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と
っ
て
は
、「
想
定
外
だ
か
ら
大
災
害
に

な
っ
た
」
と
か
、「
想
定
外
だ
っ
た
か
ら
事

故
に
な
っ
た
」
と
い
う
結
び
は
、
聞
き
流

す
こ
と
が
出
来
な
い
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
聞
い
た
一
般
の
住
民
は
ど
う
感

じ
る
の
だ
ろ
う
か
？
「
な
る
ほ
ど
、
想
定

外
な
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
な
」
と
当
事

者
（
被
災
者
）
以
外
は
納
得
す
る
か
も
し

れ
な
い
。
逆
に
当
事
者
か
ら
は
、「
そ
ん
な

想
定
は
甘
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
？
」

と
い
う
意
見
も
出
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、

災
害
の
『
想
定
』
に
つ
い
て
少
し
考
え
て

み
た
い
。

　

一
般
に
工
学
で
は
、『
想
定
』
は
起
こ
り

う
る
事
象
を
指
す
。
特
に
私
が
専
攻
す
る

建
築
構
造
学
の
分
野
で
は
、
起
こ
り
う
る

事
象
は
主
に
自
然
現
象
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
台
風
や

地
震
で
あ
る
。
つ
ま
り
建
物
を
設
計
し
て

建
築
す
る
と
き
、
ど
れ
く
ら
い
の
台
風
や

地
震
が
発
生
す
る
か
を
（
そ
れ
な
り
に
）

予
測
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
す
る
力

（
荷
重
）
を
設
計
し
た
建
物
に
作
用
さ
せ

て
（
も
ち
ろ
ん
机
上
で
、
一
般
的
に
は
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
上
で
）
、
設
計
し
た
建
物
の

挙
動
を
解
析
し
、
重
大
な
事
故
に
繋
が
ら

な
い
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
を
経
る
。
こ
こ
で
工
学
の
得
意
と
す

る
部
分
は
、
後
半
の
力
を
作
用
さ
せ
た
時

の
建
物
の
挙
動
の
検
証
で
あ
る
。
長
年
の

研
究
成
果
と
科
学
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て

手
に
入
れ
た
計
算
環
境
（
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
）
に
よ
っ
て
、
極
め
て
正
確
な
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た

　

去
る
３
月
11
日
14
時
46
分
に
発
生
し
た

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
は
、
東
北
地
方

お
よ
び
関
東
地
方
の
沿
岸
部
を
中
心
と
し

た
地
域
に
、
揺
れ
に
伴
う
被
害
と
、
そ
の

後
発
生
し
た
大
津
波
に
よ
る
未
曾
有
の
被

害
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は
、
東
京
電
力

福
島
第
１
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
重
な

り
、
未
だ
継
続
中
の
巨
大
災
害
を
引
き
起

こ
し
た
。
こ
の
災
害
の
総
括
を
す
る
に
は

あ
ま
り
に
早
い
と
思
う
が
、
こ
の
災
害
を

取
り
巻
く
報
道
の
中
に
、
気
に
な
る
キ
ー

答
え
は
、
そ
れ
な
り
に
説
得
力
を
持
っ
た

も
の
に
見
え
る
。
し
か
し
、
問
題
は
前
半

で
あ
る
。
建
物
を
建
て
る
場
所
に
、
ど
れ

く
ら
い
の
規
模
の
台
風
や
地
震
が
、
ど
の

く
ら
い
の
頻
度
で
発
生
す
る
か
を
、（
前
述

の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
精
緻
さ
に
比
べ

る
と
桁
違
い
に
ア
バ
ウ
ト
な
手
法
で
）
ど

の
く
ら
い
「
不
正
確
」
に
予
測
し
て
い
る

か
、
少
な
く
と
も
一
般
住
民
の
皆
さ
ん

は
、
あ
ま
り
気
に
し
て
い
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
？
従
っ
て
、
建
物
の
設
計
時

に
作
用
さ
せ
る
べ
き
力
（
荷
重
）
は
、
そ

れ
な
り
に
大
き
な
安
全
率
（
余
裕
）
を
持

つ
「
え
い
や
っ
！
」
の
数
値
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
こ
の
あ
た
り
の
曖
昧
な
部
分

を
十
分
理
解
し
て
災
害
に
備
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
。
住
民
の
皆
さ
ん
は
、

