
　
三
つ
目
に
、兵
庫
が
被
災
後
に
政
府
に
対
し
て
懸
命

に
お
願
い
し
た
の
に
、「
法
体
系
の
整
合
性
」と
か「
一

国
二
制
度
は
不
可
」な
ど
と
頑
と
し
て
、許
さ
れ
な
か

っ
た『
特
区
』が
、東
日
本
で
は
奨
励
さ
れ
て
い
る
。17

年
前
に
兵
庫
が
主
張
し
た
こ
と
が
す
べ
て
今
は
社
会

の
本
流
と
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。

　
四
つ
目
に
、も
っ
と
も
画
期
的
な
復
興
事
業
と
思
わ

れ
る
が
、津
波
に
浸
さ
れ
た
地
か
ら
人
々
が
つ
い
に
安

全
の
地
へ
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。高

台
移
転
の
た
め
の
造
成
費
が
１
０
０
％
国
費
で
ま
か

な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。こ
れ
ま
で
は
、災
害
危
険

地
域
で
あ
る
と
公
的
に
認
め
ら
れ
れ
ば
、集
団
移
転

促
進
の
ス
キ
ー
ム（
国
土
交
通
省
）に
よ
り
、国
費
３
／

４
、地
元
負
担
１
／
４
で
、安
全
な
地
へ
移
動
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。そ
れ
が
こ
の
度
は
１
０
０
％
国

の
負
担
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。従
来
の
小
規
模
な
移
動

に
対
し
、今
回
の
集
団
移
転
は
５
０
０
㎞
以
上
の
海
岸

に
沿
っ
て
数
百
の
地
区
に
及
ぶ
と
い
う
の
に
、し
か
も

日
本
の
経
済・財
政
は
か
つ
て
な
く
苦
況
に
あ
る
と
い

う
の
に
、驚
く
べ
き
思
い
切
っ
た
対
処
で
あ
る
。こ
の
列

島
の
住
民
は
何
度
津
波
に
洗
わ
れ
て
も
事
実
上
逃
走

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、同
じ
所
に
同
じ
脆
弱
な
家
を
再

建
し
て
、次
の
津
波
に
ま
で
自
然
の
恵
み
を
享
受
し
つ

つ
生
活
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
き
た
。今
回
、初
め

て
そ
の
歴
史
を
超
え
る
時
が
来
た
の
で
あ
る
。そ
れ
が

日
本
経
済
絶
好
調
の
時
で
は
な
く
、経
済
財
政
が
深

刻
な
苦
況
に
陥
っ
て
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
は
皮
肉
で

あ
る
。経
済
状
況
は
厳
し
く
て
も
、そ
れ
を
社
会
の
成

熟
、社
会
の
安
全
認
識
の
成
熟
が
上
回
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
よ
り
安
全
な
ま
ち
を
再
建
す
る
方
法
は
、高
台
移

