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震
災
前
の
防
災
対
策

　
東
日
本
大
震
災
は
地
震
、
津
波
、
原
発
に
よ
る
複
合
災

害
だ
っ
た
。
災
害
は
自
然
現
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
自

然
現
象
が
社
会
的
脆
弱
性
の
隙
を
突
く
こ
と
で
発
生
す

る
。
事
前
の
対
策
と
し
て
は
、
地
震
で
あ
れ
ば
建
物
の
耐

震
性
や
火
災
予
防
が
求
め
ら
れ
、
津
波
で
は
避
難
路
の
確

保
と
避
難
行
動
が
必
要
に
な
る
。
た
だ
し
、
原
発
に
つ
い

て
は
原
子
力
発
電
所
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
社
会
的
脆

弱
性
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
し
原
発
が

な
け
れ
ば
ゼ
ロ
リ
ス
ク
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
関
東
大
震
災
の
犠
牲
者
の
大
多
数
は
火
災
に
よ
る
焼
死

で
あ
り
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
犠
牲
者
の
大
多
数
は
建

物
の
倒
壊
に
よ
る
圧
死
で
あ
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
の
犠

牲
者
の
大
多
数
は
津
波
に
よ
る
水
死
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
実
は
ど
の
よ
う
に
し
て
犠
牲
に
な
っ
た
の
か
と
い
う

分
析
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
。
地
域
的
な
研
究
に
よ
れ

ば
、
海
が
見
え
る
ほ
ど
の
沿
岸
部
で
は
犠
牲
が
少
な
く
、

多
少
、
内
陸
に
入
っ
て
日
常
的
に
は
海
と
の
接
触
が
な
い

地
域
で
犠
牲
者
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
津
波
の
高
さ

と
い
う
自
然
現
象
と
犠
牲
者
数
と
の
間
に
は
必
ず
し
も
因

果
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
特
に
象
徴
的
な
の
は
、
小
中
学
校
で
は
、
宮
城
県
石
巻

市
立
大
川
小
学
校
と
い
う
た
だ
一
例
を
除
い
て
、
日
本
中

で
た
だ
ひ
と
り
の
犠
牲
者
も
出
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
校
舎
や
体
育
館
が
跡
形
も
な
く
崩
壊
し
た
学
校
を
含

め
て
、
す
べ
て
の
学
校
で
避
難
行
動
が
と
ら
れ
、
数
多
く

の
生
命
を
守
っ
て
い
る
。
子
ど
も
に
犠
牲
者
が
出
て
い
る

の
は
、
地
震
直
後
に
親
な
ど
が
引
き
取
り
に
来
て
、
一
旦
、

家
に
戻
っ
て
津
波
に
あ
っ
た
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
現
在
、
計
画
さ
れ
て
い
る
巨
大
防

潮
堤
に
頼
ら
ず
に
、
一
定
の
社
会
的
な
対
策
に
よ
っ
て
、

千
年
に
一
度
単
位
の
大
災
害
で
も
犠
牲
者
を
大
き
く
減
ら

す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

　
歴
史
上
、
再
三
の
大
津
波
に
襲
わ
れ
て
き
た
三
陸
海
岸

の
各
市
町
村
で
は
、
津
波
対
策
が
取
り
組
ま
れ
て
き
た
。

し
か
し
細
か
く
み
て
い
く
と
市
町
村
ご
と
に
差
異
も
み
ら

れ
る
。
ま
し
て
、
平
安
時
代
の
じ
ょ
う
が
ん

貞
観
津
波
以
降
、
主
だ
っ

た
津
波
災
害
が
な
か
っ
た
宮
城
県
中
部
や
南
部
、
福
島
県

沿
岸
部
で
は
、
必
ず
し
も
津
波
対
策
が
積
極
的
に
取
り
組

ま
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
東
日
本

大
震
災
直
前
に
は
、
沿
岸
部
の
全
て
の
自
治
体
で
津
波
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
が
作
成
さ
れ
て
い
た
が
、
専
門
業
者
に
任

せ
て
作
成
し
た
自
治
体
で
は
市
民
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
存

在
を
知
ら
な
い
と
こ
ろ
さ
え
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
福
島
県
楢な

ら
は
ま
ち

葉
町
で
は
津
波

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
住
民
参
加
で
作
成
し
て
い
た
。
地
区

ご
と
に
協
議
を
し
、
避
難
路
な
ど
の
確
認
を
住
民
自
身
が

行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
楢
葉
町
で
は
今
回
の
災
害
で

い
く
つ
か
の
集
落
が
丸
ご
と
津
波
に
呑
ま
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
直
接
的
な
犠
牲
者
は
一
一
人
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
の
何
人
か
は
消
防
団
と
し
て
救
助
活
動
に

あ
た
っ
て
い
た
人
や
他
の
地
域
に
い
て
犠
牲
に
な
っ
た
人

た
ち
で
あ
る
。
現
地
を
視
認
す
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、
驚

異
的
に
少
な
い
数
字
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
緊
急
時
の
自
治
体
行
政

