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制
度
化
を
増
す
首
長
の
災
害
対
応
訓
練

　

日
本
各
地
で
い
ろ
い
ろ
な
災
害
が
発
生
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
、
首
長
を
対
象
に
し

た
災
害
対
応
訓
練
が
増
加
し
て
い
る
。
個
人
的
な
経

験
か
ら
言
う
と
、
こ
れ
ま
で
首
長
中
心
に
災
害
対
応

の
訓
練
を
組
ん
で
も
ほ
と
ん
ど
人
は
集
ま
ら
な
か
っ

た
。
大
半
の
首
長
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
過
剰
に
立
て

込
ん
で
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
が
災
害
の
多
発
に

よ
っ
て
変
化
し
て
き
た
。
不
測
事
態
の
対
応
に
失
敗

す
る
と
、
首
長
は
住
民
か
ら
集
中
砲
火
を
浴
び
る
。

反
対
に
、
そ
れ
を
う
ま
く
処
理
す
る
と
信
頼
性
や
知

名
度
が
上
が
る
。
災
害
対
応
は
政
治
的
に
も
重
要
な

政
策
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
災
害
対
策
は
現
在
で

は
、
首
長
と
し
て
、
も
は
や
軽
視
で
き
な
い
政
策
課

題
に
成
長
し
て
き
た
と
言
い
得
る
。

　

災
害
が
起
こ
る
と
自
治
体
を
率
い
る
首
長
に
は
、

多
く
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
避
難
に
つ
い

て
、
首
長
に
は
避
難
準
備
、
避
難
勧
告
、
そ
れ
に
避

難
指
示
な
ど
を
発
出
す
る
権
限
が
あ
る
。
知
事
と
の

連
絡
が
つ
か
な
い
時
、
消
防
庁
長
官
に
緊
急
消
防
援

助
隊
の
出
動
を
要
請
す
る
の
も
首
長
の
仕
事
で
あ

る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
機
に
首
長
に
は
、
知
事

に
対
し
て
自
衛
隊
の
災
害
支
援
の
た
め
の
出
動
を

「
要
求
」で
き
る
制
度
に
も
変
わ
っ
た
。

　

災
害
対
策
に
限
っ
て
、
地
方
議
会
に
は
ほ
と
ん
ど

権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
災
害
対
応
に
つ
い
て

は
、
従
来
か
ら
議
会
は
部
外
者
と
し
て「
蚊
帳
の
外
」

に
置
か
れ
て
き
た
。
議
会
の
関
与
が
な
い
分
、
首
長

の
裁
量
次
第
で
自
治
体
の
災
害
対
応
は
大
き
く
変
動

す
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
緊
急
時
に
お
け
る
首
長
の
指
導

力
は
重
要
で
あ
る
。

自
治
体
の
災
害
対
応
と
構
造
的
課
題

　

首
長
は
自
治
体
が
今
、
次
の
よ
う
な
構
造
的
問

題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
一
つ
は
、
地
方
公
務
員
の
数
が
減
少
を

続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
地
方
公
務
員
の
数
は
、

１
９
９
４
（
平
成
６
）
年
に
３
２
８
万
人
を
超
え

ピ
ー
ク
に
達
し
た
。
そ
の
後
、
毎
年
、
右
肩
下
が

り
で
減
っ
て
き
て
い
る
。
２
０
１
７
（
平
成
29
）
年

に
は
２
７
４
万
人
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
が
、
わ

け
て
も
、
土
木
関
係
の
職
員
が
縮
小
を
重
ね
て
い

る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
多
く
の
市
町
村
で
は
、
技

術
職
が
こ
こ
十
数
年
の
間
に
２
割
以
上
減
少
し
た
。

５
割
以
上
の
村
で
そ
の
数
は
０
人
に
な
っ
て
い
る
。

約
６
割
の
町
と
９
割
の
村
で
技
術
職
員
は
５
人
未

満
で
あ
る
。

　

土
木
技
術
者
の
採
用
試
験
に
応
募
者
が
集
ま
ら

ず
、
２
次
募
集
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

仮
に
応
募
者
が
集
ま
っ
て
も
、
競
争
率
は
他
の
職
種

に
比
べ
て
低
い
場
合
が
多
い
。
技
術
職
の
不
足
は
、

自
治
体
の
災
害
へ
の
備
え
や
復
旧
へ
の
対
応
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
れ
は
国
全
体
と
し
て
検
討

す
べ
き
課
題
で
あ
る
が
、
自
治
体
は
災
害
対
応
を
早

急
に
確
立
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
の
ん
び
り

と
構
え
て
い
る
訳
に
は
い
か
な
い
喫
緊
の
課
題
で

あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
災
害
は
頻
発
し
て
い
る
が
、
実
際
に

は
被
災
経
験
を
持
つ
自
治
体
職
員
の
数
は
限
ら
れ
て

首
長
の
災
害
対
応
を
阻
む
構
造
的
問
題
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い
る
。
復
旧
事
業
に
関
わ
っ
た
職
員
の
数
も
少
な
い

の
が
現
状
で
あ
る
。
過
去
10
年
間
で
復
旧
事
業
に
関

わ
っ
た
こ
と
が
な
い
自
治
体
職
員
は
23
％
、
1
年
だ

け
復
旧
事
業
を
経
験
し
た
公
務
員
は
16
％
で
あ
る
。

そ
れ
ら
を
合
算
す
る
と
、
４
割
近
い
職
員
は
災
害
の

復
旧
事
業
に
ほ
と
ん
ど
関
与
し
た
こ
と
が
な
い
か
、

あ
っ
て
も
1
年
程
度
、
経
験
が
浅
い
と
い
う
こ
と
が

い
え
る
。

　

