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小
豆
島
の
土
石
流
災
害

ー

は

じ

め

に

小
豆
島
は
、
香
川
県
北
部
の
海
上
に
浮
か
ぶ
瀬
戸
内
海
国
立
公
園
の
中
で
も
代
表
的
な
観
光
島
で
あ
る
。
展
望
絶
佳
な
熔
岩
台
地
と
そ

れ
を
刻
む
寒
震
渓
な
ど
の
名
勝
を
有
し
、
ま
た
お
遍
路
さ
ん
や
二
十
四
の
瞳
の
舞
台
と
し
て
、
さ
ら
に
は
オ
リ
ー
ブ
や
電
照
菊
の
島
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
雨
の
少
な
い
瀬
戸
内
気
候
区
に
属
し
平
素
は
む
し
ろ
干
魁
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
の
島
に
、
一
九
七
四
年
七

月
と
一
九
七
六
年
九
月
の
二
回
に
わ
た
っ
て
豪
雨
が
襲
い
、
死
者
多
数
を
含
む
大
き
な
被
害
を
生
じ
た
。
そ
の
実
態
や
要
因
に
は
、
山
地

が
多
い
日
本
の
水
災
害
の
縮
図
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
今
後
の
災
害
の
進
化
を
予
測
す
る
上
で
注
目
に
値
す
る
。

両
災
害
の
被
害
に
は
河
川
の
溢
流
や
内
水
氾
濫
な
ど
に
よ
る
も
の
と
、
山
崩
れ
や
土
石
流
な
ど
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

と
く
に
後
者
を
中
心
に
、
そ
の
実
態
・
要
因
・
災
害
後
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
記
述
し
て
み
よ
う
。

な
お
、
本
報
告
は
す
で
に
池
田
ほ
か
（
一
九
七
七
）
・
公
文
ほ
か
（
一
九
七
八
）
が
報
告
し
た
も
の
を
も
と
に
、
そ
の
後
の
経
過
を
加

え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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図9-1 1976年9月台風17号による胤装・土石流の発生と浸水地域
および積算等雨量線図 (1976年 9月8日～13日）
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(1) 

気
象
状
況

瀬
戸
内
海
東
部
は
、
平
素
は
た
し
か
に
降
雨
量

が
少
な
い
。
し
か
し
、
時
に
台
風
の
通
過
や
前
線

の
停
滞
な
ど
に
よ
る
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。一

九
七
四
年
災
害
時
の
豪
雨
は
、
九
州
西
方
海

上
に
あ
っ
た
台
風
八
号
が
、
西
日
本
を
東
西
に
延

び
て
い
た
梅
雨
前
線
を
刺
激
し
て
集
中
豪
雨
を
も

た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
南
東
の
風
と
小
豆
島

の
地
理
的
位
置
お
よ
び
地
形
の
影
響
が
相
ま
っ

て
、
島
の
東
部
に
降
雨
が
集
中
し
た
。
ま
た
、
一

九
七
六
年
災
害
の
豪
雨
は
、
九
州
南
西
海
上
に
や

は
り
台
風
が
停
滞
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
中
園
地

方
の
東
部
に
か
け
て
位
置
し
て
い
た
収
束
前
線
に

南
方
か
ら
湿
っ
た
空
気
が
送
り
込
ま
れ
続
け
て
、

記
録
的
な
多
量
の
雨
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ

た。



小豆島の土石流災害

図9-2 小豆島の地質概略図

1：沖積・扇状地層， 2：鳥越lill1層， 3：土庄層群， 4：讃岐層群熔岩類， 5：讃岐層群火砕岩類，
6：広島型花商岩， 7：ハンレイ岩・変輝緑岩， 8：領家型花筒岩・変成岩類， 9：古生層．
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こ
れ
ら
の
豪
雨
に
よ
り
、
各
地
で
山
崩
れ
や
土

石
流
が
発
生
し
、
少
な
く
と
も
こ
こ
数
十
年
に
な

い
大
災
害
を
ひ
き
お
こ
さ
せ
た
。

寡
雨
地
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
、
稀

に
豪
雨
が
あ
れ
ば
風
化
産
物
や
渓
床
貯
留
物
の
一

挙
流
出
を
起
す
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
九
七
四
年
と
一
九
七
六
年
の
災
害
の
場
合
が
、

ま
さ
に
そ
の
例
で
あ
っ
た
。

(2) 

