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２
０
１
１
年
３
月
11
日
。
三
陸

沖
を
震
源
と
し
、
日
本
で
の
観
測

史
上
最
大
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
9.0

の
巨
大
地
震
が
発
生
し
た
。
こ
の

地
震
で
、
宮
城
県
内
で
は
震
度
７
、

埼
玉
県
内
で
も
震
度
６
弱
の
強
い

揺
れ
が
観
測
さ
れ
た
。
地
震
と
、

そ
れ
に
伴
う
大
津
波
の
発
生
に
よ

り
、
東
北
地
方
の
沿
岸
部
を
中
心

に
、
約
２
万
人
の
人
び
と
が
死
者
・

行
方
不
明
者
と
な
り
、
12
万
棟
以

上
も
の
住
宅
が
全
壊
し
た
。　

　

あ
の
日
か
ら
ま
も
な
く
一
年
。

東
日
本
大
震
災
や
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
、
岩
手

県
、
宮
城
県
、
福
島
県
の
７
万
人

以
上
の
人
び
と
は
、
今
も
な
お
県

内
や
県
外
へ
避
難
し
、
職
業
や
大

切
な
人
を
失
っ
た
不
安
、
ス
ト
レ

ス
と
向
き
合
っ
て
い
る
。　

     

　

自
然
災
害
は
、
必
ず
繰
り
返

す
。
今
回
の
よ
う
な
災
害
が
起

き
た
時
、
被
害
を
最
小
限
に
お
さ

え
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
東
日
本

大
震
災
の
教
訓
を
ど
う
生
か
す
の

か
。
大
切
な
命
を
守
る
た
め
に
何

を
『
意
識
』
し
、
ど
の
よ
う
に
『
備

え
』
れ
ば
よ
い
の
か
。
私
た
ち
一

人
ひ
と
り
に
で
き
る
こ
と
を
考
え

て
み
た
い
。

発生日時　　平成23年3月11日14時46分
震　　源　　三陸沖（北緯38度1分、東経142度9分）
震源の深さ　24km
地震の規模　マグニチュード9.0
最大震度　　宮城県栗原市で震度7
人的被害　　死者16,079名、行方不明者3,499名
建築物被害　全壊約12万棟、半壊約19万棟
※平成23年11月11日時点
総務省消防庁ホームページ『平成23年版消防白書』より
ｈ http://www.fdma.go.jp/

の
巨
大
地
震
が
発
生
し
た
。
こ
の

地
震
で
、
宮
城
県
内
で
は
震
度
７
、

埼
玉
県
内
で
も
震
度
６
弱
の
強
い

揺
れ
が
観
測
さ
れ
た
。
地
震
と
、

持
ち
続
け
た
い
「
意
識
」
と
「
備
え
」

―
 

災
害
か
ら
自
分
の
身
を
守
る
た
め
に
何
が
出
来
る
の
か ―

平成23年５月24日撮影
宮城県気仙沼市

東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の概要
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持ち続けたい「意識」と「備え」特集　

　

東
日
本
大
震
災
後
、
防
災
に
対
す
る

人
び
と
の
意
識
は
ど
う
変
わ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
震
災
か
ら
約
半
年
後
に
、

朝
日
新
聞
社
、
産
経
新
聞
社
、
日
本
経

済
新
聞
社
、
毎
日
新
聞
社
、
読
売
新
聞

社
が
共
同
で
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、

震
災
・
原
発
事
故
以
降
の
防
災
意
識

が
、「
高
ま
っ
た
」
と
回
答
し
た
人
は

47
・
８
パ
ー
セ
ン
ト
で
、「
ま
あ
高
ま
っ

た
」
と
い
う
人
の
42
・
６
パ
ー
セ
ン
ト

と
合
わ
せ
て
、
９
割
以
上
の
人
が
防
災

意
識
の
高
ま
り
を
自
覚
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

　

で
は
、
東
日
本
大
震
災
を
機
に
、
人

び
と
は
、
災
害
に
備
え
て
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
の
か
。
イ
ン

タ
ー
ワ
イ
ヤ
ー
ド
株
式
会
社
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
２
０
１
１
年
４
月
２

日
か
ら
21
日
に
か
け
て
行
っ
た
『
震
災

後
の
意
識
変
化
に
関
す
る
調
査
』
に
よ

る
と
、「
防
災
グ
ッ
ズ
・
防
災
セ
ッ
ト

を
購
入
し
た
」
人
の
数
は
、
東
北
・
関

東
地
方
で
は
４
割
以
上
と
な
り
、
そ
の

他
の
地
域
に
比
べ
て
防
災
意
識
が
高

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。　

　

