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消
防
力
の
志

地
震
、
雷
、
火
事
、
親
父
。

そ
れ
ほ
ど
火
事
は
、

江
戸
の
日
常
茶
飯
事
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

火
災
発
生
時
に
不
可
欠
な
「
消
防
水
利
」
は
、

安
心
の
た
め
の
大
き
な
イ
ン
フ
ラ
で
す
。

阪
神
淡
路
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
、

「
非
日
常
の
火
事
」
が
意
識
さ
れ
始
め
ま
し
た
が
、

消
火
栓
、
防
火
水
槽
、
自
然
河
川
な
ど

ど
れ
を
と
っ
て
も
、

私
た
ち
が
消
火
に
使
え
る
身
近
な
水
は
、

意
外
と
少
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
「
安
全
」
と
「
安
心
」
は
、

消
防
力
と
い
う
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に

支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

消
火
と
救
命
の
技
術

人
と
の
つ
な
が
り

人
を
助
け
る
強
い
志
。

消
防
力
に
お
け
る
こ
の
３
つ
の
要
素
は
、

何
も
消
防
職
員
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
た
ち
が
、
自
ら
の
暮
ら
し
を
守
る
に
は
、

志
を
持
っ
て
「
身
近
な
消
防
力
」
を
磨
き
、

「
身
近
に
汲
め
る
尽
き
な
い
水
」
を
備
え
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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21世紀の
都市消防を考える

4

阪神淡路大震災から10年

阪
神
淡
路
大
震
災
は
20
世
紀
型

都
市
の
問
い
直
し
だ
っ
た

１
９
９
５
年
（
平
成
７
）
の
阪
神
淡

路
大
震
災
は
、
20
世
紀
後
半
の
都
市
の

発
展
の
あ
り
か
た
を
問
い
直
す
契
機
に

な
り
ま
し
た
。

こ
の
50
年
間
は
、
い
ろ
い
ろ
な
変
化

が
起
き
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
高

層
ビ
ル
や
高
速
道
路
が
で
き
る
と
い
っ

た
物
質
面
で
の
変
化
だ
け
で
な
く
、
社

会
の
高
齢
化
が
進
ん
だ
り
、
家
族
の
絆

が
薄
ら
い
だ
り
と
い
う
精
神
面
で
の
変

化
も
多
く
あ
り
、
そ
の
変
化
に
対
す
る

対
応
策
が
正
し
い
も
の
だ
っ
た
の
か
ど

う
か
に
、
地
震
が
起
き
て
初
め
て
気
づ

か
さ
れ
た
の
で
す
。

第
一
に
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
自

然
と
都
市
生
活
の
関
わ
り
方
で
す
。

海
を
埋
め
立
て
、
町
を
つ
く
り
、
自

然
河
川
を
人
工
河
川
に
し
た
結
果
、
神

戸
で
は
、
せ
せ
ら
ぎ
や
溜
池
、
緑
地
が

無
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
震
災
が
起
き

る
ま
で
は
そ
う
い
う
こ
と
を
さ
ほ
ど
気

に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
溜
池
や

緑
地
を
残
し
て
き
た
地
域
で
は
、
そ
の

水
で
火
を
消
す
こ
と
が
で
き
、
緑
の
樹

木
が
火
を
止
め
て
く
れ
ま
し
た
。
洗
濯
、

風
呂
、
ト
イ
レ
な
ど
の
水
の
確
保
が
大

変
だ
っ
た
こ
と
は
ご
承
知
の
と
お
り
で

す
。
自
然
と
人
間
の
関
係
が
、
神
戸
と

い
う
都
市
で
の
震
災
で
問
わ
れ
た
の
で

す
。

第
二
の
問
題
点
は
、
都
市
の
高
齢
化

で
す
。
い
つ
の
ま
に
か
若
者
は
郊
外
に

移
り
、
都
心
に
は
高
齢
者
が
残
さ
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
避
難
所
に
行
く
と
お

年
寄
り
が
多
く
、
仮
設
住
宅
居
住
者
の

平
均
年
齢
は
70
歳
近
く
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
ん
な
に
日
本
に
は
高
齢
者
が
多

か
っ
た
の
か
と
、
改
め
て
わ
か
り
ま
し

た
。か

つ
て
は
高
齢
者
を
支
え
、
食
事
を

出
し
た
り
、
困
っ
た
人
を
泊
め
た
り
す

る
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
機
能
し
て

い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
の

で
代
わ
り
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
動
く
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
高
齢
化
だ
け
で
な

く
、
地
域
社
会
が
脆
弱
に
な
っ
て
、
人

と
人
の
つ
な
が
り
が
弱
く
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。

要
は
、
我
々
が
こ
の
50
年
間
に
よ
か

れ
と
思
い
、
汗
水
た
ら
し
て
つ
く
っ
て

き
た
都
市
に
何
か
見
落
と
し
た
も
の
が

あ
り
、
そ
れ
が
地
震
を
契
機
に
噴
出
し

た
の
で
す
。

震
災
後
10
年
が
経
ち
ま
す
が
、
復
興

と
い
っ
て
も
「
前
と
同
じ
よ
う
に
賑
や

か
に
な
っ
た
」
で
は
す
み
ま
せ
ん
。
何

を
見
落
と
し
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
修

繕
を
す
べ
き
な
の
か
考
え
て
い
ま
す
。

壊
れ
や
す
く
燃
え
や
す
い
町
を

な
ぜ
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
の
か

阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
、
６
４
０
０

名
以
上
の
方
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
こ

室崎 益輝
むろさき よしてる
独立行政法人消防研究所理事長
1944年生まれ。1971年京都大学大学院
工学研究科建築学専攻博士課程中退。
神戸大学都市安全研究センター教授を
経て、現職。主な著書に『大震災以後』
（岩波書店、1998）、『建築防災・安全』
（鹿島出版会、1993）、他。

震災対策システムの研究開発
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の
内
、
４
０
０
０
〜
５
０
０
０
名
は
、

最
初
の
１
時
間
以
内
に
亡
く
な
っ
て
い

ま
す
。
屋
根
が
落
ち
、
家
具
が
倒
れ
、

呼
吸
が
で
き
な
く
な
り
亡
く
な
っ
た
の

で
す
。
火
災
で
亡
く
な
っ
た
人
は
５
５

９
名
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
壊
れ
や
す
い

家
に
住
み
、
燃
え
や
す
い
町
に
住
ん
で

い
た
の
か
。

「
構
造
設
計
が
悪
い
」
と
か
「
屋
根
が

重
た
か
っ
た
」「
日
本
の
伝
統
的
な
古

い
家
屋
だ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
人
も
い

ま
す
。
確
か
に
細
か
く
見
た
ら
間
違
い

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、

人
間
で
も
歳
を
と
れ
ば
死
亡
確
率
が
高

く
な
る
一
方
、
若
く
て
不
摂
生
し
て
い

る
人
も
い
ま
す
。「
古
い
か
ら
」
と
一

言
で
片
づ
け
て
し
ま
っ
た
ら
、「
古
い

家
屋
を
ど
ん
ど
ん
潰
せ
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

私
は
、
家
の
維
持
管
理
を
し
な
い

「
古
い
も
の
を
大
切
に
し
な
い
文
化
」

が
本
質
的
な
問
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
よ
く
目
に
す
る

の
が
、
日
曜
日
に
旦
那
さ
ん
が
白
い
家

に
ペ
ン
キ
を
塗
る
姿
で
す
。
ち
ゃ
ん
と

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
る
と
中
古
住
宅
市
場

で
高
く
売
れ
る
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
、

日
本
で
は
家
を
い
く
ら
大
切
に
し
て
も
、

家
屋
は
二
束
三
文
の
価
格
し
か
つ
か
ず
、

土
地
だ
け
が
財
産
と
見
な
さ
れ
る
。
価

格
か
ら
い
っ
た
ら
、
い
く
ら
手
入
れ
し

て
も
な
ん
の
得
に
も
な
ら
な
い
わ
け
で
、

家
を
大
切
に
す
る
文
化
が
い
つ
の
間
に

か
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

建
物
を
維
持
管
理
す
る
文
化

家
屋
の
維
持
管
理
に
は
、
伝
え
ら
れ

る
べ
き
知
恵
が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
「
屋
根
が
重
い
」
と
い

う
こ
と
は
、
上
か
ら
家
屋
を
し
っ
か
り

押
さ
え
込
む
た
め
、
建
て
付
け
が
良
く

な
り
ま
す
。
台
風
に
も
強
い
。
過
去
の

経
験
か
ら
生
ま
れ
た
一
つ
の
総
合
的
シ

ス
テ
ム
が
、
土
の
上
に
瓦
を
置
い
て
屋

根
を
重
く
す
る
と
い
う
方
法
な
の
で
す
。

昔
は
、
地
震
の
最
初
の
揺
れ
で
瓦
は
ザ

ザ
ッ
と
落
ち
た
そ
う
で
す
。
落
ち
て
、

軽
く
な
っ
て
、
家
を
倒
壊
か
ら
守
る
と

い
う
こ
と
も
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
は
含

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
の
風
土
と
伝

統
に
適
し
た
の
が
屋
根
瓦
の
葺
き
方
だ

っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
「
な

ぜ
」
採
用
さ
れ
て
き
た
の
か
が
忘
れ
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
土
台
や
基
礎
が

し
っ
か
り
し
て
い
る
か
ら
屋
根
を
支
え

て
こ
ら
れ
た
の
に
、
土
台
が
い
い
加
減

に
な
り
、
柱
が
細
く
な
り
、
瓦
を
釘
で

打
ち
付
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
冷

暖
房
に
よ
る
人
工
的
な
環
境
調
整
を
す

る
よ
う
に
な
っ
て
、
風
通
し
も
考
え
な

く
な
っ
た
。
こ
れ
が
昭
和
30
年
代
以
降

の
住
宅
で
す
。
日
本
の
工
法
が
悪
い
の

で
は
な
く
、
外
国
の
技
術
を
中
途
半
端

に
学
ん
で
、
安
上
が
り
の
シ
ス
テ
ム
に

し
た
と
こ
ろ
が
問
題
な
の
で
す
。
家
が



壊
れ
た
原
因
は
、
そ
う
い
う
視
点
か
ら

技
術
と
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
シ
ス
テ
ム
を

捉
え
て
、
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
す
ね
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ル
ー
ル

住
ま
い
の
作
法
次
第
で
、
燃
え
に
く

い
町
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
実
際
、

家
が
密
集
し
て
い
る
町
で
も
、
家
を
上

手
に
造
れ
ば
燃
え
な
い
町
は
で
き
ま
す
。

例
え
ば
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
は
、

木
造
住
宅
が
隙
間
な
く
建
っ
て
い
る
エ

リ
ア
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
火
事
が
起

き
て
も
大
火
事
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
家
の
並
べ
方
の
問
題
で
、
隣
り
同

士
が
し
っ
か
り
と
密
着
し
、
屋
根
の
高

さ
を
揃
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
上
か
ら

見
る
と
ロ
の
字
型
に
建
っ
て
い
て
、
各

戸
の
裏
庭
は
共
有
財
産
の
空
き
地
に
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
火
事
が
起
き
て
も
、

家
と
家
の
間
は
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
炎

は
前
面
か
裏
庭
に
出
て
、
横
に
は
行
き

ま
せ
ん
。
前
面
の
道
路
を
広
く
と
り
、

裏
庭
を
空
地
と
し
て
い
る
こ
と
で
、
燃

え
広
が
る
の
を
防
い
で
い
る
の
で
す
。

こ
の
構
造
は
、
昔
の
京
都
の
町
屋
と

同
じ
で
す
。
家
と
家
と
の
間
を
ぴ
っ
た

り
と
つ
け
、「
う
だ
つ
」
で
仕
切
り
ま

す
。
裏
に
は
庭
を
つ
く
り
蔵
を
置
く
。

表
は
道
幅
を
と
り
、
幅
に
応
じ
て
屋
根

の
勾
配
を
と
る
。
ち
ょ
っ
と
屋
根
を
高

く
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
２
階
の
燃
え
や

す
そ
う
な
所
は
漆
喰
に
す
る
。

こ
う
し
た
ま
ち
全
体
の
秩
序
と
、
相

隣
関
係
の
ル
ー
ル
が
で
き
る
と
、
燃
え

に
く
い
町
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
、
い
い
ま
ち
が
で
き
る
。
こ
れ
が
文

化
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代

に
は
あ
っ
た
作
法
が
消
え
、
今
は
家
を

無
秩
序
に
建
て
て
い
る
た
め
、
燃
え
や

す
い
ま
ち
に
な
る
。

で
は
、
燃
え
な
い
壊
れ
な
い
ま
ち
を

つ
く
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

一
般
的
に
は
、
消
防
署
を
つ
く
れ
と
い

っ
た
「
薬
」
を
用
い
る
こ
と
ば
か
り
が

い
わ
れ
ま
す
が
、
日
頃
の
「
健
康
管
理

と
体
質
改
善
」
こ
そ
が
重
要
な
の
で
す
。

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
人
間
関
係
、

家
族
の
あ
り
方
な
ど
は
、
ま
ち
の
体
質

を
左
右
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
あ
た

り
ま
す
。
燃
え
な
い
壊
れ
な
い
ま
ち
づ

く
り
に
は
、
こ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

改
善
を
図
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。

日
本
の
昔
の
ま
ち
に
は
、
ご
く
自
然

に
、
隣
の
人
達
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
生

き
て
い
く
と
い
う
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ル

ー
ル
」
が
生
き
て
い
ま
し
た
。
隣
の
家

に
向
け
て
窓
は
つ
く
ら
な
い
と
か
、
屋

根
の
高
さ
を
揃
え
る
と
か
、
蔵
を
建
て

る
場
所
を
統
一
す
る
と
か
い
う
こ
と
は
、

言
葉
を
変
え
れ
ば
安
全
を
守
る
た
め
の

シ
ス
テ
ム
が
生
き
て
い
た
、
と
い
っ
て

よ
い
と
思
い
ま
す
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
も
同
様
で
、
居

住
者
が
自
分
だ
け
目
立
っ
た
家
を
建
て

よ
う
と
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

ち
の
秩
序
を
大
事
に
し
ま
す
ね
。
で
も

今
の
日
本
に
は
そ
う
い
う
意
識
が
薄
れ

て
い
て
、
家
を
建
て
る
と
き
に
、
隣
の

家
の
こ
と
を
考
え
て
デ
ザ
イ
ン
す
る
人

は
ま
ず
い
な
い
で
し
ょ
う
。
窓
一
つ
つ

く
る
に
も
、
自
分
の
家
の
間
取
り
の
都

合
で
つ
く
る
の
が
普
通
で
し
ょ
う
。
自

分
だ
け
よ
け
れ
ば
、
と
い
う
「
わ
が
ま

ま
個
人
主
義
」
の
発
想
に
な
っ
て
い
る

気
が
し
ま
す
。

途
切
れ
な
い
消
防
水
利
が
必
要

で
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
で
は
、
ど

の
よ
う
な
防
災
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
れ
ば

よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
「
昔
に
戻

れ
」
と
言
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
壊
れ
た
と
き
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

シ
ス
テ
ム
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

都
市
の
水
で
い
え
ば
、
平
時
は
消
火

栓
の
水
で
火
を
消
す
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
地
震
の
よ
う
な
同
時

多
発
火
災
の
場
合
は
、
消
火
栓
の
水
だ

け
で
は
到
底
足
り
ま
せ
ん
。
そ
の
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
と
し
て
、
１
０
０
ｔ
規
模
の

耐
震
性
貯
水
槽
を
公
園
の
下
な
ど
に
備

え
る
こ
と
を
国
で
は
考
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
大
き
な
火
事
に
な
れ
ば
、

貯
水
槽
の
水
で
も
足
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
私
は
「
無
限
の
水
利
が
い
る
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。「
継
続
し
て
供
給
で

き
る
水
」
が
な
け
れ
ば
火
は
消
せ
ま
せ

ん
。答

え
は
２
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
１

つ
は
、
川
や
海
な
ど
の
自
然
の
水
が
、

日
頃
か
ら
ま
ち
の
中
を
流
れ
て
循
環
し

て
い
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
れ
ば
よ
い
。

も
う
１
つ
は
比
較
的
簡
単
に
で
き
、
仮

設
消
火
栓
の
水
利
網
を
つ
く
る
方
法
で

す
。
長
距
離
送
水
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
て
、

道
の
上
に
ホ
ー
ス
を
通
し
、
交
差
点
毎

に
ポ
ン
プ
を
置
い
て
お
き
ま
す
。
車
が

6

上下：京都・祇園の花見小路通、新しく敷かれた石畳に、
ファサードをそろえた町家が並ぶ。黄色く塗られた消火
栓は抑えめの色合いで、蓋の文字も書き文字。アンティ
ークなポストの背後に、消火器の格納庫「火迺要慎（ひ
のようじん）」が見える。防災要素が、まちなみに馴染
むように配置されている。
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ホ
ー
ス
を
踏
ん
で
壊
す
こ
と
が
な
い
よ

う
に
、
交
差
点
に
は
ホ
ー
ス
を
埋
め
込

む
た
め
の
溝
を
掘
っ
て
お
き
ま
す
。
実

は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
で
も
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
考
え
方

現
在
の
自
然
消
防
水
利
は
、
全
消
防

水
利
の
数
％
に
も
達
し
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
普
段
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
の

が
原
因
で
す
。
昔
、
神
戸
に
溜
め
池
が

た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
は
、
火
事
に
備
え

る
だ
け
で
は
な
く
、
農
業
水
利
と
し
て

使
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
農
業
に
使
う

必
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
ど
ん
ど
ん
潰

し
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
防
火
の
役

割
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
逆
に
、
今
は

不
必
要
に
見
え
る
水
も
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

の
た
め
に
は
必
要
だ
、
と
も
言
え
る
わ

け
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
の
生
活

の
中
に
、
ど
う
や
っ
て
水
を
使
う
暮
ら

し
を
つ
く
っ
て
い
く
か
を
考
え
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
庭
に
花
が
咲
い
て
い

た
り
樹
木
が
あ
っ
た
り
、
沿
道
に
草
花

が
あ
っ
た
ら
、
水
や
り
を
し
ま
す
ね
。

そ
の
水
が
循
環
で
き
た
ら
、
も
っ
と
い

い
。
東
京
で
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

雨
水
の
天
水
桶
を
地
下
に
敷
設
し
て
井

戸
と
し
て
利
用
す
る
と
か
、
雑
用
水
と

し
て
使
う
こ
と
な
ど
を
、
考
え
て
い
く

余
地
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

バ
ッ
ク
ア
ッ
ッ
プ
を
つ
く
る
と
き
、

新
た
に
単
機
能
の
も
の
を
つ
く
る
と
無

駄
が
多
い
の
で
、
他
の
機
能
と
融
合
さ

せ
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
耐

震
性
貯
水
槽
は
埋
ま
っ
て
し
ま
う
と
何

も
見
え
ま
せ
ん
か
ら
、
学
校
の
プ
ー
ル

の
ほ
う
が
い
い
で
す
ね
。
う
ま
く
日
常

に
溶
け
込
ま
せ
た
ほ
う
が
無
駄
が
な
い

し
、
生
き
て
く
る
。
な
ら
ば
、
自
然
河

川
な
ど
を
引
き
入
れ
て
、
町
中
に
水
を

流
す
の
も
い
い
で
す
ね
。

実
は
、
古
代
ロ
ー
マ
も
水
が
な
い
ま

ち
で
し
た
。
紀
元
前
に
遡
り
ま
す
が
、

西
暦
64
年
ま
で
ロ
ー
マ
は
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
大
火
に
遭
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

ロ
ー
マ
は
水
道
橋
で
山
の
中
か
ら
水
を

引
き
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
水
を
溜
め
る

泉
を
つ
く
り
、
き
れ
い
な
ま
ち
を
造
り

ま
し
た
。
神
戸
も
震
災
の
後
は
、
せ
せ

ら
ぎ
の
水
路
が
流
れ
、
噴
水
が
上
が
っ

て
い
て
、
家
々
の
角
に
は
バ
ケ
ツ
に
水

が
溜
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
姿
を
つ
く

り
、
水
を
あ
ち
こ
ち
に
配
し
た
水
の
都

に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

飛
騨
の
高
山
で
は
、
道
の
側
溝
に
き

れ
い
な
水
が
流
れ
て
い
ま
す
が
、
火
事

の
と
き
に
は
、
何
倍
も
の
水
が
流
れ
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
昔
の
役
所

の
地
下
に
巨
大
な
タ
ン
ク
を
入
れ
て
、

そ
こ
か
ら
ポ
ン
プ
で
水
路
に
水
を
送
り

込
む
の
で
す
。
水
を
流
し
て
お
く
と
い

う
古
い
知
恵
に
、
新
し
い
ポ
ン
プ
の
技

術
を
応
用
し
て
、
水
を
流
す
仕
掛
け
を

つ
く
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
例

は
、
参
考
に
な
り
ま
す
。

大
事
な
の
は
志

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
消
防
文
化
を
考

え
る
場
合
、
常
備
の
消
防
職
員
と
消
防

団
員
が
支
え
て
い
る
役
割
は
測
り
知
れ

ま
せ
ん
。
団
員
と
職
員
を
合
わ
せ
る
と
、

だ
い
た
い
１
０
０
万
人
。
こ
れ
ら
の

人
々
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
身
近
に
い

る
わ
け
で
す
。

私
は
「
防
災
に
は
３
つ
の
要
素
が
揃

う
こ
と
が
必
要
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

「
志
」
と
「
技
術
」
と
「
つ
な
が
り
」

で
す
。
た
と
え
ば
、
川
で
子
供
が
お
ぼ

れ
て
い
る
と
き
に
、
橋
の
上
か
ら
じ
っ

と
見
て
い
る
だ
け
の
人
も
い
ま
す
。
し

か
し
、
敢
え
て
飛
び
込
も
う
と
思
わ
せ

る
の
は
志
で
す
。
で
も
、
も
し
飛
び
込

ん
で
も
泳
げ
な
け
れ
ば
助
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
助
け
る
に
は
泳
ぐ
と
い
う
「
技
術
」

が
必
要
で
す
し
、
た
と
え
飛
び
込
ん
で

も
、
他
の
人
が
消
防
に
連
絡
す
る
と
か
、

引
き
上
げ
る
の
に
手
を
貸
す
と
か
い
っ

た
、
つ
な
が
り
が
な
い
と
助
け
ら
れ
な

い
。
こ
の
三
拍
子
が
な
い
と
人
は
助
け

ら
れ
な
い
ん
で
す
よ
。
こ
の
三
拍
子
を
、

消
防
職
員
や
消
防
団
は
担
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

消
防
研
究
所
も
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、

「
志
あ
る
研
究
機
関
」
と
自
負
し
て
い

ま
す
。
自
分
の
す
べ
て
を
投
げ
う
っ
て

で
も
、
国
民
の
命
を
助
け
よ
う
と
い
う

気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
独
立

行
政
法
人
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
公
僕

で
す
か
ら
当
然
の
こ
と
で
す
。
こ
の
こ

と
を
忘
れ
た
く
は
な
い
で
す
ね
。

21世紀の都市消防を考える

土蔵は財産を守るための耐火金庫であり、たびたび火事に
見舞われた江戸の土蔵は、外塗りが24工程にも及ぶのが普
通で、厚さ30cmにも達した。いったん火災に遭うと、外側
の９工程ぐらいをやり直したようだが、内部が火災の熱で損
傷することはなかった。これほどの耐火性を持った土蔵でも、
ほんのちょっとの隙間でもあれば、たちまち中に火が入って
しまうため、火事が近づいてくると出入りの左官屋が駆けつ
けて、開口部の合わせ目に用心土（ようじんつち　粘土を練
り合わせた土）を塗り込めた。
高窓の壁面に鍵の手がついているのは、この用心土を手桶
に入れて上げる際、縄を掛けるように備えられていたものだ。
『鎮火用心たしなみ種（ぐさ）』には、用心土が間に合わない
ときは味噌でもいいと書かれている。一般に左官は大工より
一段低く見られたが、江戸やその近郊では同等に扱われたと
いう記録も残っている。（東京・四谷　消防博物館の模型）
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消
防
研
究
所
は
何
を
す
る
の
か

消
防
研
究
所
の
大
き
な
役
目
は
、
自

治
体
消
防
の
技
術
支
援
で
す
。
社
会
的

影
響
の
大
き
い
ケ
ー
ス
や
、
今
ま
で
に

な
い
タ
イ
プ
の
火
災
の
場
合
に
、
我
々

が
自
治
体
消
防
と
一
緒
に
な
っ
て
原
因

調
査
を
し
ま
す
。

最
近
、
心
を
砕
い
て
い
る
の
は
、
Ｒ

Ｄ
Ｆ
（
廃
棄
物
固
形
化
燃
料：

R
efuse

D
erived

F
uel

）
対
応
で
す
。
い
わ
ゆ

る
「
ゴ
ミ
固
形
燃
料
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
も
の
で
す
。
枯
渇
資
源
で
あ
る
化
石

燃
料
で
は
な
く
、
ゴ
ミ
を
燃
や
せ
ば
よ

い
と
い
う
リ
サ
イ
ク
ル
社
会
の
考
え
方

の
下
、
ゴ
ミ
を
原
料
に
発
電
の
燃
料
に

使
う
も
の
で
、
そ
れ
な
り
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
サ
イ

ロ
の
よ
う
な
閉
空
間
に
閉
じ
こ
め
て
大

量
に
貯
蔵
す
る
た
め
、
内
部
で
発
熱
・

発
火
す
る
の
で
す
。

２
０
０
３
年
（
平
成
15
）
８
月
に
起

き
た
三
重
Ｒ
Ｄ
Ｆ
発
電
所
火
災
で
は
、

Ｒ
Ｄ
Ｆ
貯
蔵
サ
イ
ロ
が
爆
発
し
、
桑
名

市
消
防
本
部
の
職
員
２
名
が
殉
職
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
外
か
ら
は
な
か

な
か
わ
か
り
に
く
い
閉
鎖
空
間
に
大
量

の
熱
が
蓄
熱
積
さ
れ
、
熱
分
解
等
に
よ

り
可
燃
性
気
体
が
大
量
に
発
生
し
、
水

を
か
け
て
い
る
と
き
に
爆
発
し
た
ケ
ー

ス
で
す
。
サ
イ
ロ
火
災
へ
の
放
水
中
に

消
防
隊
員
が
死
傷
す
る
事
故
は
、
海
外

で
も
起
き
て
い
ま
す
。
注
水
に
よ
る
冷

却
が
、
外
部
の
空
気
を
サ
イ
ロ
内
に
送

り
込
み
、
爆
発
を
誘
発
す
る
危
険
性
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
ケ
ー

ス
で
は
い
き
な
り
水
を
か
け
ず
に
、
で

き
れ
ば
酸
素
濃
度
を
下
げ
て
爆
発
し
な

い
状
態
に
し
て
か
ら
、
他
の
消
火
手
段

を
と
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
消
防
職
員

に
と
っ
て
怖
い
の
は
、
ま
ず
爆
発
で
す

か
ら
。
爆
発
を
防
ぐ
手
だ
て
を
と
っ
て

か
ら
、
従
来
の
消
火
方
法
を
と
る
と
い

う
２
段
階
構
え
に
し
て
い
か
な
い
と
、

消
防
職
員
に
危
険
が
及
ぶ
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

同
じ
よ
う
な
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
る

ケ
ー
ス
に
、
高
気
密
住
宅
な
ど
で
起
き

る
バ
ッ
ク
ド
ラ
フ
ト
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
も
非
常
に
危
険
で
す
。
気
密
性
が
高

い
と
保
温
性
も
よ
い
こ
と
が
多
く
、
可

燃
性
ガ
ス
が
か
な
り
出
ま
す
。
空
気
流

入
量
が
少
な
い
の
で
、
酸
素
濃
度
が
低

く
な
っ
て
く
る
と
、
あ
る
程
度
の
段
階

で
燃
焼
は
ス
ト
ッ
プ
し
ま
す
。
た
だ
、

蓄
熱
さ
れ
て
火
災
室
内
は
非
常
に
熱
く

な
っ
て
い
て
、
可
燃
性
ガ
ス
も
た
く
さ

ん
あ
る
。
そ
の
状
況
で
ド
ア
を
開
け
た

り
、
窓
が
破
れ
た
り
す
る
と
、
空
気
が

入
っ
た
瞬
間
に
、
一
気
に
酸
素
と
可
燃

性
ガ
ス
が
混
ざ
り
着
火
し
て
火
が
吹
き

出
す
の
で
す
。
バ
ッ
ク
ド
ラ
フ
ト
の
場

合
で
も
、
酸
素
濃
度
を
さ
ら
に
下
げ
て

や
る
た
め
に
、
不
活
性
の
ガ
ス
の
注
入

は
有
効
だ
と
思
い
ま
す
。

「
水
を
か
け
て
い
る
最
中
に
爆
発
が
起

き
る
こ
と
は
想
像
も
し
な
か
っ
た
」
と
、

災
害
に
遭
わ
れ
た
消
防
本
部
の
方
が
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
従
来
の
経
験

で
は
想
像
で
き
な
い
タ
イ
プ
の
火
災
を

検
証
す
る
こ
と
で
、
被
害
者
を
出
さ
な

い
た
め
の
研
究
を
す
る
こ
と
も
、
我
々

の
大
切
な
仕
事
で
す
。

消
火
剤
と
し
て
の
水
の
効
き
目

こ
の
病
気
に
は
、
ど
ん
な
薬
が
効
き

ま
す
か
？
　
と
は
訊
く
の
に
、
こ
の
火

事
に
ど
ん
な
消
火
剤
が
効
く
か
を
訊
く

人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
何
が
、
ど

う
い
う
状
況
で
燃
え
て
い
る
の
か
と
い

う
場
面
に
応
じ
て
、
適
切
な
消
火
剤
は

異
な
っ
て
き
ま
す
。
先
ほ
ど
の
例
の
よ

う
に
水
が
爆
発
の
誘
因
に
な
り
得
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
上
で
、
敢
え
て
誤
解
を

恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
一
番
優
れ
た
消
火

剤
は
水
で
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
水
は
モ
ノ
を

「
冷
や
す
」
と
い
う
働
き
が
抜
群
に
大
き

い
か
ら
で
す
。
一
時
期
、
ハ
ロ
ン
（
今

は
オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
と
し
て
生
産
禁

止
に
な
っ
て
い
ま
す
）
と
い
う
ガ
ス
が

高
性
能
の
消
火
剤
と
し
て
多
用
さ
れ
た

時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
ハ
ロ
ン
は
炎
を

消
す
力
は
強
い
の
で
す
が
、
物
体
を
冷

や
す
と
い
う
働
き
は
あ
ま
り
期
待
で
き

ま
せ
ん
。
可
燃
性
ガ
ス
が
燃
え
て
炎
が

上
が
る
の
で
す
が
、
ハ
ロ
ン
で
す
と
炎

を
消
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
可
燃
性
ガ

ス
を
出
し
て
い
る
元
を
断
つ
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
す
。
天
ぷ
ら
油
が
身
近
な

例
で
す
。
発
火
点
（
種
火
が
な
く
と
も

火を消す水も
使い方しだい

佐宗 祐子
さそう ゆうこ

独立行政法人消防研究所

基盤研究部主幹研究官

1987年筑波大学大学院修士課程理工学研究科
（化学専攻）修了。消防研究所入所。以後、プ
リンストン大学機械・航空宇宙工学科客員研
究員などを経て、2002年より現職。

独立行政法人消防研究所の役目
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解
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解
重
合
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分
解
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予混合燃焼拡散燃焼
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発
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燃焼ガス

熱
エ
ネ
ル
ギ
ー

エネルギー利用

空気（酸化剤）

表面燃焼
気相拡散燃焼
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火を消す水も使い方しだい

燃焼とは「高温・高速の発熱を伴う酸化還元反応」
です。高速でない酸化反応には「錆び」などがあります。
炎というのは、可燃性のガスが燃えている姿で、液
体でも、固体でも、最終的にはこのガスが燃えます。
これを気相燃焼といいます。
燃焼の３要素は「可燃物」「支燃物（酸化剤）」「エネ
ルギー」です。私がいる部屋には、可燃物も空気中の
酸素という酸化剤もありますが燃えていません。エネ
ルギーが供給されていないから、燃えていないのです。
ここに燃焼に必要なエネルギーを供給すれば燃えるわ
けです。天ぷら油が発火したときに、泡消火剤や密閉
フタで油を包み込んで酸化剤である酸素を遮蔽する方
法や、エネルギーとなっている高温状態の油を冷やす
方法といった消火方法が考えられますし、可燃物であ
る鍋の油が延焼前にすべて燃え尽きれば、当然のこと
ながら自然に鎮火します。
このように消火を考える際、燃焼を止めるために燃
焼している部分だけに着目しがちですが、３要素のう
ち排除しやすい要素を確実に絶つにはどのような消火

方法がよいのかを考えることが、重要です。
また一般的な火災は「空気中の酸素を酸化剤とする
酸化反応」ですが、酸素がなくても起きる火事があり
ます。たとえば塩素ガスなどの産業火災で、これは酸
素以外の酸化剤が酸化反応を起こす燃焼です。消火剤
を使うときには、これらをよく見極めねばなりません。
安全面で気をつけなければならないのは、燃焼の速
度で、可燃性ガスの種類によって違います。燃焼速度
は安全の指標にもなります。たとえば、メタン、エタ
ン、プロパンなど炭化水素類だと最大40cm／秒前後で
すが、水素は最大291cm／秒で、それだけ炎が走る速さ
が違うのです。燃焼速度が速い程、爆発時の破壊力も
大きくなります。
水素ガスは、燃焼速度が速い代表的なものです。燃
焼すると水ができるという性質が環境に優しいとして、
今後環境対応技術の普及に伴って、身近に使われる頻
度が多くなるでしょう。環境に優しいという特長が、
安全に利用されるように、一層の研究が必要とされま
す。

燃焼とは何ですか

オレンジ色の揺らめく炎は拡散燃焼。一般住宅の火災で
見る炎。ロウソクの場合は固体のロウが溶解して芯に染
み込み、蒸発して可燃性気体となる。周りの空気と接し
て燃焼する。

プロパンや都市ガスは常温で可燃性気体。コンロ機具の
中で予め空気と混合させるから、青い整った炎の予混合
燃焼。試しに空気調整弁を絞ると、拡散燃焼となりオレ
ンジ色の揺らめく炎になる。

可燃性固体の燃焼の経過

（空気が酸化剤の場合）
平野敏右著「燃焼学ー燃焼
現象とその制御ー」海文堂
出版1986を参照し作図。

いつも目にする炎の中では
複雑な反応が起こっている
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安全にもいろいろな安全があり、一概には言えません。一般的に、ＲＤ
Ｆ火災を防止するという点では、ゴミ分散処理が望ましいのでしょうが、
分散処理がなぜ否定されたかというと、ダイオキシンの問題があるからで
す。このことで、小さな焼却炉はやめましょうということになり、一気に
ＲＤＦ発電所の流れが進みました。ですから、ダイオキシンを一番心配さ
れている人にとっては、世の中は良くなっている、ということができます。
「火事とダイオキシンのどちらが心配か」とアンケートをとったら、おそ
らくダイオキシンという答えが返ってくるでしょう。ですから、安全にも
いろいろな安全があって、火災だけに着目するわけにはいかないのです。
ハロンだってオゾン層破壊物質として禁止されましたが、われわれ消防
の人間にとってみれば禁止してもらいたくなかったぐらい、消火にとって
は有効な物質でした。ですから、安全の問題は単純には語れません。
特に、近年見られる新たな火災の要因は、「環境を守る」という方向性
からくる技術がもたらした部分があります。新しい技術を導入する過渡期
には、必ず事故が多発します。そういう意味で今という時代は、環境対応
技術を安全に使っていくレベルに達するまでの過渡期ということでしょう。
最初からそのレベルで使い始められればいいのでしょうが、どんな技術も
スタート時には事故が発生します。

消防研究所では、安全に対する研究成果を
一般公開している。
上：地下鉄駅のホーム周辺での火災で、煙
の移動の様子を模型で実験。避難経路の開
発に役立てる。
右：災害時の駅構内からの避難をゲームの
ようにシミュレーション。
中：防火貯水槽のコンクリート壁面の劣化。
つくられた年代で使用したセメントが違う
ので、その強度もおのずと違ってくる。
左：山火事のほとんどは人が原因のようだ。
人が行き来しないところでの火災発生は少
ない。湿度の高い日本では落雷などによる
自然発火はとても少ないという。

安
全
と
は
何
で
す
か
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自
然
に
火
が
つ
く
温
度
）
を
超
え
て
燃

え
て
い
る
場
合
、
い
っ
た
ん
ハ
ロ
ン
で

炎
を
消
し
て
も
、
ハ
ロ
ン
が
油
の
表
面

か
ら
拡
散
し
て
し
ま
え
ば
ま
た
炎
が
上

が
る
。
水
系
の
消
火
剤
は
、
油
自
身
の

温
度
を
発
火
点
以
下
に
下
げ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
効
果
が
あ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な「
モ
ノ
を
冷
や
す
働
き
」

は
、
水
の
蒸
発
、
つ
ま
り
気
化
熱
に
よ

る
も
の
で
す
。
水
が
水
蒸
気
に
な
る
と

き
に
は
、
も
の
す
ご
い
量
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
必
要
で
、
そ
の
と
き
に
熱
を
奪
う

の
で
、
モ
ノ
を
冷
や
す
効
果
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
水
は
比
熱
も
大
き
い
の
で

モ
ノ
を
冷
や
す
力
が
さ
ら
に
強
く
、
し

か
も
天
然
に
た
く
さ
ん
存
在
し
、
環
境

に
も
優
し
い
。
だ
か
ら
消
火
剤
と
し
て

優
れ
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
水
も
使
い
方
を
誤
る
と

２
０
０
３
年
（
平
成
15
）、
東
京
の

京
浜
島
ゴ
ミ
処
分
場
の
火
事
で
、
消
防

隊
員
が
消
火
準
備
中
に
、
煙
が
す
ご
い

勢
い
で
降
り
て
き
て
、
１
名
が
殉
職
、

４
名
が
負
傷
と
い
う
事
故
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
ど
う
し
て
煙
層
が
突
然

動
く
の
か
が
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分

に
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

大
量
の
熱
を
持
っ
た
物
質
に
水
を
か

け
る
と
、
発
生
し
た
水
蒸
気
は
天
井
付

近
に
溜
ま
っ
て
い
る
煙
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ

ど
「
水
が
も
っ
と
も
よ
い
消
火
剤
」
と

言
い
ま
し
た
が
、
使
い
方
を
誤
る
と
、

人
命
を
奪
う
原
因
に
も
な
り
得
る
現
象

が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
蓄
熱
さ
れ
た

固
体
に
、
ち
ょ
っ
と
水
を
か
け
る
と
、

も
の
す
ご
い
水
蒸
気
が
発
生
し
、
２
次

災
害
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
よ
う
な
ケ
ー

ス
で
す
。
水
蒸
気
は
急
激
に
上
昇
し
、

周
囲
の
空
気
と
混
合
し
な
が
ら
凝
縮
熱

を
放
出
し
ま
す
。
こ
の
熱
が
さ
ら
に
上

昇
気
流
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
り
天
井

の
煙
が
下
に
下
が
っ
て
く
る
現
象
に
私

た
ち
は
着
目
し
て
い
ま
す
。
こ
の
現
象

が
消
防
活
動
現
場
で
起
き
る
と
、
消
防

隊
員
に
と
っ
て
は
大
変
危
険
な
状
態
と

な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
事
故
を
起
こ
さ
な
い
た

め
に
、
こ
ん
な
方
法
を
考
え
て
い
ま
す
。

ゴ
ミ
と
い
う
の
は
、
上
か
ら
水
を
か

け
て
も
な
か
な
か
消
火
で
き
ま
せ
ん
。

燃
焼
し
て
い
る
部
分
が
障
害
物
で
遮
蔽

さ
れ
て
い
る
の
で
、
な
か
な
か
消
せ
な

い
の
で
す
。
し
か
し
、
窒
素
ガ
ス
は
閉

鎖
空
間
で
効
き
目
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、

窒
素
は
酸
素
よ
り
も
軽
い
の
で
、
上
に

逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
ウ
ォ

ー
タ
ー
ミ
ス
ト
（
10
数
ミ
ク
ロ
ン
の
微

粒
子
状
に
し
た
水
）
を
入
れ
る
と
、
窒

素
を
重
く
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
方
法
を
使
っ
て
、
ゴ
ミ
が
積
層
し
た

よ
う
な
半
開
放
空
間
で
も
、
窒
素
ガ
ス

を
使
っ
て
燃
焼
を
抑
制
し
、
発
熱
を
抑

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
酸
素
濃
度
を
下
げ
る

と
確
か
に
爆
発
や
火
災
拡
大
の
危
険
は

減
る
の
で
す
が
、
一
方
で
住
宅
の
よ
う

に
木
質
系
の
可
燃
物
が
た
く
さ
ん
あ
る

場
所
で
酸
素
濃
度
を
下
げ
る
と
、
場
合

に
よ
っ
て
は
一
酸
化
炭
素
生
成
量
が
大

き
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
一
概
に
「
酸

素
濃
度
を
下
げ
な
さ
い
」
と
も
言
え
な

い
の
で
す
。

実
際
の
現
場
で
消
防
隊
員
は
、
中
に

取
り
残
さ
れ
た
人
の
有
無
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
な
要
素
を
背
負
い
な
が
ら
活
動
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
現
場
が
千
差
万
別

と
い
う
意
味
で
は
、
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ

の
消
火
戦
術
と
い
う
の
は
、
残
念
な
が

ら
無
い
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

火を消す水も使い方しだい

上：実験設備の閉鎖空間に、蚊取り線香で煙を溜め、熱した鉄板に放水した。
瞬時に水蒸気が発生し上昇するとともに、天井近くに溜まっていた煙が下降
するのが目視できた。実際の火災現場には、この何倍もの熱と煙が充満して
いると思うと、大変恐ろしくなる。
下：上面開放区画における、窒素ガス消火の実験。アルミホイルとプラスチ
ックを堆積したゴミに見立て、下で燃えるロウソクを火災の炎と想定し、ジ
ョウロで散水する。これだけでは炎は消えないが、ウォーターミストを加え
た窒素をホースから注ぐと、ロウソクの炎を消すことができた。
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防
災
は
、

「
構
え
」「
仕
込
み
」「
仕
切
り
」

小
村

あ
の
阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
、

10
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
昨
年
私
は
、

兵
庫
県
の
復
興
10
年
検
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
参
加
す
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
の

で
す
が
、
そ
の
際
改
め
て
感
じ
た
こ
と

は
、
被
害
の
程
度
も
災
害
対
応
の
良
し

悪
し
も
、
災
害
前
に
９
割
方
が
決
ま
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
こ

と
を
か
み
し
め
て
い
く
中
で
浮
か
ん
だ

キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
構
え
」、「
仕
込
み
」、

「
仕
切
り
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

「
構
え
」
と
い
う
の
は
、「
立
派
な
家

構
え
で
す
ね
」
と
か
「
あ
ん
な
場
所
に

家
を
構
え
る
な
ん
て
…
」
と
い
う
文
脈

で
使
わ
れ
る
と
き
の
も
の
で
す
。
英
語

で
い
う
と
、
被
害
の
発
生
抑
止
と
い
う

意
味
の
ミ
テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

（m
itig
ation

）
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

「
仕
込
み
」
と
は
、
有
形
・
無
形
の
準

備
が
ど
れ
ぐ
ら
い
で
き
て
い
る
か
と
い

う
意
味
で
、
被
害
軽
減
を
意
味
す
る
プ

リ
ペ
ア
ド
ネ
ス
（p

rep
ared

n
ess

）

に
あ
た
り
ま
す
。
事
前
の
準
備
な
し
で

は
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
動
け
ま
せ
ん

か
ら
ね
。
徒
手
空
拳
で
は
何
も
で
き
ま

せ
ん
。

「
仕
切
り
」
は
、
英
語
で
い
う
と
災
害

対
応
を
意
味
す
る
レ
ス
ポ
ン
ス

（resp
on
s

）
の
意
訳
で
す
。
仕
切
り

と
対
応
と
で
は
、
ず
い
ぶ
ん
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
違
う
の
で
は
と
お
思
い
で
し
ょ
う

が
、
災
害
対
応
の
基
本
は
、
多
機
関
連

携
に
あ
る
と
い
え
ば
納
得
し
て
も
ら
え

る
と
思
い
ま
す
。
仕
切
り
屋
を
育
て
る

と
い
う
意
味
で
は
、
人
材
育
成
、
あ
る

い
は
人
材
の
発
掘
と
も
密
接
な
関
係
が

あ
り
ま
す
。

防
災
は
、
こ
の
３
つ
の
要
素
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
最
近

は
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
多
く

な
り
ま
し
た
。

重
川

実
は
、
防
災
対
策
の
８
割
は
、

普
段
や
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
な
の
で
す
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

何
か
あ
っ
た
と
き
に
動
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
企
業
も
持

っ
て
い
ま
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
そ
れ
を
読

ん
で
自
分
の
役
割
分
担
が
何
か
を
知
っ

て
、
例
え
ば
工
場
が
火
災
を
起
こ
し
た

と
き
に
、
被
害
を
最
小
限
に
す
る
よ
う

な
対
応
の
と
れ
る
社
員
を
育
成
し
て
い

る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な

社
員
の
育
成
は
、
普
段
の
仕
事
で
す
。

地
震
・
火
災
の
他
に
も
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

と
か
子
供
の
犯
罪
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な

災
害
・
危
機
が
あ
り
ま
す
。
最
近
に
な

っ
て
わ
か
っ
て
き
た
の
は
、
こ
れ
ら
に

対
し
て
ど
う
振
る
舞
う
か
と
い
う
行
動

に
は
、
あ
る
程
度
共
通
し
た
も
の
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
食
の
安
全
に
敏

感
に
対
応
で
き
る
人
は
、
地
震
に
遭
遇

し
て
も
適
切
に
動
け
ま
す
し
、
火
災
に

つ
い
て
も
同
様
で
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
危
機
に
対

応
す
る
セ
ン
ス
は
共
通
し
て
い
て
、
そ

重川 希志依
しげかわ きしえ
富士常葉大学環境防災学部教授

中央防災会議委員
1957年生まれ。東京理科大学理工学部
建築学科卒業。東京大学工学部都市工
学科研究生、(財)都市防災研究所研究
部長を経て、2003年より現職。

防災センスを
磨くには
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の
セ
ン
ス
は
人
に
も
ま
れ
て
鍛
え
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

災
害
は

初
め
て
体
験
す
る
異
文
化

重
川

昨
年
の
新
潟
県
中
越
地
震
を
は

じ
め
、
私
た
ち
は
今
ま
で
多
く
の
災
害

に
遭
遇
し
ま
し
た
。
災
害
の
た
び
に
改

善
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、

昔
ど
お
り
の
過
ち
を
繰
り
返
し
て
い
る

も
の
も
あ
り
ま
す
。
災
害
が
起
き
る
た

び
に
、
被
災
地
に
全
国
か
ら
善
意
の
救

援
物
資
が
殺
到
す
る
、
と
い
う
の
も
そ

の
一
例
で
す
。
新
聞
の
見
出
し
は
決
ま

っ
て
い
て
、「
全
国
か
ら
暖
か
い
救
援

物
資
、
被
災
地
を
励
ま
す
」。

と
こ
ろ
が
そ
の
結
果
何
が
起
き
て
い

る
か
。
24
時
間
、
全
国
か
ら
の
ト
ラ
ッ

ク
が
市
役
所
に
横
付
け
に
な
り
、
そ
れ

を
職
員
全
員
が
市
役
所
の
中
に
運
び
込

む
の
で
す
。
市
役
所
は
あ
っ
と
言
う
間

に
足
の
踏
み
場
も
な
く
な
り
、
避
難
所

ま
で
持
っ
て
行
こ
う
に
も
車
も
あ
り
ま

せ
ん
。

救
援
物
資
の
殺
到
は
、
阪
神
淡
路
大

震
災
で
も
、
は
っ
き
り
言
っ
て
大
変
な

迷
惑
を
か
け
ま
し
た
。
で
も
、
そ
の
教

訓
が
新
潟
県
中
越
地
震
で
も
生
か
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
我
々
は
伝
え
る
努
力

は
し
て
き
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
、

ほ
と
ん
ど
の
人
は
知
り
ま
せ
ん
。
マ
ス

コ
ミ
が
報
道
し
な
い
の
で
す
。
こ
う
し

て
「
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
」
が
表

に
出
な
い
ま
ま
、
災
害
が
起
き
る
た
び

に
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
「
ど
う
い
う
災
害
で
も
、
こ

れ
は
し
て
は
い
け
な
い
」
と
か
、「
地

震
で
う
ま
く
い
っ
た
こ
と
が
、
風
水
害

で
も
問
題
を
解
く
い
い
鍵
だ
」
な
ど
、

災
害
現
場
で
は
実
際
に
何
が
起
き
て
い

る
の
か
と
い
う
事
実
か
ら
普
遍
化
で
き

る
情
報
を
拾
い
出
し
て
紡
ぐ
の
か
、
災

害
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
調
査
で
す
。

エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
民
族
誌
と
い

う
意
味
で
、
自
分
が
見
た
こ
と
も
聞
い

た
こ
と
も
な
い
異
文
化
を
他
人
に
理
解

し
て
も
ら
う
た
め
の
手
法
で
す
。
い
ま

お
話
し
し
た
救
援
物
資
の
問
題
は
、
日

常
に
生
き
る
人
に
と
っ
て
は
異
文
化
で

し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
災
害
と
い
う
の
は
、

は
じ
め
て
体
験
す
る
異
文
化
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
い
う
手

法
を
使
う
こ
と
に
、
効
果
が
見
込
め
る

の
で
す
。

阪
神
淡
路
大
震
災
の
直
後
か
ら
調
査

を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
調
査
に

関
わ
っ
た
人
間
は
、
自
分
な
り
の
防
災

解
釈
の
枠
組
み
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
枠
組
み
を
持
つ

と
い
う
こ
と
は
、
人
の
話
を
聞
い
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
う
し
た
経
験
を
積
む
こ
と
で
、
何

か
災
害
が
起
き
た
と
き
に
「
こ
こ
で
問

題
が
起
き
る
だ
ろ
う
か
ら
、
今
手
を
打

っ
て
お
け
ば
被
害
が
少
な
く
な
る
」
と

い
う
よ
う
に
、
先
が
読
め
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
話
を
聞
く
た
び

に
、
自
分
た
ち
の
知
ら
な
い
新
し
い
事

生き残りをかけて

小村 隆史
こむら たかし

富士常葉大学環境防災学部助教授
1963年生まれ。国際基督教大学大学
院行政学研究科修士課程修了。防衛
庁防衛研究所主任研究官を経て、
2000年富士常葉大学環境防災学部専
任講師。2005年より現職。

デンマーク、エルシノアの湖畔。低い金網の囲いがあるの
だが、もしものための救命具が数100mごとに備えてある。
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実
が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
ま
す
が
。

災
害
に
対
す
る
目
利
き

小
村

地
域
防
災
の
出
発
点
は
、
自
然

を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
地
図
を
見
れ
ば
、
災
害
に
対
す
る

強
さ
、
弱
さ
が
わ
か
り
ま
す
。
国
土
地

理
院
に
頼
め
ば
、
明
治
期
、
大
正
期
の

地
形
図
を
１
枚
５
０
０
円
で
送
っ
て
も

ら
え
ま
す
。
地
名
か
ら
元
の
土
地
の
様

子
が
想
像
で
き
る
場
所
も
あ
り
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
想
像
力
を
働
か
せ
れ
ば
わ

か
っ
て
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
が
、
盛も

り
土ど

と
切
り
土
（
削
っ
た
土
）
で
は
、

当
た
り
前
で
す
が
、
切
り
土
の
ほ
う
が

強
い
の
で
す
。
難
し
い
こ
と
を
言
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で

す
が
…
。

関
東
大
震
災
の
と
き
、
東
京
が
ど
の

程
度
揺
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の
実
証
研

究
が
あ
り
ま
す
。
建
物
被
害
か
ら
逆
算

し
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

例
え
ば
水
道
橋
駅
の
北
東
の
台
地
で
は

震
度
５
弱
で
す
が
、
駅
の
す
ぐ
南
で
は

震
度
７
。
台
地
の
端
と
地
盤
の
緩
い
低

地
と
で
は
、
震
度
階
で
４
段
階
の
差
が

出
て
い
る
の
で
す
。
昔
の
地
形
図
を
読

め
ば
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
事
前
に
わ

か
る
の
で
す
。
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
を

防
災
に
生
か
さ
な
い
手
は
な
い
と
思
う

の
で
す
よ
。

重
川

私
た
ち
は
「
社
会
の
防
災
力
を

上
げ
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま

す
。
防
災
力
を
上
げ
る
に
は
、
ま
ず
ミ

テ
ィ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
つ
ま
り
危
な

い
所
に
は
住
ま
な
い
。
あ
る
い
は
、
台

風
に
備
え
た
頭
の
重
い
家
は
、
地
震
に

は
弱
い
の
だ
か
ら
、
建
て
替
え
る
と
き

に
免
震
住
宅
に
す
る
。
君
子
危
う
き
に

近
寄
ら
ず
で
、
ま
ず
は
自
衛
で
す
。

た
だ
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
世
の
中

お
金
持
ち
ば
か
り
で
な
い
で
す
か
ら
、

予
算
の
範
囲
で
は
、
地
盤
の
弱
い
と
こ

ろ
に
建
っ
て
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
し
か
買

え
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
事
情
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
み
ん
な
そ
う
で
す
よ
ね
。

な
ら
ば
、
次
の
手
と
し
て
、
プ
リ
ペ
ア

ド
ネ
ス
が
あ
る
わ
け
で
す
。
倒
れ
な
い

に
し
て
も
水
道
は
止
ま
る
し
、
タ
ン
ス

は
倒
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
備

蓄
を
し
て
お
こ
う
、
い
ざ
と
い
う
と
き

家
族
の
落
ち
合
う
場
所
を
決
め
て
お
こ

う
、
隣
同
士
で
こ
こ
は
ど
う
も
弱
い
か

ら
、
何
か
あ
っ
た
ら
声
を
掛
け
合
お
う
、

と
ね
。

地
盤
が
弱
い
所
は
、
建
物
も
壊
れ
や

す
い
し
、
そ
れ
と
連
動
し
て
火
災
も
起

き
や
す
い
。
な
ら
ば
、
真
面
目
に
防
災

訓
練
を
す
る
。
隣
か
ら
火
が
出
て
自
分

の
家
が
燃
え
る
の
は
嫌
だ
か
ら
、
隣
り

の
人
に
声
を
か
け
て
一
緒
に
訓
練
を
す

る
。
こ
れ
ら
を
全
部
行
な
う
こ
と
で
、

社
会
の
防
災
力
が
上
が
る
の
で
す
。

備
え
に
は
、
自
分
で
で
き
る
こ
と
も

あ
る
け
れ
ど
、
隣
り
と
一
緒
、
あ
る
い

は
マ
ン
シ
ョ
ン
全
部
で
力
を
合
わ
せ
な

く
て
は
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

頼
り
に
な
る
の
は
、
職
場
の
人
か
も
し

れ
な
い
し
、
親
戚
か
も
し
れ
な
い
。
つ

ま
り
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
は
い
ろ
い

ろ
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
多
い
ほ
ど
、

災
害
が
起
き
た
と
き
に
楽
に
な
る
。
そ

れ
を
普
段
か
ら
ど
れ
だ
け
つ
く
れ
る
の

か
。
こ
れ
も
、
自
助
努
力
で
す
。

普
段
か
ら
近
所
づ
き
あ
い
、
親
戚
づ

き
あ
い
も
し
な
い
で
何
か
あ
っ
て
か
ら

「
助
け
て
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
無

理
。
日
頃
の
お
つ
き
あ
い
次
第
で
す
。

琵琶湖湖北の集落。古い民家の妻壁には、「水」の文字が見られ
る。かつては囲炉裏や竈で裸火を日常的に使い、屋根は燃えやす
い茅であった。
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
自
分
が
生
き

る
た
め
の
結
び
つ
き

小
村

消
防
団
や
水
防
団
を
は
じ
め

「
結
」
や
「
講
」
や
「
連
」
も
、
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
た
め
の
組
織
だ
と
い
う
こ
と
も
で

き
ま
す
。
現
在
、
消
防
団
の
な
り
手
が

い
な
い
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
も
と
も
と
消
防
団
が
村
落
共
同
体

の
危
機
管
理
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
む
べ
な
る
か
な
、
と
い
う
気

が
し
ま
す
。

都
市
部
に
は
都
市
部
に
見
合
っ
た
セ

ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
地
縁
血
縁
で
は
な
く
、

「
知
縁
結
縁
」、
た
と
え
ば
イ
ベ
ン
ト
を

介
し
て
結
び
つ
く
よ
う
な
つ
な
が
り
が

あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

「
だ
ん
じ
り
」
で
有
名
な
岸
和
田
市
の

防
災
担
当
の
方
が
、「
岸
和
田
に
自
主

防
災
組
織
は
い
ら
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ

っ
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
り
ゃ
そ
う
で
し
ょ
う
。
あ
れ
だ
け
の

祭
り
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
き
る
だ
け
の

人
間
関
係
が
あ
れ
ば
、
一
朝
事
が
あ
れ

ば
み
ん
な
動
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ

と
さ
ら
に
自
主
防
災
組
織
を
う
た
わ
ず

と
も
、
そ
の
実
質
的
な
部
分
は
祭
り
に

よ
っ
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
の
で

す
。

重
川

昔
は
な
ぜ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
機

能
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
に
入

っ
て
い
な
け
れ
ば
、
田
ん
ぼ
の
水
を
分

け
て
も
ら
え
な
い
し
、
ム
ラ
で
生
き
て

い
け
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
結

び
つ
き
が
あ
る
の
は
、
当
然
な
の
で
す
。

で
は
、
今
、
都
市
で
元
気
に
暮
ら
し
て

い
る
人
に
と
っ
て
、
結
び
つ
き
が
必
要

か
と
い
う
と
、
す
ぐ
に
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。
普
段
な
ら
そ
れ
で
い
い
の
で
す
。

し
か
し
有
事
の
と
き
に
、
そ
の
差
が
歴

然
と
出
ま
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災
で
何

が
は
っ
き
り
し
た
か
と
い
う
と
、
隣
の

人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
な
け
れ
ば
助

か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、

そ
れ
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
し
、
今

で
も
被
災
者
で
な
い
人
は
気
づ
い
て
い

な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、「
他
人
の

た
め
に
何
か
や
っ
て
あ
げ
る
」
た
め
で

は
な
く
、「
自
分
が
生
き
残
る
」
た
め

に
絶
対
に
必
要
な
手
段
な
の
で
す
。
だ

か
ら
、
普
段
か
ら
嫌
な
こ
と
も
我
慢
し

て
や
る
。
ど
ぶ
掃
除
の
と
き
は
必
ず
出

る
し
、
ゴ
ミ
出
し
の
日
は
守
る
。
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
な
け
れ
ば
、
災
害
時

は
自
分
の
死
活
問
題
に
な
る
と
い
う
考

え
方
を
し
て
、
多
少
の
嫌
な
こ
と
も
我

慢
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
育
て
て
い
か

な
い
と
生
き
残
れ
な
い
の
で
す
。

―
水
の
話
題
が
出
ま
し
た
が
、
消

防
水
利
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考

え
ま
す
か
。

重
川

大
事
な
の
は
、
自
然
水
利
で
す
。

自
然
水
利
以
外
は
頼
り
に
な
り
ま
せ
ん
。

40
ｔ
の
防
火
水
槽
で
、
住
宅
１
棟
火
災

し
か
消
せ
ま
せ
ん
。
１
０
０
ｔ
の
防
火

貯
水
槽
を
い
く
つ
整
備
し
た
と
い
っ
て

も
、
た
か
が
知
れ
て
い
ま
す
。
地
震
の

と
き
に
大
切
な
の
は
、
誰
で
も
使
え
る

水
が
身
近
に
あ
る
こ
と
で
す
。
貯
水
槽

が
あ
っ
て
も
、
ホ
ー
ス
が
つ
な
が
ら
な

け
れ
ば
、
火
事
場
ま
で
持
っ
て
こ
ら
れ

ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ

で
も
バ
ケ
ツ
が
あ
れ
ば
汲
め
る
水
、
し

か
も
、
汲
ん
で
も
汲
ん
で
も
尽
き
な
い

水
、
そ
れ
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
よ
い

の
で
す
。

都
市
水
路
な
ど
も
開
渠
に
戻
す
と
、

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
問
題
も
含
め
て
、

愛知県知多半島にある、半田の祭り風景。町会ごとに自慢の山車
を引いて、集結する。ここには、近年見られなくなった年令に応
じた地域の人間関係が生きており、この日ばかりは茶髪の若者た
ちも、長老の差配に素直に従う。

