
三
・
＝
複
合
災
害
に
お
け
る
避
難
の
地
理
空
間

「
ブ
イ
ー
ル
ド
」
体
験
と
実
践
の
記
録
か
ら

小

田
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門
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
東
臼
本
大
震
災
に
伴
う
避
難
、
移
住
、
子
ど
も
の
教
育
環
境
の
変
化
に
着
目
し
、
そ
の
地
理
的
現
象
の
分
析
の
一
端
を
提
示
す
る
。

複
合
災
害
の
実
態
を
詳
ら
か
に
す
る
た
め
、
構
造
的
把
握
に
よ
る
マ
ク
ロ
な
視
点
と
、
個
人
体
験
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
、
重
層
的
な
空
間
ス
ケ
ー

ル
の
分
析
を
試
み
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
被
災
地
域
と
縁
の
深
い
筆
者
が
、
葛
藤
を
覚
え
な
が
ら
も
、
土
地
勘
、
地
の
利
を
活
か
し
、
地
理
学
的
実
践

に
結
実
す
る
ま
で
の
経
緯
を
描
写
す
る
。
次
に
、
混
乱
を
伴
っ
た
被
災
直
後
の
避
難
状
況
を
、
聞
き
取
り
講
査
、
実
体
験
、
地
図
統
計
分
析
か
ら
提
示
す

る
。
さ
ら
に
、
災
害
後
の
学
校
教
育
に
焦
点
を
当
て
、
学
習
環
境
の
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
実
態
を
視
覚
的
・
空
間
的
に
分
析
す
る
。

最
後
に
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
被
災
地
域
に
お
い
て
外
部
者
で
あ
る
は
ず
の
地
理
学
者
／
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
が
、
被
災
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
人
々
と

被
災
者
と
の
結
び
つ
き
を
媒
介
す
る
存
在
と
な
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
災
害
に
お
け
る
地
理
学
研
究
者
の
役
割
を
展
望
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
六
巻
一
号
　
一
一
〇
；
一
年
　
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
二
〇
＝
年
三
月
一
一
日
午
後
二
時
四
六
分
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
・
○
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
は
、
そ
れ
に
伴
う
津
波
、
そ
し
て
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
っ
て
複
合
災
害
を
引
き
起
こ
し
た
。
死
者
一
五
、
八
七
〇
人
、
行
方
不
明
者
二
、
八
一
四
人
に
上
り
、
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あ
の
日
か
ら
　
年
半
が
経
過
し
た
脱
稿
時
現
在
も
、
依
然
と
し
て
約
三
四
万
の
避
難
者
が
お
り
、
多
く
の
人
々
が
苦
悩
に
満
ち
た
日
々
を
送
っ
　
㎜



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
い
る
。
中
で
も
、
福
島
県
浜
蹴
り
地
域
は
、
こ
の
東
日
本
大
震
災
と
福
島
第
一
原
発
の
事
故
に
よ
っ
て
、
世
界
中
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
現
在
に
至
る
ま
で
、
約
一
六
万
の
福
島
県
民
が
県
内
外
で
避
難
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
被
災
地
域
と
縁
あ
る
地
理
学
研
究
者
で

あ
る
筆
者
の
、
震
災
直
後
か
ら
の
体
験
と
地
理
学
的
な
実
践
の
記
録
を
通
じ
て
、
未
曾
有
の
地
震
、
津
波
、
原
子
力
発
電
所
事
故
、
余
震
、
そ

し
て
「
風
評
」
被
害
を
も
含
む
複
合
災
害
に
よ
っ
て
、
住
む
場
所
を
失
っ
た
叢
々
が
経
験
し
た
避
難
の
～
端
を
地
理
空
間
的
に
考
察
し
、
報
告

す
る
も
の
で
あ
る
。
空
間
ス
ケ
ー
ル
の
重
層
性
を
地
図
化
し
な
が
ら
想
像
す
る
と
い
う
地
理
空
間
的
な
考
察
の
実
践
は
、
必
ず
し
も
地
理
学
と

い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
修
め
た
研
究
者
だ
け
の
所
作
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
地
理
学
の
外
側
に
お
い
て
～
般
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る

実
践
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
こ
で
述
べ
る
地
理
空
間
的
な
考
察
と
は
、
社
会
構
造
を
マ
ク
ロ
に
、
そ
し
て
精
緻
な
観
察
を
通
じ
て
個
々
人

の
経
験
を
ミ
ク
ロ
に
把
握
し
、
そ
れ
を
、
可
視
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ブ
イ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
土
地
に
入
る
こ
と
は
、
記
述
、
発
信
す

る
こ
と
で
、
地
理
的
に
、
ま
た
心
理
的
に
も
離
れ
た
土
地
で
起
こ
っ
て
い
る
人
々
の
経
験
や
状
況
を
知
識
や
情
報
と
し
て
提
供
す
る
実
践
を
伴

う
。
さ
ら
に
そ
の
先
に
は
、
よ
り
ビ
ビ
ッ
ド
な
想
像
力
を
受
け
手
に
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
災
し
た
地
域
の
人
々
と
の
心
理
的
距
離
を

近
づ
け
、
彼
ら
に
寄
り
添
う
た
め
に
、
人
々
を
結
び
つ
け
る
媒
介
者
に
も
な
り
う
る
地
理
学
研
究
者
の
役
割
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
災
害
を
通

じ
て
筆
者
は
、
期
せ
ず
し
て
そ
の
役
割
の
重
要
性
を
痛
感
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
震
災
発
生
後
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
一
年
間
で
、
帰
省
や
「
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
」
、
学
会
発
表
な
ど
を
含
め
、
筆
者
が
東
北
地
方
で
過
ご
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
時
間
は
、
延
べ
一
〇
〇
日
を
上
回
る
。
そ
れ
以
外
で
も
、
震
災
に
関
連
す
る
国
際
学
会
で
の
パ
ネ
ル
発
表
や
、
本
研
究
会
例
会
を
含
む
関
連

集
会
で
の
発
表
を
各
地
で
行
っ
た
。
災
害
研
究
を
専
門
と
し
な
か
っ
た
地
理
学
研
究
者
を
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
時
間
を
こ
の
複
合
災
害
に
関
連

す
る
活
動
に
費
や
さ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
よ
く
知
る
東
北
沿
岸
に
も
た
ら
さ
れ
た
災
害
の
衝
撃
に
よ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
筆
者
自
身
の
震
災
発
生
後
の
体
験
と
「
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
」
を
基
に
、
東
日
本
大
震
災
と
原
発
事
故
に
よ
る
複
合
的

な
災
害
と
、
そ
れ
に
伴
う
避
難
や
移
住
を
め
ぐ
る
地
理
的
空
間
の
諸
相
を
論
じ
て
い
く
。
「
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
」
と
括
弧
書
き
に
す
る
の
は
、

必
ず
し
も
筆
者
が
、
こ
の
災
害
を
研
究
対
象
と
し
て
捉
え
、
従
前
の
経
験
や
論
考
を
踏
ま
え
た
調
査
活
動
と
位
置
づ
け
て
き
た
わ
け
で
な
い
か
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ら
で
あ
る
。
筆
者
自
身
が
育
ち
、
学
ん
だ
東
北
の
沿
岸
を
「
被
災
地
」
と
呼
び
接
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
同
時
に
、
知
人
、
友
人
が

被
災
し
た
場
所
は
、
地
理
学
を
お
さ
め
た
己
の
知
見
と
経
験
に
基
づ
き
、
地
理
（
学
）
的
想
像
力
を
発
揮
さ
せ
て
、
現
地
の
状
況
を
捉
え
、
支

援
や
調
査
の
実
践
を
し
て
き
た
場
所
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
個
人
的
な
体
験
や
つ
な
が
り
、
す
な
わ
ち
自
分
と
い
う
存
在

と
、
対
象
と
な
る
土
地
と
の
関
係
や
体
験
の
描
写
は
、
筆
者
に
と
っ
て
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
断
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
右
記
で
、
「
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
」
に
お
け
る
「
参
与
観
察
」
と
は
お
お
よ
そ
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
た
の
は
、
筆
者
自
身
の

従
前
か
ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
照
ら
し
て
、
本
稿
に
お
け
る
「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
体
験
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
人
文
地
理

学
を
含
む
人
文
社
会
科
学
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
多
く
は
、
現
地
の
人
か
ら
み
れ
ば
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
は
「
よ
そ
者
」
と
し
て
扱

わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
特
に
、
筆
者
の
よ
う
に
、
海
外
地
域
研
究
を
主
た
る
活
動
と
し
て
き
た
者
は
、
た
い
て
い
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
「
外
部

　
　
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
⑤

者
」
「
異
　
人
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
国
（
地
域
）
で
は
、
地
域
や
人
々
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ど
、
そ
の
地
域
に
関
す
る
知
識
人
で
あ
り
、
一
方
で
は
「
よ
そ
者
」
で
も
あ
る
と
い
う
狭
間
で
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
「
居
心
地
の
悪
さ
」
を
覚
え

る
。
東
日
本
大
震
災
の
「
被
災
地
」
と
筆
者
、
あ
る
い
は
「
被
災
者
」
と
筆
者
の
問
で
は
、
こ
れ
ま
で
携
わ
っ
て
き
た
海
外
調
査
な
ど
と
は
一

線
を
画
す
「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
と
の
関
係
性
が
存
在
し
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
、
筆
者
に
「
居
心
地
の
悪
さ
」
を
感
じ
さ
せ
た
。
例
え
ば
、
震
災
後

ま
も
な
く
現
地
を
訪
問
し
た
際
に
得
た
情
報
や
、
「
被
災
者
」
体
験
の
語
り
の
多
く
は
、
家
族
、
親
類
、
友
人
な
ど
、
筆
者
に
と
っ
て
親
し
い

人
々
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
本
稿
で
後
に
扱
う
、
原
発
事
故
後
、
市
内
北
部
の
一
部
地
域
が
屋
内
退
避
区
域
に
指
定
さ
れ
た
い

わ
き
市
で
の
混
乱
、
物
資
不
足
、
支
援
忌
避
な
ど
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
親
類
、
友
人
ら
を
案
じ
つ
つ
も
、
他
方
で
現
地
の
状
況
を
で
き
る
だ

け
把
握
し
、
そ
れ
を
記
述
、
発
信
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
時
点
で
は
、
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
」
と
し
て
、
こ
う
し
た

災
害
に
よ
る
問
題
の
諸
相
に
つ
い
て
研
究
対
象
と
し
て
論
じ
る
こ
と
を
強
く
意
識
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
一
時
親
類
を
東

京
で
受
け
入
れ
た
頃
か
ら
、
近
し
い
人
々
が
体
験
し
た
被
災
の
一
部
始
終
を
、
報
道
、
証
言
、
映
像
と
と
も
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
は
、
後
々

の
た
め
に
必
要
だ
と
次
第
に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
実
際
、
不
思
議
な
葛
藤
を
覚
え
つ
つ
も
、
海
外
で
の
報
告
や
、
在
米
日
系
人
の
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⑦

英
字
紙
へ
の
寄
稿
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
体
験
を
筆
者
な
り
に
解
釈
し
、
共
有
、
発
信
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
災
害
の
重
層
性
を
、
地
図

化
・
可
視
化
し
、
マ
ク
ロ
に
構
造
を
把
握
し
な
が
ら
、
ミ
ク
ロ
に
被
災
し
た
人
々
の
あ
り
よ
う
の
一
端
を
捉
え
、
被
災
地
以
外
の
人
た
ち
に
現

地
で
生
じ
て
い
る
こ
と
や
、
支
援
の
ニ
ー
ズ
に
対
す
る
想
像
力
を
喚
起
さ
せ
る
と
い
う
、
地
理
学
者
と
し
て
の
役
割
を
被
災
地
と
の
縁
の
深
さ

が
た
め
に
、
期
せ
ず
し
て
負
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
被
災
体
験
に
は
、
「
被
災
者
」
の
問
で
も
体
験
的
差
異
が
あ
る
。
震
災
発
生
時
、
筆
者
は
東
京
の
自
宅
に
お
り
、
そ
の
被
災
体
験
そ
の
も
の

も
強
烈
で
あ
っ
た
が
、
激
震
地
で
あ
り
イ
ン
フ
ラ
の
寸
断
と
余
震
、
原
発
事
故
の
恐
怖
を
直
接
そ
の
場
で
共
有
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
は

高
校
卒
業
後
、
一
人
暮
ら
し
を
は
じ
め
、
途
中
、
留
学
や
在
外
勤
務
の
た
め
　
時
離
れ
た
時
期
を
除
き
、
二
〇
一
〇
年
六
月
に
退
去
す
る
ま
で
、

延
べ
九
年
以
上
を
仙
台
市
で
過
ご
し
た
。
そ
の
た
め
、
郷
里
の
い
わ
き
市
は
、
盆
と
正
月
に
帰
省
す
る
程
度
の
故
郷
で
あ
り
、
震
災
発
生
時
点

で
は
、
長
く
一
人
暮
ら
し
を
し
た
仙
台
市
と
比
し
て
、
筆
者
に
と
っ
て
、
い
わ
き
市
で
の
人
間
関
係
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
故
郷
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

福
島
の
近
し
い
人
々
、
宮
城
の
友
人
、
知
人
の
安
否
を
気
遣
い
な
が
ら
、
遠
く
離
れ
た
東
京
で
、
被
災
地
と
筆
者
と
の
か
か
わ
り
の
空
間
的
拡

が
り
、
地
震
、
津
波
、
原
発
事
故
、
余
震
、
そ
し
て
「
風
評
」
被
害
の
問
題
な
ど
、
三
・
＝
に
は
じ
ま
る
災
害
の
複
合
性
・
複
雑
性
に
圧
倒

さ
れ
、
意
気
消
沈
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
被
災
し
た
地
域
に
長
く
住
ん
だ
内
部
者
と
し
て
と
、
被
災
当
時
東

京
に
住
ん
で
い
て
、
被
災
地
域
を
訪
問
し
て
客
観
的
に
事
象
を
分
析
・
報
じ
る
外
部
者
と
し
て
の
二
面
性
を
両
方
持
ち
合
わ
せ
な
が
ら
の
実
践

と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
故
郷
、
青
春
時
代
の
土
地
、
支
援
先
の
「
被
災
地
」
、
あ
る
い
は
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
の
対
象
地
域
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ど
と
、
筆
者
の
中
で
定
義
付
け
を
意
識
し
な
い
ま
ま
、
仙
台
を
離
れ
て
問
も
な
く
、
再
び
東
北
と
の
か
か
わ
り
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
⑩

そ
し
て
、
勤
務
校
に
お
い
て
も
周
囲
の
理
解
、
協
力
を
得
て
、
共
同
研
究
や
実
習
と
い
う
形
で
東
北
支
援
の
活
動
が
し
だ
い
に
成
立
し
、
そ
れ

が
筆
者
を
さ
ら
に
東
北
に
出
向
か
せ
る
機
会
と
な
っ
た
。

　
先
に
用
い
た
地
理
（
学
）
的
想
像
力
ゆ
q
①
o
天
理
ぼ
。
旺
ぎ
国
伽
q
獣
。
瓜
。
⇔
と
い
う
概
念
は
、
地
球
上
の
諸
実
践
に
お
け
る
場
所
と
空
間
、
風
景
と

自
然
の
関
係
性
・
重
要
性
に
対
し
敏
感
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
学
問
と
し
て
の
地
理
学
に
お
い
て
長
年
、
独
占
的
に
議
論
の
対
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⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

象
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
例
え
ば
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
、
地
理
（
学
）
的
想
像
力
を
「
個
人
が
生
活
を
積
み
重
ね
て
人
生
を
構
築
す
る
う

え
で
、
空
間
や
場
所
が
果
た
し
て
き
た
役
捌
を
認
識
し
、
人
生
を
自
分
の
周
り
に
見
え
る
空
間
に
関
係
づ
け
る
能
力
」
と
し
、
こ
れ
は
大
学
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
専
門
的
科
目
と
し
て
の
地
理
学
に
限
定
し
た
地
理
学
者
固
有
の
能
力
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
。
α
q
Φ
o
α
q
同
量
巨
。
巴
巨
轟
冒
簿
一
8
の
邦
訳
を
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

学
問
と
し
て
の
地
理
学
的
想
像
力
と
す
る
も
の
と
、
よ
り
一
般
的
な
意
味
で
の
地
理
的
想
像
力
と
す
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
、
ア
カ
デ

ミ
ー
の
内
外
で
の
作
用
と
し
て
そ
れ
を
考
え
る
余
地
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
城
、
荒
山
ら
に
よ
る
『
空
間
か
ら
場
所
へ
　
　
地
理
学
的
想

　
　
　
　
⑭

像
力
の
探
求
』
で
は
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
含
意
に
つ
き
、
一
方
で
、
近
現
代
に
お
け
る
社
会
が
空
間
・
風
景
・
場
所
を
つ
く
り
だ
す
と
同

時
に
、
空
間
・
風
景
・
場
所
が
社
会
形
成
の
契
機
と
な
っ
て
き
た
こ
と
、
他
方
で
は
、
そ
う
し
た
社
会
の
経
験
的
事
象
に
対
す
る
調
査
研
究
、

記
述
と
い
っ
た
地
理
学
（
と
い
う
学
問
）
や
地
理
学
者
の
具
体
的
な
実
践
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
、
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
本
稿
で
は
、
地
理
（
学
）
的
想
像
力
と
い
う
概
念
を
用
い
る
に
際
し
、
地
理
学
的
視
点
か
ら
思
考
し
て
き
た
筆
者
の
そ
れ
ま
で
の
経
験
に
裏

打
ち
さ
れ
た
、
今
回
の
震
災
時
に
お
け
る
具
体
的
実
践
を
含
意
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
被
災
地
に
否
応
な
く
向
き
合
う
こ

と
に
な
っ
た
一
人
の
地
理
学
研
究
者
で
あ
る
筆
者
が
、
以
前
の
地
理
学
的
な
知
見
・
経
験
の
蓄
積
を
踏
ま
え
な
が
ら
実
践
・
発
揮
し
た
想
像
力

で
あ
り
、
如
何
と
も
し
が
た
く
惹
起
さ
れ
た
実
質
的
で
不
可
避
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
を
発
揮
さ
せ
て
、
災
害
の
空
間
ス
ケ
ー

ル
の
重
層
性
を
地
図
化
・
可
視
化
し
て
表
現
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
マ
ク
ロ
な
構
造
と
ミ
ク
ロ
な
個
人
体
験
の
双
方
か
ら
、
現
象
を
把
握
す
る

こ
と
に
よ
り
、
遠
く
離
れ
た
場
所
の
人
々
が
、
一
過
性
の
知
識
や
情
報
に
留
ま
ら
ず
、
被
災
地
に
想
い
を
馳
せ
、
行
動
と
実
践
に
結
実
す
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
の
想
像
力
を
喚
起
さ
せ
る
媒
介
と
し
て
の
、
送
り
手
の
側
の
地
理
（
学
）
的
想
像
力
で
あ
る
。
第
二
に
、
受
け
手
の
「
地
理
的
想
像
力
」
が

あ
る
。
送
り
手
が
地
理
的
想
像
力
を
発
揮
さ
せ
、
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
喚
起
す
る
受
け
手
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
言
え
る
。
こ
の
地
理

的
想
像
力
を
喚
起
す
る
こ
と
は
、
被
災
地
域
の
外
部
に
い
る
人
々
が
内
部
の
人
々
の
状
況
を
理
解
、
共
感
し
、
そ
れ
を
己
の
も
の
と
し
て
捉
え
、

状
況
の
改
善
に
向
け
て
動
き
出
す
力
の
一
助
と
な
る
だ
ろ
う
。
東
日
本
大
震
災
は
、
ボ
ス
ド
ク
と
し
て
駆
け
出
し
の
地
理
学
研
究
者
だ
っ
た
筆

者
に
、
送
り
手
と
し
て
の
地
理
的
想
像
力
の
重
要
性
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
受
け
手
の
地
理
的
想
像
力
を
喚
起
す
る
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
を
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痛
烈
に
再
認
識
さ
せ
る
契
機
と
も
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
経
緯
と
実
践
の
提
示
を
通
じ
て
、
地
理
学
研
究
者
の
一
人
と
し
て
、
大
規
模
な

災
害
発
生
時
に
お
け
る
、
実
態
把
握
や
社
会
と
の
往
還
、
発
信
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
可
能
性
や
限
界
が
あ
る
の
か
を
問
い
か
け
た
い
。

　
本
稿
で
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
避
難
を
め
ぐ
る
地
理
空
間
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
地
理
空
間
と
は
、
自
然
災
害
後
に
み
ら
れ
た
社
会

と
空
間
の
関
係
性
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
な
か
で
も
緊
急
段
階
、
そ
し
て
中
長
期
的
な
避
難
に
伴
う
人
々
の
移
動
や
、

そ
れ
ら
の
背
景
、
ホ
ス
ト
ー
ゲ
ス
ト
関
係
を
捕
捉
す
る
際
の
具
体
的
な
考
察
対
象
と
し
て
設
定
す
る
。
さ
ら
に
、
避
難
を
め
ぐ
る
地
理
空
間
を

把
握
す
る
に
あ
た
り
、
空
運
ス
ケ
ー
ル
が
重
層
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
自
体
が
災
害
発
生
後
の
変
化
す
る
時
間
フ
ェ
ー
ズ
毎
に