設
計
者
や
売
り
手
の
「
○
○
程
度
の
地
震

で
あ
れ
ば
、
安
全
で
す
」
と
い
う
言
葉
を

正
確
に
理
解
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
決

し
て
、「
起
こ
り
う
る
全
て
の
地
震
に
対
し

て
安
全
で
す
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
は
ず

で
あ
る（
言
っ
て
い
た
ら
そ
れ
は
詐
欺
で

あ
る
）。

　

１
９
９
５
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災

は
、
20
万
棟
の
住
宅
の
倒
壊
と
、
そ
れ
に

伴
う
５,
５
０
０
人
を
超
え
る
死
者
が
発

生
し
た
災
害
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
振
り

返
っ
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
事
は
、

阪
神
地
区
が
震
度
７
の
揺
れ
に
見
舞
わ
れ

る
リ
ス
ク
が
あ
っ
た
か
？
あ
る
い
は
、
そ

れ
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
答
え
は
“
イ
エ
ス
”
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
我
が
国
の
建
築
基
準
法
に
も
地
震
に

関
す
る
地
域
係
数
と
い
う
も
の
が
導
入
さ

ワ
ー
ド
が
出
て
く
る
の
で
、
ま
ず
は
そ
れ

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
は
、『
想
定
』
で
あ
る
。
例
え
ば
、政
府

は
東
北
地
方
で
こ
の
よ
う
な
巨
大
地
震
が

発
生
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
の
か
？

あ
る
い
は
、「
今
回
の
津
波
は
想
定
を
遙

か
に
超
え
た
大
き
な
津
波
で
あ
っ
た
」
と

か
、「
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
想
定
し
て
い
な
い
事

態
で
あ
っ
た
の
で
対
処
が
遅
れ
た
」
な
ど

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
や
レ
ポ
ー
ト

に
お
け
る
『
想
定
』
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

記
者
や
レ
ポ
ー
タ
ー
の
考
え
る
『
想
定
』

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
我
々
工
学
者
に

東
日
本
大
震
災
を
う
け
て

想
定
と
は
？

～東日本大震災をはじめとする過去の災害に学ぶ～

大地震
 大津波災害に

      そなえる

大地震
 大津波災害に

      そなえる

大地震
 大津波災害に

      そなえる

大地震
 大津波災害に

      そなえる
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阪
神
・
淡
路
大
震
災
は「
想
定
内
」
災
害
か
？
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失
と
の
試
算
も
あ
る
。）

　

今
回
の
東
日
本
大
震
災
を
う
け
て
、
こ

の
想
定
の
是
非
論
が
現
在
も
国
レ
ベ
ル
で

議
論
が
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る

が
、
我
々
住
民
は
、
や
は
り
東
北
の
教
訓

を
基
に
、
起
こ
る
確
率
は
と
も
か
く
、
起

こ
り
う
る
こ
と
を
し
っ
か
り
認
識
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
う
。
我
々
三
重
県
で
起
こ

り
そ
う
な
災
害
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
阪
神
・

淡
路
大
震
災
の
よ
う
に
強
い
震
動
で
大
き

な
被
害
が
出
た
後
、
東
日
本
大
震
災
の
よ

う
な
大
津
波
に
（
特
に
県
南
部
の
地
域
で

は
）
襲
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
県

や
市
町
が
発
行
し
て
い
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
な
ど
は
、
単
に
自
宅
や
職
場
が
津
波
の

浸
水
域
に
あ
る
か
な
い
か
だ
け
を
確
認
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
浸
水
の
想
定
は
あ