　
地
震
、
津
波
、
原
発
と
い
う
複
合
災
害
に
よ
っ
て
庁
舎

が
使
用
不
能
に
な
っ
た
自
治
体
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
地

震
に
よ
っ
て
損
壊
し
、
災
害
対
応
の
初
動
に
影
響
し
た
自

治
体
は
、
福
島
県
だ
け
で
も
郡
山
市
、
須
賀
川
市
、
国
見

町
、
川
俣
町
の
四
所
が
あ
り
、
福
島
県
庁
そ
の
も
の
も
高

層
部
が
損
壊
し
て
災
害
対
策
本
部
が
設
置
で
き
ず
、
隣
地

の
自
治
会
館
に
本
部
を
置
い
た
た
め
、
当
初
、
想
定
さ
れ

て
い
た
連
絡
網
が
使
え
ず
、
国
や
市
町
村
と
の
間
の
情
報

伝
達
に
支
障
を
生
じ
た
。
福
島
県
で
は
、
地
震
は
中
通
り

と
呼
ば
れ
る
内
陸
部
の
ほ
う
が
激
し
く
、
住
宅
な
ど
の
被

害
も
大
き
か
っ
た
。
た
だ
し
福
島
市
役
所
は
震
災
直
前
に

新
庁
舎
が
完
成
し
、
免
震
装
置
が
機
能
し
て
ほ
と
ん
ど
揺

れ
ず
、
書
架
等
の
倒
壊
も
な
か
っ
た
。
岩
手
県
陸
前
高
田

市
、
同
大お

お
つ
ち
ち
ょ
う

槌
町
、
宮
城
県
南
三
陸
町
な
ど
、
津
波
に
よ
っ

て
庁
舎
が
丸
ご
と
呑
み
込
ま
れ
、
職
員
に
も
多
数
の
犠
牲

者
が
出
た
自
治
体
も
あ
っ
た
。
ま
た
原
発
災
害
避
難
に

よ
っ
て
庁
舎
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
町
村
も
延
べ

で
九
町
村
が
あ
っ
た
。

　
ま
た
市
町
村
合
併
に
よ
っ
て
、
基
礎
的
自
治
体
の
区
域

が
い
た
ず
ら
に
広
域
化
し
た
こ
と
に
よ
る
影
響
も
大
き

　
今
　
井
　
　
　
照

東
日
本
大
震
災
と
自
治
体
行
政

戦
後
自
治
の
あ
ゆ
み
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か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
っ
て
東
京

二
三
区
に
匹
敵
す
る
面
積
に
拡
大
し
た
石
巻
市
で
は
、
旧

石
巻
市
内
の
被
害
も
甚
大
だ
っ
た
た
め
、
初
期
対
応
を
そ

れ
ぞ
れ
の
支
所
（
旧
役
場
）
に
任
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な

か
っ
た
が
、
合
併
前
と
比
べ
れ
ば
、
人
材
も
資
源
も
決
定

権
も
薄
く
な
っ
た
支
所
で
は
十
分
な
対
応
が
で
き
ず
、
多

数
の
孤
立
地
域
を
生
み
だ
し
た
。
住
民
の
生
命
と
安
全
を

守
る
と
い
う
基
礎
的
自
治
体
の
最
低
で
最
大
の
ミ
ッ
シ
ョ

ン
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
市
町
村
が
増
加
し

て
い
る
。

　
し
か
し
そ
れ
で
も
全
て
の
市
町
村
で
緊
急
時
の
支
援
活

動
が
取
り
組
ま
れ
た
。
自
ら
も
被
災
者
で
あ
り
、
ま
た
家

族
や
同
僚
を
犠
牲
に
し
た
職
員
た
ち
も
、
高
い
モ
ラ
ー
ル

を
も
っ
て
市
民
の
た
め
に
働
き
続
け
た
。
た
だ
し
、
そ
の

足
を
引
っ
張
る
要
因
も
少
な
く
な
か
っ
た
。国
に
よ
る「
災

害
査
定
」
の
細
か
さ
は
自
治
体
職
員
に
過
重
な
負
担
を
強

い
た
。
国
に
よ
る
政
策
誘
導
と
し
て
の
メ
ニ
ュ
ー
方
式
の

「
復
興
交
付
金
制
度
」
や
国
土
交
通
省
主
導
に
よ
る
復
興

計
画
は
、
地
域
に
過
大
な
公
共
事
業
と
役
所
に
膨
大
な
業

務
量
を
も
た
ら
し
、
地
域
単
位
で
の
て
い
ね
い
な
住
民
合

意
や
創
造
性
を
奪
っ
た
。

　
復
興
時
の
行
政
体
制
の
課
題

　
表
は
宮
城
県
内
の
津
波
被
災
自
治
体
に
つ
い
て
、
震
災

前
と
震
災
後
の
決
算
規
模
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
山

元
町
の
八
・
九
倍
を
筆
頭
に
、
軒
並
み
、
飛
躍
的
に
事
業

規
模
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
震
災
に
よ
っ
て

通
常
業
務
の
質
も
複
雑
化
し
、
そ
の
量
が
増
え
て
い
る
上

に
、復
興
関
連
事
業
が
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
自
治
体
行
政
は
、
職
員
の
犠
牲
者
や
退

