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自
然
災
害
と
人
々
の
生
業

　

２
０
１
７
年
８
月
下
旬
に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
レ
イ

キ
ャ
ビ
ク
で
開
か
れ
た
防
災
関
係
の
国
際
会
議
に
参
加

す
る
機
会
を
得
た
。
会
議
の
終
了
後
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド

の
南
に
位
置
し
、
唯
一
の
有
人
島
で
あ
る
ヘ
イ
マ
エ
イ

島
を
訪
問
し
た
。
ヘ
イ
マ
エ
イ
島
で
は
、
１
９
７
３
年

に
島
の
北
西
部
で
割
れ
目
噴
火
が
起
こ
り
、
溶
岩
流
が

住
宅
地
を
襲
い
、
島
民
は
全
島
避
難
を
強
い
ら
れ
た
。
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應
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友
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災
害
大
国
で
い
か
に
安
全
に
生
き
る
か
？

溶
岩
が
流
れ
る
様
が
、
居
住
地
域
で
観
察
さ
れ
た
大
変

珍
し
い
噴
火
で
、
当
時
世
界
中
で
注
目
さ
れ
た
。
噴
火

以
前
に
５
０
０
０
人
以
上
あ
っ
た
人
口
か
ら
１
０
０
０

人
以
上
減
少
し
た
も
の
の
市
街
地
は
復
興
し
、
ヘ
イ
マ

エ
イ
島
で
の
漁
獲
量
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
全
体
の
３
分
の

１
に
上
り
、
火
山
を
は
じ
め
、
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

な
ど
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
一
大
拠
点
に
な
っ
て
い
る
。

直
接
溶
岩
に
覆
わ
れ
な
か
っ
た
市
街
地
も
火
山
灰
に
よ

り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。
そ
の
火
山
灰
を
掘
り
起
こ

し
、
多
く
の
住
宅
が
元
の
場
所
に
建
築
し
直
さ
れ
た
と

い
う
。
割
れ
目
噴
火
の
火
口
近
く
で
の
復
興
は
危
険
で

は
な
い
か
と
い
う
私
の
質
問
に
、
島
に
住
む
ガ
イ
ド
は

「
そ
の
前
の
噴
火
は
約
５
０
０
０
年
前
で
、
ま
あ
数
千

年
に
一
度
だ
か
ら
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
は
、
北
海
道
と
四
国
を
合
わ
せ
た

ほ
ど
の
面
積
に
約
32
万
人
が
居
住
す
る
。北
大
西
洋
海

嶺
の
上
に
位
置
し
、国
土
に
約
１
３
０
の
活
火
山
が
存

在
す
る
火
山
大
国
で
、噴
火
に
加
え
、噴
火
に
よ
る
氷
河

の
溶
解
に
伴
う
大
規
模
な
洪
水
リ
ス
ク
も
存
在
す
る
。

一
方
で
、自
然
の
恵
み
を
活
用
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用

を
行
っ
て
お
り
、発
電
に
つ
い
て
は
水
力
発
電
が
約
７

割
、地
熱
発
電
が
約
３
割
で
、電
力
は
す
べ
て
自
然
再
生

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
賄
っ
て
い
る
。ま
た
、温
泉
を
住
居
や
農

業
の
暖
房
に
活
用
し
て
お
り
、あ
ち
こ
ち
に
公
衆
浴
場

が
整
備
さ
れ
て
い
る
。先
の
ヘ
イ
マ
エ
イ
島
で
も
、噴
火

後
に
蓄
熱
し
た
ま
ま
の
溶
岩
を
し
ば
ら
く
暖
房
と
発
電

に
活
用
し
た
そ
う
で
あ
る
。自
然
災
害
に
備
え
つ
つ
、そ

の
恩
恵
を
上う

手ま

く
活
用
し
て
生
活
し
て
い
る
様
子
を
ア

イ
ス
ラ
ン
ド
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
も
そ
も
自
然
の
恩
恵
な
し
に
私
た
ち
の
生
活
は
成

り
立
た
な
い
。
日
本
に
お
い
て
は
、
広
く
稲
作
が
行
わ

れ
て
き
た
が
、水
を
大
量
に
必
要
と
す
る
水
田
耕
作
は
、

常
に
洪
水
の
危
険
と
背
中
合
わ
せ
で
あ
る
。
近
世
に
な

その４
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り
、
低
地
に
お
い
て
大
規
模
な
水
田
耕
作
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
地
域
が
大
水
害
に
見

舞
わ
れ
る
機
会
も
増
え
た
。
東
日
本
大
震
災
以
降
、
江

戸
時
代
に
造
ら
れ
た
静
岡
県
の
命

い
の
ち

山や
ま

が
注
目
を
浴
び
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
命
山
は
高
潮
に
よ
る
大
規
模
な
被