く
ま
で
も
想
定
で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
も

起
こ
り
う
る
と
い
う
目
で
マ
ッ
プ
を
見
直

し
て
も
ら
い
た
い
、
例
え
ば
、
一
体
ど
の

よ
う
な
地
域
に
浸
水
の
危
険
が
あ
っ
て
、

よ
り
津
波
が
大
き
か
っ
た
場
合
は
、
ど
こ

ま
で
浸
水
し
そ
う
な
の
か
？
あ
る
い
は
、

そ
ん
な
と
き
に
は
、
ど
ち
ら
の
方
向
へ
ど

の
道
を
通
っ
て
避
難
す
れ
ば
よ
い
か
等
を

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
使
っ
て
家
族
で
検
討

し
て
ほ
し
い
。
今
後
、
新
し
い
想
定
に
基

れ
て
い
て
、
阪
神
地
区
は
、
地
震
発
生
危

険
度
が
日
本
の
中
で
最
も
高
い
と
さ
れ
る

エ
リ
ア
に
属
し
て
い
た
（
い
ま
も
属
し
て

い
る
）。従
っ
て
、
地
震
の
リ
ス
ク
は
想
定

内
で
あ
る
。
で
は
、
阪
神
地
区
が
震
度
７

の
揺
れ
に
見
舞
わ
れ
た
ら
、
こ
れ
だ
け
の

住
宅
が
倒
壊
し
多
数
の
死
者
が
出
る
こ
と

は
想
定
さ
れ
て
い
た
か
？
こ
れ
に
つ
い
て

も
答
え
は
“
イ
エ
ス
”
で
あ
る
。
つ
ま
り

こ
の
エ
リ
ア
に
は
、
１
９
８
１
年
に
改
正

さ
れ
た
新
耐
震
基
準
を
満
足
し
な
い
、
い

わ
ゆ
る
既
存
不
適
格
の
建
物
が
多
数
存
在

す
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
し
、
そ
れ
ら

が
震
度
７
の
揺
れ
に
さ
ら
さ
れ
れ
ば
、
い

と
も
簡
単
に
倒
壊
す
る
こ
と
は
、
専
門
家

は
皆
わ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
証

拠
に
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
被
害
を
受

け
て
、
建
物
の
耐
震
基
準
の
改
訂
は
原
則

的
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
建
物
の
分
野
で

行
っ
た
こ
と
は
、「
建
築
物
の
耐
震
改
修
の

促
進
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
・
施
行
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
既
存
不
適
格
建
物
の
改

修
を
推
進
し
、
阪
神
・
淡
路
の
轍
を
踏
ま

な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
国
の
防
災
施
策

の
柱
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地

域
に
お
け
る
地
震
・
津
波
災
害
の
『
想

定
』
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
？
２
０
０
４
年

に
国
は
「
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海

溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進

に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
制
定
し
、
対

策
を
進
め
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
地

震
・
津
波
の
リ
ス
ク
は
十
分
認
識
し
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
上
、
２
０
０
６
年

に
は
中
央
防
災
会
議
の
専
門
調
査
会
か

ら
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
『
想
定
』
が
出

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ

で
想
定
さ
れ
て
い
た
「
地
震
動
」
は
、

北
海
道
を
除
く
と
「
三
陸
沖
北
部
の
地

震
M
8.3
」、「
宮
城
県
沖
の
地
震
M
7.6
（
陸

側
）」の
み
で
、
３
月
11
日
に
発
生
し
た

地
震
の
規
模
に
は
程
遠
い
。
ま
た
、
津
波

被
害
の
想
定
に
用
い
ら
れ
て
い
た
地
震
動

は
、「
三
陸
沖
北
部
の
地
震
M
8.4
」、「
宮
城

県
沖
の
地
震
M
8.2
（
連
動
）」、「
５
０
０
年

間
隔
地
震
M
8.4
」
お
よ
び
「
明
治
三
陸
タ

イ
プ
地
震
M
8.6
」
と
地
震
被
害
の
想
定
に

用
い
ら
れ
た
地
震
動
よ
り
は
若
干
大
き
め

で
は
あ
る
が
、
や
は
り
実
際
に
起
こ
っ
た

地
震
に
は
程
遠
い
。
こ
れ
を
持
っ
て
、
地

震
学
者
（
理
学
者
）
の
「
想
定
が
甘
か
っ

た
」
と
責
め
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
前
述
の
通
り
、
災
害
の
想
定
に
お
け

る
工
学
の
精
度
と
理
学
の
精
度
は
全
く

違
っ
た
次
元
に
あ
り
、
責
め
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
実
際
に
発
生
し
た
被
害
に
つ
い

て
み
る
と
、
地
震
動
そ
の
も
の
に
よ
る
被

害
は
、
地
震
規
模
の
大
き
さ
が
想
定
を
遙

か
に
超
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各

地
の
震
度
は
そ
れ
ほ
ど
想
定
を
大
幅
に
超

え
た
も
の
に
は
な
ら
ず
、
被
害
も
（
津
波

浸
水
に
よ
っ
て
正
確
に
は
地
震
動
に
よ
る

被
害
の
み
を
分
離
す
る
こ
と
は
困
難
で
は

あ
る
が
）
想
定
と
桁
違
い
で
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
逆
に
津
波
に
つ
い
て
は
、
多

