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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
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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）


