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はしがき

こ
の
本
は
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
、
災
害
被
災
者
、
復
旧
や
防
災
の
諸
問
題
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
市

民
、
土
木
・
建
築
、
地
域
デ
ザ
イ
ン
、
裁
判
関
係
者
や
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
研
究
者
か
ら
良
く
出
さ
れ
る
質
問

や
疑
問
に
、
で
き
る
だ
け
答
え
た
い
と
の
思
い
か
ら
書
い
た
も
の
で
す
。
と
く
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
多
く
が

「
分
か
っ
た
よ
う
で
分
か
ら
な
い
」
と
感
じ
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
、
「
あ
あ
そ
う
だ
っ
た
の
か
」
と
得
心
し
て
い

た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
の
も
の
で
す
。
体
系
的
学
術
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
の
意
味
で
の
普
及
書
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
行
政
の
広
報
や
類
書
に
良
く
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
る
べ
く
省
略
し
、
漏
れ
て
い
る
よ

う
な
問
題
を
重
点
的
に
検
討
し
ま
す
。

生
の
自
然
の
理
解
に
は
地
質
学
の
知
識
が
必
須
で
す
が
、
一
般
の
人
々
だ
け
で
な
く
、
近
接
分
野
の
研
究
者
、

技
術
者
に
と
っ
て
も
近
づ
き
に
く
い
も
の
の
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
丁
寧
に
記
述
し
ま
す
。
地
質
学
に
近
い
専
門
分
野
で
あ
る
地
球
物
理
学
や

地
理
学
、
あ
る
い
は
土
木
・
建
築
の
関
係
者
が
地
質
学
に
対
し
て
持
っ
て
お
ら
れ
る
疑
問
、
疑
念
に
対
し
て
も
、

こ
の
機
会
に
お
答
え
や
説
明
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

近
年
の
被
災
者
か
ら
、
「
予
想
も
し
な
か
っ
た
」
と
の
声
が
し
ば
し
ば
聞
か
れ
ま
す
。
一
方
、
専
門
家
に
と
っ

て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
想
定
外
」
事
態
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
防
災
に
は
、
明
ら
か
に
盲
点
が
あ
り

ま
す
。
と
く
に
、
あ
の
東

H
本
大
震
災
で
発
生
し
た
ク
想
定
外
ク
問
題
と
、
原
発
再
稼
働
問
題
の
議
論
で
み
ら

れ
る
状
況
と
が
、
私
に
筆
を
執
ら
せ
ま
し
た
。

は
し
が
き
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科
学
は
大
変
な
発
展
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
細
分
化
し
て
、
盲
点
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
は
、

専
門
を
越
え
て
総
合
的
に
論
ず
る
こ
と
の
重
要
性
も
、
近
年
、
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
災
害
・
防
災

を
複
雑
系
の
問
題
と
し
て
見
つ
つ
、
地
質
学
的
切
り
口
に
現
れ
る
問
題
を
議
論
、
解
説
し
よ
う
と
す
る
著
作
は

ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
に
生
ず
る
盲
点
や
「
想
定
外
」
問
題
を
検
討
・
補
足
す
る
こ
と
は
、
地

質
学
の
基
礎
に
始
ま
っ
て
、
そ
の
実
学
的
諸
問
題
に
も
関
係
し
て
き
た
者
の
社
会
的
責
任
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
の
こ
ろ
、
災
害
が
日
本
の
ど
こ
か
で
毎
年
の
よ
う
に
起
こ
り
ま
す
。
し
か
も
、
頻
度
が
高
い
だ
け
で
な
く
、

巨
大
な
も
の
が
起
き
る
怖
れ
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
す
る
防
災
の
努
力
は
い
ろ
い
ろ
な
さ
れ
て

は
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
う
も
「
自
分
の
生
命
は
自
分
で
守
れ
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
自
助
」
、
と
く
に
避

難
の
問
題
に
偏
っ
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
ま
す
。

災
害
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
ま
た
起
き
て
も
軽
微
で
長
引
か
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
方
策
、

と
く
に
地
域
や
国
の
構
造
の
改
革
が
必
要
で
す
。
と
く
に
、
東
京
や
大
阪
、
名
古
屋
な
ど
で
起
き
る
災
害
を
小

さ
く
す
る
に
は
、
そ
れ
ら
の
都
市
と
し
て
の
構
造
を
抜
本
的
に
見
直
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
実
に
は
、
そ
れ

に
反
す
る
こ
と
が
、
国
家
的
事
業
と
し
て
も
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
典
型
例
が
、
巨
大
災
害
の
発
生
リ
ス

ク
が
高
い
東
京
や
大
阪
で
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
万
博
の
開
催
計
画
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
古
代

ギ
リ
シ
ャ
や
2
0
1
7
年
の
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
平
和
の
象
徴
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
す
る
の
は
ヒ
ト
で
す
。
し
か
し
、
地
震
や
大
洪
水
、
酷
暑
の
発
生
は
防
げ
ま
せ
ん
。
東
海
道
リ
ニ
ア
新
幹

線
も
、
ル
ー
ト
の
地
質
条
件
か
ら
は
暴
挙
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

も
っ
と
重
大
な
の
が
原
発
の
再
稼
働
で
す
。
規
制
委
員
会
は
「
安
全
と
は
言
っ
て
い
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
、
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はしがき

す
で
に
い
く
つ
も
の
原
発

再
稼
働
の
事
実
上
の
容
認
と
な
る
答
申
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
根
拠
に
、

が
再
稼
働
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
場
合
、
関
係
者
は
、
災
害
の
危
険
性
を
必
ず
し
も
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
「
万

全
な
ど
無
理
な
話
だ
」
と
思
い
つ
つ
、
「
そ
の
話
は
忘
れ
な
い
と
や
っ
て
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
現
実
は
厳
し
い
の
で
す
。
原
発
の
過
酷
事
故
が
起
こ
ら
な
く
て
も
、
日
本
の
経
済
、

国
の
財
政
が
破
綻
す
る
よ
う
な
巨
大
な
自
然
現
象
は
、
そ
の
う
ち
に
必
ず
起
こ
り
ま
す
。
遅
く
と
も
今
の
子
ど

も
の
世
代
は
そ
れ
に
遭
い
、
「
生
き
る
も
地
獄
」
の
社
会
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
世
界
中
が
そ
う

な
る
怖
れ
も
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
「
持
続
的
社
会
」
へ
の
努
力
が
、

2
0
1
0
年
代
の
な
か
ば
を
過
ぎ
て
か
ら
、

世
界
各
地
で
急
速
に
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
危
機
意
識
か
ら
書
か
れ
た
本
は
、
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
や
世
界
の
政
治
や
経

済
活
動
の
；
ノ
ー
天
気
ク
と
も
言
え
る
状
況
を
見
る
と
、
も
っ
と
、
も
っ
と
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

「
真
実
は
常
に
具
体
的
で
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
本
で
は
、
本
と
し
て
の
体
裁
を
無
視
し
て
、
近
年
の

被
災
と
今
後
の
被
災
リ
ス
ク
の
具
体
例
を
、
各
種
の
災
害
ご
と
に
、
一
っ
か
二
つ
紹
介
し
ま
す
。
他
の
各
地
の

問
題
に
つ
い
て
考
え
る
参
考
に
な
る
か
と
思
う
か
ら
で
す
。

地
球
科
学
の
術
語
に
は
、
概
念
の
不
統
一
や
分
類
の
混
乱
な
ど
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。
学
術
語
と
し
て

近
年
用
い
ら
れ
て
い
る
術
語
に
、
日
本
社
会
で
一
般
に
使
わ
れ
て
き
た
の
と
違
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
自
然
の
複
雑
性
や
研
究
の
発
展
を
反
映
し
て
い
る
の
で
仕
方
が
な
い
面
も
あ
る
の
で
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テ
レ
ビ
で
出
て
く
る
の
に
高

す
が
、
一
般
の
理
解
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
新
し
い
用
語
に
は
、

校
の
教
科
書
や
辞
典
に
載
っ
て
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
本
書
で
用
い
る
用
語
の
う
ち
、

i

自
然
災
害
ク
に
関
す
る
基
礎
的
術
語
の
一
部
に
つ
い
て
、
各
節

の
始
め
に
若
干
の
解
説
を
し
て
お
き
ま
す
。
ま
た
、
巻
末
に
用
語
の
説
明
を
つ
け
ま
し
た
。
た
だ
し
、
箪
者
個

人
の
主
観
で
書
い
て
い
ま
す
。

こ
の
原
稿
の
執
筆
中
に
も
、
九
州
そ
の
他
で
過
酷
な
水
害
が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
な
か
で
、

少
し
で
も
早
く
と
の
思
い
か
ら
、
本
書
の
執
筆
に
焦
り
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
充
分
に
整
理
さ
れ

て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
筆
者
の
思
い
込
み
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
今
後
、
読
者
か
ら
の
批
判
や
希
望
を
得
て
、

修
正
な
ど
の
機
会
が
得
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
お
、
本
文
中
に
「
囲
み
記
事
（
コ
ラ
ム
）
」
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
を
載
せ
ま
し
た
。
本
文
や
「
コ

ラ
ム
」
中
の
（
注
）
は
、
脚
注
や
参
考
書
な
ど
を
ま
と
め
て
章
の
後
ろ
に
記
し
て
い
る
こ
と
を
、
ま
た
、
（
用
）

は
巻
末
の
「
用
語
解
説
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
を
示
し
ま
す
。

本
書
の
執
筆
は
、
奈
良
大
学
名
誉
教
授
（
地
理
学
）
池
田
碩
氏
の
強
力
な
お
勧
め
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
ま
し
た
。

同
氏
の
絶
え
間
な
い
教
示
と
激
励
に
加
え
て
、
妻
初
子
の
忍
耐
と
協
力
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
本
の
完
成

は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
と
も
に
深
い
感
謝
を
捧
げ
ま
す
。
何
人
か
の
専
門
家
、
国
土
問
題
研
究
会
の
会
員
や

市
民
の
人
々
に
は
、
原
稿
の
各
所
に
つ
い
て
専
門
的
、
あ
る
い
は
読
者
の
立
場
か
ら
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
参

考
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
の
泉
社
の
代
表
取
締
役
の
新
舷
海
三
郎
氏
や
制
作
の
田
近
裕
之
氏
ほ
か
に
は
、

執
籠
者
の
い
ろ
い
ろ
厄
介
な
要
求
に
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
を
申
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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一
災
害
は
何
故
起
こ
る

点
火
害
に
立
ち
向
か
う
ク
と
い
っ
た
発
想
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
ま
す
。
こ
の
言
い
方
に
、
私
は
少
し
違
和
感

が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
地
震
は
自
然
現
象
で
す
が
、
震
災
は
外
か
ら
襲
っ
て
く
る
の
で
は
な

く
社
会
現
象
で
あ

っ
て
、
自
分
た
ち
が
要
因
を
造
る
面
が
大
き
い
か
ら
で
す
。
災
害
を
引
き
起
こ
し
た
自
然
現

象
と
災
害
と
は
、
概
念
と
し
て
区
別
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
（
注
1
)
0

災
害
の
要
因
や
分
類
に
つ
い
て
は
、
半
世
紀
近
く
前
、
住
民
の
生
命
、
生
活
を
護
る
研
究
と
実
践
活
動
に
ほ

ぽ
一
生
を
捧
げ
ら
れ
た
故
木
村
春
彦
さ
ん
が
、

1
9
0
0
年
代
ま
で
に
出
さ
れ
た
い
く
つ
も
の
案
や
諸
定
義
を
、

科
学
史
的
に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
2
)0

私
は
、
か
ね
て
、
災
害
要
因
を
自
然
的
素
因
、
自
然
的
直
接
因
、
社
会
的
素
因
、
社
会
的
直
接
因
の

4
つ
に

分
け
て
捉
え
る
こ
と
が
有
効
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
以
下
の
記
述
も
、
基
本
的
に
こ
れ
に
従
い
ま
す
が
、
表

1
の
よ
う
に
、
少
し
だ
け
語
を
補
足
し
て
使
い
ま
す
。
な
お
、
必
匡
接
因
ク
と
い
う
語
は
一
般
に
使
わ
れ
て
い

る
術
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ぷ
匡
接
ク
の
文
字
か
ら
、
意
味
を
受
け
取

っ
て
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。

災
害
の
自
然
的
誘
因
、
直
接
因
は
、
し
ば
し
ば
突
発
的
に
発
生
し
ま
す
。
そ
の
予
測
に
失
敗
す
れ
ば
被
害
が

ー
災
害
と
は
何
か
＇
~
自
然
の
激
動
と
社
会
の
災
害
ー
_

12 



ー 災害とは何かー自然の激動と社会の災害一

出
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
逆
に
予
測
が
で
き
れ
ば
、
あ
る
い
は
普
段
か
ら
想
定
し
て

適
切
な
対
策
を
と
っ
て
い
れ
ば
、
被
害
は
そ
れ
な
り
に
小
さ
く
で
き
ま
す
。
予
測
や
想
定
が

適
切
に
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
社
会
の
あ
り
方
の
問
題
で
す
。

災
害
が
五
進
化
ク
し
、
巨
大
化
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
災
害
が
起
き
る
要
因
が
、
社
会
と

と
も
に
五
進
化
ク
し
、
巨
大
化
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
一
方
で
、
人
類
の
科
学
文
明
の
進
化
、

発
展
は
、
皮
肉
に
も
、
当
の
人
類
の
文
明
が
破
滅
す
る
、
い
く
つ
か
の
要
因
を
つ
く
る
に
至
っ

て
い
ま
す
。

「
苦
闘
す
る
も
の
が
、
苦
闘
す
る
者
の
た
め
に
考
え
る
」
と
い
う
言
莱
を
ど
こ
か
で
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
良
い
言
葉
で
す
。
た
だ
し
、
科
学
的
に
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

の
謡
科
学
的
ク
と
い
う
内
容
が
問
題
で
す
。
防
災
の
た
め
に
は
、
表
I
_
1
の
い
ろ
い
ろ
な

要
因
が
働
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
実
態
を
、
し
つ
か
り
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
た

め
に
必
要
な
経
験
的
知
識
と
そ
の
教
訓
な
ど
を
、
要
因
別
に
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

l
[
地
裳
や
火
山
噴
火
の
よ
う
な
自
然
現
象
の
名
前
は
、
日
本
で
は
気
象
庁
が
付
け
ま
す
。
「
兵
庫
県
南
部
地

霞
」
は
気
象
庁
が
付
け
た
名
前
で
す
。
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
は
マ
ス
コ
ミ
が
付
け
た
も
の
で
す
。
自
然

現
象
と
災
害
の
区
別
が
明
確
だ
と
言
う
意
味
で
、
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
」

と
「
東
日
本
大
綬
災
」
の
区
別
も
同
様
で
す
。

「
関
東
大
地
震
」
と
「
関
東
大
震
災
」
で
は
、
同
じ
「
関
東
」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
憲

兵
隊
や
市
民
に
よ
る
虐
殺
事
件
ま
で
が
、
天
災
の
一
齢
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
、
ろ
く
に
裁
か
れ
も
し
ま
せ

表 I-1 災害要因

自然災害 人災

自然的素因

自然的誘因・直接因・拡大因

社会的素因

社会的誘因・直接因・拡大因

13 



ん
で
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
人
の
命
が
軽
か
っ
た
こ
と
と
と
も
に
、
災
害
が
社
会
現
象
で
あ
る
こ
と
の
認
識
が
薄
か
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

2
[

木
村
春
彦
「
災
害
総
論
|
—
'
総
合
科
学
的
災
害
論
の
構
造
化
の
試
みj
法
律
時
報
・
臨
時
増
刊
「
現
代
と
災
害
」

4
9巻
4

号
、

日
本
評
論
社
、

1
9
7
7
年。

木
村
さ
ん
自
身
は
、
要
因
分
析
を
避
け
、
自
然
や
社
会
に
存
在
す
る
災
害
発
生
因
子
を
多
様
な
切
り
口
で
見
て
、
具
体
的
に
枚

挙
し
て
い
ま
す
。
極
め
て
有
用
で
す
。

二
天
災
、
人
災

以
前
、
よ
く
、
災
害
を
天
災
と
人
災
に
分
け
て
の
論
議
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
言
葉
が
、
今
で
も
使

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
ま
す
。

「
天
災
」
と
い
う
言
葉
は
、
寺
田
寅
彦
も
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
五
ヘ
ク
は
、
古
代
中
国
で
は
、
人
の
運
命

の
支
配
す
る
天
帝
や
神
の
こ
と
で
あ
り
、
宿
命
と
い
っ
た
も
の
を
指
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
寅

彦
の
「
天
」
は
災
害
の
要
因
と
し
て
の
自
然
を
指
す
わ
け
で
す
が
、
あ
え
て
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、
災
害

が
不
可
抗
力
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
戦
争
と
の
違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

戦
争
は
人
間
が
つ
く
る
も
の
だ
か
ら
防
げ
る
は
ず
だ
と
い
う
認
識
が
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
の
意
図

は
、
災
害
の
努
力
、
今
の
言
葉
で
言
え
ば
減
災
を
訴
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
（
注
3
)
0

し
か
し
、
五
含
竺
と
い
う
語
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
災
害
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
、
責
任
逃
れ
の
た
め

に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
災
害
の
主
因
に
自
然
的
要
素
で
な
く
人
的
要
素
が
大
き
か
っ
た
こ

と
を
指
摘
す
る
た
め
生
ま
れ
た
の
が
「
人
災
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
責
任
の
所
在
と
災
害
発
生
後
の
対
策
を
追

求
に
は
有
効
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
防
災
努
力
の
具
体
化
の
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
分
類
は
単
純
す
ぎ
ま
す
。

14 



ー 災害とは何かー自然の激動と社会の災害一

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

3
；
寺
田
寅
彦
『
天
災
と
国
防
」
寺
田
寅
彦
全
集
、
第
7
巻
、
岩
波
書
店
、

3
1
9
頁、

1
9
9
7
年
（
初
出
：

1
9
3
6
年）。

三
「
災
害
」
の
見
方
の
発
展

災
害
に
関
す
る
世
界
や

H
本
の
人
々
の
思
想
や
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
そ
の
発
展
は
、
池

田
清
「
災
害
資
本
主
義
と
復
興
災
害
」
五
4
)

の
第
1
章
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

戦
後
し
ば
ら
く
、
日
本
で
各
種
の
災
害
が
頻
発
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
構
造
の
分
析
に
基
づ
き
発
行
さ
れ
た

『
災
害
論
』
（
佐
藤
・
奥
田
・
高
橋
、

1
9
6
4
年
）
（
注
5
)

で
は
、
災
害
の

3
大
要
因
を
素
因
、
必
須
要
因
、
拡

大
要
因
と
と
ら
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
著
作
は
、
災
害
を
必
須
に
し
、
拡
大
す
る
の
が
人
為
で
あ
る
と
い
う
寺

田
寅
彦
の
指
摘
を
再
確
認
し
ま
し
た
。

1
9
6
0
年
代
終
わ
り
ご
ろ
か
ら

1
9
8
0
年
代
初
め
に
か
け
て
、
災
害
を
受
け
る
側
に
そ
れ
を
災
害
と
す

る
社
会
的
条
件
が
造
ら
れ
る
こ
と
、
資
本
主
義
社
会
の
不
均
等
発
展
に
よ
っ
て
災
害
に
脆
弱
な
地
域
が
つ
く
ら

れ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
発
生
は
、
災
害
に
関
す
る
日
本
の
人
々
の
意
識
を
一
挙
に
変
え
た
よ
う
で
し
た
。
被
災

者
や
社
会
的
弱
者
を
包
み
込
む
住
民
運
動
が
高
ま
り
ま
し
た
。
被
災
者
は
災
害
問
題
の
客
体
で
は
な
く
主
体
だ

と
い
う
考
え
が
広
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ま
ち
づ
く
り
や
防
災
の
問
題
に
関
し
て
ま
で
、
こ
の
考
え
が
浸
透

最
低
、
素
因
と
誘
因
ぐ
ら
い
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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し
だ
し
た
と
言
え
る
の
は
、
東
日
本
大
震
災
以
後
の
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

な
お
、
佐
藤
ほ
か
が

「災
害
論
j

を
書
い
た
こ
ろ
は
、
階
級
が
支
配
者
と
被
支
配
者
の
二
つ
に
単
純
に
分
か

れ
て
お
り
、
公
害
や
、
地
球
温
暖
化
な
ど
の
環
境
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
し
た
。
世
の
中
は

今
よ
り
単
純
で
し
た
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

4
二
池
田
清
「
災
害
資
本
主
義
と
「
復
興
災
害
」
人
間
復
興
と
地
域
生
活
再
生
の
た
め
に
j

水
曜
社
、

2
4
2
頁、

2
0
1
4
年。

こ
の
な
か
で
、
た
と
え
ば
、
西
山
卯
三
『
新
し
い
災
害
、
西
山
卯
三
著
作
集
3
地
域
空
間
論
」
第
13
章
、
勁
草
書
房
、

1
9
6
8
年
。

島
恭
彦
「
災
害
の
政
治
と
経
済
「
戦
後
民
主
主
義
政
治
の
検
証
」
j

筑
摩
書
房
、

44147
頁、

1
9
7
0
年
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

5
こ
佐
藤
武
夫
・
奥
田
穣
・
高
橋
裕
「
災
害
論
」
勁
草
書
房
、

3
4
9
頁、

1
9
6
4
年。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

自

然

災

害

定

義

と

基

本

的

性

格

自
然
の
激
動
が
、
災
害
発
生
の
誘
因
あ
る
い
は
直
接
因
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
場
合
、
そ
の
災
害
を

自
然
災
害
と
呼
び
ま
す
。
実
際
に
は
社
会
的
要
因
、
と
く
に
素
因
の
役
割
が
ゼ
ロ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
要
因
の
絡
み
具
合
が
問
題
で
す
。

た
と
え
ば
士
石
流
災
害
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
直
接
的
要
因
が
、
住
宅
地
背
後
の
山
地
・
山
腹
崩
壊
に
始

ま
る
土
石
流
の
襲
来
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
山
腹
崩
壊
や
土
石
流
は
、
自
然
現
象
と
言
え

ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
、
記
録
的
豪
雨
と
い
う
直
接
因
（
誘
因
）
以
外
に
、
山
地
の
崩
壊
性
や
土
石
流
の

材
料
物
質
蓄
積
な
ど
の
素
因
が
働
い
て
お
り
、
さ
ら
に
、
山
林
乱
伐
な
ど
、
人
為
的
な
素
因
が
絡
ん
で
い
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
近
年
の
記
録
的
雨
の
発
生
の
背
景
に
は
、
地
球
環
境
温
暖
化
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
人
間
の

働
き
、
つ
ま
り
社
会
的
要
因
が
関
係
し
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
と
く
に
日
本
で
は
、
ま
と
も
に
自
然
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
各
地

で
、
古
代
か
ら
自
然
改
変
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
大
和
の
盆
地
や
大
阪
、
京
都
な
ど
の
周
辺

I
|
1
 

II

い
わ
ゆ
る
自
然
災
害

そ
の
実
態
l

山
か
ら
平
野
へ
、
海
ま
で
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近
年
、
気
象
に
つ
い
て
、
新
し
い
言
葉
が
い
ろ
い
ろ
現
れ
ま
し
た
。
「
ゲ
リ
ラ
豪
雨
」
も
そ
の
―
つ
で
す
。

こ
れ
は
マ
ス
コ
ミ
が
造
っ
た
言
葉
の
よ
う
で
す
。
気
象
の
専
門
家
の
間
で
は
、
雨
の
降
り
方
が
、
極
端
だ
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
数
B
間
（
統
計
的
に
は
72
時
間
）
の
降
雨
量
が
、
そ
れ
ま
で
の
最
大
（
極
値
）
を
越
え
る
現

象
を
「
極
端
現
象
」
と
い
う
よ
う
で
す
。
定
義
は
と
も
か
く
、
極
端
に
激
し
い
豪
雨
が
、
非
常
に
狭
い
局
所
で
、

し
か
も
短
い
時
間
に
起
こ
る
の
が
、
近
年
の
降
雨
の
特
徴
で
す
。

記
録
的
な
大
豪
雨
は
、
過
去
に
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、

1
9
5
3
年
に
は
、
九

州
北
部
筑
後
川
流
域
、
和
歌
山
県
有
田
川
上
流
域
、
京
都
府
南
部
な
ど
で
大
豪
雨
が
あ
り
、
甚
大
な
被
害
が
で

ま
し
た
。
台
風
の
発
生
数
、
日
本
列
島
へ
の
襲
来
数
は
増
え
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、
豪
雨
が
、

不
連
続
線
に
そ
っ
て
、
台
風
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
が
絡
み
あ
っ
て
起
こ
る
こ
と
は
昔
か
ら
変
わ
り
ま

せ
ん
。
不
連
続
線
に
沿
う
豪
雨
が
、
広
島
災
害
の
場
合
の
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
長
く
続
く
の
は
、
不
連
続
線
が

そ
の
延
び
の
方
向
に
移
動
し
、
北
や
南
に
移
動
し
な
い
た
め
で
す
が
、
こ
れ
も
昔
か
ら
あ
っ
た
こ
と
で
す
。

IIー

2

で
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
丘
は
、
み
な
、
地
質
調
査
の
前
に
、
ま
ず
古
墳
で
な
い
か
と
疑
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
河
川
に
い
た
っ
て
は
、
利
根
川
や
淀
川
を
始
め
、
多
く
の
川
の
主
要
部
が
運
河
と
呼
ぶ
の
が
実
際
に
合
っ

て
い
ま
す
。
海
岸
も
、
そ
の
あ
る
位
置
か
ら
し
て
、
人
に
よ
る
自
然
改
変
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
て
い
ま
す
。

自
然
災
害
に
は
社
会
的
素
因
が
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

極
端
気
象
現
象
と
災
害

18 



II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

し
か
し
、
近
年
で
は
、
そ
の
よ
う
な
豪
雨
の
頻
度
が
増

え
た
だ
け
で
な
く
、
個
別
地
域
の
過
去
の
降
雨
記
録
が
し

ば
し
ば
更
新
さ
れ
て
い
ま
す
。

2
0
1
7
年
九
州
北
部
水
害
の
際
の
豪
雨
は
最
大
時
間

雨
量

1
2
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
達
し
ま
し
た
。
時
間
雨
量

l
o
oミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
豪
雨
は
、
場
所
は
違
え
て

で
す
が
、
同
じ

2
0
1
7
年
夏
だ
け
で
も
何
度
も
起
こ
り

ま
し
た
。
極
端
気
象
現
象
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
否

定
で
き
ず
、
そ
れ
が
今
後
も
増
加
す
る
可
能
性
は
高
い
と

言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
（
注
1
)

。
地
球
環
境
温
暖
化
が
関
係

し
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
今
後
の
治
山
・
治
水
、
都
市
そ

の
他
地
域
の
あ
り
方
な
ど
に
関
し
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
重

大
で
す
。
日
本
全
国
各
地
の
ダ
ム
で
、
時
間
雨
量

l
2
0

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
想
定
し
て
設
計
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
が

1
0
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

竜
巻
も
増
え
て
い
ま
す
。
昔
は
、
竜
巻
の
被
害
は
、
北

| 《コラム》 「地球温暖化」は事実力、 I 
地球表陪環境は、約 5000年前の温暖期を経て、大局的には寒冷化に向かっ

ていると考えられます。これは数十万年オーダーの話です。今問題になってい

るのは、そのなかでの温暖化です。それに、人類の活動、とくに C02その他

の温室効果ガス排出が重大な役割を果していることは、もはや全世界的常識と

思います。これに否定的な見解を主張する科学者がいたことも事実です。気温

の方がCO2i農度上昇より先に上昇しているなどの具体的なデータに基づいて

いると言っていましたが、その後のガス濃度や気温、海水温などの推移はこの

ような見方を許しません。データの扱い方が問題です。3-4年のオーダーで

の変動は、他の因子がからむ複雑系国）のゆらぎ現象だと思われます。数十年、

数百年オーダーの変化と一緒にしてはいけません。

もうひとつ、単純な論理の問題ですが、もし太陽の活動の変動の方が、今の

地球温暖化に、より重大な役割を果たしているとしても、それは、人間の活動

による温暖化を否定することにはなりません。何をしなければならないかは明

確です。
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米
大
陸
の
乾
燥
地
の
話
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ご
ろ
は
日
本
で
も
よ
く
起
こ
り
ま
す
。
関
東
地
方
の
平

野
部
に
多
い
よ
う
で
す
。
竜
巻
の
発
生
と
そ
の
進
路
は
カ
オ
ス
で
す
。
確
率
的
に
し
か
予
測
で
き
ま
せ
ん
。
し

か
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
大
き
く
、
木
造
家
屋
で
は
、
耐
震
化
ぐ
ら
い
の
補
強
で
は
被
害
を
防
げ
ま
せ
ん
。
対
策
と

し
て
は
、
被
害
の
社
会
的
保
障
、
保
険
の
拡
充
整
備
ぐ
ら
い
し
か
、
私
は
思
い
つ
き
ま
せ
ん
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

l
]
強
い
熱
帯
性
低
気
圧
を
ア
メ
リ
カ
で
は
ハ
リ
ケ
ー
ン
と
言
い
、
イ
ン
ド
洋
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
近
海
で
は
サ
イ
ク
ロ
ン
と
呼
び
ま

す
。
気
象
学
的
に
は
台
風
と
同
じ
で
す
。

土
砂
災
害

山
地
・
山
麓
の
崩
壊
と
土
砂
流
出

nー

3

粘
土
粒
子
、

「
士
砂
」

災
害
関
係
者
は
、
山
地
な
ど
の
崩
壊
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
土
砂
や
岩
屑
を
、
構
成
物
の
径
に
関
係
な
く
「
土

砂
」
と
呼
び
ま
す
。
ま
た
、
山
崩
れ
、
土
石
流
、
地
す
べ
り
、
崖
崩
れ
そ
の
他
で
生
ず
る
土
砂
に
よ
る
災
害
を
、

が
ん
れ
き

ま
と
め
て
「
土
砂
災
害
」
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
岩
礫
を
多
く
含
む
土
石
流
堆
積
物
な
ど
に
こ
の
名
称
を
使

う
と
、
誤
解
や
混
乱
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

地
質
学
に
は
「
砕
屑
性
堆
積
物
」
、
あ
る
い
は
「
砕
屑
物
」
と
い
う
術
語
が
あ
り
ま
す
。

砂
粒
、

20 



n
 

いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

せ
き
れ
き

石
礫
、
岩
塊
な
ど
を
総
称
し
ま
す
。
な
お
、
「
堆
積
物
」
は
生
物
遺
骸
の
層
や
化
学
的
沈
殿
物
な
ど
も
含
む
、
も
っ

と
広
い
名
称
で
す
。

「
土
砂
」
の
移
動
、
運
搬

砕
屑
物
の
移
動
・
運
搬
形
態
は
、
大
き
く
集
合
運
搬
と
各
個
運
搬
と
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
前
者
は
、
マ
ス
ウ
ェ

イ
ス
テ
ィ
ン
グ
、
マ
ス
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
な
ど
と
も
呼
ば
れ
ま
す
が
、
多
量
の
砕
屑
物
が
、
水
と
と
も
に
一
っ

の
集
団
を
な
し
て
、
重
力
に
よ
っ
て
流
れ
下
る
も
の
を
言
い
ま
す
。
生
じ
た
堆
積
物
も
集
団
を
な
し
、
不
均
質

で
す
。
斜
面
崩
壊
堆
積
物
や
、
土
石
流
堆
積
物
（
や
か
ま
し
く
い
え
ば
そ
の
頭
部
）
が
そ
の
典
型
で
す
。

こ
れ
に
対
し
、
風
や
河
川
流
、
海
流
な
ど
の
な
か
に
位
置
し
た
砕
屑
物
が
、
空
気
や
水
の
流
れ
に
よ
っ
て
、

個
別
に
運
ば
れ
る
こ
と
を
各
個
運
搬
（
個
別
運
搬
）
と
言
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
元
の
空
気
や
水
の
動
き

に
は
重
力
も
関
係
し
ま
す
が
、
砕
屑
物
粒
子
の
動
き
を
直
接
に
支
配
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
と
気
や
水
な

ど
と
の
相
互
関
係
で
す
。
大
き
く
、
滑
動
、
転
動
、
躍
動
（
跳
動
）
、
浮
動
（
浮
遊
）
な
ど
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
う
ち
浮
流
以
外
の
運
搬
を
掃
流
運
搬
と
い
い
ま
す
（
注

2
)
0

こ
れ
ら
の
働
き
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、
砕
屑
物
の
粒
度
（
粘
土
、
シ
ル
ト
、
砂
、
礫
、
岩
塊
な
ど
）
に
よ
る
分
離
（
粒

度
分
級
）
が
起
こ
り
ま
す
（
そ
れ
で
、
自
然
界
に
そ
の
よ
う
な
名
前
の
砕
屑
物
集
団
が
生
ま
れ
る
の
で
す
）
。

山
地
崩
壊
・
斜
面
変
動

山
地
の
峰
や
尾
根
に
近
い
頭
谷
や
谷
の
な
か
、
そ
の
他
の
斜
面
で
は
、
地
盤
や
そ
の
構
成
物
が
、
よ
く
重
力

21 



の
作
用
で
斜
面
の
下
方
へ
向
か
っ
て
運
動
し
ま
す
。

し
て
呼
べ
ば
「
斜
面
変
動
」
で
す
が
、
運
動
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
は
多
様
で
、
い
ろ
い
ろ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
表
と
図
に

そ
の
一
例
を
示
し
ま
す
（
表
I
I
|
l
、
回
I
I
I
l
)
。

「
斜
面
崩
壊
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
広
義
に
は
山

地
斜
面
の
崩
壊
全
般
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
狭
義
に
は
あ
ま

り
窪
み
が
な
い
急
傾
斜
地
が
崩
壊
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
崖

く
ず
れ
」
と
ほ
ぽ
同
義
で
す
。
た
だ
し
、
自
然
斜
面
に
つ

い
て
だ
け
「
崖
く
ず
れ
」
と
呼
び
、
人
工
斜
面
に
つ
い
て

は
「
の
り
面
崩
壊
」
と
言
っ
て
区
別
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

急
な
斜
面
で
は
、
高
所
で
な
く
て
も
よ
く
崩
壊
が
起
こ

り
ま
す
。
崩
壊
で
生
じ
た
士
砂
（
砕
屑
物
）
は
、
と
き
に

直
接
に
被
害
を
与
え
ま
す
が
、
し
ば
し
ば
土
石
流
、
土
砂

流
（
後
述
）
を
な
し
て
谷
を
下
っ
て
平
地
に
至
り
、
住
宅

地
な
ど
を
襲
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
災
害
の
直
接
因
と
な
り

ま
す
。
地
震
、
豪
雨
が
崩
壊
の
直
接
の
引
き
金
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
に
よ
る
災
害
は
「
地
震
災
害
」
と
か
「
豪
雨
災
害
」

な
ど
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

一
括

表II-1 斜面変動の種類と一時的特徴

形態
. - . 

平面形断面形

運動 水との関係
冒- . . - . 
運動形速度含水量流水

状況

環境との関係
． ＾．  

傾地植
斜質生

発生状況
、- , 

場 所 引 金

｛ 
馬蹄形

崩壊 ＼ 

不定形

土石流｛帯状

円孤状士塊の

1 塑性
板状流動

藍り｛馬蹄形円孤状江動

蛇状
集合流動
など

大

中

1
小

中

中

中

大

浸透水
＋大

（伏流水）

伏流水
＋中

（浸透水）

中
表流水 I 

小

小

大

中

谷頭
大 i

'"'山｛夫序

山腹
小 i

山麓

谷頭

中塁

パイピ
ング

腹
壊
ど

面
水

山
崩
な

り
含
潤

、
江
の
膨

※木村春彦氏の論文を参考。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

土
石
流
•
土
砂
流

豪
雨
で
渓
流
の
頭
部

な
ど
が
崩
壊
す
る
と
、

そ
こ
か
ら
土
砂
や
石
礫
、

岩
塊
な
ど
が
混
ざ
っ
て

流
れ
下
る
の
が
土
石
流

で
す
。
そ
の
流
れ
全
体

の
形
状
や
流
れ
た
後
の

地
形
が
大
蛇
を
思
わ
せ

る
こ
と
か
ら
、
南
木
曽

そ
の
他
各
地
で
ぷ
比
抜

り
と
呼
ば
れ
て
き
ま

し
た

（注3
)
0

土
石
流
は
非
常
に
多

様
で
す
。
流
れ
と
そ
の

運
搬
砕
屑
物
の
泥
分

（
粘
土
分
と
シ
ル
ト
）

や
砂
と
石
礫
の
構
成
比

図 II~1 斜面変動・土石流模式図

A 

B
 

c
 

A: 崖崩壊堆積物 B: 滑落した地すべり（葡行は示していない）

c: 土石流 停止しかけの状態（上下方向拡大）
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が
、
岩
盤
の
風
化
具
合
、
地
形
と
く
に
渓
流
の
傾
斜
、
降
水
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
り
ま
す
。

―
つ
の
流
れ
の
な
か
で
も
、
岩
塊
は
先
頭
や
上
（
表
層
）
、
サ
イ
ド
な
ど
に
集
ま
り
、
後
方
に
は
土
砂
ば
か
り
に

な
る
こ
と
は
、
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
石
礫
の
供
給
が
多
け
れ
ば
、
ぷ
蛇
ク
の
腹
部
の
堆
積

物
で
も
礫
層
に
な
っ
て
不
思
議
で
あ
り
ま
せ
ん
。

土
石
流
専
門
研
究
者
は
、
土
石
流
を
、
構
成
物
で
な
く
、
物
理
的
（
流
体
力
学
的
）
性
質
で
分
類
し
て
い
ま

す
が
、
そ
の
分
類
名
の
―
つ
に
は
、
「
石
礫
型
」
と
、
構
成
成
分
の
名
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
書
で
扱
う

花
尚
岩
地
帯
の
マ
サ
起
源
の
砂
ば
か
り
の
流
れ
は
、
物
理
的
に
は
こ
れ
に
入
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
「
石

礫
型
」
と
い
う
語
を
使
う
に
は
違
和
感
を
覚
え
ま
す
。
こ
の
本
で
は
、
分
類
に
拘
泥
し
て
細
か
い
こ
と
を
言
わ

ず
、
大
ま
か
な
粒
度
組
成
に
よ
っ
て
記
述
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
土
砂
（
泥
分
を
多
少
含
む
砂
）
が
水
と
と
も
に
流
れ
下
る
の
が
土
砂
流
で
、
岩
塊
や
礫
が
多
い
の

が
土
石
流
で
す
。
こ
の
呼
び
方
だ
と
、
要
す
る
に
、
後
述
の
風
化
帯
＞
（
や
W
)
の
マ
サ
か
ら
は
土
砂
流
が
く

る
、
風
化
帯
皿
や
II
か
ら
は
土
石
流
が
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

実
際
問
題
と
し
て
は
、
部
分
に
よ
っ
て
粒
度
組
成
が
違
う
個
別
の
必
比
抜
け
ク
（
体
）
を
、
ど
う
呼
ぶ
か
が

問
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。
個
別
の
パ
ル
ス
に
つ
い
て
、
構
成
物
の
粒
径
に
着
目
し
て
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
土
石
流
、

土
砂
流
と
呼
ん
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
部
分
に
よ
っ
て
粒
度
組
成
の
特
徴
が
違
え
ば
必
要
に
応
じ
、
呼
び
方

を
変
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
本
書
で
は
そ
う
し
ま
す
。
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地
す
べ
り

地
盤
の
動
き
の
う
ち
、
普
段
は
ゆ
っ
く
り
と
動
く
も
の
を
、
日
本
で
は
昔
か
ら
「
地
す
べ
り
」
と
呼
ん
で
き

ま
し
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
す
べ
り
面
で
す
べ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
す
べ
り
面
が
な
い
側
行
（
ク
リ
ー
プ
）

の
現
象
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

ヶ普
段
は
ク
と
言
う
の
は
、
急
に
早
く
す
べ
り
だ
す
（
そ
し
て
崩

壊
に
至
る
）
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
す
。
何
1
0
0
年
も
ほ
と
ん
ど
停
止
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
専
門
学

界
で
は
、
こ
の
用
語
の
使
用
範
囲
は
非
常
に
広
く
、
落
石
な
ど
以
外
の
ほ
と
ん
ど
を
含
め
て
呼
び
ま
す
。
欧
米

で
は
典
型
的
な
慢
性
的
す
べ
り
が
少
な
い
の
で
、
こ
の
語
の
使
用
範
囲
が
広
く
な
っ
た
の
か
と
思
い
ま
す
。
そ

の
使
用
方
が
日
本
に
逆
輸
入
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

実
際
に
山
の
斜
面
が
崩
壊
す
る
時
に
は
、
地
盤
の
な
か
の
ど
こ
か
に
す
べ
り
面
が
で
き
て
、
そ
こ
か
ら
す
べ

り
落
ち
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
動
き
を
「
滑
落
」
と
呼
ん
で
も
お
か
し
く
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と

え
ば
、
後
で
触
れ
る
紀
伊
山
地
で
の
大
崩
壊
を
、
か
つ
て
小
出
博
さ
ん
は
「
破
砕
帯
地
す
べ
り
」
と
呼
び
ま
し
た
。

狭
義
の
地
す
べ
り
の
発
生
は
、
地
質
条
件
に
大
き
く
支
配
さ
れ
ま
す
。
日
本
で
地
滑
り
が
起
こ
る
と
こ
ろ
は

非
常
に
広
範
で
す
が
、
ど
こ
で
で
も
起
こ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
す
べ
り
の
動
き
や
停
止
に
は
、
地
す
べ
り
面
の
粘
土
（
モ
ン
モ
リ
オ
ナ
イ
ト
）
の
含
水
が
決
定
的
に
関
係

し
ま
す
。
動
き
を
止
め
る
に
は
水
を
抜
く
の
が
効
果
的
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
し
て
は
い
け
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
新
潟
県
や
長
野
県
に
広
く
分
布
す
る
新
第
三
紀
層
の
地
す
べ
り
地
帯
に
は
、
世
界
に
冠
た
る
コ
シ
ヒ

カ
リ
の
稲
田
が
あ
り
ま
す
。
地
す
べ
り
地
な
の
で
、
山
間
で
も
た
っ
ぷ
り
と
水
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
水
を
抜
く

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
隣
り
合
う
田
の
境
界
が
変
動
し
て
厄
介
で
す
が
、
喧
嘩
し
な
が
ら
で
も
、
お
い
し
い
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お
米
を
作
り
続
け
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

地
す
べ
り
災
害
と
言
え
ば
、

1
9
8
5
年
7
月
に
、
長
野
市

善
光
寺
の
北
の
山
腹
で
発
生

し
た
「
地
付
山
地
す
べ
り
」
が

想
い
だ
さ
れ
ま
す
。
こ
の
と
き
、

特
別
老
後
老
人
ホ
ー
ム
松
寿
荘

で
26
人
の
犠
牲
者
を
だ
し
た
事

態
は
、
社
会
的
要
因
に
よ
る
全

く
の
人
災
で
し
た
（
注
4
)

。
自
然

の
地
盤
の
動
き
は
、
地
質
コ
ン

サ
ル
の
調
査
に
よ
っ
て
、
滑
る

範
囲
ま
で
ぴ
っ
た
り
と
予
測
さ

れ
て
い
ま
し
た
（
図
I
I
_
2
)
。
設

置
さ
れ
た
計
器
が
異
常
を
示
し

て
お
り
、
市
民
が
早
く
と
言
っ

て
い
る
の
に
、
担
当
行
政
は
躊

図II-2 地付山地すべり災害

A
 

/I 

・・・ー・・・・中部地質（株）の地すべり推定範囲

―--―-明治コンサルタント（株）の地すべり推定範囲
＾地元対策本部作成の地すべり推定範囲

1985年7月26日発生の地すべり範囲

A: 地すべり地形（古谷専彦、地理 1985年）、 B:地質コンサルの予測、および

実際に発生した地すべりの範囲。「池田碩 (1998年など）」による。

「志岐常正ほか「新編 宇宙・ガイア・人間環境J三和書房、第 10章、2003年」より。
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風
化
と
崩
壊

躇
し
て
避
難
指
示
を
だ
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

2
[
中
間
的
な
場
合
が
あ
る
か
ら
厄
介
で
す
。
た
と
え
ば
、
層
流
状
集
合
流
動
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
は
、
そ
の
な
か
で
の
砕
屑
物
の

濃
度
が
各
個
運
搬
の
場
合
よ
り
充
分
高
く
、
典
型
的
な
集
合
運
搬
よ
り
低
い
た
め
、
密
度
の
違
う
層
を
な
し
て
い
ま
す
。
後
述
の
「
土

砂
流
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
含
み
ま
す
。

3
；
日
本
で
は
、
大
量
の
水
を
含
む
も
の
を
、
形
状
に
は
関
係
な
く
、
古
く
か
ら
山
津
波
と
呼
び
ま
し
た
。

4
i
内
山
卓
郎
「
地
す
べ
り
災
害
と
行
政
資
任
長
野
・
地
付
山
地
す
べ
り
と
老
人
ホ
ー
ム
ニ
六
人
の
死
』
緑
風
出
版
、

1
9
9
9
年
参
照
。

崩
壊
危
険
度
区
分

行
政
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
な
ど
で
は
、
山
地
や
崖
地
形
の
「
崩
壊
危
険
箇
所
」
が
、
赤
、
黄
色
な
ど
に
色
分

け
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
い
に
参
考
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
図
は
「
基
準
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
で
の
区

分
に
従
っ
て
画
か
れ
た
も
の
で
す
。
地
形
や
地
質
、
風
化
状
態
、
人
間
側
の
土
地
管
理
な
ど
の
条
件
は
、
ほ
と

ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
後
で
触
れ
る
斜
面
崩
壊
の
免
疫
性
も
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
機
械
的

に
使
う
の
で
な
く
、
地
域
住
民
自
身
に
よ
る
、
さ
ら
に
細
か
い
調
査
が
必
要
で
す
。
そ
の
ま
と
め
に
際
し
て
は
、

「
崩
壊
危
険
箇
所
」
と
は
別
に
、
後
で
述
べ
る
危
険
の
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
分
け
の
概
念
が
生
か
さ
れ
る
と
良
い
と

思
い
ま
す
。
な
お
、
風
化
状
態
に
関
し
て
は
、
本
当
は
、
次
に
書
く
「
風
化
帯
」
の
区
分
を
す
る
こ
と
が
望
ま
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れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
あ
る
日
数
の
現
地
調
査

が
必
要
で
す
（
注
5
)
0

風
化
帯
区
分
、
風
化
度

1
9
6
0
年
代
か
ら

1
9
7
0
年
代
に
か
け

て
、
山
地
の
凡
化
の
調
査
と
風
化
帯
区
分
が
さ

か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
島
根

県
の
風
化
花
巌
岩
山
地
に
つ
い
て
は
、
当
時
島

根
大
学
に
お
ら
れ
た
三
浦
清
さ
ん
が
、
こ
こ
に

三
つ
の
風
化
帯

(
I
、
II
、
III)
が
識
別
さ
れ
、

そ
れ
の
分
布
が
地
図
と
断
面
図
に
示
さ
れ
ま
し

た
。
画
期
的
仕
事
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
あ
ま

り
引
き
継
が
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

筆
者
は
、
国
土
問
題
研
究
会
が
天
理
市
東
部

山
地
の
ダ
ム
問
題
に
関
わ
る
調
査
を
し
た
と

き
、
そ
の
地
域
の
花
岡
岩
質
火
成
岩
・
変
成
岩

の
風
化
帯
を

5
つ
に
区
分
し
ま
し
た
。
そ
れ
以

来
、
各
地
の
深
層
風
化
を
観
察
す
る
と
、
ど
こ

《コラム》 岩盤分類、岩級区分 l 
「岩盤」と「地盤」は、もちろん意味が同じではありませんが、以下の記述では、

厳密には使い分けません。

岩盤、地盤の実際の挙動の性質は、「弾性」、「脆性」、「塑性」、「延性」、「粘性」（用）

などの重なりあったものです。大雑把にいうと、岩盤は、短周期の応力に対し

ては弾性を示し、長周期の応力に対しては粘性流体のように流動します。これ

らについては、巻末の「用語の説明」に記します。また、後の図（図 11-3) を

参照してください。

日本の業界では、岩盤を、その硬軟の程度により、Aから Dまでの 6段階に“岩

級区分”するのが一般的です（表 11ー 2)。この区分での“硬＂＂軟”とは、岩

盤の割れ目（断層や節理）の粗密やその充填物の状態のことです。割れ目と割

れ目の間の岩石の堅硬さが定義に入っているかは、まちまちです。いずれにせ

よ、新鮮で未風化でも節理がなく、かつソフトな新生代後半以後（およそ 2000

万年前以降）の地層には適用できません。

岩盤をその性質で分類する方法、あるいは“はかり＂は、ほかにも各種あり

ます。地球史を反映した地質的特徴と“強度”とを組み合わせ、弾性波速度と

の関係も組み入れた岩盤分類もあります。いずれも土木工事や施工方法を検討

するためのものです。しかし、山地とその構成物を風化状況で分けて記述する

には、そのための方法や基準が必要です（注6)。
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いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

図II-3 花商岩山地の風化帯の発達模式図

風化帯w

風化帯m

風化帯II

風化帯 I

の
花
尚
岩
で
も
、
ほ
ぽ
似
た
よ
う
な
分
帯
が
可
能
な
よ

う
で
す
（
図
I
I
|
3
)
。

風
化
帯
と
風
化
度
と
は
別
で
す
。
前
者
は
山
地
や
露

頭
の
オ
ー
ダ
ー
で
の
区
分
で
あ
り
、
後
者
は
、
そ
の
局

部
の
、
供
試
体
サ
イ
ズ
に
つ
い
て
の
区
分
で
す
。
こ
れ

表II-2 岩盤の岩級区分

区分 硬軟の程度 風化、変質の程度 割れ目の状態

A 
きわめて 新鮮 亀裂少なく（おおむね 20-

硬い 未風化 50cm間隔）、密着している

B 硬い
おおむね新鮮 亀裂間隔 5-15cm、一部開

亀裂面に沿って若干風化 口している

CH 
やや 割れ目に沿って風化進行 割れH発達、一部開口部に粘

硬い 一部変質 士挟在、割れやすい

CM 
やや 風化変質進行大、ハンマーで 開口亀裂が目立ち、含水した

軟らかい たたくと簡単にこわれる 粘土が挟在

CL 軟らかい
岩構造はのこしているが内部 粘士化した士砂で割れ目が密

まで風化し指圧でつぶれる 着している

D 
部分的には 全体が破砕されて風化変質が

土壌化が進んでいる
土砂状 著しい

工学的立場から岩盤の‘‘良好"度に主体をおいた区分。一般に良く使われる例。

「三木幸蔵『わかりやすい岩石と岩盤の知識』鹿島出版会、 1978年」より。

29 



ら
は
ダ
ム
や
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の
土
木
建
設
工
事
関
係
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
岩
級
区
分
（
表
I
I
|
2
参
照
）
と
も

視
点
が
違
い
ま
す
。
目
的
に
よ
っ
て
使
い
分
け
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
風
化
帯

I
I
¥
W
、
と
く
に
皿
で
は
、
そ
の
部
分
に
よ
る
不
均
一
性
が
大
き
く
、
部
分
に

よ
っ
て
は
か
な
り
堅
硬
な
風
化
度
11
や
III
の
状
態
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
周
囲
で
は
風
化
度
W
や
、
場
所

に
よ
り
＞
ま
で
風
化
が
進
ん
で
い
る
の
が
普
通
に
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
所
で
は
、
そ
の
場
の
岩
盤
の

風
化
状
況
を
岩
盤
区
分
で
表
そ
う
と
す
る
と
困
惑
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
風
化
度
を
記
載
し
、
風
化
帯
を
設

定
す
れ
ば
、
地
域
の
風
化
帯
区
分
地
質
図
を
画
く
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
風
化
帯
I
や
＞
で
は
、
風
化
度

の
不
均
一
性
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
風
化
帯
の
分
布
は
、
豪
雨
や
地
裾
の
際
の
土
石
流
の
発
生
や
、
そ
の
性
質
、
組
成
を
大
き
く
支

配
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
風
化
帯
分
布
を
マ
ッ
プ
に
画
く
こ
と
が
、
今
後
の
土
石
流
、
土
砂
流
の
予
測
の
た
め
に

有
効
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
例
の
よ
う
に

3
区
分
で
画
く
よ
り
は
、

5
区
分
な
い
し
、
士
壌
を
含
め
て

6
区
分
す

る
方
が
、
崩
壊
予
測
や
防
災
計
画
作
成
上
は
有
用
で
す
。

風
化
の
不
連
続
性

岩
盤
の
構
造
、
構
成
岩
石
の
種
類
、
具
体
的
に
は
、
物
理
的
・
化
学
的
性
質
な
ど
に
よ
っ
て
、
風
化
、
浸
食

の
受
け
方
が
異
な
り
、
岩
石
塊
や
砂
粒
、
粘
土
、
イ
オ
ン
な
ど
の
出
し
か
た
も
異
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
花
i

岡

岩
は
、
日
本
で
は
、
風
化
に
よ
っ
て
、
基
盤
岩
や
岩
塊
か
ら
、
小
さ
い
径
を
経
る
こ
と
な
く
、
い
き
な
り
砂
（
マ

サ
）
に
な
る
の
が
普
通
で
す
。
ぷ
砂
ク
と
言
っ
て
も
、
径
2
な
い
し

4
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
、
堆
積
地
質
学
で
グ
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

砕
屑
性
堆
積
物
の
供
給
源
規
制

大
き
い
岩
塊
は
近
く
か
ら
、
小
さ
い
礫
は
遠
く
か
ら
き
た
も
の
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

斜
面
で
は
そ
う
は
な
り
ま
せ
ん
。
岩
や
礫
は
大
き
い
ほ
ど
大
き
な
高
低
差
を
転
が
り
落
ち
ま
す
。
重
カ
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
よ
る
の
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
傾
向
は
土
石
流
の
構
成
に
も
強
く
現
れ
ま
す
。
と
く
に
、
先
頭
に
巨
大
な

岩
塊
が
集
ま
り
ま
す
（
前
出
園
IIー

1
参
照
）
。
こ
の
こ
と
は
防
災
上
重
要

で
す
。
一
方
、
扇
状
地
か
ら
海
岸
ま
で
は
、
下
流
ほ
ど
細
か
い
砕
屑
物

が
分
布
し
ま
す
。
日
本
で
は
、
運
搬
の
過
程
で
の
破
砕
や
磨
耗
は
あ
ま

り
働
き
ま
せ
ん
。
河
川
の
長
さ
が
短
く
、
勾
配
が
比
較
的
に
急
で
あ
る

た
め
、
基
本
的
に
粒
経
の
違
い
に
よ
っ
て
物
理
的
に
淘
汰
さ
れ
る
か
ら

で
す
。
そ
こ
で
供
給
源
地
の
地
質
の
特
性
、
と
く
に
風
化
の
不
連
続
性

が
堆
積
物
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
ヶ
供
給
源

規
制
要
素
ク

(
"
P
r
o
v
e
n
a
n
c
e
factor" 
,
 "S

o
u
r
c
e
 r
o
c
k
 control") 

と
言
い
ま
す
。
土
石
流
で
は
淘
汰
が
あ
ま
り
大
き
く
は
働
き
ま
せ
ん
が
、

図II-4 花岡岩の“石目節理'

原図：「国土問題 63』

1mm 

ラ
ニ
ュ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
サ
イ
ズ
、
な
い
し
そ
れ
よ
り
や
や
細
か
い
粗
粒
砂
で
す
。
元
の
花
尚
岩
の
「
石
目
節

理」

(41
頁
参
照
）
や
結
晶
の
サ
イ
ズ
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
か
ら
で
す
（
図
I
I
|
4
)
0

な
お
、
石
英
の
結
晶
は
、
風
化
作
用
や
運
搬
過
程
の
磨
耗
で
は
、
径
l
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
が
、
一
般
に
中
粒
砂
に
石
英
が
多
く
な
る
機
構
の
―
つ
で
す
。
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供
給
源
規
制
は
か
な
り
働
く
の
で
、
流
下
す
る
土
石
流
の
構
成
や
破
壊
力
な
ど
の
場
所
に
よ
る
違
い
が
生
ま
れ

ま
す
。と

こ
ろ
で
、
礫
と
、
一
般
に
言
う
砂
と
の
中
間
の
サ
イ
ズ
で
あ
る
グ
ラ
ニ
ュ
ー
ル
は
、
流
水
の
条
件
に
よ
っ

て
、
礫
よ
り
も
砂
よ
り
も
運
搬
さ
れ
や
す
く
、
ま
た
堆
積
し
や
す
い
粒
径
で
す
（
注
7
)

。
花
扁
岩
が
風
化
す
る
と
、

グ
ラ
ニ
ュ
ー
ル
や
、
そ
れ
に
近
い
粒
径
で
あ
る
粗
粒
砂
が
か
ら
な
る
マ
サ
が
大
量
に
生
産
さ
れ
る
こ
と
は
、
土

砂
流
対
策
上
重
要
で
す
。

0

次
谷
の
崩
壊
•
土
石
流
発
生
リ
ス
ク

地
形
学
で
、
谷
を

1
次、

2
次
な
ど
と
分
け
ま
す
。

1
次
谷
が
合
流
し
た
も
の
が

2
次
谷
で
す
。

何
次
だ
ろ
う
と
、
急
な
谷
の
口
に
家
屋
を
建
て
よ
う
と
す
る
人
は
あ
ま
り
い
な
い
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
土

石
流
が
出
て
危
険
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
急
な
崖
の
下
と
と
も
に
、
行
政
が
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
で
レ
ッ
ド
ゾ
ー
ン
（
危
険
地
帯
）
に
指
定
し
て
い
ま
す
。

注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
が
、
ご
く
小
さ
く
て
警
戒
か
ら
外
れ
が
ち
な
谷
で
す
。

0
次
谷
と
い
い
ま
す
。

急
な
斜
面
に
、
少
し
凹
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
も
、
水
が
集
ま
る
の
で
崩

れ
や
す
い
の
で
す
。
先
祖
か
ら
の
古
い
家
屋
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
避
け
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

今
の
人
は
、
そ
の
空
い
て
い
た
と
こ
ろ
に
民
宿
を
建
て
た
り
し
ま
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
泊
ま
っ
て
い
て
豪

雨
警
報
が
出
た
ら
、
少
し
早
め
に
、
古
い
母
屋
の
方
に
移
っ
て
く
だ
さ
い
。
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Il 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

こ
の

斜
面
崩
壊
と
土
石
流
災
害
の
免
疫
性

山
の
斜
面
崩
壊
に
は
免
疫
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
土
石
流
に
よ
る
災
害
の
免
疫
性
に
影
響
し
ま
す
。

概
念
は
小
出
博
さ
ん
（
注
8
)

に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
、
そ
の
後
の
応
用
地
質
学
的
調
査
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま

し
た
。
現
象
的
に
免
疫
性
が
現
れ
る
の
は
、
崩
壊
し
て
メ
な
く
な
っ
た
も
の
は
崩
壊
し
な
い
ク
か
ら
で
す
。
そ

の
後
に
風
化
が
進
み
、
あ
る
い
は
崩
落
物
が
谷
や
斜
面
に
溜
ま
れ
ば
、
つ
ま
り
材
料
が
生
産
、
蓄
積
さ
れ
れ
ば
、

い
つ
か
崩
壊
し
ま
す
。
つ
ま
り
免
疫
性
は
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
崩
壊
し
な
い
で
残
っ
た
も
の
が
あ
れ

ば
、
次
の
豪
雨
の
際
に
は
崩
壊
し
や
す
い
、
つ
ま
り

五免
疫
性
が
得
ら
れ
て
い
な
い
ク
の
で
す
。
各
地
被
災
地

の
復
興
を
考
え
る
際
に
、
こ
の
概
念
を
有
効
に
生
か
す
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

一
方
、
地
す
べ
り
に
は
免
疫
性
が
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
「
ア
レ
ル
ギ
ー
性
」
が
あ
り
、
止
ま
っ
た
り
、
動

き
だ
し
た
り
、
速
度
が
急
変
し
た
り
し
ま
す
。

[注

（引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

5
i
岩
石
の
風
化
に
関
す
る
古
典
的
参
考
書
。

松
井
健

『風
化
の
サ
イ
ク
ル
に

つ
い
て
j
風
化
研
究
会
誌
、

No.l
、
2
|
6
頁
、
1
9
7
4
年
。

松
尾
新
一
郎
監
訳
•
D
o
r
o
t
h
y
 Carroll
著

『岩
石
の
風
化
、
ラ
テ
イ
ス
j
2
4
6
頁、

1
9
7
4
年
。

松
尾
新
一
郎
監
訳

・
C
.
D
.
Ollier
著
『
風
化
ー
そ
の
理
論
と
実
態
、
ラ
テ
イ
ス
」
4
1
7
頁、

1
9
7
1
年。

6
三
一
木
幸
蔵
雰
か
り
や
す
い
岩
石
と
岩
盤
の
知
識
」
鹿
島
出
版
社
、

3
1
8
頁、

1
9
7
8
年
。

7

：
木
村
春
彦

k分
級
機
構
に
つ
い
て
堆
積
機
構
の
基
礎
的
研
究

（そ
の
7

)
_
—
ー

j
地
質
学
雑
誌
、
1
9
5
6

年
。

8
：
小
出
博

『応
用
地
質
岩
石
の
風
化
と
森
林
の
立
地
』
形
成
選
書
、
古
今
書
院
、

1
7
7
頁、

1
9
5
2
年
。
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巨
大
崩
壊
1

地
質
構
造
支
配

山
地
の
崩
壊
に
つ
い
て
、
前
に
記
し
た
諸
事
項
は
、
み
ん
な
地
質
的
問
題
で
す
が
、

規
模
の
崩
壊
に
関
係
す
る
地
質
構
造
に
関
す
る
問
題
に
絞
っ
て
見
ま
す
。

日
本
で
起
こ
る
山
地
斜
面
崩
壊
で
、
そ
の
巨
大
さ
が
注
目
さ
れ
る
も
の
と
言
え
ば
、

写真II-1 

~. 

星
a : 1953年有田川上流花園村の大崩壊。大崩壊は皆伐

や樹齢と無関係に起こっているように見える。右下方寄

りや、左上方寄りに通常のサイズの山崩れが見える。

、 9

>~ .. ・ 
、，．

,, 
．． .ヽ • .;-., 

鼻..

以
下
で
は
と
く
に
巨
大

先
に
地
す
べ
り
に

I;:! 

b : 大崩壊で生じた天然ダムの一つ。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

つ
い
て
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
、
紀
伊
1

熊
野
山
地
で
起
こ
る
地
す
べ
り
性
大
崩
壊
で
し
ょ
う
。
近
年
で
は
、

2
0
1
1
年
に
三
重
県
の
十
津
川
流
域
そ
の
他
で
多
数
の
巨
大
な
崩
壊
が
起
こ
り
ま
し
た
。
各
所
で
崩
壊
土
砂

が
川
を
堰
き
止
め
、
巨
大
な
ダ
ム
を
造
り
ま
し
た
。
同
様
な
こ
と
は
、
明
治
22
年

(
1
8
8
9
年
）
に
十
津
川

上
流
で
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
の
洪
水
で
、
下
流
の
州
に
古
代
か
ら
あ
っ
た
熊
野
本
宮
の
社
屋
が
流
さ
れ
、

場
所
を
川
岸
に
移
し
て
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

右
の
頁
に
掲
げ
た
の
は
、

1
9
5
3
年
の
和
歌
山
県
有
田
川
上
流
の
花
園
村
の
大
崩
壊
と
天
然
ダ
ム
の
写
真

で
す
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
規
模
の
桁
外
れ
の
大
き
さ
で
す
（
写
真
I
I
|
l
)
。

小
出
さ
ん
は
、
こ
の
大
崩
壊
を
「
破
砕
帯
地
滑
り
」
と
位
置
づ
け
ま
し
た
（
注
9
)

。
さ
ら
に
、
こ
の
破
砕
帯
が
、

四
国
か
ら
九
州
ま
で
延
び
て
い
る
と
し
て
い
ま
す
。
確
か
に
そ
の
後
に
高
知
県
で
起
こ
っ
た
繁
藤
斜
面
崩
壊
な

ど
は
そ
う
い
う
位
置
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
紀
伊
熊
野
で
の
大
崩
壊
に
比
べ
る
と
小
さ
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。
構
造
地
質
学
的
に
見
る
と
、
こ
れ
ら
崩
壊
地
の
地
質
地
盤
に
は
断
層
や
亀
裂
が
多
く
あ
り
は
し
ま

み

か

ば

す
が
、
昔
考
え
ら
れ
た
「
御
荷
鉾
構
造
線
」
の
よ
う
な
、
こ
れ
ら
全
体
を
通
す
一
本
の
大
断
層
が
あ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
点
で
、
か
つ
て
「
紀
州
四
万
十
団
体
研
究
グ
ル
ー
。
フ
」
が
指
摘
し
て
い
た
の
で
す
が
、
花
園
地
域
の
地

盤
の
割
れ
目
に
は
、
あ
る
種
の
粘
土
鉱
物
が
あ
る
こ
と
が
気
に
な
り
ま
す
。
そ
う
言
え
ば
、
紀
州
の
山
中
で
は
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
小
鳥
が
飛
び
込
む
と
有
毒
ガ
ス
で
死
ぬ
穴
が
あ
り
ま
す
。
一
種
の
温
泉
作
用
で
す
。
こ
れ
で

割
れ
目
の
充
填
物
に
滑
り
や
す
い
粘
土
鉱
物
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

山
地
斜
面
の
崩
壊
や
地
す
べ
り
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
地
形
や
地
質
構
造
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
間
違
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い
あ
り
ま
せ
ん
。

2
0
1
1
年
の

十
津
川
流
域
な

ど
で
の
大
崩
壊

も
、
断
層
面
や

地
層
面
が
「
流

れ
盤
」
を
な
す

と
こ
ろ
で
よ
く

起
こ
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。
た

だ
し
、
当
然
な

が
ら
、
流
れ
盤

で
あ
れ
ば
必
ず

崩
壊
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
流
れ
盤
で
な
く
と
も
崩
壊
が
起
こ
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
対

照
標
本
を
調
べ
る
こ
と
は
、
科
学
的
研
究
の
常
識
で
す
。
崩
壊
し
た
と
こ
ろ
に
隣
接
し
て
い
る
の
に
崩
壊
し
な

か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
と
く
に
目
を
付
け
て
調
査
す
る
こ
と
が
、
今
後
、
崩
壊
リ
ス
ク
分
布
を
探
る
方
策
と
し
て

重
要
で
し
ょ
う
。

写
真
I
I
|
2
は
、
元
国
鉄
時
代
の
信
越
線
（
現
え
ち
ご
ト
キ
め
き
鉄
道
）
名
立
駅
か
ら
北
方
を
写
し
た
写
真

写真II-2

元国鉄名立駅からみる「名立崩れ」崩壊地
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Il 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

四
で
す
。
向
こ
う
に
崖
、
手
前
に
段
丘
の
よ
う
な
地
形
が
見
え
ま
す
が
、
ど
う
や
ら
、

こ
の
段
丘
の
よ
う
な
も
の
を
な
す
の
が
、
全
部
、

1
7
5
1
年
5
月
20
日
（
宝
歴

元
年
4
月
25
日
）
に
起
こ
っ
た
高
田
地
震
の
時
の
崩
壊
物
の
よ
う
で
す
。
こ
の
大

崩
壊
は
、
名
立
崩
れ
と
呼
ば
れ
て
、
人
々
に
記
憶
さ
れ
て
い
ま
す
。
舟
で
沖
に
で

て
い
た
人
々
が
、
異
変
を
感
じ
て
海
岸
に
戻
っ
て
見
た
ら
、
村
落
が
な
か
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
注
10)0

こ
の
崩
壊
は
、
豪
雨
で
な
く
、
地
裳
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
地
震
に
伴
う
巨
大

崩
壊
は
、
歴
史
時
代
に
い
く
つ
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

1
9
6
4
年。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

,
：
小
出
博

『日
本
の
地
．
江
り
そ
の
予
知
と
対
策

j

東
洋
経
済
新
報
社
、

2
5
9
頁、

1
9
5
5
年。

10i
中
村
慶
三
郎
『
名
立
崩
れ
崩
災
と
国
土
j

風
間
書
店
、

2
3
0
頁、

花
1

岡
岩
地
帯
の
山
地
崩
壊

日
本
の
花
尚
岩
地
帯
で
は
、
豪
雨
に
際
し
て
山
腹
崩
壊
が
よ
く
起
こ
り
、
土
石

流
・
土
砂
流
や
、
土
砂
を
多
量
に
含
む
洪
水
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
ま
す
。
こ

れ
に
は
、
以
下
に
記
述
す
る
よ
う
な
、
花
尚
岩
特
有
の
風
化
が
関
係
し
て
い
ま

す。

1
9
7
2
年
の
修
学
院
災
害
、

1
9
7
4
年、

1
9
7
6
年
の
小
豆
島
災
害
、

| 《コラム》 花岡岩でも巨大崩壊 I 

花岡岩地域でも、桁外れに巨大な崩壊が起こることがあります。その例が、

兵府県一宮での 1976年の崩壊です。この崩壊では、小学校の校舎が土砂流に

流されました （写真1Iー 3 a-c)。この崩壊地では、深層風化がとくに深かっ

たのですが、断層破砕の影評があったと見られます。ただし、崩壊のメカニズ

ムには、河川の側方浸食による急斜面の失脚も関係したでしょう 。なお、この

場所には、 700年ほど前の崩壊の伝承があり、「抜山」と呼ばれていました。
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2
0
1
4
年
広
島
土
石
流
災
害
な
ど
、
み
な
そ
う
で
し
た
。

2
0
1
7
年
の
九
州
北
部
で
の
水
害
も
、
朝
倉
で

の
被
害
は
花
尚
岩
山
地
の
崩
壊
に
よ
る
土
砂
災
害
で
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
で
す
こ
し
具
体
的
に
述

べ
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、
花
尚
岩
の
風
化
や
崩
壊
な
ど
に
か
か
わ
る
一
般
的
な
事
項
の
う
ち
、
先
に
触
れ
な
か
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

写真II-3

・ぷー エ，~-. .. 