く
て
も
数
千
人
の
死
者
と
い
う
想
定
に
対

し
、
実
際
に
は
２
万
５
千
人
余
の
死
者
お

よ
び
行
方
不
明
者
を
数
え
て
お
り
、
や
は

り
想
定
を
遙
か
超
え
る
被
害
と
な
っ
た
。

津
波
の
浸
水
エ
リ
ア
お
よ
び
浸
水
の
深
さ

お
よ
び
遡
上
高
に
つ
い
て
は
、
想
定
と
実

際
の
違
い
に
つ
い
て
、
今
後
の
検
証
結
果

を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
我
々
研
究
室

の
現
地
調
査
の
印
象
か
ら
言
う
と
、
岩
手

県
お
よ
び
宮
城
県
の
北
部
女
川
町
辺
り
ま

で
の
リ
ア
ス
式
海
岸
が
続
く
地
域
で
は
、

一
部
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、（
も
ち
ろ
ん

津
波
の
高
さ
や
遡
上
の
高
さ
は
異
な
る

が
）
浸
水
範
囲
は
そ
れ
ほ
ど
想
定
と
ず
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
に
対

し
、
石
巻
市
か
ら
南
部
の
平
野
部
の
浸
水

域
は
、
お
そ
ら
く
想
定
よ
り
遙
か
に
広

か
っ
た
と
思
う
。

　

現
在
、
三
重
県
の
地
域
防
災
計
画
で

は
、
こ
の
地
方
で
起
こ
る
最
大
の
地
震
・

津
波
災
害
と
し
て
「
東
海
・
東
南
海
・
南

海
地
震
」
の
連
動
発
生
M
8.7
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
の
中
で
、
こ
の
地
震
に
伴
う
死
者

の
想
定
は
、
最
大
で
、
揺
れ
に
よ
る
死
者

は
１,
７
０
０
人
程
度
、
津
波
に
よ
る
死

者
は
３,
０
０
０
人
程
度
と
し
て
い
る
。

（
全
国
的
に
は
、
２
万
５
千
人
程
度
の
死

者
、
お
お
よ
そ
80
～
85
兆
円
の
経
済
的
損
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三重大学大学院工学研究科
准教授

プロフィール

東
日
本
大
震
災
と
想
定

三
重
県
に
お
け
る
想
定
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２
０
１
１
年
６
月
２
日
（
木
）、津
市
栄

町
・
三
重
地
方
自
治
労
働
文
化
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
、
三
重
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン

タ
ー
２
０
１
１
年
度
定
期
総
会
が
開
催
さ

れ
た
。

　

当
日
は
、
当
セ
ン
タ
ー
北
岡
勝
征
理
事

長
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
来
賓
の
三
重
県
政

策
部
理
事　

梶
田
郁
郎
氏
（
三
重
県
知
事

代
理
）、自
治
労
三
重
県
本
部
中
央
執
行
委

員
長　

浜
中
正
幸
氏
よ
り
祝
辞
が
あ
り
、

そ
の
後
、
総
会
議
長
と
し
て
承
認
さ
れ
た

三
重
県
職
員
労
働
組
合　

飛
田
哲
也
氏
に

よ
っ
て
議
事
が
進
め
ら
れ
た
。

　

当
セ
ン
タ
ー
会
員
総
数
１
３
１
（
団
体

及
び
個
人
会
員
）中
、
委
任
状
を
含
む
出

席
が
73
あ
り
、
こ
の
総
会
の
成
立
が
確
認

さ
れ
た
後
、
事
務
局
よ
り
２
０
１
０
年
度

経
過
報
告
・
決
算
報
告
・
会
計
監
査
報
告

が
行
わ
れ
た
。

　

続
い
て
、
第
１
号
議
案　

２
０
１
１
年

度
活
動
方
針
（
案
）
が
提
案
さ
れ
た
。
基

本
指
針
と
し
て
、
地
方
自
治
に
関
す
る
調

査
研
究
・
政
策
提
言
を
行
い
、
研
究
会
や

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
・
講
演
会
を
開
催
す
る
と
共

に
研
究
成
果
を
広
く
出
版
物
及
び
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表
し
て
い
く
。
具
体
的

