対
し
文
書
で
本
研
究
の
目
的
、
調
査
用
紙

の
主
旨
を
説
明
し
た
。
調
査
用
紙
へ
の
回
答
は
自
由
意
思
と
し
、
研

究
以
外
で
は
使
用
し
な
い
こ
と
と
、
結
果
は
統
計
的
に
処
理
し
、
学

会
や
学
術
誌
に
公
開
す
る
こ
と
、
プ
ラ
イ
バ
イ
シ
ー
の
保
護
に
つ
い

て
記
載
し
た
。
添
付
し
た
返
信
用
封
筒
に
入
れ
た
調
査
用
紙
の
返
送

を
も
っ
て
承
諾
が
得
ら
れ
た
こ
と
と
し
た
。

３　

調
査
の
結
果

⑴
回
答
者
の
属
性

「
災
害
看
護
」
授
業
担
当
教
員
よ
り
、
日
赤
系
看
護
教
育
機
関
：
大

学
六
校
の
う
ち
一
校
と
、
看
護
専
門
学
校
一
六
校
の
う
ち
、
一
三
校

か
ら
回
答
を
得
た
（
回
収
率
六
三
・
六
％
）。
日
赤
以
外
の
看
護
基
礎
教

育
機
関

：

大
学
・
短
期
大
学
合
計
六
〇
校
（
回
収
率
二
六
・
五
％
）、
看

護
専
門
学
校
・
高
等
学
校
合
計
一
四
八
校
（
回
収
率
二
〇
・
九
％
）
か
ら

回
答
を
得
た
。
調
査
対
象
者
の
属
性
に
つ
い
て
、
日
赤
系
の
看
護
専

門
学
校
と
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
お
よ
び
日
赤
系
の
看
護
大
学

と
日
赤
以
外
の
看
護
大
学
に
つ
い
て
分
類
し
た
結
果
を
表
１
に
示
し

た
。平

均
年
齢
は
、
日
赤
系
大
学
一
校
を
除
い
て
、
四
八
・
二
三
歳
～

五
二
・
〇
〇
歳
と
五
〇
歳
前
後
で
あ
っ
た
。
日
赤
系
看
護
専
門
学
校

の
教
員
は
全
員
五
〇
代
以
下
で
あ
り
、
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
比
較
的
若
い
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。
看
護
職
経
験
年
数

の
う
ち
看
護
師
経
験
平
均
年
数
は
、
看
護
専
門
学
校
の
教
員
に
お
い

て
は
、
一
四
年
が
平
均
で
あ
り
、
日
赤
系
と
日
赤
以
外
も
類
似
し
た

結
果
が
得
ら
れ
た
。
一
方
、
大
学
教
員
に
お
い
て
は
、
看
護
専
門
学

校
の
教
員
と
比
較
し
て
若
干
少
な
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。
教
員
経

験
年
数
に
つ
い
て
は
、
何
れ
の
教
員
も
一
〇
年
以
上
で
あ
り
、
有
意

差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

専
門
領
域
に
つ
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
教
員
は
在
宅

看
護
が
最
も
多
く
、
次
い
で
成
人
看
護
で
あ
っ
た
。
日
赤
以
外
の
看

護
専
門
学
校
の
教
員
は
、
基
礎
看
護
が
最
も
多
く
、
次
い
で
成
人
看

護
で
あ
っ
た
。
日
赤
以
外
の
大
学
の
教
員
は
災
害
・
国
際
看
護
お
よ

び
成
人
看
護
が
最
も
多
く
、
次
い
で
基
礎
看
護
で
あ
っ
た
。
看
護
専

門
学
校
と
の
違
い
と
し
て
、
大
学
の
特
徴
と
し
て
、
災
害
・
国
際
看

護
を
独
立
し
た
領
域
と
し
て
設
け
て

い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

⑵
被
災
経
験
お
よ
び
災
害
医
療
援
助

活
動
経
験
に
つ
い
て

日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
教
員
の

四
割
と
、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学

校
の
教
員
の
約
二
割
は
被
災
経
験
を

有
し
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
教

員
の
方
が
有
意
に
多
い
割
合
が
示
さ

れ
た
。
大
学
教
員
の
被
災
経
験
は
四

割
弱
で
あ
り
、
他
の
教
員
と
有
意
差

は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。（
表
３
）

災
害
医
療
援
助
活
動
経
験
に
つ
い

て
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
教
員

3 
 

 

１
．
回
答
者
の
属
性 

 

「
災
害
看
護
」
授
業
担
当
教
員
よ
り
、
日
赤
系
看
護
教
育
機
関
：
大
学6

校
の
う
ち1

校
と
、
看
護
専
門
学

校16

校
の
う
ち
、1

3

校
か
ら
回
答
を
得
た
（
回
収
率6

3
.6

％
）
。
日
赤
以
外
の
看
護
基
礎
教
育
機
関
：
大
学
・

短
期
大
学
合
計6

0

校
（
回
収
率2

6
.5

％
）、
看
護
専
門
学
校
・
高
等
学
校
合
計1

48

校
（
回
収
率2

0
.9

％
）

か
ら
回
答
を
得
た
。
調
査
対
象
者
の
属
性
に
つ
い
て
、
日
赤
系
の
看
護
専
門
学
校
と
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学

校
お
よ
び
日
赤
系
の
看
護
大
学
と
日
赤
以
外
の
看
護
大
学
に
つ
い
て
分
類
し
た
結
果
を
表1

に
示
し
た
。 

平
均
年
齢
は
、
日
赤
系
大
学1

校
を
除
い
て
、4

8
.2
3

歳
～5

2.
00

歳
と50

歳
前
後
で
あ
っ
た
。
日
赤
系
看

護
専
門
学
校
の
教
員
は
全
員

50

代
以
下
で
あ
り
、
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
比
較
的
若
い
と
い
う

結
果
が
得
ら
れ
た
。
看
護
職
経
験
年
数
の
う
ち
看
護
師
経
験
平
均
年
数
は
、
看
護
専
門
学
校
の
教
員
に
お
い
て

は
、14

年
が
平
均
で
あ
り
、
日
赤
系
と
日
赤
以
外
も
類
似
し
た
結
果
が
得
ら
れ
た
。
一
方
、
大
学
教
員
に
お
い

て
は
、
看
護
専
門
学
校
の
教
員
と
比
較
し
て

若
干
少
な
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。
教
員
経

験
年
数
に
つ
い
て
は
、
何
れ
の
教
員
も

1
0

年
以
上
で
あ
り
、
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
。 

専
門
領
域
に
つ
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専

門
学
校
の
教
員
は
在
宅
看
護
が
最
も
多
く
、

次
い
で
成
人
看
護
で
あ
っ
た
。
日
赤
以
外

の
看
護
専
門
学
校
の
教
員
は
、
基
礎
看
護

が
最
も
多
く
、
次
い
で
成
人
看
護
で
あ
っ

表２　専門領域 n(%)

日赤 日赤以外 日赤 日赤以外

ｎ 13 148 1 60

基 礎 看 護 2
(15.4)

56
(37.8)

1
(100)

5
(8.3)

成 人 看 護 3
(23.1)

23
(15.5)

0 8
(13.3)

老 年 看 護 2
(15.4)

4
(2.7)

0 3
(5.0)

精 神 看 護 2
(15.4)

2
(1.4)

0 0

在 宅 看 護 4
(30.8)

1
(0.7)

0 1
(1.7)

母 性 看 護 0 6
(4.1)

0 2
(3.3)

小 児 看 護 0 7
(6.0)

0 0

地 域 看 護 0 2
(1.4)

0 4
(6.7)

災 害 ・ 国 際 看 護 0 1
(1.7)

0 8
(13.3)

そ の 他 0 4
(2.7)

0 0

無 回 答 0 35
(3.4)

0 29
(48.3)

専門学校 大学

専
門
領
域

表１　回答者の属性 n(%)

日赤 日赤以外 日赤 日赤以外

ｎ 13 148 1 60

男  性 1
（7.7）

11
（7.4）

0
4

(4.7)

女  性 12
（92.3）

103
（69.6）

1
(100)

23
(38.3)

無回答 0
34

（23）
0

33
(55.0)

30 代 1
(7.7％)

12
(8.1)

0 0

40 代 6
(46.2)

50
(33.8)

0 11
(40.7)

50 代 6
(46.2)

62
(41.9)

0
12

(44.4)

60 代 0 12
(8.1)

0 4
(14.8)

70 代 0 2
(1.8)

1(100) 0

無回答 0
10

（6.8）
0

33
(55.0)

48.23
（±22.67）

50.25
（±6.37）

73.00
（±0）

52.00
（±7.09)

看 護 師
14.45

(±8.51)
14.52

（±9.39)
2

(±0)
11.45

(±9.65)

保 健 師 0 0.04
(±0.28)

0 1.70
(±5.27)

助 産 師 3.45
(±7.69)

0.75
（±3.40)

0 0.65
(±2.91)

専 門 看 護 師 0
0.05

（±0.43）
0 0.23

(±0.43)

認 定 看 護 師 0
0.03

（±0.17）
0

0.05
（±0.22）

そ の 他 0 0 0
0.05

（±0.22）

看 護 専 門 学 校
11.45

（±8.05)
12.03

（±8.54)
34

(±0)
1.50

(±3.89)

大 学 0
0.16

（±1.16)
14

(±0)
10.65

(±3.12)

短 期 大 学 0 0.27
（±1.53)

2
(±0)

1.15
(±2.93)

そ の 他 0 0.38
（±1.46)

0 0.10
(±0.31)

平均年齢（SD)

看
護
職
経
験
年
数

(

S
D

)

教
員
経
験
年
数

(

S
D

)

専門学校 大学

性
 
別

年
 
代
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の
五
割
強
が
、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
の
教
員
は
二
割
弱
に
経

験
が
あ
り
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
教
員
の
方
が
有
意
に
多
い
割

合
が
示
さ
れ
た
。
大
学
教
員
は
四
割
に
経
験
が
あ
り
、
他
の
教
員
と

有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

災
害
医
療
援
助
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
、
自
由
記
載
で
回
答
を

求
め
た
結
果
を
図
１
に
示
し
た
。
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
教
員
の

主
な
災
害
援
助
活
動
内
容
と
し
て
、
地
震
お
よ
び
洪
水
等
の
被
災
地

の
亜
急
性
期
の
医
療
救
護
活
動
経
験
が
最
も
多
く
半
数
以
上
を
占
め
、

次
い
で
東
日
本
大
震
災
時
の
医
療
支
援
活
動
経
験
で
あ
っ
た
。
ま
た

活
動
経
験
の
特
徴
と
し
て
、
東
日
本
大
震
災
時
の
医
療
支
援
活
動
経

験
が
最
も
多
く
、
次
い
で
阪
神
淡
路
大
震
災
時
の
救
護
活
動
経
験
で

あ
り
、
そ
の
他
避
難
所
の
健
康
管
理
・
家
族
支
援
・
高
齢
者
の
ケ
ア

や
巡
回
支
援
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
隊
員
と
し
て
の
医
療
支

援
活
動
経
験
等
多
岐
に
渡
る
内
容
が
示
さ
れ
た
。

　
　
　

⑶
災
害
看
護
に
関
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

災
害
看
護
の
授
業
の
必
修
選
択
別
・
単
位
数
・
時
間
数
等
に
つ
い

て
集
計
し
た
結
果
を
表
４
に
示
し
た
。

必
修
選
択
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
で

は
、
一
三
校
全
て
が
必
修
科
目
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
に
対
し
、
日

赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
で
は
、
必
修
科
目
に
位
置
付
け
て
い
る
の

は
九
割
で
、
日
赤
以
外
の
大
学
で
は
七
割
弱
と
低
い
傾
向
が
示
さ
れ

た
。単

位
数
に
つ
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
で
は
、
一
単
位

の
設
定
は
約
八
割
で
、
二
単
位
の
設
定
は
二
割
弱
で
あ
る
の
に
対
し
、

日
赤
以
外
の
全
て
の
看
護
専
門
学
校
は
一
単
位
の
設
定
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
日
赤
以
外
の
大
学
に
お
い
て
は
、
一
単
位
の
設
定
は
八
割
で
、

残
り
二
割
は
二
単
位
の
設
定
で
、
日
赤
以
外
の
大
学
と
日
赤
系
看
護

専
門
学
校
は
類
似
し
た
結
果
が
示
さ
れ
た
。

時
間
数
に
つ
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
は
三
〇
時
間
の
設

3 
 

 

１
．
回
答
者
の
属
性 

 

「
災
害
看
護
」
授
業
担
当
教
員
よ
り
、
日
赤
系
看
護
教
育
機
関
：
大
学6

校
の
う
ち1

校
と
、
看
護
専
門
学

校16

校
の
う
ち
、1

3

校
か
ら
回
答
を
得
た
（
回
収
率6

3
.6

％
）
。
日
赤
以
外
の
看
護
基
礎
教
育
機
関
：
大
学
・

短
期
大
学
合
計6

0

校
（
回
収
率2

6
.5

％
）、
看
護
専
門
学
校
・
高
等
学
校
合
計1

48

校
（
回
収
率2

0
.9

％
）

か
ら
回
答
を
得
た
。
調
査
対
象
者
の
属
性
に
つ
い
て
、
日
赤
系
の
看
護
専
門
学
校
と
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学

