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東
日
本
大
震
災
は
、
わ
れ
わ
れ
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
の
調
査
研
究
に
携
わ
る
者
に
悩
ま
し
い
課

題
を
投
げ
つ
け
た
。
何
か
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
の
思
い
は
あ
る
も
の
の
、
混
乱
し

て
い
る
現
地
を
「
調
査
研
究
」
の
対
象
と
す

る
こ
と
に
は
戸
惑
い
を
禁
じ
得
な
か
っ
た

（
１
）。
一
般
論
と
し
て
そ
う
で
あ
る
以
上
に
、

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
調
査
研
究
者
に
は
そ
れ
は
重

く
感
じ
ら
れ
た
。
誤
解
さ
れ
て
い
る
面
も
あ

る
の
だ
が
、「
労
働
政
策
」
と
い
う
カ
ン
ム
リ

を
掲
げ
て
い
る
「
独
立
行
政
法
人
」
で
あ
る

こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
活
動
は
行
政
と
直
結

し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い（
２
）。

そ
の
関
係
で
も
た
ら
さ
れ
る
現
地
の
人
々
か

ら
の
切
実
な
要
望
に
接
し
た
と
し
て
も
、
的

確
な
応
答
が
実
際
上
わ
れ
わ
れ
に
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
通
常
の
場
合
な
ら
、
実
情
を

ご
説
明
し
た
り
、「
行
政
に
お
伝
え
し
ま
す
。」

と
の
お
応
え
を
し
た
り
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

災
害
現
場
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
対
応
は
あ

る
種
の
理
不
尽
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
が
懸
念

さ
れ
た
。

　

そ
こ
で
震
災
直
後
し
ば
ら
く
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ

Ｐ
Ｔ
と
し
て
は
、
可
能
な
範
囲
で
の
情
報
収

集
に
努
め
る
と
と
と
も
に
、
労
働
研
究
の
視

点
か
ら
い
く
つ
か
の
論
点
提
示
を
と
り
あ
え

ず
行
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
「
東
日
本
大
震
災
関
連

情
報　

特
別
コ
ラ
ム
・
レ
ポ
ー
ト
」（http://

w
w

w
.jil.go.jp/sinsai/

）
と
し
て
発
信
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
労
使
の
取
り
組
み
な
ど

を
お
聴
か
せ
い
た
だ
き
、
そ
の
他
の
収
集
し

た
関
連
情
報
と
と
も
に
と
り
ま
と
め
、
今
回

同
様
こ
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ー
バ
ー
・
ト
レ

ン
ド
」
の
特
集
と
し
て
発
信
を
し
て
き
た
。

震
災
関
連
の
特
集
は
、
二
〇
一
一
年
六
月
号
、

同
九
月
号
、
一
二
年
六
月
号
に
引
き
続
き
今

回
で
四
回
目
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、
今
回
の
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震
災
の
参
考
と
す
る
た
め
に
、
阪
神
・
淡
路

大
震
災
を
は
じ
め
、
普
賢
岳
な
ど
震
災
以
外

の
も
の
も
含
め
て
、
近
年
の
大
き
な
自
然
災

害
時
に
お
い
て
と
ら
れ
た
雇
用
・
労
働
面
で

の
政
策
対
応
に
関
す
る
事
例
研
究
な
ど
に
も

取
り
組
ん
だ（
３
）。

「
記
録
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
発
足

　

こ
の
よ
う
に
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
と
し
て
当
初
は
、

総
じ
て
抑
制
的
な
範
囲
で
の
情
報
収
集
等
を

行
っ
て
き
た
が
、
被
災
地
に
お
い
て
仮
設
住

宅
へ
の
入
居
等
が
進
み
、
震
災
当
初
と
比
べ

現
場
で
の
調
査
研
究
も
い
く
ぶ
ん
可
能
に
な

り
つ
つ
あ
る
状
況
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
た

段
階
で
、
本
格
的
な
調
査
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
（
震
災
記
録
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
を
立
ち
上

げ
た（
４
）。
そ
の
主
要
な
目
的
は
、
震
災
に

伴
う
事
跡
を
「
記
録
す
る
こ
と
」
と
、
そ
こ

か
ら
今
後
に
向
け
た
課
題
と
教
訓
と
を
摘
出

す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
こ
と
と
し
た
。
す

な
わ
ち
、
大
規
模
な
震
災
が
発
生
し
た
場
合

に
、
雇
用
・
労
働
面
を
中
心
に
ど
の
よ
う
な

政
策
対
応
が
必
要
と
な
る
の
か
、
ま
た
、
そ

の
効
果
的
実
施
の
た
め
に
は
、
現
場
の
取
り

組
み
も
含
め
て
ど
の
よ
う
な
配
慮
が
必
要
な

の
か
等
に
関
し
て
、
政
策
研
究
の
面
か
ら
知

見
を
蓄
積
し
つ
つ
、
課
題
の
摘
出
を
行
お
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
今
何