地
形
お
よ
び
地
質
条
件

小
豆
島
に
は
平
地
が
き
わ
め
て
少
な
い
。
島
の

最
高
所
は
八
一
七

m
に
達
し
、
そ
の
他
多
く
の
場

所
も
一
五

0
1六
O
O
m
の
山
か
ら
な
る
。

島
の
基
盤
は
広
島
型
の
黒
雲
母
花
崩
岩
や
領
家

型
の
花
山
岡
岩
類
か
ら
な
る
。
こ
れ
ら
の
花
崩
岩

は
、
部
分
的
に
は
新
鮮
で
採
石
の
対
象
と
さ
れ
る

ほ
ど
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
所
で
は
深
層
風
化
に

よ
り
「
マ
サ
化
」
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
キ
ャ
ッ

プ
ロ
ッ
グ
状
に
覆
っ
て
、
火
山
岩
火
山
砕
屑
岩
な

ど
か
ら
な
る
讃
岐
層
群
（
中
新
統
）
が
分
布
す

る。

185 



PIT 国て〔名

西 キす

草壁本町

坂 手
内

苗 羽

安 回

海 橘

岩ヶ谷

当 浜
町

福 田

吉 田

言十

回T＼被害項目

名 地区名 1

土 庄

土
測 崎

大 鐸

J 庄 ヰヒ 浦

四 海

田T 豊 島

大 部

言十

池 回

池 蒲 生

回
中 山

菌

；町 一 都

言十

西 キす
草壁本町

内 坂 手
首 羽

I 海 安田
橘

岩ヶ谷
開r福 田

吉 回

言十

総 言十

表9-1 1974年災時の小豆島内海町の被害状況

（香川県内海町建設課 1975による）

死者 重傷者 軽傷者 全犠家屋 半壊家屋

（名） （名） （名） （戸） ｛戸）

一 l 1 

2 3 

3 4 

6 1 3 

2 2 8 11 31 

19 14 1 21 21 

2 1 9 2 

2 

6 1 5 8 3 

4 1 

29 18 23 57 71 

翻－2 1976年災時の小宣鵬町の稜言語晋

｛香川県土庄土木事務所 1977による）

死者 重傷者 軽傷者 全壊家屋 半壊家屋

（名） （名） （名） （戸） 伊）

一 3 1 3 2 

1 

3 
5 4 

一 2 

1 
4 一 1 17 10 

4 4 5 25 19 

4 9 6 

一
1 3 13 

4 4 9 22 11 
24 4 6 23 11 
28 8 20 57 41 

6 8 17 54 28 

4 11 4 31 

一 6 

一 25 21 

一 一 2 6 18 

一 1 2 10 18 

一 2 2 3 1 

1 3 2 18 10 

一 7 4 

7 18 36 127 137 

39 30 61 298 247 

床上浸水 床下浸水

（戸） ｛戸）

4 31 

219 256 

14 47 

368 175 

345 107 

46 70 

10 11 

4 16 

66 128 

5 14 

1081 855 

床上浸水 床下浸水

伊） （戸）

38 81 

58 104 

3 80 

16 70 
20 46 

11 87 

73 255 

219 723 

292 351 
53 145 

10 109 

70 184 

44 237 
469 1,026 

84 103 
618 389 

10 76 

345 291 

403 123 

26 24 

9 4 

.43 156 

5 25 

1,543 l, 191 

2,231 2,940 
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い
う
ま
で
も
な
く
、
風
化
花
崩
岩
地
帯
で
は
、
崩
壊
や
土
石
流
が
発
生
し
や
す
い
。
と
く
に
小
豆
島
の
場
合
は
キ
ャ
ッ
プ
ロ
ッ
ク
の
影

響
で
そ
の
下
に
風
化
花
山
岡
岩
が
急
斜
面
を
保
持
し
て
お
り
、
そ
こ
が
崩
壊
す
れ
ば
一
挙
に
大
量
の
土
砂
・
石
礁
を
供
給
す
る
点
で
、
他
の

花
園
岩
地
帯
よ
り
も
一
層
危
険
性
が
大
き
い
と
い
え
る
。

花
山
岡
岩
か
ら
な
り
、
し
か
も
寡
雨
な
地
帯
の
山
地
が
豊
か
な
植
生
を
持
ち
難
い
こ
と
は
、
く
わ
し
く
述
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

多
く
の
人
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
小
豆
島
は
、
そ
の
平
和
な
外
貌
に
反
し
て
、
本
来
土
石
流
災
害
の
起
き
や
す
い
自
然
条
件
を
持
っ
た

島
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
無
視
し
た
土
地
利
用
や
開
発
は
遅
か
れ
早
か
れ
災
害
の
要
因
と
な
る
こ
と
は
必
然
的
で
さ
え
あ
る
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

3

被
災
状
況

以
下
に
、

一
九
七
四
・
一
九
七
六
両
災
害
時
の
具
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
代
表
的
な
地
区
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

(1) 

南
蒲
生
地
区
谷
尻

小豆島の土石流災害

一
九
七
六
年
災
害
の
谷
尻
は
、
災
害
害
の
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
警
戒
が
不
足
で
あ
っ
た
た
め
多
く
の
死
者
を
出
し
た
典
型
例
と
し

て
、
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
土
石
流
は
豪
雨
の
ピ
l
グ
を
過
ぎ
た
真
夜
中
に
起
こ
り
、
避
難
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
住
民
二
三
一
名
中
犠
牲
者
二
四
名
と
い
う
一
九
七
六
年
災
害
で
最
大
の
被
害
を
出
し
た
。

た
し
か
に
谷
尻
地
区
は
、
背
後
の
山
も
低
く
、
土
石
流
災
害
を
予
想
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
古
老
の
記
憶
や
伝
承
に
も
な
い
昔
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
土
石
流
は
過
去
に
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
今
回
の
土
石
流

に
よ
っ
て
洗
掘
さ
れ
て
谷
底
に
現
わ
れ
た
古
い
土
石
流
堆
積
物
の
存
在
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
ま
た
、
多
く
の
被
害
家
屋
の
建
っ
て
い
た

