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学
習
効
果
と
被
災
経
験

　

学
習
効
果
と
呼
ば
れ
る
表
現
が
あ
る
。「
あ
つ
も
の

に
懲
り
て
、
な
ま
す
を
吹
く
」。
こ
の
古
い
こ
と
わ

ざ
が
、
そ
の
意
味
を
よ
く
伝
え
る
。
多
く
の
人
び
と

は
失
敗
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
。
反
対
に
、「
の
ど
元

過
ぎ
れ
ば
熱
さ
を
忘
れ
る
」
と
も
い
わ
れ
る
。
貴
重

な
体
験
の
中
身
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
薄
れ
る
。

災
害
経
験
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
阪
神
・
淡
路

大
震
災
か
ら
22
年
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
６
年
、
大

惨
事
の
記
憶
が
多
く
の
人
び
と
の
脳
裏
か
ら
消
え
な

い
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

自
治
体
の
防
災
対
策
に
つ
い
て
は
、
災
害
で
経
験

し
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
や
対
応
策
は
次
世
代
に
継

承
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
自
治
体
の
防
災
対
策

は
過
去
の
教
訓
か
ら
学
び
、
中
身
を
高
度
化
さ
せ
精

度
の
高
い
内
容
に
更
新
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
被
災
経
験
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
防
災

対
策
に
具
体
化
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。

　

自
治
体
の
防
災
対
策
に
経
験
則
が
生
か
さ
れ
な
い

の
は
、
１
つ
に
は
費
用
の
問
題
が
あ
る
。
資
金
不
足

で
防
災
対
策
に
被
災
経
験
を
刷
り
込
む
余
裕
が
な
い

な
ど
の
声
が
聞
か
れ
る
。
こ
れ
は
新
し
い
情
報
機
材

の
導
入
な
ど
で
目
立
つ
。
も
う
１
つ
は
人
手
不
足
で

あ
る
。
経
験
を
積
ん
だ
職
員
、
専
門
的
知
識
を
持
つ

ス
タ
ッ
フ
が
不
足
し
、
被
災
経
験
を
防
災
対
策
に
連

結
で
き
な
い
と
嘆
く
自
治
体
も
少
な
く
な
い
。
こ
う

し
た
悪
条
件
は
、
人
口
や
職
員
数
の
少
な
い
自
治
体

ほ
ど
深
刻
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
小
規
模
自
治

体
の
防
災
対
策
は
取
り
残
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

不
足
す
る
災
害
経
験
の
継
承

　

２
０
１
６
年
12
月
、
４
９
１
団
体
を
対
象
に
「
災

害
経
験
の
継
承
と
自
治
体
規
模
」
を
検
討
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
が
行
わ
れ
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
の

リ
サ
ー
チ
は
被
災
自
治
体
の
経
験
が
防
災
対
策
に
活

用
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
映
し
出
す
結
果
に
な
っ

た
。
被
災
し
た
自
治
体
は
、
地
域
防
災
計
画
の
見
直

し
や
災
害
対
応
業
務
の
再
検
討
な
ど
限
ら
れ
た
分
野

で
は
極
め
て
積
極
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
他

の
施
策
に
な
る
と
、
被
災
経
験
の
有
無
は
ほ
と
ん
ど

関
係
が
な
く
な
る
。

　

例
え
ば
、
災
害
の
発
生
に
備
え
自
治
体
に
は
「
優

先
業
務
の
一
覧
表
」（
Ａ
４
、１
枚
程
度
）を
作
成
す
る

こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
が
な
い
と
、
発
災

時
に
職
員
は
混
乱
し
右
往
左
往
す
る
こ
と
が
あ
る
。

実
際
、
住
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
要
望
の
対
応
に
追
わ

れ
、
自
治
体
と
し
て
な
す
べ
き
業
務
や
責
任
が
お
ろ

そ
か
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
出
て
い
る
。
既
に
内
閣
府

は
自
治
体
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
の
作
成
を
促
し

参
考
に
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
公
表
し
て
い
る
。
こ

の
指
針
で
も
災
害
へ
の
事
前
準
備
と
し
て
、
自
治
体

の
業
務
に
優
先
順
位
を
付
け
る
必
要
性
が
説
か
れ
て

い
る
。
総
務
省
消
防
庁
で
も
「
市
町
村
の
危
機
対
応

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
」
を
作
成
し
、
自
治
体
の
首
長

や
幹
部
職
員
が
そ
れ
を
執
務
室
に
常
置
す
る
こ
と
を

提
唱
し
て
き
た
。

被
災
経
験
の
継
承
と
防
災
対
策
の
充
実

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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し
か
し
、
被
災
経
験
を
持
つ
自
治
体
で
「
優
先
業

務
の
一
覧
表
」
を
策
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
３
割
程

度
で
あ
る
。
７
割
近
い
被
災
自
治
体
が
「
作
成
し
て

い
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。
一
方
、
災
害
経
験
の

な
い
自
治
体
で
一
覧
表
を
「
作
成
し
た
」
の
も
３
割

に
な
っ
た
。「
作
成
し
な
い
」
は
７
割
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
結
果
は
、
被
災
経
験
は
一
覧
表
を
作
成
す
る
と

