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地
域
社
会
が
次
の
災
害
に
備
え
る
上
で
は
、
災

害
の
教
訓
の
風
化
を
防
ぐ
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。

の
ど
元
過
ぎ
て
も
熱
さ
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
熱
さ
を
記
憶
の
中
に
根

付
か
せ
て
、
無
防
備
の
ま
ま
熱
い
食
べ
物
を
口
に

入
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ

過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
は
、
熱
さ
忘
れ
ず

で
災
害
の
苦
い
経
験
を
記
憶
に
と
ど
め
、
生
活
慣

習
と
し
て
、
ま
た
、
地
域
文
化
と
し
て
継
承
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
自
治
体
に
も
、
風
化
を
防

ぐ
災
害
伝
承
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。

津
波
防
災
の
日
と
災
害
伝
承

　

先
月
の
11
月
５
日
は
、
津
波
防
災
の
日
で
あ
り

世
界
津
波
の
日
だ
っ
た
。
こ
の
津
波
防
災
の
日
は
、

津
波
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
に
定
め
ら
れ

た
も
の
で
、
津
波
防
災
や
地
震
防
災
に
対
す
る
訓

練
や
学
習
を
す
る
日
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
日
の
前
後
に
全
国
の
自
治
体
に
は
、
こ
の
津

波
の
日
の
「
意
識
啓
発
と
い
う
趣
旨
に
沿
っ
た
行

事
」
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
10
月
末
に

神
戸
で
行
わ
れ
た
「
ぼ
う
さ
い
こ
く
た
い
」
も
、
こ

の
津
波
の
日
の
意
識
啓
発
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
11
月
５
日
は
、
約
１
７
０
年
前
に
安
政
南

海
地
震
が
起
き
た
日
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
安

政
南
海
地
震
で
は
、
和
歌
山
県
を
中
心
に
津
波
に

よ
る
大
き
な
被
害
が
出
た
が
、
そ
れ
に
関
わ
っ
て

語
り
継
が
れ
た「
稲
む
ら
の
火
」※
の
逸
話
が
、
災
害

伝
承
や
防
災
教
育
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
意
識
啓
発
を
す
る
日
と
し
て

定
め
ら
れ
て
い
る
。
今
年
は
、
そ
の
南
海
地
震
の

被
災
地
や
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
は
も
と
よ
り
、

東
京
都
、
神
奈
川
県
、
広
島
県
、
山
形
県
な
ど
で

も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
津
波
避
難
訓
練
が
行
わ
れ
て

い
る
。

　
「
稲
む
ら
の
火
」
の
逸
話
は
、
災
害
伝
承
や
語
り

継
ぎ
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
小
泉
八

雲
が
分
か
り
や
す
く
書
き
直
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

全
国
的
規
模
で
今
日
ま
で
語
り
継
が
れ
、
防
災
意

識
啓
発
の
大
き
な
エ
ン
ジ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
風

化
を
防
ぐ
上
で
伝
承
は
欠
か
せ
ず
、
第
２
あ
る
い

は
第
３
の
「
稲
む
ら
の
火
」
を
つ
く
り
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

災
害
伝
承
の
手
段
と
文
化

　

災
害
伝
承
は
、
被
災
地
責
任
だ
と
い
わ
れ
る
。

亡
く
な
ら
れ
た
方
へ
の
慰
霊
も
あ
る
し
、
支
援
い

た
だ
い
た
方
へ
の
感
謝
も
あ
る
が
、
何
よ
り
も
同

じ
悲
し
み
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
、
未
来
に
発
信
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　

そ
の
伝
承
を
は
か
る
に
当
た
っ
て
は
、
い
か
に

伝
え
る
か
が
問
わ
れ
る
。
い
か
に
と
い
う
こ
と
で

は
、
稲
む
ら
の
火
の
よ
う
な
逸
話
と
し
て
語
り
継

ぎ
を
は
か
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
口
承
に
よ
る

伝
承
も
あ
る
が
、
絵
本
や
紙
芝
居
、
さ
ら
に
は

ア
ニ
メ
と
い
っ
た
形
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
で
伝
え
る
こ

と
が
有
効
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ア
チ
ェ
州

の
津
波
で
は
、
災
害
伝
承
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
た

「
災
害
伝
承
」
と
自
治
体
の
課
題
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「
ス
モ
ン
」
と
い
う
子
守
歌
が
、
多
く
の
命
を
救
っ

て
い
る
。

　

遺
構
や
伝
承
碑
と
し
て
残
す
こ
と
も
必
要
で
あ

る
。
過
去
に
災
害
が
起
き
た
事
実
を
具
体
的
な
形

で
伝
え
る
の
で
あ
る
。

　