場
所
自
体
谷
尻
川
が
作
っ
た
新
し
い
扇
状
地
の
上
に
位
置
し
て
い
る
。

今
回
の
土
石
流
を
発
生
さ
せ
た
崩
壊
は
、
火
山
岩
類
の
キ
ャ
ッ
プ
ロ
ッ
グ
下
の
崩
れ
や
す
い
マ
サ
部
分
に
あ
た
り
、
か
っ
、
伐
採
に
よ

187 
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っ
て
植
生
が
変
え
ら
れ
て
針
葉
樹
幼
生
林
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
起
き
た
。

こ
れ
ら
の
点
を
見
る
と
、
谷
民
の
土
石
流
災
害
が
、
自
然
的
要
因
も
人
為
的
要
因
も
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
起
こ
っ
た
な
ど
と
み
る

の
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

188 

ω
橘
地
区

谷
尻
地
区
と
対
照
し
て
、
よ
く
引
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
橘
地
区
で
あ
る
。
こ
こ
は
一
九
七
四
年
災
害
に
一
九
名
の
死
者
を
出
し
た
最

大
被
災
地
区
だ
っ
た
が
、
一
九
七
六
年
災
で
は
こ
の
経
験
が
生
か
さ
れ
て
、
早
め
に
避
難
を
完
了
し
て
い
た
た
め
、
前
災
以
上
の
豪
雨
に

よ
る
鉄
砲
水
を
受
け
な
が
ら
犠
牲
者
を
出
さ
な
か
っ
た
。

こ
の
鉄
砲
水
を
受
け
た
と
こ
ろ
は
、
本
来
橘
川
本
流
の
扇
頂
な
い
し
扇
央
に
あ
た
る
堆
積
区
域
で
あ
り
、
小
豆
島
で
も
最
も
早
く
、
危

険
地
域
に
住
宅
地
が
拡
が
っ
た
と
こ
ろ
の
一
つ
で
あ
る
。
事
実
大
正
六
年
や
、
そ
れ
以
前
に
も
鉄
砲
水
を
受
け
て
お
り
、
警
戒
心
も
高
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
九
七
四
年
の
災
害
は
、
同
じ
橘
地
区
の
中
心
で
も
や
や
異
な
り
、
平
常
は
ま
っ
た
く
水
も
な
い
0
1
1
次
谷
か
ら
「
崩
壊
直
撃
型
」

の
土
石
流
の
襲
来
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
住
宅
地
は
、
山
腹
の
崩
壊
が
起
こ
れ
ば
土
石
流
の
直
撃
を
受
け
る
こ
と
必
至
の

場
所
に
広
が
っ
て
い
た
。
災
後
、
こ
れ
ら
の
谷
口
に
は
雄
大
な
砂
防
堰
堤
が
造
ら
れ
た
が
、
一
九
七
六
年
災
害
時
の
豪
雨
で
は
ま
っ
た
く

埋
積
さ
れ
る
と
と
な
く
、
当
面
不
必
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
－
証
明
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

一
方
、
橘
川
本
流
に
造
ら
れ
た
堰
堤
は
一
九
七
六
年
災
害
に
完
全
に
土
石
に
満
た
さ
れ
、
下
流
の
被
害
を
軽
減
す
る
上
で
、
か
な
り
有

効
な
働
き
を
し
て
い
る
。

(3) 

E
う
ま

苗
羽
地
区

崩
壊
が
起
き
れ
ば
土
石
流
の
直
撃
を
受
け
る
こ
と
必
至
と
い
う
場
所
に
家
屋
が
密
集
し
て
い
た
例
の
典
型
は
こ
こ
に
も
あ
る
。
一
九
七

六
年
災
害
に
土
石
流
を
出
し
た
中
筋
川
に
は
砂
防
堰
堤
が
一
基
一
九
七
四
年
災
害
後
に
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
崩
壊
は
中
筋
川
の
横
の
山



腹
で
起
こ
り
、
そ
こ
か
ら
発
し
た
土
石
流
が
直
進
し
て
家
屋
を
呑
み
込
ん
で
い
っ
た
。

(4) 

吉
田
地
区

一
九
七
六
年
災
害
は
上
記
の
地
形
・
地
質
条
件
に
か
か
わ
る
災
害
要
因
の
深
刻
さ
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
点
で
注
目

こ
の
地
区
で
は
、

さ
れ
る
。

吉
田
地
区
の
集
落
は
、
広
い
吉
田
川
の
平
地
を
避
け
、
こ
と
さ
ら
に
狭
い
山
麓
の
崖
錐
性
扇
状
地
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら

く
吉
田
川
沿
い
が
普
か
ら
氾
濫
に
よ
る
被
害
を
受
け
や
す
か
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
を
避
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
崖
錐
性
扇
状
地

上
で
は
氾
濫
に
よ
る
水
害
は
避
け
ら
れ
で
も
、
背
後
の
山
か
ら
の
直
撃
的
な
土
石
流
の
襲
来
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
吉

田
の
集
落
の
家
屋
の
多
く
は
、
こ
の
ど
ち
ら
の
災
害
も
比
較
的
受
け
難
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
建
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
被
害
を

受
け
た
家
屋
は
、
扇
面
の
上
で
も
最
も
被
害
を
受
け
や
す
い
扇
頂
部
に
位
置
し
て
い
た
。

仙
川
西
村
地
区

9章小豆島の土石流災害

内
海
町
西
村
地
区
一
帯
は
、
小
豆
島
で
は
最
も
複
合
扇
状
地
の
発
達
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
九
七
六
年
災
害
で
は
、
ほ
と
ん
ど
谷
ご