異
な
る
避
難
空
間
と
し
て
現
出
す
る
こ
と
の
二
点
に
留
意
す
る
。

　
避
難
や
移
住
を
め
ぐ
っ
て
と
り
わ
け
対
象
と
し
た
の
が
、
子
ど
も
た
ち
と
学
校
を
と
り
ま
く
移
転
、
移
住
、
避
難
に
つ
い
て
で
あ
る
。
筆
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
従
前
か
ら
、
米
国
に
お
け
る
難
民
定
住
と
そ
の
受
け
入
れ
に
か
か
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
「
緊
急
人
道
支
援
」
を
要

す
る
被
災
者
の
発
生
要
因
に
は
、
自
然
災
害
に
よ
る
も
の
と
、
紛
争
に
起
因
す
る
人
為
的
災
害
と
に
わ
け
ら
れ
、
自
然
災
害
を
起
因
と
す
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

為
的
災
害
や
二
次
災
害
な
ど
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
複
合
的
に
生
じ
る
。
本
稿
に
お
け
る
移
住
の
問
題
へ
の
着
眼
は
、
こ
う
し
た
研
究
に
つ
い
て

の
知
見
と
、
後
に
述
べ
る
親
類
の
避
難
へ
の
関
与
に
由
来
し
て
い
る
。
自
ら
の
意
志
に
反
し
郷
里
を
離
れ
、
移
住
を
強
い
ら
れ
る
現
象
の
発
生

や
諸
問
題
、
ま
た
そ
れ
に
関
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
難
民
研
究
や
国
際
人
道
支
援
の
分
野
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
地
理
学
に
お
い
て
は
、
出

移
民
現
象
や
そ
の
分
布
、
そ
し
て
ホ
ス
ト
社
会
と
の
関
係
や
諸
問
題
に
関
す
る
論
考
が
多
い
。
国
際
的
な
移
住
を
す
る
難
民
と
、
国
内
の
避
難

者
に
は
性
質
上
異
な
る
点
も
多
い
。
し
か
し
、
～
定
期
間
、
地
の
利
や
土
地
勘
の
不
足
す
る
場
所
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
ゲ
ス
ト
と
接
受

す
る
ホ
ス
ト
と
の
関
係
性
が
発
現
す
る
こ
と
や
、
職
住
の
斡
旋
支
援
を
得
た
り
、
新
天
地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
社
会
関
係
の
構
築
を
必
要
と

し
た
り
す
る
点
で
は
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
。
ま
た
、
摩
擦
や
要
塞
化
が
生
じ
る
危
険
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
も
早
い
出
す
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

で
き
る
。
既
に
「
原
発
難
民
」
や
「
原
発
避
難
民
」
と
い
っ
た
言
葉
で
、
被
災
者
自
身
の
体
験
を
綴
っ
た
も
の
や
、
社
会
学
的
分
析
を
ま
と
め

　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
　
　
　
　
島
　
　
浜
　
通
　
1
1

た
も
の
な
ど
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
地
理
学
に
お
い
て
は
、
磯
田
弦
が
、
原
発
や
津
波
に
よ
っ
て
避
難
す
る
人
々
を
閃
q
百
ω
ぼ
旨
円
心
曽
B
蝕
○
ユ
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9
器
o
O
轟
と
称
し
県
内
外
の
避
難
状
況
に
つ
き
年
齢
別
、
性
別
で
の
空
間
分
析
を
速
報
し
た
。

　
避
難
は
、
そ
の
発
生
要
因
自
体
か
ら
も
当
事
者
に
大
き
な
ス
ト
レ
ス
や
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
か
せ
る
が
、
そ
れ
を
回
避
す
べ
く
行
き
着
い
た
先
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
、
「
仮
住
ま
い
」
の
ゲ
ス
ト
、
弱
者
と
し
て
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
二
重
の
悲
劇
」
に
直
面
さ
せ
る
。
こ
の
強
い
ら
れ
た
移
住
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
人
々
の
刻
々
と
変
化
す
る
実
態
を
正
確
に
把
握
し
て
、
支
援
ス
キ
ー
ム
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
自
主
避
難
を

含
め
る
と
、
原
発
事
故
を
主
た
る
要
因
と
す
る
避
難
は
、
子
ど
も
を
伴
っ
た
世
帯
の
移
住
が
多
い
。
特
に
、
父
親
を
仕
事
の
関
係
で
県
内
に
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
た
ま
ま
、
県
外
に
母
子
避
難
し
て
い
る
世
帯
が
多
い
と
い
う
報
道
も
少
な
く
な
い
。
突
然
の
転
居
、
転
校
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

へ
の
ケ
ア
の
必
要
性
が
、
早
く
か
ら
訴
え
ら
れ
、
行
政
や
N
P
O
に
よ
る
活
動
が
広
が
り
を
み
せ
た
。

　
地
震
、
津
波
、
原
発
事
故
な
ど
に
恐
怖
感
を
抱
い
た
心
理
的
ス
ト
レ
ス
に
加
え
て
、
新
た
な
学
校
に
転
入
し
た
り
、
分
散
設
置
さ
れ
た
仮
設

校
で
学
習
し
た
り
と
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
環
境
で
の
生
活
、
学
習
を
強
い
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
状
況
は
過
酷
で
あ
る
。
国
際
緊
急
教
育

支
援
の
現
場
で
は
、
「
万
人
の
た
め
の
教
育
団
創
9
p
け
δ
p
8
増
≧
二
E
F
A
）
」
の
達
成
の
た
め
、
緊
急
時
に
も
教
育
の
権
利
は
存
在
し
、
教
育

を
受
け
る
権
利
は
普
逓
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
人
が
自
身
の
可
能
性
を
最
大
限
に
発
揮
し
、
生
活
や
健
康
に
関
す
る
権
利
を
行
使
す
る
ス

キ
ル
を
提
供
す
る
た
め
、
そ
の
履
行
が
極
め
て
重
要
だ
と
い
う
認
識
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
緊
急
教
育
支
援
に
か
か
る
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ン
ダ
ー
ド
が
二
〇
〇
四
年
に
発
表
さ
れ
、
教
育
の
確
保
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
短
期
的
に
み
て
も
、
教
育
機
会
の
安
定
的
な
確
保
は
、
日

本
国
憲
法
が
定
め
る
普
通
教
育
に
か
か
る
権
利
・
義
務
上
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
避
難
先
の
ホ
ス
ト
社
会
と
の
関
係
性
構
築
な
ど
に
も
、
橋
渡

し
の
大
き
な
役
割
を
果
た
し
う
る
。
刻
々
と
変
化
す
る
状
況
を
正
確
に
把
握
し
、
少
し
で
も
安
定
的
な
学
習
生
活
環
境
に
資
す
る
活
動
に
つ
な

げ
て
い
く
方
途
を
見
い
出
す
こ
と
が
、
避
難
世
帯
の
「
二
重
の
悲
劇
」
の
軽
減
に
つ
な
が
る
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
、
子
ど
も
と
避
難
、
さ

ら
に
教
育
の
問
題
に
関
し
て
、
特
に
注
目
し
て
論
じ
る
。

　
本
稿
は
次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
章
で
、
縁
あ
る
東
北
の
「
被
災
地
」
を
訪
れ
た
体
験
を
描
写
し
、
地
理
的
想
像
力
が

喚
起
さ
れ
た
経
緯
に
関
し
て
背
景
的
説
明
を
行
う
。
第
二
章
に
て
、
地
震
、
津
波
、
原
発
事
故
の
影
響
と
余
震
、
「
風
評
」
被
害
な
ど
複
雑
か
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つ
複
合
的
な
被
災
を
経
験
し
た
、
広
域
合
併
都
市
で
あ
る
福
島
県
い
わ
き
市
で
の
災
害
発
生
直
後
の
避
難
状
況
に
つ
い
て
、
時
間
と
空
間
を
整

理
し
な
が
ら
提
示
す
る
。
こ
こ
で
福
島
県
、
な
か
で
も
、
い
わ
き
市
を
扱
う
理
由
は
筆
者
の
出
身
地
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
い
わ
き

市
は
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
と
そ
れ
に
伴
う
津
波
、
原
発
事
故
や
「
風
評
」
被
害
の
問
題
を
経
験
し
て
い
る
。
加
え
て
、
浜
通
り
に
位
置

す
る
こ
と
も
あ
り
、
原
発
事
故
の
警
戒
区
域
か
ら
多
数
の
避
難
者
を
受
け
入
れ
る
側
の
都
市
で
も
あ
る
。
被
災
の
複
合
性
と
複
雑
性
が
、
発
災

後
の
各
フ
ェ
ー
ズ
に
お
い
て
、
重
層
的
な
空
間
ス
ケ
ー
ル
で
、
異
な
る
様
相
を
呈
し
た
。
そ
の
こ
と
を
背
景
に
し
た
、
被
災
直
後
の
市
内
で
の

避
難
、
市
外
へ
の
自
主
避
難
に
伴
う
問
題
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
つ
づ
く
第
三
章
で
は
、
避
難
が
長
期
化
し
て
い
る
福
島
県
民
の
避
難
空
間
の

分
析
の
結
果
を
提
示
す
る
。
原
発
事
故
の
影
響
に
よ
る
避
難
で
は
、
子
ど
も
を
伴
っ
た
も
の
が
多
い
。
転
校
や
仮
設
学
校
で
の
学
習
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
実
態
を
空
間
的
に
把
握
す
べ
く
、
G
I
S
（
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
）
で
の
分
析
結
果
を
考
察
し
、
提
示
し
て
い
き
た
い
。

最
後
に
、
筆
者
自
身
の
避
難
の
地
理
空
問
を
め
ぐ
る
体
験
と
実
践
を
振
り
返
り
、
今
後
の
展
望
に
触
れ
る
。
次
章
で
は
、
ま
ず
筆
者
の
震
災
直

後
の
「
被
災
地
」
の
描
写
を
通
じ
て
、
筆
者
が
縁
あ
る
地
と
か
か
わ
り
を
強
め
、
向
き
合
う
ま
で
の
経
緯
を
振
り
返
り
た
い
。
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①
気
象
庁
が
二
〇
＝
年
三
月
＝
日
に
発
生
し
た
地
震
を
「
東
北
地
方
太
平
洋

　
沖
地
震
」
と
命
名
し
、
政
府
が
こ
の
地
震
及
び
そ
れ
に
伴
う
津
波
に
よ
り
発
生
し

　
た
災
害
を
「
東
日
本
大
震
災
」
と
し
た
。

②
警
察
庁
緊
急
災
害
警
縮
本
部
「
來
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
被
害
状
況
と
警
察

　
措
置
」
、
二
〇
～
二
年
九
月
～
二
B
。

③
福
島
県
は
、
菌
北
に
奥
羽
山
脈
と
阿
武
隈
山
脈
と
い
う
二
つ
の
山
脈
に
よ
っ
て

　
そ
の
尾
根
線
が
、
西
岸
の
「
浜
通
り
」
、
尾
根
線
に
挟
ま
れ
た
中
館
の
「
中
通
り
」
、

　
そ
し
て
東
側
の
「
会
津
」
の
三
地
方
に
区
分
さ
れ
る
。

④
震
災
後
の
二
〇
＝
年
四
月
に
シ
ア
ト
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
地
理
学

　
会
（
A
A
G
）
年
次
大
会
の
日
本
災
害
緊
急
パ
ネ
ル
に
て
報
告
し
た
（
↓
．
O
黛
．

　
ζ
疑
ぎ
α
q
σ
q
8
履
巷
『
《
ヨ
跨
叶
①
「
口
号
。
邑
。
亭
ヨ
舞
ぎ
σ
q
α
三
一
鐸
ゆ
q
ヨ
巳
口
算
①

　
口
塞
自
恕
鳥
。
醐
α
ず
嬬
ヨ
§
融
。
。
器
酔
Φ
冨
一
〉
口
①
区
O
Φ
ユ
Φ
鄭
8
坤
Q
筥
両
日
け
冒
b
零

　
押
割
博
9
器
訂
）
。

⑤
佐
藤
郁
哉
『
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
ー
書
を
持
っ
て
街
へ
出
よ
う
』
新
曜
社
、

　
一
九
九
二
年
、
四
四
～
四
七
頁
。

⑥
　
前
掲
注
⑥
、
四
六
頁
。

⑦
拙
稿
Ω
晋
Φ
口
ω
o
鷺
≦
鋤
謀
Ω
ξ
閃
輿
誘
ぴ
葺
献
酬
蕊
け
σ
Φ
匿
鴛
聰
き
酎
ミ
・
b
ロ
職

　
き
簿
⑤
6
ミ
鴨
園
§
ミ
蹄
8
織
＞
O
臣
b
O
＝
・

⑧
熊
谷
圭
知
は
、
自
身
の
海
外
調
査
先
と
の
関
係
性
や
実
践
の
記
録
を
通
じ
て
、

　
門
研
究
対
象
の
存
在
す
る
場
所
に
身
を
置
い
て
、
一
次
資
料
を
集
め
る
方
法
」
で

　
あ
り
、
「
調
査
研
究
者
と
調
査
対
象
／
フ
ィ
ー
ル
ド
と
の
相
互
作
用
」
で
あ
る
フ

　
イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
調
査
者
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
は
、
門
か
か

　
わ
り
を
引
き
受
け
る
」
こ
と
に
な
り
、
調
査
地
へ
の
還
元
と
実
践
は
、
そ
の
試
行

　
錯
誤
の
繰
り
返
し
だ
と
し
て
い
る
（
「
か
か
わ
り
と
し
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク



三・一一複合災害における避難の地理空間（小田）

　
i
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
で
の
試
行
錯
誤
的
実
践
か
ら
」
、
炉
弓
山
。
霞
轟
一
〇
閣
ρ

　
近
刊
）
。

⑨
「
お
茶
の
水
女
子
大
学
平
成
壬
二
年
度
学
内
共
同
研
究
」
（
共
同
研
究
者
　
水

　
野
勲
・
長
谷
川
直
子
）
。

⑩
お
茶
の
水
女
子
大
学
文
教
育
学
部
グ
ロ
ー
バ
ル
文
化
首
邑
で
は
門
地
域
研
究
実

　
田
島
扁
（
共
同
担
当
一
小
林
誠
ほ
か
）
を
岩
手
県
陸
前
高
田
市
に
お
い
て
実
施
し

　
た
（
報
告
轡
魍
地
域
を
越
え
て
復
興
を
考
え
る
1
陸
前
高
田
市
米
崎
小
学
校
仮

　
設
住
宅
集
会
所
に
お
け
る
「
お
茶
っ
こ
“
の
運
営
を
通
し
て
』
刊
行
）
。
二
〇
一

　
二
年
度
も
活
動
を
継
続
し
て
い
る
。

⑪
P
Ω
毎
ぴ
Q
。
蔓
ミ
ミ
巴
。
。
．
噂
§
鴨
b
ミ
§
ミ
壁
面
奪
ミ
§
N
爵
轟
§
蔓

　
名
薬
畷
－
じ
d
冨
穿
≦
亀
』
8
ゆ
¶
P
鱒
Q
o
卜
。
．

⑫
デ
イ
ヴ
イ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
（
竹
内
啓
丁
松
本
正
美
訳
）
『
都
市
と
社
会

　
的
不
平
等
』
日
本
ブ
リ
タ
戸
当
、
　
一
九
八
○
年
、
二
四
～
二
五
頁
。

⑬
西
部
均
「
都
市
計
画
濫
鼠
返
の
地
理
的
想
像
力
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
ー

　
門
大
大
誤
解
の
都
市
範
囲
と
高
速
度
交
通
機
関
路
線
へ
の
投
影
扁
、
入
文
地
理
、

　
五
三
巻
四
号
、
二
〇
〇
一
年
、
三
六
九
～
三
八
六
頁
。

⑭
大
城
直
樹
・
荒
山
正
彦
編
明
空
間
か
ら
場
所
へ
！
地
理
学
的
想
像
力
の
探

　
翠
煙
古
今
書
院
、
一
九
九
八
年
。

⑬
拙
稿
「
ミ
ネ
ソ
タ
州
ツ
イ
ン
シ
テ
ィ
都
市
圏
に
お
け
る
非
政
府
・
非
営
利
セ
ク

　
タ
ー
に
よ
る
難
民
へ
の
職
住
斡
旋
支
援
」
、
地
理
学
評
論
、
八
二
巻
五
号
、
二
〇

　
〇
九
年
、
四
二
一
一
～
四
四
一
頁
。

⑯
内
海
成
治
・
中
村
安
秀
・
勝
間
靖
編
『
国
際
緊
急
人
道
支
援
㎞
ナ
カ
ニ
シ
や
出

　
版
、
二
〇
〇
八
年
。

⑰
粟
野
仁
雄
噌
ル
ポ
原
発
難
民
㎏
潮
出
版
社
、
二
〇
＝
年
。

⑱
山
下
祐
介
・
開
沼
博
編
『
原
発
避
難
論
一
避
難
の
実
像
か
ら
セ
カ
ン
ド
タ
ウ

　
ン
、
故
郷
再
生
ま
で
喚
明
石
書
店
、
一
　
○
一
二
年
。

⑲
曵
減
。
。
。
α
p
。
菊
巳
ε
。
。
げ
ぎ
p
・
缶
助
ヨ
器
9
望
器
唱
。
屋
聾
。
q
Φ
き
α
ω
巽
9
。
話
2
①
Φ
ω

　
蹄
0
3
9
①
昆
。
δ
輿
。
臨
臨
。
。
旧
§
恥
鳴
亀
N
笥
丁
張
§
§
両
ミ
馬
ξ
§
神
鴨
し
σ
ミ
ミ
篤
篭
ミ

　
、
、
ミ
§
ぎ
ぎ
O
鳴
轟
§
ミ
ら
ミ
毎
鴇
。
鳥
ミ
§
N
甲
器
》
b
三
’
吋
O
一
一
．

　
（
簿
ε
ミ
8
ぎ
｝
（
口
ひ
q
Φ
ρ
首
＼
独
ω
器
8
同
＼
三
舞
δ
ω
＼
①
－
o
o
昌
①
葺
ω
H
鱒
簿
巨
）
．

⑳
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
は
、
散
在
し
て
い
る
状
態
を
示
す
ギ
リ
シ
ャ
語
に
由
来
し
、
特

　
に
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
の
外
で
離
散
し
て
暮
ら
す
ユ
ダ
ヤ
人
の
こ
と
を
指

　
す
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
出
自
国
を
離
れ
て
長
期
間
、
帰
還
の
冒
途
が
見
え
な
い

　
ま
ま
離
散
避
難
し
て
い
る
集
団
を
指
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
用

　
法
に
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
福
島
県
（
浜
通
り
）
出
身
と
い
う
ア
イ

　
デ
ン
テ
イ
テ
イ
を
保
持
し
な
が
ら
、
県
内
外
に
離
散
し
て
、
一
〇
亀
入
を
超
え
る

　
人
々
が
避
難
生
活
を
し
て
、
葛
藤
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
に
適
切
で

　
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
県
内
外
に
避
難
し
て
い
る
人
々
は
浜
通
り
の
人
々
だ
け
で
な

　
い
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
「
浜
通
り
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
と
い
う
よ
り
も
、
門
福
島
デ
イ

　
ア
ス
ポ
ラ
」
と
称
す
る
の
が
現
状
に
は
即
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑳
加
藤
節
「
国
民
国
家
と
難
民
問
題
」
（
加
藤
節
・
宮
島
喬
『
難
民
』
東
京
大
学

　
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
一
～
二
〇
頁
。

⑫
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
門
福
島
か
ら
の
母
子
避
難
」
二
〇
＝
一
年
七
月
二
四
日

　
（
窪
6
”
＼
＼
≦
芝
≦
．
霧
9
匿
8
ヨ
＼
ω
b
①
。
藍
＼
｝
8
8
＼
↓
内
話
O
路
O
刈
卜
。
N
O
爵
ぎ
け
皇
）
。

⑱
　
大
橋
雄
介
『
三
・
一
一
被
災
地
子
ど
も
白
書
轍
明
石
書
店
、
二
〇
～
一
年
、
一

　
｝
二
九
～
一
⊥
ハ
○
頁
。

⑭
　
中
川
真
帆
m
国
際
緊
急
教
育
支
援
に
お
け
る
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
（
内

　
海
成
治
編
『
は
じ
め
て
の
国
際
協
力
i
変
わ
る
世
界
と
ど
う
向
き
合
う
か
㎞
昭

　
和
堂
、
二
〇
一
二
年
、
一
＝
嵩
～
＝
二
四
頁
）
に
近
年
の
政
策
動
向
が
概
説
さ
れ

　
て
い
る
。
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「
被
災
地
」
入
り
の
個
人
体
験
と
地
理
的
想
像
力

　
二
〇
一
一
年
三
月
＝
日
午
後
二
時
四
六
分
の
震
災
発
生
時
、
東
京
に
い
た
筆
者
が
、
母
と
よ
う
や
く
連
絡
が
つ
い
た
の
は
、
震
災
発
生
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

時
間
後
の
夜
七
時
過
ぎ
だ
っ
た
。
大
き
な
余
震
が
続
き
、
恐
怖
に
お
の
の
き
な
が
ら
、
早
く
帰
っ
て
く
る
よ
う
頼
む
母
に
対
し
て
、
交
通
手
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
調
べ
て
す
ぐ
に
向
か
う
旨
を
伝
え
た
頃
、
地
震
と
津
波
に
よ
り
福
島
第
一
・
二
原
発
で
全
電
源
が
失
わ
れ
、
異
常
事
態
が
告
知
さ
れ
た
こ
と