職
者
に
よ
っ
て
、
従
前
の
体
制
す
ら
確
保
で
き
な
い
状
態

に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
非
正
規
雇
用

に
加
え
、「
派
遣
」
と
「
採
用
」
に
よ
っ
て
増
員
策
を
と
っ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
最
も
早
く
、
か
つ
有
効
に
機
能
し

た
の
は
、
震
災
時
ま
で
に
重
ね
て
き
た
交
流
実
績
を
前
提

に
、市
町
村
間
で
応
援
職
員
を
派
遣
す
る
や
り
方
で
あ
る
。

た
と
え
ば
友
好
都
市
や
災
害
協
定
締
結
自
治
体
と
の
間
で

は
、
即
座
に
応
援
職
員
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
事
例
が
目
立

つ
。
た
だ
し
、
そ
れ
ま
で
有
効
な
交
流
実
績
の
な
い
市
町

村
に
は
こ
の
種
の
支
援
が
来
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
派
遣
の
も
う
ひ
と
つ
の
柱
は
、
全
国
市

長
会
や
全
国
町
村
会
を
通
じ
て
被
災
自
治
体
が
必
要
な
職

員
と
そ
の
数
を
要
望
し
、
総
務
省
や
都
道
府
県
庁
を
通
じ

て
、
全
国
の
市
町
村
か
ら
派
遣
職
員
を
募
る
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
職
員
を
派
遣
す
る
側
の
自
治
体
に
と
っ
て

み
れ
ば
、
必
ず
し
も
自
発
的
に
職
員
を
派
遣
す
る
わ
け
で

は
な
く
、
結
果
的
に
需
要
数
を
満
た
す
職
員
が
供
給
で
き

な
か
っ
た
り
、
派
遣
期
間
を
細
切
れ
に
し
て
対
応
す
る
な

ど
の
方
策
が
と
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
今
回
の
震
災
対
応
で
初
め
て
多
用
さ
れ
た
の
は
「
任
期

付
職
員
制
度
」
で
あ
り
、こ
れ
を
利
用
し
た
「
代
行
採
用
」

と
い
う
手
法
で
あ
る
。
代
行
採
用
と
は
、
被
災
地
と
離
れ

た
地
域
の
自
治
体
な
ど
が
、
震
災
対
応
の
た
め
に
任
期
付

職
員
を
採
用
し
、
そ
の
職
員
を
被
災
地
自
治
体
に
派
遣
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
行
っ
た
の
は
東
京
都
庁

で
、
二
〇
一
二
年
九
月
か
ら
一
年
間
、
土
木
職
と
建
築
職

を
被
災
地
自
治
体
に
派
遣
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
任
期
付
職
員
制
度
や
代
行
採
用
も
、
時
間
を
置
く
に
つ

れ
て
募
集
定
員
が
集
ま
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

　
制
度
の
不
備
も
露
呈
し
た
。
た
と
え
ば
、
民
間
企
業
の

職
員
が
被
災
地
自
治
体
の
支
援
に
入
る
場
合
、
自
治
体
側

に
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
制
度
が
存
在
し
て
い
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
総
務
省
は
二
〇
一
三
年
三
月
に
な
っ
て
技
術

的
助
言
と
し
て
の
通
知
を
自
治
体
に
出
し
、
民
間
企
業
職

員
の
在
籍
出
向
を
自
治
体
が
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
解
釈
を
伝
え
た
。
し
か
し
本
来
の
法
の
主
旨
か
ら

考
え
る
と
、
か
な
り
強
引
な
解
釈
で
あ
り
、
脱
法
性
は
免

れ
な
い
。
保
護
と
規
制
を
き
ち
ん
と
定
め
た
法
律
の
制
定

が
求
め
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
各
種
の
対
応
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
総

じ
て
自
治
体
行
政
の
体
制
は
不
十
分
の
ま
ま
と
い
え
る
。

職
員
不
足
も
あ
る
が
、
そ
の
最
大
の
要
因
は
過
大
で
性
急

な
「
創
造
的
復
興
」
事
業
が
市
町
村
に
押
し
付
け
ら
れ
て

い
る
た
め
で
あ
り
、
結
果
的
に
被
災
住
民
に
寄
り
添
い
な

が
ら
時
間
を
か
け
て
生
活
や
町
を
再
建
し
て
い
く
こ
と
に

手
間
を
か
け
ら
れ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

＜

い
ま
い
　
あ
き
ら
・
福
島
大
学
教
授＞
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表 2010/2013年普通
会計決算規模の倍率


