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Profile

「
ド
ー
ン
ッ
！
」。西
早
稲
田
キ
ャ
ン

パ
ス
の
中
庭
の
す
ぐ
下
に
あ
る
９
×

４
メ
ー
ト
ル
の
津
波
発
生
装
置
（
平

面
水
槽
）
に
、
大
き
な
音
が
響
く
。

タ
ン
ク
か
ら
大
量
の
水
が
落
ち
、
人

工
的
に
作
り
出
さ
れ
た
津
波
が
模
型

の
建
物
を
押
し
流
し
た
。

　

こ
の
実
験
装
置
は
、
柴
山
知
也
教

授
を
中
心
と
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

文
部
科
学
省
の
支
援
事
業
に
採
択
さ

れ
た
こ
と
を
受
け
、
東
日
本
大
震
災

か
ら
３
年
後
の
２
０
１
４
年
に
設
置

さ
れ
た
。
以
前
か
ら
屋
内
に
は
津
波

発
生
装
置
が
あ
っ
た
が
、
横
幅
の
広

い
こ
の
装
置
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く

の
実
験
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
。

「
た
と
え
ば
、
津
波
が
到
達
後
に
横

に
広
が
る
こ
と
で
、
沿
岸
に
ど
ん
な

影
響
を
及
ぼ
す
の
か
な
ど
も
実
験
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

温
暖
化
の
影
響
で
変
わ
る 

高
潮
の
潮
位
を
予
測
す
る

　

柴
山
研
究
室
で
は
、
主
に
津
波
や

高
潮
、
波
浪
な
ど
、
沿
岸
地
域
に
起

き
る
現
象
と
災
害
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

研
究
し
て
い
る
。
ま
た
、
災
害
の
リ

ス
ク
低
減
や
減
災
の
た
め
の
研
究
に

も
取
り
組
む
。
東
日
本
大
震
災
で
は

直
後
に
現
地
に
入
っ
て
被
害
調
査
を

行
い
、
そ
の
後
も
復
興
状
況
の
調
査

な
ど
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
る
。

　

特
に
注
力
し
て
い
る
研
究
は
、
高

潮
の
将
来
予
測
だ
。
温
暖
化
の
影
響

で
台
風
の
挙
動
が
変
わ
っ
て
き
て
い

る
と
、
柴
山
教
授
は
話
す
。

「
か
つ
て
は
日
本
近
海
に
来
る
と
台

風
の
勢
力
が
衰
え
ま
し
た
が
、
最
近

は
海
面
の
水
温
が
高
い
た
め
台
風
が

発
達
し
て
し
ま
い
、
高
潮
の
潮
位
に

も
変
化
が
表
れ
て
い
ま
す
」

　

そ
こ
で
、
30
年
後
、
50
年
後
の
気

象
条
件
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行

い
、
高
潮
の
潮
位
を
予
測
。
結
果
を

も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
対
処
方
法
を

取
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
。

「
費
用
便
益
分
析

 

を
行
い
、
潮
位

の
上
昇
で
受
け
る
被
害
額
と
防
潮
堤

の
強
化
費
用
を
比
較
し
て
、
取
る
べ

き
最
適
な
方
法
を
提
案
し
て
い
ま
す
」

　

現
在
、
柴
山
教
授
を
研
究
代
表
者

起こす波のタイプや防潮堤・消波
ブロックの位置などを変えること
で、目的に合わせた実験ができる

Research01

オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
予
測
で

日
本
の
減
災
を
実
現
す
る

地
震
や
津
波
、高
潮
な
ど
、多
く
の
自
然
災
害
が
起
き
る
日
本
。

新
た
な
研
究
で
は
、メ
カ
ニ
ズ
ム
解
明
や
予
測
精
度
の
向
上
と
と
も
に
、

個
人
の
行
動
選
択
を
変
え
る
こ
と
で
日
本
全
体
で
の
減
災
を
目
指
す
。
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と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
の
が「
持
続

的
未
来
社
会
」
を
つ
く
る
た
め
の
研

究
所
を
設
立
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
。

一人
ひ
と
り
の
選
択
で 

災
害
被
害
の
な
い
社
会
を

「
日
本
で
は
、
こ
れ
ま
で
災
害
に
対

し
て
は
『
断
固
守
る
』
こ
と
が
基
本

姿
勢
で
し
た
。
ど
ん
な
大
津
波
が
来

て
も
耐
え
得
る
防
潮
堤
を
造
る
と
い

っ
た
考
え
方
で
す
」

　

し
か
し
今
後
は
、
災
害
の
少
な
い

場
所
に
住
む
と
い
う
選
択
が
重
要
に

な
る
と
考
え
て
い
る
と
い
う
。

「
住
民
一
人
ひ
と
り
が
災
害
を
避
け

る
よ
う
に
生
活
し
、
少
し
ず
つ
社
会

を
変
え
て
い
く
。そ
う
す
る
こ
と
で
、

1
0
0
年
後
に
は
災
害
列
島
日
本
を

脱
却
し
て
安
全
な
社
会
が
実
現
す
る

の
で
す
」

　

現
状
で
は
、
自
治
体
が
地
域
の
災

害
へ
の
弱
さ
を
把
握
し
て
、
住
民
に

注
意
喚
起
を
行
う
と
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
が
一
般
的
だ
。
一
方
、「
持
続
的
未