琵琶湖の湖西地方では、今でも年に4回の川掃除を、住民が総出
で行なっている。夏に繁る川藻を刈ると、川の水位が下がり、台
風シーズンの洪水の危険も軽減できるという。こういう作業を重
ねるうちに、子供たちの心にも連帯感が芽生えていく。
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い
ろ
い
ろ
な
効
き
目
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

こ
ん
な
に
律
儀
に
開
水
面
を
埋
め
て
し

ま
う
国
は
、
珍
し
い
で
し
ょ
う
か
ら
ね
。

仕
切
れ
る
人
を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

小
村

私
が
行
な
っ
て
い
る
Ｄ
Ｉ
Ｇ

（
災
害
図
上
訓
練：

D
is
a
s
te
r

Im
agination

G
am
e

）
と
い
う
の
は
、

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
や
防
災
資
源
マ
ッ
プ

な
ど
を
自
分
た
ち
の
手
で
つ
く
る
こ
と

を
通
じ
て
、
防
災
に
つ
い
て
の
気
づ
き

を
促
し
、
出
会
い
の
場
を
演
出
す
る
ツ

ー
ル
で
す
。
地
域
の
消
防
団
だ
け
で
な

く
、
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
、
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
、
社
会

福
祉
協
議
会
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
な

ど
か
ら
も
、「
Ｄ
Ｉ
Ｇ
を
や
っ
て
く
れ

ま
せ
ん
か
」
と
頼
ま
れ
ま
す
。
地
域
の

消
防
団
は
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
と
こ

ろ
が
多
い
の
で
す
が
、
Ｄ
Ｉ
Ｇ
を
行
な

う
と
き
は
「
若
い
方
も
誘
っ
て
く
だ
さ

い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
古
い
地
図
や
、

新
し
い
地
図
に
色
を
塗
っ
た
り
す
る
簡

単
な
作
業
で
す
が
、
見
て
い
る
と
リ
ー

ダ
ー
の
資
質
の
あ
る
人
も
わ
か
っ
て
き

ま
す
ね
。

重
川
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
自
分
が

生
き
残
る
た
め
に
は
、
嫌
な
こ
と
を
我

慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は

そ
の
通
り
な
の
で
す
が
、
同
時
に
「
嫌

な
こ
と
は
考
え
た
く
な
い
」
と
い
う
の

も
人
間
の
心
理
で
す
。
Ｄ
Ｉ
Ｇ
を
通
じ

て
、
人
と
の
交
わ
り
の
面
白
さ
を
伝
え

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

重
川

人
と
交
わ
る
力
は
、
子
供
の
と

き
に
親
か
ら
何
を
叩
き
込
ま
れ
て
い
る

か
と
い
う
親
の
し
つ
け
も
大
き
い
要
因

で
す
。
気
が
利
い
て
、
思
い
や
り
が
あ

り
、
人
の
痛
み
も
わ
か
っ
て
い
る
と
い

う
人
も
い
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
人
も
い

る
。よ

く
「
学
校
教
育
を
」
と
言
わ
れ
る

の
で
す
が
、
学
校
で
の
滞
在
時
間
は
意

外
な
ほ
ど
短
く
て
、
子
供
の
成
長
、
し

つ
け
の
上
で
は
、
圧
倒
的
に
家
庭
と
地

域
社
会
の
役
割
が
大
き
い
の
で
す
。
し

か
し
今
の
風
潮
は
、
家
庭
と
地
域
社
会

が
そ
れ
を
放
棄
し
て
、
全
部
学
校
に
押

し
つ
け
て
い
る
。「
自
分
よ
り
弱
い
人

に
ど
う
接
す
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
は
、

家
庭
と
地
域
社
会
で
教
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
防
災
教
育
で
教

え
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
の

し
つ
け
は
、
家
庭
と
地
域
社
会
が
行
な

わ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
現
代
人
は
忙

し
い
か
ら
、
と
い
う
言
い
訳
を
よ
く
聞

き
ま
す
が
、
昔
の
人
も
時
間
が
無
い
中

で
働
い
て
い
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
で
き

な
い
の
は
教
え
る
時
間
の
問
題
で
は
な

く
、
親
の
生
き
方
の
問
題
で
し
ょ
う
ね
。

―
つ
ま
り
、
社
会
の
防
災
力
は
、

地
域
に
住
ん
で
い
る
人
、
全
員
の
生
き

方
の
問
題
で
す
か
。

重
川

ま
さ
し
く
そ
う
で
す
。
た
だ
リ

ー
ダ
ー
適
性
と
い
う
も
の
は
、
持
っ
て

生
ま
れ
た
資
質
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
で
す
か
ら
、
資
質
が
あ
る
人
間
に

防
災
の
知
識
を
付
加
し
て
や
れ
ば
い
い

の
で
す
。
例
え
ば
火
災
の
と
き
に
、
ど

う
い
う
方
向
か
ら
火
を
消
せ
ば
よ
い
の

か
、
指
示
を
出
せ
る
よ
う
な
知
識
を
与

え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
リ
ー
ダ
ー
適
性
が
あ
る
よ

DIG  災害図上訓練
Disaster Imagination Game

詳しくは http: / /www.e-d ig .net /090101.  h tml

1. プレイヤーのグループ分け

2. 雰囲気づくり

3. 
被害想定と

プレイヤーの立場の説明

4. 地図への書き込み

5. 
動的な状況付与と
地図への書き込み追加

6. ブレイングストーミング

7. 成果発表

8. 講評

災害図上訓練DIGは、
Disaster Imagination
Gameの略で、三重県在住
の災害救援ボランティアと
防災行政担当者、そして自
衛隊のノウハウを知る防災
研究者とが出会ったところ
から生まれた。
まとめ役を担った小村さ
んは、防災ボランティアの
育成や自主防災組織の活性
化に役立つほか、地域の防
災力や災害への強さ、弱さ
を知るきっかけになれば、
と考えている。
英語のdig〈動詞〉には、

「掘り返す、探求する、理
解する」という意味もある
という。「防災意識を掘り
返す」「地域を探求する」
「災害を理解する」という
願いも込められた、防災訓
練ゲームといえよう。
〈地図への書き込み〉
災害救援に関連する施設

（市町村役場、病院、避難
所など）や交通網（鉄道、
幹線道路など）、河川など
を書き込んでいく。こうす
ることで、土地柄や地域の
災害に対する強さ、弱さが
浮き彫りとなる。
次に、被災状況とそこか
ら予測される事柄を書き込
んでいく。余裕がある参加
者の場合は、「大きな余震
が発生した」というような、
動的な状況の変化を付与し
てもよい。
〈ブレインストーミング〉
何を考え、何をしなくて
はならないか、について思
いついたものを上げていく。
時間の経過とともに、当然
活動の焦点や必要とされる
人的・物的資源が変化する
ので、時間枠で区切って意
見を求める、主催者側の交
通整理も有効。

DIGには、こうやらなけ
ればならない、というルー
ルはない。各地域で試して
みて、オリジナルなDIGを
つくっていってほしい、と
小村さんはいう。そしてそ
の結果をやり取りすること
で、市民の防災力向上のた
めの仕組みづくりに生かし
たい、と考えている。
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生き残りをかけて防災センスを磨くには

う
な
人
は
、
だ
い
た
い
仕
事
も
忙
し
い
。

そ
こ
で
期
待
し
た
い
の
は
企
業
の
力
で

す
。
職
場
で
も
、
資
質
を
持
っ
た
人
が

防
災
の
情
報
に
接
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば

い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ

の
人
が
会
社
に
い
る
と
き
も
、
地
域
に

い
る
と
き
も
、
出
張
先
に
い
る
と
き
も
、

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
振
る
舞
え
ま
す
。

小
村

企
業
人
と
し
て
立
派
に
務
め
て

い
る
人
は
、
そ
れ
な
り
の
能
力
が
あ
る

わ
け
で
す
か
ら
。

重
川

昔
は
、
水
を
得
て
い
た
地
元
で

能
力
を
発
揮
し
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
。

今
は
、
生
活
の
糧
を
得
て
い
る
会
社
と

い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
、
そ
れ
を
発
揮

す
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
の
場
に
い
る
人
に
し
か
で
き

な
い
こ
と
は

し
っ
か
り
や
ろ
う

小
村

防
災
や
危
機
管
理
と
聞
く
と
、

と
か
く
プ
ロ
の
世
界
の
話
と
い
う
印
象

が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い

の
で
す
。
例
え
ば
、
救
急
医
療
の
世
界

で
は
、
家
族
や
た
ま
た
ま
そ
の
場
に
居

合
わ
せ
た
人
な
ど
に
よ
る
、
ご
く
初
期

の
対
応
が
、
も
っ
と
も
重
要
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

高
規
格
救
急
車
を
整
備
し
、
救
急
救

命
士
を
増
や
し
て
も
、
人
が
倒
れ
て
い

る
の
を
遠
巻
き
に
見
て
い
る
よ
う
で
は
、

救
命
率
や
社
会
復
帰
の
向
上
は
期
待
で

き
ま
せ
ん
。
プ
ロ
に
は
プ
ロ
の
仕
事
を

し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
場

に
い
る
人
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
は
、

し
っ
か
り
や
る
、
と
い
う
こ
と
が
重
要

だ
と
思
い
ま
す
。

重
川

平
時
の
火
災
は
と
も
か
く
と
し

て
、
大
規
模
災
害
時
に
は
起
き
た
こ
と

の
８
〜
９
割
を
、
普
通
の
人
が
対
応
し

な
い
と
な
り
ま
せ
ん
。
何
し
ろ
消
防
署

員
は
、
人
口
１
０
０
０
人
に
１
人
し
か

い
な
い
の
で
す
か
ら
。
あ
た
り
一
面
が

被
災
し
て
い
る
と
き
に
、
自
分
で
何
が

で
き
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
、
も
っ
と

み
ん
な
が
き
ち
ん
と
知
る
べ
き
で
し
ょ

う
。
大
規
模
災
害
時
に
普
通
の
住
宅
な

ら
、
人
手
さ
え
あ
れ
ば
何
と
か
救
援
で

き
ま
す
。
ビ
ル
は
カ
ッ
タ
ー
な
ど
を
持

っ
た
消
防
署
員
の
力
が
な
い
と
無
理
で

す
。
そ
れ
か
ら
危
険
物
火
災
な
ど
の
特

殊
災
害
も
プ
ロ
の
仕
事
で
す
。
で
す
か

ら
、
自
分
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
や
り
、

消
防
署
員
な
ど
と
役
割
分
担
し
な
い
と

な
り
ま
せ
ん
。

一
般
住
宅
、
集
合
住
宅
の
場
合
は
、

自
分
が
助
か
っ
た
ら
、
次
に
い
か
に
周

り
の
住
人
に
気
を
配
れ
る
か
。
同
じ
フ

ロ
ア
の
人
に
声
を
掛
け
る
、
と
い
う
こ

と
に
ど
れ
だ
け
の
人
が
気
づ
け
る
か
ど

う
か
。
自
分
の
家
族
の
次
は
、
必
ず
両

隣
り
に
声
を
掛
け
る
。
そ
れ
が
済
ん
だ

ら
、
火
事
は
出
て
い
な
い
か
、
逃
げ
遅

れ
は
い
な
い
か
、
一
人
暮
ら
し
の
人
は

大
丈
夫
か
、
と
に
か
く
自
分
た
ち
で
助

け
合
う
し
か
な
い
。
防
災
文
化
は
、
一

人
ひ
と
り
が
防
災
セ
ン
ス
を
高
め
て
い

く
こ
と
で
、
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

写真すべて小村隆史さんより
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消
防
団
と
い
う
組
織
は
ご
存
知
で
し

ょ
う
か
。
消
防
署
と
の
違
い
、
実
際
に

火
災
が
起
き
た
と
き
に
具
体
的
に
ど
う

動
く
の
か
、
意
外
と
知
ら
な
い
こ
と
ば

か
り
で
す
。
ま
た
、
男
性
ば
か
り
の
組

織
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、

平
成
に
入
っ
て
か
ら
は
女
性
消
防
分
団

も
つ
く
ら
れ
始
め
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
編
集
部
で
は
女
性
消
防
分

団
を
有
す
る
兵
庫
県
川
西
市
の
消
防
団

と
消
防
本
部
を
訪
ね
、
消
防
署
・
消
防

団
・
女
性
消
防
分
団
の
活
動
を
取
材
し

ま
し
た
。

１
１
９
番
、
そ
れ
か
ら

川
西
市
は
猪
名
川
の
ほ
と
り
に
あ
る
、

人
口
約
16
万
人
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
す
。

大
阪
の
梅
田
か
ら
電
車
で
20
分
、
中
心

部
に
あ
る
阪
急
川
西
能
勢
口
駅
に
降
り

立
つ
と
、
北
側
に
は
山
肌
が
迫
り
、
中

腹
あ
た
り
ま
で
新
興
住
宅
地
が
造
成
さ

れ
て
い
ま
す
。

消
防
本
部
の
１
階
に
は
、
市
内
の
１

１
９
番
が
つ
な
が
る
消
防
指
令
室
が
あ

り
、
道
路
を
挟
ん
だ
真
向
か
い
に
南
消

防
署
が
建
っ
て
い
ま
す
。
道
を
挟
ん
だ

両
側
に
何
台
も
の
ポ
ン
プ
車
、
は
し
ご

車
が
並
ん
で
い
る
姿
は
壮
観
で
す
。

ま
ず
１
１
９
番
通
報
を
受
け
る
と
、

た
だ
ち
に
指
令
書
が
出
さ
れ
ま
す
。
こ

の
指
令
書
に
は
、
通
報
を
受
け
た
場
所
、

風
速
、
温
度
、
湿
度
、
出
動
車
両
、
付

近
の
地
図
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
消
防

士
は
通
常
は
24
時
間
勤
務
で
、
南
消
防

署
は
２
交
代
制
で
常
時
10
名
の
消
防
士

が
詰
め
て
い
る
そ
う
で
す
。
彼
ら
が
指

令
書
を
受
け
取
り
出
動
す
る
ま
で
の
間
、

わ
ず
か
１
分
程
。
月
に
一
度
、
消
火
栓

や
防
火
水
槽
の
点
検
を
し
て
い
る
た
め
、

地
図
は
し
っ
か
り
と
頭
の
中
に
入
っ
て

い
る
の
で
、
番
地
を
言
わ
れ
れ
ば
、
場

所
と
周
辺
の
水
利
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か

ぶ
と
い
い
ま
す
。

例
え
ば
、
ま
ず
最
初
に
「
南
消
防
署

の
タ
ン
ク
車
は
直
近
せ
よ
」
と
い
っ
た

指
令
が
出
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、「
南

消
防
署
の
タ
ン
ク
付
き
ポ
ン
プ
車
は
、

先
着
隊
と
し
て
一
番
先
に
行
き
な
さ

い
」
と
い
う
こ
と
。
こ
の
第
一
次
出
動

で
、
ま
ず
４
台
出
動
し
ま
す
。
現
場
に

到
着
し
て
、
予
想
以
上
に
火
勢
が
強
く
、

煙
が
吹
き
出
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
だ

と
、
後
続
を
出
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
タ
ン
ク
付
き
ポ
ン
プ
車
は
、
水

を
１
〜
1.5
ｔ
積
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
、
１
〜
２
分
の
放
水
で
な
く
な
っ
て

し
ま
う
量
。
ま
ず
は
、
こ
の
水
で
初
期

消
火
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
間
、
最
初

に
到
着
し
た
ポ
ン
プ
車
は
一
番
近
い
消

火
栓
、
二
番
目
到
着
車
は
そ
の
次
に
近

い
消
火
栓
と
吸
水
管
を
つ
な
ぎ
、
以
後
、

消
火
栓
か
ら
の
水
を
放
水
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
１
台
の
ポ
ン

プ
車
で
４
本
の
放
水
ホ
ー
ス
を
つ
な
ぐ

こ
と
が
で
き
、
燃
え
て
い
る
現
場
を
囲

む
よ
う
に
し
て
４
方
向
か
ら
放
水
す
る

の
が
基
本
だ
そ
う
で
す
。

ベッドタウンを守る
三つの消防物語

兵庫県川西市－消防署員・消防団員・女性消防団員
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「
消
防
の
仕
事
は
、
国
民
の
生
命
と
財

産
を
守
る
の
が
任
務
で
す
の
で
、
ま
ず

第
一
に
は
人
命
を
考
え
ま
す
。
第
一
次

隊
が
到
着
し
た
ら
、
要
救
助
者
は
い
な

い
か
確
認
す
る
た
め
の
救
助
活
動
を
優

先
し
ま
す
。
次
は
財
産
で
す
。
そ
の
家

の
財
産
を
い
か
に
守
る
か
。
ま
た
、
延

焼
し
た
ら
他
の
家
に
も
迷
惑
が
か
か
り

ま
す
。
た
ま
た
ま
北
風
が
強
い
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
南
側
に
戦
力
を
厚
く

す
る
な
ど
と
、
現
場
の
隊
長
が
指
示
を

出
し
ま
す
」

南
消
防
署
の
越
知
清
さ
ん
は
、
こ
う

説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。

現
場
に
は
、
消
防
署
よ
り
消
防
団
が

先
に
到
着
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
場

合
は
消
防
団
が
初
期
消
火
に
あ
た
り
、

消
防
署
が
到
着
し
た
ら
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

し
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
鎮
火
し
た
ら
、

消
防
署
員
は
次
の
出
動
要
請
に
備
え
て

た
だ
ち
に
署
に
戻
り
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
残
火
整
理
も
地
元
消
防
団
の
大
切

な
仕
事
と
な
り
ま
す
。
消
防
署
と
消
防

団
の
役
割
分
担
は
各
自
治
体
に
よ
り
違

い
ま
す
が
、
川
西
市
で
は
こ
の
よ
う
な

連
携
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

点
検
に
行
く
こ
と
が

い
ざ
と
い
う
と
き
に
役
に
立
つ

平
時
の
消
防
士
は
た
だ
待
機
し
て
い

る
の
か
と
い
う
と
、
無
論
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
機
材
の
整
備
、

事
業
所
や
職
員
自
身
の
訓
練
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
管
轄
内
の
警
防
調
査
や
、

消
火
栓
・
防
火
水
槽
の
点
検
も
大
事
な

仕
事
で
す
。

大
阪
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
川

西
市
に
は
、
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
も
建
ち

始
め
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
、
建
物
が

大
き
く
な
る
と
消
防
用
設
備
等
も
完
備

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。

大
き
な
建
物
で
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
、

屋
内
消
火
栓
、
連
結
送
水
管
、
防
火
シ

ャ
ッ
タ
ー
な
ど
の
警
防
調
査
を
、
月
１

回
行
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
消
防

用
設
備
等
が
き
ち
ん
と
働
く
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、
点

検
に
行
っ
て
お
く
こ
と
で
消
防
士
の
記

憶
に
残
り
、
い
ざ
と
い
う
と
き
現
場
で

役
立
つ
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

消
防
水
利
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

住
宅
地
図
に
消
火
栓
と
防
火
水
漕
の
位

置
が
プ
ロ
ッ
ト
さ
れ
た
も
の
を
見
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
こ
う
し
た
消
防
水
利
が
、
南
消
防
署

管
内
だ
け
で
も
１
０
０
０
カ
所
程
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
月
に
１
回
程
度
、
一
つ

ひ
と
つ
蓋
を
開
け
て
点
検
し
て
い
ま
す
。

い
つ
も
は
水
位
が
あ
る
の
に
、
な
ぜ
か

減
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
と
き
は
内
壁
に

印
を
つ
け
て
お
き
、
翌
月
に
ま
た
減
っ

て
い
れ
ば
、
水
漏
れ
と
わ
か
り
ま
す
。

減
っ
た
水
槽
に
は
近
く
の
消
火
栓
か
ら

水
を
入
れ
ま
す
が
、
消
火
栓
は
水
道
で

す
の
で
、
一
気
に
水
を
入
れ
る
と
近
隣

の
水
道
水
が
濁
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

住
民
か
ら
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
も

右：道路の左が消防本部、消防団本部。右が南消防署。
上：指令室。地図画面の右に気象情報。風向、最大風速、気温、気圧、湿度、
実効湿度、雨量が一目でわかる。地図画面の左には、川西市の全緊急車両の
行動一覧が。
下：「備えよ常に」の南消防署ガレージ。
左：右から南消防署の梶尾松治さん、越知清さん、山西正晃さん。
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あ
り
ま
す
の
で
、ゆ
っ
く
り
入
れ
ま
す
」

実
は
水
防
も
、
消
防
の
大
き
な
仕
事

の
一
つ
で
す
。
川
西
市
は
猪
名
川
と
い

う
１
級
河
川
を
抱
え
て
お
り
、
水
害
と

無
縁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
で
も
土
嚢

積
み
訓
練
は
欠
か
せ
な
い
と
い
い
ま
す
。

消
防
士
の
志

う
か
が
え
ば
う
か
が
う
ほ
ど
、
消
防

士
の
仕
事
は
き
つ
い
も
の
で
す
。
自
分

の
生
命
を
危
険
に
さ
ら
し
て
で
も
、
人

を
助
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
並
大
抵
の

決
心
で
は
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。ま

だ
若
い
山
西
正
晃
さ
ん
は
、
救
助

隊
の
隊
員
。
消
防
署
の
近
く
に
住
ん
で

い
て
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
憧
れ
て
い
て
、

消
防
士
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
ヒ
ヤ
ッ

と
し
た
経
験
は
な
か
っ
た
か
う
か
が
っ

て
み
る
と
、

「
山
火
事
で
煙
に
ま
か
れ
る
経
験
を
し

て
逃
げ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
テ
レ
ビ

の
ニ
ュ
ー
ス
で
見
る
と
、
山
火
事
と
い

う
の
は
た
い
し
た
こ
と
が
な
さ
そ
う
に

見
え
ま
す
。
し
か
し
現
場
は
昼
間
な
の

に
急
に
あ
た
り
が
真
っ
暗
に
な
り
、
そ

の
途
端
に
そ
こ
い
ら
の
木
が
ダ
ッ
と
燃

え
出
す
。
一
斉
に
、
爆
発
的
に
燃
え
る

ん
で
す
」

さ
ら
に
、
人
の
生
死
に
じ
か
に
接
す

る
消
防
士
の
心
構
え
を
、
こ
う
表
現
し

て
く
れ
ま
し
た
。

「
私
も
95
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
で
他

市
に
救
援
に
行
き
ま
し
た
が
、
助
け
よ

う
と
思
っ
て
も
助
け
ら
れ
な
い
こ
と
が

つ
ら
い
。
そ
う
い
う
こ
と
に
、
自
分
な

り
に
耐
え
て
、『
次
は
助
け
て
や
ろ
う
』

と
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
で
な
い

と
、
し
ん
ど
い
と
思
い
ま
す
。
ぼ
く
ら

は
、
直
接
、
人
の
死
や
不
幸
を
目
に
す

る
仕
事
で
す
の
で
、
そ
れ
で
く
じ
け
な

い
で
、
プ
ラ
ス
に
し
て
い
け
る
人
間
で

な
い
と
つ
ら
い
と
思
い
ま
す
」

先
輩
の
越
知
さ
ん
も

「
消
防
士
と
い
う
の
は
大
変
だ
と
思
い

ま
す
ね
。
小
さ
な
子
供
が
亡
く
な
る
と

こ
ろ
に
遭
遇
す
る
と
、
つ
ら
い
気
持
ち

に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
時
は
手
を
合

わ
せ
て
、
家
族
の
方
に
『
力
に
な
れ
ず

す
み
ま
せ
ん
で
し
た
』
と
一
言
謝
っ
て

帰
っ
て
き
ま
す
。
で
き
る
だ
け
の
こ
と

は
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
と
き
は
つ
ら

い
で
す
ね
。
で
も
、
助
け
る
こ
と
に
誇

り
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
大
変
な
仕

事
を
選
ん
だ
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、

悔
い
は
あ
り
ま
せ
ん
」

ベ
テ
ラ
ン
の
梶
尾
松
治
さ
ん
は
、
そ

ん
な
二
人
の
話
を
聞
き
な
が
ら

「
や
は
り
経
験
が
必
要
な
ん
で
す
。
私

も
高
校
を
出
て
か
ら
ず
っ
と
こ
の
仕
事

で
す
。
非
番
の
と
き
、
溺
れ
て
い
る
子

供
を
助
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
も
消
防
人
生
を
歩
ん
で
き
た
か
ら
で

き
た
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
き
つ
い
、

消
防
人
生
を
支
え
て
い
る
の
は
、
人
命

を
助
け
る
こ
と
へ
の
誇
り
な
の
で
す
。

消防署から、消火栓と防火水槽がプロットされた地図をいただいて、川西市中心部、川西能勢口南側の
エリアを歩いてみた。
古い住宅街の場合は、防火水槽は公有地である道路の地下につくられていた。大きな建築物の場合は、
設置が義務づけられているので、駐車場の一角や金網で囲まれた専用のスペースが設けられていた。金
網の入り口には鍵がかかっているが、いざ、火事のときには、消防署員が持っている「統一キー」で開
けられるのだ。
消火栓の真上にも駐車するのだから、防火水槽の横に駐車禁止のサインがあっても気にしない人は多い。
ドライバーの一人として、自戒したいものだ。
車道にある消火栓の蓋には、酷使されている痕が見てとれる。「消防用空地」のサインを初めて見た。
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消
防
団
と
い
う
人
の
つ
な
が
り

そ
れ
で
は
、
自
治
体
消
防
を
担
う
も

う
一
方
の
組
織
、
消
防
団
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
話
を
う
か
が

っ
た
の
は
団
長
の
古
谷
茂
樹
さ
ん
と
、

第
４
分
団
長
の
坂
上
健
二
さ
ん
。
古
谷

さ
ん
は
、
燃
料
会
社
の
社
長
さ
ん
、
坂

上
さ
ん
は
地
元
で
造
園
業
を
営
ん
で
い

る
若
主
人
で
す
。

川
西
市
消
防
団
は
２
０
０
４
年
時
点

で
、
４
０
４
名
が
所
属
し
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
消
防
職
員
は
１
４
０
名
で

す
か
ら
、
約
３
倍
の
人
数
で
す
。
エ
リ

ア
ご
と
に
第
１
分
団
か
ら
第
10
分
団
ま

で
あ
り
、
各
分
団
の
下
に
「
加
茂
部
」

「
小
花
部
」「
寺
畑
部
」
と
、
各
集
落
の

名
前
を
記
し
た
部
が
所
属
し
て
い
ま
す
。

部
の
数
は
30
。
名
前
で
も
明
ら
か
な
と

お
り
、
こ
の
消
防
団
は
村
の
時
代
か
ら

機
能
し
て
い
た
、
安
全
組
織
と
し
て
の

流
れ
を
組
む
消
防
団
で
す
。
団
員
は
地

元
居
住
の
男
性
。
ち
な
み
に
坂
上
さ
ん

は
「
加
茂
部
」
に
所
属
し
て
い
ま
す
。

川
西
市
は
都
市
型
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で

あ
り
な
が
ら
、
ま
だ
里
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
が
生
き
て
い
る
と
い
う
、
こ
れ
か
ら

の
消
防
団
を
考
え
る
上
で
ま
た
と
な
い

好
例
と
い
え
ま
す
。

団
員
の
活
動
に
つ
い
て
、
古
谷
さ
ん

は
こ
う
言
い
ま
す
。

「
昔
は
村
に
青
年
団
が
あ
り
ま
し
た
が
、

今
は
な
く
な
り
ま
し
た
か
ら
、
募
集
が

大
変
で
す
。
だ
い
た
い
各
部
に
10
名
〜

14
名
い
ま
す
。
お
祭
り
な
ど
も
昔
は
青

年
団
が
行
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ

れ
も
今
で
は
消
防
団
が
協
力
し
て
開
催

し
て
い
ま
す
」

す
る
と
、
30
歳
台
の
坂
上
さ
ん
は

「
加
茂
部
は
村
の
若
い
者
が
14
名
集
ま

っ
て
い
ま
す
。
自
治
会
な
ど
で
祭
り
の

夜
店
や
運
動
会
の
話
題
に
な
る
と
『
お

ま
え
ら
若
い
衆
で
何
か
や
っ
て
く
れ
』

と
声
が
か
か
り
ま
す
。
消
防
団
に
は
歴

代
の
先
輩
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
、

そ
の
つ
な
が
り
は
固
い
で
す
ね
。
正
月

に
市
の
出
初
め
式
が
終
わ
っ
た
後
、
加

茂
の
出
初
め
式
を
し
ま
す
。
Ｏ
Ｂ
さ
ん

が
、
現
役
の
消
防
団
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

す
る
会
を
つ
く
っ
て
く
れ
て
、
そ
こ
で

総
会
と
か
合
同
訓
練
を
し
ま
す
。
や
は

り
、
ぼ
く
ら
が
地
元
に
い
な
い
と
き
に

サ
ポ
ー
ト
い
た
だ
け
る
一
番
信
頼
で
き

る
先
輩
で
す
し
、
縦
の
つ
な
が
り
は
今

で
も
い
い
流
れ
で
生
き
て
い
ま
す
」

川
西
市
消
防
団
の
歴
史
は
、
明
治
初

年
の
私
設
消
防
組
設
立
に
端
を
発
し
て

い
て
、
昔
か
ら
の
地
元
密
着
型
組
織
の

伝
統
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
最
近
は
団
員
集

め
に
苦
労
す
る
と
い
い
ま
す
。
団
員
の

減
少
は
全
国
的
な
傾
向
で
す
が
、
こ
こ

も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
お
父
さ
ん
が
元
消
防
団
員
で
も
、
そ

の
息
子
さ
ん
に
断
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
昔
な
ら
農
家
や
自
営
業
の
人
が

大
半
で
し
た
が
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
と

地
元
に
戻
れ
な
い
か
ら
入
ら
な
い
人
が

上：消防団団長の古谷茂樹さん（右）と、第４分団
長の坂上健二さん。
右：第４分団加茂部の消防車格納庫。２階が集会室。
冷蔵庫とクーラーは、分団ＯＢ会の「ハッピの会」
からのプレゼント。冷蔵庫の中身のことまではわか
らない。