校
お
よ
び
日
赤
系
の
看
護
大
学
と
日
赤
以
外
の
看
護
大
学
に
つ
い
て
分
類
し
た
結
果
を
表1

に
示
し
た
。 

平
均
年
齢
は
、
日
赤
系
大
学1

校
を
除
い
て
、4

8
.2

3

歳
～5

2.
00

歳
と50

歳
前
後
で
あ
っ
た
。
日
赤
系
看

護
専
門
学
校
の
教
員
は
全
員

50

代
以
下
で
あ
り
、
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
比
較
的
若
い
と
い
う

結
果
が
得
ら
れ
た
。
看
護
職
経
験
年
数
の
う
ち
看
護
師
経
験
平
均
年
数
は
、
看
護
専
門
学
校
の
教
員
に
お
い
て

は
、14

年
が
平
均
で
あ
り
、
日
赤
系
と
日
赤
以
外
も
類
似
し
た
結
果
が
得
ら
れ
た
。
一
方
、
大
学
教
員
に
お
い

て
は
、
看
護
専
門
学
校
の
教
員
と
比
較
し
て

若
干
少
な
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。
教
員
経

験
年
数
に
つ
い
て
は
、
何
れ
の
教
員
も

1
0

年
以
上
で
あ
り
、
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
。 

専
門
領
域
に
つ
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専

門
学
校
の
教
員
は
在
宅
看
護
が
最
も
多
く
、

次
い
で
成
人
看
護
で
あ
っ
た
。
日
赤
以
外

の
看
護
専
門
学
校
の
教
員
は
、
基
礎
看
護

が
最
も
多
く
、
次
い
で
成
人
看
護
で
あ
っ

表２　専門領域 n(%)

日赤 日赤以外 日赤 日赤以外

ｎ 13 148 1 60

基 礎 看 護 2
(15.4)

56
(37.8)

1
(100)

5
(8.3)

成 人 看 護 3
(23.1)

23
(15.5)

0 8
(13.3)

老 年 看 護 2
(15.4)

4
(2.7)

0 3
(5.0)

精 神 看 護 2
(15.4)

2
(1.4)

0 0

在 宅 看 護 4
(30.8)

1
(0.7)

0 1
(1.7)

母 性 看 護 0 6
(4.1)

0 2
(3.3)

小 児 看 護 0 7
(6.0)

0 0

地 域 看 護 0 2
(1.4)

0 4
(6.7)

災 害 ・ 国 際 看 護 0 1
(1.7)

0 8
(13.3)

そ の 他 0 4
(2.7)

0 0

無 回 答 0 35
(3.4)

0 29
(48.3)

専門学校 大学

専
門
領
域

表１　回答者の属性 n(%)

日赤 日赤以外 日赤 日赤以外

ｎ 13 148 1 60

男  性 1
（7.7）

11
（7.4）

0
4

(4.7)

女  性 12
（92.3）

103
（69.6）

1
(100)

23
(38.3)

無回答 0
34

（23）
0

33
(55.0)

30 代 1
(7.7％)

12
(8.1)

0 0

40 代 6
(46.2)

50
(33.8)

0 11
(40.7)

50 代 6
(46.2)

62
(41.9)

0
12

(44.4)

60 代 0 12
(8.1)

0 4
(14.8)

70 代 0 2
(1.8)

1(100) 0

無回答 0
10

（6.8）
0

33
(55.0)

48.23
（±22.67）

50.25
（±6.37）

73.00
（±0）

52.00
（±7.09)

看 護 師
14.45

(±8.51)
14.52

（±9.39)
2

(±0)
11.45

(±9.65)

保 健 師 0 0.04
(±0.28)

0 1.70
(±5.27)

助 産 師 3.45
(±7.69)

0.75
（±3.40)

0 0.65
(±2.91)

専 門 看 護 師 0
0.05

（±0.43）
0 0.23

(±0.43)

認 定 看 護 師 0
0.03

（±0.17）
0

0.05
（±0.22）

そ の 他 0 0 0
0.05

（±0.22）

看 護 専 門 学 校
11.45

（±8.05)
12.03

（±8.54)
34

(±0)
1.50

(±3.89)

大 学 0
0.16

（±1.16)
14

(±0)
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(±3.12)
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2
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(±0.31)
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数
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S
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別

年
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た
。
日
赤
以
外
の
大
学
の
教
員
は
災
害
・
国
際
看
護
お
よ
び
成
人
看
護
が

最
も
多
く
、
次
い
で
基
礎
看
護
で
あ
っ
た
。
看
護
専
門
学
校
と
の
違
い
と

し
て
、
大
学
の
特
徴
と
し
て
、
災
害
・
国
際
看
護
を
独
立
し
た
領
域
と
し

て
設
け
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。 

 ２
．
被
災
経
験
お
よ
び
災
害
医
療
援
助
活
動
経
験
に
つ
い
て 

 

日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
教
員
の4

割
と
、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学

校
の
教
員
の
約2

割
は
被
災
経
験
を
有
し
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
教

員
の
方
が
有
意
に
多
い
割
合
が
示
さ
れ
た
。
大
学
教
員
の
被
災
経
験
は4

割
弱
で
あ
り
、
他
の
教
員
と
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
（
表3

） 

災
害
医
療
援
助
活
動
経
験
に
つ
い
て
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
教
員

の5

割
強
が
、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
の
教
員
は2

割
弱
に
経
験
が

あ
り
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
教
員
の
方
が
有
意
に
多
い
割
合
が
示
さ

れ
た
。
大
学
教
員
は4

割
に
経
験
が
あ
り
、
他
の
教
員
と
有
意
差
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
。 

災
害
医
療
援
助
活
動
の
内
容
に
つ
い
て
、
自
由
記
載
で
回
答
を
求
め
た
結
果
を
図1

に
示
し
た
。
日
赤
系
看

護
専
門
学
校
の
教
員
の
主
な
災
害
援
助
活
動
内
容
と
し
て
、
地
震
お
よ
び
洪
水
等
の
被
災
地
の
亜
急
性
期
の
医

療
救
護
活
動
経
験
が
最
も
多
く
半

数

以
上
を
占
め
、
次
い
で
東
日
本
大

震
災
時
の
医
療
支
援
活
動
経
験
で

あ
っ
た
。
ま
た
日
赤
系
看
護
専
門

学
校
の
教
員
の
災
害
医
療
支
援
活

動
経
験
の
特
徴
と
し
て
、
複
数
回

に
渡
る
災
害
支
援
活
動
経
験
者
が

多
い
傾
向
に
あ
り
、
ま
た
国
際
緊

急
援
助
隊
員
と
し
て
数
か
国
に
渡

る
派
遣
経
験
を
も
つ
者
も
複
数
名

い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
一
方
、

日
赤
以
外
の
看
護
教
育
機
関
（
大

学
お
よ
び
看
護
専
門
学
校
）
の
教

員
の
災
害
医
療
支
援
活
動
経
験
の

特
徴
と
し
て
、
東
日
本
大
震
災
時

の
医
療
支
援
活
動
経
験
が
最
も
多

く
、
次
い
で
阪
神
淡
路
大
震
災
時

の
救
護
活
動
経
験
で
あ
り
、
そ
の

他
避
難
所
の
健
康
管
理
・
家
族
支
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6
(46.2)

29
(19.6)

0
（0）

21
(35.0)

無 7
(53.8)
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(80.4)

1
(100)

39
(65.0)

7
(53.8)

26
(17.6)

1
(100)

26
(43.3)

無 6
(46.2)

122
(82.4)

0 34
(56.7)

災
害
医
療

援
助
活
動

経
験

有
**

Pearson      *  p＜.05　　**ｐ＜.01

専門学校 大学

被
災
経
験

有
*
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時
間
で
、
次
い
で
日
赤
以
外
の
大
学
の
一
四
時
間
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
平
均
演
習
時
間
も
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
が
最
も
長
く
一
二
時
間

で
あ
り
、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
お
よ
び
大
学
と
有
意
差
が
認

め
ら
れ
た
。

開
講
時
期
に
つ
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
お
よ
び
大
学
と

日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
は
、
三
年
前
期
に
開
講
し
て
い
る
割
合

が
最
も
多
く
、
日
赤
以
外
の
大
学
に
お
い
て
は
、
四
年
後
期
に
開
講

し
て
い
る
割
合
が
最
も
多
い
結
果
が
示
さ
れ
た
。（
図
２
）

教
員
に
つ
い
て
は
、
専
任
教
員
を
配
置
し
て
い
る
割
合
は
、
日
赤

系
看
護
専
門
学
校
は
三
割
、
日
赤
以
外
の
看
護
教
育
機
関
は
一
割
強

で
あ
っ
た
。
専
任
教
員
の
平
均
人
数
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
は

二
・
四
人
で
あ
り
、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
お
よ
び
大
学
よ
り

も
人
数
が
多
い
傾
向
が
示
さ
れ
た
。
非
常
勤
教
は
、
日
赤
系
看
護
専

門
学
校
お
よ
び
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
で
は
約
四
割
が
配
置
し

て
い
る
が
、
日
赤
以
外
の
大
学
で
は
二
割
弱
と
少
な
い
傾
向
が
示
さ

れ
た
。

使
用
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
表
６
に
示
し
た
。
日
赤
系
看
護
専
門
学

校
お
よ
び
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
共
に
、
約
六
割
前
後
が
医
学

書
院
の
「
系
統
看
護
学
講
座　

災
害
看
護
学
・
国
際
看
護
学
」
を
使
用

し
て
お
り
、
日
赤
以
外
の
大
学
に
お
い
て
も
、
三
割
弱
が
使
用
し
て

い
た
。
そ
し
て
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
で
は
次
い
で
南
山
堂
の
「
演

習
で
学
ぶ
災
害
看
護
」、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
で
は
、
メ
デ
ィ

カ
出
版
の
「
ナ
ー
シ
ン
グ
・
グ
ラ
フ
ィ
カ　

災
害
看
護
」、
日
赤
以
外

の
大
学
で
は
、
テ
キ
ス
ト
使
用
無
し
（
資
料
作
成
）
が
多
く
示
さ
れ
た
。

こ
の
他
、
メ
ヂ
カ
ル
フ
レ
ン
ド
社
「
新
体
系
看
護
学
全
書　

災
害
看

護
学
」
や
南
江
堂
「N

ice　

災
害
看
護
―
看
護
の
専
門
知
識
を
統
合
し

て
実
践
に
つ
な
げ
る
―
」、
南
江
堂
「
災
害
看
護　

心
得
て
お
き
た
い

基
本
的
な
知
識
」
な
ど
を
は
じ
め
、
教
育
機
関
に
よ
り
多
種
多
様
な

テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

5 
 

援
・
高
齢
者
の
ケ
ア
や
巡
回
支
援
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
、D

MA
T

隊
員
と
し
て
の
医
療
支
援
活
動
経
験
等
多
岐
に
渡

る
内
容
が
示
さ
れ
た
。 

 
 

 
 

３
．
災
害
看
護
に
関
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム 

 

災
害
看
護
の
授
業
の
必
修
選
択
別
・

単
位
数
・
時
間
数
等
に
つ
い
て
集
計
し

た
結
果
を
表4

に
示
し
た
。 

 

必
修
選
択
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
は
、

日
赤
系
看
護
専
門
学
校
で
は
、13

校
全

て
が
必
修
科
目
に
位
置
づ
け
て
い
る
の

に
対
し
、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校

で
は
、
必
修
科
目
に
位
置
付
け
て
い
る

の
は9

割
で
、
日
赤
以
外
の
大
学
で
は

7

割
弱
と
低
い
傾
向
が
示
さ
れ
た
。 

 

単
位
数
に
つ
い
て
は
、
日
赤
系
看
護

専
門
学
校
で
は
、1

単
位
の
設
定
は
約8

割
で
、2

単
位
の
設
定
は

2

割
弱
で
あ

る
の
に
対
し
、
日
赤
以
外
の
全
て
の
看

護
専
門
学
校
は1

単
位
の
設
定
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
日
赤
以
外
の
大
学
に
お
い
て
は
、1

単
位
の
設
定
は8
割

で
、
残
り2

割
は2

単
位
の
設
定
で
、
日
赤
以
外
の
大
学
と
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
は
類
似
し
た
結
果
が
示
さ

れ
た
。 

 

時
間
数
に
つ
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
は3

0

時
間
の
設
定
は9

割
で
、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学

校
は
、3

0

時
間
が
最
も
多
く
、
次
い
で15

時
間
で
あ
り
、4

5

時
間
は1

割
弱
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
日
赤
以

外
の
大
学
に
お
い
て
は
、15

時
間
が
最
も
多
く
、
次
い
で30

時
間
で
あ
り
、
看
護
専
門
学
校
と
は
反
対
の
結

果
が
示
さ
れ
た
。 

 

平
均
講
義
時
間
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
が
最
も
長
く
約16

時
間
で
、
次
い
で
日
赤
以
外
の
大
学
の14

時
間
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
平
均
演
習
時
間
も
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
が
最
も
長
く

12

時
間
で
あ
り
、
日
赤
以

外
の
看
護
専
門
学
校
お
よ
び
大
学
と
有
意
差
が
認
め
ら
れ
た
。 

表４　単位数・時間数 n(%)

日赤 日赤以外 日赤 日赤以外

ｎ 13 148 1 60

必 修 科 目 13
(100)

138
(93.2)

1
(100)

41
(68.3)

選 択 科 目 0
10

(6.8)
0 19

(31.7)

1 単 位 11
(84.6)

148
(100)

1
(100)

48
(80.0)

2 単 位
28

(15.4)
0 0

12
(20.0)

15 時 間 1
(7.7)

