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災
害
対
策
の
普
遍
化
と
課
題

　

国
は
現
在
、
自
治
体
の
災
害
対
策
を
標
準
化
す

る
試
み
を
進
め
て
い
る
。
災
害
対
応
を
共
通
化
し
、

多
く
の
自
治
体
で
使
え
る
汎
用
性
の
高
い
制
度
に

す
る
の
が
、
そ
の
狙
い
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
最

終
案
が
出
る
ま
で
な
お
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
問

題
は
防
災
対
策
の
窓
口
が
極
め
て
広
範
囲
に
及
ぶ

と
こ
ろ
に
あ
る
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
や
そ
れ
を

具
体
化
す
る
活
動
指
針
、
さ
ら
に
は
災
対
本
部
の

設
置
や
住
民
の
安
全
確
保
な
ど
、
政
府
が
作
る
災

害
対
策
の
標
準
化
案
は
、
多
種
多
様
に
及
ぶ
課
題

を
飲
み
込
み
肥
満
型
モ
デ
ル
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
標
準
化
案
が
肥
大
化
す
る
と
自
治

体
に
大
き
な
負
荷
が
か
か
っ
て
実
効
性
の
乏
し
い

計
画
に
終
わ
る
。
反
対
に
対
象
を
絞
る
と
、
折
角

の
試
み
は
守
備
範
囲
が
狭
く
効
果
の
点
で
問
題
が

残
る
。
災
害
対
策
と
し
て
最
低
限
、
何
が
必
要
か
、

必
須
要
件
の
線
引
き
は
引
き
続
き
頭
の
痛
い
難
題

と
し
て
残
る
。

　

災
害
対
策
を
標
準
化
す
る
に
当
た
り
、
首
長
の

責
任
と
機
能
を
ど
う
規
定
す
る
か
は
避
け
て
通
れ

な
い
課
題
で
あ
る
。
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、

日
本
の
地
方
制
度
は
首
長
を
独
任
制
と
し
、
首
長

に
権
限
が
集
中
す
る「
強
首
長
制
」を
採
っ
て
い
る
。

災
害
対
応
に
は
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
で

あ
る
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
権
限
が
首
長
に
集

中
す
る
日
本
の
現
行
制
度
は
、
災
害
対
策
に
適
し

た
モ
デ
ル
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
、
こ
れ
に
は
大
き
な
落
と
し
穴
が
あ
る
。

権
限
が
集
中
す
る
だ
け
に
、
一
端
、
首
長
に
問
題

が
出
る
と
自
治
体
の
災
害
対
応
は
大
き
く
後
退
す

る
。
優
柔
不
断
な
市
長
を
抱
え
る
と
、
災
害
対
応

は
迅
速
さ
を
欠
い
て
被
害
は
大
き
く
な
る
。
ご
く

最
近
の
災
害
で
も
発
生
し
た
見
逃
す
こ
と
の
で
き

な
い
問
題
で
あ
る
。
現
状
で
は
災
害
対
策
に
関
心

を
持
つ
首
長
と
、
そ
れ
に
関
心
が
薄
い
首
長
と
の

格
差
が
大
き
い
。
首
長
が
災
害
対
策
に
、
ど
の
程

度
、
知
識
と
意
識
、
そ
れ
に
認
識
を
持
つ
か
に
よ
っ

て
、
災
害
対
応
の
成
果
は
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。

こ
の
先
、
国
や
県
は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
編
み
出

し
、
首
長
を
対
象
に
危
機
管
理
教
育
の
拡
大
と
充

実
を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

首
長
へ
の
提
言
、「
上
を
み
る
な
」

　

首
長
は
、
発
災
時
、「
上
を
見
な
い
」（D

on't 
Look U

p

）
と
い
う
姿
勢
を
保
つ
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
日
本
で
は
権
限
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
を
行

使
す
る
に
当
た
っ
て
国
や
県
の
意
向
、
そ
れ
に
他

の
自
治
体
の
動
静
を
う
か
が
う
ク
セ
を
持
つ
首
長

が
い
る
。
首
長
は
国
や
県
か
ら
の
指
示
を
待
た
ず
、

独
自
の
判
断
で
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
対
策
を
決

め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
決
断
力
は
、
経
験

の
中
か
ら
生
ま
れ
る
。
そ
れ
を
養
う
た
め
、
首
長

が
先
頭
を
切
っ
て
防
災
訓
練
を
仕
掛
け
、
い
ろ
い

ろ
な
局
面
に
対
応
で
き
る
実
務
訓
練
を
重
ね
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

災
害
対
策
の
標
準
化
と

強
い
首
長
制
の
落
と
し
穴

明
治
大
学
名
誉
教
授
、
日
本
自
治
体
危
機
管
理
学
会
会
長　

中
邨
　
章

Risk Management の市都
リスクマネジメント

第76回



市政 AUGUST 201655

　

費
用
が
か
か
ら
ず
実
効
性
の
高
い
方
法
は
、
近

隣
の
自
治
体
と
共
同
で
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
訓

練
」
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
土
砂
災
害
や

地
震
被
害
な
ど
あ
ら
か
じ
め
テ
ー
マ
を
決
め
、
危

機
状
況
を
時
間
軸
で
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
首
長
を

中
心
に
参
加
者
が
次
々
と
具
体
的
な
対
策
を
案
出

す
る
訓
練
で
あ
る
。
参
加
者
は
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
と

呼
ば
れ
る
が
、
総
務
部
長
や
危
機
管
理
部
長
な
ど

指
示
さ
れ
た
役
柄
に
な
り
き
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
同
じ
自
治
体
で
は
職
員
が
市
長
を
批
判
す
る

