
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
災
害
過
程
と
脆
弱
性
に
関
す
る
一
考
察

七
一

１
．
東
日
本
大
震
災
の
災
害
と
し
て
の
特
徴

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
14
時
46
分
に
発
生
し
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９
・
０

の
海
溝
型
の
巨
大
地
震
は
、
約
５
０
０
㎞
に
も
及
ぶ
広
範
な
太
平
洋
沿
岸
地
域

を
襲
い
各
地
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
震
度
６
弱
以
上
の
揺
れ
は
、
岩

手
、
宮
城
、
福
島
、
茨
城
、
栃
木
、
群
馬
、
埼
玉
、
千
葉
の
８
県
に
及
び
、
青

森
か
ら
千
葉
に
至
る
太
平
洋
沿
岸
部
で
大
津
波
を
観
測
し
、
浸
水
域
は
青
森
県
、

岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
千
葉
県
の
５
６
１
平
方
キ
ロ
に
広
が
っ

た
。
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
死
者
は
１
５
、８
６
７
名
、
行
方
不
明
者
は
２
、９

０
９
名
、
震
災
関
連
死
は
１
、６
３
２
名
に
及
ん
で
お
り
（
復
興
庁
発
表
二
〇

一
二
年
三
月
三
一
日
現
在
）、
建
物
被
害
も
全
壊
13
万
戸
、
半
壊
26
万
戸
を
超
え
、

各
地
で
想
定
外
の
津
波
の
高
さ
を
観
測
し
た
。
災
害
の
規
模
や
広
域
性
と
い
う

点
で
、
東
日
本
大
震
災
は
、
大
都
市
部
を
襲
い
甚
大
な
都
市
災
害
を
引
き
起
こ

し
た
直
下
型
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
比
べ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
多
く
の
点
で

異
な
る
特
徴
を
有
す
る
災
害
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
一
月
一
七
日
午
前
５
時
46
分
に
発
生
し
た
阪
神
・

淡
路
大
震
災
は
、
淡
路
島
北
部
の
深
さ
16
㎞
を
震
源
と
し
て
発
生
し
、
地
震
の

規
模
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７
・
３
で
あ
っ
た
が
、
深
度
の
浅
い
直
下
型
地
震
で

あ
っ
た
た
め
、
神
戸
市
の
一
部
の
地
域
等
に
お
い
て
震
度
７
、
神
戸
と
洲
本
で

震
度
６
と
強
い
揺
れ
が
観
測
さ
れ
た
。
し
か
し
、
京
都
で
震
度
５
、
大
阪
、
姫

路
、
和
歌
山
な
ど
で
は
震
度
４
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
神
戸
市
を
中
心
に
阪
神

間
及
び
淡
路
島
に
直
接
的
な
被
害
は
集
中
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
災
害
に
よ
る
人
的
被
害
は
、
死
者
６
、４
３
４
名
、
行
方
不
明
者
３
名
、

負
傷
者
４
３
、７
９
２
名
に
及
び
（
消
防
庁
調
べ
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
二
二

日
現
在
）、
全
壊
（
全
焼
を
含
む
）
が
約
10
万
５
、０
０
０
棟
、
半
壊
が
約
14
万

４
、０
０
０
棟
に
の
ぼ
っ
た
。
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
関
係
で
も
、
地
震
直
後
約
260
万

戸
の
停
電
、
約
１
２
３
万
戸
の
断
水
、
約
86
万
戸
の
都
市
ガ
ス
供
給
停
止
と
な

り
、
山
陽
新
幹
線
や
在
来
線
の
高
架
橋
等
の
倒
壊
・
落
橋
、
阪
神
高
速
道
路
等

の
橋
脚
の
倒
壊
な
ど
を
起
因
と
す
る
広
範
な
交
通
障
害
が
数
ヶ
月
に
わ
た
り
、

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
災
害
過
程
と
脆
弱
性
に
関
す
る
一
考
察

│
│ 

危
険
認
知
の
観
点
か
ら 

│
│

浦　

野　

正　
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七
二

日
本
の
基
幹
路
線
の
物
流
に
長
期
間
大
き
な
障
害
が
生
じ
た
。
阪
神
・
淡
路
大

震
災
の
場
合
は
、
主
に
地
震
そ
の
も
の
が
引
き
起
こ
し
た
地
震
動
と
そ
れ
を
引

き
金
に
し
た
火
災
延
焼
の
被
害
に
と
く
に
注
目
が
集
ま
っ
た
が
、
同
時
に
局
地

的
な
性
格
が
比
較
的
濃
い
地
震
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
大
都
市
部
を
襲
っ
た
場
合

に
は
、
そ
の
直
接
被
害
は
甚
大
な
規
模
に
達
す
る
う
え
に
、
災
害
が
も
た
ら
す

間
接
的
な
波
及
や
影
響
は
広
範
囲
に
し
か
も
長
期
間
続
き
、
社
会
生
活
に
及
ぼ

す
ダ
メ
ー
ジ
や
課
題
の
大
き
さ
が
い
か
に
深
刻
で
あ
る
か
を
露
出
さ
せ
た
こ
と

が
衝
撃
的
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
東
日
本
大
震
災
は
、
地
震
動
の
激
し
さ
と
災
害
の
広
域
性
と
い
う
点

で
は
群
を
抜
い
た
災
害
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
の
場
合
は
、
マ
ス
コ
ミ
を
通

じ
て
衝
撃
的
に
報
道
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
と
く
に
津
波
と
原
発
災
害
と
い
っ
た

災
害
事
象
に
視
点
や
関
心
が
集
中
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
日
本
全
体
を

広
範
に
覆
い
地
方
社
会
に
共
通
す
る
課
題
を
改
め
て
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
の
近

未
来
像
と
課
題
を
突
き
付
け
た
と
こ
ろ
に
東
日
本
大
震
災
の
衝
撃
は
あ
る
の
だ

と
い
え
よ
う
。
東
日
本
大
震
災
は
、
日
本
の
長
期
人
口
予
測
に
お
い
て
人
口
減

少
が
徐
々
に
進
行
し
少
子
高
齢
化
が
顕
著
に
な
っ
た
時
代
に
起
こ
っ
た
災
害
で

あ
り
、
か
つ
そ
う
し
た
人
口
傾
向
が
最
も
顕
著
な
過
疎
地
域
を
多
く
含
む
三
陸

沿
岸
地
域
一
帯
を
襲
っ
た
災
害
で
あ
る
と
こ
ろ
に
ひ
と
つ
の
大
き
な
特
徴
が
あ

る
。
し
か
も
災
害
に
よ
る
死
者
数
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
戦
後
長
く
続
い
た
、
災

害
に
よ
る
人
的
被
害
が
比
較
的
少
な
い
時
期
と
は
対
象
的
に
、
未
曾
有
の
災
害

と
言
わ
れ
た
阪
神
淡
路
大
震
災
を
は
る
か
に
上
回
る
規
模
の
人
的
被
害
を
生
じ

さ
せ
た
災
害
で
あ
る
（
図
１
参
照
）。「
想
定
外
」
と
い
う
言
説
に
象
徴
さ
れ
る

図１　人口の長期トレンドと主な災害による死者数

出典： 防災白書、消防白書、地震調査研究推進本部、国際調査報告、人口推計年報及び「日本の将来人口推計」
に基づき内閣府作成

注： 2006年以降の人口値は、平成18年国勢調査報告に基づく中位推計値、被害関係データは一部調整中
下記URL参照（2014年１月17日閲覧）
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h24/bousai2012/html/zuhyo/zuhyo01_00_00.htm



東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
災
害
過
程
と
脆
弱
性
に
関
す
る
一
考
察

七
三

よ
う
な
防
災
体
制
や
災
害
対
応
の
欠
陥
の
顕
在
化
と
、
高
齢
社
会
を
先
取
り
し

た
過
疎
化
地
域
の
被
害
像
が
重
な
っ
た
災
害
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
の
近
未
来

を
占
う
出
来
事
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
過
疎
化
傾
向
が
進
行
す

る
な
か
で
地
域
産
業
基
盤
が
弱
く
、
大
都
市
部
へ
の
依
存
的
な
経
済
構
造
を
も

ち
つ
つ
も
何
と
か
こ
れ
ま
で
一
定
の
自
律
性
を
持
ち
な
が
ら
や
っ
て
き
た
地
域

が
、
そ
の
存
続
と
自
律
的
な
展
開
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
け
る
の
か
、
人
口

高
齢
化
の
な
か
で
の
地
域
振
興
と
将
来
の
地
域
展
望
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

次
に
来
る
べ
き
災
害
と
し
て
南
海
ト
ラ
フ
を
震
源
と
す
る
東
海
・
東
南
海
・

南
海
連
動
型
地
震
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
危
険
要
因
が
い
ろ

い
ろ
な
形
で
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
一

部
分
明
ら
か
に
し
た
〈
広
域
で
多
機
能
に
及
ぶ
波
及
性
・
複
合
性
・
連
鎖
性
〉

な
ど
大
都
市
型
災
害
の
も
つ
様
相
に
加
え
、
東
日
本
大
震
災
が
写
し
出
し
つ
つ

あ
る
過
疎
化
地
域
を
含
む
広
範
な
地
方
社
会
を
襲
う
災
害
の
様
相
が
加
わ
り
、

両
者
の
性
格
が
複
雑
に
絡
み
合
う
が
ゆ
え
に
、
直
面
す
る
社
会
課
題
や
人
々
の

抱
え
込
む
生
活
課
題
は
極
め
て
深
刻
な
も
の
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
主
に
東
日
本
大
震
災
の
災
害
事
象
の
推
移
を
辿
り
な
が
ら
、
そ