60
(40.5)

0 28
(46.7)

30 時 間 12
(92.3)

68
(45.9)

1
(100)

25
(41.7)

45 時 間 0 1
(0.7)

0 3
(5.0)

そ の 他 0
19

(12.8)
0

3
(5.0)

15.58
(±7.609)

12.77
(±6.611)

24
（±0）

13.89
(±08.058)

12.33
(±5.852)

5.50
(±5.169)

8.00
（±0）

6.74
(±7.516)

平均講義時間
(SD)

平均演習時間
(SD)

** **

Pearson  　**ｐ＜.01

専門学校 大学

選
択

必
修

単
位

時
間
数

定
は
九
割
で
、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
は
、
三
〇
時
間
が
最
も

多
く
、
次
い
で
一
五
時
間
で
あ
り
、
四
五
時
間
は
一
割
弱
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
日
赤
以
外
の
大
学
に
お
い
て
は
、
一
五
時
間
が
最
も
多
く
、

次
い
で
三
〇
時
間
で
あ
り
、
看
護
専
門
学
校
と
は
反
対
の
結
果
が
示

さ
れ
た
。

平
均
講
義
時
間
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
が
最
も
長
く
約
一
六5 

 

援
・
高
齢
者
の
ケ
ア
や
巡
回
支
援
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
、D

MA
T

隊
員
と
し
て
の
医
療
支
援
活
動
経
験
等
多
岐
に
渡

る
内
容
が
示
さ
れ
た
。 

 
 
 
 

３
．
災
害
看
護
に
関
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム 

 

災
害
看
護
の
授
業
の
必
修
選
択
別
・
単
位
数
・
時
間
数
等
に
つ
い
て
集
計
し
た
結
果
を
表4

に
示
し
た
。 

 

必
修
選
択
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
で
は
、13

校
全
て
が
必
修
科
目
に
位
置
づ
け

て
い
る
の
に
対
し
、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
で
は
、
必
修
科
目
に
位
置
付
け
て
い
る
の
は9

割
で
、
日
赤

以
外
の
大
学
で
は7

割
弱
と
低
い
傾
向
が
示
さ
れ
た
。 

 

単
位
数
に
つ
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
で
は
、1

単
位
の
設
定
は
約

8

割
で
、2

単
位
の
設
定
は

2

割
弱
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
赤
以
外
の
全
て
の
看
護
専

門
学
校
は1

単
位
の
設
定
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
日
赤
以

外
の
大
学
に
お
い
て
は
、1

単
位
の
設
定
は8

割
で
、

残
り2

割
は2

単
位
の
設
定
で
、
日
赤
以
外
の
大
学
と

日
赤
系
看
護
専
門
学
校
は
類
似
し
た
結
果
が
示
さ
れ
た
。

 

 

時
間
数
に
つ
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
は3

0

時
間
の
設
定
は9

割
で
、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校

は
、30

時
間
が
最
も
多
く
、
次
い
で15

時
間
で
あ
り
、

4
5

時
間
は1

割
弱
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
日
赤
以
外
の

大
学
に
お
い
て
は
、15

時
間
が
最
も
多
く
、
次
い
で30

時
間
で
あ
り
、
看
護
専
門
学
校
と
は
反
対
の
結
果
が
示

さ
れ
た
。 

 

平
均
講
義
時
間
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
が
最
も

長
く
約1

6

時
間
で
、
次
い
で
日
赤
以
外
の
大
学
の1

4

時
間
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
平
均
演
習
時
間
も
日
赤
系
看

護
専
門
学
校
が
最
も
長
く12

時
間
で
あ
り
、
日
赤
以
外

の
看
護
専
門
学
校
お
よ
び
大
学
と
有
意
差
が
認
め
ら
れ

た
。 

 

開
講
時
期
に
つ
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
お

よ
び
大
学
と
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
は
、3

年
前
期
に
開
講
し
て
い
る
割
合
が
最
も
多
く
、
日
赤
以
外
の

大
学
に
お
い
て
は
、4

年
後
期
に
開
講
し
て
い
る
割
合
が
最
も
多
い
結
果
が
示
さ
れ
た
。
（
図2

） 

 

教
員
に
つ
い
て
は
、
専
任
教
員
を
配
置
し
て
い
る
割
合
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
は3

割
、
日
赤
以
外
の

看
護
教
育
機
関
は1

割
強
で
あ
っ
た
。
専
任
教
員
の
平
均
人
数
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
は2

.4

人
で
あ
り
、

日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
お
よ
び
大
学
よ
り
も
人
数
が
多
い
傾
向
が
示
さ
れ
た
。
非
常
勤
教
は
、
日
赤
系
看

護
専
門
学
校
お
よ
び
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
で
は
約4

割
が
配
置
し
て
い
る
が
、
日
赤
以
外
の
大
学
で
は

2

割
弱
と
少
な
い
傾
向
が
示
さ
れ
た
。 

　図２　開講時期
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図２　開講時期

6 
 

 

使
用
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
表

6

に
示
し
た
。
日
赤
系
看
護
専
門

学
校
お
よ
び
日
赤
以
外
の
看
護

専
門
学
校
共
に
、
約6

割
前
後

が
医
学
書
院
の
「
系
統
看
護
学

講
座 

災
害
看
護
学
・
国
際
看

護
学
」
を
使
用
し
て
お
り
、
日

赤
以
外
の
大
学
に
お
い
て
も
、3

割
弱
が
使
用
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
で

は
次
い
で
南
山
堂
の
「
演
習
で

学
ぶ
災
害
看
護
」
、
日
赤
以
外
の

看
護
専
門
学
校
で
は
、
メ
デ
ィ

カ
出
版
の
「
ナ
ー
シ
ン
グ
・
グ
ラ
フ
ィ
カ 

災
害
看
護
」
、
日
赤
以
外
の
大
学
で
は
、
テ
キ
ス
ト
使
用
無
し
（
資

料
作
成
）
が
多
く
示
さ
れ
た
。
こ
の
他
、
メ
ヂ
カ
ル
フ
レ
ン
ド
社
「
新
体
系
看
護
学
全
書 

災
害
看
護
学
」
や

南
江
堂
「N

i
ce 

災
害
看
護-

看
護
の
専
門
知
識
を
統
合
し
て
実
践
に
つ
な
げ
る-

」
、
南
江
堂
「
災
害
看
護 

心

得
て
お
き
た
い
基
本
的
な
知
識
」
な
ど
を
は
じ
め
、
教
育
機
関
に
よ
り
多
種
多
様
な
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
て
い

る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。 

   ４
．
直
面
し
て
い
る
課
題
と
取
り
組
み 

日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
災
害
看
護
担
当
教
員
か
ら
は
、
直
面
し
て
い
る
課
題
等
に
つ
い
て
の
回
答
は
な
か
っ

た
が
、
「
災
害
救
護
訓
練
を
実
施
し
て
い
る
」1

名
、
「
災
害
看
護
経
験
者
の
講
演
会
を
開
催
し
て
い
る
」1

名

な
ど
、
取
り
組
み
に
つ
い
て
回
答
が
得
ら
れ
た
。 

表５　「災害看護」授業担当教員数
n(%)

日赤 日赤以外 日赤 日赤以外

ｎ 13 148 1 60

0人 4
(30.8)

23
(15.5)

0 6
(10.0)

１～２人 5
(38.5)

77
(52.0)

0 15
(25.0)

３～４人 0 0 1
(100)

2
(3.3)

5人以上 2
(15.4)

4
(2.7)

0 0

2.36
（±3.828）

1.22
（±2.090）

3
（±0）

1.04
（±0.976）

0人 8
(61.5)

81
(54.7)

1
(100)

14
(23.3)

１～２人 1
(7.7)

24
(16.2)

0 5
(8.3)

３～４人 0 0 0 1
(1.7)

5人以上 2
(15.4)

0 0 1
(1.7)

1.09
（±2.212）

0.30
（±0.587）

0 1.17
（±2.269）

0人 6
(46.2)

47
(31.8)

0 13
(21.7)

１～２ 1
(7.7)

43
(29.1)

1
(100)

8
(13.3)

３～４ 3
(23.1)

12
(8.1)

0 2
(3.3)

5以上 1
(7.7)

2
(1.4)

0 0

1.55
（±2.115）

1.08
（±1.446）

0 0.74
（±1.096）

専任
教員数

兼任
教員数

非常勤
教員数

平均人数(SD)

平均人数(SD)

平均人数(SD)

専門学校 大学
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し
て
い
る
」
一
名
な
ど
、
取
り
組
み
に
つ

い
て
回
答
が
得
ら
れ
た
。

日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
の
災
害

看
護
担
当
教
員
か
ら
は
、「
教
員
の
経
験

不
足
と
人
員
不
足
が
課
題
で
あ
り
、
外

部
講
師
に
依
頼
し
て
い
る
」
一
九
名
が
最

も
多
く
、
次
い
で
「
演
習
の
時
間
数
が
不

足
し
て
い
る
／
演
習
を
こ
れ
か
ら
導
入

し
た
い
」
九
名
、
そ
し
て
「
演
習
の
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
不
足
が
課
題
で
あ
る
」
七
名
、

「
視
聴
各
教
材
や
本
な
ど
の
活
用
を
も
っ

と
行
い
た
い
」
七
名
、「
時
間
数
不
足
」

五
名
、「
学
生
の
防
災
・
減
災
意
識
が
低

い
」
五
名
、「
教
員
の
研
修
会
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加
」
五
名
で
あ
っ
た
。

日
赤
以
外
の
大
学
の
災
害
看
護
担
当

教
員
か
ら
は
、「
教
員
の
経
験
不
足
と
人
員
不
足
」
七
名
と
「
時
間
数

不
足
」
七
名
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
地
域
防
災
活
動
と
の
連
携
不
足
。

災
害
拠
点
病
院
と
の
連
携
を
図
っ
て
い
き
た
い
」
二
名
、「
学
生
の
防

災
・
減
災
意
識
が
低
い
」
一
名
、「
開
講
時
期
の
検
討
」
一
名
、「
演
習

の
時
間
数
不
足
」
一
名
で
あ
っ
た
。

４　

考　

察

⑴「
災
害
看
護
」担
当
教
員
の
特
徴
と
求
め
ら
れ
る
能
力

「
災
害
看
護
」
の
授
業
担
当
教
員
の
概
要
に
つ
い
て
、
日
赤
系
看
護

専
門
学
校
と
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
お
よ
び
大
学
と
比
較
し
た

結
果
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
は
専
任
教
員
お
よ
び
兼
任
教
員
、
非

常
勤
教
員
全
て
に
つ
い
て
平
均
人
数
が
最
も
多
い
傾
向
が
示
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
各
県
の
日
赤
支
部
は
、
防
災
教
育
の
人
材
、
教
育
機

材
、
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
る
強
み
が
あ
り
３

、
経
験
豊
か
な
人
材

を
積
極
的
に
災
害
救
護
実
習
指
導
者
と
し
て
送
り
込
む
こ
と
が
可
能

で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
平
均
年
齢

は
五
〇
歳
前
後
で
、
看
護
職
経
験
年
数
は
一
一
～
一
四
年
、
教
員
経

験
年
数
は
一
〇
～
一
二
年
で
あ
り
、
何
れ
も
類
似
し
た
年
数
で
あ
り
、

日
赤
以
外
の
教
育
機
関
と
の
有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
本
研
究
対
象
で
あ
る
「
災
害
看
護
」
の
授
業
担
当
は
、
熟

練
し
た
看
護
職
経
験
を
有
し
、
看
護
教
員
と
し
て
も
経
験
豊
か
で
あ

る
人
材
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

一
方
、
被
災
経
験
お
よ
び
災
害
医
療
支
援
活
動
経
験
に
つ
い
て
は
、

日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
教
員
の
方
が
経
験
者
有
意
に
多
い
傾
向
が

示
さ
れ
た
も
の
の
、
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
お
よ
び
大
学
に
お

け
る
直
面
し
て
い
る
課
題
と
し
て
、
教
員
の
経
験
不
足
と
人
員
不
足

が
最
も
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
災
害
看
護
科
目
を

担
当
す
る
教
員
に
求
め
ら
れ
る
能
力
と
し
て
、
災
害
医
療
援
助
活
動

を
経
験
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
教
員
自
ら
が
災
害
医
療

援
助
活
動
を
経
験
し
、
現
場
の
状
況
を
直
接
学
生
達
に
伝
え
る
こ
と

も
、
臨
場
感
か
つ
説
得
力
あ
る
教
育
方
法
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る

４

。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
看
護
職
の
災
害
看
護
実
践
活
動

が
個
々
の
経
験
に
留
ま
り
、
そ
こ
で
得
た
知
識
・
技
術
が
十
分
に
教

育
に
活
か
さ
れ
て
い
な
い
現
状
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
後

い
か
に
災
害
看
護
の
実
践
を
蓄
積
し
、
災
害
へ
の
備
え
と
し
て
教
育

に
つ
な
げ
て
い
く
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
る

５

。

本
研
究
に
お
い
て
、
日
赤
以
外
の
大
学
の
災
害
看
護
担
当
教
員
の

災
害
医
療
支
援
活
動
経
験
の
割
合
が
、
四
割
強
に
達
し
て
い
る
こ
と

が
示
さ
れ
た
。
日
赤
系
の
看
護
専
門
学
校
と
同
様
に
、
災
害
看
護
実

践
者
を
個
人
の
経
験
へ
の
依
存
と
し
て
、
災
害
看
護
教
育
に
携
わ
ら

せ
る
傾
向
が
高
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
今
後
の
災
害
看
護
の
体
系
化
・