害
を
教
訓
に
整
備
さ
れ
た
イ
ン
フ
ラ
で
あ
っ
た
。

　

世
界
各
地
の
自
然
災
害
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
々
の
立

地
環
境
に
強
く
依
存
す
る
。
同
時
に
、
人
間
の
自
然
資

源
の
活
用
、
土
地
利
用
に
も
大
き
く
影
響
を
受
け
る
。

例
え
ば
、国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
と
災
害
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
Ｅ
Ｍ

－

Ｄ
Ａ
Ｔ
の
デ
ー
タ
を
用
い
、

世
界
各
国
の
水
害
に
よ
る
被
災
者
数
と
、
小
麦
と
米
の

収
穫
面
積
の
関
係
を
見
て
み
よ
う
。
１
９
９
０
年
か
ら

２
０
１
４
年
ま
で
の
25
年
間
を
合
計
し
て
算
出
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
を
図
に
示
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
強
い
相

関
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
収
穫
面
積
が
大
き
い
ほ

ど
、
水
害
に
よ
る
被
災
者
数
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、中
国
と
イ
ン
ド
が
い
ず
れ
の
収
穫
面
積
、

被
災
者
数
も
飛
び
抜
け
て
多
い
の
で
、
両
者
を
外
し
て

相
関
を
求
め
る
と
、
小
麦
で
は
有
意
な
関
係
が
見
ら
れ

な
く
な
る
が
、
米
で
は
依
然
と
し
て
有
意
な
相
関
が
見

ら
れ
る
。
単
純
な
集
計
で
あ
る
が
、
稲
作
は
豊
富
な
水

資
源
を
必
要
と
し
、
そ
の
よ
う
な
地
域
は
降
水
量
が
多

く
常
に
洪
水
の
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ

れ
る
。

　

２
０
１
５
年
９
月
上
旬
、
台
風
18
号
に
よ
る
豪
雨
が

東
北
と
関
東
を
襲
っ
た
。
北
関
東
か
ら
東
北
ま
で
広
範

囲
に
被
害
が
及
ん
だ
が
、
最
も
被
害
が
大
き
か
っ
た
地

域
の
一
つ
が
茨
城
県
常
総
市
で
、
鬼
怒
川
と
小
貝
川
に

は
さ
ま
れ
た
水
郷
地
帯
が
堤
防
の
決
壊
の
た
め
大
き
な

被
害
を
受
け
た
。
災
害
直
後
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
被
災
し

た
住
民
の
方
が
こ
ん
な
水
害
に
遭
う
と
は
思
い
も
し
な

か
っ
た
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
い
た
の
が
強
く
印

象
に
残
っ
て
い
た
。
少
な
く
と
も
地
形
図
を
見
る
限
り

に
お
い
て
は
、
二
つ
の
河
川
に
挟
ま
れ
た
低
地
に
水
田

が
拓ひ

ら

か
れ
て
い
て
、
か
つ
て
か
ら
度
々
水
害
を
受
け
て

き
た
地
域
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
た
。
約
１
年
後
に
現

地
に
入
る
機
会
を
得
た
が
、
決
壊
し
た
堤
防
近
く
の
新

興
住
宅
地
が
大
き
な
被
害
を
受
け
て
い
た
一
方
で
、
古

く
か
ら
の
集
落
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
被
害
に
遭
わ
な

か
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
集
落
は
地
形
的

に
わ
ず
か
に
高
台
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。

津
波
被
災
と
土
地
利
用
の
変
遷

　

筆
者
は
東
日
本
大
震
災
以
降
、
宮
城
県
気
仙
沼
市
で

復
興
支
援
や
研
究
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の

一
つ
を
紹
介
し
よ
う
。
気
仙
沼
市
は
宮
城
県
の
北
東
端

に
位
置
し
、
サ
ン
マ
や
フ
カ
ヒ
レ
と
い
っ
た
漁
業
、
水

産
加
工
業
で
有
名
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
で
は
、
沿

岸
部
は
津
波
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
、
特
に
市

の
中
心
部
に
あ
た
る
気
仙
沼
湾
は
大
き
な
火
災
に
も

見
舞
わ
れ
た
。
死
者
行
方
不
明
者
は
１
０
０
０
人
以
上

に
上
り
、
七
十
七
銀
行
の
試
算
に
よ
れ
ば
被
害
額
は

２
０
０
０
億
円
を
超
え
、
３
分
の
１
の
雇
用
が
失
わ
れ

た
と
い
う
。
気
仙
沼
市
が
位
置
す
る
三
陸
沿
岸
は
昔
か

ら
度
々
大
津
波
を
受
け
て
き
た
地
域
と
し
て
知
ら
れ

る
。
１
９
６
０
年
に
は
チ
リ
津
波
、
１
９
３
３
年
に
は

昭
和
三
陸
津
波
、
１
８
９
６
年
に
は
明
治
三
陸
津
波
と

大
き
な
津
波
を
経
験
し
て
き
た
。
気
仙
沼
市
は
チ
リ
津

波
で
は
幸
い
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
被
害
は
受
け
な
か
っ
た