が
必
要
か
」
の
考
察
に
主
眼
を
置
く
も
の
で

は
な
い
の
で
、
あ
る
意
味
で
も
の
足
り
な
さ

を
ぬ
ぐ
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

調
査
研
究
の
使
命
は
そ
う
い
っ
た
点
に
こ
そ

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　
「
震
災
記
録
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
Ｊ
Ｉ

Ｌ
Ｐ
Ｔ
を
上
げ
て
の
取
り
組
み
と
し
て
、
研

究
部
門
や
調
査
部
門
と
い
っ
た
組
織
編
成
を

越
え
た
横
断
的
な
態
勢
に
よ
り
推
進
す
る
こ

と
と
し
た
。
と
は
い
え
、
調
査
研
究
機
関
と

し
て
各
研
究
員
や
調
査
員
の
持
つ
関
心
や
方

法
的
専
門
性
を
最
大
限
活
か
す
こ
と
に
留
意

し
、
次
の
七
つ
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ

て「
記
録
」の
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。

①　
「
各
種
公
表
資
料
整
理
」
グ
ル
ー
プ

　

各
種
の
公
表
資
料
等
を
活
用
し
な
が
ら
、

「
震
災
記
録
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
ベ
ー
ス

と
な
る
情
報
と
し
て
、
震
災
に
関
連
し
た

さ
ま
ざ
ま
な
事
項
の
推
移
や
経
過
を
フ
ォ

ロ
ー
す
る
取
り
組
み
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
成
果
は
既
に
、
二
〇
一
一
年
度
ま
で

の
事
象
を
中
心
に
資
料
シ
リ
ー
ズ
№
111

「
東
日
本
大
震
災
か
ら
１
年
半 

―
記
録

と
統
計
分
析
―
」
と
し
て
二
〇
一
二
年
一

〇
月
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。

②　
「
全
国
企
業
ア
ン
ケ
ー
ト
」
グ
ル
ー
プ

　

今
回
の
震
災
に
お
い
て
は
、
自
然
災
害
に

と
ど
ま
ら
ず
、
消
費
抑
制
・
風
評
被
害
や

電
力
制
約
問
題
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
経
路
を
通
じ
た
影
響
が
広
範
な

地
域
に
お
い
て
生
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

震
災
に
よ
る
自
然
災
害
や
そ
う
し
た
二
次

被
害
の
状
況
、
復
旧
・
復
興
支
援
の
状
況

な
ど
を
鳥
瞰
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
、
被
災
地
に
限
ら
ず
全
国
の
企
業
を

対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す

る
取
り
組
み
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
調
査

は
、
二
〇
一
二
年
五
月
に
全
国
一
万
社
を

対
象
に
実
施
さ
れ
、
二
七
一
六
社
か
ら
回

答
が
寄
せ
ら
れ
た
。
本
誌
所
載
の
別
稿
で
、

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
要
旨
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

　

以
上
の
①
と
②
の
取
り
組
み
は
、
全
体
的

な
概
況
の
把
握
を
め
ざ
し
た
も
の
と
い
え
る

が
、
次
の
③
以
下
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
に

よ
っ
て
主
に
現
場
の
状
況
を
中
心
に
そ
の
一

端
を
「
記
録
」
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

③　
「
労
働
行
政
機
関
記
録
」
グ
ル
ー
プ

　

労
働
政
策
の
現
場
で
あ
る
行
政
機
関
に
お

け
る
状
況
を
記
録
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
岩
手
、
宮
城
、
福
島
の
い
わ
ゆ
る

被
災
三
県
の
労
働
局
や
そ
の
管
下
の
労
働

基
準
監
督
署
や
公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
）
の
関
係
職
員
に
ヒ
ア
リ
ン
グ

調
査
へ
協
力
を
い
た
だ
き
、
震
災
当
時
の

状
況
や
そ
の
後
の
経
過
を
録
取
す
る
と
と

も
に
、
提
供
さ
れ
た
資
料
等
に
基
づ
き
、

震
災
に
関
連
し
て
行
わ
れ
た
労
働
行
政
機

関
の
対
応
を
、現
場
の
視
点
を
中
心
に「
記

録
」
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

④　
「
能
力
開
発
施
設
記
録
」
グ
ル
ー
プ

　

労
働
政
策
に
お
い
て
基
幹
的
な
役
割
を
担

う
施
設
の
一
つ
で
あ
る
能
力
開
発
施
設
の

震
災
対
応
の
状
況
を
記
録
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
国
と
密
接
な
連
携
の
下
に

運
営
さ
れ
て
い
る
独
立
行
政
法
人
高
齢
・

障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
の
施
設
で
、

被
災
三
県
を
は
じ
め
東
北
地
方
に
所
在
す

る
能
力
開
発
施
設
を
主
な
対
象
と
し
て
、

関
係
職
員
や
可
能
な
場
合
は
訓
練
生
に
ヒ

ア
リ
ン
グ
調
査
へ
の
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

能
力
開
発
施
設
は
、
通
所
あ
る
い
は
施
設

に
よ
っ
て
は
宿
泊
す
る
訓
練
生
を
抱
え
て

い
る
と
い
う
特
性
が
あ
り
、
災
害
発
生
時

に
は
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
も
大
き

な
使
命
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し

た
点
も
含
め
、
当
該
施
設
の
対
応
の
「
記

録
」
を
め
ざ
し
た
。

⑤　
「
労
使
及
び
団
体
記
録
」
グ
ル
ー
プ

　