と
に
土
石
流
が
発
生
し
、
こ
れ
ら
扇
状
地
の
扇
面
が
一
部
を
除
き
土
石
流
に
よ
る
岩
塊
や
砂
礁
の
堆
積
の
場
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

も
と
も
と
既
成
の
扇
状
地
形
成
営
力
が
土
石
流
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
土
石
流
の
直
撃
を
受
け
る
扇
頂
や
扇
央
に
は
果
樹
園
が
拡
が
り
、
扇
端
の
海
岸
近
く
に
集
落
が
つ
く
ら
れ
て
い
る

た
め
、
果
樹
が
緩
衝
の
役
を
果
た
し
、
住
民
の
犠
牲
は
最
小
限
度
に
と
ど
ま
っ
た
。

な
お
、
土
石
流
を
発
生
さ
せ
た
崩
壊
の
多
く
は
、
二
・
三
の
比
較
的
大
き
な
川
の
支
流
の
最
上
流
部
が
、
森
林
管
理
道
路
に
横
切
ら
れ

る
あ
た
り
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
を
要
す
る
。
ま
た
、
そ
の
あ
た
り
一
帯
の
山
腹
急
斜
地
が
、
皆
伐
と
一
せ
い
植
林
に
よ
る
針
葉

樹
幼
生
林
で
こ
と
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

r89 
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附
ヴ
イ
ラ
小
豆
島
と
室
生
・
丸
山
地
区
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西
村
地
区
と
同
様
な
状
態
は
、
隣
接
の
竹
生
地
区
で
も
み
ら
れ
る
。
特
に
大
き
な
被
害

を
与
え
土
石
流
の
始
ま
り
と
な
っ
た
崩
壊
に
は
、
林
道
に
加
え
て
、
山
上
に
造
成
さ
れ
た

ヴ
ィ
ラ
小
豆
島
別
荘
団
地
進
入
路
か
ら
の
排
水
が
関
係
し
て
い
る
。

こ
の
進
入
路
は
、
そ
れ
自
体
散
々
に
破
壊
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
盛
土
部
の
各
所
で
滑
落

性
の
崩
壊
を
起
こ
し
、
土
石
流
の
引
き
金
と
な
っ
た
。
と
く
に
、
へ
ア
ピ
ソ
カ
l
プ
部
分

の
崩
壊
に
は
じ
ま
っ
た
土
石
流
は
、
直
接
多
く
の
民
家
や
田
畑
を
破
壊
・
埋
積
し
た
だ
け

で
な
く
、
溜
池
を
溢
流
さ
せ
、
そ
の
下
流
の
池
田
大
池
を
決
壊
さ
せ
た
。
こ
の
た
め
池
田

地
区
字
浜
条
の
中
心
部
で
は
二
三
ハ
戸
に
お
よ
ぶ
床
上
床
下
浸
水
の
被
害
を
出
し
、
ま
た

多
く
の
電
照
菊
用
の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
が
破
壊
と
土
砂
流
入
の
被
害
を
こ
う
む
っ
た
。

的
石
場
地
区

池
田
町
石
場
地
区
は
、
一
九
七
六
年
災
害
で
は
早
期
避
難
に
よ
り
犠
牲
者
は
出
さ
ず
に

す
ん
だ
も
の
の
、
背
後
の
山
一
帯
か
ら
数
回
に
わ
た
っ
て
土
石
流
に
襲
わ
れ
各
所
で
壊
滅
的
被
害
を
受
け
た
。

山
腹
崩
壊
や
土
石
流
発
生
の
面
積
当
り
の
発
生
数
と
規
模
は
、
災
害
後
に
そ
の
跡
を
一
見
し
た
だ
け
で
明
ら
か
な
ほ
ど
、
他
地
域
に
較

べ
異
常
で
あ
っ
た
。

こ
の
付
近
一
帯
の
山
地
は
、
一
九
七

O
年
一
月
に
山
火
事
で
二
三
日
間
に
わ
た
り
山
肌
を
焼
か
れ
、
坊
主
山
の
状
態
に
な
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
現
在
も
山
腹
に
焼
け
残
っ
た
幹
だ
け
の
樹
木
が
あ
ち
こ
ち
に
残
っ
て
い
る
が
、
山
火
事
以
来
す
で
に
八
年
を
経
て
根
が
腐
蝕
し

き
っ
て
お
り
、
雨
水
が
渉
透
し
や
す
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
異
常
に
多
く
の
崩
壊
を
発
生
さ
せ
た
要

因
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。



伊
豆
川
流
域
で
は
、
一
九
七
四
年
災
害
に
山
上
の
ゴ
ル
フ
場
建
設
地
へ
の
道
路
が
源
流

の
1
次
谷
を
横
断
す
る
部
分
か
ら
崩
壊
を
生
じ
、
土
石
流
が
発
達
し
て
下
流
を
襲
っ
た
。

し
か
し
一
九
七
六
年
災
害
で
は
、
前
災
で
土
石
流
源
と
な
っ
た
本
流
谷
頭
の
崩
壊
地
は
谷

底
の
堆
積
土
砂
が
多
少
運
び
出
さ
れ
た
程
度
で
と
ど
ま
っ
た
。

一
九
七
六
年
災
害
で
は
、
本
谷
と
別
の
支
谷
か
ら
土
石
流
が
出
て
本
谷
に
入
っ
て
い

る
。
し
か
し
こ
の
土
石
流
は
、
本
谷
中
流
部
に
位
置
す
る
福
田
堰
堤
で
ほ
と
ん
ど
止
ま
っ

て
下
流
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
地
点
は
一
九
七
四
年
災
後
、
池
田
ほ
か
（
一
九
七
七
）