経験を積みかさねてきたＯＢからは、技術的なこと
は勿論、騒然としている火事場での気配りなど、ま
だまだ教えてもらわなければならないことがたくさ
んある。また、精神的な支えにもなっている。
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多
い
で
す
。
団
員
の
確
保
に
は
、
ど
こ

で
も
頭
を
抱
え
て
い
ま
す
」

消
防
団
に
入
っ
て
変
わ
っ
た

消
防
団
に
入
る
と
、
自
分
の
中
で
何

か
が
変
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

「
入
っ
て
１
、
２
年
は
先
輩
団
員
の
補

助
な
ど
を
し
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
経

験
を
積
み
ま
す
。
サ
イ
レ
ン
の
音
で
夜

中
に
叩
き
起
こ
さ
れ
る
、
冬
は
凍
り
つ

く
中
で
震
え
上
が
る
。
こ
う
し
た
経
験

が
、
意
識
を
変
え
る
も
と
で
す
ね
。

『
我
々
が
や
ら
な
く
て
は
、
地
元
は
守

れ
な
い
』
と
い
う
意
識
が
芽
生
え
て
き

た
ら
、
そ
の
人
は
長
続
き
し
ま
す
。
そ

れ
に
尽
き
る
で
し
ょ
う
」

と
古
谷
さ
ん
。
坂
上
さ
ん
も

「
最
初
は
し
ん
ど
い
で
す
よ
。
夜
中
で

も
、
本
部
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま

す
か
ら
。
電
話
が
な
く
て
も
サ
イ
レ
ン

が
鳴
っ
た
ら
、
自
分
で
電
話
し
て
『
地

元
で
火
事
か
？
』
と
確
認
し
ま
す
。
不

思
議
な
も
の
で
消
防
に
携
わ
る
前
は
、

寝
て
い
る
と
サ
イ
レ
ン
の
音
も
聞
こ
え

ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
消
防
団
に
入
る
と
、

自
然
に
目
が
覚
め
て
し
ま
う
。
冬
に
風

呂
で
頭
を
洗
っ
て
い
て
、
サ
イ
レ
ン
が

聞
こ
え
る
の
で
と
に
か
く
飛
び
出
し
た

ら
、
頭
が
か
ち
ん
か
ち
ん
に
凍
っ
て
い

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
火
事
の
怖
さ
、

大
変
さ
を
体
験
す
る
と
、『
行
か
な
ア

カ
ン
』
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
す
ね
」

こ
う
し
た
気
持
ち
は
普
段
の
つ
き
あ

い
に
も
表
れ
る
よ
う
で
、「
消
防
団
活

動
を
し
て
い
て
よ
か
っ
た
こ
と
は
」
と

い
う
質
問
に
、
坂
上
さ
ん
は

「
人
の
つ
な
が
り
で
す
。
何
か
あ
っ
た

と
き
の
助
け
合
い
と
い
う
の
は
、
団
に

入
っ
て
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
消
防
以

外
で
も『
ち
ょ
っ
と
困
っ
て
い
る
ね
ん
』

と
い
う
と
、
み
ん
な
相
談
に
乗
っ
て
く

れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
切
か
な
と

思
い
ま
す
」

消
防
団
員
を
支
え
て
い
る
の
は
「
自

分
た
ち
が
守
ら
ね
ば
、
地
域
で
安
心
し

て
暮
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う

助
け
合
い
の
意
識
な
の
で
し
ょ
う
。

女
性
消
防
団
員

チ
ェ
リ
ー
フ
ァ
イ
ア
ー

川
西
市
消
防
団
に
は
10
分
団
と
は
別

に
、
地
域
に
縛
ら
れ
ず
、
全
市
か
ら
一

般
募
集
さ
れ
た
女
性
消
防
団
員
が
つ
く

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
第
11
分
団
、

愛
称
「
チ
ェ
リ
ー
フ
ァ
イ
ア
ー
」
で
す
。

お
話
を
う
か
が
っ
た
の
は
、
普
段
は
看

護
師
を
し
て
い
る
分
団
長
の
木
村
君
代

さ
ん
、
会
社
員
で
副
分
団
長
の
岡
佐
知

子
さ
ん
と
職
場
の
同
僚
で
あ
る
団
員
の

藪
ま
ゆ
み
さ
ん
で
す
。

こ
の
チ
ェ
リ
ー
フ
ァ
イ
ア
ー
は
、
１

９
９
３
年
（
平
成
５
）
に
市
が
募
集
し

て
30
人
で
発
足
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

12
年
。
草
創
期
の
メ
ン
バ
ー
で
残
っ
て

い
る
の
は
４
人
で
木
村
さ
ん
も
そ
の
一

人
で
す
。

坂上さんに、加茂部分団のポンプ車を見せて
いただく。真空ポンプや送水ポンプのオイル
の始末など、普通の車の維持管理とは違いが
あるようだ。
格納庫の前の消火栓の蓋を開けてもらう。蓋
を開けるのも、弁のコックをひねるのも専用
工具が必要だ。
開けるのが少々難しかったが、「火事場の馬
鹿力は真実ですよ。本番のときは、こういう
のが一発で開きますから」と坂上さん。
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ベッドタウンを守る三つの消防物語

な
か
っ
た
。
で
も
面
白
そ
う
だ
と
思
っ

た
の
と
、
こ
れ
な
ら
私
に
も
で
き
そ
う

だ
と
思
っ
た
し
、
み
ん
な
和
気
あ
い
あ

い
だ
っ
た
の
で
。

ポ
ン
プ
操
法
、
紙
芝
居
、
主
婦
に
消

火
器
の
使
用
方
法
を
教
え
た
り
し
ま
す
。

友
達
か
ら
は
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
姿
を
見

て
『
す
ご
い
な
ぁ
』
と
言
わ
れ
ま
し
た

よ
」藪

さ
ん
は
、

「
私
は
、
職
場
の
同
じ
部
署
の
人
が
女

性
消
防
団
員
に
な
っ
て
い
て
、
会
社
だ

け
で
な
く
地
域
の
人
と
も
交
流
で
き
て

幅
も
広
が
る
か
ら
一
回
入
っ
て
み
た
ら
、

と
誘
わ
れ
ま
し
た
」
と
、
そ
の
動
機
を

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

た
だ
、
消
防
団
は
そ
の
市
に
住
ん
で

い
な
い
と
所
属
で
き
な
い
の
で
、
結
婚

し
て
市
外
に
転
出
し
て
し
ま
う
と
辞
め

ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
メ
ン

バ
ー
の
入
れ
替
わ
り
が
か
な
り
あ
る
そ

う
で
す
。

楽
し
く
な
い
と
続
か
な
い

チ
ェ
リ
ー
フ
ァ
イ
ア
ー
の
団
員
に
現

在
の
と
こ
ろ
専
業
主
婦
は
い
ま
せ
ん
。

ほ
と
ん
ど
が
何
ら
か
の
仕
事
に
就
き
な

が
ら
、
消
防
団
の
活
動
は
夜
に
し
て
い

ま
す
。
活
動
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
に

は
、
何
か
秘
訣
は
あ
り
ま
す
か
？
　
と

い
う
問
い
に
、
若
い
藪
さ
ん
が
さ
ら
っ

と
言
い
ま
し
た
。

「
楽
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
続
き
ま
せ
ん
。
や

は
り
消
防
団
活
動
は
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が

大
切
で
す
か
ら
、
和
が
一
番
で
す
」

や
は
り
、
楽
し
さ
と
仲
間
意
識
は
大

事
な
こ
と
な
の
で
す
。

「
心
肺
蘇
生
法
を
覚
え
ら
れ
て
本
当
に

良
か
っ
た
」
と
口
を
そ
ろ
え
て
言
う
よ

う
に
、
チ
ェ
リ
ー
フ
ァ
イ
ア
ー
に
入
ら

な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
経
験
も
た
く
さ

ん
あ
る
よ
う
で
す
。
チ
ェ
リ
ー
フ
ァ
イ

ア
ー
は
、
消
防
団
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
は
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
近
い
印
象

を
受
け
ま
し
た
。

現
代
の
消
防
は
、「
プ
ロ
」
と
し
て

の
消
防
職
員
、「
地
域
密
着
型
・
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
」
と
し
て
の
消
防
団
と
い
う
、

性
格
の
異
な
る
組
織
が
う
ま
く
協
力
し

て
機
能
し
て
い
ま
す
。

一
般
に
「
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
」

が
中
心
に
な
る
こ
と
で
、
地
元
の
文
化

は
継
承
さ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
消
防
団
に
限
ら
ず
、
地
域
密
着
型
組

織
と
い
う
の
は
、
実
は
文
化
を
伝
え
る

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
す
。

川
西
市
の
よ
う
に
、
都
市
型
ベ
ッ
ド

タ
ウ
ン
の
性
格
が
強
く
な
り
つ
つ
あ
る

地
域
で
も
、
幸
い
な
こ
と
に
ま
だ
地
域

社
会
の
結
び
つ
き
が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
特
性
を
生
か
し
て
、
消
防
団
が
消

防
以
外
の
分
野
で
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
発
揮
し
て
い
け
ば
、
暮
し
手
も
安
心

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
可
能

性
を
感
じ
さ
せ
る
川
西
市
で
し
た
。

右から女性消防団員の木村君代さん、岡
佐知子さん、薮まゆみさん。
実は、女性消防団は昔からあった。
大正時代に女性消防団が組織された地域
がある。1914年（大正３）、福井県丹生
郡城崎村で女子消防組が誕生。この村で
は、当時、男性が長期にわたり京都への
酒造りや、丹後方面の鰤定置網漁に出稼
ぎに行っていたため、災害発生時には消
防活動に女性消防団が従事したのである。
同じように出稼ぎや出漁のために男子消
防組が留守の時に、「婦人消防協力隊」
「夫人火防組合」「処女火防組合」等が結
成されていた地域もあるようだ。
川西市の市木は桜で、湯飲み茶碗も桜模
様。女性消防団の愛称チェリーファイア
ーもここからきている。

「
ま
ず
、
女
性
消
防
団
員
の
目
的
は
消

防
意
識
の
普
及
啓
発
で
、
実
際
に
現
場

の
最
前
線
で
筒
先
を
持
つ
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
現
場
で
は
雑

踏
整
理
な
ど
を
行
な
い
ま
す
。
あ
と
は

ポ
ン
プ
操
法
の
訓
練
を
し
た
り
、
全
員

が
応
急
手
当
普
及
員
の
資
格
を
と
り
、

Ｃ
Ｐ
Ｒ
（
心
肺
蘇
生
法：

C
ard
io-

P
ulm
onary

R
esuscitation

）
の
指
導

を
し
て
い
ま
す
」

な
ぜ
女
性
消
防
団
員
に
応
募
し
た
の

で
し
ょ
う
。

「
消
防
団
に
入
る
前
、
看
護
師
と
し
て

受
け
た
消
防
本
部
の
研
修
で
、
い
ざ
火

事
に
な
る
と
自
分
の
名
前
も
住
所
も
パ

ニ
ッ
ク
に
な
っ
て
言
え
な
い
人
が
い
る

と
い
う
こ
と
を
聞
き
、
私
に
何
か
で
き

る
こ
と
な
い
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
に
消
防
団
は
男
性
ば
か
り
と
思
っ

て
い
た
の
に
、
女
性
も
参
加
で
き
る
の

は
面
白
そ
う
だ
と
思
っ
て
」

と
、
木
村
さ
ん
。
岡
さ
ん
は
、

「
５
年
前
、
職
場
の
上
司
か
ら
『
入
っ

て
み
な
い
か
』
と
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
、
消
防
団
の
存
在
す
ら
知
ら
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同
時
多
発
火
災

火
事
は
怖
い
と
感
じ
て
、
い
ろ
い
ろ

な
備
え
を
し
て
い
る
人
は
多
い
は
ず
で

す
。
し
か
し
、
よ
り
恐
ろ
し
い
の
は
同

時
多
発
火
災
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
、
１
９
９
５
年

１
月
17
日
午
前
５
時
46
分
の
地
震
発
生

後
、
６
時
ま
で
の
最
初
の
14
分
間
で
54

件
の
火
災
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
最
終
的
な
神
戸
市
全
体
の
焼
死
者

は
５
２
８
名
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。

燃
え
盛
る
火
災
現
場
を
前
に
し
て
、

な
す
術
も
な
く
立
ち
つ
く
す
被
災
者
の

姿
の
テ
レ
ビ
映
像
を
、
目
に
焼
け
つ
け

て
い
る
人
は
多
い
で
し
ょ
う
。
同
時
多

発
火
災
が
起
こ
り
、
一
斉
に
消
火
栓
が

開
け
ら
れ
た
た
め
水
圧
が
得
ら
れ
ず
満

足
な
送
水
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
海
か

ら
ポ
ン
プ
車
を
連
ね
て
長
距
離
送
水
を

試
み
て
も
、
途
中
の
ホ
ー
ス
を
自
動
車

が
踏
む
な
ど
し
て
期
待
し
た
ほ
ど
の
効

果
が
挙
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
阪
神

淡
路
大
震
災
で
、
消
防
は
多
く
の
教
訓

を
得
た
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
神
戸
だ
け
の
話
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
時
多
発
火
災
は
、

地
震
列
島
日
本
の
都
市
で
は
ど
こ
で
起

こ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
火
災
と
い
え

ま
す
。

そ
こ
で
、
東
京
の
ど
真
ん
中
、
丸
の

内
の
火
災
へ
の
備
え
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
と
、
丸
の
内
消
防
団
と
丸
の
内

消
防
署
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。

東京丸の内のサラリーマン消防団

超不燃都市の消防水利

日
本
唯
一

全
員
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
団
員

東
京
に
は
98
の
消
防
団
が
あ
り
ま
す

が
、
区
部
に
な
る
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、

す
な
わ
ち
被
雇
用
者
の
団
員
が
多
く
な

り
ま
す
。

全
国
約
１
万
４
０
０
０
人
の
消
防
団

員
の
内
、
現
在
38
％
が
「
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
団
員
」
で
す
。
本
来
、
地
元
密
着
型

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
だ
っ
た
消
防
団
で

す
が
、
団
員
数
は
こ
の
数
年
間
微
減
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
団
員
数
の
比
率
は
着
実
に
伸
び

て
い
ま
す
。

3000

6000

9000

12000

15000

東京消防庁管内におけるサラリーマン団員数の推移　（東京消防庁提供）

3,985人
27.5%

4,124
28.8

4,312
30.0

4,500
31.3

4,683
32.6

5,010
34.4

5,073
35.5

5,158
36.8

5,250人
37.9%

14,475人 14,320 14,376 14,395 14,359 14,552 14,280 14,034 13,859人

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

サラリーマン団員

全消防団員

紺色の制服は、消防
団員。消防団の訓練
にも、オレンジ色の
制服の消防署員が立
ち会っている。
丸の内消防団の、訓
練風景。
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そ
の
典
型
的
な
例
が
、
82
名
の
団
員

を
擁
す
る
、
東
京
・
丸
の
内
消
防
団
と

い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
は
「
日

本
唯
一
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
団
員
１
０

０
％
」
の
消
防
団
で
、
団
員
は
勤
務
地

で
企
業
人
と
し
て
団
活
動
を
す
る
の
で

す
。丸

の
内
は
定
住
人
口
が
非
常
に
少
な

い
オ
フ
ィ
ス
街
。
な
に
し
ろ
、
丸
の
内

消
防
署
の
管
轄
地
域
（
千
代
田
区
大
手

町
１
〜
２
丁
目
、
丸
の
内
１
〜
３
丁
目
、

有
楽
町
１
〜
２
丁
目
、
内
幸
町
１
〜
２

丁
目
、
霞
ヶ
関
１
丁
目
）
の
定
住
人
口

は
、
わ
ず
か
42
名
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ

れ
に
対
し
て
昼
間
の
人
口
は
24
万
２
０

０
０
人
。
つ
ま
り
、
昼
間
は
目
黒
区
の

人
口
と
ほ
ぼ
同
じ
人
数
が
、
こ
こ
に
集

ま
っ
て
来
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
ま
ち
で
消
防
団
を
組
織
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
立
地
す
る
企
業

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
頼
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
副
団
長
の
古
屋
俊
晴
さ
ん
（
富
国

生
命
ビ
ル
株
式
会
社
）
も
そ
う
し
た
一

人
、
丸
の
内
の
事
情
を
話
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

上
司
に
許
可
を
得
て
出
動

丸
の
内
消
防
団
の
所
属
企
業
数
、
約

50
社
。
地
域
へ
の
密
着
性
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
定
着
率
は
悪
い
で

す
。
人
事
異
動
で
転
勤
に
な
れ
ば
、
辞

め
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
す
。
そ
の
意

味
で
は
、
他
の
地
域
の
消
防
団
と
は
性

格
が
非
常
に
違
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

中
で
、
私
自
身
は
25
年
前
に
入
団
し
て

以
来
、
勤
め
先
が
あ
る
内
幸
町
を
一
度

も
離
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
あ
、
私
の
よ

う
な
例
は
特
別
で
し
ょ
う
。

他
の
地
域
の
消
防
団
で
は
、
自
営
業

の
人
が
多
い
で
す
か
ら
、
自
分
で
時
間

を
都
合
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
丸
の
内

消
防
団
員
は
被
雇
用
者
で
す
の
で
本
人

が
消
防
団
活
動
に
行
き
た
い
と
思
っ
て

も
、
仕
事
が
忙
し
い
と
き
に
は
会
社
を

抜
け
に
く
い
で
す
ね
。
ま
た
、
団
員
の

７
割
が
防
災
セ
ン
タ
ー
関
連
の
部
署
に

勤
務
し
て
い
る
た
め
、
夜
勤
を
持
っ
て

い
ま
す
。
夜
勤
明
け
に
「
来
て
く
れ
」

と
い
う
わ
け
に
も
い
か
ず
、
実
働
団
員

数
は
常
時
４
割
く
ら
い
と
思
い
ま
す
。

丸
の
内
の
企
業
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
消
防
署
の
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
上
司
か
ら
「
消
防
団
と
し
て
行

っ
て
こ
い
」
と
言
わ
れ
て
入
団
す
る
ケ

ー
ス
が
多
い
で
す
。
私
の
場
合
も
同
様

で
、
幸
い
上
司
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
あ

っ
た
の
で
、
長
く
続
け
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

丸
の
内
で
は
、
こ
の
20
年
く
ら
い
ほ

と
ん
ど
火
災
が
あ
り
ま
せ
ん
。
火
災
の

と
き
は
消
防
署
が
す
ぐ
に
来
ま
す
し
、

高
層
ビ
ル
の
場
合
消
防
設
備
が
調
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
消
防
団
の
仕
事
と
し
て

は
交
通
整
理
な
ど
の
手
伝
い
が
主
に
な

る
の
で
し
ょ
う
ね
。
消
防
団
で
出
動
し

た
と
い
う
と
、
む
し
ろ
水
害
で
す
。
濠

の
水
が
溢
れ
た
り
、
地
下
鉄
の
入
り
口

丸の内消防署の管轄館内
には、地図上では皇居も
囲まれているが、皇居の
初期消火については皇宮
警察本部が担っている。
お話をうかがった、副団
長の古屋俊晴さん。平成
17年度の消防総監賞、千
代田区長賞を受賞した。
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に
土
嚢
を
積
ん
だ
り
し
た
こ
と
は
あ
り

ま
し
た
。

消
防
団
と
い
う
仕
事
の
評
価

も
し
業
務
と
し
て
消
防
団
に
参
加
す

る
な
ら
、
団
の
活
動
を
会
社
は
ど
う
評

価
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
は
気
に
な

る
で
し
ょ
う
ね
。
い
ま
団
員
の
平
均
年

齢
は
30
歳
代
で
、
職
場
で
は
働
き
盛
り

で
す
。
も
し
消
防
団
活
動
で
怪
我
を
し

た
場
合
、
労
災
が
適
用
さ
れ
る
の
か
。

仮
に
労
災
が
お
り
て
も
、
怪
我
で
休
ん

で
い
る
間
の
評
価
は
ど
う
な
の
か
。
消

防
団
活
動
を
、
会
社
は
業
務
と
し
て
評

価
す
る
か
ど
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
、

出
世
に
ひ
び
く
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か

ら
上
司
や
会
社
の
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、

消
防
団
活
動
に
参
加
す
る
リ
ス
ク
は
あ

る
ん
で
す
。

私
は
「
私
が
も
し
消
防
団
で
怪
我
を

負
い
、
３
カ
月
休
ん
だ
ら
ど
う
な
り
ま

す
か
」
と
会
社
に
訊
き
ま
し
た
よ
。
そ

の
点
の
確
認
が
と
れ
な
い
と
、
会
社
員

と
し
て
不
安
で
す
か
ら
ね
。
う
ち
の
会

社
の
場
合
は
、
結
局
、
団
活
動
で
遭
う

可
能
性
の
あ
る
怪
我
な
ど
に
つ
い
て
は

免
責
す
る
、
と
い
う
回
答
を
得
ら
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
我
が
社
で
成
果
主
義
が

導
入
さ
れ
た
と
き
に
は
、「
消
防
団
の

仕
事
は
大
変
な
ん
で
す
」
と
最
初
に
申

告
し
ま
し
た
。
消
防
団
活
動
に
時
間
が

と
ら
れ
れ
ば
、
成
果
主
義
の
実
績
に
影

響
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
当
然
申
告
し
て

５月は水防月間。毎年この時期に、全国で大規模な水防演習が行なわれる。水防の一翼を担って
いるのも、消防署と消防団だ。東京では、５月18日に板橋消防署管内の荒川河川敷で演習が行な
われた。
白いヘルメットにオレンジ色のバンドをつけているのが消防署員。緑のヘルメットが消防団員。
白いヘルメットに紺の制服姿が、役所の防災課職員。医師は赤いベスト、看護士は緑のベストを
着用している。VOLUNTEERSとバックプリントされたジャンバー姿は、災害時支援ボランティ
アの女性たちである。
こうした服装の違いは、騒然とした現場で、一目で所属と持ち場をわからせるメリットがある。
上空を飛ぶヘリコプターからも、そのことは一目瞭然だ。
こうした目で見てみると、土嚢を積む訓練も、所属によってはっきりと役割分担が決められてい
ることがわかる。土嚢を手渡されて、実際に積んでいくのは、すべて消防署員の仕事である。
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お
か
な
い
と
な
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
他

の
消
防
団
員
が
そ
こ
ま
で
会
社
に
確
認

し
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
ね
。

や
は
り
、
会
社
を
背
負
っ
た
団
員
な

ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
消
防
訓
練
で
は
、

案
内
状
に
加
え
て
上
司
宛
の
依
頼
状
も

添
え
ら
れ
て
き
ま
す
。
会
社
が
あ
っ
て

の
消
防
団
な
ん
で
す
。

消
防
団
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は

な
い
と
思
う

消
防
団
で
得
た
経
験
や
知
識
は
、
帰

宅
し
て
自
分
の
ま
ち
に
い
る
と
き
に
も
、

充
分
役
立
て
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
自
宅
に
い
て
大
地
震
が
起
き
た

と
き
に
、
ど
こ
を
守
る
べ
き
な
の
で
し

ょ
う
か
。
丸
の
内
と
い
う
地
域
が
先
か
、

自
分
の
会
社
が
先
か
と
い
う
問
題
に
、

地
元
と
い
う
選
択
肢
が
も
う
一
つ
加
わ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
給
料
は
会
社
か

ら
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
消
防
団
と
し

て
は
地
域
も
守
ら
な
く
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
も
ち
ろ
ん
、
自
宅
も
大
切
で
す
。

団
員
は
「
会
社
」「
丸
の
内
地
域
」「
自

宅
」
の
３
つ
を
守
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん

か
ら
、
大
変
で
す
。

私
の
場
合
、
自
宅
が
会
社
か
ら
地
理

的
に
近
い
の
で
、
出
社
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
。
出
社
し
て
ま
ず
社
内
の
安
全

確
認
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
あ
と
丸
の
内

消
防
署
に
行
く
で
し
ょ
う
。
会
社
か
ら

「
あ
い
つ
は
丸
の
内
消
防
団
員
だ
か
ら
」

と
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
。
そ
こ
は
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企
業
の
考
え
方
や
、
団
員
さ
ん
の
職

階
に
よ
っ
て
も
異
な
る
し
、
実
際
問
題

と
し
て
交
通
機
関
が
麻
痺
し
た
状
態
で

出
社
で
き
る
団
員
が
ど
れ
だ
け
い
る
か
。

と
こ
ろ
で
、「
消
防
団
と
は
何
で
す

か
」
と
訊
か
れ
る
と
、
説
明
し
づ
ら
い

の
で
い
つ
も
困
り
ま
す
。
私
は
、「
消

防
団
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
地
域
の
「
あ
る
職
業
」
と
考

え
た
ほ
う
が
い
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
と
「
余
力
が
あ

る
と
き
に
す
れ
ば
よ
い
」
と
考
え
て
、

自
分
の
中
で
の
消
防
団
の
位
置
づ
け
が

あ
や
ふ
や
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
け

れ
ど
も
丸
の
内
に
余
力
を
残
し
て
い
る

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
な
ん
か
い
ま
せ
ん
か
ら

ね
。
や
は
り
消
防
団
活
動
は
会
社
と
し

て
の
業
務
と
見
な
す
の
が
、
妥
当
な
の

で
は
な
い
で
す
か
。

丸
の
内
の
消
防
水
利

古
屋
さ
ん
の
話
は
、
丸
の
内
と
い
う

土
地
柄
で
の
消
防
団
の
性
格
を
示
し
て

い
て
、
大
変
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。

丸
の
内
は
、
ま
さ
に
企
業
都
市
な
の
で

す
。「
20
年
も
目
立
っ
た
火
災
は
な
い
」

と
い
う
ほ
ど
都
市
の
不
燃
化
も
進
ん
で

い
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
自
主
防
災
組

織
が
弱
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
否
め

ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
公
の
消
防
署
が
し

っ
か
り
守
り
き
る
と
い
う
の
が
、
丸
の

内
と
い
う
ま
ち
の
在
り
方
な
の
で
し
ょ

う
。

28

丸の内消防署管轄内には、日本橋川と皇居のお濠という、
頼もしい自然水利が控えている。それに加えて、各ビル
ごとに消火栓や憩いを兼ねた消防水利が完備され、万が
一に備えている。

不燃都市丸の内では、消防車も火災
というより、交通事故などで救急車
とともに出動することが多い。
消火栓の位置を指し示すサインの管
理は、消防署ではなく、私企業が請
け負っている。消火栓と書いた丸い
看板の下の四角い枠は、広告看板ス
ペースとして貸し出されている。
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で
は
、
そ
ん
な
企
業
都
市
の
消
防
水

利
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

丸
の
内
消
防
署
消
防
司
令
補
の
今
井

健
晴
さ
ん
（
29
）
は
、
２
０
０
４
年
の

12
月
に
配
属
さ
れ
た
ば
か
り
。
そ
れ
ま

で
は
、
小
岩
消
防
署
勤
務
で
、
丸
の
内

の
特
殊
性
に
最
初
は
戸
惑
っ
た
そ
う
で

す
。

「
丸
の
内
消
防
署
の
管
轄
で
は
消
火

栓
・
防
火
水
槽
が
密
集
し
て
い
ま
す
の

で
、
そ
こ
の
消
火
栓
が
と
れ
な
く
て
も
、

隣
の
水
が
使
え
る
と
い
う
安
心
感
が
あ

り
ま
す
」

そ
う
言
っ
て
、
消
防
水
利
原
図
を
見

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
丸
の
内
の
地

図
に
、
公
設
消
火
栓
、
私
設
消
火
栓
、

貯
水
槽
、
兼
用
水
槽
（
飲
料
用
受
水
槽
、

雨
水
貯
留
槽
、
蓄
熱
漕
、
雑
排
水
用
受

水
槽
）、
大
形
高
圧
消
火
栓
、
貯
水
池
、

プ
ー
ル
、
河
川
、
溝
、
池
、
濠
、
海
、

井
戸
な
ど
が
、
水
量
と
と
も
に
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

見
る
と
、
丸
の
内
、
大
手
町
の
あ
た

り
は
、
消
火
栓
が
非
常
に
細
か
く
配
置

さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
各
ビ
ル
が

80
ｔ
、
１
２
０
ｔ
、
２
４
０
ｔ
級
の
貯

水
槽
を
備
え
て
い
ま
す
。
そ
の
上
、
皇

居
の
濠
、
北
方
の
日
本
橋
川
と
い
っ
た

自
然
水
利
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
時
の
丸
の
内
は
、
消
防
水
利
も
鉄

壁
の
企
業
都
市
な
の
で
す
。

岐阜県・郡上八幡の古いまちなみは、軒がそろえられ、しっかりとし

たうだつが上がった火災に強い造りになっていた。うだつの下には水

路が張り巡らされ、ところどころ水位を上げるために堰板がはめられ

ている。堰板によって水位を上げる目的は、田圃に農業用水を引き入

火に備えた木と水のまち郡上八幡

れたり、洗い物をした

りとさまざまだが、も

う一つはバケツなどで

水を汲み上げやすくす

るということ。平時は

水撒きなどに利用され

るが、いざ火災となっ

たときは、水位が上が

り、汲み上げやすくな

った水路は心強い消防

水利となる。設けられ

た「カワド」や井戸に

は、火災が起きたとき

に備えて半鐘が下がっ

ている。生活に根差し

た水路は、同時に消防

水利としても活用され

てきたことがわかる。

（49ページの写真も郡上八

幡のまちの中）
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消
防
は
、
消
火
と
レ
ス
キ
ュ
ー

当
社
の
創
業
は
、
創
業
者
の
森
田
正
し
ょ
う

作さ
く

が
消
火
器
及
び
消
防
ポ
ン
プ
機
の
製

作
を
始
め
た
１
９
０
７
年
（
明
治
40
）

ま
で
遡
り
ま
す
。

東
京
は
何
度
も
大
火
に
見
舞
わ
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
火
消
し
が
盛
ん
な
地

