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災
害
に
向
き
合
う
四
つ
の
力

「
予
測
」「
予
防
」「
対
応
」「
回
復
」

　

防
災
科
学
技
術
研
究
所
（
以
下
、
防
災
科

研
）
は
１
９
６
３
年
（
昭
和
38
）
に
科
学
技

術
庁
所
管
の
研
究
所
と
し
て
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
契
機
と
な
っ
た
の
は
紀
伊
半

島
か
ら
東
海
地
方
に
か
け
て
甚
大
な
被

害
を
も
た
ら
し
た
伊
勢
湾
台
風
（
１
９
５

９
年
）。
そ
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
防
災
の

科
学
技
術
を
進
展
さ
せ
る
た
め
の
研
究

所
と
し
て
発
足
し
た
の
で
す
。（
図
１
）

　

現
在
の
防
災
科
研
が
標
榜
し
て
い
る

理
念
は
「
生
き
る
、
を
支
え
る
科
学
技

術
」。
地
震
、
津
波
、
噴
火
、
豪
雨
、

豪
雪
、
洪
水
、
地
す
べ
り
…
…
あ
ら
ゆ

る
自
然
災
害
が
研
究
対
象
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
自
然
の
脅
威
を
人

間
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
前
提
に
立
つ
と
、
人
間
に
で
き
る
の

は
、
自
然
の
脅
威
が
生
み
出
す
災
害
の

方
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

防
災
用
語
で
は
自
然
の
脅
威
を
「
ハ

ザ
ー
ド
」
と
呼
び
ま
す
。
災
害
が
生
ま

れ
る
か
ど
う
か
は
、
社
会
が
も
つ
防
災

力
と
ハ
ザ
ー
ド
の
せ
め
ぎ
合
い
で
す
。
ハ

ザ
ー
ド
が
勝
て
ば
災
害
に
な
る
し
、
防

災
力
が
勝
て
ば
未
然
に
防
げ
ま
す
。（
図
２
）

　

防
災
の
科
学
技
術
を
進
展
さ
せ
る
に

は
、
第
一
に
ハ
ザ
ー
ド
の
性
質
を
正
確

に
理
解
す
る
こ
と
。
制
御
は
で
き
な
い

に
し
ろ
、
少
な
く
と
も
「
予
測
」
は
し

た
い
。
孫
子
の
兵
法
で
は
な
い
で
す
が
、

敵
を
知
ら
ず
に
は
勝
て
ま
せ
ん
。

　

第
二
に
己
を
強
く
す
る
、
つ
ま
り
社

会
の
防
災
力
を
上
げ
る
こ
と
。
災
害
が

起
き
な
い
よ
う
「
予
防
」
に
注
力
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
し
か
し
近
年
続
い

て
い
る
大
規
模
な
ハ
ザ
ー
ド
を
見
る
と

決
し
て
予
防
し
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
予
防
だ
け
で
乗
り
切
れ
な
い

と
す
れ
ば
、
起
き
て
し
ま
っ
た
災
害
に

ど
う
効
果
的
に
立
ち
向
か
う
か
と
い
う

フ
ェ
イ
ズ
も
重
要
で
す
。
発
災
直
後
の

「
対
応
」
が
問
わ
れ
、
長
期
的
な
復
旧
・

復
興
の
「
回
復
」
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

災
害
に
向
き
合
う
に
は
「
予
測
」「
予

防
」「
対
応
」「
回
復
」
の
四
つ
す
べ
て

の
フ
ェ
イ
ズ
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が

必
須
で
あ
り
、
防
災
科
研
も
こ
の
全
フ

ェ
イ
ズ
を
研
究
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

　