が
沈
砂
池
を
設
置
す
る
の
に
最
適
の
場
所
で
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
現
在
の
堰
堤
を
沈
砂
地

的
に
活
用
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
に
あ
た
る
。
こ
の
指
摘
の
正
し
さ
が
、
一

九
七
六
年
災
害
で
は
か
ら
ず
も
実
証
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

福
田
地
区
を
含
む
小
豆
島
東
北
部
は
、
未
風
化
の
花
山
岡
岩
が
海
岸
に
せ
ま
っ
て
お
り
、
大
阪
城
築
裁
の
た
め
の
採
石
を
は
じ
め
、
昔
か

ら
採
石
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
採
石
の
際
の
残
土
は
普
通
、
谷
や
斜
面
に
捨
て
お
か
れ
る
。

一
九
七
六
年
の
三
前
川
の
土
石
流
は
、
こ
れ
ら
の
新
旧
の
残
石
土
が
運
び
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
坂
城
築
城
と
い
う
四

O
O年
も

前
の
事
業
が
土
石
流
と
い
う
災
害
要
因
の
先
行
因
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
の
開
発
を
考
え
る
上
で
重
要
な
事
例
で
あ
ろ
う
。

②堰堤務で固められた石場集落背後山地

小豆島の土石流災害

ω
福
田
地
区
三
前
川

9章

同
様
の
状
況
は
、
池
田
町
字
平
木
で
も
み
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
山
火
事
跡
の

管
理
の
た
め
付
設
さ
れ
た
林
道
が
谷
頭
を
切
っ
た
と
こ
ろ
で
盛
土
部
分
の
崩
壊
が
起
こ

り
、
そ
れ
に
は
じ
ま
る
土
石
流
が
住
宅
地
を
襲
っ
て
い
る
。

ω
福
田
地
区
伊
豆
川
流
域
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1974年災後構築された堰堤および流路も1976年災で
破壊された。岩ヶ谷地区。
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区
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③ (1) 

平
地
の
開
発
と
災
害

一
九
七
四
年
災
で
崩
壊
直
撃
型
の
土
石
流
を
出
し
た
渓
谷
か
ら
、
一
九
七
六
年
に
再
び

同
じ
型
の
土
石
流
が
出
て
被
害
を
受
け
た
典
型
例
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
、
細
か
く
み
る
と
、
前
災
の
際
に
崩
壊
し
た
場
所
そ
の
も
の
は
後
災
で
は
ほ
と

ん
ど
崩
れ
て
い
な
い
。
後
災
を
も
た
ら
し
た
崩
壊
は
前
災
と
同
じ
谷
口
に
つ
な
が
る
別
の

山
ひ
だ
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
災
害
の
免
疫
性
は
成
立
し
な
か
っ
た

が
、
崩
壊
の
免
疫
性
は
こ
こ
で
は
存
在
し
て
い
た
。

4 

災
害
の
要
因

以
上
に
あ
げ
た
被
災
状
況
例
を
み
な
が
ら
、
災
害
の
要
因
と
そ
れ
を
形
成
し
た
先
行
因

の
形
成
史
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

上
記
の
よ
う
に
、
小
豆
島
に
は
も
と
も
と
土
石
流
が
起
き
や
す
い
自
然
条
件
が
あ
り
、
過
去
に
も
同
様
の
災
害
が
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
山
麓
崖
錐
や
扇
状
地
の
発
達
状
況
か
ら
も
読
み
と
ら
れ
る
。
ま
た
実
際
に
「
流
れ
」
「
流
さ
れ
山
」

み

づ

き

、

「
水
木
（
水
来
）
」
」
「
田
井
（
人
家
が
絶
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
）
」
「
石
場
」
な
ど
の
災
害
を
示
す
ら
し
い
地
名
や
一
五

O
年

前
、
一

O
O年
前
な
ど
の
災
害
の
伝
承
が
各
所
に
残
っ
て
い
る
。
特
定
区
域
に
限
ら
れ
る
よ
う
な
災
害
は
近
年
で
も
一
九
三
一
年
、
一
九

七
一
年
な
ど
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
大
き
な
災
害
の
歴
史
が
昔
語
り
と
な
る
に
つ
れ
、
ま
た
社
会
状
況
の
変
化
と
と
も
に
、
昔
は
人
が
住
ま
な
か
っ
た
内
水
氾
濫

常
襲
地
帯
や
山
麓
崖
錐
上
な
ど
の
危
険
な
と
こ
ろ
に
ま
で
、
住
宅
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
西
村
地
区
の
よ
う
に
扇
状
地
の
扇
頂
・
扇
央
と
、
扇
端
部
と
の
土
地
利
用
の
使
い
分
け
が
保
た
れ
て
い
て
、
人

命
の
犠
牲
を
最
小
限
に
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
橘
地
区
や
苗
羽
地
区
、
吉
田
地
区
な
ど
の
場
合
に
は
無
意

