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こ
れ
ま
で
災
害
を
ゼ
ロ
に
し
よ
う
と
す
る
防
災
と
い

う
視
点
に
立
っ
て
、
日
本
が
世
界
に
誇
る
近
代
的
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

東
日
本
大
震
災
を
は
じ
め
近
年
の
度
重
な
る
大
規
模
災

害
は
、
そ
の
限
界
を
も
私
た
ち
に
突
き
つ
け
る
結
果
と

な
っ
た
。
今
私
た
ち
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
策

は
、
い
か
に
し
て
被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
か
と
い

う
減
災
の
視
点
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
視
点
に
立
て
ば
、
文
化
遺
産
と
こ
れ
を
取
り
巻

く
歴
史
都
市
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
守
る
べ
き
対
象
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
学
ぶ
べ
き
先
例
と
も
な
る
。
そ
も

そ
も
文
化
遺
産
や
歴
史
都
市
は
、
長
い
災
害
の
歴
史
を

乗
り
越
え
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
今
も
私
た
ち
の
目
の
前

に
存
在
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
防
災
技

術
も
存
在
し
な
い
時
代
か
ら
度
重
な
る
災
害
を
潜
り
抜

け
て
き
た
そ
の
経
験
値
は
、
む
し
ろ
現
代
の
防
災
技
術

が
通
用
し
な
い
よ
う
な
大
規
模
災
害
に
際
し
て
も
、
極

め
て
有
用
な
知
見
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
持
つ
。

　
例
え
ば
日
本
を
代
表
す
る
歴
史
都
市
・
京
都
に
お
い

て
、
明
治
時
代
に
開
削
さ
れ
た
琵
琶
湖
第
一
疏
水
は
、

自
然
の
高
低
差
を
利
用
し
て
琵
琶
湖
か
ら
京
都
へ
導
水

す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
道
、
発
電
、
農
業
用
水
、
防
火

用
水
な
ど
の
多
機
能
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

重
力
を
利
用
す
る
開
水
路
と
い
う
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な

技
術
で
実
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
現
代
の
上
水
道

で
き
た
文
化
と
そ
の
文
化
遺
産
は
、
無
二
の
社
会
的
共

通
資
産
な
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
災
害
は
、
自
然
現
象
に
起
因
す
る
脅
威
で
あ

り
、
そ
の
現
象
の
発
生
そ
の
も
の
を
止
め
る
こ
と
は
、

高
度
な
科
学
技
術
を
誇
る
現
代
に
お
い
て
も
不
可
能
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
幾
多
の
文
化
遺
産
を
失
っ
て

き
た
戦
乱
や
政
治
的
混
乱
に
加
え
て
、
現
在
最
も
対
策

が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
災
害
か
ら
い
か
に
歴

史
都
市
を
守
り
抜
く
の
か
と
い
う
命
題
な
の
で
あ
る
。

　
特
に
わ
が
国
の
歴
史
都
市
を
鑑
み
る
と
、
人
間
的
な

ス
ケ
ー
ル
を
保
つ
街
路
と
こ
れ
に
沿
っ
て
伝
統
的
な
木

造
建
築
が
建
ち
並
ぶ
美
し
い
風
景
が
想
起
さ
れ
る
が
、

災
害
危
険
性
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
狭
く
複
雑
な

が
機
能
し
な
く
な
る
よ
う
な
大
規
模
災
害
時
に
お
い
て

も
活
用
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
京
都
を
代
表

す
る
伝
統
的
景
観
を
担
保
す
る
文
化
遺
産
で
あ
る
と
同

時
に
、
将
来
の
地
震
火
災
に
備
え
る
に
不
可
欠
な
、
重

要
な
防
災
水
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
資
源
な
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
私
た
ち
に
対
し
て
ジ
レ
ン
マ