21
世
紀
前
半
に
は
国
難
と
い
う
べ
き

か
つ
て
な
い
大
規
模
な
災
害
が
予
測
さ

れ
て
お
り
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
乗
り
越

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
東
日
本
大

震
災
の
被
害
総
額
は
17
兆
円
で
し
た
が
、

南
海
ト
ラ
フ
地
震
と
首
都
直
下
型
地
震

が
起
き
れ
ば
最
低
で
も
１
０
０
兆
円
、

最
大
だ
と
３
０
０
兆
円
を
超
え
る
被
害

が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
乗
り

越
え
て
人
々
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
に

は
、
一
秒
で
も
早
い
予
測
と
効
果
的
な

予
防
、
そ
し
て
起
き
た
災
害
へ
の
迅
速

な
対
応
と
一
日
で
も
早
い
回
復
を
目
指

さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　
「
生
き
る
、
を
支
え
る
科
学
技
術
」

の
英
語
表
記
は
“Science For Resi-

lience

”。「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
は
防
災

の
分
野
で
も
国
際
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に

な
り
ま
し
た
。
国
連
の
世
界
防
災
会
議

が
２
０
１
５
年
に
仙
台
で
採
択
し
た
２

昨
今
の
異
常
気
象
お
よ
び
頻
発
す
る
水
害
を
見
る
に
つ
れ
、
不
安
に
な
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
ど
う
対
処
す

れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
も
そ
も
防
災
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
難
問
に
つ
い
て
、
災
害
発
生
時
の
人
間
行
動
学

か
ら
復
旧
・
復
興
の
あ
り
方
ま
で
幅
広
い
視
野
で
災
害
を
見
つ
め
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
兵
庫
県
や
神
戸
市
で
、

新
潟
県
中
越
地
震
で
は
小
千
谷
市
で
そ
れ
ぞ
れ
復
興
計
画
の
策
定
に
携
わ
っ
た
林
春
男
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
。

Haruo Hayashi
1951年東京生まれ。早稲田大学文学部心理学科卒業、早稲
田大学大学院修士課程修了。カリフォルニア大学ロスアンジェ
ルス校（UCLA）大学院博士課程に留学、博士号（Ph.D.）取得。
弘前大学人文学部などを経て京都大学防災研究所巨大災害
研究センター教授。2015年10月から現職。専攻は社会心理学

（災害時の人間行動／防災心理学／日系人の強制収容体
験）。『防災の決め手「災害エスノグラフィー」―阪神・淡路大震
災秘められた証言』『災害のあと始末』など著書多数。

インタビュー

林 春男さん

国立研究開発法人 防災科学技術研究所
理事長

総論（防災）
【再興】

水の文化 62号　特集「再考 防災文化」

災
害
列
島
に
住
む
日
本
人
に

求
め
ら
れ
る
心
構
え
と
は
？
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０
３
５
年
ま
で
の
「
仙
台
防
災
枠
組
み
」

に
は
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
る
」
と
あ

り
ま
す
。

　

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
い
う
言
葉
は
「
回

復
力
」
や
「
弾
力
性
」
な
ど
と
訳
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
そ
れ
だ
と
意

味
が
限
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
防
災
に

お
け
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
は
、
ま
さ
に
予

測
・
予
防
・
対
応
・
回
復
の
四
つ
の
力

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
を
総
合

的
に
高
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

大
き
く
舵
を
切
っ
た

国
の
水
防
方
針

　

ハ
ザ
ー
ド
に
よ
る
災
害
は
大
き
く

「
気
象
災
害
」
と
「
地
変
災
害
」
に
分

か
れ
ま
す
。
ど
ち
ら
も
日
本
は
多
発
す

る
地
帯
で
す
。

　

モ
ン
ス
ー
ン
帯
に
位
置
す
る
た
め
、

梅
雨
時
の
集
中
豪
雨
、
そ
し
て
秋
雨
前

線
が
来
る
ま
で
の
間
は
台
風
に
毎
年
襲

わ
れ
て
い
ま
す
。
国
土
の
８
割
が
山
地

な
の
で
土
砂
災
害
も
多
い
で
す
ね
。

　