自
治
体
の
中
に
は
、
職
員
が
住
民
の
避
難
や
誘
導

を
行
う
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
と
こ
ろ

が
、
職
員
の
多
く
は
災
害
の
未
経
験
者
で
あ
る
。
果

た
し
て
、
職
員
の
責
任
と
さ
れ
る
住
民
の
避
難
や
誘

導
が
、
実
際
に
う
ま
く
行
く
の
か
ど
う
か
、
心
も
と

な
い
と
い
う
感
想
を
抱
く
。
再
度
、
検
討
す
る
必
要

の
あ
る
問
題
で
あ
る
。
避
難
・
誘
導
の
た
め
の
職
員

訓
練
の
在
り
方
を
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
防
災
に
関
す
る
市
町
村
支
援
方
策
に
関
す
る
有
識

者
懇
談
会
．
２
０
１
７
．「
防
災
に
関
す
る
市
町
村
支

援
方
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
─
提
言
」）。

緊
急
事
態
下
の
首
長 

集
中
す
る
政
策
判
断

　

首
長
に
は
災
害
に
備
え
、
そ
れ
に
対
応
す
る
い
く

つ
か
の
シ
ナ
リ
オ
を
想
定
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ

る
。
そ
の
一
つ
は
、
発
災
し
た
際
、
首
長
が
庁
舎
に

い
た
場
合
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
庁
舎
を
離
れ
外

出
中
か
出
張
中
で
あ
っ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
今

回
は
首
長
が
役
所
に
い
る
間
に
災
害
が
発
生
し
た
事

例
を
考
え
る
が
、
不
測
の
事
態
が
起
こ
る
と
首
長

は
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
、
あ
ら
ゆ
る
案
件
に
つ
い
て
判

断
を
求
め
ら
れ
る
。
平
時
で
あ
れ
ば
担
当
課
の
責
任

者
が
処
理
す
る
案
件
で
も
、
緊
急
時
に
な
る
と
決
済

の
在
り
方
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
首

長
の
決
断
を
求
め
る
内
容
に
変
化
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
職
員
数
が
定
か
で
な
く

な
る
か
ら
で
あ
る
。
職
員
の
中
に
も
被
災
す
る
人
々

が
出
る
。
発
災
当
日
、
ど
れ
だ
け
の
数
の
職
員
が
役

所
に
参
集
で
き
る
か
不
明
の
部
分
が
残
る
。

　

緊
急
時
に
な
る
と
被
害
の
大
き
い
地
域
の
住
民
か

ら
、
役
所
に
救
済
支
援
の
要
請
が
続
々
と
届
く
。
こ

れ
ら
の
要
望
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
職
員
を
派
遣
す

る
か
、
首
長
に
は
難
し
い
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。
首

長
に
多
く
の
意
思
決
定
を
求
め
る
事
案
が
殺
到
す
る

が
、
首
長
に
は
状
況
が
不
安
定
の
中
、
す
べ
て
の
課

題
に
的
確
に
判
断
す
る
材
料
は
乏
し
い
。
加
え
て
、

経
験
し
た
こ
と
も
な
い
規
模
の
災
害
で
あ
る
。
当

然
、
判
断
ミ
ス
を
犯
す
可
能
性
も
あ
る
。
事
態
が
緊

迫
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
誤
っ
た
決
断
を
下
す
機
会
は

増
え
る
。
ミ
ス
を
避
け
る
た
め
、
決
断
を
遅
ら
せ
る

と
い
う
政
策
選
択
を
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
が

事
態
を
一
層
、
悪
化
さ
せ
る
。

　

混
乱
の
中
、
首
長
に
は
初
め
に
ど
れ
だ
け
の
職
員

が
事
務
を
担
当
で
き
る
か
、
実
数
を
つ
か
む
作
業
か

ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
作
業
を
ス
ム
ー

ズ
に
進
め
る
た
め
、
事
前
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
し
た
、

職
員
の
安
否
確
認
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
。
こ
れ
が
、
職
員
数
が
２
０
０
名
以

下
の
小
規
模
自
治
体
に
な
る
と
う
ま
く
い
か
な
い
。

小
規
模
自
治
体
で
は
、
行
政
事
務
の
電
子
化
の
遅
れ

が
目
立
つ
。
職
員
数
が
分
か
れ
ば
、
次
は
被
災
地
域

へ
ど
れ
だ
け
の
職
員
を
派
遣
す
る
か
、
そ
れ
を
判
断

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
職
員
が
自
治

体
の
各
地
で
発
生
し
た
土
砂
災
害
の
対
応
に
庁
舎
を

離
れ
、
役
所
が
空
っ
ぽ
に
な
っ
た
事
例
が
あ
る
。
少

な
い
職
員
を
ど
う
振
り
分
け
、
災
害
に
ど
う
対
応
す

る
か
、
首
長
は
常
日
ご
ろ
か
ら
意
思
決
定
に
対
す
る

感
度
を
上
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方

法
の
一
つ
は
、
図
上
訓
練
を
重
ね
る
こ
と
で
あ
る
。

次
回
は
、
そ
の
辺
り
の
論
点
か
ら
説
明
を
始
め
る
。
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