さ
ら
に
、
同
調
査
で
は
震
災
後
、「
家

族
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ

い
て
も
変
化
が
見
ら
れ
た
。「
家
族
で

震
災
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
」
と
答

え
た
人
の
割
合
は
、
東
北
地
方
で
55
・

６
パ
ー
セ
ン
ト
、
関
東
地
方
で
54
・
５

パ
ー
セ
ン
ト
と
そ
れ
ぞ
れ
で
５
割
を

超
え
、
そ
の
他
の
地
域
で
も
４
割
を
超

え
た
。
ま
た
、「
震
災
時
の
連
絡
手
段

を
決
め
て
お
い
た
」、「
震
災
時
の
避
難

場
所
を
決
め
て
お
い
た
」
と
す
る
人
も

東
北
地
方
で
お
よ
そ
２
割
、
関
東
地
方

で
は
３
割
以
上
に
の
ぼ
っ
た
。

　

自
然
災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
予
測

出
来
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
、
家
族
と

離
れ
て
ひ
と
り
で
い
る
と
き
に
起
こ

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
時
、
そ
れ
ぞ

れ
が
ど
こ
に
避
難
す
る
の
か
、
ど
う
い

う
行
動
を
と
れ
ば
よ
い
の
か
を
家
庭

内
で
話
し
合
っ
て
お
く
こ
と
も
、
防
災

グ
ッ
ズ
の
準
備
と
合
わ
せ
て
、
日
ご
ろ

か
ら
で
き
る
災
害
へ
の
備
え
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。

「
防
災
意
識
が
高
ま
っ
た
」
が
９
割

東北（ｎ＝ 139）

関東（ｎ＝ 4,658）

それ以外の
地域（ｎ＝ 5,108）

43.9％

42.7％

18.4％

震災・原発事故以降の防災に対する意識

高まった　
47.8％

まあ
高まった
42.6％
　

あまり高まって
いない
8.2％　

高まっていない 1.4％　 震
災
後
、
防
災
意
識
は
ど
う
変
わ
っ
た
の
か

「
防
災
グ
ッ
ズ
」
と
「
家
族
防
災
会
議
」

意識consciousness

調査：新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」

※回答者は、首都圏と近畿に住む1,941人

第一団地自主防災委員会
久保　きく　代表

調査：インターワイヤード株式会社調べ「震災後の意識変化に関する調査」
※ｎは、回答者数（人）

0　　   10　　  20　　  30　　  40　　  50

災害に備え、自分で何が出来るかを考えておくことが大切。
　

第
一
団
地
自
主
防
災
委
員
会

で
は
、
震
災
以
前
か
ら
、
放
送

や
パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ
り
、
避
難

の
仕
方
や
い
ざ
と
い
う
時
の
備

え
に
つ
い
て
啓け

い
は
つ発

を
行
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
震
災
前
は
防
災

グ
ッ
ズ
な
ど
も
そ
れ
ほ
ど
揃そ

ろ

え

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
後

は
意
識
し
て
揃
え
な
く
て
は
い

け
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

災
害
が
起
き
た
ら
ま
ず
は
自

分
と
家
族
の
安
全
を
守
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
そ
の
う
え
で
、

多
く
の
人
が
地
域
の
手
助
け
を

出
来
る
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
と

考
え
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

地
域
の
人
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ

に
、
自
分
で
何
が
出
来
る
か
を

考
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
災
害
時
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

作
り
、
い
つ
も
見
え
る
場
所
に

貼
っ
て
覚
え
て
お
く
な
ど
、
各

自
が
工
夫
を
し
て
、
災
害
に
備

え
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

Q．震災後、防災グッズ・防災セットを購入したか？
　「あてはまる」「ややあてはまる」と回答したもの
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　川角小学校
都
つづき

築　敦
あつお

郎　教諭

想
定
外
に
備
え
る　
　

　　　

東
日
本
大
震
災
で
は
、防
災
マ
ッ
プ

上
で
避
難
所
に
指
定
さ
れ
て
い
た
場

所
で
津
波
に
流
さ
れ
た
事
例
が
数
多

く
見
ら
れ
た
。「
津
波
は
こ
こ
ま
で
は

来
な
い
だ
ろ
う
」、「
こ
の
場
所
へ
逃
げ

れ
ば
大
丈
夫
」
と
の
判
断
か
ら
、
多
く

の
命
が
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
た

と
え
安
全
地
帯
と
い
わ
れ
て
い
る
場
所

で
あ
っ
て
も
、
危
険
が
全
く
な
い
と
は

限
ら
な
い
。
今
後
大
規
模
な
災
害
が
起

き
た
と
き
に
は
、
想
定
に
捉と

ら

わ
れ
な
い
判

断
を
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

　　