火
山
帯
が
あ
り
地
震
が
多
発
す
る
プ

レ
ー
ト
の
境
目
が
日
本
に
は
陸
側
に
二

つ
、
海
側
に
二
つ
あ
り
ま
す
。
国
土
面

積
は
世
界
の
３
％
足
ら
ず
で
す
が
、
地

震
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
解
放
量
は
世
界
の
10

～
20
％
に
達
し
て
い
る
の
で
す
。
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
再
保
険
会
社
の
評
価
に
よ
る
と
、

世
界
で
も
っ
と
も
地
震
の
リ
ス
ク
が
高

い
地
域
は
ス
コ
ア
７
１
０
の
日
本
の
関

東
圏
。
第
２
位
が
関
西
圏
で
２
０
０
程

度
、
第
３
位
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の

ベ
イ
エ
リ
ア
で
１
０
０
程
度
で
す
か
ら
、

ダ
ン
ト
ツ
で
日
本
が
危
な
い
。

　

そ
う
い
う
場
所
に
文
明
を
築
き
大
都

市
を
構
え
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
自

覚
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
対
す
る
水
害
被
害

（注）平成7年の死者のうち、兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）の死者については関連死919人を含む（兵庫県資料）。平成29年の死者・行方不明
者数は内閣府とりまとめによる速報値。昭和20年は主な災害による死者・行方不明者（理科年表による）。昭和21～27年は日本気象災害年報、昭和
28～37年は警察庁資料、昭和38年以降は消防署資料をもとに内閣府作成。 南海トラフ地震の想定被害は2019年5月31日に公表された数値。
出典：内閣府「平成30年版 防災白書」（附属資料8）をもとに編集部作成
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図1 戦後の自然災害における死者・行方不明者数

図3 GDPに対する水関連災害損失額の比率（年間） 図2 被害抑止と被害軽減

ハザード（外力）が防災力を超えると災害になる
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三河地震（2,306人）、枕崎台風（3,756人）
南海地震（1,443人）
カスリーン台風（1,930人）

福井地震（3,769人）

南紀豪雨（1,124人）

洞爺丸台風（1,761人）

伊勢湾台風（5,098人）

阪神・淡路大震災（6,437人）
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出典：林春男さん提供資料 出典：林春男さん講演資料
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1%

南海トラフ地震（最大想定231,000人）

終戦直後は毎年のように
大きな自然災害が発生

東日本大震災の被害は戦後の
自然災害で突出している

伊勢湾台風を機に
防災科学技術研究所設立

台風と地震で犠牲となった方
の数があまり変わらない

無被害　　　　　ある程度の被害　　　激甚な被害

発
生
確
率

ハザードの強さ

被害抑止
Mitigation

被害抑止限界

被害軽減
Preparedness

防災の限界

構造物による対処

情報による対処
（システム・運用）

巨大災害
Catastrophic Disaster

災害列島に住む日本人に求められる心構えとは？
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額
の
割
合
の
経
年
デ
ー
タ
（
国
土
交
通
省
）

を
見
る
と
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
10

％
近
く
に
達
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま

し
た
（
図
３
）。
戦
争
で
国
土
整
備
が
放

置
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
１
９
６
０

年
代
以
降
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
自
体
も
増
大
し
ま

し
た
が
５
年
ご
と
に
国
土
整
備
計
画
が

進
ん
で
い
き
、
今
で
は
０
・
１
％
を
切

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
紛
れ
も
な
く
ハ

ー
ド
の
し
く
み
の
お
か
げ
で
す
。
ハ
ー

ド
整
備
抜
き
に
防
災
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
０
・
１
％
よ
り
は
な
か
な
か