転
だ
け
で
は
な
い
。復
興
構
想
会
議
の
報
告
書『
悲
惨

の
な
か
の
希
望
』は
、『
多
重
防
御
』方
式
を
も
併
記
し

て
い
る
。港
や
海
と
離
れ
て
は
、ま
ち
が
成
り
立
た
な

い
地
も
、当
然
に
存
在
す
る
。同
じ
場
所
に
ま
ち
を
再

建
す
る
場
合
の
プ
ラ
ン
が
、減
災
手
段
を
組
み
合
わ
せ

る『
多
重
防
御
』で
あ
る
。す
な
わ
ち
、沖
合
に
あ
っ
て

港
を
守
る
防
波
堤
を
再
建
強
化
し
、海
岸
沿
い
に
あ
っ

て
ま
ち
を
守
る
防
潮
堤
を
再
建
強
化
す
る
、今
回
の

よ
う
な
大
津
波
は
そ
れ
ら
を
越
え
て
ま
ち
を
襲
う
で

あ
ろ
う
。高
く
し
た
防
潮
堤
一
本
で
津
波
か
ら
人
々

を
守
れ
る
と
考
え
て
は
い
け
な
い
。15
ｍ
の
防
潮
堤
で

な
く
て
よ
い
。そ
れ
で
は
ま
ち
は
監
獄
の
中
の
よ
う
だ
。

８ｍ
で
よ
い
、津
波
に
越
え
ら
れ
た
時
に
倒
壊
し
な
い

こ
と
が
よ
り
重
要
だ
。越
え
た
津
波
に
対
し
て
は『
二

線
堤
』を
設
け
る
。鉄
道
線
路
や
、45
号
線
な
ど
の
主

要
道
が
ま
ち
中
に
あ
る
。そ
れ
を
土
手
の
上
の
高
架
に

す
れ
ば
よ
い
。こ
の
最
終
防
衛
ラ
イ
ン
よ
り
海
側
に
は
、

２
階
建
て
や
平
屋
の
一
般
民
家
を
建
て
て
は
な
ら
な

い
。そ
れ
は
二
線
堤
よ
り
も
山
側
に
移
る
。海
側
に
は

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
５
階
建
て
以
上
の
強
い
ビ
ル

を
建
て
る
。４
階
ま
で
は
オ
フ
ィ
ス
や
商
店
、５
階
以

上
は
マ
ン
シ
ョ
ン
で
よ
い
。ビ
ル
に
は
外
付
け
階
段
を

備
え
、次
の
津
波
に
は
誰
で
も
屋
上
へ
逃
げ
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
。