を
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
知
っ
た
。
当
初
、
｝
両
下
中
に
実
家
の
様
子
を
見
に
い
こ
う
と
決
め
て
い
た
が
、
原
発
事
故
の
深
刻
化
と
後
に
述
べ

る
い
わ
き
市
内
の
混
乱
に
よ
り
、
数
日
後
に
は
、
む
し
ろ
一
時
的
に
自
主
避
難
し
て
き
た
親
類
を
東
京
に
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

間
も
、
外
国
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
リ
ソ
ー
ス
か
ら
、
放
射
線
量
、
津
波
被
害
な
ど
の
情
報
収
集
を
し
つ
つ
、
親
戚
、
知
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

友
人
の
安
否
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
検
索
し
た
り
、
災
害
対
策
本
部
や
警
察
へ
照
会
す
る
日
々
が
続
い
た
。

（一

j
　
い
わ
き
市
へ

　
市
内
に
残
っ
た
親
戚
か
ら
現
地
の
状
況
が
落
ち
着
い
て
き
た
と
い
う
報
を
受
け
、
自
家
用
車
で
い
わ
き
市
へ
向
か
っ
た
の
は
、
震
災
発
生
一

六
日
後
の
三
月
二
七
日
で
あ
っ
た
。
後
に
全
壊
と
診
断
さ
れ
た
実
家
本
宅
を
確
認
し
、
親
類
と
の
再
会
を
果
た
し
た
後
、
浄
水
場
へ
飲
料
水
の

配
給
を
受
け
る
な
ど
し
て
、
「
被
災
地
」
入
り
が
は
じ
ま
っ
た
。

　
そ
の
頃
、
「
被
災
地
」
に
お
け
る
現
地
調
査
に
関
す
る
学
会
関
係
者
と
の
や
り
取
り
も
は
じ
め
た
。
過
去
の
災
害
発
生
時
に
、
複
数
の
研
究

者
が
個
々
に
現
地
に
入
る
こ
と
で
、
現
地
へ
の
負
担
が
大
き
く
、
そ
の
調
査
活
動
が
復
旧
作
業
を
阻
害
す
る
一
面
が
あ
っ
た
た
め
、
日
本
地
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

学
会
や
同
学
会
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
日
本
地
球
惑
星
科
学
連
合
か
ら
、
「
学
術
調
査
実
施
時
期
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
出
さ
れ
て
い
た
。
災
害

発
生
時
に
お
け
る
研
究
者
の
調
査
活
動
に
つ
い
て
の
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
留
意
し
な
が
ら
も
、
で
き
る
だ
け
早
く
現
状
を
発
信
す
る
必
要
性
を

感
じ
て
い
た
。
翌
二
八
日
に
は
、
震
災
に
伴
い
一
時
失
業
す
る
こ
と
と
な
っ
た
親
族
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
で
送
り
届
け
た
後
、
筆
者
は
小
名
浜
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港
へ
向
か
っ
た
。
足
下
に
広
が
る
、
そ
の
変
わ
り
果
て
た
光
景
に
筆
者
は
絶
句
し
た
。
観
光
客
で
賑
わ
っ
て
い
た
ア
ク
ア
マ
リ
ン
パ
ー
ク
付
近

の
交
通
量
は
少
な
く
、
時
折
、
パ
ト
カ
ー
の
巡
回
に
気
づ
く
程
度
で
、
閑
散
と
し
た
様
が
物
悲
し
さ
を
強
め
た
。
さ
ら
に
魚
市
場
の
方
角
に
歩

き
続
け
る
と
、
津
波
で
倒
壊
し
て
流
さ
れ
た
信
号
機
が
目
前
に
追
っ
た
。
外
国
を
訪
れ
た
と
き
に
感
じ
る
の
に
似
た
混
沌
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
緊

張
を
感
じ
た
。
福
島
第
一
原
発
か
ら
直
線
距
離
に
し
て
南
南
西
約
五
三
キ
ロ
に
あ
る
い
わ
き
市
小
名
浜
支
所
で
当
時
観
測
さ
れ
た
放
射
線
量
は
、

毎
時
一
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
程
度
で
あ
っ
た
。
現
地
入
り
す
る
前
か
ら
、
複
数
の
機
関
が
独
自
に
観
測
公
表
す
る
放
射
線
量
を
確
認
し
て
い

た
の
で
、
被
曝
に
対
す
る
恐
怖
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
災
禍
の
景
色
、
た
ち
こ
め
る
異
臭
、
相
次
ぐ
余
震
、
そ
し
て
震
災
後
半
月
に

及
ぶ
避
難
生
活
に
よ
り
、
家
族
が
感
じ
は
じ
め
て
い
た
ス
ト
レ
ス
の
軽
減
に
心
を
砕
く
日
々
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
人
々
の
生
活
実
態
を
地

理
学
的
に
究
明
し
て
い
く
こ
と
を
決
意
し
、
自
分
な
り
に
今
後
の
長
い
「
被
災
地
」
と
の
か
か
わ
り
を
確
信
し
な
が
ら
、
新
学
期
を
前
に
、
い

っ
た
ん
東
京
へ
戻
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
二
）
　
気
仙
地
方
～
仙
台

　
筆
者
は
、
震
災
後
、
四
月
＝
日
か
ら
一
五
日
ま
で
、
シ
ア
ト
ル
で
開
催
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
地
理
学
会
に
参
加
し
、
そ
こ
で
急
遽
設
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
震
災
緊
急
パ
ネ
ル
に
て
当
時
の
状
況
を
報
告
し
た
。
外
国
の
地
理
学
者
ら
の
東
日
本
大
震
災
と
原
発
事
故
へ
の
関
心
の
高
さ
を
肌
で
感
じ
て

帰
国
し
た
翌
日
、
岩
手
、
宮
城
の
沿
岸
部
に
入
っ
た
。
未
だ
路
面
の
損
傷
し
て
い
る
東
北
自
動
車
道
を
、
レ
、
ン
明
証
ー
の
車
両
を
ゆ
ら
し
な
が

ら
北
上
し
、
一
関
を
経
由
し
て
、
四
月
二
〇
日
に
、
気
仙
沼
へ
到
着
し
た
。
旧
知
の
及
川
幸
彦
気
仙
沼
市
立
中
井
小
学
校
教
頭
（
現
気
仙
沼
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん
ば
さ
ん

教
育
委
員
会
副
参
事
）
と
再
会
を
果
た
し
、
彼
の
案
内
で
見
た
、
安
波
山
か
ら
の
光
景
に
筆
者
は
雷
葉
を
失
っ
た
。
翌
二
一
日
の
学
校
再
開
に
向

け
た
準
備
で
疲
れ
き
っ
た
表
情
の
及
川
教
頭
は
そ
れ
で
も
「
子
ど
も
た
ち
は
地
域
の
灯
台
」
だ
と
述
べ
、
地
域
復
興
の
た
め
に
学
校
が
果
た
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

役
割
が
大
き
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
気
仙
沼
市
の
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
に
は
、
多
く
の
掲
示
板
が
設
置
さ
れ
、
復
旧
支
援
に
関
す
る

様
々
な
情
報
が
紙
媒
体
で
掲
示
さ
れ
て
い
た
。
次
い
で
訪
れ
た
、
隣
接
す
る
岩
手
県
陸
前
高
田
市
は
、
市
役
所
が
津
波
で
破
壊
さ
れ
、
高
台
に
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⑦

物
置
小
屋
を
使
っ
た
仮
庁
舎
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
仮
庁
舎
の
外
に
は
、
津
波
で
流
出
す
る
も
、
発
見
さ
れ
た
一
部
の
行
政
書
類
や
ゴ
ム
印
な

ど
が
無
造
作
に
天
日
干
し
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
仙
台
市
や
仙
台
空
港
（
名
取
市
・
岩
沼
市
）
付
近
も
経
由
し
て
南
下
し
た
道
中
で
は
、
小
型

飛
行
機
や
自
動
車
が
散
乱
し
て
お
り
、
そ
の
後
も
同
じ
よ
う
な
光
景
が
続
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
い
つ
し
か
、
そ
う
し
た
光
景
に
見
慣

れ
て
い
く
自
分
に
気
づ
い
た
。

　
二
〇
一
　
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
縁
あ
る
人
た
ち
と
再
会
を
果
た
し
な
が
ら
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
の
「
被
災
地
」
入
り
し
た

経
験
を
、
地
理
（
学
）
的
想
像
力
を
総
動
員
し
て
術
轍
し
て
み
る
と
、
こ
の
大
地
震
が
も
た
ら
し
た
被
害
の
大
き
さ
や
、
そ
の
空
間
的
範
囲
の

広
大
さ
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
増
し
て
事
態
が
混
沌
し
て
い
る
こ
と
を
、
改
め
て
体
感
し
た
。
同
時
に
、
多
く
の
人
々
が
見
慣
れ
た
風
景
を
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
ス
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト

い
、
住
み
慣
れ
た
場
所
を
追
わ
れ
る
と
い
う
場
所
の
喪
失
と
、
避
難
を
経
験
し
て
い
る
現
象
に
つ
い
て
検
証
し
、
発
信
、
記
録
し
て
い
く
必
要

性
を
よ
り
強
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
次
章
以
降
で
は
、
以
上
の
背
景
で
筆
者
が
取
り
組
む
に
至
っ
た
こ
の
複
合
災
害
に
お
け
る
避
難
に
か
か
る
地
理
空
間
的
な
理
解
に
つ
い
て
、

災
害
発
生
直
後
の
緊
急
段
階
と
、
そ
の
後
の
中
長
期
的
避
難
に
わ
け
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
に
、
地
理
空
間
的
分
析
に
あ
た
っ
て
地
理
的

想
像
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
受
け
手
の
地
理
的
想
像
力
の
喚
起
を
意
識
し
た
実
践
、
情
報
発
信
が
送
り
手
で
あ
る
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
カ
ー
の
役
目
で
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
く
。

　
①
固
定
電
話
や
携
帯
電
話
は
一
切
繋
が
ら
な
か
っ
た
が
、
唯
一
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
　

④
日
本
地
球
惑
星
科
学
連
合
「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
現
地
調
査
に
つ
い
て

　
ト
の
回
線
が
復
旧
し
、
イ
ン
タ
…
ネ
ッ
ト
電
話
「
ω
尊
O
Φ
」
を
通
じ
て
よ
う
や
く

　
交
信
が
で
き
た
。

②
原
子
力
災
害
特
別
措
置
法
第
十
条
・
第
十
五
条
に
よ
る
異
常
事
態
の
報
告
で
あ

　
る
が
、
長
時
そ
の
意
味
を
理
解
で
き
た
者
は
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
鐸
費
＼
＼

　
≦
≦
芝
．
巳
。
。
p
ヨ
卑
凝
。
冒
＼
＄
冠
簿
ρ
慈
冨
＼
豆
単
ミ
一
＼
b
o
ω
O
爵
メ
一
．
一
鳴
亀
）
。

③
の
o
o
o
q
δ
社
の
℃
興
ω
露
囲
巳
興
や
N
H
K
ホ
ー
ム
ペ
…
ジ
上
の
避
難
所
避
難

　
者
名
簿
な
ど
を
利
用
し
、
数
名
の
無
事
が
確
認
さ
れ
た
。

　
の
お
願
い
扁
二
〇
一
一
年
三
月
一
六
日
付
。

　
（
『
け
け
U
”
＼
＼
萎
≦
♂
く
■
』
口
び
q
二
．
O
「
ゆ
Q
＼
芝
げ
四
け
ω
冨
Φ
毛
＼
H
一
〇
ω
一
b
⊃
閑
の
＼
O
路
ω
騨
Φ
．
7
け
ヨ
一
）
。

⑤
二
〇
＝
年
四
月
一
四
日
（
現
地
時
間
）
鴎
催
。

⑥
気
仙
沼
市
民
健
康
管
理
セ
ン
タ
…
施
設
内
に
二
〇
＝
年
三
月
二
八
日
か
ら
設

　
滝
さ
れ
、
社
会
福
祉
協
議
会
と
鍍
G
O
が
、
市
内
外
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
調

　
整
を
実
施
し
た
。

⑦
陸
前
高
田
市
で
は
新
た
な
「
第
一
仮
庁
舎
」
が
完
成
し
、
二
〇
＝
年
五
月
一
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六
日
に
移
転
し
た
（
東
海
新
報
、
二
〇
＝
年
五
月
一
五
日
付
第
一
面
）
。

二
　
震
災
直
後
の
避
難
空
間

（一

j
　
複
合
災
害
を
被
っ
た
広
域
合
併
都
市
い
わ
き

三・一一複合災害における避難の地理空間（小田）

　
い
わ
き
市
は
、
一
九
六
六
年
に
新
産
業
都
市
建
設
促
進
法
に
よ
り
、
一
四
市
町
村
が
合
併
し
成
立
し
た
。
成
立
当
時
か
ら
二
〇
〇
三
年
に
旧

清
水
市
が
静
岡
市
に
合
併
す
る
ま
で
、
市
域
面
積
と
し
て
は
一
、
二
三
㌘
一
三
平
方
キ
ロ
と
い
う
我
が
国
で
最
大
の
面
積
を
有
す
る
市
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
こ
そ

た
。
太
平
洋
岸
に
三
六
〇
キ
ロ
の
海
岸
線
が
あ
り
、
茨
城
県
と
の
境
に
あ
る
勿
来
地
区
ま
で
は
第
一
原
発
か
ら
六
五
キ
ロ
の
直
線
距
離
が
あ
る
。

現
在
、
東
北
地
方
で
は
、
東
北
経
済
の
中
心
都
市
で
人
口
約
一
〇
四
万
人
の
富
城
県
仙
台
市
（
政
令
指
定
都
市
）
に
次
い
で
二
番
目
に
人
口
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

多
く
、
震
災
と
原
発
事
故
後
も
約
三
三
万
人
が
居
住
す
る
中
核
都
市
で
あ
る
。

　
三
月
一
一
日
に
は
、
震
度
六
条
を
記
録
す
る
地
震
と
津
波
に
よ
り
、
海
岸
に
面
す
る
地
区
（
の
べ
約
六
〇
キ
ロ
）
が
壊
滅
的
被
害
を
受
け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
③

ま
た
、
四
月
＝
日
、
＝
一
日
の
余
震
（
い
ず
れ
も
最
大
震
度
六
弱
・
内
陸
活
断
層
を
起
因
と
す
る
も
の
）
に
よ
り
、
復
旧
し
か
け
て
い
た
市
内
の

イ
ン
フ
ラ
が
再
び
被
害
を
受
け
た
。
二
〇
｝
二
年
八
月
六
日
時
点
で
、
震
災
関
連
死
、
死
亡
認
定
を
受
け
た
行
方
不
明
者
を
含
む
死
者
は
四
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

○
人
、
建
物
の
被
害
は
、
同
年
九
月
皿
○
日
時
点
で
、
八
九
、
八
三
三
棟
に
及
ぶ
。
そ
し
て
、
地
震
と
津
波
の
被
害
に
加
え
、
福
島
第
｛
原
発

に
よ
る
警
戒
区
域
の
設
定
と
、
本
章
後
半
で
議
論
す
る
、
リ
ス
ク
情
報
の
誤
認
に
よ
る
「
風
評
」
被
害
の
混
乱
も
起
き
た
。
東
北
で
二
番
冒
の

人
口
を
誇
る
地
方
都
市
が
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
発
生
直
後
、
こ
の
よ
う
な
複
合
性
・
複
雑
性
を
帯
び
た
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
。

　
こ
の
複
合
的
な
リ
ス
ク
の
内
容
と
程
度
は
時
間
を
経
る
に
つ
れ
て
変
化
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
避
難
先
を
変
化
さ
せ
る
な
ど
、
被
災
者
の
避
難

空
間
に
も
変
化
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
地
理
的
リ
ス
ク
情
報
の
不
足
に
よ
り
誤
認
が
生
じ
、
支
援
物
資
の
搬
送
忌
避
を
は
じ
め
と
す
る
諸
問
題

が
発
生
し
た
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
次
節
で
は
、
こ
う
し
た
被
災
直
後
の
混
乱
と
そ
の
対
応
に
つ
い
て
、
市
内
の
避
難
所
と
自
主
避
難
の
状
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表1　いわき市立湯本二中避難所関連出来事

日　付 出来事

2011／3／11 卒業式を終え生徒は帰宅済

（地震発生当日） 14：46　地震発生

教諭らを帰宅させる

16：00すぎ 周辺住民ら5～6人が避難に来る

2011／3／12 福島第一原発2号機水素爆発

（地震発生1日後）

2011／3／13 市教委・災対本部から電話378入の

（地震発生2日後） 避難者受入を指示される

9：00ごろ 受入に向け教諭らを招集

午後 四倉・久之浜地区の被災者278人が到蒲

（バス7～8台、自家用車1）

2011／3／14 福島第一原発3号機水素爆発で

（地震発生3日後） 多数の市民が市外に自主避難

係を決め、避難者名簿の作成開始

ラジオ体操を開始・地域の炊き出しを開始

避難者220人 避難所経営のシステム構築を検討

2011／3／15 半径20～30km圏内「屋内退避指示」

（地震発生4日後） 炊き出しをしていた青年団を帰宅させる

避難者180人 車を持っていた80人、更に自主避難

2011／3／16

（地震発生5日後） 教諭らに自宅待機指示

避難者120人
一　幽　一　n　顧　簡　悸　曽　”　F　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　・　醇　牌　鰹　P　F　一　一　一　一　一　醒　一　一　一　■　■　・　・　曹　曽　騨　騨　P　”　騨　，　甲　騨　一

爾後2週間 自治組織による避難所経営システム始動

校長と教頭のみで避難所対応

2011／5／22 避難所閉鎖

（地震発生72B後）

聞き取りをもとに作成

応
変
な
対
応
に
つ
い
て
示
す
（
表

1
）
。

　
湯
本
二
中
は
、
い
わ
き
市
南
部
、

旧
常
磐
炭
坑
の
あ
る
い
わ
き
湯
本
温

泉
郷
付
近
に
立
地
す
る
（
図
1
）
。

高
台
に
あ
り
、
炭
坑
が
建
設
し
た
と

い
う
校
舎
は
、
盤
石
な
地
盤
の
上
に

建
て
ら
れ
て
お
り
、
地
震
、
津
波
の

被
害
は
免
れ
た
。
以
下
の
避
難
所
の

様
子
に
関
す
る
描
写
は
、
澤
井
校
長

か
ら
聞
き
取
っ
た
内
容
を
、
筆
者
が

二
間
軸
に
沿
っ
て
大
意
を
ま
と
め
、

正
確
さ
を
期
す
た
め
、
再
度
事
実
関

　
こ
こ
で
は
、
震
災
直
後
の
混
乱
の
中
、
複
合
的
な
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
被
災
者
を
受
け
入
れ
た
、
い
わ
き
市
立
湯
本
第
二
中
学
校
（
以
下
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

湯
本
二
中
）
を
事
例
に
、
震
災
直
後
の
避
難
所
の
状
況
を
描
写
す
る
。
主
に
、
澤
井
史
郎
校
長
か
ら
の
聞
き
取
り
に
基
づ
い
て
、
避
難
空
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
混
乱
、
そ
し
て
学
校
関
係
者
の
臨
機

（
二
）

い
わ
き
市
湯
本
第
二
中
学
校
避
難
所
の
経
験
か
ら

況
を
、
聞
き
取
り
や
筆
者
自
身
の
体
験
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
、
震
災
直
後
の
混
乱
と
避
難
空
問
に
つ
い
て
地
理
的
な
把
握
を
試
み
る
。
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係
を
照
会
し
、
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

①
地
震
の
直
前
・
直
後
の
校
内
の
様
子

　
ま
ず
、
震
災
発
生
か
ら
数
日
間
の
様
子
を
振
り
返
っ
て
も
ら
っ
た
。

　
　
震
災
発
生
当
日
は
卒
業
式
が
行
わ
れ
、
震
災
発
生
時
、
生
徒
は
み
な
帰
宅
し
て
い
た
。
発
牛
後
、
教
職
員
ら
に
生
徒
の
安
否
確
認
を
指
示
す
る
と
共
に
、

　
そ
れ
ぞ
れ
の
自
宅
の
様
子
の
確
認
さ
せ
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず
帰
宅
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
そ
の
際
に
は
、
「
学
校
に
戻
っ
て
来
ら
れ
る
よ
う
な
ら
ば
戻
っ
て

　
き
て
ほ
し
い
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
戻
ら
な
く
て
も
よ
い
」
と
伝
え
た
。
地
震
発
生
後
、
テ
レ
ビ
に
は
仙
台
な
ど
の
様
子
が
映
る
だ
け
で
、
い
わ
き
の
海
の

　
様
子
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
ま
た
、
防
災
無
線
の
情
報
か
ら
も
、
い
わ
き
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
校
舎
に
残
っ
て

　
　
い
る
教
職
員
で
近
隣
住
民
の
避
難
に
備
え
、
体
育
館
に
シ
ー
ト
を
敷
き
、
名
簿
を
準
備
す
る
な
ど
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
四
時
す
ぎ
に
は
、
学
校
に
地
域
の
人
が
五
、
六
人
避
難
し
て
き

三・一一複合災害における避難の地理空間（小田）

　　　＼．、饗難
　　　　　　’、㌃　　　　．職蟹’
　　　　　　　＼、福醐一原発から　i

気　　警轟
　　　　　　　　　　　　　旨
　　　いわき市　　四三・

　　　　　x，’
　　　　　　　　　　．”1
　　　　　　　．．消緊，・・

　　　　　　・謹ヤ　’