小
さ
く
で
き
な
い
。
そ
れ
が
現
実
で
す
。

国
土
交
通
省
は
こ
れ
ま
で
統
合
治
水
管

理
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
流
域
単
位
で

ダ
ム
と
堤
防
に
よ
り
氾
濫
を
防
ぐ
方
針

で
進
め
て
き
ま
し
た
。
２
０
０
０
年
代

に
入
る
と
水
防
法
が
改
正
さ
れ
、
国
土

交
通
省
の
認
識
も
「
整
備
途
中
な
の
で

水
害
は
起
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
基

本
的
に
は
私
た
ち
に
お
任
せ
く
だ
さ

い
」
か
ら
「
皆
さ
ん
も
一
緒
に
水
防
災

に
つ
い
て
考
え
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う

方
向
に
大
き
く
舵
を
切
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
。

　

近
年
の
水
害
の
特
徴
と
し
て
、
川
の

堤
防
が
決
壊
す
る
「
外
水
氾
濫
」
と
、

下
水
の
処
理
能
力
を
超
え
て
ま
ち
じ
ゅ

う
が
水
び
た
し
に
な
る
「
内
水
氾
濫
」

が
同
時
に
起
き
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

つ
ま
り
、
川
べ
り
に
限
ら
ず
都
市
全
域

が
洪
水
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
も
は
や
国
の
ハ
ー
ド
整

備
だ
け
に
任
せ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か

ず
、
避
難
の
し
く
み
を
含
め
て
ソ
フ
ト

的
な
防
災
の
取
り
組
み
を
強
化
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

災
害
発
生
後
の

タ
イ
ム
ス
パ
ン

　

日
本
語
の
「
避
難
」
と
い
う
言
葉
に

は
“Evacuation

”（
命
を
守
る
た
め
の
避
難
）

と
“Sheltering

”（
仮
の
生
活
を
支
え
る
た
め

の
避
難
）
の
二
つ
の
意
味
が
混
合
さ
れ
て

い
ま
す
か
ら
、
分
け
て
考
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
避
難
は
、
必
ず
し
も
避
難

所
へ
行
く
こ
と
に
限
り
ま
せ
ん
。
水
害

な
ど
で
は
自
宅
の
２
階
や
３
階
に
退
避

す
る
こ
と
も
避
難
な
の
で
す
。（
図
４
）

　

地
域
に
よ
っ
て
は
、
水
害
に
遭
う
と

高
台
に
設
け
て
あ
る
小
屋
に
退
避
し
、

い
よ
い
よ
と
な
れ
ば
天
井
や
軒
先
に
吊

り
下
げ
て
あ
る
舟
で
逃
げ
る
、
と
い
っ

た
手
立
て
を
古
く
か
ら
伝
承
し
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
多
重
防
御
に
よ
る
防
災

の
知
恵
も
、
こ
れ
か
ら
は
取
り
戻
す
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

予
防
し
き
れ
な
か
っ
た
場
合
、
災
害

に
よ
る
被
害
の
様
相
は
「
命
」「
暮
ら

し
」「
仕
事
」
の
３
段
階
に
わ
た
り
ま

す
。（
図
５
）　
　

　
「
命
」
に
関
し
て
は
、
発
災
後
の
72

時
間
が
生
存
救
出
の
ほ
ぼ
限
界
で
す
。

し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
上
限
１
０
０

時
間
を
め
ど
に
ど
れ
だ
け
の
救
助
資
源

を
被
災
現
場
に
投
入
で
き
る
か
と
い
う

こ
と
が
社
会
と
し
て
の
課
題
に
な
り
ま

す
。

　
「
暮
ら
し
」
に
つ
い
て
は
、
生
活
の

基
盤
で
あ
る
住
ま
い
が
崩
壊
す
る
と
再

建
に
は
長
い
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
暮

ら
し
の
復
興
に
は
、
お
よ
そ
１
万
時
間

程
度
か
か
る
見
通
し
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　
「
仕
事
」
と
は
要
す
る
に
「
事
業
継