｀ ＾ 
•• 

a : 崩壊の初期

b: 発達した崩壊、左下方に流された小学校校舎

i:C:::i:,, 

む ma-
.9 

-. ., 
c: 流され折れた小学校校舎

兵庫県一宮での花尚岩の大崩壊と、流された小学校校舎

（一宮市、稲田信明氏撮影）
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rr いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

花
尚
岩
の
深
層
風
化
、
マ
サ

花
尚
岩
の
風
化
が
著
し
く
、
砂
の
集
合
物
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
も
の
を
、
昔
か
ら
真
砂
土
（
マ
サ
）
と

言
い
ま
す
。
実
は
、
こ
れ
と
、
こ
れ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
堆
積
物
と
が
、
野
外
で
見
分
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
今
で
も
、
辞
典
に
よ
っ
て
は
、
両
者
を
ま
と
め
て
マ
サ
、
あ
る
い
は
マ
サ
土
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

風
化
に
よ
っ
て
マ
サ
が
発
達
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
が
崩
れ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
砂
と
水
ば
か
り
が
流
れ
下

る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
広
島
災
害
で
、
家
屋
被
害
に
果
た
し
た
大
岩
塊
の

破
壊
的
役
割
が
当
初
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
人
々
の
頭
が
花
尚
岩
山
地
↓
マ
サ
↓

土
砂
流
と
反
応
し
た
よ
う
で
す
。
広
島
災
害
地
の
緑
井
地
区
で
の
堆
積
物
は
、
実
際
に
、
ほ
と
ん
ど
土
砂
ば
か

り
で
し
た
。
し
か
し
、
後
で
述
べ
る
八
木
地
区
の
扇
状
地
頭
部
の
新
旧
堆
積
物
の
礫
質
の
部
分
は
、
「
土
石
流
」

と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

深
層
風
化
の
自
然
史
と
メ
カ
ニ
ズ
ム

昔
、
中
学
校
で
は
、
花
尚
岩
の
風
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
構
成
鉱
物
、
と
く
に
石
英
と
長
石
の
熱
膨
張
率
の

違
い
で
説
明
し
て
い
ま
し
た
。
太
陽
熱
を
受
け
て
の
膨
張
が
違
う
の
で
無
理
が
生
じ
て
、
こ
れ
ら
の
境
で
割
れ

る
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く
の
は
、
地
表
か
ら

2
¥
3
メ
ー
ト
ル
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。
深
層
風
化
の
説
明
に
は
と
う
て
い
な
れ
ま
せ
ん
。

花
尚
岩
は
マ
グ
マ
が
地
殻
の
深
い
と
こ
ろ
で
、
冷
え
て
か
た
ま
り
、
ま
た
上
昇
し
て
地
表
に
現
れ
た
も
の
で

す
。
こ
の
過
程
で
の
冷
却
と
圧
力
低
下
が
、
内
部
で
の
亀
裂
発
生
、
機
械
的
風
化
を
起
こ
す
こ
と
は
容
易
に
考
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え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
が
要
因
な
ら
、

日
本
以
外
の
世
界
の
ど
の
花
尚
岩
体
で
も
深
層

風
化
し
て
不
思
議
で
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
の

花
滴
岩
の
深
層
風
化
は
、
深
度

1
0
0
メ
ー

ト
ル
に
ま
で
達
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
（
図

I
I
|
5
)
。
こ
の
よ
う
な
風
化
は
、
世
界
各
地
の

花
尚
岩
の
風
化
を
調
査
、
研
究
さ
れ
た
池
田
碩

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
世
界
的
に
は
特
殊
で
す
。
池

田
碩
さ
ん
の
著
書
（
注
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

何
故
日
本
で
そ
う
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
列
島

の
自
然
史
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。

そ
の
秘
密
は
日
本
列
島
の
気
候
変
化
と
地
質

構
造
運
動
に
あ
る
で
し
ょ
う
。

後
で
ま
た
述
べ
ま
す
が
、
新
生
代
の
終
わ
り

（
鮮
新
世
）
ご
ろ
、
日
本
列
島
の
本
州
、
四
国
、

九
州
な
ど
が
、

2
¥
3
0
0
万
年
規
模
の
長
期

に
わ
た
り
準
平
原
の
状
態
に
あ
り
ま
し
た
。
そ

図Il-5

s 

神戸市鶴甲山

知
且

ボーリング柱状図（一部）神戸市港湾課提供

紐
甲
山 z
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

の
期
間
、
温
暖
、
多
湿
な
気
候
条
件
で
、
風
化
が
地
表
か
ら
深
層
へ
進
行
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、

地
球
表
層
環
境
全
体
の
温
度
が
全
体
的
に
低
下
し
ま
す
が
、
そ
の
間
に
も
温
暖
な
間
氷
期
に
は
、
風
化
は
進
行

し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
風
化
は
、
主
に
長
石
結
晶
の

Ca
を
つ
な
ぐ
腕
が

C
O
2
イ
オ
ン
に
よ
っ
て
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起

こ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

C
O
2
イ
オ
ン
は
地
下
か
ら
き
た
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
六
甲

山
地
な
ど
は
別
と
し
て
、
マ
サ
が
発
達
す
る
ど
の
花
滴
岩
体
に
も
、
地
下
か
ら
の
温
泉
作
用
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
マ
グ
マ
自
身
に
も

C
O
2
は
含
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
主
要
な
供
給
源

は
植
物
と
そ
の
遺
体
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
昔
に
は
、
花
岡
岩
山
地
に
も
豊
か
な
植
生
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

問
題
は
、
そ
の

C
O
2
イ
オ
ン
の
通
り
道
で
す
。
潜
在
的
に
で
も
通
り
道
が
な
け
れ
ば
イ
オ
ン
と
い
え
ど

も
深
部
に
入
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
発
生
に
は
地
質
構
造
運
動
に
よ
る
破
砕
作
用
（
断
層
破
砕
帯
や
節
理
の
発
達
）
、

地
下
水
の
作
用
な
ど
が
関
係
し
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
断
層
破
砕
帯
で
こ
そ
マ
サ
が
深
く
ま
で
発
達
し

て
い
る
こ
と
は
、
先
の
裏
六
甲
山
や
兵
庫
県
の
大
崩
壊
地
の
状
況
か
ら
察
せ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
マ
サ
が
あ

る
の
は
断
層
破
砕
帯
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
広
域
的
な
剪
断
が
関
係
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
岩
盤
の

削
剥
、
相
対
的
上
昇
に
伴
う
除
荷
な
ど
に
よ
る
節
理
（
割
理
）
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
風
化
に
つ
れ
て
見
や

す
く
な
り
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
日
本
の
花
尚
岩
に
は
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
間
隔
の
節
理
が

2
方
向
に
潜
在
し
て
い
ま

す
。
ニ
マ
イ
ク
ロ
フ
ラ
ク
チ
ャ
ー
ク
と
呼
ん
で
も
良
い
で
し
ょ
う
が
、
要
す
る
に

;石
目
ク
で
す
。
石
エ
さ
ん
は
、

昔
か
ら
こ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
竪
を
当
て
て
石
を
切
り
出
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
前
述
の
よ
う

に
私
は
こ
れ
を
;
石
目
節
理
ク
と
呼
ん
で
い
ま
す
（
前
出
図
I
I
|
4
)
。
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花
尚
岩
の
節
理

花
尚
岩
の
風
化
は
、
節
理
の
入
り
方
だ
け
で
な
く
、
結
晶
鉱
物
の
大
き
さ
や
種
類
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
。

一
般
的
に
い
っ
て
、
細
粒
花
巌
岩
は
粗
粒
花
商
岩
よ
り
風
化
し
に
く
く
、
マ
サ
に
な
り
に
く
い
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
、
断
層
や
節
理
（
割
れ
目
）
の
入
り
方
が
大
き
く
関
係
す
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

た
と
え
ば
六
甲
山
地
の
花
尚
岩
に
つ
い
て
、
先
に
紹
介
し
た
池
田
碩
さ
ん
が
長
ら
く
強
調
し
て
い
ま
す
が
、

東
部
の
表
側
と
裏
六
甲
で
花
尚
岩
の
風
化
の
仕
方
が
全
く
異
な
り
、
表
六
甲
の
花
尚
岩
は
大
割
れ
を
、
裏
六
甲

で
は
小
割
れ
を
し
ま
す
。
そ
の
違
い
に
よ
っ
て
、
地
鹿
や
豪
雨
を
受
け
て
の
崩
壊
の
仕
方
が
違
い
、
麓
の
扇
状

地
の
発
達
状
況
や
土
地
利
用
、
被
災
仕
方
ま
で
規
制
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
節
理
の
入
り
方
の
場
所
に

よ
る
違
い
の
地
質
学
的
理
由
は
、
良
く
分
か
っ
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

一
般
に
、
岩
盤
に
入
る
節
理
の
成
因
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
玄
武
岩
の
マ
グ
マ
か
ら
冷
却
し
、

固
結
す
る
と
き
に
六
角
柱
状
冷
却
節
理
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
似
た
垂
直
的
な
節
理
は
花
尚
岩
に

も
発
達
し
ま
す
（
前
出
図
I
I
I
3
)
。
た
だ
し
、
断
面
は
玄
武
岩
の
場
合
の
よ
う
な
き
れ
い
な
六
角
形
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
一
方
、
こ
れ
に
直
角
の
、
つ
ま
り
地
表
面
に
平
行
的
（
多
く
の
場
所
で
水
平
的
）
な
節
理
が
垂
直
節
理

を
割
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
も
玄
武
岩
と
同
様
で
す
。
広
島
北
部
震
災
の
と
き
に
は
、
土
石
流
の
構
成
物
と
し

て
落
下
（
流
下
）
し
て
き
た
大
岩
塊
に
、
こ
の
二
つ
の
節
理
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
節
理
の
発
達
に
よ
り
堅
硬
な
岩
盤
に
で
も
発
生
す
る
岩
塊
は
、
地
盤
の
崩
壊
、
土
石
流
発
生
、
そ

の
免
疫
性
に
な
ど
と
関
係
し
て
注
意
す
べ
き
で
す
。

一
方
、
除
荷
に
よ
る
内
部
応
力
の
開
放
は
、
地
表
面
に
対
し
直
角
方
向
な
の
で
、
節
理
が
地
表
面
に
平
行
に
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

生
ま
れ
、
岩
盤
が
板
状
（
シ
ー
ト
状
）
に
割
れ
て
、
は
が
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。
ご
シ
ー
テ
イ
ン
グ
節
理
ク
な

ど
と
呼
び
、
地
表
面
が
水
平
的
な
ら
水
平
的
に
発
達
し
ま
す
が
、
山
の
斜
面
の
肩
の
部
分
や
、
谷
の
頭
や
側
壁

で
は
、
傾
斜
し
た
斜
面
に
沿
っ
て
の
ク
リ
ー
プ
性
ず
れ
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
広
島
災
害
地
の
花
尚
岩
に
も

発
達
し
て
い
ま
す
。

花
尚
岩
山
地
で
の
岩
塊
の
生
産

一
＼
三
節
で
述
べ
た
よ
う
な
風
化
や
節
理
の
発
達
の
結
果
で
す
が
、
花
尚
岩
山
地
で
硬
い
岩
や
、
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
れ
ば
外
れ
や
す
い
状
態
の
岩
塊
が
あ
る
の
は
、

a
尾
根
、

b
地
形
の
肩
、

C

肩
の
下
の
谷
底
の
両
岸
な

ど
で
す
。

a
;化

i

岡
岩
山
地
の
尾
根
で
は
、
し
ば
し
ば
五
風
化
の
逆
転
ク
と
言
わ
れ
る
現
象
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
こ
で

は
水
が
地
表
か
ら

1
¥
2
メ
ー
ト
ル
の
間
に
は
含
ま
れ
に
く
く
、
三
で
記
し
た
水
平
的
節
理
を
流
れ
ま
す
。
そ

こ
が
先
に
風
化
し
、
そ
の
上
の
板
状
部
分
で
は
、
水
平
的
・
垂
直
的
節
理
か
ら
玉
葱
を
剥
く
よ
う
な
状
態
で
風

化
が
進
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
そ
の
コ
ア
の
部
分
が
球
状
に
硬
い
ま
ま
で
残
っ
て
い
て
、

豪
雨
や
地
震
に
際
し
、
ま
ま
崩
落
し
ま
す
。

b
は
厘
あ
る
い
は
垂
直
的
急
斜
面
で
、
岩
盤
に
前
記
の
垂
直
的
節
理
が
発
達
し
て
い
る
と
、
ト
ッ
プ
リ
ン
グ

と
呼
ば
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ
の
他
で
、
柱
あ
る
い
は
板
状
の
岩
盤
が
外
れ
て
落
ち
ま
す
。

c
~

谷
の
底
で
も
、
b

の
よ
う
な
地
形
が
あ
っ
た
り
、
そ
う
で
な
く
と
も
、
岩
盤
の
一
部
が
突
出
し
て
い
た

り
す
る
と
、
上
方
か
ら
流
れ
落
ち
て
く
る
岩
塊
な
ど
に
ぶ
つ
か
ら
れ
、
岩
塊
を
生
じ
ま
す
。
谷
が
砂
質
そ
の
他
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の
堆
積
物
で
埋
め
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
に
含
ま

れ
て
い
た
岩
石
が
、
上
方
か
ら
の
土
石
流
で
掘
り

出
さ
れ
、
流
下
し
ま
す
。

土
石
流
で
流
下
し
て
き
た
こ
れ
ら
の
岩
塊
を

見
る
と
、
割
れ
面
の
新
鮮
さ
、
汚
れ
方
、
風
化

の
仕
方
な
ど
か
ら

a
、
b
、
C

の
ど
れ
で
あ
る

か
が
分
か
る
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
（
写
真

I
I
|
4
)
。
ど
こ
か
ら
来
た
か
ま
で
推
定
で
き
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
災
害
発
生
後
、
早
い
時
期
に
そ

れ
を
観
察
、
調
査
し
て
お
け
ば
、
山
に
登
れ
な

く
と
も
、
土
石
流
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
復
元
や
、

山
の
岩
塊
の
残
存
状
態
（
免
疫
性
、
ア
レ
ル
ギ
ー

性
の
状
態
）
の
推
定
に
役
立
つ
で
し
ょ
う
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
〕

池

田

碩

[

『
i

化
尚
岩
地
形
の
世
界
j

古
今
書
院
、

2
0
6
頁、

1
9
9
8
年。

『花
商
岩
山
地
の
解
体
過
程
に
つ
い
て
信
楽
山
地
南
縁
・
田
上
山
地
を
事
例
に

」
1
1
2
2頁、

1
9
7
6
年。

大
八
木
規
夫
」
冗
花
1

岡
岩
類
地
帯
の
崩
壊
と
風
化
帯
構
造
の
関
係
ー
ー
＇
島
根
県
大
原
郡
地
方
の
一
例
災
害
地
質
討
論
会
論
文
集
、

山
地
・
丘
陵
地
に
発
生
す
る
災
害
に
関
す
る
諸
問
題
』

26|42頁、

1
9
6
7
年。

写真II-4 2014年広島土石流災害地

八木町三丁目
-~ 

岩盤から外れ、おそらく土石流第3波で流れてきた岩塊

（手前の人物の横）。もとの水平的節理面を手前側（上流

側）へ向けて横たわる。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

五

『
島
根
県
加
茂
・
大
東
花
尚
岩
類
地
帯
に
お
け
る
風
化
帯
の
構
造
と
崩
壊
、
防
災
科
学
技
術
総
合
研
究
報
告
j
14
号、

1
1
3ー

1
2
7
頁、

1
9
6
8
年。

大
八
木
規
夫
・
内
田
哲
夫
・
鈴
木
宏
芳

i

『
加
茂
・
大
東
地
方
花
尚
閃
緑
岩
地
帯
に
お
け
る
風
化
帯
の
粘
土
鉱
物
（
第

1
報）

I

風
化
生
成
粘
土
鉱
物
と
そ
の
生
成
系
列
ー
」
国
立
防
災
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
、
第

2
号、

2
1
|
4
4
頁、

1
9
6
9
年。

柏
木
日
出
治

l
花
尚
岩
の
風
化
の
研
究
（
予
報
）
」
広
島
大
学
地
学
研
究
報
告
、

N
o
.
1
2
、

3
1
9
|
3
4
2
頁、

1
9
6
3
年。

木
宮
一
彦

l
．
花
こ
う
岩
類
の
物
理
的
風
化
指
標
と
し
て
の
引
張
強
度
ー
—
花
岡
岩
の
付
加
•
第

1

報
、
地
質
雑
、

8
1』

3
4
9
|
3
6
4
頁、

1
9
7
5
年。

『＿
―
-
河
高
原
の
風
化
殻
と
そ
の
形
成
時
期
—
|
＇
花
こ
う
岩
の
風
化
・
第3
報
ー
~
地
質
雑
、

8
7
j
9
1
ー

1
0
2

頁
、

1
9
8
1
年。

清

l
•島
根
県
加
茂
町
付
近
の
花
尚
岩
類
と
そ
の
崩
壊
に
つ
い
て

(
I
)、
（I
I
)、岩
鉱
」
5
6
\
5
7
頁
、
2
5
6
|
2
8
3

頁
、

11|24
頁、

1
9
6
6
1
1
9
6
7
年。

『
深
成
岩
の
風
化
に
関
す
る
研
究
第

1
報
新
第
三
紀
末
の
赤
色
風
化
作
用
に
よ
る
江
津
深
成
岩
か
ら
だ
の
風
化
、

応
用
地
質
]
14
巻

3
号、

8
7
|
1
0
2
頁、

1
9
7
3
年。

2
0
1
4
年
広
島
土
石
流
災
害

2
0
1
4
年
広
島
土
石
流
災
害
を
占
自
然
災
害
ク
の
章
で
例
と
す
る
の
は
、
少
し
躊
躇
し
ま
す
。
こ
の
災
害

が
、
社
会
的
要
因
、
と
く
に
乱
開
発
に
よ
っ
て
発
生
し
た
「
開
発
災
害
」
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
問
題
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

災
害
の
自
然
的
素
因
1

土
石
流
扇
状
地
の
発
達
と
開
発

広
島
の
今
度
の
被
災
地
に
限
ら
ず
、
ど
こ
で
も
扇
状
地
は
見
晴
ら
し
が
好
く
、
普
段
は
土
地
が
乾
い
て
い
ま

浦
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す
。
そ
れ
に
、
複
合
扇
状
地
で
は
、
と

こ
ろ
に
よ
り
湧
き
水
が
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
昔
か
ら
住
宅
地
と
し
て
好
ま
れ

て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
平
安
京
も
そ

う
で
す
。
し
か
し
、
も
と
も
と
の
成
因

が
成
因
で
す
か
ら
、
土
砂
災
害
に
遭
う

と
こ
ろ
が
あ
っ
て
当
然
で
す
。

2
0
1
4
年
広
島
土
石
流
災
害
の
被

害
状
況
に
つ
い
て
は
、
災
害
発
生
直
後

か
ら
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
分
厚
い
報

告
も
出
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
11)
。
そ
の

多
く
、
と
く
に
マ
ス
コ
ミ
報
道
で
は
、

花
尚
岩
の
風
化
に
よ
り
発
達
し
た
マ
サ

土
が
崩
壊
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
し

た
土
砂
流
が
住
宅
を
襲
っ
た
こ
と
が
注

目
さ
れ
、
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

強
調
は
正
し
い
と
言
え
ま
す
。

こ
の
地
方
一
帯
が
、

こ
の

そ
れ
は
、

も
と
も
と
そ
の
よ

写真 11~5
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

写真II-6

う
な
自
然
環
境
下
に
あ
る
こ
と
を
軽
視
し
た
開
発
が
、
今
回
の
災
害
の
基
本
的
要
因
だ
か
ら
で
す
（
注
12)0

し
か
し
、
こ
の
災
害
の
実
態
を
現
地
で
具
体
的
に
観
て
み
る
と
、
そ
う
単
純
で
は
な
く
、
地
区
に
よ
っ
て
、

ま
た
さ
ら
に
細
か
い
場
所
毎
に
多
様
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
人
命
を
奪
っ
た
の
は
砂
で
な
く
岩
塊
で
す
。

こ
の
問
題
は
、
今
後
の
復
興
や
安
全
な
地
域
計
画
を
考
え
る
上
で
も
留
意
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

災
害
発
生
の
直
後
か
ら
何
人
も
の
人
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、

2
0
1
4
年
の
広
島
災
害
の
被
災
地
は
、

そ
も
そ
も
過
去
に
繰
り
返
し
起
こ
っ
た
土
石
流
の
堆
積

物
か
ら
な
る
土
地
で
し
た
（
写
真
I
I
ー
5
、6
)
。

さ
ら
に
深
く
み
れ
ば
、
こ
の
自
然
的
素
因
、
言
い
換

え
れ
ば
自
然
地
理
・
地
質
学
的
災
害
リ
ス
ク
環
境
の
形

成
は
、

2
0
1
4
年
広
島
災
害
地
の
場
合
、
中
生
代
後

半
の
白
亜
紀
か
ら
新
生
代
初
め
、
つ
ま
り

1
0
0
0
万

年
オ
ー
ダ
ー
の
昔
の
、
各
種
基
盤
岩
の
形
成
に
遡
り
ま

す
。
そ
の
後
の
準
平
原
形
成
、
深
層
風
化
、
地
殻
変
動
、

地
盤
斜
面
崩
壊
、
土
石
流
扇
状
地
形
成
な
ど
は
、
す
べ

て、

2
0
1
4
年
土
石
流
災
害
の
素
因
で
す
（
注
1
3
)
0

こ
の
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
地
域
に
災
害
の
自
然
的
素

因
が
あ
る
こ
と
の
認
識
は
、
以
前
に
は
、
地
域
の
一
般

住
民
に
も
行
政
の
幹
部
に
も
、
薄
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま

,..... ~..,,. ・ダ→：ぞ冤• 必~-、,.., ぷ丘涵云
,-;;.i-、・： ヽヽ．ヽ、•ヽ・ ム、.. . 免. . . . • i• . .-,、. ,. . 

L ・▲,疇...., ..、．が’• . , ヽ . .~. 

,_ .. ・. .. . .,,. ,-・.,,,、 3
. "'. :• • . •!.,_,_ 

t, ・ .. .. ... •: . . . ~` .・. ＼ 
） • • • ~ 

， 
．． 

i 

巨迎嬰U~Wllllia:~cft•~c
「城山」から見た阿武山山頂付近から流下する「蛇抜け」

（広島市安佐南区八木四丁目）。

「現代の災害と防災＿その実態と変化を見据えて一一』p.2

より（池田碩氏撮影）。
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す
。
行
政
の
問
題
担
当
部
局
は
、
土
石
流
の
流
下
や
斜
面
崩
壊
の
恐
れ
を
憂
い
、
危
険
地
域
の
設
定
に
努
力
し

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
実
質
的
、
効
果
的
に
は
働
か
ず
、
危
険
な
地
域
に
開
発
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

行
政
自
身
に
よ
っ
て
も
住
宅
建
設
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
今
回
の
災
害
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
社
会

的
要
因
で
し
た
。
こ
の
意
味
で
、

2
0
1
4
年
広
島
災
害
は
、
「
開
発
災
害
」
だ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

岩
塊
の
恐
怖

被
災
の
実
態
は
、
地
域
や
そ
の
局
所
に
よ
っ
て
多
様
で
す
。
崩
壊
の
仕
方
や
崩
壊
す
る
も
の
、
出
て
き
た
土

石
流
に
多
様
性
が
あ
る
の
で
そ
う
な
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
今
回
激
し
く
被
災
し
た
緑
井
、
八
木
地
区
に
つ
い
て
、
土
石
流
が
始
ま
っ
た
崩
壊
箇
所
を
見
る

と
、
山
の
稜
線
に
近
い
谷
頭
と
そ
れ
よ
り

1
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
低
い
谷
、
お
よ
び
、
そ
れ
ら
よ
り
ず
っ
と
低

い
、
住
宅
開
発
地
の

50
メ
ー
ト
ル
な
い
し

1
0
0
メ
ー
ト
ル
上
あ
た
り
に
多
い
と
言
え
ま
す
。
地
盤
の
風
化
の

状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
今
後
の
た
め
に
も
検
討
が
必
要
で
す
。

住
宅
開
発
地
が
山
に
這
い
上
が
っ
て
い
る
高
度
に
、
緑
井
地
区
と
八
木
地
区
と
で
は
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
が
、

こ
れ
は
扇
状
地
の
発
達
状
況
を
反
映
し
て
い
ま
す
。

繰
り
返
し
ま
す
が
、
緑
井
地
区
や
八
木
地
区
西
部
な
ど
で
は
、
地
質
時
代
か
ら
大
量
の
巨
岩
や
マ
サ
土
が
土

石
流
、
士
砂
流
を
な
し
て
流
下
し
、
扇
状
地
を
つ
く
り
ま
し
た
。
八
木
地
区
東
部
で
も
土
石
流
は
起
こ
り
ま
す
。

し
か
し
、
緑
井
地
区
や
八
木
地
区
西
部
な
ど
と
異
な
り
、
礫
と
い
っ
て
も
超
巨
大
な
も
の
は
な
く
、
ま
た
マ
サ

は
そ
も
そ
も
山
で
生
産
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
も
、
土
石
流
は
、
概
括
的
に
言
え
ば
、
狭
い
高
位
段
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

丘
の
す
ぐ
下
の
住
宅
の
第
1
列
に
乱
入
し
て
、
そ
こ
で
止
ま
っ
て
い
ま
す
。
八
木
地
区
の
東
部
で
は
、
段
丘
の

上
に
扇
状
地
堆
積
物
が
発
達
し
て
い
ま
せ
ん
。
川
（
太
田
川
）
の
作
用
以
外
に
、
後
背
の
山
が
花
滴
岩
で
な
く

堅
硬
な
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
前
記
の
屈
既
給
源
規
制
ク
が
効
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

土
石
流
の
性
格
は
、
場
所
だ
け
で
な
く
、
時
間
的
に
も
変
わ
り
ま
す
。

2
0
1
4
年
災
害
で
は
、
土
石
流
が

3
回
流
下
し
ま
し
た
が
、
回
ご
と
に
性
質
が
異
な
っ
た
と
い
う
被
災
者
の
証
言
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

国
土
問
題
研
究
会
や
京
大
防
災
研
の
現
地
調
査
で
も
堆
積
物
の
特
徴
か
ら
裏
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
1
波
は

大
量
の
土
砂
（
マ
サ
）
を
含
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
第
3
波
は
、
水
分
の
含
有
量
が
高
い
も
の
で
し

た
が
、
こ
れ
に
運
ば
れ
た
巨
大
な
岩
塊
が
、
建
築
物
を
突
き
破
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
は
、
第
1
、
第
2
波
で
、

谷
の
上
流
部
の
表
層
や
谷
底
の
土
砂
が
、
か
な
り
に
洗
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
谷
で

は
、
崩
壊
の
免
疫
性
が
か
な
り
に
で
き
た
と
み
て
良
い
か
と
思
い
ま
す
。

附
花
尚
岩
以
外
の
岩
盤
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
の
地
質
専
門
家
が
一
般
的
に
持
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
る
こ
と
が
、
広
島
災
害
で
起
こ
っ
た

の
で
、
記
述
し
て
お
き
ま
す
。

ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス

マ
グ
マ
か
ら
の
熱
に
よ
っ
て
五
焼
き
ク
（
熱
変
成
）
が
入
っ
た
岩
石
が
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
で
す
（
注

1
4
)
0

ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
は
堅
硬
で
風
化
や
浸
食
に
対
す
る
耐
久
性
が
高
く
、
各
地
で
残
丘
を
な
す
と
い
う
の
が
地
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質
家
の
常
識
で
し
た
。
し
か
し

2
0
1
4
年
広
島
災
害
に
際
し
て
は
、
八
木
地
区
の
裏
山
の
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス

か
ら
も
土
石
流
が
出
ま
し
た
。
た
だ
し
、
出
た
岩
の
サ
イ
ズ
は
、
大
き
く
と
も
径
1
メ
ー
ト
ル
程
度
で
す
。
量

も
多
く
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
る
被
害
も
住
宅
地
の
一
番
山
よ
り
の

2
列
目
ほ
ど
で
止
ま
り
ま
し
た
。
そ
う
い
え

ば
、
そ
の
あ
た
り
の
扇
状
地
は
、
も
っ
と
西
方
の
花
尚
岩
地
域
よ
り
は
狭
い
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
こ
こ
の
士

石
流
は
、
多
く
の
地
質
家
に
と
っ
て
は
想
定
外
の
規
模
で
し
た
。

花
岡
斑
岩

災
害
発
生
後
、
越
智
さ
ん
に
よ
っ
て
、
花
尚
岩
と
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
の
境
界
に
、
花
尚
斑
岩
の
大
き
な
岩
脈

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
岩
も
、
そ
の
岩
盤
は
風
化
し
に
く
く
、
士
石
流
や
上
砂
流
を
あ
ま
り
出
さ
な
い
と

見
倣
さ
れ
て
き
た
岩
石
で
す
。

2
0
1
4
年
災
害
で
は
、
花
尚
岩
よ
り
も
巨
大
な
岩
塊
を
な
し
て
流
下
し
ま
し

た
。
今
後
も
注
意
を
要
し
ま
す
。

今
後
の
問
題

今
、
住
宅
地
の
立
地
、
開
発
計
画
の
再
検
討
、
開
発
規
制
な
ど
の
社
会
的
な
方
策
が
ど
う
立
て
ら
れ
、
実
施

さ
れ
つ
つ
あ
る
か
が
住
民
に
と
っ
て
問
題
で
す
。
そ
の
検
討
に
は
、
繰
り
返
し
ま
す
が
、
土
地
形
成
の
自
然

ー
人
文
史
に
つ
い
て
の
理
解
が
広
く
進
め
ら
れ
、
被
災
リ
ス
ク
が
細
か
く
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

実
は
、
場
所
に
よ
り
ま
す
が
、
土
石
流
が
く
る
と
こ
ろ
と
来
な
い
と
こ
ろ
の
違
い
は
、
細
か
い
地
形
で
か
な
り

分
か
り
ま
す
。
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こ
こ
で
、
広
島
北
部
で
の
、
い
わ
ゆ
る
；
土
砂
流
ク
の
特
徴
に
関

係
し
て
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
問
題
に
触
れ
て
お
き
ま
す
。

国
交
省
は
、
広
島
北
部
の
災
害
地
に
計
画
し
た
多
数
の
堰
堤
を
、

2
0
1
7
年
夏
に
す
べ
て
建
設
し
終
わ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
そ
の

実
行
力
に
は
驚
き
ま
し
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
計
画
ど
お
り
に
で
き

る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
地
元
の
人
々
に
と
っ
て
は
一
安
心

と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
全
国
に
、
同
じ
よ
う
な
密
度
で
ダ
ム
を
造
る
べ
き
な
の

か
と
い
う
疑
問
が
、
読
者
に
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
私
は
、
そ
れ
は
無

理
だ
し
、
そ
う
考
え
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
と
考
え
ま
す
。

そ
こ
で
想
記
さ
れ
る
の
が
、
先
に
記
し
た
山
地
崩
壊
の
免
疫
性
や
、

土
砂
流
・
土
石
流
災
害
の
地
域
性
で
す
。

広
島
の
斜
面
崩
壊
地
の
砂
防
ダ
ム
建
設
は
、
も
う
済
ん
で
し
ま
っ

た
の
で
す
が
、
一
般
的
に
言
え
ば
、
免
疫
性
が
得
ら
れ
た
渓
流
に

は
、
大
き
な
防
災
ダ
ム
の
設
置
を
急
ぐ
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
免
疫
性
が
で
き
た
か
否
か
、
た
と
え
ば
、
土
石
流
が
で
た
谷
に

危
険
な
岩
が
ま
だ
落
ち
残
っ
て
い
な
い
か
は
、
現
地
を
見
な
け
れ
ば

分
か
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
に
せ
よ
、
免
疫
性
が
得
ら
れ
た
と
判
定
さ
れ

《コラム》 残留岩塊

山で硬い岩や、ショックを受ければ外れやすい状態の岩塊があるのは、前記

(II一一四）のように、尾根、地形の肩、肩の下の谷底の両岸などです。広島の

2016年災害では、これらから岩塊が落ちてきたわけです。土石流の流下後も こ

れが落ちずに残っていないか、あるいは下流に運ばれずに谷に残留していない

かの点検、さらにはそれらの除去、運び出しなどが、前もってなされていれば、

ダムの必要性や場所、種類（たとえば穴あきダムにする）、規模などの決定に

役立ったかと思われます。ダム建設は非常に速やかに進められたようです。そ

れはすごいことです。多分、行政としては、今の法制の下で選べる最善の方策

を取ったのでしょう 。しかし、上記の点検などが、限られた時間内でどこまで

できていたのか、気になります。同じ問題はどこでも起こる可能性があります。
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る
谷
な
ら
ば
、
当
分
そ
こ
か
ら
は
土
石
流
が
で
な
い
の
で
、
そ
の
谷
川
の
流
域
は
、
今
回
被
災
し
た
と
こ
ろ
で

も
、
今
後
当
分
は
、
土
石
流
被
害
は
受
け
な
い
と
考
え
て
良
い
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
土
石
を
あ
ま
り
含
ま
な

い
洪
水
や
落
石
に
は
備
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

土
石
流
、
土
砂
流
か
ら
の
堆
積
物
の
構
成
を
見
る
と
場
所
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
土
石
流
先
頭

の
岩
塊
は
、
扇
状
地
の
頂
部
か
ら
少
し
だ
け
降
っ
た
あ
た
り
に
停
止
し
、
集
中
的
に
堆
積
し
て
い
ま
す
。
砂
は

そ
こ
か
ら
抜
け
、
土
砂
流
を
な
し
て
下
流
へ
奔
り
ま
す
。
ダ
ム
を
つ
く
る
な
ら
ば
、
流
下
す
る
だ
ろ
う
士
石
流

の
性
質
と
、
流
下
に
つ
れ
て
の
変
化
を
予
測
し
て
設
置
位
置
や
種
類
、
設
計
を
考
え
る
べ
き
で
す
。

た
と
え
ば
堰
堤
の
設
置
場
所
は
、
巨
岩
が
ほ
ぽ
停
止
す
る
と
こ
ろ
の
す
ぐ
上
あ
た
り
に
選
ぶ
の
が
効
果
的
で

し
ょ
う
。
谷
の
河
床
の
傾
斜
が
落
ち
、
浸
食
域
か
ら
堆
積
域
へ
と
変
わ
る
地
点
（
木
村
春
彦
さ
ん

(
1
9
5
6

年
。
前
出
注

7
参
照
）
の
言
う
「
河
川
の
節
」
）
の
少
し
だ
け
下
あ
た
り
で
す
。
こ
の
地
点
が
ど
こ
か
は
、

2
0
1
4
年
災
害
の
際
の
岩
塊
の
停
止
地
点
が
示
唆
し
て
い
ま
す
。
普
通
の
砂
防
堰
堤
と
穴
あ
き
堰
堤
の
組
み

合
わ
せ
が
有
効
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
土
石
流
の
中
部
か
ら
尾
部
（
後
流
）
は
、
後
ろ
ほ
ど
石
礫
の
含
有
量
が
低
く
、
私
の
呼
び
方
で
は
土

砂
流
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
す
。
今
後
も
第
1
波
で
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
こ
の
部
分
は
、
水
を
た
っ
ぷ
り
含
ん

で
い
れ
ば
、
川
の
流
れ
の
よ
う
な
性
質
で
す
か
ら
、
流
路
を
保
証
し
て
下
流
に
誘
導
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
ハ
ー
ド
な
計
画
を
立
て
る
う
え
で
、
こ
の
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
す
。

い
ざ
土
石
流
や
洪
水
が
襲
来
す
る
際
に
は
、
距
離
の

1
メ
ー
ト
ル
の
違
い
が
生
死
を
分
け
ま
す
。
岩
塊
に
ぶ

つ
か
ら
れ
る
か
、
土
砂
に
埋
ま
る
か
、
床
上
浸
水
か
、
床
下
浸
水
か
は
、
被
災
の
仕
方
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
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の
復
旧
、
復
興
に
も
大
変
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
今
後
の
災
害
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
予
想
を
地
区
毎
、
家

屋
毎
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
現
地
で
の
専
門
的
調
査
と
現
地
被
災
者
な
ど
の
証
言
な
ど

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

11
：
た
と
え
ば
、
土
木
学
会
・
地
盤
工
学
会
調
査
団
編

「平
成
26
年
広
島
豪
雨
災
害
合
同
緊
急
調
査
団
調
査
報
告
書
』
2
9
6
頁、

2
0
1
4
年。

池
田
碩
「
安
佐
南
•
安
佐
北
区
の
「
土
石
流
災
害
」
か
ら
の
教
訓
と
警
鐘
」
、
災
害
被
災
者
支
援
と
災
害
対
策
改
善
を
求
め
る
広

島
連
絡
会
「
現
代
の
災
害
と
防
災

・
減
災
j
22|32
頁、

2
0
1
5
年。

災
害
被
災
者
支
援
と
災
害
対
策
改
善
を
求
め
る
広
島
連
絡
会
『
広
島
土
砂
崩
壊
—
~
都
市
近
郊
の
大
災
害

j
1
6
1

頁
、

2
0
1
4
年。

12]
越
智
秀
二
『
広
島
か
ら
見
た
現
代
の
防
災
問
題
j

災
害
被
災
者
支
援
と
災
害
対
策
改
善
を
求
め
る
広
島
連
絡
会
、

84
頁、

2
0
1
7
年
。

1
3
{祠
か
く
言
え
ば
、
古
い
扇
状
地
が
隆
起
し
た
上
に
、
新
し
く
土
石
流
が
流
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
、
今
後
の
災
害
の
素
因
を

な
し
て
い
ま
す
。

14
」
被
災
地
八
木
地
区
の
襄
で
は
、
泥
質
岩
お
よ
び
細
粒
砂
岩
起
源
の
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
が
、
花
尚
岩
類
の
上
を
覆
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
岩
石
に
つ
い
て
は
、
他
の
報
告
中
の
地
質
図
な
ど
に
、
ジ
ュ
ラ
紀
の
付
加
体
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

六

2
0
1
7
年

7
月
九
州
北
部
水
害

こ
の
水
害
は
、
こ
の
本
の
執
筆
中
に
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
発
生
要
因
や
機
構
に
つ
い
て
は
、
豪
雨
が
記
録

的
で
あ
っ
た
こ
と
の
他
は
、
ま
だ
調
査
・
検
討
中
で
す
が
、
土
砂
と
と
も
に
多
量
の
流
木
が
流
下
し
て
被
害
を
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そ
れ
で
、

池
田
碩
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
崩
壊
し
た
山
の
基
盤
岩
石
の

違
い
、
す
な
わ
ち
朝
倉
で
は
花
尚
閃
緑
岩
、
日
田
で
は
溶

結
凝
灰
岩
で
あ
る
こ
と
が
、
両
地
域
の
山
の
風
化
や
崩

壊
の
仕
方
に
大
き
な
違
い
を
生
じ
て
い
ま
す
。
前
者
で

は
、
花
滴
岩
の
風
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
大
量
の
マ
サ
土
が

土
砂
流
を
な
し
て
谷
を
流
下
し
、
住
居
な
ど
を
埋
め
ま
し

た
。
一
方
、
日
田
の
溶
結
凝
灰
岩
で
は
、
花
尚
岩
で
の
よ

う
な
厚
い
風
化
帯
は
発
達
し
ま
せ
ん
。
風
化
帯
と
岩
盤
の

境
は
明
瞭
で
す
。
こ
の
境
に
沿
っ
て
、
上
位
の
土
壌
を
含

む
風
化
帯
層
が
、
樹
木
ご
と
、
斜
面
に
広
げ
ら
れ
た
カ
ー

ペ
ッ
ト
の
よ
う
に
す
べ
り
落
ち
ま
し
た
（
写
真
I
I
|
8
a
、b
)
。

こ
の
よ
う
な
違
い
は
今
後
の
防
災
上
も
重
要
で
す
。
岩
石

に
よ
る
違
い
は
、
時
間
が
経
っ
て
も
変
わ
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
す
。

も
う
一
っ
気
に
な
る
の
が
、
同
じ
花
尚
質
岩
か
ら
の
も
の
な
の
に
、
朝
倉
と
広
島
と
で
出
た
土
砂
の
特
徴
が

違
う
こ
と
で
す
。
朝
倉
で
は
、
ね
っ
と
り
と
し
た
泥
分
が
砂
利
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
て
、
被
災
者
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
人
々
を
泣
か
せ
ま
し
た
。

2
ヵ
月
経
っ
て
も
道
路
脇
に
は
土
砂
が
数
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
積
み

大
き
く
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
n
|
7
)
（注

15)0 

写真II-7

発災から 2ヵ月後も、佐田川（朝倉市）の水面を覆いつく

す流木群（池田碩氏撮影）。
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写真11-8a 

...... 1.:..J~~ .. -.. ~ 轟~ .

朝倉市花商質岩山地斜面の崩壊・士石流跡。崩壊が多発し

た斜面上部はスギ・ヒノキの植（造）林地（池田碩氏撮影）。

写真II-8b 

~-"""··"-c .. ,., ... ..; ・~-、, .~-ヽ．：叱C •• • -'• •• • :.:•• 

- 『9 ”ヽ

日田市安山岩斜面の崩壊跡。薄く広く崩壊・石礫を多く

出した（池田碩氏撮影）。

上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、
渓
流
な
ど
に
岩
塊
が
あ
ま
り
露
出
し
な
か
っ
た
こ
と

も
、
広
島
災
害
な
ど
、
他
の
地
の
土
石
流
災
害
と
の
違
い
で
す
。

と
も
か
く
山
に
は
泥
が
多
く
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
風
化
が
進
み
、
土
壌
が
よ
く
発
達
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
ま
す
。
花
巌
閃
緑
岩
は
花
尚
岩
類
の
一
種
で
す
が
、
風
化
の
仕
方
が
典
型
的
な
花
尚
岩
よ
り
化
学
的
で
す
。

た
だ
し
そ

の
違
い
は

ん
。
新
第

三
期
、
中

新
世
以
降

の
準
平
原

面
が
、
そ

の
後
な
か

な
か
隆
起

し
な
か
っ

た
た
め
に
、

り

ま

せ

の
で
は
あ

大
き
な
も
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流
木
発
生
に
つ
い
て

「
治
水
は
治
山
に
あ
り
」
と
は
古
く
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
格
言
で
す
。

く
「
山
を
荒
ら
す
な
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
で
は
、
戦
後
の
復
興
期
に
木
材
需
要
が
伸
び
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
植
林
が
全
国
で
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
木
材
の
輸
入
が
自
由
化
さ
れ
て
外
材
輸
入
が
急
増
す
る
と
、
人
工
林
は
手
入
れ
が
行
き
届
か
な
く
な

り
、
荒
れ
る
に
ま
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
山
地
斜
面
の
崩
壊
や
、
そ
れ
に
伴
っ
て
流
木
が
で

る
要
因
（
素
因
）
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、

2
0
1
7
年
の
九
州
北
部
災

七

治
山
・
治
水
と
植
生
問
題

長
く
化
学
的
風
化
を
受
け
、
＞
風
化
帯
の
土
壌
化
が
進
ん
で
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
な
お
、
池
田
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
こ
こ
の
風
化
帯
の
う
ち
、
マ
サ
化
し
て
い
る
厚
さ
は
10
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
厚
さ
だ
け
に
つ
い
て
見

れ
ば
特
別
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
私
は
、
こ
こ
で
の
風
化
と
崩
壊
の
特
徴
に
は
、
植
生
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
次
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
少
し
述
べ
ま
す
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

15
ニ
広
島
士
石
流
災
害
で
も
、
谷
に
も
よ
り
ま
す
が
、
流
木
は
大
量
に
で
ま
し
た
。
流
木
が
出
る
の
は
、
昔
か
ら
あ
っ
た
こ
と
で
す
が
、

近
年
と
く
に
顕
著
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

こ
こ
で
治
山
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
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いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

害
で
の
流
木
の
多
さ
を
み
る
と
、
も
う
少
し
検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
よ

う
に
感
じ
ま
す
（
注

1
6
)
0

筑
後
川
流
域
は
、

1
9
5
3
年
に
も
大
水
害
を
経
験
し
て
い
ま
す
。
こ
の

水
害
の
発
生
当
初
、
戦
中
の
山
林
管
理
悪
化
と
戦
後
の
乱
伐
で
山
が
荒
れ
て

い
た
の
が
、
山
地
の
崩
壊
や
下
流
地
域
の
洪
水
災
害
の
原
因
で
あ
る
と
、
も
っ

ぱ
ら
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
小
出
博
さ
ん
は
、
事
実
と
し
て
は
、

山
は
荒
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
「
山
林
乱
伐
説
」
は
、
河
川
管
理
者
が
災
害

の
要
因
を
戦
争
に
押
し
つ
け
て
、
責
任
を
免
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と

指
摘
し
ま
し
た
。

表
IIー

3
は
、
昔
、
木
村
春
彦
さ
ん
が
、

1
9
6
5
年
な
ど
の
南
木
曽
災

害
で
の
例
な
ど
を
元
に
、
樹
林
の
場
の
条
件
や
そ
の
管
理
と
崩
壊
性
と
の
関

係
を
表
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
一
斉
造
林
さ
れ
た
針
葉
樹

幼
生
林
が
弱
く
、
広
葉
樹
、
壮
齢
林
が
強
い
と
い
っ
た
ま
と
め
は
、
な
る
ほ

ど
と
言
っ
た
感
じ
が
し
ま
す
。

そ
の
後
、
降
雨
に
よ
る
地
表
浸
食
の
強
度
や
、
地
下
伏
流
水
の
流
れ
方
へ

の
影
響
な
ど
が
東
京
農
工
大
そ
の
他
で
ず
い
ぶ
ん
研
究
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
農
業
試
験
場
で
は
、
根
を
抜
く
と
き
の
抵
抗
の
測
定
に
よ
る
地
盤
強
度

（
抜
根
強
度
と
い
う
）
の
評
価
が
、
し
っ
か
り
し
た
実
験
計
画
の
下
に
系
統

表II-3 森林管理状態と崩壊頻度の関係

小 ← 崩壊頻度 → 大

林齢 壮齢林 老齢林 幼齢林

樹種 広薬樹 混交林 針葉樹

伐採法 択伐 間伐 皆伐

植林法 混 植 天然更新 一斉造林

害虫駆除 天敵利用 放任 薬剤散布

「木村春彦「木村春彦論文集』同編集委員会、 1980年」より。
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的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

斜
面
崩
壊
と
植
生
の
状
態
と
の
関
係
と
い
え
ば
、
私
は
、
植
生
の
種
類
や
生
育
状
態
だ
け
で
な
く
、
枯
死
後

の
根
茎
も
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
自
然
に
枯
死
し
た
古
木
の
根
は
、
次
第
に
透
水
性
の
良
い
腐
朽
セ

ル
ロ
ー
ズ
の
束
と
な
り
、
流
水
を
通
過
さ
せ
や
す
く
、
か
つ
洗
脱
さ
れ
や
す
い
状
態
に
な
り
ま
す
。
伐
採
さ
れ

た
樹
木
の
根
で
も
同
じ
で
す
。
右
に
人
工
の
幼
生
林
が
弱
い
こ
と
に
触
れ
ま
し
た
が
、
私
は
、
こ
の
林
が
皆
伐

さ
れ
、
そ
の
後
一
斉
造
林
さ
れ
る
と
、
そ
の
斜
面
は
と
く
に
崩
壊
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

こ
の
考
え
を
、
私
は

1
9
7
2
年
に
京
都
市
左
京
区
で
起
こ
っ
た
土
砂
水
害
の
背
景
を
調
査
し
た
と
き
に
持

ち
ま
し
た
。
以
下
に
、
そ
う
考
え
た
経
由
を
簡
単
に
述
べ
ま
す
。

樹
林
の
皆
伐
・
一
斉
造
林

1
9
7
2
年
に
京
都
市
左
京
区
で
起
こ
っ
た
修
学
院
災
害
に
際
し
、
集
水
地
の
花
i

岡
岩
山
地
で
い
く
つ
も
の

崩
壊
が
発
生
し
ま
し
た
。
そ
の
複
数
因
子
の
複
合
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
ま
す
が
、
植
生
と
の
関
係
に
つ
い
て

気
付
い
た
の
が
、
針
葉
樹
林
の
五
戸
伐
と
二
斉
ク
造
林
が
繰
り
返
さ
れ
た
斜
面
の
崩
壊
で
す
。
統
計
的
な

研
究
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
、
林
地
管
理
者
の
「
一
乗
寺
北
中
会
」
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
歩
い
て
確
認

を
得
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
相
関
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

伐
採
さ
れ
た
樹
木
の
根
は
、
時
間
が
経
つ
と
腐
り
ま
す
。
前
記
の
よ
う
に
、
次
第
に
水
が
通
り
や
す
く
、
か

つ
洗
脱
さ
れ
や
す
い
状
態
に
な
り
ま
す
。
雨
が
降
れ
ば
水
を
し
っ
か
り
含
み
ま
す
。
修
学
院
災
害
の
崩
壊
の
場

合
に
は
、
皆
伐
後
す
ぐ
に
、
一
斉
に
植
え
ら
え
た
新
し
い
樹
木
の
根
が
、

2
5
|
3
0
年
ほ
ど
経
っ
て
、
伐
り
跡
と
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

同
じ
深
さ
ま
で
地
中
に
入
り
、
元
の
地
盤
の
が

さ
が
さ
の
マ
サ
の
部
分
と
一
緒
に
ま
と
ま
っ
て
、

水
を
た
っ
ぷ
り
含
ん
だ
カ
ー
ペ
ッ
ト
の
よ
う
な

状
態
を
造
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、

皆
伐
の
す
ぐ
後
よ
り
、
か
え
っ
て
は
る
か
に
滑

り
落
ち
や
す
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
（
図
I
I
|
6
)
。
結
果
的
に
、
檜
の
幼
生
林
が
、

各
所
で
地
盤
ご
と
（
浅
く
）
崩
壊
し
た
の
で
し
ょ

゜
ぷ
ノ

修
学
院
災
害
の
場
合
に
は
、
降
雨
量
が
、
今

で
い
う
「
極
端
気
象
」
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
で
も
崩
壊
が
起
こ
っ
た
素
因
に

は
、
こ
の
よ
う
な
経
過
に
よ
る
、
崩
壊
し
や
す

い
層
の
形
成
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

先
に
触
れ
た

1
9
6
5
年
の
南
木
曽
国
有
林

で
の
多
数
の
崩
壊
に
は
、
風
化
地
帯
斜
面
で
の

林
道
設
置
が
大
き
く
関
係
し
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
大
き
な
崩
壊
に
は
、
皆
伐
と
そ
の
後
の

図II-6

腐粉した抜採樹根

皆伐と一斉造林を繰り返した山腹でのすべり落ちやすいカーペットの生成、概念

図。カーペットは（土砂が入っているが）高含水。普通の表層板状帯（体）と中間

帯の滑落とは状況が異なります。
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と
こ
ろ
で
、

一
斉
造
林
さ
れ
な
く
と
も
、
根

茎
が
残
る
限
り
、
皆
伐
の
影
響
は
現
れ
る
で

し
ょ
う
。
こ
れ
が
、
皆
伐
が
崩
壊
と
相
関
す
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
（
要
因
）
と
し
て
は
か
な
り
重
要

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
な
ら
ば
、

植
林
後
、
か
な
り
年
が
経
っ
た
林
で
も
、
非
常

な
豪
雨
が
あ
れ
ば
崩
壊
す
る
で
し
ょ
う
。

大
量
の
流
木
が
出
た
、
九
州
北
部
水
害
の
山

地
崩
壊
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

現
地
で
調
査
や
聞
き
と
り
を
さ
れ
た
池
田
碩

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
樹
林
の
一
部
は
比

較
的
若
い
針
葉
樹
林
で
す
。
し
か
し
、
か
な
り

の
部
分
は

60|65
年
ほ
ど
の
か
な
り
長
い
間
伐
採
さ
れ
ず
、
あ
ま
り
管
理
さ
れ
な
い
状
態
に
あ
っ
た
よ
う
で
す

（
写
真
I
l
|
9
)。
こ
の
管
理
の
悪
さ
が
、
結
構
太
い
樹
木
が
抜
け
て
下
流
に
流
れ
て
き
た
要
因
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
も
事
実
で
し
ょ
う
。

造
林
の
前
は
、
こ
の
斜
面
は
雑
木
林
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
皆
伐
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
根
茎

一
斉
植
林
が
、
素
因
と
し
て
働
い
た
の
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。

写真Il-9
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

皆
伐
が

跡
が
、
今
ど
う
な
っ
て
い
る
か
が
気
に
な
り
ま
す
。

右
の

6
0
¥
6
5
と
い
う
数
字
は
微
妙
で
す
。
こ
の
本
を
書
い
て
い
る
今
は

2
0
1
8
年
で
す
。

1
9
5
3
年
北
九
州
水
害
の
前
だ
っ
た
の
か
後
な
の
か
を
知
り
た
い
も
の
で
す
。
も
し
前
な
ら
ば
、

1
9
5
3

年
の
豪
雨
の
水
は
、
皆
伐
で
禿
地
に
な
っ
た
山
腹
を
崩
壊
さ
せ
ず
、
た
い
し
て
浸
食
も
せ
ず
に
川
に
流
れ
込
み
、

筑
後
川
下
流
の
水
害
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
裸
地
に
す
る
の
が
崩
壊
の
原

因
だ
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
考
え
に
必
ず
し
も
一
致
し
ま
せ
ん
。

樹
林
の
皆
伐
が
、

1
9
5
3
年
水
害
の
前
だ
っ
た
に
せ
よ
後
だ
っ
た
に
せ
よ
、
皆
伐
の
影
響
は
、
今
度
の
水

害
発
生
ま
で
残
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。

一
度
、
皆
伐
さ
れ
た
と
こ
ろ
な
ら
ば
、
そ
の
後
60|65
年
生
の
樹
林
に
な
っ
て
も
、

2
0
1
7
年
の
九
州
北

部
の
豪
雨
は
修
学
院
災
害
の
場
合
よ
り
は
る
か
に
激
し
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
各
所
で
地
盤
が
滑
り
落
ち
た
の

は
不
思
議
で
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
杉
や
ヒ
ノ
キ
の
根
は
、
ど
う
せ
風
化
度
1
や
2
の
岩
盤
に
深
く
は
入

り
ま
せ
ん
。
根
の
入
る
深
さ
は
年
を
重
ね
た
木
で
も
若
い
木
と
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
で
は
、
問
題

は
年
齢
で
な
く
、
根
の
入
る
深
さ
の
揃
い
で
し
ょ
う
。

な
お
、
皆
伐
と
一
斉
造
林
の
繰
り
返
し
回
数
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
含
水
カ
ー
ペ
ッ
ト
の
ガ
サ
ガ
サ
の

度
合
い
と
含
水
可
能
量
と
は
増
大
す
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
ク
30
年
ほ
ど
の
周
期
で
皆
伐
と
一
斉

造
林
を
繰
り
返
せ
ば
、
ど
の
回
の
樹
木
の
根
も
、
よ
り
古
い
根
の
跡
と
同
じ
深
さ
な
る
の
で
一
番
い
け
な
い
。
ク

と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

と
も
あ
れ

2
0
1
7
年
北
九
州
水
害
で
の
流
木
の
多
さ
は
、
林
業
経
営
と
山
林
の
管
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
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こ
れ
ま
で
よ
り
も
細
か
い
検
討
の
必
要
を
示
し
て
い
る
の
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
前
に
、
人
工
の
針
葉
樹
幼
生

林
が
弱
い
こ
と
に
触
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
林
が
人
工
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
人

工
林
が
普
通
、
皆
伐
さ
れ
る
こ
と
が
強
く
関
係
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
な
お
、
植
生
は
、
生
き
て
い

て
も
岩
盤
の
風
化
、
土
壌
化
を
進
め
る
こ
と
は
常
識
で
す
。

「
拡
大
造
林
」

先
に
紹
介
し
た
修
学
院
災
害
の
場
合
の
山
地
の
崩
壊
は
、
「
皆
伐
」
、
「
一
斉
造
林
」
と
言
っ
て
も
、
実
は
そ

の
面
積
は
他
の
地
域
の
例
に
比
べ
れ
ば
狭
い
も
の
で
し
た
。
狭
い
の
で
多
く
の
箇
所
を
比
較
調
査
で
き
た
と
も

言
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と
広
い
面
積
で
は
、
同
じ
事
態
が
も
っ
と
広
範
囲
で
起
こ
る
わ
け
で
、
さ
ら
に

問
題
で
す
。

こ
の
面
積
の
問
題
は
、
他
の
崩
壊
要
因
に
つ
い
て
も
関
係
す
る
で
し
ょ
う
。
徳
島
県
鬼
頭
町
の
藤
田
恵
さ
ん
は
、

以
前
か
ら
、
土
砂
災
害
は
「
拡
大
造
林
」
が
元
凶
で
あ
る
と
告
発
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
拡
大
造
林
」

と
は
、
造
林
す
る
面
積
が
広
す
ぎ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
敗
戦
後
の
政
策
的
に
進
め
ら
れ
た
天
然
の
広
葉

樹
林
の
広
範
皆
伐
、
針
葉
樹
の
密
植
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
「
拡
大
造
林
」
後
の
手
入
れ
不
足
に

よ
る
山
肌
の
「
過
大
浸
食
」
、
山
林
崩
壊
に
よ
る
土
石
流
発
生
、
沢
や
河
川
へ
の
過
大
流
入
、
民
家
な
ど
の
被
害
、

下
流
ダ
ム
ヘ
の
堆
砂
、
ダ
ム
災
害
な
ど
が
、
す
べ
て
、
こ
の
「
拡
大
造
林
」
に
発
す
る
と
い
う
指
摘
で
す
。
そ

の
過
程
中
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
項
に
は
、
た
と
え
ば
幅
員
が
広
す
ぎ
る
農

林
道
の
開
設
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
事
業
の
広
域
化
が
関
係
し
て
お
り
、
そ
れ
沿
い
の
斜
面
の
広
い
崩
壊
の

62 



II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

た
く
ば
つ

択
伐
が
で
き
な
い
か

防
災
の
た
め
に
は
；
拡
大
皆
伐
ヘ
ヶ
拡
大
造
林
ク
で
な
く
、
間
伐
、

で
き
れ
ば
択
伐
方
式
が
良
い
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
林
業
経
営
方
式
が
成
り
立
つ
方
策
、
政
策
の
確
立
が
望
ま
れ
ま

す
。
私
に
は
良
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
多
分
、
京
都
北
山
（
写
真

l
l
|
1
0
)

の
よ
う
に
、
丹
精
込
め
て
一
本
一
本
を
育
て
、
高
く
売

る
の
が
―
つ
の
方
策
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
な
か
な
か
困
難

な
背
景
に
は
、
社
会
的
、
と
く
に
経
済
的
事
情
が
あ
り
、
簡
単
な

問
題
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
（
注
1
7
)
0

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
〕

16
；
古
い

1
9
5
0
年
代
の
話
で
す
が
、
京
都
符
北
桑
田
郡
で
多
数
の
山
崩

れ
が
起
こ
っ
た
こ
ろ
、
村
人
は
、
「
ス
ギ
の
良
く
育
つ
と
こ
ろ
」
、
「
山
の
良

＜
肥
え
た
と
こ
ろ
」
、
「
何
時
も
は
水
が
流
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
」
が
よ
く

崩
れ
る
と
語
っ
て
い
ま
し
た
（
北
桑
災
害
誌
研
究
会
、
水
山
・
志
岐
・
堀
井
・

八
木
。
京
都
府
上
桂
川
水
系
に
お
け
る
水
害
の
研
究
。
木
村
春
彦
論
文
集
、

1
9
8
0
年
所
収
）
。
普
通
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
ま
る
で
反
対
の
見
解

で
す
。
崩
壊
直
後
の
現
地
住
民
の
証
言
で
す
か
ら
、
注
目
す
べ
き
証
言
だ

素
因
で
あ
る
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

| 《::::Jラム》 椋欄と竹林 ― | 

1953年有田川水害の際、農家の庭先の粽棚がよく抜けて倒れ、そこで庭先が

崩れたりもしました。それで、＂椋棚は根が浅いので良くないのだ。今後椋棚

は植えるな＂という意見が出されました。これについて小出博さんは、"椋棚

は成長が早い。すぐ現金収入源になるから、山林を持たない人々にとって大事

だ。椋棚は積極的に植えるべきだ。’＇と言いました。小出さんらしい、何より

も生活を重視する意見でした。

同じような話ですが、豪雨の際、斜面で竹林が崩れることがあります。それ

を見て“竹は根が浅いから良くない＂と言った学者がありました。話は逆で、

崩れやすいところに、崩壊防止のために竹が植えられているのです。堤防の竹

林についても同様なことがありました。「相関」と「因果」の関係をきちんと

考えられない「専門馬鹿」現象の一例でしょう。
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と
思
い
ま
す
。

17
二

誤

解

が

あ
る
か
も
知

れ
な
い
の
で

念
の
た
め
に

付
け
加
え
ま

す
が
、
植
林

後
の
管
理
は
、

も
ち
ろ
ん
重

要
で
す
。
放

置
し
て
樹
林

を
荒
れ
さ
せ

れ
ば
大
変
悪

い
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
伐
採

し
た
り
斜
面

を
削
っ
た
り

し
て
で
き
た

裸
地
は
、
降

雨
が
あ
れ
ば
浸
食
さ
れ
ま
す
。
多
数
の
小
規
模
の
ガ
レ
（
溝
）
が
平
行
に
生
ま
れ
ま
す
。
谷
の
側
面
で
も
同
様
で
す
。
谷
頭
崩
壊

に
始
ま
る
五
蛇
抜
け
ク
や
斜
面
崩
壊
と
は
、
規
模
や
形
が
違
い
、
被
害
も
ま
る
で
違
い
ま
す
。
谷
頭
で
は
、
こ
れ
ら
の
箇
所
か
ら

よ
く
崩
壊
が
始
ま
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
は
っ
き
り
言
え
ば
、
北
九
州
水
害
で
の
流
木
に
は
、
伐
採
後
、
斜
面
に
放
置
さ
れ
て
い
た
の
が
流
れ
だ
し
た
ケ
ー
ス

も
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
う
な
っ
た
理
由
が
何
か
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

写真II-10
,, 

京都北山の杉林

杉材加工
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

地
盤
災
害

地
盤
に
起
こ
る
地
す
べ
り
や
崩
壊
、
液
状
化
・
流
動
化
、
沈
下
な
ど
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
災
害
は
、
一
括

し
て
地
盤
災
害
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
斜
面
の
地
盤
崩
壊
や
地
す
べ
り
に
つ
い
て
は
、
先

に
「
斜
面
災
害
」
と
し
て
記
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
急
性
の
も
の
は
、
普
通
、
地
震
や
豪
雨
が
引
き
金
（
直

接
因
）
と
な
っ
て
起
こ
り
ま
す
。
博
多
駅
前
道
路
陥
没
事
故
は
引
き
金
が
な
く
て
起
こ
り
ま
し
た
。

地
盤
の
液
状
化
・
流
動
化

2
0
1
1
年
東
日
本
大
災
害
の
際
、
東
京
、
千
葉
な
ど
の
東
京
湾
沿
岸
で
液
状
化
被
害
が
発
生
し
た
こ
と
は

記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
以
前
で
は
、
阪
神
・
淡
路
大
裳
災
や
、
新
潟
地
震
災
害
の
地
盤
液
状
化
被

害
が
有
名
で
す
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
の
埋
め
立
て
造
成
地
盤
は
、
沈
下
す
る
だ
け

で
な
く
横
に
も
動
き
ま
し
た
。
こ
の
震
災
で
は
、
淀
川
の
堤
防
の
基
礎
地
盤
の
液
状
化
で
堤
防
が
壊
れ
、
危
う

く
大
惨
事
に
な
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
液
状
化
は
、
高
い
台
地
に
つ
く
ら
れ
た
住
宅
地
の
ち
ょ
っ
と
し
た
埋
め
立

て
地
で
も
起
こ
り
ま
し
た
（
注
1
8
)
0

こ
れ
ら
の
事
態
は
、
い
ず
れ
も
地
盤
が
劣
悪
で
、
地
震
が
あ
れ
ば
起
こ
る
の
が
当
然
の
と
こ
ろ
で
発
生
し
た

も
の
で
、
良
く
調
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後
の
発
生
に
つ
い
て
も
各
地
で
警
告
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

で
、
東
京
都
の
築
地
・
豊
洲
市
場
問
題
な
ど
で
は
、
液
状
化
被
害
の
恐
れ
が
検
討
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
せ
ん
。
大
阪
の
万
博
会
場
敷
地
に
つ
い
て
も
同
様
で

n
|
4
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す
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
会
場
も
心
配
で
す
。
な
お
、
液
状
化
は
、
大
規
模
に
噴
砂
が
起
き
て
地
下
に
砂
の

層
が
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
別
で
す
が
、
ク
一
度
起
こ
れ
ば
も
う
起
き
な
い
ク
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

18
こ
基
礎
地
盤
の
液
状
化
に
よ
る
家
屋
の
傾
き
な
ど
は
、
少
し
費
用
が
要
り
ま
す
が
、
多
く
の
場
合
、
ジ
ャ
ッ
キ
を
使
っ
て
回
復
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
行
政
や
専
門
家
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

二
地
盤
沈
下
、
地
表
の
沈
下

大
阪
や
新
潟
の
地
盤
沈
下
は
、
基
本
的
に
、
地
下
水
、
天
然
ガ
ス
や
石
油
の
汲
み
上
げ
、
ト
ン
ネ
ル
や
坑
道

な
ど
が
直
接
的
要
因
で
す
。
被
害
の
主
な
要
因
が
人
為
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
占
自
然
災
害
ク
と
呼
ぶ
の
は
実
は

お
か
し
い
の
で
す
。
そ
の
防
止
策
は
、
基
本
的
に
は
明
ら
か
で
す
が
、
地
下
水
の
汲
上
げ
規
制
な
ど
で
地
盤
が

上
昇
す
る
と
、
皮
肉
に
も
、
沈
下
状
態
に
適
合
さ
せ
て
造
っ
た
建
築
物
が
具
合
悪
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。

東

H
本
大
震
災
地
震
の
際
の
地
表
地
盤
の
沈
下
に
は
、
液
状
化
が
関
係
し
て
い
る
箇
所
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

現
象
は
、
ど
こ
に
せ
よ
、
地
下
の
土
砂
を
含
む
水
が
地
表
に
吹
き
出
る
（
噴
砂
す
る
）
場
合
に
は
顕
著
で
す
。

し
か
し
、
も
っ
と
広
い
地
域
の
全
体
的
沈
下
は
地
殻
の
規
模
で
の
動
き
で
す
か
ら
防
げ
ま
せ
ん
。
地
震
の
際
の

沈
下
か
ら
の
地
盤
高
の
回
復
は
、
半
分
程
度
ま
で
は
比
較
的
急
速
で
す
が
、
結
局
は
数
百
年
オ
ー
ダ
ー
の
時
間

が
か
か
り
ま
す
。
回
復
し
た
時
が
次
の
地
震
が
近
い
時
で
す
。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

こ
れ
を
知
る
に
は
、

三
良
好
地
盤
地
域
で
の
想
定
外
被
害

一
見
地
盤
が
良
さ
そ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
、
崩
壊
な
ど
の
問
題
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
盲
点
を
な

し
て
い
て
、
想
定
外
の
事
態
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
を
促
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

兵
庫
県
の
台
地
で
、
神
戸
市
が
開
発
し
た
、
少
し
古
い
地
盤
の
場
所
に
住
ん
で
い
る
人
か
ら
電
話
が
か
か
り

ま
し
た
。
丘
庭
に
穴
が
あ
い
た
。
水
を
注
い
で
み
る
と
、
い
く
ら
で
も
入
り
ま
す
。
神
戸
市
に
言
っ
て
も
信
用

し
て
く
れ
ま
せ
ん
ク
と
い
う
わ
け
で
す
。
行
っ
て
み
る
と
、
神
戸
市
が
信
用
し
な
い
の
も
当
然
で
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
が
起
こ
る
は
ず
の
な
い
地
盤
の
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
穴
が
空
い
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
柱
の

一
本
が
そ
の
穴
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
放
置
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
件
は
、
市
に
一
筆
書
い
て
対
策
を
し
て
も
ら
い
、
一
応
解
決
し
ま
し
た
が
、
何
故
穴
が
空
い
た
の
か
は
、

今
も
っ
て
判
り
ま
せ
ん
。
古
墳
か
肥
だ
め
で
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、
近
畿
地
方
な
ど
、
開
発
が
古
い
土
地
で
は
、
ど
こ
で
も
あ
り
得
ま
す
。
地
質
屋
と
し
て
も
、

現
場
も
見
ず
に
「
地
盤
は
良
い
は
ず
だ
」
な
ど
と
、
う
っ
か
り
言
え
な
い
の
で
用
心
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
大
阪
府
枚
方
の
段
丘
上
の
開
発
地
な
ど
（
写
真
I
I
|
1
1
)
、
も
と
も
と
水
が
な
か
っ
た
の
に
、
潅

漑
が
進
み
、
一
時
田
圃
が
開
け
ま
し
た
。
今
で
は
、
ど
こ
に
溜
め
池
が
あ
っ
た
の
か
、
肥
だ
め
が
あ
っ
た
の
か
。

整
地
さ
れ
た
ら
、
簡
易
ボ
ー
リ
ン
グ
で
も
し
な
い
と
判
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
所
に
建
て
ら
れ
た
家
屋
は
、
何

年
か
の
う
ち
に
傾
い
て
き
た
り
し
ま
す
。
地
震
に
際
し
て
は
、
他
の
場
所
よ
り
被
害
が
大
き
く
な
っ
て
当
然
で

す
か
ら
物
騒
で
す
。

も
う
昔
の
状
況
を
憶
え
て
い
る
古
老
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
で
し
ょ
う
。

古
い
地
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形
図
を
探
し
て
見
る
他
は
あ
り
ま
せ
ん
、
市
役
所
や
大

学
な
ど
で
古
い
資
料
が
見
つ
か
れ
ば
幸
い
で
す
。

先
に
広
島
災
害
に
触
れ
ま
し
た
が
、
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル

ス
は
堅
硬
な
地
盤
を
な
す
岩
石
の
典
型
で
す
。
チ
ャ
ー

ト
は
さ
ら
に
硬
い
岩
石
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
い
く
ら
硬

く
て
も
、
破
れ
目
が
多
け
れ
ば
、
よ
く
崩
壊
し
ま
す
。

断
層
破
砕
帯
で
は
当
然
そ
う
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
京

都
盆
地
の
周
り
に
は
活
断
層
が
め
ぐ
っ
て
お
り
、
そ
こ

に
は
が
さ
が
さ
な
三
ル
堅
硬
地
盤
ク
が
あ
り
ま
す
。

岐
阜
市
の
御
望
山
に
計
画
さ
れ
て
い
る
ト
ン
ネ
ル

の
通
過
地
域
で
も
、
ガ
サ
ガ
サ
に
破
砕
さ
れ
て
い
る

チ
ャ
ー
ト
岩
が
あ
り
、
国
交
省
の
検
討
会
で
問
題
に
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
ル
ー
ト
が
変
更
さ
れ
、
麓
の

団
地
の
危
険
は
多
少
軽
減
さ
れ
た
も
の
の
、
別
の
検
討

会
の
答
申
に
よ
り
、
断
層
の
集
中
域
ヘ
ト
ン
ネ
ル
を
突
っ
込
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ト
ン
ネ
ル
の
安
全
管
理

や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
に
は
、
む
し
ろ
最
悪
の
ル
ー
ト
と
言
え
ま
す
。

も
う
一
っ
、

2
0
1
6
年
熊
本
地
震
の
際
に
、
多
く
の
地
質
関
係
者
が
注
目
し
た
問
題
を
紹
介
し
ま
す
。

地
盤
、
な
か
で
も
堆
積
層
の
物
理
的
性
質
に
は
、
水
の
含
ま
れ
方
が
決
定
的
に
影
響
し
ま
す
が
、
一
般
的
に

写真II― ll 
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大阪府枚方の台地に‘‘戦後"建てられた公営住宅。‘‘戦前"

からの住宅は、台地の裾の、洪水被害を避けられ、一方で

は水を得られるところに集中。 1960年代の光景。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

い
う
と
、
堆
積
の
時
代
が
古
い
地
層
ほ
ど
、
地
圧
そ
の

他
、
続
成
作
用
を
受
け
て
硬
く
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
具
合
に
つ
い
て
関
東
や
関
西
で
造

ら
れ
た
常
識
が
、
九
州
の
中
部
の
西
寄
り
、
と
く
に
熊

本
地
方
で
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
原
因
は
自
然
史
（
ネ

オ
テ
ク
ト
ニ
ク
運
動
と
水
文
）
の
特
異
性
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
近
畿
地
方
で
大
阪
層
群
な
ど
と
呼
ば
れ

る
地
層
や
段
丘
堆
積
層
の
固
さ
に
は
、
海
水
面
が
下

が
っ
た
氷
河
期
に
地
下
水
面
が
下
が
っ
て
、
古
い
層
ほ

ど
何
度
も
乾
い
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
九
州
西
北
部
は
全
体
的
に
沈
降

傾
向
に
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
被
害
が
激
し
か
っ
た
益

城
地
域
な
ど
は
、
少
し
古
い
地
層
か
ら
な
る
託
麻
台
地

に
位
置
し
ま
す
が
、
こ
の
台
地
で
は
阿
蘇
山
か
ら
の
地

下
水
が
長
く
流
れ
続
け
て
い
て
、
硬
く
な
る
機
会
が
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
図
I
I
|
7
)
。

こ
の
問
題
は
、

2
0
1
6
年
熊
本
地
震
災
害
の
被
害

図II-7

阿蘇

400m 

200 

゜0 5km 
''  

現在の阿蘇一熊本地下水断面図。託麻台地の地下水位は非常に浅く、凹地形部では地

表面に近い (1993年 10月測定）。「熊本県・熊本市『平成6年熊本地域地下水統合調

査報告書j1995年」に基づく。「「国土問題 63』国土問題研究会」（一部省略）。
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日
本
の
川
は
滝
だ
ょ
治
水
ク
、
ど
だ
い
無
理
な
話

明
治
の
日
本
に
来
て
河
川
の
治
水
、
整
備
に
大
き
な
尽
力
を
し
た
デ
レ
ー
ケ
が
「
日
本
の
川
は
滝
だ
。
」
と
言
っ

た
と
い
う
話
は
有
名
で
す
。
国
土
が
低
平
な
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
来
た
彼
が
、
こ
の
嘆
き
の
よ
う
な
言
葉
を
言
っ
た

と
い
う
の
は
も
っ
と
も
で
す
。
日
本
の
河
川
の
こ
の
特
徴
は
、
日
本
列
島
が
ア
ジ
ア
大
陸
縁
辺
の
島
弧
で
あ
り
、

今
も
隆
起
や
沈
降
が
激
し
く
、
山
や
谷
が
発
達
す
る
と
い
う
自
然
条
件
に
よ
る
わ
け
で
、
い
や
だ
と
言
っ
て
も

仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
平
野
部
の
洪
水
（
用
）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
縄
文
時
代
の
全
世
界
的
海
進
以
後
に
、
山
か

ら
の
土
砂
で
埋
め
立
て
ら
れ
て
で
き
た
の
が
日
本
の
平
野
で
す
。
も
と
も
と
、
土
石
流
や
洪
水
が
氾
濫
す
る
こ

と
で
で
き
た
土
地
な
の
に
、
そ
の
水
を
な
だ
め
す
か
し
、
土
砂
や
水
の
氾
濫
も
抑
え
よ
う
と
い
う
の
が
ょ
治
水
ク

で
す
。
あ
え
て
言
え
ば
、
ど
だ
い
無
理
な
こ
と
を
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。

京
都
府
の
福
知
山
か
ら
北
へ
、
日
本
海
に
向
け
て
流
れ
る
由
良
川
流
域
を
行
く
と
い
つ
も
思
う
の
で
す
が
、

こ
こ
で
は
、
ど
ん
な
洪
水
も
左
右
の
堤
防
の
間
（
堤
外
地
（
用
）
）
に
止
め
て
そ
れ
よ
り
堤
内
地
（
用
）
に
出
す
ま

い
と
す
る
な
ら
ば
、
場
所
に
よ
っ
て
は
、
堤
防
を
両
側
の
山
麓
ぎ
り
ぎ
り
に
設
置
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
治
水
問
題

IIー

5

河
川
災
害

分
布
を
観
る
と
き
や
、
今
後
の
地
震
防
災
的
地
域
計
画
を
考
え
る
際
に
、
注
意
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

日
本
の
山
間
平
地
を
流
れ
る
河
川
は
大
な

り
人
が
住
む
と
こ
ろ
が
無
く
な
り
ま
す
。
こ
の
河
は
特
別
で
す
が
、

り
小
な
り
似
た
条
件
に
あ
り
ま
す
。

1
9
7
0
年
代
の
初
め
、
桂
川
の
上
流
の
大
堰
川
に
日
吉
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、

ダ
ム
建
設
予
定
地
で
は
、
土
地
収
用
問
題
か
ら
だ
け
で
な
く
、
浸
水
被
害
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
猛
反
対

が
起
こ
り
ま
し
た
。
一
方
、
予
定
地
の
下
流
の
亀
岡
の
人
た
ち
は
大
賛
成
し
ま
し
た
。
亀
岡
盆
地
で
は
、
下
流

の
京
都
盆
地
ま
で
の
保
津
峡
で
水
が
塞
か
れ
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
湛
水
被
害
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
か
ら
で

す
。
こ
こ
は
一
級
河
川
で
す
か
ら
、
管
理
者
は
国
交
省
、
つ
ま
り
国
で
す
が
、
京
都
府
は
、
亀
岡
の
人
々
の
要

請
に
応
え
、
一
度
、
川
浚
え
と
称
し
て
保
津
峡
の
最
上
流
部
の
川
底
の
岩
を
少
し
削
っ
た
り
し
た
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
保
津
峡
の
疎
通
を
良
く
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
で
た
洪
水
が
、
京
都
市
右
京
区
で
桂
川
堤
防
に
当

た
る
水
の
勢
い
が
激
し
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
の
堤
防
を
頑
丈
に
す
れ
ば
、
宇
治
川
や
木
津
川
と
の
三
川
が
合
流

す
る
八
幡
町
（
今
の
八
幡
市
）
あ
た
り
が
危
な
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
を
安
全
に
す
れ
ば
枚
方
あ
た
り
が
危
な
く

な
る
。
そ
こ
を
護
れ
ば
さ
ら
に
下
流
が
心
配
と
い
う
こ
と
で
、
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
実
に
難
問
で
す
。
京
都

府
か
ら
検
討
を
依
頼
さ
れ
た
調
査
団
一
同
、
嘆
息
し
た
も
の
で
す
。

京
都
府
の
蛾
川
知
事
の
考
え
で
は
、
行
政
は
ク
小
の
虫
を
護
る
ク

0

名
土
流
は
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
下
流

に
し
わ
寄
せ
す
れ
ば
、
な
ん
と
か
し
お
る
ク
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
今
に
続
く
ダ
ム
問
題
に

も
関
わ
る
問
題
で
し
ょ
う
。

要
す
る
に
、
淀
川
水
系
に
限
ら
ず
日
本
の
河
川
は
ど
れ
も
大
き
な
水
害
の
危
険
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
を
一
番
良
く
知
っ
て
い
る
の
が
、
当
然
な
が
ら
国
交
省
で
す
。
何
十
年
も
前
か
ら
、
淀
川
の
堤
防
の
あ
ち
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こ
ち
に
看
板
を
立
て
て
、
そ
の
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
て

い
ま
す
（
写
真
I
l
|
1
2
)
。
堤
防
が
破
堤
し
た
ら
浸
か
る

地
域
に
は
、
標
識
を
設
置
し
て
、
予
想
さ
れ
る
水
位
を

示
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
今
で
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
広
報
に
努
め
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る

市
民
は
多
く
な
い
よ
う
で
す
。

治
水
の
歴
史

明
治
以
後
、

8
本
の
人
口
は

2
倍、

3
倍
と
増
え
ま

し
た
。
土
地
利
用
が
広
が
り
、
複
雑
化
し
ま
し
た
。
「
洪

水
を
住
宅
地
域
に
一
滴
も
入
れ
て
は
な
ら
ぬ
」
な
ど
、

と
う
に
、
ど
だ
い
無
理
な
話
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
に
つ
け
て
、
人
命
や
経
済
的
損
失
の
リ
ス
ク
が

高
ま
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
今
の
国
交
省
は

「
洪
水
を
完
全
に
管
理
す
る
の
が
河
川
管
理
者
と
し
て
の
国
交
省
の
責
任
で
あ
る
以
上
、
洪
水
は
堤
内
地
に
い

れ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
考
え
方
に
戻
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
う
し
て
、
あ
く
ま
で
も
ダ
ム
設
置
計
画
に
固

執
し
ま
す
。
「
河
川
の
幅
を
今
以
上
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
ダ
ム
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
」

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

写真II-12
疇繭~ ．＂ 

j 

宇治川堤防上に立てられた浸水リスク予想水位を示す標識。

京都市観月橋すぐ下流左岸。この付近の予想水深は 5m。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

一
方
、
た
と
え
ば
武
田
信
玄
の
釜
無
川
治
水
は
、
今
日
に
至
る

次
の
章
で
記
し
ま
す
が
、
ダ
ム
に
頼
れ
る
時
代
は
と
う
に
過
ぎ
ま
し
た
。
い
や
で
も
総
合
治
水
を
目
指
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

総
合
治
水
の
考
え
方
は
、
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
が
国
で
、
大
規
模
な
土
木
工
事
で
治

水
を
お
こ
な
っ
た
成
功
例
と
し
て
は
、

4
0
0
年
以
上
前
の
武
田
信
玄
の
釜
無
川
治
水
や
加
藤
清
正
の
白
川
の

治
水
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
然
の
強
大
な
力
に
無
理
に
逆
ら
わ
ず
、
土
地
の
流
水
な
ど
の
特
質
を
う
ま

く
生
か
し
た
こ
と
が
、
今
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

九
州
佐
賀
溜
の
成
富
兵
庫
に
よ
る
佐
賀
平
野
の
河
川
改
修
事
業
で
は
、
日
本
一
の
干
満
差
を
持
つ
有
明
海
奥

の
佐
賀
平
野
の
、
扇
状
地
帯
、
自
然
堤
防
地
帯
、
デ
ル
タ
地
帯
の
遷
移
帯
の
特
質
が
、
よ
く
把
握
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
た
と
え
ば
、
扇
状
地
帯
で
河
道
の
「
瀬
替
」
（
分
岐
・
付
け
替
え
）
を
お
こ
な
い
、
本
川
の
中
流
地
帯

で
は
堤
防
を
乗
越
堤
や
霞
堤
（
用
）
に
し
て
洪
水
を
越
流
さ
せ
る
な
ど
、
多
様
な
方
策
が
、
個
別
地
域
の
地
形
な

ど
の
自
然
条
件
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
洪
水
を
溢
れ
さ
せ
る
と
言
っ
て
も
、
水
害
弱
者
で
あ
る
デ
ル

タ
地
帯
の
集
落
は
、
遊
水
池
の
機
能
を
避
け
る
な
ど
の
方
策
で
護
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
ら
先
人
の
知
恵
は
、
明
治
の
初
期
ま
で
生
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
デ
レ
ー
ケ
も
、
日
本
の
河
川
の
特
性

に
応
じ
た
治
山
・
治
水
事
業
を
進
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
西
欧
留
学
か
ら
帰
国
し
た
技
術
者
の
多
く

は
、
進
ん
だ
合
理
的
技
術
に
の
み
関
心
を
持
ち
、
日
本
古
来
の
治
水
の
考
え
を
無
視
し
ま
し
た
。
治
水
を
、
た

だ
洪
水
被
害
を
防
ぐ
こ
と
だ
と
捉
え
、
必
ず
そ
れ
を
達
成
す
る
と
の
信
念
を
も
っ
て
、
一
滴
も
水
を
漏
ら
さ
ぬ

連
続
堤
防
の
建
設
に
邁
進
し
ま
し
た
。

し
か
し
水
害
は
し
ば
し
ば
起
こ
り
ま
し
た
。
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ま
で
、
有
効
に
働
い
て
い
ま
す
。
「
ど
こ
が
違
う
の
か
」
。
「
明

治
以
来
の
近
代
工
法
に
は
、
何
か
問
題
が
あ
る
の
で
な
い

か
」
。
こ
の
疑
問
か
ら
、
治
水
工
法
の
見
直
し
が
、
東
京

大
学
工
学
部
の
河
川
学
の
教
授
2
代
（
安
芸
咬
一
、
高
橋

裕
）
に
渡
っ
て
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
小
出
博
や
木

村
春
彦
、
大
熊
孝
そ
の
他
の
、
よ
り

i

在
野
ク
的
な
研
究

者
に
よ
る
国
土
と
河
川
の
総
合
研
究
と
相
ま
っ
て
、
今
日

の
総
合
治
水
、
さ
ら
に
は
河
川
観
の
発
展
、
普
及
に
繋
が
っ

た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
（
注
19)0

話
は
戻
り
ま
す
が
、

1
8
9
6
年
（
明
治
29
年
）
に
制

定
さ
れ
た
河
川
法
の
考
え
方
は
、
洪
水
を
氾
濫
さ
せ
ず
、

一
時
間
で
も
早
く
海
ま
で
送
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
の
た
め
に
は
で
き
る
だ
け
川
幅
を
広
げ
、
河
道
を
直
線

化
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
前
記
の
よ
う
に
、
人
口
が
急

速
に
増
え
、
居
住
地
が
平
野
一
杯
に
広
が
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
不
連

続
堤
（
用
）
を
連
続
堤
に
か
え
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
樹
木
や
竹
林
を
伐
り
さ
え
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
れ
ま
で
、

洪
水
が
堤
防
を
越
え
た
時
に
濾
さ
れ
て
い
た
石
礫
が
、
そ
こ
に
止
ま
ら
な
い
で
、
人
家
や
田
畑
が
あ
る
堤
内
地

に
溢
れ
で
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

写真Il-13

宇治市損島における太閤堤（宇治川堤防）の断面：中心部

には礫が積まれている（宇治市教育委員会 2009「宇治川

太閤堤跡jより）。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

実
は
多
く
の
堤
防
は
、
土
砂
を
集
め
て
盛
り
上
げ
た
だ
け
で
す
（
写
真
l
I
|
1
3
)
。
そ
れ
で
大
き
い
わ
り
に
切

れ
や
す
い
の
で
す
。
し
か
し
、
大
き
な
堤
防
が
で
き
る
と
多
く
の
人
々
は
安
全
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

ま
で
誰
も
住
ま
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
人
が
住
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、
河
川
の
自
然
堤
防
の
上
な
ど
は
、

中
小
の
豪
雨
に
よ
る
洪
水
で
は
冠
水
し
な
い
と
こ
ろ
で
し
た
。
集
落
は
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
次
第
に
広
が

り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
封
建
時
代
か
ら
、
生
業
の
都
合
で
流
水
の
そ
ば
に
住
ん
で
い
た
人
た
ち
の
集
落
に
は
、

明
治
以
来
の
河
川
改
修
の
結
果
、
か
え
っ
て
水
が
集
ま
り
や
す
く
な
っ
た
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

ヵ
第
二
次
大
戦
後
、
そ
れ
も
高
度
成
長
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
新
し
く
、
住
居
地
の
安
全
度
・
危
険
度
（
グ
レ
イ

度
。
後
述
）
の
地
域
間
格
差
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
と
く
に
大
阪
周
辺
で
は
、
沼
地
や
蓮
池
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
、

土
地
代
の
安
さ
か
ら
、
ま
ず
贔
囲
発
ク
さ
れ
、
「
文
化
住
宅
」
が
建
ち
並
び
ま
し
た
。
台
所
排
水
（
汚
水
）
が
、

す
ぐ
横
の
沼
に
流
れ
込
み
腐
臭
を
発
し
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
何
時
湛
水
災
害
が
起
き
て
も
不
思
議
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
な
く
と
も
、
健
康
に
悪
影
響
が
で
る
環
境
で
す
。
し
か
し
、
私
の
知
る
限
り
、
多
く

の
住
民
は
、
台
所
排
水
が
家
屋
か
ら
出
て
か
ら
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
、
気
に
も
留
め
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
我
が
家
の
押
し
入
れ
は
ヶ
何
故
か
ク
湿
気
が
高
い
」
と
こ
ぽ
し
て
い
ま
し
た
が
。
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新
河
川
法

明
治
以
来
の
河
川
改
修
に
も
か
か
わ
ら
ず

各
地
で
水
害
が
発
生
す
る
こ
と
や
、
地
域
環
境

保
全
へ
の
社
会
的
関
心
の
高
ま
り
は
、
や
が
て
、

国
交
省
の
専
門
家
た
ち
の
河
川
管
理
の
考
え

方
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

1
9
9
7
年

に
は
、
河
川
法
も
改
正
さ
れ
る
に
至
り
ま
す
。

当
時
、
「
新
河
川
法
」
と
呼
ば
れ
た
こ
の
法
で
は
、

河
川
管
理
の
目
的
に
、
治
水
、
利
水
だ
け
で

な
く
、
こ
れ
に
環
境
の
整
備
と
保
全
を
加
え

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
環
境
を
む
し

ろ
最
も
重
視
す
る
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
管
理
者
や

専
門
家
だ
け
で
な
く
関
係
住
民
の
意
見
が
充

分
に
聴
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
、
高
く
唱

わ
れ
ま
し
た
。

2
 0

0

 
3
年
に
京
都
と
滋
賀
で
開
催
さ
れ

た
第

3
回
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、
日
本
海

| 《::Jラム》 淀川水系流域委員会の宮本博司さんの一文 I 

淀川水系流域委員会で、事実上の最後の委員長を務められた宮本博司さんが、

2001年に京都新聞に一文を寄せられました。国士交通省の淀川河川事務所長当

時のことです。淀川に限らず、河川整備のあるべき姿がまとめられています。

その大略を紹介します。

「私たちは、あまりにも人間の目先の利害で川を改造しすぎたように思いま

す。もちろん洪水防御や水供給は大切ですが、その目的のために川を排水路的、

用水路的に整備してきました。この結果、地域社会からの川へのさまざまな負

荷ともあいまって、川の姿はゆがめられ、生態系は病んでいます。河川の整備

や利用について見直し、修復する必要を通切に感じます。

これまで私たちは川を制御しようとしてきました。しかし、川を知り尽くす

ことはできません。大雨による洪水などの自然現象の前には、人間はあまりに

もひ弱です。今、もしも咋年の東海豪雨規模の大雨が淀川流域に降れば、堤防

が切れて壊滅的な被害が生ずる危険は極めて大きいのです。洪水に対して非常

に脆い状況です。

「川を制御する」発想ではいつまで経っても「もろさ」を子や孫に残すこと

になります。「川に生かされる」発想で、洪水があっても被害が最小限で済む

地域環境整備をするよう、方向転換をすることが大切だと思っています。」
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沿
岸
地
域
の
あ
る
河
川
工
事
事
務
所
の
人