企
業
や
そ
の
団
体
、
労
働
組
合
等
に
お
け

る
被
災
の
状
況
や
復
旧
・
復
興
に
向
け
た

取
り
組
み
な
ど
を
記
録
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
普
段
か

ら
労
働
問
題
の
動
向
把
握
に
努
め
て
い
る

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
調
査
部
門
の
調
査
員
で
構

成
さ
れ
、
機
動
的
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を

中
心
に
状
況
把
握
を
行
い
、「
記
録
」
の
重

要
な
部
分
を
担
っ
た
も
の
で
あ
る（
５
）。

⑥　
「
人
材
派
遣
会
社
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
記

録
」
グ
ル
ー
プ

　

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
派
遣
労

働
問
題
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
特
定
非
営
利
活
動
法

人
）
に
お
け
る
「
就
労
」
問
題
な
ど
の
研

究
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
研
究
員
の
発

意
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
震
災
か
ら
の
復

旧
・
復
興
過
程
に
お
い
て
、
人
材
派
遣
会

社
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
し
た
か
を
「
記
録
」
す
る
こ
と
を
め

ざ
し
て
い
る
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
進
め

る
中
で
、
い
わ
ゆ
る
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ォ
ー
・
ワ
ー
ク
」
と
い
う
理
念
の
下
に
、

被
災
者
に
対
し
て
災
害
か
ら
の
復
旧
・
復

興
に
関
連
し
た
臨
時
的
な
就
業
機
会
を
提

供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
収
入
を
確
保
す
る
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こ
と
の
重
要
性
を
確
認
し
て
い
る
。
な
お
、

本
誌
に
お
い
て
、
本
年
三
月
に
開
催
さ
れ

た
労
働
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
特
集
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
た
テ
ー
マ

は
、
主
に
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
担
当
し
て
い

る
論
題
で
あ
っ
た
。

⑦　
「
復
興
過
程
フ
ォ
ロ
ー
」
グ
ル
ー
プ

　

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
地
域
雇

用
の
実
態
な
ど
の
調
査
研
究
に
取
り
組
ん

で
き
て
い
る
研
究
員
の
発
意
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
従
来
の
研
究
蓄
積
や
地
域
と
の

つ
な
が
り
を
活
か
し
な
が
ら
、
主
に
復
興

状
況
に
関
す
る
「
記
録
」
を
行
う
こ
と
を

め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
復
興
は
緒
に
つ
い

た
ば
か
り
と
い
え
る
状
況
に
あ
る
が
、
今

回
の
震
災
か
ら
の
復
興
に
お
い
て
は
、
津

波
に
よ
っ
て
漁
業
等
に
大
き
な
災
害
の
あ

っ
た
奥
尻
島
の
事
例
を
参
照
す
べ
き
面
を

も
つ
と
の
視
点
な
ど
を
ベ
ー
ス
に
、
現
地

訪
問
と
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
中
心
に
「
記

録
」
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
「
記
録
」
の
取
り
組
み
の
総
括

的
な
結
果
は
、
平
成
二
四
年
度
（
二
〇
一
二

年
度
）
ま
で
の
中
間

的
な
整
理
と
し
て
、

労
働
政
策
研
究
報
告

書
に
と
り
ま
と
め
本

年
三
月
に
公
表
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る（
６
）。

ま
た
、
こ
の
総
括
的

な
報
告
書
に
盛
り
込

め
な
か
っ
た
部
分
を

含
め
て
、
各
グ
ル
ー

プ
に
お
い
て
と
り
ま

と
め
た
う
え
で
順
次

公
表
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
お
り
、
一
部

は
既
に
公
表
さ
れ
て

い
る（
７
）。
詳
細
は
、

こ
れ
ら
の
報
告
書
等

を
ご
覧
い
た
だ
き
た

い
が
、
以
下
に
お
い

て
、今
回
の「
記
録
」

か
ら
示
唆
さ
れ
る
政

策
論
点
・
課
題
を
暫

定
的
に
整
理
し
た
ま

と
め
の
部
分
（
報
告

書
の
終
章
）
の
概
略

を
紹
介
し
て
お
き
た

い
。

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
経
過

か
ら
み
た
復
旧
・
復
興
の
三
局

面
と
政
策
対
応（
８
）

　