組
織
化
・
一
般
化
の
構
築
が
望
ま
れ
る
。

こ
う
し
た
中
、
災
害
看
護
教
育
に
お
け
る
人
材
育
成
と
し
て
、

二
〇
一
四
年
よ
り
災
害
看
護
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
養
成
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
開
始
さ
れ
、
日
本
赤
十
字
看
護
大
学
と
、
日
本
の
看
護
系
大
学

と
共
同
大
学
院
を
設
置
し
、
学
際
的
指
導
力
を
発
揮
す
る
災
害
看
護

7 
 

日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学
校
の
災
害
看
護
担
当
教
員
か
ら
は
、
「
教
員
の
経
験
不
足
と
人
員
不
足
が
課
題
で

あり
、

外部講師に依
頼
し
て
い
る
」1

9

名
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
演
習
の
時
間
数
が
不
足
し
て
い
る
／
演
習
を
こ
れ
か
ら
導
入

し
た
い
」9

名
、
そ
し
て
「
演
習
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
不
足
が
課
題
で
あ
る
」7

名
、「
視
聴
各
教
材
や
本
な
ど
の

活
用
を
も
っ
と
行
い
た
い
」7

名
、
「
時
間
数
不
足
」5

名
、
「
学
生
の
防
災
・
減
災
意
識
が
低
い
」5

名
、
「
教

員
の
研
修
会
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加
」5

名
で
あ
っ
た
。 

日
赤
以
外
の
大
学
の
災
害
看
護
担
当
教
員
か
ら
は
、「
教
員
の
経
験
不
足
と
人
員
不
足
」7

名
と
「
時
間
数
不

足
」7

名
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
地
域
防
災
活
動
と
の
連
携
不
足
。
災
害
拠
点
病
院
と
の
連
携
を
図
っ
て
い

き
た
い
」2

名
、
「
学
生
の
防
災
・
減
災
意
識
が
低
い
」1

名
、
「
開
講
時
期
の
検
討
」1

名
、
「
演
習
の
時
間
数

不
足
」1

名
で
あ
っ
た
。 

 

 

Ⅳ
．
考
察 

 

１
．
「災
害
看
護
」担
当
教
員
の
特
徴
と
求
め
ら
れ
る
能
力 

 

「
災
害
看
護
」
の
授
業
担
当
教
員
の
概
要
に
つ
い
て
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
と
日
赤
以
外
の
看
護
専
門
学

校
お
よ
び
大
学
と
比
較
し
た
結
果
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
は
専
任
教
員
お
よ
び
兼
任
教
員
、
非
常
勤
教
員
全

て
に
つ
い
て
平
均
人
数
が
最
も
多
い
傾
向
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
各
県
の
日
赤
支
部
は
、
防
災
教
育
の
人
材
、

教
育
機
材
、
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
る
強
み
が
あ
り
３

、
経
験
豊
か
な
人
材
を
積
極
的
に
災
害
救
護
実
習
指
導

者
と
し
て
送
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
平
均
年
齢
は
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表6　使用テキスト n(%)

日赤 日赤以外 日赤 日赤以外

ｎ 13 148 1 60

「系統看護学講座　災害看護学・国際看護学」（医学書院） 8
(61.5)

86
(58.1)

0 16
(26.7)

「演習で学ぶ災害看護」（南山堂） 3
(23.1)

1
(0.7)

1
(100)

0

「ナーシング・グラフィカ　災害看護」（メディカ出版） 1
(7.7)

25
(16.9)

0 9
(15.0)

「新体系看護学全書　災害看護学」（メヂカルフレンド社） 1
(7.7)

16
(10.8)

0 3
(5.0)

「赤十字　救急法講習教本」（日本赤十字社） 1
(7.7)

2
(1.4)

0 0

「災害時のこころのケア」（日本赤十字社） 1
(7.7)

0 0 0

「いのちとこころを救う災害看護」（学研） 1
(7.7)

6
(4.1)

0 1
(1.7)

「人道」（蒼生書房） 1
(7.7)

0 0 0

「Ｎｉｃｅ 災害看護 -看護の専門知識を統合して実践につなげる」（南江堂） 0 6
(4.1)

0 10
(16.7)

「災害看護　心得ておきたい基本的な知識」（南江堂） 0 7
(4.7)

1
(100)

7
(11.7)

「系統看護学講座　看護学概論」（医学書院） 0 6
(4.1)

0 0

「災害看護学習テキスト（実践編）」（日本看護協会出版会） 0 2
(1.4)

0 4
(6.7)

「災害看護学習テキスト（概論編）」（日本看護協会出版会） 0 0 0 3
(5.0)

「系統看護学講座　救急看護学」（医学書院） 0 2
(1.4)

0 1
(1.7)

「石巻赤十字病院の100日間」（小学館） 0 2
(1.4)

0 0

「災害現場でのトリアージと応急処置」（日本看護協会出版会） 0
1

(0.7)
0 2

(3.3)

「最新保健学講座　公衆衛生看護管理論」（メヂカルフレンド社） 0 0 0 2
(3.3)

「新版災害看護　-人間の生命と生活を守る-」（メディカ出版） 0
1

(0.7)
0 1

(1.7)

テキスト指定なし／資料作成 0
1

(0.7)
0 11

(18.3)

「テキスト名」（出版社）
専門学校 大学

⑷
直
面
し
て
い
る
課
題
と
取
り
組
み

日
赤
系
看
護
専
門
学
校
の
災
害
看
護
担
当
教
員
か
ら
は
、
直
面
し

て
い
る
課
題
等
に
つ
い
て
の
回
答
は
な
か
っ
た
が
、「
災
害
救
護
訓

練
を
実
施
し
て
い
る
」
一
名
、「
災
害
看
護
経
験
者
の
講
演
会
を
開
催
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の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
育
成
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
、
今
後

の
災
害
看
護
教
育
の
人
材
育
成
の
礎
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

⑵「
災
害
看
護
」教
育
の
実
態　
　

（
１
）
科
目
設
定
に
つ
い
て

「
災
害
看
護
」
の
科
目
設
定
と
し
て
、
日
赤
お
よ
び
日
赤
以
外
の
全

て
の
看
護
教
育
機
関
に
お
い
て
、「
必
修
科
目
」「
一
単
位
」「
三
〇
時

間
」
が
最
も
多
か
っ
た
。
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
は
、
設
置
目
的
が

日
本
赤
十
字
社
法
に
基
づ
い
た
「
救
護
班
要
員
候
補
者
で
あ
る
赤
十

字
看
護
師
養
成
」
で
あ
り
、
設
置
主
体
で
あ
る
日
本
赤
十
字
社
事
業

部
看
護
局
の
管
轄
の
も
と
に
共
通
あ
る
い
は
標
準
と
す
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
が
設
定
さ
れ
て
い
る

６

た
め
、「
必
修
科
目
」「
一
単
位
」「
三
〇
時

間
」
は
統
一
し
て
決
め
ら
れ
た
科
目
設
定
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し

て
日
赤
以
外
の
看
護
教
育
機
関
に
お
い
て
も
、
同
様
の
科
目
設
定
が

示
さ
れ
た
。
長
澤
ら
の
調
査
結
果
で
は
、「
選
択
科
目
」「
一
五
時
間
」

「
一
単
位
」
の
設
定
が
最
も
多
い
結
果

４

で
あ
り
、
本
研
究
と
は
異
な

る
結
果
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
度
改
正
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
い

て
、
統
合
看
護
分
野
と
し
て
の
災
害
看
護
の
導
入
が
な
さ
れ
、
そ
の

成
果
が
本
研
究
結
果
に
反
映
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

「
選
択
科
目
」
か
ら
「
必
修
科
目
」
へ
移
行
し
た
背
景
と
し
て
、
新
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
改
正
に
伴
う
科
目
設
定
の
必
要
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま

た
、
看
護
師
国
家
試
験
の
出
題
基
準
に
も
災
害
看
護
に
関
す
る
内
容

が
追
加
さ
れ
、
毎
年
出
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、「
必
修
科
目
」
と
し

て
科
目
設
定
を
す
る
教
育
機
関
が
増
え
た
要
因
と
言
え
る
。
そ
し
て
、

時
間
数
も
一
五
時
間
か
ら
三
〇
時
間
へ
と
増
加
傾
向
が
示
さ
れ
た
こ

と
は
、
多
発
す
る
災
害
等
へ
対
応
す
る
た
め
、
状
況
に
応
じ
た
様
々

な
看
護
師
の
役
割
も
期
待
さ
れ
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
要
因
で
あ
る
。
看
護
職
は
、
国
内
外
の
医
療
現
場
だ
け
で
な
く
避

難
所
な
ど
、
災
害
発
生
直
後
か
ら
中
長
期
的
な
関
わ
り
ま
で
広
い
範

囲
で
活
動
し
、
被
災
者
の
健
康
と
生
活
を
護
り
復
興
に
導
く
た
め
に
、

状
況
に
応
じ
た
様
々
な
役
割
を
担
っ
て
い
る

５

。
災
害
看
護
に
お
い

て
は
、
幅
広
い
知
識
と
実
践
力
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
時
間
数

の
増
加
が
必
要
と
な
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
一
方
で
、
直
面
し
て

い
る
課
題
と
し
て
「
時
間
数
不
足
」
が
挙
げ
ら
れ
た
。
演
習
時
間
も
含

め
た
、
限
ら
れ
た
時
間
数
で
教
授
で
き
る
教
育
内
容
の
精
選
が
喫
緊

の
課
題
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
教
育
方
法
に
つ
い
て

災
害
看
護
の
教
育
方
法
の
一
つ
で
あ
る
演
習
時
間
に
つ
い
て
比

較
し
た
結
果
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
は
有
意
に
平
均
時
間
数
が

多
い
結
果
が
得
ら
れ
た
。「
災
害
看
護
」
の
教
育
方
法
に
つ
い
て
は
、

講
義
・
演
習
・
訓
練
を
用
い
る
こ
と
で
認
知
領
域
・
情
意
領
域
・
精

神
運
動
領
域
の
三
領
域
に
お
け
る
学
び
が
成
立
し
、
災
害
時
に
実

際
に
活
動
で
き
る
看
護
職
を
養
成
す
る
た
め
に
、
専
門
技
術
の
習

得
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
災
害
と
そ
れ
に
伴
う
健
康
問
題
の
特
徴

や
他
職
種
と
の
連
携
な
ど
、
組
織
的
な
動
き
や
体
制
づ
く
り
の
必

要
性
を
学
ぶ
教
育
が
必
要
で
あ
る

７

。
そ
の
中
で
も
、
体
験
型
学
習

が
有
効
で
あ
る

８

と
さ
れ
、
演
習
に
焦
点
を
当
て
、
急
性
期
に
対
応

し
た
看
護
に
加
え
て
被
災
者
の
生
活
を
理
解
で
き
る
体
験
型
学
習

内
容
の
演
習
の
必
要
性

８

も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
一

方
で
、
看
護
専
門
学
校
の
教
員
を
対
象
に
災
害
看
護
教
育
に
関
す
る

調
査
を
行
っ
た
結
果
、
看
護
教
員
は
「
災
害
看
護
」
の
授
業
の
難
し

さ
の
理
由
を
経
験
不
足
や
演
習
の
実
施
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ

と
９

が
明
ら
か
と
な
り
、
演
習
の
授
業
時
間
数
が
と
れ
な
い
こ
と
や

演
習
場
所
の
確
保
の
困
難
、
教
員
の
知
識
不
足
を
理
由
に
演
習
を

取
り
入
れ
る
こ
と
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ

る
。
更
に
、
演
習
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
不
足
や
、
学
生
の
防
災
・
減
災

意
識
が
低
い
こ
と
も
演
習
の
難
し
さ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。
災
害
看
護
教
育
の
充
実
を
は
か
る
た
め
に
は
、
演
習

内
容
と
方
法
に
つ
い
て
、
一
般
化
で
き
る
よ
う
に
検
討
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
、
演
習
時
間
を
有
意
に
多
く
設
定
で
き

て
い
る
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
に
お
け
る
演
習
方
法
の
具
体
的
な
内

容
に
つ
い
て
、
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

使
用
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
日
赤
系
看
護
専
門
学
校
に
お
い
て

統
一
し
て
使
用
し
て
い
る
も
の
は
な
く
、
各
校
に
一
任
し
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
た
。
主
に
使
用
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、「
災
害
の

定
義
・
分
類
」「
災
害
サ
イ
ク
ル
」「
ト
リ
ア
ー
ジ
」
な
ど
、
何
れ
も
災

害
看
護
教
育
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
項
目
が
網
羅
さ
れ
、
日
本
の
場

合
、
慢
性
期
・
災
害
復
興
期
に
お
け
る
災
害
看
護
が
具
体
的
に
記
載

さ
れ
て
お
り
、
世
界
的
に
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き
る
も
の

で
あ
る

10

と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
〇
年
以
上
前
か
ら
課
題
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
「
赤
十
字
災
害
看
護
」
の
教
授
内
容
方
法
の
標
準
化

３

は
、
未
だ
実
現
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
国
際
看
護
の
視
点
に
お
い
て

も
充
実
し
た
テ
キ
ス
ト
が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
改
め
て

示
さ
れ
た
。

５　

ま
と
め

二
〇
〇
九
年
改
正
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
災
害
看
護
の
導
入

後
、
教
育
機
関
の
教
育
内
容
に
は
大
き
な
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
従
っ

て
、
教
育
内
容
を
精
選
・
体
系
化
し
、
限
ら
れ
た
人
的
・
物
理
的
環
境

の
中
で
ど
の
よ
う
な
災
害
看
護
教
育
を
行
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る

５

。

本
調
査
で
は
、
全
国
の
看
護
基
礎
教
育
機
関
の
災
害
看
護
の
授
業
担

当
者
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
災
害
看
護
の
科
目
設
定
お

よ
び
教
育
方
法
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
日
赤
系
の
看
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護
教
育
機
関
と
日
赤
以
外
の
看
護
教
育
機
関
と
の
比
較
を
行
っ
た
こ

と
で
、
日
赤
系
看
護
教
育
機
関
に
お
け
る
教
育
人
材
の
豊
富
さ
と
教

育
方
法
と
し
て
の
演
習
時
間
の
豊
富
さ
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
今
後

さ
ら
に
災
害
看
護
の
学
術
的
体
系
化
を
は
か
る
た
め
に
も
、
日
赤
系

看
護
教
育
機
関
を
中
心
と
し
た
災
害
看
護
教
育
モ
デ
ル
の
構
築
の
必

要
性
が
望
ま
れ
る
。

な
お
、
放
射
線
災
害
看
護
に
関
す
る
教
育
に
つ
い
て
は
、
日
赤

系
看
護
教
育
機
関
に
お
い
て
一
校
の
み
で
あ
っ
た
た
め
比
較
検
討
で

き
な
か
っ
た
。
こ
の
理
由
・
背
景
に
つ
い
て
さ
ら
に
調
査
を
す
す
め
、

第
二
報
で
報
告
し
た
い
。

引
用
文
献

１　

南
裕
子
（
一
九
九
九
）．『
災
害
看
護
学
構
築
に
向
け
て
の
課
題
と
展

望
』
看
護
研
究
．Vol. 32.N

 o.3.