町
で
は
、『
毛
呂
山
町
地
域
防
災
計

画
』
を
定
め
、
地
震
に
対
す
る
備
え
の

ほ
か
、
台
風
や
集
中
豪
雨
に
よ
る
水
害

な
ど
に
備
え
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
東
日
本
大
震
災
が

こ
れ
ま
で
の
想
定
を
は
る
か
に
超
え
る

よ
う
な
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
反
省

か
ら
、
自
治
体
に
お
け
る
防
災
計
画
の

見
直
し
が
、
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
。

埼
玉
県
で
は
、
昨
年
11
月
に
『
埼
玉
県

地
域
防
災
計
画
』
を
改
正
し
た
。
毛
呂

山
町
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
想
定

を
上
回
る
災
害
に
備
え
、
町
民
の
命
と

財
産
を
守
る
た
め
に
、
早
急
に
防
災
計

画
の
見
直
し
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

　　

想
定
外
の
災
害
に
備
え
て
、
危
険
な

場
所
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
く
、
水
や

町
立
小
学
校
の
避
難
訓
練

　

12
月
と
１
月
に
、
町
内
の
４
つ
の
町

立
小
学
校
で
避
難
訓
練
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
避
難
訓
練
は
毎
年
行
わ
れ
、
地
震

発
生
後
に
火
災
が
起
き
た
こ
と
を
想
定

し
た
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し

こ
こ
数
年
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
教
室

か
ら
避
難
す
る
だ
け
の
訓
練
か
ら
様
ざ

食
糧
を
備び

ち
く蓄

し
て
お
く
な
ど
、
私
た
ち

が
自
分
で
出
来
る
こ
と
も
あ
る
。
災
害

が
起
き
た
と
き
、
自
分
の
身
を
、
ひ
い

て
は
家
族
や
地
域
を
守
れ
る
か
ど
う
か

は
、一
人
ひ
と
り
の
「
自
分
を
守
る
力
」

に
か
か
っ
て
く
る
。
日
ご
ろ
か
ら
、
想

定
外
を
意
識
し
た
「
備
え
」
を
し
て
お

き
た
い
。　

　毛呂山小学校では、避難訓練が抜き打
ちで行われた。子どもたちは、「地震発生」
の突然の放送とともに、校庭の中央に集
められた。約３分で全員が避難を終えた。

　煙の体験。低学年の児童は、「火災の
ときは低い姿勢をとり、煙を吸い込ま
ないこと」「地震の揺れがおさまってか
ら火を消すこと」などを消防署員から
教わった。

ま
な
想
定
の
も
と
に
行
わ
れ
る
訓
練

へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
現
在
、

文
部
科
学
省
に
お
い
て
も
、
新
た
な
防

災
教
育
が
模
索
さ
れ
て
お
り
、
来
年
度

以
降
、
「
子
ど
も
自
身
が
考
え
、
い
ざ

と
い
う
時
に
行
動
で
き
る
よ
う
な
防

災
教
育
」
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

備えpreparation

　

災
害
は
想
定
を
超
え
る

　
『
地
域
防
災
計
画
』
を
見
直
す

　

自
分
を
守
る
防
災
力
を
高
め
る

子どもが自分で身を守るためには、練習と知識が必要。
　

川
角
小
学
校
で
は
、
年
３
回

の
避
難
訓
練
を
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
、
さ
ら
に
、
緊
急
地

震
速
報
を
聞
い
て
机
の
下
に
隠

れ
る
練
習
を
加
え
ま
し
た
。

　

休
み
時
間
に
抜
き
打
ち
で
実

施
す
る
避
難
訓
練
も
あ
り
、
教

室
、
階
段
、
ト
イ
レ
、
校
庭
な

ど
各
場
所
で
の
安
全
な
避
難
行

動
に
つ
い
て
、
事
前
指
導
を
し

て
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
は
、
下
校
時
、
外
出

時
、
留
守
番
の
時
な
ど
ひ
と
り

だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
時
が
あ

り
ま
す
。
学
校
で
は
、
ど
ん
な

時
で
も
自
分
で
考
え
て
、
最
善

の
行
動
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
指
導
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
学
校
で
の
練
習
や
学

習
に
加
え
て
、
地
域
や
家
庭
で

の
災
害
に
備
え
た
具
体
的
な
知

識
も
必
要
で
す
。
避
難
場
所
、

非
常
時
の
持
ち
出
し
品
、
互
い

の
連
絡
方
法
な
ど
を
知
識
と
し

て
持
つ
こ
と
も
必
要
な
こ
と
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
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ま
ず
は
、
自
分
の
身
の
安
全
を

井上　健次　毛呂山町長

　