こ
で
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
課
題
の
質
と
問
題
点
を
点
描
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

２
．〈
地
域
社
会
の
脆
弱
性
〉
と
災
害
研
究
の
位
相

　

災
害
研
究
が
、
地
域
社
会
で
起
こ
っ
た
出
来
事
の
体
験
と
し
て
災
害
現
象
を

解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
通
じ
て
、
災
害
現
象
を
ど
う
捉
え
る
か
を
め
ぐ
り

新
た
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
実
際
の
災
害
現
象
の
展
開
の
な

か
で
浮
上
し
て
き
た
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
研
究
が
フ
ォ
ー

カ
ス
す
る
時
空
間
の
射
程
や
災
害
過
程
の
理
解
、
社
会
と
災
害
因
と
の
関
わ
り

な
ど
、
概
念
的
な
深
化
を
促
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の
災
害

に
限
定
し
て
も
、
火
砕
流
や
土
石
流
に
翻
弄
さ
れ
災
害
が
長
期
化
し
た
一
九
九

〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
雲
仙
普
賢
岳
噴
火
災
害
か
ら
一
九
九
五
年
以
降
の
阪

神
・
淡
路
大
震
災
の
復
旧
・
復
興
過
程
に
お
け
る
長
期
の
体
験
、
そ
し
て
三
宅

島
の
噴
火
に
よ
る
全
島
避
難
や
新
潟
県
中
越
地
震
な
ど
離
島
や
過
疎
地
・
地
方

都
市
を
襲
っ
た
災
害
の
体
験
は
、
災
害
そ
の
も
の
の
捉
え
方
や
復
旧
・
復
興
と

は
何
か
に
関
し
て
重
要
な
再
考
の
き
っ
か
け
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
三
宅

島
で
は
、
人
口
１
７
０
０
世
帯
（
３
８
０
０
人
）
余
り
が
大
規
模
な
火
砕
流
を

契
機
に
全
島
避
難
し
先
行
き
が
わ
か
ら
ぬ
な
か
４
年
５
ヶ
月
の
長
き
に
わ
た
る

離
島
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ま
た
新
潟
県
中
越
地
震
で
は
、
過
去
の
活
発
な
農
村

活
動
を
通
じ
て
地
域
伝
統
文
化
を
創
造
し
て
き
た
と
い
わ
れ
る
山
間
の
過
疎
の

農
村
集
落
が
存
亡
の
危
機
に
追
い
込
ま
れ
る
。
地
域
を
支
え
る
イ
ン
フ
ラ
ス
ト

ラ
ク
チ
ャ
ー
が
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、
全
体
社
会
に
お
け
る
地
方
財
源
の
縮

小
の
展
望
の
な
か
で
、
過
疎
地
域
に
お
け
る
生
活
再
建
や
地
域
再
建
と
は
何
か



七
四

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
東
日
本
大
震
災
の
衝
撃
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
災
害
現
象
を
通
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、

（
１
）
地
域
の
脆
弱
性
、
と
く
に
社
会
的
脆
弱
性
が
露
出
す
る
形
で
災
害
現
象

が
展
開
し
て
い
く
こ
と
、（
２
）
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
環
境
条
件
の
違
い
に
よ
り

被
害
経
験
の
多
様
性
や
そ
の
落
差
が
現
わ
れ
る
こ
と
、（
３
）
被
災
を
契
機
に

し
て
被
災
体
験
が
長
期
に
わ
た
っ
て
累
積
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
問

題
が
発
現
し
て
い
く
こ
と
、（
４
）
度
重
な
る
（
継
起
す
る
）
災
害
と
ど
の
よ

う
に
共
生
し
て
い
く
か
が
地
域
に
と
っ
て
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
く
こ
と
、

な
ど
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

災
害
を
そ
の
災
害
因
（
た
と
え
ば
地
震
、
洪
水
現
象
）
と
の
関
係
だ
け
で
と

ら
え
る
の
で
は
な
く
、
災
害
が
こ
の
よ
う
な
災
害
因
を
き
っ
か
け
に
し
な
が
ら

も
、
そ
れ
に
社
会
の
構
造
的
諸
要
素
が
複
雑
に
重
な
り
合
う
こ
と
に
よ
り
、
被

害
が
広
範
に
拡
大
し
壊
滅
的
な
ダ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

着
目
し
た
の
は
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
オ
リ
バ
ー
・
ス
ミ
ス
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
こ

と
を
「
災
害
は
、
２
つ
の
要
因
│
す
な
わ
ち
人
間
集
団
と
破
壊
を
起
こ
す
可
能

性
の
あ
る
災
害
因
の
２
要
因
│
が
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
に
起
こ
る
」
と
し
、「
こ

れ
ら
２
つ
の
要
因
は
、
歴
史
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
脆
弱
性
（V

ulnerability
）

の
パ
タ
ー
ン
│
そ
れ
は
場
所
・
社
会
基
盤
・
社
会
政
治
組
織
・
生
産
分
配
体

制
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
な
か
で
明
ら
か
に
な
る
│
を
も
つ
社
会
的
文
脈
の
な
か

に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
（O

liver-Sm
ith, 1998

）。
こ
こ
で
は
、

視
点
が
、
被
害
拡
大
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
さ
ら
に
、
社
会
・
経
済
・
文
化
構
造

の
中
に
潜
む
脆
弱
性
（V

ulnerability

）
の
解
明
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
脆
弱
性
（V

ulnerability

）
に
つ
い
て
、
体
系
的
に
整
理
し
た
ワ

イ
ズ
ナ
ー
（B. W
isner

）
ら
に
よ
れ
ば
、「
脆
弱
性
の
進
行
は
、
①
根
源
的
な

原
因
が
、
②
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
圧
力
と
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
、

③
危
険
な
環
境
条
件
を
生
み
出
し
、
具
体
的
な
生
活
場
面
に
顕
在
化
し
て
い
く
。

こ
れ
が
引
き
金
と
な
る
イ
ベ
ン
ト
（
地
震
、
暴
風
、
洪
水
、
火
山
噴
火
、
地
滑

り
、
飢
饉
、
化
学
災
害
な
ど
）
と
結
び
つ
く
こ
と
で
災
害
が
発
生
す
る
」

（W
isner, 2004

）
と
説
明
す
る
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に
「
根
源
的
な
原
因
（Root 

Causes

）」
と
し
て
権
力
や
社
会
構
造
、
諸
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
機
会
の
制
約
、

そ
う
し
た
構
造
を
陰
で
支
え
る
政
治
・
経
済
シ
ス
テ
ム
に
纏
わ
る
諸
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
な
ど
を
据
え
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
が
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
圧
力
」
を
媒
介

に
し
な
が
ら
人
々
の
抱
え
る
「
危
険
な
環
境
条
件
」
と
し
て
具
体
的
に
顕
在
化

し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
分
析
の
焦
点
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ

る
。

　

さ
ら
に
、
脆
弱
性
概
念
が
や
や
陥
り
が
ち
な
図
式
な
思
考
を
補
っ
て
、
地
域

や
集
団
の
内
部
に
蓄
積
さ
れ
た
結
束
力
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
能
力
、
問
題
解
決

能
力
な
ど
に
も
目
を
向
け
さ
せ
、
地
域
を
復
元
＝
回
復
し
て
い
く
原
動
力
と
し

て
、
そ
の
地
域
に
埋
め
込
ま
れ
育
ま
れ
て
い
っ
た
文
化
や
社
会
的
資
源
の
意
義

に
注
目
し
た
の
が
、
復
元
＝
回
復
力
（Resilience

）
概
念
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。

　

こ
う
し
た
災
害
研
究
に
お
け
る
脆
弱
性
や
復
元
＝
回
復
力
に
着
目
す
る
研
究

が
盛
ん
に
な
る
な
か
で
、
あ
ら
た
め
て
、
社
会
学
的
災
害
研
究
の
な
か
で
の
理

論
的
な
問
い
か
け
と
し
て
、
時
空
間
の
広
が
り
の
な
か
で
の
災
害
現
象
を
ど
の
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よ
う
に
と
ら
え
る
か
、
災
害
事
象
の
時
空
間
を
越
え
た
連
鎖
と
広
が
り
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
、
を
問
う
機
運
が
増
し
て
い
っ
た
。
こ
の
災
害
事
象
の
時
空

間
を
越
え
た
連
鎖
と
広
が
り
に
着
目
し
、
社
会
過
程
の
中
で
進
行
し
て
い
く
脆

弱
性
の
蓄
積
や
推
移
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
し
た
の
が
、〈
減
災
サ
イ
ク
ル
〉

を
意
識
し
た
災
害
像
の
再
構
築
の
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
減
災
サ
イ
ク
ル
の
概

念
は
、
発
災
時
の
取
り
組
み
と
平
常
時
の
取
り
組
み
を
、
切
り
離
さ
れ
た
別
の

次
元
と
し
て
で
は
な
く
、
相
互
に
複
雑
に
繋
が
り
し
か
も
時
間
的
な
流
れ
の
な

か
で
の
連
鎖
す
る
取
り
組
み
の
集
積
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
点
に
大
き
な
特