（pp. 41-48

）．

２　

浦
田
喜
久
子
（
二
〇
一
四
）．『
日
本
赤
十
字
社
に
お
け
る
災
害
看
護

の
人
材
育
成　

～
災
害
看
護
教
育
の
強
化
～
』
日
本
赤
十
字
看
護
学
会

誌
．Vol.14.N

o.1.

（pp.79-81

）．

３　

山
本
捷
子
・
平
野
美
樹
子
・
小
原
真
理
子
・
高
岸
壽
美
（
二
〇
〇
六
）．

『
日
本
赤
十
字
社
の
災
害
看
護
教
育
の
在
り
方
を
探
る
』
日
本
赤
十
字

看
護
学
会
誌
．Vol.6.N

o.1.

（pp.42-46

）．

４　

長
澤
利
枝
・
松
尾
ひ
と
み
・
深
江
久
代
・
高
林
ふ
み
代
・
稲
勝
理
恵
・

白
石
葉
子
・
増
田
明
美
・
渡
邊
輝
美
（
二
〇
一
〇
）．『
看
護
系
大
学
お

よ
び
短
期
大
学
に
お
け
る
災
害
看
護
教
育
の
実
態
』
静
岡
県
立
大
学
短

期
大
学
部
看
護
学
科
紀
要
．
平
成
一
九
年
度
特
別
研
究
報
書
．（pp.1-11

）．

５　

小
原
真
理
子
（
二
〇
一
四
）．『
進
化
す
る
災
害
看
護
教
育
』
日
本
赤

十
字
看
護
学
会
誌
．Vol.14,N

o.1

（pp.57-62

）．

６　

山
本
捷
子
・
谷
岸
悦
子
（
二
〇
〇
七
）．『
日
本
赤
十
字
社
看
護
基

礎
教
育
課
程
に
お
け
る
災
害
看
護
教
育
の
現
状
―
設
置
主
体
の
異

な
る
四
年
制
看
護
大
学
と
比
較
し
て
―
』
日
本
赤
十
字
看
護
学
会
誌
．

Vol.7,N
o.1

（pp.78-84

）.

７　

南
裕
子
・
山
本
あ
い
子
（
二
〇
〇
七
）．『
災
害
看
護
学
習
テ
キ
ス
ト

　

概
論
編
』
日
本
看
護
協
会
出
版
会
．
東
京
．

８　

澤
田
由
美
・
古
城
幸
子
・
中
山
亜
弓
・
柘
野
浩
子
（
二
〇
一
五
）．『
看

護
系
大
学
に
お
け
る
災
害
看
護
教
育
―
宿
泊
に
よ
る
授
業
形
態
を
体

験
し
た
学
生
の
学
び
か
ら
教
育
方
法
を
検
討
す
る
―
』
新
見
公
立
大
学

紀
要
．
第
三
六
巻
．（pp.21-26

）．

９　

関
谷
ま
り
．『
看
護
専
門
学
校
に
お
け
る
災
害
看
護
の
授
業
実
態

と
教
員
の
災
害
看
護
教
育
へ
の
考
え
方
―
看
護
教
員
を
対
象
と
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
―
』．
日
本
災
害
看
護
学
会
誌
．Vol.16.　

N
o.3.

（pp.32-42

）．

10　

東
浦
洋
・
小
原
真
理
子
・
佐
々
木
幾
美
・
武
井
麻
子
・
本
庄
恵
子
・

グ
ラ
イ
ナ
ー
智
恵
子
他
（
二
〇
一
四
）．『
国
際
的
な
災
害
看
護
研
究
お

よ
び
教
育
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
う
た
め
の
拠
点
形
成
』．
学
校
法
人
日

本
赤
十
字
学
園　

平
成
二
三
年
度
―
平
成
二
五
年
度
私
立
大
学
戦
略

的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業　

研
究
成
果
報
告
書
．（pp.1-30

）．

傷
病
兵
に
も
爆
弾
の
雨
…
… 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

「
日
赤
看
護
婦
・
戦
時
救
護
活
動
」

元
日
本
赤
十
字
社
山
形
支
部
第
五
五
〇
救
護
班
看
護
婦
・
永
岡
と
し
え
氏

元
日
本
赤
十
字
社
山
形
支
部
第
五
五
〇
救
護
班
看
護
婦

一
九
二
四
年
（
大
正
十
三
年
）
十
月
二
十
五
日 

山
形
県
北
村
山
郡
袖
崎

村
（
現
村
山
市
）
生
ま
れ

一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
年
）
四
月　

秋
田
赤
十
字
病
院
甲
種
救
護
看
護

婦
養
成
所
入
学
［
三
十
四
回
生
］

一
九
四
三
年
（
昭
和
十
八
年
）
十
月　

卒
業

一
九
四
四
年
（
昭
和
十
九
年
）
二
月
二
十
三
日　

第
五
五
〇
救
護
班
召
集
。

漢
口
第
一
陸
軍
病
院
配
属

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
十
年
）
三
月
六
日　

第
一
五
八
兵
站
病
院
に
改
編

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
十
一
年
）
六
月
十
九
日　

召
集
解
除

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
十
一
年
）
九
月
十
五
日　

内
地
還
送
患
護
送
員

　
　
　
　

と
し
て
、
患
者
と
と
も
に
帰
還

　
永
岡
と
し
え
氏
（
旧
姓
　
梶
川
）　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

≪インタビュー≫日赤看護婦・戦時救護活動 

 

◇傷病兵にも爆弾の雨・・・ 

            永岡としえ氏（元日本赤十字社山形支部第五五〇救護班看護婦） 

 

【永岡としえ氏（旧姓 梶川） プロフィール】―――――――――――――――― 

 元日本赤十字社山形支部第五五〇救護班看護婦 

一九二四年（大正十三年）十月二十五日 山形県北村山郡袖崎村（現村山市）生まれ 

一九四一年（昭和十六年）四月 秋田赤十字病院甲種救護看護婦養成所入学［三十四回

生］ 

一九四三年（昭和十八年）十月     卒業 

一九四四年（昭和十九年）二月二十三日 第五五〇救護班召集。漢口第一陸軍病院配属 

一九四五年（昭和二十年）三月六日   第一五八兵站病院に改編 

一九四六年（昭和二十一年）六月十九日 召集解除 

一九四六年（昭和二十一年）九月十五日 内地還送患護送員として、患者とともに帰還 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

山形支部から派遣された永岡さんと高梨さん 

 

 

卒後すぐに召集 

 

我が家には、第二次大戦に召集された家族がいなかったため、お国のために役立つ職業を

求め、秋田赤十字病院甲種救護看護婦養成所に入学しました。入学したのは太平洋戦争が

勃発する前の昭和十六年四月で当時、養成所では学科だけでなく、交代制で病院に勤務し

なければならなかった。また、言葉遣いや態度が悪いと「申し告げ」という上級生からの

指導があり、養成所での生活は非常に厳しいものでした。 

山形支部から派遣された永岡さん（右）と高梨さん（左）
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卒
後
す
ぐ
に
召
集

我
が
家
に
は
、
第
二
次
大
戦
に
召
集
さ
れ
た
家
族
が
い
な
か
っ
た

た
め
、
お
国
の
た
め
に
役
立
つ
職
業
を
求
め
、
秋
田
赤
十
字
病
院
甲

種
救
護
看
護
婦
養
成
所
に
入
学
し
ま
し
た
。
入
学
し
た
の
は
太
平
洋

戦
争
が
勃
発
す
る
前
の
昭
和
十
六
年
四
月
で
当
時
、
養
成
所
で
は
学

科
だ
け
で
な
く
、
交
代
制
で
病
院
に
勤
務
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
ま
た
、
言
葉
遣
い
や
態
度
が
悪
い
と
「
申
し
告
げ
」
と
い
う

上
級
生
か
ら
の
指
導
が
あ
り
、
養
成
所
で
の
生
活
は
非
常
に
厳
し
い

も
の
で
し
た
。

太
平
洋
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
秋
田
赤
十
字
病
院
か
ら
も
次
々

と
看
護
婦
が
召
集
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
り
、
養
成
所
の
生
徒
が
院
内

の
看
護
活
動
を
担
い
ま
し
た
。
昭
和
十
八
年
に
な
る
と
、
私
を
含
め

た
三
年
生
は
各
科
で
主
任
ク
ラ
ス
の
職
務
を
担
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
救
護
看
護
婦
の
派
遣
要
請
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め

に
、
日
本
赤
十
字
社
が
同
年
十
月
二
日
付
で
通
知
し
た
「
甲
種
救
護

看
護
婦
生
徒
繰
上
卒
業
ニ
關
ス
ル
件
通
牒
」
に
基
づ
き
、
三
十
四
回

生
は
当
初
よ
り
約
五
カ
月
早
い
昭
和
十
八
年
十
月
に
卒
業
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

卒
後
は
秋
田
赤
十
字
病
院
に
勤
務
し
ま
し
た
が
、
昭
和
十
九
年
二

月
十
七
日
、つ
い
に
戦
時
召
集
状（
赤
紙
）
が
届
き
ま
し
た
。
召
集
前
夜
、

遺
書
を
し
た
た
め
ま
し
た
。

「
喜
ん
で
赤
十
字
の
旗
の
下
に
死
に
ま
す
。
父
上
様
、
母
上
様
、

喜
ん
で
く
だ
さ
い
。
と
し
え
は
立
派
に
勤
め
を
果
し
て
見
せ
ま

す
」

こ
の
よ
う
な
誓
い
を
胸
に
、
二
月
二
十
三
日
、
つ
い
に
第
五
五
〇

救
護
班
の
看
護
婦
と
し
て
漢
口
第
一
陸
軍
病
院
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

赤
十
字
条
約
も
守
ら
れ
ず
…
…

漢
口
第
一
陸
軍
病
院
は
、
傷
病
兵
約
二
五
〇
〇
人
、
日
赤
と
陸
軍

の
看
護
婦
合
わ
せ
て
約
三
五
〇
人
が
勤
務
す
る
大
病
院
で
し
た
。
私

は
、
主
に
カ
ル
テ
の
記
入
・
管
理
を
行
う
診
断
係
と
し
て
伝
染
病
棟

に
配
属
さ
れ
ま
し
た
。
腸
チ
フ
ス
、
パ
ラ
チ
フ
ス
、
赤
痢
に
罹
る
傷

病
兵
が
多
く
収
容
さ
れ
、
妻
や
子
ど
も
の
名
前
を
呼
び
な
が
ら
亡
く

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

戦
況
が
悪
化
し
終
戦
間
近
に
な
る
と
、
頻
繁
に
「
患
者
収
容
」１

の

号
令
が
か
か
り
、
看
護
婦
は
救
急
業
務
に
就
き
、
搬
送
さ
れ
て
き
た

傷
病
兵
の
仕
分
け
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
既
に
亡
く

な
っ
て
い
る
兵
士
、
手
足
が
な
か
っ
た
り
傷
口
か
ら
ウ
ジ
が
わ
い
て

い
る
兵
士
も
た
く
さ
ん
収
容
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
、
赤
十
字
条
約
は
守
ら
れ
ず
、
毎
日
病
院
は
空
襲
に
見
舞
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
炊
事
場
で
食
事
を
受
け
取
り
、
病
室
に
戻
る
傷
病

兵
が
敵
機
の
標
的
と
な
り
、
低
空
飛
行
で
爆
弾
が
落
と
さ
れ
ま
し
た
。

着
て
い
た
衣
服
や
死
体
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
木
の
枝
に
引
っ
か
か

る
光
景
を
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
看
護
婦
も
靴
を
履
い
た
ま
ま