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
や
伝
承
館
の
中
で
遺
品
や
写
真

な
ど
で
伝
え
る
こ
と
も
、
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
現
場
や
現
物
の
力
を
借
り
て
、

語
り
か
け
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
物
や
箱
で

伝
え
き
れ
な
い
部
分
を
、
人
の
語
り
で
補
完
す
る

こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
バ
ト
ン
を

受
け
渡
し
つ
つ
語
り
部
を
育
ん
で
い
く
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
逸
話
や
遺
品
に
よ
る
伝
承
に
加
え
て
、

行
事
や
文
化
と
し
て
の
伝
承
を
忘
れ
て
は
い
け
な

い
。
津
波
の
日
も
そ
う
で
あ
る
が
、
周
年
事
業
と

し
て
記
念
行
事
を
行
う
こ
と
が
、
風
化
防
止
に
は

有
効
で
あ
る
。

　

復
興
が
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
記
念
行
事
を

打
ち
止
め
に
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
伝
承
は
エ
ン

ド
レ
ス
な
の
で
行
事
の
継
続
に
力
を
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
で
き
れ
ば
、
そ
の
行
事
を
祭
礼
と

し
て
昇
華
さ
せ
、
危
機
意
識
を
育
む
文
化
と
し
て

受
け
継
い
で
い
き
た
い
。

災
害
伝
承
の
内
容
と
覚
悟

　

伝
承
で
は
、
何
を
伝
え
る
か
も
問
わ
れ
る
。
こ

の
何
を
と
い
う
こ
と
で
は
、
自
然
の
破
壊
力
の
大

き
さ
、
被
災
の
悲
し
み
や
喪
失
感
、
命
を
守
る
た

め
の
知
恵
、
被
害
を
招
い
た
人
間
の
愚
か
さ
を
伝

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
災
害
の
復
興
に
立
ち
向

か
っ
た
人
間
の
素
晴
ら
し
さ
も
伝
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
最
近
の
伝
承
の
傾
向
を
見
て
い
る
と
、

み
ん
な
で
頑
張
っ
た
と
い
う
「
明
る
い
話
」
に
傾
斜

し
が
ち
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
で
は
、
正
し
く
恐
れ

て
正
し
く
備
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

悲
し
い
こ
と
を
思
い
出
し
た
く
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
悲
し
み
を
伝
え
る
こ
と
に
消
極
的
に
な
り

が
ち
だ
し
、
責
任
を
問
わ
れ
た
く
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
誤
り
を
伝
え
る
こ
と
に
消
極
的
に
な
り
が

ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
災
害
の
悲
惨
さ
を
教
え
な

い
と
防
災
へ
の
心
は
育
ま
れ
な
い
し
、
人
間
の
誤

り
を
伝
え
な
い
と
再
発
防
止
の
方
向
が
見
え
な
く

な
る
。「
暗
い
話
」を
伝
え
る
覚
悟
が
求
め
ら
れ
る
。

地
域
に
根
差
し
た
伝
承
を

　

災
害
伝
承
は
、
直
近
に
被
災
し
た
自
治
体
だ
け

の
課
題
で
は
な
い
。
次
に
被
災
す
る
危
険
の
あ
る

自
治
体
こ
そ
伝
承
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

全
て
の
地
域
や
自
治
体
は
、
過
去
に
何
ら
か
の
災

害
の
経
験
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
災
害
の
経
験
を

掘
り
起
こ
し
て
、
地
域
文
化
と
し
て
共
有
す
る
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
災
害
を

わ
が
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
も
ら
う
た
め
に
も
、

災
害
の
原
因
が
地
域
の
中
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

も
ら
う
た
め
に
も
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
日
、

山
形
県
の
酒
田
市
に
伺
っ
た
時
、
46
年
前
に
酒

田
大
火
の
起
き
た
10
月
29
日
を
防
災
の
日
と
定
め

て
、
災
害
の
経
験
を
語
り
継
い
で
い
る
と
の
話
を

聞
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
独
自
の
災
害
体
験
を
ベ
ー
ス
に

し
た
伝
承
活
動
を
、
全
て
の
自
治
体
で
学
校
教
育

を
軸
に
し
て
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。

※�

紀
伊
国
有
田
郡
広
村（
現
・
和
歌
山
県
有
田
郡
広
川
町
）出

身
の
実
業
家
で
あ
る
濱
口
梧
陵
が
、
地
震
発
生
後
に
起
き

た
津
波
の
危
険
を
知
ら
せ
る
た
め
、
刈
り
取
っ
た
ば
か
り

の
稲
の
束（
稲
む
ら
）に
た
い
ま
つ
で
火
を
つ
け
、
村
人
を

救
っ
た
。
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