続
」
の
問
題
で
す
。
電
気
、
ガ
ス
、
水

道
、
交
通
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
が
機
能
し

な
い
た
め
に
中
断
し
た
日
常
業
務
を
ど

う
回
復
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
事
業
を

停
滞
さ
せ
ず
に
ど
う
継
続
さ
せ
る
か
。

こ
れ
は
１
０
０
０
時
間
程
度
の
タ
イ
ム

ス
パ
ン
で
考
え
る
べ
き
で
す
。

　

被
災
地
で
は
３
段
階
の
被
害
が
入
り

混
じ
る
の
で
大
変
な
の
で
す
が
、
冷
静

に
仕
分
け
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
速
や

か
な
対
応
と
回
復
に
つ
な
が
り
ま
す
。

自
助・共
助・公
助
は

「
７
対
２
対
１
」の
割
合

　

社
会
の
変
化
に
つ
れ
て
、
災
害
へ
の

対
応
も
進
展
し
ま
し
た
。
農
耕
社
会
か

ら
工
業
社
会
に
な
り
、
多
く
の
人
々
が

都
市
に
移
住
し
福
祉
国
家
化
し
て
く
る

と
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
で
自
分
の
身
を

助
け
る
「
自
助
」、
近
所
の
人
で
助
け

合
う
「
互
助
」
に
加
え
「
公
助
」
が
生

ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
情
報
社
会
で
新

た
に
誕
生
し
た
の
は
、
見
ず
知
ら
ず
の

人
た
ち
が
助
け
合
う
「
共
助
」
で
す
。

日
本
で
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
き
っ

か
け
に
広
が
り
ま
し
た
。

　

自
助
・
互
助
・
共
助
・
公
助
の
四
つ

の
救
助
の
う
ち
、
税
金
の
再
配
分
に
よ

っ
て
成
り
立
つ
の
が
公
助
で
す
。
現
在

の
と
こ
ろ
、
災
害
が
起
き
た
場
合
、
四

つ
の
う
ち
公
助
が
担
う
比
率
は
正
直
い

っ
て
１
割
で
し
ょ
う
。
互
助
も
含
む
共

助
で
２
割
、
自
助
が
７
割
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

  

私
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
の
生

活
再
建
調
査
を
兵
庫
県
と
一
緒
に
実
施

し
ま
し
た
。
２
年
に
一
度
、
４
回
に
わ

た
っ
て
復
興
の
あ
り
よ
う
を
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
し
た
の
で
す
。「
震
災
の
と
き
、
ど

こ
に
い
ま
し
た
か
？
」
と
時
間
経
過
も

含
め
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
被
災
地
全

域
に
わ
た
っ
て
、
も
っ
と
も
少
な
い
時

期
で
も
60
％
以
上
は
自
宅
に
い
ま
し
た
。

１
カ
月
も
経
て
ば
75
％
の
人
が
自
宅
で

生
活
し
て
い
ま
す
。
３
５
０
万
人
の
被

災
者
の
う
ち
避
難
所
へ
行
っ
た
の
は
32

万
人
で
す
か
ら
、
せ
い
ぜ
い
１
割
で
す
。

　

７
割
が
自
宅
（
自
助
）
で
、
１
割
が

避
難
所
（
公
助
）
な
ら
ば
、
血
縁
や
社

縁
に
よ
る
互
助
+
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
担

う
共
助
の
割
合
は
２
割
。
先
の
比
率
の

根
拠
は
こ
の
調
査
に
よ
り
ま
す
。
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し
た
が
っ
て
、
災
害
に
対
す
る
心
構

え
と
し
て
は
「
自
助
を
確
保
す
る
。
互

助
・
共
助
の
環
境
を
つ
く
る
。
公
助
は

期
待
し
な
い
」
が
正
解
で
し
ょ
う
。　

　

