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災
害
国
家
日
本
の
再
認
識
　

　

こ
の
連
載
を
始
め
て
足
か
け
６
年
に
な
る
。
当

初
、
10
回
も
寄
稿
す
れ
ば
書
く
こ
と
は
な
く
な
る

と
考
え
て
い
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の
間
、
毎

年
の
よ
う
に
各
地
で
大
き
な
災
害
が
発
生
し
て
い

る
。
地
震
、
土
砂
崩
れ
、
台
風
、
そ
れ
に
火
山
噴

火
な
ど
、
日
本
が
災
害
大
国
で
あ
る
こ
と
を
改
め

て
認
識
す
る
最
近
の
状
況
で
あ
る
。
２
０
１
６
年

４
月
に
は
熊
本
県
か
ら
大
分
県
に
連
な
る
断
層
で

大
地
震
が
発
生
し
た
。
そ
の
規
模
は
、
阪
神
淡
路

大
震
災
に
匹
敵
す
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
文
章
を

ま
と
め
る
5
月
初
め
の
時
点
で
は
、
熊
本
で
な
お

余
震
が
続
く
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
は
も
と
よ
り
、

被
災
さ
れ
た
皆
さ
ん
に
、
心
か
ら
哀
悼
の
意
と
お

見
舞
い
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
。

　

今
回
は
災
害
対
策
の
標
準
化
を
先
に
延
ば
し
、
熊

本
地
震
か
ら
い
く
つ
か
学
ぶ
べ
き
点
を
検
討
し
た
い

と
思
う
。
東
日
本
大
震
災
で
も
起
こ
っ
た
が
、
熊
本

地
震
で
は
、
当
初
、
避
難
所
に
集
ま
っ
た
被
災
者
の

必
要
と
す
る
物
資
が
、
な
か
な
か
手
元
に
届
か
な
い

と
い
う
問
題
が
発
生
し
た
。
全
国
の
自
治
体
を
対
象

に
し
た
事
前
調
査
で
は
、
避
難
所
と
指
定
さ
れ
な
が

ら
緊
急
用
の
物
資
や
飲
料
水
の
準
備
の
な
い
と
こ
ろ

の
多
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の
数
は
、
調
査

対
象
に
な
っ
た
自
治
体
の
26
・
６
％
に
達
し
た
。「
１

〜
２
割
の
施
設
は
用
意
」
し
て
い
る
自
治
体
が
24
・

１
％
、「
７
割
以
上
の
避
難
所
が
準
備
」が
23
・
０
％

と
お
寒
い
状
況
に
あ
る
。
中
で
も
、
九
州
・
沖
縄
で

は「
準
備
が
な
い
」と
い
う
自
治
体
が
43
・
２
％
に
も

達
し
た
。
そ
れ
が
今
回
の
状
況
に
ど
う
影
響
し
た
か

は
定
か
で
な
い
。
た
だ
、
熊
本
地
震
を
教
訓
と
し
て
、

全
国
の
自
治
体
は
災
害
対
策
基
本
法
の
規
定（
49
条
）

に
従
う
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
避
難
所
す
べ

て
に
非
常
用
物
資
を
備
蓄
す
る
施
策
を
早
急
に
展
開

す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
（
消
防
科
総
合
セ
ン
タ
ー
、

２
０
１
５
、「
避
難
し
や
す
い
環
境
整
備
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
報
告
書
」）。

指
定
避
難
所
を
め
ぐ
る
問
題
と
充
実
策

　

避
難
所
と
指
定
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
は
、
な

お
多
数
の
問
題
が
残
る
。
例
え
ば
、
避
難
所
の
開

錠
で
あ
る
。
大
半
は
小
・
中
学
校
の
体
育
館
や
公

民
館
な
ど
が
当
て
ら
れ
る
が
、
避
難
所
の
鍵
を
誰

が
所
持
す
る
か
、
非
常
時
に
誰
が
そ
れ
を
開
け
る

か
な
ど
、
事
前
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課

題
の
一
部
で
あ
る
。
鍵
を
教
職
員
が
持
つ
と
こ
ろ
、

市
職
員
が
開
錠
責
任
を
担
う
地
域
、
自
主
防
災
組

織
の
責
任
者
や
消
防
団
幹
部
が
施
設
の
開
放
に
当

た
る
と
こ
ろ
な
ど
、
対
応
策
は
地
域
に
よ
っ
て
マ

チ
マ
チ
で
あ
る
。
各
地
の
自
治
体
は
、
今
回
の
震

災
を
奇
貨
と
し
て
避
難
所
の
開
錠
に
つ
い
て
責
任

体
制
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
関
係
者
の
間
で
手
続
き
を

改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

も
う
一
つ
、
災
害
が
発
生
す
る
と
住
民
は
何
よ

り
も
情
報
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
要
望
に
自
治
体

は
多
数
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
用
意
し
、
住
民
に
ナ
マ

熊
本
地
震
の
教
訓

─
自
治
体
の
災
害
対
策
を
点
検
す
る

明
治
大
学
名
誉
教
授
、
日
本
自
治
体
危
機
管
理
学
会
会
長　
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の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
心
掛
け
る
べ
き
で
あ

る
。
し
か
し
、
現
状
は
極
め
て
心
許
な
い
状
況
に

あ
る
。
自
治
体
の
内
、
避
難
所
の
７
割
以
上
で
テ

レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
が
常
備
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
54
・