　　　　　　！　．サ・

．・f／
苧

難．IJI’

、
、
‘
．

難織　　s

図1　いわき市における複合災害と避難をめく

　　　る関係図

　　津波浸水域（黒塗）は「復興支援調査アー

　カイブ事務局」浸水区域配布データをもとに

た
。
当
時
、
教
頭
は
職
員
室
で
電
話
対
応
を
し
、
校
長
は
体
育
館
で
対

応
を
し
て
い
た
。
ま
た
、
震
災
発
生
二
日
後
の
＝
二
日
午
前
九
時
頃
に

は
、
教
育
委
員
会
及
び
災
害
対
策
本
部
か
ら
、
同
日
の
昼
ま
で
に
三
七

八
人
が
学
校
に
避
難
し
て
く
る
こ
と
の
み
が
電
話
で
伝
え
ら
れ
た
。
そ

の
た
め
、
教
職
員
ら
を
招
集
し
、
避
難
者
を
受
け
入
れ
る
準
備
を
は
じ

め
た
。
そ
の
連
絡
時
点
で
は
、
避
難
者
が
、
津
波
に
よ
る
被
災
者
な
の

か
、
原
発
警
戒
区
域
か
ら
の
避
難
者
な
の
か
ま
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
同
日
午
後
に
、
バ
ス
七
～
八
台
と
自
家
用
車
で
二
七
入
入
が
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
さ
の
ば
ま
　
　
　
　
　
よ
つ
く
ら

校
に
避
難
し
て
き
た
。
避
難
し
て
き
た
の
は
、
久
之
浜
地
区
、
四
倉
地

区
と
い
っ
た
、
い
わ
き
市
北
部
の
被
災
者
だ
っ
た
（
図
1
）
。
＝
日
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の
夜
の
久
之
浜
中
学
校
に
お
け
る
～
次
避
難
者
は
～
、
○
○
○
人
を
超
え
て
い
た
。
ま
た
、
四
倉
地
区
の
県
立
四
倉
高
校
等
の
避
難
所
な
ど
に
お
い
て
も
、
～
、

○
○
○
人
を
超
え
る
避
難
者
が
い
た
。
特
に
、
久
之
浜
地
区
で
は
国
道
六
号
線
（
図
1
）
よ
り
海
側
の
被
害
が
大
き
く
、
多
く
の
人
々
が
津
波
で
家
屋
を
失

っ
た
。
山
側
の
人
々
は
、
津
波
の
被
害
は
免
れ
、
大
津
波
警
報
の
解
除
の
後
、
帰
宅
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
福
島
第
一
原
発
事
故
の
深
刻
化
に
よ
り
、

ご
一
日
に
は
、
第
～
原
発
か
ら
直
線
距
離
で
三
〇
キ
ロ
付
近
に
あ
る
四
倉
地
区
の
一
部
の
避
難
所
を
閉
鎖
す
る
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
り
、
そ
れ
を
受
け
、

津
波
に
よ
る
被
災
者
、
原
発
警
戒
区
域
内
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
人
々
が
、
よ
り
南
部
で
、
原
発
か
ら
直
線
距
離
に
し
て
五
〇
キ
ロ
ほ
ど
の
距
離
が
あ
る
湯

本
二
中
に
避
難
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
津
波
避
難
者
の
中
に
は
、
「
着
の
身
着
の
ま
ま
、
し
お
に
ま
み
れ
た
状
態
」
の
人
も
含
ま
れ
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
避
難
者
の
多
く
が
前
日
に
食
べ

た
の
は
お
に
ぎ
り
～
個
だ
け
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

182 （182）

②
被
災
者
受
け
入
れ
の
体
制
作
り

　
澤
井
校
長
ら
に
よ
る
湯
本
熱
中
は
、
避
難
者
全
員
を
引
き
受
け
る
と
い
う
方
針
に
基
づ
き
、
そ
の
後
、
高
齢
者
福
祉
施
設
か
ら
の
お
年
寄
り

や
、
車
椅
子
使
用
者
や
要
介
護
者
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
他
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
被
災
者
ら
も
含
む
、
様
々
な
避
難
者
が
訪
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
湯
本
二
中
で
は
、
教
職
員
ら
が
協
議
し
、
次
の
よ
う
な
対
応
を
取
っ
た
と
い
う
。

　
　
避
難
所
開
設
当
初
は
、
教
二
王
導
で
健
康
管
理
班
、
物
資
班
、
配
給
班
等
を
避
難
者
の
協
力
を
得
て
運
営
し
て
い
た
。
翌
日
早
朝
か
ら
は
、
教
員
の
発
案

　
　
で
ラ
ジ
オ
体
操
が
は
じ
ま
っ
た
。
｝
方
で
、
避
難
所
の
役
割
は
避
難
者
を
自
立
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
た
校
長
は
、
避
難
者
の
間
で
自
治
会
を
作
る

　
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
自
治
会
長
に
ふ
さ
わ
し
い
入
物
を
探
し
、
元
校
長
と
い
う
方
に
自
治
会
長
を
引
き
受
け
て
も
ら
う
こ
と
を
依
頼
し

　
た
。
そ
の
後
は
、
そ
の
自
治
会
長
の
指
示
で
、
避
難
者
で
で
き
る
こ
と
は
行
う
と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
さ
ら
に
校
長
は
、
一
六

　
　
臼
に
避
難
者
の
体
育
館
か
ら
各
教
室
へ
の
移
動
を
決
断
し
た
。
理
由
は
、
当
時
は
ま
だ
雪
が
舞
っ
て
お
り
、
体
育
館
を
暖
め
る
に
十
分
な
灯
油
が
手
に
入
ら

　
な
か
っ
た
こ
と
と
、
一
四
日
の
三
号
機
の
水
素
爆
発
に
よ
り
多
く
の
避
難
者
が
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
り
、
別
の
場
所
に
避
難
す
る
入
が
多
く
な
っ
た
こ
と
で

　
統
制
が
と
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
の
二
つ
の
こ
と
に
よ
る
。



　
自
治
会
長
と
校
長
で
部
屋
割
り
を
行
い
、
再
度
部
屋
ご
と
に
名
簿
を
作
成
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
適
材
適
所
、
｝
人
一
役
と
い
う
考
え
が
校
長
に
あ

り
、
名
簿
に
は
避
難
其
自
身
が
で
き
る
こ
と
を
記
入
す
る
欄
が
新
た
に
追
加
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
部
屋
ご
と
に
部
屋
長
を
互
選
し
て
も
ら
い
、
教
頭
が

準
備
し
た
役
割
分
担
（
調
理
係
、
物
資
係
、
給
水
係
、
仕
分
け
係
等
）
表
を
作
成
し
て
も
ら
っ
た
。

　
｝
七
日
の
朝
か
ら
は
、
部
屋
長
会
議
を
行
い
、
各
部
屋
の
要
望
、
そ
の
日
の
目
標
や
予
定
、
各
係
の
状
況
、
災
害
対
策
本
部
か
ら
の
連
絡
事
項
、
自
治
会

長
の
話
な
ど
に
つ
い
て
毎
日
話
し
合
い
が
持
た
れ
た
。
食
事
に
つ
い
て
も
調
理
班
が
す
べ
て
賄
う
よ
う
に
な
り
、
四
月
に
入
る
頃
に
は
避
難
者
だ
け
で
主
体

的
に
自
治
会
を
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

三・一一複合災害における避難の地理空間（小田）

③
混
乱
と
再
避
難

　
ご
う
し
た
被
災
者
受
け
入
れ
の
対
策
が
進
む
一
方
で
、
三
月
一
五
日
に
は
、
福
島
第
一
原
発
の
水
素
爆
発
の
情
報
を
新
聞
で
知
っ
た
避
難
者

の
間
で
は
パ
ニ
ッ
ク
も
起
こ
っ
た
と
い
う
。
校
長
の
知
人
ら
か
ら
は
、
所
有
し
て
い
る
線
量
計
が
振
り
切
れ
た
と
の
情
報
も
あ
り
、
さ
ら
に
別

の
場
所
へ
避
難
す
べ
き
だ
と
い
う
勧
め
も
あ
っ
た
。

　
同
日
に
第
一
原
発
三
号
機
も
爆
発
し
、
警
戒
区
域
と
し
て
同
原
発
か
ら
半
径
二
〇
キ
ロ
～
三
〇
キ
ロ
の
圏
内
に
お
い
て
は
、
屋
内
退
避
区
域

に
指
定
さ
れ
る
と
、
湯
本
二
業
で
活
動
し
て
い
た
地
元
の
青
年
団
に
は
帰
っ
て
も
ら
っ
た
。
ま
た
、
自
家
用
車
を
持
っ
て
い
た
若
者
ら
約
八
○

人
は
、
さ
ら
に
遠
く
へ
自
主
避
難
す
る
こ
と
を
決
め
、
避
難
所
を
去
っ
た
。
そ
し
て
、
翌
一
六
日
に
は
教
育
委
員
会
か
ら
教
職
員
の
自
宅
待
機

指
示
が
出
た
た
め
、
午
前
に
帰
宅
さ
せ
た
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
震
災
発
生
直
後
か
ら
数
日
の
問
に
、
い
わ
き
市
北
部
の
沿
岸
で
津
波
の
被
害
に
遭
い
、
近
隣
の
避
難
所
に
一
時
避
難
し
、

そ
の
後
、
原
発
事
故
の
深
刻
化
に
伴
っ
て
、
湯
本
二
型
に
移
動
し
、
そ
の
後
も
原
発
事
故
の
悪
化
や
情
報
の
混
乱
な
ど
に
よ
り
、
な
か
に
は
、

自
家
用
車
で
さ
ら
に
遠
方
に
避
難
し
た
者
が
い
た
（
図
1
）
。
こ
の
避
難
の
過
程
か
ら
、
災
害
の
複
合
性
や
パ
ニ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
短
期
間
で

人
々
の
避
難
空
間
が
移
動
し
、
複
数
の
再
移
動
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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④
臨
機
応
変
な
対
応
と
リ
ソ
ー
ス
の
活
用

　
一
六
日
置
教
育
委
員
会
か
ら
出
さ
れ
た
教
職
員
の
自
宅
待
機
指
示
に
伴
っ
て
、
同
日
以
降
、
二
週
間
は
教
頭
と
澤
井
校
長
の
み
で
避
難
所
対

応
に
あ
た
っ
た
。
校
長
の
振
り
返
り
か
ら
は
、
こ
の
時
期
、
関
係
者
に
よ
る
臨
機
応
変
な
対
応
と
、
現
場
リ
ソ
ー
ス
の
活
用
に
よ
る
避
難
所
運

営
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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物
資
が
届
く
た
び
に
率
先
し
て
そ
の
分
配
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
に
物
資
係
を
担
当
し
て
も
ら
っ
た
。
分
配
に
は
人
手
が
必
要
な
の
で
、
彼
ら
以
外
に
も

　
避
難
者
皆
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
お
願
い
し
た
。
避
難
者
一
入
㏄
人
に
何
が
必
要
か
を
尋
ね
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
し
た
。
避
難
者
の
間
で
は
、
「
薬
パ

　
　
ニ
ッ
タ
」
も
起
き
た
。
お
年
寄
り
の
中
に
は
、
同
じ
血
圧
降
下
剤
で
も
、
震
災
前
に
常
用
し
て
い
た
も
の
と
同
じ
色
の
つ
い
た
種
類
の
も
の
を
要
求
す
る
人

　
も
い
た
。
そ
こ
で
、
東
北
大
学
病
院
の
医
師
で
あ
る
知
人
に
連
絡
し
、
避
難
所
に
い
た
看
護
師
と
の
や
り
と
り
を
通
し
、
避
難
所
に
あ
る
薬
で
対
応
で
き
る

　
か
ど
う
か
判
断
を
お
願
い
し
た
。
医
師
の
了
解
を
得
て
い
る
こ
と
を
お
年
寄
り
に
伝
え
、
納
得
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

　
　
ま
た
、
知
識
の
あ
る
教
員
が
先
頭
に
立
ち
、
次
亜
塩
素
酸
ソ
ー
ダ
を
毎
日
ト
イ
レ
に
噴
霧
す
る
よ
う
に
心
が
け
た
た
め
、
避
難
所
で
は
、
感
染
症
や
風
邪

　
な
ど
の
罹
患
者
は
で
な
か
っ
た
。
断
水
の
た
め
ト
イ
レ
の
水
は
流
す
こ
と
が
で
き
ず
、
プ
ー
ル
に
あ
る
水
を
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
詰
め
て
リ
レ
ー
で
運
ん
だ
。
水

　
道
水
は
調
理
用
に
の
み
使
い
、
朝
は
パ
ン
、
昼
は
そ
の
日
が
賞
味
期
限
の
お
に
ぎ
り
を
食
べ
た
。
お
に
ぎ
り
は
冷
え
て
い
た
の
で
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
で
お
じ

　
や
に
し
て
食
べ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
避
難
所
で
は
水
道
は
寸
断
さ
れ
た
も
の
の
、
電
気
と
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
は
使
用
で
き
た
の
で
、
ご
は
ん
も
自

　
分
た
ち
で
作
っ
た
。

　
ま
た
、
湯
本
日
中
で
は
、
い
わ
き
市
災
害
対
策
本
部
か
ら
許
可
を
得
て
選
入
物
資
の
受
付
を
開
始
し
た
。
そ
の
発
信
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
短
文
投
稿
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
活
用
し
た
と
い
う
。
澤
井
校
長
が
海
外
研
修
の
経
験
を
通
じ
て
従
前
か
ら
交
流
し
て
い
た
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
い
る
伸
間
に
情
報
発
信
を
依
頼
し
、
そ
の
中
の
ひ
と
り
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
自
身
の
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
で
さ
ら
に
情
報

を
中
継
し
た
。
そ
の
結
果
、
静
岡
県
に
拠
点
を
置
き
自
然
体
験
活
動
を
運
営
す
る
「
ホ
ー
ル
ア
ー
ス
自
然
学
校
」
が
支
援
ニ
ー
ズ
を
聞
き
つ
け
、

自
然
保
護
活
動
を
行
う
地
元
の
N
P
O
「
い
わ
き
の
森
を
守
る
会
」
と
連
携
し
て
湯
本
二
申
の
支
援
に
あ
た
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
イ
ン



三・一一複合災害における避難の地理空間（小田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
駆
使
し
、
寄
付
情
報
の
マ
ッ
チ
ン
グ
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
あ
る
「
お
願
い
タ
イ
ガ
ー
ー
」
な
ど
で
必
要
物
資
を
掲
示
し
、
個
人

か
ら
の
物
資
の
支
援
を
受
け
付
け
た
。
物
資
が
届
く
と
そ
の
仕
分
け
を
し
、
分
配
に
つ
い
て
は
、
公
平
を
期
す
る
た
め
教
頭
が
立
ち
会
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
学
校
関
係
者
の
個
人
的
つ
な
が
り
を
通
じ
て
、
三
月
末
頃
か
ら
、
野
菜
、
ジ
ャ
ム
、
牛
乳
、
ポ
リ
タ
ン
ク
な
ど
様
々
な
物
資
を

得
て
、
五
月
二
二
日
に
避
難
所
が
閉
鎖
さ
れ
る
ま
で
、
対
応
に
あ
た
っ
た
と
い
う
。

　
対
応
に
あ
た
っ
た
教
頭
に
は
、
震
災
前
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
際
の
学
校
の
対
応
を
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
教
職
員
の
中
に
は
、

上
越
地
方
の
災
害
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
行
っ
た
者
も
お
り
、
校
長
ら
は
教
職
員
が
「
自
分
で
で
き
る
こ
と
を
や
る
、
無
理
し
な
い
」
「
学
級
経

営
を
や
る
よ
う
に
、
避
難
所
運
営
に
あ
た
る
」
と
い
う
方
針
で
、
臨
機
応
変
に
対
応
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
が
多
く
、
校
長
が
直
接
指
示
を
出
す

こ
と
は
稀
だ
っ
た
と
い
う
。

　
本
節
で
は
、
澤
井
校
長
に
対
す
る
聞
き
取
り
か
ら
、
地
震
、
津
波
、
原
発
事
故
と
そ
の
深
刻
化
に
よ
る
避
難
者
の
空
間
移
動
の
実
態
と
、
災

害
後
の
湯
本
心
中
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
避
難
空
間
内
部
の
状
況
描
写
を
行
っ
た
。
湯
本
話
中
と
い
う
避
難
空
間
に
お
い
て
、
現
場
に
あ
る
リ
ソ
ー

ス
を
活
用
し
、
教
職
員
ら
が
備
え
て
い
た
専
門
性
や
知
識
を
発
揮
し
な
が
ら
難
局
を
乗
り
切
っ
て
い
っ
た
過
程
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
ま
と
め
た
。

同
様
の
事
例
は
他
地
域
で
も
報
告
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
防
災
対
策
と
し
て
、
教
育
の
た
め
の
空
間
で
あ
る
学
校
が
、
災
害
時
に
避
難
空
聞
と

し
て
有
効
に
活
用
さ
れ
う
る
よ
う
に
個
々
の
経
験
と
知
見
の
蓄
積
と
共
有
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
際
に
重
要
な
の
は
、
短
期
間
の
う
ち
に
突
発
的

な
出
来
事
に
よ
り
人
々
が
移
動
、
再
移
動
を
強
い
ら
れ
、
こ
の
た
め
、
湯
本
命
中
が
、
そ
の
都
度
人
々
が
各
々
の
有
し
た
情
報
と
判
断
に
基
づ

き
出
入
り
す
る
（
せ
ざ
る
を
得
な
い
）
避
難
空
間
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
学
校
と
い
う
教
育
を
目
的
と
し
た
空
間
が
避
難
空
間
に
変
化
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
防
災
対
策
を
講
じ
て
い
く
と
き
、
学
校
が
も
と
も
と
い
か
な
る
地
理
的
条
件
下
に
あ
り
ど
の
よ
う
な
リ
ソ
ー
ス
を
保
持
し
て

い
る
の
か
、
さ
ら
に
、
災
害
発
生
時
の
人
々
の
空
聞
移
動
に
着
目
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
に
地
理
的
想
像
力
が
必
要
と
さ
れ
る
場
面
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
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（
三
）
　
　
「
風
評
」
と
混
乱
の
避
難
空
間

　
湯
本
二
中
に
複
合
被
災
を
し
た
避
難
者
が
押
し
寄
せ
る
中
、
い
わ
き
市
で
は
原
発
事
故
の
深
刻
化
に
よ
る
混
乱
で
、
支
援
者
の
来
訪
忌
避
、

物
資
不
足
な
ど
の
問
題
も
生
じ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
「
風
評
扁
に
起
因
す
る
問
題
を
空
間
的
視
座
か
ら
取
り
上
げ
る
。
具
体
的
に
は
、
地

理
的
な
情
報
・
知
識
の
不
足
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
誤
解
や
そ
れ
に
よ
る
行
動
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、

そ
の
影
響
を
受
け
、
い
わ
き
市
か
ら
自
主
避
難
し
た
人
々
の
姿
の
一
端
を
、
筆
者
の
親
類
の
避
難
経
験
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ら
の

混
乱
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、
情
報
を
伝
達
す
る
側
で
あ
る
政
府
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
、
日
頃
か
ら
地
理
的
感
覚
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

要
が
あ
る
。
同
時
に
、
地
理
学
的
な
状
況
把
握
を
必
ず
し
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
、
被
災
地
外
の
市
民
や
支
援
者
、
そ
し
て
土
地
勘
の
な
い

人
々
に
対
し
て
、
地
理
的
想
像
力
を
喚
起
し
、
ま
た
そ
の
啓
蒙
に
、
地
理
学
研
究
者
や
地
理
教
育
に
従
事
す
る
者
の
負
う
責
任
が
大
き
い
と
感

じ
た
と
い
う
こ
と
を
、
教
訓
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。
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①
避
難
指
示
拡
大
と
情
報
伝
達
－
広
域
合
併
都
市
い
わ
き
・
南
相
馬
で
の
混
乱
－

　
本
節
で
は
、
主
に
「
風
評
」
に
よ
り
起
こ
っ
た
現
象
に
つ
い
て
述
べ
る
。
「
風
評
」
が
広
ま
り
、
そ
れ
に
伴
う
諸
問
題
に
関
す
る
描
写
は
、

当
時
の
ニ
ュ
ー
ス
報
道
や
新
聞
記
事
な
ど
か
ら
筆
者
が
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
二
〇
一
一
年
三
月
｝
二
日
に
福
島
第
一
原
発
一
号
機
が
水
素
爆
発
を
起
こ
す
前
後
か
ら
、
避
難
や
麗
内
待
機
の
指
示
対
象
圏
内
で
は
な
か
っ

た
い
わ
き
市
北
部
地
域
に
居
住
す
る
世
帯
（
特
に
子
ど
も
の
い
る
世
帯
）
が
遠
方
の
親
類
宅
な
ど
に
自
主
避
難
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
も
水
素
爆

発
や
火
災
等
が
発
生
し
、
状
況
が
一
向
に
好
転
し
な
い
中
、
指
示
警
戒
区
域
の
圏
外
に
い
る
住
民
の
間
で
も
、
放
射
線
に
対
す
る
不
安
が
増
し