徴
が
あ
る
。
こ
の
概
念
で
は
、〈
よ
り
災
害
に
強
い
社
会
〉
へ
の
歩
み
を
、
災

害
を
特
殊
な
一
過
性
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
長
期
的
・
恒
常

的
に
災
害
危
険
と
寄
り
添
っ
て
生
き
る
地
域
に
お
け
る
地
域
脆
弱
性
克
服
の
継

続
的
な
試
み
と
し
て
捉
え
な
お
し
て
い
く
可
能
性
を
拓
く
こ
と
が
意
図
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ム
で
見
る
な
ら
ば
、
災
害
は
長
い
間
の
日
常
生
活
の
積

み
重
ね
に
よ
り
溜
ま
っ
た
社
会
構
造
上
の
歪
み
を
、
災
害
因
を
引
き
金
に
し
て

一
気
に
表
出
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
災
害
か
ら
の
回
復

過
程
を
時
間
的
に
短
い
ス
パ
ン
で
見
て
い
く
限
り
は
、
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
ー
な
ど
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
機
能
の
回
復
で
し
か
な
く
、
よ
り
社
会
の
深
層
に

沈
殿
し
た
社
会
構
造
の
滓
や
歪
み
を
取
り
除
き
克
服
し
て
い
く
こ
と
は
至
難
の

業
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
災
害
か
ら
の
回
復
プ
ロ
セ
ス
は
、
災
害
に
よ
っ
て

破
壊
・
中
断
さ
れ
た
生
活
の
リ
ズ
ム
を
回
復
さ
せ
一
定
の
軌
道
に
乗
せ
て
い
く

プ
ロ
セ
ス
と
解
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
が
多
く
の
論
者
が
〈
復
興
〉
と
い
う
言
葉

に
寄
せ
る
、
従
前
の
社
会
的
軌
道
を
大
幅
に
修
正
し
持
続
可
能
な
循
環
が
で
き

る
よ
う
社
会
構
造
の
歪
み
を
除
去
し
改
善
し
て
い
く
筋
道
を
造
り
出
す
に
は
至

ら
な
い
（
大
矢
根
淳
、
二
〇
〇
七
）。
こ
れ
ま
で
の
災
害
か
ら
の
回
復
プ
ロ
セ

ス
で
扱
う
手
法
の
多
く
は
、
部
分
的
な
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
頼
っ
て
き
て
お

り
、
そ
れ
を
超
え
る
施
策
と
し
て
は
粗
雑
で
荒
い
思
い
つ
き
的
な
着
想
で
の
対

応
し
か
描
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
社
会
学
が
扱
お
う
と
す
る
事

象
の
水
準
の
多
く
は
、
こ
の
社
会
構
造
（
や
そ
の
改
善
）
に
関
わ
る
水
準
に
属

す
る
が
ゆ
え
に
、
短
期
的
な
対
応
戦
略
と
中
長
期
的
な
戦
略
の
組
み
合
わ
せ
を

ど
う
重
み
づ
け
し
相
互
に
位
置
づ
け
な
が
ら
、
有
効
な
復
興
戦
略
を
考
察
し
評

価
し
構
築
し
て
い
く
か
を
考
え
る
と
、
そ
の
試
み
に
は
、
一
見
す
る
と
立
場
に

よ
り
か
な
り
異
な
る
経
路
が
描
け
、
多
く
の
紆
余
曲
折
や
試
行
錯
誤
を
想
定
せ

ざ
る
を
え
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
災
害
前
の
社
会
構
造
の
変
容
と
歪
み
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
そ

れ
が
時
空
間
の
な
か
で
災
害
過
程
に
浸
透
し
つ
つ
影
響
し
て
い
く
姿
を
描
く
こ

と
で
、
復
旧
・
復
興
段
階
で
起
こ
っ
て
い
る
事
柄
を
長
期
に
渡
る
脆
弱
性
克
服

の
継
続
的
な
試
み
と
結
び
つ
け
て
再
考
す
る
た
め
の
手
が
か
り
に
し
た
い
。

３
．
災
害
現
象
の
時
系
列
で
の
展
開
と
災
害
体
験
を
め
ぐ
っ
て

　

筆
者
は
か
つ
て
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
事
項
解
説
を
し
た
さ
い
、
震
災
で

「
発
見
さ
れ
た
課
題
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。「
阪
神
・

淡
路
大
震
災
は
、
衝
撃
直
後
の
被
災
実
態
の
様
相
と
救
出
・
救
護
や
緊
急
避
難
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等
の
緊
急
対
応
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
並
ん
で
、
中
長
期
的
な
生
活
復
旧
や
生

活
再
建
の
様
相
や
そ
の
筋
道
が
非
常
に
大
き
な
関
心
を
呼
ん
だ
災
害
で
あ
っ
た
。

被
災
の
過
程
は
人
為
的
・
社
会
的
要
因
に
媒
介
さ
れ
て
大
き
く
変
容
し
、
被
災

地
域
の
復
旧
・
復
興
問
題
も
、
災
害
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
び
と
の
生
活
復
旧
や

生
活
再
建
と
の
関
連
で
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
災
害
を
契
機
に
し
て
、
個
別
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
復
旧
・
復
興
の

様
相
は
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
各
住
民
層
の
生
活
再
建
の
実
相
と
関
連
づ
け

ら
れ
、
よ
り
社
会
に
内
在
す
る
要
因
が
絡
み
合
う
こ
と
に
よ
る
生
活
再
建
や
地

域
再
建
の
困
難
さ
に
研
究
者
の
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
浦
野
、「
阪

神
・
淡
路
大
震
災
」、
弘
文
堂
『
現
代
社
会
学
事
典
』
二
〇
一
二
参
照
）。
こ
れ

は
、
大
都
市
型
災
害
が
も
た
ら
す
広
域
的
な
機
能
障
害
の
影
響
（
こ
れ
ら
は
し

ば
し
ば
〈
複
合
性
・
連
鎖
性
・
波
及
性
〉
と
い
う
概
念
で
表
現
さ
れ
て
き
た
）

を
前
提
と
し
つ
つ
、
災
害
過
程
が
人
々
の
生
活
に
及
ぼ
す
深
甚
で
長
期
的
な
影

響
と
日
常
生
活
の
再
建
に
至
る
課
題
の
大
き
さ
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
体
験
は
、
生
活
の
再
建
過
程
に
お
い
て
多
様
性
に
富

む
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
が
、
東
日
本
大
震
災
を
起
点
と
す
る
社
会
過
程
は
、
改

め
て
極
め
て
特
異
な
厳
し
い
体
験
が
詰
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け

る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
災
害
過
程
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
の
段
階
ご
と

に
問
題
が
発
現
す
る
様
相
が
大
変
異
な
る
。
原
子
力
発
電
所
を
巻
き
込
ん
だ
災

害
の
部
分
を
仮
に
置
い
て
お
く
に
し
て
も
、
東
日
本
大
震
災
は
、
東
北
か
ら
関

東
北
部
に
か
け
て
の
非
常
に
広
範
な
一
帯
を
襲
う
巨
大
津
波
を
引
き
起
こ
し
、

人
び
と
が
災
害
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
様
相
は
、
地
域
に
よ
っ
て
も
地
震
や
津

波
と
の
遭
遇
状
況
に
よ
っ
て
も
家
族
構
成
や
家
族
と
の
再
会
状
況
な
ど
に
よ
っ

て
も
異
な
っ
て
い
て
、
極
め
て
多
様
で
か
つ
個
性
的
な
性
格
を
も
つ
。
地
震
直

後
か
ら
の
緊
急
避
難
や
救
出
・
救
護
の
体
験
は
、
地
域
社
会
に
さ
ま
ざ
ま
な
傷

跡
を
残
し
た
が
、
同
時
に
地
域
社
会
の
な
か
で
行
わ
れ
た
サ
バ
イ
バ
ル
や
救
出
、

相
互
扶
助
の
体
験
、
そ
し
て
避
難
生
活
を
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
集
団
的
な
営
為

の
な
か
に
、
た
い
へ
ん
リ
ア
ル
で
濃
密
な
場
や
社
会
関
係
に
関
す
る
体
験
が
詰

ま
っ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
離
別
や

離
反
な
ど
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
も
救
助
や
相
互
扶
助
な
ど
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

も
の
も
、
個
性
的
な
場
所
や
空
間
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
地
域
と
の
強
い
リ
ン
ク
の

な
か
で
体
験
さ
れ
、
こ
う
し
た
地
形
や
風
景
、
地
域
性
を
背
景
に
し
て
避
難
等

の
集
団
的
な
体
験
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
か
つ
て
阪
神
大
震
災
の
社
会
的
問
題
の
展
開
を
、「
災
害
直
後
〜

救
出
・
救
助
期
」「
緊
急
避
難
〜
避
難
救
援
期
」「
応
急
復
旧
・
復
興
期
」
の
３

つ
の
時
期
区
分
に
分
け
て
概
観
し
、
社
会
的
問
題
群
間
の
波
及
・
連
鎖
関
係

（
と
く
に
質
的
な
災
害
の
影
響
の
広
が
り
と
深
さ
）
に
つ
い
て
整
理
を
試
み
た

こ
と
が
あ
る
（
浦
野
正
樹
、
一
九
九
六
年
）。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
整
理
を

ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
、
東
日
本
大
震
災
の
津
波
災
害
を
念
頭
に
お
い
て
、
社
会

問
題
の
出
現
の
様
相
と
そ
の
波
及
・
連
鎖
関
係
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
お
き
た
い
。

図
２
は
、
そ
う
し
た
試
み
の
ひ
と
つ
で
、
時
期
区
分
は
や
や
異
な
る
表
現
に

な
っ
て
い
る
が
、
岩
手
県
の
津
波
被
災
地
で
あ
る
大
槌
町
安
渡
地
区
を
念
頭
に

お
い
て
、
震
災
前
後
の
状
況
と
課
題
の
連
関
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

（
浦
野
正
樹
・
野
坂
真
・
吉
川
忠
寛
・
大
矢
根
淳
・
秋
吉
恵
、
二
〇
一
三
）。
参
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図２　大槌町安渡地区における震災前後の状況・課題の連関図
（図の作成は、第２回安渡町内会防災計画づくり検討会で配布された資料「防災シナリオ」を参考にして野坂真が行った）
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考
の
た
め
に
掲
載
し
て
お
く
。

　
「
震
災
以
前
」
の
状
態
と
し
て
は
、
こ
の
安
渡
地
区
の
場
合
、
と
く
に
高
度

経
済
成
長
期
前
後
か
ら
、
漁
業
振
興
や
産
業
誘
致
な
ど
を
目
指
し
て
、
行
政
も

積
極
的
に
沿
岸
部
の
埋
め
立
て
を
進
め
低
地
の
開
発
を
促
進
し
て
き
た
経
緯
が

あ
り
、
そ
れ
が
低
地
部
に
事
業
所
の
み
な
ら
ず
住
宅
が
徐
々
に
立
地
し
て
い
く

契
機
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
明
治
や
昭
和
の
津
波
の
履
歴
は
、
沿
岸
部

の
低
地
が
大
幅
に
改
変
さ
れ
、
港
湾
整
備
や
防
潮
堤
な
ど
の
構
造
物
が
建
て
ら

れ
、
公
共
施
設
や
建
造
物
が
低
地
部
に
建
て
込
ん
で
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

徐
々
に
不
可
視
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
方
、
か
つ
て
漁
業
が
栄
え
た
地
域
の
産

業
構
造
は
、
漁
業
全
体
の
不
振
な
ど
に
よ
り
関
連
事
業
が
全
般
的
に
停
滞
化
し

て
い
っ
た
た
め
、
若
年
人
口
の
流
出
が
続
き
居
住
人
口
の
高
齢
化
が
進
ん
で
、

医
療
・
福
祉
・
教
育
な
ど
を
含
む
行
政
管
理
や
建
設
・
運
輸
・
機
械
修
理
業
、

地
元
の
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
の
ほ
か
、
釜
石
な
ど
近
隣
都
市
へ
の
通
勤
な
ど
に

仕
事
が
限
定
さ
れ
て
全
体
的
に
第
二
次
・
第
三
次
産
業
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
。

大
槌
町
を
例
に
と
る
と
、
二
〇
一
〇
年
時
点
で
既
に
高
齢
者
人
口
が
30
％
を
超

え
る
に
至
っ
て
い
る
。
典
型
的
に
は
、
地
元
に
高
齢
者
（
さ
ら
に
は
災
害
時
要

援
護
者
）
が
多
く
、
勤
務
先
な
ど
生
活
圏
が
広
域
化
し
て
い
る
中
で
、
地
元
の

住
民
生
活
を
支
え
る
担
い
手
や
住
民
層
は
手
薄
に
な
り
、
日
中
の
家
族
の
様
子

を
見
守
る
し
く
み
は
弱
体
化
し
介
護
負
担
も
負
い
き
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
で
の
東
日
本
大
震
災
の
発
生
で
あ
る
。

　
「
災
害
直
後
〜
救
出
・
救
助
期
」（
図
２
で
は
発
災
〜
避
難
行
動
に
ほ
ぼ
該
当

す
る
）
は
、
お
お
む
ね
災
害
発
生
直
後
か
ら
人
々
が
避
難
所
に
移
動
す
る
ま
で

の
時
期
を
想
定
し
て
お
り
、
地
域
住
民
に
よ
っ
て
救
出
・
救
助
活
動
が
行
わ
れ

る
時
期
で
、
生
命
の
安
全
確
保
が
最
優
先
課
題
に
据
え
ら
れ
る
。
地
震
の
揺
れ

に
よ
る
倒
壊
等
に
よ
る
生
き
埋
め
や
怪
我
と
違
っ
て
、
津
波
被
害
の
場
合
に
は
、

地
震
自
体
が
津
波
の
予
報
と
い
う
性
格
を
も
つ
た
め
危
険
地
域
か
ら
逃
げ
る
と

い
う
判
断
や
逃
が
す
手
立
て
を
促
す
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
。
防
潮

堤
な
ど
の
装
置
に
よ
り
「
こ
こ
ま
で
は
来
な
い
」
と
い
う
感
覚
や
最
後
の
瞬
間

が
来
る
ま
で
「
被
害
想
定
内
で
津
波
は
と
ど
ま
る
」
と
い
う
錯
覚
、
そ
れ
に
対

比
し
て
避
難
所
で
の
生
活
継
続
の
過
酷
さ
の
認
識
（
と
く
に
日
頃
か
ら
健
康
問

題
を
抱
え
て
い
る
高
齢
者
に
と
っ
て
の
避
難
生
活
の
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
）
な
ど

が
避
難
の
判
断
を
鈍
ら
せ
、
い
ざ
避
難
を
決
断
し
て
も
準
備
不
足
の
た
め
間
際

で
避
難
生
活
に
必
要
な
も
の
を
揃
え
よ
う
と
し
て
時
間
を
浪
費
し
て
避
難
開
始

を
遅
ら
せ
、
ま
た
避
難
す
る
途
中
で
も
避
難
生
活
で
必
要
な
も
の
を
思
い
起
こ

し
て
逡
巡
し
低
地
に
あ
る
自
宅
に
戻
る
繰
り
返
し
が
多
く
の
被
災
地
で
見
ら
れ

た
。
さ
ら
に
家
に
残
っ
た
高
齢
者
を
探
し
て
連
れ
て
上
が
る
た
め
に
低
地
に
あ

る
自
宅
周
辺
に
向
か
う
家
族
や
自
治
会
役
員
ら
な
ど
…
…
こ
う
し
た
動
き
が
、

さ
ら
に
津
波
に
よ
る
被
害
の
拡
大
に
繋
が
っ
た
。
共
助
に
よ
っ
て
高
齢
の
地
域

住
民
を
避
難
さ
せ
よ
う
と
し
た
地
域
で
、
避
難
援
助
に
当
っ
た
民
生
委
員
や
自

治
会
役
員
ら
の
被
害
が
拡
大
す
る
と
い
う
悲
劇
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

地
震
に
よ
る
停
電
が
防
災
無
線
を
無
効
に
し
、
ま
た
車
に
よ
る
避
難
が
狭
い
街

路
で
の
渋
滞
を
生
み
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
混
乱
が
助
長
さ
れ
た
。

　

被
災
直
後
か
ら
救
出
・
救
助
期
に
か
け
て
高
齢
者
に
多
く
み
ら
れ
た
特
徴
的

な
現
象
と
し
て
、
危
機
状
況
に
お
け
る
生
命
へ
の
執
着
の
弱
さ
が
あ
る
。
ま
た
、



東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
災
害
過
程
と
脆
弱
性
に
関
す
る
一
考
察

七
九

身
体
自
体
の
不
自
由
さ
に
加
え
、
茫
然
自
失
状
態
が
長
く
続
い
て
意
識
が
正
常

に
戻
ら
ず
、
病
気
や
体
力
的
な
衰
え
な
ど
か
ら
自
力
で
の
避
難
が
困
難
に
な
る

と
い
っ
た
事
情
も
相
乗
化
し
て
現
れ
た
た
め
、
高
齢
者
の
置
か
れ
た
状
況
は
非

常
に
厳
し
く
心
身
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
。
避
難
所
へ
の
移
動
は
、

避
難
（
移
動
）
過
程
と
安
心
で
き
る
避
難
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
が
事
前
に
ほ
と
ん

ど
で
き
て
い
な
い
状
態
で
は
極
め
て
難
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
お
け
る

体
験
が
厳
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
心
身
に
わ
た
る
被
害
の
拡
大
、
精

神
的
心
理
的
ダ
メ
ー
ジ
の
大
き
さ
、
自
立
感
の
喪
失
と
し
て
刻
印
さ
れ
、
次
の

時
期
で
の
対
応
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
高
齢
者
の
辿
る
軌
跡
を
制
約
す
る

と
い
う
連
鎖
を
描
く
こ
と
に
な
る
。

　

次
の
「
緊
急
避
難
〜
避
難
救
援
期
」（
図
２
で
は
、
発
災
後
72
時
間
を
目
途

に
２
つ
に
分
割
し
て
い
る
）
は
、
住
民
が
い
っ
た
ん
避
難
所
等
の
身
の
安
全
を

確
保
で
き
る
場
所
に
移
り
そ
こ
で
避
難
生
活
を
行
う
時
期
で
あ
り
、
典
型
的
に

は
避
難
所
で
の
集
団
生
活
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
よ
う
。
身
の
安
全
を
確
保
し
て
家