公
助
が
１
割
で
期
待
で
き
な
い
、
と

い
う
の
は
受
け
入
れ
に
く
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
実
態
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
の
で
す
。
公
助
の
役
割
は
、
経
済

的
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
高
齢
者
な
ど
社

会
的
弱
者
を
優
先
的
に
守
る
こ
と
。
発

災
時
に
そ
れ
以
上
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ

れ
も
先
の
調
査
に
基
づ
く
結
論
の
一
つ

で
し
た
。

こ
の
列
島
に
住
む
た
め
に

忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と

　

災
害
は
い
つ
ど
こ
で
起
き
る
か
わ
か

り
ま
せ
ん
。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
点
で
、

配
慮
す
べ
き
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
駆
け
つ
け
る
共
助

は
す
ば
ら
し
い
取
り
組
み
で
す
が
、
あ

く
ま
で
も
短
期
的
な
支
援
で
あ
る
こ
と

も
わ
き
ま
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

共
助
が
有
効
な
発
災
後
１
０
０
０
時
間

を
「
災
害
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
呼
び
ま
す
。

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
・
交
通
が
遮
断
さ

れ
る
と
、
原
始
共
産
制
の
よ
う
な
社
会

が
出
現
す
る
の
で
、
お
金
を
持
っ
て
い

て
も
役
に
立
た
な
い
し
、
配
給
に
並
ば

な
け
れ
ば
水
も
食
料
も
得
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
な
る
と
価
値
観
の
転
倒
が
起
き
、

ふ
だ
ん
と
違
う
価
値
観
が
生
ま
れ
ま
す
。

オ
ー
ト
バ
イ
好
き
の
や
ん
ち
ゃ
に
見
え
た

お
兄
さ
ん
が
、
そ
の
オ
ー
ト
バ
イ
で
物
資

を
運
ん
で
く
れ
ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

も
他
人
の
子
守
で
活
躍
す
る
で
し
ょ
う
。

見
ず
知
ら
ず
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
全
国

か
ら
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
駆
け
つ

け
、
い
ろ
ん
な
支
援
を
し
て
く
れ
ま
す
。

　

し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
仕
事
を

取
り
戻
す
ま
で
の
１
０
０
０
時
間
程
度

の
期
間
の
こ
と
。
暮
ら
し
を
取
り
戻
す

１
万
時
間
と
な
る
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
よ
る
共
助
に
代
わ
り
血
縁
、
社
縁
、

地
縁
に
よ
る
互
助
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

災
害
は
被
災
地
に
と
っ
て
、
起
き
た

と
き
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
知
る
だ
け
な
ら
ば
、

災
害
は
ニ
ュ
ー
ス
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
被
災
し
た
人
た

ち
に
と
っ
て
災
害
は
ニ
ュ
ー
ス
で
は
な

く
、
新
し
く
生
ま
れ
た
現
実
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。
新
し
い
現
実
へ
の
適
応
過

程
の
始
ま
り
で
す
。
生
活
の
変
化
が
激

し
い
ほ
ど
、
適
応
に
は
長
い
時
間
が
か

か
り
ま
す
。
そ
の
長
い
プ
ロ
セ
ス
を
ず

っ
と
見
て
い
か
な
け
れ
ば
真
の
対
応
・

回
復
に
な
り
ま
せ
ん
。　
　
　
　

　

ど
ん
な
自
然
災
害
が
起
き
て
も
お
か

し
く
な
い
日
本
列
島
に
住
む
私
た
ち
は
、

そ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

（
２
０
１
９
年
４
月
19
日
取
材
）

災害列島に住む日本人に求められる心構えとは？

総論（防災）

東新小岩七丁目町会による水防訓練。町会保有のゴムボートを中川に下ろして操船を練
習。地縁による互助が都内でも生まれている（詳細は本誌 p18-21を参照）

図4 安全確保行動としての避難の考え方

出典：林春男さん提供資料
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図5 災害発生から生活再建までのタイムスパン
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