た
。
三
月
　
五
日
　
一
時
に
、
同
心
円
状
に
第
一
原
発
よ
り
半
径
二
〇
キ
ロ
以
内
の
住
民
の
圏
外
退
避
、
半
径
二
〇
キ
ロ
か
ら
三
〇
キ
ロ
圏
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
住
民
に
対
し
て
の
屋
内
退
避
の
指
示
が
発
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
新
た
な
屋
内
退
避
指
示
を
受
け
、
N
H
K
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
報
道
各
社
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　図2　1920年と2011年における福島県内の自治体と福島第一原子力発電所からの距離

国土交通省国土数値情報（行政区域）をもとに作成

が
一
斉
に
対
象
地
域
と
し
て
、
半
径
二
〇
キ
ロ
か
ら
三
〇
キ
ロ
圏
内
に

い
わ
き
市
が
含
ま
れ
る
旨
を
報
じ
た
。

　
こ
の
指
示
の
発
出
お
よ
び
そ
の
報
道
、
そ
し
て
、
そ
の
後
の
地
理
的

位
置
関
係
を
踏
ま
え
て
い
な
い
避
難
・
退
避
区
域
の
印
象
や
放
射
線
測

定
量
に
関
す
る
情
報
不
足
に
よ
っ
て
、
い
わ
き
市
で
は
結
果
と
し
て
以

下
に
述
べ
る
よ
う
な
物
資
搬
送
や
民
間
技
術
者
等
の
派
遣
・
来
訪
忌
避

が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
前
述
の
通
り
、
い
わ
き
市
は
、
広
域
合
併
自
治
体
の
先
駆
け
と
し
て

発
足
し
、
お
お
よ
そ
東
京
二
一
二
区
の
二
倍
ほ
ど
の
広
大
な
面
積
を
有
す

る
。
図
2
は
、
一
九
二
〇
年
と
二
〇
＝
年
の
、
福
島
県
の
自
治
体
境

界
と
、
福
島
第
一
原
発
か
ら
半
径
二
〇
キ
ロ
、
三
〇
キ
ロ
の
同
心
円
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
屋
内
退
避
の
指
定
を
受
け
た
地
域

は
、
い
わ
き
市
の
北
部
の
一
部
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
右
記
に
あ
る
報
道
経
緯
や
情
報
の
誤
認
に
よ
っ
て
、

ま
る
で
い
わ
き
市
「
全
体
」
が
政
府
の
指
示
対
象
地
区
に
含
ま
れ
た
か

の
よ
う
な
印
象
が
独
り
歩
き
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
「
風
評
」
問
題
の

発
端
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
自
治
体
空
間
の
大
き
さ
に

関
す
る
情
報
が
な
い
ま
ま
「
い
わ
き
」
と
い
う
自
治
体
名
が
印
象
的
に

報
じ
ら
れ
た
こ
と
で
、
民
間
の
運
送
業
者
等
が
「
い
わ
き
は
危
険
だ
か
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ら
」
と
、
中
通
り
の
郡
山
市
や
、
至
近
の
県
境
茨
城
県
北
茨
城
市
ま
で
来
て
引
き
返
す
と
い
う
よ
う
な
事
案
が
相
次
い
だ
。
さ
ら
に
、
空
間
放

射
線
量
の
情
報
も
、
国
や
自
治
体
な
ど
が
公
開
し
て
い
た
も
の
の
、
支
援
者
な
ど
に
は
正
確
に
伝
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
観
測
線
量
が
い
わ
き
市

内
で
の
値
と
比
較
し
て
高
か
っ
た
郡
山
市
か
ら
来
た
ト
ラ
ッ
ク
が
、
い
わ
き
へ
の
物
資
運
搬
を
拒
み
、
市
内
へ
は
別
途
運
転
手
を
手
配
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
う
事
案
も
生
じ
た
と
い
う
。
同
様
の
問
題
は
、
市
域
の
一
部
が
避
難
指
示
・
屋
内
待
機
圏
内
に
指
定
さ
れ
て
い
る
、
同
じ
く
合
併
都
市
の
南

　
　
　
　
　
　
　
⑨

相
馬
市
で
も
生
じ
た
。
一
九
二
〇
年
に
同
様
の
警
戒
区
域
が
設
定
さ
れ
た
と
仮
定
し
た
場
合
と
比
較
し
て
も
（
図
2
）
、
「
市
町
村
名
」
が
独
り

歩
き
し
て
し
ま
っ
た
こ
の
問
題
は
、
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
空
間
的
情
報
の
送
り
手
の
不
全
と
受
け
手
の
誤
認
と
い
う
、
避

難
に
か
か
る
地
理
的
誤
解
に
起
因
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
、
地
理
的
情
報
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
人
々
に
対

し
、
空
問
ス
ケ
ー
ル
の
重
層
性
、
本
事
例
に
即
す
な
ら
ば
、
福
島
県
と
い
わ
き
市
が
そ
れ
ぞ
れ
広
大
な
面
積
を
有
す
る
中
で
、
そ
の
リ
ー
ジ
ョ

ナ
ル
や
ロ
ー
カ
ル
な
ス
ケ
ー
ル
に
応
じ
て
対
応
す
べ
き
こ
と
等
を
、
地
図
化
・
可
視
化
な
ど
を
慢
じ
て
、
受
け
手
の
地
理
的
想
像
力
を
喚
起
で

き
る
よ
う
に
情
報
伝
達
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
で
き
る
。

　
む
ろ
ん
、
館
に
見
え
な
い
放
射
線
の
人
体
へ
の
リ
ス
ク
に
は
様
々
な
議
論
が
あ
り
、
そ
の
暗
点
で
、
被
災
者
や
支
援
者
は
そ
れ
ら
に
対
す
る

知
識
を
十
分
に
持
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
放
射
線
の
観
測
デ
ー
タ
に
、
誰
も
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
ア
ク
セ
ス
で
き
た
わ
け
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
。
そ
う
し
た
未
知
の
恐
怖
感
や
集
団
心
理
が
混
乱
を
悪
化
さ
せ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
放
射
線
の
情
報
、
警
戒
指
示

の
区
域
の
情
報
に
関
わ
ら
ず
、
人
命
が
か
か
る
緊
急
段
階
の
地
理
的
な
情
報
伝
達
の
不
全
が
引
き
起
こ
す
集
団
的
パ
ニ
ッ
ク
を
ど
う
軽
減
で
き

る
か
、
再
検
証
が
求
め
ら
れ
る
。
い
わ
き
市
、
あ
る
い
は
南
相
馬
市
が
広
大
で
あ
る
こ
と
、
ど
の
部
分
が
警
戒
区
域
に
指
定
さ
れ
、
そ
の
リ
ス

ク
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か
な
ど
、
よ
り
正
確
な
地
理
リ
ス
ク
情
報
の
公
開
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
右
記
の
よ
う
な
混
乱
が
軽
減
で
き
た
は
ず
で
あ

り
、
こ
の
教
訓
に
学
ぶ
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
こ
う
し
た
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
地
理
情
報
の
伝
達
と
、
政
府
や
マ
ス
コ
ミ
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

道
に
よ
る
対
応
、
地
理
学
界
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
二
〇
＝
年
四
月
に
速
報
し
た
が
、
そ
の
後
の
関
連
調
査
も
踏
ま
え
た
さ
ら
な
る

検
証
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
け
る
議
論
を
予
定
し
て
い
る
。
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三・一～複合災害における避難の地理空間（小田）

②
自
主
避
難
と
帰
還

　
右
記
の
通
り
、
福
島
第
～
原
発
か
ら
比
較
的
離
れ
て
い
る
湯
本
輪
中
の
あ
る
い
わ
き
市
南
部
地
域
に
お
い
て
も
、
原
発
事
故
の
混
乱
に
伴
っ

て
、
物
資
、
ガ
ソ
リ
ン
不
足
が
深
刻
化
し
た
。
こ
の
た
め
、
避
難
所
か
ら
さ
ら
に
遠
方
へ
自
主
避
難
す
る
人
も
現
れ
た
。
知
人
、
友
人
の
そ
の

後
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
い
わ
き
市
南
部
で
も
、
次
々
に
近
所
の
灯
り
が
消
え
、
自
主
的
に
一
時
避
難
を
開
始
す
る
様
子
が
見
て
取
れ
た
と
い
う
。

そ
れ
ま
で
自
宅
に
待
機
し
て
い
た
筆
者
の
親
類
三
品
も
県
外
へ
の
避
難
を
決
め
、
三
月
一
八
日
、
緊
急
車
両
と
被
災
者
に
対
し
、
無
料
で
開
放

さ
れ
て
い
た
常
磐
自
動
車
道
を
利
用
し
て
、
筆
者
宅
と
都
内
の
親
戚
宅
一
軒
に
一
時
身
を
寄
せ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
避
難
先
の
親
戚
宅
も
計
画

停
電
の
対
象
地
域
と
な
り
、
灯
り
の
な
い
夜
を
過
ご
し
た
。
高
齢
の
祖
父
ら
は
、
自
身
が
避
難
す
る
こ
と
よ
り
も
被
災
し
た
自
宅
を
案
じ
て
い

わ
き
市
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
問
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
電
話
等
を
通
じ
て
、
親
類
の
避
難
先
と
実
家
と
を
結
ん
だ
。
都
内
で
も
買
い
占
め
に
よ
っ

て
、
必
要
な
物
資
の
枯
渇
が
心
配
さ
れ
た
が
、
一
人
に
つ
き
数
掴
ま
で
と
限
定
販
売
さ
れ
た
調
理
不
要
な
レ
ト
ル
ト
食
品
や
衣
料
品
を
少
し
ず

つ
買
い
出
し
、
帰
郷
に
備
え
た
。

　
そ
の
後
、
福
島
県
か
ら
「
風
評
」
に
よ
る
支
援
来
訪
忌
避
の
問
題
解
決
へ
の
要
請
が
政
府
に
対
し
て
な
さ
れ
、
三
月
一
六
日
に
は
枝
野
幸
男

官
房
長
官
（
当
時
）
か
ら
記
者
団
を
通
じ
て
民
間
の
物
流
業
者
に
対
し
て
理
解
と
協
力
が
呼
び
か
け
ら
れ
た
頃
か
ら
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て

「
風
評
」
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
市
内
に
は
ガ
ソ
リ
ン
の
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
入
り
は
じ
め
た
り
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
が
再
開
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
残
っ
た
親
戚
か
ら
の
情
報
に
よ
り
、
筆
者
の
親
類
は
い
わ
き
に
戻
っ
て
生
活
が
で
き
る
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る

と
判
断
し
、
三
月
二
七
日
午
前
一
〇
時
頃
、
筆
者
と
親
類
ら
は
常
磐
自
動
車
道
を
北
に
向
か
っ
た
。
発
災
後
＝
忌
日
目
に
し
て
初
め
て
筆
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
べ

「
被
災
地
」
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
途
中
立
ち
寄
っ
た
茨
城
県
の
友
部
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
に
は
、
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

守
を
預
か
る
家
族
の
た
め
に
首
都
圏
で
調
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
衣
料
品
や
、
食
糧
を
積
載
し
た
多
く
の
い
わ
き
ナ
ン
バ
ー
の
車
両
が
、
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
で
給
油
す
る
た
め
に
列
を
な
し
て
い
た
。
こ
の
光
景
は
、
筆
者
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
や
知
人
、
友
人
を

案
じ
な
が
ら
一
時
避
難
を
し
、
そ
し
て
ま
た
戻
っ
て
生
活
を
再
開
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
そ
こ
に
あ
る
車
の
何
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十
倍
も
の
数
で
存
在
し
、
我
々
家
族
が
覚
え
た
不
安
や
葛
藤
を
共
有
し
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
複
合
的
な
災
害
の
中
、

情
報
不
足
や
集
団
心
理
に
よ
る
不
安
と
「
風
評
」
の
混
乱
に
、
多
く
の
人
々
が
翻
弄
さ
れ
、
一
時
的
と
は
い
え
大
移
動
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
か

ら
得
ら
れ
る
教
訓
が
い
か
な
る
も
の
か
を
検
証
し
て
い
く
必
要
性
を
感
じ
た
。
そ
し
て
、
第
一
章
に
て
述
べ
た
沿
岸
部
の
光
景
に
衝
撃
を
受
け

な
が
ら
帰
宅
し
、
同
日
午
後
～
蒔
濡
す
ぎ
、
留
守
番
を
し
て
い
た
祖
父
ら
と
再
会
し
、
つ
か
の
ま
の
安
堵
を
覚
え
た
。

　
筆
者
は
以
前
か
ら
、
移
住
を
強
い
ら
れ
た
融
々
の
生
活
世
界
を
地
理
学
的
に
研
究
し
て
き
た
。
そ
れ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
、
避
難
者
と

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
側
、
そ
し
て
、
避
難
す
る
／
し
な
い
の
決
断
を
す
る
家
族
の
人
間
模
様
を
、
筆
者
は
親
類
の
避
難
の
過
程
に
お
い
て
、

「
参
与
観
察
」
と
い
う
よ
り
は
、
当
事
者
と
し
て
実
体
験
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
人
々
が
情
報
不
足
や
そ
れ
に
伴
う
「
風
評
」
の
拡

大
に
よ
り
、
短
期
問
に
移
動
を
繰
り
返
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
至
る
過
程
を
、
「
観
察
」
し
、
さ
ら
に
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
者
と
し
て
、

筆
者
は
、
今
回
の
複
合
災
害
に
端
を
発
す
る
大
規
模
人
口
の
移
住
過
程
で
生
じ
た
避
難
空
間
と
「
仮
住
ま
い
」
の
実
態
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る

地
理
学
的
究
明
を
進
め
た
。
次
章
で
は
、
そ
の
試
み
の
中
か
ら
、
本
章
ま
で
の
議
論
も
踏
ま
え
、
福
島
県
民
の
離
散
と
「
仮
住
ま
い
」
の
実
態

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

①
い
わ
き
市
門
地
区
別
世
帯
数
・
男
女
別
人
ロ
一
現
住
人
口
調
査
結
果
表
」
（
二

　
〇
～
二
血
＋
九
月
よ
ハ
日
）
。

　
（
冨
覗
け
O
一
＼
＼
≦
！
＜
♂
〈
．
O
搾
く
．
一
≦
黛
ρ
騨
ド
貯
評
¢
ω
7
一
送
山
縣
O
＼
酔
O
評
Φ
幽
＼
O
O
蒔
c
o
O
㊤
．
7
酢
ヨ
一
）
D

②
二
〇
＝
年
四
月
＝
日
一
七
時
｝
六
分
震
源
福
島
県
浜
通
り
マ
ダ
ニ

　
チ
ュ
ー
ド
七
・
一
。

③
二
〇
＝
年
圏
月
ご
百
一
四
蒔
〇
七
分
震
源
福
島
県
浜
通
り
マ
ダ
ニ

　
チ
ユ
ー
ド
六
・
三
。

④
　
い
わ
き
市
災
害
対
策
本
部
岩
蟹
（
エ
〇
一
一
～
年
九
月
～
二
目
付
〉

　
（
簿
8
＼
＼
≦
≦
≦
9
蔓
署
葵
一
9
讐
巨
ω
ぼ
ヨ
斜
壱
＼
ぎ
h
o
≧
σ
冒
ρ
9
3
＼
I
B
舞
興
巨
1
＼

　
ぎ
け
＼
母
戯
鉱
8
話
8
一
ト
。
’
℃
α
h
V
。

⑤
澤
井
校
長
は
、
献
身
的
な
避
難
所
運
営
の
立
役
者
と
し
て
、
避
難
所
の
様
子
を

　
聞
く
に
ふ
さ
わ
し
い
と
市
内
の
他
の
関
係
者
複
数
か
ら
紹
介
を
受
け
、
聞
き
取
る

　
に
至
っ
た
。
二
〇
｝
二
年
～
月
～
三
日
、
学
内
共
同
研
究
者
・
水
野
勲
教
授
、
長

　
谷
州
薩
子
准
教
授
と
往
訪
の
上
、
長
瀞
間
に
わ
た
り
当
時
の
様
子
を
お
話
い
た
だ

　
い
た
。
ま
た
、
本
稿
該
当
部
分
の
事
実
関
係
の
再
確
認
に
も
ご
協
力
賜
っ
た
。
こ

　
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
こ
の
聞
き
取
り
と
、
そ
の
取
り
ま
と
め
は
、

　
平
成
二
三
年
度
お
茶
の
水
女
子
大
学
学
内
共
同
研
究
の
～
環
で
実
施
し
た
現
地
調

　
査
に
碁
つ
く
も
の
で
あ
る
。

⑥
門
お
願
い
タ
イ
ガ
ー
1
」
（
簿
6
ミ
。
口
Φ
m
q
p
三
〇
Q
Φ
N
．
。
o
ヨ
＼
）
。

⑦
「
三
〇
キ
ロ
三
内
退
避
・
＝
二
万
六
千
入
が
対
象
－
新
た
に
飯
館
、
い
わ

　
き
」
、
福
島
民
報
、
二
〇
＝
年
三
月
一
六
日
付
第
二
面
。

⑧
二
〇
＝
年
三
月
一
六
日
一
八
時
○
○
分
落
卵
、
編
島
県
が
測
定
し
た
環
境
放
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射
線
測
定
結
果
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
鳶
ω
＜
＼
費
（
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
）

　
を
単
位
と
し
て
、
い
わ
き
市
中
心
部
（
平
）
で
は
マ
七
三
、
南
相
馬
市
で
三
・
六

　
三
、
白
河
市
で
【
二
・
三
〇
、
郡
山
市
で
二
・
九
四
、
福
島
市
で
一
四
・
六
〇
だ
っ
た
。

⑨
　
南
相
馬
市
は
、
二
〇
〇
六
年
に
、
旧
原
町
市
、
旧
相
馬
郡
小
高
晦
、
旧
鹿
島
町

　
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
自
治
体
で
あ
る
。
同
様
の
「
風
評
」
に
よ
る
問
題
解
決
の

　
た
め
連
屡
、
桜
井
勝
延
南
画
馬
市
長
が
各
局
の
テ
レ
ビ
で
そ
の
誤
解
解
消
と
政
府

　
に
よ
る
よ
り
正
確
な
情
報
発
信
を
訴
え
た
と
こ
ろ
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

⑩
　
徳
田
雄
洋
『
震
災
と
情
報
一
あ
の
と
き
何
が
伝
わ
っ
た
か
画
岩
波
新
書
、
二

　
〇
＝
年
。
関
谷
畜
也
『
風
評
被
害
一
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
え
る
㎞
光
文
社

　
新
書
、
二
〇
一
一
年
。

⑪
　
拙
稿
「
東
霞
本
大
震
災
後
の
福
島
県
い
わ
き
市
南
部
地
域
の
状
況
！
「
風

　
評
」
問
題
に
翻
弄
さ
れ
た
被
災
地
の
記
録
」
、
東
北
地
理
学
会
東
日
本
大
震
災
報

　
告
集
、
二
〇
＝
年
四
月
＝
日
（
簿
葺
＼
＼
8
9
巨
ぴ
q
Φ
O
曽
＼
2
ω
器
8
突
賃
¢
∩
δ
ω
＼

　
㍗
8
暮
Φ
障
鋒
R
h
）
。

⑫
い
わ
き
陸
運
局
は
、
い
わ
き
市
だ
け
で
な
く
、
双
葉
郡
、
石
川
郡
、
東
白
州
郡
、

　
田
村
郡
の
一
部
の
車
両
に
対
し
て
「
い
わ
き
ナ
ン
バ
…
」
を
発
給
し
て
い
る
た
め

　
「
い
わ
き
ナ
ン
バ
ー
」
を
も
っ
て
、
浜
通
り
の
ど
こ
の
地
域
出
身
か
は
わ
か
ら
な

　
い
。

三・一一複合災害における避難の地理空間（小田）

三
　
中
長
期
的
な
避
難
と
「
仮
住
ま
い
」
の
地
理
空
間
と
学
校

　
三
・
＝
災
害
に
お
い
て
は
、
地
震
と
津
波
と
い
う
自
然
災
害
発
生
後
、
そ
れ
に
伴
う
原
子
力
災
害
が
二
次
的
に
生
じ
て
い
る
こ
と
が
顕
著

な
事
実
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
、
避
難
者
の
コ
　
重
の
悲
劇
」
を
阻
止
し
、
長
期
化
す
る
で
あ
ろ
う
「
被
災
地
」
の
復
興
を
支
え
る

人
材
の
育
成
に
お
い
て
も
、
で
き
る
だ
け
子
ど
も
た
ち
の
安
定
し
た
教
育
環
境
の
確
保
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
章
二
節

で
述
べ
た
及
川
教
頭
の
「
子
ど
も
た
ち
は
地
域
の
灯
台
」
と
い
う
言
葉
と
も
重
な
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
震
災
直
後
か
ら
、
金
国
、
福
島
県
内
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
て
ヒ
つ
ロ
て
ロ
つ

そ
し
て
、
相
馬
郡
と
双
葉
郡
（
こ
れ
ら
は
「
相
双
地
区
」
と
呼
ば
れ
る
）
か
ら
避
難
者
を
多
く
受
け
入
れ
て
い
る
い
わ
き
市
に
お
け
る
避
難
者
の

状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
空
間
的
重
層
性
に
着
目
し
な
が
ら
、
地
図
化
・
可
視
化
を
通
じ
て
、
被
災
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
人
々
に
地
理
的
想
像
力

を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
実
践
を
続
け
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
、
国
内
外
を
問
わ
ず
、
被
災
地
の
外
に
い
る
人
々
に
、
こ

の
災
害
に
よ
る
避
難
、
移
住
の
実
態
や
空
間
的
拡
が
り
に
関
す
る
知
識
を
提
供
す
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
が
被
災
地
の
現
状
に
思
い
を
馳
せ
共