寝
て
、
空
襲
が
あ
る
と
屋
根
の
な
い
穴
だ
け
の
防
空
壕
へ
避
難
し
ま

し
た
。
雨
の
日
に
水
が
溜
ま
っ
て
も
、
そ
こ
に
避
難
す
る
し
か
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た

２

。

終
戦
前
は
火
葬
し
、
遺
骨
を
内
地
に
送
っ
て
い
ま
し
た
が
、
終

戦
後
は
薪
も
足
り
な
く
な
り
、
病
院
の
周
囲
に
穴
を
掘
っ
て
、
そ
こ

に
死
体
を
並
べ
て
土
葬
し
ま
し
た
。
土
葬
す
る
と
き
、
右
手
だ
け
を

切
断
し
て
、
そ
れ
を
焼
き
、
そ
の
右
手
の
骨
だ
け
を
遺
骨
箱
に
収
め
、

内
地
に
送
り
ま
し
た
。
帰
還
前
の
一
カ
月
間
勤
務
し
た
上
海
の
第

一
五
七
兵
站
病
院
で
は
、
親
指
の
骨
だ
け
が
遺
骨
で
し
た
。
こ
の
と

き
、
は
じ
め
て
敗
戦
の
哀
れ
な
現
実
を
認
識
し
ま
し
た
。

　
　
（
＊
本
文
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
き
編
集
し
た
も
の
で
す
。）

注１　

現
在
で
い
う
ト
リ
ア
ー
ジ
活
動
と
考
え
ら
れ
る
。

２　

 

実
際
に
は
防
空
壕
が
あ
っ
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
。
以
下
に
詳
し

い
。
元
日
赤
従
軍
看
護
婦
の
会
（
一
九
八
五
）．
日
本
赤
十
字
従
軍
看

護
婦
制
湯
に
捧
げ
た
青
春　

第
二
巻
．
元
日
赤
従
軍
看
護
婦
の
会
． 

三
二
四
頁
． 

参
考
文
献
・
資
料

・
舟
越
五
百
子
（
二
〇
〇
五
）．
第
二
次
世
界
大
戦
下
に
お
け
る
日
本
赤

十
字
社
の
看
護
教
育
．
東
北
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
研
究
年
報
、

第
五
四
集
第
一
号
、
八
二
―
一
〇
七
頁

・
日
本
赤
十
字
社
山
形
県
支
部
桐
花
会
（
二
〇
一
六
）．
あ
れ
か
ら
七
〇
年

が
過
ぎ
て　
「
桐
の
花
」
や
ま
が
た
―
赤
十
字
救
護
看
護
師
の
記
録
―
、

日
本
赤
十
字
社
山
形
県
支
部
桐
花
会

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
協
力

：

 

日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学　

新
沼
剛
（
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員
）

 

聖
カ
タ
リ
ナ
大
学　

永
易
裕
子

　
　
　
　

編
集
協
力

：

 

日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学　

荻
原
麻
紀
（
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員
）　

 

日
本
赤
十
字
秋
田
看
護
大
学　

佐
藤
美
恵
子
（
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員
）
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Ａ
氏
は
昭
和
一
九
年
、
日
本
赤
十
字
社
広
島
県
支
部
よ
り
日
赤
第

四
六
七
救
護
班
と
し
て
旧
満
州
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
旧
ソ
連
の
参

戦
に
よ
る
攻
撃
か
ら
逃
れ
る
途
中
で
終
戦
を
迎
え
、
一
年
一
〇
カ
月

ほ
ど
抑
留
さ
れ
た
シ
ベ
リ
ア
の
捕
虜
収
容
所
医
務
室
で
看
護
婦
と
し

て
活
動
さ
れ
ま
し
た
。

Ａ
氏
は
、
お
話
を
伺
っ
た
時
点
で
九
二
歳
、
現
在
も
お
元
気
に
過

ご
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
お
話
を
伺
っ
た
の
は
広
島
が
祈
り
に
包

ま
れ
る
八
月
六
日
で
し
た
（
平
成
二
九
年
八
月
六
日
）。

看
護
婦
を
目
指
し
た
き
っ
か
け

Ａ
氏
は
広
島
県
内
で
三
人
兄
弟
の
長
女
と
し
て
生
ま
れ
た
。
小
学

校
六
年
生
の
時
に
三
三
歳
だ
っ
た
母
親
が
三
人
目
の
出
産
後
、
体
調

を
崩
し
て
、
結
局
亡
く
な
る
と
い
う
経
験
を
し
た
。
そ
の
時
に
看
護

婦
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
。

下
痢
し
て
し
ま
っ
て
、
お
な
か
が
痛
い
い
う
て
ね
、
２
晩
ぐ

ら
い
苦
し
ん
で
。
…
…
コ
ン
ニ
ャ
ク
を
温
め
…
…
往
診
に
来
て

も
ら
っ
て
も
ね
、
先
生
、「
こ
れ
は
冷
え
腹
じ
ゃ
ろ
う
」
い
う
て
、

お
な
か
を
ぬ
く
め
て
き
て
。
コ
ン
ニ
ャ
ク
を
ね
、
塩
を
塗
っ
て

ね
、
袋
に
入
れ
て
、
と
に
か
く
お
な
か
を
ぬ
く
め
た
。
で
、（
今

振
り
返
る
と
）
盲
腸
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
思
う
ん
だ
け
ど
ね
。

同
じ
部
屋
で
、
こ
う
、
８
畳
の
間
で
ね
、
お
母
さ
ん
が
こ
こ

で
ね
、
私
は
こ
こ
に
寝
て
ね
、
見
よ
っ
た
ん
で
す
が
ね
、
夜
中

に
ね
、
も
う
、
ほ
ん
と
便
所
も
ね
…
…
歩
か
れ
ん
よ
う
に
な
っ

て
…
…
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
ね
、「
あ
の
、
そ
こ
で
し
て
も
え
え

か
ら
」
っ
て
。

そ
れ
で
、
夜
中
に
ふ
っ
と
目
を
覚
ま
し
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
便

所
行
き
た
い
っ
て
起
き
る
ん
で
す
。
…
…
「
寝
と
か
に
ゃ
あ
い

け
ん
、
寝
と
ら
に
ゃ
あ
い
け
ん
」
っ
て
寝
か
し
た
ら
、
そ
の
ま

ま
じ
ゃ
っ
た
。

女
学
校
を
出
て
か
ら
、
一
年
間
で
県
立
病
院
の
看
護
婦
学
校
を
終

え
て
、
そ
の
後
半
年
間
の
保
健
婦
養
成
所
を
出
て
か
ら
は
、
保
健
婦

と
し
て
役
場
に
勤
め
た
。
結
核
が
多
い
時
代
で
あ
っ
た
が
、
事
務
的

な
仕
事
ば
か
り
で
、
あ
ま
り
面
白
く
な
か
っ
た
。

戦
時
中
の
終
わ
り
ご
ろ
は
ね
、
結
核
ね
、
多
い
か
ら
。
結
核

予
防
っ
て
ね
、
田
舎
の
ほ
う
行
か
さ
れ
て
ね
。

日
赤
の
臨
時
救
護
看
護
婦
へ

役
場
の
仕
事
が
面
白
く
な
い
と
感
じ
、
外
地
へ
行
き
た
い
と
思
っ

た
。
外
地
へ
行
く
た
め
に
は
臨
時
救
護
看
護
婦
に
な
る
必
要
が
あ
っ

た
た
め
、
昭
和
一
九
年
五
月
か
ら
七
月
に
、
臨
時
救
護
看
護
婦
養
成

所
で
第
六
回
生
と
し
て
勉
強
を
し
た
。
養
成
所
に
入
る
た
め
に
は
試

験
が
あ
り
、
体
格
も
審
査
さ
れ
た
が
、
小
柄
な
Ａ
氏
は
ぎ
り
ぎ
り
合

格
だ
っ
た
。

外
地
へ
行
き
た
か
っ
た
。
…
…
ま
あ
、
あ
の
ご
ろ
は
お
国
の

た
め
、
お
国
の
た
め
っ
て
、
み
ん
な
ね
、
教
育
が
そ
れ
じ
ゃ
か
ら
。

　
臨
時
救
護
看
護
婦
養
成
で
は
、
三
カ
月
間
寄
宿
舎
生
活
だ
っ
た
。

午
前
中
に
勉
強
（
歴
史
や
赤
十
字
の
こ
と
な
ど
）
を
し
て
、
午
後
は
病
院

で
勤
務
し
、
夜
勤
は
な
か
っ
た
。
赤
十
字
病
院
は
そ
の
時
は
陸
軍
病

院
に
な
っ
て
い
た
。
寄
宿
生
活
で
週
に
一
回
の
水
風
呂
、
白
衣
は
病

院
が
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
て
く
れ
、
エ
プ
ロ
ン
は
自
分
で
洗
っ
て
い
た
。

日
曜
日
な
ん
か
ま
ま
に
外
出
は
で
き
ん
し
ね
、
１
人
で
…
…

単
独
は
駄
目
。
誰
か
と
２
人
で
。
広
島
は
…
…
空
襲
は
ね
、
週

に
１
回
ぐ
ら
い
あ
る
ん
じ
ゃ
っ
た
か
ね
。

養
成
所
卒
業
後
一
カ
月
間
は
、
広
島
赤
十
字
病
院
の
外
科
病
棟
に

勤
務
と
な
っ
た
。

満
州
へ
の
派
遣

昭
和
一
九
年
九
月
、
第
四
六
七
班
と
し
て
満
州
の
チ
ャ
ム
ス
（
佳

木
斯
）
第
一
陸
軍
病
院
に
派
遣
さ
れ
た
。
広
島
と
岡
山
か
ら
の
一
〇

満
州
か
ら
シ
ベ
リ
ア
抑
留
へ 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

『
日
赤
看
護
婦
・
戦
時
救
護
活
動
』

 

聞
き
手

：

藤
井
知
美

 

日
本
赤
十
字
広
島
看
護
大
学
講
師
／
Ｉ
Ｈ
Ｓ
研
究
員

 

（
＊
本
人
の
ご
意
向
に
よ
り
匿
名
と
し
ま
し
た
。）
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名
ず
つ
程
が
集
ま
っ
た
混
合
班
で
あ
っ
た
。
広
島
か
ら
の
Ｂ
氏
、
Ｃ

氏
の
三
人
で
満
州
へ
渡
航
し
た
。
こ
の
時
Ａ
氏
は
一
九
歳
、
Ｂ
氏
は

二
九
才
の
甲
種
救
護
看
護
婦
で
二
回
目
の
招
集
で
経
験
が
あ
り
、
満

州
ま
で
の
旅
程
や
様
々
な
手
配
な
ど
行
っ
て
く
れ
、
色
々
と
お
世
話

に
な
っ
た
。

第
一
陸
軍
病
院
で
は
外
科
病
棟
で
約
六
カ
月
、
伝
染
感
染
症
病
棟

で
約
六
カ
月
勤
務
し
た
。
感
染
症
は
腸
チ
フ
ス
や
赤
痢
、
流
行
性
髄

膜
炎
が
多
か
っ
た
。

日
赤
看
護
婦
以
外
に
は
、「
陸
看
さ
ん
」
と
い
う
陸
軍
の
看
護
婦
た

ち
も
い
た
。
彼
女
ら
は
一
人
で
の
外
出
が
許
さ
れ
て
い
た
が
、
日
赤

の
看
護
婦
た
ち
に
は
厳
し
い
規
則
が
あ
り
、
一
人
で
の
外
出
は
で
き

な
か
っ
た
。

陸
看
さ
ん
は
、「
菊
水
隊
」
と
呼
ば
れ
る
、
満
州
現
地
に
住
む
日
本

人
の
若
い
女
の
子
を
看
護
婦
養
成
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
他
の
組

織
の
人
た
ち
と
一
緒
に
協
力
し
て
病
院
勤
務
し
て
い
た
。

や
っ
ぱ
り
兵
隊
さ
ん
は
ね
、
陸
看
さ
ん
よ
り(

日
赤)

救
護

班
が
い
い
言
う
て
。
し
っ
か
り
し
と
る
っ
て
。
…
…
何
か
ね
。

ま
あ
私
ら
が
行
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
そ
う
い
う
年
の
ね
…
…

二
七
、八
（
歳
）
い
う
人
が
多
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
広
島
班
な

ん
か
は
ね
、
し
っ
か
り
し
と
っ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
。

昭
和
二
〇
年
八
月
九
日
、
ソ
連
軍
に
よ
る
空
襲
が
始
ま
っ
た
の
で

撤
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
時
病
院
に
い
た
患
者
の
転
送
に
は

二
日
間
を
要
し
た
。

元
気
な
患
者
は
原
隊
へ
返
し
て
、
あ
と
、
ま
あ
重
症
は
仕
方

が
な
い
で
す
が
ね
、
動
か
せ
れ
ん
…
…
伝
染
な
ん
か
は
特
に
ね
。

連
れ
て
ね
、
も
う
出
ら
れ
ん
患
者
な
ん
か
は
。

Ａ
氏
ら
看
護
婦
は
軍
服
を
も
ら
っ
て
そ
れ
を
着
て
、
ゲ
ー
ト
ル
を

巻
い
て
行
動
し
て
い
た
。
手
荷
物
と
大
き
め
の
行
李
一
つ
だ
け
持
ち

出
す
こ
と
が
許
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
混
乱
で
荷
物
は
失
く
し
て
し