族
で
の
生
活
を
実
現
す
る
た
め
に
、
避
難
場
所
を
何
度
も
移
動
す
る
場
合
も
珍

し
く
な
い
。
こ
の
時
期
は
、
当
初
は
食
住
衣
の
避
難
生
活
で
の
生
命
維
持
基
準

の
確
保
が
最
優
先
さ
れ
る
が
、
徐
々
に
要
求
水
準
が
上
昇
し
て
避
難
生
活
を
継

続
す
る
基
本
条
件
の
確
保
が
必
要
と
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
当
初
の
危
機
的
状

況
が
徐
々
に
去
り
、
避
難
生
活
が
長
引
く
に
つ
れ
将
来
に
向
け
て
の
生
活
の
不

安
が
高
ま
っ
て
い
く
時
期
で
も
あ
る
。

　

こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
避
難
所
生
活
に
お
け
る
厳
し
い
生
活
環
境
と
そ
れ

か
ら
生
じ
る
精
神
的
・
肉
体
的
変
調
に
関
わ
っ
て
生
じ
る
社
会
的
問
題
群
が
特

徴
的
で
あ
る
が
、
自
宅
で
避
難
生
活
を
続
け
る
場
合
も
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
途

絶
や
社
会
シ
ス
テ
ム
の
機
能
麻
痺
に
よ
り
、
生
活
物
資
の
確
保
が
難
し
く
さ
ま

ざ
ま
な
生
活
の
支
障
を
乗
り
越
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
で
あ
る
。

避
難
所
生
活
等
に
お
け
る
過
酷
な
生
活
環
境
に
関
連
し
て
、
多
種
多
様
の
ニ
ー

ズ
の
軋
轢
の
な
か
で
人
間
関
係
の
緊
張
が
高
ま
り
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
が
発
生
し
や

す
く
な
る
た
め
、
避
難
物
資
の
的
確
な
調
達
・
流
通
・
配
分
や
避
難
空
間
の
統

制
な
ど
避
難
生
活
の
運
営
体
制
な
ど
の
集
団
的
な
営
為
も
重
要
な
取
り
組
み
と

な
っ
て
い
く
。
東
日
本
大
震
災
で
は
、
多
く
の
車
が
流
さ
れ
た
う
え
に
沿
岸
部

の
道
路
が
津
波
で
寸
断
さ
れ
、
ガ
ソ
リ
ン
や
燃
料
も
不
足
し
て
各
集
落
が
孤
立

す
る
傾
向
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
。
被
害
地
域
が
広
域
で
過
疎
化
傾
向
が
激
し

い
地
域
で
は
被
災
状
況
に
関
す
る
情
報
把
握
す
ら
難
し
く
な
っ
た
。

　

避
難
救
援
期
に
お
け
る
高
齢
者
の
問
題
と
し
て
は
、
避
難
所
で
の
集
団
生
活

や
倒
壊
の
危
険
の
高
い
自
室
で
の
孤
立
し
た
生
活
が
典
型
で
あ
る
。
避
難
所
生

活
に
お
け
る
生
活
実
態
は
、
一
般
的
に
は
水
や
食
料
確
保
に
奔
走
し
情
報
を
待

ち
わ
び
な
が
ら
長
い
行
列
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
生
活
物
資
確
保

の
困
難
さ
、
度
重
な
る
避
難
場
所
の
移
動
に
よ
る
心
労
、
足
を
曲
げ
て
よ
う
や

く
寝
ら
れ
る
程
度
の
狭
い
避
難
ス
ペ
ー
ス
に
、
暖
房
な
し
で
冷
た
い
床
や
テ
ン

ト
で
過
ご
す
夜
の
厳
し
い
寒
さ
、
冷
た
い
食
事
の
継
続
等
々
、
避
難
生
活
の
過

酷
さ
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で

高
齢
者
が
比
較
的
安
定
し
た
状
況
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
都
市
規
模
が

小
さ
か
っ
た
た
め
避
難
先
に
お
い
て
も
親
族
や
地
域
社
会
の
な
か
で
認
知
さ
れ
、

避
難
所
で
も
顔
見
知
り
の
高
齢
者
に
対
す
る
ケ
ア
の
体
制
を
何
と
か
取
ろ
う
と



八
〇

す
る
努
力
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
配
慮
の
な
か

で
も
、
こ
の
時
期
特
有
の
過
酷
さ
は
、
痴
呆
症
の
急
速
な
進
行
を
は
じ
め
と
す

る
心
身
の
病
の
悪
化
を
進
行
さ
せ
た
り
、
長
い
避
難
所
生
活
の
な
か
で
将
来
へ

の
展
望
を
喪
失
し
て
健
康
を
害
し
た
り
す
る
状
況
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。

　
「
応
急
復
旧
・
復
興
期
」
は
、
仮
設
住
宅
が
建
設
さ
れ
て
住
民
が
入
居
し
、

生
活
の
場
が
と
り
あ
え
ず
確
保
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
生
活
再
建
を
始
め
て
い
く
時

期
で
あ
る
。
応
急
復
旧
期
に
入
っ
て
、
家
族
単
位
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
辛
う

じ
て
保
た
れ
る
空
間
の
確
保
が
よ
う
や
く
実
現
す
る
。
被
災
住
民
は
徐
々
に
生

活
再
建
を
考
え
る
た
め
の
意
欲
と
余
裕
を
取
り
戻
し
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん

で
生
活
の
個
別
領
域
で
の
再
建
を
設
計
し
て
い
く
段
階
に
入
っ
て
い
く
。
こ
の

時
期
は
同
時
に
個
別
領
域
で
の
生
活
再
建
を
支
援
す
る
行
政
施
策
メ
ニ
ュ
ー
が

各
種
住
民
団
体
に
よ
る
要
望
を
受
け
な
が
ら
徐
々
に
検
討
さ
れ
整
備
さ
れ
て
い

く
過
程
で
も
あ
る
。

　

こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
社
会
問
題
群
の
波
及
・
連
鎖

が
特
徴
的
で
あ
る
。
第
一
は
、
主
と
し
て
仮
設
住
宅
等
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
・
ハ

ウ
ジ
ン
グ
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
集
落
を
超
え
て
仮
設
住
宅
が
建
設
さ
れ
る
た

め
、
仮
設
住
宅
へ
の
入
居
と
そ
の
過
程
で
社
会
関
係
の
断
絶
が
生
じ
る
。
建
設

適
地
の
不
足
に
よ
る
遠
隔
地
仮
設
住
宅
の
出
現
に
よ
っ
て
、
日
常
的
な
生
活
に

弊
害
が
出
て
く
る
と
と
も
に
、
仮
設
住
宅
で
の
運
営
や
心
身
両
面
で
の
サ
ポ
ー

ト
の
難
し
さ
が
顕
在
化
し
て
い
く
。
第
二
は
、
疎
開
生
活
を
含
め
た
被
災
時
の

緊
急
サ
ポ
ー
ト
・
シ
ス
テ
ム
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
自
立
的
な
生
活
再
建
を
め
ざ

す
（
余
儀
な
く
さ
れ
る
）
過
程
で
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
問
題
群
で
あ
る
。

避
難
生
活
が
長
期
化
し
仮
設
住
宅
で
の
生
活
に
移
行
す
る
と
、
救
援
物
資
の
供

給
が
止
ま
り
、
震
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
直
接
的
な
支
援
も
徐
々
に
撤
退
し

は
じ
め
る
。
商
業
流
通
の
回
復
が
不
十
分
で
医
療
施
設
も
遠
隔
地
に
あ
る
場
合

は
、
自
前
の
交
通
手
段
を
持
た
な
い
高
齢
者
に
と
っ
て
日
常
生
活
の
制
約
が
大

き
く
生
活
障
害
に
直
面
し
や
す
い
。
ま
た
、
こ
の
時
期
は
、
同
時
に
客
観
的
な

条
件
が
整
わ
ぬ
不
安
の
な
か
で
、
被
災
住
民
へ
の
諸
サ
ー
ビ
ス
の
後
退
に
よ
る

相
対
的
剥
奪
感
を
感
じ
な
が
ら
の
、
無
理
や
り
の
自
立
へ
の
は
じ
ま
り
で
も
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
避
難
救
援
期
か
ら
応
急
復
旧
期
へ
の
移
行
期
は
、
避
難
所
で

の
集
団
生
活
か
ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
一
応
保
た
れ
る
が
同
時
に
孤
立
も
し
が

ち
な
仮
設
な
ど
の
応
急
住
宅
で
の
個
々
の
生
活
へ
と
変
化
し
、
仮
設
住
宅
で
の

生
活
の
た
め
に
環
境
の
違
う
見
知
ら
ぬ
場
所
へ
移
動
す
る
ケ
ー
ス
も
多
い
た
め
、

人
間
関
係
を
は
じ
め
と
し
た
生
活
を
支
え
る
諸
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
再
構
築
が
必

要
と
さ
れ
る
。

　