感
し
、
被
災
者
と
寄
り
添
い
、
さ
ら
に
は
行
動
に
つ
な
げ
る
た
め
の
材
料
を
提
供
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
二
〇
一
一
年
六
月
か
ら
、
福
島
県
教
育
庁
や
い
わ
き
市
教
育
委
員
会
の
協
力
を
得
て
、
区
域
外
就
学
の
実
態
に
つ
い
て
聞
き
取
り
や
資
料
収
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①

集
を
実
施
し
た
。
さ
ら
に
入
手
し
た
各
種
デ
ー
タ
に
つ
き
、
G
I
S
を
用
い
て
地
理
空
間
的
分
析
を
施
し
た
。
調
査
結
果
の
一
部
は
、
複
数
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

学
会
で
討
議
し
た
他
、
国
内
外
の
支
援
機
関
に
も
情
報
提
供
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
そ
れ
ら
の
分
析
結
果
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

（一

j
　
福
島
県
民
の
県
外
避
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
福
島
県
か
ら
県
外
へ
の
避
難
者
数
の
推
移
を
示
し
た
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
二
〇
＝
年
六
月
三
〇
日
の
四
五
、
二
四
二
人
か
ら
、
ピ
ー
ク
時

の
二
〇
「
二
年
四
月
五
日
頃
に
は
六
二
、
七
三
六
人
ま
で
増
加
し
た
が
、
そ
の
後
、
徐
々
に
減
少
し
て
い
る
。
関
東
甲
信
越
地
方
を
中
心
に
全

国
へ
避
難
し
て
お
り
、
主
に
都
市
圏
に
多
く
み
ら
れ
る
。
同
じ
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
へ
の
避
難
者
が
比
較
的
多
い
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
り
、
二
〇
一
二
年
四
月
五
日
の
時
点
で
七
〇
〇
人
が
避
難
し
た
。
避
難
者
ら
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
交
換
サ
イ
ト
な
ど
を
通
じ
て
、

自
主
避
難
の
条
件
を
考
慮
し
、
避
難
先
を
選
定
し
て
お
り
、
現
在
で
も
そ
れ
ら
の
情
報
の
一
部
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
。
個
人
の
プ
ロ
グ
を
通

し
た
情
報
交
換
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
の
直
接
引
用
は
避
け
る
が
、
そ
の
や
り
取
り
を
見
る
と
、
沖
縄
県
は
福
島
か
ら
遠
く
離
れ
て
お

り
、
子
ど
も
を
伴
っ
て
自
主
避
難
す
る
際
に
最
大
の
不
安
要
因
と
な
る
放
射
線
量
が
国
内
で
最
小
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
沖
縄
県
の
支
援

策
と
し
て
沖
縄
ま
で
の
航
空
券
や
住
宅
、
医
療
補
助
な
ど
が
か
な
り
手
厚
い
。
こ
う
し
た
情
報
の
広
ま
り
が
、
遠
距
離
の
県
外
避
難
を
も
た
ら

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
図
3
は
、
こ
れ
ら
県
外
避
難
者
の
デ
ー
タ
と
と
も
に
、
二
〇
＝
年
六
月
と
二
〇
ご
～
年
八
月
時
点
で
、
福
島
県
か
ら
県
外
へ
の
避
難
門
別

の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
福
島
県
周
辺
の
都
県
に
多
い
。
二
〇
＝
年
六
月
の
時
点
で
は
、
旅
館
や
ホ
テ
ル
へ
の
避
難
者

が
、
福
島
県
の
周
辺
地
域
及
び
静
岡
県
に
多
く
分
布
し
て
い
た
。
こ
の
背
景
と
し
て
、
温
泉
な
ど
の
宿
泊
施
設
へ
の
避
難
に
つ
い
て
、
施
設
に

補
助
金
を
支
給
す
る
な
ど
の
処
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
震
災
後
か
ら
数
と
し
て
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
最
初
に
避
難
し
た

宿
泊
施
設
の
周
辺
の
住
宅
に
入
居
を
は
じ
め
た
者
が
い
る
。

　
ま
た
、
絶
対
数
と
し
て
は
少
な
い
が
、
震
災
直
後
か
ら
半
年
以
上
も
の
問
、
埼
玉
を
は
じ
め
、
宮
城
、
山
形
、
新
潟
の
各
県
に
お
い
て
、
一
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三・一一複合災害における避難の地理空問（小田）
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　　　　　　　　図3　福島県外への避難者数（避難先都府県・施設別）

内閣府・復興庁調査データ（福島県から県外への避難状況）を福島県がとりまとめたものを入手
し作成

次
避
難
所
で
生
活
し
て
い
る
人
々
が
い
た
。
し
か
し
そ
の

後
、
仮
設
住
宅
、
公
務
員
宿
舎
や
公
営
住
宅
へ
の
特
例
入

居
を
は
じ
め
、
災
害
救
助
法
な
ど
の
弾
力
的
な
運
用
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

り
、
「
み
な
し
仮
設
」
が
提
供
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
こ

れ
ら
「
住
宅
等
」
へ
の
入
居
が
進
み
、
二
〇
一
二
年
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
い

時
点
で
は
、
埼
玉
県
加
須
市
の
旧
騎
西
高
校
に
集
団
避
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
て
い
る
双
葉
町
の
避
難
者
二
一
四
名
を
除
き
、
避
難
所
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

旅
館
・
ホ
テ
ル
に
避
難
し
て
い
る
者
は
い
な
い
。
ま
た
、

避
難
者
総
数
が
増
加
し
た
こ
と
も
、
こ
の
地
図
か
ら
視
覚

的
に
も
理
解
で
き
る
。

　
ま
た
、
両
時
点
を
比
較
す
る
と
、
山
形
県
に
お
け
る
避

難
者
が
増
加
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
福
島
第
一
原
発
か
ら

北
西
方
向
に
放
射
線
量
が
高
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
以
降
、
県
内
の
人
口
密
集
地
域
の
中
で
、

福
島
市
で
放
射
線
被
曝
に
対
す
る
不
安
が
広
が
っ
た
。
福

島
市
か
ら
山
形
県
米
沢
市
ま
で
車
で
三
〇
分
程
度
で
あ
り
、

と
り
わ
け
山
形
県
は
他
県
に
先
立
っ
て
、
借
上
げ
住
宅
含

む
仮
設
住
宅
入
居
期
間
を
全
三
年
と
、
一
年
の
延
長
を
当

初
よ
り
表
明
し
て
い
た
。
福
島
市
と
の
近
接
性
と
避
難
者
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表2　編島県から県外への避難者の状況

　　　　（2012年1学期）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入）

川頁 子ども 総　数

1 山形 1，709 山形 12，391

2 新潟 1β98 東京 7，803

3 宮城 1，215 新潟 6，440

4 埼玉 1，057 埼玉 4，251

5 東京 1，051 茨城 3，814

6 神奈川 661 千葉 3，183

7 茨城 609 栃木 2，728

8 栃木 532 神奈川 2，514

9 北海道 508 宮城 2，467

10 千葉 493 北海道 L872

11 群馬 280 群馬 1，797

12 秋田 266 秋田 1，025

13 大阪 223 長野 1，002

ユ4 静岡 19ユ 大阪 961

15 愛知 185 静岡 884

16 京都 165 愛知 811

17 長野 165 京都 747

18 青森 155 山梨 742

ユ9 山梨 ユ44 沖縄 691

20 沖縄 135 青森 613

21 岩手 130 兵庫 577

22 兵庫 130 岩手 523

子どもの数は文部科学省調査（2012年5月）

をもとに作成

　総数は復興庁調査（2012年6月〉を福島県が

とりまとめたものを入手して作成

を
受
け
入
れ
る
側
の
組
織
体
制
な
ど
が
、
誘

因
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
福
島
県
か
ら
の
避
難
者
の
中
に
は
、
震
災

に
よ
る
被
災
者
や
原
発
警
戒
区
域
内
に
居
住

し
て
い
た
人
を
は
じ
め
、
小
さ
な
子
ど
も
を

持
つ
世
帯
が
自
主
的
に
避
難
し
て
い
る
世
帯

も
あ
る
。
二
〇
＝
一
年
五
月
に
文
部
科
学
省

　
　
　
　
　
　
⑧

が
実
施
し
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
宮
城
、
岩
手
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

福
島
の
三
県
の
幼
稚
園
か
ら
高
校
ま
で
の
幼

児
、
児
童
、
生
徒
（
以
下
、
「
子
ど
も
」
と
称

す
る
）
で
、
他
の
都
道
府
県
の
学
校
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
数
は
一
四
、
二
六
三
人
、
そ
の
う
ち
、
福
島
県
か
ら
避
難
し
た
子
ど
も
の
数

は
、
一
二
、
三
一
六
人
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
県
外
に
避
難
し
て
い
る
子
ど
も
の
大
部
分
が
福
島
県
出
身
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
県
外
避
難

す
る
子
ど
も
を
受
け
入
れ
た
都
道
府
県
（
各
～
○
○
人
以
上
、
上
位
二
二
都
道
府
県
）
と
、
福
島
県
避
難
者
の
受
け
入
れ
の
総
数
を
多
い
と
こ
ろ
か

ら
順
に
並
べ
て
示
し
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
。
子
ど
も
が
多
く
避
難
し
て
い
る
地
域
は
福
島
県
の
周
辺
と
都
市
圏
で
あ
り
、
福
島
県
か
ら
離
れ

る
と
減
少
す
る
傾
向
が
あ
る
中
、
沖
縄
県
に
は
子
ど
も
一
三
五
人
が
避
難
し
て
お
り
、
前
述
の
避
難
者
数
の
傾
向
と
あ
わ
せ
る
と
、
子
ど
も
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

連
れ
た
世
帯
が
沖
縄
に
避
難
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
こ
の
二
つ
は
、
デ
ー
タ
ソ
ー
ス
が
異
な
る
の
で
単
純
に
比
較
で
き
な
い
が
、
総

避
難
者
数
と
県
外
避
難
し
た
子
ど
も
の
数
の
順
位
は
一
致
し
な
い
。
子
ど
も
を
も
つ
親
を
含
む
成
人
は
、
近
接
性
の
高
い
山
形
や
新
潟
だ
け
で

な
く
、
よ
り
多
く
の
就
業
機
会
が
見
込
ま
れ
る
関
東
地
方
に
避
難
す
る
選
択
を
す
る
傾
向
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
避
難
先
の
選
択
を
め

ぐ
っ
て
は
、
職
業
、
住
居
、
サ
ポ
ー
ト
体
制
、
そ
し
て
、
家
族
関
係
な
ど
の
様
々
な
要
素
の
結
果
が
、
こ
う
し
た
空
間
分
布
に
現
れ
て
い
る
。
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三・一一複合災害における避難の地理空間（小田）
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（
二
）
　
福
島
県
内
の
避
難
と
移
住

①
自
治
体
の
移
転
と
「
仮
住
ま
い
」

　
福
島
県
災
害
対
策
本
部
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
二
年
九
月
六

日
時
点
で
、
福
島
県
内
の
応
急
仮
設
住
宅
（
「
み
な
し
仮
設
」

含
む
）
に
入
居
し
て
い
る
避
難
者
は
一
〇
〇
、
一
五
七
人
に

　
⑪

上
る
。
こ
れ
に
は
、
近
隣
の
親
類
宅
に
身
を
寄
せ
る
な
ど
し

て
生
活
を
す
る
避
難
者
を
含
ま
な
い
た
め
、
そ
れ
ら
を
合
わ

せ
れ
ば
、
県
内
に
て
「
仮
住
ま
い
」
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
る
人
た
ち
は
さ
ら
に
多
く
い
る
だ
ろ
う
。
二
〇
一
二

年
八
月
一
日
時
点
で
の
福
島
県
全
体
の
人
口
推
計
で
は
、
居

住
者
が
一
、
九
六
四
、
二
一
〇
人
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も

お
お
よ
そ
人
口
の
五
％
を
超
え
る
人
々
が
、
一
時
的
に
避
難

生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
り
警
戒
区
域
に
指
定
さ
れ
た
双

葉
郡
及
び
相
馬
郡
剛
強
村
は
、
自
治
体
の
機
能
を
警
戒
区
域

外
の
他
の
福
島
県
の
自
治
体
や
埼
玉
県
加
須
市
な
ど
の
地
理

的
領
域
外
に
移
転
し
た
。
図
4
は
、
福
島
県
内
に
お
け
る
町

村
の
移
転
先
・
受
け
入
れ
自
治
体
を
、
人
口
分
布
図
（
五
〇
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O
m
メ
ッ
シ
ュ
）
上
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
埼
玉
県
加
須
市
に
県
外
移
転
し
た
双
葉
郡
双
葉
町
を
除
く
他
の
八
の
自
治
体
は
、
二
〇
＝
年

三
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
比
較
的
人
口
規
模
の
大
き
い
浜
通
り
、
中
通
り
、
会
津
の
各
地
方
に
お
い
て
中
心
的
な
地
域
に
受

け
入
れ
ら
れ
、
行
政
や
地
方
議
会
を
再
開
さ
せ
、
避
難
住
民
へ
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
あ
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
地
図
上
に
は
、
二
〇

一
二
年
三
月
六
日
時
点
で
設
置
さ
れ
て
い
る
仮
設
住
宅
の
位
置
も
プ
ロ
ッ
ト
し
た
。
人
口
の
多
い
都
市
に
、
仮
設
住
宅
が
集
中
し
て
い
る
様
子

が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
前
述
の
通
り
、
県
内
外
の
各
地
に
離
散
避
難
し
て
い
る
避
難
者
に
と
っ
て
、
従
来
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
得
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。
特
に
、

学
習
の
遅
れ
が
心
配
さ
れ
る
学
校
教
育
の
分
野
で
の
対
応
は
迅
速
さ
が
要
求
さ
れ
た
。
震
災
と
原
発
事
故
の
影
響
で
、
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
⑭

た
児
童
、
生
徒
な
ど
の
就
学
機
会
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
が
通
知
や
事
務
連
絡
を
発
出
し
、
「
弾
力
的
な
対
応
」
に
よ
る
受
け
入

れ
の
確
保
を
呼
び
か
け
た
。
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②
高
校
生
の
仮
設
に
お
け
る
学
習

　
こ
こ
か
ら
は
、
前
述
の
県
外
に
避
難
す
る
子
ど
も
の
状
況
に
引
き
続
い
て
、
福
島
県
内
に
て
避
難
生
活
を
送
る
子
ど
も
た
ち
の
状
況
に
つ
い

て
、
福
島
県
内
の
空
間
ス
ケ
ー
ル
（
県
立
高
校
を
事
例
に
）
と
、
市
内
の
空
間
ス
ケ
ー
ル
（
い
わ
き
市
立
小
中
学
校
を
事
例
に
）
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

実
態
を
空
間
的
に
分
析
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
空
間
移
動
の
実
情
も
、
必
ず
し
も
本
稿
で
指
摘
し
て
い
る
地
理
的
想
像
力
を
喚
起
さ
せ
る
よ
う

な
形
で
は
分
析
、
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
高
校
生
の
移
住
に
関
し
て
は
、
そ
の
離
散
の
実
態
に
つ
い
て
空
間
的
な
把
握
を
試
み
た
。
二
〇
一
一
年
四
月
時
点
で
、
原
発

警
戒
区
域
に
所
在
し
た
県
立
高
校
八
校
（
分
校
含
む
）
に
通
う
高
校
生
三
、
二
四
六
人
の
う
ち
、
一
、
三
七
八
人
（
四
二
・
五
％
）
が
転
校
を
希
望

し
、
う
ち
県
外
に
転
校
を
希
望
し
た
者
は
、
八
三
七
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
点
で
未
定
だ
っ
た
者
を
除
く
、
一
、
八
三
六
人
（
五
六
・
六
％
）
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

従
前
の
高
校
に
在
籍
し
、
福
島
県
内
の
各
地
に
仮
設
さ
れ
た
「
サ
テ
ラ
イ
ト
校
」
に
通
う
こ
と
を
希
望
し
た
。
福
島
県
教
育
委
員
会
は
、
二
〇
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2011年4月19日付　福島県教育委員会提供資料（注15）をもとに作成

一
一
年
四
月
五
日
に
、
「
相
双
地
区
県
立
高
校
生
徒
の
学

習
機
会
の
確
保
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
書
を
生
徒
と
保
護

者
に
送
付
し
、
「
サ
テ
ラ
イ
ト
方
式
」
と
い
う
形
で
、
受

け
入
れ
側
の
「
サ
テ
ラ
イ
ト
協
力
校
」
の
空
き
教
室
や
体

育
館
な
ど
を
使
っ
て
授
業
を
行
う
方
法
を
説
明
し
た
。
そ

の
中
で
は
、
原
則
と
し
て
、
県
内
五
地
区
（
県
北
、
県
中
、

会
津
、
い
わ
き
、
相
双
各
地
区
）
ご
と
に
、
一
地
区
に
一
学

年
一
〇
名
の
希
望
者
が
出
れ
ば
開
設
す
る
と
し
た
。
四
月

に
新
学
期
が
は
じ
ま
り
、
そ
の
時
点
で
の
サ
テ
ラ
イ
ト
校

通
学
希
望
者
に
つ
い
て
、
希
望
者
が
出
さ
れ
た
県
南
地
区

を
含
め
て
そ
の
分
布
を
ま
と
め
た
も
の
が
図
5
で
あ
る
。

図
5
で
は
、
さ
ら
に
福
島
県
を
七
の
地
方
振
興
局
管
轄
に

区
分
し
、
そ
の
中
に
所
在
す
る
移
転
し
た
高
校
と
、
サ
テ

ラ
イ
ト
校
の
受
け
入
れ
先
協
力
校
に
つ
い
て
、
高
校
名
と

そ
の
位
置
を
示
し
た
。
ま
た
、
同
地
区
別
に
、
サ
テ
ラ
イ

ト
校
に
分
け
た
円
チ
ャ
ー
ト
で
示
し
、
生
徒
数
に
応
じ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

そ
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
。
図
5
か
ら
は
、
原
発
の
南

北
に
渡
る
、
い
わ
き
地
区
と
相
双
地
区
、
中
通
り
を
中
心

に
、
子
ど
も
た
ち
が
県
内
各
所
に
分
散
し
て
の
学
習
を
余

197 （197）



儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
サ
テ
ラ
イ
ト
校
で
は
、
生
徒
ら
が
部
活
動
で
の
練
習
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
教
科
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
は
教
員
数
が
確
保
で
き
ず
、
教
員
ら
が
各
地
区
の
サ
テ
ラ
イ
ト
校
を
日
替
わ
り
で
行
き
来
し
た
り
す
る
な
ど
、
負
担
も
大
き
い
と
い
う
。
ま

た
、
商
業
、
農
業
、
工
業
な
ど
の
職
業
系
高
校
は
、
実
験
や
実
習
な
ど
を
要
す
る
施
設
に
も
制
約
が
あ
り
、
転
校
処
置
と
は
別
の
困
難
が
伴
っ

た
。
と
は
い
え
、
子
々
孫
々
と
続
く
家
族
の
伝
統
に
基
づ
い
て
、
親
と
同
じ
学
校
を
卒
業
し
た
い
と
い
う
思
い
を
持
つ
世
帯
で
は
、
強
い
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
移
住
に
よ
っ
て
転
校
を
選
択
す
る
よ
り
も
、
サ
テ
ラ
イ
ト
校
で
卒
業
し
た
い
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
突

然
あ
と
に
し
た
土
地
、
学
校
へ
の
彼
ら
の
愛
着
の
強
さ
を
示
す
と
も
い
え
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
地
理
的
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
で
、

教
師
た
ち
が
頻
繁
な
空
間
移
動
を
果
た
し
、
生
徒
た
ち
は
時
に
ス
ペ
ー
ス
や
機
材
の
不
便
を
し
の
ぎ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
生
徒
た
ち
の
思
い
を

汲
む
形
で
日
々
運
営
さ
れ
て
い
る
サ
テ
ラ
イ
ト
校
の
現
状
が
、
そ
こ
に
か
か
わ
る
人
々
の
思
い
を
伴
っ
た
形
で
現
れ
て
く
る
。
今
後
、
長
期
に

わ
た
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
避
難
生
活
の
中
で
、
以
前
と
は
異
な
る
環
境
あ
る
い
は
状
況
下
で
学
習
せ
ざ
る
を
得
な
い
生
徒
、
そ
れ
を
支
え
る

教
員
ら
を
実
質
的
に
支
援
し
て
い
く
た
め
に
は
、
外
部
の
人
々
が
彼
ら
の
日
常
に
共
感
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
、
表
現
と
伝
達
方
法
が
重

要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
の
後
、
二
〇
二
年
九
月
三
〇
日
以
降
、
一
部
警
戒
区
域
が
解
除
さ
れ
る
な
ど
し
て
二
〇
～
一
年
度
い
っ
ぱ
い
で
サ
テ
ラ
イ
ト
校
実
施
を

終
了
し
、
二
〇
＝
一
年
度
の
新
学
期
か
ら
、
元
の
学
校
に
復
帰
し
た
り
、
点
在
し
て
い
た
サ
テ
ラ
イ
ト
校
を
集
約
し
、
集
約
先
付
近
の
旅
館
な

ど
に
生
徒
た
ち
の
寄
宿
舎
を
用
意
す
る
な
ど
し
て
、
再
び
新
た
な
体
制
で
新
年
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
高
校
も
あ
る
。
二
〇
＝
一
年
九
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

