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地
域
防
災
計
画
の
課
題

　

東
日
本
大
震
災
を
受
け
て
、
２
０
１
２
年
12
月
、

公
益
社
団
法
人
土
木
学
会
は
地
域
防
災
計
画
の
問

題
点
や
課
題
を
整
理
・
分
析
し
、
地
域
防
災
計
画

の
あ
る
べ
き
姿
、
実
現
方
策
に
つ
い
て
報
告
し
た
。

　

課
題
の
一
つ
に
「
地
域
防
災
計
画
は
、
以
前
か
ら

地
域
の
自
然
環
境
や
社
会
状
況
な
ど
が
十
分
に
反

映
さ
れ
ず
、
ど
の
市
町
村
の
計
画
も
画
一
的
か
つ

抽
象
的
な
内
容
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
防
災
担
当

者
は
具
体
的
に
何
を
し
た
ら
よ
い
か
分
か
ら
な
い

と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
」と
挙
げ
て
い
る
。

　

地
域
防
災
計
画
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、

多
様
な
豊
か
さ
を
持
っ
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
新
た
な
地
域
づ
く

り
の
形
成
に
資
す
る
も
の
で
も
な
い
。
防
災
と
地

域
が
切
り
離
さ
れ
て
、
無
機
質
な
防
災
計
画
が
そ

こ
に
あ
る
だ
け
と
な
る
。

　

し
か
し
、
地
域
に
お
け
る
防
災
は
、
人
命
を
守

り
、
つ
な
ぐ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
人
々
の
生
活
基

盤
で
あ
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
強
く
関
連
す
る
。

だ
と
し
た
ら
、
無
機
質
な
防
災
計
画
に
地
域
の
魂

を
吹
き
込
み
、
人
々
の
実
感
に
即
し
た
「
生
け
る
計

画
」に
変
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

一
方
で
、
市
町
村
と
い
え
ど
も
広
範
囲
で
あ
り
、

災
害
を
も
た
ら
す
ハ
ザ
ー
ド
、
暴
露
量
、
社
会
の

脆ぜ
い
じ
ゃ
く

弱
性
な
ど
が
地
域
に
よ
っ
て
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る

た
め
、
市
町
村
一
体
の
計
画
に
す
る
に
は
抽
象
度

を
高
め
ざ
る
を
得
な
い
。

地
区
防
災
計
画
の
概
要
と 

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
関
係

　

こ
の
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
に
資
す
る
の
が
、２
０
１
３

年
６
月
に
創
設
さ
れ
た
「
地
区
防
災
計
画
制
度
」
で

あ
る
。
市
町
村
の
一
定
の
地
区
内
の
居
住
者
お
よ

び
事
業
者
（
地
区
居
住
者
等
）
に
よ
る
自
発
的
な
防

災
活
動
計
画
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
顔
の
見
え
る
地

域
内
で
個
別
、
具
体
的
な
「
共
助
」
の
計
画
を
作
成

す
る
も
の
だ
。

　

２
０
１
４
年
の
防
災
白
書
で
は
、
防
災
活
動
と

地
域
活
動
と
の
関
係
は
極
め
て
深
く
、
地
域
活
動

を
通
じ
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
を
促
進
し
、

日
頃
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
良
好
な
関

係
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
効
果
的
な
防
災
活
動

を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
し
て
い
る
他
、

防
災
活
動
を
き
っ
か
け
に
地
域
活
動
を
通
じ
た

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
が
活
発
化
し
、
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
良
好
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と

に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
の
契
機
に 

〜
安
渡
地
区
〜

　

岩
手
県
大お

お
つ
ち
ち
ょ
う

槌
町
安あ

ん
ど渡
地
区
は
東
日
本
大
震
災
で

２
１
８
人
、
11
％
強
の
住
民
が
亡
く
な
る
津
波
被

害
を
受
け
た
。
住
民
は
「
安
渡
町
内
会
防
災
計
画
づ

く
り
検
討
会
」
を
中
心
に
避
難
行
動
等
の
ヒ
ア
リ
ン

地
区
防
災
計
画
と

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化（
１
）
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グ
調
査
や
懇
談
会
・
検
討
会
を
重
ね
、
地
区
防
災

計
画
を
策
定
し
た
。
主
な
支
援
ル
ー
ル
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