　
『
高
台
移
転
』方
式
や『
多
重
防
御
』方
式
に
よ
り
、

東
日
本
被
災
地
の
安
全
水
準
は
画
期
的
に
高
ま
る
。

そ
れ
は
よ
い
が
、大
き
な
問
題
が
あ
る
。双
方
を
国

費
で
ま
か
な
う
が
、経
済
財
政
不
如
意
の
中
で
財
源

は
ど
う
す
る
の
か
。19
兆
円
と
見
ら
れ
る
復
興
費
の

う
ち
10
兆
５
千
億
円
が
復
興
税
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ

れ
た
。そ
れ
あ
れ
ば
こ
そ
、歴
史
を
画
す
る
対
処
が

可
能
と
な
っ
た
。「
義
援
金
は
出
し
て
も
、増
税
を
聞

け
ば
国
民
は
不
機
嫌
に
な
り
、強
行
す
れ
ば
反
乱
も

起
こ
る
。そ
れ
が
世
界
の
常
識
だ
」と
東
南
ア
ジ
ア

の
友
人
が
私
に
助
言
し
た
。し
か
し
、世
論
調
査
に

よ
れ
ば
日
本
国
民
の
６
割
が
復
興
税
を
支
持
し
て

お
り
、昨
２
０
１
１
年
暮
れ
に
与
野
党
三
党
合
意
に

よ
り
国
会
が
復
興
税
を
決
め
た
時
、全
く
批
判
は
出

な
か
っ
た
。全
国
民
で
被
災
地
の
復
興
を
支
え
よ
う

と
い
う
志
を
失
わ
な
い
日
本
国
民
を
私
は
尊
敬
し
、

誇
り
に
思
う
。

　
大
き
な
問
題
へ
の
対
処
が
、め
で
た
し
、め
で
た
し

で
終
わ
る
こ
と
は
な
い
。

　
今
、問
題
と
な
っ
て
い
る
復
興
予
算
の
使
わ
れ
方
な

ど
、関
東
大
震
災
後
の
問
題
と
は
質
が
異
な
る
が
、対

処
を
誤
れ
ば
国
民
へ
の
大
き
な
裏
切
り
と
な
り
う
る
。

　
ま
た
、１
０
０
％
国
費
で
ま
か
な
う
と
い
う
度
量
の

大
き
い
画
期
的
対
処
に
は
、常
に
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
の

危
険
が
あ
る
。全
部
国
費
で
や
っ
て
も
ら
え
る
の
な
ら
、

使
わ
な
い
と
損
だ
と
い
う
気
分
と
な
り
、実
際
に
は
住

ま
な
い
高
台
移
転
工
事
や
、で
き
る
だ
け
高
い
防
潮
堤

の
要
求
へ
と
傾
く
危
険
で
あ
る
。

　
阪
神・淡
路
の
時
に
は
、50
％
か
25
％
か
は
と
も
か

く
、復
興
経
費
に
は
必
ず
地
元
負
担
分
が
あ
り
、そ
の

負
債
が
今
な
お
地
方
自
治
体
を
苦
し
め
て
い
る
。そ

れ
を
思
え
ば
、東
日
本
の
被
災
地
が
別
途
交
付
金
に

よ
り
地
元
負
担
分
を
極
小
化
さ
れ
て
い
る
の
は
幸
い

だ
と
思
う
。け
れ
ど
も
全
く
負
担
な
し
と
な
れ
ば
無

責
任
に
流
れ
や
す
い
の
が
人
情
で
あ
る
。間
違
い
を
犯

さ
な
い
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。

　
そ
し
て
残
さ
れ
る
最
大
の
問
題
は
、次
な
る
大
災
害

へ
の
対
処
で
あ
る
。神
戸
の
悲
惨
は
、東
京・大
阪・京

都
な
ど
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、東
日
本
大
震
災
の

地
獄
絵
は
東
海・東
南
海・南
海
な
ど
へ
の
重
大
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
あ
る
。歴
史
上
、安
全
の
た
め
に
公
費
を
投

じ
増
税
ま
で
し
て
復
興
を
支
え
る
偉
業
が
、今
初
め
て

展
開
さ
れ
て
い
る
。次
な
る
大
震
災
津
波
の
予
防
の
た

め
に
、こ
の
社
会
は
力
強
く
動
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
か
、そ
れ
が
焦
点
で
あ
る
。

　
よ
う
や
く
時
が
来
た
。そ
う
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
近
代
の
技
術
力
は
高
ま
っ
た
が
、治
山
治
水
に
公
費

を
投
入
す
る
の
は
、毎
年
の
よ
う
に
や
っ
て
来
る
雨
季

や
台
風
に
対
し
て
で
あ
る
。い
つ
来
る
か
分
か
ら
な
い

大
地
震
や
大
津
波
に
国
費
を
投
入
す
る
余
裕
は
な
い
。

そ
う
い
っ
た
姿
勢
を
日
本
で
は
中
央
政
府
も
地
方
政

府
も
と
っ
て
き
た
と
思
う
。後
藤
新
平
は
関
東
大
震
災

に
際
し
、大
復
興
計
画
を
提
案
し
た
が
、彼
の
真
意
は
、

東
京
を
世
界
に
誇
れ
る
立
派
な
帝
都
と
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。安
全
な
ま
ち
は
そ
の
結
果
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