人
々
の
生
活
基
盤
を
奪
う
よ
う
な
大
規
模

災
害
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
被
災
か
ら
復
興
ま

で
の
過
程
を
主
に
三
つ
の
局
面
に
分
け
て
み

る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
今
回
の
東
日
本

大
震
災
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
発
災
直
後
の
緊
急
対

応
の
時
期
（
被
災
者
の
避
難
所
へ
の
収
容
）、

②
被
災
者
の
生
活
の
仮
の
安
定
を
め
ざ
す
時

期
（
避
難
所
か
ら
仮
設
住
宅
・
仮
住
居
へ
）、

及
び
③
長
期
的
な
視
点
か
ら
も
被
災
者
の
生

活
の
安
定
を
め
ざ
す
時
期
（
住
宅
再
建
、
復

興
住
宅
な
ど
）
の
三
つ
の
時
期
で
あ
る
。
た

だ
し
、
今
回
の
震
災
に
あ
っ
て
は
、
被
災
地

が
極
め
て
広
範
囲
で
あ
り
、
ま
た
、
原
発
に

お
け
る
重
大
事
故
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
地

域
に
よ
っ
て
そ
の
局
面
が
同
じ
時
間
軸
で
区

分
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ

る（
９
）。

　

な
お
、
震
災
直
後
の
緊
急
対
応
か
ら
そ
の

後
の
経
過
の
中
で
必
要
と
な
っ
た
政
策
上
の

要
点
を
一
覧
で
き
る
よ
う
、
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
風
に
ま
と
め
て
み
た
の
が
図
で
あ
る
。
適

宜
参
照
さ
れ
た
い
。

１　

発
災
時
及
び
そ
の
後
の
緊
急
対
応
の
時
期

　

現
場
機
関
（
労
働
基
準
監
督
署
や
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
な
ど
）
に
お
い
て
発
災
時
の
緊
急
対

応
を
行
う
と
と
も
に
、
関
連
す
る
施
策
や
そ

の
手
続
き
に
関
す
る
周
知
を
行
う
。
中
央
に

お
い
て
は
、
情
勢
把
握
を
行
い
つ
つ
、
当
該

災
害
の
特
性
を
整
理
し
、
既
存
の
政
策
手
段

を
総
動
員
し
な
が
ら
必
要
と
な
る
政
策
対
応

を
検
討
・
準
備
す
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う

働く人々

自然災害因
（地震・津波）

・自身の安全確保

・周囲への援護、緊急対応

・家族等の安否確認

・帰宅（困難）

住居喪失 職場喪失 人身災害

避難所

仮設住宅
仮住居

住宅再建

(復興住宅)

休業

○防災・災害準備

・訓練

・マニュアルなど
○緊急時作業

災害ボランティ
ア参加

失業

労災申請
賃金立替

通勤困難

雇調金
雇保特例給付

要件緩和
延長給付
遠隔地手続
　　　　など

緊急雇用創出
求職者支援
職業指導、広域紹介
職業訓練　など
カウンセリングも！

行政業務繁忙　←応援

本格定職希望

職業キャリア相談
地域雇用創出
転職訓練
広域移動対応　など

臨時的就業

被災

職場復帰

安定就業

復旧・復興事業におけ
る労働災害防止

図　雇用・労働面を中心とした震災対応の要点整理（働く人々の視点から）
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な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
た
。

①　

発
災
時
に
は
、
そ
の
時
点
の
来
所
者
を

含
め
て
、
人
身
の
安
全
を
第
一
に
行
動
し

た
こ
と
（
今
後
に
向
け
た
備
忘
録
→
自
然

災
害
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
準
備
や
定
期
的

な
避
難
訓
練
）。

②　

現
場
機
関
に
お
い
て
被
災
者
を
臨
時
応

急
的
に
収
容
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
→
市

町
村
へ
の
連
絡
、
小
康
が
得
ら
れ
た
段
階

で
本
来
の
避
難
所
へ
の
誘
導
）。

③　

現
場
機
関
の
施
設
が
使
用
不
能
に
な
っ

た
と
き
は
、
速
や
か
に
別
の
場
所
で
臨
時

の
窓
口
を
設
け
た
こ
と
。

④　

災
害
時
に
ニ
ー
ズ
が
急
増
す
る
解
雇
、

賃
金
、
労
災
、
雇
用
保
険
、
雇
用
調
整
助

成
金
な
ど
に
関
係
す
る
制
度
・
政
策
を
周

知
・
広
報
し
た
こ
と
（
→
電
話
相
談
対
応

や
避
難
所
へ
の
訪
問
説
明
・
相
談
、
マ
ス

コ
ミ
等
を
通
じ
た
広
報
な
ど
。
こ
れ
ら
の

土
日
対
応
）。

⑤　

厚
生
労
働
省
内
に
速
や
か
に
「
災
害
対

策
本
部
」
を
立
ち
上
げ
、
情
勢
の
把
握
と

対
策
の
企
画
・
立
案
を
行
い
、そ
の
基
本
方

針
と
当
面
の
緊
急
総
合
対
策（
第
一
段
階
）

を
と
り
ま
と
め
、情
報
発
信
し
た
こ
と（
→

政
策
上
の
対
応
方
針
と
政
策
メ
ニ
ュ
ー
の

全
体
像
の
と
り
ま
と
め
と
情
報
発
信
）。

２　

被
災
者
の
生
活
の
仮
の
安
定
を
め
ざ
す

時
期

　