が
、
「
敵
は
内
部
に
あ
り
」
と
発
言
さ
れ

ま
し
た
。
「
敵
」
と
は
国
交
省
内
部
の
保

守
派
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
し
た
。
そ

ん
な
こ
と
言
っ
て
大
丈
夫
な
の
か
？
と

思
っ
た
も
の
で
す
。

こ
の
「
新
河
川
法
」
の
考
え
方
に
則
り
、

淀
川
の
改
修
、
管
理
を
実
現
し
よ
う
と
し

て
、
国
交
省
淀
川
河
川
事
務
所
が
設
置
し

た
の
が
、
「
淀
川
水
系
流
域
委
員
会
」
（
写

真
II|14)

で
し
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
広

い
情
報
公
開
と
住
民
参
加
と
言
う
点
か
ら

も
、
ま
た
、
国
交
省
の
既
存
の
改
修
計
画

に
と
ら
わ
れ
ず
、
そ
れ
を
客
観
的
、
批
判

的
に
検
討
し
た
こ
と
で
も
、
画
期
的
な
も

の
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
委
員
会
が
、
数
年
の

討
議
を
経
て
打
ち
出
し
た
答
申
は
、
時
の

写真II― 14 淀川水系流域委員会

第 61回淀川水系流域委員会の光景。 2007年9月19日（水）

京都市みやこめっせ。多数の市民がつめかけた。委員会は前方奥の円卓。
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国
交
省
が
受
け
取
る
も
の
と
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
答
申
に
あ
る
「
新
し
く
計
画
さ
れ
て
い
る
ダ
ム
は
原
則
と

し
て
造
ら
な
い
」
が
気
に
食
わ
な
か
っ
た
か
ら
の
よ
う
で
す
。
こ
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
に
参
加
し
た

一
人
、
古
谷
桂
信
さ
ん
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
著
書
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
（
注

2
0
)
0

そ
の
後
の
淀
川
の
管
理
は
、
実
際
上
、
旧
い
河
川
法
時
代
の
、
洪
水
を
一
瞬
で
も
速
く
海
に
流
そ
う
と
す
る

考
え
方
に
戻
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
日
本
の
政
治
状
況
、
と
く
に
政
権
の
あ
り
方
が
、
河
川
工
学
技
術

に
さ
え
も
影
響
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

近
自
然
工
法

1
9
8
0
年
代
に
な
っ
て
、
ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
で
「
近
自
然
河
川
工
法
」
の
概
念
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
日
本
に
も
そ
の
影
響
が
及
び
、

1
9
9
1
年
に
は
建
設
省
が
、
「
多
自
然
型
川
づ
く
り
」
の

名
称
で
、
こ
れ
を
導
入
し
ま
し
た
（
注
21)

。
「
近
」
と
い
う
字
に
は
、
「
人
間
が
一
度
で
も
手
を
入
れ
て
し
ま
っ

た
自
然
は
、
神
の
創
造
物
で
あ
る
自
然
で
は
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
と
い
う
点
で
は
、
東
洋
思
想
の
逆
輸
入
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

外
国
で
盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
れ
ま
で
敬
遠
し
て
き
た
総
合
治
水
、
「
自
然
と
人
と
の
共
生
」
の
概
念
を
、

そ
れ
も
形
だ
け
取
り
入
れ
る
風
潮
に
は
、
今
更
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
剥
が
し
て
石
積
み

に
変
え
た
り
、
自
然
石
を
河
川
敷
に
置
い
た
り
す
れ
ば
「
近
」
自
然
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
エ
法
」
と
言

い
ま
す
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
ハ
ー
ド
で
な
く
、
ソ
フ
ト
の
施
策
に
あ
る
は
ず
で
す
。
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[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

1
9旦
日
本
の
治
水
•
利
水
、
河
川
問
題
一
般
に
関
わ
る
問
題
を
扱
っ
た
図
書
と
し
て
、
た
と
え
ば
左
記
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

小
出
博
「
日
本
の
河
川
自
然
史
と
社
会
史
」
東
京
大
学
出
版
会
、

2
4
8
頁、

1
9
7
0
年。

佐
藤
武
夫
「
水
害
論
」
三
一
書
房
、

1
9
5
8
年
。
．

嵩
橋
保
『
国
土
の
変
貌
と
水
害
」
岩
波
書
店
、

1
9
7
1
年。

高
橋
保
「
洪
水
の
水
理
被
害
の
評
価
と
対
策
ー
~
」
近
未
来
社
、

3
9
6

頁
、
2
0
1
0

年
。

高
橋
裕
「
川
か
ら
見
た
国
土
論
」
鹿
島
出
版
社
、

2
7
5
頁、

2
0
1
1
年。

高
橋
裕
「
川
と
国
士
の
危
機
j

岩
波
新
書
、

1
9
1
頁、

2
0
1
2
年。

畠
中
武
文
「
河
川
と
人
間
」
古
今
書
院
、

3
1
5
頁、

1
9
9
6
年。

矢
野
勝
正
編
著
「
水
災
害
の
科
学
j

技
報
堂
、

7
3
3
頁、

1
9
7
1
年。

20]
古
谷
桂
信
「
ど
う
し
て
も
ダ
ム
な
ん
で
す
か
？
」
岩
波
書
店
、

2
1
2
頁
＋

3
頁、

2
0
0
 
9
年。

21[
山
脇
雅
俊
「
自
然
工
学
新
し
い
川
・
道
・
ま
ち
づ
く
り
」
信
山
社
サ
イ
テ
ッ
ク
、

2
0
9
頁、

2
0
0
 
0
年。

「
治
水
」
は
、
治
「
土
砂
」
に
あ
り

こ
こ
ま
で
「
洪
水
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
河
川
を
流
れ
て
い
る
の
は
水
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
い

ろ
い
ろ
な
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。
洪
水
災
害
を
防
ぐ
に
は
、
水
以
外
の
も
の
の
果
た
す
役
割
を
重
視
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

土
石
流
が
出
た
と
き
の
洪
水

上
流
で
山
崩
れ
が
発
生
し
た
時
の
土
石
流
や
流
木
の
恐
ろ
し
さ
は
、

2
0
1
4
年
の
広
島
北
部
災
害
や

2
0
1
7
年
の
九
州
北
部
水
害
に
み
る
と
お
り
で
す
。
河
川
の
下
流
に
大
洪
水
が
で
る
時
は
、
し
ば
し
ば
、
上
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流
で
土
石
流
が
発
生
し
、
そ
れ
か
ら
多
量

の
土
砂
や
流
木
が
洪
水
と
と
も
に
流
下
し

て
く
る
時
で
す
。
洪
水
全
体
の
流
量
も
、

そ
れ
で
有
意
に
増
大
す
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
、
場
所
に
よ
っ
て
は
、
土
砂

の
堆
積
で
河
床
が
上
昇
す
る
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
逆
に
洪
水
の
安
全
流
下
可
能
断

面
が
縮
小
し
ま
す
。
そ
こ
へ
再
度
、
大
洪

水
が
来
る
こ
と
も
あ
り
得
る
で
し
ょ
う
。

河
状
変
動
、
掃
流
力
の
増
大

右
に
記
し
た
こ
と
は
、
災
害
の
直
接
因

に
関
係
す
る
問
題
で
す
が
、
も
う
一
っ
‘

素
因
と
し
て
問
題
な
の
に
あ
ま
り
検
討
さ

れ
て
い
な
い
の
が
、
洪
水
に
よ
る
土
砂
、
石
礫
の
移
動
に
よ
る
河
床
状
況
の
時
系
列
的
変
動
で
す
。
こ
れ
が
、

行
政
に
よ
る
河
川
の
設
計
・
管
理
に
際
し
て
ど
う
検
討
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
率
直
に
言
っ
て
不
安
で
す
。

宇
治
川
の
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
こ
の
川
で
は
、
下
流
の
平
野
部
の
掃
流
力
が
、
昔
よ
り
増
大
し
て
い
ま
す
。

―
つ
は
天
ヶ
瀬
ダ
ム
の
設
置
の
影
響
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
砂
州
の
除
去
、
河
底
の
掘
り
下
げ
な
ど
、

写真II-15

塔の島委員会の際に筆者に渡された流量計算表では、

塔の島付近の河床礫の平均径は 3センチメートルとなっ

ている。事実は、写真のように、これと非常に異なるが、

改修計画設計者の、それが気にならない姿勢は気にかか

る。おそらく、河床の礫経の違いは底面疎度（抵抗）にあ

まり影響なく、可能流量計算にも、ほとんど影響しないの

で平気なのではないかと思われる。

So 
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写真II-16

~-..c.. 

b: 宇治川塔の島付近に並べ置かれた砂袋（もっと

上流にあったものは一部を残して流失した）

C : 下流で発見される aからのコンクリート塊

洪
水
が
よ
り
多
く
、
よ
り
早
く
流
れ
下
る
よ
う
に
す
る
努
力
が
、
営
々
と
な
さ
れ
て
き
た
た
め
で
す
。
宇
治
川

の
、
平
等
院
付
近
の
塔
の
島
や
宇
治
橋
一
帯
の
河
底
か
ら
は
砂
が
な
く
な
り
、
径
10
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
る
い

は
そ
れ
以
上
の
礫
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
状
態
に
な
り
ま
し
た
（
写
真
II
ー
15)
。
こ
の
こ
と
が
、
堤
防
改
修
や
ダ

ム
の
流
下
能
力
増
強
の
設
計
に
ど
う
考
慮
さ
れ
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

宇
治
川
河
川
改
修
の
途
中
で
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
や
、
そ
れ
よ
り
大
き
い
砂
袋
が
河
床
に
置
か
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
の
方
は
、
大
き
さ
と
並
べ
方
と
が
影
響
し
て
、
ぽ
っ
ぽ
つ
と
流
れ
去
り
、
ま

る
で
河
の
掃
流
力
実
験
の
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
写
真
I
I
1
1
6
a
|
C
)
。
砂
袋
の
方
は
、
宇
治
川
を
良
く
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知
る
漁
人
が
笑
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
予
言
ど
お
り
、

ま
し
た
。

い
く
つ
も
の
袋
が
ち
ょ
っ
と
し
た
洪
水
で
流
れ
去
り

国
交
省
の
悪
口
を
い
う
の
が
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
、
同
様
な
掃
流
力
の
変
動
が
、
全
国
の
河
川

で
起
こ
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
設
計
、
工
事
を
し
た
時
で
な
く
、
そ
の
後
の
浸
食
、
運
搬
、
堆

積
に
よ
る
河
状
の
変
動
が
、
ど
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
て
い
る
か
に
注
意
が
必
要
で
す
。

水
害
に
関
心
が
あ
る
住
民
も
、
改
修
終
了
時
の
洪
水
の
可
能
流
量
や
水
位
に
だ
け
注
意
を
集
中
し
て
し
ま
い

が
ち
で
す
。
州
の
発
達
や
そ
こ
で
の
樹
木
の
生
育
は
、
よ
く
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
問
題
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
除
去
や
、
石
礫
や
砂
の
運
び
出
し
で
河
床
を
過
大
に
低
下
さ
せ
る
と
、
堤
防
決
壊
の
可

能
性
が
増
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。
宇
治
川
で
は
そ
れ
が
現
実
の
問
題
で
す
。

＿
＿
＿
堤
防
の
破
堤
と
水
害

堤
防
決
壊
は
、
ダ
ム
決
壊
と
と
も
に
、
人
工
物
に
起
こ
る
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
発
生
に
は
、
人
為
的

な
素
因
が
決
定
的
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
こ
の
点
で
、
こ
れ
ら
の
決
壊
に
よ
る
災
害
は
五
自
然
災
害
ク
と
い
う

よ
り
社
会
的
要
因
に
よ
る
災
害
、
言
わ
ば
ク
人
災
ク
で
す
が
、
河
川
災
害
の
問
題
に
は
違
い
な
い
の
で
、
こ
こ

で
記
述
し
ま
す
。

河
川
堤
防
の
決
壊
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
大
き
く
言
っ
て
三
つ
あ
り
ま
す
。
国
交
省
が
河
川
管
理
に
際
し
て
一
番

注
意
し
て
い
る
の
は
、
決
し
て
水
に
堤
防
を
越
流
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ

の
考
え
方
か
ら
、
運
河
や
放
水
路
と
言
っ
て
お
か
し
く
な
い
人
工
河
川
で
も
、
水
や
土
砂
石
礫
、
流
木
の
自
然
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な
動
き
を
無
視
し
た
河
道
改
変
が
、

ば
お
こ
な
わ
れ
、

因
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
し
ょ
う
。

し
ば
し

そ
れ
が
破
堤
の
原
因
（
素

二
三
の
例
を
挙
げ

長
良
川
破
堤
：

1
9
7
6
年
9
月
12
日、

長
良
川
の
堤
防
が
破
堤
し
、
岐
阜
県
安
八
町

一
帯
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

「
安
八
水
害
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
当
時

の
河
川
法
に
基
づ
く
整
備
が
な
さ
れ
て
い
た

一
級
河
川
の
堤
防
決
壊
は
、
関
係
者
に
と
っ

て
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

こ
の
破
堤
の
原
因
は
、
裁
判
で
も
い
ろ
い

ろ
論
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
特
定
の
地
点
が
破

堤
し
た
こ
と
や
堤
防
が
部
分
的
に
原
型
を
残

し
て
ブ
ロ
ッ
ク
状
に
流
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を

説
明
す
る
に
は
、
そ
こ
に
丸
池
と
呼
ば
れ
る

池
が
存
在
し
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な

図II-8 長良川破堤部の新・旧堤防と丸池との関係

50m 
I I 

←長良川河川敷

a : 模式平面図 (1928年）。旧堤防は、新堤防より透水性が低い材料で造られ
ていたが、河川法による改修の際、河川敷側が大幅に削られた。「国土問題研究会。
長良川水害破堤原因調査報告書「国士問題』 1960年」による（簡略化）。
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り
ま
せ
ん
。
こ
の
池
は
、
か
つ
て
何
度
か

の
破
堤
に
際
し
て
流
水
に
よ
り
掘
ら
れ
た

落
掘
り
（
お
っ
ぽ
り
）
の
跡
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
堤
防
は
、
そ
れ
を
横
切
っ
て
い
ま

し
た
。
長
良
川
の
水
は
、
堤
防
の
下
の
、

透
水
性
の
砂
や
砂
利
の
層
を
通
っ
て
、
丸

池
と
ク
つ
う
つ
う
ク
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
（
固
I
I
I
8
)
。

2
0
1
5
 

鬼
怒
川
水
害
は
洛
掘
り
は
、

年
の
鬼
怒
川
水
害
に
際
し
て
も
形
成
さ
れ

ま
し
た
（
写
真
I
I
|
1
7
)
。
そ
の
際
の
水
流

と
被
害
の
激
し
さ
は
、
溢
流
に
よ
る
被
災

場
所
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
大
き
な
も
の
で

し
た
。こ

こ
で
、
長
良
川
の
教
訓
が
想
起
さ
れ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
復
旧
を
す
る
だ

け
で
な
く
、
同
じ
場
所
で
破
堤
が
繰
り
返

写真II-17 2015年鬼怒川水害に際し、生じた落掘り

破堤の激流によって洗掘された落掘り。 2週間後も水がたまったまま。上方は、

決壊後、大型士のうを積み完成させた仮堤。

『現代の災害と防災一その実態と変化を見据えて一』 p.26より（池田碩氏撮影）。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

淀
川
水
系
の
水
害

琵
琶
湖
か
ら
流
れ
で
る
瀬
田
川
が
、
京
都
府
に
入
っ
て
名
前
を
変
え
て
宇
治
川
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
、
い

わ
ゆ
る
三
川
合
流
地
帯
で
、
北
か
ら
桂
川
、
南
か
ら
木
津
川
が
合
流
し
た
の
が
淀
川
水
系
で
す
。
鴨
川
（
北
部

で
は
加
茂
川
）
は
宇
治
川
に
入
っ
て
い
ま
す
。
国
交
省
の
広
義
の
淀
川
水
系
流
域
に
は
、
神
戸
市
の
西
端
ま
で

が
含
ま
れ
ま
す
。
用
水
が
送
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

先
に
記
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
川
の
管
理
は
と
に
か
く
難
問
で
、
淀
川
水
系
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

こ
の
水
系
の
場
合
、
由
良
川
に
比
べ
て
有
利
な
条
件
が
あ
り
ま
す
。
流
域
が
広
く
、
太
平
洋
側
と

H
本
海
側
に

わ
た
っ
て
い
て
、
上
流
の
複
数
の
河
川
の
気
象
条
件
が
違
う
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
琵
琶
湖
に
入
る
川
の
上
流

は
冬
に
積
雪
す
る
た
め
、
春
に
水
の
流
出
が
増
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
梅
雨
や
台
風
の
雨
も
琵
琶
湖
に
入
る
河
川

の
流
域
で
降
ら
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
あ
れ
、
河
川
流
域
に
よ
る
雨
の
振
り
方
の
違
い
を
う
ま

く
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
そ
も
そ
も
こ
れ
が
、
「
琵
琶
湖
総
合
開
発
」
を
柱
と
す
る
淀
川
水
系

治
水
の
根
本
理
念
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
、
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
こ
の
淀
川
水
系
の
降
雨
の
有
利
な
特
性
は
、
こ
れ
ま
で
、

国
交
省
の
近
畿
地
建
の
洪
水
制
御
で
は
、
必
ず
し
も
良
く
生
か
せ
て
い
な
い
ら
し
い
の
で
す
。
私
は
、
以
前
、

四

淀
川
水
系
の
場
合

さ
れ
な
い
よ
う
な
計
画
を
望
み
ま
す
。
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各
河
川
の
集
水
域
の
降
雨
状
況
が
、
時
ど
き
刻
々
淀
川
河
川
事
務
所
か
ど

こ
か
に
報
告
さ
れ
、
そ
れ
と
各
ダ
ム
の
湛
水
変
化
、
各
地
の
量
水
標
の
水

位
を
本
に
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ
、
ダ
ム
の
放
水
の
指
示
が
な
さ

れ
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
国
交
省
の
人
に
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
少
な
く
と
も

2
0
1
3
年
当
時
ま
で
は
、
豪
雨
が
降
っ
て
も
、
ダ
ム
の
放
水
に
関
係
し

て
の
河
川
流
量
の
経
時
的
状
況
や
予
想
を
含
め
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ダ
ム
と
量
水
標
の
水
位
の
報
告
だ
け

が
頼
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
情
報
技
術
時
代
で
す
か
ら
、
事
態
は
そ
の
後
、
急
ぎ
改
善
さ
れ
て

い
る
と
信
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。
他
の
水
系
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

破
堤
と
浸
水
リ
ス
ク

前
に
触
れ
ま
し
た
が
、
国
士
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
（
近
畿
地
整
）

は
、
何
十
年
も
前
か
ら
、
淀
川
（
宇
治
川
を
含
む
）
、
木
津
川
、
桂
川
で

大
洪
水
が
起
き
て
各
地
で
堤
防
が
破
堤
し
た
場
合
の
浸
水
想
定
を
し
て
公

表
し
、
住
民
や
自
治
体
に
注
意
、
対
策
を
呼
び
か
け
て
き
ま
し
た
。

| 《::Jラム》 基本高水 I 

個別の河川管理の基本とする洪水の高さを「基本高水」と言います。個別の

場所での堤防の設計、とくに天端までの高さを決めるための基本とする水面高

は「基本設計高水」と 言い、それ以上に水面が揚がると堤防が危険となるとさ

れています。これを越える高さの洪水を「超過洪水」と 言います。

こう聞くと、「基本高水」とは、自然科学的な根拠を持った基準値であるよ

うに聞こえます。実はそうでなく、流域の社会的な諸事情から技術的都合まで

勘案して決めるものと思うべきです。ダム必要論の根拠とするためか、しばし

ば過大に設定されています。実際の破堤は、この値を水面が超えた場合にも、

I越えなかった場合にも起こっています。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

最
近
、

日
本
各
地
で
相
次
い
で
想
定
以
上
の
豪
雨
に
よ
る
水
害
が
起
き
て
い
ま
す
。
こ
の
事
態
に
対
し
、

2
0
1
5
年
に
、
水
防
法
の
災
害
規
模
想
定
が
高
め
ら
れ
、
千
年
に
一
度
の
豪
雨
と
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を

受
け
て
、
「
近
畿
地
整
」
も
、
淀
川
水
系
で
基
準
と
す
る
大
阪
府
枚
方
市
の
最
大
降
雨
量
を
、

2
0
0
 2年
の
「
2

日
間
で

5
0
0
ミ
リ
」
か
ら
過
去
最
大
を
上
回
る
「

24
時
間
で

3
6
0
ミ
リ
」
に
変
え
て
検
討
し
、
そ
の
結
果

を
2
0
1
7
年
6
月
1
4
日
に
発
表
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
各
地
で
堤
防
が
決
壊
し
た
場
合
の
最
大
の
浸

水
深
は
、
京
都
府
木
津
川
市
で

8
.
9
メ
ー
ト
ル
、
宇
治
市
で

8
.
7
メ
ー
ト
ル
、
大
阪
府
高
槻
市
で

8
メ
ー
ト

ル
に
達
し
ま
す
。
大
阪
市
の

J
R
大
阪
駅
周
辺
で
は
、
バ
ス
が
運
転
席
付
近
ま
で
水
没
し
、

50
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
浸
水
が

3
日
間
以
上
続
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
2
2
)
0

近
年
の
降
雨
の
状
況
を
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
降
雨
予
測
の
確
率
や
想
定
最
高
値
は
、
こ
れ
で
充
分
な
の
か
問

題
で
し
ょ
う
。
浸
水
高
は
、
む
し
ろ
地
形
で
決
ま
る
面
が
大
き
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
も
予
測
数
字
は
控
え

め
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
指
摘
し
た
い
こ
と
が
―
つ
あ
り
ま
す
。
淀
川
整
備
枚
方
事
務
所
の
人
た
ち
が
断
言
し
て
い
ま
す
が
、

担
当
者
は
、
堤
防
の
破
堤
を
絶
対
に
許
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
「
切
れ
る
な
ら
こ
こ
で
」
と
い
っ

た
考
え
方
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
実
に
は
破
堤
は
あ
り
得
る
こ
と
を
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
浸

水
想
定
が
な
さ
れ
、
市
民
に
警
告
が
な
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
「
嬉
し
く
な
い
現
実
」
で
す
。
肝
に
銘
じ
て

お
く
べ
き
こ
と
で
す
。
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無

理

の

し

わ

寄

せ

宇

治

川

こ
こ
で
ま
ず
、
宇
治
川
堤
防
の
決
壊
が
考
え
ら
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
四
つ
、
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

1
泣
直
水
に
よ
る
破
堤
。
と
く
に
、
天
ケ
瀬
ダ
ム
の
放
水
路
新
設
工
事
が
終
わ
り
、

1
5
0
0
ト
ン
／
時
放

流
が
実
際
に
な
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
が
起
こ
る
こ
と
が
非
常
に
恐
れ
ら
れ
ま
す
。

2
盆
洪
水
時
パ
イ
ピ
ン
グ
に
よ
る
破
堤
。
こ
れ
が
今
、
溢
水
が
な
く
と
も
起
こ
り
う
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

3
二
大
ケ
瀬
ダ
ム
よ
り
下
流
に
入
る
支
流
、
と
く
に
志
津
川
の
上
流
な
ど
で
大
規
模
崩
壊
と
土
石
流
が
発
生

し
た
場
合
。
流
下
土
砂
が
河
床
を
埋
め
、
洪
水
の
水
位
が
上
昇
、
溢
水
す
る
（
あ
る
い
は
、
破
堤
に
至
る
）
。

4
二
大
ケ
瀬
ダ
ム
決
壊
。

3
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
淀
川
水
系
の
治
水
に
は
元
々
無
理
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
宇
治
川
が
、
秀
吉
が
造
っ

た
人
工
河
川
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
は
、
良
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
（
注
23)
。
淀
川
水
系
流
域
の
有
利
な
点

を
生
か
そ
う
と
し
て
も
、
宇
治
川
が
は
ら
む
問
題
が
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
上
手
く
い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
秀
吉

や
明
治
以
後
の
改
修
工
事
に
よ
っ
て
、
先
に
記
し
た
長
良
川
や
鬼
怒
川
と
似
た
問
題
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
あ

ま
り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
ま
ず
宇
治
川
の
本
川
か
ら
巨
椋
池
へ
の
流
路
が
堤
防
で
塞
が
れ
ま
し
た
、
一
方
、
堤
防

は
、
東
の
山
地
か
ら
巨
椋
池
へ
向
か
っ
て
流
れ
て
い
た
川
を
跨
ぐ
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。
本
川
の
分
流
へ
の

流
れ
道
も
同
様
で
す
。
当
然
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
元
の
河
道
を
埋
め
た
土
砂
は
、
そ
の
後
、
本
川
の
堤
防
の
下
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

で
の
、
水
の
通
り
道
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
長
良
川
や
鬼
怒
川
と
同
様
な
条
件
が
あ
る
わ
け
で
す
。
堤

防
が
切
れ
る
と
す
れ
は
、
こ
れ
ら
の
箇
所
で
す
（
注
24)
。
こ
の

(
2
0
1
8
年
の
）
雨
期
ま
で
に
は
、
適
切
な

対
策
が
と
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ
せ
り
ま
す
。

ス
ー
パ
ー
堤
防

ス
ー
パ
ー
堤
防
（
高
規
格
堤
防
）
に
つ
い
て
は
、
筆
者
に
は
、
今
、
意
見
を
述
べ
る
だ
け
の
知
識
や
経
験
が

あ
り
ま
せ
ん
。
一
見
、
良
さ
そ
う
な
案
に
み
え
ま
す
が
、
実
施
に
は
大
変
な
経
費
と
時
間
が
か
か
り
、
非
現
実

的
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
現
在
の
進
捗
状
況
で
は
、
計
画
通
り
の
整
備
に
は
数
百
年
か
ら
千
年
を
超
え
る
年
数
を

要
す
る
そ
う
で
す
。
そ
も
そ
も
、
住
民
に
一
時
移
動
を
強
い
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
方
、
新
し
く
、
近
接

地
の
内
水
災
害
の
要
因
を
つ
く
り
か
ね
ま
せ
ん
。
反
対
が
起
こ
る
の
は
不
思
議
で
な
い
で
し
ょ
う
。
国
交
省
が
、

ス
ー
パ
ー
堤
防
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
そ
れ
以
外
の
耐
越
水
堤
防
工
法
を
認
め
な
い
の
で
、
首
都
圏
と
近
畿
圏

の
い
く
つ
か
の
河
川
以
外
、
多
く
の
堤
防
強
化
工
事
が
遅
れ
て
い
る
と
い
う
話
で
す
。
地
域
住
民
と
し
て
は
、

こ
れ
は
困
り
ま
す
。
そ
の
た
め
か
、
云
乱
古
無
益
ク
と
さ
え
い
う
人
も
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
堤
防
に
限
ら
ず
、
自
然
地
盤
、
土
砂
に
よ
る
盛
り
土
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
鉄
材
な
ど
、
物
理
的

性
質
の
違
う
も
の
を
組
み
合
わ
せ
る
エ
法
で
は
、
水
漏
れ
、
不
等
沈
下
や
盛
り
上
が
り
な
ど
を
き
た
す
怖
れ
が

あ
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
技
術
的
に
も
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
す
。
ス
ー
パ
ー
堤
防
、
高
規
格
堤
防
に
つ
い

て
は
ど
う
な
の
か
。
行
政
の
、
そ
の
工
事
に
携
わ
る
技
術
者
の
間
に
も
、
批
判
や
疑
問
を
持
つ
人
が
少
な
く
な

い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
検
討
不
充
分
な
ま
ま
で
施
工
の
実
施
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。
各
地
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被
災
グ
レ
イ
地
域
と
し
て
の
大
阪
・
河
内
平
野

淀
川
水
系
の
、
さ
ら
に
下
流
に
下
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

大
阪
府
の
低
地
部
は
全
域
が
複
数
要
因
に
よ
る
災
害
リ
ス
ク
の
あ
る
典
型
地
、
私
が
い
う
＃
恢
災
グ
レ
イ
ゾ
ー

ン
』
で
す
（
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、

W
章
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）
。
大
阪
平
野
だ
け
で
な
く
河
内
平
野
も
、

縄
文
時
代
か
ら
歴
史
時
代
の
は
じ
め
ま
で
海
で
し
た
。
今
も
軟
弱
地
盤
が
発
達
す
る
低
平
地
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
河
内
平
野
は
大
阪
平
野
よ
り
も
早
く
陸
地
化
し
ま
し
た
が
、
水
が
大
阪
城
の
台
地
の
北
を
回
っ

て
し
か
流
れ
出
な
か
っ
た
た
め
、
長
く
池
や
沼
が
残
り
、
洪
水
・
湛
水
被
害
も
頻
発
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
市

街
化
に
よ
っ
て
、
雨
水
の
地
下
へ
の
浸
透
も
極
端
に
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
堤
防
が
破
れ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

そ
う
で
な
く
と
も
、
以
前
の
シ
ス
テ
ム
で
は
降
っ
た
雨
水
を
全
部
川
や
海
に
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ

五
の
現
場
の
今
後
が
ど
う
な
る
か
、
注
意
、
監
視
が
必
要
と
思
い
ま
す
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

22
こ
茂
水
想
定
区
域
図
は
、
国
交
省
淀
川
河
川
事
務
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(h
t
t
p
://
w
w
w
.
k
k
r
.
m
l
i
t
.
g
o
.
j
p
 ¥
 yo
d
o
g
a
w
a
 ¥
 in
d
e
x
.
p
h
p
)

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

23
：
小
出
博
『
利
根
川
と
淀
川
j

中
公
新
書
、

2
2
0
頁、

1
9
7
5
年
。

24
ニ
紺
谷
吉
弘

「現
代
の
災
害
と
防
災
ー
そ
の
実
態
と
変
化
を
見
据
え
て

」
本
の
泉
社
、
「
第
3
章

変
化
と
災
害
京
都
府
下
・
宇
治
川
流
域
に
お
け
る
例
」
、

2
0
1
6
年。

下
流
の
大
き
な
平
野
の
水
害

自
然
及
び
人
為
的
環
境
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

で
近
年
、
大
阪
で
は
、
地
下
に
巨
大
な
河
川
を
つ
く
り
ま
し
た
（
図
I
I
|
9
)
。
ま
た
、
市
街
地
内
の
公
園
を
「
治

水
緑
地
」
（
は
っ
き
り
言
え
ば
遊
水
地
）
と
し
て
整
備
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
大
東
市
で
は
、

5
階
建
住
宅
の
棟
の

間
の
空
間
を
、
い
ざ

と
い
う
時
に
は
水
の

貯
留
場
所
と
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
、
自

然
・
人
文
史
を
持
つ

両
平
野
は
、
こ
こ
で

は
地
震
に
よ
る
災
害

に
つ
い
て
の
記
述
は

省
略
し
ま
す
が
、
各

種
災
害
に
対
し
て
極

め
て
リ
ス
ク
の
大
き

い
、
私
の
言
う
被
災

グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
、
そ

れ
も
黒
さ
が
、
か
な

図II-9

④
 

地下河川 A: イメージ図 B: 寝屋川南部地下河川。

池田碩、都市化と災害（ 「宇宙・ガイア・人間環境」第9章）より。
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り
大
き
い
地
域
を
な
し
て
い
ま
す
。

行
政
の
担
当
部
局
の
人
た
ち
は
、
大
き
な
危
機
感
を
も
っ
て
ハ
ー
ド
な
減
災
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
設
備
が
、
地
盤
液
状
化
や
停
電
な
ど
を
伴
う
地
裳
や
津
波
、
洪
水
浸
水
の
際
に
ど
の
程
度
、
機

能
す
る
の
か
は
問
題
で
す
。
一
方
で
は
、
古
い
中
心
市
街
地
や
工
場
地
帯
の
防
災
は
、
河
田
恵
昭
さ
ん
な
ど
の

警
告
や
多
く
の
積
極
的
提
案
に
関
わ
ら
ず
、
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
も
う
一
っ
問
題
な
の
は
、
市
民

が
、
現
地
の
こ
の
状
況
を
ど
の
程
度
知
っ
て
い
る
か
で
す
。
さ
ら
に
根
本
的
に
問
題
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事

情
を
お
構
い
な
し
に
、
開
発
は
開
発
と
し
て
、
当
該
の
大
阪
市
や
大
阪
府
に
よ
っ
て
大
規
模
に
進
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
気
に
な
る
の
が
、
直
接
因
の
重
複
パ
ン
チ
で
す
。
極
端
気
象
に
よ
る
洪
水
、
地
震
と
津
波
、
あ
る
い

は
火
事
が
重
な
っ
て
起
こ
る
場
合
も
想
定
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

も
う
一
っ
、
注
意
し
て
お
き
ま
す
。
多
く
の
市
民
は
、
洪
水
や
津
波
に
よ
る
被
災
の
程
度
は
、
海
岸
に
近
い

ほ
ど
高
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
夢
の
島
そ
の
他
の
干
拓
・
造
成
地
の
被
災
リ
ス
ク
が
高
い
こ
と
は
事
実

で
す
。
し
か
し
、
新
し
い
造
成
地
は
、

干
拓
だ
け
で
な
く
盛
土
も
さ
れ
、
多
少
と
も
地
盤
改
良
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
土
地
の
高
さ
（
海
抜
）
を
見
る
と
、
大
阪
市
の
中
心
街
の
方
が
か
え
っ
て
低
い
の
で
す
。
洪
水
や

津
波
の
氾
濫
水
は
こ
こ
に
溜
ま
り
ま
す
。
こ
こ
に
地
下
街
が
発
達
し
て
い
ま
す
。

六

総

合

治

水

1

減
災
の
ポ
イ
ン
ト

く
ど
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
災
害
は
、
二
つ
以
上
の
要
因
が
重
な
る
と
非
常
に
起
き
や
す
く
、
ま
た
規
模
が
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

大
き
く
な
り
ま
す
。
上
流
で
の
豪
雨
で
は
、
普
通
に
山
地
崩
壊
や
土
石
流
が
発
生
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
下
流

の
洪
水
の
状
況
変
化
に
関
係
し
ま
す
。
記
録
的
豪
雨
は
し
ば
し
ば
台
風
で
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
は
気
圧
低
下
に

よ
る
高
潮
を
伴
い
ま
す
。
偶
然
に
地
晨
や
津
波
が
起
こ
る
こ
と
も
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
地
震
に
よ
る
堤
防

地
盤
な
ど
の
破
壊
や
低
下
も
起
こ
り
え
ま
す
。
豪
雨
に
よ
る
水
害
の
想
定
に
は
、
こ
れ
ら
総
て
に
よ
る
多
重
パ

ン
チ
を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
行
政
や
そ
の
研
究
機
関
に
よ
る
調
査
で
は
、
滅
多
に
そ
れ
は
な
さ
れ
ま
せ
ん
。

総
合
治
水
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。
完
全
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
答
え
は
ノ
ー
で
す
。
総
合
治
水
を
進
め
れ
ば
、

そ
れ
な
り
に
減
災
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
日
本
の
国
土
は
、
ど
う
や
っ
て
も
、
と
き
に
激
し
い
洪
水
災

害
が
起
こ
る
の
を
、
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
で
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
「
地
球
温
暖
化
」
を
止
め
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
話
に
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
人
口
減
少
は
、
や
り
方
に
よ
っ
て
は
、
土
地
の
防
災
的

利
用
に
は
―
つ
の
有
利
な
条
件
に
な
り
え
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
人
口
減
少
は
、
政
府
だ
け
で
な
く
民

主
的
な
地
域
防
災
力
も
低
下
さ
せ
る
で
し
ょ
う
。
後
で
触
れ
ま
す
が
、
す
で
に
そ
の
兆
し
が
現
れ
て
い
ま
す
。

と
も
か
く
、
こ
れ
ま
で
の
土
地
利
用
の
あ
り
方
を
根
本
的
に
見
直
し
、
か
つ
個
別
の
場
所
毎
に
デ
ザ
イ
ン
し

直
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
個
別
の
地
域
で
は
、
今
で
も
洪
水
災
害
の
危
険
が
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
。
「
グ
レ
イ
」
の
程
度
を
下
げ
る
方
策
も
立
て
ら
れ
ま
す
。
水
と
い
う
も
の
は
、
滅
多
に
低
い
と
こ
ろ
か

ら
高
い
と
こ
ろ
へ
は
流
れ
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
が
、
一
番
大
事
で
す
。
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一
火
山
活
動

日
本
列
島
に
は
多
く
の
火
山
が
列
を
な
し
、
ま
た
火
山
帯
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
火
山
活
動
は
そ
の
な
す
山

体
が
秀
麗
な
だ
け
で
な
く
、
山
中
湖
や
中
禅
寺
湖
の
よ
う
な
美
し
い
湖
や
池
を
生
み
、
耶
馬
渓
や
玄
武
洞
の
よ

う
な
奇
巌
奇
勝
を
つ
く
り
ま
す
。
火
山
活
動
は
恐
ろ
し
い
災
害
を
起
こ
し
ま
す
が
、
一
方
、
人
々
は
、
阿
蘇
や

鹿
児
島
な
ど
の
カ
ル
デ
ラ
の
な
か
や
、
火
山
島
の
上
に
も
生
活
を
営
ん
で
き
ま
し
た
。

火
山
活
動
の
規
模
や
性
質
は
多
様
で
す
。
火
山
の
活
動
の
性
質
、
と
く
に
爆
発
性
か
マ
グ
マ
を
だ
ら
だ
ら
出

す
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
火
山
が
出
す
マ
グ
マ
の
化
学
的
組
成
、
水
や
ガ
ス
の
含
み
方
な
ど
に

よ
り
決
ま
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ハ
ワ
イ
の
マ
ウ
ナ
ロ
ア
や
、
日
本
の
伊
豆
の
三
原
山
で
は
、
普
段
は
火
口
を

覗
き
こ
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
火
山
と
の
日
常
の
付
き
合
い
や
、
い
ざ
と
言
う
時

の
避
難
の
上
で
大
事
で
す
が
、
中
・
高
校
の
地
学
で
教
え
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
少
し
別
の
角
度
か

ら
の
話
を
記
し
ま
す
。

火
山
噴
火
の
警
報

2
0
1
8
年
1
月
23
日
、
草
津
白
根
山
の
本
白
根
山
で
ガ
ス
爆
発
が
あ
り
、
噴
石
で
死
傷
者
が
で
ま
し
た
。

人
が
適
切
な
こ
と
を
し
て
い
た
ら
出
な
い
で
す
ん
だ
犠
牲
で
し
た
。
こ
の
痛
恨
の
事
態
か
ら
、
多
く
の
人
々

が
、
火
山
活
動
の
予
想
、
予
知
の
問
題
に
関
心
を
持
た
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

n
|
6
 
火
山
災
害
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

こ
の
爆
発
は
、
前
兆
が
全
く
気
付
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
気
象
庁
が
噴
火
を
確
認
し
た
の
は

1
時
間
も
後
の

こ
と
で
し
た
。
そ
れ
で
、
世
間
で
は
、
火
山
の
噴
火
予
知
は
不
可
能
だ
と
い
っ
た
考
え
を
抱
い
た
人
も
あ
る
よ

う
で
す
が
、
そ
の
考
え
は
極
端
で
す
。

火
山
の
噴
火
は
、
地
下
に
マ
グ
マ
が
溜
ま
り
、
上
昇
し
な
け
れ
ば
起
こ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
火
山
の
地
下

の
地
震
波
の
伝
わ
り
方
や
、
地
表
の
微
小
な
動
き
の
観
測
に
よ
り
、
か
な
り
に
良
く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
本
で
は
、
活
動
の
可
能
性
が
あ
る
火
山
が
リ
ス
ト
さ
れ
、

24
時
間
態
勢
で
監
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

火
山
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
噴
火
な
ら
、
時
は
特
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
ろ
そ
ろ
危
な
い
と
い
っ
た
警
報
は
出

せ
る
は
ず
で
す
。
今
回
の
草
津
白
根
山
の
噴
火
や
、

2
0
1
4
年
の
御
岳
火
山
の
場
合
に
は
、
規
模
が
あ
ま
り

小
さ
か
っ
た
の
で
、
予
兆
が
あ
っ
て
も
観
測
に
か
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

物
理
的
な
観
測
機
器
だ
け
に
頼
ら
ず
、
人
が
常
時
、
山
を
、
そ
れ
も
本
白
根
山
を
も
歩
き
回
っ
て
、
肉
眼
で

地
表
を
観
察
し
て
い
た
ら
、
あ
る
い
は
何
か
の
兆
候
を
発
見
で
き
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
今
の
観
測
・

調
査
の
人
員
で
は
、
そ
れ
は
望
む
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
の
事
態
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
の
注
意
が
、
近
年
噴
火
を
繰
り
返
し
て
き
た
北
側
地
域
に
集
中
し
、

3
 0
0
0
年
間
（
あ
る
い
は

1
5
0
0
年
間
）
噴
火
し
て
い
な
い
本
白
根
山
の
活
動
の
可
能
性
が
軽
視
さ
れ
て

い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
今
後
の
火
山
噴
火
活
動
監
視
に
つ
い
て
の
教
訓
と
な
り
ま
し

た
。
多
く
の
火
口
群
を
持
つ
火
山
に
つ
い
て
は
、
長
く
噴
火
を
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
つ
い
て
も
、
油
断
な
く
、

常
時
観
測
や
調
査
を
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
、

1
万
年
以
内
に
噴
火
し
た
こ

と
が
あ
る
火
山
は
、
全
国
に

1
1
1
あ
り
ま
す
。
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三
今
後
の
火
山
大
爆
発
の
可
能
性

今
、
富
士
山
が
、
江
戸
時
代
宝
永
年
間
に
起
こ
っ
た
規
模
の
噴
火
を
す
る
恐
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

2
0
1
1
年
東
北
太
平
洋
沖
巨
大
地
裳
や
、
予
想
さ
れ
る
南
海
地
震
と
の
関
係
が
、
歴
史
的
経
験
上
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
首
都
圏
が
都
市
機
能
麻
痺
の
事
態
に
な
る
恐
れ
が
高
い
の
で
大
き
な
問
題
で
す
。

世
界
的
に
見
れ
ば
、

1
9
8
0
年
代
以
降
に
は
、
火
山
災
害
に
よ
る
死
者
が
あ
ま
り
出
て
い
ま
せ
ん
。
し
か

し
こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
噴
火
が
少
な
か
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ベ
ン
ト
リ
ー
大
学
の
マ

シ
ュ
ウ
・
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
と
い
う
学
者
は
、
世
界
の
危
険
な
火
山
と
し
て
、

5
つ
の
火
山
、
エ
ト
ナ
、
ヴ
ェ
ス
ピ

ア
ス
、
コ
ン
ゴ
の
ヌ
イ
ラ
ゴ
ン
ゴ
、
メ
キ
シ
コ
の
ポ
ポ
カ
テ
ペ
ト
、
ク
ラ
ア
カ
ト
ラ
、
白
頭
山
な
ど
を
挙
げ
て

い
ま
す
。
そ
の
う
ち
白
頭
山
は
、
中
朝
国
境
の
長
白
山
脈
の
主
峰
で
、
山
頂
に
カ
ル
デ
ラ
湖
を
も
つ
美
し
い
火

山
で
す
が
、
こ
の
火
山
に
は
9
6
9
年
前
後
に
、
有
名
な
1
9
8
6
年
の
ク
ラ
ア
カ
ト
ラ
火
山
噴
火
の

3
倍
以

上
の
噴
出
物
を
だ
す
と
い
う
、
過
去
1
万
年
間
で
世
界
最
大
級
の
噴
火
の
実
績
が
あ
り
ま
す
。
最
近
の
観
測
に

よ
り
、

2
0
1
0
年
代
以
降
の
活
動
再
開
の
可
能
性
が
分
か
っ
た
そ
う
で
す
。
も
し
大
噴
火
を
す
る
と
、
日
本

に
も
そ
の
影
響
が
及
ぶ
事
態
と
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

先
歴
史
時
代
の
阿
蘇
山
や
、
九
州
の
南
の
喜
界
島
な
ど
の
カ
ル
デ
ラ
爆
発
は
、
こ
れ
ら
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ

大
き
な
規
模
の
も
の
（
「
破
局
的
噴
火
」
）
で
し
た
。
九
州
南
部
に
す
で
に
縄
文
時
代
早
期
に
栄
え
て
い
た
文
化
が
、

喜
界
カ
ル
デ
ラ
の
爆
発
に
よ
っ
て
消
え
果
て
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
火
山
灰
の
被
害
は
、
本
州
の
北
部
を

除
く
全
域
に
及
び
ま
し
た
。
今
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
想
定
さ
れ
る
場
所
で
の
原
発
の
存
在
が
問
題
に
な
っ
て

い
ま
す
。
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雲
仙
普
賢
岳
噴
火
災
害
の
教
訓

こ
こ
で
、
雲
仙
普
賢
岳
の
噴
火
災
害
の
例
を
取

り
上
げ
ま
し
ょ
う
。
い
ろ
い
ろ
と
教
訓
に
な
る
こ

と
が
見
ら
れ
た
か
ら
で
す
（
写
真
II
ー
18)
。

こ
の
火
山
噴
火
災
害
の
特
徴
は
、
溶
岩
流
で
な

く
火
砕
流
（
用
）
が
流
下
し
た
こ
と
と
、
そ
の
堆
積

物
な
ど
が
豪
雨
の
際
に
岩
砕
流
（
注
25)

を
な
し
て

下
流
の
住
宅
地
を
襲
っ
た
こ
と
で
し
た
。
こ
の
特

徴
は
先
に
触
れ
た
マ
グ
マ
の
性
質
に
関
係
し
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。
以
下
で
は
、
ど
ち

四

写真II-18

日 匹
•. _, .. 

四

同
様
の
爆
発
で
世
界
的
に
有
名
な
の
が
、
エ
ー
ゲ
海
の
サ
ン
ト
リ
ニ
島
カ
ル
デ
ラ
爆
発
で
す
。
喜
界
島
や
サ

ン
ト
リ
ニ
島
の
カ
ル
デ
ラ
大
爆
発
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
時
の
文
明
を
一
っ
滅
ぽ
す
規
模
の
も
の
で
し
た
。
実
は
、

地
球
上
で
起
こ
り
得
る
火
成
活
動
に
よ
る
最
大
規
模
の
爆
発
と
そ
の
被
害
は
、
こ
の
程
度
で
は
済
ま
な
い
も
の

で
す
。
と
く
に
北
米
大
陸
の
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
公
園
で
は
、
北
米
全
体
、
ひ
い
て
は
全
世
界
の
現
代
社
会
を

破
局
に
至
ら
せ
る
大
爆
発
が
起
こ
る
恐
れ
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
で
触
れ

ま
す
。

雲仙普賢岳噴火災害に際して、流下した岩砕流堆積物（水

無川下流域）。普賢岳は遠く霞んで見える。右方の山は眉山。

これがバリアーとなって、島原市街には、ほとんど被害が

なかった。
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ら
か
と
い
う
と
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
少
し
記
し
ま
す
。

私
が
当
時
注
目
し
た
の
は
、
当
時
実
施
さ
れ
た
、
救
援
・
復
興
の
緊
急
対
策
と
中
・
長
期
展
望
の
な
か
で
の

対
策
で
す
。
一
口
に
言
っ
て
、
国
交
省
（
当
時
建
設
省
）
や
地
元
自
治
体
は
、
た
だ
頑
張
っ
た
の
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
考
え
て
計
画
を
立
て
、
取
り
組
み
ま
し
た
。
た
と
え
ば
水
無
川
で
は
、
豪
雨
が
降
れ
ば
、

ま
だ
土
石
流
が
発
生
、
流
下
す
る
時
点
で
、
無
線
操
縦
の
パ
ワ
ー
シ
ャ
ベ
ル
ま
で
投
入
し
て
復
旧
工
事
を
開
始

し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
工
事
に
従
事
す
る
人
々
の
命
を
守
る
た
め
に
は
、
す
ぐ
後
に
撤
去
す
る
に
決
ま
っ
て
い

る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
シ
ェ
ル
タ
ー
を
造
る
こ
と
を
厭
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
造
っ
た
ダ
ム
群
や
導
流
堤
は
、

当
面
だ
け
で
な
く
、

1
0
0
年
後
ま
で
も
有
効
に
人
々
の
命
や
生
活
を
守
れ
る
も
の
で
す
。

導
流
堤
は
、
短
い
堤
防
を
逆
ハ
の
字
型
に
並
べ
ら
れ
、
河
川
の
霞
堤
の
よ
う
に
、
過
大
な
土
砂
や
水
は
隙
間

か
ら
溢
れ
で
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
連
続
堤
で
な
い
こ
と
は
、
両
岸
の
集
落
間
の
往
来
を
可
能
に

し
て
い
ま
す
（
図
II|10)
。

導
流
堤
に
挟
ま
れ
る
上
地
は
、
住
宅
を
建
て
て
は
も
ち
ろ
ん
危
な
い
の
で
す
が
、
雨
が
降
ら
な
い
平
常
に

は
、
家
畜
を
放
牧
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
意
味
で
は
後
述

(
W
章
の

W
|
3
ー
ニ
）
の
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
導
流
堤
の
隙
間
を
通
っ
て
、
こ
こ
に
出
入
り
で
き
ま
す
。

な
お
、
こ
こ
で
は
、
災
害
を
逆
に
利
用
し
て
い
ま
す
。
地
震
災
害
を
起
こ
し
た
活
断
層
露
頭
の
保
存
は
、
各

地
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
士
石
流
で
埋
ま
っ
た
家
屋
自
体
を
保
存
し
、
災
害
記
念
館
と
結
び
付
け
て
、

観
光
客
に
も
積
極
的
に
も
見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
は
こ
こ
が
初
め
て
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
か
に
は
心
な

い
観
光
客
が
、
被
災
家
屋
の
前
で
＞
サ
イ
ン
を
し
て
写
真
に
収
ま
っ
た
り
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
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な
い

そ
の
よ
う
な
人
で
も
、
災
害
の
実
態
を
観
て
、
い
く
ら
か
の
防
災
意
識
を
持
っ
た
り
、
後
に
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
な
っ
た
り
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
被
災
者
の
人
々
の
判
断
と
心
に
深
く
敬
意
を
払
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
ざ
災
害
が
起
こ
れ
ば
ど
こ
で
も
、
首
長
を
先
頭
と
す
る
自
治
体
職
員
の
苦
労
は
大
変
な
も
の
で
す
。
雲
仙

普
賢
岳
災
害
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
住
民
の
生
活
条
件
、

生
業
な
ど
の
復
旧
、
復
典
の
方
策
が
具
体
的
に
工
夫
さ

れ
た
点
で
、
そ
の
後
の
参
考
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
無

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
「
仕
事
は
で
き
る
だ
け
地
元
の

業
者
に
出
す
」
な
ど
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
で
し

た
。
被
災
者
住
宅
の
居
住
性
も
、
そ
れ
ま
で
の
ど
の
災

害
よ
り
良
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
複
数
の
災

害
よ
り
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
い
わ
ゆ
る
丘
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
革
命
ク
は
、

1
9
9
5
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
始
ま
っ
た
と
す

る
の
が
一
般
的
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
雲
仙

普
賢
岳
噴
火
に
災
害
の
救
援
に
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は

多
数
駆
け
つ
け
ま
し
た
。

ま
ず
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
、

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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避
難
し

普
賢
岳
の
噴
火
当
時
、
普
賢
岳
北
東
斜
面
の
か
な
り
高
い
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
人
が
い
ま
し
た
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
す
が
、
問
題
は
そ
の
後
で
す
。

さ
ら

行
政
は
、
中
尾
川
（
図

II|10
か
ら
は
、
北
に
外
れ
ま
す
）
を
下
っ
た
土
砂
を
浚
い
、
さ
ら
に
拡
幅
や
掘
削

を
し
て
で
た
土
砂
を
使
い
、
海
を
埋
め
立
て
て
土
地
を
造
成
し
ま
し
た
。
そ
の
土
地
を
公
園
の
よ
う
な
き
れ
い

な
も
の
に
仕
立
て
、
避
難
者
た
ち
の
居
住
地
と
し
た
わ
け
で
す
。
一
見
立
派
な
方
策
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
避
難

者
の
ほ
と
ん
ど
は
高
齢
者
で
し
た
。
住
み
慣
れ
た
高
地
で
は
、
牧
畜
そ
の
他
の
生
業
で
、
独
立
し
て
生
き
て
い

け
た
の
で
す
。
し
か
し
、
海
岸
に
住
ま
わ
さ
れ
て
は
、
何
も
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

元
の
高
い
と
こ
ろ
に
も
、
も
う
土
石
流
が
こ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
行
政
区
画
を
越
え
れ
ば
、
な
お
あ

り
得
ま
す
。
一
見
素
晴
ら
し
い
居
所
を
与
え
ら
れ
た
の
が
、
高
齢
者
に
と
っ
て
果
し
て
幸
福
だ
っ
た
の
か
、
気

に
な
り
ま
す
。

雲
仙
か
ら
神
戸
に
逃
げ
て
阪
神
淡
路
大
震
災
に
遭
っ
た
人
が
い
ま
す
。
次
の
噴
火
を
心
配
さ
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
雲
仙
岳
の
地
下
の
マ
グ
マ
の
溜
ま
り
方
は
、
今
、
し
っ
か
り
と
観
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で

も
時
を
特
定
し
た
噴
火
予
知
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
大
噴
火
の
警
告
は
必
ず
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

2
0
0
年
か
、

早
く
と
も

1
0
0
年
先
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
今
、
雲
仙
は
、
日
本
の
何
処
よ
り
も
と
言
っ
て
よ
い
ぐ
ら
い
、

好
い
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
い
ま
す
。
魚
も
肉
も
野
菜
も
新
鮮
で
美
味
で
す
。
台
風
は
き
ま
す
が
、
気
候
温
暖
、
何

よ
り
も
風
光
明
媚
で
す
。
温
泉
も
あ
り
ま
す
。
島
原
半
島
は
ユ
ネ
ス
コ
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
で
す
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[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

25i
一
般
に
い
う
上
石
流
に
入
り
ま
す
。

地
震
災
害

一
地
震
と
は
何
？

地
震
を
発
生
さ
せ
る
地
殻
変
動
こ
そ
、
火
山
活
動
に
も
ま
し
て
、
日
本
列
島
を
形
成
し
、
気
候
風
土
、
生
活

環
境
条
件
を
生
ん
だ
も
っ
と
も
基
本
的
な
事
象
で
す
。
今
、
そ
れ
が
活
発
な
時
期
の
最
中
で
す
。
そ
の
研
究
は
、

日
本
で
は
、
当
然
な
が
ら
、
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
レ
ベ
ル
と
規
模
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
い

く
つ
も
の
地
震
に
際
し
て
、
蘊
心
定
外
ク
の
事
態
が
起
こ
り
ま
し
た
。

ク
テ
レ
ビ
で
の
解
説
を
聞
い
て
も
分
か
っ
た
よ
う
で
分
か
ら
な
い
ク

0

五
専
門
家
や
行
政
の
い
う
こ
と
な
ど
、

果
し
て
信
じ
て
よ
い
も
の
か
ク
。
そ
う
感
じ
て
い
る
人
々
は
多
い
で
し
ょ
う
。
ま
し
て
、
専
門
家
か
ら
箱
心
定

外
だ
っ
た
ク
な
ど
と
言
わ
れ
て
は
戸
惑
う
ば
か
り
で
し
ょ
う
。
専
門
家
は
、
よ
く
i

日
本
全
国
ど
こ
で
も
地
震

は
発
生
し
ま
す
ク
と
警
告
し
ま
す
。
ま
た
、
予
知
は
で
き
な
い
と
も
言
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
聞
い
た

市
民
に
は
、
；
ど
う
せ
何
処
に
い
て
も
同
じ
だ
ク
と
い
う
よ
う
に
受
け
取
り
ま
す
。
そ
れ
は
困
る
の
で
す
。

地
震
ほ
ど
、
一
般
市
民
や
行
政
に
と
っ
て
良
く
分
か
ら
な
い
自
然
現
象
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、

熊
本
県
は
、
熊
本
地
震
に
襲
わ
れ
る
ま
で
、
熊
本
は
大
規
模
地
震
発
生
の
恐
れ
が
な
い
と
し
て
、
そ
れ
を
企
業

誘
致
の
目
玉
に
し
て
い
ま
し
た
。
驚
く
べ
き
事
実
で
す
（
注
2
6
)
0
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こ
の
よ
う
な
状
況
を
心
配
し
て
で
し
ょ
う
、
多

く
の
解
説
書
が
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
解
説
書
を
読
ま
れ
た
方
か
ら
も
、
思
い
も

よ
ら
ぬ
質
問
が
出
さ
れ
ま
す
。
解
説
を
書
く
専
門

家
は
、
一
般
の
人
が
何
を
分
か
ら
な
い
の
か
が
判

ら
な
い
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
章
で
は
、
す

こ
し
横
の
冷
め
た
立
場
か
ら
、
そ
れ
ら
の
質
問
に

答
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
ま
た

ぞ
ろ
、
は
じ
め
に
基
礎
的
な
事
項
の
説
明
が
必
要

か
と
思
い
ま
す
。
面
倒
と
思
わ
れ
る
方
は
飛
ば
し

て
読
ん
で
く
だ
さ
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

26
五
熊
本
地
裳
で
、
布
田
川
断
層
と
日
奈
久
断
層
と
い
う

二
つ
の
断
層
が
連
動
す
る
よ
り
か
な
り
前
の
こ
と
で
す

が
、
熊
本
県
で
の
あ
る
裁
判
に
関
係
し
て
、
あ
る
五
寸

門
家
ク
が
、
こ
れ
ら
の
断
層
の
活
動
可
能
性
を
否
定
し
、

市
街
の
北
の
断
層
の
方
を
問
題
に
し
ま
し
た
。
近
い
過

去
に
活
動
し
た
断
層
が
危
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
で

し
た
。
こ
の
考
え
は
、
当
時
と
し
て
も
専
門
常
識
外
で

図II-l l 

力学区分 化学区分

地殻

上部マントル

下部マントル

2900 

地球の構造に関する力学区分と化学区分。リ‘ノスフェアとアセノスフェアは、化学

的性質の違いよりも力学的性質の違いを示し、地震波速度が異なる。リソスフェア

を近似的に剛体の板として扱うのがプレートテクトニクス。

※力学区分のメソスフェアの内部変化を省略。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

す
。
原
告
住
民
側
は
、
布
田
川
断
層
や
日
奈
久
断
層
が

動
く
危
険
性
を
指
摘
し
、
今
で
言
う
連
動
の
可
能
性
に

も
触
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
裁
判
官
に
は
（
無
理
も
あ

り
ま
せ
ん
が
）
、
ど
ち
ら
の
ょ
専
門
家
ク
の
証
言
が
正

し
い
の
か
判
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
同
様
な
事
態
は
、
今

で
も
原
発
裁
判
な
ど
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

プ
レ
ー
ト
テ
ク
ト
ニ
ク
ス

地
震
に
関
す
る
本
に
は
、
そ
の
基
礎
的
知
識
と

い
い
い
い
。

□

いいい
L
い

[
-
l
l

日

―

い
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
触
れ
て
お
き
ま
す
。
ま

ず
図

II
ー
11
と
し
て
地
球
の
断
面
図
を
示
し
ま
す
。

．

ま
た
図
I
I
|
1
2
に
は
、

1
9
9
0
年
代
に
現
れ
た
、

プ
レ
ー
ト
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
を
含
む
全
地
球
テ
ク
ト

ニ
ク
ス
に
つ
い
て
の
考
え
（
プ
ル
ー
ム
テ
ク
ト
ニ

ク
ス
）
を
紹
介
し
ま
す
。
プ
レ
ー
ト
テ
ク
ト
ニ
ク

ス
は
、
地
球
規
模
の
構
造
運
動
論
で
あ
り
、
本
来

は
（
狭
義
に
は
）
図
の
リ
ソ
ス
フ
ェ
ア
を
剛
体
（
注

27
、
用
）
に
近
似
し
て
、
そ
の
幾
何
学
的
相
対
運
動

図II-12
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を
論
ず
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
ま
ま
、
ご
く
狭
い
と
こ
ろ
の
問
題
に
ま
で
直
に
持
ち
込
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
が

多
く
の
混
乱
の
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

[注

（引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）]

27
」
折
れ
も
曲
が
り
も
し
な
い
の
が
剛
体
で
す
。
リ
ソ
ス
フ
ェ
ア
は
折
れ
も
曲
が
り
も
し
ま
す
。
そ
の
他
、
弾
性
体
、
塑
性
体
、
粘

性
体
な
ど
に
つ
い
て
、
自
然
に
起
こ
る
斜
面
崩
壊
や
地
震
、
液
状
化
そ
の
他
の
現
象
と
の
関
係
を
説
明
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、

後
の
用
語
・
語
菌
の
説
明
を
参
照
し
て

い
た
だ
く
と
し
て
、
詳
し
く
は
専
門
書
に
譲
り
ま
す
。

断
層
と
地
震

断
層
の
形
式
分
類

教
科
書
に
、
よ
く
図
II|13
の
よ
う
な
図
が
載
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
正
断
層
、
逆
断
層
、
水
平
的
横
ず

れ
断
層
の
区
別
が
（
い
ろ
い
ろ
な
ス
ケ
ー
ル
で
）
あ
る
こ
と
を
示
し
た
だ
け
も
の
で
す
。
こ
の
図
で
は
、
断
層

と
い
う
も
の
が
単
純
に
平
滑
な
面
と
し
て
画
か
れ
て
い
ま
す
。
小
さ
な
断
層
が
崖
な
ど
で
そ
の
よ
う
に
見
え
る

こ
と
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
際
の
地
霙
を
起
こ
す
よ
う
な
断
層
は
、
こ
の
図
で
イ
メ
ー
ジ
す
る

よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
断
層
面
に
は
凹
凸
が
あ
り
、
大
な
り
小
な
り
破
砕
帯
を
伴
い
ま
す
。

大
き
く
小
さ
く
分
岐
も
し
、
複
数
で
系
を
な
し
ま
す
。

断
層
の
地
表
近
く
で
の
現
わ
れ
方
に
つ
い
て
第
5
節
で
述
べ
ま
す
。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

地
震
と
地
震
動

地
震
は
、
地
殻
を
構
成
す
る
岩
盤
（
以
下
地
盤
と
も
言
い
ま
す
）
に
ス
ト
レ
ス
（
応
力
）
（
用
）
が
溜
ま
っ
て

限
界
に
達
し
、
つ
い
に
破
断
ず
る
こ
と
で
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
時
地
盤
に
生
ず
る
割
れ

H
や
ず
れ
が
断
層
で
す
。

破
断
に
伴
い
振
動
（
震
動
）
が
起
こ
り
、
地
盤
の
な
か

を
伝
わ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
地
震
と
断
層
に
関
す
る
一

番
基
本
的
な
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
地
震
で
動
く
の
は
地
盤
で
あ
り
、
断
層

は
境
で
す
。
「
断
層
が
動
く
」
と
か
「
活
動
す
る
」
と

か
言
い
ま
す
が
、
五
境
が
活
動
す
る
ク
と
は
何
の
こ
と

や
ら
、
お
か
し
な
言
い
方
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

専
門
学
術
用
語
と
し
て
通
用
し
て
い
ま
す
。
簡
便
な
の

で
、
こ
の
本
で
も
使
い
ま
す
（
注
28)0

な
お
、
以
前
に
は
、
一
般
に
も
学
術
的
に
も
、
地
盤

の
振
動
（
「
震
動
」
）
を
「
地
震
」
と
言
っ
た
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
地
震
学
で
の
地
震
の
定
義
は
、
何
時
の

間
に
か
変
化
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
破
断
」
や
「
ず

れ
」
と
、
そ
れ
に
伴
う
振
動
と
を
合
わ
せ
て
「
地
震
」

と
い
い
ま
す
。
む
し
ろ
地
盤
の
破
断
の
方
に
重
み
が
あ

地殻の応力配置と断層のタイプ最小主応力

三主応力
(b)逆断層

~ 地球深部へ

(c)横すれ断層 (d)上載岩圧

a 1 : 最大主応力、 02:中間主応力、 a3:最小主応力

(a)正断層、 (b)逆断層、 (c)横ずれ断層、 (d)上載岩圧、

ある深さで地表面に垂直な方向に作用する応力。それぞれ単純

な場合の模式図［嶋本 (1997年）を参考］。

図II-13

二(a)正断層

~ 
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る
よ
う
に
さ
え
聞
こ
え
ま
す
。
振
動
の
こ
と
は
「
地
震
動
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
の

報
道
で
は
解
説
さ
れ
ま
せ
ん
。
地
震
学
者
は
、
今
の
定
義
を
当
た
り
前
に
思
っ
て
い
て
、
ご
く
少
数
の
人
以
外

は
、
昔
の
よ
う
な
理
解
の
人
に
混
乱
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

活
断
層
と
地
震

現
在
ク
活
動
ク
的
で
あ
り
、
今
後
も
五
活
動
ク
を
続
け
る
と
考
え
ら
れ
る
断
層
を
活
断
層
と
よ
び
ま
す
（
注
2
9
)
0

現
在
日
本
列
島
に
か
か
っ
て
い
る
ス
ト
レ
ス
は
、
場
所
に
よ
り
少
し
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
大
ま
か
に
見

て
、
数
十
万
年
前
に
発
生
し
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
今
も
か
か
り
続
け
て
お
り
、
こ
の
間
に
活
動
し
た
断
層

は
、
今
後
も
「
活
動
」
す
る
は
ず
の
「
活
断
層
」
で
す
。
こ
の
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
ろ
に
は
、
現

在
を
含
む
一
番
新
し
い
地
質
時
代
で
あ
る
第
四
紀
（
注
30)

に
発
生
し
た
断
層
を
「
第
四
紀
断
層
」
と
呼
び
、
ま

た
活
動
す
る
か
も
知
れ
な
い
活
断
層
と
し
て
い
ま
し
た
。
今
で
も
土
木
関
係
者
が
こ
の
言
莱
を
使
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
地
質
学
で
は
死
語
で
す
。

な
お
、
一
度
切
れ
た
断
層
は
、
応
力
が
か
か
れ
ば
容
易
に
ず
れ
ま
す
。
そ
の
際
に
は
そ
こ
か
ら
震
動
は
ほ
と

ん
ど
生
じ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ず
れ
れ
ば
、
そ
の
断
層
を
跨
い
で
い
る
構
造
物
、
た
と
え
ば
パ
イ
プ
は
切
れ
ま

す
。
土
地
の
崩
れ
や
す
い
斜
面
は
崩
れ
ま
す
。
震
動
が
な
く
と
も
地
震
学
の
対
象
で
す
。

一
方
、
ず
れ
な
け
れ
ば
（
活
動
し
な
け
れ
ば
）
震
動
は
出
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
兵

庫
県
南
部
地
震
で
は
、
そ
の
際
に
は
ず
れ
な
か
っ
た
甲
陽
断
層
の
直
上
と
両
側

2
¥
3
軒
だ
け
で
、
敷
地
に
多

く
の
亀
裂
が
走
っ
た
り
、
家
屋
に
被
害
が
あ
っ
た
り
し
ま
し
た
。
多
分
、
断
層
破
砕
帯
を
通
っ
て
、
地
下
か
ら
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

特
殊
な
震
動
が
上
昇
し
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

地
震
の
縦
波
、
横
波
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ど
の
教
科

書
、
解
説
書
に
も
必
ず
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
省
略
し

ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
ら
と
違
う
種
類
の
振
動
も
あ
る
こ

と
、
そ
れ
ら
も
地
震
の
被
害
を
見
る
際
に
忘
れ
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
右
に
触
れ
た
よ
う
に
、
断
層

破
砕
帯
を
通
し
て
お
か
し
な
振
動
が
伝
わ
っ
て
き
て
被

害
を
も
た
ら
し
ま
す
。

表
1
1
|
5
に
、
兵
庫
県
南
部
地
震
の
地
盤
の
い
ろ
い

ろ
な
動
き
と
建
物
被
害
と
の
関
係
を
示
し
ま
し
た
。
本

当
は
、
地
震
の
被
害
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
書
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
今
回
は
、
ほ
と
ん
ど
、
そ
の

基
礎
と
し
て
の
地
震
や
活
断
層
に
関
す
る
説
明
ば
か
り

に
な
り
ま
す
。

裳
源
と
震
央

地
震
は
あ
る

1
点
か
ら
始
ま
り
、
破
断
が
広
が
る
に

つ
れ
て
発
震
（
発
振
）
す
る
場
所
が
延
び
て
い
き
ま

表1Iー 5

建造物の共振 従来もっとも重視されてきた

足払い倒壊
地盤の突然な動き、その向きの転換による。慣

性で地盤の動きの反対方向に倒れる。

地裳動被害
突き上げ

裳源断層直上部での、初動による突き上げ、放

り上げ（山陵、岩峰の破壊）

地面の波動
地表面に、水面の波と同様な上下の波が起こり、

伝播したことが目撃されている

地盤の支持力低下で建造物はのめり込み、傾く

液状化、流動化被害 （基礎が堅い地盤につけてあれば、逆に相対的

に浮き上がる）

“地割れ＂など
震源断層につながらない地表の“変位＂でも、

建物内に延びたり、塀を割ったりする

地震による地盤の動きと建造物などの被害一 1995年阪神・淡路大震災の例に

よる。
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す
。
そ
の

1
点
が
震
源
、
そ

の
真
上
の
地
表
の
点
を
震
央

と
い
い
ま
す
。
後
で
触
れ
る

共
役
断
層
（
図
I
I
|
1
9
a
)

で

は
、
一
組
の
断
層
の
交
点
で

す
。
熊
本
地
震
の
日
奈
久
断

層
と
布
田
川
断
層
は
一
見
対

を
な
す
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

こ
れ
ら
は
厳
密
な
共
役
断
層

で
は
な
く
、
震
源
は
二
つ
の

断
層
の
交
点
か
ら
外
れ
ま
し

た
。
そ
う
言
え
ば
兵
庫
県
南

部
地
震
の
震
源
と
な
っ
た
明

石
海
峡
も
、
い
く
つ
も
の
断

層
が
集
中
、
交
差
す
る
と
こ

ろ
で
す
（
図
II|14)
。

明石海峡に発達する断層郡。等深線は、基盤をなす神戸暦郡の上面を示す。「建設

省道路局（当時）ほか、 1970年」に加筆。「 「応用地質』特集、 1995年」による。

108 



II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

霙
度

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
と
震
度
の
定
義
と
区
別
も
ど
の
本
に
も
書
い
て
あ
る
の
で
、

だ
さ
い
。
大
雑
把
に
い
う
と
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
地
震
の
大
き

さ
、
農
度
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
の
震
動
を
階
級
分
け
し
て
示
す

も
の
で
す
。

裳
度
に
は
、
当
然
に
震
動
を
発
し
た
と
こ
ろ
か
ら
の
距
離
が
関

わ
り
ま
す
が
、
そ
の
他
、
最
大
加
速
度
、
速
度
と
断
層
距
離
の
関
係
、

地
質
条
件
な
ど
に
よ
り
違
い
（
散
ら
ば
り
）
が
効
き
ま
す
。
マ
グ

ニ
チ
ュ
ー
ド
の
決
定
自
体
に
も
O
・
2
程
度
の
誤
差
が
含
ま
れ
ま

す
。
こ
の
丘
散
ら
ば
り
ク
を
ど
う
見
る
か
が
、
原
発
を
は
じ
め
構

造
物
の
安
全
を
検
討
す
る
上
で
問
題
で
す

(
r
n
|
2
参
照
）
。

震
源
か
ら

2
¥
3
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
断
層
か
ら

の
距
離
（
水
平
距
離
）
に
よ
ら
ず
震
度
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ

ん
。
地
下
の
震
源
か
ら
の
垂
直
距
離
が
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
す
。

な
お
、
地
雛
動
は
鹿
源
以
外
か
ら
も
発
し
ま
す
。
地
衷
動
を
発

す
る
断
層
の
全
体
を
震
源
断
層
、
そ
れ
が
地
表
に
達
し
た
も
の
を

地
表
地
震
断
層
と
言
い
ま
す
（
図
II|15
、
16)
。
さ
ら
に
、
断
裂
が

新
し
く
地
盤
を
割
っ
て
延
び
て
い
く
と
、
そ
こ
で
強
い
エ
ネ
ル

図II-15

震源断層（兵庫県南部地震）と地表地層断層

(「国士問題j、「武蔵野実 1995年」より）

詳
し
く
は
そ
れ
ら
を
観
て
く
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ギ
ー
の
地
震
動
が
起
こ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
活
断
層
の
場
所

よ
り
も
、
ま
だ
そ
れ
が
達
し
て
い
な
い
所
の
方
が
、
よ
り
激

し
い
地
震
動
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

時
ど
き
、
地
震
動
の
伝
搬
距
離
に
よ
る
減
衰
を
計
算
す
る

の
に
、
嘉
距
離
ク
を
ど
こ
か
ら
ど
う
測
っ
て
い
る
の
か
が
怪

し
い
報
文
（
レ
ポ
ー
ト
）
が
あ
り
ま
す
。
震
源
（
ま
た
は
震

央
）
か
ら
の
距
離
か

(
a
)
、
地
表
地
震
断
層
（
図
II|15)

の
延
び
の
範
囲
の
中
央
点
か
ら
か

(
b
)
、
地
表
地
震
断
層

の
延
び
の
な
か
で
、
問
題
箇
所
に
一
番
近
い
と
こ
ろ
か
ら
（
つ

ま
り
垂
線
を
立
て
て
測
る
）
な
の
か

(
C
)

で
す
（
図
II116)
。

熊
本
で
の
あ
る
裁
判
の
と
き
に
、
あ
る
業
者
が
「
活
断
層
か

ら
遠
い
」
と
言
う
の
を
良
く
聞
い
た
ら
、

(
a
)
の
距
離
の

r
)

ま

か

こ
と
で
し
た
。

(
C
)

は
ご
く
近
か
っ
た
の
で
す
。
裁
判
官
を
誤
魔
化
そ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

前
震
、
本
震
、
余
震

か
な
り
以
前
で
す
が
、
地
震
専
門
家
の
、
;
本
震
よ
り
大
き
な
余
震
は
な
い
ク
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
：
も
う
大
丈
夫
ク
と
言
い
た
か
っ
た
模
様
で
す
。
と
こ
ろ
が

2
0
1
6
年
の
熊
本
地
震
で
は
、

本
震
と
思
っ
た
地
震
の
後
に
、
よ
り
大
き
な
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の
地
震
が
起
こ
り
ま
し
た
。

i

ま
た
し
て
も
「
想

図II-16

-------------夏‘‘‘‘‘‘‘
召な＼瓢

問題の構造物は、震央からは遠いが地表地震断層

からは近い。震源断層はもっと長大かもしれない。

S1 = Sz 
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いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

、、

と
カ

定
外
」
ク
と
い
う
こ
と
で
戸
惑
っ
た
専
門
家
も
い
た
よ
う
で
す
。
丘
特
殊
な
地
震
だ
っ
た
ク
益
即
の
地
震

は
前
震
だ
っ
た
ク
と
い
う
説
明
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
、
前
震
、
本
震
、
余
震
な
ど
と
言
っ
て
も
、
一
連

の
地
震
の
な
か
で
現
象
的
に
一
番
大
き
か
っ
た
の
を
、
後
か
ら
形
式
的
に
本
震
と
呼
ん
だ
だ
け
の
話
で
、
説
明

に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

前
震
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
力
学
的
に
は
、
す
で
に
ス
ト
レ
ス
の
溜
ま
り
が
限
界
に
近
く
な
っ
て
い
て
、

ひ
び
割
れ
が
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
。
問
題
は
、
そ
の
状
態
の
進
行
を
、
本
震
が
起
こ

る
前
に
、
認
知
で
き
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

一
方
、
余
震
は
、
要
す
る
に
自
然
が
微
調
整
を
し
て
い
る
の
で
す
。
本
震
の
結
果
、
大
局
的
に
は
ス
ト
レ
ス

が
解
消
し
て
も
、
局
部
的
に
あ
ち
こ
ち
に
残
っ
て
い
た
り
、
か
え
っ
て
局
所
に
集
中
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
か

ら
で
す
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

28
：
今
の
中
央
構
造
線
の
両
側
の
地
盤
の
ず
れ
は
、
古
い
地
質
時
代
の
ず
れ
と
、
方
向
が
逆
で
す
。

お
か
し
な
言
葉
を
使
っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
が
思
考
に
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
後
に
記
す
「
共
役

断
層
」
の
発
達
で
で
き
た
四
角
の
地
塊
の
動
き
に
つ
い
て
、
普
通
、

1
辺
だ
け
の
断
層
の
長
さ
や
面
積
が
問
題
に
さ
れ
、
他
の
辺

に
は
注
意
が
向
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

1
辺
だ
け
で
な
く
2
辺
、
さ
ら
に
は

3
辺
や

4
辺
の
境
で
ず
れ
が
起
こ
っ
て
も
不
思

議
で
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
考
え
な
い
の
は
、
「
断
層
が
動
く
か
ら
地
盤
が
動
く
」
と
い
っ
た
、
ま
る
で
断
層
を
、
地
震
を
起
こ

す
ナ
マ
ズ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
発
想
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
動
く
の
は
地
盤
の
塊
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
な
お
、

2
辺
の
ず
れ
は
、
前
記
の
よ
う
に
、
一
種
の
「
連
動
」
現
象
で
す
。

29[
定
義
に
「
こ
れ
ま
で
に
活
動
し
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
入
れ
て
い
る
解
説
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
新
し
い
発
生
も
「
活
動
」

で
す
か
ら
、
論
理
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
活
動
し
た
こ
と
が
な
い
断
層
を
排
除
す
る
理
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日
本
列
島
に

III 



海
溝
型
地
霞
、
内
陸
直

F
型
地
霙

日
本
列
島
に
被
害
を
及
ぽ
す
大
地
震
は
、
海
溝
に
沿
う
プ
レ
ー
ト
境
界
の
海
溝

型
地
震
と
、
島
弧
地
殻
の
内
部
で
起
こ
る
内
陸
（
直
下
）
形
地
震
に
大
別
さ
れ
ま
す
。

列
島
を
横
断
す
る
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
や
日
本
海
東
縁
の
断
層
も
プ
レ
ー
ト
境
界

だ
と
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
で
起
こ
る
地
震
も
プ
レ
ー
ト
境
界
地
裳
だ
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
（
図
II|17)
。

こ
こ
で
問
題
な
の
が
内
陸
地
震
の
一
括
で
す
。
と
く
に
中
央
構
造
線
は
、
数

千
万
年
前
の
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
ム
形
プ
レ
ー
ト
境
界
に
淵
源
を
持
つ
大
断
層
で

す
。
現
在
で
い
え
ば
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
西
縁
近
く
に
発
達
す
る
サ
ン
ア
ン
ド
レ

ア
ス
断
層
と
同
じ
性
格
の
も
の
で
す
。
こ
の
活
動
に
よ
る
地
雛
を
普
通
の
内
陸

（
直
下
）
地
震
と
一
緒
く
た
に
す
る
の
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
。
も
っ
と
も
、