識
的
に
せ
よ
、
意
識
的
に
せ
よ
、
災
害
の
危
険
性
を
あ
る
程
度
無
視
し
な
け
れ
ば
生
活
の
場
も
な
い
と
い
う
社
会
的
条
件
が
か
な
り
以
前

か
ら
存
在
し
て
い
る
。
と
く
に
、
崩
壊
直
撃
型
の
土
石
流
に
対
し
て
は
、
あ
ま
り
警
戒
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
や
や
大
き
い
本
川
か
ら
の
鉄
砲
水
型
の
土
石
流
・
土
砂
流
は
、
同
一
場
所
で
の
反
復
性
が
あ
る
た
め
、
過
去
の
経
験
を

生
か
す
こ
と
が
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
最
近
の
土
地
利
用
、
開
発
の
状
況
は
、
両
災
後
を
含
め
て
、

被
災
の
経
験
を
生
か
し
た
も
の
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。

た
と
え
ば
、
橘
地
区
で
一
九
七
四
年
災
害
の
被
災
者
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
四

t
五
階
建
て
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
住
宅
は
、
ピ
ロ
テ
ィ
タ

イ
プ
の
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
上
流
の
堰
堤
の
働
き
な
ど
の
た
め
、
一
九
七
六
年
災
害
の
被
害
を
ほ
と
ん
ど
受
け
な
か
っ
た
が
、
実
は

橘
川
扇
状
地
扇
央
の
か
つ
て
は
誰
も
家
を
建
て
て
い
な
か
っ
た
位
置

に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

橘
地
区
や
福
田
地
区
で
は
、
両
災
で
土
石
流
の
直
撃
を
受
け
た
ま

っ
た
く
同
じ
場
所
に
、
再
び
家
を
建
て
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
。
個

々
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
以
外
に
家
を
建
て
る
こ
と
の
で
き

る
場
所
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
背
後
に
は
、
住
民
個
人
や
地
元
自
治
体
の
努

力
の
域
を
越
え
た
、
社
会
的
・
法
制
的
・
政
治
的
な
要
因
が
存
在
す

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

小
豆
島
の
開
発
と
災
害
は
、
農
村
の
そ
れ
の
型
で
は
な
く
、
む
し

小豆島の土石流災害9章

集落背後に構築された大堰堤と被害者の
ためのピロティー団地。橘地区。

④ 
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ろ
大
都
市
周
辺
住
宅
開
発
地
域
の
型
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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(2) 

山
地
の
開
発
と
災
害

い
う
ま
で
も
な
く
、
土
石
流
災
害
は
土
石
流
が
人
の
生
活
の
場
を
襲
う
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
し
か
し
、
そ
の
土
石
流
を
発
達
さ
せ

る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

小
豆
島
の
両
災
に
関
し
て
は
、
花
山
岡
岩
の
深
層
風
化
や
記
録
的
豪
雨
と
い
っ
た
自
然
的
要
因
以
外
に
、
種
々
の
人
為
に
よ
る
自
然
破
壊

が
豪
雨
に
先
行
し
て
、
山
地
の
崩
壊
を
準
備
す
る
上
で
重
大
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
前
記
被
災
状
況
か
ら
み
れ

ば
、
そ
れ
ら
は
山
林
の
過
伐
や
針
葉
樹
林
化
で
あ
り
、
山
火
事
と
そ
の
跡
の
管
理
の
悪
さ
で
あ
り
、
ゴ
ル
フ
場
や
別
荘
地
、
道
路
の
設
置

な
ど
で
あ
る
。

と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
山
地
に
お
け
る
人
為
的
要
因
形
成
の
多
く
が
、
地
元
一
般
住
民
で
は
な
く
、
社
会
的
な
力
、
し
か

も
そ
の
一
部
は
島
外
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
O
O年
前
に
三
前
川
域
な
ど
の
災
害
を
準
備
し
た
大
阪
城
築
棋
の
た
め
の
採
石
は
、
ま
さ
に
島
外
の
権
力
者
の
命
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
近
年
の
ゴ
ル
フ
場
や
別
荘
地
な
ど
の
大
型
観
光
開
発
も
、
島
外
資
本
に
よ
る
場
合
が
多
い
。
本
来
、
こ
れ
ら
の
グ
開
発
u
は
島
の

一
般
住
民
の
生
活
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
多
く
が
景
気
の
落
込
み
と
と
も
に
開
発
途
上
で
放
棄

さ
れ
、
今
で
は
荒
れ
る
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。

地
元
住
民
や
自
治
体
に
と
っ
て
は
、
管
理
に
困
る
、
防
災
上
ま
こ
と
に
厄
介
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
林
の
所
有
関
係
に
つ
い
て
、
筆
者
ら
は
今
多
く
を
述
べ
る
資
料
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
山
林
の
開
発
や
状
態
の
変
化
は
、
所
有
関

係
や
管
理
者
の
移
行
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
進
行
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

と
く
に
、
高
度
経
済
成
長
政
策
以
後
の
社
会
状
況
の
変
化
は
、
地
元
民
に
と
っ
て
の
山
林
の
価
値
を
低
下
さ
せ
、
関
心
の
薄
い
存
在
と