役
割
を
演
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、

他
の
自
治
体
か
ら
の
参
加
者
が
報
道
記
者
な
ど
に

扮
し
、
自
治
体
執
行
部
を
糾
弾
す
る
な
ど
の
役
割

を
果
た
す
。
こ
れ
ま
で
の
事
例
で
は
、
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
訓
練
は
実
践
さ
な
が
ら
の
場
面
を
生
み
出

し
、
大
き
な
実
績
を
上
げ
て
き
て
い
る
。
訓
練
を

2
回
、
実
施
し
た
あ
る
都
市
の
市
長
は
、
そ
れ
が

３
・
11
の
災
害
時
に
大
き
な
助
け
に
な
っ
た
と
述

懐
し
て
い
る
（
訓
練
の
方
法
に
関
し
て
、
詳
し
く
は

総
務
省
消
防
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
）。

　

た
だ
、
災
害
は
首
長
が
地
元
を
離
れ
た
と
き
、
不

在
の
場
合
に
発
生
す
る
こ
と
が
多
い
。
阪
神
・
淡
路

大
震
災
で
は
、
一
時
、
兵
庫
県
知
事
の
所
在
が
不
明

で
、
自
衛
隊
の
出
動
要
請
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
２
０
０
４
年
の
新
潟
地
震
は
知
事
の
交
代
期
に

重
な
り
、
首
長
不
在
の
な
か
で
災
害
が
発
生
し
て
い

る
。
２
０
１
３
年
10
月
の
伊
豆
大
島
で
の
豪
雨
災
害

で
も
、
島
根
県
に
出
張
中
の
町
長
は
自
衛
隊
の
ヘ
リ

と
輸
送
機
で
地
元
に
帰
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
過
去
の
事
例
を
参
考
に
す
る

と
、
災
害
対
策
を
標
準
化
す
る
に
当
た
っ
て
、
国
は

首
長
が
不
在
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
、
事
前
に
災
害

対
応
の
指
揮
命
令
系
統
な
ど
に
つ
き
、
首
長
抜
き
の

制
度
整
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
次
に
挙
げ
る
補
佐
機
能
の
充
実
で
あ
る
。

補
佐
機
能
の
充
実
と
災
害
時
の 

意
思
決
定

　

不
在
や
決
断
力
不
足
な
ど
首
長
職
に
は
不
安
定

要
因
が
つ
き
ま
と
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
測

事
態
が
続
く
と
首
長
は
各
種
の
政
策
選
択
に
迫
ら

れ
る
。
慣
れ
な
い
事
案
も
多
く
判
断
を
躊ち
ゅ
う
ち
ょ躇

す
る

場
面
も
増
え
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、
首
長
の
補
佐

機
能
は
日
ご
ろ
か
ら
強
化
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま

れ
る
。
災
害
対
策
の
最
高
指
揮
者
が
首
長
で
あ
る

必
要
は
な
い
。
危
機
状
況
で
は
首
長
の
信
任
を
得

た
副
市
長
や
総
務
部
長
な
ど
が
、
対
策
の
実
働
作

業
を
指
揮
監
督
す
る
ポ
ス
ト
に
就
く
こ
と
も
考
慮

す
べ
き
で
あ
る
。

　

災
害
時
に
は
そ
れ
に
適
し
た
意
思
決
定
の
仕
組

み
が
必
要
で
あ
る
。
災
害
時
の
リ
ー
ダ
ー
、
仮
に

そ
れ
を
副
市
長
と
す
る
と
、
副
市
長
は
首
長
に
代

わ
っ
て
消
防
業
務
を
含
む
全
庁
体
制
を
統
括
す
る

地
位
に
就
く
。
し
か
し
、
最
終
責
任
は
な
お
首
長

に
止
ま
る
。
実
務
を
担
任
す
る
副
市
長
は
仮
に
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
、
３
通
り
の
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
が
あ
れ
ば
、

Ａ
が
最
も
適
切
で
あ
る
こ
と
を
補
佐
役
の
関
係
者

で
あ
ら
か
じ
め
決
定
す
る
。
結
果
を
首
長
に
具
申

し
、
そ
の
諾だ
く
ひ否
の
最
終
決
断
を
仰
ぐ
と
い
う
体
制

を
創
る
。
首
長
の
承
認
を
受
け
た
事
案
を
実
務
に

移
す
の
は
、
副
市
長
な
ど
官
房
役
の
責
任
に
な
る
。

　

危
機
状
況
下
で
は
、
災
害
対
策
に
不
慣
れ
な
首
長

が
判
断
を
迫
ら
れ
る
事
案
や
裁
量
の
幅
と
量
を
で

き
る
だ
け
小
さ
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
体

制
を
実
現
す
る
た
め
、
首
長
を
補
佐
す
る
副
市
長
や

総
務
部
長
な
ど
の
ス
タ
ッ
フ
は
日
ご
ろ
か
ら
災
害

対
策
に
関
す
る
知
識
を
集
め
、
緊
急
事
態
に
備
え
る

訓
練
を
重
ね
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
体
制
で

は
、
災
害
対
策
の
成
否
は
首
長
よ
り
、
補
佐
役
に
か

か
る
。
補
佐
ス
タ
ッ
フ
は
災
害
対
策
を
政
治
か
ら
距

離
を
置
い
た
行
政
課
題
と
し
て
粛
々
と
進
め
る
、
そ

れ
が
こ
の
制
度
の
特
色
で
あ
る
。
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