●�

町
内
会
の
支
援
内
容
を
限
定
す
る
（
安
全
な

避
難
場
所
に
向
か
っ
て
率
先
避
難
、
声
か

け
、
避
難
所
運
営
等
）。

●�

あ
ら
か
じ
め
登
録
し
て
い
る
（
一
定
の
自
助

活
動
を
行
っ
て
い
る
）
要
配
慮
者
を
対
象
と

す
る
。

　�（
傍
線
は
筆
者
が
追
加
。
米
国
の
ハ
リ
ケ
ー

ン
対
策
で
も
、
登
録
し
た
要
配
慮
者
は
行

政
が
避
難
支
援
し
て
い
る
）

●�

要
配
慮
者
の
家
族
は
、
移
動
に
必
要
な
準

備
や
避
難
訓
練
に
参
加
す
る
。

●�

地
震
時
に
、
家
族
は
要
配
慮
者
を
玄
関
先

ま
で
出
す
。

●�

車
避
難
は
、
要
配
慮
者
と
の
同
伴
避
難
に

認
め
る
。

　

津
波
避
難
に
お
い
て
は
、
短
時
間
で
の
避
難
方

法
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
。
皆
が
車
で
逃
げ
れ
ば

渋
滞
が
発
生
し
多
く
の
人
が
逃
げ
遅
れ
る
。
で
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
大
槌
町
の
地
域
防
災
計

画
で
も
「
避
難
に
当
た
っ
て
は
徒
歩
に
よ
る
こ
と
を

原
則
と
す
る
」〔
震
災
対
策
編
２
―

７
―

２（
P.

14
）第

２
章

災
害
予
防
計
画
〕と
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
。

　

一
方
、
安
渡
地
区
の
地
区
防
災
計
画
で
は
、
前

述
し
た
よ
う
に
、
一
定
の
条
件
の
下
で
車
避
難
を

認
め
て
い
る
。「
健
康
な
人
も
含
め
て
皆
が
車
で
逃

げ
る
と
、
渋
滞
で
多
く
の
犠
牲
者
が
出
る
。
だ
か

ら
、
徒
歩
避
難
で
き
る
人
は
徒
歩
で
避
難
す
る
。

徒
歩
避
難
が
で
き
な
い
要
配
慮
者
は
、
家
族
や
近

隣
の
支
援
者
と
車
で
同
行
避
難
す
る
。
誰
が
車
を

使
っ
て
よ
い
か
は
事
前
に
話
し
合
っ
て
決
め
て
お

く
。
こ
う
す
れ
ば
地
区
の
全
員
が
助
か
る
」
と
い
う

ル
ー
ル
を
地
域
住
民
が
共
有
化
し
、
納
得
す
る
。

　

安
渡
地
区
の
検
討
会
は
、
住
民
が
真
剣
な
議
論

を
続
け
る
た
め
、
１
回
の
会
議
に
３
〜
４
時
間
か

け
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
度
決
め
た
こ
と
で
も
、

誰
か
が
問
題
が
あ
る
と
言
え
ば
、
何
度
で
も
繰
り

返
し
話
し
合
う
と
い
う
ル
ー
ル
で
進
め
た
。
結
論

を
急
が
ず
に
、
全
員
が
納
得
す
る
ま
で
心
を
寄
せ

合
う
姿
勢
に
胸
を
打
た
れ
る
。

　

な
ぜ
こ
こ
ま
で
努
力

し
た
の
か
と
い
う
私
の

問
い
に
、
安
渡
町
内
会

長
佐
々
木
慶
一
氏
は「
自

分
た
ち
の
た
め
で
は
な

い
。
自
分
た
ち
は
経
験

し
た
か
ら
、
も
し
ま
た

津
波
が
襲
っ
て
き
て
も

助
か
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
新
し
く
地
区
に
引
っ
越
し
て
き
た
人
た
ち
、

こ
れ
か
ら
の
世
代
が
生
き
残
る
た
め
に
、
私
た
ち

が
こ
こ
ま
で
考
え
、
議
論
し
た
経
過
を
見
せ
る
こ

と
が
大
事
だ
。
だ
か
ら
、
誰
か
が
問
題
が
あ
る
と

言
え
ば
、
何
度
で
も
、
ど
ん
な
に
時
間
が
か
か
ろ

う
と
見
直
す
。
そ
し
て
、
こ
の
計
画
を
、
新
し
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
の
契
機
と
し
た
い
」
と
答
え
て

く
だ
さ
っ
た
。

　

安
渡
地
区
で
は
、
地
区
防
災
計
画
が
東
日
本
大

震
災
の
津
波
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
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