な
研
究
事
業
と
し
て
は
、
昨
年
度
か
ら
の

継
続
事
業
で
あ
る
「
市
町
村
合
併
検
証
研

究
会
」
及
び
「
地
方
財
政
研
究
会
」
を
開

催
し
、
新
規
事
業
と
し
て
、
県
内
の
ま
ち

づ
く
り
の
現
場
を
実
際
に
歩
き
、
刺
激
を

受
け
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く

り
を
模
索
す
る
「
歩
く
ま
ち
づ
く
り
研
究

会
」
を
検
討
し
て
い
く
。
ま
た
、
刷
新
し

た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
活
か
さ
れ
る
よ
う
、

ブ
ロ
グ
を
通
し
て
研
究
活
動
や
講
演
会
・

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
の
状
況
の
更
新
に
努

め
、
間
も
な
く
完
成
す
る
当
セ
ン
タ
ー
製

作
の
D
V
D
「
新
し
い
地
方
自
治
へ
の
挑

戦
」
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
機

関
紙
を
活
用
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
マ
ス
コ
ミ
等
に
報
道
依
頼
を
行
う
と

と
も
に
、
自
治
研
セ
ン
タ
ー
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
活
か
し
、
全
国
的
な
普
及
を
目

指
す
。

　

次
に
第
２
号
議
案　

２
０
１
１
年
度
予

算
（
案
）
及
び
第
３
号
議
案　

一
時
借
入

金
の
最
高
限
度
額
に
つ
い
て
（
案
）
が
一

括
提
案
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
ま
た
第
４

号
議
案　

役
員
改
選
（
案
）
に
つ
い
て

は
、
採
決
の
結
果
、
満
場
一
致
で
承
認
さ

れ
、
新
役
員
を
代
表
し
て
笹
井
健
司
副
理

事
長
が
就
任
の
あ
い
さ
つ
を
行
い
、
当
総

会
は
閉
会
し
た
。

あいさつする北岡 勝征 理事長

づ
く
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
が
再
度
配
布
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
想
定

と
は
そ
う
い
う
も
の
と
理
解
し
て
お
く
べ

き
で
あ
る
。

　

東
日
本
大
震
災
は
、
未
だ
継
続
中
の
災

害
で
、
こ
の
復
旧
・
復
興
に
は
多
大
な
お

我
々
が
す
べ
き
こ
と

金
と
労
力
が
長
期
間
必
要
で
あ
る
。
政
府

の
試
算
で
は
、
経
済
的
損
失
は
25
兆
円
と

も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
般
会
計

の
当
初
予
算
の
1/3
～
1/4
に
あ
た
る
金
額

で
、
と
て
つ
も
な
い
損
害
で
あ
る
。
我
々

は
、
全
国
民
で
こ
の
災
害
を
様
々
な
形
で

支
え
、
出
来
る
だ
け
速
や
か
に
復
興
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
災
害

は
待
っ
て
く
れ
な
い
か
ら
だ
。
宮
城
沖
地

震
の
30
年
以
内
発
生
確
率
は
99
％
と
言
わ

れ
て
い
た
が
、
東
海
地
震
の
発
生
確
率
は

87
％
、
東
南
海
地
震
は
60
～
70
％
で
あ

る
。
東
北
の
復
興
が
ま
ま
な
ら
な
い
状
態

で
、
我
々
の
地
域
で
想
定
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
大
震
災
が
起
こ
っ
た
ら
、
ま
さ
に
こ

の
国
の
存
亡
の
危
機
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
速
や
か
に
東
北
を
復
興
さ
せ
る
こ
と

と
、
自
分
た
ち
の
被
害
を
最
小
限
に
す
る

努
力
を
、
同
時
に
全
力
で
行
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
我
々
一
人
一
人
が
、
起
こ
り

う
る
災
害
を
出
来
る
だ
け
具
体
的
に
イ

メ
ー
ジ
し
、
そ
の
た
め
に
何
を
す
べ
き

か
、
東
日
本
を
教
訓
に
し
っ
か
り
考
え
行

動
を
起
こ
し
て
ほ
し
い
。

　