域
で
し
た
。
森
田
正
作
は
社
会
的
貢
献

を
強
く
意
識
し
て
い
た
人
物
だ
っ
た
よ

う
で
、
１
９
０
７
年
に
始
ま
っ
た
消
火

器
及
び
消
防
ポ
ン
プ
機
の
製
作
も
、
個

人
経
営
の
形
で
火
防
協
会
を
設
立
し
、

大
正
時
代
に
は
ド
イ
ツ
ま
で
勉
強
に
行

っ
て
い
ま
す
。

１
９
３
２
年
（
昭
和
７
）
に
、
そ
れ

ま
で
手
で
押
し
て
い
た
ポ
ン
プ
（
腕
用

ポ
ン
プ
）
に
ガ
ソ
リ
ン
エ
ン
ジ
ン
を
つ

け
た
こ
と
が
、
会
社
と
し
て
の
発
展
の

契
機
に
な
り
ま
し
た
。
す
で
に
エ
ン
ジ

ン
技
術
は
他
分
野
で
発
達
し
て
お
り
、

そ
れ
を
応
用
し
よ
う
と
い
う
ひ
ら
め
き

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
翌
年
に
は
、

は
し
ご
車
を
開
発
し
ま
す
。
は
し
ご
車

と
い
っ
て
も
、
木
の
は
し
ご
を
車
に
積

み
、
ギ
ア
を
使
い
手
動
で
起
こ
し
て
い

く
よ
う
な
も
の
で
す
。
技
術
と
し
て
は

拙
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
消

防
の
考
え
方
を
技
術
と
し
て
形
に
し
た

点
で
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
す
。

現
在
の
消
防
の
考
え
方
は
、「
消
火

活
動
」「
救
助
活
動
」、
そ
し
て
「
救
急

活
動
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
消

防
車
と
い
え
ば
ポ
ン
プ
車
と
は
し
ご
車

で
す
が
、
こ
れ
は
消
防
と
い
う
も
の
が

消
火
（
ポ
ン
プ
車
）
と
レ
ス
キ
ュ
ー

（
は
し
ご
車
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

１
９
４
８
年
（
昭
和
23
）
に
各
自
治

体
で
消
防
を
担
う
制
度
が
で
き
（
消
防

組
織
法
に
基
づ
く
自
治
体
消
防
）、
消

火
と
レ
ス
キ
ュ
ー
と
い
う
２
つ
の
考
え

方
が
謳
わ
れ
、
高
度
成
長
期
に
そ
れ
が

確
立
し
ま
す
が
、
消
防
車
に
お
い
て
は

こ
れ
に
先
駆
け
て
技
術
面
か
ら
実
践
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

誰
も
が
操
作
で
き
る

私
た
ち
は
、
消
防
署
や
消
防
団
の

方
々
の
声
を
聞
き
、
開
発
に
活
か
し
て

い
ま
す
。

昭
和
の
末
ご
ろ
の
は
し
ご
車
は
、
は

し
ご
を
動
か
す
操
作
を
下
で
行
な
っ
て

い
ま
し
た
。
救
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人
が
10
階
に
い
る
の
に
、
地
上
で
は

し
ご
を
動
か
し
て
い
た
の
で
す
。
は
し

ご
の
先
端
に
乗
っ
た
人
が
上
か
ら
、
は

し
ご
を
「
上
に
」「
左
へ
」
と
指
示
を

出
し
、
そ
れ
を
受
け
と
め
て
下
で
操
作

す
る
わ
け
で
す
。
現
場
の
騒
然
と
し
た

中
で
、
は
し
ご
上
か
ら
の
指
示
を
理
解

す
る
の
も
容
易
で
は
な
く
、
ま
た
大
き

く
レ
バ
ー
を
動
か
す
と
、
は
し
ご
が
早

く
動
い
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
ベ

テ
ラ
ン
し
か
操
作
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
す
か
ら
、
若
い
こ
ろ
か
ら
は
し
ご
を

消防車メーカーが語る
消火の現場浅田 栄治

あさだ えいじ
株式会社モリタ

常務取締役ポンプ事業本部副本部長

右：1910年（明治43）に開発された、日本
初のガソリンエンジンで動く消防ポンプ。
左：はしごを持つ消防車は、1933年（昭和
8）に日本で初めて開発された。木製だが、
伸長が18mもあるはしごである。ちなみに
現在では伸長50mのはしご車を受注生産し
ている。
下：現代の消防車において、レスキューの
働きは、日増しに重要となっている。はし
ごに加えてクレーンや照明が備えられ、
自動車事故など多様
化した緊急事態への
救命装備が満載され
ている。
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操
作
し
て
い
る
と
、
な
か
な
か
配
置
転

換
さ
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。
消
防
職
員
の
人

事
異
動
が
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で

す
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
人
も
非
番
は

休
み
ま
す
か
ら
、
ベ
テ
ラ
ン
を
何
組
も

育
て
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

結
局
、
現
場
で
は
し
ご
を
操
作
し
て

い
る
人
か
ら
、「
上
で
動
か
し
た
い
」

と
い
う
話
を
い
た
だ
き
、
上
に
操
作
台

を
設
け
た
バ
ス
ケ
ッ
ト
式
と
呼
ば
れ
る

は
し
ご
車
を
開
発
し
ま
し
た
。
は
し
ご

の
先
端
に
自
分
が
乗
っ
て
操
作
で
き
れ

ば
、
早
く
、
安
全
に
、
正
確
に
助
け
を

求
め
て
い
る
人
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
１
９
８
５
年
（
昭
和
60
）

ご
ろ
か
ら
納
入
し
ま
し
た
。

今
の
消
防
車
へ
の
ニ
ー
ズ
は
、
安
全

で
シ
ン
プ
ル
で
全
自
動
、
と
い
う
の
が

大
き
な
流
れ
で
す
。
全
部
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
制
御
で
す
の
で
、
非
常
に
簡
単
に

操
作
で
き
ま
す
。
誰
も
が
、
少
し
の
知

識
で
、
少
し
の
訓
練
で
使
え
る
よ
う
に

し
た
い
と
い
う
要
求
を
実
現
し
た
の
で

す
。
実
際
、
今
の
は
し
ご
車
は
、
誰
で

も
操
作
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

ポ
ン
プ
車
も
同
様
で
す
ね
。
以
前
の

ポ
ン
プ
の
基
本
操
作
は
、
エ
ン
ジ
ン
を

か
け
た
ま
ま
車
の
ギ
ア
を
ニ
ュ
ー
ト
ラ

ル
に
し
て
お
き
、
ポ
ン
プ
へ
の
ギ
ア
を

入
れ
る
と
、
エ
ン
ジ
ン
と
ポ
ン
プ
が
つ

な
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
吸

水
管
を
水
が
あ
る
場
所
に
落
と
し
、
真

空
ポ
ン
プ
で
水
を
揚
げ
、
コ
ッ
ク
を
開

き
送
水
す
る
。
操
作
の
順
番
や
タ
イ
ミ

ン
グ
を
間
違
え
る
と
水
は
出
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
一
つ
ひ
と
つ
の
操
作
を
手
で

行
な
っ
て
お
り
、
水
が
揚
が
っ
て
く
る

感
覚
、
ポ
ン
プ
を
入
れ
替
え
る
タ
イ
ミ

ン
グ
な
ど
を
覚
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
は
ボ
タ
ン
を

ポ
ン
と
押
す
だ
け
で
す
べ
て
が
自
動
で

こ
な
せ
ま
す
。

消
防
団
員
は
、
日
頃
は
役
場
の
人
だ

っ
た
り
、
商
店
街
の
店
主
だ
っ
た
り
す

る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
人
が
、

消
防
職
員
と
同
じ
よ
う
な
訓
練
を
し
な

い
と
水
が
出
な
い
と
い
う
の
で
は
大
変

で
す
。
せ
っ
か
く
現
場
に
駆
け
つ
け
て

も
、
水
が
出
な
い
の
で
は
役
に
立
ち
ま

せ
ん
。
操
作
の
訓
練
を
そ
れ
ほ
ど
し
て

い
な
い
人
で
も
、
ボ
タ
ン
一
つ
で
操
作

で
き
れ
ば
、
失
敗
す
る
こ
と
も
な
く
な

り
ま
す
。
消
防
団
員
に
と
っ
て
は
楽
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
改
善

は
、
消
防
団
員
の
要
望
を
聞
い
た
結
果

で
も
あ
り
ま
す
。

消
防
団
と
い
う
の
は
、
真
っ
先
に
現

場
に
駆
け
つ
け
る
こ
と
が
可
能
な
地
域

密
着
型
の
組
織
で
す
。「
早
い
」
と
い

う
こ
と
は
、
初
期
消
火
に
大
変
有
効
な

の
で
、
プ
ロ
で
な
く
て
も
扱
う
こ
と
が

で
き
る
消
防
車
が
役
に
立
ち
ま
す
。

事
前
に
開
発
す
る
先
進
性

消
防
車
の
開
発
と
い
う
も
の
は
因
果

な
も
の
で
、
災
害
が
起
き
る
こ
と
で
、

技
術
が
前
進
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
に
求
め
ら
れ

て
い
る
の
は
予
め
災
害
を
想
定
し
て
開

発
す
る
と
い
う
先
進
性
で
す
。
例
え
ば
、

１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）
に
は
、
す
で

に
30
m
の
は
し
ご
車
を
開
発
し
て
い
ま

す
。
30
m
と
い
う
こ
と
は
、
だ
い
た
い

マ
ン
シ
ョ
ン
の
10
階
に
相
当
す
る
高
さ

で
す
。
来
た
る
べ
き
都
市
の
高
層
化
を

予
測
し
て
の
技
術
開
発
の
一
例
で
す
。

実
際
に
１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
に

起
き
た
熊
本
の
大
陽
デ
パ
ー
ト
火
災

（
死
者
１
０
３
名
、
負
傷
１
２
４
名
）

で
は
、
熊
本
市
に
は
32
m
は
し
ご
車
が

１
台
し
か
な
く
、
周
辺
の
久
留
米
や
福

岡
か
ら
集
め
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
き

っ
か
け
に
、
各
自
治
体
が
は
し
ご
車
の

整
備
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

と
い
う
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
１
９
９
５
年
（
平
成
７
）
の

阪
神
淡
路
大
震
災
の
と
き
は
少
し
違
っ

て
い
ま
し
た
。「
考
え
も
つ
か
な
か
っ

た
も
の
が
必
要
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
た
の
が
、
こ
の
震
災
で
し

た
。そ

の
一
つ
が
シ
リ
ウ
ス
と
い
う
救
助

資
機
材
で
す
。
昨
年
の
新
潟
県
中
越
地

震
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
東
京
消
防

庁
の
ハ
イ
パ
ー
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
が
、
が

れ
き
の
中
に
埋
ま
っ
て
い
る
小
さ
な
子

供
を
助
け
た
と
き
に
使
わ
れ
た
救
助
資

機
材
で
す
。
電
磁
波
の
戻
っ
て
く
る
状

態
か
ら
、
生
存
者
の
心
臓
の
動
き
を
確

認
す
る
も
の
で
す
。
心
臓
の
動
き
が
描

く
波
形
で
、
他
の
動
物
と
人
間
と
は
識

消防車メーカーが語る消火の現場
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別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
い
う

機
材
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
以
前
は
ま

っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
、
が
れ
き
の

中
か
ら
や
っ
と
掘
り
出
し
た
被
災
者
が

亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
３

時
間
、
も
し
か
し
た
ら
横
に
生
存
者
が

埋
ま
っ
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で

も
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

初
め
て
そ
う
い
う
現
実
に
遭
遇
し
、
震

災
以
降
、
こ
の
よ
う
な
機
材
が
た
く
さ

ん
開
発
さ
れ
ま
し
た
。

震
災
以
降
注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、

救
助
工
作
車
が
あ
り
ま
す
。
救
助
専
門

の
消
防
車
で
、
瞬
く
間
に
全
国
に
配
備

さ
れ
ま
し
た
。
カ
ッ
タ
ー
や
発
電
機
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
な
資
機
材
を
積
ん
で
い

ま
す
。

さ
ら
に
、
新
た
な
危
機
と
し
て
意
識

さ
れ
て
い
る
の
は
テ
ロ
で
す
。
海
外
で

は
テ
ロ
対
策
機
材
を
積
ん
で
い
る
も
の

が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
で
も
こ
れ
か
ら

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

爆
発
物
と
バ
イ
オ
ガ
ス
や
ケ
ミ
カ
ル
ガ

ス
、
放
射
能
な
ど
に
対
応
す
る
も
の
で

す
ね
。
こ
ん
な
考
え
は
、
私
が
入
社
し

た
１
９
７
７
年
（
昭
和
52
）
に
は
想
像

も
し
な
か
っ
た
事
態
で
す
。
日
本
で
も
、

い
く
つ
か
の
政
令
指
定
都
市
に
は
す
で

に
配
備
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く

あ
と
５
年
ぐ
ら
い
た
つ
と
広
ま
っ
て
い

く
こ
と
で
し
ょ
う
。

大
容
量
の
消
防
水
利

阪
神
淡
路
大
震
災
の
教
訓
は
非
常
に

大
き
い
も
の
で
し
た
。
あ
の
と
き
は
同

時
多
発
火
災
で
、
消
火
栓
か
ら
水
が
出

な
い
と
い
う
事
態
が
起
き
ま
し
た
。
消

火
栓
は
水
道
を
利
用
し
て
い
ま
す
か
ら
、

消
火
栓
を
一
斉
に
開
い
て
消
火
し
た
た

め
、
圧
力
が
出
せ
な
か
っ
た
の
で
す
。

あ
ら
か
じ
め
、
あ
れ
だ
け
の
火
災
が
起

き
る
こ
と
は
、
想
定
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。そ

の
後
す
ぐ
に
開
発
さ
れ
た
の
が
、

自
然
水
利
を
大
容
量
で
吸
い
上
げ
、
そ

れ
を
枝
葉
に
細
か
く
分
け
て
送
水
す
る

大
容
量
放
水
シ
ス
テ
ム
で
す
。
従
来
の

ポ
ン
プ
車
は
、
長
さ
20
m
く
ら
い
の
ホ

ー
ス
を
積
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
重
さ

で
約
10
kg
ほ
ど
も
あ
る
ホ
ー
ス
を
神
戸

港
か
ら
市
内
ま
で
多
数
つ
な
ぎ
あ
わ
せ

る
の
は
大
変
で
す
。
大
容
量
放
水
シ
ス

テ
ム
で
は
、
４
ｔ
車
一
台
に
ホ
ー
ス
を

１
０
０
m
分
積
ん
で
い
ま
す
。
神
戸
市

に
は
、
こ
れ
に
自
動
で
ホ
ー
ス
を
展
張

て
ん
ち
ょ
う

す
る
車
を
セ
ッ
ト
し
て
納
入
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
町
中
で
広
範
囲
の
火
災
が

起
き
て
消
火
栓
で
は
水
が
足
り
な
く
な

っ
た
と
き
、
涸
れ
な
い
水
源
か
ら
取
水

し
よ
う
と
い
う
発
想
か
ら
で
き
た
装
置

で
す
。
震
災
の
反
省
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
す
ね
。
非
常
時
の
も
の
で
す
か
ら
、

そ
ん
な
に
売
れ
ま
せ
ん
が
。

た
だ
、
こ
の
「
大
容
量
の
消
火
剤
」

と
い
う
考
え
方
は
、
２
０
０
３
年
（
平

成
15
）
の
苫
小
牧
で
の
石
油
備
蓄
タ
ン

ク
の
火
災
で
も
再
確
認
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。も

と
も
と
石
油
備
蓄
タ
ン
ク
火
災
は

消
防
庁
で
も
非
常
に
気
を
遣
い
、
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
に
お
け
る
消
火
機
材
は
法
律

で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
９
７
４
年

（
昭
和
49
）
岡
山
県
倉
敷
の
水
島
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
で
火
災
が
起
き
た
と
き
も
、

法
令
通
り
の
設
備
で
消
し
ま
し
た
の
で
、

私
た
ち
は
安
心
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
苫
小
牧
の
全
面
火
災
は
想
定
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
想
定
し

て
い
た
の
は
、
タ
ン
ク
か
ら
漏
れ
た
油

が
燃
え
る
と
か
、
二
次
火
災
で
、
タ
ン

ク
の
屋
根
の
あ
た
り
が
燃
え
る
と
か
、

そ
の
程
度
の
も
の
で
す
。
小
樽
の
よ
う

に
屋
根
が
落
ち
て
、
タ
ン
ク
全
部
が
燃

え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
想

定
し
て
い
ま
せ
ん
。
あ
れ
は
「
消
し
た
」

と
い
う
よ
り
は
、
結
果
的
に
「
燃
え
尽

き
た
」
わ
け
で
す
。

そ
の
後
消
防
庁
と
メ
ー
カ
ー
で
話
を

し
て
、
こ
こ
で
も
注
目
さ
れ
た
の
が

「
大
容
量
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。
泡

を
大
容
量
で
打
ち
込
ま
な
い
と
あ
の
よ

う
な
タ
ン
ク
火
災
は
消
え
ま
せ
ん
。
今

ま
で
は
、
毎
分
３
０
０
０
r
を
打
ち
込

め
る
車
を
備
蓄
量
に
応
じ
て
何
台
か
装

備
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
開
発

し
て
い
る
の
は
、
一
つ
の
セ
ッ
ト
で
２

万
５
０
０
０
〜
３
万
r
／
分
打
ち
込
め

る
消
防
シ
ス
テ
ム
で
す
。
こ
れ
が
２
セ

川西市のポンプ車の積み荷を見せてもらった。
ドライバー側の積載品が、すべて救急（レス
キュー）にかかわるものだったのには、驚か
された。消防の用具は、座席の背後とナビゲ
ーター側に積まれていた。
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ッ
ト
く
ら
い
あ
れ
ば
、
た
ぶ
ん
苫
小
牧

の
と
き
の
火
災
は
消
え
た
と
思
い
ま
す
。

泡
消
火
と
い
っ
て
も
、
化
学
液
は

３
％
ほ
ど
で
残
り
は
水
で
す
。
自
然
水

利
で
な
い
と
、
大
容
量
の
消
防
水
利
は

も
ち
ま
せ
ん
。
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
は
周
囲

が
海
で
す
か
ら
、
水
の
確
保
は
可
能
で

す
が
、
３
％
と
は
い
え
化
学
液
を
積
ん

だ
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
、
50
台
程
度
並

ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

消
防
車
は
神
輿
と
同
じ
？

皆
さ
ん
は
消
防
車
と
い
う
と
同
じ
よ

う
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私

た
ち
か
ら
見
る
と
一
台
一
台
ま
っ
た
く

違
い
ま
す
。
日
本
の
消
防
車
は
自
治
体

消
防
制
度
を
背
景
に
、
町
や
村
が
購
入

し
ま
す
の
で
、
村
の
神
輿
と
同
じ
感
覚

を
持
つ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
神
輿
に
は
、

村
独
自
の
作
法
や
決
ま
り
ご
と
が
あ
り

ま
す
し
、
隣
り
の
村
と
張
り
合
う
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
消
防
車
で
も
、
似

た
よ
う
な
感
覚
が
あ
り
ま
し
た
。
42
m

の
は
し
ご
車
で
日
本
一
だ
と
い
っ
て
い

た
ら
、
す
ぐ
に
43
m
の
は
し
ご
車
が
出

た
と
い
う
笑
い
話
も
あ
り
ま
し
た
。
昔

は
、
小
さ
な
消
防
署
も
消
防
団
も
、
そ

う
い
う
気
持
ち
で
消
防
車
を
動
か
し
て

い
た
時
代
が
あ
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
土
地
に
合
っ

た
仕
様
を
つ
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
海
に
近
い
地
域
で
は
、
消
防
車

は
下
回
り
の
塗
装
を
錆
び
な
い
よ
う
な

塗
装
に
す
る
と
か
。
寒
い
地
域
で
は
、

放
水
終
了
後
に
ポ
ン
プ
の
中
に
不
凍
液

が
自
動
的
に
入
っ
て
、
凍
ら
な
い
よ
う

に
し
ま
す
。
雪
の
多
い
所
で
は
ス
リ
ッ

プ
し
な
い
よ
う
に
四
輪
駆
動
に
す
る
。

こ
う
い
う
こ
と
は
消
防
団
の
中
で
継
承

さ
れ
て
い
て
、
お
客
さ
ん
の
ほ
う
か
ら

必
ず
要
望
が
出
ま
す
。

積
載
品
も
違
い
ま
す
。
自
然
水
利
で

対
応
す
る
地
域
で
は
、
川
を
せ
き
止
め

る
よ
う
な
も
の
を
積
ん
だ
り
し
ま
す
。

一
台
一
台
本
当
に
違
う
。
積
載
物
が
違

え
ば
、
そ
れ
を
収
納
す
る
箇
所
の
デ
ザ

イ
ン
も
違
っ
て
き
ま
す
。
私
は
消
防
車

を
見
れ
ば
、
ど
う
い
う
所
で
使
わ
れ
て

い
る
車
か
わ
か
り
ま
す
よ
。

一
方
、
海
外
で
は
そ
う
い
う
地
域
差

は
な
い
よ
う
で
、
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル

で
す
。
ポ
ン
プ
が
あ
っ
て
、
タ
ン
ク
が

あ
っ
て
、
と
規
格
化
さ
れ
た
形
し
か
な

い
。
お
そ
ら
く
、
大
量
に
安
価
に
つ
く

る
た
め
で
し
ょ
う
ね
。

消
防
車
市
場
の
こ
れ
か
ら

逆
に
い
え
ば
、
日
本
も
こ
れ
か
ら
は
、

海
外
の
消
防
車
に
倣
う
必
要
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
コ
ス
ト
の
問
題
か
ら
い
っ
て

も
、
規
格
化
し
な
い
と
生
き
残
れ
ま
せ

ん
。
当
社
で
も
、
誰
も
が
使
え
て
機
能

が
満
た
さ
れ
た
新
世
代
消
防
車
を
提
案

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
市
町

村
合
併
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

追
い
風
に
な
っ
て
い
ま
す
。
市
町
村
合

併
で
地
域
差
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
規

格
化
さ
せ
た
消
防
車
が
受
け
入
れ
ら
れ

や
す
く
な
る
と
い
う
意
外
な
効
用
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
は
入
社
以
来
、
全
国
を
営
業
マ
ン

と
し
て
飛
び
ま
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
昔

は
消
防
団
の
１
階
に
消
防
車
が
置
い
て

あ
り
、
２
階
が
詰
め
所
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
皆
さ
ん
仕
事
を
持
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
打
合
せ
は
夜
に
な
り
ま
す
。
風

呂
上
が
り
に
酒
が
入
っ
て
い
る
よ
う
な

場
合
も
あ
っ
て
、
よ
く
注
文
を
つ
け
ら

れ
た
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
密
度
の
濃

い
つ
き
あ
い
が
で
き
た
団
は
、
購
入
し

て
く
れ
ま
し
た
ね
。
日
本
中
に
消
防
車

が
整
備
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、
新
規
需

要
が
伸
び
る
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。

完
成
す
る
と
、
20
人
ぐ
ら
い
の
消
防

団
員
総
出
で
工
場
に
見
に
み
え
ま
し
た
。

今
で
も
神
輿
と
同
じ
よ
う
に
入
魂
式
を

す
る
所
も
あ
る
よ
う
で
す
よ
。

現
在
、
消
防
車
は
全
国
に
約
２
万
６

千
台
あ
り
ま
す
。
ポ
ン
プ
車
だ
け
で
も

１
万
８
千
台
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
消
防

車
の
寿
命
は
、
だ
い
た
い
10
年
か
ら
20

年
。
こ
れ
ら
の
更
新
需
要
と
い
う
の
が
、

現
在
の
消
防
車
市
場
の
姿
で
す
。

消防車メーカーが語る消火の現場

昔のような御輿感覚はなくなったとはいえ、
まちのシンボルである源満仲公のイラスト
を消防車のシンボルマークにしているのを
発見。こういったところに、郷土愛や連帯
感が生まれるであろうことは、想像に難く
ない。
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危
険
の
質
が
変
わ
っ
て
き
た

18
世
紀
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
文
明
化
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
ま

す
。
文
明
化
と
は
「
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ

ク
チ
ャ
ー
を
整
え
都
市
化
す
る
」
と
い

う
意
味
で
す
。
実
は
日
本
の
江
戸
は
、

17
世
紀
末
に
は
世
界
で
も
っ
と
も
人
口

が
多
く
、
上
下
水
道
の
面
か
ら
み
て
も
、

一
番
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
が
整

備
さ
れ
た
都
市
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

汚
物
を
窓
か
ら
投
げ
捨
て
る
た
め
に
、

エ
ス
コ
ー
ト
す
る
男
性
は
道
側
を
歩
く

の
が
マ
ナ
ー
と
さ
れ
た
ほ
ど
で
し
た
。

日
本
の
棚
田
で
は
落
ち
穂
を
つ
い
ば

み
に
く
る
小
鳥
の
糞
を
肥
料
に
し
た
り
、

大
き
な
循
環
の
中
で
、
全
体
的
に
緩
や

か
な
安
全
対
策
が
取
ら
れ
て
い
た
の
で

す
。
自
然
災
害
は
天
災
と
見
な
さ
れ
、

発
生
頻
度
を
下
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
、

仕
方
が
な
い
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ

ー
の
考
え
方
が
進
む
に
つ
れ
、
安
全
対

策
も
「
人
間
の
手
で
危
険
を
押
さ
え
込

む
」
と
い
う
意
味
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
、「
危
険
が
発
生
す
る
頻
度
を

減
ら
し
（
防
護
）」、「
発
生
時
に
起
き

る
被
害
を
減
ら
す
（
緩
和
）」
と
い
う

二
つ
の
面
で
、
徹
頭
徹
尾
、
人
間
の
技

術
で
危
険
を
押
さ
え
込
も
う
と
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
発
想
は
裏
を
返

せ
ば
、「
押
さ
え
込
む
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
、
人
間
の
側
の
失
敗
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
現

在
の
日
本
人
が
安
全
と
安
心
を
し
き
り

に
言
い
立
て
る
背
景
は
、
こ
こ
に
端
を

発
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
危
険
は
、

技
術
が
進
む
ほ
ど
増
え
て
い
き
ま
す
。

一
つ
に
は
、
列
車
な
ど
の
人
工
物
が
、

新
た
な
危
険
を
生
み
出
す
か
ら
で
す
。

そ
の
新
た
な
危
険
を
、
自
動
列
車
停
止

装
置
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
の
よ
う
に
技
術
で
減

ら
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
に
は
、
技
術
の
進
歩
で
、

今
ま
で
自
然
災
害
と
し
て
あ
き
ら
め
て

い
た
危
険
に
お
い
て
も
、
何
と
か
緩
和

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
可

能
性
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
な

れ
ば
、
昔
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
「
危

険
を
緩
和
す
る
手
だ
て
」
を
考
え
る
よ

う
に
な
り
、
課
題
の
一
つ
と
と
ら
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
技
術
が
発
達

し
た
文
明
社
会
で
は
、「
何
が
防
げ
て
、

何
が
防
げ
な
い
の
か
」
と
い
う
判
断
が
、

最
大
の
課
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。

ま
た「
安
全
に
対
す
る
新
し
い
視
点
」

も
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

人
工
物
は
人
間
が
設
計
・
施
行
し
、
管

理
す
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
人
間
は

全
知
全
能
の
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

人
工
物
の
も
た
ら
す
危
険
に
対
し
て
完

璧
な
防
護
・
緩
和
の
設
計
を
行
な
う
こ

と
は
不
可
能
で
す
。
ま
た
人
間
が
管
理

す
る
限
り
、
必
ず
人
為
的
な
ミ
ス
（
ヒ

ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
）
が
起
き
る
こ
と
は

避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
は
言
っ
て
も
人
間
が
何
と
か
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
１
０
０
％

の
安
全
は
不
可
能
と
し
て
も
、
そ
の
程

度
を
上
げ
て
い
く
こ
と
に
努
力
し
て
い

く
必
要
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
安
全
度

が
上
が
れ
ば
、
我
々
が
抱
く
不
安
は
除

か
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
　
安
心
は
得

ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
　
こ
れ
は
、

社
会
や
文
化
に
よ
っ
て
、
感
じ
方
に
か

な
り
差
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
問

題
が
、
こ
れ
ま
で
の
安
全
工
学
で
は
対

応
で
き
な
い
領
域
と
し
て
浮
か
び
上
が

っ
て
き
て
い
ま
す
。

や
は
り
、
文
化
や
社
会
構
造
を
見
据

え
、
人
間
の
心
理
も
見
据
え
た
上
で
、

安
全
と
い
う
問
題
を
包
括
的
に
追
求
す

る
視
点
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
が
、
１
９
９
８
年
に
私
が
「
安
全
学
」

と
い
う
学
問
を
提
唱
し
た
理
由
で
す
。

技
術
が
見
え
な
い
時
代

か
つ
て
「
技
術
」
と
い
う
も
の
は
、

我
々
の
生
活
に
密
着
し
、
自
分
た
ち
の

目
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
例
え

ば
私
が
子
供
の
こ
ろ
は
、
研
ぎ
屋
さ
ん

が
家
に
や
っ
て
来
て
、
預
け
た
包
丁
を

目
の
前
で
研
い
で
く
れ
ま
し
た
。
鋳い

掛か

け
屋
さ
ん
は
鍋
に
穴
が
開
い
た
ら
、
裏

打
ち
や
溶
接
を
し
て
す
ぐ
に
使
え
る
よ

う
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
職

人
技
能
的
な
も
の
は
生
活
技
術
と
し
て
、

村上 陽一郎
むらかみ よういちろう

国際基督教大学大学院教授・東京大学名誉教授
1936年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課
程修了。専門は科学史、科学哲学。東京大学先端科学技
術研究センター長などを歴任。主な著書に『近代科学と
聖俗革命』（新曜社、1982）、『安全学』（青土社、1998）、
『安全と安心の科学』（集英社、2005）他。
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安全は達成されると、壊れ始める

目
の
前
に
、
目
に
見
え
る
形
で
存
在
し

て
い
た
わ
け
で
す
ね
。

余
談
で
す
が
、
私
の
家
で
は
１
９
７

０
年
（
昭
和
45
）
ご
ろ
ま
で
井
戸
を
使

っ
て
い
ま
し
た
。
電
動
ポ
ン
プ
で
す
か

ら
、
停
電
に
な
る
と
水
ま
で
止
ま
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
戦
後
す
ぐ
は
よ
く
停
電

し
た
の
で
、
本
当
に
困
り
ま
し
た
。
昭

和
24
年
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
一
日
に
数
時

間
し
か
通
電
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

時
代
で
し
た
の
で
、
こ
う
い
う
と
き
に

は
、
む
し
ろ
手
動
の
井
戸
の
ほ
う
が
よ

か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
現
代
の
技
術
は
、
ほ
と
ん

ど
生
活
の
現
場
で
は
見
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が
出
ま

す
が
、
水
源
は
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に

処
理
さ
れ
た
水
な
の
か
は
、
気
に
し
な

く
て
も
よ
い
。
鍋
釜
も
工
場
で
つ
く
ら

れ
、
消
費
財
と
し
て
店
で
買
い
、
壊
れ

た
ら
捨
て
る
。
技
術
は
目
に
見
え
な
く

な
り
、
隠
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
目
一
杯
機
械
を
働
か
せ
た
ら
可
哀
想