第
三
は
、
経
済
生
活
や
住
生
活
、
日
常
的
な
社
会
関
係
の
再
構
築
と
い
っ
た

社
会
経
済
的
な
意
味
で
の
生
活
再
建
の
実
現
に
関
わ
る
社
会
的
問
題
群
で
あ
る
。

現
在
、
津
波
被
災
地
の
地
域
社
会
に
お
い
て
は
、
経
済
生
活
や
住
生
活
の
根
幹

を
左
右
す
る
問
題
と
し
て
、
防
潮
堤
建
設
の
評
価
、
住
居
の
高
台
移
転
と
跡
地

利
用
、
漁
港
整
備
や
地
域
で
の
漁
業
の
位
置
づ
け
（
漁
業
と
関
わ
り
を
も
つ
産

業
構
造
の
ば
あ
い
）、
若
年
・
壮
年
層
の
雇
用
問
題
、
集
落
間
や
都
市
間
を
結

ぶ
広
域
道
路
網
の
整
備
や
地
域
か
ら
の
避
難
路
を
含
む
防
災
対
策
な
ど
の
問
題

が
課
題
と
し
て
の
し
か
か
り
、
重
層
し
な
が
ら
相
互
に
関
連
し
あ
う
形
で
展
開

し
て
い
る
。
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高
齢
者
の
場
合
、
被
災
前
に
あ
る
程
度
生
涯
に
わ
た
る
「
生
活
設
計
」
を
行

い
、
そ
れ
に
従
っ
て
生
活
形
態
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
生
涯
に
必
要

と
見
込
め
る
資
金
、
住
宅
等
居
住
場
所
の
確
保
、
余
暇
や
趣
味
を
含
め
た
生
き

が
い
の
選
択
、
そ
う
し
た
生
活
に
必
要
な
諸
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
創
造
と
維
持

…
…
こ
う
し
た
努
力
や
選
択
の
結
果
と
し
て
、
被
災
前
の
生
活
が
成
り
立
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
巨
大
災
害
の
直
接
の
結
果
で
あ
る
住
宅
被
害
と
人
的
被
害
、

被
災
後
の
混
乱
に
よ
る
近
隣
や
友
人
・
知
人
と
の
消
息
の
途
絶
は
、
こ
う
し
た

高
齢
者
を
取
り
巻
く
生
活
の
仕
組
み
自
体
を
揺
る
が
せ
（
破
壊
し
）、
生
活
形

態
を
強
制
的
に
改
変
さ
せ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
の
復
旧
・
復
興
に
向
け
て
の
行

政
や
人
々
の
社
会
的
対
応
も
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
時
に
は
マ
イ
ナ
ス
に

働
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
の
高
齢
者
の
生
活
再
建
を
考
え
る
と
、
高
齢
者
自
身
が
受
け

た
ダ
メ
ー
ジ
の
大
き
さ
や
心
身
の
条
件
、
社
会
経
済
的
条
件
に
も
よ
る
が
、
自

力
で
生
活
展
望
を
考
え
る
難
し
さ
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
高
齢
者
が
張
り
巡
ら
す

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
家
族
関
係
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
支
援
を
受
け

る
だ
け
の
一
方
的
な
も
の
で
は
な
く
、
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
の
中
で
は
相
互
依

存
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
切
断
さ
れ
る
と
、
自

力
で
の
生
活
力
の
衰
え
、
新
規
の
環
境
へ
の
適
応
力
の
衰
え
、
収
入
源
の
限
定

等
の
経
済
的
な
ハ
ン
デ
ィ
等
と
過
去
へ
の
追
憶
が
相
乗
化
す
る
た
め
、
生
活
展

望
を
切
り
拓
く
自
己
決
定
力
は
弱
ま
り
、
置
か
れ
た
周
囲
の
状
況
へ
の
依
存
度

を
増
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
高
齢
者
に
お
こ
る
生
活
問
題
は
、
高
齢
者
だ

け
が
受
け
る
ス
ト
レ
ス
に
常
に
起
因
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
大
半

は
災
害
過
程
の
な
か
に
巻
き
込
ま
れ
た
す
べ
て
の
社
会
成
員
が
多
か
れ
少
な
か

れ
体
験
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
は
、
高
齢
者
の
生
活
問
題
は
、

社
会
成
員
全
体
に
共
通
す
る
側
面
を
強
く
持
っ
て
お
り
、
そ
の
高
齢
者
へ
の
典

型
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
東
日
本
大
震
災
を
念
頭
に
お
い
て
災
害
の
社
会
過
程
を
簡
単
に
み
て

き
た
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
多
く
の
体
験
は
、
離
別
や
離
反
な
ど
の
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
も
の
も
救
助
や
相
互
扶
助
な
ど
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
も
、
個
性
的
な
場

所
や
空
間
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
地
域
と
の
強
い
リ
ン
ク
の
な
か
で
経
験
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
経
験
は
、
こ
う
し
た
地
形
や
風
景
、
地
域
性
を
背
景
に
集
団
的
な
試

練
の
歴
史
と
し
て
人
々
の
記
憶
の
な
か
に
残
っ
て
い
く
こ
と
で
、
地
域
や
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
結
び
つ
き
な
が
ら
地
域
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
刺
激
す
る

基
盤
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

４
．
災
害
過
程
の
復
旧
・
復
興
段
階
で
の
選
択
肢

　
　

│
社
会
的
脆
弱
性
と
直
面
し
て
／

　
　
　

復
興
政
策
の
評
価
基
準
を
考
え
る
│

　

前
節
で
は
、
災
害
前
の
社
会
構
造
の
変
容
と
歪
み
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
そ

れ
が
時
空
間
の
な
か
で
災
害
過
程
に
浸
透
し
つ
つ
影
響
し
て
い
く
姿
を
概
略
的

に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
ま
さ
に
復
旧
・
復
興
段
階
で
起
こ
っ
て

い
る
事
柄
や
そ
こ
で
浮
上
し
て
く
る
争
点
へ
の
住
民
の
対
応
は
、
災
害
過
程
で

体
験
し
た
こ
と
を
地
域
の
な
か
で
反
芻
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
体
験
を
踏
ま
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え
て
地
域
生
活
の
あ
り
方
を
探
り
、
地
域
社
会
の
将
来
像
を
摸
索
し
よ
う
と
す

る
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
状
況
の
推
移
や
選
択
の
仕

方
に
よ
っ
て
は
、
脆
弱
性
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
方
向
に
振
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
れ

ば
、
そ
れ
が
長
期
に
渡
る
脆
弱
性
克
服
の
継
続
的
な
試
み
に
繋
が
る
可
能
性
も

あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
危
険
認
知
と
そ
の
体
験
の
昇
華
と
い
う

軸
を
辿
り
な
が
ら
、
復
旧
・
復
興
段
階
で
の
取
り
組
み
と
地
域
で
の
対
応
を
考

察
し
評
価
す
る
手
が
か
り
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

　

そ
れ
は
、
危
険
認
知
を
起
点
に
お
き
、
危
険
認
知
が
、
避
難
対
応
行
動
に
影

響
を
与
え
、
そ
れ
が
さ
ら
に
避
難
生
活
や
復
旧
復
興
へ
の
歩
み
に
繋
が
っ
て
、

復
旧
・
復
興
過
程
を
左
右
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

危
険
認
知
が
、
ど
の
よ
う
な
経
路
と
論
理
を
辿
り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
形
で

復
旧
・
復
興
過
程
の
住
民
の
実
践
や
選
択
・
決
断
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
を
描

き
だ
し
、
そ
う
し
た
な
か
に
地
域
脆
弱
性
を
克
服
す
る
方
途
が
ど
の
よ
う
に
織

り
込
ま
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
、
津
波
被
災
地
の
地
域
社
会
に
お
い
て
は
、
防
潮
堤
建
設
の
評
価
、
住

居
の
高
台
移
転
の
是
非
と
可
能
性
の
吟
味
、
低
い
平
地
部
の
土
地
利
用
の
あ
り

方
、
漁
港
整
備
と
漁
業
の
地
域
で
の
位
置
づ
け
、
若
年
層
の
雇
用
問
題
、
集
落

間
や
都
市
間
を
結
ぶ
広
域
道
路
網
の
整
備
や
地
域
か
ら
の
避
難
路
を
含
む
防
災

対
策
な
ど
の
問
題
が
、
地
域
の
将
来
展
望
を
考
え
て
い
く
う
え
で
重
層
し
な
が

ら
相
互
に
関
連
し
あ
う
形
で
展
開
し
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
課

題
を
、〈
地
域
に
お
け
る
危
険
認
知
と
そ
の
判
断
〉
を
起
点
と
し
て
、
避
難
過

程
に
お
け
る
出
来
事
の
推
移
、
避
難
生
活
の
継
続
と
地
域
生
活
へ
の
イ
メ
ー
ジ

（
将
来
展
望
の
再
構
築
）
と
再
建
に
向
け
て
の
実
践
と
い
う
一
連
の
災
害
過
程

に
お
け
る
事
象
の
連
鎖
と
し
て
描
い
て
い
く
試
み
は
、
地
域
の
将
来
像
を
考
え

て
い
く
う
え
で
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

　

東
日
本
大
震
災
の
津
波
災
害
を
再
検
討
す
る
う
え
で
最
も
衝
撃
だ
っ
た
の
は
、

過
去
に
も
津
波
災
害
が
経
験
さ
れ
、
地
域
で
は
一
定
程
度
の
津
波
対
策
を
行
っ

て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
で
こ
れ
だ
け
の
人
的
被
害
を
出
し
た
の
か
で