定
期
総
会
に
引
き
続
き
、
当
セ
ン
タ
ー

副
理
事
長
の
児
玉
克
哉
氏
に
よ
る
記
念
講

演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
講
演
内
容
を
２

回
に
分
け
て
報
告
し
ま
す
。
今
月
号
は
そ

の
前
半
部
分
で
す
。

　

現
在
の
日
本
社
会
で
明
る
い
話
を
あ
ま

り
聞
き
ま
せ
ん
。
特
に
地
方
自
治
の
関
係

で
は
、
ど
こ
も
明
る
い
話
を
聞
か
な
い
で

す
。
議
員
報
酬
や
職
員
給
与
を
削
減
す
る

こ
と
が
行
政
改
革
だ
と
、
こ
れ
が
手
柄
だ

と
、
こ
の
よ
う
な
話
ば
か
り
で
、
と
に
か

く
後
ろ
向
き
の
姿
勢
が
続
い
て
い
ま
す
。

あ
る
意
味
、
夢
を
実
現
す
る
た
め
の
削
減

で
あ
れ
ば
私
た
ち
は
耐
え
ら
れ
る
話
で
す

が
、
今
の
社
会
は
削
減
率
を
増
や
し
て
い

く
発
想
し
か
な
い
わ
け
で
す
。
今
後
ど
の

よ
う
な
社
会
を
作
っ
て
い
く
の
か
と
い
う

青
写
真
を
誰
も
描
か
な
い
の
で
す
。
い

や
、
描
け
な
い
と
い
う
表
現
の
方
が
正
し

い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

総
会
記
念
講
演
会

総
会
記
念
講
演
会

「
新
し
い
地
方
自
治
へ
の
挑
戦
」

「
新
し
い
地
方
自
治
へ
の
挑
戦
」

先
の
見
え
な
い
社
会

先
の
見
え
な
い
社
会

自
治
研
セ
ン
タ
ー
総
会
開
催
さ
れ
る

自
治
研
セ
ン
タ
ー
総
会
開
催
さ
れ
る
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30
年
位
前
ま
で
、
日
本
社
会
は
今

日
よ
り
も
明
日
が
良
く
な
る
感
じ
が

し
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
自
治
体
の

職
員
に
し
て
も
、
次
に
ど
ん
な
こ
と

が
起
こ
る
の
か
、
次
は
ど
ん
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
予
算
化
さ
れ
る
の
か
と

期
待
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し

今
は
、
ど
ん
な
事
業
や
予
算
が
削
減

さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
時
代
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況

で
将
来
に
繋
が
る
力
が
出
る
の
だ
ろ

う
か
。
削
減
す
る
こ
と
や
何
も
行
動

し
な
い
こ
と
が
一
番
い
い
。
こ
ん
な

社
会
で
い
い
の
か
。
私
た
ち
は
、
ど

の
よ
う
な
夢
を
作
っ
て
い
く
の
か
を
考
え

な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
い
か
に
成
長

モ
デ
ル
や
発
展
モ
デ
ル
を
作
っ
て
い
く
の

か
、
地
域
社
会
の
将
来
像
を
具
体
的
に
見

極
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ど
ん
な
困
難

で
も
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
な

の
で
す
。

　

日
本
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
災
害
の
歴

史
と
言
え
ま
す
。
私
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に

住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
台
風

も
地
震
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
の

場
合
は
台
風
・
地
震
・
津
波
・
洪
水
・
干

害
等
、
様
々
な
災
害
が
揃
っ
て
い
ま
す
。

歴
史
的
に
見
れ
ば
災
害
を
繰
り
返
し
て
き

た
わ
け
で
す
。
日
本
は
災
害
の
度
に
そ
れ

を
乗
り
越
え
て
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
日
本
人
が
強
く
な
っ
て
き
た
と
言

え
ま
す
。
つ
ま
り
災
害
が
あ
る
か
ら
日
本

人
は
勤
勉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

大
変
な
目
に
遭
う
か
ら
こ
そ
、
災
害
に
備

え
て
対
処
す
る
方
法
を
考
え
て
き
た
の
が

日
本
人
で
あ
る
わ
け
で
す
。
色
ん
な
災
害

に
遭
っ
て
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と

が
日
本
人
に
は
出
来
る
の
で
す
。
し
か

し
、
現
在
は
そ
の
希
望
が
感
じ
ら
れ
ま
せ

ん
。
特
に
地
方
自
治
は
悪
化
の
一
途
を

辿
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
20
年
間
は
一
貫
し

て
悪
く
な
る
状
態
で
、
今
年
や
来
年
は
大

変
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
ま

す
。
国
家
公
務
員
の
給
与
は
10
％
削
減
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
も
他
人