神
戸
市
は
１
９
７
０
年
代
に
地
震
専
門
家
グ
ル
ー
プ

に
対
し
、神
戸
地
震
の
可
能
性
を
諮
問
し
、答
申
を
得

た
。そ
れ
は
そ
の
日
の
神
戸
新
聞
の
一
面
ト
ッ
プ
を
飾

っ
た
。そ
れ
に
よ
る
と
六
甲
山
南
麓
沿
い
に
走
る
直
下

断
層
が
動
け
ば
、神
戸
市
か
ら
西
宮
市
に
か
け
て
の

市
街
中
心
部
が
震
度
７
の
激
震
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と

が
図
入
り
で
示
さ
れ
て
い
た
。あ
の
阪
神
･
淡
路
大
震

災
後
に
見
慣
れ
た
地
震
地
図
が
20
年
前
に
す
で
に
予

告
公
表
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。に
も
拘
わ
ら
ず
、神

戸
市
は
震
度
７
に
備
え
な
か
っ
た
。『
こ
れ
は
理
論
的

可
能
性
で
あ
っ
て
明
日
に
で
も
地
震
が
来
る
か
の
よ

う
に
動
揺
す
べ
き
で
な
い
。』と
の
コ
メ
ン
ト
が
新
聞

に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

　
私
の
推
測
で
は
、神
戸
市
は
結
果
、効
果
の
疑
わ
し

い
激
震
に
備
え
る
こ
と
に
大
金
を
投
ず
る
よ
り
も
、立

派
な
近
代
都
市
づ
く
り
を
急
ぎ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う

と
思
う
。い
わ
ゆ
る『
株
式
会
社
方
式
』の
発
展
が
、当

然
に
安
全
面
で
の
強
靱
化
に
も
な
る
。神
戸
市
は
震

度
７
の
直
下
断
層
に
よ
る
地
震
を
防
災
計
画
に
組
み

入
れ
ず
、山
崎
断
層
や
南
海
地
震
に
よ
る
震
度
５
へ
の

対
応
に
留
め
た
。そ
れ
す
ら
も「
関
西
に
地
震
は
な
い
」

と
の
神
話
に
支
え
ら
れ
て
、お
座
な
り
に
な
り
が
ち
で

あ
り
、風
水
害
こ
そ
が
最
大
の
脅
威
だ
と
期
し
て
い
た

と
見
え
る
。近
代
化
を
急
ぎ
、耐
震
安
全
だ
け
の
た
め

に
限
ら
れ
た
予
算
を
投
入
し
な
い
路
線
は
、20
世
紀

末
ま
で
ほ
ぼ
日
本
全
国
共
通
で
あ
っ
た
。東
海
地
震
の

到
来
が
迫
る
静
岡
県
だ
け
が
、30
年
以
上
に
わ
た
り
、

巨
大
な
予
算
を
投
入
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
き
た
。あ

の
80
年
代
の
よ
う
な
金
あ
ま
り
の
バ
ブ
ル
の
時
代
に

安
全
な
ま
ち
づ
く
り
に
投
資
し
て
い
れ
ば
、ど
ん
な
に

よ
か
っ
た
か
と
思
う
が
、残
念
な
が
ら
社
会
の
認
識
は

ま
だ
ま
だ
貧
し
か
っ
た
。

　
行
政
も
当
時
は
ま
だ
考
え
方
が
貧
し
か
っ
た
。震
度

７
の
地
震
が
起
こ
り
う
る
が
、そ
れ
が
い
つ
か
は
誰
に

も
分
か
ら
な
い
。行
政
と
し
て
は
今
の
と
こ
ろ
震
度
５

に
し
か
対
応
で
き
な
い
が
、市
民
各
位
に
あ
っ
て
は
、

自
助・共
助
に
よ
り
安
全
度
を
高
め
て
い
た
だ
き
た

い
。有
効
と
思
わ
れ
る
補
強
と
し
て
は
…
。そ
の
よ
う

に
市
民
の
自
主
性
に
頼
む
姿
勢
を
ま
だ
採
れ
な
か
っ

た
。も
し
震
度
７
が
あ
り
う
る
と
認
め
れ
ば
、そ
れ
に

万
全
の
対
応
を
し
な
い
と
、行
政
の
責
任
を
問
わ
れ

る
。だ
か
ら
、震
度
５
し
か
な
い
こ
と
に
す
る
他
は
な

い
。そ
う
い
う
発
想
か
ら
、県
庁
所
在
地
の
直
下
を

活
断
層
が
走
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、そ
れ

を
住
民
に
ひ
た
隠
し
に
し
よ
う
と
す
る
地
方
政
府
が

そ
こ
こ
こ
に
存
在
し
た
。

　
そ
う
し
た
阪
神・淡
路
大
震
災
の
頃
と
比
べ
て
何

と
進
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、阪
神・淡
路
の
時
に
で

き
な
か
っ
た
が
、東
日
本
で
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
少
な
く
な
い
。

　

一
つ
は
、先
述
の
被
災
者
の
個
人
住
宅
再
建
の
た

め
に
、３
０
０
万
円
ま
で
国
費
を
も
っ
て
支
援
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。国
費
は
公
共
の
た