あ
っ
た
。
大
津
波
が
起
こ
っ
た
後
で
は
い
つ
も
「
津
波
て
ん
で
ん
こ
」
と
い
う

こ
と
が
教
訓
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、
こ
の
言
葉
の
も
つ
意
味
や
そ
れ
が
可
能
な

条
件
・
背
景
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
吟
味
を
地

域
社
会
で
よ
く
受
け
止
め
て
、
津
波
か
ら
命
を
守
る
に
は
何
が
必
要
か
を
熟
考

し
、
地
域
生
活
の
営
み
を
再
考
し
、
地
域
づ
く
り
を
し
て
い
く
…
…
、
こ
の
こ

と
が
土
地
利
用
を
含
む
地
域
の
あ
り
方
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
限
り
、
そ
の

原
点
に
か
え
っ
た
検
討
は
必
須
で
あ
る
。

　

今
回
、
事
例
と
し
て
岩
手
県
大
槌
町
安
渡
地
区
に
焦
点
を
あ
て
て
説
明
し
て

い
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
こ
の
地
区
の
津
波
災
害
に
よ
る
死
亡
者
率
が
高
い
こ

と
、
震
災
前
に
43
％
に
達
す
る
高
齢
者
比
率
と
な
っ
て
お
り
超
高
齢
化
社
会
の

象
徴
で
あ
る
こ
と
、
震
災
前
か
ら
津
波
防
災
の
活
動
が
活
発
で
避
難
訓
練
も

し
っ
か
り
行
わ
れ
て
き
た
実
績
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

な
ぜ
住
民
の
11
％
を
超
え
る
人
的
被
害
を
出
し
た
の
か
？
こ
の
点
を
検
証
す
る

う
え
で
大
槌
町
安
渡
地
区
は
非
常
に
重
要
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
な
る
。
大
槌
町
安

渡
地
区
は
確
か
に
多
く
の
津
波
被
災
地
域
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な

い
が
、
そ
こ
で
の
こ
れ
ま
で
の
地
域
の
活
動
実
績
や
被
害
概
況
を
加
味
す
る
と
、
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こ
こ
で
起
こ
っ
た
出
来
事
の
詳
細
な
検
討
に
よ
り
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
災
害

対
策
の
ひ
と
つ
の
争
点
を
論
じ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

大
槌
町
安
渡
地
区
の
サ
ー
ベ
イ
と
し
て
は
、
避
難
住
民
の
詳
細
な
避
難
行
動

や
経
路
の
分
析
、
地
域
防
災
計
画
を
テ
ー
マ
に
し
た
地
域
住
民
と
専
門
家
（
防

災
都
市
計
画
研
究
所
、
岩
手
大
学
、
早
稲
田
大
学
な
ど
の
研
究
者
）
の
協
働
に

よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
地
区
住
民
に
対
す
る
「
防
災
計
画
づ
く
り
」
の
た
め

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
町
内
会
役
員
を
通
じ
て
調
査
票
を
届
け
る
こ
と
が
で
き

た
２
５
４
世
帯
の
同
居
家
族--
家
族
員
ご
と̶

を
対
象
に
し
た
。
回
収
率
は
概

算
73
％
）
と
広
範
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
実
施
、
津
波
被
災
者
の
死
亡
原
因
調
査

（
進
行
中
。
地
区
で
死
亡
し
た
２
１
８
人
を
対
象
と
し
て
、
ま
わ
り
の
人
び
と

や
避
難
誘
導
に
あ
た
っ
た
人
か
ら
死
亡
状
況
把
握
の
聞
き
取
り
）
な
ど
を
実
施

し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
サ
ー
ベ
イ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
①
最
後
の
瞬
間
が
来

る
ま
で
「
浸
水
想
定
内
で
津
波
は
と
ど
ま
る
」
と
い
う
錯
覚
に
よ
る
「
津
波
浸

水
想
定
の
も
つ
呪
縛
」、
②
迫
り
つ
つ
あ
る
危
険
の
認
知
を
鈍
ら
せ
る
環
境
（
防

潮
堤
を
閉
じ
る
と
海
の
潮
の
変
化
が
み
え
な
い
な
ど
…
…
）、
③
個
々
の
世
帯

で
の
津
波
避
難
の
準
備
不
足
（
高
齢
者
の
個
々
の
誘
導
に
か
か
る
時
間
の
長
さ

や
避
難
生
活
に
必
要
な
も
の
を
思
い
起
こ
し
て
逡
巡
し
、
取
り
に
帰
る
た
め
に

低
地
に
あ
る
自
宅
に
戻
る
繰
り
返
し
な
ど
）、
④
高
齢
者
の
居
る
世
帯
で
の
個

別
家
族
対
応
の
難
し
さ
ゆ
え
に
、
地
域
の
役
員
も
早
い
段
階
で
の
避
難
の
声
か

け
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
⑤
津
波
が
迫
っ
た
と
き
に
親
族
や
自
治
会
役
員
ら

が
高
齢
者
を
探
し
て
低
地
に
あ
る
住
宅
地
に
向
か
っ
た
こ
と
、
⑥
避
難
の
タ
イ

ミ
ン
グ
に
対
す
る
明
確
な
指
標
や
情
報
伝
達
の
し
く
み
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
地
域
の
役
員
も
誘
導
中
に
避
難
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逸
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
な
ど
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
死
亡
原
因
調
査
か
ら
は
、（
Ａ
）
避
難
し
よ
う
と
決
断
す
る
限
界
状

況
に
関
し
て
は
、
津
波
が
実
際
に
襲
っ
て
く
る
瞬
間
に
な
ら
な
い
と
そ
の
ス

ピ
ー
ド
が
実
感
で
き
ず
、
さ
ら
に
海
岸
か
ら
の
距
離
感
や
標
高
の
感
覚
が
、
構

造
物
が
建
て
込
ん
で
く
る
こ
と
で
鈍
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
津
波
が
近
づ
い
て

き
て
慌
て
て
寸
前
に
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
が
逃
げ
切
れ
な
い
状
況
で
被
災
し
て

い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
、
ま
た
（
Ｂ
）
要
援
護
者
を
取
り
巻
く
環
境
に
関
し

て
は
、
と
く
に
津
波
危
険
地
区
の
境
界
周
辺
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
地
区

で
、
要
援
護
者
を
ど
の
よ
う
に
逃
が
す
か
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
て
い
な
か
っ
た
こ

と
な
ど
が
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
過
疎
化
の
な
か
で
さ
ま
ざ

ま
な
次
元
で
の
社
会
的
脆
弱
性
が
進
行
し
て
き
た
社
会
状
況
が
あ
り
、
そ
れ
が

判
断
を
鈍
ら
せ
る
遠
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
災
害
救
出
の
現
場
に
お
い
て
も
、
津
波
危
険
地
区
の
境
界
に
あ
る
空

き
地
の
と
こ
ろ
を
拠
点
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
危
険
地
区
に
降
り
て
避
難
誘
導
・

救
出
作
業
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
ぎ
り
ぎ
り
の
範
囲
で
避
難
誘
導
・
救
出
活
動

を
行
っ
て
い
る
間
に
目
の
前
の
救
出
に
我
を
忘
れ
て
深
入
り
し
て
被
害
に
あ
う

ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
対
応

に
あ
た
っ
て
は
、
た
い
へ
ん
大
き
く
危
険
性
認
知
の
判
断
軸
が
効
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

現
在
、
激
甚
災
害
の
シ
ナ
リ
オ
が
南
海
ト
ラ
フ
を
巡
っ
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
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「
想
定
」
に
縛
ら
れ
る
こ
と
で
起
こ
っ
た
今
回
の
悲
劇
を
鑑
み
て
〈
固
定
し
て

し
ま
い
が
ち
な
災
害
イ
メ
ー
ジ
を
壊
そ
う
〉
と
す
る
意
図
は
評
価
し
う
る
も
の

の
、
そ
れ
を
政
策
的
な
対
応
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
げ
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、

か
な
り
深
刻
な
課
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
災
害
対
策
を
考

え
る
う
え
で
、
極
め
て
激
甚
な
災
害
想
定
を
示
し
厳
し
い
制
約
条
件
を
課
し
た

シ
ナ
リ
オ
下
で
対
策
を
問
う
こ
と
の
意
義
と
意
図
は
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な

い
。
そ
う
し
た
警
鐘
が
、
単
に
防
潮
堤
や
避
難
ビ
ル
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
る
根
拠
づ
く
り
や
誘
導
と
し
て
の
み
機
能
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
地
域

に
と
っ
て
将
来
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
残
る
か
疑
問
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
復
旧
・
復
興
へ
の
動
き
に
お
い
て
も
、
水
産
加
工
業
者
、
漁
業
者
、

高
齢
者
層
、
小
規
模
商
業
者
な
ど
の
対
応
を
検
討
し
て
い
く
と
、
安
全
性
担
保

に
関
す
る
判
断
の
ズ
レ
が
露
出
す
る
局
面
が
あ
り
、
危
険
性
の
判
断
や
認
知

（
安
全
性
担
保
に
関
す
る
判
断
）
が
、
緊
急
避
難
か
ら
避
難
生
活
、
復
旧
・
復

興
段
階
へ
と
繋
が
っ
て
作
用
し
、
復
旧
・
復
興
の
方
向
性
に
強
く
影
響
し
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
（
判
断
軸
の
一
貫
性
／
連
鎖
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）。
安
全