住
居
面
で
被
災
し
た
人
々
の
避
難
所
か
ら

仮
設
住
宅
等
へ
の
入
居
が
徐
々
に
進
む
中
で
、

当
面
の
仕
事
や
雇
用
を
失
っ
た
人
々
、
勤
務

中
に
負
傷
し
た
り
命
を
落
と
し
た
り
さ
れ
た

人
々
（
ま
た
は
遺
族
）
の
（
仮
の
）
生
活
の

安
定
に
向
け
た
取
り
組
み
が
開
始
さ
れ
る
。

今
回
の
震
災
で
は
、
原
発
事
故
も
あ
っ
て
、

少
な
く
な
い
人
々
が
広
域
的
な
避
難
、
移
動

を
行
っ
た
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
今
回
の
震
災
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、

地
域
の
事
業
所
が
被
災
し
た
こ
と
に
よ
り
サ

プ
ラ
イ
・
チ
ェ
ー
ン
等
を
通
じ
て
、
消
費
抑

制
・
風
評
被
害
に
よ
り
、
あ
る
い
は
電
力
制

約
等
に
よ
り
、
被
災
地
に
限
ら
ず
広
範
な
地

域
の
企
業
・
事
業
所
の
事
業
活
動
、
ひ
い
て

は
雇
用
面
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
特
筆
さ

れ
る
。

　

さ
ら
に
、
企
業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
自
主
的

な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
広
範
な
人
々
が

被
災
地
の
復
旧
支
援
の
作
業
等
に
従
事
し
た

こ
と
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

　

現
場
機
関
に
お
い
て
、
関
連
す
る
行
政
ニ

ー
ズ
へ
の
対
応
を
行
う
が
、
ピ
ー
ク
時
に
は

行
政
現
場
は
繁
忙
を
極
め
る
た
め
、
早
期
・

円
滑
に
所
要
の
応
援
態
勢
を
構
築
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、中
央
で
は
、政
策
・

制
度
に
つ
い
て
状
況
に
的
確
に
対
応
し
た
要

件
緩
和
を
は
じ
め
と
す
る
政
策
対
応
を
実
施

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の

よ
う
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
た
。

⑥　

被
災
者
な
い
し
被
災
事
業
所
の（
仮
の
）

安
定
を
め
ざ
し
た
労
働
行
政
に
対
す
る
ニ

ー
ズ
に
は
、
労
災
申
請
、
不
払
い
賃
金
の

立
て
替
え
払
い
申
請
、
雇
用
保
険
給
付
申

請
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
申
請
な
ど
多
様

な
も
の
が
あ
る
。
ピ
ー
ク
時
（
二
〇
一
一

年
四
～
六
月
頃
）
に
は
行
政
現
場
は
繁
忙

を
極
め
た
。
ま
た
、
監
督
署
や
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
で
の
対
応
の
ほ
か
、
避
難
所
や
仮
設

住
宅
等
に
出
向
い
て
の
相
談
等
も
実
施
さ

れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
全
国
か
ら
労
働

行
政
関
係
職
員
の
応
援
派
遣
が
行
わ
れ
る

と
と
も
に（
10
）、
一
方
で
、
被
災
者
が
遠

隔
地
に
避
難
さ
れ
た
場
合
に
避
難
先
の
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
等
で
申
請
を
受
け
付
け
る
と

い
っ
た
対
応
が
行
わ
れ
た
。

⑦　

上
記
⑥
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
災
害
の

特
性
等
に
か
ん
が
み
、
状
況
に
的
確
に
対

応
し
た
要
件
緩
和
を
は
じ
め
と
す
る
政
策

対
応
が
行
わ
れ
た（
11
）。
ま
た
、
雇
用
調

整
助
成
金
に
つ
い
て
は
、
被
災
地
に
限
ら

ず
風
評
被
害
等
に
よ
る
事
業
縮
小
な
ど
全

国
の
事
業
所
で
活
用
さ
れ
た
。

⑧　

緊
急
雇
用
創
出
基
金
事
業
と
し
て
、
被

災
者
等
に
臨
時
的
・
短
期
的
な
就
労
の
場

を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
を

行
う
都
道
府
県
や
市
町
村
を
財
政
的
に
支

援
し
た（
12
）。

⑨　

上
記
の
ほ
か
、
復
旧
・
復
興
事
業
等
に

お
け
る
労
災
防
止
、
当
該
事
業
に
必
要
と

な
る
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
な
ど
の
対

策
も
講
じ
ら
れ
た
。

３　

長
期
的
な
視
点
か
ら
も
被
災
者
の
生
活

の
安
定
を
め
ざ
す
時
期

　