し
た
。
そ
の
な
か
で
、
山
地
の
管
理
と
防
災
を
実
施
し
、
あ
る
い
は
監
視
す
る
権
利
や
責
任
は
行
政
当
局
の
み
に
あ
る
と
い
う
状
態
が
、

形
式
的
に
だ
け
で
な
く
意
識
の
上
で
も
生
ま
れ
て
き
た
。



小豆島の土石流災害

図9-3 小豆島東部内海町橘地区における崩壊地と被災後に構築された
堰堤群および土石流堆積物搬出による海岸の埋立地
北部は安山岩・集塊岩地域，南部は領家型花I前岩・変成岩地域

⑮ 建設省管轄の堰堤
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山
火
事
跡
の
管
理
の
悪
さ
、
大
型
観
光
開
発
と
そ
の
放
棄
後

の
放
置
な
ど
の
、
土
石
流
災
害
要
因
の
形
成
は
、
こ
の
中
で
現

わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
は
、
山
地
に
お
け
る
具
体
的
な
個
々
の
土
石
流

形
成
の
背
後
に
も
、
そ
の
土
石
流
が
平
地
に
達
し
た
場
合
の
被

害
の
出
方
の
問
題
と
同
様
、
政
治
・
経
済
な
ど
の
大
き
な
社
会

状
況
の
変
化
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
管
理
や
防
災
の
責
任
が
行
政
に
帰
せ
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
行
政
に
よ
る
具
体
的
な
対
策
上
の
技
術
的
当
否
が
、

災
害
が
起
こ
る
か
否
か
、
そ
の
規
模
な
ど
に
大
き
く
影
響
す
る

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
対
策
と
も
関
連
し
て
次
章

で
ふ
れ
よ
う
。

5 

災
害
後
の
経
過
と
地
域
の
変
貌

両
災
後
、
小
豆
島
は
各
地
で
そ
の
姿
を
大
き
く
変
え
た
。

土
石
流
が
出
た
大
小
多
数
の
谷
々
に
は
、
も
れ
な
く
、
い
く

つ
も
の
砂
防
堰
堤
や
治
水
堰
堤
が
造
ら
れ
、
そ
こ
を
流
れ
る
川

は
拡
幅
さ
れ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
た
。
「
も
う
大
丈

夫
」
と
多
く
の
住
民
は
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

19ラ



し
こ
れ
で
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

橘
地
区
や
石
場
地
区
な
ど
の
遠
目
に
も
巨
大
な
堰
堤
は
、
観
光
の
島
・
小
豆
島
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
全
く
不
似
合
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
土
石
流
災
害
の
恐
ろ
し
き
を
子
孫
に
伝
え
る
記
念
碑
と
し
て
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
本
当
に
必
要
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
一
九
七
四
年
災
後
に
橘
地
区
の
二
つ
の
0
1
1
次
谷
に
造
ら
れ
た
大
堰
堤
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
七
六
年
災

で
は
防
災
に
も
災
害
の
拡
大
に
も
影
響
し
な
か
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
砂
防
堰
堤
は
、
む
し
ろ
両
災
で
土
石
流
を
出
さ
な
か
っ
た
谷

に
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

こ
の
点
の
評
価
は
、
い
わ
ゆ
る
「
免
疫
性
」
の
と
ら
え
方
と
大
き
な
関
係
が
あ
る
。
土
石
流
災
害
に
免
疫
性
が
ま
っ
た
く
な
い
の
な
ら

ば
、
小
豆
島
の
よ
う
に
自
然
条
件
の
不
利
な
と
こ
ろ
で
は
、
一
九
七
四
年
災
後
行
政
当
局
者
が
嘆
い
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
山
肌
を
す
べ

て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
ま
い
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
に
な
る
。

た
し
か
に
「
免
疫
性
」
の
機
械
的
な
理
解
は
危
険
で
あ
る
。
山
麓
土
石
流
災
害
の
免
疫
性
は
、
山
地
の
土
石
流
発
生
条
件
形
成
の
免
疫

性
・
輪
廻
性
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
記
の
岩
ヶ
谷
の
例
に
も
み
る
と
お
り
、
あ
る
支
谷
の
材
料
物
質
が
崩
落
し

去
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
も
、
別
の
支
谷
の
そ
れ
が
集
積
し
た
ま
ま
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
の
豪
雨
に
際
し
て
は
同
じ
谷
か
ら
土
石
流
が
出
る

こ
と
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
谷
で
の
崩
落
の
免
疫
性
・
周
期
性
と
矛
盾
し
な
い
。

言
い
か
え
れ
ば
、
多
く
の
支
谷
を
上
流
に
も
つ
、
あ
る
程
度
以
上
大
き
な
川
で
は
、
土
石
流
災
害
・
鉄
砲
水
災
害
に
は
繰
り
返
す
性
格

が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
災
害
対
策
も
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

池
田
ほ
か
（
一
九
七
七
）
は
、
こ
の
点
を
も
踏
ま
え
て
、
土
石
流
の
洗
掘
・
通
過
区
と
堆
積
区
と
の
節
に
あ
た
る
場
所
に
沈
砂
池
を
設

け
る
こ
と
が
、
次
の
災
害
に
そ
な
え
る
う
え
で
、
川
幅
の
拡
幅
や
直
線
化
以
上
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
池
田
ら
と
の
考
え
と
は
別
に
偶
然
そ
の
よ
う
な
位
置
に
つ
く
ら
れ
た
堰
堤
が
一
九
七
六
年
災
害
で