を
解
消
す
る
新
た
な
可
能
性
を
開
く
。
例
え
ば
飛
騨
高

山
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
お
い
て
は
、

連
担
す
る
民
家
の
土
蔵
や
寺
社
の
緑
地
を
再
生
す
る
こ

と
が
文
化
的
景
観
を
保
全
す
る
と
と
も
に
、
都
市
火
災

に
対
す
る
貴
重
な
防
火
帯
を
維
持
す
る
こ
と
に
繋
が
っ

て
い
る
。
二
〇
一
一
年
三
月
の
東
日
本
大
震
災
の
津
波

被
害
は
、
指
定
さ
れ
て
い
た
避
難
所
を
も
飲
み
込
む
事

態
と
な
っ
た
が
、
地
域
に
根
差
し
た
神
社
や
寺
が
臨
時

の
避
難
所
と
な
っ
て
多
く
の
人
々
の
命
を
支
え
た
。
昔

か
ら
そ
の
地
に
あ
る
社
寺
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
津
波
災

害
を
経
て
安
全
な
場
所
へ
移
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

ま
さ
に
現
代
の
駆
け
込
み
寺
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ

る
。
二
〇
一
五
年
の
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
ネ
パ
ー

ル
で
発
生
し
た
ゴ
ル
カ
地
震
で
は
、
密
集
す
る
煉
瓦
造

の
建
物
群
に
囲
ま
れ
た
伝
統
的
な
中
庭
と
、
普
段
は
宗

教
行
事
に
使
わ
れ
る
水
場
が
、
観
光
客
を
含
む
人
々
の

歴
史
に
学
ぶ
減
災
の
知
恵

街
路
は
緊
急
車
両
の
進
入
を
阻
み
、
木
造
密
集
市
街
地

は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
例
を
振
り
返
る
ま
で
も
な
く
、

地
震
な
ど
に
起
因
す
る
都
市
火
災
に
対
し
て
極
め
て
脆

弱
な
特
性
を
持
つ
。
し
か
し
、
災
害
安
全
性
を
追
求
す

る
あ
ま
り
、
街
路
を
拡
幅
し
建
物
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
や
鉄
骨
で
更
新
す
る
こ
と
な
ど
に
過
度
に
傾
倒
し
て

し
ま
え
ば
、
今
度
は
人
の
手
に
よ
っ
て
文
化
的
価
値
を

未
来
永
劫
に
葬
り
去
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
問
題

は
文
化
的
価
値
の
保
全
と
災
害
安
全
性
と
い
う
、
こ
れ

ら
一
見
相
反
す
る
二
つ
の
価
値
を
如
何
に
バ
ラ
ン
ス
さ

せ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

防
災
か
ら
伝
統
的
な
減
災
の
知
恵
へ

避
難
生
活
を
支
え
て
い
た
。
さ
ら
に
ひ
と
つ
前
の
一
九 

三
四
年
の
ビ
ハ
ー
ル
・
ネ
パ
ー
ル
震
災
で
も
、
同
様
な

活
用
実
績
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
い
わ
ば
文
化
遺
産
の
防
災
拠
点
化
は
、
文
化
遺
産

の
活
用
に
伴
い
増
大
す
る
観
光
客
の
命
を
支
え
る
意
味

で
も
、
社
会
的
意
義
は
大
き
い
。
一
方
で
二
〇
一
六
年

の
年
末
に
発
生
し
た
糸
魚
川
駅
北
大
火
で
は
、
現
代
の

消
防
力
を
も
っ
て
し
て
も
防
げ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
大

き
な
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
後
の
調
査
で
は
伝
統

的
な
雪
害
対
策
で
あ
る
雁
木
と
呼
ば
れ
る
雪
除
け
の
ア

ー
ケ
ー
ド
が
、
隣
棟
へ
の
延
焼
火
災
を
助
長
し
た
と
の

報
告
も
あ
る
。
も
し
雁
木
の
軒
裏
下
地
と
建
物
間
の
境

界
壁
面
だ
け
で
も
耐
火
性
の
材
料
で
仕
上
げ
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
延
焼
の
抑
止
に
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
な
減
災
の
知
恵
を
活
か
し
、
さ

ら
に
現
代
の
最
新
技
術
で
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

文
化
的
価
値
の
再
生
と
災
害
安
全
性
の
向
上
は
両
立
で

き
る
可
能
性
が
あ
る
。
む
し
ろ
減
災
の
知
恵
を
学
ぶ
こ

と
は
、
将
来
の
大
規
模
災
害
へ
の
対
策
を
考
え
る
上
で
、

私
た
ち
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
減

災
の
考
え
方
は
、
幾
多
の
災
害
の
経
験
か
ら
時
間
を
か

け
て
編
み
出
さ
れ
て
き
た
知
恵
、
す
な
わ
ち
文
化
で
あ

る
。
歴
史
あ
る
街
並
み
に
織
り
込
ま
れ
た
減
災
文
化
を

守
り
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に

課
さ
れ
た
将
来
世
代
へ
向
け
た
責
務
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
文
化
遺
産
と
こ
れ
を
核
と
し
た
歴
史
都
市
は
、
長
き

に
わ
た
る
人
間
の
、
そ
し
て
地
域
固
有
の
文
化
的
活
動

が
結
晶
と
し
て
表
徴
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

文
化
は
地
域
に
住
む
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
そ

の
も
の
で
あ
り
、
な
に
よ
り
も
こ
れ
ら
を
失
う
こ
と
は
、

人
類
に
と
っ
て
歴
史
を
失
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
世
代
を

超
え
て
築
き
上
げ
て
き
た
記
憶
そ
の
も
の
を
失
う
こ
と

に
等
し
い
。
ま
た
、
ひ
と
た
び
こ
れ
ら
を
失
う
こ
と
に

な
れ
ば
、
再
生
す
る
こ
と
は
二
度
と
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
の
命
が
何
物
に
も
代

え
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
く
、
歴
史
を
紡
い

は
じ
め
に

文
化
遺
産
と
こ
れ
を
取
り
巻
く

歴
史
都
市
を
自
然
災
害
か
ら
守
る
た
め
に
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