時
点
で
、
サ
テ
ラ
イ
ト
校
で
学
ぶ
高
校
生
在
籍
数
は
、
一
、
〇
九
五
人
で
あ
る
。
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③
小
中
学
生
の
区
域
外
就
学

　
こ
こ
か
ら
は
、
市
域
を
対
象
空
間
ス
ケ
ー
ル
と
し
、
い
わ
き
市
内
の
移
住
と
区
域
外
就
学
の
事
例
か
ら
、
避
難
地
域
と
ホ
ス
ト
ー
ゲ
ス
ト
関

係
を
考
え
て
い
き
た
い
。
い
わ
き
市
は
福
島
県
浜
通
り
の
最
南
端
に
あ
り
、
前
述
の
通
り
、
一
時
北
端
の
一
部
が
屋
内
退
避
区
域
に
指
定
さ
れ
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た
が
、
二
〇
一
～
年
四
月
二
二
日
に
解
除
さ
れ
た
。
福
島
第
一
原
発
が
あ
る
浜
通
り
に
あ
り
な
が
ら
、
他
地
区
と
比
し
て
線
量
が
低
い
こ
と
や
、

浜
通
り
の
気
候
、
生
活
習
慣
に
共
通
点
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
相
双
地
区
か
ら
の
避
難
者
が
多
く
流
入
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
治
体
機
能
の

移
転
（
図
4
）
に
伴
っ
て
、
会
津
地
方
や
県
外
に
一
度
は
転
居
し
た
も
の
の
、
気
候
や
生
活
習
慣
の
違
い
を
理
由
に
、
い
わ
き
市
に
や
っ
て
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
被
災
者
も
多
い
と
い
う
。
被
災
者
に
対
す
る
応
急
仮
設
住
宅
が
市
内
各
地
に
建
設
さ
れ
、
二
〇
一
二
年
九
月
七
日
時
点
で
、
三
、
四
七
二
戸

が
着
工
済
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
多
く
居
住
者
が
い
わ
き
市
外
か
ら
の
避
難
者
に
占
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
時
点
で
民
間
の
借
り
上
げ
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

宅
、
雇
用
促
進
住
宅
、
教
員
住
宅
に
も
、
二
、
九
三
〇
世
帯
、
八
、
一
九
五
人
が
「
仮
住
ま
い
」
を
し
て
い
る
。

　
二
〇
＝
一
年
八
月
三
一
日
時
点
で
、
い
わ
き
市
へ
の
避
難
者
は
、
双
葉
郡
八
町
村
の
小
計
一
一
二
、
八
二
九
人
、
南
相
馬
市
七
九
八
人
、
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

市
三
四
人
、
川
俣
町
三
人
、
飯
館
村
一
七
人
の
合
計
二
三
、
六
八
一
人
に
上
る
。
先
に
述
べ
た
、
サ
テ
ラ
イ
ト
高
校
の
い
わ
き
市
内
に
お
け
る

在
籍
者
数
は
、
三
二
六
人
に
の
ぼ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
い
わ
き
市
教
育
委
員
会
は
、
学
校
教
育
法
施
行
令
に
基
づ
く
区
域
外
就
学
の
制
度
を
利
用
し
た
避
難
者
の
小
中
学
校
へ
の
就
学
事
務
を
行
っ

て
い
る
。
聞
き
取
り
と
資
料
収
集
の
た
め
一
一
〇
＝
年
八
月
中
旬
、
再
度
訪
れ
た
教
育
委
員
会
庁
舎
の
芸
事
で
は
、
二
学
期
を
前
に
、
子
ど
も

の
転
入
手
続
き
に
訪
れ
る
保
護
者
へ
の
対
応
を
し
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
た
。

　
い
わ
き
市
で
は
一
部
を
除
き
、
通
常
よ
り
遅
れ
て
、
二
〇
一
一
年
四
月
一
八
日
に
新
学
期
を
開
始
し
た
。
震
災
と
原
発
事
故
の
影
響
を
考
慮

し
て
、
教
員
の
人
事
異
動
は
延
期
さ
れ
た
。
四
月
二
二
日
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
警
戒
区
域
が
見
直
さ
れ
、
い
わ
き
市
北
端
の
一
部
も
含
ま

れ
て
い
た
屋
内
退
避
区
域
が
解
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
よ
り
詳
細
な
検
討
に
基
づ
き
、
「
警
戒
区
域
」
「
計
画
的
避
難
区
域
」
「
緊
急
時
避
難
準

備
区
域
」
に
再
区
分
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
図
6
は
、
い
わ
き
市
内
の
小
中
学
校
に
お
い
て
、
区
域
外
就
学
を
し
た
相
双
地
区
に
住
民
票
を
置
く
児
童
生
徒
数
に
つ
い
て
、
二
〇
一
一
年

度
四
月
、
八
月
、
そ
し
て
、
二
〇
＝
一
年
度
四
月
、
九
月
に
わ
け
、
そ
の
推
移
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
グ
ラ
フ
の
左
端
を
い
わ
き
市

が
あ
る
南
側
、
右
端
へ
向
か
う
ほ
ど
自
治
体
が
北
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
、
い
わ
き
市
中
心
部
の
平
地
区
に
あ
る
、
い
わ
き
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市
役
所
か
ら
各
市
役
所
・
町
役
場
ま
で
の
お
お
よ
そ
の
距
離
を
数
値
で
示
し

た
。
福
島
第
～
原
発
は
、
大
熊
町
と
双
葉
町
に
ま
た
が
っ
て
位
置
す
る
。

　
こ
の
図
か
ら
既
に
、
二
〇
＝
年
四
月
の
新
学
年
度
開
始
前
か
ら
、
同
原

発
南
側
の
楢
葉
町
、
富
岡
町
な
ど
か
ら
、
一
〇
〇
人
を
超
え
る
児
童
、
生
徒

に
対
し
て
区
域
外
就
学
の
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

後
、
新
学
期
が
少
々
遅
れ
て
開
始
さ
れ
た
後
、
い
わ
き
市
へ
の
避
難
者
の
増

加
と
と
も
に
、
同
年
八
月
ま
で
、
軒
並
み
い
わ
き
市
内
で
就
学
す
る
避
難
児

童
、
生
徒
が
三
倍
近
く
に
増
加
し
た
。

　
こ
の
間
、
い
わ
き
市
内
で
も
、
地
震
、
津
波
な
ど
に
よ
り
閉
校
す
る
学
校

や
、
市
内
の
他
校
に
間
借
り
し
て
い
る
学
校
が
あ
っ
た
中
、
さ
ら
に
、
こ
う

し
た
児
童
、
生
徒
を
受
け
入
れ
る
対
応
に
あ
た
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

児
童
、
生
徒
が
通
学
し
て
い
た
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
教
職
員
に
対
し
て
、

出
身
市
町
の
学
校
と
い
わ
き
市
公
立
学
校
教
員
と
し
て
併
任
の
発
令
が
な
さ

れ
、
受
け
持
っ
て
い
た
児
童
、
生
徒
の
様
子
を
確
認
し
て
ま
わ
る
な
ど
の
巡

回
指
導
に
あ
た
っ
た
。
い
わ
き
市
教
育
委
員
会
に
よ
れ
ば
、
高
校
受
験
を
控

え
た
中
学
三
年
生
の
学
習
の
遅
れ
に
つ
い
て
、
保
護
者
か
ら
懸
念
の
声
が
あ

　
　
　
　
　
⑭

が
つ
た
と
い
う
。
ま
た
、
転
入
し
て
き
た
生
徒
の
中
に
は
、
新
た
な
学
校
の

制
服
や
体
操
着
で
は
な
く
、
元
の
学
校
の
も
の
を
着
用
し
た
い
と
い
う
生
徒

も
い
た
と
い
う
。
多
感
な
時
期
に
、
前
触
れ
も
な
く
郷
里
を
あ
と
に
し
、
友
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人
と
も
離
れ
ば
な
れ
に
な
り
な
が
ら
、
新
た
な
地
区
、
学
校
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
強
い
戸
惑
い
を
感
じ
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。

　
そ
の
後
、
同
年
九
月
三
〇
日
に
、
他
の
種
別
の
警
戒
区
域
等
に
含
ま
れ
な
い
、
楢
葉
町
、
南
相
馬
市
の
「
部
、
広
野
町
全
域
ほ
か
が
対
象
と

な
る
「
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
」
が
解
除
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
一
部
の
住
民
が
帰
還
、
ま
た
は
そ
の
準
備
の
た
め
に
よ
り
近
く
の
い
わ
き

市
へ
の
移
住
や
暫
時
定
住
を
決
め
る
な
ど
し
、
仮
設
住
宅
や
み
な
し
仮
設
の
提
供
も
増
え
る
こ
と
で
、
出
身
自
治
体
ご
と
に
、
区
域
外
就
学
を

す
る
子
ど
も
た
ち
の
数
も
変
動
し
た
。
年
度
を
ま
た
い
で
い
る
た
め
、
卒
業
と
入
学
に
よ
る
増
減
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
前
年
度

と
比
し
て
、
「
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
」
の
適
用
が
解
除
さ
れ
た
広
野
町
や
楢
葉
町
、
南
相
馬
市
か
ら
の
児
童
生
徒
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。

他
方
、
依
然
と
し
て
放
射
線
量
が
高
く
、
近
い
将
来
に
帰
還
を
望
め
な
い
と
い
う
方
針
が
報
道
な
ど
で
示
さ
れ
た
大
熊
町
や
双
葉
町
や
浪
江
町

な
ど
で
は
、
「
町
外
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
を
作
る
構
想
も
持
ち
上
が
っ
て
い
る
。
図
6
に
お
い
て
も
、
避
難
生
活
、
仮
住
ま
い
の
生
活
の
長
期
化

が
見
込
ま
れ
る
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
か
ら
転
入
し
た
児
童
生
徒
数
の
増
加
が
顕
著
で
あ
る
。

　
福
島
第
一
原
発
を
境
に
、
警
戒
区
域
が
設
定
さ
れ
、
常
磐
自
動
車
道
や
J
R
常
磐
線
（
広
野
～
原
ノ
町
、
相
馬
～
亘
理
）
で
は
、
立
ち
入
り
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
区
間
が
含
ま
れ
た
り
、
復
旧
の
見
通
し
が
た
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ア
ク
セ
ス
が
低
下
し
、
南
北
の
往
来
に
支
障
が

で
て
い
る
。
福
島
第
一
原
発
を
境
に
南
北
で
区
域
外
就
学
を
し
た
児
童
生
徒
総
数
に
も
違
い
が
顕
著
で
あ
る
が
、
南
北
の
ア
ク
セ
ス
の
悪
さ
を

も
っ
て
し
て
も
、
同
原
発
よ
り
北
部
の
自
治
体
か
ら
流
入
す
る
子
ど
も
た
ち
が
多
い
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
前
述
の

通
り
、
観
測
さ
れ
た
放
射
線
量
の
低
さ
や
、
～
度
、
会
津
地
方
や
県
外
に
避
難
し
た
世
帯
が
、
岡
じ
浜
通
り
で
生
活
習
慣
や
気
候
な
ど
、
よ
り

郷
里
と
近
い
環
境
を
望
ん
で
、
い
わ
き
市
に
転
住
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
反
映
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
と
土
地
と
の
つ

な
が
り
や
関
係
性
を
よ
り
ロ
ー
カ
ル
な
空
間
ス
ケ
ー
ル
で
捉
え
た
か
ら
こ
そ
分
析
し
う
る
現
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

複
合
的
な
災
害
で
、
心
理
的
に
も
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
た
児
童
・
生
徒
ら
へ
の
ケ
ア
が
叫
ば
れ
る
中
、
避
難
と
離
散
に
伴
っ
て
、
転
校
、
移
住
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を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
実
態
を
把
握
し
、
そ
こ
で
生
じ
う
る
、
ま
た
実
際
に
生
じ
て
い
る
課
題
の
解
決
策
を
負
い
出
す
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
外
部
者
に
対
し
て
彼
ら
の
地
理
的
想
像
力
を
ど
の
よ
う
に
し
て
喚
起
さ
せ
る
べ
き
か
、
そ
れ
は
、
現
象
ス
ケ
ー

ル
の
重
層
性
や
、
災
害
の
複
合
性
、
避
難
の
複
雑
性
等
に
配
慮
し
た
上
で
の
実
践
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
ホ
ス
ト
！
ゲ
ス
ト
関
係
が

否
応
無
く
生
じ
る
中
長
期
型
の
避
難
の
空
間
で
は
、
受
け
入
れ
る
側
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
、
着
の
身
着
の
ま
ま
の
移
住
を
強
い
ら
れ
た
ゲ
ス
ト

側
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
間
の
軋
礫
な
ど
が
従
前
の
例
に
も
み
ら
れ
、
実
際
に
い
わ
き
市
内
で
も
同
様
の
問
題
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た

社
会
関
係
の
問
題
に
配
慮
し
つ
つ
、
前
述
の
教
育
の
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
照
ら
し
た
安
定
し
た
学
習
環
境
の
提
供
が
求
め
ら
れ
る
。

　
同
時
に
、
学
校
は
移
住
に
伴
う
ホ
ス
ト
と
ゲ
ス
ト
問
関
係
の
橋
渡
し
に
大
き
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
場
所
で
も
あ
る
。
酒
川
茂
の
地
理
学
的

　
⑮

論
考
な
ど
に
照
ら
せ
ば
、
地
域
の
小
中
学
校
は
、
児
童
・
生
徒
だ
け
で
な
く
、
親
・
親
類
が
様
々
な
学
校
活
動
を
通
じ
て
、
地
域
社
会
や
近
隣

と
か
か
わ
り
を
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
拠
点
的
な
機
能
を
有
し
て
い
る
。
転
居
し
た
避
難
世
帯
の
多
く
は
、
新
た
な
移
転
・
避
難
先
の
学
校
に

お
い
て
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
迎
え
ら
れ
、
そ
こ
を
一
つ
の
拠
点
／
ハ
ブ
と
し
て
新
た
な
関
係
性
を
構
築
し
う
る
。
そ
し
て
、
地
域
の
学
校

は
、
避
難
者
た
ち
が
、
地
元
の
情
報
を
得
る
な
ど
し
て
生
活
の
安
定
化
を
は
か
る
た
め
の
き
っ
か
け
を
つ
か
む
場
所
や
拠
点
の
ひ
と
つ
に
も
位

麗
づ
け
ら
れ
る
。
子
ど
も
を
持
た
な
い
避
難
者
に
対
し
て
も
、
親
戚
関
係
や
知
人
、
友
人
を
通
じ
て
、
学
校
行
事
に
参
加
す
る
な
ど
の
き
っ
か

け
と
も
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
か
か
わ
り
や
、
つ
な
が
り
づ
く
り
に
お
い
て
、
学
校
は
潜
在
的
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
ま
た
、
ひ
と

え
に
学
校
と
い
っ
て
も
、
通
学
圏
や
教
育
委
員
会
の
管
轄
な
ど
も
異
な
り
、
地
理
学
的
に
み
れ
ば
、
か
か
わ
り
の
空
間
ス
ケ
ー
ル
も
異
な
っ
て

い
る
こ
と
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
前
章
で
示
し
た
通
り
、
我
が
国
の
学
校
は
避
難
所
と
し
て
の
大
き
な
役
割
か
ら
、
転
入
生
や
避
難
者
の
受
け
入
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
拠
点

と
し
て
の
役
割
ま
で
も
期
待
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
学
校
が
果
た
し
た
機
能
、
役
割
、
そ
し
て
課
題
を
今
図
の
教
訓
と
し
て
整
理
し
、

明
ら
か
に
し
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
①
国
際
緊
急
人
道
支
援
の
分
野
で
、
教
育
復
興
に
つ
き
調
査
研
究
を
進
め
て
き
た
　
　
内
海
成
治
京
都
女
子
大
学
教
授
の
御
助
需
と
御
協
力
を
得
つ
つ
現
地
調
査
を
実
施
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し
た
。

②
例
え
ば
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
社
連
盟
（
I
F
R
C
）
の
「
≦
o
甑
α

　
∪
『
器
8
同
力
Φ
8
答
」
、
民
間
支
援
組
織
（
≦
ω
δ
壽
ω
畏
。
無
）
、
米
ニ
ュ
…
ヨ
ー
ク

　
タ
イ
ム
ズ
紙
、
英
国
放
送
協
会
（
B
B
C
）
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組

　
「
鵠
o
H
榔
。
ロ
」
な
ど
の
活
動
、
報
道
に
協
力
し
た
。

③
総
務
省
が
設
立
し
た
全
国
避
難
者
情
報
シ
ス
テ
ム
（
簿
貫
＼
＼
芝
毛
ξ
ω
8
ヨ
F

　
ひ
Q
o
甘
＼
ヨ
Φ
甕
1
ξ
o
房
盲
＼
謹
上
。
活
磐
け
＼
鉱
艮
遷
O
卜
。
』
O
O
O
。
。
N
げ
嘗
【
）
。

④
　
「
福
島
県
か
ら
の
☆
自
主
避
難
者
と
し
て
生
き
る
」
（
鐸
8
ミ
＼
鋤
日
①
芝
ρ

　
壱
＼
ゴ
B
p
。
巳
・
8
畠
＼
）
や
「
福
島
県
避
難
者
支
援
プ
ロ
グ
」
（
葺
ε
＼
＼
営
震
四
’
屋
’

　
巨
8
口
．
o
o
甘
＼
費
ざ
。
。
ぼ
筥
盤
一
続
碧
＼
）
な
ど
が
あ
る
。

⑤
多
田
忠
義
「
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
「
応
急
住
家
」
の
供
給
実
態
と
「
み
な

　
し
仮
設
」
の
課
題
」
、
農
中
総
研
調
査
と
情
報
、
三
一
考
、
二
〇
～
二
年
、
一
四

　
～
一
五
頁
（
窪
8
”
＼
＼
看
≦
慈
．
ρ
g
鋳
？
o
o
8
－
す
冨
コ
b
お
＼
ロ
の
巽
＼
8
男
臼
。
口
＼
≦
Φ
乱

　
臨
ρ
甘
口
冨
臼
卜
。
O
富
O
刈
嵩
1
一
瓜
ミ
）
。

⑥
原
発
事
故
後
、
さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
に
避
難
し
た
避
難
者
が
、
二
〇

　
一
一
年
三
月
置
〇
日
以
降
、
廃
校
で
あ
っ
た
同
校
舎
内
に
避
難
し
た
。

⑦
千
葉
県
の
デ
ー
タ
は
分
類
さ
れ
な
い
ま
ま
報
告
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、

　
分
析
の
際
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

⑧
文
部
科
学
省
「
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
幼
児
児
童
生
徒
の
学
校
に
お

　
け
る
受
入
れ
状
況
に
つ
い
て
」
（
二
〇
｝
二
年
五
月
…
臼
現
在
〉
（
馨
6
文
＼
冒
薫
系

　
ヨ
Φ
×
茜
。
な
＼
び
ー
ヨ
①
8
＼
9
q
匹
2
＼
認
＼
8
＼
お
b
。
し
。
8
㊤
．
葺
ヨ
）
。

⑨
中
等
教
育
学
校
（
前
期
・
後
期
）
、
特
別
支
援
学
校
（
幼
稚
部
～
高
等
部
）
を

　
含
む
。

⑩
避
難
者
総
数
は
、
復
興
庁
「
震
災
に
よ
る
避
難
者
の
避
難
場
所
別
人
数
調
査
」

　
等
を
基
に
福
島
県
が
取
り
ま
と
め
た
も
の
。

⑪
　
福
島
県
災
害
対
策
本
部
門
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
被

　
害
状
況
即
報
（
第
七
一
六
報
）
扁
（
二
〇
一
二
年
九
月
一
一
日
付
）
（
ロ
埠
や
＼
＼

　
妻
萎
≦
頁
旦
鍵
窪
。
。
甑
ヨ
8
0
＼
圃
＼
富
ε
早
ω
o
ざ
ぎ
ミ
δ
×
【
ω
）
。

⑫
国
は
、
避
難
住
民
に
係
る
事
務
を
避
難
先
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
処
理
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
の
特
例
を
設
け
た
法
律
「
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子

　
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
避
難
住
民
に
係
る
事
務
処
理

　
の
特
例
及
び
住
所
移
転
者
に
係
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
八
月
十

　
工
日
法
律
第
九
十
八
号
）
」
を
公
布
し
、
特
別
処
遣
を
図
っ
た
。

⑬
文
部
科
学
副
大
臣
発
通
知
エ
エ
文
科
第
一
七
一
四
号
（
二
〇
コ
年
三
月
一

　
四
日
差
）
（
窪
8
h
＼
＼
ξ
ヨ
二
丁
①
算
頓
。
甘
＼
F
ヨ
①
目
＼
ま
民
。
螺
＼
吋
ω
＼
O
ω
＼
窮
O
ω
①
農
1

　
8
ω
メ
算
巨
）
。

⑭
文
部
科
掌
省
初
等
中
等
教
育
局
事
務
連
絡
「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
り