事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
将
来
に
対
す

る
展
望
が
必
要
で
す
。
財
政
的
に
あ
る
程

度
の
削
減
が
必
要
な
こ
と
は
皆
が
理
解
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
削
減
す
る
の
で
あ

れ
ば
将
来
に
対
す
る
展
望
を
明
ら
か
に
し

な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
今
の
日
本
に
は
そ

の
展
望
が
描
け
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
私
た
ち
自
治
体
職
員
に
出
来
る
か
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

（
次
号
に
つ
づ
く
）

困
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
日
本
人

困
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
日
本
人

将
来
を
展
望
す
る

将
来
を
展
望
す
る

講演する児玉 克哉氏

栗城　史多 著／サンクチュアリ出版
　栗

くり

城
き

 史
のぶかず

多という青年をご存知だろうか？現在 29 歳、世界７大陸
最高峰のうち６大陸（残すはエベレストのみ）を制覇した若い登山
家である。著者の場合は、登山の基本的な部分を一人で実行する
ところに他の登山家との大きな違いがある。エベレストにおいても
単独での挑戦はもちろんのこと、8,000 ｍ級登山には不可欠な酸
素ボンベを携帯せず、その模様をインターネット上で動画配信する
といった日本人としては前例のない試みを続けている。
　今までの常識を打ち破り、新しいことに挑戦しようとする冒険家
の中でも、著者は異色の存在と言えるが、自分自身のことを「とり
わけ運動神経がよいわけではない」「人見知りな性格だ」とネガティ
ブな評価をしている。実は登山家になりたいと思ったことがないら
しい。あえて言うなら「自分の知らない世界を見たかった」からだと。
また少し前まで“ニート”であったとカミングアウトしている。良く
も悪くも“最近の若者”なのだ。そんな著者に周囲の人々が惹き
つけられる魅力は一体どこから生まれるのだろうか。
　本書で著者は「夢には叶う夢と叶わない夢がある」と述べてい
る。叶わない夢は自己満足で誰も幸せにならないもの、叶う夢は
自分も周りも幸せになるもの。また、夢を叶えるためには「共感」
が必要だとも述べている。ネット中継にこだわる理由もこの「共感」
のためだと言える。登頂という自ら作った大きな壁（目標）を乗り
越える過程を、嘘偽り無く伝えることで周りの人々の興味を集め、
それが次第に応援へと変化していく。間接的ではあるものの、著
者の冒険に参加することで、目標達成時の喜びや感動が自分のこ
とのように「共感」できる。何事も諦めない限り、可能性は無限
に広がっていることを身を持って気付かせてくれる。

　さて、この「共感」は、各地の自治体
で行っている“まちづくり”や“地域再生”
を例とする住民との協働事業におけるキー
ワードではないか。実施当初から行政と住
民との「共感」が生まれていたら、たとえ
予算や時間を費やす事業となっても、民意
は揺らぐことなく、結果的には素晴らしい
成果が生まれるだろう。今回の震災後の
対策にしても、各自治体の復興計画が国や県の画一的な施策の押
し付けであって、住民の意見や地域性を考慮しない形で実行される
としたら、真の復興に繋がらないだろう。
　近年、地方分権が叫ばれ、地域の自主性と行動力が要求される中、
自治体職員に求められていることは、住民が何を考え、どんなサー
ビスを望んでいるかを積極的に収集することだと言われている。加
えて、一途に目標に挑み続けて、その姿勢が周囲の賛同を得られ
る著者のような魅力が備わっていたならば、互いの相乗効果により、
期待以上のサービスを提供できるのではないだろうか。
　本書には今回紹介した以外にも、人生や仕事のヒントになるよう
な言葉が点在しており、新社会人から管理職まで幅広い世代の方々
にお勧めしたい。
　著者のエベレスト挑戦は 2009 年、2010 年と過去に２度挑戦
したが、あと一歩のところで断念している。結果も大事だが、今後
も挑戦し続ける著者を陰ながら応援しつつ、こちらも勇気を頂戴
したいと思う。

（主任研究員　小林久晃）

『「NO LIMIT」自分を超える方法』