四
日
本
列
島
の
活
断
層
系
と
地
震

は
無
数
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
活
断
層
が
存
在
す
る
の
で
、
ス
ト
レ
ス
が
発
生
し
て
も
、
既
存
の

断
層
の
ど
れ
か
で
の
ず
れ
で
そ
れ
が
解
放
さ
れ
ま
す
。
新
し
く
生
ず
る
こ
と
は
実
際
に
は
ほ
と

ん
ど
な
い
の
で
す
。
既
存
の
断
層
が
延
長
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

30
こ
第
四
紀
の
定
義
は
、
最
近

(
2
0
0
 
9
年
）
の
國
際
地
質
学
連
合

(
I
U
G
S
)
執
行
委
員

会
で
、

2
5
8
.
8
万
年
前
か
ら
と
改
訂
さ
れ
ま
し
た
。
昔
の
定
義
の
倍
以
上
の
長
さ
で
す
。

| 《コラム》 震源の破砕帯の地質状況は推理できる I 

地震の震源は 10-30kmと言った深部です。温度、圧力その他の条件が地

表近くとは全く違います。また、ここは地震探査など物理的方法でしか調査で

きませんが、実は地質家はこれを“地表で観ている”のです。地質時代のそれ、

つまり破砕帯が、現在、地表に露出しているからです。その物性についても研

究されています。しかし、これは地球物理専門家の興味を引かないらしく、学

際的交流はほとんどないと言わざるをえないのではないでしょうか。
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いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

図II-17

(a) 東北日本弧

日本海 太平洋

0 100km 一

(b) 西南日本弧

日本海

若狭湾
逆

内陸直下地筏
逆、

フィリピン海

0 100km 
I---' 

日本本州弧構造断面模式図

(a)東北日本弧 (b)西南日本弧

「塩野 (1987年）」に基づく。「「現代の災害と防災―その実

態と変化を見据えて一一』本の泉社、 2016年」に一部加筆。

そ
の
全
域
が
一
度
に
ず
れ
を
起
こ
す
わ
け
で
は
な
く
、
細
か
く
見
れ
ば
部
分
に
よ
り
状
態
が
違
い
ま
す
が
、
そ

れ
に
し
て
も
、
こ
の
構
造
線
の
直
近
に
原
発
（
伊
方
原
発
）
を
置
く
な
ど
は
地
質
学
的
に
は
問
題
外
で
す
。

な
お
、
リ
ニ
ア
新
幹
線
ル
ー
ト
も
本
州
中
部
で
中
央
構
造
線
を
横
断
し
ま
す
。

次
に
問
題
な
の
が
、

1
5
o
o
-1
6
 
0
0
万
年
前
の
、
あ
る
い
は

2
0
0
0
万
年
前
か
ら
の
日
本
海
背
後
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海
盆
の
形

成
、
拡
大

に
関
係
し

て
生
じ
た

断
層
の
評

価
で
す
。

こ
の
日
本

海
盆
拡
大

に
つ
い
て

は
、
お
び

た
だ
し
い

研
究
が
あ

り
ま
す
が

こ
こ
で
注

目
さ
れ
る

の
は
、
こ
の
日
本
海
盆
拡
大
に
伴
い
、
本
州
弧
（
本
州
、
四
国
、
九
州
の
地
殻
を
含
む
弧
）
が
、
そ
れ
を
横
断

す
る
方
向
の
ス
ト
レ
ス
を
受
け
、
何
箇
所
か
で
破
断
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
破
断
の
一
番
大
き
い

の
が
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
と
そ
の
西
縁
の
糸
魚
川
静
岡
構
造
線
で
す
。

図II-18

中部日本とその周辺海域での活断層や構造線の分布。

構造線やブロック境界線を、活断層をつなぐ線として定義。

「金折裕司「甦る断層」近未来社、 1993年」より。
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いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

こ
の
時
期
の
破
断
で
生
ま
れ
た
断
層
構
造
は
、
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
く
に
若
狭
湾

の
東
を
区
切
り
越
前
海
岸
の
海
中
か
ら
伊
勢
湾
を
抜
け
て
南
海
ト
ラ
フ
ヘ
至
る
大
断
層
が
、
こ
の
時
期
に
淵
源

を
持
つ
こ
と
が
、
知
多
半
島
の
地
層
の
調
査
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
糸
魚
川
静
岡
構
造
線
と
同
じ
く
、

島
弧
地
殻
の
底
ま
で
を
切
る
大
活
断
層
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
中
部
地
方
に
は
、
こ
れ
と
並
行
し
て
い
く
つ
も
の
大
活
断
層
が
発
達
し
て
い
ま
す
。
天
正
地
震
や
濃

尾
地
震
な
ど
の
大
地
震
の
震
源
と
な
っ
た
も
の
で
す
。
山
口
大
学
の
金
折
裕
司
さ
ん
が
い
う
ニ
マ
イ
ク
ロ
プ
レ
ー

ト
ク
境
界
断
層
で
す
。
内
陸
直
下
地
震
の
、
以
下
に

:
1
次
断
層
ク
と
呼
ぶ
も
の
の
な
か
で
も
超
1
級
と
見
倣

さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
（
図
II|18)
。
内
陸
直
下
形
の
地
震
を
起
こ
す
断
層
に
も
、
形
成
過
程
に
違
い
が
あ
り
、

起
こ
し
う
る
地
震
の
規
模
に
も
大
変
な
違
い
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
原
発
は
も
と
よ
り
、
各
種
構
造

物
の
設
計
や
設
置
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
で
す
が
、
あ
ま
り
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

地
盤
プ
ロ
ッ
ク
運
動
の
断
層
系

あ
る
応
力
（
ス
ト
レ
ス
）
状
態
の
も
と
で
発
生
す
る
断
層
は
‘
―
つ
で
な
く
、
複
数
が
組
み
あ
わ
さ
っ
て
生

ま
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。
一
番
単
純
な
場
合
が
、
共
役
断
層
で
す
（
図
I
I
|
1
9
a
)
。
自
然
界
で
は
共
役
断
層

が
い
く
つ
も
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
図
I
I
|
1
9
b
、
C

の
よ
う
な
、
斜
め
の
あ
み
だ
く
じ
の
よ
う
な
構
造
を
な
し

て
い
ま
す
。
そ
の
典
型
が
若
狭
湾
地
方
の
断
層
群
で
す
（
後
出
図
II|23)
。

教
科
書
に
は
あ
ま
り
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
断
層
は
、
共
役
な

1
対
だ
け
で
な
く
、

平
行
や
、
こ
れ
に
直
角
に
も
発
生
し
う
る
こ
と
が
昔
か
ら
分
か
っ
て
い
ま
す
。

主
応
力
の
軸
方
向
に

こ
れ
ら

3
種
の
断
層
が
、
先
に
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述
べ
た
数
十
万
年
前
か
ら
は
基
盤
断
裂
に
よ
っ
て
近
畿
地
方
北
部
一
帯
に
発
達
し
て
い
て
、
同
地
方
の
地
盤
が

ブ
ロ
ッ
ク
化
し
て
い
る
こ
と
（
図
ll|20)

が
、
早
く
か
ら
藤
田
和
夫
さ
ん
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
近
畿
地
方
の

専
門
家
の
常
識
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
京
都
盆
地
や
亀
岡
盆
地
そ
の
他
の
盆
地
の
周
囲
、
山
地
の
急
斜

面
と
の
間
に
は
活
断
層
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

断
層
の
発
達
は
、
近
畿
地
方
の
両
側
で
は
一
対
の
共
役
を
な
さ
ず
、
非
対
象
的
で
す
。
た
と
え
ば
、
前
記
の

中
部
地
方
の
美
濃
山
地
な
ど
で
は
、
西
北
東
南
方
向
の
断
層
が
発
達
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
、
共
役

の
二
つ
の
断
層
の
う
ち
こ
の
方
向
の
も
の
だ
け
が
、
大
き
く
発
達
し
て
い
る
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
中
国
地
方
で
は
、
東
北
1

西
南
の
断
層
が
発
達
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
地
形
に
反
映
し
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
中
国
地
方
西
部
に
は
東
北
西
南
方
向
に
山
稜
と
谷
が
密
に
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
出

図II-19

a
 共役断層

ヽヽ⇒

多

⇔

捉源

b
 共役断層系

⇒/ 
、ク

/

[

 

ク

[

令コ

c
 共役断層系

アミダクジ構造

⇒ 
ぐコ

共役断暦および共役断層系。

「現代の災害と防災―その実態と

変化を見据えて一』に加筆。
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図II-20

囚
ロ
ロ
ロ
ニ

版
さ
れ
た
多
く
の
活
断
層
図
に
は
、
こ
の
地
方
に
僅
か
し
か
活
断
層
が
引
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
東
北
西

南
に
並
ぶ
山
稜
と
谷
は
す
べ
て
活
断
層
が
あ
る
た
め
に
で
き
た
の
だ
と
思
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
に
、
た
と

え
ば
広
島
北
部
の
土
石
流
災
害
地
で
、
最
近
、
越
智
秀
二
さ
ん
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
未
確
認
だ
っ
た
、
こ
の

方
向
の
断
層
の
露
頭
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
近
畿
地
方
に
は
、
有
馬
高
槻
構
造
線
と
呼
ば
れ
る
東
西
性
の
断
層
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
北
で
も
、

兵
庫
県
南
部
地
震
以
後
に
東
西
性
の
断
層
が
発
見
さ
れ
、
宇
治
川
断
層
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
、
例
の

ケ
地
震
加
藤
ク
の
話
で
知
ら
れ
る
「
慶
長
地
震
」
で
は
、
有
馬
ー
ー
ー
高
槻
構
造
線
以
外
に
、
伏
見
城
直
近
の
こ

の
宇
治
川
断
層
も
活
動
し
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。

先
に
触
れ
た
明
石
海
峡
の
断
層
に
も
、
東

西
性
の
も
の
が
あ
り
ま
す
（
前
出
図
II|14)
。

東
西
性
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
共
役
断
層

地
塊
を

2
分
す
る
方
向
で
す
。
前
に
記
し
た
、

主
応
力
の
方
向
に
発
生
す
る
断
層
に
も
見
え

ま
す
が
、
私
は
少
し
違
う
こ
と
を
考
え
て
い

ま
す
（
注
3
1
)
0

~~ 

〗
ニ基盤岩の摺曲・断裂構造モデル図。

藤田和夫著 r日本の山地形成論—地質学と地

形学の間」（蒼樹書房、 1983年）より。
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普
通
の
内
陸
断
層
の
次
元
構
成

以
前
、
テ
レ
ビ
に
、
原
発
規
制
委
員
会
の
委

員
た
ち
が
、
若
狭
湾
の
崖
や
ト
レ
ン
チ
壁
で
断

層
を
観
察
し
て
い
る
様
子
が
移
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
断
層
の
評
価
を
廻
っ
て
は
、
委
員
の

間
で
必
ず
し
も
意
見
が
一
致
せ
ず
、
い
ろ
い
ろ

と
討
論
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
私
が
見
る
と

こ
ろ
で
は
、
こ
れ
ら
テ
レ
ビ
に
写
さ
れ
た
断
層

に
関
す
る
限
り
、
ほ
と
ん
ど
ど
れ
も
、
以
下
に
言
う
2
次
断
層
、

3
次
断
層
、
言
い
換
え
れ
ば
副
断
層
、
あ
る

い
は
枝
断
層
で
す
（
注
32)
。
こ
れ
ら
が
ヶ
活
動
ク
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
は
地
震
動
は
ほ
と
ん
ど
発
生
し
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
こ
で
地
盤
が
ず
れ
れ
ば
、
た
と
え
ば
送
水
パ
イ
プ
が
切
断
さ
れ
、
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
に
、
副
断
層
や
枝
断
層
が
活
断
層
な
ら
、
こ
れ
に
続
く
地
殻
深
部
の
震
源
断
層
も
活
断
層
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
地
表
で
見
え
る
断
層
の
観
察
、
評
価
に
は
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。

ち
な
み
に
、
共
役
断
層
系
に

2
次
断
層
、

3
次
断
層
が
現
れ
る
場
合
の
図
（
図
II|21)
を
示
し
ま
す
。

原
発
や
ダ
ム
そ
の
他
の
安
全
性
に
関
す
る
今
の
活
断
層
調
査
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
断
層
の
次
元
と
い
っ
た
こ

と
は
全
く
念
頭
に
な
い
場
合
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
大
飯
原
発
の
調
査
に
際
し
、
規
制
委

員
会
で
、
ト
レ
ン
チ
や
海
崖
で
見
え
た
あ
る
断
層
の
走
向
や
傾
斜
が
、
こ
の
地
方
の
現
在
の
応
力
状
態
で
発
生

す
る
は
ず
の
も
の
と
違
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
活
断
層
で
は
な
い
と
す
る
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

図Il-21

共役断層に 2次、 3次の断層

を伴う場合の理想化。

垣見俊弘著「地質構造の解析j

（地学団体研究会地学双書 22、

1978年）の図を簡略化。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

同
じ

2
次
断
層
や
3
次
断
層
な
ら

1
次
断
層
と
は
向
き
が
違
う
の
が
当
然
で
す
。

1
次
と
か
2
次
と
か
の
次
元
分
け
は
、
ど
の
断
層
で
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
元

が
違
う
と
は
い
え
な
い
、
同
じ
ぐ
ら
い
の
ず
れ
方
の
断
層
が
い
く
つ
も
枝
分
か
れ
し
て
い
る
場
合
は
ご
く
普
通

で
す
。
多
く
の
断
層
は
、
水
平
的
で
な
く
上
下
に
も
枝
分
か
れ
し
て
い
ま
す
。

内
陸
の
断
層
だ
け
で
な
く
、
プ
レ
ー
ト
境
界
の
断
層
群
に
も
、
種
類
や
次
元
の
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、

で
す
が
、
一
般
に
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

セ
グ
メ
ン
ト
の
連
動
、
複
数
断
層
の
連
動

も
う

20
年
以
上
も
前
、
つ
ま
り
1
9
9
0
年
代
始
め
の
こ
と
で
す
が
、
後
に

2
0
1
5
年
熊
本
地
震
の
震
源

断
層
と
な
っ
た
日
奈
久
断
層
の
ト
レ
ン
チ
調
査
が

2
ヵ
所
で
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
最
も
近
い
活
動

年
代
と
し
て
、

1
ヵ
所
で
は

3
0
0
0
年
前
、
も
う
1
ヵ
所
で
は

1
0
0
0
年
前
と
い
う
違
う
値
が
得
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
、
あ
る
権
威
あ
る
専
門
家
が
、
ク
こ
の
断
層
は
南
部
と
北
部
と
が
別
の
動
き
を

し
て
お
り
（
今
で
い
う
別
の
セ
グ
メ
ン
ト
（
用
）
で
）
、
次
に
活
動
す
る
と
き
も
、
そ
の
片
方
し
か
動
か
な
い
か

も
知
れ
ぬ
ク
。
と
言
い
ま
し
た
。
こ
の
発
言
は
こ
と
の
半
面
し
か
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
他
の
、
両
四
時
に
動
く
（
今

で
い
う
連
動
す
る
）
か
も
か
も
知
れ
ぬ
ク
と
い
う
反
面
を
言
わ
な
け
れ
ば
科
学
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
裁

判
で
、
住
民
側
か
ら
こ
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
す
が
、
取
り
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
で
は
、
関
西
電
力
な
ど
の
電
力
会
社
も
、
た
と
え
ば
若
狭
湾
地
域
の
断
層
の
複
数
の
部
分
（
セ
グ
メ
ン
ト
）

の
連
動
の
可
能
性
を
認
め
、
そ
の
場
合
の
発
生
地
震
動
の
規
模
を
計
算
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ト
レ
ン
チ
調
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査
な
ど
で
断
層
が
確
認
さ
れ
て

い
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
断

層
の
存
在
を
想
定
し
な
い
で
済

ま
そ
う
と
す
る
よ
う
で
す
。

2
0
1
5
年
熊
本
地
震
で
の

日
奈
久
断
層
と
布
田
川
断
層

（図
II_22)

と
の
連
動
を
驚
い

て
い
る
人
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
方
向
が
違
う
二
つ
の
断
層

の
連
動
現
象
で
す
か
ら
、
一
っ

の
断
層
の
複
数
の
セ
グ
メ
ン
ト

の
連
動
と
は
少
し
意
味
が
違
う

の
で
、
驚
い
て
い
る
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
連
動
も
、
古
く
は

1
9
2
5
年
の
北
丹
後
地
震
で
の
郷
村
断
層
と
山
田
断

層
の
同
時
活
動
で
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
す
（
図
II_23)
。
1
9
9
5
年
の
兵
庫
県
南
部
地
震
で
も
、
震

源
の
両
側
の
二
つ
の
断
層
が
同
時
に
活
動
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
海
溝
型
地
震

に
関
し
て
は
、
南
海
ト
ラ
フ
の
プ
レ
ー
ト
境
界
で
南
海
地
震
や
東
南
海
地
震
を
起
こ
す
断
層
が
し
ば
し
ば
連
動

す
る
こ
と
が
、

1
9
5
0
年
代
か
ら
注
目
さ
れ
、
熱
い
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
な
の
に
熊
本

図11-22

熊本地震、日奈久断暦と布田川断層との連動
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いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

熊
本
地
窟
の
丘
断
層
連
動
ク

1
点
で
接
す
る
日
奈
久
断
層
と
布
田
川
断
層
と
が
普
通
の

共
役
関
係
の
断
層
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
交
点
が
震
源
に

な
っ
た
は
ず
で
す
。
実
際
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
二
つ
の
断
層
が
、
そ
れ
ぞ
れ
交
点
か
ら
少
し
外
れ
た
と

こ
ろ
を
震
源
と
し
て
、
ち
ょ
っ
と
日
を
変
え
て
動
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
一
種
の
連
動
で
す
。

こ
の
連
動
が
何
故
起
こ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
多
く
の
人
た

ち
は
、
嘉
前
の
地
震
ク
（
以
下
、
ク
大
前
震
t

と
呼
ん
で
お
き
ま
す
）

図II-23

4
4
|
 

地
震
で
の
連
動
が
、
ど
う
し
て
想
定
外
だ
っ
た
の
か
、
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

歴
史
時
代
の
地
霙
記
録
に
は
、
天
正
地
震
そ
の
他
、
被
害
地
域
が
異
常
に
広
大
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
二
つ

以
上
の
、
共
役
や
並
行
の
断
層
が
連
動
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
ぷ
女
全
側
に
立
っ
て
ク
地
震
動
（
用
）
の
、
あ

り
得
る
最
大
を
想
定
す
る
に
は
、
直
線
上
に
位
置
す
る
複
数

の
セ
グ
メ
ン
ト
や
断
層
の
連
動
だ
け
で
な
く
、
系
を
な
し
て

交
差
す
る
、
あ
る
い
は
並
行
す
る
断
層
の
連
動
を
考
え
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。

北丹後地震で活動した共役断層系および地盤の変位（概念図）
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で
は
、
こ
の
地
域
一
帯
の
地
盤
に
地
殻
（
地
盤
）
（
用
）
に
蓄
積
し
て
い
た
ス
ト
レ
ス
は
半
分
ほ
ど
し
か
解
放
さ
れ
ず
、

ま
だ
残
っ
て
い
た
の
だ
と
考
え
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
、
別
の
考
え
が
あ
り
得
る
と

思
い
ま
す
。

熊
本
地
震
発
生
の
前
に
は
、
こ
の
地
域
全
体
に
東
北
東
西
南
西
に
ス
ト
レ
ス
（
応
力
）
が
か
か
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

L

大
前
震
ク
で
は
、
二
つ
の
断
層
の
う
ち
、
日
奈
久
断
層
が
先
に
右
ず
れ
を
し
、
日
奈

久
断
層
帯
の
東
南
側
が
南
西
へ
、
西
北
側
が
北
東
へ
動
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
西
北
側
の
地
塊
は
北
側
を
布
田

川
断
層
郡
で
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
二
つ
の
断
層
の
接
点
よ
り
西
側
の
部
分
で
は
、
布
田
川
断
層
の

北
側
の
地
盤
に
か
か
る
ス
ト
レ
ス
が
増
し
、
東
側
の
部
分
で
は
ス
ト
レ
ス
が
減
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ま
で
に

溜
ま
っ
て
い
た
シ
ア
ス
ト
レ
ス
だ
け
で
は
布
田
川
断
層
群
は
ず
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
上
に
西
南
側
か

ら
ス
ト
レ
ス
が
加
わ
り
ま
し
た
か
ら
、
布
田
川
断
層
群
の
破
砕
帯
の
抵
抗
を
越
え
、
破
断
し
大
地
震
（
ょ
本
震
ク
）

を
起
こ
す
に
至
っ
た
と
考
え
ま
す
。
布
田
川
断
層
の
北
側
の
地
盤
が
東
北
東
に
動
い
た
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。

な
お
、
か
か
っ
て
い
た
応
力
は
、
単
純
な
押
し
圧
力
で
は
な
く
、
五
差
動
ク
（
あ
る
い
は
回
転
）
と
い
っ
た
要
素

を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

熊
本
地
震
の
連
動
と
似
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
熊
本
地
震
よ
り
10
年
ほ
ど
前
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
起

こ
り
ま
し
た
。
二
つ
の
断
層
の
幾
何
学
的
配
置
は
日
奈
久
川
断
層
と
布
田
川
断
層
の
関
係
に
そ
っ
く
り
で
し
た
。

し
か
し
、
地
維
の
大
き
さ
が
、
後
で
起
こ
っ
た
方
が
小
さ
か
っ
た
点
は
違
い
ま
す
。
ま
た
、
連
動
と
呼
ぶ
に
は

時
間
が
空
い
て
い
ま
し
た
の
で
、
別
の
地
震
と
し
て
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
連
動
の
力
学
的

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
注

H
、
研
究
さ
れ
て
良
い
先
例
で
し
た
。
私
の
考
え
で
は
、
ニ
ュ
ー
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いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

原
発
銀
座
若
狭
湾
の
地

盤
ブ
ロ
ッ
ク
運
動

地
盤
の
地
質
構
造
認
識
の

重
要
さ
の
例
と
し
て
、
原
発

銀
座
で
あ
る
若
狭
湾
の
断
層

が
形
成
す
る
構
造
に
触
れ
て

お
き
ま
す
。

若
狭
湾
一
帯
に
は
、
共
役

断
層
系
が
典
型
的
に
発
達
し

て
い
ま
す
（
図
I
I
|
2
4
)
。
そ

れ
ら
に
伴
う
2
次、

3
次
の

図II-24

0 20km 
I I 

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
二
つ
の
断
層
の
活
動
も
、
熊
本
地
震
で
の
二
つ
の
断
層
の
動
き
と
同
様
に
‘
―
つ
の
断
層
の
活

動
の
結
果
が
、
も
う
―
つ
の
断
層
沿
い
に
し
わ
寄
せ
さ
れ
、
そ
こ
で
の
ス
ト
レ
ス
が
増
大
し
て
限
界
を
超
え

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
専
門
家
の
力
学
的
検

討
、
計
算
を
期
待
し
た
い
と

こ
ろ
で
す
。

若狭湾とその周辺の地盤ブロック (A~F)と、それを境する活断層。

より沖の断層については図 2を参照されたい。

「現代の災害と防災ーーその実態と変化を見据えて一』より。
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原
発
規
制
委
員
会
の
原
発
敷
地
で
の
ト
レ
ン
チ
調
査
な
ど
で
い
ろ

そ
れ

断
層
も
、
先
に
触
れ
た
と
お
り
、
近
年
の
、

い
ろ
と
観
察
さ
れ
ま
し
た
。

図
I
I
|
2
4
の
上
林
川
断
層
は
、

B
、

E
二
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
境
界
の
断
層
で
す
。
（
こ
れ
と
共
役
な
）
熊
川

|
F
0ー

aー

C

断
層
に
ぶ
つ
か
る
ま
で
、
東
北
に
延
び
て
い
る
は
ず
で
す
。
大
飯
原
発
直
近
の
海
中
に
あ
る

で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
共
役
断
層
の
交
点
で
地
震
の
震
源
に
な
る
可
能
性
が
高
い
地
点
が
、
こ
の

原
発
敷
地
に
極
め
て
近
い
こ
と
で
す
。

熊
川
断
層
と
F
o

—

a
|
c

断
層
が
‘
―
つ
の
断
層
の
複
数
セ
グ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
連
動
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
近
年
、
原
発
規
制
委
員
会
で
も
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
と
大
飯
原
発
西

側
直
近
の
海
中
断
層
（
お
よ
び
上
林
川
断
層
）
と
の
連
動
や
、
震
源
位
置
の
直
近
問
題
に
つ
い
て
は
、
き
ち
ん

と
検
討
さ
れ
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
せ
ん
。

若
狭
湾
東
岸
（
越
前
海
岸
沿
い
）
の
大
断
層
に
つ
い
て
は
、
先
に
記
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
断
層
は
す
べ
て
活
断
層
で
す
。
地
震
だ
け
で
な
く
、
海
岸
や
海
底
で
の
地
す
べ
り
性
崩
壊
や
、

ら
に
よ
る
津
波
な
ど
を
発
生
さ
せ
、
災
害
、
と
く
に
原
発
事
故
災
害
を
起
こ
す
恐
れ
に
関
わ
り
ま
す
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

31
こ
）
れ
ら
の
断
層
の
走
向
（
走
る
向
き
）
は
、
中
央
構
造
線
に
平
行
的
で
す
。
発
生
機
構
に
応
力
的
関
連
が
あ
る
か
ら
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
断
層
の
南
側
の
地
盤
が
相
対
的
に
西
に
（
北
側
は
東
に
）
動
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
フ
リ
ピ
ン

海
プ
レ
ー
ト
の
西
北
方
向
へ
の
移
動
の
日
本
列
島
へ
の
応
力
的
影
響
が
、
中
央
構
造
線
を
越
え
て
及
ん
で
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
の
影
響
は
北
ほ
ど
弱
い
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
若
狭
地
方
に
は
共
役
断
層
群
（
系
）
だ
け
し
か
発
達
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
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rr いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

こ
に
は
フ
ィ
リ
ビ
ン
海
プ
レ
ー
ト
の
影
響
が
及
ん
で
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。

32
こ
活
断
層
は
、
こ
れ
ま
で
、
平
均
変
位
速
度
か
ら

A
、
B
、
C
の
3
級
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
で
い
う

1
次
断
層
に
は
、

こ
れ
ら
は
す
べ
て
含
ま
れ
ま
す
。
そ
の
逆
は
言
え
ま
せ
ん
。

C
級
活
断
層
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
実
態
と
し
て
次
元
が
下
の
、

2
次
断
層
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

活
断
層
の
調
査
と
評
価
ー
活
断
層
調
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
問
題
が

裏
話
を
し
ま
す
。

陸
地
の
活
断
層
の
調
査
法
は
、

20
年
以
上
前
か
ら
定
式
化
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
調
査
結
果
が
、
原
発

や
ダ
ム
の
設
置
位
置
選
定
や
被
災
リ
ス
ク
の
評
価
に
も
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ

な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
、
崖
な
ど
の
露
頭
観
察
や
ト
レ
ン
チ
調
査
の
問
題
点
そ
の
他
一

つ
二
つ
だ
け
指
摘
し
て
お
き
ま
す
。

露
頭
を
観
察
し
て
、
重
な
っ
て
い
る

2
枚
の
地
層
の
、
下
位
の
地
層
を
切
っ
て
い
て
、
上
位
の
地
層
に
影
響

を
与
え
て
い
な
い
断
層
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
断
層
は

2
枚
の
地
層
の
堆
積
の
間
隙
の
時
期
に
で
き
た
も

の
と
判
断
さ
れ
ま
す
（
固
II|25)
。
こ
の
場
合
、
堆
積
が
な
か
っ
た
期
間
に
複
数
回
の
断
層
活
動
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
ら
が
区
別
し
て
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
断
層
活
動
の
繰
り
返
し
周
期
が
実
際
よ
り
長
く
判
断
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

考
え
て
み
る
と
、
こ
の
叫
地
層
を
切
っ
て
い
る
、
切
っ
て
い
な
い
ク
の
議
論
は
、
大
き
い
地
震
で
生
ず
る
断

層
な
ら
、
ご
く
浅
い
と
こ
ろ
に
あ
る
地
層
に
ま
で
達
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
前
提
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、

10
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
深
さ
か
ら
、
地
表
ま
で
達
し
て
い
る
か
、
地
表
下
数
メ
ー
ト
ル
で
止
ま
っ

五
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て
い
る
か
は
、
力
学

的
に
見
て
意
味
の
違

い
が
あ
り
ま
せ
ん
。

深
さ

4
メ
ー
ト
ル
の

ト
レ
ン
チ
の
壁
に
地

層
を
切
る
断
層
が
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
か

ら
と
言
っ
て
、
そ
の

地
層
の
堆
積
後
に
地

震
活
動
が
な
か
っ
た

証
明
に
は
な
り
ま
せ

ん。
と
こ
ろ
で
、
誤
解
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
断
層
が
見
付
か
れ
ば
、
そ
の
活
動
で
地
震
が
発
生
し
た
こ
と
は

疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
崖
や
ト
レ
ン
チ
掘
削
で
の
調
査
は
、
ょ
す
る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
ク
の
で

は
な
く
、
必
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
一
っ
で
す
。

地
盤
の
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
、
と
く
に
、
地
殻
の
深
部
ま
で
の
探
企
を
す
る
に
は
、
物
理
探
査
、
と
く
に
、

人
工
地
震
に
よ
る
弾
性
波
探
査
（
地
震
波
（
用
）
探
査
）
が
必
須
で
す
。

な
お
、
近
年
で
は
、
ご
く
浅
い
と
こ
ろ
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
物
理
探
査
法
が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

図 rr~25

トレンチ壁に露出する地層と断層

断層は、見たところ、第3層を切り、第2層に被

覆されている。この場合、断層の活動時期を、普

通は第 3層の堆積後、第 2層の堆積以前と判断

する。実は、それが誤りである可能性がないとは

言い切れない。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

ボ
ー
リ
ン
グ
で
は
駄

H

ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
つ
い
て
は
、
一
っ
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
行
政
で

も
そ
の
他
で
も
、
「
地
質
調
査
」
と
い
う
と
「
ボ
ー
リ
ン
グ
」
と
反
応
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
垂
直
ボ
ー

リ
ン
グ
で
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
は
、
深
く
ま
で
達
し
て
い
て
も
、

1
点
だ
け
に
つ
い
て
の
も
の
で
す
。
隣
接
の
ボ
ー

リ
ン
グ
と
の
間
の
地
質
の
繋
が
り
具
合
の
解
釈
は
、
調
査
者
の
考
え
に
委
ね
ら
れ
ま
す
。
実
際
に
敦
賀
原
発
の

設
置
の
場
合
、
活
断
層
が
ボ
ー
リ
ン
グ
の
間
を
す
り
抜
け
て
い
る
こ
と
が
、
後
に
な
っ
て
分
か
り
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
旧
国
鉄
の
青
函
ト
ン
ネ
ル
の
場
合
に
は
、
水
平
ボ
ー
リ
ン
グ
を
多
用
し
て
地
質
や
断
層
を
確
認

し
て
か
ら
掘
削
を
進
め
た
も
の
で
す
。
原
発
に
関
す
る
地
質
調
査
で
は
、
水
平
ボ
ー
リ
ン
グ
だ
け
で
な
く
、
水

平
に
調
査
坑
道
掘
削
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ボ
ー
リ
ン
グ
は
、
地
質
調
査
業
者
に
と
っ
て
は
ク
お
い
し
い
ク
仕
事
で
す
。
さ
ら
に
、
悪
徳
業
者
が
や
ろ
う

と
思
え
ば
、
掘
削
長
を

1
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
誤
魔
化
す
こ
と
は
容
易
で
す
。
デ
ー
タ
で
な
く
、
コ
ア
そ
の
も
の

を
市
民
に
公
開
し
て
も
、
が
さ
が
さ
の
破
砕
帯
を
硬
い
岩
の
よ
う
に
見
せ
る
こ
と
さ
え
可
能
で
す
。
場
所
に
よ
っ

て
は
、
現
場
で
働
く
者
に
と
っ
て
は
生
命
が
け
の
危
険
な
仕
事
で
す
が
。

地
表
地
震
断
層

地
震
を
伴
い
地
表
に
現
わ
れ
た
断
層
を
地
表
地
震
断
層
と
言
い
ま
す
ま
す
。
そ
の
現
わ
れ
方
は
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
反
映
す
る
の
で
、
起
こ
っ
た
地
震
や
地
震
防
災
な
ど
を
考
え
る
の
に
重
要
で
す
（
図
I
I
|
2
6
a
、
b
、
図

II|27)0 
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1
次
の
断
層
が
右
ず
れ
な
ら
、
田
圃

に
現
れ
る
引
張
り
割
れ
目
も
ミ
型
に
現

わ
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
、
深
部
を

含
む
断
層
の
全
体
的
動
き
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

活
断
層
の
検
矧
と
堆
積
学

露
頭
や
ト
レ
ン
チ
壁
で
の
活
断
層
の

検
知
・
認
定
に
、
堆
積
学
的
知
識
が
要

る
と
い
う
と
意
外
に
思
う
人
は
少
な
く

な
い
で
し
ょ
う
。

写
真
I
I
|
1
9
a
は
、
黄
漿
活
断
層
の

副
断
層
（
お
そ
ら
く
3
次
ぐ
ら
い
）
の

あ
る
場
所
の
露
頭
写
真
で
す
。
ち
ょ
っ

と
見
た
だ
け
で
は
、
断
層
は
見
え
ま
せ

ん
。
眼
が
な
れ
て
く
る
と
写
真
II|19

b
の
よ
う
な
構
造
が
見
え
て
き
ま
す
。

こ
の
写
真
を
あ
る
活
断
層
専
門
家
に
見
せ
て
、
；
大
飯
原
発
敷
地
の
ト
レ
ン
チ
の
崖
で
、
断
層
が
な
い
ク
と

図II-26

b
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

ん。

図II-27

t1-A左雁行配列（杉型）

似l引張り割れ目

t1-

j/ B左雁行配列（杉型）

にl剪断割れ目

;I 

ノ
層
ド
‘‘‘, 

”
 

ウ
断

型、“
マ
逆

f
f

、

(• 
列
ャ
曲

eシ
う

酉-T
ッ

ゆ

4
1
レ

雁

1
し

右
｛

c
 

X
N

右ゞ横ずれ地震断層や
地割れの雁行配列

判
断
さ
れ
た
層
に
、
丘
断
層
が
絶
対
な
い
と
断
言
で
き
ま
す
か
ク
と
迫
っ
た
ら
困
惑
の
様
子
で
し
た
。

実
は
難
し
い
の
は
礫
層
で
す
。
泥
層
や
砂
層
が
整
然
と
重
な
っ
て
い
る
こ
ろ
な
ら
ば
、
断
層
が
あ
れ
ば
、
そ

れ
を
認
知
す
る
こ
と
は
誰
に
で
も
容
易
で

す。
困
っ
た
こ
と
に
、
活
断
層
は
、
当
然
な

が
ら
、
山
際
の
崖
錐
層
や
扇
状
地
層
に
よ

く
発
達
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
礫
層
が
堆
積

し
た
ま
ま
な
の
か
、
断
層
で
乱
れ
て
い
る

の
か
は
、
と
く
に

2
次、

3
次
な
ど
の
小

さ
い
断
層
で
は
、
礫
層
を
見
慣
れ
て
い
な

い
と
、
堆
積
地
質
学
者
で
も
判
定
困
難
で

す。
こ
の
問
題
は
、
原
発
規
制
委
員
会
で
も
、

私
の
手
紙
を
受
け
取
る
ま
で
、
誰
も
気
付

い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
委
員

を
補
う
な
り
、
臨
時
的
に
調
査
を
依
頼
す

る
な
り
し
よ
う
と
い
う
話
は
、
あ
り
ま
せ

~A 右雁行配列（“ミ型＇）図 引張り割れ目

~ 

~B 右雁行配列（ミ型）し［ 剪断割れ目

灰 c左雁行配列("杉型＇）

~{[v;~ 贔―・;;は．
灰
左横ずれ地震断層や
地割れの雁行配列

横ずれ断層運動により生ずる地震断層や地割れ。「小出仁・山崎晴

雄・加藤碩ー「地震と活断層の本』国際地学協会、 1979年」を参考。
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,,,,、べ 、
b:aの露頭を良く観察すると断層（太い線）や摺曲構造（細い線で

示す）が観えてくる。断層は、おそらく黄菓活断暦の副断層。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

六
地
震
「
予
知
」
問
題

こ
の
本
の
読
者
に
取
っ
て
の
大
き
な
関
心
は
、
今
後
、
何
時
、
ど
ん
な
大
き
さ
の
地
震
が
起
こ
る
か
で
し
ょ

う
。
は
っ
き
り
言
っ
て
分
か
り
ま
せ
ん
。
「
こ
こ
が
危
な
い
」
と
い
っ
た
発
言
を
す
る
人
が
い
ま
す
が
、
「
予
知
」

で
な
く
、
可
能
性
の
指
摘
で
す
。
南
海
ト
ラ
フ
地
震
は
必
ず
起
こ
り
ま
す
が
、
何
時
と
予
告
は
で
き
ま
せ
ん
。

予
知
と
警
告
は
違
い
ま
す
'
|
ー
警
告
は
出
す
べ
き
で
す

地
雛
発
生
の
時
と
所
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
地
震
学
が
未
熟
だ
か
ら
で
な
く
、
原
理
的
に
不
可
能
で

す
。
多
く
の
専
門
家
が
「
予
知
を
す
る
」
と
言
っ
て
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、
「
そ
ろ
そ
ろ
南
海
地

震
が
起
こ
る
確
率
が
高
い
」
と
い
っ
た
警
告
は
出
し
た
い
し
、
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
石

橋
克
彦
さ
ん
他
の
「
東
海
地
震
切
迫
説
」
も
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

以
下
、
専
門
家
が
誰
で
も
言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
「
こ
れ
だ
け
は
市
民
の
皆
さ
ん
に
」
と
思
う
こ
と
を
、

記
し
て
お
き
ま
す
。

気
象
庁
か
ら
「
今
後
30
年
以
内
に
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
7
ク
ラ
ス
の
地
震
が
発
生
す
る
確
率
は
何
十
パ
ー
セ
ン

ト
」
と
い
っ
た
発
表
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
発
表
は
無
視
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
な
お
、
何
十
で
な
く
10
パ
ー

セ
ン
ト
で
も
、
地
震
が
近
々
に
起
こ
っ
て
不
思
議
で
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
念
の
た
め
に
言
い
ま
す
が
、
こ
の

数
字
は
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
大
き
く
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

i

ま
だ
起
こ
ら
な
い
。
こ
の
分
で
は
し
ば
ら

く
大
丈
夫
な
の
で
は
ク
と
思
う
の
は
全
く
の
間
違
い
で
す
。
南
海
地
震
の
発
生
時
期
は
、
時
と
と
も
に
確
実
に

近
づ
い
て
い
る
の
で
す
。
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も
っ
と
短
期
的
な
予
知
、
あ
る
い
は
直
前
予
知
に
つ
い
て
の
努
力
も
い
ろ
い
ろ
と
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

後
で
記
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
今
に
も
起
こ
る
か
も
知
れ
な
い
が

2
¥
3
日
先
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

せ
よ
間
も
な
く
起
こ
る
」
と
い
う
話
で
す
。
こ
れ
は
無
視
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
外
れ
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
ま
た
、
非
科
学
的
な
「
デ
マ
」
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
情
報
の
出
所
を
し
つ
か
り
確
か
め
る
こ
と
が
肝

心
で
す
。
な
お
、
行
政
は
「
安
全
」
と
言
い
た
が
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
混
乱
を
怖
れ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
一
方
、

地
震
の
専
門
家
に
は
、
ク
希
望
的
観
測
ク
を
せ
ず
、
厳
し
く
警
告
を
す
る
人
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
立
場

に
よ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
個
人
的
性
格
も
か
な
り
関
係
す
る
よ
う
で
す
。

こ
こ

地
震
発
生
の
周
期
性
と
予
知

地
震
だ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
自
然
現
象
の
予
知
、
予
則
と
い
っ
た
こ
と
は
、
大
き
く
い
っ
て
、
二
つ
の
方

法
で
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
―
つ
は
、
実
際
に
起
こ
っ
た
例
を
処
理
し
て
統
計
的
な
法
則
性
を
見
い
だ
し
、
確
率

的
に
予
測
す
る
方
法
で
す
。
も
う
―
つ
は
、
観
測
結
果
か
ら
予
兆
と
思
わ
れ
る
も
の
を
捉
え
る
方
法
で
す
。
こ

の
二
つ
の
違
い
が
人
々
に
意
識
さ
れ
な
い
の
は
無
理
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
の
方
法
も
、
い
ろ
い
ろ

問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
科
学
的
で
な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ど
ち
ら
も
時
と
と
こ
ろ
を
特

定
す
る
「
決
定
論
」
的
予
知
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

テ
レ
ビ
そ
の
他
で
一
般
に
だ
さ
れ
る
「
確
率
予
報
」
は
、
第
1
の
方
法
に
属
す
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
実

際
に
は
、
歴
史
記
録
や
ト
レ
ン
チ
調
査
な
ど
か
ら
発
生
周
期
を
設
定
し
、
そ
の
現
在
ま
で
の
最
後
の
発
生
か

ら
の
時
間
と
の
関
係
か
ら
「
今
後
30
年
間
に
発
生
す
る
確
率
」
と
い
う
形
で
予
想
を
出
し
て
い
ま
す
。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

で
い
う
「
確
率
」
は
、
数
学
で
い
う
「
確
率
」
と
は
厳
密
に
は
意
味
が
違
い
ま
す
。
ま
た
、
「
発
生
周
期
」
に

は
、
な
ん
と

50
％
も
の
幅
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
発
生
間
隔
は
、

2
0
0
年
だ
っ
た
り

1
0
0
年
だ
っ
た
り
し
ま
す
。
正
し
く
は
「
周
期
性
」
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
す
。

周
期
性
が
現
れ
る
の
は
、
一
度
地
震
が
起
こ
る
と
、
そ
の
後
ま
た
ス
ト
レ
ス
が
限
界
に
達
す
る
ま
で
溜
ま
る

の
に
時
間
が
か
か
る
か
ら
で
す
。
限
界
に
達
す
る
ま
で
は
、
地
震
学
で
い
う
「
確
率
」
は
ど
う
だ
か
知
り
ま
せ

ん
が
、
地
震
発
生
の
「
可
能
性
」
（
注
33)

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
局
部
的
に
ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
る
可
能
性

は
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
何
か
の
理
由
で
新
し
く
ス
ト
レ
ス
が
か
か
れ
ば
、
「
周
期
」
は
振
り
出
し
に
戻
り
ま
す
。

第
一
の
方
法
に
は
、
根
本
的
に
頼
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
と
も

か
く
地
震
（
本
質
的
意
味
で
の
本
震
）
に
は
、
「
周
期
」
は
な
い
も
の
の
、
「
周
期
性
」
は
あ
る
の
で
す
。
問
題

は
、
熊
本
地
震
の
よ
う
な
、
ご
く
近
い
と
こ
ろ
で
続
け
て
本
震
規
模
の
地
震
が
起
こ
る
可
能
性
を
察
知
で
き
な

い
の
か
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
は
第
二
の
方
法
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
無
理

と
い
う
の
が
、
多
く
の
地
震
研
究
者
の
証
言
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
と
違
う
発
言
も
あ
り
ま
す
。

ス
ト
レ
ス
の
蓄
積
の
物
理
計
算
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

第
2
の
方
法
に
つ
い
て
、
私
は
、
測
地
学
的
な
、
つ
ま
り
地
盤
の
伸
び
、
縮
み
、
上
下
の
観
測
と
、
人
体
に

感
じ
な
い
程
度
の
微
小
地
震
の
発
生
状
況
の
注
視
で
、
大
地
震
発
生
の
予
兆
を
掴
め
な
い
も
の
か
と
思
っ
て
き

ま
し
た
。
地
殻
に
ス
ト
レ
ス
歪
み
が
蓄
積
す
れ
ば
、
物
理
学
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
に
何
か
変
化
が
現
れ
そ

う
な
も
の
だ
と
思
え
る
か
ら
で
す
。
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あ
る
測
地
学
の
専
門
家
は
、
「
こ

れ
ら
の
観
測
か
ら
地
震
発
生
の
予

兆
を
掴
め
る
と
思
っ
た
ら
間
違

い
」
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
発
生
の

直
前
に
何
の
予
兆
も
示
さ
な
か
っ

た
地
震
が
、
い
く
つ
も
あ
る
か

ら
と
い
う
話
で
す
。
同
じ
こ
と
は
、

微
小
地
震
の
起
こ
り
方
に
つ
い
て

も
言
え
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
指

摘
は
、
原
発
の
再
稼
働
問
題
に
関

係
し
て
言
わ
れ
ま
し
た
。
「
地
震

発
生
前
に
そ
れ
を
予
知
し
て
適
切

な
処
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
っ
た
考
え
は
甘
い
と
い
う
趣

旨
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
「
予
知

の
研
究
は
無
駄
だ
か
ら
し
な
く
て

よ
い
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。
住
民
、
国
民
の
立
場
か

| 《::::Jラム》 宏観予報 I 

昔、地下でナマズが騒ぐのが地狸の原因だと言った時代がありました。地霞

が起こるより前にナマズがよく騒ぐのを見てそう考えたようです。後から起こ

る方が原因であるはずはありません。実際は、地盤が揺れる前から地中に電流

が発生して、ナマズがそれを感じて騒ぐのでしょう。

空中電波にも異常が生ずるようです。以前、兵庫県立工業大学教授（大阪私

立大学名巻教授）だった弘原海清さんは、各地の有志に一種の空中電気探知装

置を配って、集団的に観測を始めていました。残念ながら亡 くなってしまいま

した。

地盤が動き始めると地下水、とくに温泉にも影響が出ることがあります。兵

庫県南部地裳の時にも有馬温泉その他で水位が低下したりしました。このよう

な生物や自然の普段と異なる動きの観察で地震の＂予報＂をすることを宏観予

報と言います。一方、中国では、大勢の「人海戦術」で、比較的小さな地震の

震源の場所の変化などの情報を集約して、大地裳の直前予知に 2度成功しまし

た。井戸の水位観測、宏観予報も合わせたのでしょう 。文化大革命の最中の唐

山地裳ではそれができず、予報、警告ができませんでした。

数十年前から、ギリシャでは地中の電磁波の異常から地震予知に成功してい

ます。ただし、この方法は、地中に盛んに電磁波が流れている日本では効果的

実施が困難かと思われます。

一時、“地裳雲”というものが話題になりました。そのうちの 1960年ごろの

丹後の“むくひら虹”というものの話は、詳しくチェ ックしたところ、信用で

きないものだったようです。
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

ら
み
れ
ば
、
「
予
知
か
」
、
「
防
災
力
強
化
か
」
で
な
く
、
ど
ち
ら
も
、
も
っ
と
推
進
、
強
化
し
て
欲
し
い
も
の
で
す
。

ス
ト
レ
ス
解
消

同
一
場
所
に
、
続
け
て
ほ
と
ん
ど
同
じ
震
度
の
地
震
が
襲
う
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
は
、
熊
本
地
震
で
思
い

知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
で
は
、
同
じ
と
こ
ろ
を
震
源
と
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

あ
つ
も
の

こ

な

ま

す

私
は
、
こ
れ
ま
で
「
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
」
と
し
ば
し
ば
言
い
ま
し
た
。
「
羮
に
懲
り
て
膳
を
吹
く
」

と
い
っ
た
こ
と
が
、
被
災
地
で
、
と
も
す
れ
ば
起
こ
る
の
で
、
そ
れ
を
減
ら
す
た
め
に
強
調
し
た
の
で
す
が
、

実
は
問
題
は
そ
う
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
な
り
以
前
、
山
東
哲
夫
さ
ん
は
、
同
じ
と
こ
ろ
を
震
源
と
し
て
起
こ

っ
た
地
震
の
例
と
し
て
、

1
9
5
4

年
の
安
政
地
震

(
M
I
I
8
.
4
)
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
「

1
個
の
大
地
震
で
ヒ
ズ
ミ
が
取
り
切
れ
ず

に
続
け
て
同
程
度
の
大
地
震
が
起
こ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
（
注

34
)
0
 問

題
は
、
物
理
的
に
は
、
蓄
積
し
た
歪
み
ス
ト
レ
ス
が
地
震
で
ど
れ
だ
け
解
放
さ
れ
る
か
で
す
。
こ
れ
に
は
、

震
源
と
そ
の
周
辺
領
域
の
物
質
の
物
性
と
構
造
（
つ
ま
り
地
質
構
造
）
が
影
響
す
る
で
し
ょ
う
。

小
さ
い
前
震
の
後
で
、
同
じ
と
こ
ろ
で
本
震
が
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
兵
庫
県
南
部
地
震

で
も
、
そ
の
震
源
と
な
っ
た
明
石
海
峡
で
、
前
震
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

8
以

上
と
い
う
大
き
な
地
震
（
海
溝
型
で
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
を
か
な
り
起
こ
す
地
表
）
が
起
き
て
も
、
同
じ
点
を

震
源
す
る
大
地
裳
を
続
け
て
起
こ
す
よ
う
な
大
き
な
ス
ト
レ
ス
が
、
そ
こ
に
残
り
う
る
と
は
不
思
議
で
す
。
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一
方
、
大
地
震
発
生
後
も
、
日
本
列
島
で
は
、
大
き
く
見
れ
ば
、
同
じ
ス
ト
レ
ス
が
か
か
り
続
け
る
の
で
す

か
ら
、
大
き
く
ず
れ
た
後
に
、
そ
の
断
層
か
ら
微
小
地
震
が
起
こ
り
続
い
て
不
思
議
で
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

破
砕
帯
で
の
抵
抗
が
ほ
と
ん
ど
消
え
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、
し
ば
ら
く
地
震
は
起
こ
ら
な
い
か
、
起
こ
っ
て
も
ヌ

ル
ヌ
ル
地
震
に
な
る
で
し
ょ
う
。

余
震
は
ス
ト
レ
ス
ヒ
ズ
ミ
の
微
調
整
で
す
か
ら
、
震
源
地
震
断
層
の
本
体
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
周
辺
で
起

こ
る
は
ず
で
す
。
そ
の
う
ち
に
全
域
的
に
（
「
ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
」
（
用
）
だ
け
で
な
く
）
、
抵
抗
が
形
成
さ
れ
、
そ

れ
が
強
く
な
れ
ば
、
そ
こ
で
は
地
霙
は
起
こ
ら
な
く
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
ク
空
白
域
こ
用
）
が
現
れ

ま
す
。
そ
の
後
、
ま
た
ス
ト
レ
ス
ヒ
ズ
ミ
が
溜
ま
れ
ば
、
割
れ
目
が
硬
く
固
ま
っ
て
い
て
も
、
そ
の
周
辺
か
ら
、

ひ
び
が
人
り
始
め
ま
す
。
つ
ま
り
小
さ
い
地
震
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
や
が
て
、
あ
る
程
度
大
き
い
「
前

震
」
が
起
こ
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
前
震
か
ど
う
か
を
、
ど
う
や
っ
て
判
断
す
る
か
は
問
題
で
す
。

熊
本
地
震
に
関
係
す
る
ス
ト
レ
ス
状
態
変
化
と

1
0
.
2
1
鳥
取
地
震

ー
地
震
の
五
飛
び
火
て
今
後
ど
こ
へ

熊
本
地
震
の
後
、
こ
の
地
域
に
溜
ま
っ
て
い
た
ス
ト
レ
ス
は
ほ
ぽ
消
え
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
近
く
の
断

層
が
活
動
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
す
。
で
す
か
ら
、
五
熊
本
に
は
も
う
地
震
は
来
な
い
ク
と
安
心
し
て
も
ら
っ

て
も
困
り
ま
す
。
ス
ト
レ
ス
が
「
残
る
」
の
で
な
く
、
近
く
へ
「
移
る
」
ケ
ー
ス
の
問
題
で
す
。

「
移
る
」
の
が
近
く
で
な
く
、
遠
く
へ
言
わ
ば
五
飛
び
火
ク
す
る
と
言
っ
た
現
象
も
起
こ
り
ま
す
。
熊
本
地
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

震
の
場
合
、
心
配
さ
れ
て
い
た
砥
地
震
の
飛
び
火
ク
が
実
際
に
起
こ
り
ま
し
た
。

2
0
1
6
年
10
月
2
1
H
に
鳥

取
県
で
起
こ
っ
た
地
震
の
こ
と
で
す
。
こ
の
関
係
や
、
今
後
の
地
震
発
生
の
心
配
に
つ
い
て
、
少
し
記
し
ま
す
。

2
0
1
6
年

5
月
の
日
本
地
球
惑
星
科
学
連
合
学
会
で
、
熊
本
地
震
に
関
す
る
緊
急
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
設
け

ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
熊
本
地
域
の
ス
ト
レ
ス
蓄
積
状
況
に
関
し
、
注
目
す
べ
き
ポ
ス
タ
ー
が
あ
り
ま
し
た
。

熊
本
地
震
の
余
震
区
域
全
体
と
ほ
ぽ
同
じ
地
域
で
、
あ
る
期
間
、
地
震
活
動
の
静
穏
状
態
が
あ
り
、
そ
れ
が
破

れ
た
ら
、
そ
の
東
端
を
震
源
と
し
て
熊
本
地
震
が
起
こ
っ
た
と
い
う
報
告
で
す
。

な
お
、
こ
の
地
域
の
西
端
で
、
熊
本
地
震
の
前
に
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

7
ク
ラ
ス
の
地
震
が
あ
っ
た
が
、
雛
源

が
東
シ
ナ
海
の
海
底
で
あ
り
、
陸
域
に
被
害
が
な
か
っ
た
の
で
、
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
報
告
は
、
一
っ
に
は
、
こ
の
現
象
が
、
岐
阜
市
の
市
民
、
松
井
諄
さ
ん
が
、
か
ね
て
主
張
し
て
い
る
、
「
地

震
が
発
生
す
る
前
に
、
そ
の
地
域
で
地
殻
歪
み
の
変
化
が
静
穏
に
な
り
、
そ
れ
が
解
除
さ
れ
る
と
間
も
な
く
地

震
が
起
こ
る
」
と
い
う
話
図
に
整
合
的
に
思
え
ま
す
。
も
う
一
方
、
熊
本
地
震
以
後

(
2
0
1
0
年
5
月
現
在
）
、

岡
山
県
全
体
よ
り
少
し
広
い
範
囲
で
、
地
震
活
動
が
静
穏
化
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
気
に
な

り
ま
し
た
。

10
月
21
日
の
鳥
取
地
震
の
震
源
は
、
ま
さ
に
こ
の
静
穏
域
の
北
縁
に
位
置
し
ま
す
。

実
は
、
山
陰
地
方
の
鳥
取
県
な
ど
の
地
盤
に
つ
い
て
は
、
歪
み
の
蓄
積
が
前
か
ら
分
か
っ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
を
早
く
思
い
出
す
べ
き
で
し
た
（
注
3
5
)
0

も
し
、
同
様
な
現
象
、
つ
ま
り
半
年
と
か

2
、
3
年
と
い
っ
た
一
定
期
間
、
静
穏
期
が
あ
り
、
そ
の
後
小
さ

な
地
震
が
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
起
こ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
間
に
ス
ト
レ
ス
歪
み
の
方
向

変
化
や
解
消
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
測
地
の
デ
ー
タ
か
ら
推
測
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
限
っ
て
は
、
地
震
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が
起
こ
る
警
告
を
出
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
多
く
の
地
震
学
者
は
、
そ
れ
は
良
く
な

い
と
考
え
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

熊
本
地
震
前
の
地
震
活
動
静
穏
期
の
件
に
鑑
み
れ
ば
、
岡
山
県
を
含
ん
で
見
ら
れ
た
静
穏
域
は
鳥
取
地
震
の

後
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
東
に
静
穏
域
が
移
っ
て
い
な
い
か
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

な
お
、
気
象
庁
の
測
地
デ
ー
タ
や
京
大
防
災
研
の
地
震
観
測
デ
ー
タ
は
時
ど
き
刻
々
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
（
前

者
は

2
、
3
日
遅
れ
に
な
り
ま
す
が
）
。
誰
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
注
3
6
)
0

[注

（引
用

・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）]

339
確
率
は
英
語
で
い
え
ば
プ
ロ
バ
ビ
リ
テ
イ
で
す
。
こ
れ
は
可
能
性
（
ポ
シ
ビ
リ
テ
イ
）
と
は
違
い
ま
す
。
日
本
語
で
「
か
も
知

れ
な
い
」
と
言
う
時
、
ど
ち
ら
を
指
す
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
地
霙
に

つ
い
て
「
明
日
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で
な
い
」
と
い
う
の

は
、
「
可
能
性
が
生
じ
て
お
り
、
確
率
も
高
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
地
震
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
確
率
論
的
性
格
と
を

踏
ま
え
た
科
学
的
に
厳
密
な
言
い
方
で
す
。
「
し
ば
ら
く
起
こ
ら
な
く
て
も
不
思
議
で
は
な
い
」
の
で
す
。
た
と
え
れ
ば
、
コ
ッ
プ

に
一
杯
、
水
面
が
盛
り
上
が
る
ほ
ど
水
が
入
っ
て
い
て
も
、
何
か
シ
ョ
ッ
ク
が
な
い
と
何
時
ま
で
も
こ
ぽ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
得

る
の
と
同
じ
で
す
。

34i
山
東
哲
夫

「窟
源
モ
デ
ル
、
土
と
基
礎
」

22ー

6
頁、

92ー

93
頁、

1
9
7
4
年
。

35i
昨
今
で
は
、
ひ
ず
み
や
ス
ト
レ
ス
の
蓄
積
と
解
放
（
消
失
）
の
新
し
い
観
測
手
段
が
開
発
さ
れ
、
定
量
的
に
研
究
さ
れ
は
じ
め

て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
発
展
が
、
期
待
さ
れ
ま
す
。

36
；
良
く
言
わ
れ
る
「
日
本
列
島
の
地
震
の
活
動
期
・
静
穏
期
」
は
、
列
島
規
模
の
広
域
に
つ
い
て
の
話
で
す
。
時
間
的
に
は
、
個

別
断
層
の
再
活
動
ま
で
の
期
間
や

面周
期
性
ク
の
数
百
年
1
数
万
年
と
い
っ
た
話
と
異
な
り
、
数
ヵ
月
1
数
年
の
期
間
の
現
象
で
す
。
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津
波
災
害

東
日
本
が
復
興
す
る
前
に
、
西
南
日
本
で
超
巨
大
地
震
・
津
波
が
起
こ
る
怖
れ
が
大
き
い
こ
と
、
そ
れ
が
日

本
の
ク
経
済
の
沈
没
ク
に
繋
が
り
か
ね
な
い
こ
と
は
、
今
で
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
で
は
防
災
は

進
ん
で
い
る
の
か
？
数
多
の
盲
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
多
く
の
人
々
が
不
安
に
思
っ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

し
か
し
、
地
震
と
違
っ
て
、
津
波
は
、
東
北
日
本
太
平
洋
岸
の
人
以
外
に
は
、
経
験
し
た
人
が
少
な
く
、
イ
メ
ー

ジ
が
わ
か
な
い
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
義
務
教
育
や
高
校
の
教
科
書
で
の
扱
い
も

薄
い
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
解
説
書
に
は
、
津
波
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
津
波
や
津
波
災
害
は
、
洪
水
や
地
震
な
ど
に
比
べ
て
も
多
様
で
あ
り
、
そ
の
被
害
の
出
方
も
さ
ま
ざ
ま
あ

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
説
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
私
は
、
こ
の
多
様
性
は
、
東
日

本
大
震
災
の
津
波
災
害
の
も
っ
と
も
重
要
な
教
訓
の
一
っ
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
に
照
明
を
与
え

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
、
津
波
に
つ
い
て
の
一
般
的
解
説
を
省
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
で
し
ょ

（注
37)0

、つ
[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

37
i
以
下
の
著
作
を
紹
介
、
推
薦
し
ま
す
。

河
田
恵
昭
『
津
波
災
害
1

減
災
社
会
を
築

<
j
岩
波
新
書
、

1
9
1
頁、

2
0
1
0
年
。
東
日
本
大
震
災
の
直
前
の
本
で
す
。

こ
の
本
が
多
く
の
人
に
読
ま
れ
て
い
れ
ば
、
犠
牲
者
が
か
な
り
減
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
南
海
地
震
津
波
の
被
災
予

nー

8
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想
地
域
で
の
対
策
造
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。

日
本
科
学
者
会
議
編
「
地
雛
と
津
波
ー
~
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
備
え
」
本
の
泉
社
、
2
3
1

頁
、
2
0
1
2

年
。

藤
本
博
己
、
三
浦
哲
、
今
村
文
彦
「
測
地
・
津
波
j

共
立
出
版
、

2
1
1
頁、

2
0
1
3
年。

首
藤
伸
夫
、
今
村
文
彦
、
越
村
俊
一
、
佐
竹
健
治
、
松
富
英
夫
編
『
津
波
の
事
典
（
縮
刷
版
）
」
朝
倉
書
店
、

3
5
0
頁、

2
0
1
7
年。

掘
込
光
子
、
掘
込
智
之

「海
に
沈
ん
だ
故
郷
j

連
合
出
版
、

2
0
6
頁、

2
0
1
1
年
。
北
上
川
口
を
襲
っ
た
津
波
で
被
災
し
、

避
難
し
た
夫
妻
の
心
と
今
後
へ
の
科
学
的
教
訓
が
、
生
々
し
く
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
原
ロ
・
岩
松

「東
日
本
大
震
災
津
浪
詳
細
地
図
（
上
・
下
）
j

古
今
書
院

(
2
0
1
1
年
）
」
東
日
本
大
震
災
津
波
の
全
浸
水
域

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

津
波
の
発
生
要
因

津
波
は
、
自
然
の
突
発
的
な
激
し
い
活
動
、
具
体
的
に
は
海
底
地
震
、
海
中
火
山
（
火
山
島
を
含
む
）
の
爆

裂
的
噴
火
、
陸
地
か
ら
海
中
へ
の
地
す
べ
り
、
巨
大
隕
石
の
落
下
な
ど
に
よ
り
起
こ
り
ま
す
。
陸
に
寄
せ
て
き

た
と
き
の
状
況
と
し
て
は
高
潮
と
似
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
昔
は
区
別
が
つ
か
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
今

は
、
台
風
の
通
過
の
際
な
ど
に
、
気
圧
の
低
下
や
海
水
の
吹
き
寄
せ
な
ど
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
だ
け
を
高
潮

と
言
い
ま
す
。

上
記
の
よ
う
な
発
生
因
の
相
違
に
従
っ
て
、
起
こ
る
津
波
の
性
質
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
一
番
高

い
津
波
が
起
こ
り
う
る
の
は
、
実
は
地
震
に
よ
る
津
波
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

1
9
5
8
年
の
ア
ラ
ス
カ
の
リ
ッ

ヤ
湾
津
波
で
は

5
3
0
メ
ー
ト
ル
と
い
う
高
さ
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
地
表
動
の
シ
ョ
ッ
ク
で
起
こ
っ

た
地
す
べ
り
が
狭
い
湾
内
に
突
入
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
他
の
津
波
と
は
桁
が
違
い
ま
す
。

九
州
の
有
明
海
沿
岸
で
、

1
7
9
2
年
に
「
島
原
大
変
肥
後
迷
惑
」
と
い
う
大
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
島
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原
半
島
の
雲
仙
普
賢
岳
の
前
山
の
眉
山
が
爆
裂
的
に
崩
壊
し
、
大
量
の
岩
塊
や
土
砂
が
有
明
海
に
突
入
し
て
大

き
な
津
波
を
起
こ
し
ま
し
た
。
こ
の
津
波
は
対
岸
の
熊
本
平
野
に
押
し
寄
せ
多
大
の
被
害
を
生
み
ま
し
た
。

太
平
洋
の
よ
う
な
大
海
で
起
こ
る
津
波
は
、
発
生
の
と
き
の
高
さ
が
僅
か

2
¥
3
メ
ー
ト
ル
で
も
、
関
係
す

る
水
量
が
何
し
ろ
大
き
い
の
で
、
浅
い
と
こ
ろ
押
し
寄
せ
る
と
高
い
津
波
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
水
域
が
狭
く

か
さ

水
の
量
が
小
さ
い
と
こ
ろ
で
は
、
大
き
な
嵩
の
固
体
物
質
が
突
入
す
る
と
、
押
し
の
け
ら
れ
た
水
が
高
い
津
波

を
な
す
の
で
す
。
こ
の
点
で
、
溢
原
発
銀
座
ク
の
若
狭
湾
沿
岸
に
地
す
べ
り
を
起
こ
し
や
す
い
地
層
が
あ
る
こ

と
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
関
西
電
力
は
大
丈
夫
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
が
。

海
で
な
く
、
河
川
の
ダ
ム
湖
で
も
、
同
様
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
、
一
種
の
津
波
が
起
こ
り
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
の

マ
ル
パ
ッ
セ
ダ
ム
の
例
が
有
名
で
す
。
地
震
動
で
は
、
ダ
ム
堰
堤
は
決
壊
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
発
生
し
た

地
す
べ
り
性
崩
壊
で
押
し
の
け
ら
れ
た
大
量
の
水
が
堰
堤
を
越
え
て
流
れ
く
だ
り
、
下
流
で
大
災
害
を
起
こ
し

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
大
洪
水
も
、
よ
く
ダ
ム
津
波
と
呼
ば
れ
ま
す
。
同
様
の
こ
と
が
、
先
の
節
で
触
れ
た
八
ッ

場
ダ
ム
な
ど
の
、
地
す
べ
り
地
の
ダ
ム
で
起
こ
る
心
配
が
あ
り
ま
す
。

二

地

震

津

波

多
く
の
津
波
は
、
広
汎
な
海
底
が
動
く
こ
と
に
よ
り
生
じ
ま
す
。
こ
れ
を
以
下
、
「
地
震
津
波
」
と
呼
び
ま
す
。

ま
ず
、
プ
レ
ー
ト
境
界
の
海
溝
沿
い
に
起
こ
る
「
海
溝
型
地
震
」
に
伴
う
地
震
津
波
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
も
の
に
限
っ
て
も
、
津
波
の
性
状
は
多
様
で
す
（
図
II_28)
。

た
と
え
ば
、

2
0
1
1
年

(
3
.
1
1
)
の
東
日
本
大
裳
災
津
波
災
害
で
は
、
陸
前
高
田
の
海
岸
に
寄
せ
た
津
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波
は
壁
を
な
し
て
迫
り
、
海

岸
の
砂
丘
や
松
林
を
堀
り
崩

し
、
壊
滅
的
被
害
を
与
え
ま

し
た
（
写
真
I
I
|
2
0
a
)
。
気
仙

沼
で
は
水
面
は
平
ら
で
、
湾

内
で
舟
が
行
っ
た
り
来
た
り

し
ま
し
た
。
宮
古
の
海
近
い

川
岸
で
は
、
大
阪
の
堤
防
と

同
じ
、
幅
10
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
「
カ
ミ
ソ
リ
堤

防
」
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
津
波
は
こ
れ
を
越
え
ま

し
た
が
、
堤
防
は
全
く
破
損

さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
（
写
真

J
I
|
2
0
b
)
。
こ
の
よ
う
な
津

波
の
性
状
の
違
い
に
よ
っ
て
、

2
0
1
1
年
災
害
の
被
害
だ

け
で
な
く
そ
の
後
の
復
輿
、

図II-28

A 

深海 浅海 海浜

B
 

~ ~ 三-祀及大陸棚バ--=--・-
: ~1'i~~ カ汎・ジ
ピ

一海溝

外洋起源津波の波形など性状、水の動きを示す模式図

A: 沖合での波高より、海岸での津波高は、はるかに高くなる。

遡上高、打上高の高さを充分に考えての津波対策が必要。

s: 戻り流は陸上でも強い。

「日本科学者会議「日本の科学者2013年5月号」本の泉社、 p.36」に加筆及び改変。
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写真II-20

a 

b
 

ゞ

宮古市役所から見た津波被災後の光景。津波は河口から

侵入、遡上し、写真に見るカミソリ堤防を越えて市街にな

だれ込んだが、カミソリ堤防は無傷。

地
域
づ
く
り
の
方
策
に
も
大
き
な
違
い
が
現
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
の
違
い
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知
る
こ
と

は
重
要
で
す
。
し
か
し
、
以
下
で
は
、
ま
ず
地
震
津
波
一
般
に
通
ず
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
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地
震
津
波
の
性
質

0

海
で
発
生
す
る
津
波
の
性
質
は
、
ほ
と
ん
ど
墓
本
的
に
水
深
で
決
ま
り
ま
す
。

津
波
は
本
来
、
深
海
で
発
生
し
て
伝
搬
す
る
時
に
は
、
水
深
に
比
べ
て
充
分
に
長
い
波
長
を
持
つ
波
、
つ

ま
り
長
波
（
用
）
で
す
。

津
波
の
深
海
で
の
伝
搬
速
度
は
極
め
て
大
き
く
、
数
字
で
言
え
ば
水
深
4
0
0
0
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を

通
る
振
幅
l
メ
ー
ト
ル
の
津
波
で
は

2
0
0
メ
ー
ト
ル
／
秒
ほ
ど
、
つ
ま
り
ジ
ェ
ッ
ト
機
並
み
で
す
。
た
と

え
ば
チ
リ
沖
で
発
生
す
る
地
震
津
波
は
、
こ
の
よ
う
な
速
度
で
太
平
洋
を
渡
っ
て
き
ま
す
。
一
方
、
流
れ
（
水

粒
子
の
運
動
）
の
速
度
（
流
速
）
は
遅
く
、

5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
／
秒
程
度
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
水
の
分
子
は
、

水
平
的
に
、
水
面
か
ら
水
底
近
く
の
深
部
ま
で
同
じ
速
度
で
、
長
い
周
期
で
往
復
運
動
を
し
ま
す
。
で
す
か

ら
波
高
は
小
さ
く
、
沖
で
舟
に
乗
っ
て
い
る
人
は
、
津
波
が
通
過
し
て
も
上
下
動
に
気
づ
か
な
い
ぐ
ら
い
で
す
。

〇
概
括
的
に
言
え
ば
、
津
波
は
海
底
が
浅
い
と
こ
ろ
に
至
る
に
つ
れ
て
移
動
速
度
を
落
と
し
ま
す
。
す
る
と
、

波
形
は
波
長
が
短
く
高
さ
が
高
い
も
の
に
変
化
し
ま
す
。
一
方
、
流
速
は
速
く
な
り
ま
す
。

実
際
に
日
本
列
島
の
海
岸
に
押
し
寄
せ
て
く
る
津
波
の
ほ
と
ん
ど
は
、
大
洋
底
で
な
く
、
大
陸
斜
面
か
ら

海
溝
ま
で
の
、
非
常
に
深
さ
が
違
う
範
囲
で
の
断
層
の
活
動
に
よ
っ
て
発
生
し
ま
す
。
そ
し
て
動
く
断
層
が

違
う
と
、
伝
搬
以
前
に
、
は
じ
め
発
生
時
点
で
、
津
波
の
大
き
さ
や
形
そ
の
他
が
ま
る
で
違
い
ま
す
。

0

大
陸
棚
は
比
較
的
広
く
平
坦
で
す
が
、
そ
こ
に
も
谷
や
、
陸
か
ら
延
び
た
峰
が
あ
り
ま
す
。
深
さ
に
よ
る

速
度
の
違
い
に
関
係
し
、
波
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
次
第
に
海
底
の
凸
の
峰
に
集
ま
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
海
岸
線

に
出
入
り
が
あ
れ
ば
、
波
は
そ
の
凸
の
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
半
島
先
端
（
岬
）
に
集
ま
り
、
ぶ
ち
当
た
り
、
あ
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る
い
は
高
い
遡
上
高
を
示
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

〇
津
波
は
、
一
般
の
波
と
同
様
に
、
重
合
や
回
析
、
反
射
も
し
ま
す
。
そ
れ
で
局
地
的
に
水
面
が
異
常
に
上

が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
湾
の
奥
で
は
と
く
に
こ
れ
ら
が
起
き
ま
す
。

0

前
の
波
の
進
み
が
遅
い
と
、
津
波
は
段
波
（
用
）
に
な
っ
た
り
、
さ
ら
に
砕
け
波
（
砕
波
（
用
）
）
に
な
っ
た

り
し
ま
す
（
そ
う
し
な
い
場
所
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
様
子
は
砂
浜
に
寄
せ
る
普
通
の
波
と
似
て
い
ま
す
）
。

段
波
、
砕
波
、
そ
れ
に
砕
波
後
の
流
れ
は
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て
い
ま
す
。
防
潮
堤
、
防
波
堤
に
段

波
が
ぶ
ち
当
た
り
砕
波
す
れ
ば
、
普
通
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
さ
え
も
破
壊
し
ま
す
。
一
方
、
段
波
と
な

ら
な
い
津
波
の
性
状
は
た
だ
水
温
が
広
く
上
昇
す
る
高
潮
に
似
て
い
ま
す
。

〇
津
波
の
段
波
が
海
崖
に
ぶ
ち
当
た
り
、
跳
ね
上
が
る
高
さ
は
、
波
高
と
も
、
遡
上
高
と
も
違
い
、
は
る
か

に
大
き
く
な
り
ま
す
。
そ
の
状
況
は
、
同
じ
湾
の
同
じ
場
所
で
も
毎
回
の
津
波
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
過
去

の
例
や

3
.
1
1
津
波
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
も
っ
と
検
証
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
高
さ
な
ど
へ

の
防
波
堤
の
影
響
も
同
様
で
す
。
こ
の
こ
と
は
防
災
上
重
要
で
す
。

0

海
中
に
沈
水
防
波
堤
、
防
潮
堤
な
ど
の
構
造
物
が
あ
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
津
波
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
減
殺

さ
れ
ま
す
が
、
そ
こ
で
高
さ
が
高
く
な
り
、
陸
域
へ
の
浸
水
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
福
島
第
1
原

発
の
場
合
は
ど
う
解
析
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、
私
は
知
り
ま
せ
ん
。

〇
津
波
は
、
防
潮
堤
を
一
旦
越
え
れ
ば
、
波
の
谷
が
く
る
ま
で
は
何
十
分
で
も
越
え
続
け
ま
す
。
こ
の
点
が
、

暴
風
な
ど
の
高
波
と
全
く
違
う
と
こ
ろ
で
す
。
高
潮
と
似
て
い
ま
す
。

〇
津
波
が
海
浜
堆
積
物
、
砂
丘
や
堤
防
を
構
成
す
る
砂
な
ど
を
浸
食
し
て
内
陸
へ
運
び
込
み
、
被
害
を
拡
大
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す
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
す
。
水
域
で
砕
波
し
た
場
合
に
は
、
水
底
を
も
浸
食
し
、
底
質

物
を
陸
側
に
運
び
ま
す
。
ま
た
、
急
勾
配
の
前
浜
、
海
浜
に
砂
丘
や
砂
州
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
砕
波
し
、
そ

れ
ら
を
構
成
す
る
砂
を
陸
側
へ
運
び
ま
す
。
こ
れ
が
、
陸
上
の
津
波
堆
積
層
が
、
普
通
、
広
く
砂
質
で
あ
る

理
由
（
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
で
す
。
砕
波
は
、
空
気
を
取
り
込
み
圧
搾
し
、
破
裂
す
る
た
め
、
と
く
に
大
き
な
破

壊
力
を
も
ち
ま
す
。

〇
陸
上
に
遡
上
し
て
か
ら
で
も
、
津
波
の
流
速
は
結
構
速
く
、
自
転
車
ー
自
動
車
並
み
だ
と
い
う
こ
と
は
、

「
2
0
1
1
年
東

H
本
大
震
災
」
後
、
「
津
波
テ
ン
デ
ン
コ
」
の
理
由
と
し
て
、
ず
い
ぶ
ん
語
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
、
か
な
り
の
読
者
は
知
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
と
く
に
、
津
波
が
砂
丘
や
堤
防
を
破
壊
せ
ず

に
乗
り
越
え
た
場
合
に
は
流
速
が
大
き
く
、
多
く
、
波
の
移
動
速
度
を
超
え
る
射
流
（
用
）
と
な
り
ま
す
。
こ

の
流
れ
は
運
搬
堆
積
物
を
落
と
さ
な
い
だ
け
で
な
く
、
し
ば
し
ば
地
表
の
洗
掘
も
起
こ
し
ま
す
。
な
お
、
遡

上
の
過
程
で
挑
水
し
、
常
流
（
用
）
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
際
に
は
水
位
上
昇
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
が
た
と

え
l
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
っ
て
も
、
堤
防
を
越
え
る
こ
と
に
な
り
う
る
の
で
無
視
で
き
ま
せ
ん
。

〇
津
波
の
陸
上
遡
上
の
時
、
先
端
の
水
深
は
数
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
し
か
な
く
と
も
、
そ
の
後
の
水
深
が
増
減

し
、
水
面
は
上
下
し
ま
す
。
津
波
は
遡
上
し
て
も
波
の
性
質
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
、

遡
上
に
つ
れ
て
減
速
す
る
の
で
、
後
ろ
の
水
の
動
き
が
追
い
つ
き
、
水
深
を
増
大
さ
せ
ま
す
。

0

河
川
や
運
河
が
あ
る
と
、
津
波
は
そ
の
流
れ
に
克
ち
、
陸
地
深
く
遡
上
し
ま
す
。
ま
た
、
上
流
か
ら
の
洪

水
と
ぶ
つ
か
り
、
ま
た
満
潮
が
重
な
っ
た
り
す
る
と
水
位
が
大
き
く
高
ま
り
、
し
ば
し
ば
川
の
堤
防
を
越
え

て
氾
濫
し
ま
す
。
海
岸
沿
い
の
低
地
に
後
ろ
の
山
側
の
川
か
ら
溢
れ
で
た
水
が
、
洪
水
と
な
っ
て
流
れ
下
る
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こ
と
が
あ
り
ま
す
。

2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
の
津
波
で
も
各
所
で
こ
れ
が
起
こ
り
ま
し
た
。

〇
引
き
波
の
流
れ
は
、
場
所
に
よ
り
、
意
外
な
ほ
ど
の
強
い
浸
食
、
運
搬
力
を
示
し
ま
す
。
破
壊
の
帯
線
状

集
中
を
起
こ
す
場
合
も
あ
れ
ば
、
低
い
と
こ
ろ
に
集
ま
り
下
刻
す
る
場
合
さ
え
あ
り
ま
す
。
復
興
計
画
策
定

（
今
後
の
津
波
の
挙
動
を
想
定
す
る
な
ど
）
に
重
要
で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

〇
陸
域
に
侵
入
し
て
遡
上
す
る
津
波
が
最
も
高
く
な
る
と
こ
ろ
は
、
遡
上
の
最
奥
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

に
は
、
遡
上
し
て
も
元
の
波
の
性
質
を
全
く
失
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
関
係
し
ま
す
。
そ
の
状
況
は
、
地

域
毎
、
津
波
毎
に
異
な
り
ま
す
。

繰
り
返
し
ま
す
が
、
津
波
は
場
所
に
よ
り
非
常
に
多
様
で
す
。
同
じ
場
所
で
も
、
津
波
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。

し
か
し
、
地
形
な
ど
の
自
然
条
件
は
、
人
間
が
変
え
な
い
大
き
な
規
模
で
は
、
年
月
が
経
っ
て
も
変
わ
り
ま
せ

ん
。
前
記
の
陸
前
高
田
と
気
仙
沼
の
違
い
は
典
型
的
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
今
後
の
防
災
、
地
域
の
復
旧
、
復

興
の
方
策
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
で
す
。

と
く
に
問
題
な
の
は
、
複
数
要
因
の
複
合
災
害
へ
の
対
策
で
す
。
た
と
え
ば
、
地
震
＋
津
波
＋
火
災
は
ご
く

普
通
に
重
な
っ
て
起
こ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
独
立
の
事
象
な
の
に
豪
雨
が
あ
り
、
洪
水
が
起
こ
っ
て
も
不
思
議

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
複
合
災
害
が
起
こ
る
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
比
べ
て
被
害
が
何
倍
に
も
大
き
く
な
り
ま

す
。
災
害
対
策
で
は
、
で
き
る
だ
け
い
ろ
い
ろ
な
形
で
の
複
合
災
害
を
想
定
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
原