次
い
で
、
復
興
の
進
展
と
と
も
に
被
災
者

が
長
期
的
な
視
点
か
ら
も
生
活
の
安
定
が
確

立
さ
れ
る
時
期
と
な
る
。
今
回
の
震
災
に
お

い
て
は
、
こ
の
時
期
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で

あ
り
、
そ
の
「
記
録
」
は
今
後
の
課
題
で
あ

る
。
現
段
階
に
お
い
て
い
え
る
こ
と
は
、
各

地
域
の
復
興
計
画
を
注
視
し
、
そ
れ
と
の
連

携
を
図
り
な
が
ら
地
域
の
雇
用
開
発
に
取
り

組
む
こ
と
、
被
災
者
か
ら
の
キ
ャ
リ
ア
に
関

す
る
相
談
を
親
身
に
な
っ
て
受
け
る
体
制
を

整
備
す
る
こ
と
、
長
期
的
な
視
点
か
ら
安
定

し
た
雇
用
の
場
を
得
る
た
め
に
は
職
業
能
力

開
発
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
、
求
職
者
支

援
制
度
の
活
用
等
が
重
要
と
な
る
こ
と
、
な

ど
が
指
摘
で
き
る
。

暫
定
的
な
教
訓

　
「
記
録
」
に
重
点
を
置
く
と
い
う
「
震
災

記
録
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
趣
旨
・
目
的
か
ら

は
、
現
段
階
で
今
後
に
向
け
た
教
訓
を
提
示

す
る
こ
と
は
尚
早
で
あ
り
、
抑
制
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
次
の
よ
う
な
こ
と
は

指
摘
し
て
も
間
違
い
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
、
次
の
二
つ
だ
け
記
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。

１　

平
時
と
非
常
時
／
平
事
と
非
常
事

　

一
つ
は
、「
平
時
」
と
「
非
常
時
」
と
は
絶

対
的
に
異
な
っ
た
政
策
対
応
、
政
策
行
動
と

い
っ
て
よ
い
も
の
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
た
だ
し
、「
平
時
と
非
常
時
」
と
書

け
ば
「
時
」
と
い
う
文
字
に
引
っ
張
ら
れ
て

時
間
的
区
分
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
る
の
で
、「
平
事
と
非
常
事
」
と
で
も
表

現
し
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

少
し
迂
遠
な
こ
と
を
書
か
せ
て
い
た
だ
く
。

「
人
」
は
「
葦
」
の
よ
う
に
弱
い
存
在
で
あ

り
、
単
独
で
あ
れ
ば
自
然
界
の
支
配
者
と
な
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れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。し
か
し
、「
人
」

は
協
働
を
通
じ
て
自
然
界
を
人
工
的
に
加
工

し
、
物
的
な
イ
ン
フ
ラ
や
制
度
を
構
築
し
て

「
社
会
」
を
形
成
し
、
そ
れ
を
「
第
二
の
自

然
」と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て（
と

き
に
は
「
の
さ
ば
っ
て
」）
生
存
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る（
13
）。「
社
会
」
の

典
型
的
な
制
度
的
現
象
形
態
が
「
国
家
」
で

あ
る
と
い
え
る
。「
人
」
が
「
社
会
」
を
形

成
し
た
の
は
、
自
然
界
か
ら
人
間
に
必
要
な

物
材
を
取
得
す
る
生
産
活
動
に
必
要
な
協
働

と
分
業
を
組
織
す
る
た
め
と
、
自
然
災
害
を

は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
「
災
害
」
か
ら
身
を
守

る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
本
源
的
な
「
社
会
」

＝
「
国
家
」
の
目
的
が
前
面
に
出
る
と
き
が
、

「
非
常
時
」
で
あ
る
。「
非
常
時
」
の
対
応

は
議
論
の
余
地
な
く
最
優
先
で
取
り
組
む
べ

き
も
の
で
あ
り
、
根
源
的
に
授
権
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
定
程
度

「
独
裁
的
に
」
行
わ
れ
て
よ
い
と
い
え
る
。

そ
の
場
合
重
要
な
の
は
、
私
心
な
く
公
共
の

立
場
か
ら
「
独
裁
的
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
は
反
対
も
あ
り
、

と
き
に
怨
嗟
の
声
も
上
が
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
事
態
が
終
結
し
た
暁
に
は
結
果
と
し
て

「
良
か
っ
た
」
と
言
っ
て
も
ら
え
る
と
の
確

信
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
確
信
（
と
覚
悟
）
が
な
け
れ
ば
、「
非
常

時
」
対
応
の
任
に
当
た
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

　
「
平
時
」
と
「
非
常
時
」
と
の
違
い
で
も

っ
と
も
卑
近
か
つ
重
要
な
の
が
、「
手
続
き
」

で
あ
る
。「
平
時
」
に
必
要
と
さ
れ
る
手
続

き
も
、「
非
常
時
」
に
は
思
い
切
っ
て
簡
素
化

な
い
し
省
略
し
、
即
断
即
決
型
で
あ
る
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
権
限
を
も
っ
た