ま
っ
た
。開

戦
と
同
時
に
…
…
す
ぐ
に
ね
、
軍
服
を
も
ら
っ
た
ん
で
す
。

…
…
部
隊
長
が
「
軍
服
を
着
る
よ
う
に
」
言
わ
れ
て
、
全
部
女

の
子
も
ね
、
軍
服
を
着
て
、
ゲ
ー
ト
ル
巻
い
て
ね
、
帽
子
も
も

ら
っ
て
か
ら
ね
…
…
。

そ
れ
は
怖
か
っ
た
で
す
よ
。
ロ
シ
ア
軍
が
ね
、
…
…
来
た
時

は
、
そ
れ
、
み
ん
な
ね
、
あ
っ
ち
向
い
と
い
て
、
顔
、
見
せ
ん

よ
う
に
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
ね
、
こ
う
や
っ
て
ね
。

あ
れ
で
、
あ
そ
こ
へ
置
い
て
行
か
れ
た
ら
ね
、
女
の
人
が
そ

れ
こ
そ
一
〇
〇
人
、
一
二
〇
～
一
三
〇
人
、
一
五
〇
人
、
お
り

ま
し
た
か
ね
。
そ
し
た
ら
真
っ
す
ぐ
来
る
で
す
よ
、
も
う
ロ
シ

ア
が
。
ロ
シ
ア
が
、
も
う
来
と
っ
た
か
ら
ね
…
…

シ
ベ
リ
ア
で
の
抑
留

撤
退
中
に
終
戦
を
迎
え
、
そ
の
後
は
ソ
連
の
ラ
ー
ゲ
ル
（
収
容
所
）

に
抑
留
さ
れ
た
。

薪
取
り
で
す
よ
、
も
う
女
の
子
は
特
に
ね
。
兵
隊
さ
ん
は
皆
、

伐
採
と
か
…
…
石
取
り
や
と
か
ね
、
…
…
女
の
子
は
薪
取
り
。

ペ
チ
カ
へ
ね
、
寒
く
な
る
か
ら
ペ
チ
カ
た
か
に
ゃ
あ
。
…
…
炊

事
を
ね
、
炊
事
を
皆
、
薪
で
し
よ
っ
た
で
す
か
ら
…
…
昔
の
軍

隊
の
靴
を
履
い
て
ね
、
何
回
も
雪
の
中
を
歩
い
ち
ゃ
あ
行
き
よ

り
ま
し
た
よ
。
…
…
（
日
本
に
）
帰
れ
る
帰
れ
る
、
そ
れ
ば
っ
か

り
で
す
よ
ね
。

看
護
婦
で
あ
っ
た
Ａ
氏
は
、
ラ
ー
ゲ
ル
の
医
務
室
で
働
く
こ
と

に
な
っ
た
。
医
務
室
に
は
ロ
シ
ア
人
の
医
師
（
ド
ク
ト
ル
）
と
看
護
婦
、

日
本
人
の
医
師
と
看
護
婦
が
い
た
。
医
務
室
に
運
ば
れ
る
捕
虜
の
熱

を
測
っ
た
り
、
診
察
記
録
を
つ
け
る
こ
と
な
ど
を
行
っ
た
。

ド
ク
ト
ル
は
親
切
に
し
て
く
れ
、
町
に
あ
る
銭
湯
に
連
れ
て
行
っ

て
く
れ
た
。
二
回
目
か
ら
は
Ａ
氏
た
ち
だ
け
で
行
く
こ
と
が
許
可
さ

れ
、
月
に
一
回
行
っ
て
い
た
。

向
こ
う
の
看
護
婦
は
ね
、
あ
の
、
注
射
な
ん
か
は
で
き
ん
の
。

何
も
し
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
…
…
日
本
（
の
看
護
婦
）
は
ね
、
注

射
す
る
で
し
ょ
う
。
…
…
だ
か
ら
…
…
も
の
す
ご
う
重
宝
が
ら

れ
る
。
…
…
特
に
ね
、
古
い
看
護
婦
、
注
射
で
も
ね
、
静
注
で

も
何
で
も
で
き
る
か
ら
び
っ
く
り
す
る
ん
で
す
よ
。

ラ
ー
ゲ
ル
か
ら
山
を
一
つ
越
え
た
向
こ
う
に
は
、
捕
虜
の
た
め
の

病
院
が
あ
っ
て
、
日
赤
の
広
島
班
三
人
と
秋
田
班
二
人
の
看
護
婦
が

い
た
。
夏
は
ト
ラ
ッ
ク
で
、
冬
は
ソ
リ
で
搬
送
が
必
要
な
捕
虜
を
連

れ
て
行
っ
た
時
に
、
彼
女
達
と
話
を
す
る
機
会
な
ど
が
あ
っ
た
。

あ
そ
こ(

捕
虜
の
た
め
の
病
院)

へ
ち
ょ
っ
と
お
っ
た
ら
ね
、

１
時
間
で
も
遊
ん
で
帰
る
、
話
し
て
帰
る
、
顔
を
見
て
帰
る
ん

で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
て
く
れ
よ
っ
た
よ
ね
。
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日
本
へ
の
帰
国

舞
鶴
に
上
陸
し
た
の
は
昭
和
二
二
年
六
月
二
二
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
七
月
初
め
、
軍
服
姿
で
広
島
駅
に
降
り
立
っ
た
。

ほ
い
で
ね
、
帰
っ
て
広
島
駅
に
着
い
て
、
ま
あ
私
は
家
の

人
も
迎
え
に
来
と
る
か
ら
ね
。
夜
遅
う
に
着
い
た
ん
で
し
た
よ
。

一
〇
時
か
、
一
〇
時
過
ぎ
と
っ
た
で
し
ょ
う
。
真
っ
暗
だ
っ
た

か
ら
ね
、
広
島
駅
着
い
た
ら
ね
。

シ
ベ
リ
ア
か
ら
一
回
だ
け
家
族
に
「
ゲ
ン
キ
デ
オ
リ
マ
ス
」
と
は
が

き
を
出
し
た
が
、
家
族
か
ら
は
シ
ベ
リ
ア
で
結
婚
し
て
日
本
に
帰
っ

て
こ
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
。

す
ぐ
に
日
赤
広
島
支
部
へ
行
っ
て
招
集
解
除
し
て
も
ら
っ
た
。
そ

の
時
、
派
遣
時
に
日
赤
か
ら
貸
与
ま
た
は
支
給
さ
れ
た
も
の
で
手
元

に
残
っ
た
も
の
は
、
背
負
っ
て
い
た
リ
ュ
ッ
ク
と
外
套
に
付
け
る
赤

十
字
マ
ー
ク
だ
け
で
あ
っ
た
。

＊
段
落
下
げ
の
部
分
は
、
Ａ
氏
の
そ
の
ま
ま
の
言
葉
を
示
し
ま
す
。

　
（
か
っ
こ
）
内
は
筆
者
が
説
明
の
た
め
に
加
え
た
文
言
で
す
。

【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
終
え
て
】

お
話
を
し
て
下
さ
る
Ａ
氏
は
、
出
来
事
の
日
付
が
す
ら
す
ら
と

出
て
く
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
何
度
も
色
々
な
方
に
お
話
し
を
さ

れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
と
て
も
ご
苦
労
を

さ
れ
た
内
容
な
の
に
「
あ
れ
は
誰
が
見
て
も
女
っ
て
わ
か
る
じ
ゃ
ろ
、

あ
っ
は
っ
は
。」
と
い
う
具
合
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
明
る
く
笑
い

な
が
ら
で
し
た
。
悲
し
か
っ
た
と
か
苦
し
か
っ
た
と
い
う
類
の
気
持

ち
を
表
す
言
葉
を
Ａ
氏
は
使
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
こ
と
が
筆

者
に
は
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。

肥
前
さ
が
幕
末
維
新
博
覧
会　

徴
古
館
特
別
展
と
し
て　

幕
末

明
治
の
鍋
島
家　

～
大
名
か
ら
侯
爵
へ
～
に
お
い
て
、
旧
佐
賀
藩

主
・
侯
爵
鍋
島
家
に
伝
来
し
た
品
々
と
と
も
に
、
初
代
日
赤
篤
志

看
護
婦
人
会
会
長
の
鍋
島
栄な

が

こ子
の
活
躍
が
紹
介
さ
れ
た
。

鍋
島
家
と
日
本
赤
十
字
社
と
の
深
い
繋
が
り

日
本
赤
十
字
社
の
創
始
者　

佐
野
常
民
は
、
佐
賀
藩
第
十
代
藩

主　

鍋
島
直
正
の
下
で
藩
命
に
よ
り
幅
広
く
学
問
を
学
び
、
海
外

を
見
聞
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。
佐
野
常
民
は
、
医
師
を
志
し

蘭
学
を
学
ん
だ
後
、
佐
賀
藩
の
精

せ
い
れ
ん
か
た

煉
方
（
理
化
学
研
究
所
）
で
日
本

の
技
術
革
新
に
力
を
尽
く
し
た
。
当
時
、
彼
に
と
っ
て
常
に
西
欧

日
本
赤
十
字
社
と
幕
末
明
治
の
鍋
島
家

関
根
　
フ
ミ

　

日
本
赤
十
字
学
園
法
人
本
部
事
務
局
付
部
長

～
日
本
赤
十
字
社
と
幕
末
明
治
の
鍋
島
家
～ 

 

関
根 

フ
ミ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

日
本
赤
十
字
学
園
法
人
本
部
事
務
局
付
部
長 

 

２
０
１
８
年
は
、
明
治
維
新
か
ら
ち
ょ
う
ど
１
５
０
年
。 

 

肥
前
さ
が
幕
末
維
新
博
覧
会 

徴
古
館
特
別
展
と
し
て 

幕
末
明
治
の
鍋
島
家 

-

～
大
名
か
ら
侯
爵
へ

～
に
お
い
て
、
旧
佐
賀
藩
主
：
侯
爵
鍋
島
家
に
伝
来
し
た
品
々
と
と
も
に
、
初
代
日
赤
篤
志
看
護
婦
人
会

会
長
の
鍋
島
栄
子

な

が

こ

の
活
躍
が
紹
介
さ
れ
た
。 
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は
身
近
で
そ
の
文
明
の
源
泉
は
何
か
を
考
え
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

日
本
も
独
立
国
家
と
し
て
西
欧
に
一
刻
も
早
く
追
い
つ
き
国
際
的
に

認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
思
い
や
、
医
師
を
志
し
た
際
、「
人
道
」
と
い

う
概
念
に
触
れ
て
い
た
た
め
、
彼
は
、
一
八
六
七
年
（
慶
応
三
年
）
の

パ
リ
万
国
博
覧
会
に
お
い
て
、
当
時
日
本
に
は
な
か
っ
た
赤
十
字
社

の
存
在
に
深
く
感
銘
を
受
け
、
赤
十
字
の
よ
う
な
組
織
を
持
つ
こ
と

こ
そ
文
明
進
歩
の
証
（
あ
か
し
）
と
確
信
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

藩
主
ゆ
ず
り
の
向
学
心
と
時
代
を
読
む
力
が
佐
野
常
民
を
赤
十
字

に
出
会
わ
せ
た
。
ま
た
、
直
正
の
死
後
、
直
正
の
嫡
子　

直な
お

大ひ
ろ

は
そ

の
後
、
赤
十
字
の
社
員
（
現
在
の
会
員
）
と
な
り
、
そ
の
妻　

栄な

が

こ子
は
、

日
本
赤
十
字
社
篤
志
看
護
婦
人
会
の
創
立
当
時
は
幹
事
、
一
九
〇
一

年
（
明
治
三
四
年
）
四
月
組
織
改
正
に
よ
り
初
代
会
長
と
な
り
日
本
赤

十
字
社
の
事
業
に
協
力
し
た
。

日
本
赤
十
字
社
篤
志
看
護
婦
人
会

日
本
赤
十
字
社
篤
志
看
護
婦
人
会
は
、
看
護
を
学

び
活
動
す
る
皇
族
・
華
族
を
含
む
婦
人
団
体
と
し
て

一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
年
）
に
有
栖
川
宮
妃
の
発
議
で

二
九
名
が
参
加
し
結
成
さ
れ
た
。
日
本
に
お
け
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
の
先
駆
け
と
さ
れ
て
い
る
。

会
員
は
、「
看
護
法
」「
救
急
法
」
等
を
学
び
、
講
習
を

受
講
し
た
者
に
「
修
業
証
書
」
が
授
与
さ
れ
、
病
院
へ

の
慰
問
や
包
帯
の
作
成
な
ど
も
行
わ
れ
た
。
一
八
九
一

年
（
明
治
二
四
年
）
の
濃
尾
大
地
震
の
際
に
は
、
病
衣

三
〇
〇
枚
を
傷
病
者
に
贈
る
な
ど
平
時
救
護
に
も
参
加

し
て
お
り
、
日
清
戦
争
で
は
、
看
護
服
を
身
に
着
け
、

内
地
に
送
還
さ
れ
た
傷
病
者
の
介
抱
に
も
従
事
し
た
。

ま
た
、
鍋
島
栄
子
は
、
関
東
大
震
災
で
永
田
町
の
鍋

島
邸
西
洋
館
が
被
災
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
仮
住

ま
い
で
会
長
と
し
て
震
災
救
護
業
務
を
続
け
て
い
た
記

録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

日
本
赤
十
字
社
の
事
業
で
あ
る
日
本
赤
十
字
社
病
院

で
の
看
護
婦
養
成
が
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
年
）
開
始

 

  