発
施
設
の
設
計
で
は
、
こ
れ
ら
は
ど
う
検
討
さ
れ
た
の
か
？
具
体
的
な
説
明
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
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0

第
2
波
、
第
3
波
の
方
が
第
1
波
よ
り
大
き
い
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は

い
ろ
い
ろ
あ
り
得
ま
す
が
、
引
き
波
（
引
き
流
れ
）
が
関
係
す
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

〇
津
波
は
し
ば
し
ば
火
を
伴
い
ま
す
！
奥
尻
島
津
波
災
害
以
来
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
火
が
海
か
ら
や
っ

て
き
ま
す
。
船
舶
や
材
木
破
片
、
石
油
と
共
に
。
化
石
燃
料
（
と
く
に
ガ
ス
）
基
地
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
(
+

港
湾
）
、
原
発
（
＋
港
湾
）
で
の
火
災
が
心
配
で
す
元
39)0

゜ ゜ 三
専
門
家
が
強
調
し
て
い
る
こ
と

専
門
家
が
よ
く
指
摘
す
る
こ
と
の
う
ち
か
ら
、
い
く
つ
か
を
選
ん
で
、
も
う
一
度
強
調
し
て
お
き
ま
す
。

「
引
き
波
か
ら
始
ま
る
と
は
決
ま
っ
て
い
な
い
」

こ
れ
は
正
し
い
の
で
す
が
、
異
常
な
引
き
波
が
起
こ
れ
ば
、
そ
れ
は
津
波
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

地
震
が
小
さ
く
と
も
油
断
は
で
き
ま
せ
ん
。
地
震
が
な
く
と
も
津
波
が
来
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

海
底
断
層
の
動
き
が
ヶ
ぬ
る
ぬ
る
ク
だ
と
、
か
え
っ
て
大
き
な
津
波
が
起
こ
り
ま
す
。
一
方
、
太
平
洋
の

対
岸
で
の
地
震
津
波
が
日
本
の
海
岸
に
達
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

津
波
を
海
岸
で
見
て
い
て
も
、
何
処
ま
で
水
面
が
上
が
る
か
予
想
で
き
ま
せ
ん
。
砕
け
波
が
な
く
て
恐
怖

を
感
じ
な
い
で
見
て
い
る
と
、
見
る
間
に
水
面
が
上
が
っ
て
き
て
溺
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
え
ま
す
。

は
じ
め
水
面
が
低
く
て
も
、
や
が
て
波
と
し
て
の
性
質
が
現
れ
、
防
潮
堤
を
越
え
て
く
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

（注
3
8
)
0 ゜
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[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

3
8
;
2
0
1
1
年
津
波
の
際
に
、
市
役
所
の
職
員
が
、
ビ
ル
の
上
か
ら
、
津
波
が
ビ
ル
の
間
の
道
を
流
れ
て
い
る
の
を
観
察
し
な
が

ら
市
民
に
避
難
を
呼
び
か
け
て
い
て
、
自
分
は
逃
げ
遅
れ
る
と
い
う
悲
劇
が
起
こ
り
ま
し
た
。

39
こ
自
動
車
が
凶
器
に
な
り
う
る
こ
と
も
。
こ
れ
ま
で
の
水
害
や
津
波
災
で
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
す
が
、

2
0
1
1
年
東
北
津
波

災
害
で
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

と
く
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
問
題
ー
|
'
船
舶
は
出
航
で
き
る
か

問
題
を
一
っ
記
し
て
お
き
ま
す
。
多
角
的
な
視
点
が
必
要
な
例
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

津
波
で
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
が
被
り
う
る
破
滅
的
被
害
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
今
、
深
刻
に
研
究
、
対
策
を
進

め
て
い
る
も
の
と
思
い
た
い
も
の
で
す
。
正
直
に
言
っ
て
、
は
な
は
だ
心
配
な
状
況
と
し
か
見
え
ま
せ
ん
。

こ
こ
で

一
っ
心
配
な
の
が
船
舶
で
す
。

船
舶
は
本
来
浮
く
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
る
の
で
運
ば
れ
や
す
い
。
そ
れ
が
被
害
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
凶

器
に
な
り
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
大
船
舶
は
津
波
警
報
が
出
て
も
す
ぐ
に
は
出
航
で
き
ま
せ
ん
。
問
題
は
ハ
ー

ド
で
な
く
、
主
に
マ
ン
パ
ワ
ー
に
あ
り
ま
す
。

港
湾
に
船
舶
が
入
る
と
、
乗
員
は
少
数
の
保
安
要
員
を
残
し
上
陸
し
て
居
な
く
な
り
ま
す
。
津
波
の
来
襲
ま

で
1
時
間
以
上
あ
る
場
合
で
も
、
船
を
沖
に
出
せ
る
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。
港
湾
や
海
岸
に
位
置
す
る
コ
ン
ビ

ナ
ー
ト
の
津
波
防
災
を
考
え
る
上
で
死
活
的
問
題
で
す
。
今
の
ま
ま
で
は
、
風
向
き
に
も
よ
り
ま
す
が
、
南
海

地
震
津
波
が
く
れ
ば
、
た
と
え
ば
和
歌
山
市
は
石
油
タ
ン
ク
ヘ
の
船
の
衝
突
で
火
の
海
に
な
る
で
し
ょ
う
。

緊
急
の
時
に
は
船
長
が
い
な
く
て
も
船
を
出
航
さ
せ
て
よ
い
こ
と
に
す
る
と
か
、
船
を
出
港
さ
せ
る
こ
と
の

匹l
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で
き
る
専
門
船
員
を
必
ず
船
に
残
す
と
か
、
タ
グ
ボ
ー
ト
や
水
先
案
内
人
の
確
保
と
か
、
法
制
整
備
を
含
め
た

ソ
フ
ト
の
検
討
が
望
ま
れ
ま
す
。
筆
者
は
機
会
あ
る
ご
と
に
言
っ
て
き
た
の
で
、
あ
る
い
は
何
か
進
展
が
あ
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な
ら
嬉
し
い
の
で
す
が
。

津
波
の
堆
積
記
録

津
波
は
そ
の
大
き
な
運
搬
力
で
海
浜
、
瀕
海
の
物
質
を
打
ち
上
げ
、
ま
た
運
び
去
り
ま
す
。
浸
食
、
運
搬
、
堆
積
、

そ
れ
ら
に
よ
る
被
災
と
そ
の
影
響
は
長
期
に
継
続
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
陸
上
か
ら
海
溝
底
ま
で
の
記
録
が
堆
積

物
に
残
り
ま
す
。

堆
積
物
の
津
波
記
録
と
し
て
の
重
要
性
は
、
貞
観
地
震
津
波
の
堆
積
物
の
研
究
が
知
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、

2
0
1
1
年
以
後
、
社
会
的
に
よ
う
や
く
認
識
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
津
波
の

発
生
の
証
拠
、
大
き
さ
（
と
く
に
波
高
）
、
発
生
周
期
な
ど
の
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
ま
す
。

津
波
の
生
成
物
は
、
個
別
の
場
の
環
境
条
件
や
堆
積
物
供
給
条
件
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
ど
に
よ
っ
て
、
極
め
て

多
様
で
す
。
地
質
研
究
者
で
も
よ
く
知
ら
な
い
人
が
多
い
の
で
す
が
、
実
は
、
津
波
の
堆
積
物
の
認
定
は
、
専

門
家
に
も
必
ず
し
も
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
陸
域
は
大
局
的
に
見
れ
ば
浸
食
、
削
剥
の
場
で
す
。

津
波
堆
積
物
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
と
報
告
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、
津
波
が
来
な
か
っ
た
と
断
言
は
で
き
ま
せ
ん
。

調
査
の
結
果
、
過
去
の
津
波
の
堆
積
物
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
津
波
が
来
な
か
っ
た
と
即
断
す

る
と
、
大
き
な
誤
り
を
冒
し
か
ね
ま
せ
ん
。

地
表
を
ち
ょ
っ
と
み
た
だ
け
で
は
、
津
波
が
入
っ
た
こ
と
が
判
ら
な
い
こ
と
が
多
い
場
所
が
、
津
波
遡
上
の
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

防
災
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
起
こ
り
得
る
最
悪
の
場
合
を
想
定
す
べ
き
で
す
。
そ
れ
で
、

こ
り
得
る
各
種
突
発
的
自
然
現
象
の
最
大
規
模
を
見
て
み
ま
す
。

斜
面
崩
壊
や
土
石
流
で
も
、
河
川
水
の
氾
濫
に
せ
よ
、
豪
雨
で
水
が
供
給
さ
れ
て
起
こ
る
わ
け
で
す
が
、
地

球
上
で
の
そ
の
量
に
上
限
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
く
「
い
く
ら
堤
防
を
高
く
し
て
も
川
幅
を
広
く

し
て
も
切
り
が
な
い
。
だ
か
ら
川
か
ら
ク
水
を

一
滴
も
漏
ら
さ
な
い
ク
と
い
う
治
水
工
法
は
無
理
な
の
だ
」
と

言
わ
れ
ま
す
が
。
品
切
り
が
な
い
乍
と
い
う
の
は
論
理
的
に
は
正
確
で
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
上
に
私
が
五
無

I
I
|
9
 
考
え
ら
れ
る
最
大
の
超
巨
大
自
然
災
害

そ
の
場
合
に

一
番
奥
の
地
域
で
す
。
た
と
え
ば
原
発
関
係
な
ど
の
津
波
堆
積
物
の
調
査
者
は
、
ま
ず
砂
の
層
に
目
を
付
け
ま
す
。

平
野
部
の
、
平
常
時
に
は
泥
が
堆
積
す
る
と
こ
ろ
で
、
洪
水
堆
積
物
で
な
い
砂
の
層
が
あ
れ
ば
、
津
波
に
よ
る

堆
積
物
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
津
波
が
そ
こ
へ
く
る
ま
で
に
砂
を
全
部
落
と
し
て
し
ま
っ
て

い
れ
ば
、
泥
し
か
堆
積
し
ま
せ
ん
。
泥
さ
え
も
ほ
と
ん
ど
堆
積
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
ご

く
微
量
の
土
試
料
を
調
べ
て
、
海
生
の
珪
藻
の
遺
物
を
探
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
化
学
分
析
に
よ
っ
て
海
か
ら
の

物
質
を
見
い
だ
す
方
法
が
、
箕
浦
幸
司
東
北
大
学
名
誉
教
授
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
の
は
、

2
0
1
1
年
津
波

以
後
の
こ
と
で
す
。
原
発
敷
地
な
ど
の
津
波
問
題
に
こ
れ
が
適
用
さ
れ
た
話
は
、
ま
だ
聞
き
ま
せ
ん
。

前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
津
波
の
引
き
流
れ
も
非
常
に
強
い
掃
流
力
を
持
つ
場
合
が
あ
り
ま
す
。

も
、
普
通
の
土
砂
堆
積
物
は
ほ
と
ん
ど
残
り
ま
せ
ん
。

地
球
上
で
起
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理
ク
と
言
っ
た
の
は
、
具
体
的
な
日
本
列
島
の
自
然
と
人
文
の
実
情
の
話
で
す
。

地
震
と
津
波
に
つ
い
て
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
起
こ
っ
て
い
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

9
ク
ラ
ス

の
地
震
の

1
0
0
倍
も

1
0
0
0
倍
も
の
巨
大
な
地
震
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
プ
レ
ー
ト
の
大
き
さ
も

有
限
で
す
か
ら
当
た
り
前
で
す
。
小
説
の
「
日
本
列
島
沈
没
」
は
名
作
で
し
た
が
、
現
実
に
は
あ
の
よ
う
な
規

模
で
の
突
発
的
地
殻
変
動
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。

実
は
、
地
球
上
で
起
こ
る
も
っ
と
も
巨
大
で
危
険
な
自
然
現
象
は
破
局
的
噴
火
で
す
。
先
に
、
巨
大
な
カ
ル

デ
ラ
爆
発
の
こ
と
に
触
れ
ま
し
た
が
、
地
球
上
で
起
こ
り
得
る
マ
グ
マ
の
活
動
は
、
こ
れ
を
は
る
か
に
上
回
り

ま
す
。
し
か
も
、
地
質
時
代
や
は
る
か
な
遠
い
未
来
の
話
で
あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
触
れ
ま
し
た
が
、
今
、
現
実

に
、
北
ア
メ
リ
カ
の
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
公
園
の
下
で
、
巨
大
な
マ
グ
マ
の
プ
ル
ー
ム
が
上
昇
し
つ
つ
あ
る
そ

う
で
す
。
こ
れ
が
地
表
近
く
に
ま
で
上
が
っ
て
き
て
大
爆
発
を
起
こ
せ
ば
、
北
ア
メ
リ
カ
の
す
べ
て
の
も
の
が

壊
滅
的
打
撃
を
受
け
る
だ
け
で
す
み
ま
せ
ん
。
舞
い
上
が
る
火
山
灰
や
ほ
こ
り
の
た
め
の
寒
冷
化
と
、
そ
の
後

大
気
に
残
る
炭
酸
ガ
ス
そ
の
他
の
ガ
ス
に
よ
る
異
常
温
暖
化
の
た
め
、
世
界
中
の
農
業
そ
の
他
も
壊
滅
的
事
態

に
な
り
ま
す
。
科
学
者
が
チ
ー
ム
を
造
っ
て
監
視
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
爆
発
を
予
知
で
き
た
と
し
て

も
、
人
類
が
ど
の
よ
う
に
対
応
で
き
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
今
発
展
し
つ
つ
あ
る
文
明
を
根
底
か
ら
見
直
さ
な

い
限
り
、
生
き
残
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

地
球
の
歴
史
で
は
、
も
っ
と
大
き
な
事
態
が
起
こ
り
ま
し
た
。
宇
宙
か
ら
の
隕
石
の
落
下
で
す
。

6
5
 0
0
万
年
前
の
径
10
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
隕
石
落
下
で
の
生
物
大
絶
滅
事
件
は
、
今
で
は
、
専
門
家
以
外
に

も
か
な
り
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
隕
石
、
あ
る
い
は
小
惑
星
（
注
40)

の
衝
突
で
な
く
、
地
球
接
近
な
ら
ば
、
そ
う
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II 
いわゆる自然災害 その実態ー山から平野へ、海まで一

珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
、

2
0
1
7
年
の

10
月
12
日
に
は
、
直
径
約
40
メ
ー
ト
ル
の
小
惑
星

(
「

2
0
1
2
T
C
4
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
）
が
、
気
象
・
通
信
衛
星
の
軌
道
の
少
し
外
側
ぐ
ら
い
ま
で
近

づ
き
ま
し
た
。

私
が
驚
く
の
は
、
こ
ん
な
に
小
さ
な
小
惑
星
が
、
ち
ゃ
ん
と
発
見
さ
れ
、
そ
の
軌
道
が
計
算
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
す
。
天
文
学
者
は
、
地
球
に
衝
突
し
そ
う
な
天
体
の
軌
道
を
変
え
る
方
策
に
つ
い
て
も
、
討
論
し
て
い
ま

す
。
政
治
、
行
政
、
法
律
関
係
者
な
ど
を
含
め
、
広
く
国
際
的
に
、
社
会
的
な
議
論
が
な
さ
れ
る
必
要
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。

今
の
人
類
の
科
学
・
技
術
で
は
、
な
ん
と
、
隕
石
落
下
に
よ
る
地
球
生
物
大
絶
滅
の
危
険
の
方
が
、
マ
グ
マ

の
大
爆
発
に
よ
る
災
害
よ
り
も
防
ぎ
や
す
い
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
一
方
で
紛
争
や
戦
争
は
防
げ

な
い
？
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

問
題
は
、
世
界
で
、
と
く
に
日
本
で
は
、
起
こ
り
得
る
規
模
の
自
然
現
象
に
対
し
て
さ
え
、
無
策
と
い
う
よ

り
意
識
的
に
無
視
し
た
政
治
・
経
済
・
国
造
り
が
発
展
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
現
代
の
災
害
は

も
は
や
人
災
で
す
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

40
一
隕
石
落
下
と
言
っ
て
も
小
惑
星
衝
突
と
言
っ
て
も
、
物
理
的
に
は
同
じ
で
す
。
ど
こ
か
ら
見
た
天
文
事
象
か
の
違
い
で
使
い
分

け
る
だ
け
で
す
。
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一
日
本
の
ダ
ム
問
題

II
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ダ
ム
は
人
工
構
造
物
で
す
。
ダ
ム
の
管
理
や
操
作
に
よ
る
災
害
は
人
災
、
つ
ま

り
社
会
的
素
因
、
直
接
因
に
よ
る
災
害
で
す
か
ら
、

III
章
の
こ
こ
で
扱
う
こ
と
に
し
ま
す
。

第

2
次
淀
川
水
系
流
域
委
員
会
今
本
博
健
委
員
長
は
、
今
日
の
ダ
ム
と
河
道
改
修
方
式
の
欠
陥
と
し
て
、
以

下
の

3
点
を
指
摘
し
ま
し
た
（
注

1
)
0

1

構
造
的
欠
陥
;
起
過
洪
水
（
用
）
に
対
応
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
、
か
え
っ
て
壊
滅
的
被
災
が
起
こ
る
。

2

致
命
的
欠
陥
；
社
会
と
自
然
環
境
に
重
大
悪
影
響
を
あ
た
え
る
。
時
間
が
か
か
り
、
経
費
も
莫
大
。

3

根
幹
的
欠
陥
[
立
地
の
地
形
．
地
質
条
件
適
地
の
枯
渇
o

ダ
ム
に
は
頼
れ
な

vな
っ
た
o

こ
れ
ら
問
題
の
う
ち
、

2
に
つ
い
て
は
、

II
章
で
河
川
災
害
の
問
題
と
し
て
少
し
記
し
ま
し
た
。
ダ
ム
が
そ

れ
な
り
に
利
水
や
防
災
に
役
に
立
つ
場
合
に
し
て
も
、
「
犠
牲
が
大
き
す
ぎ
る
」
の
で
は
困
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。

m
|
1
 ダ
ム
災
害

m
社
会
的
要
因
に
よ
る
災
害
（
人
災
）
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III 
社会的要因による災害（人災）

1
の
超
過
洪
水
に
対
応
で
き
な
い
問
題
に
つ
い
て
、

II
章
の
気
象
災
害
の
記
述
で
触
れ
ま
し
た
が
、
今
後
の

日
本
の
重
大
問
題
で
す
の
で
、
こ
こ
で
や
や
詳
し
く
記
述
し
ま
す
。

問
題
は
今
後
の
極
端
気
象
豪
雨
で
す
。
い
ろ
い
ろ
努
力
が
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、
近
い
将
来
に
地
球
環
境
温

暖
化
が
止
ま
る
と
い
う
期
待
は
持
て
ま
せ
ん
。

1
時
間
に

1
0
0
数
十
ミ
リ
の
豪
雨
に
対
応
で
き
な
け
れ
ば
、

ダ
ム
は
安
全
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
大
阪
府
の
茨
木
の
背
後
の
安
威
川
に

建
設
中
の
ダ
ム
の
想
定
雨
量
は

1
時
間
に

80
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
す
。
地
球
環
境
温
暖
化
を
考
慮
し
て
、
高
め
に

取
っ
た
も
の
の
よ
う
で
す
が
、
実
際
の
事
態
の
進
行
は
そ
れ
を
上
回
り
ま
し
た
。
茨
木
地
域
は
豪
雨
が
少
な
い

か
ら
大
丈
夫
か
も
と
い
う
考
え
の
人
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
甘
過
ぎ
ま
す
。

今
後
、
全
国
の
計
画
中
の
ダ
ム
に
つ
い
て
は
設
計
の
見
直
し
を
す
る
と
し
て
も
、
既
存
の
ダ
ム
の
貯
水
能
力

の
点
検
増
強
は
、
技
術
的
に
も
経
済
的
に
も
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

[注

（引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）]

ー
；
今
本
博
健
＋
『
週
間
S
P
A
!
」
ダ
ム
取
材
班

『ダ
ム
が
国
を
滅
ぽ
す
』
扶
桑
社
、

3
2
7
頁
、
2
0
1
0
年
参
照
。

ダ
ム
の
立
地
|
|
地
質
条
件

3
の
問
題
に
つ
い
て
、
主
に
地
質
学
的
問
題
に
関
わ
っ
て
、
少
し
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

プ
レ
ー
ト
境
界
帯
に
位
置
す
る
日
本
に
は
、
山
や
峡
谷
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
地
殻
変
動
が
繰

り
返
し
た
た
め
に
岩
盤
が
破
砕
さ
れ
、
断
層
や
亀
裂
、
地
す
べ
り
が
多
く
、
ダ
ム
を
造
る
に
適
し
た
条
件
の
場

所
が
意
外
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
無
理
し
て
つ
く
っ
た
多
く
の
ダ
ム
が
、
そ
の
基
礎
地
盤
だ
け
で
な
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こ
の
ダ
ム
の
設
置
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
な
理

＜
堤
体
も
劣
化
し
、
今
、
安
全
性
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
例
と
し
て
、
と
く
に
極
端
な
の
が
、
静
岡
県
の
太
田
川
上
流
に
反
対
を
押
し
切
っ
て

2
0
0
 
9
年
に
建

設
さ
れ
た
太
田
川
ダ
ム
で
す
。
高
さ

70
メ
ー
ト
ル
、
長
さ

2
9
0
メ
ー
ト
ル
の
本
体
に

3
5
0
ヵ
所
以
上
の
ひ

び
割
れ
が
発
生
し
た
だ
け
で
な
く
、
補
修
後
も
新
た
な
ひ
び
割
れ
が
起
き
て
い
る
の
は
異
常
で
す
。
湛
水
試
験

を
始
め
た
ら
漏
水
も
で
ま
し
た
。
県
は
、
ひ
び
割
れ
は
表
面
的
な
も
の
と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
国
土
問

題
研
究
会
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
割
れ
目
に
よ
っ
て
は

6
0
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
が
あ
り
、
そ
れ
が
半
年
で

60
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
深
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ダ
ム
周
辺
の
岩
盤
の
緩
み
や
地
表
の
変
位
は
、
右
岸
側
で
顕
著

で
、
仮
排
水
路
ト
ン
ネ
ル
施
行
中
に
支
保
エ
が
曲
が
る
ぐ
ら
い
の
崩
落
が
起
こ
っ
た
り
し
た
そ
う
で
す
。

2
 0
0
 
7
年
に
、
ダ
ム
か
ら

2
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
あ
た
り
で
群
発
地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。
そ
の
震
源

を
見
る
と
、
深
さ

1
6
.
5
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら

18
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
に
西
北
東
南
方
向
に
延
び
た
分

布
を
し
て
お
り
、
断
層
活
動
に
よ
る
地
震
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

2
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
え
ば
、
地
下

の
震
源
か
ら
の
距
離
は
震
央
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
南
海
ト
ラ
フ
地
霙
が
起
こ
り
、
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
こ
の
断
層

の
両
側
の
地
盤
ま
で
が
振
動
し
た
と
き
、
太
田
川
ダ
ム
が
決
壊
し
な
い
と
は
保
障
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

地
す
べ
り
地
帯
に
、
批
判
を
押
し
て
つ
く
ら
れ
た
ダ
ム
の
例
の
―
つ
に
、
長
野
市
の
浅
川
ダ
ム
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
ダ
ム
は
、
例
の
、
老
人
ホ
ー
ム
を
押
し
潰
し
て
多
数
の
犠
牲
者
を
だ
し
た
「
地
付
山
地
す
べ
り
」
に
続
く

地
す
べ
り
地
帯
の
真
ん
中
に
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
県
が
指
定
し
た
地
す
べ
り
防
止
区
域
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

直
下
、
周
辺
に
は
活
断
層
も
存
在
し
ま
す
。

有
名
な
八
ツ
場
ダ
ム
の
設
置
場
所
も
地
す
べ
り
地
で
す
。
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由
か
ら
反
対
運
動
が
盛
り
上
が
り
、
一
時
、
設
置
取
り
や
め
と
な
り
ま
し
た
。
奥
西
一
夫
京
大
名
誉
教
授
（
当

時
国
土
問
題
研
究
会
理
事
長
）
が
、
国
会
で
、
ダ
ム
設
置
場
所
だ
け
で
な
く
、
関
係
住
民
の
転
居
予
定
地
も
地

す
べ
り
地
で
あ
る
こ
と
を
証
言
し
ま
し
た
。
私
は
こ
れ
で
こ
の
ダ
ム
設
置
問
題
は
決
着
が
つ
い
た
と
思
い
ま
し

た
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
日
本
で
は
、
自
然
の
挙
動
を
ハ
ー
ド
な
工
学
技
術
で
制
御
で
き
る

と
思
っ
て
い
る
（
あ
る
い
は
思
い
た
い
）
人
が
、
多
い
か
ら
で
し
ょ
う
。

浅
川
ダ
ム
で
も
そ
う
で
す
が
、
こ
う
い
う
場
合
、
ダ
ム
池
の
な
か
に
土
を
盛
っ
て
、
横
の
斜
面
を
滑
っ
て
く

る
地
す
べ
り
土
塊
を
止
め
る
と
い
う
方
策
が
と
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
で
、
一
時
、
地
す
べ
り
は
停
ま
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
地
す
べ
り
地
帯
は
も
っ
と
広
い
の
で
す
。
今
後
ど
う
な
り
ま
す
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
本

来
、
水
を
溜
め
る
は
ず
の
ス
ペ
ー
ス
を
減
ら
す
の
で
す
か
ら
矛
盾
で
す
ね
。
経
済
的
に
も
。

多
分
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
の
ダ
ム
建
設
が
止
ま
ら
な
い
本
当
の
理
由
は
、
社
会
的
に
深
い
と
こ
ろ
に
あ
り

ま
し
ょ
う
が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
河
川
行
政
に
関
す
る
事
情
に
つ
い
て
は
、
前
記
、
今
本

博
健
氏
の
著
作
に
詳
し
い
の
で
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

＝
＿
天
ケ
瀬
ダ
ム

立
地
問
題
の
一
例
と
し
て
、
京
都
府
宇
治
市
の
市
街
地
か
ら

2
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
近
く
に
立
地
し
て
い
る
天

ケ
瀬
ダ
ム
の
例
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
の
ダ
ム
は
、
市
街
地
か
ら
近
い
こ
と
、
地
盤
地
質
、
地
震
リ
ス
ク
な
ど
自

然
条
件
が
悪
い
こ
と
、
ダ
ム
サ
イ
ト
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
削
し
て
い
る
こ
と
、
安
全
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
、
な
ど
の
点
で
、
市
民
の
心
配
の
種
の
ダ
ム
の
典
型
で
す
。
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地
質
的
立
地
条
件

1
9
3
0
¥
4
0
年
代
に

ダ
ム
建
設
を
計
画
し
た
建
設

省
の
地
質
調
査
の
結
果
が
、

当
時
の
報
告
書
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

も
、
こ
の
ダ
ム
が
、
元
々
地

山
条
件
の
悪
い
こ
と
が
判
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
建
設
さ
れ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

天
ケ
瀬
ダ
ム
サ
イ
ト
付
近

の
断
層
分
布
を
図
I
I
I
|
1
に

示
し
ま
す
。
こ
の
図
を
一
見

し
て
だ
れ
も
が
奇
異
に
思
う

の
は
、
ダ
ム
が
堤
体
の
中
央

部
で
か
な
り
の
大
き
さ
の

断
層
（
「
天
ケ
瀬
ダ
ム
直
下

断
層
」
）
を
跨
が
っ
て
造
ら
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れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
断
層
の
存
在
は
、
当
時
の
建
設
省
も
ダ
ム

建
設
当
時
か
ら
知
っ
て
い
て
、
暫
定
的
に

F
|
1
断
層
と
呼
ん
で
い
ま

し
た
。
近
年
、
こ
の
部
分
の
堤
体
の
天
端
に
割
れ
目
が
生
じ
て
い
ま
す
。

セ
メ
ン
ト
で
ふ
さ
い
で
、
き
れ
い
に
¢
此
粧
ク
を
し
て
も
、
ま
た
割
れ

て
き
ま
す
。
こ
れ
は
問
題
で
す
（
写
真

m_1)。

右
の
断
層
以
外
に
、
ダ
ム
の
地
山
地
盤
に
は
無
数
の
小
断
層
や
節
理

が
発
達
し
て
い
ま
す
。
右
岸
で
は
、
節
理
が
、
ダ
ム
堤
体
を
通
し
て
水

の
圧
力
が
岩
盤
を
割
ろ
う
と
す
る
方
向
に
、
か
つ
急
斜
面
に
流
れ
盤

（
滑
落
が
起
こ
り
や
す
い
）
を
な
し
て
発
達
し
て
い
ま
す
（
写
真
m
|
2
)
。

そ
れ
よ
り
上
流
側
で
は
、
管
理
道
路
上
下
の
崖
面
に
、
湛
水
池
に
向
か
っ

て
の
張
り
出
し
や
滑
り
が
起
き
て
い
ま
す
。

左
岸
の
堤
体
は
、
ダ
ム
建
設
の
直
前
に
崩
壊
し
た
「
六
石
山
崩
壊
地
」

に
付
け
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
崩
壊
の
滑
り
面
が
地
山
の
基
礎
岩
盤
の
な

か
に
あ
る
こ
と
が
、
ダ
ム
建
設
時
の
「
地
質
調
査
報
告
」
に
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。

左
岸
側
地
山
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
す
で
に
、
発
電
用
放
水
路
を
含

め
三
つ
の
ト
ン
ネ
ル
が
掘
ら
れ
て
お
り
、
今
そ
こ
に
、
さ
ら
に
、
日
本

一
の
大
水
路
ト
ン
ネ
ル
を
掘
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
が
地
山
に
与
え
る

写真皿ー 1

ヽ

I

)

 ,' 
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9

＇ヽ装
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影
響
に
つ
い
て
、
国
交
省
は
、
力
学
的

に
は
ダ
ム
の
安
全
性
に
問
題
な
い
と
し

て
き
ま
し
た
が
、
前
記
の
よ
う
な
地
盤

の
状
況
を
、
ど
の
よ
う
に
計
算
に
採
り

入
れ
た
の
か
が
問
題
で
す
。

黄
漿
活
断
層
系

天
ケ
瀬
ダ
ム
付
近
の
地
盤
が
悪
い
の

は
、
こ
こ
が
、
宇
治
市
東
部
に
発
達
す

る
黄
辟
禾
活
断
層
系
の
延
長
部
に
あ
た
る

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

か
つ
て
、
国
交
省
琵
琶
湖
工
事
事
務

所
は
、
ダ
ム
か
ら

3
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

内
に
は
活
断
層
は
存
在
し
な
い
と
し
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と

は
、
「
防
災
市
民
の
会
（
国
土
研
調
査

団
）
」
の
メ
ン
バ
ー
と
同
事
務
所
と
の

合
同
調
査
の
際
に
、
調
査
団
メ
ン
バ
ー

写真皿ー2

歪
~ 

写真m-2 天ヶ瀬ダム。右岸急斜面に流れ壁での滑落跡が見える。ダム取り付

け箇所の上流側面管理道路の上の斜面も不安定で、それが張り出す。ダム堤体の

各所に水の滲み出し痕が白く見える。
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か
ら
指
摘
さ
れ
、
「
淀
川
水
系
流
域
委
員
会
」
そ
の
他
一
般
に
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
断
層
が
何
時
活
動
す
る
か
は
、
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も

1
0
0
0
年
近
く
は
活
動
し
て
い

な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
活
動
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
断
層
が
活
動
し
た
ら
、

前
記
の
よ
う
な
地
質
条
件
で
、
怪
し
い
状
況
の
天
ケ
瀬
ダ
ム
の
こ
と
で
す
。
決
壊
し
ま
す
。
下
流
は
大
変
な
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う

（注2
)
0

1
5
0
0
ト
ン
放
流

ダ
ム
下
流
の
水
害
発
生
リ
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
ダ
ム
が
決
壊
し
な
く
て
も
今
後
、
前
記
の
大
ト
ン
ネ
ル
か
ら

の
1
5
0
0
ト
ン
／
毎
秒
の
放
流
に
、
下
流
の
堤
防
が
絶
え
ら
れ
る
か
が
、
非
常
に
問
題
で
す
。

II
章
で
述
べ

ま
し
た
が
、
宇
治
川
の
堤
防
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
洪
水
で
も
、
破
堤
し
か
ね
な
い
状
況
に
あ
る
か
ら
で
す
。

耐
用
年
数

も
と
も
と
、
こ
の
ダ
ム
の
耐
用
年
数
が
、
ど
の
く
ら
い
と
想
定
さ
れ
て
い
た
の
か
も
問
わ
れ
ま
す
。
今
、
日

本
、
全
国
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
構
造
物
の
劣
化
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
の
ダ
ム
堤
体
も
基
礎
地
盤
も
、

時
と
と
も
に
劣
化
や
風
化
を
免
れ
ま
せ
ん
。
前
記
の
よ
う
な
地
質
環
境
を
見
る
と
、
天
ケ
瀬
ダ
ム
で
は
、
こ
れ

ら
の
劣
化
が
他
所
の
ダ
ム
よ
り
早
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
新
し
い
ト
ン
ネ
ル
の
掘
削
も
、
も
と
も
と
短
い
耐
用
年

数
を
さ
ら
に
縮
め
、
崩
壊
の
危
険
性
を
高
め
た
の
で
は
と
心
配
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
黄
槃
活
断
層
が
活
動
し

た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
し
な
く
と
も
、
ダ
ム
が
決
壊
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と
思
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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日
本
で
の
火
災
要
因
の
多
く
は
、
大
部
分
失
火
、
つ
ま
り
社
会
的
要
因
に
よ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
北
米

の
西
部
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
西
部
で
は
、
風
で
木
の
枝
が
こ
す
れ
合
っ
て
も
山
火
事
が
起
こ
り
ま
す
。
北
米
の

山
火
事
は
、
自
然
の
生
態
系
の
更
新
だ
と
い
う
わ
け
で
、
人
家
に
迫
ら
ぬ
限
り
消
さ
ぬ
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ

て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
近
年
で
は
、
地
球
環
境
温
暖
化
で
乾
燥
し
て
い
る
た
め
か
、
山
火
事
が
増

え
、
燃
え
広
が
る
規
模
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
燃
え
る
に
任
す
わ
け
に
も
い
か
な

い
で
し
ょ
う
。
と
も
あ
れ
、
直
接
要
因
や
素
因
は
自
然
現
象
で
も
、
拡
大
要
因
に
は
人
間
の
生
き
方
が
関
係
し

て
い
る
わ
け
で
す
。

火
災
に
対
す
る
警
戒
は
、
消
防
署
で
は

24
時
間
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
人
員
が
保
障
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
来
、
消
防
士
に
な
ろ
う
と
思
う
若
者
は
増
え
て
い
ま
す
。
だ
が
、
自
治
体
に
も
よ
る
で

し
ょ
う
が
、
そ
も
そ
も
定
員
数
が
少
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
い
ま
す
。

近
年
の
都
市
防
火
は
、
法
制
の
整
備
も
あ
り
、
一
面
で
は
進
ん
で
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
、
京
都

駅
舎
ビ
ル
の
北
側
に
は
梯
子
車
が
入
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
最
上
階
の
食
堂
街
の
消
火
は
、
ス
プ
リ
ン

m
|
2

火
災

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

2
」
天
ヶ
瀬
ダ
ム
再
開
発
事
業
の
問
題
と
琵
琶
湖
沿
岸
域
の
治
水
に
つ
い
て
、
国
土
問
題
研
究
会
『
宇
治
川
改
修
問
題
に
関
す
る
調

査
報
告
書
」
国
土
問
題
72
、
34|55
、
2
0
1
1
年
、
参
照
。
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ク
ラ
ー
の
作
動
と
防
火
壁
以
外
に
頼
る
も
の
が
な
く
、
あ
と
は
逃
げ
る
だ
け
と
い
う
こ
と
で
す
。

近
年
、
都
市
で
は
一
軒
の
家
が
火
事
を
だ
す
と
、

5
台
も

6
台
も
の
消
防
自
動
車
が
駆
け
つ
け
て
く
れ
ま
す
。

し
か
し
、
火
事
が
あ
っ
た
ら
必
ず
消
防
自
動
車
が
く
る
と
思
っ
て
は
間
違
い
で
す
。

そ
も
そ
も
、
消
防
計
画
は
、
火
事
の
あ
る
程
度
以
上
の
同
時
多
発
を
想
定
し
て
は
立
て
ら
れ
ま
せ
ん
。
阪
神
・

淡
路
大
震
災
の
際
に
は
、
消
防
車
が
、
燃
え
て
い
る

1
軒
の
家
屋
を
尻
目
に
通
り
過
ぎ
た
り
し
ま
し
た
。
タ
ン

ク
の
水
が
空
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
こ
が
燃
え
た
ら
非
常
に
広
域
に
燃
え
広
が
る
と
い
う
と
こ
ろ

へ
急
行
し
た
場
合
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

関
東
大
地
震
の
際
に
大
火
事
が
発
生
し
て
大
惨
事
と
な
っ
た
記
憶
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
地
震
の
際
に
起
こ

る
火
災
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
触
れ
ま
し
ょ
う
。

火
災
に
対
す
る
住
民
自
身
に
よ
る
備
え
や
初
期
消
火
の
重
要
性
が
説
か
れ
ま
す
。
そ
れ
は
正
し
い
。
し
か
し
、

現
実
的
で
な
い
話
も
あ
り
ま
す
。
以
前
に
は
、
よ
く
「
ぐ
ら
っ
と
き
た
ら
ま
ず
火
の
元
を
消
せ
」
と
強
調
さ
れ

た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
震
度
7
の
強
い
揺
れ
の
最
中
で
は
、
ガ
ス
の
栓
を
閉
め
に
動
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
阪
神
・
淡
路
震
災
以
来
、
今
で
は
、
ガ
ス
会
社
が
元
を
切
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
が
、
そ
の
前

に
、
そ
の
装
置
の
電
気
系
統
が
破
損
し
て
働
か
な
い
こ
と
が
あ
り
得
な
い
か
、
盲
点
の
な
い
検
討
を
望
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
先
に
触
れ
ま
し
た
が
、
津
波
災
害
で
は
、
船
が
火
を
沖
か
ら
も
っ
て
き
ま
す
。
津
波
警
報
が
で
た

ら
船
が
す
ぐ
に
沖
へ
で
れ
ば
、
大
災
害
に
な
ら
な
い
は
ず
で
す
が
、
実
は
船
と
い
う
も
の
に
は
、
大
き
な
船
舶

で
も
、
港
に
停
泊
し
て
い
る
時
に
は
、
保
安
要
員
以
外
に
誰
も
い
な
い
の
で
す
。
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原
始
カ
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
人
類
が
、
発
生
し
て
以
来
、
最
近
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。
そ
の

利
用
は
、
五
第
2
の
プ
ロ
メ
テ
の
火
ク
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
夢
に
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、

今
も
今
後
い
つ
ま
で
も
、
問
題
な
く
制
御
す
る
こ
と
な
ど
で
き
そ
う
に
な
い
代
物
で
す
。
こ
れ
は
、
本
来
的
な

問
題
で
す
。

原
子
カ
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
の
本
来
的
矛
盾

原
発
の
危
険
性
、
安
全
性
に
関
す
る
自
然
科
学
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
地
震
や
津
波
に
よ
る
被
災
条
件
に
か

か
わ
っ
て
、

II
章
で
述
べ
ま
し
た
。
地
質
学
に
関
係
す
る
、
よ
り
根
底
的
な
問
題
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
―
つ
は
、

燃
料
で
あ
る
ウ
ラ
ン
の
採
掘
の
際
に
、
ど
う
し
て
も
労
働
者
が
放
射
線
で
被
燥
す
る
と
い
う
問
題
で
す
。
も
う

―
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
ク
ト
イ
レ
な
き
マ
ン
シ
ョ
ン
ク
問
題
で
す
。
後
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
少
し
記
し
ま
す
。

ヶ
処
理
ク
と
か
扁
処
分
ク
と
か
、
い
か
に
も
始
末
が
完
結
す
る
か
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
言
葉
が
使
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
あ
え
ず
ど
こ
か
に
閉
じ
込
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ヶ
処
分
ク
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
「
地
層
処
分
」
な
ど
と
、
い
か
に
も
解
決
可
能
な
問
題
の
よ
う
な
捉
え
方
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
（
注
3
)
、

実
際
に
は
、
世
界
の
ど
こ
に
も
使
用
ず
み
燃
料
が
問
題
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
ろ
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
と
く

に
、
日
本
列
島
の
よ
う
な
造
山
帯
で
は
絶
望
的
で
す
（
注

4
)
0

現
在
の
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
の
沈
み
込
み
に
よ
る
地
震
活
動
に
は
、
数
十
年
規
模
の
盛
衰
期
が
見
ら
れ
ま
す
が
、

直
ー

3

原
子
カ
ー
~
原
発
事
故
災
害
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大
き
く
地
質
学
的
に
み
れ
ば
、
あ
と

10
万
年
ぐ
ら
い
は
継
続
し
て
不
思
議
で
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
福
島
第

一
原
発
事
故
で
の
汚
染
物
質
の
放
射
能
が
、
問
題
で
な
い
程
度
に
消
え
る
ま
で
に
は
、
東
日
本
大
災
害
を
起
こ

し
た
規
模
の
地
震
や
津
波
が
繰
り
返
し
起
こ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
カ
ル
デ
ラ
燥
発
も
何
回
も
起
こ
る
と
想
定

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
れ
を
ク
リ
ア
す
る
ク
処
分
ク
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

盲
点
と
「
想
定
外
」
の
起
こ
り
方

原
発
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
現
代
自
然
科
学
の
粋
を
集
め
て
造
ら
れ
た
も
の
で
す
。
正
に
そ
の
こ
と
が
、
皮

肉
に
も
、
原
発
事
故
災
害
を
人
間
が
防
げ
な
い
一
番
の
社
会
的
要
因
で
す
。

そ
も
そ
も
原
発
は
、
そ
れ
が
関
係
す
る
す
べ
て
の
問
題
が
分
か
る
者
が
一
人
も
あ
り
得
な
い
代
物
で
す
。
た

と
え
ば
、
原
子
炉
の
安
全
な
管
理
た
め
に
は
、
原
子
核
物
理
学
が
分
か
る
だ
け
で
は
な
く
、
材
料
力
学
や
溶
接

そ
の
他
、
い
ろ
い
ろ
な
理
論
と
技
術
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
人
が
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
ら
の
工
学
技
術
専
門
家
は
、
地
震
や
津
波
に
つ
い
て
は
素
人
で
す
。

地
震
学
者
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
断
層
が
活
動
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
地
霙
が
起
こ
る
か
を
判
断
で
き
る
と
い

う
と
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
震
計
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
だ
け
で
研
究
し
て
い
る
研
究
者
に
は
、

野
外
の
現
場
で
活
断
層
の
観
察
、
評
価
は
で
き
ま
せ
ん
。

II
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
堆
積
層
の
調
査
能
力
が

な
い
と
認
定
が
で
き
な
い
活
断
層
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
活
断
層
ク
専
門
家
ク
は
稀
で
す
。

た
と
え
ば
津
波
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
遡
上
高
や
、
打
上
げ
高
の
高
さ
は
、
海
で
の
波

の
高
さ
で
は
、
ま
る
で
違
い
ま
す
。
と
く
に
段
波
が
岸
の
崖
に
ぶ
つ
か
れ
ば
、
異
常
に
高
い
と
こ
ろ
ま
で
海
水
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阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
の
爆
発
リ
ス
ク
に
か
か
っ
て
、

こ
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
検
討
が

こ
れ
ま
で
ろ
く
に
な
さ
れ
て
い
ま

最
近
、

再
稼
働
を
禁
ず
る
判
決
が

が
打
ち
上
げ
ら
れ
ま
す
（
前
出
図
IIIll)
。
原
発
諸
施
設
の
存
在
地
点
毎
に
、

必
要
で
す
が
、
こ
ん
な
、
津
波
専
門
家
に
と
っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
さ
え
、

せ
ん
。私

が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
自
然
科
学
に
関
す
る
こ
と
を
こ
の
章
で
書
く
か
と
い
う
と
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
よ
う

な
こ
と
が
、
政
府
や
関
係
業
界
、
さ
ら
に
識
者
や
専
門
研
究
者
を
含
む
社
会
で
、
ま
る
で
意
識
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
で
す
。
だ
か
ら
検
討
に
盲
点
が
発
生
し
、
発
想
外
の
事
故
が
起
こ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
原
発
災
害
の
、
重

大
な
「
社
会
的
要
因
」
で
す
。

な
お
、
活
断
層
、
地
震
、
津
波
な
ど
、
ネ
オ
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
な
ど
地
質
学
に
関
係
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
『
現

代
の
災
害
と
防
災
』
（
本
の
泉
社
、

2
0
1
6
年
）
で
、
と
く
に
若
狭
原
発
群
の
例
を
挙
げ
て
書
い
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

若
狭
原
発
群
の
立
地
に
つ
い
て
は
、
こ
の
地
域
に
活
動
す
る
か
も
知
れ
な
い
断
層
が
多
い
こ
と
は
、
明
治
時

代
か
ら
分
か
っ
て
い
ま
し
た
。
戦
後
、
誰
か
大
学
の
教
授
が
原
発
の
立
地
に
つ
い
て
聴
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
良

い
と
こ
ろ
だ
と
答
え
た
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

若
狭
原
発
群
以
外
の
原
発
に
ち
ょ
っ
と
触
れ
て
お
き
ま
す
。

東
海
地
震
を
起
こ
す
プ
レ
ー
ト
境
界
の
真
上
（
注
5
)

に
位
置
す
る
浜
岡
原
発
の
問
題
は
言
う
に
及
び
ま
せ
ん
。

何
故
建
設
が
許
さ
れ
た
の
か
が
不
思
議
な
原
発
で
す
。
首
都
圏
と
の
位
置
関
係
か
ら
も
、
一
刻
も
早
く
撤
去
す

べ
き
で
す
。

伊
方
原
発
に
つ
い
て
は
、
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出
ま
し
た
。
中
央
構
造
線
に
直
近
で
あ
り
、
事
故
時
の
避
難
の
困
難
さ
か
ら
も
、
も
と
も
と
設
置
し
た
の
が
お

か
し
か
っ
た
の
で
す
。

な
お
、
原
発
は
、
よ
く
岬
に
造
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
給
排
水
が
便
利
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
む

し
ろ
、
生
活
環
境
の
改
善
や
地
域
行
政
へ
の
補
助
と
い
う
こ
と
で
反
対
を
減
ら
し
や
す
い
と
い
う
、
社
会
的
な

理
由
の
方
が
大
き
い
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
電
力
会
社
の
忍
者
部
隊
が
、
夜
な
夜
な
問
題
集
落
に
潜
入
し
て
利
益

誘
導
で
工
作
す
る
、
な
ど
と
い
う
話
は
、
ど
こ
で
も
現
地
で
は
周
知
の
こ
と
で
す
。
そ
う
し
て
、
起
こ
る
災
害

が
、
社
会
的
素
因
に
よ
る
人
災
で
な
く
て
何
で
し
ょ
う
か
。

規
制
委
員
会

法
規
は
と
も
か
く
、
事
実
と
し
て
は
、
規
制
委
貝
会
が
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
言
え
ば
、
政
府
は
こ
れ
を

ゆ
が
め
て
安
全
性
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
し
て
、
再
稼
働
を
進
め
ま
す
。
こ
れ
は
イ
ン
チ
キ
で
す
。
し
か
し
、

他
に
も
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。

規
制
委
員
会
に
は
、
以
前
、
活
断
層
と
地
震
学
の
権
威
、
島
崎
邦
彦
さ
ん
が
い
ま
し
た
。
地
形
変
動
に
詳
し

い
地
形
学
者
も
何
人
も
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
辞
め
ら
れ
ま
し
た
。
今
も
地
質
家
は
い
ま
す
。

そ
れ
も
元
地
質
学
会
会
長
で
す
。
し
か
し
、
地
質
学
に
も
専
門
が
あ
り
ま
す
。
活
断
層
、
活
構
造
の
地
質
調
査

や
評
価
、
地
震
や
海
岸
•
海
底
崩
壊
に
よ
る
津
波
の
発
生
に
詳
し
い
地
質
家
が
、
規
制
委
員
会
に
は
い
ま
せ
ん
。

堆
積
層
調
査
の
専
門
家
は
な
お
さ
ら
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
安
全
性
を
、
今
の
科
学
で
可
能
な
レ
ベ
ル
ま
で
審

資
す
る
体
制
に
は
遠
い
の
で
す
。
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検
討
の
科
学
性

実
は
非
科
学
性
の
話
で
す
。

た
と
え
ば
活
断
層
の
評
価
の
問
題
で
す
が
、
そ
の
基
礎
と
な
る
、

11
章
で
書
い
た
よ
う
な
、
ネ
オ
テ
ク
ト
ニ

ク
ス
や
、
断
層
の
次
元
、
性
格
の
多
様
さ
な
ど
に
つ
い
て
、
原
発
企
業
や
規
制
委
員
会
で
は
ど
う
議
論
さ
れ
て

い
る
か
と
言
う
と
、
ま
る
で
欠
落
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
昔
の
調
査
法
に
よ
る
調
査
結
果
を
、

昔
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
解
釈
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
性
格
や
限
界
な
ど
の
検
討
は
、
ほ

と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

も
う
少
し
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
あ
る
断
層
の
活
動
に
よ

っ
て
発
す
る
地
震
の
大
き
さ
を
推
定
す
る
に
は
、
そ
の
長
さ
や
面
積
の

推
定
の
上
に
立

っ
て
計
算
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
計
算
を
す
る
式
は
、
多
く
の
例
に
よ
る
、
言
わ
ば
経
験
式

で
す
。
経
験
式
は
、
法
則
性
を
示
し
て
い
る
式
で
あ
っ
て
、
法
則
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
の
地
震
で
は
、
式

か
ら
大
き
く
離
れ
た
も
の
が
起
こ
り
得
ま
す
。
そ
の
散
ら
ば
り
の
程
度
が
問
題
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
民
間
の

研
究
者
、
内
山
成
樹
弁
護
士
が
厳
し
く
指
摘
し
て
い
ま
す

（注6
)
0

し
か
し
、
原
発
業
者
は
、
長
い
間
、
こ
の
問
題
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
き
ま
し
た
。
規
制
委
員
会
で
さ
え
も
、

こ
の
散
ら
ば
り
の
推
定
に
は
、
必
ず
し
も
熱
心
で
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

一
般
に
、
統
計
的
な
散
ら
ば
り
に
は
、

;
ゆ
ら
ぎ
ク
と
言
わ
れ
る
現
象
も
あ
り
ま
す
が
、
地
震
動
の
大
き
さ

の
散
ら
ば
り
に
は
、
地
震
波
が
通
る
経
路
の
地
下
地
質
構
造
が
関
係
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
中
越
地
震
の
際
の
、

最
大

2
5
1
5
ガ
ル
に
達
す
る
大
き
な
地
震
動
の
発
生
に
は
、
こ
れ
が
大
き
く
関
係
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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そ
の
後
、
活
断
層
が
、
複
雑
骨
折
の
よ
う
な
、
や
や
こ
し
い
構
造
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
判
っ
て
い
ま
す
。

平
成

18
年

(
2
0
1
6
年
）
の
原
発
の
新
耐
震
設
計
の
指
針
で
は
、
「
敷
地
周
辺
の
地
質
・
地
質
構
造
並
び

に
地
震
活
動
性
な
ど
の
地
震
学
お
よ
び
地
震
工
学
的
見
地
か
ら
、
施
設
の
併
用
期
間
中
に
き
わ
め
て
ま
れ
で
は

あ
る
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
施
設
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
が
適

切
な
地
震
動
」
を
、
「
施
設
の
耐
震
設
計
に
お
い
て
基
準
と
す
る
地
震
動
（
基
準
地
震
動
）
」
（
用
）
と
定
義
し
て

い
ま
す
。
ご
た
ご
た
し
た
、
な
ん
と
も
分
か
り
に
く
い
文
章
で
す
が
、
地
質
と
地
質
構
造
に
一
応
触
れ
て
は
い

ま
す
。近

年
で
は
電
力
会
社
に
よ
る
調
査
も
詳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
実
際
問
題
と
し
て
、
地
震
波
の
通
過
経
路
全
体
の
地
質
と
地
質
構
造
が
き
ち
ん
と
把
握
さ
れ
、
そ

れ
が
生
か
さ
れ
て
い
る
原
発
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

テ
ロ
と
ミ
サ
イ
ル

原
発
の
危
険
に
つ
い
て
、
重
大
な
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
テ
ロ
攻
撃
や
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
を
も

く
ろ
む
も
の
に
と
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
好
都
合
な
標
的
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
対
処
と
い
っ
て
も
、
警
察

や
軍
備
で
満
足
に
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
原
発
そ
の
も
の
を
処
分
す
る
し
か
、
根
本
的
な
安
全
確
保

策
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
原
発
で
す
。
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福
島
の
被
災
は
続
い
て
い
る

2
0
1
1
年
3
月
11
日
の
東
京
電
力

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
過
酷
事
故

発
生
以
来
、
被
災
し
た
多
く
の
地
域
と

人
々
は
、
今
な
お
被
害
を
受
け
続
け
て

い
ま
す
。
放
射
能
を
恐
れ
な
が
ら
、
果

て
し
な
く
続
く
困
難
で
錯
綜
す
る
課
題

に
対
し
て
、
一
歩
一
歩
前
に
進
む
し
か

な
い
局
面
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
（
写

真

III_3
)0

こ
の
状
況
は
、
福
島
の
人
た
ち
だ
け

の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
、

同
様
の
過
酷
な
事
態
が
、
今
後
、
日
本

の
ど
の
原
発
で
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
を
直
視
せ
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。

写真m-3

帰還困難指定を解除された住宅地近くに野積みされた低濃度放射性廃棄物のフレ

コンバック、2017年 12月、福島喋川俣町浪江町境界付近、遠藤正芳氏撮影。
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III 
社会的要因による災害（人災）

[注

（引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

3
こ
使
用
済
み
核
燃
料
に
せ
よ
、
除
去
し
た
汚
染
物
質
に
せ
よ
、
結
局
は
ど
こ
か
に
置
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
六
ヶ

所
村
に
せ
よ
何
処
に
せ
よ
、
他
所
へ
押
し
つ
け
る
の
は
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
地
下
に
埋
め
る
に
し
て
も
、
深
さ

3
0
0
メ
ー

ト
ル
ぐ
ら
い
で
充
分
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
量
も
問
題
で
す
。
近
年
、
原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構
で
は
、
遮
水
性
が
高
い
粘
度
層

を
見
出
し
て
そ
の
下
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
必
要
な
広
さ
で
、
必
要
な
時
間
続
く
粘
土
層
を
見
い
だ
せ

る
か
、
は
な
は
だ
問
題
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
は
当
面
の
数
十
年
、
長
く
て
も
数
百
年
程
度
の
対
策
の
話
で
す
。

福
島
第
一
原
発
の
爆
発
事
故
を
起
こ
し
た
原
子
炉
格
納
庫
か
ら
、
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
し
た
燃
科
な
ど
を
取
り
出
す
と
言
い
ま
す
。

し
か
し
、
何
処
へ
持
っ
て
行
く
つ
も
り
で
す
か
。
は
な
は
だ
言
い
に
く
い
話
で
す
が
、
原
因
を
造

っ
た
各
原
発
の
敷
地
に
集
め
て
、

チ
ェ
ル
ノ
プ
イ
リ
原
発
の
炉
と
同
様
に
厚
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
封
印
す
る
の
が
、
当
面
、
一
番
合
理
的
な
管
理
方
法
で
し
ょ
う
。

し
か
し
一
方
、
福
島
原
発
事
故
の
責
任
は
、
福
島
以
外
の
、
と
く
に
都
会
の
人
々
に
は
全
く
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

4
こ
近
年
、
小
泉
元
首
相
が
、
原
発
推
進
か
ら
廃
棄
へ
意
見
を
変
え
ま
し
た
。
地
質
学
的
に
見
て
世
界
で
最
も
閉
じ
込
め
が
で
き
そ

う
な
候
補
地
を
、
実
際
に
視
察
し
た
上
で
の
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の
意
見
変
更
に
は
重
み
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

5
こ
町
層
の
必
直
上
ク
と
い
う
言
葉
が
良
く
使
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
二
つ
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。
断
層
が
地
表
に
顕
れ
て
い
て
、

そ
の
断
層
が
ク
活
動
ク
す
れ
ば
、
そ
の
割
れ
目
（
ず
れ
）
に
接
し
て
真
上
の
構
造
物
は
、
引
き
ち
ぎ
ら
れ
る
な
ど
の
被
害
を
直
接

に
受
け
ま
す
。
ま
た
、
震
源
や
断
層
面
で
生
ま
れ
た
地
震
波
が
断
層
破
砕
帯
を
通
っ
て
、
地
表
に
達
し
も
し
ま
す
。

一
方
、
傾
斜
し
た
断
層
面
が
構
造
物
の
垂
直
真
下
に
存
在
す
る
場
合
も
、
言
葉
と
し
て
云
真
下
ク
に
あ
る
と
い
う
表
現
に
な
る

で
し
ょ
う
。
そ
こ
か
ら
発
振
し
た
地
窟
波
が
、
地
盤
内
を
ま
っ
す
ぐ
上
に
伝
わ
っ
て
く
れ
ば
、
断
層
面
が
地
表
に
出
た
と
こ
ろ
よ

り
距
離
が
近
い
で
す
か
ら
、
そ
こ
よ
り
震
度
が
大
き
く
な
り
ま
す
。
浜
岡
原
発
の
場
合
の
云
直
上
々
は
こ
れ
で
す
。

6
[

『
原
発
地
震
動
想
定
の
問
題
占

~j
七
つ
星
書
館
、

9
9頁
、
2
0
1
5

年
。

戦
争
、
紛
争

戦
争
は
、
武
力
紛
争
を
含
め
い
か
な
る
形
を
と
る
に
せ
よ
、
最
悪
の
人
為
的
災
害
で
す
。

m
|
4
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2
0
1
6
年
の
国
連
世
界
食
料
計
画

(
W
F
P
)
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
飢
餓
人
口
が
、

05
年
か
ら
減

少
傾
向
を
示
し
た
の
に
再
び
増
加
し
、

2
0
1
6
年
現
在
、

8
億

1
5
0
0
万
人
に
達
し
ま
し
た
。
要
因
は
シ

リ
ア
や
イ
エ
メ
ン
、
南
ス
ー
ダ
ン
な
ど
南
ア
フ
リ
カ
で
長
期
続
く
内
戦
に
あ
り
、
こ
れ
が
環
境
破
壊
や
自
然
災

害
を
伴
っ
て
、
飢
餓
と
悪
循
環
し
て
い
て
い
ま
す
。

一
方
、
テ
ロ
、
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
新
し
い
型
の
戦
争
が
、
今
、
世
界
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
根
が
深
く
、
内
戦
自
体
と
と
も
に
、
世
界
的
な
格
差
と
貧
困
の
拡
大
の
所
産
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
国
際
金
融
資
本
主
義
の
；
カ
ジ
ノ
化
ク
（
後
記
）
、
急
速
肥
大
と
裏
表
の
関
係
に
あ
る
こ
と

が
、
ア
メ
リ
カ
で
も
日
本
で
も
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

紛
争
と
そ
の
要
因
造
り
は
長
く
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
へ
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
よ
う
な
、
人
間
の
技

術
や
力
で
制
御
で
き
な
い
激
し
い
自
然
現
象
が
襲
来
す
れ
ば
、
個
別
の
地
域
だ
け
で
な
く
世
界
の
社
会
の
崩
壊

に
も
繋
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

戦
争
と
そ
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
後
で
ま
た
記
し
ま
す
。
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IV 災害論 何をどう考える一災害の進化、現代の災害一

我
が
谷
は
緑
な
り
き

こ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
、
炭
鉱
開
発
で
失
わ
れ
た
自
然
と
健
康
を
画
い
た
、
数
十
年
前
の
イ
ギ
リ
ス
の
映
画

の
主
題
で
す
。
自
然
の
喪
失
は
文
明
と
と
も
に
現
れ
、
と
く
に
産
業
革
命
以
後
に
急
速
に
進
み
ま
し
た
。

昔
の
「
小
学
唱
歌
」
に
「
兎
追
い
し
あ
の
山
」
と
い
う
歌
が
あ
り
ま
し
た
。
「
子
鮒
釣
り
し
か
の
川
」
と
続
き
ま
す
。

小
川
に
は
エ
ビ
や
メ
ダ
カ
も
群
れ
て
い
ま
し
た
。
夜
の
帳
が
降
り
る
と
蛍
が
舞
い
ま
し
た
。
田
ん
ぽ
の
水
に
は

ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
や
水
ス
マ
シ
が
泳
ぎ
回
っ
て
い
ま
し
た
。
田
植
え
を
す
る
と
、
ビ
ル
に
吸
い
付
か
れ
た
り
も
し
ま

し
た
が
。

そ
の
後
、
田
舎
の
山
里
ま
で
、
川
は
す
べ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト

3
面
張
り
に
変
わ
り
ま
し
た
。
田
ん
ぽ
に
は
除

草
剤
が
撒
か
れ
、
う
っ
か
り
入
れ
な
い
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
稲
田
の
近
く
に
引
っ
越
し
て
き
た
若
い
都
会

人
が
、
「
田
ん
ぽ
の
蛙
が
う
る
さ
い
。
公
害
だ
。
な
ん
と
か
せ
よ
」
と
市
役
所
に
怒
鳴
り
込
ん
だ
と
い
う
話
が

あ
り
ま
す
。
生
ま
れ
て
か
ら
蛍
を
観
た
こ
と
が
な
い
人
も
増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
学
生
に
、

N
I
1

何
が
起
こ
っ
て
い
る
か

w
災
害
論
何
を
ど
う
考
え
る
I

災
害
の
進
化
、
現
代
の
災
害
|
|
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「
地
面
を
最
後
に
踏
ん
だ
の
は
何
時
か
」
と
聞
く
と
、
互
い
に
顔
を
見
合
わ
せ
ま
す
。
思
い
出
せ
な
い
の
で
す
。

運
動
部
員
の
学
生
以
外
は
、
自
宅
な
り
下
宿
な
り
か
ら
学
校
の
校
舎
ま
で
、
靴
で
も
土
を
踏
む
こ
と
が
な
い
か

ら
で
す
。
大
学
は
、
土
が
あ
る
と
道
だ
け
で
な
く
校
舎
の
床
の
管
理
も
大
変
で
す
か
ら
、
ど
こ
も
完
全
舗
装
し

て
い
る
の
で
す
。

今
50
代
の
大
人
に
は
、
ま
だ
、
子
ど
も
時
代
に
、
住
宅
地
か
ら
離
れ
た
自
然
的
な
土
や
草
や
水
の
な
か
で
、

昆
虫
や
ザ
リ
ガ
ニ
や
カ
ニ
と
戯
れ
た
経
験
を
持
つ
人
が
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
マ
ン
シ
ョ
ン
の
公
園
に
は
そ

れ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
人
と
マ
イ
カ
ー
で
、
ス
ー
パ
ー
で
買
っ
た
燃
料
持
参
で
訪
れ
る
今
の
丘
自
然
ク
は
「
疑

似
自
然
」
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

人
類
は
駆
け
る
。
破
局
へ
向
か
っ
て

何
を
長
々
と
書
い
た
か
と
い
う
と
、
一
っ
に
は
、
便
利
な
よ
う
に
世
界
を
変
え
る
こ
と
が
、
人
間
に
と
っ
て
、

果
し
て
進
歩
な
の
か
と
問
い
た
い
か
ら
で
す
。
ヒ
ト
は
、
と
く
に
日
本
人
は
、
自
然
か
ら
自
分
を
ど
ん
ど
ん
切

り
離
し
て
い
ま
す
。
こ
と
に
こ
の

2
0
¥
3
0
年
ほ
ど
、
そ
の
動
き
が
急
で
す
。
真
の
幸
せ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
本
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
も
う
一
っ
、
社
会
の
こ
の
よ
う
な
五
発
展
ク
が
、

人
間
社
会
の
防
災
力
を
低
め
、
す
で
に
破
局
を
自
ら
招
く
状
況
に
入
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
事
態
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
人
口
と
そ
の
活
動
量
の
爆
発
的
増
加
で
あ
る
と
は
、
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ

て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
た
と
え
ば
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
の
増
大
ぶ
り
は
す
さ
ま
じ
く
、
以
前
の
世
紀
で
は

1
0
0
年
か
け
て
消
費
し
て
い
た
分
を
、
今
は

1
年
足
ら
ず
で
消
費
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
地
球
環
境
が
、
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W 災害論 何をどう考える一災害の進化、現代の災害一

瀕
死
の
状
態
と
な
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
今
、
も
う
一
っ
、
こ
れ
ま
で
と
違
っ
た
事
態
が
世
界
的
に
現

れ
て
い
ま
す
。
世
界
の
経
済
社
会
機
構
の
変
化
が
人
類
の
安
全
に
陰
を
落

と
し
始
め
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
で
考
え
ま
す
。

日
本
で
は
、
こ
の
数
年
、
も
う
一
っ
重
大
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
ま

す
。
少
子
高
齢
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
人
口
が
減
少
傾
向
に
転
じ
た
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
、
後
に
も
記
す
よ
う
に
、
地
域
防
災
力
の
低
下
に
繋
が
り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
生
産
と
消
費
の
拡
大
努
力
は
、
ま
す
ま
す
熱
心
に
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
自
然
破
壊
、
災
害
リ
ス
ク
拡
大
は
止
ま
る
と

こ
ろ
を
知
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
が
、
日
本
人
の
未
来
安
全
に
な

に
を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
の
か
が
、
今
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

文
化
・
文
明
の
自
滅

災
害
は
、
そ
の
要
因
、
条
件
、
様
相
、
結
果
な
ど
す
べ
て
が
時
間
と
と

も
に
変
化
し
ま
す
。
そ
れ
に
は
自
然
の
変
化
も
関
係
し
ま
す
が
、
基
本
的

に
は
人
間
社
会
の
五
進
化
ク
に
伴
う
事
象
で
す
。

w
|
2

歴
史
に
見
る
文
化
・
文
明
の
発
展
と
災
害

| 《::J5ム》 夏目漱石の講演 I 

夏目漱石が、明治 44年8月に和歌山でおこなったという講演 （注1)からコピー

します（文字の使い方は一部現代化）。

「昔の人間と今の人間がどのくらい幸福の程度に於いて違って居るかと言え

ば一ーあるいは不幸の程度に於いて違っているかと 言えば—活力消耗活力

節約の両工夫において大差はあるかも知れないが、生存競争から生ずる不安や

努力に至っては決して昔より楽になっていない。否昔よりかえって苦しくなっ

て居るかも知れない。昔は死ぬか生きるかの為に争ったものである。（中略）

今日は死ぬか生きるかの問題は大分超越している。それが変化して寧ろ生きる

か生きるかの競争になってしま ったのであります。」
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イ
ー
ス
タ
ー
島
の
モ
ア
イ
文
化
は
、
発
展
、
滅
亡
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア

的
な
例
と
し
て
有
名
で
す
。
文
化
の
発
展
そ
の
も
の
が
、
オ
カ
ル
ト

的
信
仰
へ
の
傾
倒
と
相
ま
っ
て
、
樹
木
の
過
伐
、
環
境
破
壊
、
資
源

奪
い
合
い
、
共
倒
れ
を
導
き
ま
し
た
。
他
か
ら
ほ
と
ん
ど
隔
絶
し
た

孤
島
と
い
う
閉
鎖
系
で
あ
っ
た
た
め
物
事
が
典
型
的
に
起
こ
っ
た
と

思
わ
れ
、
文
明
、
文
化
の
発
展
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
深
刻
な
教

訓
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
様
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
性
が
見
ら
れ
る
と
は
言
え
、
幾
多
の
古
代
文
明
に
共
通
的
に
起
こ
り
ま
し

た
。
後
で
触
れ
る
ミ
ノ
ア
文
明
や
ボ
ン
ベ
イ
の
市
街
の
よ
う
に
、
単
純
に
自
然
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
的
活
動
で
滅

ん
だ
も
の
も
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
ノ
ア
の
洪
水
神
話
」
に
つ
い
て
は
一
時
干
上
が
っ
て
い
た
黒
海
へ
の

地
中
海
の
海
水
の
乱
入
と
い
う
大
事
件
が
神
話
化
さ
れ
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア

地
域
の
文
明
に
関
し
て
は
、
当
時
の
地
球
環
境
温
暖
期
（
間
氷
期
）
の
自
然
条
件
の
厳
し
さ
を
示
す
も
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
と
も
あ
れ
神
の
怒
り
が
人
の
文
明
の
発
展
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
寓
意

的
で
す
。
「
バ
ベ
ル
塔
伝
説
」
も
同
様
で
す
。
一
方
、
黄
河
文
明
の
発
展
に
お
け
る
萬
の
黄
河
の
治
水
の
話
は
、

自
然
災
害
の
危
険
と
文
化
、
文
明
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
中
国
の
人
々
に
希
望
を
与
え
続
け
て
き
た
と
言

え
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
中
国
は
広
い
で
す
か
ら
ね
。

イ
ー
ス
タ
ー
島
の
モ
ア
イ
文
化
と
同
様
に
樹
木
の
過
伐
で
ピ
ン
チ
を
招
い
た
の
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
す
。

イースター島のモアイ像。

「かわいいフリー素材集 い

らすとや」より。

H P : https://www.irasutoya.com 
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IV 災害論 何をどう考える一災害の進化、現代の災害一

私
は
、
あ
る
と
き
オ
ー
ク
（
樫
木
や
楢
）
の
森
と
い
う
地
名
の
と
こ
ろ
を
通
り
ま
し
た
。
木
が
一
本
も
な
い
の

に
驚
い
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
文
化
は
イ
ー
ス
タ
ー
島
で
の
よ
う
な
滅
亡
は
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
木
材
に
代
わ
る
石
炭
と
い
う
燃
料
と
、
鉄
の
利
用
に
よ
る
産
業
革
命
の
先
頭
に
立
っ

た
か
ら
で
す
。
そ
の
他
の
多
く
の
資
源
は
、
植
民
地
か
ら
収
奪
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
地
球
と
い
う
「
宇
宙
の
島
」
の
有
限
性
が
見
え
出
す
の
に
、
そ
の
後
2
世
紀
は
か
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
第
1
次
と
第
2
次
の
世
界
大
戦
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
原
因
が
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
相
対
的
に
後
発
の
資

本
主
義
国
が
、
先
進
資
本
主
義
国
に
植
民
地
再
分
割
を
要
求
し
て
起
こ
し
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

第
2
次
大
戦
後
、
世
界
中
の
ほ
と
ん
ど
の
植
民
地
が
独
立
を
果
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
多
く
の
と
こ
ろ
で
、

旧
宗
主
国
の
資
本
が
天
然
資
源
の
採
掘
権
を
保
持
し
ま
し
た
。
こ
の
形
の
収
奪
は
「
新
植
民
地
主
義
」
と
呼
ば

れ
ま
す
。

21
世
紀
の
今
、
状
況
は
ま
た
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

一
方
で
は
、
世
界
の
経
済
が
、
資
本
主
義
か
ら
、
実
態
を

伴
わ
な
い
「
新
資
本
主
義
」
（
後
述
）
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
変
化
・
変
質
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
、
科
学

技
術
の
す
さ
ま
じ
い
発
展
と
自
然
環
境
破
壊
（
「
温
暖
化
」
な
ど
）
と
、
石
油
そ
の
他
の
地
下
資
源
の
枯
渇
な

ど
が
絡
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
っ
て
災
害
も
多
発
、
強
大
化
し
て
い
ま
す
。
現
在
が
、
人
間
が
こ
の
地
球
で

持
続
的
に
安
全
に
生
存
し
続
け
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
か
つ
て
の
イ
ー
ス
タ
ー
島
の
文
化
の
よ
う
に
自
滅
す
る

か
の
正
念
場
に
あ
り
ま
す
。
多
く
の
人
々
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
す
。
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8
本
で
の
自
然
改
変
と
災
害

日
本
で
も
、
文
化
の
発
達
に
伴
っ
て
自
然
環
境
破
壊
と
災
害
が
起
こ
る
と
い
う
事
態
は
、
か
な
り
古
く
か
ら

発
生
し
た
よ
う
で
す
。

自
然
条
件
無
視
に
よ
る
都
市
自
滅
の
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
が
平
城
京
で
す
。
中
国
式
に
南
面
し
て

都
を
造
っ
た
の
で
す
が
、
盆
地
の
底
に
造
っ
た
た
め
、
排
泄
物
が
川
を
流
れ
て
行
か
ず
、
街
路
に
積
ま
れ
て
し

ま
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
国
の
平
安
を
祈
っ
て
大
仏
を
鋳
造
し
、
そ
の
煙
の
鉱
毒
に
よ
っ
て
も
疾
病
が

蔓
延
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
平
安
京
は
、
南
西
部
を
除
き
、
扇
状
地
に
築
か
れ
た
た
め
、
ゴ
ミ

や
廃
棄
物
を
川
に
流
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
貴
族
を
含
む
人
々
の
排
泄
物
は
、
周
辺
の
農
民
に
引

き
渡
さ
れ
、
野
菜
と
な
っ
て
還
流
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
平
安
京
が

1
0
0
0
年
の
長
さ
を
得
た
理
由
で
あ
る

と
言
わ
れ
ま
す
。

京
都
は
災
害
が
少
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鴨
川
の
氾
濫
が
白
川
法
王
を
嘆
か
せ
た
話
は
有
名
で
す

が
、
地
震
に
も
何
度
も
襲
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
に
、
応
仁
の
乱
を
は
じ
め
度
重
な
る
戦
乱
で
焼
か
れ
ま
し
た
。

そ
の
度
に
復
典
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
際
に
は
、
莫
大
な
量
の
木
材
が
必
要
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
平
城
京

の
建
設
に
滋
賀
県
の
田
上
山
の
樹
木
が
伐
ら
れ
、
宇
治
川
、
木
津
川
を
流
さ
れ
て
運
ば
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

京
都
の
比
叡
山
と
大
文
字
山
の
間
の
山
も
、
明
治
時
代
に
至
る
ま
で
、
禿
げ
山
で
、
比
叡
ア
ル
プ
ス
と
呼
ば
れ

た
そ
う
で
す
。
ち
な
み
に
こ
の
二
つ
の
山
地
は
、
と
も
に
花
尚
岩
か
ら
な
り
ま
す
。
豪
雨
が
あ
る
と
、
た
だ
の

洪
水
で
な
く
多
量
の
土
砂
が
流
下
し
ま
し
た
。
そ
の
地
域
に
は
、
危
な
く
て
人
は
住
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
開
発
、

都
市
建
設
、
災
害
の
背
景
と
し
て
、
記
憶
に
値
す
る
と
思
い
ま
す
。
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江
戸
時
代
か
ら
明
治
の
初
期
ま
で
は
、
舟
運
が
、

当
時
と
し
て
は
も
っ
と
も
大
量
に
物
資
を
運
ぶ
方
法

で
し
た
。
そ
の
た
め
に
河
川
改
修
や
運
河
の
設
置
が

な
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
る
自
然
破
壊

図N-1

同
様
の
状
況
は
、
農
業
以
外
の
生
業
が
生
ま
れ
人
口
も
増
え
た
室
町
時
代
以
後
、

と
思
わ
れ
ま
す
。
戦
国
時
代
に
は
、
城
や
市
街
の
建

設
や
、
そ
れ
が
兵
火
に
焼
か
れ
て
か
ら
の
復
興
な
ど

に
、
大
量
の
山
林
樹
木
が
消
費
さ
れ
、
土
砂
流
災
害

の
可
能
性
を
造
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
一
例
を

N
H
K
の
大
河
ド
ラ
マ
に
観
た
人
は
多
い
で
し
ょ
う
。

一
方
で
、
少
な
か
ら
ぬ
戦
国
大
名
が
、
ヶ
富
国
強
兵
ク

の
た
め
に
も
せ
よ
、
治
水
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

Il

章
で
触
れ
た
武
田
信
玄
の
信
玄
堤
や
加
藤
清
正
の
治

水
な
ど
は
有
名
で
す
（
図
W
I
1
)
。
し
か
し
、
秀
吉

の
「
太
閤
堤
」
な
ど
を
造
っ
て
の
淀
川
改
修
は
、
舟

運
の
強
化
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
自
然
を
無
視
し

て
お
り
、
今
日
ま
で
水
害
リ
ス
ク
を
広
げ
て
い
ま
す

（図
w
|
2
)
。

° 信玄堤 門高宮
竜王 三社神社

信玄堤築造当時の想定図。「池田碩、都市開発・都市化と災害 r宇宙・ガ

イア・人間環境』三和書房、第9章、 1997年」から。一部加筆。

あ
ち
こ
ち
で
現
れ
た
も
の
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や
災
害
は
、
秀
吉
の
工
事
の
例
以
外
に
は
、

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

徳
川
氏
の
利
根
川
付
け
替
え
は
、
む
し
ろ
自

然
条
件
を
う
ま
く
生
か
し
た
例
と
言
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
後
、
と
く
に
昭
和
や
五
戦
後
ク
に
は
、

治
水
以
外
に
発
電
や
水
利
用
な
ど
が
河
川
改

修
の
大
き
な
目
的
と
な
り
、
；
多
目
的
ダ
ム
へ

ぷ
祁
合
ダ
ム
ク
の
建
設
が
大
規
模
に
進
め
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
の
問
題
に
つ
い
て
は
次

の
節
以
後
で
述
べ
ま
す
。

国
土
改
造
の
時
代

第
二
次
大
戦
で
の
敗
戦
後
、
日
本
で
は
資

源
が
非
常
に
乏
し
い
国
土
に
過
密
な
人
口
が

生
活
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
必
至
で
取
り
組
ま
れ
た
の
が
食
料
増
産
で

す。

図N-2

宇治川を巨椋池から切り離した横島堤（太閤堤）。

近畿農政局HPの「巨椋池の歴史」の「5.天下統一と太閤堤」による。

(http:/ /www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/oguraike/oguraike03.html) 
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一
方
、
日
本
列
島
に
は
石
油
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
水
が
あ
る
。
高
い
山
に
多

く
の
雨
が
降
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
水
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
水
そ
の
も
の
と
を
大
い
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
わ

け
で
、
ア
メ
リ
カ
の

T
V
A
（
テ
ネ
シ
ー
川
流
域
開
発
公
社
）
の
ダ
ム
郡
建
設
に
習
っ
て
大
き
な
ダ
ム
を
つ
く

り
ま
し
た
。
こ
れ
を
使
っ
て
工
業
を
典
し
、
都
市
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
交
通
・
運
輸
網
を
云
々
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

一
般
国
民
に
と
っ
て
も
、
一
見
、
も
っ
と
も
な
施
策
で
し
た
。

当
時
、
ソ
連
の
品
国
土
改
造
ク
が
社
会
主
義
の
優
れ
た
成
果
と
し
て
喧
伝
さ
れ
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。
安

易
な
自
然
改
変
の
危
険
を
指
摘
す
る
者
は
、
小
出
博
さ
ん
や
高
橋
裕
さ
ん
、
ダ
ム
建
設
反
対
の
地
域
住
民
な
ど

少
数
し
か
い
な
か
っ
た
時
代
で
し
た
。

ダ
ム
に
関
す
る
問
題
は
先
に
触
れ
ま
し
た
し
、
後
で
も
記
し
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
水
に
関
す
る
開
発
問
題

と
し
て
干
拓
と
用
水
を
取
り
上
げ
ま
す
。

自
然
の
諸
条
件
が
地

八
郎
潟
千
拓

戦
後
の
食
料
増
産
手
段
の
一
っ
と
し
て
、
盛
ん
に
湖
沼
の
干
拓
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
秋
田
県
の
八
郎
潟

干
拓
は
そ
の
は
じ
め
で
、
か
つ
最
大
の
も
の
で
し
た
。
こ
の
計
画
の
時
、
当
時
、
政
府
が
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
招
い

た
技
師
が
、
「
ま
ず
八
郎
潟
形
成
の
自
然
史
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
言
い
ま
し
た
。
日
本
の
技
師

た
ち
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
夢
想
も
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
驚
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
後
、
各
地
、
た
と
え
ば
島
根
県
の
宍
道
湖
に
続
く
中
の
海
の
干
拓
に
際
し
て
は
、
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質
時
代
に
遡
っ
て
調
査
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
分
か
り
、
中
の
海
干
拓
計
画
は
中
止
に