者
が
現
場
近
く
に
い
て
、
現
場
を
み
な
が
ら

必
要
性
を
判
断
す
る
態
勢
を
と
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る（
14
）。

２　

過
去
の
教
訓
の
活
か
し
方

　

今
回
の
震
災
が
発
生
し
た
当
初
、同
じ「
震

災
」
と
い
う
こ
と
で
、一
九
九
五
年
の
阪
神
・

淡
路
大
震
災
の
と
き
の
対
応
が
参
照
さ
れ
る

こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
も
と
よ
り
参
考

と
す
べ
き
点
は
多
々
あ
る
も
の
の
、
一
方
で
、

性
格
が
大
き
く
異
な
る
点
も
多
い
こ
と
も
わ

か
っ
て
き
て
い
る
。
原
発
事
故
は
も
と
よ
り

で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
津
波
に
よ
る

災
害
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
焼

却
す
べ
き
ガ
レ
キ
が
非
常
に
大
量
に
残
さ
れ

た
こ
と
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
中
心
的
な

被
災
地
が
「
株
式
会
社
」
と
も
称
さ
れ
た
政

策
能
力
の
非
常
に
高
い
神
戸
市
で
あ
っ
た
こ

と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
産
業
構

造
の
違
い
と
し
て
、
当
時
は
地
域
の
建
設
業

が
一
定
の
存
在
感
を
示
し
て
い
た
こ
と
も
指

摘
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
違
い
」
も
十
分
考
慮
し
た

上
で
の
過
去
の
教
訓
の
活
か
し
方
も
、
今
後

に
向
け
た
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　

以
上
、
雇
用
や
労
働
と
は
や
や
か
け
離
れ

た
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
と
は

い
え
、
よ
く
「
雇
用
は
派
生
需
要
」
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
産
業
や
経
済
活
動
が
本
格
的
に

復
旧
・
復
興
し
な
け
れ
ば
、
で
き
る
こ
と
は

限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
人
々
の
生
活
基
盤

が
安
定
し
な
け
れ
ば
、
雇
用
や
労
働
面
の
対

応
は
別
の
意
味
で
限
ら
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
も
の
と

お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

復
興
過
程
が
進
展
し
、
そ
れ
と
と
も
に

我
々
の
「
記
録
」
活
動
も
次
の
フ
ェ
ー
ズ
に

移
行
で
き
る
こ
と
を
祈
念
し
て
や
ま
な
い
。

［
注
］

１　

し
ば
ら
く
し
て
、
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
学
術
研
究

者
の
方
々
か
ら
次
々
に
、
現
地
に
入
り
込
ん
だ
う
え
で

の
「
調
査
報
告
」
が
出
さ
れ
る
た
び
に
、
忸
怩
た
る
思

い
で
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

２　

実
際
は
、「
独
立
行
政
法
人
」
で
あ
る
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の

活
動
と
労
働
行
政
と
の
結
び
つ
き
は
間
接
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
政
策
の
企
画
立
案
や
効
果
的
な
推
進
の
た
め

に
必
要
と
な
る
基
礎
的
な
情
報
や
知
見
を
提
供
す
る
こ

と
を
本
来
の
使
命
と
し
て
い
る
。
客
観
的
、
中
立
的
な

調
査
研
究
機
関
と
し
て
は
、
そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
意

識
的
に
「
分
離
」
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
面
も
持
っ
て
い
る
。

３　

資
料
シ
リ
ー
ズ
№
106
「
東
日
本
大
震
災
の
雇
用
対
策

を
考
え
る
た
め
の
事
例
研
究
―
雲
仙
普
賢
岳
噴
火
、
阪

神
・
淡
路
大
震
災
、
中
越
地
震
、
能
登
半
島
地
震
、
中

越
沖
地
震
―
」
参
照
。

４　

立
ち
上
げ
は
二
〇
一
一
年
の
秋
で
あ
っ
た
。
当
該
年

度
内
は
予
備
的
な
検
討
や
情
報
収
集
を
行
い
、
本
格
的

な
調
査
活
動
は
、
二
〇
一
二
年
度
（
平
成
二
四
年
度
）、

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
第
三
期
中
期
目
標
期
間
の
開
始
と
も
に

ス
タ
ー
ト
し
た
。

５　

把
握
さ
れ
た
動
向
は
、
上
述
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
も

本
誌
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ー
バ
ー
・
ト
レ
ン
ド
」
に
お
い

て
そ
の
都
度
紹
介
し
て
き
て
い
る
。

６　

労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
156
「
東
日
本
大
震
災
と
雇

用
・
労
働
の
記
録
―
震
災
記
録
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
１
次