だ
」
と
い
う
感
覚
が
私
に
は
あ
っ
て
、

蛇
口
を
き
つ
く
締
め
る
こ
と
に
ど
こ
か

で
抵
抗
が
あ
り
ま
す
。
温
水
給
湯
器
も

温
度
を
最
高
に
上
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、

私
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
子

供
た
ち
の
世
代
に
な
る
と
、
ク
ー
ラ
ー

を
最
低
温
度
に
す
る
こ
と
な
ど
平
気
な

の
で
す
。
つ
ま
り
我
々
の
世
代
は
、
温

水
器
の
仕
組
み
を
知
っ
て
い
て
、
長
い

時
間
フ
ル
で
使
う
と
ど
こ
か
が
痛
む
と

思
う
か
ら
、
八
割
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
で

止
め
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
い
ろ
い

ろ
な
タ
イ
プ
の
目
に
見
え
る
機
械
や
器

具
を
見
て
き
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
も

若
い
世
代
は
仕
組
み
を
知
ら
な
く
て
も
、

た
だ
イ
ン
プ
ッ
ト
す
れ
ば
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
す
る
と
い
う
状
況
の
中
で
器
具
を
使

っ
た
経
験
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
技
術
が

見
え
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
、

こ
こ
50
年
ぐ
ら
い
の
新
し
い
状
況
で
す
。

技
術
を
見
え
な
く
し
た
大
き
な
力
は

Ｉ
Ｔ
で
す
。

私
は
ホ
ン
ダ
の
創
業
者
、
本
田
宗
一

郎
さ
ん
と
晩
年
の
20
年
ほ
ど
親
し
く
お

つ
き
合
い
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の

本
田
さ
ん
が
、
自
分
の
会
社
で
つ
く
っ

て
い
る
車
の
ボ
ン
ネ
ッ
ト
を
開
け
て
も

わ
か
ら
な
く
な
っ
た
、
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
ど
お

り
、
今
の
車
は
ボ
ン
ネ
ッ
ト
を
開
け
て

も
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
メ
カ
ニ

カ
ル
に
は
目
に
見
え
る
の
で
す
が
、
Ｉ

Ｔ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
な
る
と
ま
っ
た
く

の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
。
で
す
か
ら
、

故
障
し
た
ら
、
修
理
す
る
の
で
は
な
く

ユ
ニ
ッ
ト
を
取
り
替
え
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

満
足
と
不
足
が
わ
か
ら
な
い
と

安
全
問
題
を
解
き
ほ
ぐ
せ
な
い

現
代
社
会
に
生
き
る
人
々
が
抱
え
込

ん
で
い
る
不
安
と
い
う
も
の
は
、
ど
う

い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

今
、
日
本
の
死
亡
原
因
で
一
番
多
い

の
が
ガ
ン
、
６
位
が
自
殺
で
す
。
こ
れ

は
重
要
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
職
を
離
れ
た
50
歳
代
の
人
が
経
済
的

不
安
か
ら
自
殺
す
る
こ
と
が
多
い
」
と

報
道
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、「
経
済
的

に
将
来
が
不
安
だ
か
ら
自
殺
す
る
」
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
昭
和
19
年
か
ら
22

年
こ
ろ
に
生
活
し
て
い
た
大
人
は
み
ん

な
死
ん
で
い
た
は
ず
で
す
。
明
日
ど
こ

ろ
か
、
今
晩
の
ご
は
ん
が
食
べ
ら
れ
る

か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
お
米
が
な
い
、

卵
も
な
い
、
腐
っ
た
よ
う
な
タ
ラ
が
一

週
間
に
一
匹
配
給
さ
れ
る
と
い
う
状
況

で
、
ど
う
や
っ
て
喰
っ
て
い
く
か
、
み

ん
な
不
安
を
抱
え
て
い
た
に
違
い
な
い

の
で
す
。
私
の
父
親
、
母
親
も
そ
う
で

し
た
。
だ
け
ど
、
彼
ら
は
死
に
は
し
な

か
っ
た
。

と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
、
主
要
な
収

入
源
が
無
く
な
り
死
を
選
ぶ
人
の
理
由

は
、
実
は
、「
将
来
の
経
済
的
不
安
」

が
第
一
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む

し
ろ
、
一
番
の
大
き
な
理
由
は
、
今
ま

で
享
受
し
て
き
た
生
活
が
壊
れ
、
奪
わ

れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
恐
怖
、
不
安
で

は
な
い
の
か
。
い
わ
ば
「
持
っ
て
い
る

こ
と
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
恐

怖
、
不
安
」
で
す
。

し
か
も
、
昭
和
20
年
当
時
は
皆
が
同

じ
経
済
的
不
安
を
抱
え
て
い
ま
し
た
が
、

今
は
自
分
だ
け
が
失
う
恐
怖
と
立
ち
向

か
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
違
い

も
、
不
安
を
倍
加
さ
せ
る
大
き
な
要
因

と
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

半鐘が使われなくなった火の見櫓から、拡
声器とサイレンがまちを見下ろしている。
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こ
う
考
え
て
い
く
と
不
安
と
い
う
概

念
も
、
不
足
と
か
、
満
足
度
と
か
、
も

し
か
し
た
ら
幸
福
度
の
よ
う
な
も
の
も

考
え
な
い
と
明
ら
か
に
で
き
な
い
も
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
も
文
明
化
が
問

題
に
な
り
ま
す
。
文
明
社
会
と
い
う
の

は
我
々
の
欲
望
を
駆
り
立
て
て
、
満
足

さ
せ
な
い
社
会
で
す
。「
自
動
車
に
こ

ん
な
付
加
価
値
を
つ
け
て
み
ま
し
た
」

と
か
、「
テ
レ
ビ
が
32
イ
ン
チ
で
こ
ん

な
に
美
し
く
な
り
ま
し
た
」
と
欲
望
を

駆
り
立
て
る
。「
こ
れ
で
満
足
し
て
い

て
は
だ
め
で
す
。
も
っ
と
新
し
い
機
能

や
付
加
価
値
が
つ
い
た
商
品
を
買
っ
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
が
、
現
代
の
姿

で
す
。
ど
こ
で
満
足
す
る
の
か
、
何
を

不
足
と
考
え
る
の
か
、
技
術
と
欲
望
の

追
い
か
け
っ
こ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

象
徴
的
な
話
で
す
が
、
ク
ロ
ー
ン
技

術
で
羊
の
ド
リ
ー
が
誕
生
し
た
翌
日
、

ア
メ
リ
カ
の
産
婦
人
科
の
先
生
の
と
こ

ろ
に
あ
る
女
性
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て

き
た
そ
う
で
す
。「
私
た
ち
二
人
の
女

性
は
愛
し
合
っ
て
い
る
夫
婦
で
す
。
ド

リ
ー
の
技
術
を
使
っ
て
、
私
た
ち
が
子

供
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
つ
で

し
ょ
う
か
」
と
質
問
し
た
と
い
う
の
で

す
。
女
性
同
士
が
愛
し
合
う
こ
と
は
そ

ん
な
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
け
れ
ど
、
今
の
今
ま
で
、
女

性
同
士
で
子
供
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は

誰
も
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、

あ
る
技
術
が
生
ま
れ
た
瞬
間
に
、
そ
の

欲
望
が
煽
り
立
て
ら
れ
た
と
い
う
わ
け

で
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
安
全
と
危
険
」
の

問
題
を
考
え
る
と
き
に
は
、「
満
足
・

不
足
」
と
い
う
感
覚
を
、「
安
心
・
不

安
」
と
絡
め
な
い
と
、
問
題
が
解
き
ほ

ぐ
せ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
ま
な
ら
な
い
社
会
な
の
に

自
己
責
任
を
問
わ
れ
る

イ
ラ
ク
の
人
質
事
件
で
、
自
己
責
任

と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
ね
。

あ
あ
い
う
状
況
の
中
で
、
自
分
の
安
全

を
省
み
ず
出
か
け
た
こ
と
が
問
題
だ
、

と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

裏
返
せ
ば
、
人
々
は
、
ど
の
よ
う
な
状

況
で
も
自
分
の
行
動
に
は
責
任
を
負
う

こ
と
が
で
き
る
と
、
ど
こ
か
で
思
っ
て

い
る
節
が
あ
る
。

し
か
し
我
々
は
、
安
全
に
つ
い
て
も

「
技
術
的
に
保
証
す
る
」
と
言
わ
れ
れ

ば
、
文
句
な
く
社
会
シ
ス
テ
ム
に
委
ね

て
き
た
わ
け
で
す
。
消
防
や
水
道
が
、

そ
の
よ
い
例
で
す
。
自
治
体
か
ら
「
水

道
を
つ
け
な
さ
い
」
と
い
わ
れ
、「
確

か
に
ポ
ン
プ
の
電
気
代
も
か
さ
む
し
、

井
戸
職
人
も
い
な
い
。
管
理
に
お
金
も

か
か
る
」
と
、
私
は
井
戸
を
埋
め
て
水

道
に
切
り
替
え
ま
し
た
。
地
方
自
治
体

が
提
供
し
て
く
れ
る
水
の
供
給
に
、
己

を
委
ね
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と

は
私
は
、
東
京
の
供
水
装
置
が
故
障
し

た
り
、
災
害
で
動
か
な
く
な
っ
た
と
き

に
自
分
で
水
を
集
め
る
手
段
を
放
棄
し

た
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で

す
。ゴ

ミ
も
そ
う
で
す
。
か
つ
て
は
、
自

分
の
家
で
燃
や
し
た
り
、
埋
め
た
り
し

て
い
た
も
の
を
、
全
部
地
方
自
治
体
が

や
っ
て
く
れ
る
ゴ
ミ
処
理
に
委
ね
て
い

ま
す
。
私
は
今
で
も
、
紙
な
ど
は
家
に

あ
る
小
さ
な
焼
却
炉
で
燃
や
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
が
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
が

出
る
、
煙
が
迷
惑
だ
、
と
い
う
理
由
で

落
ち
葉
さ
え
焚
け
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
文
明
化
が
進
む
と
、
自

分
の
責
任
で
処
理
し
て
い
た
こ
と
も
、

必
然
的
に
公
の
シ
ス
テ
ム
や
マ
ー
ケ
ッ

ト
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
委
ね
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
を
技
術
の

「
外
化
が
い
か

」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

本
来
身
近
に
あ
っ
た
技
術
を
外
に
委

ね
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
社
会
で
、
自

己
責
任
を
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
矛

盾
し
て
い
ま
す
。
で
は
、
い
っ
た
い
ど

こ
ま
で
自
己
責
任
を
追
及
で
き
る
の
で

し
ょ
う
。
こ
こ
か
ら
先
は
公
共
サ
ー
ビ

ス
が
カ
バ
ー
し
て
く
れ
る
と
い
う
「
摺

り
合
わ
せ
」（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
）

が
、
今
の
と
こ
ろ
、
ま
だ
上
手
に
で
き

て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
安
全
学
の
大
事

な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

火災保険の歴史
火災保険は、中世ヨーロッパ・ドイツでギ
ルドによる相互救済機関として発達し、15世
紀には火災を対象としたギルドが多数存在し
た。
イギリスでは、1666年のロンドン大火の直
後に、ニコラス・バーボンという医師が個人
で保険経営に乗り出したのが火災保険業の始
まりといわれている。1858年にはファイア・
オフィス・コミッティーが組織され、料率算
定とともに防災活動に乗り出している。
日本では、1887年（明治21）に、東京火災
保険会社（安田火災海上保険を経て、現・損
保ジャパン）が営業を開始する。保険金受け
取り第一号は、1890年（明治23）、東京・浅
草で牛肉商を営む井上さん。家屋火災に対し
て1600円の保険金が支払われた。
当時、火災保険会社が数社できたそうだが、
保険会社の体力も低く、利益を安定させるに
は、多数の契約者を集めねばならないという

ことで、料率競争になったこともあったよう
だ。リスクに見合わない安い保険料で契約者
を集めたため、火災になると払えないという
事態もあったようだ。
その後、もっぱら火災のみを対象としてい
た火災保険も、1959年の伊勢湾台風をきっか
けに、風水害も補償する商品に拡大した。一
方、高度成長期に入ると火災保険の加入率が
飽和状態になってきたため、各社とも補償範
囲を広げ商品の充実を図ることになる。例え
ば、火災の後片付け費用、怪我の治療費用、
近所への見舞金などを補償する（費用保険金）
商品も現れた。
火事は、日本においては地震と切り離して
は考えられない。地震火災の補償は火災保険
に含まれていないが、1923年の関東大震災の
ときに「これだけの損害が出ているのに保険
会社は冷たいのではないか」という世論があ
り、契約者に対して見舞金を払った例がある。
火災保険とは別に、地震保険の必要性につ
いては、戦後、地震が起きるたびに話題にの

保険はそもそも、リスクの大きかった海運業におい
て発達した。遭難や海賊による襲撃など多くの危険
を伴う海運業は、博打のような面もあり、船が無事
に戻るまで船主は大いに気を揉んだに違いない。
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
役
割

そ
う
い
う
中
で
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
で

も
な
い
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ
ニ
ズ
ム
で

も
な
い
第
三
者
が
新
し
い
選
択
肢
と
し

て
注
目
さ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
つ
ま

り
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
い
し
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
こ
れ

か
ら
の
社
会
の
中
で
、
か
な
り
重
要
な

役
割
を
発
揮
し
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま

す
。
小
さ
な
こ
と
し
か
で
き
な
い
個
人

が
力
を
合
わ
せ
た
新
し
い
働
き
が
、
可

能
性
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
昔
風
に
言
え
ば

隣
組
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う

も
の
が
行
政
と
対
立
し
た
り
、
単
に
行

政
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な

く
、
自
分
た
ち
も
主
役
の
一
人
だ
と
い

う
気
持
ち
で
、
実
際
に
何
が
で
き
る
か

を
考
え
る
。

私
が
住
ん
で
い
る
三
鷹
市
は
昔
か
ら

そ
の
よ
う
な
傾
向
の
強
い
所
で
す
。
た

と
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の

よ
う
な
施
設
は
市
が
造
り
、
管
理
は
地

域
住
民
に
任
せ
ま
す
。「
み
な
さ
ん
の

好
き
な
よ
う
に
、
自
由
に
使
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
言
わ
れ
る
と
、
住
民
の
側
も

無
責
任
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、

自
分
た
ち
で
責
任
あ
る
組
織
を
つ
く
っ

て
き
ち
ん
と
管
理
し
ま
す
。
実
際
、
防

災
に
関
し
て
も
連
絡
網
を
つ
く
る
と
か
、

井
戸
が
ど
こ
に
残
っ
て
い
る
と
か
、
ど

こ
に
逃
げ
れ
ば
い
い
か
と
い
う
道
路
図

を
、
行
政
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
住

民
が
率
先
し
て
作
っ
て
い
る
例
も
あ
り

ま
す
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
す
る
こ
と
で
意
識
が

高
ま
っ
て
き
て
い
る
し
、
自
分
た
ち
に

で
き
る
こ
と
、
で
き
な
い
こ
と
が
ど
れ

だ
け
あ
る
か
が
よ
く
話
し
合
わ
れ
て
い

ま
す
。
行
政
で
な
い
と
手
が
出
な
い
と

い
う
点
は
、
ち
ゃ
ん
と
行
政
に
申
し
入

れ
る
と
い
う
姿
勢
が
現
実
に
浸
透
し
て

い
ま
す
。
こ
う
い
う
姿
を
見
る
と
、
頼

も
し
く
感
じ
ま
す
。

安
全
に
慢
心
せ
ず
に

言
い
続
け
る

安
全
と
は
価
値
で
あ
り
、
そ
の
価
値

は
文
化
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
安
全
文
化
を
打
ち
立
て
て
い
く
た

め
に
は
、
言
い
続
け
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。企

業
の
ト
ッ
プ
と
こ
の
よ
う
な
話
を

す
る
と
、「
安
全
と
い
う
概
念
は
消
極

的
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
。

「
我
が
社
は
安
全
を
第
一
に
掲
げ
て
い

ま
す
、
安
全
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の
企
業

価
値
で
す
」
と
は
、
な
か
な
か
言
え
な

い
と
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
う
い
う
と
き
、

私
は
「
万
が
一
が
千
に
一
つ
に
な
っ
て

何
か
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
払

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
犠
牲
や
コ
ス
ト

を
考
え
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
ま
す
。

今
ま
で
安
全
を
考
え
な
い
が
た
め
に
事

故
を
起
こ
し
、
企
業
イ
メ
ー
ジ
を
失
墜

さ
せ
、
天
文
学
的
な
コ
ス
ト
を
払
っ
た

企
業
が
現
実
に
何
社
も
あ
る
か
ら
で
す
。

重
ね
て
「
安
全
と
い
う
価
値
は
、
何

に
も
ま
し
て
、
常
に
追
求
し
続
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
最
大
の
価
値
の
一
つ
で

す
。
何
か
が
起
き
て
か
ら
で
は
遅
い
と

い
う
こ
と
だ
け
は
肝
に
命
じ
て
ほ
し

い
」
と
申
し
上
げ
ま
す
。
安
全
で
あ
る

と
い
う
現
状
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
何

も
の
に
も
ま
し
て
価
値
の
あ
る
こ
と
な

の
で
す
。
や
は
り
そ
こ
を
わ
か
っ
て
い

た
だ
い
て
、
少
し
ず
つ
で
も
前
進
し
て

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
が
、
私
が
安
全
学

を
始
め
た
理
由
で
も
あ
り
ま
す
。
安
全

が
当
た
り
前
に
な
る
と
慢
心
し
が
ち
で

す
が
、
そ
の
意
味
で
も
、
言
い
続
け
る

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

安
全
に
対
し
て
も
圧
倒
的
な
力
を
持

っ
て
い
る
行
政
や
企
業
に
対
し
、
安
全

を
追
求
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
強
く

持
つ
よ
う
に
警
告
を
発
し
続
け
る
こ
と

が
、
市
民
が
怠
ら
ず
に
続
け
な
く
て
は

な
ら
な
い
役
割
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

安全は達成されると、壊れ始める

も保険金を支払うしくみになっている。
仮に、いま東海地震が起きると、２兆円弱
程度の損害が見込まれているが、ちょうど同
額程度が準備金で積み立てられており、東海
地震が１回起きると、準備金が底をつく勘定
だ。ただ、空になっても払わないわけにはい
かないので、政府も保険会社も借金をしてで
も払うことになる。
このように、火災もかつては、天災と思わ
れていたのだろうが、財産も増え、持ち家率
も上がり、保険に対する見方や利用の仕方が
どんどん大衆化して根付いていった。それに
応じて、保険会社も補償範囲を広げることで
顧客のニーズに応えたというのが、日本の損
害保険の歴史といえそうである。

（参考：社団法人日本損害保険協会のインタビューより）

ぼった。実現した契機は、1964年（昭和39）
の新潟地震である。時の田中角栄大蔵大臣が
「国家保険のようなものをつくれ」と大号令
をかけ、２年後の1966年（昭和41）に地震保
険が設立された。
地震保険は、通常の損害保険とは異なり、

１回の地震で支払われる総額上限は現在５兆
円と決まっている。関東大震災クラスの地震
が起きても支払える額で、１回の地震で750
億円までは保険会社が、それを超えると政府

オランダ、ロッテルダム港。ヨーロッパ海運の一大拠点だ。
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講
談
で
は
、
昔
は
江
戸
町
火
消
し
の
話
は
ポ
ピ
ュ
ラ

ー
な
も
の
で
し
た
。『
野
狐

の
ぎ
つ
ね

三
次
さ
ん
じ

』、『
新
門

し
ん
も
ん

辰
五
郎

た
つ
ご
ろ
う

』、

『
は
組
小
町
』
が
火
消
し
の
話
と
し
て
は
有
名
で
す
。

と
こ
ろ
が
世
の
中
に
人
情
っ
て
も
の
が
な
く
な
っ
て

き
て
し
ま
う
と
、
こ
う
い
う
講
談
は
ど
ん
ど
ん
す
た
れ

て
い
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
。
江
戸
庶
民
の
話
で
す
が
、

心
意
気
が
理
解
で
き
な
い
。
文
明
開
化
で
ち
ょ
ん
ま
げ

を
捨
て
、
刀
を
捨
て
、
着
物
を
捨
て
た
。
そ
の
と
き
に

義
理
人
情
み
た
い
な
も
の
も
一
緒
に
捨
て
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
に
、
義
士
伝
み
た
い
に
有
名
な
人
が
出

て
く
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
死
へ
向
か
っ
て
い
く
美
学

は
な
い
か
ら
、
泣
け
な
い
。
だ
か
ら
人
気
が
出
な
い
。

残
念
な
こ
と
で
す
。
特
に
『
新
門
辰
五
郎
』
は
、
今
は

誰
も
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
、

『
新
門
辰
五
郎
』
か
ら
、
江
戸
町
火
消
し
の
心
意
気
を

ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
門
辰
五
郎
は
江
戸
末
期
に
大
一
家
を
な
し
た
有
名

な
火
消
し
。
ご
維
新
の
折
、
徳
川
幕
府
15
代
将
軍
・
慶

喜
公
の
お
供
を
し
て
京
都
へ
行
っ
た
ほ
ど
の
人
物
で
す
。

そ
の
辰
五
郎
、
父
親
を
火
事
で
亡
く
し
ま
し
た
。
こ
の

父
親
っ
て
い
う
の
が
ま
た
す
ご
い
男
で
、
自
分
の
家
が

原
因
で
火
を
出
し
た
。
そ
れ
が
申
し
訳
な
い
っ
て
、
自

分
の
蔵
に
自
ら
火
を
入
れ
て
、
そ
こ
の
中
で
死
ん
で
い

く
ん
で
す
。
責
任
っ
て
い
う
も
の
に
対
す
る
ひ
と
つ
の

男
の
生
き
方
で
す
よ
ね
。
今
、
考
え
る
と
、
火
事
場
は

辰
五
郎
に
と
っ
て
ト
ラ
ウ
マ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
す
が
、
彼
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
火
消
し
に
な
ろ
う

と
決
意
し
ま
す
。「
を
組
」
の
頭
取
・
仁
右
衛
門
に
頼

み
に
い
っ
て
組
へ
入
れ
て
も
ら
い
、
25
歳
で
組
の
纏
持

ち
に
出
世
す
る
ん
で
す
。

当
時
、
纏
は
町
内
の
シ
ン
ボ
ル
で
、
子
供
は
迷
子
に

な
っ
て
も
「
ど
の
纏
だ
い
？
」
と
聞
か
れ
れ
ば
、
迷
わ

ず
自
分
の
家
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
組
の
纏
を
指
差
せ

た
。
火
消
し
が
庶
民
と
い
か
に
密
着
し
て
い
た
か
、
よ

く
わ
か
り
ま
す
。

火
消
し
の
現
場
で
着
る
刺
子
半
纏
は
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
。
よ
く
テ
レ
ビ
の
お
宝
鑑
定
番
組
に
出
て
き
ま
す

が
、
も
の
す
ご
く
派
手
で
き
れ
い
な
刺
子
半
纏
は
、
お

飾
り
か
、
正
月
に
頭
の
と
こ
ろ
に
挨
拶
に
行
く
と
き
に
、

ひ
っ
か
け
て
い
っ
た
だ
け
。
実
際
火
事
場
で
着
る
半
纏

は
、
水
を
ざ
ぶ
っ
と
か
ぶ
っ
て
か
ら
火
に
向
か
っ
て
い

く
わ
け
で
す
か
ら
、
１
回
の
火
事
で
ド
ロ
ド
ロ
に
汚
れ

た
そ
う
で
す
。
濡
れ
た
半
纏
が
火
で
熱
せ
ら
れ
て
、
湯

気
を
た
て
な
が
ら
ブ
ス
ブ
ス
、
ブ
ス
ブ
ス
と
音
を
た
て

た
と
い
い
ま
す
。
火
に
あ
ぶ
ら
れ
な
が
ら
、
纏
を
も
っ

て
い
る
ん
だ
か
ら
大
変
で
す
。

さ
て
、
そ
ん
な
火
消
し
の
『
新
門
辰
五
郎
』
で
描
か

れ
て
い
る
の
が
、
江
戸
っ
子
の
心
意
気
。
新
門
の
時
代

は
江
戸
の
幕
末
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
江
戸
っ
子
っ
て
い

う
の
は
こ
う
い
う
も
ん
だ
と
い
う
の
が
残
っ
て
お
り
ま

?
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神田 紅
かんだ くれない
福岡県生まれ。早稲田大学入学時から女優を志し、文学座の演劇研究所
を卒業。映画『祭りの準備』、『女衒』、舞台『屋根の上のヴァイオリン
弾き』などに出演。1979年二代目神田山陽師匠に入門、神田紅を名乗
る。創作の芝居講談を手掛け、1989年真打昇進。1991年女流芸人の会
「ウーマンティナー」を旗揚げ。現在、女流講談の第一人者として、ま
た女優、レポーター、エッセイストとしても活躍中。

写真：「南部坂　雪の別れ」於：東京・イイノホール
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し
た
。
辰
五
郎
み
た
い
な
男
は
黙
っ
て
勝
負
す
る
。
そ

う
い
う
人
に
は
お
旦
が
つ
い
て
お
金
も
出
し
て
く
れ
る

し
、
子
分
も
つ
い
て
い
く
し
、
た
く
さ
ん
の
庶
民
も
つ

い
て
い
く
。
だ
か
ら
、
町
内
の
揉
め
事
も
差
配
が
で
き

る
っ
て
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
「
意
気
」
の
代
表
が
火

消
し
だ
っ
た
ん
で
す
。
火
消
し
は
今
で
い
う
、
消
防
と

警
察
の
両
方
の
役
を
兼
ね
備
え
て
た
ん
で
す
ね
。

『
新
門
辰
五
郎
』
の
見
所
の
ひ
と
つ
は
、
八
丁
火
消

し
と
の
対
立
と
そ
の
解
決
法
で
す
。
八
丁
火
消
し
と
は

大
名
お
抱
え
の
火
消
し
で
、
町
方
の
火
消
し
と
は
何
か

と
対
立
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
火
事
場
で
も
め
事
を
起

こ
す
の
で
す
が
、
辰
五
郎
は
た
っ
た
ひ
と
り
で
そ
の
責

任
を
と
る
た
め
に
、
八
丁
火
消
し
を
抱
え
て
い
る
大
名

の
屋
敷
に
向
か
っ
て
い
く
の
で
す
。
命
が
け
で
、
す
べ

て
私
の
罪
で
ご
ざ
い
ま
す
と
。
ど
う
か
組
だ
け
な
ん
と

か
し
て
く
れ
と
。
こ
れ
が
男
気
で
す
よ
ね
。
辰
五
郎
の

何
が
す
ご
い
っ
て
、
ま
ず
自
分
の
命
が
投
げ
出
せ
る
。

こ
う
い
う
人
は
今
、
な
か
な
か
い
な
い
で
し
ょ
う
。
見

て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
っ
て
い
う
の
が
一
般
常
識
に
な
っ

ち
ゃ
っ
た
か
ら
。
こ
ん
な
男
が
い
た
ら
、
女
も
惚
れ
ま

す
っ
て
。

な
ん
と
か
、
こ
の
粋
な
『
新
門
辰
五
郎
』
を
復
活
さ

せ
た
く
て
、
今
、
資
料
や
講
談
本
を
読
ん
で
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
講
談
の
世
界
に
は
、
義
理
人
情
と
か
、
意
気

と
か
、
内
助
の
功
と
か
、
も
う
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

日
本
人
の
美
徳
が
生
き
残
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

な
ん
と
か
私
流
の
解
釈
を
加
え
て
、『
新
門
辰
五
郎
』

を
も
う
一
度
、
世
の
中
に
出
し
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な

い
。
そ
う
思
っ
て
、
今
日
も
新
し
い
講
談
を
生
み
出
そ

う
と
し
て
い
ま
す
。

江戸町火消しの心意気

東京・四谷　消防博物館の模型から



消
火
に
は
ど
れ
く
ら
い
の
水
が

必
要
か
？

火
災
は
千
差
万
別
。
一
つ
と
し
て
同

じ
現
場
は
な
く
、
木
造
住
宅
火
災
で
も

火
元
、
風
向
き
、
隣
家
と
の
距
離
、
火

勢
な
ど
に
応
じ
て
、
現
場
の
消
防
士
は

消
防
戦
術
を
立
て
る
。

当
然
、
各
ケ
ー
ス
ご
と
に
使
用
水
量

も
違
う
の
だ
が
、
こ
こ
に
東
京
消
防
庁

に
よ
る
興
味
深
い
デ
ー
タ
が
あ
る
。
管

内
で
発
生
し
た
１
９
９
０
年（
平
成
２
）

か
ら
１
９
９
４
年
（
平
成
６
）
ま
で
の

部
分
焼
以
上
の
火
災
に
つ
い
て
、
延
焼

床
面
積
と
鎮
火
ま
で
に
要
し
た
放
水
量

を
集
計
し
た
の
が
表
１
だ
。

こ
れ
は
平
時
の
火
災
だ
が
、
地
震
に

よ
る
同
時
多
発
火
災
の
場
合
に
ど
れ
く

ら
い
の
水
が
必
要
な
の
か
。
同
じ
く
東

京
消
防
庁
の
調
査
で
は
、
阪
神
淡
路
大

震
災
で
は
１
g
あ
た
り
、
平
均
で
０
・

51
k
（
ｔ
）
の
水
を
要
し
た
と
報
告
し

て
い
る
。（
東
京
消
防
庁
『
消
防
巨
大

水
利
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
１

９
９
６
）

こ
の
水
量
は
多
い
の
か
？
　
少
な
い

の
か
？

仮
に
木
造
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
、
約
78
g
の
家

が
火
災
と
な
っ
た
場
合
を
想
定
す
る
と
、

約
40
ｔ
の
水
が
必
要
と
な
る
計
算
だ
。

こ
れ
が
ど
の
程
度
の
量
か
と
い
う
と
、

家
庭
の
風
呂
（
お
お
よ
そ
３
０
０
r
＝

0.3
ｔ
）
に
す
る
と
約
１
３
０
杯
、
小
学

校
25
m
の
プ
ー
ル
（
約
２
５
０
ｔ
）
で

い
え
ば
、
約
６
分
の
１
の
水
が
１
軒
の

鎮
火
に
必
要
と
な
る
。

消
防
水
利
は
安
心
か

日
本
で
は
都
市
の
不
燃
化
を
強
力
に

押
し
進
め
た
結
果
、
平
成
15
年
の
人
口

１
万
人
あ
た
り
の
出
火
件
数
は
全
国
で

4.4
件
／
万
人
、
年
間
死
者
数
は
２
２
４

８
名
と
な
っ
て
い
る
（『
消
防
白
書
平

成
16
年
版
』）。
こ
れ
は
海
外
と
比
べ
て

も
低
い
数
字
と
い
わ
れ
て
い
る
（
日
本

火
災
学
会
編
『
火
災
と
建
築
』
共
立
出

版
、
２
０
０
２
）。

防
災
イ
ン
フ
ラ
の
一
つ
に
、
消
防
水

利
の
整
備
が
挙
げ
ら
れ
る
。

消
防
車
が
消
火
に
使
う
水
が
消
防
水

利
で
、
１
９
６
４
年
（
昭
和
39
）
に
定

め
ら
れ
た
「
消
防
水
利
の
基
準
」
に
は
、

消
火
栓
、
防
火
水
槽
、
プ
ー
ル
、
河

川
・
溝
、
濠
・
池
、
海
・
湖
、
井
戸
、

下
水
道
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
消
防
水
利
は
「
常
時
貯
水
量