　
被
災
し
た
児
童
生
徒
等
の
公
立
学
校
へ
の
弾
力
的
な
受
入
れ
等
に
関
す
る
Q
＆
A

　
の
送
付
に
つ
い
て
」
（
二
〇
一
一
年
三
月
工
四
日
付
）
（
馨
ε
”
＼
＼
胸
毛
≦
．
ヨ
①
×
け
ね
。
．

　
甘
＼
P
ヨ
Φ
巖
＼
ω
餌
蒔
呂
。
ぎ
二
＼
。
・
〈
2
隆
〉
ω
O
お
露
葺
ヨ
）
。

⑮
福
島
県
教
育
委
員
会
提
供
資
料
（
二
〇
＝
年
四
月
「
九
臼
付
）
（
二
〇
＝

　
年
八
月
一
七
目
に
福
島
県
教
育
庁
い
わ
き
教
育
事
務
所
よ
り
複
写
入
手
）
。

⑯
　
入
手
で
き
た
デ
…
タ
時
点
で
は
、
希
望
者
の
人
数
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
後
の
事

　
情
で
年
度
内
に
変
化
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑰
高
橋
正
人
福
島
県
教
育
庁
い
わ
き
教
育
事
務
所
長
（
当
時
）
へ
の
聞
き
取
り

　
（
工
〇
一
一
年
八
月
一
七
日
）
。

⑱
前
掲
注
⑰
。

⑲
福
島
県
教
育
庁
高
校
教
育
費
提
供
資
料
（
二
〇
＝
年
八
月
一
七
B
に
福
島
県

　
教
育
庁
い
わ
き
教
育
事
務
所
よ
り
複
写
入
手
）
。

⑳
い
わ
き
市
災
害
対
策
本
部
週
報
（
二
〇
＝
一
年
九
月
＝
一
日
付
）
（
算
6
”
＼
＼

　
≦
芝
≦
9
蔓
写
p
・
賦
．
盗
癖
。
。
げ
ぎ
餌
な
＼
陣
融
。
≧
ぴ
篇
」
鷺
曽
＼
一
日
簿
韓
巨
1
＼
ヨ
h
o
＼
讐
7

　
ひ
q
ゆ
§
這
8
一
鱒
も
亀

⑳
前
掲
注
⑳
。

⑫
前
掲
注
⑳
。
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⑬
　
学
校
教
育
法
施
行
令
第
九
条
（
昭
和
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
政
令
第
三
百
四

　
十
号
）
。

⑳
　
い
わ
き
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
へ
の
聞
き
取
り
（
二
〇
一
一
年
六
月
三
〇

　
日
）
。

⑳
　
酒
煩
茂
『
地
域
社
会
に
お
け
る
学
校
の
拠
点
性
㎏
古
今
書
院
、

二
〇
〇
四
年
。
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む
す
び
に
か
え
て

　
災
害
に
よ
る
緊
急
避
難
、
そ
し
て
よ
り
中
長
期
的
な
避
難
、
さ
ら
に
移
住
は
全
て
、
物
理
的
な
空
間
の
移
動
現
象
で
あ
る
。
自
ら
の
意
に
反

し
た
空
間
的
移
動
に
は
ス
ト
レ
ス
が
伴
う
。
ま
し
て
や
、
親
し
ん
だ
土
地
を
離
れ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
突
如
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
構
築
し
て

き
た
人
間
関
係
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
物
理
的
に
引
き
裂
く
よ
う
な
移
動
は
と
り
わ
け
、
大
き
な
苦
痛
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
本
稿
で
扱

っ
た
三
・
一
】
複
合
災
害
で
は
、
福
島
第
一
原
発
に
お
け
る
状
況
の
悪
化
と
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
「
風
評
」
が
、
人
々
の
移
動
に
伴
う
意
思
決

定
、
そ
の
様
相
、
痛
み
を
さ
ら
に
複
雑
化
さ
せ
た
。
災
害
に
よ
る
移
住
は
、
緊
急
時
の
一
時
的
な
避
難
に
は
じ
ま
り
、
「
み
な
し
仮
設
」
を
含

む
応
急
的
な
住
宅
に
お
け
る
中
長
期
的
な
避
難
、
そ
し
て
帰
還
や
、
も
し
く
は
高
台
や
新
天
地
な
ど
へ
の
移
転
に
至
る
ま
で
の
長
い
プ
ロ
セ
ス

を
要
す
る
。
本
稿
で
示
し
た
事
例
か
ら
は
、
緊
急
時
の
一
時
避
難
に
お
い
て
も
、
短
期
聞
の
う
ち
に
複
数
回
の
避
難
先
の
変
更
を
迫
ら
れ
た

人
々
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

　
本
稿
は
、
東
日
本
大
震
災
と
原
発
事
故
に
よ
る
避
難
空
間
の
実
態
に
つ
い
て
、
親
類
の
被
災
や
自
主
避
難
の
受
け
入
れ
を
経
験
し
た
筆
者
自

身
の
体
験
も
交
え
、
地
理
学
的
視
点
か
ら
そ
の
一
端
を
再
構
成
し
て
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
以
前
か
ら
関
心
が
あ
り
、
研
究
し
て
き
た
難
民
の

移
住
や
ホ
ス
ト
社
会
側
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
慎
重
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
災
害
に
よ
っ
て
移
住
を
強
い
ら
れ
た
人
々
の
実
態

の
空
間
的
な
把
握
を
試
み
た
。
長
期
化
す
る
避
難
に
よ
り
、
県
内
外
に
移
転
し
た
行
政
機
能
や
、
被
災
者
の
実
態
を
空
間
的
に
分
析
す
る
中
で
、

子
ど
も
た
ち
が
転
校
や
サ
テ
ラ
イ
ト
校
で
の
学
習
に
よ
っ
て
、
不
安
定
な
環
境
に
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
空
間
ス
ケ
ー
ル
を
県
内
、
そ
し
て

ホ
ス
ト
す
る
側
の
市
内
へ
の
流
入
と
い
う
視
点
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
中
長
期
的
避
難
の
実
態
を
見
る
と
き
、
そ
の
様
相
も
刻
々
と
変
化
し
て



三・一一一・r・一複合災害における避難の地理空間（小田）

い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

　
変
化
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
転
居
、
転
校
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
出
会
い
と
別
れ
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
理
的
想
像
力
を
発
揮

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
空
間
（
の
移
動
）
が
も
た
ら
す
社
会
、
人
々
へ
の
影
響
の
諸
相
に
対
し
て
も
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
働
か

せ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
福
島
県
内
外
の
避
難
と
い
わ
き
市
で
の
事
例
を
通
じ
て
、
災
害
と
避
難
空
間
の
マ
ク
ロ
な
構
造
と
、
そ
こ
で
の
個

人
的
体
験
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
経
験
の
双
方
を
重
ね
合
わ
せ
て
再
構
成
す
る
こ
と
で
、
断
片
的
な
報
道
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
、
避
難
空
間
の
い

く
つ
か
の
姿
を
提
示
し
た
。
移
民
研
究
に
お
い
て
は
、
移
住
者
の
生
の
声
や
、
そ
う
し
た
人
々
を
受
け
入
れ
る
側
の
ホ
ス
ト
社
会
の
反
応
に
つ

い
て
の
蓄
積
も
多
い
。
本
稿
で
は
扱
え
な
か
っ
た
が
、
今
後
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
避
難
を
め
ぐ
っ
て
も
、
同
様
の
課
題
を
究
明
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
既
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
避
難
者
と
受
け
入
れ
側
社
会
と
の
軋
礫
や
、
町
外
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
設
置
に
か

か
る
諸
課
題
を
見
い
出
す
こ
と
も
、
広
い
意
味
で
の
地
理
学
的
知
見
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
繰
り
返
し
述
べ
た
通
り
、
三
・
一
一
複
合
災
害
に
お
け
る
空
間
ス
ケ
ー
ル
の
重
層
性
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
地
図
化
、
可
視
化
に
よ
る
マ

ク
ロ
な
構
造
の
把
握
と
、
聞
き
取
り
な
ど
に
よ
る
ミ
ク
ロ
な
体
験
を
記
録
す
る
作
業
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
地
理
学
的
な
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
そ

見
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
災
地
か
ら
粛
呈
的
に
離
れ
た
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
大
災
害
が
遠
い
他
所
で
の
話
と
し
て
消
費
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
を
圏
避
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
自
己
と
他
者
と
い
う
二
元
論
を
乗
り
越
え
て
、
遠
く
の
人
々
の
苦
し
み

を
、
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
共
有
す
る
感
覚
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
東
日
本
大
震
災
と
そ
の
後
の
経
過
が
示
す
教
訓
で
あ
り
今
後
取
り
組

む
べ
き
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
情
報
・
知
識
の
受
け
手
で
あ
る
外
部
者
が
、
そ
れ
ら
を
一
過
性
か
つ
断
片
的
に
消
費
・
消
化
す

る
の
で
は
な
く
、
空
間
的
に
は
離
れ
て
い
て
も
、
心
理
的
に
寄
り
添
い
、
実
践
と
し
て
何
ら
か
の
形
で
行
動
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
に
彼
ら
に

地
理
的
想
像
力
を
喚
起
し
、
両
者
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
に
期
待
さ
れ
る
役
割
で
あ
る
。
こ
れ
は
災
害
時
に
限
ら

な
い
が
、
東
B
本
大
震
災
で
の
経
験
は
、
「
収
奪
型
」
の
調
査
研
究
を
越
え
、
被
災
者
に
寄
り
添
い
、
被
災
し
た
土
地
や
人
々
と
外
部
者
を
結

ぶ
媒
介
者
と
し
て
の
役
割
、
そ
し
て
地
理
的
想
像
力
を
よ
り
切
実
な
も
の
と
し
て
、
改
め
て
あ
ぶ
り
だ
し
て
み
せ
た
。
筆
者
自
身
、
被
災
地
域
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の
内
部
者
で
あ
り
な
が
ら
、
外
部
の
研
究
者
と
し
て
往
還
し
、
葛
藤
し
な
が
ら
、
期
せ
ず
し
て
地
理
的
想
像
力
の
紡
ぎ
手
の
一
端
を
担
っ
た
。

結
果
、
筆
者
ら
に
よ
る
、
こ
の
地
理
的
想
像
力
を
内
外
に
喚
起
さ
せ
る
取
り
組
み
は
、
い
く
つ
か
の
被
災
者
支
援
の
実
践
と
し
て
成
立
し
て
い

っ
た
。

　
二
〇
＝
年
の
暮
れ
、
本
稿
で
扱
っ
た
被
災
地
の
子
ど
も
た
ち
の
状
況
を
知
っ
た
東
京
の
大
学
生
ら
が
、
相
双
地
区
か
ら
区
域
外
就
学
を
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
児
童
、
生
徒
が
多
く
通
う
、
い
わ
き
市
の
小
中
学
校
で
の
学
習
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
た
。
短
い
時
間
で
は
あ
っ
た
が
、
被
災
を
し

た
子
ど
も
た
ち
や
、
そ
れ
を
支
え
る
教
師
た
ち
と
の
触
れ
合
い
を
通
じ
て
、
学
生
ら
は
さ
ら
に
活
動
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
準
備
を
続
け
て
い
る
。

　
遡
っ
て
二
〇
　
一
年
～
○
月
末
に
は
、
い
わ
き
市
で
仮
設
住
宅
が
多
く
建
設
さ
れ
た
中
央
台
地
区
に
あ
る
小
中
学
校
に
元
関
脇
・
高
見
山
大

五
郎
氏
と
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
金
メ
ダ
リ
ス
ト
の
ク
リ
ス
テ
ィ
・
ヤ
マ
グ
チ
氏
が
ダ
ン
サ
ー
や
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
な
ど
一

四
人
制
ら
な
る
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ア
ロ
ハ
親
善
訪
問
団
」
を
率
い
て
訪
れ
、
避
難
生
活
を
送
る
子
ど
も
た
ち
と
の
交
流
会
が
開
か
れ
た
。
複

合
災
害
に
耐
え
生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
、
歌
と
踊
り
で
少
し
で
も
笑
顔
を
も
た
ら
そ
う
と
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
日
系
人
ら
が
運
営
す
る
N

P
O
が
、
「
東
日
本
大
震
災
救
済
基
金
」
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
後
以
前
か
ら
親
交
の
あ
っ
た
筆
者
ら
と
調
整
を
進
め
、
同
年
の
夏
頃
か
ら
企
画

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
被
災
者
の
苦
境
に
何
ら
か
の
形
で
か
か
わ
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
芽
生
え
た
、
地
域
、
国
を
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

え
た
支
援
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
が
り
に
は
、
避
難
空
間
を
め
ぐ
る
新
た
な
つ
な
が
り
の
展
開
を
粘
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、

空
間
的
に
遠
く
離
れ
た
土
地
の
人
々
が
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
発
揮
し
て
、
共
感
し
、
行
動
し
た
地
理
的
想
像
力
の
産
物
と
言
え
ま
い
か
。
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東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
半
が
経
ち
、
「
風
評
」
に
翻
弄
さ
れ
た
土
地
の
人
々
か
ら
は
、
自
分
た
ち
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
と
「
風
化
」
を

心
配
す
る
声
が
聞
か
れ
る
。
依
然
、
筆
者
は
そ
の
土
地
を
「
被
災
地
」
「
研
究
対
象
地
域
」
「
フ
ィ
ー
ル
ド
」
な
ど
と
称
す
る
こ
と
に
対
し
て
居

心
地
の
悪
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
そ
こ
へ
度
々
足
を
運
ん
で
い
る
。
こ
の
複
合
被
災
を
契
機
に
、
地
理
学
研
究
者
と
し
て
災
害
に
向
き
合
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
な
っ
た
筆
者
に
と
っ
て
、
東
北
沿
岸
の
街
と
人
々
へ
の
思
い
と
そ
の
か
か
わ
り
は
、
「
風
化
」
す
る
ど
こ
ろ
か
強
ま
る
一
方
で
あ
る
。



①
い
わ
き
明
星
大
学
他
が
実
施
し
て
き
た
「
子
ど
も
の
学
び
サ
ポ
ー
タ
ー
」
事
業

　
に
参
画
し
て
実
施
し
た
も
の
。

②
拙
稿
「
つ
な
が
り
、
ひ
ろ
が
る
、
ポ
ス
ト
三
・
二
の
都
市
間
関
係
を
考
え
る

一
教
訓
の
共
有
と
継
承
に
向
け
て
」
、
全
国
市
長
会
編
『
都
市
の
連
携
と
新
し

い
公
共
一
東
日
本
大
震
災
で
見
え
た
「
絆
」
の
可
能
性
輪
第
七
四
回
全
国
都
市

問
題
会
議
文
献
集
、
全
国
市
長
会
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
四
～
一
七
八
頁
。

［
付
記
］
　
本
稿
で
の
調
査
に
際
し
、
関
係
行
政
機
関
や
学
校
関
係
者
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
に
並
々
な
ら
ぬ
御
協
力
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
執
筆
に
あ
た
り
、

校
閲
者
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
や
学
友
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
多
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
稿
の
骨
子
と
な
る
調
査
研
究
に

は
、
平
成
二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
個
代
表
内
海
成
治
）
及
び
平
成
二
三
年
度
お
茶
の
水
女
子
大
学
学
内
共
同
研
究
費
（
代
表
水
野

勲
）
の
一
部
を
使
用
し
た
。
こ
こ
で
典
拠
と
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
全
て
、
校
閲
時
の
二
〇
＝
一
年
一
一
月
一
〇
日
時
点
を
最
終
閲
覧
日
と
す
る
。
ま
た
、

距
離
・
薗
積
は
メ
ー
ト
ル
法
で
表
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
）

三・一一一・一複合災害における避難の地理空間（小田）
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6encTBva”，　B　uacTHocTv（　3acyxa，　rpa）KAaHcKafl　BoitHa，　pa3pymeHu［e

KPeCT5fiHCK」（［X　XO3fiP｛CTB　Vf3－3a　TIPOBeJICeH」｛E　CYPOBOva　llPOJIII）a3BePCTKPI，

He耳oo耳eHKa　pa3Mepa　va　Mac田Ta60B　HaμB斑raK）珊ethcfi　Tp＆re几斑班・Ho　cJleJlyeτ

llo6aBviTb町。　omva60gHble　oTBeTHb亙e　MepoHp朋T朋CoBeTcKoro
IIPaBVITenbCTBa，　｝leCOMHeHHO，　YBeJI」IZIanV（　）KePTBbl　rOllOJIa．　B　CaMOM　Relle

HepoccvathcKvle　nepvltpepv｛pf，　KaK　5amutKv｛pvtsl，　IlyBamcKaE　0611acT6　vE　T．　n．

Hap瓢y　c　HoBo」1ヨKbeM　B　BblcllleVa　cTer【eHレ［c瑚正・Ho　llocTpaptlaJlv｛oT　3acyxva

1921　r．　pi　clleMoBaTenbHo　TaM　Tpare／lvisi　6buia　caMoth　ocTpota．　1？1　TaM

3HagurenbHylo　lloMoxxb　ronaEaromvaM　oKa3axva　3apy6emable　6paroTBollsHble

opra｝lp13allvm，　plcwlrorlvaTenbHo　APA，　KoTopble　6bulva　BblHyxqHbl　pa60TaTb　c

HepEoBeppfeM　oT　CoBeTcKoro　rrpaBvaTenbcTBa．　B　gToth　CTaTbe　ur3no）KeHo

co311aBmeecfi　noEo）KeHvae　Bemeta　roftona　1921－1922　rT．　Hput　ycrroBvapf

BBejl［e｝IVfSI　Hgfia．

　The　Geographical　Space　of　Evacuation：　A　Record　of　Field

Experience　and　Practices　from　the　Multiple　Disasters　of　2011

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Northeastem　Japan

by

ODA　Takashi

　　This　study　discusses　the　geographical　space　of　evacuation　and

displacement　in　northeastern　Japan　fo11owing　the　multiple　disasters　caused

by　the　Great　East　Japan　Earthquake　（magnitude　’9．0）　on　March　ll，　2ell　from

the　viewpoint　of　the　author　as　a　geographer　who　has　personal　connections

with　the　affected　areas．　The　author　grew　up　in　lwaki　City，　Fukushima

Prefecture，　an　area　that　was　affected　by　multiple　predicaments，　including　the

damaging　effects　of　the　earthquake，　the　tsunarni，　and　the　accideRts　of

Fukushima　Daiichi　Nuclear　Power　Plant．　Some　of　the　author’s　family

members　had　to　evacuate　their　home　temporarily，　and　they　spent　time　with

him　and　other　relatives　in　Tokyo．　Additionally，　the　author　spent　many　years

in　Sendai　City，　Miyagi　Prefecture，　during　his　undergraduate　and　graduate

years．

　　Drawing　ok　such　persona1　experience　and　previous　academic　interests　in

migration，　displacement，　and　education　for　children　in　the　discipline　of
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geography，　the　author　engaged　in　personal　and　academlc　practices　to　assist

in　the　response　to　and　recovery　of　the　affected　areas．　The　author　is，　on　the

one　hand，　an　insider　who　has　strong　personal　ties　to　those　affected，　and　on

the　other，　a　fieldworker，　and　hence，　an　outsider，　who　was　required　to

document　phenomena　scientifically　and　objectively，　to　examine　the　disaster．

　　First，　following　more　than　100　days　of　field　experieRce　in　Tohoku　during

the　first　year　of　the　recovery　efforts，　which　began　in　March　2ell，　the　author

describes　his　field　experience　in　the　affected　areas　by　looking　back　at　the

early　days　when　he　first　set　foot　in　the　coastal　communities　hit　by　the

tsunami．　Then，　the　article　focuses　on　the　situations　of　the　evacuations　iR　and

outside　of　lwaki　City，　Fukushima　Prefecture，　and　describes　what　it　was　like

at　one　evacuation　shelter．　ln　addition，　based　on　interviews　and

“participatory”　observations　obtained　while　the　author　accompaRied　his

family　members　during　tkeir　evacuation，　the　article　details　a　vo｝untary

evacuation．　The　study　is　based　on　documeRtation　compiled　through

interviews，　participation，　and　mapping．　Moreover，　it　discusses　the　importance

of　geo－spatial　information，　lmowledge，　and　geographical　imagination　in　crises

of　communications　as　one　of　the　｝essons　learned　from　the　panic　and

miscommunication　observed　in　lwaki　City　and　other　areas　around　the

radiation　security　zones．

　　The　study　also　looks　at　the　state　of　evacuees　in　the　long　term，　particularly

that　of　the　Fukushima　natives　accompanied　by　children．　Spatial　analyses

conducted　by　vlsualizatjon　of　the　phenomenon　using　GIS　（Geographic

Information　Systems）　describe　the　scale　and　space　of　migration　of　the

evacuees　of　Fulcushima，　to　show　the　spatial　impacts　of　displacement　and

relocation．　More　particularly，　the　possible　reasons　why　those　students　who

suddenly　had　to　relocate　themselves　away　from　their　familiar　neighborhoods

found　themselves　in　unstable　learning　environments　are　investigated．

　　The　author　discusses　the　idea　that　in　times　of　disaster，　the

geographer／fieldworker，　as　a　stranger，　can　bridge　the　gaps　between　the

people　in　the　affected　area　and　£hose　who　are　far　away　from　it．　Geographers

can　inspire　those　who　are　outside　the　disaster　area　to　mobilize　their

geographical　imaginations　to　become　psychologically　elose　to　and　empathize

with　those　who　have　been　hit　by　disasters．　Such　imaginings　of　the　affected

zones　could　be　used　to　replace　unnecessary　or　harmful　rumors　and

mlscommunicatlons　with　active　and　accurate　individual　understandings　and

analyses　of　the　ris｝gs　of　the　disasters．　Geographical　imaginiRg　could　also

possibly　lead　outsiders　to　take　actions　to　aid　those　in　need，　across　borders，
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much　like　what　was

Tohoku　from　afar．

observed　ln　the　efforts　made　by　global　citizens　for
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