至
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
例
の
有
明
干
拓
は
、
事
前
に
漁
民
や
少
な
か
ら
ぬ
専
門
家
、
識
者
だ
け
で
な
く
、
佐
賀

県
当
局
か
ら
も
批
判
や
警
告
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
強
行
さ
れ
ま
し
た
。
今
に
な
っ
て
農
水
省
自
身
が
、

漁
民
、
入
植
農
民
、
二
つ
の
県
自
治
体
の
板
挟
み
に
な
っ
て
困
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
人
災
で
す
（
写
真
I
V
|
l
)
。

写真N-1

a 

b
 

ー、"
締切堤ゲートが降りた後の諫早湾干拓地 (1997年9月撮影）

a: 湾奥から沖を望む。締切堤ははるか遠く、良く見えない。

b: 水面低下で露れた牡蠣の累々たる死骸。
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長
大
用
水
路

各
地
の
長
大
用
水
路
は
、
国
が
進
め
た
国
土
改
造
で
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
っ
た
も
の
の
な
か
で
も
と
く
に
め
だ
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
用
水
は
、
一
旦
計
画
さ
れ
た
ら
、
強
引
に
造
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
濃
尾
平

野
の
川
か
ら
用
水
が
養
老
山
脈
の
麓
の
市
や
町
に
配
ら
れ
、
買
っ
た
水
を
海
に
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
い

る
自
治
体
が
あ
る
こ
と
は
有
名
か
と
思
い
ま
す
。

国
交
省
が
管
轄
す
る
淀
川
水
系
は
、
水
の
分
配
と
い
う
意
味
で
は
、
神
戸
市
を
含
み
ま
す
。
武
庫
川
流
域
や
、

六
甲
山
か
ら
の
き
れ
い
な
伏
流
水
が
流
れ
る
神
戸
市
を
横
切
っ
て
神
戸
市
西
端
ま
で
水
が
送
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。佐

賀
平
野
西
縁
の
杵
島
山
の
西
の
山
間
に
、
佐
賀
平
野
を
横
切
っ
て
筑
後
川
の
水
が
送
ら
れ
、
地
元
の
人
が

「
日
本
一
水
道
料
金
が
高
い
」
と
嘆
い
て
い
ま
す
。
井
戸
水
に
大
腸
菌
が
い
る
と
い
う
の
が
理
由
で
す
が
、
そ

れ
を
ず
っ
と
飲
ん
で
き
て
、
何
事
も
起
こ
っ
た
こ
と
が
な
い
水
で
す
。

は
じ
め
の
愛
知
用
水
で
は
、
確
か
に
知
多
半
島
の
水
不
足
が
解
消
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ど
こ
か
で
「
ま

あ
成
功
」
と
見
倣
さ
れ
る
例
が
で
き
る
と
、
味
を
し
め
て
か
真
似
が
始
ま
り
ま
す
。
関
係
し
て
行
政
機
関
や
大

学
の
専
門
家
養
成
部
門
が
で
き
、
企
業
の
収
益
手
段
の
一
っ
と
な
る
と
、
も
う
止
ま
り
ま
せ
ん
。
用
水
問
題
に

限
り
ま
せ
ん
。
大
ダ
ム
な
ど
で
は
世
界
的
現
象
で
す
。

と
く
に
日
本
で
は
、
自
然
が
ど
う
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
が
必
要
と
し
て
い
る
か
、
経
済
的
に
採
算
が
と
れ
る

か
さ
え
も
構
わ
ず
に
、
次
々
と
設
置
が
計
画
さ
れ
ま
す
。
立
ち
退
き
問
題
、
生
業
の
破
壊
疲
弊
、
環
境
破
壊
や

災
害
リ
ス
ク
な
ど
で
地
域
住
民
の
反
対
が
起
こ
っ
て
も
、
計
画
は
大
き
い
も
の
ほ
ど
国
家
な
ど
の
大
事
業
と
な
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「
何
処
に
い
て
も
同
じ
」
で
は
な
い

よ
く
、
「
災
害
列
島
の
日
本
で
は
、
災
害
は
、
何
時
、
何
処
で
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
自
然
と
社
会
の
激
甚
事
象
発
生
に
は
、
本
来
確
率
論
的
性
質
が
あ
り
、
予
測
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で

す
。
そ
し
て
、
そ
の
発
生
確
率
が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
、
何
処
で
で
も
備
え
が
急
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
訴
え
な
の
で
す
。

こ
の
訴
え
を
、
「
何
処
に
い
て
も
同
じ
」
と
い
う
意
味
に
受
け
取
る
人
が
あ
り
ま
す
が
、
決
し
て
同
じ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
危
険
の
確
率
は
時
と
所
に
よ
っ
て
大
変
に
違
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
今
、
増
大
し
て
い
ま
す
。

N
|
3
 
今
の
災
害
の
起
こ
り
方

り
、
ち
っ
と
そ
っ
と
の
反
対
で
は
計
画
見
直
し
に
な
り
ま
せ
ん
。
る
食
う
ク
手
段
と
し
て
、
で
き
な
く
て
は
困

る
人
た
ち
ゃ
企
業
が
生
ま
れ
、
増
え
る
か
ら
で
す
。
結
果
と
し
て
、
そ
れ
以
前
に
は
な
か
っ
た
種
類
の
災
害
が

起
こ
り
得
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
起
こ
り
う
る
事
故
や
災
害
の
規
模
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

は
じ
め
に
で
き
あ
が
る
も
の
が
、
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
防
災
に
付
い
て
も
か
な
り
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
も
、

2
番
目
、

3
番
目
と
後
の
も
の
ほ
ど
問
題
が
多
く
災
害
リ
ス
ク
が
大
き
い
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

l-．
現
代
日
本
の
開
花
現
代
文
学
大
系
、
夏
目
漱
石
集

(
1
)
」
筑
麿
書
房
、

4
0
2
|
4
1
2
頁、

4
7
5
頁
、
昭
和
43
年
。
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昔
の
人
は
、
危
な
い
と
こ
ろ
を
で
き
る
だ
け
避
け
て
住
ん
で
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
紀
州
の
山
地
で
は
、
地

主
は
昔
か
ら
高
く
て
不
便
な
と
こ
ろ
に
屋
敷
を
構
え
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
が
安
全
な
と
こ
ろ
だ
と
い
う
こ
と
を
、

人
々
は

1
9
5
3
年
の
大
水
害
ま
で
忘
れ
て
い
ま
し
た
。

雲
仙
火
山
災
害
が
起
こ
っ
て
か
ら
、
ク
こ
ん
な
怖
い
と
こ
ろ
に
は
も
う
お
れ
な
い
ク
と
思
っ
て
、
島
原
か
ら

神
戸
に
逃
れ
た
人
が
い
ま
す
。
そ
し
て
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
被
災
さ
れ
ま
し
た
。
本
当
は
、
雲
仙
火
山
が

爆
発
的
活
動
を
休
ん
で
い
る
今
、
台
風
以
外
の
自
然
災
害
か
ら
は
島
原
地
方
は
安
全
で
す
。
風
光
明
媚
で
、
肉

や
魚
や
野
菜
、
果
物
な
ど
の
食
べ
物
も
豊
富
で
お
い
し
く
、
こ
れ
ほ
ど
好
い
と
こ
ろ
は
日
本
で
も
そ
う
あ
り
ま

せ
ん
。昔

か
ら
災
害
が
多
い
の
に
、
そ
れ
に
付
き
合
い
な
が
ら
、
大
勢
の
人
が
住
ん
で
き
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

京
都
が
そ
の
典
型
で
す
。
こ
こ
は
地
震
が
多
い
の
で
す
。
そ
れ
に
、
鴨
川
や
桂
川
も
、
歴
史
的
に
し
ば
し
ば
暴

れ
ま
し
た
。
戦
乱
で
戦
場
に
な
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
度
に
立
ち
上
が
っ
て
復
興
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
実
際
問
題
と
し
て
、
そ
の
時
ど
き
に
、
少
し
で
も
危
険
性
が
小
さ
い
と
こ
ろ
を
選
ぶ
こ
と

が
望
ま
れ
ま
す
。
す
で
に
、
土
砂
災
害
や
津
波
災
害
そ
の
他
す
べ
て
の
自
然
災
害
に
つ
い
て
記
し
た
つ
も
り
で

す
が
、
し
ば
し
ば

l
メ
ー
ト
ル
の
違
い
が
生
死
を
分
け
ま
す
。
こ
の
ス
ケ
ー
ル
の
場
所
の
選
択
は
、
地
域
住
民

こ
そ
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
古
老
は
良
く
知
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
そ
の
地
域
、
場
所
、
地
点
ご

と
の
自
然
と
人
文
、
そ
の
成
り
立
ち
と
特
徴
を
知
り
、
危
険
性
の
実
態
に
合
わ
せ
て
住
ま
い
や
生
産
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
防
災
、
減
災
の
基
本
で
す
。
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災
害
リ
ス
ク
環
境
の

3
ゾ
ー
ン

グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
の
活
用

筆
者
は
、
生
活
や
地
域
の
計
画
を
考
え
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、
被
災
リ
ス
ク
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
」
、
「
グ

レ
イ
ゾ
ー
ン
」
、
「
ホ
ワ
イ
ト
ゾ
ー
ン
」
の

3
ゾ
ー
ン
を
識
別
す
る
意
義
を
提
唱
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
単
な

る
地
理
区
分
で
は
な
く
、
防
災
対
象
地
域
の
評
価
に
有
用
な
概
念
で
あ
り
、
地
域
計
画
の
時
系
列
的
策
定
の
基

本
と
な
る
も
の
で
す
。

色
わ
け
を
黒
と
か
白
と
か
に
し
て
赤
、
黄
、
白
な
ど
に
し
て
い
な
い
の
は
、
一
っ
に
は
、
交
通
信
号
と
異
な

り
、
変
化
が
時
間
的
空
間
的
に
デ
ジ
タ
ル
で
な
く
、
連
続
的
で
あ
る
こ
と
を
表
し
や
す
い
か
ら
と
、
も
う
一
っ

は
、
行
政
が
お
こ
な
う
斜
面
災
害
の
危
険
度
区
分
と
混
同
さ
れ
な
い
た
め
で
す
。
「
危
険
度
」
と
か
「
安
全
度
」

と
か
言
っ
て
も
済
む
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
地
理
学
的
感
じ
が
少
し
強
く
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
が
住
ん
で
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
は
プ
ラ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
で
す
。
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
は
、
そ
の
黒
い
程
度
に
応
じ

て
、
利
用
の
仕
方
を
考
え
て
よ
い
と
こ
ろ
で
す
。
と
く
に
被
災
（
原
発
事
故
被
災
ほ
か
）
地
域
の
住
民
に
と
っ

て
は
、
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
の
活
用
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
で
き
る
だ
け
早
く
生
活
・
自
給
条
件
を
回
復
す
る
た
め

に
重
要
で
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
先
に

11
章
で
触
れ
た
、
雲
仙
普
賢
岳
噴
火
・
土
石
流
災
害
に
関
す
る
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
（
写

真

II|18
参
照
）
。
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こ
こ
で
は
、
火
山
活
動
の
周
期
性
に
関
わ
っ
て
各
ゾ
ー
ン
が
時
系
列
的
に
変
化
し
ま
し
た
。
あ
る
時
期
、
土

石
流
は
ま
だ
く
る
恐
れ
が
あ
る
が
、
火
砕
流
は
も
う
こ
な
い
と
い
う
場
所
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
場
所
の

危
険
性
を
「
グ
レ
イ
」
と
と
ら
え
れ
ば
、

0
か
X

か
と
画
一
的
に
考
え
ず
、
馬
や
牛
を
放
牧
で
き
る
こ
と
に
気

付
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
動
物
に
は
足
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
台
風
警
報
報
が
で
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
移
せ
ば
良
い

わ
け
で
す
。

先
に
皿
章
で
記
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
考
え
方
は
、
玉
総
合
治
水
ク
に
は
と
く
に
重
要
で
す
。
河
川
の
洪
水

災
害
に
周
期
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
端
的
に
言
え
ば
、
洪
水
を
必
ず
し
も
河
道
に
封
じ
込
め

ず
に
適
当
に
溢
れ
さ
せ
る
と
い
う
話
で
す
。
国
交
省
も
、
私
の
い
う
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
っ

て
い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
大
阪
府
北
部
の
樟
葉
で
は
、
淀
川
の
河
川
敷
に
、
古

く
か
ら
ゴ
ル
フ
場
が
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
上
流
で
も
、
桂
川
の
河
川
敷
で
、
地
域
住
民
が
野
菜
な

ど
を
作
っ
て
い
ま
す
。
書
い
て
良
い
こ
と
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
に
は
管
理
者
で
あ
る
国
土
交
通

省
の
河
川
事
務
所
の
積
極
的
丘
黙
認
ク
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
洪
水
で
野
菜
が
流
さ
れ
て
被
害
が
で
る
の

は
「
自
己
責
任
」
で
す
。

グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
活
用
の
考
え
方
は
、
東
日
本
災
害
被
災
地
の
復
興
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
、
被
災
地
の
復
典
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
の
有
識
者
の
提
言
に
は
、
地
域
の
自
然
と
人
文
を
無
視

し
た
乱
暴
な
も
の
も
見
ら
れ
ま
す
。
本
当
は
、
激
し
い
自
然
現
象
に
よ
っ
て
過
酷
な
被
害
を
被
っ
た
土
地
で
も
、

そ
れ
で
逆
に
ホ
ワ
イ
ト
ゾ
ー
ン
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
は
転
居
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

グ
レ
イ
な
場
所
で
、
津
波
後
、
凹
地
や
池
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
も
、
積
極
的
に
、
た
と
え
ば
魚
の
釣
り
堀
と
か

187 



養
殖
場
と
か
の
整
備
に
利
用
で
き
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
、
問
題
な
の
は
そ
の
技

術
で
し
ょ
う
。
技
術
の
導
入
の
援
助
こ
そ
、
救
援
や
資
金
的
援
助
に
も
ま
し
て
、
行
政
が
で
き
る
復
興
援
助
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
、
ブ
ラ
ッ
ク
な
の
は
東
北
太
平
洋
沿
岸
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
災
害
と
く
に
津
波
や
高
潮
に
よ
る
災
害
と

こ
れ
へ
の
対
策
に
関
し
て
、
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
お
ら
れ
る
河
田
恵
昭
さ
ん
が
、
厳
し
く
警
告
し
て
お
ら

れ
る
と
お
り
、
首
都
園
や
大
阪
、
名
古
屋
で
す
。
あ
え
て
言
え
ば
、

3
.
1
1
津
波
の
す
ぐ
後
で
も
そ
う
で
し
た
。

私
は
、
東
北
津
波
被
害
の
直
後
、
海
岸
で
、
と
り
あ
え
ず
テ
ン
ト
一
張
で
海
水
浴
場
を
開
く
こ
と
を
提
案
し

ま
し
た
。
少
し
で
も
現
金
収
入
を
得
る
た
め
で
す
。
津
波
警
報
が
で
れ
ば
逃
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
で
す
。
ど

こ
か
ら
も
反
応
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
皆
さ
ん
、
「
ま
た
す
ぐ
津
波
が
く
る
の
で
は
」
と
恐
れ
て
い
た
の
と
、

当
面
大
変
で
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
、
東
日
本
大
震
災
で
津
波
の
予
測
が
失

敗
だ
っ
た
の
で
、
気
象
庁
そ
の
他
、
専
門
家
に
対
す
る
信
頼
が
失
挫
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
専
門
家
た
ち
自
身

が
、
分
け
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
、
非
常
に
慎
重
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
被
災
者
や
被
災
リ
ス
ク

を
恐
れ
る
人
た
ち
を
困
ら
せ
て
い
ま
す
。

0
か
X

か
の

2
択
で
な
く
、
当
面
、
短
期
、
中
期
、
長
期
に
ス
ケ
ー
ル
ご
と
に
、
被
災
リ
ス
ク
の

3
ゾ
ー
ン

と
そ
の
変
化
を
考
え
る
と
、
具
体
的
に
良
い
考
え
が
浮
か
ぶ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

実
際
問
題
と
し
て
、
す
で
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
を
「
開
発
」
し
、
そ
こ
に
住
み
、
産
業
も
、
首
都
そ
の
他

の
行
政
機
能
も
集
め
て
し
ま
っ
た
今
の
日
本
の
防
災
・
減
災
を
ど
う
す
る
か
は
、
言
い
よ
う
も
な
い
ほ
ど
深
刻

な
問
題
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
（
W

|

4

|
五
、
六
）
で
述
べ
ま
す
。
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＿
＿
＿
住
民
五
参
画
ク
の
要

グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
の
実
態
は
、
場
所
毎
に
非
常
に
多
様
で
す
、
こ
れ
を
一
番
良
く
知
っ
て
い
る
の
は
、
現
地
の

漁
業
従
事
者
、
農
民
、
と
く
に
古
老
で
す
。
今
後
の
復
旧
、
生
活
、
利
用
、
そ
の
計
画
（
デ
ザ
イ
ン
）
に
も
、

グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
の
防
災
計
画
の
た
め
に
も
、
災
害
の
素
因
を
造
ら
な
い
た
め
に
も
、
現
地
の
こ
れ
ら
住
民
の
意

向
や
知
識
、
知
恵
が
不
可
欠
で
す
。
机
上
の
空
論
を
避
け
る
た
め
に
は
、
住
民
に
よ
る
、
住
民
の
た
め
の
計
画

樹
立
を
図
る
べ
き
で
す
。
専
門
家
の
知
識
や
技
術
は
、
そ
の
展
望
を
具
体
化
す
る
上
で
生
か
せ
ま
す
。
な
お
、

有
識
者
は
も
と
よ
り
い
わ
ゆ
る
専
門
家
に
も
、
自
然
や
自
然
史
（
と
く
に
地
形
や
地
質
条
件
・
環
境
）
に
つ
い

て
の
知
識
が
欠
け
て
い
る
者
や
、
甚
だ
し
く
は
無
関
心
で
あ
る
者
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
、
大
い
に

警
戒
を
要
し
ま
す
。

災
害
や
そ
れ
か
ら
の
復
興
の
諸
問
題
を
調
査
す
る
に
は
、
素
早
さ
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
当
面
の
細
か
な
こ
と
に
気
を
と
ら
れ
過
ぎ
ず
、
地
域

1
0
0
年
の
計
を
立
て
る
こ
と
も
大
事
で
す
。
し
か

し
、
そ
れ
が
、
住
民
と
の
討
論
な
し
に
、
も
っ
ば
ら
ゼ
ネ
コ
ン
に
投
げ
か
け
ら
れ
、
広
域
を
一
括
し
て
、
は
っ

き
り
言
っ
て
拙
速
に
進
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
グ
レ
イ
ゾ
ー

ン
の
時
系
列
的
有
効
活
用
の
問
題
は
、
全
く
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

な
お
、
防
災
的
地
域
造
り
の
要
諦
は
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
と
、
そ
れ
へ
の
住
民
参
加
、
参
画
で
す
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
＞
章
で
記
し
ま
す
。
た
だ
、
原
発
ク
事
故
ク
被
災
地
域
の
放
射
能
汚
染
と
そ
の
除
去
の
効
果

に
つ
い
て
は
、
専
門
家
の
測
定
結
果
を
聴
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
国
や
東
電
の
判
定
は
甘
す
ぎ
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
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防
災
も
災
害
を
つ
く
る

た
と
え
ば
、

1
9
3
5
年
の
京
都
水
害
か
ら
の
復
興
と
鴨
川
、
高
野
川
改
修
の
た
め
に
、
比
叡
山
地
で
な
さ

れ
た
採
石
は
、

1
9
5
7
年
修
学
院
音
羽
川
災
害
で
の
土
石
流
出
の
要
因
の
一
っ
と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

そ
の
後
の
砂
防
ダ
ム
工
事
の
た
め
に
は
、
次
の
災
害
の
際
の
流
下
材
料
を
川
の
上
流
部
に
置
く
こ
と
に
な
る
こ

と
を
知
り
つ
つ
も
、
そ
こ
に
仕
材
運
搬
道
路
を
設
け
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

災
害
を
加
害
力
と
防
災
力
の
せ
め
ぎ
あ
い
と
説
明
し
た
り
、
発
生
と
防
止
努
力
が
繰
り
返
さ
れ
る
サ
イ
ク
ル

と
捉
え
た
り
す
る
災
害
論
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
観
念
的
な
思
弁
に
過
ぎ
ず
、
具
体
的
に
は
何
も
言
っ
た
こ
と

に
な
り
ま
せ
ん
。
自
然
や
社
会
は
そ
の
よ
う
な
絵
で
モ
デ
ル
化
で
き
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

実
際
に
は
、
災
害
は
そ
の
な
か
に
防
災
要
因
を
含
み
、
防
災
は
次
の
災
害
の
要
因
を
造
り
ま
す
。
防
災
工
事
に

せ
よ
何
に
せ
よ
、
自
然
に
人
工
を
加
え
れ
ば
、
大
な
り
小
な
り
必
ず
副
作
用
が
起
こ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

五
免
疫
性
と
ア
レ
ル
ギ
ー
性

先
に
記
し
た
免
疫
性
の
問
題
は
、
単
に
観
念
的
な
法
則
性
概
念
の
話
で
は
な
く
、
防
災
、
そ
れ
も
具
体
的
な

ハ
ー
ド
な
対
策
の
計
画
に
か
か
わ
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
崩
壊
し
て
免
疫
性
が
で
き
た
谷
に
は
、
急
い
で

防
災
ダ
ム
を
設
置
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
判
断
を
す
る
に
は
、
慎
重
で
充
分
な
現
地
調
査
が

必
要
で
す
。
こ
の
点
で
、
崩
壊
発
生
後
の
自
然
・
人
文
状
況
の
地
質
調
査
も
ろ
く
に
で
き
な
い
う
ち
に
、
急
い

で
工
事
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
今
の
法
制
は
問
題
で
す
。
各
災
害
地
で
、
不
急
ど
こ
ろ
か
不
要
の
丘
切

災
工
事
ク
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

四
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六

現
代
災
害
の
起
こ
り
方

な
お
、
災
害
を
起
こ
す
よ
う
な
自
然
や
社
会
の
激
変
は
、
自
然
や
社
会
を
痛
め
、
次
の
激
変
や
被
害
を
起
こ

し
や
す
く
も
し
ま
す
。
免
疫
性
の
逆
の
、
言
わ
ば
ア
レ
ル
ギ
ー
性
が
生
ま
れ
ま
す
。
逆
も
真
で
す
。
と
く
に
地

滑
り
と
そ
の
災
害
に
は
ア
レ
ル
ギ
ー
性
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
記
し
ま
し
た
。

因
果
は
回
っ
て
い
る

自
然
条
件
を
無
視
し
た
過
剰
開
発
、
乱
開
発
が
素
因
の
災
害
発
生
は
、

W
|
2
に
見
た
よ
う
に
、
古
代
文
明

か
ら
続
く
問
題
で
す
。
封
建
時
代
に
は
、
一
時
そ
う
い
う
開
発
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
明
治
以
後
、

そ
し
て
、
ハ
ー
ド
の
技
術
力
の
発
展
に
自
惚
れ
た
五
戦
後
ク
で
は
、
無
茶
苦
茶
に
復
活
し
ま
し
た
。
そ
の
因
果

が
今
顕
れ
て
い
ま
す
。

大
規
模
開
発
と
言
え
ば
想
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
か
つ
て
の
田
中
角
首
相
の
「
日
本
列
島
大
改
造
」
の
大
号

令
で
す
。
こ
れ
は
、
氏
の
「
ヶ
裏
日
本
ク
な
ど
と
い
う
呼
び
方
を
誰
が
始
め
た
1.
」
と
い
う
怒
り
に
始
ま
る
と

言
わ
れ
ま
す
。
気
持
ち
は
も
っ
と
も
と
思
え
ぬ
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
具
体
的
に
は
そ
の
先
が
問
題
の
連
続
に
な
り
ま
す
。
自
然
や
人
文
、
災
害
環
境
の
実
態
を
無
視

し
た
開
発
デ
ザ
イ
ン
、
開
発
計
画
が
、
あ
ち
ら
で
も
、
こ
ち
ら
で
も
、
広
が
り
ま
す
。
し
か
も
、
日
本
で
は
、

地
形
も
地
質
も
画
か
れ
て
い
な
い
地
図
の
上
に
、
政
治
家
や
経
済
人
が
開
発
計
画
図
面
を
引
く
の
は
珍
し
く
な

い
よ
う
で
す
。
な
ん
と
か
地
域
、
か
ん
と
か
地
域
が
、
一
部
既
存
権
益
の
尊
重
、
維
持
を
前
提
に
設
定
さ
れ
、
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そ
の
間
が
線
で
繋
が
れ
ま
す
。
大
阪
都
構
想
も
、
墓
本
的
に
そ
う
い
う
函
姦
羊
が
先
走
っ
た
も
の
ク
と
言
わ
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。

近
年
の
災
害
の
発
生
過
程
を
見
て
重
大
な
こ
と
の
―
つ
が
、
戦
後
、
高
度
成
長
期
に
建
設
さ
れ
た
諸
施
設
の

軒
並
み
老
朽
化
問
題
で
す
。
こ
の
問
題
は
、
小
林
一
輔
さ
ん
の
著
作
、
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
危
な
い
」
（
注
2
)

で

の
警
鐘
以
来
、
多
く
の
人
々
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
博
多
市
、

J
R
博
多
駅
前
の
道
路
陥
没
事

故
、
各
地
ト
ン
ネ
ル
事
故
、
ご
く
近
年
の
交
通
関
係
施
設
の
故
障
事
故
な
ど
、
ぞ
っ
と
す
る
事
態
が
、
誰
の
眼

に
も
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
明
ら
か
に
、
今
、
ク
開
発
ヘ
ヶ
成
長
ク
の
つ
け
が
回
っ
て
き
て
い
ま
す
。

乱
開
発
の
大
復
活
、
計
画
的
発
展

こ
こ
で
、
奇
異
な
の
は
、
こ
の
現
代
開
発
が
、
無
秩
序
な
乱
開
発
で
あ
り
、
ま
た
一
面
、
計
画
的
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
世
界
的
に
も
例
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
で
は
、
こ
と
に
こ
の
無
計
画
性
と

計
画
性
と
が
玄
妙
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。
首
都
圏
や
大
阪
の
状
況
に
観
る
と
お
り
で
す
。

あ
る
意
味
で
、
も
っ
と
深
刻
だ
と
言
え
る
問
題
は
、
こ
れ
ら
開
発
計
画
が
、
数
十
年
ス
ケ
ー
ル
の
眼
の
前
の

事
態
解
決
だ
け
を
考
え
た
安
易
な
も
の
で
あ
る
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
他
の
一
面
、
そ
の
構
想
の
淵
源
は
古
く

雄
大
で
、
何
故
か
、
現
在
の
建
設
行
政
を
縛
っ
て
止
ま
な
い
の
で
す
。

筆
者
は
昔
、
神
戸
の
六
甲
山
の
風
化
の
調
査
を
委
託
さ
れ
た
先
生
に
従
っ
て
、
現
地
を
歩
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
委
託
が
神
戸
市
の
防
災
関
係
の
部
局
で
な
く
、
港
湾
課
か
ら
で
し
た
。
何
故
か
と
思
っ
た
ら
、
例
の
＃
神

戸
株
式
会
社
ク
の
、
山
を
削
っ
て
海
に
土
地
や
港
を
造
る
大
計
画
の
た
め
の
も
の
で
し
た
。
益
地
元
の
人
に
調
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査
目
的
を
言
わ
な
い
で
く
れ
。
地
代
が
上
が
る
と
困
る
か
ら
ク
と
い
う
話
で
し
た
。
こ
の
計
画
が
、
ア
メ
リ
カ

第

6
艦
隊
の
、
安
全
な
停
泊
埠
頭
を
造
る
こ
と
を
含
む
大
計
画
で
あ
る
こ
と
に
、
私
が
気
づ
い
た
の
は
、
か
な

り
後
の
こ
と
で
し
た
（
注
3
)
0

広
域
開
発
計
画
と
い
う
も
の
は
、
災
害
か
ら
の
復
興
や
都
市
の
防
災
的
再
開
発
な
ど
だ
け
で
な
く
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
右
の
よ
う
に
軍
部
の
軍
事
力
展
開
計
画
に
も
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
計
画
は
一
旦
造
ら
れ
て
し

ま
う
と
、
行
政
に
「
慣
性
の
法
則
」
を
及
ぽ
し
ま
す
。
そ
の
事
情
は
、
行
政
の
担
当
者
に
も
、
必
ず
し
も
分
か
っ

て
い
な
い
よ
う
で
す
。

「
天
の
声
」
に
は
勝
て
な
い

大
き
な
全
体
的
計
画
の
下
で
も
、
そ
れ
に
沿
う
形
で
の
細
部
の
線
引
き
に
は
、
国
交
省
の
個
別
工
事
事
務
所

や
自
治
体
が
関
わ
り
ま
す
。
そ
の
変
更
は
可
能
で
す
。
現
に
、
筆
者
が
関
係
し
た
例
で
は
、
一
旦
、
県
と
市
の
「
都

市
計
画
審
議
会
」
で
も
承
認
さ
れ
た
ト
ン
ネ
ル
ル
ー
ト
が
、
国
交
省
、
県
、
市
の
専
門
職
員
や
地
元
住
民
、
専

門
研
究
者
な
ど
を
委
員
と
す
る
委
員
会
で
の
検
討
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
「
東
海
環
状
自
動
車
道
」
計

画
の
一
部
で
す
。
計
画
全
体
の
見
直
し
で
な
く
、
ル
ー
ト
の
変
更
で
す
。

専
門
職
員
に
と
っ
て
対
応
が
難
し
い
の
は
、
む
し
ろ
、
当
該
の
自
治
体
の
何
処
か
ら
か
「
天
の
声
」
が
聞
こ

え
る
場
合
の
よ
う
で
す
。
地
方
自
治
体
の
専
門
技
術
を
持
つ
公
務
員
に
は
、
土
地
の
自
然
・
人
文
条
件
に
問
題

が
あ
る
ケ
ー
ス
に
建
築
許
可
を
下
ろ
す
こ
と
を
渋
る
人
が
あ
り
得
ま
す
。
個
別
の
住
宅
建
築
の
段
階
で
の
法
基

準
か
ら
観
て
、
問
題
が
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
す
。
「
天
の
声
」
に
抵
抗
す
る
侍
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
問
題
は
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被
災
は
続
く
、
何
時
ま
で
も

昔
、
「
災
害
」
と
「
環
境
破
壊
問
題
」
と
の
違
い
が
、
被
害
を
受
け
る

時
間
の
長
さ
の
違
い
と
捉
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
自
然
現
象
と
社
会

七
被
災
の
継
続
と
ク
創
造
的
復
興
々

「
開
発
許
可
」
で
す
。
こ
れ
が
す
で
に
下
り
て
い
る
と
、
「
開
発
許
可
が

下
り
て
い
る
の
に
何
故
建
築
許
可
が
下
ろ
せ
な
い
の
だ
」
と
迫
ら
れ
る
と

困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
昔
、
東
北
地
方
で
の
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
の
裁
判

で
、
行
政
が
負
け
た
判
例
が
あ
る
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
神
話
」

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
問
題
は
、
こ
の
段
階
で
の
防
災
の
視
点
で
の
乱
開
発
防
止
で
す
。

要
す
る
に
「
開
発
許
可
」
の
法
制
の
検
討
が
必
要
で
す
。

[注

（引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

2
i
小
林

一
輔

『
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
危
な
い
」
岩
波
新
書
、

2
3
0
頁、

1
9
9
9
年
。

3
；
て
の
後
の
神
戸
市
長
の

「
核
を
持

っ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
が
な
け
れ
ば
、
ア
メ

リ
カ
の
艦
船
の
入
港
を
認
め
な
い
」
と
の
言
明

(
l
9
7
5
年
）
以
来
、
ア
メ
リ
カ

の
艦
船
は
神
戸
港
に
は
入
港
し
て
い
ま
せ
ん
。

| 《コラム》 国土強靱化 I 

2017年度予算編成にあたり、自民党二階俊博幹事長が、国土強靱化関連費と

して確保した予算が3兆7000億円でした。当時、新聞は、公共事業への批判に、

防災をテコに切り返す手法を確立したものだとの解説しています。確かに、転

んでもただでは起きない類いの話という感じがします。しかし、橋梁、高架、

トンネルなどの既設設備、既開発地域の老朽化・劣化が全国的に進んでおり、

そのハード、ソフトに渡る総点検、補修、作り直しが焦眉の急であることも確

かです。ただし、これまでの実際を見ると、今回も、この機に乗じて不要不急

や災害要因となる公共工事が進められ、新しい開発の許可もなされていると思

わざるをえません。
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IV 災害論 何をどう考える一災害の進化、現代の災害一

に
起
こ
る
災
害
の
区
別
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
台
風
一
過
」

と
言
い
ま
す
が
、
自
然
の
動
き
は
速
く
過
ぎ
て
も
、
そ
れ
を
直
接
因
と
す
る
災
害
は
、
一
過
性
で
は
済
み
ま
せ
ん
。

災
害
を
い
か
に
し
た
ら
短
期
間
で
終
わ
ら
せ
ら
れ
る
か
。
今
も
今
後
も
も
っ
と
も
重
大
な
問
題
の
―
つ
で
す
。

東
日
本
大
災
害
で
は
、
発
生
か
ら

6
年
経
っ
て
も
、

7
0
0
0
人
が
応
急
仮
設
住
宅
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

福
島
県
で
は
、

8
万
人
を
超
え
る
県
民
が
県
内
外
に
避
難
し
ま
し
た
。
「
震
災
・
原
発
事
故
関
連
死
者
」
は

2
1
2
9
人
で
、
こ
れ
は
「
直
接
死
者
」
の

1
.
3
倍
に
も
当
た
る
と
の
こ
と
で
す
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、

震
災
関
連
死
者
は
、
自
殺
者
を
含
め

1
0
0
0
人
近
く
に
達
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
震
災
発
生
か
ら
20
年
以
上

経
っ
て
も
、
借
り
上
げ
住
宅
か
ら
の
追
い
出
し
の
た
め
に
、
国
が
被
災
入
居
者
を
裁
判
に
訴
え
る
な
ど
と
い
う

問
題
が
起
き
る
有
様
で
、
未
だ
に
被
災
は
終
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

2
0
1
7
年
11
月
に
「
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
」
が
、
な
ん
と
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発

事
故
か
ら
の
自
主
避
難
民
を
山
形
地
裁
に
提
訴
し
ま
し
た
。
自
治
体
の
住
宅
無
償
提
供
が

2
0
1
7
年
3
月
で

打
ち
切
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
立
ち
退
き
と

4
月
か
ら
の
家
賃
支
払
い
を
求
め
て
い
ま
す
。
避
難
者
側
は
、

こ
の
請
求
が
、
避
難
者
の
住
宅
確
保
を
国
に
義
務
づ
け
た
「
原
発
事
故
子
供
・
被
災
者
支
援
法
」
に
反
す
る
と

主
張
し
、
家
賃
を
払
え
ば
生
活
が
で
き
な
い
実
情
を
訴
え
て
い
ま
す
。

こ
の
告
訴
の
合
法
・
違
法
性
は
、
全
国
の
避
難
者
全
体
に
関
わ
る
問
題
で
す
が
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な

事
態
が
起
こ
る
こ
と
自
体
が
、
「
国
民
個
人
の
生
命
、
自
由
、
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
」
尊
重
の
憲
法
第
13
条
や
、

「
国
及
び
公
共
団
体
の
賠
償
責
任
」
を
定
め
た
第
17
条
に
照
ら
し
て
も
問
題
で
し
ょ
う
。

災
害
を
継
続
さ
せ
、
拡
充
し
て
い
る
の
は
、
憲
法
に
反
す
る
社
会
の
ゆ
が
み
で
す
。
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「
創
造
的
復
興
」
は
非
創
造
的
だ
っ
た

近
年
の
い
く
つ
も
の
災
害
に
対
し
て
、
多
額
の
経
費
を
投
じ
て
ハ
ー
ド
や
ソ
フ
ト
の
復
興
事
業
が
お
こ
な
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
場
所
に
も
よ
り
ま
し
ょ
う
が
、

大
い
に
問
題
で
す
。
防
災
ど
こ
ろ
か
、
新
た
な
災
害
素
因
、
た
と
え
ば
次
の
地
震
の
際
の
崩
壊
の
因
を
造
り
か

ね
な
い
の
で
は
困
り
ま
す
。
函
創
造
的
復
興
ク
と
い
う
夢
が
あ
る
よ
う
な
言
葉
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
相
も

変
わ
ら
ぬ
重
厚
長
大
な
地
域
開
発
を
指
向
す
る
の
で
は
、
は
た
し
て
ど
う
な
る
か
不
安
で
す
。

地
域
で
の
安
全
だ
け
を
考
え
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
破
壊
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、

1
9
9
5
年
神
戸
震
災

以
来
の
度
重
な
る
災
害
の
教
訓
で
す
が
、
こ
の
点
が
、
要
す
る
に
集
団
で
移
転
す
る
こ
と
だ
と
形
式
的
に
理
解

さ
れ
、
巨
大
公
共
事
業
の
理
由
、
あ
る
い
は
口
実
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

2
0
1
1
年
東
日
本
大
震
災
の
津
波
災
害
か
ら
の
被
災
地
の
復
興
に
つ
い
て
、
政
府
の
「
山
を
削
っ
て
高
台

に
住
む
と
こ
ろ
を
置
き
、
海
岸
沿
い
の
水
産
業
（
会
社
）
、
漁
港
ま
で
通
勤
す
る
」
そ
の
他
「
エ
コ
タ
ウ
ン
を

つ
く
る
」
な
ど
の
再
生
街
づ
く
り
構
想
は
、
一
見
、
悪
く
な
い
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
例
で
す
が
、

陸
前
高
田
市
長
の
「
1
0
0
年
の
計
」
で
の
「
高
台
移
転
」
方
策
は
、
当
の
被
災
者
や
住
民
に
は
必
ず
し
も
喜

ば
れ
て
い
ま
せ
ん
。
当
面
の
生
活
の
復
旧
が
遅
れ
、
さ
ら
に
そ
の
見
通
し
が
立
た
な
い
な
ど
の
事
態
が
起
こ
り
、

「
有
難
迷
惑
」
な
も
の
と
な
っ
た
か
ら
で
す
。

人
を
集
団
で
移
転
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
維
持
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う

は
い
き
ま
せ
ん
。
実
際
に
は
、
集
落
全
体
の
「
島
流
し
」
な
ら
ぬ
、
「
高
地
祭
り
上
げ
」
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

日
常
生
活
に
も
不
便
極
ま
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
人
は
住
み
つ
き
ま
せ
ん
。
行
政
の
意
に
反
し
て
、
ま
る
で
漫
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IV 災害論 何をどう考える一災害の進化、現代の災害一

画
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

一
方
、
岩
手
県
宮
古
市
の
田
老
の
よ
う
に
、
す
で
に
小
規
模
仮
設
住
宅
の
段
階
で
、
食
料
入
手
、
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
、
仕
事
場
な
ど
へ
の
交
通
、
郵
政
関
係
、
医
療
、
保
険
そ
の
他
に
渡
り
、
被
災
前
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ

状
態
を
保
障
し
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
や
れ
ば
で
き
る
例
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

＿
災
害
の
風
化
と
「
積
極
的
忘
却
」

災
害
は
人
の
社
会
に
起
こ
り
ま
す
。
災
害
の
起
こ
り
方
を
理
解
す
る
に
は
、
少
し
視
点
を
変
え
て
、
人
と
そ

の
社
会
と
い
う
も
の
を
、
も
う
少
し
見
直
す
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

「
災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
」
と
い
う
、
寺
田
寅
彦
が
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
言
葉
は
、
有
名
で

す
。
し
か
し
、
有
名
に
な
っ
た
の
は
言
葉
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
今
、
災
害
研
究
専
門
家
や
行
政
の
災

害
関
係
部
門
の
者
に
と
っ
て
は
、
災
害
は
忘
れ
る
ど
こ
ろ
か
対
応
の
暇
も
な
い
ほ
ど
に
し
ば
し
ば
や
っ
て
く
る

と
い
う
の
が
実
感
で
し
ょ
う
。
日
本
が
災
害
列
島
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
般
市
民
や
人
文
科
学
者
、
社

会
科
学
者
の
関
心
も
高
ま
り
、
災
害
や
防
災
に
関
す
る
著
作
の
数
も
増
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
一
方
、
日
々
の

暮
ら
し
の
問
題
を
考
え
る
、
多
数
の
人
々
や
企
業
に
と
っ
て
は
、
災
害
は
た
ん
な
る
知
識
、
人
ご
と
、
あ
る
い

は
、
忘
れ
た
い
「
不
都
合
な
真
実
」
（
注
4
)

で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

災
害
が
五
風
化
ク
す
る
の
は
、
た
だ
忘
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
の
心
の
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
要
因
が
あ
る

N
|
4

社
会
の
劣
化
ー
「
不
都
合
な
真
実
」
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か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
く
に
、
明
日
が
今
日
よ
り
良
く
な
る
と
思
え
な
い
多
く
の
若
い
世
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、

今
の
楽
し
い
こ
と
に
こ
そ
関
心
が
あ
っ
て
、
う
っ
と
う
し
い
災
害
リ
ス
ク
の
警
告
な
ど
聴
き
た
く
な
い
の
が
当

た
り
前
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
安
全
で
楽
し
め
る
明
日
を
造
れ
る
展
望
が
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
日
本
の
現
実
と
し
て
の
根
底
的
問
題
と
し
て
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
忘
却
を
と

く
に
積
極
的
に
具
体
化
し
て
い
る
の
が
、
現
実
社
会
を
牛
耳
っ
て
い
る
有
力
な
人
々
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
高
級
官
僚
や
著
名
大
企
業
の
幹
部
が
テ
レ
ビ
画
面
に
現
れ
て
、
欺
睛
や
虚
言
を
詫
び
る
光
景
は
、

今
や
珍
し
く
も
な
い
光
景
と
な
り
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
、
一
国
の
首
相
が
、

I
O
C
総
会
（
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
委
員
会
）
で
、
「
放
射
能
汚
染
は
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
ま
す
」
な
ど
と
臆
面
も
な
く
吐
い
て
通

す
国
で
す
。
も
は
や
政
治
や
経
済
に
モ
ラ
ル
と
い
う
も
の
が
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
現
実
の
経
済
、
政

治
、
行
政
の
さ
ま
ざ
ま
な
い
び
つ
を
生
み
、
劣
化
さ
せ
、
災
害
リ
ス
ク
を
醸
成
し
て
い
ま
す
。
災
害
や
災
害
リ

ス
ク
は
、
消
極
的
に
で
は
な
く
積
極
的
に
忘
却
さ
れ
、
あ
る
い
は
逆
に
う
ま
く
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

で
す
が
、
こ
こ
で
そ
れ
を
嘆
い
て
み
て
も
始
ま
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
以
下
、
も
う
少
し

直
接
的
に
国
民
、
住
民
の
防
災
、
減
災
に
関
係
し
て
、
二
三
の
コ
メ
ン
ト
を
試
み
ま
す
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

4
ニ
ア
メ
リ
カ
の
ゴ
ア
元
副
大
統
領
が
質
固
し
て
、
地
球
温
暖
化
の
危
機
を
訴
え
た
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
映
画
の
名
前
で
す
。
そ
の
後
、

こ
れ
を
元
に
し
た
単
行
本
も
出
版
さ
れ
、
世
界
的
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
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IV 災害論 何をどう考える一災害の進化、現代の災害一

二
科
学
・
技
術
の
発
展
と
科
学
技
術
力
の
低
下

こ
れ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
例
に
見
ら
れ
る
こ
と
と
思
い

ま
す
が
、
古
代
か
ら
の
、
そ
し
て
近
代
以
後
の
災
害
や
防

災
活
動
の
経
験
や
教
訓
が
、
今
、
さ
っ
ぱ
り
生
か
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。

な
ぜ
そ
う
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
挙
げ
る
べ

き
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
っ
と
し
て
、
あ
ろ
う
こ

と
か
、
日
本
に
お
け
る
、
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
両
面
に
渡
る

技
術
力
の
低
下
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
よ
く
指

摘
さ
れ
る
政
・
産
・
行
・
学
複
合
体
、
い
わ
ゆ
る
「
ム
ラ
」

の
発
生
が
、
技
術
の
向
上
の
必
要
性
を
失
わ
せ
て
い
る
事

情
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
定
員
の
削
減
や
非
正
規
化

な
ど
が
直
接
に
響
い
て
い
る
の
も
事
実
で
し
ょ
う
。
で
す

が
、
そ
れ
ら
だ
け
で
は
な
く
、
組
織
体
制
的
な
問
題
も
大

き
い
よ
う
で
す
。

近
年
、
公
務
技
術
者
の
世
界
の
劣
化
に
つ
い
て
、
内
部

か
ら
の
反
省
的
告
白
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
5
)
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
分
業
、
と
く
に
事
項
・
実
務
・
責

： 《コラム》 「ムラ」は何故生まれるか I 
組織というものは、いったん成立すると、それ自体の維持、拡大などが自己

H的化して、本来の目的が忘れられるだけでなく、環境の変化に立ち遅れるこ

とにより、さまざまな矛盾を生み出す傾向があるようです。行政組織で言えば、

「省益あって国益なし」という事態が生まれます （注6)。これが進めば、いわゆ

る 「ムラ」社会の形成にいたります。

ムラは、住民など一般社会からの批判に対応するためだけでなく、当事者に

とっては政治の権力的圧力に耐えて身を守る上でも必要なのかも知れません。

さらに、うがった、あえて同情的なことを言えば、この傾向は、生物の群れ

ることによる自己保存の本能に由来すると思われます。複雑系科学の目でみれ

ば、自己組織化現象の一例でもあり根が深いとも言えましょう 。しかし、それ

が行政の能力的劣化につながっては、事故や災害の要因となり、困ります。こ

の傾向からの脱却のためには、外からの批判もさることながら、まず行政関係

者自 身が、この傾向発生の可能性の根深さを自覚することと、国民に守られて

こそ、やり甲斐のある仕事ができることとを自覚することが望まれます。
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任
の
分
担
、
下
請
け
・
孫
受
け
へ
の
丸
投
げ
、
委
員
会
主
義
な
ど
の
体
制
的
欠
陥
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
事
情
は
、
行
政
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
業
界
で
も
進
ん
で
い
ま
す
。
一
連
の
仕
事
を

そ
の
な
か
の
業
務
に
よ
っ
て
会
社
ご
と
に
分
担
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
、
一
流
大
学
を
卒
業
し
た
大

会
社
の
エ
リ
ー
ト
社
員
が
、
目
の
前
で
、
孫
受
け
会
社
の
者
に
セ
メ
ン
ト
の
配
合
を
誤
魔
化
さ
れ
て
も
気
付
か

な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
最
近
の
よ
う
に
、
交
通
機
関
で
事
故
が
多
発
し
て
も
、
不
思
議
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

5
：
た
と
え
ば
、
片
寄
俊
秀

・
中
川
学
『
ま
ち
づ
く
り
の
危
機
と
公
務
技
術
』
イ
マ
ジ
ン
出
版
、

1
3
0
頁、

2
0
0
 
9
年
参
照
。

6
]
碓
井
敏
正
「
成
熟
社
会
に
お
け
る
組
織
と
人
間
j

花
伝
社
、

2
0
1
頁、

2
0
1
5
年。

三
ハ
ー
ド
技
術
信
仰
と
新
た
な
神

lil
章
の
各
所
で
記
し
た
と
お
り
、
日
本
で
は
、
明
治
以
降
、
欧
米
の
科
学
技
術
の
ぷ
岱
要
性
に
睦
目
す
る

あ
ま
り
、
日
本
古
来
の
自
然
信
仰
に
背
を
向
け
た
謡
竹
学
的
ク
技
術
に
よ
る
ヶ
自
然
ク
＃
皿
服
ヘ
ク
管
理
ク
が

進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
自
然
の
小
さ
い
変
動
に
よ
る
影
響
は
防
げ
て
も
、
大
き
な
活
動
に
た
い
し

て
は
脆
弱
性
を
暴
露
す
る
結
果
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
自
然
の
軽
視
は
、
欧
米
で
な
く
、
む
し
ろ
近
代
以
後
の
日
本
社
会
の
特
徴
で
す
。

1
9
8
0
年

代
以
後
、
£
近
自
然
工
法
恥
か
河
川
や
道
の
管
理
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、

言
わ
ば
古
い
日
本
の
考
え
や
や
り
方
の
逆
輸
入
で
す
。
し
か
も
、
実
験
的
な
施
行
を
み
る
と
、
た
だ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
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IV 災害論 何をどう考える一災害の進化、現代の災害一

パ
風
公
園
や
、
自
然
と
は
似
て
も
似
つ
か
わ
な
い
醜
悪
な
ヶ
自
然
入
な
る
も
の
が
造
ら
れ
て
い
た
り
し
ま
す
。
「
緑

が
失
わ
れ
た
」
と
批
判
さ
れ
た
ら
、
崖
に
緑
色
の
ペ
ン
キ
を
塗
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
美
的
セ
ン
ス
に
は
恐
れ
入

り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
や
ド
イ
ツ
な
ど
と
は
大
変
な
違
い
で
す
。
そ
う
言
え
ば
、
宇
治
川
の
塔
の
島
の
景
勝
を
護

る
た
め
に
、
桜
も
松
も
伐
っ
て
元
の
砂
州
に
戻
せ
と
主
張
し
た
大
学
教
授
が
い
ま
し
た
。

「
公
共
事
業
チ
ェ
ッ
ク
機
構
を
実
現
す
る
議
員
の
会
」
の
編
集
で

1
9
9
6
年
に
出
さ
れ
た
「
ア
メ
リ
カ
は

何
故
ダ
ム
を
止
め
た
の
か
」
（
注
7
)

は
、
当
時
、
日
本
の
関
係
各
界
の
か
な
り
の
反
響
を
呼
ん
だ
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
当
時
、
こ
の
会
の
主
な
関
心
は
、
公
共
事
業
へ
の
血
税
の
無
駄
づ
か
い
の
側
面
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

河
川
管
理
の
技
術
の
信
頼
性
は
あ
ま
り
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

近
年
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ト
ラ
ン
プ
の
自
然
無
視
も
甚
だ
し
い
発
言
が
あ
り
、
多
く
の
科
学
者
が
、
危
機
感
を

持
っ
て
立
ち
上
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

問
題
は
今
後
で
す
。
こ
れ
ま
で
と
違
う
要
素
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ハ
ー
ド
技
術
一
般
の
信
仰
で
な
く
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
う
、
人
間
が
つ
く
り
だ
し
た
神
の
信
仰
で
す
。

今
、
情
報
化
の
す
さ
ま
じ
い
発
展
が
、
一
見
、
世
界
の
経
済
活
動
を
か
っ
て
な
い
規
模
に
発
展
さ
せ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
こ
に
世
界
的
に
誤
解
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
早
い
話
、
い
か
に
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
技
術
が
生
産
性
向
上
に
力
を
発
揮
し
て
も
、
そ
れ
で
世
界
の
土
地
や
海
洋
の
面
積
が
増
え
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
う
装
置
そ
れ
自
体
は
食
料
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
先
に
触
れ
た
イ
エ

ロ
ー
ス
ト
ー
ン
公
園
で
の
超
巨
大
噴
火
で
す
が
、
こ
れ
は
ど
ん
な
に
情
報
技
術
が
発
達
し
て
も
抑
え
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
北
ア
メ
リ
カ
の
農
業
が
壊
滅
す
れ
ば
、
全
世
界
が
飢
え
ま
す
。
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こ
れ
ほ
ど
の
規
模
で
な
く
と
も
、
自
然
科
学
・
技
術
で
防
げ
な
い
災
害
は
、
情
報
技
術
を
含
む
技
術
の
進
歩

で
低
頻
度
化
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
今
後
、
む
し
ろ
規
模
を
拡
大
し
、
複
雑
化
す
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
社
会
の
格
差
の
拡
大
は
、
そ
れ
と
相
互
に
作
用
す
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

[注

（引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

7
：
ハ
ム
共
事
業
チ
ェ
ッ
ク
機
構
を
実
現
す
る
議
員
の
会
（
編
）

『
ア
メ
リ
カ
は
何
故
ダ
ム
開
発
を
や
め
た
の
か
」
築
地
書
館
、

2
0
3

頁、

1
9
9
6
年
。

四
自
然
と
い
う
神
の
忘
却

忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
災
害
よ
り
も
、
ま
ず
自
然
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

H
本
の
人
々
の
自
然
や
自
然
史
に
関
す
る
知
識
が
、
昔
に
比
べ
て
甚
だ
し
く
低
下
し
て
い
ま
す
。

そ
の
背
景
に
は
、
居
住
環
境
の
都
市
化
で
、
多
く
の
子
ど
も
が
自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
育
ち
方
を
し
て
い

る
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
大
学
を
で
た
五
専
門
家
ク
の
自
然
理
解
に
も
、
し
ば
し
ば
農

村
の
古
老
の
失
笑
を
招
く
よ
う
な
欠
落
が
あ
り
ま
す
。
な
に
し
ろ
、
大
学
の
地
球
科
学
の
先
生
で
さ
え
も
、
洪

水
に
よ
る
氾
濫
土
砂
で
家
が
埋
ま
っ
て
は
じ
め
て
、
も
と
も
と
危
な
い
に
決
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
気
付
い
た
り
す
る
世
の
中
で
す
。

地
学
教
育
の
壊
滅

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
背
景
に
は
、
地
学
教
育
、
と
く
に
地
理
や
地
質
に
関
す
る
教
育
が
壊
滅
的
状
態
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に
あ
る
と
い
う
事
情
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
の
特
殊
状
況
で
す
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
、
初
等
教
育
の

段
階
か
ら
地
域
の
自
然
条
件
と
地
域
利
用
、
開
発
の
関
係
を
考
え
る
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
の
よ

う
な
、
自
然
を
無
視
し
た
開
発
が
、
多
く
の
住
民
の
賛
成
に
基
づ
い
て
横
行
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
原
発

の
稼
働
に
関
す
る
両
国
の
国
民
世
論
の
状
況
の
違
い
も
、
こ
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

現
地
を
知
る
、
と
く
に
被
災
し
た
住
民
の
主
体
的
行
動
や
参
加
は
、
実
効
あ
る
防
災
的
地
域
造
り
に
必
須
で

す
。
こ
の
観
点
か
ら
も
、
初
頭
か
ら
高
等
ま
で
、
ま
た
社
会
で
の
、
地
学
教
育
の
再
検
討
と
再
建
が
望
ま
れ
ま
す
。

地
質
学
と
は
1

そ
の
欠
落
の
意
味

日
本
で
の
防
災
研
究
か
ら
は
、
地
球
科
学
的
調
査
に
際
し
て
さ
え
も
、
ご
く
普
通
に
地
質
の
実
態
把
握
が
欠

落
し
て
い
ま
す
。
最
新
の
地
質
学
的
成
果
が
採
り
入
れ
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
古
典
的
知
識
の
無
視
や
占
専

門
馬
鹿
ク
的
混
乱
が
見
ら
れ
ま
す
。
情
報
技
術
の
爆
発
的
発
展
は
、
そ
れ
を
防
ぐ
の
で
な
く
の
か
え
っ
て
そ
れ

を
助
長
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
住
宅
と
か
、
ダ
ム
と
か
、
原
発
と
か
、
ま
た
そ
れ
ら
の
部
品
も
、
人
が
眼
で
見
る
こ
と

が
で
き
る
サ
イ
ズ
で
す
。
ヒ
ト
と
い
う
生
物
は
、
幸
い
に
も
、
そ
れ
ら
を
、
ま
ず
そ
れ
ら
自
身
の
サ
イ
ズ
で
観

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
た
り
前
す
ぎ
て
、
そ
の
大
事
さ
が
、
し
ば
し
ば
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

物
を
ま
ず
眼
で
み
て
そ
の
広
が
り
や
大
ま
か
な
構
造
な
ど
を
認
定
し
、
次
に
視
野
を
広
げ
、
よ
り
大
き
い
規

模
で
の
認
識
を
え
る
。
こ
れ
は
、
ヒ
ト
が
種
と
な
る
前
か
ら
や
っ
て
き
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
科
学
と
し
た
の

が
、
自
然
地
理
学
を
含
む
地
球
科
学
と
く
に
地
質
科
学
で
す
。
そ
の
研
究
成
果
は
、
大
小
規
模
の
地
質
図
、
地
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質
断
面
図
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
近
代
科
学
諸
分
野
の
発
展
に
よ
っ
て
、
よ
り
細
か
い
規
模
、
つ
ま
り
顕
微
鏡
観
察
や
電
子
顕
微
鏡
観

察
、
化
学
分
析
な
ど
の
規
模
（
言
い
換
え
れ
ば
、
鉱
物
結
晶
、
結
晶
構
造
や
分
子
、
イ
オ
ン
の
レ
ベ
ル
）
の
物

を
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
地
質
学
、
鉱
物
学
に
採
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

本
来
、
同
じ
物
性
や
化
学
的
性
質
を
も
つ
物
質
系
の
範
囲
を
認
定
す
る
こ
と
は
、
あ
る
物
理
法
則
、
化
学
法

則
が
適
用
で
き
る
範
囲
を
認
識
す
る
た
め
に
必
須
で
す
。
そ
れ
に
は
、
も
の
の
大
き
な
規
模
の
構
造
や
運
動
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
造
る
小
さ
な
規
模
、
つ
ま
り
結
晶
以
下
、
イ
オ
ン
に
至
る
階
層
の
構
造
と
働
き
が
把
握

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
顕
微
鏡
・
電
子
顕
微
鏡
観
察
、
化
学
的
分
析
手
段
な
ど
に
よ
る
こ
れ
の
認

定
は
、
地
質
学
、
鉱
物
学
の
対
象
で
す
。

研
究
対
象
の
、
こ
れ
ら
の
規
模
、
つ
ま
り
目
視
の
規
模
、
大
き
な
視
野
、
微
小
な
規
模
で
の
総
合
的
観
察
、

検
討
が
な
さ
れ
、
必
要
な
情
報
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
見
て
、
本
来
、
地
球
物
理
学
的
調
査
や

地
球
化
学
的
検
討
の
前
提
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
そ
う
扱
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
防
災
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
不

都
合
な
真
実
」
な
が
ら
、
こ
れ
が
今
日
の
防
災
諸
科
学
の
根
本
的
欠
陥
で
す
。
「
想
定
外
事
態
」
が
発
生
し
て

も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
、
原
発
や
ダ
ム
な
ど
の
建
設
に
あ
た
っ
て
だ
け
で
な
く
、
都
市
計
画
、
地
域
計
画
の
全
般
に
わ
た
っ

て
、
自
然
条
件
、
と
く
に
地
質
が
無
視
さ
れ
ま
す
。
大
構
造
物
建
築
で
は
基
礎
地
盤
の
調
査
は
法
的
に
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
地
盤
の
悪
い
と
こ
ろ
に
ど
ん
ど
ん
開
発
が
進
ん
で
い
る
状
況
を
見
る
と
、
地

質
調
査
の
結
果
が
ど
の
程
度
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
、
疑
わ
な
い
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。
「
開
発
災
害
は
地
質
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の
無
視
に
始
ま
る
」

の
が
、
実
情
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

五
地
域
計
画
と
災
害
経
済
学

か
つ
て
日
本
で
は
、
佐
藤
武
夫
、
宮
本
憲
一
な
ど
の
経
済

学
者
が
、
地
域
経
済
構
造
に
存
在
す
る
矛
盾
と
災
害
と
の
関

係
を
論
じ
ま
し
た

（注
8
)

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
地

域
計
画
、
都
市
造
り
計
画
に
際
し
て
、
最
近
ま
で
、
ほ
と
ん

ど
考
慮
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
不
正
・
格
差
と
企
業
の
社

会
的
責
任
」
問
題
が
特
集
さ
れ
る
時
に
も
、
「
格
差
が
進
ん

で
劣
化
し
た
都
市
に
大
災
害
が
襲
う
と
き
日
本
の
経
済
が
ど

う
な
る
か
」
と
い

っ
た
観
点
か
ら
、
企
業
の
な
す
べ
き
こ
と

が
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

原
発
事
故
問
題
を
除
け
ば
、
災
害
リ
ス
ク
は
忘
却
さ
れ
て
い

る
の
で
は
と
疑
い
た
く
な
る
状
況
で
し
た
。

こ
の
事
態
は
、
近
年
、
若
干
は
克
服
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う

で
す
。
建
築
学
出
身
者
と
経
済
学
者
と
の
共
同
の
防
災
研
究

も
な
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
9
)
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
も
、
地

形
、
地
質
的
立
地
条
件
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
い
な

| 《」ラム》 福島第一原発事故での地質無視 I 

2017年3月17日、前橋地裁で、東京電力福島第一原発事故で群馬県内に避

難した 45世帯 137人が、国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟の判決が出され

ました。原道子裁判長は、「津波は想定外ではなく、対策を採ることができた」

と東京電力と国の責任を指摘しました。

地裁の判決内容はそのとおりと思います。ただ、地裳と津波との規模につい

ては、一部の専門家にも誤りがなかったとは言えません。1I章でも触れました

が、海溝型地裳と津波の発生メカニズムについても、歴史時代の津波の記録に

ついても、地質学の情報が軽視されていたと言わざるをえません。

事故の発生の経過には、津波だけでなく外部電源が喪失した問題があります

が、これは、地震で送電線の鉄塔の横の斜面が崩壊で倒れて起こりました。こ

れも、東電の、地質条件軽視が問題です。

このような問題は、若狭湾沿岸の原発群の地霞・津波災害リスク評価にもあ

ることを、 IV章で述べました。
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い
よ
う
で
す
。

え
ま
せ
ん
。

今、

実
際
の
日
本
社
会
は
、

こ
の
よ
う
な
問
題
の
研
究
と
は
関
係
な
く
動
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

日
本
経
済
の
牽
引
力
と
な
る
製
造
拠
点
が
災
害
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
10)
。
日
本
が
、
「
生

き
る
も
地
獄
」
に
な
る
恐
れ
が
見
え
て
き
て
い
ま
す
。

2
0
1
7
年
4
月
に
、
復
興
相
が
「
地
震
津
波
災
害
が

起
こ
っ
た
の
が
東
北
で
良
か
っ
た
」
と
失
言
を
し
ま
し
た
が
、
笑
い
ご
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

災
害
問
題
の
忘
却
が
明
確
に
露
呈
す
る
の
が
巨
大
開
発
計
画
で
す
。
そ
の
典
型
が
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
リ

ニ
ア
新
幹
線
、
大
阪
万
博
な
ど
の
計
画
や
構
想
で
す
。
開
催
場
所
の
選
定
問
題
―
つ
に
し
て
も
、
関
係
者
の
発

言
の
な
か
で
、
災
害
リ
ス
ク
が
、
地
形
、
地
質
条
件
と
の
関
係
で
真
剣
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
を
、
筆
者
は
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
行
政
の
防
災
関
係
者
は
、
心
配
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま

す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

近
年
、
河
田
恵
昭
さ
ん
は
日
本
が
世
界
最
貧
国
に
転
落
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
ま
で
、
機
会
が
あ
る
ご
と
に
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
が
言
う
「
日
本
沈
没
」
で
す
。

「
ス
イ
ス
ー
リ
ー
」
と
い
う
ス
イ
ス
の
再
保
険
会
社
で
は
、
東
京
・
横
浜
地
区
は
自
然
災
害
リ
ス
ク
の
高
さ

で
世
界
第
1
位
と
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
大
阪
・
神
戸
地
区
は
第
5
位
、
名
古
屋
は
第
6
位
で
す
（
注
11
)
0

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）]

8
こ
佐
藤
武
夫

・
奥
田
穣
・

高
橋
裕

『災
害
論
」
勁
草
書
房
、
3
4
9
頁
、
1
9
6
4
年
前
出
。

9
i
た
と
え
ば
、
池
田
清

(
2
0
1
4
年
）
前
出
。
綱
島
不
二
雄
、
岡
田
知
弘
、
塩
崎
賢
明
、
宮
入
興
一

復
興
の
検
証
」
合
同
出
版
、

2
0
1
6
年。

（
編
）
『
東
日
本
大
裳
災
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10
；
矢
作
征
一―-
「
巨
大
災
害
に
立
ち
向
か
う
ニ
ッ
ポ
ン

1

緊
急
時
の
対
応
力
強
化
と
事
業
継
続
を
堅
持
す
る
j

パ
ピ
ル
ス
社
、

3
2
9
頁、

2
0
1
5
年
で
は
、
こ
れ
が
論
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

11[
土
屋
信
行

『首
都
水
没
」
、
文
藝
春
秋
、

2
9
4
頁、

2
0
1
4
年
に
よ
る
。

六
と
く
に
、
都
市
の
最
近
の
脆
弱
化
に
つ
い
て

戦
後
日
本
で
、
効
率
性
、
経
済
性
の
優
先
、
安
全
性
軽
視
の
社
会
風
潮
が
蔓
延
す
る
な
か
で
、
太
平
洋
ベ
ル

ト
地
帯
へ
の
過
度
の
人
口
集
中
、
市
街
地
の
過
密
化
、
歴
史
的
地
域
文
化
の
崩
壊
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
衰
退
、

自
然
環
境
の
破
壊
な
ど
が
引
き
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。
職
住
分
離
あ
る
い
は
老
若
分
離
と
い
う
形
で
災
害
弱
者
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
人
た
ち
の
住
宅
も
老
朽
化
し
ま
し
た
。
阪
神
淡
路
大
震
災
で
犠
牲
者
の
死
因
の

8
割
は

圧
死
で
し
た
。
都
市
で
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
ま
れ
る
一
方
、
山
村
集
落
な
ど
の
過
疎
化
、
荒
廃
が
進
み
、
災

害
に
弱
い
状
況
が
全
国
的
に
広
が
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。

今
、
日
本
の
人
口
減
少
の
時
代
に
入
り
、
こ
の
事
態
が
一
層
深
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
い
や
、
新
し
い
局
面

を
迎
え
つ
つ
あ
る
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
各
種
の
社
会
福
祉
の
事
業
は
造
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
高
齢
化
、

少
子
化
が
さ
ら
に
進
み
、
都
市
で
も
、
老
々
介
護
、
孤
独
老
人
の
増
加
ど
こ
ろ
か
、
空
き
屋
も
増
え
て
い
ま
す
。
「
共

助
」
、
「
自
助
」
な
ど
と
い
う
標
語
が
、
都
市
で
も
ナ
ン
セ
ン
ス
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
一

方
で
、
巨
大
都
市
で
、
い
ざ
と
な
っ
た
ら
避
難
も
救
援
も
容
易
で
な
い
住
宅
や
街
が
、
新
た
に
贔
囲
発
ヘ
ク
再

開
発
ク
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
「
病
こ
う
も
う
」
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
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は
砂
丘
）

七
環
境
問
題
と
災
害
ー
ェ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
と
災
害

そ
も
そ
も
、
災
害
リ
ス
ク
が
あ
る
不
安
な
環
境
は
、
住
む
も
の
に
と
っ
て
悪
い
環
境
で
す
。

一
方
、
「
公
害
は
緩
慢
な
災
害
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
環
境
破
壊
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
の

捉
え
方
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
社
の
『
災
害
・
防
災
の
本
全
情
報
』
で
は
、
産

業
災
害
、
労
働
災
害
、
鉱
毒
問
題
な
ど
、
一
般
に
は
公
害
や
環
境
問
題
と
し
て
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い

問
題
が
災
害
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
を
全
部
扱
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
無
理
な
の
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
と
の
関
係
に
絞
り
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
問
題
の
解
決
は
人
類
の
生
存
に
不
可
欠
で
す
。
地
球
温
暖
化
を
防
ぎ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給

率
を
高
め
る
上
で
も
、
原
発
依
存
か
ら
の
脱
却
の
た
め
に
も
、
放
射
能
も
炭
酸
ガ
ス
も
出
さ
な
い
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
拡
大
は
絶
対
に
必
要
で
す
。

し
か
し
、
自
然
条
件
を
無
視
し
て
大
規
模
に
ハ
ー
ド
な
人
工
物
を
並
べ
れ
ば
、
周
期
の
景
観
は
一
変
し
ま
す
。

た
と
え
ば
山
林
を
切
り
開
け
ば
日
照
や
植
生
が
変
わ
り
、
生
態
系
へ
の
影
響
も
起
こ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
山
の

保
水
力
の
低
下
が
土
砂
災
害
や
下
流
の
洪
水
災
害
の
要
因
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
同
様
の
問
題
は
、
山
林
だ
ろ

う
が
海
面
だ
ろ
う
が
、
ま
た
、
太
陽
光
発
電
で
も
、
風
力
発
電
で
も
、
水
力
発
電
そ
の
他
の
方
法
で
も
、
基
本

的
に
同
じ
で
す
。

2
0
1
5
年
の
茨
城
県
鬼
怒
川
流
域
の
水
害
で
、
激
し
い
被
害
を
も
た
ら
し
た
の
は
破
堤
で
す
が
、
そ
の

5

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
上
流
で
の
越
水
も
、
電
源
開
発
の
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
が
、
自
然
堤
防
（
自
然
地
理
学
的
に

の
一
部
を
削
っ
て
低
く
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
地
元
そ
の
他
で
問
題
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

208 



IV 災害論 何をどう考える一災害の進化、現代の災害一

自
然
堤
防
あ
る
い
は
砂
丘
を
削
れ
ば
、
当
然
に
防
水
林
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
破
堤
の
場
所
と
比
べ
て

こ
こ
で
の
被
害
は
小
さ
か
っ
た
と
し
て
も
、
（
災
害
の
犯
人
探
し
の
意
味
で
な
く
）
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
装
置
の

開
発
が
、
皮
肉
に
も
、
自
然
や
生
活
環
境
を
破
壊
し
て
、
災
害
の
素
因
を
つ
く
る
こ
と
が
あ
る
例
と
し
て
注
目

さ
れ
る
わ
け
で
す
。

今
、
和
歌
山
市
で
は
甲
子
園
球
場
の

53
倍
の
広
さ
の
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
を
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

い
く
ら
何
で
も
大
規
模
過
ぎ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

風
力
発
電
も
、
景
観
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
加
え
て
、
い
ろ
い
ろ
と
環
境
破
壊
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
よ
う

で
、
業
者
も
、
日
本
で
は
も
う
適
地
を
探
す
の
が
難
し
い
と
嘆
い
て
い
る
模
様
で
す
。
そ
こ
で
、
陸
地
で
な
く

海
上
に
活
路
を
求
め
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
さ
て
そ
れ
も
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

水
力
発
電
も
そ
う
で
す
が
、
昔
は
技
術
者
も
i

大
き
き
こ
と
は
良
い
こ
と
だ
ク
と
巨
大
開
発
に
夢
と
生
き
が

い
を
感
じ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
自
然
の
改
変
が
激
し
く
な
り
、
環
境

破
壊
ど
こ
ろ
か
災
害
リ
ス
ク
も
大
規
模
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
今
、
規
模
が
小
さ
い
「
小
水
力
発
電
」
の
計
画
や
設
置
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
良
い
こ
と

で
す
が
、
こ
れ
は
規
模
が
小
さ
い
な
が
ら
、
や
は
り
山
地
の
川
で
や
ろ
う
と
い
う
も
の
の
よ
う
で
す
。

実
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
川
は
、
案
外
少
な
い
の
で
す
。
と
く
に
西
日
本
の
花
尚
岩
地
帯
で
は
、
普

段
、
川
に
は
水
が
あ
り
ま
せ
ん
。
山
地
で
な
く
、
平
野
の
川
や
人
工
の
疏
水
に
な
ら
、
い
つ
で
も
水
が
流
れ
て

い
ま
す
。
昔
の
水
車
は
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
川
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
や
宅
地
、

田
畑
の
規
模
で
、

ソ
ー
ラ
ー
発
電
、

風
や
、

雨
の
利
用
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な
ど
の
技
術
を
も
っ
と
開
発
、
普
及
で
き
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
個
別
の
家
庭
に
い
ろ
い
ろ
事
情
が
あ
り
ま

す
か
ら
何
十
年
も
か
か
る
で
し
ょ
う
が
、
将
来
は
、
家
屋
の
南
斜
面
の
屋
根
が
ソ
ー
ラ
ー
発
電
装
置
そ
の
も
の

で
、
北
斜
面
は
雨
水
の
タ
ン
ク
だ
と
い
う
時
代
が
来
る
で
し
ょ
う
。

日
本
に
豊
富
に
あ
る
の
が
、
火
山
や
温
泉
、
つ
ま
り
地
熱
で
す
。
日
本
列
島
の
回
り
は
広
い
海
に
囲
ま
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
巨
大
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
が
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
に
は
違
い
あ
り

ま
せ
ん
が
、
要
は
政
府
の
や
る
気
の
問
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
他
に
、
た
と
え
ば
海
水
の
温
度
差
発
電
は
、

太
平
洋
の
、
他
に
こ
れ
と
言
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
が
な
い
島
で
は
実
用
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
技
術
は
日
本
の
も

の
で
す
。
し
か
し
、
日
本
自
身
の
内
部
で
は
、
多
分
経
済
的
効
用
の
関
係
で
、
ほ
と
ん
ど
見
向
き
も
さ
れ
て
い

な
い
と
感
じ
ま
す
。
時
間
的
な
断
絶
や
変
動
の
問
題
が
な
い
点
が
有
利
な
の
で
す
が
。

巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
ら
れ
る
の
が
潮
汐
発
電
で
す
。
し
か
し
、
時
間
的
変
動
も
大
き
い
か
ら
か
、
真
面

目
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
は
聞
き
ま
せ
ん
。
巨
大
す
ぎ
て
、
そ
れ
こ
そ
自
然
破
壊
に
つ
な
が
り
か
ね
ま

せ
ん
。
例
の
諫
早
干
拓
の
締
め
切
り
堤
防
の
内
外
へ
の
水
の
動
き
な
ど
は
、
実
験
的
検
討
を
す
る
適
当
な
規
模

で
は
な
い
か
と
言
っ
た
ら
叱
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

と
も
か
く
、
エ
コ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
技
術
開
発
も
、
実
際
の
利
用
も
、
地
球
環
境
の
保
全
の
た
め
に
良
か
れ
と

思
っ
て
す
る
こ
と
が
災
害
要
因
に
な
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
自
然
に
手
を
加
え
る
以
上
、
自
然
に
多
少
と
も
影

響
が
あ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
現
地
の
自
然
と
人
文
に
即
し
た
も
の
に
な
る
よ
う
、
基
礎
か
ら
の
調
査
・

研
究
が
必
要
で
す
。
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＿
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
経
済
の
変
容
と
災
害

世
界
の
経
済
、
政
治
、
す
べ
て
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
経
済
的
格
差
が
拡
大
し
、
世
界
の
富
の

99
％
を
1
％
の
人
口
が
握
っ
て
い

る
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
関
係
し
て
、
貧
困
、
不
安
、
紛

争
が
世
界
の
各
地
や
各
国
に
拡
散
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
災
害
と
防
災
を
考
え
る

際
に
も
、
世
界
全
体
の
こ
の
状
況
に
注
目
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
の
国
際
独
占
資
本
家
が
、
世
界
経
済
を
思
う
よ
う
に
操
っ
て
い
る
か

と
い
う
と
、
そ
う
は
言
え
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
彼
ら
が
操
れ
な
く
な
っ
て
き

た
と
い
う
よ
り
も
、
近
年
の
投
機
資
本
主
義
の
発
展
が
も
の
凄
い
か
ら
で
す
。

資
本
主
義
諸
国
の
大
企
業
に
お
い
て
は
、
す
で
に

1
9
3
0
年
代
か
ら
所

有
と
経
営
が
分
離
し
て
、
「
所
有
」
が
機
関
投
資
家
に
集
中
し
て
い
ま
し
た
。

1
9
9
0
年
代
の
半
ば
以
降
に
は
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
が
台
頭
し
、
今
で
は
そ
の
資

産
運
用
が
実
態
経
済
を
上
回
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
ま
す
。
個
別
の
企
業
ば
か
り

か
、
一
国
の
経
済
を
混
乱
に
陥
れ
る
こ
と
す
ら
起
き
ま
し
た
。
災
害
と
の
関
係
で

問
題
な
の
は
、
彼
ら
が
企
業
に
要
求
す
る
の
が
株
主
価
値
の
最
大
化
で
あ
り
、
非

常
に
短
期
的
で
あ
る
こ
と
で
す
。
「
ば
く
ち
資
本
主
義
」
と
さ
え
呼
ば
れ
る
所
以

zー

5

世
界
的
に
進
む
、
防
災
条
件
・
環
境
の
破
壊

「--- 《::J5ム》 パナマ文書 I 
2016年4月、「パナマ文書」が、世界の多くの富裕層・大企業が、タックス

ヘイプン（租税回避地）やペーバーカンパニーを利用、運用して、資産隠しや

脱税、租税回避などをしていることを暴露しました。それに掲載された日本の

企業や個人は 400に及ぶとされています。ひょっとして、日本の社会が巨大災

害で破壊され（あるいは自滅し）、日本が国として破産しても、自分は生き残

るという目算なのでしょうか。
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で
す
。

環
境
問
題
、
リ
ス
ク
問
題
な
ど
を
長
期
的
視
野
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
彼
ら
の
念
頭
に
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
彼
ら
も
意
図
し
な
い
世
界
経
済
の
破
滅
の
要
因
に
な
り
得
ま
す
。

先
年
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
で
の
サ
ン
ダ
ー
ス
候
補
の
健
闘
と
、
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
の
勝
利
は
、
格

差
と
貧
困
の
拡
大
、
中
間
層
の
没
落
な
ど
に
苦
し
む
ア
メ
リ
カ
社
会
の
矛
盾
と
行
き
詰
ま
り
の
反
映
で
あ
り
、

そ
の
な
か
で
の
、
人
々
の
、
理
性
的
と
非
理
性
的
、
相
反
す
る
二
方
向
で
の
せ
め
ぎ
合
い
の
現
況
を
示
す
も
の

で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
経
済
社
会
の
矛
盾
と
激
化
す
る
災
害
と
の
関
係
は
、
ど
の
程
度
争
点
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
気
に
な
り
ま
す
。
ど
ち
ら
の
支
持
者
も
、
多
く
は
平
常
時
の
経
済
的
問
題
（
だ
け
）
で
態

度
を
決
め
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

実
際
に
は
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
も
、
近
年
災
害
は
頻
発
し
て
い
ま
す
。
現
に
、
極
端
気
象
災
害
や
山
火
事
災

害
が
大
規
模
化
し
て
い
ま
す
。
大
型
ハ
リ
ケ
ー
ン
の
襲
来
に
た
い
す
る
対
策
を
、
各
州
政
府
は
強
化
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
根
本
的
な
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
現
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
問
題
の
存
在
さ
え
も
認
め
よ

う
と
し
て
い
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
テ
キ
サ
ス
州
に
せ
よ
フ
ロ
リ
ダ
半
島
に
せ
よ
、
広
い
範
囲
が
低
湿
地
だ
と
い

う
こ
と
は
分
か
り
き
っ
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
選
挙
民
は
そ
れ
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
我
々
は
そ
れ
を
笑
え
ま
せ
ん
。
日
本
で
こ
そ
、
自
然
の
無
視
が
格
段
に
著
し
く
、
一
方
で
は
金
に

あ
か
せ
て
防
災
工
事
が
進
め
ら
れ
て
も
、
他
方
で
災
害
の
社
会
的
素
因
が
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

二
世
界
の
な
か
の
日
本
資
本
主
義

日
本
で
は
、
こ
の
数
年
、
と
く
に
第
二
次
安
倍
内
閣
の
施
策
（
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
）
が
始
ま
っ
て
以
来
、
製
造
・
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輸
出
産
業
を
中
心
と
す
る
一
部
の
資
本
と
政
治
、
行
政
と
の
関
係
が
い
っ
そ
う
深
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
定
大