２
％
に
止
ま
る
。
大
半
の
自
治
体
で
は
、
避
難
所

に
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
す
ら
備
わ
っ
て
い
な
い
。
こ

れ
は
、
今
後
、
早
急
に
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
Wi
―

Fi
な
ど
の
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
、

携
帯
電
話
な
ど
の
充
電
機
器
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

多
く
の
住
民
が
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に

依
存
す
る
現
在
、
自
治
体
は
民
間
の
電
話
会
社
と

協
議
を
重
ね
、
緊
急
時
に
蓄
電
設
備
や
公
設
電
話

な
ど
を
特
設
す
る
取
り
決
め
を
交
わ
す
こ
と
が
望

ま
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
避
難
が
長
期
化
す
る
場
合
に
備
え
、

避
難
所
に
は
炊
き
出
し
の
厨
房
設
備
が
設
置
さ
れ

る
の
が
望
ま
し
い
。
32
・
３
％
の
自
治
体
で
は
、

７
割
以
上
の
施
設
で
既
に
料
理
が
で
き
る
設
備
が

整
備
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
裏
返
す
と
、
厨
房
設

備
の
な
い
避
難
所
が
圧
倒
的
に
多
い
の
が
現
状
で

あ
る
。
予
算
措
置
を
伴
う
だ
け
に
、
簡
単
に
は
進

ま
な
い
施
策
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
熊
本
の

実
情
を
見
る
と
避
難
所
に
は
厨
房
設
備
が
必
要
と

い
う
感
想
を
強
く
持
つ
。

マ
ス
コ
ミ
人
の
防
災
教
育
と 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

　

ま
だ
印
象
の
域
を
出
な
い
が
、
５
年
前
の
東
日
本

大
震
災
に
比
較
す
る
と
、
熊
本
で
は
自
治
体
と
民
間

企
業
と
の
連
携
が
、
比
較
的
、
円
滑
に
稼
働
し
た
よ

う
に
映
る
。
多
数
の
会
社
が
発
災
後
、
被
災
地
に
支

援
物
資
を
届
け
、
機
器
機
材
を
提
供
す
る
な
ど
、
官

民
の
垣
根
を
越
え
て
支
援
に
当
た
る
事
例
が
目
に

つ
い
た
。
そ
の
反
面
、
テ
レ
ビ
の
報
道
記
者
が
現
場

中
継
で
「
毛
布
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
至
急
、
支
援

を
」
と
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
叫
ぶ
の
に
は
、
少
々
、
驚

い
た
。
被
災
地
に
は
全
国
か
ら
大
量
の
毛
布
や
衣
類

が
送
ら
れ
て
く
る
。
そ
の
仕
分
け
に
自
治
体
職
員
が

苦
労
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
過
去
に
は
、
個
人
が

被
災
地
に
送
る
援
助
物
資
は
断
る
よ
う
宅
配
業
者

に
要
望
し
た
自
治
体
も
あ
っ
た
。「
善
意
が
あ
だ
に

な
る
」
こ
と
も
あ
る
。
熊
本
震
災
で
は
、
マ
ス
コ
ミ

関
係
者
の
理
解
不
足
が
目
に
つ
い
た
。

　

今
回
の
震
災
で
は
、
多
数
の
学
生
が
被
災
地
に

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
駆
け
つ
け
て
い
る
。
筆
者

の
近
辺
で
も
数
名
が
、
短
期
間
と
は
い
え
震
災
直

後
に
現
地
に
入
り
救
援
活
動
に
従
事
し
た
。
高
齢

者
の
目
か
ら
す
る
と
、
彼
等
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

軽
さ
に
は
、
正
直
、
驚
か
さ
れ
る
。
災
害
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
は
阪
神
淡
路
大
震
災
で
本
格
化
し

た
が
、
当
時
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
中
に
寝
袋
や
食

料
を
持
た
ず
被
災
地
に
入
り
、
か
え
っ
て
迷
惑
を

か
け
る
若
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
テ
レ
ビ
に
放

映
さ
れ
る
現
場
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
集
中
す
る
傾

向
も
見
ら
れ
た
。

　

今
回
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
熊
本
県
社

会
福
祉
協
議
会
な
ど
が
交
通
整
理
に
乗
り
出
し
、

混
乱
を
避
け
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
れ
で

も
な
お
情
報
の
錯さ
く
そ
う綜
は
続
く
。
一
部
で
は
、
自
治

体
が
対
応
で
き
な
い
ほ
ど
多
数
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
押
し
寄
せ
て
い
る
と
い
う
報
道
が
あ
る
。
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
県
民
に
限
っ
た
自
治
体
も
あ
っ
た
。

反
対
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
足
り
な
い
と
い
う
呼

び
掛
け
も
流
れ
る
。

　

東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た
直
後
、
若
年
人
口

が
縮
小
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
将
来
に
悲
観

的
な
見
方
が
出
た
。
も
と
よ
り
、
少
子
化
は
こ
れ

か
ら
も
進
む
が
、
今
回
の
震
災
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
は
社
会
制
度
の
一
部
に
成
長
し
た
と
い
う
印

象
を
受
け
た
。
若
い
人
び
と
が
、
こ
れ
か
ら
も
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が

望
ま
れ
て
止
ま
な
い
。
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