思
い
も
寄
ら
な
い
災
害
が
起
き
た
と

き
に
は
、
第
一
に
、
自
分
の
身
の
安
全

を
自
分
で
守
る
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り

大
切
で
す
。
そ
の
次
に
、
自
分
の
家
族
、

隣
近
所
、
地
域
の
安
全
は
ど
う
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。
ま
ず
は
自
分

が
大
丈
夫
で
あ
っ
て
こ
そ
、
周
囲
の
人

の
安
全
を
守
っ
た
り
、
消
火
な
ど
で
二

次
的
災
害
を
防
い
だ
り
す
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。

　

自
分
の
身
を
守
る
と
は
、
例
え
ば
、

柱
が
多
い
所
や
落
下
物
が
少
な
い
安
全

な
場
所
へ
避
難
す
る
こ
と
で
す
。
子
ど

も
で
あ
っ
て
も
、
お
年
寄
り
で
あ
っ
て

も
、
各
自
が
そ
の
人
な
り
に
、
自
分
の

安
全
を
守
る
「
意
識
」
を
普
段
か
ら
持

つ
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
人
り
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と

は
、
ま
ず
、
地
震
に
備
え
て
、
建

物
の
耐
震
化
を
行
う
こ
と
や
、
家

具
が
転
倒
し
な
い
措
置
を
と
っ
て

お
い
た
り
、
落
下
物
を
固
定
し
た
り

す
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
持
病
の
あ
る

人
は
飲
ん
で
い
る
薬
を
ま
と
め
て
、
い

自
分
が
大
丈
夫
で
あ
っ
て
こ
そ
、

次
の
ス
テ
ッ
プ
に
す
す
め
る

つ
で
も
持
ち
運
べ
る
状
態
に
し
て
お
く

こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
れ
が
「
備
え
」

で
す
。

　

ま
ず
は
し
っ
か
り
と
し
た
「
意
識
」、

そ
し
て
身
を
守
る
た
め
の
「
備
え
」
こ

そ
が
重
要
で
す
。

　　　

家
具
の
転
倒
防
止
な
ど
、
各
自
で
取

り
組
め
る
も
の
（
自
助
）
と
、
見
守
り

隊
な
ど
地
区
で
で
き
る
こ
と
（
共
助
）、

そ
し
て
、
町
と
し
て
ハ
ー
ド
面
を
強
化

し
て
い
く
こ
と
（
公
助
）
。
こ
れ
ら
の

３
つ
を
別
々
の
も
の
と
捉と

ら

え
て
そ
れ
ぞ

れ
分
析
し
、
３
つ
の
輪
が
同
じ
く
ら
い

の
バ
ラ
ン
ス
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
、

全
て
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

町
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。　

安
心
は
「
自
助
」「
共
助
」「
公
助
」

の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
生
ま
れ
る
も
の

自
分
の
命
を
守
る
た
め
に

一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と

お
い
た
り
、
落
下
物
を
固
定
し
た
り

す
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
持
病
の
あ
る

人
は
飲
ん
で
い
る
薬
を
ま
と
め
て
、
い

す
。　

　

自
然
災
害
は
、
必
ず
繰
り
返

さ
れ
る
も
の
だ
。
そ
し
て
、
想

定
を
は
る
か
に
超
え
る
規
模
の

災
害
が
起
き
る
こ
と
も
あ
り
得

る
。

　

想
定
外
の
事
態
に
は
、
そ
れ

ま
で
の
常
識
で
は
対
処
し
き
れ

な
い
こ
と
も
出
て
く
る
。
防
災

マ
ッ
プ
や
避
難
訓
練
な
ど
で
、

災
害
へ
の
対
処
方
法
を
学
ん
で

お
く
こ
と
は
大
切
な
「
備
え
」
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
捉と

ら

わ

れ
な
い
柔
軟
さ
も
必
要
で
あ
る
。

　

今
回
の
特
集
で
は
、
東
日
本

大
震
災
の
前
と
後
で
、
防
災
に

対
す
る
意
識
や
取
組
が
ど
の
よ

う
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
か

を
取
り
上
げ
た
。
防
災
に
対
す

る
『
意
識
』
を
日
ご
ろ
か
ら
持

ち
続
け
、
「
も
し
、
い
ま
、
こ
こ

で
災
害
が
起
こ
っ
た
ら
」
と
い

う
目
で
身
の
周
り
の
環
境
を
見

直
し
て
み
る
こ
と
、
そ
し
て
、

周
囲
の
人
と
ア
イ
デ
ア
を
出
し

合
い
、
新
し
い
『
備
え
』
を
構

築
し
て
い
く
こ
と
が
、
自
分
を

守
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く

の
だ
と
思
う
。

持ち続けたい「意識」と「備え」特集　
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