【
鍋
島
家
と
日
本
赤
十
字
社
と
の
深
い
繋
が
り
】 

日
本
赤
十
字
社
の
創
始
者 

佐
野
常
民
は
、
佐
賀
藩
第
十
代
藩
主 

鍋
島
直
正
の
下
で
藩
命
に
よ
り
幅

広
く
学
問
を
学
び
、
海
外
を
見
聞
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。
佐
野
常
民
は
、
医
師
を
志
し
蘭
学
を
学
ん

だ
後
、
佐
賀
藩
の
精
煉
方

せ
い
れ
ん
か
た

（
理
化
学
研
究
所
）
で
日
本
の
技
術
革
新
に
全
力
を
尽
く
し
た
。
当
時
、
彼
に

と
っ
て
常
に
西
欧
は
身
近
で
そ
の
文
明
の
源
泉
は
何
か
を
考
え
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
も
独
立
国

家
と
し
て
西
欧
に
一
刻
も
早
く
追
い
つ
き
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
思
い
や
、
医
師
を
志
し
た
際
、

「
人
道
」
と
い
う
概
念
に
触
れ
て
い
た
た
め
、
彼
は
、
１
８
６
７
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
お
い
て
、
当

時
日
本
に
は
な
か
っ
た
赤
十
字
社
の
存
在
に
深
く
感
銘
を
受
け
、
赤
十
字
の
よ
う
な
組
織
を
持
つ
こ
と
こ

そ
文
明
進
歩
の
証
（
あ
か
し
）
で
あ
る
と
確
信
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

藩
主
ゆ
ず
り
の
向
学
心
と
時
代
を
読
む
力
が
佐
野
常
民
を
赤
十
字
に
出
会
わ
せ
た
。
ま
た
、
直
正
の
死

後
、
直
正
の
嫡
子 

直な
お

大ひ
ろ

は
そ
の
後
、
赤
十
字
の
社
員
と
な
り
、
そ
の
妻 

栄
子

な
が
こ

は
、
日
本
赤
十
字
社
篤

志
看
護
婦
人
会
の
創
立
当
時
は
幹
事
、
明
治
３
４
年
４
月
組
織
改
正
に
よ
っ
て
初
代
会
長
と
な
り
日
本
赤

十
字
社
の
事
業
に
協
力
し
た
。 

 

鍋
島
栄
子
（
１
８
５
５
～
１
９
４
１
） 

 

１

８

８

１

年

、

イ

タ

リ

ア

特

命

全

権

公

使

と

し

て

赴

任

し

て

い

た

直

大

と

結

婚

す

る

た

め

に

イ

タ

リ

ア

に

船

で

渡

っ

た

。

 

 

ロ
ー
マ
で
の
鍋
島
栄
子
【
公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
所
蔵
】 

 

日
本
赤
十
字
社
篤
志
看
護
婦
人
会 

 

看
護
を
学
び
活
動
す
る
皇
族
・
華
族
を
含
む
婦
人
団
体
と
し
て
１
８
８
７
年
（
明
治 

２
０
年
）
に
有

栖
川
宮
妃
の
発
議
で
２
９
名
が
参
加
し
結
成
さ
れ
た
。
日
本
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
先
駆
け
と

さ
れ
て
い
る
。 

会
員
は
、
「
看
護
法
」
「
救
急
法
」
等
を
学
び
、
講
習
を
受
講
し
た
者
に
「
修
業
証
書
」
が
授
与
さ
れ
、
病

院
へ
の
慰
問
や
包
帯
の
作
成
な
ど
も
行
わ
れ
た
。
１
８
９
１
年
（
明
治
２
４
年
）
の
濃
尾
地
震
の
際
に
は
、

鍋
島
栄
子
（
一
八
五
五
～
一
九
四
一
）

一
八
八
一
年
（
明
治
十
四
年
）、
イ
タ
リ
ア
特
命
全
権
公
使
と
し
て
赴

任
し
て
い
た
直
大
と
結
婚
す
る
た
め
に
イ
タ
リ
ア
に
船
で
渡
っ
た
。

イ
タ
リ
ア
で
は
、
日
本
文
化
を
紹
介
す
る
等
、
日
本
人
の
少
な
い

当
時
の
海
外
で
物
怖
じ
す
る
こ
と
な
く
振
る
舞
っ
た
と
の
記
録
が
あ
る
。

ま
た
、
滞
在
中
は
社
会
活
動
に
参
加
す
る
女
性
を
見
聞
き
す
る
機
会
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
海
外
で
の
経
験
は
日
本
に
帰
国
し
て
か
ら
の
赤
十

字
活
動
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ローマでの鍋島栄子【公益財団法人鍋島報效会所蔵】
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さ
れ
る
と
、
日
本
赤
十
字
社　

社
長　

佐
野
常
民
は
、
看
護
の
技
術

だ
け
で
な
く
「
日
本
赤
十
字
社
看
護
婦
訓
誡
」
に
お
い
て
そ
の
精
神
教

育
に
つ
い
て
も
明
記
し
つ
つ
、
本
格
的
な
教
科
書
で
あ
る
『
日
本
赤

十
字
社
看
護
学
教
程
』
を
刊
行
し
、
全
国
的
に
教
育
方
針
が
一
貫
し

適
任
の
看
護
婦
が
養
成
で
き
る
よ
う
に
制
度
を
整
え
て
い
っ
た
。
ま

た
、
一
八
九
七
年
～
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
〇
年
～
三
七
年
）
鍋
島
栄
子

は
、
看
護
婦
養
成
委
員
長
も
つ
と
め
赤
十
字
看
護
婦
の
育
成
に
も
貢

献
し
た
。

日
本
赤
十
字
社
篤
志
看
護
婦
人
会
と
し
て
皇
族
・
華
族
等
の
女
性

が
看
護
服
を
身
に
着
け
て
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
女
性
が
働
く
こ
と

に
理
解
が
な
か
っ
た
時
代
、
特
に
看
護
婦
を
賤
業
視
し
て
い
た
偏
見

を
正
し
「
看
護
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
も
大
い
に
貢
献
し
、

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
ま
で
活
動
が
続
け
ら
れ
た
。

戦
後
は
、
赤
十
字
奉
仕
団
が
発
足
。
現
在
も
引
き
続
き
各
地
で
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

※
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
稿
作
成
に
あ
た
り
元
日
本
赤
十
字

看
護
大
学
図
書
館
司
書
の
吉
川
龍
子
様
に
ご
助
言
ご
教
示
い
た

だ
き
ま
し
た
こ
と
を
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

【
徴
古
館
】
～
鍋
島
家
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
県
内
初
の
博
物
館
～

［
住
所
］
〒
八
四
〇
―
〇
八
三
一 

佐
賀
市
松
原
二
丁
目
五
―
二
二

［
連
絡
先
］
〇
九
五
二
―
二
三

―
四
二
〇
〇 

公
益
財
団
法

人
鍋
島
報
效
会
（
徴
古
館
）

［
開
館
時
間
］
九

：

三
〇
～

一
六

：

〇
〇
（
企
画
展
開
催

中
の
平
日
と
土
曜
の
み
開
館

／
詳
細
は
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く

だ 

さ
い
）

［
入
館
料
］
三
〇
〇
円
（
小
学
生

以
下
は
無
料
）

[H
P]http://www.nabeshim

a.or.jp

参
考
文
献

「
日
赤
の
創
始
者　

佐
野
常
民
」　

吉
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龍
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吉
川
弘
文
館

佐
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常
民
も
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た
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福
岡
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佐
野
常
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彰
会
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図
録　
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七
六
回
企
画
展　

侯
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鍋
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家
と
東
京　

徴
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館

歴
史
街
道　

二
〇
一
八
年　

四
月　

特
集　

幕
末
佐
賀
藩
の
奇
跡

歴
史
街
道　

特
集　

鍋
島
直
正
と
近
代
化
に
挑
ん
だ
男
た
ち  

 

永
田
町
鍋
島
西
洋
館
で
の
篤
志
看
護
婦
人
会
看
護
制
服
姿
の
栄
子
（
左
）
と
禎
子
（
右
） 

 

【
公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
所
蔵
】 

   

皇
族
・
華
族
等
の
女
性
が
看
護
服
を
身
に
着
け
て
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
女
性
が
働
く
こ
と
に
理
解
が

な
か
っ
た
時
代
、
特
に
看
護
婦
を
賤
業
視
し
て
い
た
偏
見
を
正
し
「
看
護
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

に
も
大
い
に
貢
献
し
、
１
９
４
５
年
（
昭
和
２
０
年
）
ま
で
活
動
が
続
け
ら
れ
た
。 

 

戦
後
は
、
赤
十
字
奉
仕
団
が
発
足
。
現
在
も
引
き
続
き
各
地
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い

る
。 

 

※
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
稿
作
成
に
あ
た
り
元
日
本
赤
十
字
看
護
大
学 

図
書
館
司
書
の
吉
川
龍
子

様
に
ご
助
言
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

   

病
衣
３
０
０
枚
を
傷
病
者
に
送
る
な
ど
平
時
救
護
に
も
参
加
し
て
お
り
、
日
清
戦
争
で
は
、
看
護
服
を
身

に
着
け
、
内
地
に
送
還
さ
れ
た
傷
病
者
の
介
抱
に
も
従
事
し
た
。 

 

ま
た
、
鍋
島 

栄
子
は
、
関
東
大
震
災
で
永
田
町
の
鍋
島
邸
西
洋
館
が
被
災
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

仮
住
ま
い
で
会
長
と
し
て
震
災
救
護
業
務
を
続
け
て
い
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

 

日
本
赤
十
字
社
の
事
業
で
あ
る
日
本
赤
十
字
社
病
院
で
の
看
護
婦
養
成
が
１
８
９
０
年
（
明
治
２
３

年
）
開
始
さ
れ
る
と
、
日
本
赤
十
字
社 

社
長 

佐
野
常
民
は
、
看
護
の
技
術
だ
け
で
な
く
「
日
本
赤
十

字
社
看
護
婦
訓
誡
」
に
お
い
て
そ
の
精
神
教
育
に
つ
い
て
も
明
記
し
つ
つ
、
本
格
的
な
教
科
書
で
あ
る
『
日

本
赤
十
字
社
看
護
学
教
程
』
を
刊
行
し
、
全
国
的
に
教
育
方
針
が
一
貫
し
適
任
の
看
護
婦
が
養
成
で
き
る

よ
う
に
制
度
を
整
え
て
い
っ
た
。
ま
た
、
１
８
９
７
年
～
１
９
０
４
年
（
明
治
３
０
年
～
３
７
年
）
鍋
島

栄
子
は
、
看
護
婦
養
成
委
員
長
も
つ
と
め
赤
十
字
看
護
婦
の
育
成
に
も
貢
献
し
た
。 

 

看
護
服
姿
の
鍋
島
家
ご
一
家 

左
か
ら
禎
子
（
１
２
代
直
映
夫
人
）・
信
子
（
栄
子
の
三
女
）・
栄
子
・

い
ま
・
茂
子
（
栄
子
の
次
女
）【
公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
所
蔵
】 

 

看護服姿の鍋島家ご一家　左から禎子（一二代直映夫人）・信子（栄子の三女）・栄子・いま・
茂子（栄子の次女）【公益財団法人鍋島報效会所蔵】

　永田町鍋島邸西洋館での篤志看護婦人会看護制服姿の栄子（左）と禎子（右）
　【公益財団法人鍋島報效会所蔵】
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編集後記

◆ 2019 年も様々な出来事の周年を迎える。本誌冒頭で紹介した赤十字社連盟創設から 100

年、赤十字誕生の切っ掛けとなった「ソルフェリーノの戦い」（6 月 24 日）から 160 年を

迎え、1949 年のジュネーヴ諸条約成立（8 月 12 日）から 70 年などである。特に連盟の

創設は、「平時事業への転換がなかったら、赤十字は今日の発展をみなかったであろう」

とピクテが言っているように赤十字が生まれ変わる画期的な出来事といってもよい。そ

こに介在した一日本人の熱い思いが蜷川の記事から滲み出ていた。廣渡氏の論考も、馴

染みの薄い”実業家としてのデュナン”の裏面史に分け入ったもので興味深かった。話

題は変わるが近年は編集者泣かせの出来事が多い。次号の特集記事で扱おうと思うよう

な大災害があっという間に新たな災害のニュースの影に隠れてしまう。そして人々の記

憶からも忘れられがちになる。災害も時代の流れも意識が追いつけないほど急激すぎる

ようだ。（T）

◆この機関誌『人道ジャーナル』には、毎回様々な執筆者からの投稿をいただき、今回第 8

巻目を発行することができました。ご協力いただいた皆様ならびにご購読いただいてい

る皆様に心より感謝申し上げます。

　　赤十字の基本原則にもある人道の理念はある意味普遍的なものですが、その実践にあ

たっては時代的な変化、進化を遂げていくものかもしれません。ＡＩ化、自国優先主義

が広まる中、他方では民族・文化の相互理解の深化、人間そのものの理解が深まってい

く中で、人道の捉え方、人道救援のあり方も少しずつ変わっていくことでしょう。より

多くの執筆者の方々から、今後も様々な角度での論考が寄せられることを心より期待い

たします。（A）

◆「赤十字」創設当時は、「敵味方なく人道支援を行う世界的な組織」という壮大なスケー

ルに多くの人が心を動かされた一方で、そんなことは無理だと思い込んだ人もいました。

ですが、A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.（ひ

とりで見る夢はただの夢。誰かと一緒に見る夢は現実だ）というのはやはり真実のよう

です。（F）
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