め
に
使
う
の
で
あ
っ
て
、私
有
財
産
の
復
旧
に
用
い

て
は
な
ら
な
い
と
の
日
本
行
政
の
長
年
の
し
ば
り
が
、

阪
神・淡
路
後
の
新
法
に
よ
っ
て
、遂
に
克
服
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
、公
共
施
設
で
あ
っ
て
も
、国
費
投
入
は

被
災
し
た
も
の
を
旧
に
復
す
る
ま
で
で
あ
っ
て
、よ
り

よ
い
も
の
を
つ
く
る（
創
造
的
復
興
）に
は
用
い
て
は

な
ら
な
い
。そ
れ
は
地
元
の
資
金
で
行
う
べ
き
だ
と
の

『
後
藤
田
ド
ク
ト
リ
ン
』の
壁
が
阪
神・淡
路
の
時
に

は
重
く
立
ち
は
だ
か
っ
た
。被
災
地
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

焼
け
太
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。全
国
的
に
見
て

豊
か
な
神
戸
の
地
が
、さ
ら
に
上
に
行
く
こ
と
は
、国

内
の
地
域
的
公
平
の
観
点
か
ら
不
可
で
あ
る
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。一
見
、も
っ
と
も
に
聞
こ
え
る
が
、こ
の

制
約
に
よ
り
、神
戸
港
は
国
際
競
争
力
を
失
っ
た
。釜

山
な
ど
が
大
型
コ
ン
テ
ナ
船
の
入
る
水
深
15
ｍ
の
埠

頭
を
築
い
て
い
る
と
い
う
の
に
、神
戸
は
12
ｍ
の
コ
ン

テ
ナ
埠
頭
を
復
旧
し
て
、再
起
の
機
会
を
失
っ
た
。そ

の
こ
と
は
日
本
全
体
が
国
際
競
争
力
を
取
り
戻
す
機

会
を
失
う
こ
と
を
意
味
し
た
。こ
れ
ほ
ど
無
駄
な
国

費
の
投
入
が
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
反
省
か
ら
東
日
本
大
震
災
で
は『
創
造
的
復

興
』が
大
方
針
と
な
っ
て
い
る
。高
齢
者
の
た
め
の
包

括
ケ
ア
や
、再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
備
え
た
ま
ち
と

し
て
、全
国
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。

災
害
時
要
援
護
者（
子
ど
も
、妊
婦
、障
害
者
、外
国
人

な
ど
）を
人
間
の
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
重
視
す
る

認
識
も
大
い
に
進
ん
だ
と
思
う
。

｜巻｜頭｜特｜別｜寄｜稿｜

大
震
災
の
時
代
を
生
き
る（
下
）

公益財団法人ひょうご震災記念
21世紀研究機構 理事長

五
い お き べ

百旗頭 真
まこと

史
上
初
め
て
の
試
み

お
わ
り
に

復興構想７原則
原則１：失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私

たち生き残った者にとって復興の起点である。この観点
から、鎮魂の森やモニュメントを含め、大震災の記録を
永遠に残し、広く学術関係者により科学的に分析し、そ
の教訓を次世代に伝承し、国内外に発信する。

原則2：被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュ
ニティ主体の復興を基本とする。国は、復興の全体方針
と制度設計によってそれを支える。

原則3：被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新
を伴う復旧・復興を目指す。この地に、来たるべき時代を
リードする経済社会の可能性を追求する。

原則4：地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心
のまち、自然エネルギー活用型地域の建設を進める。

原則5：被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経
済の再生なくして被災地域の真の復興はない。この認
識に立ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を
目指す。

原則6：原発事故の早期収束を求めつつ、原発被災地への支
援と復興にはより一層のきめ細やかな配慮をつくす。

原則7：今を生きる私たち全てがこの大災害を自らのことと受け
止め、国民全体の連帯と分かち合いによって復興を推
進するものとする。

東日本大震災では、大津波により、多くの建物が被害を受けた。
今後、被災地では高台移転などにより、復興が本格化していく。
＝2011年5月、南三陸町　写真提供：人と防災未来センター
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