を
守
る
こ
と
と
生
業
を
生
か
す
こ
と
の
は
ざ
ま
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
対
処
が

ふ
さ
わ
し
い
か
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
民
層
の
日
常
生
活
の
回

復
の
リ
ズ
ム
や
切
迫
感
と
深
く
絡
ん
で
お
り
、
住
民
層
ご
と
の
動
き
や
こ
の
両

者
の
縫
合
の
仕
方
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
で
の
判
断
の
推
移
を
、
住
民

層
の
生
活
構
造
を
意
識
し
な
が
ら
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

５
．
お
わ
り
に

　

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
異
な
る
種
類
の
危
険
は
、
危
険
性
の
判
断
や
認
知
の

あ
り
方
に
異
な
る
効
果
を
及
ぼ
す
だ
け
で
な
く
、
影
響
の
広
が
り
、
波
及
の
し

か
た
、
影
響
す
る
時
間
の
長
さ
な
ど
に
強
く
左
右
し
、
さ
ら
に
人
々
の
生
活
や

対
応
の
方
策
及
び
そ
の
過
程
に
、
異
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て
い
く
。

そ
れ
ら
は
一
定
の
文
化
的
社
会
的
な
枠
組
み
の
な
か
で
理
解
さ
れ
人
々
の
行
動

規
準
を
培
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
す
る
社
会
的
な
構
え
を
、
さ
ま
ざ

ま
な
社
会
的
・
地
域
的
単
位
で
つ
く
り
だ
し
て
い
く
（
逆
に
経
験
が
浅
か
っ
た

り
風
化
し
た
り
し
て
い
け
ば
、
不
安
定
で
未
発
達
な
状
態
に
留
ま
る
）。
ま
た
、

危
険
の
所
在
と
認
知
に
つ
い
て
は
、
時
代
や
社
会
環
境
の
影
響
を
受
け
る
と
と

も
に
、
生
活
状
況
や
生
活
観
の
違
い
に
よ
っ
て
危
険
自
体
の
受
け
取
り
方
も
異

な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
ゆ
が
み
や
ズ
レ
を
生
じ
さ
せ
て
、
社
会
的
な
施
策
や
対
応

を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
時
に
は
個
人
間
や
集
団
間
（
階
層
間
な
ど
を
含
め
て
）

に
鋭
い
対
立
や
亀
裂
を
生
み
出
し
て
い
く
。

　

東
日
本
大
震
災
で
は
、
と
く
に
津
波
災
害
と
原
子
力
災
害
に
焦
点
が
あ
て
ら

れ
、
そ
の
災
害
因
の
違
い
に
よ
っ
て
、
危
険
の
認
知
や
あ
ら
わ
れ
方
、
人
間
生

活
全
般
へ
の
重
層
的
な
影
響
の
仕
方
、
社
会
的
対
応
の
仕
方
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

大
き
な
差
異
が
生
じ
る
こ
と
が
、
大
き
な
衝
撃
と
し
て
体
験
さ
れ
て
き
た
。
災

害
の
種
類
ご
と
に
危
険
の
あ
ら
わ
れ
方
が
異
な
り
、
そ
の
受
け
止
め
方
や
社
会

的
心
理
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
り
様
も
、
異
な
る
質
・
次
元
の
も
の
に
な
る
こ
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と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
際
に
、
危
険
の
有
り

様
の
対
比
が
な
さ
れ
、
異
な
る
災
害
因
間
だ
け
で
な
く
、
同
一
の
災
害
因
で
も

置
か
れ
る
状
況
の
違
い
に
よ
っ
て
、
生
じ
て
く
る
差
異
が
往
々
に
し
て
強
調
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
。
生
活
観
の
違
い
に
よ
っ
て
も
危
険
自
体
の
受
け
取
り
方
は

異
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
差
異
は
、
救
出
・
救
助
、
避
難
生
活
、
日
常
生
活

の
回
復
期
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
表
出
し
て
く
る
が
、
状
況
が
緊
迫
し
て
長

期
に
わ
た
り
、
さ
ら
に
利
害
関
係
が
鋭
く
関
わ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
個

人
間
や
集
団
間
（
階
層
間
な
ど
を
含
む
）
に
鋭
い
対
立
や
亀
裂
を
生
み
出
す
傾

向
が
強
ま
る
。
日
常
生
活
を
回
復
さ
せ
て
い
く
局
面
で
は
、
問
題
を
機
能
的
に

解
決
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
往
々
に
し
て
生
活
の
一
断
片
（
居
住
、
雇
用
、

津
波
安
全
対
策etc.

）
の
み
を
切
り
出
し
た
政
策
立
案
を
し
て
解
決
策
を
模
索

し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
る
が
、
そ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
今
回
は
津
波
対

策
の
部
分
が
突
出
し
て
論
じ
ら
れ
、
し
か
も
防
潮
堤
と
高
台
移
転
の
手
法
に
集

約
さ
れ
る
か
た
ち
で
緊
急
的
な
対
策
の
対
象
に
さ
れ
る
…
…
。

　

詳
細
は
省
く
が
、
津
波
危
険
に
焦
点
を
あ
て
た
場
合
に
、
防
潮
堤
や
高
台
移

転
が
〈
命
を
守
る
安
全
対
策
と
し
て
〉
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
の
吟
味

は
、
今
回
の
災
害
の
事
例
に
即
し
て
よ
く
検
討
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。〈
命

を
守
る
〉
と
い
う
名
目
で
の
施
策
が
、
結
果
的
に
生
業
の
維
持
を
含
め
た
日
常

生
活
の
維
持
を
困
難
に
さ
せ
、
そ
の
地
域
で
の
社
会
生
活
を
さ
ら
に
脆
弱
な
も

の
に
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
ま
た
そ
の
施
策
ゆ
え
に
結
果
的
に
地
域
の
危
険

の
感
覚
を
麻
痺
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
施

策
は
逆
機
能
と
し
て
作
動
し
て
し
ま
う
。
現
在
、
津
波
の
被
災
体
験
を
ど
う
受

け
止
め
て
消
化
し
て
い
く
か
、
そ
の
う
え
で
の
地
域
の
再
出
発
の
摸
索
は
ど
う

す
る
か
が
問
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
地
域
生
活
上
の
安
全
面
へ
の
備
え
や

地
域
生
活
の
持
続
可
能
性
を
含
め
た
地
域
の
将
来
像
に
関
す
る
議
論
が
も
っ
と

活
性
化
し
な
い
と
甚
大
被
災
を
繰
り
返
す
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
。

　

津
波
被
災
地
域
の
場
合
、
生
活
の
早
期
の
復
旧
再
建
を
ど
う
実
現
す
る
か
と

地
域
生
活
の
安
全
安
心
を
ど
う
担
保
す
る
か
が
大
き
な
課
題
に
な
る
。
地
域
に

ど
の
よ
う
な
形
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を
整
備
す
べ
き
か
は
、
予
算
配

分
の
正
当
性
・
適
切
性
と
い
う
点
で
国
家
レ
ベ
ル
や
被
災
地
間
で
の
理
解
と
合

意
が
必
要
に
な
る
事
項
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
地
域
生
活
の
し
く
み
の
再
構
築

や
地
域
の
存
在
意
義
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
も
深
く
関
連
し
て
く
る
事
項
で

も
あ
る
。

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
被
災
し
た
地
域
の
多
く
は
、
高
齢
化
社
会
の
中
で

過
疎
化
傾
向
に
あ
っ
た
地
域
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
、
過
疎
・
高
齢
化
社
会
の

な
か
で
の
地
域
の
運
営
管
理
、
地
域
社
会
を
支
え
る
地
域
産
業
の
振
興
や
社
会

サ
ー
ビ
ス
、
そ
う
し
た
地
域
を
支
え
る
政
治
・
経
済
・
社
会
の
し
く
み
な
ど
と

完
全
に
切
り
離
し
て
、
防
潮
堤
な
ど
の
防
災
施
設
の
整
備
を
考
え
る
こ
と
は
本

来
難
し
い
。
そ
の
地
域
に
お
け
る
安
全
性
の
確
保
と
生
活
再
建
の
問
題
、
生
活

の
し
く
み
や
生
業
の
確
保
に
関
わ
る
問
題
、
そ
し
て
地
域
の
存
在
意
義
と
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
は
、
地
域
社
会
の
再
生
に
際
し
て
は
相
互
に
絡
み
つ
き

あ
っ
た
必
須
の
要
素
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
域
の
課
題
を
直
視
す
る
視
点
が
、

ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
備
考
）　

本
研
究
は
、「
東
日
本
大
震
災
被
災
地
域
に
お
け
る
減
災
サ
イ
ク
ル
の
構
築
と
脆

弱
性
／
復
元
＝
回
復
力
に
関
す
る
研
究
」（
科
研
費
基
盤
研
究
Ｃ
／
研
究
代
表 

浦
野

正
樹
）
の
一
環
で
あ
る
。
な
お
、
使
用
し
た
デ
ー
タ
は
、
現
地
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
、
各
種
デ
ー
タ
や
歴
史
的
な
資
料
の
収
集
・
解
説
等
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
調
査
対
象
地
の
方
々
に
は
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。