い
う
事
業
に
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

優
先
業
務
リ
ス
ト
の
活
用
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ

う
な
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。
先
の
調
査
に
よ
る
と
非

常
時
の
優
先
業
務
リ
ス
ト
を
役
所
内
に
掲
示
し
て
い

る
自
治
体
は
、
被
災
経
験
を
持
つ
と
こ
ろ
で
も
わ
ず

か
７
・
５
％
、
被
災
経
験
の
な
い
自
治
体
に
な
る
と

掲
示
す
る
割
合
は
６
・
７
％
に
ま
で
下
が
る
。
す
べ

て
の
自
治
体
で
緊
急
時
に
職
員
が
果
た
す
べ
き
役
割

を
、
情
報
、
避
難
所
、
食
料
な
ど
機
能
別
に
一
覧
表

に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
役
所
の
各
所
に

掲
示
す
る
か
、
職
員
の
机
上
に
常
備
す
る
な
ど
の
方

法
を
と
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
こ
の
先
、
発
災
時
の

優
先
業
務
は
職
員
が
全
員
、
熟
知
す
る
制
度
に
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

災
害
情
報
と
小
規
模
自
治
体

　

災
害
対
応
に
情
報
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
す

る
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
調
査
対
象
が
情
報
に
変
わ

る
と
被
災
経
験
よ
り
も
、
自
治
体
規
模
が
大
き
な
意

味
を
持
ち
始
め
る
。
発
災
時
に
は
、
職
員
の
参
集
を

呼
び
掛
け
る
伝
達
情
報
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
７
割
の
自
治
体
が
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
利
用
し
、
一
斉
の
メ
ー
ル
配
信
で
職
員
に

呼
集
を
か
け
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
点
で

は
被
災
経
験
の
有
無
は
関
係
が
な
い
。
関
係
す
る
の

は
自
治
体
規
模
で
あ
る
。
人
口
や
職
員
数
が
少
な
い

小
規
模
自
治
体
に
な
る
と
、
一
斉
メ
ー
ル
発
信
な
ど

の
情
報
シ
ス
テ
ム
は「
ま
だ
未
整
備
」が
増
え
る
。

　

全
国
の
自
治
体
で
「
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
」

（J-A
lert

）
が
装
備
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ

ス
テ
ム
機
構
が
提
供
す
る「
被
災
者
支
援
シ
ス
テ
ム
」

等
を
導
入
す
る
自
治
体
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
導
入
率
は
自
治
体
規

模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
低
下
す
る
。
そ
の
上
、
そ
れ

が
実
際
に
稼
働
す
る
か
ど
う
か
に
も
不
安
が
残
る
。

シ
ス
テ
ム
の
操
作
に
関
し
て
、
ど
の
程
度
、
訓
練
を

し
て
い
る
か
を
尋
ね
た
調
査
で
は
、
４
割
の
基
礎
自

治
体
が
訓
練
を
し
て
い
な
い
と
報
告
し
て
い
る
。
こ

こ
で
も
、
自
治
体
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
訓
練
回

数
は
低
下
す
る
。
小
規
模
自
治
体
で
訓
練
回
数
が
年

１
回
〜
５
回
と
回
答
し
た
の
は
１
割
に
満
た
な
い
。

最
大
の
ネ
ッ
ク
は
費
用
、
と
り
わ
け
運
営
コ
ス
ト
、

そ
れ
に
職
員
の
知
識
不
足
や
操
作
の
複
雑
さ
な
ど
で

あ
る
。

　

そ
の
点
で
言
う
な
ら
、
国
や
都
道
府
県
が
目
下
、

推
進
中
の
災
害
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
の
関
係
が
注

目
さ
れ
る
。
被
災
場
所
や
災
害
規
模
な
ど
を
瞬
時
に

地
図
上
に
表
示
し
、
そ
れ
を
自
治
体
や
関
係
機
関
と

共
有
す
る
高
度
な
取
り
組
み
が
開
発
さ
れ
て
い
る
。

高
度
化
さ
れ
た
災
害
情
報
の
伝
達
シ
ス
テ
ム
に
は
、

目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
、
国
や
県
が
推
進

す
る
災
害
情
報
の
電
子
化
は
、
小
規
模
自
治
体
を
置

き
去
り
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
映
る
。
現
状
が
続

く
と
、
情
報
技
術
の
面
で
中
央
政
府
と
県
、
そ
れ
に

弱
小
自
治
体
と
の
格
差
は
、
今
後
、
ま
す
ま
す
拡
大

す
る
可
能
性
が
あ
る
。
国
や
県
が
創
っ
た
災
害
情
報

シ
ス
テ
ム
が
、
自
治
体
で
は
使
用
不
能
や
消
化
不
良

に
陥
る
可
能
性
が
高
い
。
今
後
、
弱
小
自
治
体
の

Ｉ
Ｔ
技
術
を
高
め
る
施
策
を
早
急
に
検
討
す
べ
き
な

い
か
と
思
う
。

（
参
考
資
料
：
日
本
防
火
・
危
機
管
理
推
進
協
会
、

２
０
１
７
、「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
被
災
経
験
の

継
承
と
自
治
体
規
模
に
関
す
る
調
査
研
究
」）
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