沈
砂
池
的
に
有
効
に
働
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
後
の
河
川
改
修
工
事
や
災
害
対
策
工
事
を
み
る
と
、
残
念

な
が
ら
前
記
の
よ
う
な
提
案
や
経
験
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

山
肌
の
安
定
を
崩
し
、
崩
壊
の
輪
廻
性
を
乱
し
て
、
各
地
区
の
災
害
の
免
疫
性
を
失
わ
せ
た
も
の
が
他
な
ら
ぬ
人
為
で
あ
る
こ
と
に
つ
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い
て
は
、
多
く
の
人
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
「
人
為
」
に
は
、
た
と
え
ば
山
林
の
管
理
や
砂
防
の
た
め
の
道

路
付
設
ま
で
が
含
ま
れ
る
。

自
然
に
手
を
加
え
れ
ば
、
そ
れ
が
防
災
の
た
め
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
そ
れ
自
身
が
災
害
の
型
を
進
化
さ
せ
、
次
の
新
し
い
型
の
災
害
を

準
備
す
る
。
こ
の
こ
と
は
古
く
は
寺
田
寅
彦
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
近
時
多
く
の
人
び
と
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
池
田
ほ
か
（
一
九
七
七
）
は
、
小
豆
島
と
同
様
な
花
山
間
岩
山
地
を
ひ
か
え
る
神
戸
市
や
京
都
修
学
院
地
区
の
例
と
対
比
し
つ
つ
、

こ
の
島
に
お
け
る
災
害
型
の
進
化
を
予
測
し
た
。
残
念
な
が
ら
両
災
害
後
の
状
況
は
、
わ
れ
わ
れ
の
希
望
と
は
逆
に
、
こ
の
予
測
を
実
現

し
、
一
挙
に
大
都
市
神
戸
の
現
在
の
姿
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。

木
村
（
一
九
七
七
）
は
、
従
来
の
日
本
の
災
害
対
策
が
い
た
ず
ら
に
自
然
を
力
で
お
さ
え
込
も
う
と
す
る
ハ
ー
ド
な
対
策
に
走
り
、
ま

た
著
し
く
巨
大
化
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
今
後
の
対
策
が
ソ
フ
ト
な
面
を
重
視
し
、
か
つ
分
散
化
・
小
型
化
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
今
後
の
小
豆
島
の
防
災
に
も
ま
っ
た
く
あ
て
は
ま
る
。
と
く
に
自
然
と
人
間
と
の
調
和
し
た
姿
こ
そ
が
、
観
光
の
島

い
た
わ

と
し
て
の
小
豆
島
の
最
も
大
事
な
資
源
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
住
民
に
根
拠
の
な
い
安
心
感
を
与
え
、
自
然
を
労
る
心
を
忘
れ
さ
せ

る
よ
う
な
や
り
方
は
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
目
の
前
の
自
然
を
力
で
押
え
込
む
こ
と
は
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
数
十

年
後
・
一

O
O年
後
の
壊
滅
的
な
大
災
害
の
要
因
を
つ
く
る
よ
う
な
こ
と
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

9章小豆島の土石流災害

6

あ
と
が
き

編
集
者
が
小
豆
島
土
石
流
災
害
に
つ
い
て
の
報
告
を
、
本
書
に
含
め
よ
う
と
考
え
ら
れ
た
に
つ
い
て
は
、
こ
の
災
害
を
農
村
部
に
お
け

る
災
害
の
一
つ
の
例
と
し
て
と
ら
え
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
小
豆
島
の
土
石
流
災
害
は
、
農
村
で
起
こ
っ

た
も
の
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
後
の
変
化
を
含
め
て
み
れ
ば
、
む
し
ろ
神
戸
や
京
都
な
ど
の
都
市
の
災
害
と
基
本
的
に
共
通
す
る
も

の
を
も
っ
た
災
害
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
な
地
形
・
地
質
条
件
に
関
係
し
、
こ
の
島
内
に
は
土
石
流
災
害
・
水
災
害
に
対
し
安
全
な
と
こ
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ろ
は
、
今
後
の
宅
地
化
の
対
象
地
と
し
て
は
す
で
に
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
情
に
も
よ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
木
村
や
わ
れ
わ
れ
が
要
望
し
て
い
る
よ
う
な
災
害
対
策
へ
の
転
換
を
進
め
た
い
。
し
か
し
現
実
は
、
災
害
対
策
が
今
だ
に
復
旧
主

義
で
、
し
か
も
ハ
ー
ド
な
構
造
物
主
義
・
集
中
化
巨
大
化
主
義
を
す
て
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
ま
す
ま
す
強
め
て
い
る
状
況
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

同
様
の
事
情
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
各
地
で
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
小
豆
島
の
災
害
と
、
そ
の
後
の
状
況
は
将
来
の
日

本
の
国
土
計
画
・
防
災
対
策
を
考
え
る
上
で
、
一
つ
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
お
り
、
今
後
と
も
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
現
地
調
査
を
共
に
さ
れ
、
ま
た
小
論
の
基
礎
と
な
っ
た
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
公
文
富
士
夫
・
飯
田
義
正
・
天
野
滋

．
山
田
清
の
各
氏
に
厚
く
感
謝
し
た
い
。
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