取
り
ま
と
め
報
告
書
―
」（
二
〇
一
三
年
三
月
）http://

w
w

w
.jil.go.jp/institute/reports/2013/0156.htm

参
照
。

７　

た
と
え
ば
上
記
④
の
グ
ル
ー
プ
の
成
果
と
し
て
労
働

政
策
研
究
報
告
書
№
155
「
東
日
本
大
震
災
と
職
業
能
力

開
発
施
設
―
被
災
対
応
か
ら
復
旧
・
復
興
ま
で
の
記
録

―
」（
二
〇
一
三
年
三
月
）
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

８　

こ
の
部
分
は
、
報
告
書
№
156
の
上
記
③
の
グ
ル
ー
プ

に
よ
る
第
３
章
の
記
録
に
主
に
基
づ
い
て
い
る
。

９　

こ
の
こ
と
は
、
今
回
の
震
災
に
お
け
る
重
要
な
特
徴

の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
策
対
応
に
つ
い
て

も
、
全
地
域
一
律
に
考
え
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
場
合

が
あ
る
。

10　

こ
う
し
た
こ
と
は
、
全
国
機
関
で
あ
る
こ
と
の
メ
リ

ッ
ト
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
被
災
地
の
新
規
学
卒
者
の
就
職
支
援
が

地
域
を
越
え
て
行
わ
れ
た
。
な
お
、
遠
路
被
災
地
に
応

援
派
遣
さ
れ
た
職
員
は
年
齢
の
高
い
職
員
も
少
な
く
な

か
っ
た
。
多
彩
な
業
務
に
精
通
し
て
い
る
ベ
テ
ラ
ン
の

職
員
が
大
い
に
活
躍
さ
れ
た
。

11　

た
と
え
ば
、
労
災
認
定
に
関
し
て
行
方
不
明
者
に
つ

い
て
三
カ
月
を
経
過
し
た
時
点
で
死
亡
認
定
を
行
う
特

例
、
雇
用
保
険
求
職
者
給
付
の
延
長
給
付
、
雇
用
調
整

助
成
金
の
要
件
の
状
況
対
応
的
緩
和
、
被
災
者
雇
用
開

発
助
成
金
の
創
設
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

12　

こ
の
事
業
で
創
出
さ
れ
る
就
労
機
会
は
、
当
面
の
安

定
を
得
る
時
期
に
お
い
て
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も

の
で
あ
る
が
、
臨
時
的
・
短
期
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

に
は
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
や
が
て
人
々
は
、

よ
り
安
定
的
な
就
業
に
移
行
す
る
と
い
う
「
思
い
切
っ

た
飛
躍
」
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
当
該
事
業
で

創
出
さ
れ
た
就
労
機
会
の
中
に
も
、
恒
常
的
に
必
要
と

さ
れ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
冷
静
に
検
討
さ
れ
て
よ
い
。

13　

た
だ
し
、
形
成
さ
れ
た
「
社
会
」
は
「
楽
園
」
で
は

な
く
、
そ
れ
独
特
の
危
機
要
素
が
内
包
し
て
い
る
。
こ

の
た
め
、「
第
二
の
自
然
」
に
は
、そ
れ
特
有
の
「
災
害
」

が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
は
、「
有
事
」
と
表

現
さ
れ
る
。

14　
「
平
時
」
に
お
い
て
、「
手
続
き
が
面
倒
」、「
山
の
よ
う

な
書
類
を
作
ら
さ
せ
ら
れ
る
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
確
か
に
、
表
面
的
な
要
件
該
当
性
を
判
断
す

る
だ
け
な
ら
ば
、
簡
素
化
で
き
る
部
分
も
少
な
く
な
い

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
策
に
は
表
面
的
な

要
件
該
当
性
だ
け
で
な
く
、
そ
の
奥
に
あ
る
目
的
・
理

念
が
存
在
す
る
。
そ
の
目
的
・
理
念
に
合
致
す
る
か
ど

う
か
を
見
分
け
る
の
が
難
し
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

現
場
か
ら
遠
く
離
れ
て
書
類
だ
け
で
判
断
す
る
場
合
、

な
か
な
か
確
信
が
持
て
な
い
。
そ
こ
で
、
代
理
指
標
と

し
て
申
請
者
の
「
努
力
」
を
み
る
こ
と
と
な
る
。
関
連

す
る
情
報
を
知
悉
し
、
よ
く
検
討
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
「
山
の
よ
う
な
書
類
」
を
作
成
さ
せ
る
こ
と
で
、

ま
た
、
何
度
も
足
を
運
ん
で
熱
心
に
必
要
性
を
説
明
す

る
態
度
で
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。「
平
時
」
の
対
応

と
し
て
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
、
よ
く
出
来
た
合
理
的

な
や
り
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

浅
尾
　
裕
（
あ
さ
お
・
ゆ
た
か
）

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
研
究
所
長

一
九
五
三
年
大
阪
府
出
身
。
一
九
七
六
年

労
働
省
入
省
。
二
〇
〇
一
年
か
ら
日
本
労

働
研
究
機
構
（
現
・
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
）。
最

近
著
は
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
第
二
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
研
究
シ
リ
ー
ズ
№
３
「
非
正
規
就
業
の

実
態
と
そ
の
政
策
課
題
」（
共
著
）
な
ど
。