が
40
ｔ
以
上
、
ま
た
は
取
水
可
能
水
量

が
毎
分
１
ｔ
以
上
で
、
か
つ
、
連
続
40

分
以
上
の
給
水
能
力
を
有
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
根
拠
は
、
標
準
的
な
木
造

住
宅
の
火
災
を
延
焼
さ
せ
な
い
た
め
に

必
要
な
水
量
が
40
ｔ
で
あ
り
、
消
防
ホ

ー
ス
１
本
あ
た
り
毎
分
５
０
０
r
の
放

水
を
、
２
本
で
40
分
間
続
け
る
と
想
定

し
て
導
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
お
お

む
ね
80
〜
１
２
０
m
お
き
に
設
置
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

消
火
栓
は
水
道
に
つ
な
が
っ
て
い
る

の
で
、
平
時
は
き
ち
ん
と
働
く
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
地
震
な
ど
に
よ
る
同
時
多
発

火
災
に
な
れ
ば
、
消
火
栓
は
頼
り
に
な

ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
が
阪
神

淡
路
大
震
災
の
教
訓
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、

耐
震
貯
水
槽
の
整
備
が
始
め
ら
れ
た
の

だ
が
、「
消
防
水
利
基
準
」
で
定
め
ら

れ
た
最
低
貯
水
量
40
ｔ
と
な
る
と
、
家

１
軒
の
消
火
で
耐
震
貯
水
槽
を
使
い
切

っ
て
し
ま
う
計
算
に
な
る
。

巨
大
水
利

も
し
も
大
地
震
に
よ
っ
て
同
時
多
発

火
災
が
起
き
た
と
き
、
東
京
消
防
庁
で

は
消
火
栓
を
使
わ
ず
に
、
防
火
貯
水
槽

を
は
じ
め
と
し
た
「
無
圧
水
利
」
を
使

う
と
い
う
。

貯
水
槽
は
、
２
５
０
m
の
正
方
形
地

域
（
地
図
上
の
メ
ッ
シ
ュ
）
の
中
に
、

お
お
む
ね
１
０
０
ｔ
ま
た
は
40
ｔ
の
水

を
確
保
す
る
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
、
７
５
０
m
正
方
形
の
中
に
、
７

５
０
〜
１
５
０
０
ｔ
の
水
を
整
備
す
る

と
い
う
、
二
重
の
規
制
が
か
か
っ
て
い

る
。こ

の
背
景
に
あ
る
考
え
方
が
「
巨
大

水
利
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
。

阪
神
淡
路
大
震
災
の
消
防
水
利
不
足
を

教
訓
に
、
都
市
に
大
量
の
防
災
用
水
を

蓄
え
よ
う
と
い
う
も
の
だ
。

巨
大
水
利
は
、
河
川
な
ど
の
「
無
限

水
利
（
涸
れ
な
い
水
）」
と
、
大
規
模

貯
水
槽
の
よ
う
な
１
５
０
０
ｔ
以
上
の

水
量
を
有
す
る
「
大
容
量
水
利
（
大
量

の
水
）」
か
ら
成
る
。
表
２
は
、
１
９

９
６
年
時
点
で
の
東
京
の
巨
大
水
利
の

確
保
場
所
を
示
し
た
図
で
、
ど
ん
な
水

を
想
定
し
て
い
る
の
か
が
よ
く
わ
か
る
。

一
見
し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
海
や
河

川
・
溝
、
池
な
ど
、
自
然
の
水
が
ま
ず

挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
水
利
が
と
れ
な
い
と
思
わ
れ

て
い
る
地
域
で
は
、
大
容
量
の
貯
水
槽

を
設
け
る
こ
と
で
水
の
量
を
稼
が
ざ
る

を
え
な
い
。

ち
な
み
に
本
誌
に
登
場
し
た
丸
の
内

消
防
署
管
内
に
は
、
消
火
栓
が
４
７
４
、

防
火
水
槽
等
が
１
１
７
、
河
川
・
溝
が

７
、
池
・
濠
が
26
あ
る
。
狭
い
範
囲
に

１
１
７
カ
所
の
貯
水
タ
ン
ク
が
整
備
さ

れ
て
お
り
、
量
的
に
は
充
分
と
い
え
る

も
の
だ
。
丸
の
内
で
見
た
貯
水
槽
群
は

そ
の
一
つ
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
も

の
で
あ
る
。

丸
の
内
は
ビ
ジ
ネ
ス
に
特
化
し
た
ま

ち
で
、
消
防
士
と
い
う
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ

ョ
ナ
ル
が
安
全
を
守
っ
て
い
る
。
不
燃

化
さ
れ
た
建
築
物
は
、
ち
ょ
っ
と
や
そ

っ
と
で
は
燃
え
な
い
だ
ろ
う
し
、
万
が

一
火
災
が
起
き
て
も
消
防
の
プ
ロ
が
す

ぐ
消
し
止
め
て
く
れ
る
場
所
と
い
う
安

心
感
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

１
０
０
％
公
に
託
さ
れ
た
ま
ち
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
目
に
は
見
え
な
い
多
数
の

貯
水
槽
で
確
保
さ
れ
た
安
全
と
は
別
に
、

お
濠
や
日
本
橋
川
と
い
う
「
手
近
で
目

に
見
え
る
巨
大
水
利
」
に
安
心
を
覚
え

て
し
ま
う
の
は
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。
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消
防
団
は
何
を
す
る

日
本
に
は
、
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）

４
月
１
日
時
点
で
、
91
万
９
１
０
５
人

の
消
防
団
員
が
い
る
。
あ
な
た
は
、
消

防
団
の
働
き
と
権
限
を
知
っ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。

消
防
団
員
と
は
、
別
に
本
業
を
持
っ

て
い
る
消
防
の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
、
消
防
の
権
限
と
責
任
を
持
つ
非
常

勤
特
別
職
の
地
方
公
務
員
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。
わ
ず
か
な
が
ら
、
報
酬
も
出

る
。
平
均
年
齢
は
37
・
４
歳
で
、
地
域

に
よ
っ
て
そ
の
姿
は
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。
か
つ
て
は
ム
ラ
社
会
の
時
代
か

ら
あ
る
地
域
密
着
型
の
組
織
で
、
青
年

団
か
ら
自
動
的
に
消
防
団
に
入
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
ん
な
姿
も
昔
の

も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

農
家
も
含
め
た
自
営
業
者
が
多
い
地

域
で
は
活
発
だ
っ
た
消
防
団
活
動
も
、

夜
間
に
人
が
住
ま
な
い
オ
フ
ィ
ス
街
や
、

昼
間
は
男
手
が
働
き
に
出
る
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
な
る
と
、
な

か
な
か
勧
誘
も
大
変
な
よ
う
だ
。

ち
な
み
に
、
消
防
団
は
消
防
署
と
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「
と
も
に
」
地
域
を
守
る
組
織
で
、
消

防
署
の
管
轄
下
に
入
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
消
防
組
織
法
で
も
定
め
ら

れ
て
い
る
。
実
際
の
現
場
で
は
、
消
防

署
が
火
を
消
し
、
現
場
を
離
れ
た
後
の

残
火
整
理
を
消
防
団
が
受
け
持
つ
な
ど
、

そ
の
土
地
に
応
じ
た
両
者
の
業
務
分
担

が
あ
る
。
さ
ら
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

の
が
、
水
防
も
彼
ら
の
重
要
な
役
目
の

一
つ
だ
。

身
近
な
消
防
水
利
が

私
た
ち
の
消
防
力
を
育
て
る

阪
神
淡
路
大
震
災
を
教
訓
に
、
自
主

防
災
組
織
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
い
う
運

動
が
活
発
だ
。
平
時
に
は
防
災
訓
練
や

資
機
材
の
共
同
購
入
な
ど
を
行
な
い
、

災
害
時
に
は
初
期
消
火
、
避
難
誘
導
、

負
傷
者
等
の
救
出
・
救
護
、
情
報
の
収

集
・
伝
達
、
給
食
・
給
水
、
災
害
危
険

箇
所
の
巡
視
な
ど
を
行
な
う
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。
婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
や
少
年

消
防
ク
ラ
ブ
な
ど
、
全
国
で
約
11
万
２

０
０
０
の
組
織
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。

し
か
し
、
延
焼
の
危
険
が
迫
っ
て
き

た
と
き
、
近
く
の
水
を
使
っ
て
本
当
に

消
火
で
き
る
の
か
。
台
所
で
発
火
し
た
、

天
ぷ
ら
油
を
正
し
く
処
理
で
き
る
の
か
。

想
像
す
る
と
、
気
が
は
や
る
ば
か
り
で
、

火
を
消
す
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。

消
防
に
必
要
な
こ
と
は
、
技
術
と
人

の
つ
な
が
り
だ
。
で
も
、
い
ざ
と
い
う

と
き
に
体
が
す
ぐ
に
動
く
か
ど
う
か
は
、

「
消
防
の
志
」
の
問
題
。
消
防
署
の
み

な
さ
ん
、
消
防
団
の
み
な
さ
ん
だ
け
で

は
な
く
、
お
そ
ら
く
普
通
の
生
活
を
お

く
る
私
た
ち
も
ち
ょ
っ
と
し
た
志
を
持

つ
べ
き
時
代
が
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
自
分
で
貯
水
槽
の
蓋
を
開
け

た
経
験
が
あ
る
人
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な

い
は
ず
だ
し
、
ど
こ
に
消
火
栓
、
貯
水

槽
が
あ
る
か
知
ら
な
い
人
も
多
い
。
さ

ら
に
、
近
く
の
川
・
水
路
が
、
消
防
水

利
と
し
て
使
え
る
と
認
識
し
て
い
る
人

は
皆
無
に
近
い
だ
ろ
う
。

日
本
の
都
市
で
暮
し
て
い
れ
ば
、
平

時
の
火
災
だ
け
で
は
な
く
、
地
震
に
よ

る
「
非
常
時
の
火
事
」
も
気
に
か
か
る
。

「
い
つ
も
使
え
る
手
近
な
水
」
を
消
防

水
利
と
し
て
意
識
し
て
い
れ
ば
、
普
段

も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
し
、
い
ざ
と
い

う
と
き
に
大
き
な
差
が
出
る
。
国
は

「
消
防
力
」
を
「
消
防
の
責
任
を
十
分

に
果
た
す
た
め
に
必
要
な
施
設
と
人

員
」
と
規
定
す
る
が
、
同
時
に
、
住
民

自
身
が
「
い
つ
で
も
汲
め
る
涸
れ
な
い

水
」
を
使
い
こ
な
す
こ
と
や
「
い
つ
も

使
え
る
手
近
な
水
」
の
所
在
を
意
識
し

て
い
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

大
切
な
命
や
財
産
が
か
か
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
機
械
じ
か
け
の
大
層
な
安

全
だ
け
で
は
な
く
、
目
に
見
え
る
自
前

の
安
心
も
欲
し
い
も
の
だ
。

延焼床面積表1　鎮火に要する放水量

表2　巨大水利　東京の場合

放水量 t（k） 単位面積の放水量

箇所数 水源 巨大水利確保場所水利種別

木造・防火造 210,089G 132,356 t

耐火造 85,126G 19,579 t

0.63 t／G

0.23 t／G

海 146か所 海水

河川・溝 1,576か所 河川水

・公共埠頭・民間工場岸壁

・河川と道路の交差部である橋上が大部分
・河川沿道が整備されている場合、沿道を
　確保している所もある
・野火止用水・玉川上水等も河川と同じく
　確保している所もある

池・濠 87か所 滞留水（雨水）

応急給水漕 48か所 飲料水

・皇居周辺の濠、広域公園内の池等

貯水池（上水関連） 25か所 飲料水

貯水池（上水以外） 29か所 下水処理水、中水

・浄水場が大部分で、幾つかの配水場・給水所もある

・区部の４下水処理場、市町村部の４下水処理場
・公共、公益施設、工場等の貯水池

プール 31か所 上水

兼用貯水槽 14か所 工業用水、上水

・公共施設、大学、遊園地等の大型プール

・工業用水処理場、住宅団地、工場、
　公共施設の兼用貯水槽

貯水槽 8か所 工業用水

その他 16か所 下水処理水、雨水下水

・工場や都庁、地下駐車場の貯水槽

（東京消防庁『消防巨大水利に関する調査研究報告書』1996）

・城南三河川清流復活事業による大型高圧
消火栓（３か所）、減勢槽（３か所）及
び藍染川幹線等人孔（６か所）等

・非常時の飲料水確保のため、区部に於い
ては半径2kmに１か所整備する基本方針
（都水道局事業）で、広域避難公園の地
下にRC構造の貯水槽が設置されている
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こ
う
し
た
準
備
を
整
え
て
、
い
ざ
フ

ィ
ー
ル
ド
へ
と
繰
り
出
し
た
。

神
田
川
を
リ
ス
ク
と
見
る
か
、

消
防
水
利
の
資
源
と
見
る
か

神
田
川
は
、
三
鷹
市
井
の
頭
池
を
水

源
と
す
る
延
長
25
・
48
km
、
流
域
面
積

１
０
２
・
３
h
の
一
級
河
川
で
、
東
京

の
中
小
河
川
で
は
最
大
の
流
域
面
積
を

持
つ
。

上
水
道
の
完
備
に
よ
っ
て
、
１
９
０

１
年
（
明
治
34
）
に
そ
の
役
目
を
終
え

る
ま
で
、
上
水
と
し
て
江
戸
の
人
々
の

生
活
を
支
え
て
い
た
。

現
在
、
井
の
頭
池
の
水
源
湧
水
は
水

脈
を
切
ら
れ
、
井
戸
か
ら
の
揚
水
が
入

れ
ら
れ
て
い
る
。

１
９
０
９
年
（
明
治
42
）
の
地
図
を

見
る
と
、
高
田
馬
場
か
ら
早
稲
田
に
か

け
て
の
神
田
川
周
辺
は
田
ん
ぼ
ば
か
り
。

そ
の
後
20
年
ほ
ど
の
間
で
急
速
に
都
市

化
す
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
ち
ょ
っ

と
の
雨
で
神
田
川
が
溢
れ
る
都
市
型
洪

水
の
典
型
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
昭
和
30
年
代
か
ら
。
１
９
５
８
年

（
昭
和
33
）
の
狩
野
か

の

川が
わ

台
風
が
大
き
な

水
害
の
最
初
で
、
以
来
水
害
の
常
襲
地

域
と
し
て
、
全
国
的
に
も
有
名
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

新
し
い
建
物
は
基
礎
を
高
く
し
、
古

い
建
物
は
開
口
部
を
防
御
す
る
板
が
は

め
込
め
る
よ
う
に
し
て
あ
っ
た
り
と
、

集
中
豪
雨
の
災
害
に
備
え
て
い
る
こ
と

地
図
を
手
に
川
を
歩
く

Ｄ
Ｉ
Ｇ
を
参
考
に
、
現
代
の
地
図
に

い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
重
ね
て
、
オ
リ
ジ

ナ
ル「
暮
ら
し
の
リ
ス
ク
発
見
マ
ッ
プ
」

を
つ
く
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
ど
ん

な
要
素
を
盛
り
込
む
か
に
よ
っ
て
、
マ

ッ
プ
の
性
格
が
変
わ
っ
て
く
る
。

現
代
の
地
図
に
、
実
際
の
消
火
栓
・

貯
水
槽
・
自
然
水
利
・
消
防
署
な
ど
、

消
防
力
に
か
か
わ
る
設
備
が
ど
こ
に
分

布
し
て
い
る
か
な
ど
を
書
き
込
め
ば
、

火
災
の
危
険
に
対
し
て
の
「
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
」
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
を
見
れ
ば
、
自
分
の
調
べ
た
地
域

に
消
防
力
が
足
り
て
い
る
か
ど
う
か
が

一
目
瞭
然
だ
。

次
に
、
こ
の
地
図
に
別
の
ハ
ザ
ー
ド

図
を
重
ね
て
み
た
。
今
は
、
過
去
の
災

害
記
録
や
研
究
、
実
地
調
査
な
ど
に
よ

っ
て
、
避
難
経
路
や
危
険
区
域
な
ど
を

地
図
上
に
プ
ロ
ッ
ト
し
た
ハ
ザ
ー
ド
マ

ッ
プ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
公
私
機
関
に
よ

っ
て
ウ
ェ
ブ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
火
災
、
水
害
、
地
震
な
ど
い
く
つ

か
の
災
害
の
種
類
ご
と
に
つ
く
ら
れ
て

お
り
、
水
害
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
な
ら

市
・
区
役
所
に
行
け
ば
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
昔
の
地
図
も
、
か
つ
て

の
地
形
や
土
地
利
用
を
知
る
上
で
役
に

立
つ
の
で
、
是
非
加
え
た
い
一
つ
だ
が
、

こ
れ
も
国
土
地
理
院
で
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
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第13回 水の文化楽習 実践取材

＜東京都＞ 神田川ワークショップ
本誌16ページでは、小村隆史さんにDIG（災害図上演習）を説明していただきました。

古い地図を手がかりに、現在の危険・防災情報といった要素を重ねていくと、

「暮らしのリスク発見マップ」と呼べるような地図ができ上がります。

そこでDIGに触発されて、消防の視点から「自分たちでもマップをつくってみよう」と、

東京・高田馬場周辺の神田川を編集部で歩いてみました。

たくさんのリスクが、私たちを取り巻いていること、

それぞれのリスクが複雑に絡み合っていることが浮き彫りになりました。

何とか水辺に近づくようにと、階段がつくられている
が、現状の水位ではバケツで水を汲むのは不可能だ。
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ハザードマップをつくろう

上段：神田川沿いを歩くと、建物が密
集する中、水害に自衛で立ち向かう住
宅に出会うことができる。開口部を防
御する板を発見。この建物は、四方の
開口部すべてに、板をはめ込む溝をつ
けた桟が立っていた。さらには1階の
床の高さがグラウンドレベルではなく、
1mほど上げて建てられた建物も多い。
新しい建物は計画当時からそうなって
いるが、洪水被害に遭ってから、開口
部を高い位置につけ替えた例も見受け
られた。そんな中でも、新しい建物で
何の配慮も見られないものも…。洪水
が減ったのが理由、と喜ぶべきなのか
どうかは不明。
下段、左列：上は６月29日、下は7月
5日。梅雨模様の天気が続く中、神田
川の水位に変化が見られるかと思い、
同じ場所に立ってみた。連日の雨にも
水位の変化があまり見られず、地域住
民の水害に対する恐怖心から測ると良
い兆候であり、もし今大地震と同時多
発火災が起こったら、と考えると悪い
兆候であるともいえる。
下段、右：増水による水位の上昇を知
らせるための、警報サイレン。川岸に
書かれた白いラインが警戒水位のレベ
ルで、ここを超えるとサイレンが鳴り
響く。

高田馬場駅

早稲田大学

学習院大学

日本女子大学

国土地理院1/10,000地図「池袋」「新宿」より作図



現在の地図

区役所の洪水ハザードマップ

東京都の震災ハザードマップ

明治時代の地図

暮らしのリスク発見マップ

集まった情報を重ねてみる

現代のさまざまな災害

火災・同時多発火災

過去の災害

歴史情報

水害

地震

火山噴火・土砂崩れ

ヒートアイランド

津波・高潮

地盤沈下・地下水汚染

消火器、消火栓、防火貯水槽
自然水利、延焼経路予測

浸水経路、浸水深度
土地利用、

過去の災害履歴、言い伝え
昔の土地利用

災害に備えた施設

調べてみたい項目の一例

いろいろな地図

建築物の種類
活断層、飲み水、生活用水

砂防ダム　火災流

水系、緑の量

防波堤、堤防、高台

避難所・避難経路

役所・病院

井戸、土壌

非常食、飲み水、生活用水

都市交通

危険要因、対策の有無など

が
実
感
さ
れ
る
。
区
で
配
布
さ
れ
る
洪

水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
も
、
こ
の
こ
と

が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

１
９
５
９
年
（
昭
和
34
）
か
ら
始
ま

っ
た
改
修
工
事
や
道
路
下
に
暗
渠
を
設

置
す
る
「
分
水
路
方
式
」
に
よ
っ
て
、

少
し
ず
つ
水
害
は
減
る
傾
向
に
あ
る
が
、

で
は
火
災
対
策
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。

阪
神
淡
路
大
震
災
で
問
題
と
な
っ
た
、

同
時
多
発
火
災
が
起
き
た
と
き
の
消
防

水
利
。
開
渠
と
な
っ
て
い
る
神
田
川
は
、

同
時
多
発
火
災
の
際
に
は
命
綱
と
な
る

尽
き
な
い
水
「
巨
大
水
利
」
の
源
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
消
防
ポ
ン
プ
車
が
汲
み
上

げ
ら
れ
る
高
低
差
は
、
約
８
m
が
限
界

だ
。
水
面
ま
で
の
距
離
は
７
〜
８
m
は

あ
り
そ
う
な
の
で
、
負
荷
が
か
か
り
す

ぎ
る
。
し
か
も
、
水
量
の
少
な
い
平
時

に
は
水
深
が
な
い
た
め
、
汲
み
上
げ
る

の
に
苦
労
を
す
る
だ
ろ
う
。
関
東
大
震

災
で
は
、
神
田
川
か
ら
バ
ケ
ツ
で
汲
ん

だ
水
の
お
蔭
で
焼
け
残
っ
た
書
店
の
記

録
も
残
っ
て
い
て
、
消
防
水
利
と
し
て

立
派
に
機
能
し
て
い
た
が
、
現
在
は
水

に
近
づ
く
こ
と
さ
え
難
し
い
。

実
際
に
、
歩
い
て
わ
か
っ
た
の
は
、

「
溢
れ
る
水
を
防
ご
う
」
と
し
た
結
果
、

「
バ
ケ
ツ
で
汲
め
る
尽
き
な
い
水
」
を

遠
ざ
け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。
神

田
川
の
水
は
、
リ
ス
ク
要
因
で
も
あ
り
、

防
災
資
源
で
も
あ
る
と
い
う
相
反
す
る

存
在
な
の
だ
。

洪
水
被
害
は
、
神
田
川
に
と
っ
て
今

ま
で
の
と
こ
ろ
一
番
の
脅
威
だ
っ
た
。

し
か
し
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
を
抑
制
す

る
水
辺
と
し
て
の
機
能
、
憩
い
の
場
、

大
地
震
の
と
き
の
生
活
用
水
、
火
災
時

の
消
防
水
利
、
な
ど
川
に
は
も
っ
と
多

く
の
役
割
を
担
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
し
か
も
川
に
限
ら
ず
、
も

っ
と
視
野
を
広
げ
れ
ば
、
雨
水
を
溜
め

る
こ
と
で
、
洪
水
の
リ
ス
ク
が
軽
減
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
リ
ス
ク
要
素
の

在
り
方
は
、「
人
と
土
地
と
防
災
資
源
」

の
か
か
わ
り
の
数
だ
け
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。
一
つ
の
災
害
に
特
化
し
た
ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
だ
け
を
見
て
、
一
喜
一
憂

し
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
単
な
る
地
図
情

報
で
は
な
い
。
リ
ス
ク
要
素
が
複
雑
に

絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ

の
解
決
を
考
え
る
道
具
と
し
て
、
一
人

ひ
と
り
が
利
用
し
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
。

そ
し
て
個
人
の
自
衛
の
レ
ベ
ル
を
は

る
か
に
超
え
て
い
る
リ
ス
ク
に
は
、
や

は
り
近
所
の
仲
間
の
連
帯
感
で
立
ち
向

か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
助
け
合
い

だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は

公
共
に
要
求
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

住
環
境
そ
の
も
の
を
自
分
た
ち
で
利
用

で
き
る
よ
う
に
修
正
し
て
い
く
こ
と
が
、

地
域
防
災
力
を
高
め
る
秘
訣
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
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総合危険度マップ
建物倒壊危険度、火災・延焼危
険度、避難危険度を組み合わせ
たもの。

避難危険度マップ
避難所に到達するのに必要な時
間と、避難する人の数を組み合
わせ評価したもの。

火災・延焼危険度マップ
地震による出火の起こりやすさと、
延焼の危険性を評価したもの。

建物倒壊危険度マップ
地震によって建物が壊れたり傾
いた入りする度合いを評価した
もの。

４図とも東京都都市整備局
ホームページより
http://www.toshiseibi.metro.toky
o.jp/bosai/chousa_5/home.htm



明治時代の水田エリアが
現代の出水エリアと重なる

河川が大胆に
ショートカット
された部分

妙正寺川と神田川の
合流点を下流へ移動させ
目白通りの地下に
埋設してある

河川整備が進み
直線的になった部分

ここには1,521名が
居住している（2005.4現在）

現在の繁華街
新宿区高田馬場２丁目
消火栓や防火水槽など

消防水利を
探してみる

早稲田大学

日本女子大学

妙正寺川

神田川

学習院大学
下落合駅

高
田
馬
場
駅

区境界が昔の神田川ライン

新宿区高田馬場２丁目の
消火栓  20ケ所
防火水槽  4ケ所

合流点

合流点

19091909年 明治明治4242年

19991999年 平成平成1111年

20032003年 平成平成1414年

1909年 明治42年

1999年 平成11年

2003年 平成14年
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ハザードマップをつくろう

東京都新宿区洪水ハザードマップより作図

上：国土地理院旧版地図「早稲田」「新井」より作図下：国土地理院1/10,000地図「池袋」「新宿」より作図
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福
岡
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
甘
木
市
は
、
人
口
４
万
人
ほ

ど
の
田
園
都
市
で
あ
る
。
昭
和
40
年
代
に
市
長
を
務
め
た
塚
本
倉

人
は
、
消
防
団
の
法
被
は
っ
ぴ

を
い
つ
も
車
に
積
み
、
い
ざ
と
い
う
と
き

に
は
率
先
し
て
陣
頭
指
揮
を
執
っ
た
。
火
事
と
も
な
れ
ば
法
被
姿

で
駆
け
つ
け
る
市
長
は
な
か
な
か
い
な
い
。
こ
の
市
長
は
甘
木
市

内
を
縦
断
す
る
筑
後
川
水
系
小
石
原
川
、
佐
田
川
上
流
の
江
川
ダ

ム
、
寺
内
ダ
ム
完
成
に
尽
力
し
た
。
両
ダ
ム
の
用
途
の
一
つ
に
消

防
水
利
の
確
保
も
念
頭
に
あ
っ
た
と
い
う
。（『
土
と
水
と
炎
と
塚
本

倉
人
自
伝
』
西
日
本
新
聞
社
、
１
９
８
９
）。

今
日
、
ダ
ム
は
環
境
の
悪
化
を
招
く
と
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、

水
災
と
火
災
を
防
御
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
。「
災
」
と
い
う
字

を
分
解
す
る
と
、「
巛
」
は
川
の
害
を
、「
火
」
は
山
火
事
を
表
し

て
い
る
（
日
本
火
災
学
会
編
『
火
災
と
建
築
』
共
立
出
版
、
２
０
０

２
）。林

屋
辰
三
郎
編
集
代
表
『
民
衆
生
活
の
日
本
史
・
火
』（
思
文
閣
、

１
９
９
６
）
に
よ
る
と
、
火
は
神
で
あ
り
松
明
の
火
の
粉
は
穢
れ

を
振
り
払
う
霊
力
を
持
ち
、
そ
の
火
の
粉
を
浴
び
て
無
病
息
災
を

願
う
そ
う
で
、
神
か
ら
人
間
に
火
を
与
え
ら
れ
た
と
き
、
生
活
に

は
欠
か
せ
な
く
な
っ
た
と
あ
り
、
火
に
係
わ
る
生
業
、
生
活
、
料

理
、
信
仰
、
火
葬
ま
で
論
じ
る
。
一
方
、
内
阪
素
夫
著
『
日
本
燈
火

史
』（
つ
か
さ
書
房
、
１
９
７
４
）、
宮
本
馨
太
郎
著
『
燈
火
‐
そ
の

種
類
と
変
遷
』（
朝
文
社
、
１
９
９
４
）
等
の
書
も
あ
る
。
さ
ら
に
、

京
都
の
生
活
を
綴
っ
た
も
の
に
大
村
し
げ
著
『
京
都
火
と
水
と
』

（
冬
樹
社
、
１
９
８
４
）
が
あ
る
。

沖
縄
で
は
、
家
長
の
夫
人
が
火
の
祭
祀
に
当
た
る
こ
と
が
古
家

信
平
著
『
火
と
水
の
文
化
誌
』（
吉
川
弘
文
館
、
１
９
９
４
）
に
著

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
先
祖
代
々
か
ら
用
い
る
水
に
感
謝
し
、
健
康