来
社
会
」
の
研
究
は
、
個
人
が
情
報

を
得
て
、
自
分
で
判
断
で
き
る
よ
う

に
し
て
い
く
の
が
ね
ら
い
だ
。

「
そ
の
た
め
に
や
る
べ
き
こ
と
の
ひ

と
つ
が
、『
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
予

測
』
で
す
。
自
分
の
住
む
場
所
、
住

も
う
と
考
え
る
場
所
で
は
、
ど
ん
な

災
害
が
起
こ
り
得
る
の
か
。
そ
れ
を

疑
似
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
災
害
の
多
い
場
所
は
避
け
て

住
も
う
と
い
う
判
断
・
行
動
に
つ
な

が
っ
て
い
く
と
考
え
ま
す
」

　

16
年
11
月
に
東
北
地
方
で
起
き
た

地
震
に
よ
る
津
波
で
は
、
当
初
出
さ

れ
た
注
意
報
が
後
に
警
報
に
切
り
替

え
ら
れ
る
事
態
が
起
き
た
。
仙
台
港

で
は
高
さ
1.
4
メ
ー
ト
ル
の
津
波

が
観
測
さ
れ
、
東
日
本
大
震
災
以
降

最
大
の
津
波
と
な
っ
た
。

「
津
波
の
到
達
時
間
は
お
お
む
ね
予

測
で
き
ま
す
が
、
規
模
は
ま
だ
す
ぐ

に
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。
オ
ー

ダ
ー
メ
イ
ド
予
測
に
は
、
予
測
精
度

の
さ
ら
な
る
向
上
も
必
須
で
す
」

　

こ
の
研
究
で
は
、
柴
山
研
究
室
だ

け
で
な
く
、
地
震
や
地
盤
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
構
造
物
の
安
全
性
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
と
も
連
携
を

図
っ
て
い
く
。
多
く
の
知
見
を
集
め

る
こ
と
で
、
住
民
に
と
っ
て
本
当
に

役
に
立
つ
総
合
的
な
災
害
情
報
の
提

供
を
実
現
し
て
い
き
た
い
と
い
う
。

日
本
の
災
害
対
策
を 

世
界
に
も
広
げ
て
い
く

　

柴
山
教
授
の
も
と
に
は
、
世
界
各

国
か
ら
多
く
の
研
究
者
や
留
学
生
が

訪
れ
る
。
10
週
間
の
予
定
で
カ
ナ
ダ

か
ら
来
日
中
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
・
ス
ト

ー
ル
さ
ん
（
博
士
後
期
課
程
１
年
）

も
そ
の
一
人
だ
。

「
日
本
に
来
た
理
由
は
、
海
岸
工
学

や
減
災
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
か

ら
。
そ
し
て
こ
の
分
野
の
優
れ
た
研

究
者
で
あ
る
柴
山
先
生
が
い
る
か
ら

で
す
。
今
は
、
津
波
で
漂
流
物
が
構

造
物
に
衝
突
し
た
際
の
影
響
や
、
衝

突
に
強
い
構
造
物
の
設
計
を
研
究
し

て
い
ま
す
」

　

柴
山
教
授
が
指
導
し
た
研
究
者
は

約
15
カ
国
に
30
人
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

研
究
の
成
果
を
生
か
し
て
い
る
。
ま

た
、
海
外
の
研
究
者
の
考
え
方
に
触

れ
る
こ
と
は
、
日
本
の
災
害
対
策
や

実
験
の
進
め
方
な
ど
を
検
討
す
る
上

で
も
大
い
に
参
考
に
な
る
と
い
う
。

「
現
在
、
各
国
の
〝
弟
子
〟
た
ち
に

は
自
国
で
も
災
害
情
報
を
総
合
的
に

判
断
す
る
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
を

勧
め
て
い
ま
す
。
17
年
に
は
早
稲
田

に
全
員
を
集
め
て
進
捗
状
況
を
発
表

し
て
も
ら
う
予
定
で
す
」

　

早
稲
田
が
ハ
ブ
と
な
っ
て
、
世
界

で
「
持
続
的
未
来
社
会
」
に
向
け
た

研
究
が
進
ん
で
い
る
。

2016年10月上旬に、東日本大震災からの復興状
況を調査した。参加した学部生・大学院生の統括
役を担ったのは、修士課程2年の舘小路晃史（たて
こうじ・あきふみ）さん。「人びとのために何かし
たいと思ってきたなかで、大学入学の年に大震災
がありました。地域を限定せず日本全体の減災に
取り組んでいきたいと考え、春から国土交通省に
入省します」

ほかにキャンパス内には12
×0.4メートルの津波発生装
置（造波水路）があり、津波の
発生による防波堤や消波ブロ
ックの挙動実験などを行って
いる

公共事業の採否を検討する際の手法のひとつ。あ
る事業を実施した場合としない場合で、費用とメ
リットなどを総合的に比較分析する。本文中の高
潮対策の例では、災害被害額と防潮堤を造り直す、
潮位の上昇に合わせた修理をする、造り直さず避
難で対応するなどの費用との比較が考えられる。
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