企
業
支
援
は
維
持
さ
れ
、
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
原
発
再
稼
動
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
開
催
や
大
阪
万
博
計
画
、
リ
ニ
ア
新
幹
線
建
設
な
ど
が
、
多
く
の
矛
盾
を
抱
え
た
ま
ま
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
巨
大
計
画
が
、
そ
れ
自
身
、
日
本
の
経
済
の
い
び
つ
化
を
進
め
、
破
産
に
導
く
要
因
に
な
り
得
ま
す
。

そ
の
財
政
的
し
わ
寄
せ
が
、
福
祉
や
教
育
の
改
悪
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
は
、

多
く
の
識
者
か
ら
警
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
繰
り
返
し
て
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
計
画
が
日
本
の
自
然
環
境
、
と
く
に
近
未
来
の
災
害
リ
ス
ク

を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
関
係
者
の
意
識
に
な
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
ま
た
、
地
域
社

会
の
共
助
力
、
防
災
力
を
損
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
態
を
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

る
か
が
問
題
で
す
。

2
0
1
6
年
秋
の
環
太
平
洋
連
携
協
定

(
T
P
P
)
承
認
に
関
す
る
首
相
や
政
府
の
動
き
は
、
日
本
の
政
府
、

与
党
に
実
際
に
支
配
的
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
の
が
何
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領

に
T
P
P
反
対
の
ト
ラ
ン
プ
が
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
も
、
そ
の
就
任
前
に
承
認
を
済
ま
せ
る
こ
と
で
、
少
し

で
も
ア
メ
リ
カ
の
承
認
の
可
能
性
を
造
っ
て
お
こ
う
と
し
ま
し
た
。
日
本
の
大
企
業
一
般
で
な
く
、
そ
の
う
ち

の
輸
出
関
係
製
造
業
の
利
益
を
守
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
よ
う
で
す
。
日
米
の
軍
事
的
同
盟
は
大
前
提
で
あ
る

に
し
て
も
、
生
き
抜
く
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
の
製
造
業
と
の
国
際
競
争
に
は
勝
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
と
見
え
ま
す
。

野
党
だ
け
で
な
く
、
与
党
の
一
部
の
有
力
者
か
ら
も
、

当
面
の
勝
ち
残
り
だ
け
を
追
求
し
て
い
て
は
日
本
の
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子
や
孫
の
時
代
の
経
済
を
危
う
く
す
る
と
い
う
警
告
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
首
相
は
そ
れ
を
押
し
殺
し
て
い

ま
す
。
ま
し
て
や
、
災
害
リ
ス
ク
、
人
間
生
存
の
危
機
な
ど
は
、
現
実
の
政
治
の
問
題
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど

彼
ら
の
関
心
事
で
な
い
よ
う
で
す
。

こ
れ
は
、
多
分
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
企
業
も
同
様
で
し
ょ
う
。

40
年
以
上
前
に
は
、
欧
米
財
界
の
ク
ラ
ブ
、
ロ
ー

マ
ク
ラ
ブ
が
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学

(
M
I
T
)
の
科
学
者
に
依
頼
し
て
得
た
研
究
結
果
と
し
て
「
成

長
の
限
界
」
が
発
表
さ
れ
た
り
し
た
の
で
す
が
。

な
お
、
こ
の

M
I
T
の
研
究
で
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
、
資
源
枯
渇
の
不
可
避
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
人
間

文
明
や
経
済
の
破
壊
、
破
滅
の
リ
ス
ク
に
関
す
る
研
究
は
、
総
合
的
に
著
し
く
発
展
し
、
深
め
ら
れ
ま
し
た
。

社
会
的
素
因
と
自
然
的
直
接
因
に
よ
っ
て
起
こ
り
う
る
大
災
害
に
つ
い
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
著
作
や
、
こ
れ
に

対
す
る
方
策
を
具
体
的
に
論
じ
た
著
作
は
、
近
年
、
い
く
つ
も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
（
注

1
2
)
0

も
ち
ろ
ん
、
起
こ
り
得
る
災
害
は
大
小
多
様
で
す
。
し
か
し
、
一
国
や
世
界
全
体
の
人
々
と
そ
の
文
明
を
破

滅
に
追
い
や
る
規
模
の
も
の
で
あ
り
得
ま
す
。

新
自
由
主
義
と
正
新
お
の
れ
第
一
主
義
ク

現
代
世
界
の
支
配
的
勢
力
は
、
い
わ
ゆ
る
「
新
自
由
主
義
」
の
旗
を
振
り
か
ざ
し
て
い
ま
す
。
高
度
な
哲
学

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
が
、
そ
の
内
容
は
品
羽
肉
強
食
ク
の
正
当
化
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

強
い
も
の
、
つ
ま
り
お
の
れ
た
ち
一
握
り
の
支
配
層
に
よ
る
資
本
が
、
そ
の
最
大
限
利
澗
追
求
の
た
め
に
、
市

場
原
理
主
義
の
徹
底
を
要
求
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
今
、
さ
ら
に
新
し
い
事
態
が
世
界
的
に
顕
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
典
型
が
ト
ラ
ン
プ
の
「
ア
メ
リ

カ
第
一
主
義
」
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
似
た
よ
う
な
国
家
主
義
、
民
族
主
義

的
保
守
化
は
、
ご
く
近
年
、
世
界
的
に
顕
れ
て
い
ま
す
。
超
富
者
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
投
機
資
本
主
義
と
は
、

一
見
裏
腹
の
傾
向
に
さ
え
み
え
ま
す
。
取
り
あ
え
ず
、
こ
こ
で
は
症
新
お
の
れ
第
一
主
義
ク
と
呼
び
ま
し
た
が
、

あ
る
特
定
宗
教
信
仰
と
繋
が
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
を
示
せ
な
い
の
で
、
適
切
な
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

と
も
か
く
、
世
の
中
は
ま
す
ま
す
複
雑
怪
奇
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
世
界
を
動
か
す
力
を
持
っ
て
い
る
の
は

誰
か
と
い
う
こ
と
に
さ
え
も
、
昔
の
よ
う
な
単
純
な
パ
タ
ー
ン
認
識
は
成
り
立
た
な
い
と
思
い
ま
す
。

資
本
主
義
は
変
わ
り
ま
し
た
、
変
質
し
た
と
言
う
べ
き
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
か
つ
て
の
「
国
家
独
占
資
本
主

義
」
の
担
い
手
は
、
今
ど
う
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
交
代
し
た
だ
け
と
も
思
え
ま
せ
ん
。

こ
の
本
で
、
こ
の
こ
と
に
触
れ
た
の
は
、
こ
の
富
の
偏
在
と
そ
れ
に
よ
る
矛
盾
が
、
今
や
、
災
害
の
巨
大
化

と
人
類
生
存
の
未
来
に
関
わ
る
最
も
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
と
思
え
る
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
過
程
、
あ
る
い
は
要
因
に
は
、
現
代
科
学
・
技
術
と
文
明
、
と
く
に
情
報
文
明
の
と
て
つ

も
な
い
発
展
が
、
根
底
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
次
に
そ
れ
を
見
て
み
ま
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
情
報
化
災
害
と
人
類
生
存
の
危
機

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
停
電
。
東
京
山
の
手
線
の
事
故
、
銀
行
の

A
T
M
の
不
具
合
で
窓
口
業
務
停
止
、
カ
ー
ナ

ビ
の
ミ
ス
誘
導
に
よ
る
自
動
車
の
暴
走
な
ど
、
一
体
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
信
用
で
き
る
の
か
と
疑
わ
ざ
る
を
得
な

い
事
件
が
後
を
た
ち
ま
せ
ん
。
私
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
ウ
ソ
を
つ
く
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。
誤
作
動
で
カ
オ
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こ
の

ス
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
そ
も
そ
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
停
電
す
れ
ば
機
能
し
な
い
で
は
な

い
で
す
か
。
停
電
は
ど
こ
で
も
何
時
で
も
起
こ
り
得
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
混
乱
は
一
種
の
災
害
で
す
。
世
界
の

情
報
化
は
、
こ
の
災
害
の
起
こ
り
う
る
規
模
を
国
際
化
し
ま
し
た
。

も
う
一
っ
、
心
配
な
の
が
人
間
の
、
そ
れ
も
意
識
的
な
行
為
で
す
。

石
川
五
右
衛
門
は
、
「
世
に
盗
人
の
種
は
尽
き
ま
じ
」
と
言
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
ウ
イ
ル
ス
作
成
や
サ

イ
バ
ー
攻
撃
は
、
い
く
ら
取
り
締
ま
っ
て
も
根
絶
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
今
や
、
一
部
の
無
法
者
だ
け
で
な
く
、

国
家
権
力
が
、
他
の
国
の
政
府
機
関
や
団
体
、
個
人
の
情
報
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
無
法
に
、
無
制
限
に
盗
む
時

代
で
す
。

と
も
あ
れ
、
日
本
で
も
世
界
で
も
現
実
は
厳
し
い
の
で
す
。
と
く
に
日
本
で
は
原
発
の
過
酷
事
故
が
起
こ
ら

な
く
て
も
、
国
の
財
政
が
破
綻
す
る
よ
う
な
巨
大
な
自
然
現
象
は
、
そ
の
う
ち
に
必
ず
起
こ
り
ま
す
。
遅
く
と

も
今
の
子
ど
も
の
世
代
は
そ
れ
に
遭
い
、
「
生
き
る
も
地
獄
」
の
社
会
に
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
「
災

害
列
島
」
に
生
き
る
こ
の
現
実
、
さ
ら
に
世
界
の
人
間
の
文
明
生
存
に
関
わ
る
巨
大
災
害
発
生
リ
ス
ク
の
問
題

を
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
に
、
も
う
一
度
思
い
起
こ
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
、
「
持
続
的
社
会
」

へ
の
努
力
が
、

2
0
1
0
年
代
の
な
か
ば
を
過
ぎ
て
か
ら
、
世
界
各
地
で
急
速
に
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。
自

然
で
な
く
、
人
間
自
身
の
政
治
や
経
済
活
動
に
よ
っ
て
、
せ
め
て
災
害
の
人
為
的
要
因
拡
大
の
流
れ
だ
け
で
も

止
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

2
0
1
7
年
5
月
に
は
、
実
際
に
、
大
規
模
な
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
世
界
各
国
の
企
業
や
個
人
を
襲
い
ま
し
た
。

こ
の
攻
撃
は
、
身
代
金
要
求
型
と
い
わ
れ
る
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
さ
せ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

216 



IV 災害論 何をどう考える一災害の進化、現代の災害ー

安
全
性
工
学
へ
の
疑
問
」
世
界
思
想
社
、

1
9
8
頁、

2
0
1
1
年。

よ
う
な
攻
撃
に
よ
っ
て
発
生
し
た
障
害
は
、
病
院
や
交
通
機
関
で
は
命
に
か
か
わ
り
か
ね
ず
、
状
況
に
よ
っ
て

は
と
て
つ
も
な
い
大
災
害
を
起
こ
し
か
ね
ま
せ
ん
。
今
後
、
他
の
国
の
社
会
の
大
混
乱
を
目
的
と
し
た
攻
撃
が

な
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
こ
う
な
る
と
、
災
害
と
い
う
よ
り
戦
争
で
す
。

今
や
情
報
は
経
済
学
的
に
言
え
ば
「
下
部
構
造
」
（
用
）
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
人
類
が
自
ら
滅
ぶ
「
自

己
組
織
化
」
（
用
）
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
っ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
防
災
ど
こ
ろ
か
、

人
類
の
文
明
と
人
間
生
存
に
関
す
る
根
底
的
問
題
で
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
技
術
は
、
さ
ら
に
途
方
も
な
く
発
展
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
や
が
て
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が

実
用
化
さ
れ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
前
に
記
し
た
諸
不
安
が
な
く
な
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
情
報
処

理
量
が
拡
大
す
れ
ば
、
危
険
性
も
ま
す
ま
す
増
大
す
る
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
何
者
か
が
、
世
界
の
文
明
を
破

滅
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
時
代
が
、
近
づ
き
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

[
注
（
引
用

・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

12i
矢
作
征
三
、

2
0
1
5
年
前
掲
。

フ
レ
ッ
ド
・
グ
テ
ル
著
・
夏
目
大
訳
『
人
類
が
絶
滅
す
る

6
の
シ
ナ
リ
オ
」
河
出
書
房
新
社
、

3
1
8
頁、

2
0
1
3
年。

川
崎
一
朗
『
災
害
社
会
」
京
都
大
学
出
版
会
、

2
7
0
頁、

2
0
0
 
9
年
。

池
田
清
「
災
害
資
本
主
義
と
「
復
興
災
害
」
」
水
曜
社
、

2
4
2
頁、

2
0
1
4
年
。

亀
田
弘
行
監
修
·
荻
原
良
巳
•
岡
田
憲
夫
・
多
々
納
裕

一
編
著
『
総
合
防
災
学
へ
の
道

」
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
5
9
0

頁
、

2
 0
0
 
6
年
。

加
藤
尚
武
「
災
害
論
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＿
問
題
の
枚
挙

防
災
の
イ
ロ
ハ
は
、
名
女
全
側
に
取
る
ク
こ
と
で
す
。
怖
れ
が
あ
る
こ
と
は
何
時
か
ど
こ
か
で
起
こ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
枚
挙
の
精
神
で
、
抜
か
り
な
く
想
定
を
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

そ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
が
、
事
は
複
雑
系

（用
）
で
の
話
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
難
し
い
話
で
は
あ
り

＞
ー
1

予
矧
、
防
災
措
置
、
避
難
、
救
援
、
復
興
、
防
災
的
地
域
造
り

要
す
る
に
、
矛
盾
の
蓄
積
や
誘
因
の
発
生
を
防
げ
れ
ば
、
災
害
の
発
生
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

と
こ
ろ
が
自
然
界
に
ス
ト
レ
ス
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
蓄
積
し
、
限
界
に
達
す
る
（
そ
し
て
、
た
と
え
ば
地
裳
や
豪

雨
が
発
生
す
る
）
こ
と
は
防
げ
ま
せ
ん
。

一
方
、
社
会
に
も
、
災
害
の
要
因
と
な
る
矛
盾
が
蓄
積
し
ま
す
。
言

い
換
え
れ
ば
、
こ
の
、
矛
盾
の
過
大
蓄
積
が
災
害
発
生
の
素
因
で
す
。
こ
れ
を
防
ぐ
（
あ
る
い
は
抑
制
す
る
）

こ
と
は
で
き
ま
す
。
こ
れ
が
防
災
の
遥
女
諦
ク
で
す
。

考
え
る
、
そ
の
手
続
き
の
反
省

＞

防

災

何
を
ど
う
す
る
か
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V 防災 何をどうするか

（
皿
章

こ
ん
と
ん

ま
せ
ん
。
自
然
に
も
社
会
に
も
矛
盾
が
あ
り
、
渾
沌
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
発
展
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
（
型
に
は
ま
っ
た
）
発
想
に
と
ら
わ
れ
ず
；
逆
も
ま
た
真
な
り
ク
と
い
っ
た
、
余
裕
を
も
っ

た
発
想
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
諸
章
で
は
、
今
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
災
害
の
実
態
と
要
因
に
つ
い
て
記
し
ま
し
た
。
世
の
中

の
大
抵
の
問
題
は
、
そ
の
実
態
と
要
因
が
判
れ
ば
、
公
Q

の
ず
か
ら
ク
そ
の
対
応
策
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
だ

か
ら
で
す
。
要
す
る
に
、
要
因
の
発
生
を
防
げ
ば
よ
い
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
は
科
学
的
に
思
考
す
る

こ
と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
五
ハ
助
ク
で
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
―
つ
つ
く
る
に
も
、
自
然
と
社
会
（
自
分

を
含
む
）
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
認
識
が
必
須
で
す
。
そ
の
基
礎
に
は
生
き
た
自
然
（
ガ
イ
ア
（
用
）
）

の
科
学
的
認
識
が
、
深
め
ら
れ
、
も
っ
と
広
く
一
般
の
も
の
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
防
災
の

基
本
で
あ
り
、
大
前
提
で
す
。

I
章
で
大
別
し
た
四
つ
の
災
害
要
因
の
う
ち
、
ま
ず
「
巨
大
な
自
然
的
直
接
因
」
で
す
が
、
何
度
も
言
う
よ

う
に
、
こ
の
発
生
は
人
力
で
は
防
げ
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
日
本
の
自
然
・
人
文
条
件
で
は
、
地
震
災
害
だ
け
で

な
く
水
災
害
で
も
、
防
ぎ
き
る
こ
と
は
で
き
ず
、
減
災
の
方
策
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
今
や
常
識
で

す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
社
会
的
難
問
が
立
ち
は
だ
か
り
ま
す
。

社
会
的
要
因
の
う
ち
直
接
因
に
は
、
す
る
気
が
あ
れ
ば
防
止
で
き
る
も
の
が
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず

は
、
自
分
た
ち
人
間
が
つ
く
ら
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
問
題
は
簡
単
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
、

普
通
の
災
害
と
戦
争
と
で
は
、
「
予
防
原
則
（
用
）
」
の
考
え
方
を
全
く
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
先
に

で
）
述
べ
ま
し
た
。
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一
方
、
社
会
的
素
因
の
方
は
単
純
で
な
く
根
が
深
く
、
難
問
ば
か
り
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
何
と
か
し
な

け
れ
ば
、
災
害
は
減
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
行
政
の
縦
割
り
の
弊
害
、
技
術
力
の
低
下
問
題
、
学
問
の
分
化
に
よ
る
盲
点
の
発
生
、
地
学
教

育
の
再
建
な
ど
は
、
関
係
者
、
担
当
者
が
自
ら
考
え
て
改
善
で
き
る
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
根
に
あ
る

利
便
追
求
、
権
力
欲
や
「
ム
ラ
」
の
形
成
と
い
っ
た
こ
と
は
、
上
に
記
し
た
よ
う
に
、
ヒ
ト
の
動
物
本
能
に
根

ざ
す
と
す
れ
ば
、
当
人
た
ち
自
身
で
は
解
決
困
難
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
多
分
、
そ
の
問
題
に
よ
っ
て
損
益
を
被

る
市
民
、
住
民
、
第
三
者
か
ら
の
批
判
や
助
言
が
な
け
れ
ば
無
理
で
し
ょ
う
。

具
体
的
に
は
、
私
権
に
関
す
る
法
の
見
直
し
な
ど
な
ど
、
至
難
な
問
題
を
な
ん
と
か
解
決
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
河
川
災
害
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ま
ず
、
総
合
治
水
の
必
然
性
を
社
会
の
通
念
と
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
工
夫
が
問
題
で
す
。
具
体
的
に
は
「
飽
き
ず
に
説
明
し
訴
え
る
」
と
い
っ
た
こ
と
ぐ
ら

い
し
か
、
私
に
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

水
が
関
係
す
る
災
害
に
つ
い
て
は
、
「
既
定
ダ
ム
計
画
死
守
」
か
ら
の
脱
却
と
か
、
「
基
準
高
水
絶
対
」
の
考

え
方
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
か
、
頭
の
切
り
替
え
だ
け
で
改
善
で
き
る
ソ
フ
ト
の
問
題
も
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
で

す
。
「
山
地
の
渓
流
に
ど
の
よ
う
な
砂
防
堰
堤
を
ど
こ
に
設
け
る
の
が
有
効
か
」
と
か
、
「
河
川
堤
防
の
安
全
管

理
に
つ
い
て
パ
イ
ピ
ン
グ
に
も
っ
と
注
意
す
る
」
と
か
、
単
純
に
技
術
的
な
問
題
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
か
、
裁
判
で
は
、
専
門
的
技
術
ば
か
り
が
争
点
に
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
生
産
的
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
来
、
住
民
と
行
政
と
の
共
同
で
、
地
域
に
も
っ
と
も
適
し
た
方
策
が
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き

で
す
。

2
0
1
1
年
東
日
本
大
震
災
の
津
波
災
害
や
原
発
事
故
災
害
か
ら
の
脱
却
、
復
興
に
関
し
て
も
、
同
様
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V 防災 何をどうするか

科
学
的
思
考

の
問
題
が
あ
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
す
。

本
来
技
術
的
な
問
題
が
、
面
倒
な
社
会
的
、
政
治
的
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
る

と
、
そ
の
根
は
深
い
の
で
厄
介
で
す
。
問
題
は
経
済
で
す
。
そ
こ
で
基
本
的
に
重
要
な
の
は
生
業
の
保
証
で
す
。

た
と
え
ば
治
山
に
関
し
て
見
れ
ば
、
針
葉
樹
林
の
皆
伐
ー
一
斉
造
林
の
繰
り
返
し
を
止
め
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
成
り
立
つ
林
業
を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
（
I
I
|
七
参
照
）
。
ど
こ
で
で
も
可
能
な

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

要
す
る
に
、
防
災
、
減
災
は
、
自
然
科
学
的
問
題
で
は
な
く
、
社
会
、
と
く
に
経
済
の
問
題
で
す
。
そ
の
把

握
の
た
め
に
は
、
前
に
述
べ
た
災
害
の
構
造
や
要
因
に
関
す
る
諸
概
念
や
、
そ
の
内
容
の
、
地
域
や
地
区
の
局

所
に
即
し
た
検
証
が
必
要
で
す
。
以
下
で
は
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
い
く

つ
か
の
事
項
を
、
補
足
と
い
う
に
は
や
や
長
く
述
べ
よ
う
と
思
い
ま
す
。
一
部
重
複
し
ま
す
が
、
お
許
し
く
だ

さ
い
。科

学
的
で
な
い
思
考
は
危
険

あ
る
人
か
ら
聞
き
ま
し
た
。
京
都
の
あ
る
場
所
に
住
む
と
病
気
や
事
故
な
ど
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
の
で
す
。

応
仁
の
乱
に
死
ん
だ
人
の
怨
霊
の
祟
り
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
種
の
解
釈
を
す
れ
ば
、
ど
ん
な
不
幸
で
も
説
明
で

き
ま
す
。
集
ま
っ
て
神
に
祈
る
こ
と
が
最
善
の
五
ハ
助
ク
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
防
災
教
育
以
前
に
、
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科
学
的
、
論
理
的
思
考
の
問
題
で
す
。

高
等
教
育
を
受
け
た
、
そ
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
一
流
大
学
の
理
学
部
を
卒
業
し
た
人
で
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
帰

依
し
て
殺
人
に
関
わ
っ
た
人
が
い
ま
し
た
。
知
識
と
し
て
の
学
問
を
い
く
ら
し
て
も
、
本
当
の
科
学
的
思
考
が

で
き
な
く
て
は
、
そ
れ
を
人
の
命
を
守
る
の
で
な
く
損
な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

II
章
で
、
自
然
界
に
起
こ
る
現
象
が
し
ば
し
ば
科
学
者
に
と
っ
て
も
ク
想
定
外
ク
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
た

W

章
で
何
故
そ
う
な
る
か
に
つ
い
て
見
ま
し
た
。
こ
れ
は
災
害
の
社
会
的
素
因
と
し
て
深
刻
な
問
題
で
す
。
防
災
、

減
災
の
た
め
に
は
、
そ
の
発
生
を
防
が
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
視
野
を
広
く
持
ち
、

あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
探
り
、
盲
点
を
な
く
す
こ
と
が
肝
要
で
す
。

先
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
分
析
、
総
合
の
方
式
で
発
展
し
て
き
た

20
世
紀
ま
で
の
科
学
は
、
現
実
の
複
雑

系
に
起
こ
る
災
害
を
捉
え
き
れ
な
い
の
が
実
情
で
す
。
そ
こ
で
、
視
野
か
ら
盲
点
を
な
く
す
た
め
に
は
、
地
域

の
具
体
的
状
態
を
知
る
住
民
自
身
に
よ
る
指
摘
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
、
防
災
意
識
だ
け
で
な
く
、
科

学
的
知
識
と
思
考
レ
ベ
ル
の
高
揚
が
必
要
で
す
。

「
何
故
か
」
の
前
に
「
ど
う
な
っ
て
い
る
」
を

最
近
、
私
は
、
科
学
的
認
識
と
論
理
的
思
考
法
を
社
会
に
ど
う
や
っ
て
広
げ
る
か
が
、
防
災
問
題
の
根
本
で

あ
り
、
一
番
難
し
い
問
題
で
あ
る
と
痛
感
し
て
い
ま
す
。
多
く
の
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
、
知
識
と
し
て
の
防

災
、
減
災
方
策
は
、
日
本
で
は
か
な
り
に
普
及
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
知
識
が
、

0
か
X

か
と
い
っ

た
知
識
に
止
ま
っ
て
は
、
社
会
的
素
因
を
な
く
す
努
力
に
は
結
び
つ
き
ま
せ
ん
。
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V 防災 何をどうするか

こ
の
問
題
は
論
じ
だ
す
と
大
変
で
す
。
こ
こ
で
は
科
学
と
非
科
学
と
を
分
け
る
―
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

述
べ
る
に
留
め
ま
す
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
と
は
、
被
災
な
り
何
な
り
に
つ
い
て
、
現
象
か
ら
い
き
な
り
要
因
や
対

応
を
考
え
る
の
で
な
く
、
ま
ず
そ
の
時
間
的
空
間
的
「
実
態
」
を
し
っ
か
り
調
べ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。

一
見
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
に
充
分
に
留
意
す
る
こ
と
が
、
今
後
い
わ
ゆ
る
箱
心

定
外
ク
の
事
態
を
起
こ
さ
な
い
要
諦

（
コ
ツ
）
で
す
。
無
駄
な
心
配
や
、
す
れ
違
い
論
争
を
避
け
、
建
設
的
で

実
り
あ
る
議
論
を
進
め
る
上
で
も
こ
れ
が
大
事
で
す
。

「
実
態
」
と
は
、
実
際
の
事
物
が
何
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
性
質
、
状
態
で
す
。
そ
の
空
間
的
分
布
と
時

間
的
変
化
で
す

（注1
)
0

「
非
科
学
」
的
思
考
の
特
徴
は
、
実
態
を
具
体
的
に
考
え
ず
に
、
現
象
の
話
か
ら
い
き
な
り
本
質
論
に
飛
ぶ

こ
と
で
す
。
ナ
マ
ズ
と
地
震
の
話
な
ど
典
型
で
す
。
ナ
マ
ズ
が
騒
ぐ
現
象
と
地
震
と
い
う
現
象
が
伴
う
の
を
見
て
、

い
き
な
り
地
震
が
起
こ
る
原
因
と
い
う
本
質
論
に
飛
ん
だ
の
が
、
「
地
下
で
ナ
マ
ズ
が
騒
ぐ
の
と
地
震
が
起
こ

る
」
と
い
う
ぷ
熙
で
す
。
「
前
に
起
こ
る
方
が
原
因
で
、
後
か
ら
起
こ
る
方
が
結
果
の
は
ず
だ
」
と
い
う
、
；も

っ

と
も
な
ケ
判
断
が
、
そ
こ
に
絡
み
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
「
地
下
の
地
盤
の
ど
こ
か
に
、
大
き
な
ナ
マ
ズ
が
生
息

し
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
話
が
荒
唐
無
稽
だ
と
い
う
こ
と
は
子
ど
も
に
で
も
分
か
り
ま
す
。
「
ナ
マ
ズ
騒
ぎ
説
」

で
は
そ
れ
を
問
わ
な
い
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
ナ
マ
ズ
は
、
人
が
震
動
に
気
づ
く
前
に
、
地
電
流

の
動
き
か
何
か
を
感
知
し
て
異
常
行
動
を
起
こ
す
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

実
態
把
握
が
不
充
分
で
あ
れ
ば
、

ク想
定
外
問
題
ク
が
起
こ
っ
て
不
思
議
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
地
震
に

つ
い
て
も
津
波
に
つ
い
て
も
、
何
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
、
現
象
論
か
ら
本
質
論
に
跳
ん
で
い
な
か
っ
た
か
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を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
れ
を
し
よ
う
と
し
て
も
、
神
な
ら
ぬ
人
間
に
は
、
実
態
を
本
当
に
正
し
く
全
体
的
に
知
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
「
こ
の
眼
で
見
た
」
場
合
で
も
、
総
て
を
「
枚
挙
」
し
た
つ
も
り
で
も
、
一
面
的
、
局
部
的
で
あ
っ

て
当
た
り
前
で
す
。
「
科
学
的
認
識
」
で
も
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
科
学
は
日
々
発
展
す
る
の
で
す
。

実
態
を
探
る
に
は
、
で
き
る
限
り
い
ろ
い
ろ
な
実
態
を
考
え
て
見
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
こ
れ
は
、
専
門
家

で
な
く
と
も
、
誰
に
で
も
で
き
ま
す
。
多
く
の
人
が
箱
想
定
ク
に
参
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
盲
点
が
な
く
な
り

ま
す
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

l

l．
武
谷
三
男
弁
証
法
の
諸
問
題
（
正
・
続
）
」
勁
草
書
房
、

1
9
6
6
年
参
照
。

三
モ
デ
ル
化
の
問
題

普
段
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
実
は
わ
れ
わ
れ
は
物
事
を
モ
デ
ル
化
し
て
見
て
い
ま
す
。
「
モ
デ
ル
」
は
実

物
と
は
違
い
ま
す
が
、
科
学
的
認
識
で
も
、
モ
デ
ル
の
構
築
は
避
け
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
必
要
で
す
。
問
題

は
良
い
モ
デ
ル
か
駄
目
な
モ
デ
ル
か
で
す
。
認
識
の
発
展
と
は
、
モ
デ
ル
の
再
検
討
、
再
構
築
だ
と
い
っ
て
も

良
い
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
私
が
指
摘
し
た
い
の
が
、
先
に
も
触
れ
た
、
事
物
の
時
間
的
・
空
間
的
ス
ケ
ー
ル
や
、
縦
横
比
な
ど

を
無
視
し
て
モ
デ
ル
を
作
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
無
視
す
る
と
、
ど
ん
な
に
実
際
と
か

し
ん
し
ょ
う
ぽ
う
だ
い

け
離
れ
た
モ
デ
ル
で
も
想
定
で
き
ま
す
。
社
会
で
は
、
政
治
家
が
問
題
や
成
果
を
針
小
棒
大
に
語
っ
て
人
々
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を
操
ろ
う
と
す
る
の
は
ご
く
普
通
で
す
が
、
科
学
の
研
究
で
も
、
悪
意
な
し
に
こ
の
過
ち
を
犯
す
こ
と
が
あ
る

の
で
す
。
ス
ケ
ー
ル
の
問
題
は
地
震
の
震
動
予
測
問
題
で
触
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
、
真
摯
な
科
学

研
究
で
な
く
、
意
図
的
忘
却
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
縦
横
比
無
視
は
、
海
溝
型
地
震
の
発
生
機
構
に
関
係

し
て
、
プ
レ
ー
ト
沈
み
込
み
モ
デ
ル
の
説
明
で
横
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
す
。

「
逆
は
必
ず
し
も
真
な
ら
ず
」
で
す
が
、
逆
が
真
で
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
「
枚
挙
の
精
神
」
で

「
妄
想
」
だ
ろ
う
が
「
素
人
考
え
」
だ
ろ
う
が
、
思
い
つ
く
こ
と
を
片
端
か
ら
挙
げ
て
み
る
こ
と
で
す
。
次
に
は
、

逆
に
厳
し
く
そ
れ
ら
が
実
態
と
か
け
離
れ
て
い
な
い
か
を
吟
味
す
る
の
で
す
。
こ
の
と
き
の
検
査
項
目
に
、
「
実

在
で
き
る
場
や
条
件
が
あ
る
か
」
、
「
ス
ケ
ー
ル
」
や
「
縦
横
比
」
な
ど
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
、

科
学
者
、
専
門
家
に
は
、
物
理
的
、
化
学
的
に
成
り
立
つ
か
を
検
討
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
「
本
質

論
」
的
段
階
で
す
。

気
の
毒
に
も
、
ま
だ
実
態
が
よ
く
分
か
ら
な
い
の
に
、
本
質
論
を
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
に
お
か
れ
る
専
門

が
あ
り
ま
す
。
地
震
の
予
知
が
正
に
そ
う
で
す
。
企
業
の
経
営
、
政
治
、
な
ど
も
そ
う
で
す
が
。

四
確
率
論
的
現
象
へ
の
対
処

探
る
べ
き
「
実
態
」
に
つ
い
て
、
も
う
一
っ
挙
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
課
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
世
界
に
は
、
確
率
論
的
現
象
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
偶
然
と
い
う
現
象
も
起
こ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
サ
イ
コ
ロ
を
振
れ
ば
、
同
じ
数
字
が

2
度
続
け
て
出
る
こ
と
が
あ
り
得
ま
す
。
し
か
し
、

2
 0
0
回
ほ
ど
振
る
と
、
ど
の
数
字
の
出
方
も
同
じ
ぐ
ら
い
に
揃
っ
て
き
ま
す
。
無
数
回
振
れ
ば
、
み
な
同
じ
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で
す
。

年
末
宝
く
じ
の
抽
選
方
法
は
数
学
的
に
見
て
、

に
な
る
は
ず
で
す
。
こ
う
い
う
の
が
「
確
率
論
的
現
象
」

確
か
に
公
平
で
す
。

以
前
、
東
海
地
震
の
発
生
に
つ
い
て
「
明
日
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で
な
い
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
「
不
思
議
で
な
い
」
と
い
う
言
い
方
は
、
地
震
発
生
の
確
率
論
的
性
格
を
踏
ま
え
て
の
科
学
的
言
い
方
で
す
。

「
明
日
に
で
も
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
は
意
味
が
違
う
の
で
す
。
こ
れ
が
一
般
の
人
々
に
「
い
い
加
減
な
話
」

と
思
わ
れ
て
、
な
か
な
か
納
得
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

こ
の
世
界
に
確
率
論
的
性
格
の
物
事
が
起
こ
る
の
は
、
「
神
が
そ
の
よ
う
に
世
界
を
つ
く
っ
た
」
か
ら
で
、

仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
一
方
で
は
バ
ク
チ
が
お
こ
な
わ
れ
、
他
方
で
は
オ
カ
ル
ト
的
信
仰
や
運
命
論
、
宿

命
論
、
果
て
は
「
祟
り
」
な
ど
と
い
う
妄
想
が
生
ま
れ
る
理
由
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
「
自
分
に
だ
け
う
ま
い

こ
と
が
起
こ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
」
と
神
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
で
、
神
に
は
そ
れ
は
で
き
ま
せ
ん
。
神
自
身
が
造
っ

た
世
界
の
性
格
か
ら
抜
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

科
学
研
究
に
は
実
証
が
必
須
で
す
。
そ
れ
で
、
科
学
者
に
は
、
「
実
験
だ
け
が
正
誤
を
決
め
る
」
と
断
言
す

る
人
が
い
ま
す
。
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
か
ら
困
る
の
で
す
。

地
盤
の
摺
曲
と
か
断
裂
と
か
に
つ
い
て
は
単
な
る
縮
小
実
験
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
と
も
な
科

学
者
な
ら
ば
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
に
注
意
し
て
実
験
し
た
と
し
て
も
、
実
験
の
結
果
に
は

「
ち
ら
ば
り
」
が
つ
き
も
の
で
す
。
さ
ら
に
、
世
の
中
に
は
、
統
計
的
、
確
率
論
的
に
し
か
実
験
で
き
な
い
現

象
が
あ
る
こ
と
が
厄
介
で
す
（
実
験
の
失
敗
は
論
外
で
す
）
。

少
し
視
角
を
変
え
て
言
え
ば
、
今
の
学
校
理
科
で
教
え
ら
れ
る
分
析
科
学
の
方
法
だ
け
で
な
く
、
災
害
が
複
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雑
系
の
も
の
ご
と
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
自
然
の
認
識
に
つ
い
て
の
こ
う
い
う
問
題
は
、

今
の
学
校
教
育
で
は
ほ
と
ん
ど
欠
落
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
、

0
、
X

式
の
記
憶
と
行
動
や
、
科
学
不

信
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
き
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う

災
害
の
継
続
、
拡
大
を
止
め
る

被
災
地
の
復
興
方
策
は
良
か
っ
た
か
、

今
後
起
こ
る
だ
ろ
う
災
害
へ
の
対
策
の
前
に
、
現
に
存
在
す
る
災
害
か
ら
の
復
興
に
つ
い
て
記
す
べ
き
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
先
に
も
記
し
ま
し
た
が
、
近
年
に
起
こ
っ
た
い
く
つ
も
の
災
害
は
、
そ
の
後
、
終
わ
ら
ず
に

続
い
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
東
日
本
大
裳
災
に
つ
い
て
み
る
と
、
災
害
発
生
か
ら
7
年
を
経
て
も
、

2
万
人

近
く
の
被
災
者
が
、
仮
説
住
宅
で
の
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
社
会

的
要
因
に
よ
る
、
人
が
造
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
意
味
で
人
災
で
す
。

続
発
し
て
い
る
災
害
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
近
年
起
こ
っ
た

も
っ
と
も
大
規
模
な
災
害
で
あ
る
東
日
本
大
震
災
の
、
そ
れ
も
津
波
災
害
か
ら
の
復
典
問
題
に
絞
り
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
津
波
災
害
か
ら
の
被
災
地
の
復
興
に
つ
い
て
、
政
府
や
宮
城
県
な
ど
の
「
山
を
削
っ
て
高

台
に
住
む
と
こ
ろ
を
置
き
、
海
岸
沿
い
の
漁
業
な
ど
の
水
産
業
従
事
者
は
、
海
岸
の
港
や
職
場
ま
で
通
勤
す

>
1
2
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る
」
そ
の
他
「
エ
コ
タ
ウ
ン
を
つ
く
る
」
な
ど
の
再
生
街
づ
く
り
構
想
は
、
一
見
、
悪
く
な
い
よ
う
に
見
え
ま

す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
各
章
で
見
た
と
お
り
、
事
情
は
場
所
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
相
も
変
わ
ら
ぬ
重
厚

長
大
な
広
域
開
発
に
夢
を
託
す
工
学
的
発
想
で
は
、
当
面
の
住
民
の
生
活
条
件
を
奪
う
だ
け
で
な
く
、
新
た
な

災
害
素
因
、
た
と
え
ば
地
震
の
際
の
造
成
地
崩
壊
の
因
を
造
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
さ
れ
ま

す
。
ま
ず
、
地
震
、
津
波
、
地
盤
を
含
む
地
質
条
件
を
、
地
域
ご
と
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
グ
レ
イ
の
黒
さ
（
リ
ス
ク
の
大
き
さ
と
質
）
の
時
間
的
変
化
を
検
証
、
予
測
せ
ね
ば
な
ら
な
り
ま
せ
ん
。

被
災
地
に
も
住
め
た

こ
こ
で
、
住
民
に
と
っ
て
死
活
的
に
問
題
な
の
が
、
次
の
津
波
襲
来
の
、
予
測
の
可
能
性
、
信
頼
性
で
し
ょ

う
。
専
門
家
は
慎
重
で
意
見
を
言
い
ま
せ
ん
。

2
0
1
1
年
東
北
太
平
洋
地
震
で
の
失
敗
以
来
と
く
に
そ
う
な

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
あ
え
て
私
の
考
え
を
記
し
ま
す
。

先
に
書
い
た
よ
う
に
私
は
、

3
.
1
1
東
北
地
霙
津
波
の
直
後
、
海
水
浴
場
は
、
天
幕
―
つ
で
営
業
を
再
開
し

た
ら
良
い
と
意
見
を
各
地
の
行
政
に
伝
え
ま
し
た
。
ど
こ
か
ら
も
全
く
反
応
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な

こ
と
を
考
え
る
余
裕
は
な
か
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
ま
た
何
時
津
波
が
く
る
か
も

知
れ
な
い
」
と
の
恐
怖
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

Il
章
の
記
述
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
私
は
、

あ

つ

も

の

こ

な

ま

す

こ
の
「
ま
た
何
時
」
は
「
羮
に
懲
り
て
膳
を
吹
く
」
の
類
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
津
波
が
来
た
に
せ
よ
、
今
度
は
、

気
象
庁
は
警
報
の
出
し
方
を
間
違
え
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
天
幕
だ
け
な
ら
ば
、
捨
て
て
逃
げ
る
と
い
う

選
択
が
あ
り
得
る
で
し
ょ
う
。

228 



V 防災 何をどうするか

こ
の
、
災
害
発
生
直
後
の
私
の
考
え
は
、
大
戦
後
の
新
潟
地
震
や
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
含
む
各
災
害
被
災

地
の
救
援
と
復
輿
の
教
訓
を
踏
ま
え
た
つ
も
り
で
し
た
。
そ
の
後
今
ま
で
に
は
、
い
ろ
い
ろ
既
成
事
実
が
で
き

て
し
ま
っ
て
お
り
、
今
ご
ろ
ま
た
書
い
て
も
遅
い
の
で
す
が
、
あ
え
て
記
し
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
な
問
題
が
、

ど
こ
の
被
災
地
で
も
、
今
後
で
も
、
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
参
考
に
し
て
く
だ
さ
る
か
た
が
あ
れ
ば

幸
い
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
津
波
災
害
が
あ
る
と
人
々
が
海
岸
か
ら
高
台
に
移
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
年
月
が
経
つ
と
次
第

に
元
の
低
地
に
帰
り
、
ま
た
次
の
津
波
で
被
害
に
遇
い
、
多
く
の
犠
牲
者
が
で
る
。
そ
の
繰
り
返
し
だ
と
い
う

こ
と
が
多
く
の
津
波
災
害
史
研
究
者
の
嘆
き
で
し
た
。
ま
た
ま
た

2
0
1
1
年
地
震
津
波
で
多
大
の
被
害
が
で

て
、
今
度
こ
そ
、
こ
の
愚
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
多
く
の
人
々
が
考
え
た
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
一
時
、

そ
れ
が
国
民
的
世
論
の
よ
う
な
状
況
を
呈
し
、
被
災
者
の
高
台
移
転
が
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
い
く
つ
か
の
行
政
は
、

山
を
大
規
模
に
削
っ
て
で
も
平
地
に
盛
り
土
し
て
高
台
を
造
り
ま
し
た
。
陸
前
高
田
市
高
田
地
区
の

12
メ
ー
ト

ル
の
か
さ
上
げ
は
そ
の
典
型
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
や
反
発
が
吹
き
出
る
に
も
時
間
が
か
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
防
災
専
門
家

か
ら
も
で
ま
し
た
（
注
2
)
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
も
非
常
に
も
っ
と
も

な
意
見
や
訴
え
で
す
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
こ
と
の
―
つ
は
、
「
平
地
に
住
ん
で
は
い
け
な
い
の
か
」
と
い
う
問
題
で
す
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
ま
た
津
波
が
く
れ
ば
被
災
す
る
に
決
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
言
い
換
え
れ
ば
「
グ
レ
イ

ゾ
ー
ン
」
に
で
も
、
必
ず
し
も
住
ん
で
い
け
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
住
ま
ね
ば
生
業
が
維
持
で
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生
業
・
生
産
の
施
設
も
造
っ
て
、

き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
私
な
ら
、
必
要
な
建
物
を
建
て
、

生
活
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
ま
す
。

そ
う
私
が
言
う
背
景
に
は
、
次
の
津
波
は
そ
う
す
ぐ
に
は
来
な
い
し
、
も
し
来
て
も

2
0
1
1
年
の
津
波
ほ

ど
巨
大
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
少
な
か
ら
ぬ
専
門
家
の
考
え
と
は
違
う
で
し
ょ
う
。

こ
の
専
門
家
の
意
見
は
、
世
界
的
に
み
て
、
統
計
上
、
大
き
な
地
震
の
直
後
に
は
、
別
の
大
地
震
が
続
け
て

起
こ
り
や
す
い
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
震
源
が
全
く
同
じ
だ
っ
た
例
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 と

り
あ
え
ず

「

1
0
0
年
の
計
」
と
は
高
台
移
転
か

も
う
少
し
具
体
的
に
書
き
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
東
北
地
方
太
平
洋
岸
の
海
浜
、
港
湾
や
海
岸
に
は
、
今
で

も
グ
レ
イ
度
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
予
想
さ
れ
る
被
害
の
質
や
大
き
さ
は
、
と
こ
ろ
に
よ
っ

て
非
常
に
違
い
ま
す
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
建
築
物
な
ど
の
設
計
や
避
難
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
と
く
に
、
水
産

の
灯
を
消
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
消
費
者
国
民
の
一
人
と
し
て
お
願
い
し
ま
す
。

地
盤
が
沈
下
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
全
般
的
に
言
え
ば
、
東
北
•
関
東
沖
地

震
津
波
と
同
じ
ク
ラ
ス
の
津
波
が
来
て
も
安
全
と
考
え
ら
れ
る
場
所
は
、
低
地
で
も
津
波
に
関
し
て
は
ホ
ワ
イ

ト
ゾ
ー
ン
で
す
。
明
治
三
陸
津
波
や
チ
リ
地
震
津
波
で
も
被
災
し
た
と
こ
ろ
は
グ
レ
イ
な
ゾ
ー
ン
で
す
が
、
場

所
に
よ
り
、
そ
の
濃
さ
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
津
波
警
報
が
出
た
ら
逃
げ
る
が
、
家
は
流
さ
れ
る
覚
悟

で
住
居
や
店
舗
そ
の
他
を
建
て
る
と
い
う
選
択
も
あ
り
得
ま
す
。
逃
げ
込
む
鉄
筋
の
建
物
を
配
置
す
る
、
公
園

に
す
る
、
水
が
引
か
な
い
と
こ
ろ
は
池
に
し
て
魚
を
飼
う
な
ど
、
多
様
な
土
地
利
用
、
街
づ
く
り
を
、
場
所
毎
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V 防災

そ
の
時
ど
う
す
る

あ
る
と
こ
ろ
で
、
地
震
災
害
の
話
を
し
た
時
、

何をどうするか

一
人
の
老
婦
人
か
ら
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
「
私
は
時
ど
き

に
検
討
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
引
き
波
に
よ
る
流
れ
（
破
壊
力
が
大
き
い
）
が
流
下
す
る

場
所
は
、
人
為
的
工
事
に
よ
り
、
変
わ
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
今
後
も
変
わ
り
え
ま
す
。
逆
に
、
防
災

工
事
が
ブ
ラ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
を
造
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

何
を
ど
う
す
る
か
は
、
広
い
地
域
を
一
括
し
て
考
え
る
の
で
な
く
、
個
別
の
現
地
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

w章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
東
日
本
大
震
災
で
は
、
創
造
的
復
興
の
名
の
も
と
に
、
あ
る
い
は
地
域

l
0
0
年

の
計
を
考
え
て
に
せ
よ
、
多
く
の
地
域
で
、
高
台
移
転
一
辺
倒
で
ゼ
ネ
コ
ン
丸
投
げ
の
大
規
模
事
業
が
展
開
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
被
災
者
を
孤
立
さ
せ
た
り
、
か
え
っ
て
復
興
が
遅
れ
た
り
し
た
こ
と
は
、
今
や
明
ら

か
で
す
。
こ
の
轍
を
、
今
後
ま
た
踏
ま
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
熊
本
で
も
九
州
北
部

で
も
同
様
で
す
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

2
：
た
と
え
ば
『
現
代
の
災
害
と
防
災
ー
そ
の
実
態
と
変
化
を
見
据
え
て
」
（
本
の
泉
社
、

2
0
1
6
年
）
の
な
か
の
室
崎
益

輝
さ
ん
や
上
野
鉄
男
さ
ん
の
論
説
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

今
後
の
災
害
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田
ん
ぽ
の
真
ん
中
の
道
を
通
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
地
震
が
起
こ
っ
た
ら
、
何
処
に
逃
げ
た
ら
よ
い
で
し
ょ

う
か
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
避
難
所
か
ら
遠
い
と
い
う
こ
と
を
心
配
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
正
解
は
、
「
そ

こ
に
じ
っ
と
し
て
い
る
の
が
、
一
番
よ
ろ
し
い
」
で
す
。
一
番
安
全
な
と
こ
ろ
に
い
る
か
ら
で
す
。
た
と
え
そ

こ
が
震
央
で
、
田
ん
ぽ
の
あ
ち
こ
ち
に
地
割
れ
が
で
き
て
い
る
状
況
で
も
、
と
り
あ
え
ず
生
き
て
い
る
の
に
、

下
手
に
動
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
通
り
騒
ぎ
が
収
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ゆ
っ
く
り
と
自
宅
の
そ
ば
か
避
難

所
に
向
か
え
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。
余
震
が
く
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
建
物
に
は
原
則
と
し
て
近
づ
か
な
い
方
が
安

全
で
す
。
自
宅
と
い
う
の
は
、
家
族
な
ど
が
安
否
を
訊
ね
て
来
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
自
宅
だ
か
ら
で
す
。
な
お
、

食
料
な
ど
は
、
避
難
所
に
行
か
な
い
と
貰
え
ま
せ
ん
。

地
震
発
生
の
す
ぐ
後
で
も
、
何
処
に
い
る
の
が
賢
い
か
は
刻
々
に
変
わ
り
ま
す
。
救
援
の
方
の
立
場
か
ら
も

同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。

な
お
、
原
発
事
故
に
つ
い
て
は
、
ど
の
原
発
で
も
避
難
に
は
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
何
か
で
別
に
書
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
一
言
。

「
何
処
に
い
て
も
同
じ
」
で
は
な
い
と
同
様
に
、
「
何
を
や
っ
て
も
同
じ
」
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
「
真
理
は
具

体
的
に
現
れ
る
」
の
で
す
。

時
間
ご
と
の
想
定
を
し
て
み
る

今
こ
の
本
を
読
ん
で
お
ら
れ
る
ど
な
た
に
せ
よ
、
正
に
今
、
大
地
震
が
起
き
た
ら
ど
う
さ
れ
ま
す
か
。

5
分、
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V 防災 何をどうするか

半
時
間
、

1
時
間
、
半
日
、

1
日
後
に
何
を
ど
う
す
る
か
、
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
い
く
つ
か
の
「
想
定
」

を
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
た
ま
た
ま
近
く
の
特
定
の
コ
ン
ビ
ニ
に
い
る
と
し
ま

す
。
そ
し
て
、
ま
ず
は
怪
我
も
せ
ず
生
き
て
い
る
と
し
ま
す
。
こ
の
「
想
定
」
を
、
場
所
、
時
刻
、
季
節
な
ど

い
ろ
い
ろ
に
替
え
て
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
家
族
の
い
る
場
所
そ
の
他
も
想
定
し
ま
す
。
普
段
か
ら
防
災
に

関
心
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
備
え
を
し
て
い
る
人
で
も
、
盲
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は

非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
。

本
当
は
最
悪
の
場
合
を
考
え
る
べ
き
な
の
で
す
。
た
と
え
ば
耐
震
補
強
を
し
た
の
に
不
充
分
で
家
が
倒
れ
て

下
敷
き
に
な
っ
た
。
逃
げ
ら
れ
な
い
。
隣
家
か
ら
火
が
迫
っ
て
い
る
と
い
っ
た
場
合
で
す
。
し
か
し
、
死
を
覚

悟
す
る
し
か
仕
方
が
無
い
よ
う
な
事
態
を
想
定
し
て
も
、
防
災
訓
練
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ど
う
し

て
も
「
想
定
」
は
「
ま
ず
死
な
な
い
よ
う
に
す
る
」
、
「
避
難
が
で
き
る
」
、
「
救
援
が
で
き
る
」
と
い
っ
た
、
す

こ
し
甘
い
場
合
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
で
の
解
説
も
そ
の
よ
う
で
す
。
実
は
原
発
事
故
の
「
想

定
外
」
も
同
様
で
し
た
。
そ
し
て
、
今
で
も
甘
い
の
だ
と
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
（
注

3
)
0

避
難
、
事
前
避
難

避
難
に
つ
い
て
は
、
行
政
か
ら
も
多
く
の
解
説
や
情
報
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
省
略
し
ま
す
が
、
避
難
所
に

行
く
だ
け
が
避
難
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
避
難
所
が
安
全
と
は
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
避
難
所
に
は
、

小
学
校
な
ど
が
多
く
選
ば
れ
ま
す
が
、
そ
の
敷
地
は
、
よ
く
洪
水
で
浸
か
る
な
ど
す
る
の
で
誰
も
住
ま
ず
空
い

て
い
た
場
所
だ
と
い
う
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
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エレ

昨
今
、
避
難
ル
ー
ト
、
避
難
所
の
安
全
性
の
問
題
、
超
高
層
ビ
ル
に
避
難
す
る
場
合
な
ど
に
つ
い
て
、
テ
レ

ビ
な
ど
で
話
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
新
し
い
教
訓
に
基
づ
い
て
い
ま
す
の
で
、
重
視
す
る
の
が
よ
い

と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
一
っ
強
調
し
て
お
き
ま
す
。
「
ま
ず
生
き
る
↓
そ
の
た
め
に
逃
げ
る
」
主
義
は
よ
い
で
す
が
、
そ
れ
は
、

そ
の
時
と
所
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
「
真
理
は
つ
ね
に
具
体
的
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
五
真
理
ク
は
、
こ
の
複
雑
系
で
あ
る
世
界
に
お
い
て
の
益
真
実
ク
と
い
う
意
味
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
小
学
生
に
「
人
に
か
ま
わ
ず
、
真
っ
直
ぐ
に
逃
げ
る
」
と
教
え
て
地
域
全
体
の
死
者
数
を
少

な
く
し
た
。
い
わ
ゆ
る
釜
石
の
奇
跡
は
、
そ
の
素
晴
ら
し
い
例
だ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
導
い
た

片
田
俊
孝
群
馬
大
教
授
（
当
時
）
の
指
導
は
、
津
波
、
現
地
地
形
な
ど
の
自
然
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
と
大
人

の
心
理
に
ま
で
渡
る
深
い
洞
察
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

何
を
ど
う
す
る
の
が
正
し
い
か
は
、
具
体
的
に
し
か
決
ま
り
ま
せ
ん
。
「
つ
な
み
て
ん
で
ん
こ
」
は
三
陸
海

岸
で
は
正
し
か
っ
た
の
で
す
。
紀
州
勝
浦
や
高
知
県
の
海
浜
の
ム
ラ
で
も
全
く
正
し
い
標
語
で
す
。
そ
こ
で
は
、

1
分
で
な
く
1
秒
が
貴
重
で
す
。
（
地
震
の
初
動
が
）
大
き
く
ガ
ン
と
来
た
ら
、
ス
マ
ホ
で
津
波
警
報
を
確
か

め
る
暇
も
惜
し
ん
で
駆
け
出
す
べ
き
で
す
。

し
か
し
、
大
阪
や
名
古
屋
で
は
違
い
ま
す
。
警
報
が
出
て
か
ら
津
波
が
来
る
ま
で
に
は
、
た
と
え
ば
病
気
の

母
親
を
気
遣
い
な
が
ら
、
一
緒
に
逃
げ
る
の
に
充
分
な
時
間
が
あ
り
ま
す
。
預
金
通
帳
や
当
面
の
食
料
を
持
ち

出
す
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
問
題
は
、
高
い
ビ
ル
に
逃
げ
る
に
し
て
も
、
そ
の
ビ
ル
の
階
段
の
入
り
口
の

鍵
を
誰
が
持
っ
て
い
る
か
で
す
。
そ
し
て
、
ど
う
や
っ
て
、
充
分
高
い
と
こ
ろ
ま
で
上
る
か
で
し
ょ
う
。
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V 防災 何をどうするか

ベ
ー
タ
ー
や
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
は
動
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
マ
イ
カ
ー
で
逃
げ
る
の
は
い
け
ま
せ
ん
。
多
く
の
場
合
犯
罪
的
で
さ
え
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
東
北

で
の
例
を
見
て
も
す
べ
て
の
場
合
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
道
路
事
情
や
人
口
密
度
に
も
よ
り
ま
す
。

避
難
の
後
が
問
題
で
す
。

i

ま
ず
助
か
っ
た
五
は
よ
い
で
す
が
、
そ
の
後
が
正
生
き
る
も
地
獄
A

で
は
い
け
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
次
の
「
救
援
」
や
「
復
興
」
の
問
題
で
す
。

そ
の
時
プ
ラ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
で
は
？

未
被
災
地
で
、
も
っ
と
も
深
刻
な
問
題
は
、
真
っ
黒
な
災
害
リ
ス
ク
地
に
「
住
ん
で
し
ま
っ
た
1
・
ど
う
す

る
！
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
住
ん
で
い
な
く
て
も
、
そ
こ
で
働
い
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
、

た
ま
た
ま
脱
出
困
難
な
と
こ
ろ
で
災
害
に
遭
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
大
阪
の
地
下
街
で
現
実
に

生
活
の
糧
を
得
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
津
波
や
浸
水
や
火
災
か
ら
逃
れ
る
の
に
ど
う
い
う
選
択
肢
が
あ
る
の

か
、
こ
れ
に
は
簡
明
で
一
般
的
な
答
え
は
出
せ
ま
せ
ん
。
「
ぐ
ら
ぐ
ら
と
き
た
ら
、
す
ぐ
地
表
へ
向
か
っ
て
逃

げ
て
く
だ
さ
い
。
普
段
か
ら
、
何
処
を
ど
う
逃
げ
る
か
を
考
え
、
訓
練
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
」
と
し
か
言
い

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

救
助
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
慌
て
て
走
り
回
る
の
は
か
え
っ
て
危
険
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
世
界
が
複
雑
多

ぎ
ょ
う
こ
う

様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
饒
倖
と
い
う
も
の
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
も
か
く
「
最
後
ま
で
諦
め
ず
、

あ
ら
ゆ
る
知
恵
と
手
段
を
尽
く
す
」
他
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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こ
の
情

被
災
地
救
援
に
つ
い
て

災
害
が
こ
れ
だ
け
頻
発
し
て
い
る
の
に
、
こ
れ
ま
で
の
災
害
の
経
験
、
知

識
、
教
訓
が
、
最
近
の
災
害
の
救
援
や
復
興
で
、
良
く
生
か
さ
れ
て
い
る
と

は
、
ど
う
も
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

被
災
者
が
生
き
る
た
め
の
要
求
は
、
ま
ず
今
の
飲
み
水
、
晩
の
握
り
飯
に

始
ま
り
、
日
時
と
と
も
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
変
化
に
は
、
か
な
り

の
法
則
性
が
あ
り
ま
す
。
被
災
を
経
験
し
た
地
域
の
住
民
や
行
政
職
員
は
そ

れ
を
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
あ
た
ら
し
い
災
害
地
で
、
ま
る
で
逆
の
こ

と
を
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
熊
本
地
震
災
害
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
来
援
を
、
一
定
期

間
、
行
政
が
断
り
ま
し
た
。
受
け
入
れ
体
制
が
整
わ
な
い
な
ど
の
理
由
だ
っ

た
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
、
誰
か
ら
で
も
良
い
か
ら
一
瞬
で
も
早
く
救
援
が

欲
し
い
被
災
者
の
実
状
を
、
無
視
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
一
方
、
遠
隔
各
地
か
ら
集
ま
る
救
援
物
資
が
、
人
手
の
不
足
で
な
か
な

か
被
災
者
に
届
か
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
い
う
な
れ
ば
テ
レ
コ

に
な
っ
て
、
一
番
必
要
な
も
の
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
と
聞
き
ま
す
。

報
化
時
代
に
な
ん
と
か
な
ら
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
阪
神
・
淡
路
大
擬
災
の
際
に
は
、

近
く
に
大
都
会

| 《コプム》 地下1圭j I 
地下は地震に対しては、ゆれが少なく物が壊れないという点では、比較的安

全な空間です。しかし、天井から物が落ちてきて、道を塞ぐことはあり得ます。

現代社会は、電気が通じていることを前提として成り立っています。このこと

は、原発を始め、あらゆるところで意識され、停電した場合の自家発電設備の

設置が進められています。しかし、大都市の地下街でこれがどの程度進んでい

るのかは大きな問題です。停電して真っ暗ななかで、地表への脱出口を探さね

ばならぬと覚悟しておく方が良いでしょう。その出口からは、濁流が滝のよう

に流下しているかも知れません。
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が
あ
っ
た
か
ら
で
は
あ
り
ま
す
が
、
救
援
の
人
々
の
車
や
人
が
溢
れ
ま
し
た
。
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
元
年
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
人
ひ
と
り
の
力
は
小
さ
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
総
体
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
現

地
の
必
要
な
力
と
物
資
を
大
量
に
届
け
た
の
で
す
。
で
す
が
、
国
の
問
題
意
識
は
、
ヶ
自
衛
隊
を
も
っ
と
速
く

入
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
に
、
現
地
の
行
政
が
そ
れ
を
阻
ん
だ
ク
と
い
っ
た
こ
と
の
よ
う
で
す
。

な
お
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
、
研
究
者
、
技
術
者
も
、
ク
調
査
公
害
ク
と
い
わ
れ
た
ぐ
ら
い
に
大
勢
、

現
地
に
集
ま
り
、
歩
き
回
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
が
、
そ
の
後
の
日
本
の
そ
の
後
の
災
害
の
調
査
、
防
災
研
究
に

及
ぽ
し
た
効
果
は
計
り
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
現
地
調
査
に
は
時
間
と
の
競
争
の
面
が
あ
る
の
で
す
。
一
方
、

現
地
の
状
況
変
化
を
、

1
年、

10
年
の
単
位
で
把
握
す
る
こ
と
も
必
要
で
す
が
。

そ
の
後
、
う
ち
続
く
多
く
の
災
害
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
救
援
が
続
い
て
い
ま
す
。
行
政
も
引
き
統
き
問
題

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
経
験
や
教
訓
は
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
で
、
何
時
、
誰
が
、
何
を
す
る
の

が
有
効
か
。
こ
の
こ
と
が
、
も
う
少
し
整
理
さ
れ
、
次
々
に
起
こ
る
災
害
の
救
援
に
生
か
さ
れ
な
い
か
と
思
い

ま
す
。共

助
と
公
助

行
政
は
、
；
よ
く
自
分
の
安
全
は
自
分
で
守
る
ク
と
い
い
ま
す
。

無
力
さ
、
無
責
任
さ
を
誤
魔
化
し
て
い
る
面
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

本
当
は
、
共
助
は
、
災
害
が
始
ま
る
前
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

を
す
る
の
が
、
防
災
の
た
め
に
一
番
有
効
な
共
助
と
い
え
ま
す
。

一
面
正
し
い
の
で
す
が
、

行
政
や
政
治
の

住
民
が
結
束
し
て
、

要
求
行
動
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し
か
し
、
た
と
え
ば
、
災
害
被
災
者
救
援
と
災
害
対
策
の
改
善
を
政
府
、
行
政
に
要
請
し
て
も
、
な
か
な
か

成
果
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
む
な
し
さ
も
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
声
を
あ
げ
な
け
れ
ば
支
援

制
度
の
改
善
も
進
ま
ず
、
人
災
が
今
後
も
生
ま
れ
統
く
こ
と
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
、
雲
仙
普
賢
岳
噴
火
災
害
や
北
海
道
南
西
沖
地
震
災
害
で
は
、
関
連
死
は
一
人
も
発
生
し
て
い
な

い
の
で
す
。
一
方
、

2
0
0
 
1
年
芸
予
地
震
に
際
し
て
の
広
島
県
呉
市
の
災
害
で
は
、
復
興
事
業
の
た
め
と
言

う
の
で
、
被
災
者
に
立
ち
退
き
が
要
求
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
災
害
の
規
模
に
違
い
が
あ
る
と
は
言
え
、
普
段
か

ら
の
市
民
社
会
の
風
土
や
民
主
的
運
動
の
違
い
は
、
地
域
行
政
の
公
助
の
姿
勢
や
具
体
的
行
動
に
影
響
し
ま
す
。

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）]

3
i
も
ち
ろ
ん
、
テ
レ
ビ
の
解
説
で
は
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
が
話
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
前
に
盲
点
と
な

っ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
も
、

よ
く
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
注
意
し
て
聴
い
て
く
だ
さ
い
。

高
台
移
転
は
必
要
だ
が

誤
解
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
、
高
台
移
転
は
間
違
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ど
う
生
活
す
る
か
、
ど
う
や
っ
て
食
べ
て
い
く
か
を
忘
れ
た
地
域
計
画
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
と
言
っ
て
い
る
の

で
す
。も

ち
ろ
ん
、
津
波
に
襲
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
地
域
は
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
黒
さ
は
年
月

復
興
デ
ザ
イ
ン
と
地
域
防
災
デ
ザ
イ
ン
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し
か
し
、

と
と
も
に
周
期
的
に
変
わ
り
ま
す
。

三
陸
地
方
で
は
、
昔
か
ら
、
津
波
に
襲
わ
れ
る
と
「
こ
ん
な
危
な
い
と
こ
ろ
に
は
住
め
な
い
」
と
い
う
わ
け

で
、
人
々
は
高
い
と
こ
ろ
に
居
を
移
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
生
活
の
不
便
さ
か
ら
か
、
い
わ
ゆ
る
災
害
の
風
化

の
た
め
か
、
次
第
に
人
々
が
、
ま
た
海
岸
近
く
に
住
む
よ
う
に
な
り
、
次
の
津
波
で
被
災
す
る
と
い
う
こ
と
が

繰
り
返
さ
れ
ま
し
た
。
識
者
は
こ
の
教
訓
を
叫
び
続
け
た
の
で
す
が
、

2
0
1
1
年
東
北
地
方
沖
地
裳
津
波
で

ま
た
同
じ
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
の
津
波
に
よ
る
被
災
以
後
、
高
台
で
の
住
宅
地
建
設
が
大
規
模
に
お
こ

な
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
一
っ
に
は
、
「
今
度
こ
そ
同
じ
愚
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
考
え
が
、

主
に
行
政
の
責
任
あ
る
立
場
の
人
た
ち
に
浸
透
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
典
型
は
陸
前
高
田

市
で
し
ょ
う
。

嵩
台
移
転
は
必
要
で
す
。

そ
れ
を
す
る
の
が
最
善
の
選
択
肢
と
は
必
ず
し
も
言
え
ま
せ
ん
。

グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
は
活
用
で
き
る

先
に
、
雲
仙
普
賢
岳
の
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
の
牧
畜
の
例
や
東
日
本
津
波
被
災
地
復
興
問
題
で
紹
介
し
ま
が
、
被

災
後
の
で
き
る
だ
け
早
い
生
活
・
自
給
条
件
保
証
の
た
め
に
は
、
土
地
利
用
と
再
被
災
リ
ス
ク
と
の
場
所
と
時

間
経
過
に
よ
る
多
様
性
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
う
ま
く
活
用
す
べ
き
で
す
。
宮
城
県
や
福

島
県
の
多
く
の
地
域
で
の
よ
う
に
、
広
い
被
災
地
を
一
括
し
て
鉦
創
造
的
復
興
ク
デ
ザ
イ
ン
を
す
る
の
は
、
被

災
を
地
域
化
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
長
期
化
、
深
刻
化
さ
せ
る
元
で
す
。

問
題
は
、
災
害
発
生
の
前
の
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
で
の
日
常
で
す
。
先
の
諸
章
の
あ
ち
こ
ち
で
触
れ
た
と
お
り
、
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大
阪
は
全
体
が
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
で
す
が
、
ま
さ
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
働
い
て
い
る
人
た

ち
に
は
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
は
っ
き
り
言
っ
て
、
私
は
大
阪
の
地
下
街
に
は
な
る
べ
く
入
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
は
「
グ
レ
イ
」
を
通
り
越
し
て
「
ブ
ラ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
」
だ
か
ら
で
す
（
注

4
)
0

こ
の
問
題
は
、
都
市
の
あ
り
方
を
根
本
的
に
変
え
な
い
と
、
解
決
す
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ー

ド
、
ソ
フ
ト
な
対
策
を
、
行
政
も
業
界
も
、
必
死
で
急
ぎ
考
え
る
べ
き
で
す
が
、
と
て
も
あ
て
に
で
き
そ
う
に

あ
り
ま
せ
ん
。
専
門
家
、
識
者
が
い
く
ら
具
体
的
提
言
を
し
て
も
、
今
の
日
本
の
実
情
で
は
、
実
効
が
上
が
る

と
思
え
ま
せ
ん
。
現
場
の
住
民
、
市
民
か
ら
、
無
茶
苦
茶
に
強
力
な
声
が
上
が
ら
な
く
て
は
無
理
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
地
下
に
、
バ
ベ
ル
の
塔
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
る
こ
の
文
明
は
異
常
で
す
。
誰
が
責
任
を

負
え
る
の
か
。
万
能
の
神
も
救
い
が
た
い
と
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
根
本
的
対
策
は
ブ
ラ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
を
な
く
す
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
大
阪
に
せ
よ
東
京
に
せ
よ
、

地
下
鉄
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。
そ
れ
は
非
現
実
的
で
し
ょ
う
。

当
面
の
生
業
の
保
障

生
命
を
守
る
こ
と
が
一
番
大
切
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
「
と
も
か
く
生
命
だ
け
は
護
る
」
と

い
う
こ
と
を
「
減
災
」
の
眼
目
と
捉
え
る
こ
と
は
、
間
違
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
充
分
で
は

な
い
こ
と
も
確
か
で
す
。
何
度
も
言
う
と
お
り
、
生
命
は
助
か
っ
て
も
、
そ
の
後
、
「
生
き
る
も
地
獄
」
と
な
っ

て
は
困
り
ま
す
。

「
防
災
」
と
は
、
生
命
だ
け
で
な
く
、
生
活
を
護
る
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
「
生
業
」
を
護
る
こ
と
が
、
個
人
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的
に
も
社
会
に
と
っ
て
も
必
要
で
す
。
立
派
な
住
宅
を
造
っ
て
も
ら
っ
て
も
、
ま
た
日
常
の
衣
食
に
は
困
ら
ぬ

条
件
整
備
が
さ
れ
て
も
、
生
業
を
な
く
し
た
ま
ま
で
は
、
そ
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
社
会
に
も
、
長
く
被
災
、

損
害
が
残
り
ま
す
。
こ
の
視
点
と
、
そ
の
具
体
化
が
、
各
地
の
救
援
や
災
害
復
興
支
援
で
欠
け
て
い
る
場
合
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

生
活
の
復
興
、
そ
の
た
め
に
立
ち
上
が
る
条
件
を
得
る
こ
と
は
、
被
災
者
の
、
憲
法
に
保
証
さ
れ
た
権
利
だ

と
い
う
こ
と
を
、
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

先
に
触
れ
ま
し
た
が
、
気
仙
沼
で
は
、
被
災
後
す
ぐ
に
、
漁
業
の
人
た
ち
が
自
主
的
に
、
湾
奥
の
漁
港
と
魚

河
岸
の
復
興
を
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
の
人
た
ち
は
、
「
ま
た
津
波
が
来
て
無
駄
に
な
る
の
で
は
？
」
と
い
っ
た

発
想
は
し
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
「
正
解
」
で
し
た
。

な
お
、
そ
れ
ま
で
の
生
業
を
続
け
た
く
と
も
、
自
然
条
件
の
変
化
で
、
そ
れ
が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
場
合
、
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
活
用
の
発
想
で
、
生
業
の
転
換
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
住
ん
で
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
で
も
、
野
菜
や
果
樹
の
栽
培
が
で
き
て
、
実
際
に
し

て
い
る
と
こ
ろ
は
、
河
川
で
は
現
に
あ
り
ま
す
。
津
波
被
災
地
の
、
塩
気
で
米
が
し
ば
ら
く
造
れ
な
く
な
っ
た

と
こ
ろ
は
、
綿
な
ら
栽
培
で
き
る
そ
う
で
す
。
素
人
考
え
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
牧
畜
や
魚
の
養
殖
が
で
き
る

と
こ
ろ
が
あ
り
そ
う
に
見
え
ま
す
。
問
題
は
技
術
と
採
算
で
し
ょ
う
。

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
建

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
建
が
、
被
災
地
復
興
の
基
本
で
あ
り
、
山
間
地
過
疎
問
題
に
つ
い
て
も
そ
の
課
題
そ
の
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も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
目
的
、
目
標
で
あ
る
と
と
も
に
、
減
災
の
条
件
で

も
あ
り
ま
す
。

前
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
山
間
過
疎
地
だ
け
で
な
く
、
大
都
市
で
も
、
今
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
崩
れ
て

い
ま
す
。
多
く
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
、
必
要
上
自
治
会
が
造
ら
れ
て
活
動
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
古
く
か
ら

の
住
宅
地
は
、
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
実
は
私
が
属
し
て
い
た
町
内
会
も
、
数
年
前
、
会
長
が
私
か
ら
新
し
い

人
に
替
わ
っ
た
と
た
ん
に
解
散
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
丘
六
助
ク
な
ど
と
い
っ
て
も
空
念
仏

で
す
。こ

の
よ
う
な
状
況
に
は
、
地
域
の
高
齢
化
、
さ
ら
に
人
口
減
少
、
そ
し
て
障
害
者
の
比
率
の
増
加
が
関
係
し

て
い
ま
す
。
問
題
は
根
深
く
、
簡
単
な
解
決
策
は
あ
り
そ
う
に
思
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
面
、
災
害
時
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
人
が
増
え
て
い
る
の
は
、
今
日
の
日
本
社
会
の
明
る
い
特
徴
で
す
。
意
欲
あ
る
者
が
、

普
段
か
ら
防
災
、
減
災
問
題
に
関
心
を
持
ち
、
ま
ず
何
か
の
方
法
で
情
報
を
共
有
し
、
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
活

動
を
始
め
る
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
建
に
も
繋
が
り
、
災
害
に
対
す
る
共
助

体
制
と
し
て
も
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
場
合
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
で
町
内
会
と
い
っ
た
枠
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
、
今
の
地
域
の
実
情

で
は
必
ず
し
も
合
わ
な
い
よ
う
で
す
。
市
や
町
な
ど
行
政
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
意
欲
あ
る
人
々
を
地
域
横

断
的
に
つ
な
ぐ
努
力
を
し
て
い
る
例
も
あ
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
住
民
が
自
主
的
民
主
的
に
組
織
を
立
ち
上

げ
る
と
、
圧
力
団
体
と
感
じ
て
か
、
建
前
と
裏
腹
に
、
行
政
に
事
実
上
敬
遠
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
。

住
民
と
行
政
と
の
信
頼
関
係
の
改
善
が
必
要
で
す
が
、
工
夫
が
い
り
ま
す
。
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>
|
3
 

[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

4
；
た
と
え
ば
、
淀
川
の
支
流
の
桂
川
な
ど
で
は
、
地
域
住
民
が
河
川
敷
を
畑
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
、
河
川
管
理
事
務
所
が
話

し
合
い
で
黙
認
し
て
い
ま
す
。
洪
水
で
被
害
が
あ
れ
ば
利
用
者
の
自
己
責
任
で
す
。

防
災
体
制
と
日
本
社
会
の
構
造
の
見
直
し
ー
諸
問
題

根
本
を
改
め
る
防
災
を

wー

I
で
記
し
た
「
そ
の
時
ど
う
す
る
か
」
の
知
識
は
、
個
人
と
し
て
も
、
社
会
と
し
て
も
確
か
に
必
要
で

す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
よ
い
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
。
日
本
列
島
で
は
、
何
を
計
画
す
る
に

あ
た
っ
て
も
、
災
害
が
起
こ
る
こ
と
を
想
定
し
、
前
も
っ
て
対
策
を
練
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日

本
一
国
の
経
済
を
破
綻
さ
せ
る
足
る
巨
大
地
震
・
津
波
災
害
が
、
こ
の
数
十
年
内
に
は
必
ず
起
こ
り
ま
す
。
早

け
れ
ば
今
年
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
種
類
の
違
う
災
害
が
複
合
し
、
あ
る
い
は
続
け
て
発
生
す
る
こ
と
も
あ
り
得

ま
す
。
こ
の
現
実
を
、
広
く
人
々
の
共
通
認
識
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
防
災
に
関
す
る
今
日

の
、
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

＞
ー
1
で
は
、
そ
の
前
に
記
し
た
日
本
と
世
界
の
災
害
・
防
災
問
題
の
実
態
を
踏
ま
え
て
、
主
に
被
災
者
の

生
活
立
て
直
し
、
復
興
に
直
接
的
に
関
わ
る
問
題
を
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
後
の
防
災
を
進
め
る
上
で
は
、

そ
れ
が
可
能
な
社
会
的
シ
ス
テ
ム
を
ど
う
つ
く
る
か
を
、
も
っ
と
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
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猿
真
似
的
開
発
・
防
災
に
警
戒
を

ど
こ
か
で
「
ま
あ
成
功
」
と
見
倣
さ
れ
る
開
発
や
防
災
の
例
が
で
き
る
と
、
真
似
が
始
ま
り
ま
す
。
関
係
し

て
行
政
機
関
や
大
学
の
専
門
家
養
成
部
門
が
で
き
、
企
業
の
収
益
手
段
の
一
っ
と
な
る
と
、
も
う
止
ま
り
ま
せ
ん
。

先
に
紹
介
し
た
用
水
問
題
な
ど
そ
の
典
型
的
例
で
す
が
、
こ
の
例
に
限
り
ま
せ
ん
。
大
ダ
ム
建
設
な
ど
は
世
界

的
で
す
。
は
じ
め
に
で
き
た
も
の
が
、
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
防
災
に
付
い
て
良
く
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て

も、

2
番
目
、

3
番
目
と
後
の
も
の
ほ
ど
問
題
が
多
く
災
害
リ
ス
ク
が
大
き
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
が
通
例

で
す
。
警
戒
が
必
要
で
す
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
参
照
す
べ
き
で
す
が
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
世

の
中
に
二
つ
と
同
じ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
然
史
、
人
文
史
を
調
べ
よ
う

繰
り
返
し
ま
す
が
、
危
険
は
場
所
毎
に
違
い
ま
す
。
そ
れ
を
把
握
す
る
た
め
は
、
地
域
の
自
然
史
、
人
文
史
、

と
く
に
災
害
史
を
ま
ず
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
の
自
治
体
も
、
市
史
と
か
町
史
と
か
を
作
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
の
災
害
史
の
記
述
が
弱
い
よ
う
だ
っ
た
ら
、
ま
ず
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

自
然
史
を
知
る
と
は
、
そ
の
地
域
の
地
形
、
地
質
の
成
り
立
ち
を
知
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
住
民
、
市
民
だ

け
で
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
市
民
と
専
門
研
究
者
と
の
共
同
が
必
要
で
す
。

防
災
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
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ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
、
活
用

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
名
称
は
防
災
マ
ッ
プ
で
も
な
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

要
は
役
に
立
つ
か
ど
う
か
で
す
。
先
に
書
き
ま
し
た
が
、
避
難
に
役
立
つ
だ
け
で
な
く
、
住
ん
で
は
い
け
な
い

危
険
な
場
所
が
、
一
軒
一
軒
の
ス
ケ
ー
ル
で
分
か
る
精
度
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
公
開
に
は
反
対
が
あ

り
得
ま
す
。
困
難
で
も
、
住
ん
で
い
る
人
々
の
納
得
、
了
解
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

行
政
の
専
門
職
員
は
、
一
軒
ご
と
と
い
っ
た
精
度
で
は
、
必
ず
し
も
（
必
ず
し
も
で
す
）
危
険
度
を
正
確
に

把
握
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
斜
面
の
崩
壊
性
に
つ
い
て
は
、
地
質
の
歴
史
的
特
性
を
知
ら
ず
、
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
沿
っ
て
、
そ
の
傾
斜
に
よ
っ
て
判
定
す
る
の
が
普
通
で
す
。
渓
流
と
稲
田
の
水
利
は
、
そ
れ
を
管
理
し
て

い
る
農
家
の
方
が
良
く
知
っ
て
い
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
喰
嘩
を
経
て
か
ら
で
も
良
い
で
す
か
ら
、
住
民
と

行
政
職
員
と
の
信
頼
関
係
の
構
築
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
住
民
が
、
ま
ず
自
身
の
自
覚
的
な
防

災
意
識
に
よ
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
案
を
作
っ
て
み
る
こ
と
が
有
効
で
す
。

福
岡
県
朝
倉
市
で
は
、
行
政
と
住
民
が
共
同
し
て
、
全
17
地
区
の
自
主
防
災
マ
ッ
プ
を
、
す
で
に

2
0
1
5

年
に
完
成
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
際
の
想
定
雨
量
は

48
時
間
で

5
2
1
ミ
リ
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

2
0
1
7
年
7
月
の
豪
雨
は
、

24
時
間
に

5
1
6
ミ
リ
と
、
想
定
の
倍
近
い
も
の
で
し
た
。
近
年
、
豪
雨
の
規

模
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
既
存
の
防
災
マ
ッ
プ
は
再
検
討
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

な
お
、
当
然
な
が
ら
、
複
数
の
種
類
の
要
因
に
よ
る
ダ
ブ
ル
パ
ン
チ
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ダ
ム