を
願
う
た
め
に
泉
や
川
に
巡
礼
す
る
儀
礼
に
つ
い
て
論
じ
る
。
さ

ら
に
、
火
と
水
に
関
し
、
明
玄
書
房
刊
『
日
本
の
火
の
民
俗
（
全
６

巻
）』（
１
９
８
５
）、『
日
本
の
水
と
木
の
民
俗
（
全
６
巻
）』（
１
９

８
６
）、
石
上
七
鞘
な
な
さ
や

著
『
水
の
伝
承
〜
民
間
信
仰
に
み
る
水
神
の
諸
相

〜
』（
新
公
論
社
、
１
９
７
９
）
が
あ
る
。

だ
が
、
一
端
火
事
と
も
な
れ
ば
す
べ
て
の
財
産
も
一
瞬
の
う
ち

に
灰
燼
と
化
し
、
人
命
も
失
わ
れ
る
。
江
戸
期
の
大
火
と
そ
の
防

御
を
追
っ
て
み
る
と
、
江
戸
は
大
阪
に
比
べ
て
火
災
が
多
発
し
て

い
る
。
江
戸
三
大
火
は
、
振
袖
火
事
（
明
暦
３
）、
目
黒
行
人
坂
火

事
（
明
和
９
）、
芝
車
町
火
事
（
文
化
３
）
と
言
わ
れ
、
こ
の
う
ち

明
暦
の
大
火
は
焼
死
者
10
万
人
以
上
に
も
及
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
大

火
の
原
因
に
つ
い
て
黒
木
喬
著
『
江
戸
の
火
事
』（
同
成
社
、
１
９

９
９
）
に
、（
１
）
突
風
が
吹
く
冬
か
ら
春
の
気
象
条
件
、（
２
）

都
市
化
に
よ
る
ス
ラ
ム
街
の
発
生
、（
３
）
火
事
場
泥
棒
を
ね
ら
っ

た
放
火
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
を
防
ぐ
消
防
体
制
に
つ
い
て
竹
内
吉
平
著
『
火
と
の
斗
い
』

（
全
国
加
除
法
令
出
版
、
１
９
９
３
）
で
は
、
大
名
火
消
し
、
定
火

消
し
、
町
人
火
消
し
が
活
躍
し
、
消
火
施
設
と
し
て
火
の
見
櫓
、

水
た
め
桶
、
井
戸
の
設
置
が
な
さ
れ
、
鳶
口
、
刺
又
、
梯
子
、
竜

吐
水
、
水
鉄
砲
の
用
具
が
消
火
活
動
の
主
力
で
あ
っ
た
と
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
消
火
方
法
は
竜
吐
水
程
度
で
、
手
桶
に

よ
る
水
を
か
け
る
に
す
ぎ
な
く
、
家
を
引
き
倒
し
、
延
焼
を
防
ぐ

方
法
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
延
焼
を
防
ぐ
た
め
の
広
小
路
、

火
除
け
地
、
防
火
堤
が
造
ら
れ
た
。
こ
の
消
防
体
制
に
関
し
て
、

山
本
純
美
著
『
江
戸
の
火
事
と
火
消
』（
河
出
書
房
新
社
、
１
９
９

５
）、
同
『
江
戸
・
東
京
の
地
震
と
火
事
』（
同
、
１
９
９
５
）、
小

沢
詠
美
子
著
『
災
害
都
市
江
戸
と
地
下
室
』（
吉
川
弘
文
館
、
１
９

９
８
）
の
書
に
詳
し
い
。

続
い
て
、
明
治
以
降
の
消
防
体
制
を
追
っ
て
み
た
い
。
竹
内
吉

平
著
『
消
防
戦
術
の
ル
ー
ツ
』（
近
代
消
防
社
、
１
９
９
５
）
に
、

大
名
火
消
し
、
定
火
消
し
の
廃
止
、
町
火
消
し
が
残
り
東
京
警
視

庁
に
移
管
さ
れ
、
警
察
機
構
に
組
み
込
ま
れ
る
と
あ
る
。
明
治
13

年
内
務
省
所
管
、
明
治
17
年
「
消
防
水
防
規
則
」
が
公
布
さ
れ
、

消
防
装
置
も
腕
用
ポ
ン
プ
、
蒸
気
ポ
ン
プ
、
消
火
栓
利
用
の
時
代

へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
後
藤
一
蔵
著
『
消
防
団
の
源
流
を
た
ど
る
』

（
近
代
消
防
社
、
２
０
０
１
）
に
よ
る
と
、
今
日
の
消
防
団
の
原
型

を
む
ら
消
防
組
に
見
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
若
者
契
約→

消

防
組→

自
警
団→

警
防
団→
消
防
団
の
変
遷
を
た
ど
る
と
論
じ
る
。

「
む
ら
の
消
防
活
動
は
元
来
、
む
ら
人
に
と
っ
て
は
、
む
ら
の
生
活

を
守
る
た
め
に
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
自
然
発
生
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
明
治
27
年
の
勅
令
消
防
規
則
の
制
定
に
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水・河川・湖沼関係文献研究会 こが くにお 古賀邦雄　
1967（昭和42）年西南学院大学卒業、水資源開発公団（現・独立行政法
人水資源機構）に入社。30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集。
2001年退職し現在、日本河川開発調査会、筑後川水問題研究会に所属。

よ
り
、
明
治
政
府
の
本
格
的
な
消
防
政
策
が
展
開
さ
れ
、
消
防
組

は
し
だ
い
に
行
政
町
村
に
段
階
的
に
制
度
化
さ
れ
た
」
と
述
べ
る
。

昭
和
23
年
「
消
防
組
織
法
」
が
公
布
さ
れ
、
国
家
消
防
庁
が
発
足
、

警
察
組
織
か
ら
離
れ
、
昭
和
35
年
自
治
省
消
防
庁
の
設
立
に
よ
っ

て
警
察
と
同
等
の
地
位
を
獲
得
し
た
。

現
代
の
消
防
官
に
つ
い
て
、
黒
岩
祐
治
著
『
消
防
官
だ
か
ら
で
き

る
こ
と
』（
リ
ヨ
ン
社
、
２
０
０
５
）
に
、
救
命
救
急
士
、
ハ
イ
パ

ー
レ
ス
キ
ュ
ー
隊
、
水
難
（
山
岳
）
救
助
隊
、
国
際
消
防
隊
、
緊

急
消
防
援
助
隊
の
災
害
現
場
で
の
活
躍
を
描
き
、
今
後
は
予
防
消

防
に
力
を
入
れ
る
べ
き
だ
と
強
調
す
る
。

今
日
の
消
防
行
政
は
、
消
防
力
と
消
防
水
利
も
重
要
視
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
各
市
町
村
ご
と
に
消
防
ポ
ン
プ
車
、
は
し

ご
自
動
車
、
化
学
消
防
車
、
泡
消
火
薬
剤
、
消
火
艇
等
に
係
わ
る

「
消
防
力
の
基
準
」
と
、
消
火
栓
、
防
火
水
槽
、
プ
ー
ル
、
河
川
、

井
戸
、
下
水
道
等
に
係
わ
る
「
消
防
水
利
の
基
準
」
が
規
定
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
解
説
書
と
し
て
、
消
防
力
の
基
準
研
究
会
編
『
消
防

力
の
基
準
・
消
防
水
利
の
基
準
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
２
０
０
１
）
が

あ
る
。
さ
ら
に
、
消
防
機
器
運
用
技
術
研
究
会
編
著
『
ポ
ン
プ
車
運

用
技
術
』（
東
京
法
令
出
版
、
２
０
０
４
）
は
、
消
防
ポ
ン
プ
車
の

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
を
目
指
す
人
に
運
用
技
術
を
身
に
つ
け
る
た
め
に

図
や
写
真
を
含
め
、
理
論
的
に
著
し
た
書
で
あ
る
。

１
９
９
５
年
１
月
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
起
こ
っ
た
。
災
害
に

直
面
し
た
と
き
、
水
を
得
る
方
法
に
つ
い
て
、
空
気
調
和
・
衛
生

工
学
会
編
・
発
行
『
災
害
時
の
水
利
用
　
飲
め
る
水
・
使
え
る
水
』

（
２
０
０
２
）
が
あ
る
。
自
治
体
か
ら
水
の
供
給
が
で
き
な
い
場
合

を
想
定
し
、
受
水
槽
、
井
戸
、
プ
ー
ル
の
水
、
浴
槽
水
、
雨
水
、

河
川
水
、
池
の
水
、
海
水
、
下
水
、
排
水
を
水
源
と
し
、
こ
の
水

を
ど
う
処
理
す
れ
ば
使
え
る
か
、
水
質
衛
生
学
的
視
点
か
ら
捉
え

て
い
る
。
例
え
ば
、
雨
水
は
家
庭
で
も
タ
ン
ク
や
ポ
リ
バ
ケ
ツ
が

あ
れ
ば
通
常
貯
水
で
き
る
。
災
害
時
に
は
地
域
防
災
と
し
て
消
火

用
水
、
雑
用
水
に
使
え
る
。
ま
た
市
販
の
小
型
処
理
装
置
（
活
性

炭
に
よ
る
除
去
）
を
用
い
る
と
飲
用
水
レ
ベ
ル
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
と
述
べ
て
い
る
。

火
事
（
地
震
）
や
水
害
か
ら
の
防
災
対
策
は
、
結
局
、
都
市
づ

く
り
と
大
い
に
関
わ
っ
て
く
る
。
鈴
木
理
生
著
『
江
戸
の
都
市
計
画
』

（
三
省
堂
、
１
９
８
８
）、
菅
原
進
一
著
『
都
市
の
大
火
と
防
火
計
画
』

（
日
本
建
築
防
災
協
会
、
２
０
０
４
）、
石
塚
義
高
著
『
都
市
防
災
工

学
』（
プ
ロ
グ
レ
ス
、
２
０
０
５
）、
そ
し
て
、
水
空
間
の
都
づ
く
り

を
図
る
和
田
安
彦
・
三
浦
浩
之
著
『
水
辺
が
都
市
を
変
え
る
』（
技

報
堂
、
２
０
０
５
）、
堤
武
、
萩
原
良
巳
編
著
『
都
市
環
境
と
雨
水

計
画
』（
勁
草
書
房
、
２
０
０
０
）
の
書
も
防
災
都
市
づ
く
り
に
示

唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

火
と
水
に
係
わ
る
事
典
的
な
書
に
、
白
井
和
雄
著
『
火
と
水
の
文

化
史
〜
消
防
よ
も
や
ま
話
〜
』（
近
代
消
防
社
、
２
０
０
１
）
が
あ

る
。
そ
の
中
か
ら
「
浅
野
家
と
消
防
」
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
大

名
火
消
し
の
中
で
も
火
消
し
の
名
人
と
い
わ
れ
た
の
が
浅
野
内
匠

頭
長
直
（
忠
臣
蔵
に
登
場
す
る
長
矩
の
祖
父
）
で
あ
っ
た
。
火
事

装
束
は
徒
党
を
組
ん
で
歩
い
て
も
咎
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
赤

穂
浪
士
が
吉
良
邸
に
討
ち
入
り
す
る
と
き
の
服
装
に
は
、
こ
の
装

束
を
着
用
し
た
。
こ
の
こ
と
は
大
石
良
雄
の
周
到
な
計
画
で
あ
っ

た
と
い
う
。

古
代
か
ら
火
と
水
は
穢
れ
を
取
り
払
う
霊
力
が
あ
る
と
信
じ
込

ま
れ
、
火
祭
り
、
水
祭
り
が
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。
日
高
火
防

祭
（
ひ
ぶ
せ
ま
つ
り
）（
岩
手
県
）、
帆
手
祭
（
ほ
て
ま
つ
り
）（
宮

城
県
）、
厳
正
寺
の
水
止
の
舞
（
み
ず
と
め
の
ま
い
）（
東
京
都
）、

吉
田
の
火
祭
り
（
山
梨
県
）、
秋
葉
の
火
祭
り
（
静
岡
県
）、
神
倉

山
の
火
祭
り
（
和
歌
山
県
）、
満
月
寺
の
石
仏
の
火
祭
り
（
大
分
県
）

等
は
有
名
で
あ
る
。
火
と
水
の
祭
礼
と
し
て
、
米
山
俊
直
・
河
内

厚
郎
編
著
『
天
神
祭
』（
東
方
出
版
、
１
９
９
４
）、
大
阪
天
満
宮
文

化
研
究
所
編
『
天
神
祭
』（
思
文
閣
、
２
０
０
１
）
を
挙
げ
る
。

人
間
は
い
つ
か
死
ぬ
運
命
に
あ
る
が
、
生
老
病
死
の
間
、
常
に

火
と
水
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
産
湯
を
使
い
、
死
ね
ば
水
で
清

め
ら
れ
、
火
葬
に
ふ
さ
れ
る
。
鯖
田
豊
之
著
『
火
葬
の
文
化
』（
新

潮
社
、
１
９
９
０
）
は
、
西
欧
と
日
本
に
お
け
る
死
生
観
と
火
葬

方
法
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
火
の
文
化
、
水
の

文
化
と
共
に
過
ご
し
な
が
ら
、
や
が
て
死
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
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里川研究掲示板
当センターでは、「里川」というコンセプトについて研究活動をしています。

このコーナーでは、活動動向を随時お知らせしてまいります。

里川対談 開始
「里川で何をイメージしますか？」。こんな問いかけを出発点に、

多分野の方が抱く現代里川の特徴を探ろうと「里川対談」を開催

することにしました。第一回のゲストは、多自然型川づくりのた

めに全国をまわる島谷幸宏さん。沖大幹さんがホストとなり「治

水と川づくりから見る里川」をテーマに、かなり踏み込んだ対談

となりました。ここでは、そのさわりだけをご紹介します。

沖

ど
う
い
う
川
が
里
川
か
と
い
う
話
に
な

る
と
、
各
人
が
里
川
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
が
、
島
谷
さ
ん
に

と
っ
て
い
い
里
川
、
悪
い
里
川
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

島
谷

里
川
と
い
う
の
は
、
思
い
を
込
め
ら

れ
る
身
近
な
川
で
あ
り
、
幼
い
こ
ろ
の
記
憶

で
も
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
今
の
状
況
が

悪
い
か
ら
と
い
っ
て
悪
い
里
川
と
い
う
の
は

存
在
し
な
い
は
ず
。
川
に
は
、
そ
の
川
ご
と

の
美
し
さ
が
あ
る
、
あ
る
い
は
あ
っ
た
の
で

す
。
地
元
の
方
に
多
く
の
思
い
を
持
た
れ
る

川
、
思
い
出
を
残
す
川
、
そ
う
い
っ
た
身
近

な
生
活
の
中
の
川
が
里
川
だ
と
思
い
ま
す
。

京
都
の
鴨
川
も
い
い
し
、
金
沢
の
浅
野
川
、

佐
賀
の
多
布
施
川
な
ん
か
も
い
い
で
す
よ
ね
。

多
自
然
型
川
づ
く
り
を
早
く
か
ら
言
わ
れ
て

い
た
関
正
和
さ
ん
は
「『
多
自
然
型
川
づ
く

り
』
の
『
多
』
と
い
う
の
は
、
多
神
教
の

『
多
』」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
川
の
石
こ

ろ
一
つ
ひ
と
つ
に
、
神
が
宿
っ
て
い
る
と
。

要
は
、
川
の
個
性
を
見
な
さ
い
と
い
う
こ
と

で
、
そ
れ
は
私
も
同
感
で
す
。
優
先
順
位
は

島谷幸宏　
九州大学大学院教授
（河川工学、河川環境）
1955年生まれ

沖大幹　
東京大学生産技術研究所助教授

（地球水循環システム）
1964年生まれ

つ
け
ら
れ
な
い
。
地
元
の
川
を
地
元
で
守
っ

た
り
、
再
生
し
た
り
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

沖

河
川
技
術
者
は
、
川
に
よ
っ
て
異
な
る

い
ろ
い
ろ
な
美
し
さ
を
見
な
く
て
は
い
け
な

い
。

島
谷

そ
う
そ
う
。
で
も
、
い
つ
の
間
に
か

そ
の
「
い
い
所
」
を
見
つ
け
ら
れ
な
く
な
っ

て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
目
利
き
が
で
き
な

く
な
っ
て
い
る
気
は
し
ま
す
。
川
の
美
し
さ

だ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
で
堤
が
切
れ
た
ら
危

険
か
と
い
う
治
水
の
目
利
き
も
で
き
な
く
な

っ
て
い
る
。
川
の
流
下
能
力
ば
か
り
に
目
が

と
ら
れ
、
流
域
全
体
の
構
造
を
見
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
も
原
因
の
一
つ
か
な
。

沖

僕
は
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
で
き
て
技
術
滅

ぶ
」
と
教
わ
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
マ
ニ
ュ

ア
ル
が
で
き
る
と
没
個
性
に
な
る
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
か
。

島
谷

必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

川
の
個
性
を
尊
重
す
る
必
要
は
あ
る
の
で
す

が
、
技
術
レ
ベ
ル
の
平
均
点
を
上
げ
る
た
め

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
人
を
育
て
る
こ

と
が
重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。
ぼ
く
は
「
河

川
マ
イ
ス
タ
ー
制
度
」
と
い
う
塾
の
よ
う
な

形
で
、
技
能
集
団
を
育
て
て
い
け
れ
ば
と
考

え
て
い
ま
す
。

沖

マ
イ
ス
タ
ー
は
い
い
で
す
ね
。
芸
術
家

で
は
な
く
職
人
で
、
あ
る
程
度
の
普
遍
性
は

あ
る
け
れ
ど
、
言
葉
に
な
ら
な
い
訓
練
も
必

要
と
な
る
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の

い
い
川
、
美
し
い
川
を
取
り
戻
そ
う
と
思
っ

て
も
、
い
ま
の
都
会
の
住
ま
い
方
と
必
ず
し

も
相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

島
谷

東
京
を
例
に
取
る
と
、
都
心
に
は
自

然
が
残
っ
て
い
る
川
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん

が
、
20
〜
30
d
圏
ま
で
行
く
と
「
天
然
河
岸
」

が
見
ら
れ
る
い
い
川
、
い
わ
ゆ
る
里
川
が
け

っ
こ
う
残
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
場
所
が
残

っ
て
い
る
川
の
中
流
部
に
ち
ょ
う
ど
改
修
が

進
ん
で
き
て
い
ま
す
が
、
い
ま
の
技
術
で
は

護
岸
を
固
め
な
く
て
も
河
川
改
修
は
可
能
で

す
か
ら
、
里
川
の
保
全
は
可
能
な
の
で
す
。

都
心
で
も
、
広
重
、
北
斎
の
描
く
川
に
戻
し

た
ら
、
世
界
中
か
ら
見
に
来
る
よ
。
隅
田
川

の
川
幅
を
１
０
０
ｍ
ぐ
ら
い
広
げ
て
浮
世
絵

の
世
界
に
戻
す
。
ソ
ウ
ル
の
清
渓
川

チ
ョ
ン
ゲ
ジ
ョ
ン

だ
っ
て
、

あ
れ
だ
け
復
元
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぐ
ら

い
の
こ
と
を
や
っ
て
み
た
ら
い
い
。

（
２
０
０
５
年
６
月
29
日
）
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「第11回水にかかわる生活意識調査」から

「消防と水」
当センターでは、毎年６月に「水にかかわる生活意識調査」

を東京、名古屋、大阪の約500名を対象に実施し、７月に結果

を公表しています。これまでの10年間の調査結果はセンターホ

ームページでご覧いただくことができます。ここでは、最新の

調査結果から、「消防と水」に関する項目についてご紹介いた

します。

Ｑ「大地震が起きたらあなたの自宅は火災に遭う可能性があると思いますか？」

「ある」234人（46.９％） 「わからない」235人（47.1％）

合計  499人（100％）

「ない」
30人（6.0％）

「ある」と「わからない」がほぼ拮抗しています。
「わからない」と答えている人が半分近くいるのです。

％は「ある」と
こたえた234人を
100とした数

％は「ない」と
こたえた30人を
100とした数

％は「わからない」と
こたえた235人を
100とした数

　それでは、「火災に遭うと思っている人」
「遭わないと思っている人」
「わからないという人」、それぞれのグループで、
「普段の備え」は異なっているのでしょうか。

37.6%

47.4%

43.2%

3.8%

3.8%

22.6%

6.0%

4.3%

18.4%

5.1%

1.3%

18.4%

88

111

101

9

9

53

14

10

43

12

3

43

16

15

15

2

4

7

1

4

10

4

1

3

53.3%

50.0%

50.0%

6.7%

13.3%

23.3%

3.3%

13.3%

33.3%

13.3%

3.3%

10.0%

72

122

79

15

4

42

12

14

42

15

3

44

30.6%

51.9%

33.6%

6.4%

1.7%

17.9%

5.1%

6.0%

17.9%

6.4%

1.3%

18.7%

風呂の水をいつもためておく

市販ミネラルウォーターを買い置きしておく

消火器を常備している

近所の井戸のありかを知っている

雨水を溜めている

消火栓等の場所を知っている

川や海の水の利用を考えている

地域で日頃から防火訓練をしている

近所づきあいを欠かさない

耐火住宅にした

消防団に入っている

何もしていない

興味深いのは、大地震が来たときに「火災の危険がある」と
答えている人と「わからない」と答えている人が、備えに対し
てはほぼ同じ傾向を示している点です。この２つのグループは
「火災の危険があるから、備えよう」「火災の危険がわからない
から、備えようがない」というのではなく、どちらも「まあわ
からないけれど火災も出るだろうな」という程度のリスク感覚
であることが推測されます。
これに対して「火災に遭わない」と答えている人は数が少な
いながら、「遭う」「わからない」という人とは傾向が異なりま
す。特に「日頃から地域で防火訓練をしている」「近所づきあ

いを欠かさない」という「人のつきあいによる助け合い対策」
を行なっている人が、多いとは言えないまでも、他に比べて高
い比率を示しています。「火災に遭わない」と答えている人は
備えをしている率が高く、リスクに敏感に対応しているのかも
しれません。

７月に発表した「第11回水にかかわる生活意識調査（2005
年）」の内容は、当センターホームページでもご覧いただける
予定です（http://www.mizu.gr.jp/）。

火災に遭うから、備えをするとは限らない？

防火対策が備わる郡上八幡の水屋
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【テーマセッション】

これからの里＜都市＞居住におけるリスク回避の方向性
暮らしの民俗から将来を読む

菅　豊 東京大学東洋文化研究所助教授

リスク認知と合意形成
信頼と安心を阻害するダメなコミュニケーション

中谷内一也 帝塚山大学心理福祉学部教授

夢ではない木造文化の水利都市
環境防災水利を活かした21世紀の都市再生

大窪健之 京都大学大学院地球環境学堂地球環境学舎三才学林人間環境設計論分野助教授

都市の水循環と安全を守る水利
健全な水利都市は安全か？

沖 大幹 東京大学生産技術研究所助教授

【パネルディスカッション】

安心水利で21世紀の里＜都市＞をつくる文化とは
菅、中谷内、大窪、沖の４名によるディスカッション／参加者との質疑応答

コーディネーター：鳥越皓之 早稲田大学教授

【交流会】

参加者・発表者との情報交換

水害、地震、火災、温暖化－現代都市にはさまざまなリスクが

あります。しかし現状では、個別の政策が功を奏し、高コストで

すが安全で快適と思われる都市環境が実現されてきました。その

結果、いつの間にか都市の安全が当たり前となり、都市をメンテ

ナンスする努力が忘れられがちになっています。一人ひとりが多

様な形で存在する資源を、もっと身近に利用することで「里とし

ての都市」が実現できるのではないでしょうか。

水は、都市においてライフラインの一翼を担っていますが、都

市水害等を引き起こすリスク要因であると同時に、消防水利・環

境水利といったリスクを緩和する資源でもあります。

多様な水利用によってかなえられる水循環は、単なる「都市の

水環境整備」を超えて、「21世紀の里＜都市＞」の基本コンセプ

トの一つではないでしょうか。

そこで、今年のミツカン水の文化交流フォーラムでは、リス

ク・安心・利用という３つのキーワードを軸に、健全な水循環を

ベースとした「21世紀の里＜都市＞」の姿と文化について、気鋭

の論者に語っていただきます。

日時：2005年11月 29日（火）13時30分開演～17時30分 17時30分より交流会を開催

会場：草月ホール　 東京都港区赤坂 7-2-21 草月会館内

地下鉄　銀座線・半蔵門線・大江戸線　青山一丁目駅より徒歩５分　　地下鉄　銀座線・丸の内線　赤坂見附駅より徒歩10分

ミツカン水の文化交流フォーラム2005 開催のお知らせ

リスクに強い水利都市
水循環がつくる21世紀の里＜都市＞とは

フォーラム参加の申し込みや詳細情報については、９月以降にホームページなどでご案内いたします。
なお、プログラム等、予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化

第20号

ホームページアドレス
http: //www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

■水の文化21号予告

特集「水蒸気－湿気と暮らす」（仮）

アジアモンスーンの日本

見えない水・すなわち水蒸気（湿気）ととも

に暮らし、ときには闘ってきたのが

日本の風土ともいえるでしょう

衣食住、産業の現場で

人は湿気とどのように関わってきたのか

水蒸気から暮らしを切ると

何が見えてくるのでしょうか

『水の文化』に関する情報をお寄せください
本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水との関わり」に焦点
を当てた活動や調査・研究などをご紹介してまいります。
ユニークな水の文化楽習活動を行っている、「水の文化」にかかわる地
域に根差した調査や研究を行っている、こうした情報がありましたら、
自薦・他薦を問いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合せ欄をご利用ください

http://www.mizu.gr.jp/

水の文化 バックナンバーをホームページで
本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。
すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用ください。

水の文化人ネットワーク　夏の登場者
当センターホームページ・水の文化人ネットワークコーナー。
以下の方々を順次アップロードしています。

大窪健之 京都大学大学院地球環境学堂助教授

中谷内一也 帝塚山大学心理福祉学部教授

矢守克也 京都大学防災研究所助教授

編
集
部
よ
り

本
誌
も
や
っ
と
20
号
。
今
号
よ
り
ペ
ー
ジ
数
を
増
や
し
、
オ
ー
ル
カ

ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。
情
報
を
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
、
鮮
明
に

伝
え
た
い
と
願
っ
て
の
試
み
で
す
。
今
後
も
、
水
の
文
化
に
関
す
る
新

た
な
提
案
を
続
け
て
参
り
ま
す
。
読
者
の
皆
様
の
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
、

ご
感
想
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

編
集
後
記

◆
今
号
い
か
が
で
し
た
か
？
　
人
の
生
死
に
直
に
接
す
る
消
防
士
の

方
の
志
に
触
れ
、
心
の
中
で
拍
手
の
プ
チ
感
動
で
し
た
。
消
火
の
際
に

膨
大
な
量
の
水
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
い
つ
で
も
使
え
る

身
近
な
水
を
意
識
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
痛
感
し
ま
す
。
地
震
な
ど
非

常
時
で
は
消
火
栓
も
使
え
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
。（
新
）

◆
日
頃
は
な
か
な
か
意
識
す
る
こ
と
の
な
い
、
縁
の
下
の
防
火
の
し

く
み
。
想
像
し
て
い
た
以
上
の
多
く
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
支
え
ら
れ
て

い
る
の
は
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
反
面
、
あ
る
種
の
危
う
さ
も
感

じ
る
。
一
歩
踏
み
込
む
と
、
思
わ
ぬ
危
険
に
も
改
め
て
気
づ
く
。
こ
れ

も
新
鮮
な
驚
き
。（
福
）

◆
火
事
は
誰
か
が
消
し
に
来
て
く
れ
る
も
の
。
水
は
蛇
口
を
捻
る
と

簡
単
に
出
て
く
る
よ
う
に
、
簡
単
に
無
限
に
手
に
入
る
も
の
。
そ
ん
な

勘
違
い
は
捨
て
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
防
火
に
つ
い
て
も
っ
と
考

え
、
水
の
恵
み
に
感
謝
す
る
事
を
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
達
の
生

活
は
常
に
誰
か
に
支
え
ら
れ
て
い
る
事
も
。（
武
）

◆
火
事
と
言
っ
て
思
い
出
す
の
は
小
学
生
の
頃
の
記
憶
ば
か
り
。
消

防
自
動
車
が
や
っ
て
来
て
校
庭
で
消
防
訓
練
を
し
た
こ
と
。
逃
げ
遅
れ

な
い
よ
う
に
上
履
き
の
か
か
と
は
踏
ま
ず
に
履
く
よ
う
に
と
担
任
の
先

生
に
言
わ
れ
た
こ
と
。
隣
家
が
火
事
で
怖
い
想
い
を
し
た
と
従
妹
に
聞

い
た
こ
と
。
現
実
の
火
事
に
つ
い
て
も
っ
と
考
え
な
く
て
は
。（
ゆ
）

◆
河
川
、
水
道
、
生
態
系
と
、
水
を
仕
事
に
さ
れ
て
い
る
方
は
数
多

い
。
そ
ん
な
方
で
も
、
消
防
水
利
に
ま
で
目
配
り
す
る
の
は
大
変
だ
。

巨
大
地
震
が
起
き
る
と
怖
い
な
ぁ
と
思
い
な
が
ら
も
、
気
づ
い
た
こ
と

は
、
自
分
で
使
え
る
水
が
な
い
と
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
都
市
の

現
実
。
日
常
は
安
全
だ
け
れ
ど
、
自
分
で
火
を
消
そ
う
と
思
う
と
、
途

端
に
安
心
感
が
遠
の
く
。
ま
さ
に
安
全
と
安
心
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
。（
中
）

◆
蛇
口
を
ひ
ね
る
と
水
が
出
て
、
ス
イ
ッ
チ
で
火
が
つ
く
の
は
当
た
り

前
。
家
庭
の
電
化
が
進
め
ば
、
ガ
ス
の
炎
を
見
る
機
会
ま
で
も
が
失
わ

れ
る
。
お
ま
け
に
下
っ
腹
に
肉
が
付
き
、
二
の
腕
は
脂
肪
ば
か
り
。
身

近
に
汲
め
る
水
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
テ
イ
タ
ラ
ク
で
果
た
し
て
バ
ケ
ツ

で
水
を
汲
み
、
走
っ
て
行
っ
て
火
を
消
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。（
賀
）

水の文化
Information
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表紙上：消火栓といって思い浮かべるのは、一昔前のこんな風景。
いつの間にか見せかけの格好良さが優先されるようになって、都市部からその姿が消えてしまった。

表紙下：ビルの消火栓をグリーンや建築デザインに溶け込ませ、わざわざ目立たなくつくられてある。
裏表紙上：消防自動車はどんどんハイテク、近代化してきたのに、給水ホースの先端はご覧の通り昔ながらの素材。

しかし、竹カゴとロープでつくられたこのフィルターに、安心を覚え、美しいと感ずるのはなぜだろう。
裏表紙下：消防団のポンプ格納庫の上には、必ず火の見櫓がある。

今では半鐘の代わりに、拡声器が防災情報を流し、朝夕を告げる。
引退したはずの半鐘が今でもまちを見下ろすのは、みんなの志の象徴なのであろうか。
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