が
あ
れ
ば
、
ダ
ム
に
も
よ
り
ま
す
が
、
突
然
の
放
流
や
、
そ
の
決
壊
に
よ
る
被
害
も
想
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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避
難
者
の
生
計
を
保
証
す
る
法
の
見
直
し

先
に
「
被
災
は
続
く
よ
、
い
つ
ま
で
も
」
と
書
き
ま
し
た
。
各
地
で
災
害
被
災
者
の
苦
し
み
が
続
い
て
い
ま
す
。

法
制
的
整
備

技
術
的
対
処
に
必
ず
ま
つ
わ
る
問
題

今
後
、
各
種
観
測
網
を
一
層
細
か
く
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

II
章
の
[
コ
ラ
ム
]
に
地
震
予

知
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
「
大
衆
路
線
」
の
話
を
書
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
言
わ
ば
社
会
的
な
方
策
で
す
。
工
学

的
な
、
ハ
ー
ド
な
技
術
的
対
処
に
つ
い
て
は
、
私
が
い
ろ
い
ろ
言
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
先
の
章
に
は
、
私
が
感
じ
て
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
に
つ
い
て
、
率
直
な
と
こ
ろ
を
述
べ
ま
し
た
。
と
く

に
指
摘
し
た
い
の
が
、
す
べ
て
の
工
作
物
は
自
然
条
件
と
と
も
に
、
時
系
列
的
に
劣
化
す
る
1

実
際
に
し

て
い
る

I

と
い
う
問
題
で
す
。
も
う
一
っ
は
、
地
質
と
地
質
構
造
の
特
徴
、
実
態
を
、
局
所
的
に
し
か
念

頭
に
置
か
な
い
工
事
が
、
実
際
問
題
と
計
画
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
す
。
是
非
、

検
討
・
善
処
の
取
り
組
み
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
要
請
し
ま
す
。

後
記
の
、
「
重
厚
長
大
か
ら
軽
小
短
薄
へ
の
転
換
」
（
軽
少
短
薄
で
は
な
い
）
も
、
大
き
な
意
味
で
の
社
会
的

技
術
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
個
別
の
多
様
な
技
術
の
開
発
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
こ
そ
工
学
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
し
、
そ
の
答
え
が
「
情
報
化
万
歳
」
だ

と
は
私
は
思
い
ま
せ
ん
。
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災
害
被
災
者
の
生
活
を
守
る
法
的
保
証
は
、
い
ろ
い
ろ
制
定
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
際
に
は
、
こ

れ
が
不
充
分
ど
こ
ろ
か
、
反
対
に
、
原
発
被
災
者
が
国
の
関
係
団
体
に
告
訴
さ
れ
る
こ
と
さ
え
起
こ
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
事
態
の
解
決
に
は
、
難
し
い
問
題
は
な
い
は
ず
で
す
。
住
宅
無
償
提
供
の
期
限
を
延
長
す
る
だ
け
で

も
、
告
訴
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
。

1
9
9
8
年
に
、
議
員
立
法
に
よ
っ
て
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
が
成
立
し
ま
し
た
。

2
0
1
7
年
で
そ
れ

か
ら
20
年
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
機
に
、
「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
の
抜
本
的
拡
充
」
の
署
名
運
動
が
は

じ
ま
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
支
給
限
度
額
の

5
0
0
万
円
へ
の
引
き
上
げ
、
半
壊
や
一
部
損
壊
な
ど
も
支
給

対
象
と
す
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
運
動
の
成
功
は
、
各
地
被
災
者
の
自
立
を
早
め
、
ひ
い

て
は
日
本
の
国
土
の
防
災
力
強
化
に
繋
が
る
で
し
ょ
う
。

要
す
る
に
、
災
害
を
継
続
さ
せ
、
拡
充
し
て
い
る
の
は
、
社
会
の
憲
法
に
反
す
る
ゆ
が
み
で
す
。
こ
れ
を
な

く
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
に
法
制
を
改
め
る
努
力
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で

し
ょ
う
。

と
く
に
開
発
許
可
に
関
す
る
問
題
つ
い
て

防
災
に
関
す
る
法
律
は
、
二
桁
の
数
あ
り
ま
す
。
行
政
が
す
べ
き
、
あ
る
い
は
で
き
る
、
法
的
措
置
に
つ
い

て
は
、
前
の
章
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
と
く
に
開
発
許
可
の
問
題
を
取
り
上
げ
ま
す
。
開
発
許
可

や
建
築
許
可
が
お
り
て
い
れ
ば
、
普
通
の
市
民
は
危
険
な
場
所
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
多
く
の
災
害
の

素
因
や
拡
大
要
因
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
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国
で
も
地
方
自
治

日
本
で
は
、
後
に
も
述
べ
ま
す
が
、
学
校
で
、
災
害
に
関
わ
る
自
然
や
人
文
に
関
す
る
知
識
を
ほ
と
ん
ど
教

わ
り
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
に
住
ん
で
い
る
人
が
被
災
す
る
と
、
「
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
住
ん
だ
者
に
も
責

任
が
あ
る
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
学
校
教
育
が
こ
の
現
状
で
は
、
そ
う
言
っ
て
も
始
ま
ら
な
い
の

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

ど
の
行
政
に
も
、
そ
の
大
小
を
問
わ
ず
、
防
災
問
題
に
関
わ
る
職
員
が
い
る
は
ず
で
す
。
開
発
の
計
画
や
建

築
許
可
に
関
わ
る
担
当
に
は
防
災
の
知
識
を
持
つ
職
員
が
い
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
多
少
の
問
題

意
識
が
あ
れ
ば
、
そ
の
場
所
が
危
険
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
で
し
ょ
う
。
部
局
間
の
連
絡
、
情
報
交
流
の
体
制

も
問
題
で
す
。
と
も
か
く
、
危
険
な
場
所
に
は
開
発
許
可
が
降
り
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
肝
心
で
す
。
今
の

行
政
の
方
式
で
は
、
開
発
許
可
が
下
り
る
と
、
担
当
者
は
建
築
許
可
を
下
ろ
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
か
ら
で
す
。

悪
徳
の
土
建
業
者
は
と
も
か
く
、
自
治
体
の
開
発
問
題
担
当
者
は
、
ま
さ
か
；
災
害
よ
起
こ
れ
か
し
ク
と
思
っ

て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
ま
し
て
防
災
担
当
者
は
で
き
る
限
り
の
努
力
を
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、

災
害
は
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
な
か
で
も
地
域
の
自
然
条
件
を
調
べ
ず
に
お
こ
な
っ
た
開

発
の
、
許
可
や
促
進
に
は
、
行
政
に
、
公
務
員
個
人
で
な
く
組
織
と
し
て
の
結
果
責
任
が
あ
り
ま
す
。
行
政
が

そ
れ
を
認
め
て
、
災
害
の
再
発
を
防
ぐ
た
め
の
努
力
を
約
束
す
れ
ば
、
被
災
住
民
と
行
政
と
に
争
い
が
あ
っ
て

も
円
満
に
解
決
し
、
復
興
と
地
域

1
0
0
年
の
計
に
向
か
っ
て
共
に
努
力
す
る
途
が
開
け
ま
す
。
そ
の
好
例
が
、

1
9
7
2
年
の
修
学
院
災
害
で
し
た
。
こ
の
教
訓
は
、
同
じ
京
都
府
内
で

2
0
1
2
年
に
起
こ
っ
た
、
弥
陀
次

郎
川
災
害
で
は
生
か
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
難
し
い
も
の
で
す
。

先
に
開
発
許
可
、
建
築
許
可
に
関
わ
る
「
天
の
声
」
の
こ
と
に
触
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
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体
で
も
、
滅
多
に
は
、
明
確
な
命
令
の
形
を
と
り
ま
せ
ん
。
；
あ
の
件
は
ど
う
な
っ
た
か
ね
乍
と
き
ま
す
。
こ
の
ク
天

の
声
ク
を
無
視
し
続
け
る
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
よ
う
で
す
。
許
可
を
下
ろ
す
の
に
都
合
の
悪
い
文
書
は
な

る
べ
く
残
さ
ず
、
無
か
っ
た
こ
と
に
さ
せ
ら
れ
た
り
し
ま
す
。
専
門
家
で
あ
る
担
当
職
員
が
、
防
災
の
見
地
か

ら
批
判
し
た
り
、
こ
れ
を
無
視
し
た
り
、
内
部
告
発
し
た
り
し
て
も
不
利
益
に
さ
ら
さ
れ
な
い
よ
う
な
保
障
を
、

法
的
に
整
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
し
な
い
と
、
災
害
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
の
は
住
民
で
す
。

本
当
は
、
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
都
市
開
発
の
あ
り
方
の
根
本
見
直
し
と
法
的
規
制
が
必
要
で
す
。
一
部
、
個
別
の

問
題
、
た
と
え
ば
建
築
物
の
高
度
規
制
と
い
っ
た
こ
と
以
外
で
は
、
絶
望
的
に
困
難
に
感
じ
ま
す
。
そ
れ
で
も
、

討
論
を
訴
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

裁
判
品
闘
争
ク

被
災
し
た
住
民
、
あ
る
い
は
、
何
者
か
ら
に
せ
よ
被
災
リ
ス
ク
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
住
民
が
、
裁
判
を
起
こ

す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
多
く
は
、
二
度
と
同
じ
よ
う
な
災
害
で
苦
し
む
人
を
造
ら
な
い
た
め
、
あ
る
い
は
、

災
害
が
起
こ
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
つ
ま
り
、
防
災
を
目
的
と
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
住
民
が

勝
訴
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

多
く
の
人
々
は
、
裁
判
で
は
正
し
い
方
が
勝
つ
は
ず
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
何
が
正
し
い
か
の
判

断
は
、
立
場
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
裁
判
官
に
と
っ
て
＃
止
し
い
ク
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
法
律
に
合
致
す
る

か
、
そ
の
反
対
か
で
す
。

そ
も
そ
も
法
律
と
は
、

時
の
社
会
の
秩
序
を
保
全
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
社
会
が
変
化
し
て
必
要
が
生
ま
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フ
ラ
ン

れ
な
い
と
改
正
さ
れ
ま
せ
ん
。
理
想
を
掲
げ
て
、
社
会
の
進
歩
を
先
取
り
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

ス
革
命
と
か
、
日
本
の
敗
戦
と
か
い
っ
た
特
別
の
場
合
で
な
い
と
あ
ま
り
起
こ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
基
本
的

に
保
守
的
な
も
の
で
す
。

裁
判
官
は
法
の
番
人
で
す
。
時
の
法
に
照
ら
し
て
判
断
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
変
化
し
た
社
会
の
実
情
に
合

わ
な
い
判
決
が
で
る
の
は
、
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
裁
で
原
告
住
民
が
勝
訴
し
て
も
、
上
級
に
行
く
ほ
ど
、
よ
く
、
国
や
県
な
ど
の
行
政
や
、
大
企
業
に
有
利

な
判
決
が
で
ま
す
。
そ
の
理
由
に
は
、
上
級
ほ
ど
時
の
政
治
や
経
済
の
実
力
者
と
の
繋
が
り
が
あ
る
裁
判
官
が

多
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
地
裁
の
裁
判
官
は
、

よ
く
現
地
を
足
で
歩
い
て
現
地
の
実
情
を
観
ま
す
。
高
裁
以
上
で
は
、
現
地
は
観
な
い
で
法
律
の
条
文
だ
け
か

ら
物
事
を
検
討
し
ま
す
。

本
当
の
と
こ
ろ
、
多
く
の
裁
判
で
は
、
原
告
、
被
告
の
ど
ち
ら
を
勝
た
す
か
が
、
は
じ
め
か
ら
、
裁
判
長
の

腹
で
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
専
門
研
究
者
の
証
言
が
原
告
に
有
利
な
内
容
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
を
全
く
読
ま
な

か
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
判
決
が
で
る
こ
と
は
、
珍
し
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

技
術
論
争
に
持
ち
込
む
の
も
、
行
政
や
企
業
が
よ
く
や
る
手
で
す
。
裁
判
官
は
、
多
く
の
場
合
、
ど
ち
ら
の

専
門
家
の
証
言
が
科
学
的
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
善
良
な
裁
判
官
で
も
、
行
政
の
な
ん
と
か
委
員
会
の
長
な
ど
を

し
て
い
る
“
す
門
家
ク
（
実
は
、
い
わ
ゆ
る
五
御
用
学
者
ク
）
の
方
が
権
威
で
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
そ
の
意

見
を
採
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

行
政
は
、
実
は
本
当
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
裁
判
で
は
原
告
住
民
に
勝
っ
て
も
、
住
民
が
要
求
し
て
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い
る
防
災
工
事
な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
昔
の
東
大
阪
市
の
水
害
裁
判
の
例
は
有
名
で
す
。

住
民
が
裁
判
で
負
け
て
、
勝
負
に
勝
っ
た
例
が
あ
り
ま
す
。
災
害
裁
判
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
岡
山
県
の
足

守
川
の
バ
イ
パ
ス
利
水
計
画
問
題
は
典
型
で
す
。
最
高
裁
で
、
農
水
省
の
主
張
の
勝
ち
が
確
定
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
関
係
す
る
す
べ
て
の
市
や
町
が
、
あ
れ
こ
れ
と
検
討
の
末
、
住
民
の
主
張
の
方
が
も
っ
と
も
だ
と
し
て
、

農
水
省
の
案
に
反
対
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
農
水
省
も
計
画
を
止
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

生
命
と
生
活
を
守
る
;
た
た
か
い
ク
で
は
、
正
し
い
方
が
最
後
に
は
勝
ち
ま
す
。
何
十
年
も
頑
張
れ
ば
、
歴

史
が
裁
き
を
付
け
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
は
、
防
災
が
当
面
具
体
的
に
進
み
ま
せ
ん
。
前
に
記
し
た
よ
う
な

事
情
で
、
災
害
裁
判
で
は
、
住
民
が
負
け
る
こ
と
の
方
が
、
う
ん
と
多
い
の
で
す
。
勝
つ
た
め
に
は
、
そ
の
た

め
の
戦
略
や
戦
術
が
い
り
ま
す
。
ま
ず
、
こ
の
現
実
が
、
も
っ
と
も
っ
と
多
く
の
住
民
、
国
民
の
間
で
知
ら
れ

る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

四
農
村
の
再
建
に
つ
い
て

＞
章
で
都
市
の
脆
弱
化
の
問
題
を
述
べ
ま
し
た
が
、
過
疎
と
過
密
の
同
時
進
行
と
障
害
者
人
口
比
率
の
増
大

は、

W
章
w
|
4
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
今
や
大
都
市
の
な
か
で
も
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
減
災
可
能

な
社
会
を
目
指
す
に
つ
い
て
、
重
大
な
事
態
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

一
方
、
農
村
と
農
業
の
問
題
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
重
大
で
す
。

多
く
の
識
者
が
言
っ
て
い
る
と
お
り
、
今
の
日
本
の
農
業
政
策
に
つ
い
て
は
、
防
災
の
観
点
か
ら
も
、
根
底

的
な
再
検
討
が
必
要
で
す
。
稲
田
の
環
境
維
持
・
防
災
機
構
と
し
て
の
重
要
性
は
、
多
く
の
人
が
指
摘
し
て
き
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ま
し
た
。

稲
田
取
得
の
制

そ
の
よ
う
な
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
今
や
農
業
の
後
継
者
問
題
が
、
日
本
の
近
未
来
に
関
わ
る
重
大
事

態
で
あ
る
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
関
係
し
て
、
一
っ
気
付
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
記
し
て
お
き
ま
す
。

今
の
農
業
法
規
は
、
日
本
の
農
家
、
農
業
家
の
経
営
規
模
を
大
き
く
し
な
い
と
、
外
国
の
農
業
に
対
抗
で
き

な
い
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
で
し
ょ
う
、

5
反
以
下
の
田
し
か
持
た
な
い
者

は
、
田
を
購
入
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
今
か
ら
兼
業
農
業
を
始
め
る
の
が
難
し
い
‘
―
つ
の
要
因
に
な
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。
九
州
の
山
間
で
は
、
売
り
に
出
さ
れ
た

1
反
の
田
が
売
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
親
か

ら
農
業
を
継
ご
う
と
す
る
人
が
、
旧
村
の
範
囲
に
一
人
も
い
な
い
の
で
す
。

稲
田
が
荒
れ
れ
ば
、
山
村
の
防
災
環
境
は
大
き
く
損
な
わ
れ
ま
す
。
防
災
の
観
点
か
ら
も
、

限
措
置
に
つ
い
て
は
再
検
討
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

漁
業
に
つ
い
て
も
述
べ
る
べ
き
で
し
ょ
う
が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。

五
軽
小
短
薄
技
術
に
よ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
転
換

以
上
に
見
る
よ
う
に
、
問
題
の
根
本
は
、
い
つ
ま
で
も
原
発
の
維
持
な
ど
に
こ
だ
わ
る
社
会
の
機
構
に
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
経
済
・
政
治
の
矛
盾
に
根
ざ
し
ま
す
。
と
く
に
、
今
、

W
|
6
で
記
述
し
た
事
態
の
進
行
が
、

世
界
の
人
々
の
健
康
で
安
全
な
生
活
を
破
壊
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
な
ん
と
か
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
そ
の
事
態
か
ら
の
転
換
の
政
治
や
経
済
を
考
え
る
前
に
、
も
う
一
度
、
今
の
科
学
・
技
術
文
明
の
あ
り

方
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
に
過
疎
の
問
題
に
も
触
れ
ま
し
た
が
、
世
界
的
に
見
れ
ば
、
今
、
そ
し
て
今
後
の
災
害
リ
ス
ク
拡
大
の
も
っ
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と
も
明
確
な
社
会
的
要
因
は
、
生
活
と
産
業
の
集
中
で
す
。
こ
の
事
態
は
、
資
本
主
義
が
本
性
的
に
競
争
主
義

で
あ
る
こ
と
に
根
ざ
し
ま
す
か
ら
、
簡
単
に
解
決
す
る
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
た
か
い
に
勝
つ
に
は
、
集

中
が
も
っ
と
も
有
効
な
戦
略
だ
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
に
一
っ
、
抜
け
道
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

20
世
紀
型
の
、
い
わ
ゆ
る
重
厚
長
大
技
術
の

見
直
し
で
す
。

先
に
書
き
ま
し
た
が
、
効
率
を
追
求
す
る
重
厚
長
大
の
技
術
は
、
そ
れ
が
発
展
す
る
ほ
ど
災
害
を
複
雑
化
、

巨
大
化
す
る
ば
か
り
で
、
も
は
や
限
界
で
す
。
で
は
、
逆
に
、
自
然
へ
の
手
の
加
え
方
を
、
も
っ
と
思
い
切
っ

て
小
さ
く
す
る
こ
と
で
こ
の
困
難
を
打
開
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
の
社
会
は
、
イ
ン
フ
ラ
が
停
止
す
れ
ば

成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
と
く
に
電
気
の
供
給
が
維
持
さ
れ
な
い
と
、
い
か
に
情
報
化
が
進
ん
で
も
、
い
や
進
む
ほ
ど
、

人
は
生
活
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
ハ
ー
ド
な
技
術
の
創
造
、
発
展
も
必
要
で
す
。
そ
れ
を
「
軽
小
短

薄
」
の
方
向
で
進
め
る
の
で
す
。
要
す
る
に
個
別
の
装
置
の
規
模
を
小
に
す
る
と
同
時
に
数
を
う
ん
と
増
や
す

の
で
す
。
た
と
え
ば
、
個
々
の
住
宅
な
ど
建
築
物
ご
と
に
太
陽
光
発
電
を
お
こ
な
う
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
す
で
に
ず
い
ぶ
ん
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
や
り
方
を
、
テ
レ
ビ
で
見
る
イ
タ
リ
ア
や
、
日
本

の
一
部
の
例
の
よ
う
な
ぷ
地
産
地
消
ク
の
文
化
と
結
合
す
る
こ
と
が
、
二
極
集
中
ク
を
必
要
と
せ
ず
に
人
間

の
文
化
を
持
続
可
能
と
す
る
鍵
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
夢
物
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
エ
コ
発
電
の
技
術
に
は
小
型
化
が
可
能
な
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
一
家
毎
、
小
地
域
毎
の
発
電
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
は
、
技
術
的
に
は
近
い
将
来
で
も
可
能
で
し
ょ
う
。

2
0
1
7
年
7
月
の

N
H
K
テ
レ
ビ
放
送
に
よ
る
と
、
太
陽
光
発
電
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
折
り
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こ
こ
で
科
学
者
が
「
想
定
」
を
誤
る
要
因
の
深
部
を
問
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
言
う
な
れ
ば
何
を
な
す
べ
き

か
、
と
い
う
よ
り
、
私
の
訴
え
で
す
。
話
が
難
し
く
な
り
ま
す
が
、
一
般
の
人
々
に
も
読
ん
で
み
て
い
た
だ
<

と
幸
い
で
す
。

科
学
の
体
系
の
見
直
し

今
の
体
系
で
は
災
害
に
限
界

今
、
科
学
・
技
術
の
発
展
に
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
、
生
命
に
関
す
分
野
や

I
T
産
業

に
関
わ
っ
て
は
信
じ
が
た
い
ほ
ど
で
す
。
し
か
し
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
人
類
生
存
の
危
機
を
深
化
さ
せ
る

>
|
4
 

た
た
め
る
布
に
取
り
付
け
た
テ
ン
ト
や
鞄
を
作
る
技
術
ま
で
が
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
る
そ
う
で
す
。

要
す
る
に
、
ハ
ー
ド
も
ソ
フ
ト
も
、
丘
軽
小
短
薄
ク
の
技
術
が
ま
す
ま
す
開
発
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一

方
で
は
、
個
別
の
小
地
域
が
災
害
で
孤
立
し
て
も
、
各
地
を
結
ぶ
、
ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
、
情
報
の
交
信
は
維

持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
結
合
し
た
文
化
だ
け
が
、
環
境
を
傷
つ
け
ず
、
災
害
に
強
い
だ

け
で
な
く
、
将
来
、
超
巨
大
火
山
活
動
や
大
隕
石
落
下
の
よ
う
な
、
地
球
規
模
の
大
占
自
然
災
害
ク
が
起
こ
っ

た
時
に
も
、
人
類
の
一
部
が
生
き
残
れ
る
文
化
、
文
明
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

防
災
科
学
に
お
け
る
云
専
門
馬
鹿
＼
蘊
心
定
外
々
問
題
の
克
服
に
つ
い
て
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V 防災 何をどうするか

矛
盾
が
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
研
究
を
す
さ
ま
じ
く
発
展
さ
せ
て
い
る

人
々
の
問
題
意
識
に
は
、
そ
れ
は
入
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。
問
題
は
、
自
然
も
社
会
も
複
雑
系
で
あ

り
、
多
様
で
あ
る
こ
と
の
認
識
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
個
別
分
野
の
多
く
の
専
門
家
に
は
、
こ
の

認
識
が
あ
る
と
は
見
え
ま
せ
ん
。

こ
の
点
を
防
災
科
学
の
現
状
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
研
究
当
事
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、

1
9
1
2
0
世
紀
ま
で
は

有
効
に
発
展
し
た
研
究
手
法
の
限
界
に
気
付
か
ず
、
そ
の
分
野
の
論
理
体
系
を
疑
っ
て
い
な
い
と
見
え
ま
す
。

そ
れ
は
、
関
係
科
学
者
・
技
術
者
の
視
界
に
盲
点
が
生
ま
れ
、
「
想
定
外
」
事
態
の
発
生
を
防
げ
な
い
要
因
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
観
測
デ
ー
の
大
量
化
、
精
密
化
が
猛
烈
な
勢
い
で
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ

は
有
効
・
必
要
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
災
害
の
実
態
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
本
質
論
的
に
理
解
し
て
防

災
を
進
め
る
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

目
視
の
規
模
で
見
る
科
学
の
振
興
を

先
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
日
本
の
全
社
会
的
な
自
然
忘
却
は
、
広
く
日
本
の
災
害
、
環
境
破
壊
に
見
ら
れ
る

問
題
で
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
日
本
の
人
々
の
自
然
や
自
然
史
に
関
す
る
知
識
、
理
解
は
甚
だ
し
く
低
下
し
て

い
ま
す
。
と
く
に
地
質
無
視
は
、
災
害
・
防
災
科
学
に
も
潜
む
災
害
素
因
で
す
。

科
学
的
「
想
定
外
」
と
い
っ
た
事
態
が
発
生
す
る
背
景
に
は
、
今
の
災
害
調
査
・
研
究
が
、
日
本
で
は
、
基

本
的
に
地
理
、
地
質
、
地
球
物
理
、
土
木
、
建
築
と
い
っ
た
専
門
分
化
し
た
形
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う

事
情
が
あ
り
ま
す
。
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III¥W
章
で
述
べ
ま
し
た
が
、
物
事
の
物
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
で
き
て
も
、
生
の
、
良
く
言
わ
れ
る
丘
身

の
丈
サ
イ
ズ
ク
の
自
然
の
実
態
を
良
く
知
ら
な
け
れ
ば
、
ど
こ
の
防
災
問
題
も
環
境
問
題
も
具
体
的
に
究
明
で

き
ま
せ
ん
。
自
然
の
実
態
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
気
象
、
水
文
、
そ
う
し
て
地
質
（
地
の
質
）
と
そ
の
構
造
で
す
。

地
形
（
地
理
）
に
関
わ
る
地
質
の
調
査
、
認
識
を
欠
い
た
防
災
計
画
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
危
険
で
す
。
こ
の
こ
と
が
、

と
く
に
日
本
で
は
、
市
民
に
も
、
い
わ
ゆ
る
有
識
者
に
も
、
多
く
の
、
す
門
家
ク
に
も
認
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

今
の
ま
ま
で
は
、
せ
っ
か
く
自
然
史
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
も
、
そ
の
防
災
問
題
に
関
わ
る
意
義
が
、
地
理
・

地
質
学
関
係
以
外
の
研
究
者
、
技
術
者
に
理
解
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
一
般
市
民
、
住
民
に
は
、
「
市
史
の

は
じ
め
に
は
難
し
い
ぶ
お
経
ク
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

情
報
技
術
の
燥
発
的
発
展
の
影
響
か
、
災
害
に
関
す
る
地
球
科
学
に
、
古
典
的
知
識
の
無
視
や
ク
専
門
馬
鹿
ル
・

的
混
乱
が
見
ら
れ
ま
す
。
大
学
を
で
た
五
専
門
家
ク
の
自
然
理
解
に
は
、
し
ば
し
ば
農
村
の
古
老
の
失
笑
を
招

く
よ
う
な
欠
落
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
の
最
後
に
、
用
語
の
概
念
や
用
法
に
つ
い
て
記
し
ま
し
た
が
、
そ
の
大

部
分
に
地
質
や
地
形
に
関
す
る
言
葉
を
挙
げ
た
の
も
、
こ
の
こ
と
を
遺
憾
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
と
も
あ

れ
、
現
地
を
知
り
、
被
災
も
し
た
住
民
の
主
体
的
行
動
や
参
加
は
、
実
効
あ
る
防
災
的
地
域
造
り
に
必
須
で
す
。

こ
の
観
点
か
ら
の
、
初
頭
か
ら
闇
等
ま
で
、
ま
た
社
会
で
の
、
地
学
教
育
の
再
検
討
と
再
建
が
望
ま
れ
ま
す
。

生
命
の
母
で
あ
り
そ
の
活
動
舞
台
で
あ
る
地
球
の

3
圏
（
気
圏
・
水
圏
・
岩
圏
）
に
関
す
る
教
育
は
、
今
、

同
様
な
性
格
を
持
つ
科
学
で
あ
る
生
物
学
に
比
べ
て
も
、
は
な
は
だ
軽
視
さ
れ
、
と
く
に
高
校
で
は
ほ
と
ん
ど

壊
滅
状
態
に
あ
り
ま
す
。
ま
ず
こ
れ
を
復
輿
し
な
け
れ
ば
、
防
災
の
社
会
教
育
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。
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V 防災 何をどうするか

と
く
に
、
観
測
の
大
衆
化
に
つ
い
て

先
に
触
れ
ま
し
た
が
、
中
国
で
、
一
般
国
民
に
広
く
協

力
を
求
め
て
宏
観
現
象
を
観
測
し
、
複
数
回
、
地
震
の

予
知
に
成
功
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
前

提
と
し
て
、
そ
の
取
り
組
み
の
意
義
と
手
段
に
つ
い
て

の
社
会
教
育
が
な
さ
れ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
例
は
大
い

に
参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

気
象
災
害
に
つ
い
て
―
つ
提
案
を
し
て
み
ま
す
。

局
地
的
豪
雨
に
よ
る
水
害
の
多
発
に
鑑
み
、
今
後
、
観

測
網
を
一
層
細
か
く
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で

す
。
中
・
高
校
の
地
学
部
や
そ
の
活
動
経
験
の
あ
る
市

民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
、
機
器
と
目
視
に

よ
る
観
測
の
網
を
、
全
国
に
展
開
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
際
、
積
乱
雲
の
局
部
的
で

異
常
な
発
達
の
目
視
観
測
が
、
ひ
と
つ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト

と
な
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
極
端
現
象
の
際
は
危
険

が
生
じ
え
ま
す
。
充
分
な
注
意
や
早
め
の
避
難
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
指
導
者
や
関
係
官
庁
官
の
責
任
は
大
き
い

| 《Jラム》 KJ法と四面対話（会議）法 I 

以前、川喜田次郎さんが提唱さえたKJ法は、たとえば企業の経営問題に関

係する具体的事項の列挙、位置づけに適用され、効果があるといわれました。

その後、羅貞―• 岡田憲夫さんなどから、環境保全的、防災的街つくりを、多

様な立場、視点から検討する方法として、「四面会議法」（図V-1、注5)が提起

されました。要するに、立場ないし問題意識が違う 4者がそれぞれ机の一つの

サイドに座り、討論するというものです。

たとえば一つのサイドに地域住民が、 一つには関係行政の者が、他の一つに

は専門研究者がすわるといいった具合です。たとえば市民・住民でも、行政でも、

研究者でも、職種や専門その他によって二つに分かれても良いでしょう 。適当

なところで机の場所を変わることも、言わば“お薦め＂です。 KJ法との違いは、

最後に何をするべきかの答えを見つけるという点です。また、現地、現場の自

然や社会の実際を良く反映できるのが、この方法のミソです。

この方法が普及すれば、全国の防災が革命的に前進するに違いありません。

もちろん、ハザードマップの作製には全面的に活用されるべきでしょう。
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[
注
（
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
を
含
む
）
]

5
t

罪
貞
―
•
岡
田
憲
夫
四
面
会
議
シ
ス
テ
ム

で
お
こ
な
う
知
識
の
行
動
化
形
成
過
程
の
構
造

化
検
証
に
関
す
る
基
礎
的
な
研
究
。
京
都
大
学

防
災
研
究
所
年
報
、

5
2
(
B
)
、
2
0
0
 
9
年
。

二
科
学
者
と
そ
の
発
言
を
見
分
け
る

謡
竹
学
者
の
言
う
こ
と
は
信
用
で
き
な
い
ク

と
か
、
五
行
政
は
ウ
ソ
ば
か
り
言
う
ク
と
思
っ

て
い
る
人
は
多
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
一
面

正
し
い
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
人
に
も
よ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
人
物
で

も
、
そ
の
時
ど
き
の
置
か
れ
た
立
場
に
よ
り
変
わ
り
ま
す
。
科
学
者
は
真
面
目
な
人
ほ
ど
、
自
分
の
知
識
や
言

え
る
こ
と
の
限
界
を
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
；
限
界
が
あ
る
ク
は
；
何
も
分
か
ら
な
い
ク
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
限
界
」
を
立
場
上
言
い
た
く
な
い
こ
と
の
逃
げ
口
上
に
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
そ
う
で
す
。
原
発
の
規
制
委

員
会
の
審
査
な
ど
正
に
そ
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
実
際
を
見
分
け
る
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
般
的
に
言
っ
て
、
「
安
全
」
と
言
い
た
が
る
者
の
す
る
こ
と
は
危
な
い
と
思
う
方
が
良
い
で
し
ょ
う
。
原

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

図V-1

被 災 者

9999  

行

政

．．
 

行
政
技
術
者．．
 ．

 
．．．． 

自
治
会
役
員

ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
弁
護
士

•• 
研究者

．． 
有識者

四面会議法、座席の取り方の一例

258 



V 防災 何をどうするか

発
関
係
者
に
は
多
い
で
す
ね
。
ダ
ム
だ
ろ
う
が
ト
ン
ネ
ル
だ
ろ
う
が
、
埋
め
立
て
土
地
の
利
用
だ
ろ
う
が
同
じ

で
す
。
「
予
防
原
則
」
（
用
）
に
立
と
う
と
す
る
か
ど
う
か
が
、
見
分
け
る
一
っ
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
も
っ
と
根
本

的
に
は
「
民
主
・
自
主
・
公
開
」
を
護
ろ
う
と
努
力
す
る
か
ど
う
か
で
す
。

一
見
こ
れ
と
反
対
の
こ
と
を
い
う
よ
う
で
す
が
、
「
危
な
い
、
危
な
い
」
と
い
う
だ
け
で
具
体
的
に
何
を
す

る
べ
き
か
を
言
わ
な
い
人
も
、
専
門
性
に
不
安
が
あ
り
ま
す
。
人
柄
は
信
用
で
き
て
も
頼
り
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

災
害
、
と
く
に
「
自
然
災
害
」
を
防
ぐ
に
は
、
自
然
に
つ
い
て
の
理
解
が
必
要
で
す
。
こ
れ
が
乏
し
い
よ
う
で

は
、
ど
ん
な
に
良
心
的
な
人
が
す
る
こ
と
で
も
信
用
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
「
自
然
に
つ
い
て
の
知
識
」
と
は
学
校
理
科
の
学
力
、
知
識
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
に

優
れ
た
学
者
で
も
、
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
の
受
賞
者
に
、
個
別
の
斜
面
の
崩
壊
可
能
性
を
聞
い
て
意
味
が
あ
る

で
し
ょ
う
か
。

ち
な
み
に
、
も
っ
と
具
体
的
に
言
え
ば
、
先
に
も
触
れ
ま
し
た
が
、
地
質
調
査
と
い
え
ば
ボ
ー
リ
ン
グ
し
か

思
わ
ず
、
地
表
を
這
い
ず
り
歩
い
て
地
質
図
を
つ
く
る
こ
と
の
意
味
を
軽
視
す
る
よ
う
だ
っ
た
ら
、
自
然
を
知

ら
な
い
証
拠
で
す
。
そ
の
、
す
門
家
ク
の
ク
ご
託
宣
ク
は
、
信
頼
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

経
済
・
政
治
体
制
の
転
換
は
、

本
の
主
題
か
ら
は
ず
れ
ま
す
。

防
災
の
根
本
問
題
で
す
が
、
そ
の
方
策
を
具
体
的
に
論
ず
る
こ
と
は
、
こ
の

こ
こ
で
は
、
と
く
に
戦
争
、
紛
争
の
防
止
に
つ
い
て
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
と

>
|
5

戦
争
を
起
こ
さ
な
い
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思
い
ま
す
。
戦
争
は
そ
れ
自
身
災
厄
で
あ
り
、
大
き
け
れ
ば
大
き
な
災
厄
を
、
小
さ
く
と
も
小
さ
い
な
り
に
自

然
と
社
会
を
壊
し
、
将
来
に
渡
り
災
害
に
弱
い
社
会
を
つ
く
る
か
ら
で
す
。
災
害
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に
も
、

戦
争
は
防
が
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

寺
田
寅
彦
が
言
っ
た
と
い
う
「
災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
来
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
憂
慮
だ
け
で
な

く
、
問
い
と
訴
え
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
今
、
国
防
ば
か
り
が
叫
ば
れ
、
盛
ん
に
軍
備

が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
い
つ
か
な
ら
ず
起
こ
る
自
然
災
害
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
危
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」

こ
れ
が
彼
の
訴
え
で
し
た
。
先
験
的
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
当
時
、

1
9
3
0
年
代
は
じ
め
の
政
治
状
況
下
で

は
、
勇
気
あ
る
発
言
で
し
た
。

戦
争
が
自
然
災
害
と
違
う
点
が
も
う
―
つ
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
予
防
原
則
」
は
防
災
の
大
原
則
で
す
が
、
戦
争
を
防
ぐ
に
は
無
力
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
戦
争
の
備
え
が

戦
争
リ
ス
ク
を
逆
に
増
大
さ
せ
ま
す
。
そ
れ
に
、
古
今
の
歴
史
を
見
て
も
、
専
門
家
に
よ
る
戦
争
へ
の
備
え
は
、

し
ば
し
ば
見
当
外
れ
で
し
た
。
近
年
の
軍
備
増
強
に
よ
る
抑
止
力
強
化
も
正
に
そ
う
で
す
。

こ
の
昨
今
、
日
本
の
政
治
状
況
が
、
寺
田
寅
彦
が
「
戦
争
よ
り
も
災
害
へ
の
備
え
を
」
と
訴
え
て
い
た
当
時

に
酷
似
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

2
0
1
7
年
の
こ
と
で
す
が
、
東
京
で
は
、
北
朝
鮮
か
ら
ミ
サ
イ

ル
が
飛
来
す
る
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
の
で
、
地
下
鉄
の
運
行
を
一
時
停
止
し
た
そ
う
で
す
。
あ
る
県
で
は
避
難

訓
練
ま
で
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
本
の
主
題
で
な
い
の
で
、
詳
し
く
は
記
し
ま
せ
ん
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン

の
慣
性
の
法
則
を
思
い
出
せ
ば
、
こ
の
よ
う
な
、
あ
わ
て
た
行
動
が
馬
鹿
げ
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
分
か
り
ま
す
。

古
今
の
戦
争
は
、
「
自
衛
の
た
め
の
軍
備
競
争
」
で
始
ま
り
ま
し
た
。
と
く
に
か
つ
て
の
帝
国
海
軍
が
、
し
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V 防災 何をどうするか

＞
ー
6

た
く
な
か
っ
た
対
米
戦
争
に
備
え
て
軍
拡
を
続
け
た
あ
げ
く
、
そ
れ
に
突
入
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
経
過
を

知
る
私
と
し
て
は
、
昨
今
の
日
本
政
府
が
や
っ
て
い
る
国
防
施
策
、
と
く
に
軍
備
は
、
再
び
巨
大
な
惨
禍
を
国

民
に
招
く
リ
ス
ク
造
り
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

日
本
を
ど
う
す
る

以
上
に
述
べ
、
考
え
た
こ
と
は
、
す
べ
て
、
日
本
の
社
会
の
構
造
を
ど
う
変
え
る
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
り

ま
す
。と

言
っ
て
も
政
治
体
制
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
避
難
場
所
を
確
保
し
、
避
難
訓
練
を
進
め
る

だ
け
で
死
ぬ
人
は
減
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
日
本
が
災
害
を
契
機
に
世
界
最
貧
国
に
な
る
の
を

防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
は
ど
う
す
る
か
で
す
。

は
っ
き
り
具
体
的
に
言
い
ま
し
ょ
う
。

東
京
の
製
造
業
を
福
島
か
札
幌
に
、
大
阪
な
ど
の
製
造
業
は
岡
山
か
熊
本
に
集
団
移
転
し
て
も
ら
う
こ
と
を

考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
日
本
列
島
で
、
巨
大
自
然
災
害
の
リ
ス
ク
が
今
一
番
低
い
と
こ
ろ
へ
避

難
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
途
方
も
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
今
や
、
こ
う
い
う
こ
と
も
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
事
態
な
の
で
す
。
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世
の
中
は
、
下
か
ら
の
目
線
で
見
な
い
と
具
体
的
真
実
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
こ
の
本
で
は
心
が
け
た

さ
ま
つ

つ
も
り
で
す
。
他
方
、
宇
宙
の
高
所
か
ら
見
る
と
、
ど
っ
ち
に
転
ん
で
も
大
差
な
い
瑣
末
な
こ
と
と
大
事
な
こ

と
の
見
分
け
が
で
き
ま
す
。
も
う
一
っ
、
こ
の
本
で
は
、
こ
の
自
然
と
社
会
の
、
ま
た
災
害
と
防
災
の
諸
問
題

を
、
複
雑
系
の
問
題
と
し
て
見
る
見
方
を
通
し
た
つ
も
り
で
す
。
い
ず
れ
も
、
盲
点
を
見
つ
け
、
想
定
外
の
事

態
を
避
け
る
上
で
重
要
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。

II
章
で
、
一
体
、
最
大
で
ど
の
ぐ
ら
い
の
規
模
の
災
害
が
、
日
本
列
島
で
、
さ
ら
に
こ
の
地
球
上
で
起
こ
り

う
る
の
か
と
い
う
話
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
世
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
普
通
の
人
か
ら
は
馬
鹿
馬
鹿
し
い

と
思
う
だ
ろ
う
問
題
に
、
大
真
面
に
取
り
組
ん
で
い
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
私
た
ち
の
生
活
は
、
こ
う
い
う
；
宇

宙
人
ク
の
よ
う
な
科
学
者
に
よ
っ
て
見
護
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
巨
大
カ
ル
デ
ラ
の
大
爆
発
の
よ
う
な
超
巨
大

自
然
現
象
は
、
予
知
で
き
て
も
防
げ
ま
せ
ん
。
減
災
も
困
難
で
し
ょ
う
。
研
究
し
て
も
経
費
の
無
駄
使
い
に
な

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
に
は
、
こ
の
人
た
ち
の
努
力
は
菩
薩
行
に
み
え
ま
す
。

こ
こ
で
、
世
界
中
の
科
学
者
が
指
摘
し
て
い
る
―
つ
の
事
実
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

46
億
年
の
地
球
ガ

イ
ア
の
歴
史
の
な
か
で
、
生
物
の
大
絶
滅
事
変
が
何
度
か
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
約
6
5
0
0
万
年
前

VI

お
わ
り
に
|
|
文
明
の
自
滅
を
避
け
る
道
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VI おわりに一文明の自減を避ける道

の
絶
滅
は
、
宇
宙
か
ら
の
隕
石
に
落
下
に
よ
る
こ
と
を
、
多
く
の
人
々
が
知
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
さ
に
そ
れ
に

匹
敵
す
る
規
模
で
、
生
物
種
の
絶
滅
が
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
原
因
を
造
っ
て
い
る
の
が
人
類
で
あ
る
こ
と
も
、

そ
の
報
い
が
人
類
自
身
に
及
び
つ
つ
あ
る
こ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
の
ゴ
ア
元
副
大
統
領
や
世
界
の
少
な
か
ら
ぬ
政

治
家
が
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
と
努
力
し
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
国
際
政
治
の
上

で
は
多
数
者
に
な
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
問
題
が
、
い
わ
ゆ
る
「
温
暖
化
」
だ
け
に
特
化
さ
れ
て
い
る
の

が
現
状
で
す
。

巨
大
カ
ル
デ
ラ
の
爆
発
は
止
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
隕
石
の
落
下
に
は
対
応
で
き
そ
う
な
今
日
な
の
に
、

他
の
多
数
の
生
物
を
巻
き
添
え
に
自
滅
す
る
な
ど
、
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
（
智
の
人
の
意
味
）
と
し
て
情
け
無
い

と
思
い
ま
せ
ん
か
。
今
の
ま
ま
行
け
ば
そ
う
な
り
ま
す
。

「
人
類
は
絶
滅
を
逃
れ
ら
れ
る
の
か
」
そ
れ
を
決
め
る
の
は
人
間
の
自
覚
と
行
動
で
す
。

も
っ
と
具
体
的
に
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

W
章
で
見
た
よ
う
に
世
界
の
経
済
や
政
治
を
握
っ
て
い
る
人
々

が
災
害
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
か
が
、
現
実
に
は
、
人
々
の
、
人
類
の
、
近
未
来
の
安
全

に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。
こ
れ
は
善
し
悪
し
で
な
く
、
具
体
的
な
問
題
で
す
。

ア
メ
リ
カ
共
和
党
の
議
員
の
多
く
は
、
地
球
温
暖
化
と
ハ
リ
ケ
ー
ン
災
害
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
ト
ラ
ン
プ
大

統
領
と
同
じ
よ
う
な
認
識
し
か
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
ま
す
。
で
は
石
油
資
本
家
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う

か
。
金
融
資
本
、
と
く
に
投
機
資
本
家
は
何
を
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

20
世
紀
の
セ
ン
ス
で
、
災
害
や

戦
争
が
適
当
に
あ
れ
ば
相
場
が
動
い
て
（
動
か
せ
て
）
利
益
が
得
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
者
が
、
ま
だ
多
い
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
い
う
努
力
を
す
れ
ば
こ
の
状
況
を
構
造
的
に
変
え
ら
れ
る
の
か
、
こ
の
本
で
は
そ
の
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防
災
の
根
本
問
題
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、

も
う

論
議
を
目
的
と
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
が
現
代
の
災
害
、

一
度
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
だ
け
で
な
く
、
日
本
列
島
の
災
害
に
つ
い
て
も
同
じ
で
す
。
多
分
、
こ
の
世
の
中
に
は
、

「
ど
ん
な
に
資
産
を
積
ん
で
も
、
ど
ん
な
に
巨
大
な
資
金
を
運
用
し
て
も
、
防
げ
な
い
自
然
災
害
が
あ
る
」
と

い
う
事
実
を
、
経
済
・
政
治
権
力
者
た
ち
に
ど
う
や
っ
て
知
ら
せ
る
か
が
、
今
、
一
番
必
要
な
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

今
、
人
間
生
存
の
危
機
と
、
そ
れ
が
人
為
的
に
深
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
現
実
を
認
識
し
て
い
る
人
々
は
、
世

界
に
大
勢
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
協
力
、
共
同
が
、
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
今
か
ら
で
も
そ
れ
が
で

き
れ
ば
、
当
面
の
災
害
や
紛
争
を
減
ら
せ
る
だ
け
で
な
く
、
人
類
の
近
未
来
を
護
る
道
が
開
け
る
で
し
ょ
う
。

1
9
7
0
年
代
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
地
球
の
有
限
性
に
基
づ
く
危
機
の
ほ
と
ん
ど
は
、
社
会
の
経
済
構
造

を
変
え
て
も
解
決
至
難
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
文
明
、
と
く
に
科
学
・
技
術
の
発
展
そ
れ
自
体
が
危
機
を
深
め

て
い
る
か
ら
で
す
。
近
年
と
く
に
そ
の
深
刻
な
恐
れ
を
見
せ
つ
つ
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
の
が
、
＞
章
で
書
い
た

情
報
災
害
に
よ
る
破
滅
で
す
。
こ
の
問
題
は
全
人
類
の
問
題
で
す
。
国
際
的
な
研
究
者
の
共
同
で
研
究
を
組
織

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
多
分
ユ
ネ
ス
コ
で
は
、
す
で
に
そ
れ
に
取
り
組
み
始
め
て
い
る
と
思
い
た
い
と
こ
ろ

で
す
。そ

れ
に
し
て
も
、
世
界
の
社
会
の
経
済
や
政
治
の
病
を
治
し
、
小
さ
い
宇
宙
船
地
球
号
に
乗
っ
て
い
る
人
類

共
通
の
持
続
的
生
存
を
図
る
国
際
的
な
研
究
努
力
を
可
能
に
す
る
政
治
・
社
会
状
況
を
造
ら
な
け
れ
ば
、
科
学

者
は
何
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
（
そ
の
道
を
研
究
す
る
の
も
）
、
科
学
者
の
責
任
？
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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補記20 1 8年7月~9月の災害

補
記

2
0
1
8
年

7
月
＼
9
月
の
災
害

原
稿
を
出
版
社
に
送
付
し
て
以
後
に
、
ま
た
も
や
西
日
本
各
地
で
、
続
け
て
災
害
が
発
生
し
ま
し
た
、
ま
だ

分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
す
で
に
報
告
、
指
摘
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
後
の
参
考
の

た
め
、
速
報
的
に
記
載
し
ま
す
。

ま
ず
、
大
阪
北
部
地
震
災
害
で
す
。
こ
の
地
震
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
兵
庫
県
南
部
地
震
の

60
分
の

1
程
度
で

し
た
が
、
比
較
的
に
浅
い
と
こ
ろ
か
ら
、
い
き
な
り
衝
き
上
げ
た
の
で
、
加
速
度
は
、
兵
庫
県
南
部
地
震
の
そ

れ
に
近
い
値
を
示
し
ま
し
た
。
男
山
八
幡
宮
の
山
の
稜
線
で
の
灯
籠
の
倒
れ
方
や
擬
宝
珠
の
跳
び
方
は
、
そ
れ

を
映
し
て
い
ま
す
。

こ
の
地
震
の
被
害
の
特
徴
は
、
屋
根
瓦
が
落
ち
た
こ
と
で
し
た
、
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
多
く
倒
れ
て
人
命

の
被
害
ま
で
で
た
こ
と
が
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
被
害
の
で
か
た
と
、
地
震
動

の
性
質
や
、
家
屋
の
耐
震
性
、
地
盤
の
性
質
な
ど
と
の
関
係
は
、
ま
だ
良
く
分
か
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
さ

ら
に
、
震
源
か
ら
は
る
か
に
遠
い
と
こ
ろ
で
新
幹
線
が
止
ま
っ
た
わ
け
も
、
い
ま
だ
に
聞
い
て
い
な
い
と
思
い

ま
す
。
困
り
ま
す
。

な
お
、
被
災
者
の
生
活
再
建
支
援
問
題
で
す
が
、
た
と
え
ば
茨
木
市
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
撤
去
費
や
、
一

部
損
壊
住
宅
補
修
修
理
費
用
の
助
成
が
動
き
だ
し
て
い
ま
す
。
今
後
の
日
本
各
地
の
街
づ
く
り
や
被
災
地
復
興

の
参
考
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。
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そ
も
そ
も
、

地
質
時
代
に
オ
ホ
ー
ツ
ク

次
に
西
日
本
豪
雨
災
害
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
記
録
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
の
豪
雨
が
各
地
で
降
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
被
害
が
激
し
か
っ
た
と
こ
ろ
が
、
ど
こ
で
も
そ
う
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
か
な
り
の
大
雨
が
何
日

も
降
り
続
い
た
こ
と
の
方
が
、
斜
面
崩
壊
や
洪
水
氾
濫
の
要
因
と
な
っ
た
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。

私
が
注
目
す
る
の
は
、
も
と
も
と
危
険
リ
ス
ク
が
高
い
場
所
で
被
災
し
た
ケ
ー
ス
が
目
に
付
く
こ
と
で
す
。

個
別
の
家
屋
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
あ
り
ま
す
が
、
岡
山
県
倉
敷
市
の
土
砂
・
洪
水
災
害
な
ど
は
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
で
記
さ
れ
て
い
た
の
と
ほ
と
ん
ど
全
く
同
じ
範
囲
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
愛
媛
県
の
ダ
ム
の
緊
急
放
水
に
よ

る
人
命
被
害
も
、
以
前
か
ら
危
惧
さ
れ
て
い
た
も
の
で
し
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
災
害
を
忘
れ
る
間
も
な
く
、
西
日
本
各
地
は
台
風
21
号
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
被
害
の
う
ち
、

と
く
に
関
西
空
港
の
被
害
を
取
り
上
げ
ま
す
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
文
明
災
害
で
あ
り
、
一
方
想
定
さ
れ
て
い
た

の
に
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
災
害
の
典
型
例
で
し
た
。
こ
の
空
港
建
設
の
時
に
、
地
盤
沈
下
に
つ
い
て
の
地
質
専

門
家
の
警
告
を
重
視
し
て
、
も
う
5
メ
ー
ト
ル
で
も
高
く
盛
り
士
を
し
て
お
け
ば
防
げ
た
被
災
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
復
旧
対
策
が
ほ
と
ん
ど
進
ま
な
い
う
ち
に
、
北
海
道
南
西
部
で
、
最
大
震
度
7
に
達
す
る
地
震
が
起
こ

り
ま
し
た
。
札
幌
市
街
も
被
災
し
ま
し
た
が
、
こ
の
都
市
は
、
明
治
初
期

(
1
8
7
0
年
代
）
に
、
地
質
条
件

の
場
所
に
よ
る
違
い
に
、
あ
ま
り
に
配
慮
す
る
こ
と
な
く
開
発
さ
れ
た
の
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
地
盤
の
液

状
化
も
起
こ
り
、
あ
ち
こ
ち
で
家
屋
が
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

こ
の
地
震
に
関
し
て
、
ま
た
し
て
も
、
既
知
で
な
く
未
知
の
断
層
が
活
動
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
驚
く
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

震
源
と
な
っ
た
石
狩
低
地
帯
東
縁
、
つ
ま
り
日
高
山
脈
の
西
縁
は
、
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補記20 1 8年7月~9月の災害

プ
レ
ー
ト
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
の
境
界
を
な
し
て
い
た
地
帯
で
す
。
詳
し
く
は
述
べ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
プ

レ
ー
ト
境
界
の
名
残
が
、
今
も
い
く
つ
も
の
活
断
層
と
し
て
、
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
あ
え
て
言
え

ば
、
も
う
1
本
、
深
い
と
こ
ろ
に
根
を
持
つ
断
層
が
あ
っ
て
不
思
議
で
な
い
と
こ
ろ
に
震
源
が
生
じ
ま
し
た
。

お
し
な
べ
て
言
え
ば
、
こ
れ
ら
今
年

(
2
0
1
8
年
）
の
災
害
発
生
に
は
、
こ
れ
ま
で
例
が
な
い
ほ
ど
の
豪

雨
に
よ
る
も
の
で
さ
え
、
自
然
科
学
・
技
術
的
に
は
箱
心
定
外
ク
の
要
素
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
従
来
の
知
識
で

の
対
策
が
し
つ
か
り
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
か
な
り
防
ぎ
、
減
ら
す
こ
と
が
で
き
た
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
地
質
な
ど
の
自
然
条
件
無
視
の
問
題
を
含
む
開
発
災
害
で
あ
り
、
災
害
が
、
文
明
と
と
も

に
進
化
・
発
展
す
る
こ
と
を
、
ま
た
も
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
教
訓
は
今
後
に
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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用
語
・
語
彙
の
説
明

あ
る
い
は
関
連
事
項
ご
と
に
、

解
説
、

あ
る
い
は

本
書
中
の
言
葉
で
、
専
門
的
で
、
多
く
の
読
者
に
な
じ
み
が
な
い
と
思
い
な
が
ら
、
注
に
も
説
明
し
な
か
っ

た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
と
く
に
地
質
学
の
多
く
の
言
葉
は
、
地
球
物
理
学
な
ど
関
連
分
野
の
研
究
者
に
も
取
り

付
き
に
く
い
よ
う
で
す
。
逆
に
、
地
球
物
理
学
の
専
門
家
に
は
分
か
り
き
っ
た
用
語
で
、
地
質
や
地
理
の
多
く

の
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
分
か
り
に
く
い
か
も
知
れ
ぬ
術
語
が
あ
り
ま
す
。
社
会
科
学
的
用
語
に
も
、
補
足
的

説
明
を
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
複
雑
系
科
学
の
諸
概
念
は
、
多
く
の
人
々
に
知

ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

地
球
科
学
や
土
木
の
専
門
術
語
に
は
、
一
般
や
関
連
分
野
の
研
究
者
の
理
解
の
混
乱
の
元
と
な
る
も
の
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
触
れ
ま
し
た
が
、
た
と
え
ば
、
「
土
砂
」
に
「
巨
岩
塊
」
ま
で
が
含
ま
れ
る
な
ど

無
茶
で
す
。
「
地
滑
り
」
に
瞬
間
的
な
崩
壊
を
含
め
ら
れ
て
は
、
一
般
市
民
は
混
乱
し
ま
す
。
地
震
の
定
義
も
、

一
般
地
質
関
係
者
が
知
ら
ぬ
う
ち
に
五
進
化
ク
し
ま
し
た
。

以
下
に
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
つ
い
て
、
ほ
ぽ
章
ご
と
、

コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
ま
す
。
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用語・語彙の説明

【
複
雑
系
】

確
定
的
な
定
義
は
ま
だ
な
い
と
思
い
ま
す
。

20
世
紀
ま
で
成
功
裏
に
発
展
し
て
き
た
研
究
方
法
に
よ
る
科
学
に
限
界
が
見
え
て
き
て
、
そ
こ
か
ら
の
脱
皮
が
今
進
ん

で
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
遡
上
す
る
津
波
の
流
れ
方
は
流
体
力
学
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
途
中
の
偶
然
的
な
ち
ょ
っ
と

し
た
条
件
の
違
い
で
千
変
万
化
し
ま
す
。
自
然
や
社
会
に
は
、
こ
の
よ
う
な
予
測
困
難
な
（
カ
オ
ス
的
）
性
格
を
も
つ
シ

ス
テ
ム
が
広
く
存
在
し
ま
す
。
世
界
の
複
雑
な
属
性
、
状
態
の
研
究
（
複
雑
系
科
学
）
が
、
今
発
展
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

が
複
雑
系
の
科
学
で
す
。
自
己
組
織
化
、
漸
進
と
急
変
イ
ベ
ン
ト

・
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
、
カ
オ
ス
、
フ
リ
ー
ズ
な
ど
、
新
し

い
い
く
つ
か
の
概
念
が
、
複
雑
系
の
科
学
を
特
徴
付
け
て
い
ま
す
。

【
弾
性
＿た

と
え
ば
、
バ
ネ
に
外
力
を
加
え
て
押
す
と
縮
み
ま
す
。
押
す
力
を
除
く
と
バ
ネ
は
直
ち
に
元
の
状
態
に
戻
り
ま
す
。

物
体
の
こ
の
よ
う
な
性
質
を
弾
性
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
物
体
を
弾
性
体
い
い
ま
す
。
す
べ
て
の
物
体
（
固

体
）
は
多
少
と
も
弾
性
を
持
ち
ま
す
。

【町性ー岩
石
に

一
方
向
か
ら
力
を
加
え
る
と
、
多
く
の
場
合
、
応
力
—
歪
み
曲
線
に
特
別
な
変
化
が
な
い
う
ち
に
、
つ
ま
り
変

形
が
小
さ
い
う
ち
に
破
壊
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
破
壊
を
脆
性
破
壊
と
い
い
ま
す
。
破
壊
し
た
後
に
は
、
普
通

に
塑
性
流
動
が
現
れ
ま
す
。

【
塑
性
】堅

く
練
っ
た
粘
土
は
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
普
通
の
固
体
と
同
じ
で
変
形
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
小
さ
い
力
で
た
や
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す
く
整
形
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
力
が
小
さ
い
う
ち
は
弾
性
を
持
ち
ま
す
が
、
あ
る
力
に
達
す
る
と
弾
性
を
失
い
、
カ

を
取
り
去
っ
て
も
元
の
形
に
戻
ら
な
い
性
質
を
持
つ
か
ら
で
す
。
こ
の
限
界
の
力
を
降
伏
点
と
い
い
、
こ
れ
以
上
の
力
が

継
続
す
る
限
り
流
動
が
継
続
す
る
性
質
を
塑
性
と
い
い
ま
す
。

【
延
性
】力

を
加
え
る
と
延
び
る
性
質
。
金
属
に
顕
著
で
す
。
こ
れ
は
岩
石
を
つ
く
る
鉱
物
の
イ
オ
ン
結
晶
と
異
な
り
、
金
属
結

晶
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
温
度
に
よ
っ
て
も
変
わ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
日
本
刀
や
鎌
を
造
る
に
は
、
鉄
を
熱
し
て
叩
く

と
延
び
も
曲
が
り
も
す
る
性
質
を
使
っ
て
い
ま
す
。
正
に
叩
き
あ
げ
ま
す
。

＿
粘
性
】気

体
や
液
体
は
流
体
で
す
。
流
体
は
一
定
の
力
に
対
し
て
一
定
の
速
度
で
流
動
し
ま
す
。
地
球
上
で
大
気
の
動
き
や
流

水
が
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
重
力
が
常
に
働
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
液
体
を
器
に
入
れ
て
攪
拌
し
て

放
置
す
れ
ば
、
や
が
て
自
然
に
と
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
液
体
の
粘
性
の
た
め
で
す
。
粘
性
の
正
体
は
液
体
内
部
の
摩
擦
で
す
。

消
滅
し
た
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
気
体
や
液
体
の
内
部
で
は
、
下
記
の
地
震
波
に
つ

い
て
い
う
縦
波
（
粗
密
波
）
だ
け
が
伝
わ
り
、
横
波
は
伝
わ
り
ま
せ
ん
（
な
お
、
五
粘
性
流
体
ク
と
い
う
言
葉
は
、
粘
性

が
あ
る
流
体
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
粘
性
を
持
た
な
い
仮
想
の
流
体
（
完
全
流
体
、
理
想
流
体
）
の
こ
と
で
す
）
。

【
（
超
過
）
洪
水
＿

洪
水
と
い
う
言
葉
は
必
ず
し
も
、
河
川
以
外
の
土
地
（
堤
内
地
）
を
水
が
流
れ
る
場
合
を
意
味
し
ま
せ
ん
。
河
川
の
流

路
内
（
堤
防
に
挟
ま
れ
る
間
）
に
収
ま
っ
て
い
て
も
、
平
常
よ
り
激
し
く
流
れ
る
水
は
洪
水
と
言
い
ま
す
。

「
超
過
洪
水
」
に
つ
い
て
は
、

86
頁
の
コ
ラ
ム
「
基
本
高
水
」
参
照
。
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用語・語彙の説明

【
堤
内
地
、
堤
外
地
＿

堤
防
で
洪
水
被
害
か
ら
守
ら
れ
て
い
て
、

川
が
流
れ
る
側
が
堤
外
地
で
す
。

人
が
住
み
、

田
畑
が
あ
る
方
を
昔
か
ら
堤
内
地
と
呼
び
ま
す
。

そ
う
で
な
い
、

＿
不
連
続
堤
】

昔
、
日
本
で
は
堤
防
を
意
識
的
に
不
連
続
に
造
り
ま
し
た
。
と
く
に
‘
―
つ
の
堤
防
の
下
端
部
と
次
の
堤
防
の
上
端
部

つ
く
り

と
を
、
左
岸
側
で
は
杉
の
字
の
労
の
よ
う
に
、
右
岸
側
で
は
ミ
の
字
の
よ
う
に
重
複
さ
せ
、
そ
の
間
に
開
口
部
を
設
け
る

と
い
う
工
夫
を
よ
く
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
堤
防
を
霞
堤
と
言
い
ま
す
。
連
続
堤
防
の
一
部
の
高
さ
を
意
図
的
に
低
く

し
て
、
洪
水
が
そ
こ
を
乗
り
越
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
乗
越
堤
と
言
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
洪
水

を
、
正
に
孟
適
当
ク
に
氾
濫
さ
せ
、
洪
水
被
害
を
軽
減
さ
せ
る
工
夫
で
す
。
こ
う
し
て
堤
内
地
側
に
出
た
水
を
、
孟
適
当
に
ケ

遊
ば
せ
る
遊
水
地
（
遊
水
池
）
を
設
け
る
の
も
効
果
的
で
す
。

明
治
以
後
、
と
く
に
「
戦
後
」
の
河
川
改
修
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
ど
ん
ど
ん
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。
破
壊
は
今
で
も
続

い
て
い
ま
す
。
ひ
ど
い
例
の
―
つ
が
、
京
都
府
亀
岡
の
サ
ッ
カ
ー
場
建
設
で
す
。

【
火
砕
流
一

火
山
の
噴
火
活
動
に
よ
っ
て
、
マ
グ
マ
の
破
片
（
軽
石
・
岩
破
・
火
山
灰
な
ど
）
が
、
高
温
の
ガ
ス
と
と
も
に
、
濃
密

な
一
団
を
な
し
て
流
下
す
る
も
の
で
す
。
雲
仙
普
賢
岳
の

1
9
9
1
年
の
噴
火
に
際
し
て
は
、
溶
岩
ド
ー
ム
が
山
頂
で
張

り
出
し
て
重
力
的
に
不
安
定
と
な
り
、
崩
落
し
て
発
生
し
ま
し
た
。
密
度
の
小
さ
い
部
分
は
高
温
の
雲
（
熱
雲
）
を
な
し

て
舞
い
上
が
り
ま
し
た
。

【
剛
体
】弾

性
体
は
折
れ
も
曲
が
り
も
し
、
脆
性
破
壊
を
起
こ
せ
ば
そ
の
変
形
が
保
存
さ
れ
ま
す
。
折
れ
も
曲
が
り
も
し
な
い
も
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の
を
仮
想
し
て
剛
体
と
い
い
ま
す
。
プ
レ
ー
ト
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
は
、
地
球
表
層
が
剛
体
の
板
（
プ
レ
ー
ト
）
に
覆
わ
れ
て

い
る
と
近
似
し
て
の
理
論
で
す
。

【
応
力
】要

す
る
に
力
の
こ
と
で
す
が
、
そ
う
い
う
と
、
物
体
に
外
か
ら
働
く
力
（
外
力
）
を
イ
メ
ー
ジ
し
る
人
が
少
な
く
な
い

で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
、
内
部
で
働
い
て
い
る
力
（
内
力
）
と
捉
え
る
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
厳
密
に
は
、
任
意
の
あ
る
単

位
の
面
積
を
通
し
て
、
そ
の
両
側
の
物
が
互
い
に
及
ぽ
す
力
を
、
そ
の
面
に
関
す
る
応
力
と
い
い
ま
す
。
ス
ト
レ
ス
と
言

う
方
が
ピ
ン
と
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
本
書
で
は
、
主
に
こ
れ
を
使
い
ま
す
。
ス
ト
レ
ス
の
大
き
さ
が
場
所
に
よ

り
違
っ
と
歪
み
（
ひ
ず
み
）
が
生
じ
ま
す
。
外
か
ら
力
が
か
か
れ
ば
、
内
部
の
ス
ト
レ
ス
や
歪
み
の
増
大
が
起
こ
り
ま
す
。

【
セ
グ
メ
ン
ト
】

直
訳
す
れ
ば
部
分
あ
る
い
は
分
節
で
す
。
北
丹
後
地
震
の
郷
村
断
層
、
若
狭
湾
の

F
1
0
断
層
な
ど
は
細
か
く
み
れ
ば
、

い
く
つ
も
の
断
層
が
、
杉
の
字
の
労
の
よ
う
な
具
合
に
並
ん
で
い
る
も
の
の
集
ま
り
で
す
。
こ
れ
ら
の
部
分
断
層
を
セ
グ

メ
ン
ト
と
言
い
ま
す
。
地
下
深
く
で
は
一
っ
に
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

【
地
震
】弾

性
体
（
後
記
）
に
ス
ト
レ
ス
を
か
け
統
け
る
と
変
形
し
ま
す
。
そ
の
内
部
に
応
力
歪
が
蓄
積
し
、
降
伏
し
、
撓
曲
し
ま
す
。

そ
し
て
限
界
に
達
す
る
と
破
断
し
ま
す
。

地
殻
や
プ
レ
ー
ト
は
固
体
で
す
。
で
す
か
ら
弾
性
が
あ
り
ま
す
。
地
殻
あ
る
い
は
プ
レ
ー
ト
を
つ
く
る
岩
盤
の
内
部
、

プ
レ
ー
ト
境
界
面
、
な
ど
に
ス
ト
レ
ス
や
歪
み
が
生
じ
て
溜
ま
り
、
そ
れ
が
弾
性
限
界
に
達
す
れ
ば
、
一
っ
、
あ
る
い
は

そ
れ
以
上
の
面
を
境
と
し
て
破
断
が
起
き
ま
す
。
そ
の
時
、
ス
ト
レ
ス
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
岩
盤
の
振
動
と
し
て
解
放
さ
れ

ま
す
。
今
の
地
震
学
で
は
、
こ
の
現
象
全
体
を
地
震
と
言
い
、
振
動
を
「
地
震
動
」
と
言
い
ま
す
。
破
断
面
の
両
側
は
ず

272 



用語・語彙の説明

れ
ま
す
。
こ
の
面
が
断
層
面
で
す
。

昔
は
「
地
震
動
」
、
つ
ま
り
地
面
の
振
動
を
地
震
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
今
で
も
、
街
頭
の
会
話
な
ど
で
「
昨
日
の
地

裳
は
大
き
か
っ
た
」
と
言
え
ば
激
し
く
振
動
し
た
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
で
は
は
っ
き
り
し

ま
せ
ん
が
、
解
説
番
組
で
は
、

今
の
地
裳
学
で
の
定
義
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
ま
す
。
岩
盤
が
ず
れ
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
「
地

震
」
の
主
な
内
容
に
な

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
の
説
明
は
な
い
の
で
、
聞
い
て
い
て
混
乱
し
た
り
し
ま
す
。

【
地
殻
と
地
盤
】

地
殻
は
地
球
の
表
層
部
分
の
構
成
物
体
を
い
う
術
語
で
す
。

一
方
、
地
盤
は
、
た
と
え
ば
ダ
ム
の
基
礎
地
盤
と
い
う
よ

う
に
、
狭
い
範
囲
に
つ
い
て
使
い
ま
す
。
人
工
建
造
物
と
の
関
係
を
意
識
し
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。
地
震
に
つ
い
て
語

る
と
き
に
、
こ
れ
ら
の
中
間
の
規
模
や
意
味
の
言
葉
が
あ
れ
ば
都
合
が
よ
い
の
で
す
が
、
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
仕
方
が
な

い
の
で
、
本
書
で
は
、
地
殻
の
一
部
に
つ
い
て
も
、
た
だ
「
地
殻
」
と
呼
ん
だ
り
「
地
盤
」
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。

同
様
な
ケ
ー
ス
は
地
球
科
学
で
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

【
地
震
波
】

岩
盤
、
地
盤
を
伝
わ
る
自
然
や
人
工
の
弾
性
波
。
地
球
内
部
を
伝
わ
る
地
震
波
を
実
体
波
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
に
は

P

波
（
縦
波
）
と
S
波

（横
波
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
ぷ
祇
へ

五横
ク
と
は
、
上
下
、
左
右
で
は
な
く
、
波
の
進
行
方
向

に
対
し
て
そ
れ
に
沿
う
方
向
か
横
方
向
か
と
い
う
意
味
で
す
。
一
方
、
地
球
表
面
に
沿
っ
て
伝
わ
る
波
を
表
面
波
と
い
い

ま
す
（
こ
れ
に
は
、
実
体
波
が
地
表
面
で
反
射
を
繰
り
返
し
、
干
渉
し
あ
っ
て
―
つ
の
波
群
を
な
す
も
の
を
含
み
ま
す
）
。

震
源
か
ら
離
れ
る
と
、
表
面
波
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
大
地
震
で
は
、
対
策
上
、
こ
れ
に
も
留
意
が
必
要
で
す
。

【
ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
】

海
溝
型
地
震
の
断
層
に
は
、
毎
回
の
地
震
発
生
に
際
し
、
断
層
面
上
で
強
い
地
震
動
を
生
ず
る
場
所
と
そ
う
で
な
い
場

273 



所
が
あ
り
ま
す
。
金
森
博
雄
さ
ん
は
、
前
者
は
後
者
に
比
べ
て
強
く
固
着
し
て
い
る
部
分
と
考
え
、
摩
擦
の
研
究
で
使
わ

れ
る
名
称
で
あ
る
ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
を
与
え
ま
し
た
。
ア
ス
ペ
リ
テ
ィ
で
な
い
部
分
は
、
ゆ
っ
く
り
と
滑
る
（
あ

る
い
は
地
震
を
発
生
さ
せ
ず
に
滑
っ
て
い
ま
す
）
。
最
近
は
、
こ
の
概
念
が
、
内
陸
直
下
型
地
震
に
も
適
用
さ
れ
は
じ
め

ま
し
た
。

【
地
震
活
動
空
白
域
一

あ
る
地
域
で
あ
る
大
き
さ
以
上
の
地
震
が
起
き
て
い
な
い
現
象
を
い
い
ま
す
。
元
々
活
断
層
が
な
く
地
震
が
起
き
な
い

場
所
（
第
一
種
空
白
域
）
も
あ
り
ま
す
が
、
問
題
な
の
は
か
つ
て
活
発
だ
っ
た
地
域
の
地
震
活
動
が
静
穏
化
し
た
場
合
（
第

2
種
空
白
域
）
で
、
少
な
く
な
い
専
門
家
に
、
地
震
前
兆
の
一
っ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
く
つ
も
の
大
地
震
の

前
に
観
測
例
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
地
震
の
前
に
必
ず
現
れ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

2
0
1
6
年
熊
本
地
震
の
前
に
は

こ
れ
が
現
れ
ま
し
た
。

【
長
波
】波

長
が
水
深
に
比
べ
て
非
常
に
長
い
波
を
い
い
ま
す
。
極
浅
水
波
の
性
質
を
持
つ
と
言
っ
て
も
同
じ
で
す
。
長
波
の
波

速
は
水
深
に
よ
っ
て
定
ま
り
ま
す
。
水
粒
子
は
水
平
的
に
往
復
運
動
を
し
ま
す
が
、
そ
の
速
度
が
深
さ
（
鉛
直
方
向
の
位
置
）

に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
せ
ん
。
津
波
は
深
海
で
は
長
波
で
す
が
、
浅
い
と
こ
ろ
に
進
む
に
つ
れ
て
、
中
間
波
、
浅
水
波
を
経
て
、

極
浅
水
波
へ
と
変
わ
り
ま
す
。

【
段
波
】津

波
は
、
水
深
が
小
さ
い
と
こ
ろ
に
入
る
と
、
前
部
に
比
べ
て
後
部
の
速
度
が
遅
い
の
で
、
後
ろ
の
水
が
前
面
に
追
い

つ
き
、
段
を
な
し
て
盛
り
上
が
り
ま
す
。
こ
の
段
が
進
む
も
の
を
段
波
と
言
い
ま
す
。
典
型
的
段
波
で
は
そ
れ
に
続
く
海

面
も
高
く
続
き
ま
す
。
し
か
し
、
波
状
の
形
を
持
つ
場
合
（
波
状
段
波
）
に
は
、
各
波
が
ソ
リ
ト
ン
波
（
孤
立
波
）
の
よ
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う
な
性
質
を
持
つ
の
で
、
長
波
と
異
な
り
、
水
粒
子
が
単
に
往
復
運
動
を
す
る
の
で
な
く
、
波
の
進
行
に
伴
っ
て
前
進
し

ま
す
。
こ
の
波
が
前
進
し
、
構
造
物
に
ぶ
ち
当
た
る
と
き
に
は
、
大
き
い
圧
力
（
破
壊
力
）
を
及
ぼ
し
ま
す
。

【
砕
波
】段

波
は
し
ば
し
ば
砕
け
ま
す
。
こ
れ
を
砕
波
と
い
い
ま
す
。
一
般
に
砕
波
に
は
崩
れ
波
、
巻
き
波
、
砕
け
寄
せ
波
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
海
底
が
極
め
て
急
勾
配
な
場
合
に
波
の
全
面
が
全
体
的
に
崩
れ
る
の
が
砕
け
寄
せ
波
で
、
波
長
が
極
め
て

長
く
、
波
商
が
小
さ
な
波
（
津
波
は
こ
の
特
徴
を
持
つ
）
だ
け
に
起
こ
る
と
さ
れ
ま
す
。

【
射
流
】簡

単
に
言
え
ば
、
平
均
流
速
が
、
波
の
伝
搬
速
度
よ
り
も
大
き
い
流
れ
で
す
。

ド
数
に
つ
い
て
は
水
理
学
の
教
科
書
を
み
て
く
だ
さ
い
。

フ
ル
ー
ド
数
が

1
よ
り
大
で
す
。

【
常
流
】平

均
流
速
が
波
の
伝
搬
速
度
よ
り
も
小
さ
い
流
れ
で
す
。
フ
ル
ー
ド
数
が

1
よ
り
小
。

フ
ル
ー

＿
跳
水
】射

流
か
ら
常
流
へ
の
遷
移
現
象
。
水
路
床
の
勾
配
、
幅
、
高
度
、
形
状
な
ど
の
急
変
す
る
と
こ
ろ
で
起
こ
り
ま
す
。
激

し
い
乱
流
を
な
す
た
め
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し
ま
す
。
跳
水
を
経
験
し
た
直
後
の
流
れ
は
厚
さ
が
増
大
し
、
断
面
平
均
速

度
が
減
少
し
ま
す
。

【
基
準
地
震
動
（
基
準
と
す
る
地
震
動
）
】

原
発
の
新
耐
裳
設
計
で
の
「
基
準
地
震
動
」
の
定
義
を
一
六
七
頁
に
引
用
し
ま
し
た
。
他
の
建
造
物
に
つ
い
て
も
同
様

な
定
義
で
設
計
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
に
悪
文
で
わ
か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
要
す
る
に
「
当
該
の
建
造
物
の
耐
震
性
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が
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
と
す
る
）
地
震
動
の
大
き
さ
」
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

1

と
い
う
こ
と
は
、
社
会
的
・

技
術
的
・
事
情
の
下
で
、
総
合
判
断
で
エ
イ
と
決
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
然
科
学
的
根
拠
に
よ
る
数
値
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

【
ス
ケ
ー
リ
ン
グ
則
】

あ
る
事
象
（
函
数
）
が
、
あ
る
二
つ
の
物
（
変
数
）
の
比
だ
け
に
良
く
近
似
し
て
起
こ
る
と
見
倣
せ
る
場
合
、
こ
の
事

象
は
ス
ケ
ー
リ
ン
グ
則
に
従
う
と
言
い
ま
す
。
二
つ
で
な
く
、
三
つ
の
場
合
も
同
様
で
す
。
物
性
論
の
分
野
で
は
、
い
ろ

い
ろ
な
事
象
で
こ
の
こ
と
が
成
立
す
る
こ
と
が
判
っ
て
い
ま
す
。
地
震
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
扱
い
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
「
良
い
近
似
」
と
言
え
る
か
は
問
題
で
す
。
実
際
に
は
、
散
ら
ば
り
は
無
視
で
き
る
大
き
さ
と
は
言
え

ま
せ
ん
。

【
下
部
構
造
】

経
済
学
の
言
葉
で
す
。
社
会
の
経
済
構
造
を
、
生
産
諸
関
係
の
総
体
で
あ
り
、
政
治
形
態
、
法
律
制
度
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

な
ど
の
上
部
構
造
に
対
し
て
そ
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
と
ら
え
、
下
部
構
造
と
呼
び
ま
す
。

情
報
伝
達
の
シ
ス
テ
ム
が
下
部
構
造
に
入
り
こ
ん
で
い
る
の
が
、
以
前
と
異
な
る
今
の
社
会
の
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ

ま
す
。

【
自
己
組
織
化
】

複
雑
系
科
学
の
も
っ
と
も
基
本
的
概
念
で
す
。
意
味
は
、
文
字
ど
お
り
に
と
っ
て
い
た
だ
い
た
ら
結
構
で
す
が
、
こ
こ

で
は
少
し
斜
め
に
見
た
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
き
ま
す
。
哲
学
者
の
加
藤
尚
武
さ
ん
は
「
自
然
に
内
在
す
る
目
的
性
は
な
い
。

自
然
現
象
の
す
べ
て
は
因
果
関
係
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
た
ん
な
る
偶
然
で
あ
る
。
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

言
い
か
え
れ
ば
、
「
自
然
（
世
界
、
宇
宙
）
に
は
確
率
論
的
現
象
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
災
害
に
つ
い
て
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も
言
え
る
こ
と
を
、
ま
ず
認
識
し
な
い
と
、
防
災
は
始
ま
り
ま
せ
ん
。

【
ガ
イ
ア
】

地
球
の
無
生
物
と
生
物
は
、
互
い
に
作
用
し
合
っ
て
、
あ
た
か
も
―
つ
の
生
物
体
の
よ
う
に
、
自
己
組
織
化
し
、
存
続

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
ガ
イ
ア
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
、

L
o
v
e
l
o
c
k
,
J
.
 

が
、
地
球
が
生
物
の
生
存

に
適
し
て
い
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
、

1
9
8
9年
に
仮
説
的
に
提
出
し
た
概
念
で
す
。

【
予
防
原
則
】

万
一
の
、
最
悪
の
場
合
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
。
土
木
建
築
工
学
関
係
の
人
は
、
よ
く
「
安
全
側
に

立
つ
」
と
言
い
ま
す
。
英
語
か
ら
の
直
訳
で
し
ょ
う
。
と
く
に
原
発
の
安
全
性
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
曲
げ
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
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