が
、
昭
和
三
陸
津
波
、
明
治
三
陸
津
波
で
は
大
き
な
被

各国の小麦の収穫面積の合計と水害による被災者数の合計の関係（矢印は中国とインド）＝
FAOとEM-DATのデータを用いて筆者作成

各国の米の収穫面積の合計と水害による被災者数の合計の関係（矢印は中国とインド）=同上

億人

（
億
ｈ
a）

（億人）

（
億
ｈ
a）
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害
を
受
け
、
そ
の
時
の
言
い
伝
え
も
数
多
く
残
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
再
び
大
き
な
被
害
が
引
き
起
こ

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

の
研
究
対
象
地
内
で
の
被
害
額
を
推
定
し
た
。
そ
の
結

果
、
都
市
的
土
地
利
用
で
は
１
１
２
７
億
円
、
農
地

で
は
６
９
０
０
万
円
の
被
害
と
算
出
さ
れ
た
。
も
し
、

１
９
１
６
年
時
点
と
同
じ
土
地
利
用
で
あ
れ
ば
、
都
市

的
土
地
利
用
に
お
け
る
被
害
は
１
０
７
億
円
、
農
地
で

は
２
・
５
億
円
と
推
定
さ
れ
、
都
市
的
土
地
利
用
の
拡

大
が
被
害
を
10
倍
以
上
に
増
大
さ
せ
た
こ
と
が
分
か

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
津
波
浸
水
範
囲
に
拡
大
し
た
都

市
的
土
地
利
用
に
は
、
気
仙
沼
市
の
産
業
を
支
え
る
水

産
加
工
業
と
そ
の
関
連
産
業
が
立
地
し
て
き
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
多
大
な
経
済
的
な
利
益
を
も
た
ら
し
て
き
た

の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
三
陸
沿
岸
の
自
治

体
と
異
な
り
、
気
仙
沼
市
で
は
そ
れ
ほ
ど
地
形
が
急
峻

で
な
い
地
域
も
多
く
、
沿
岸
部
以
外
の
高
台
で
も
都
市

開
発
が
な
さ
れ
て
き
た
。
今
回
の
津
波
で
も
そ
の
よ
う

な
立
地
で
は
被
害
が
な
か
っ
た
か
、
あ
っ
て
も
極
わ
ず

か
で
あ
っ
た
。

　

気
仙
沼
市
の
歴
史
を
遡

さ
か
の
ぼる

と
沿
岸
部
の
開
発
は
既
に

江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
当
時
は
塩

田
と
水
田
が
中
心
で
、
大
正
時
代
に
入
り
製
塩
業
が
衰

退
す
る
と
塩
田
も
水
田
に
転
換
さ
れ
て
い
っ
た
。
低
地

の
都
市
的
土
地
利
用
は
漁
港
周
辺
に
限
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
土
地
利
用
は
津
波
常
襲
地
帯
と
し
て
、
災

害
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
気
仙
沼
市

は
１
９
６
０
年
の
チ
リ
津
波
で
被
災
し
た
が
、
そ
れ
ほ

ど
被
害
が
大
き
く
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
そ
の
後
の

都
市
開
発
に
お
け
る
津
波
対
策
を
不
十
分
な
も
の
に
さ

せ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
災
害
リ
ス
ク
の
低
減

に
お
い
て
は
、
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
る
可
能
性
の

あ
る
場
所
を
利
用
し
な
い
、
財
産
と
な
る
も
の
を
配
置

し
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
経
済
的
な
損

失
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
都
市
的
土
地
利
用
と
い
う

集
約
的
な
利
用
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
多
く
の
尊

い
命
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

筆
者
ら
は
、
環
境
省
環
境
研
究
総
合
推
進
費

（
４
―
１
５
０
５
）
の
一
環
で
、
気
仙
沼
市
中
心

部
の
被
災
状
況
と
過
去
約
１
０
０
年
間
に
わ
た
る

土
地
利
用
の
変
遷
を
分
析
し
た
。
地
図
に
ハ
ッ

チ
（
斜
線
）
が
か
か
っ
た
部
分
が
２
０
１
１
年
の

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
浸
水
範
囲
で
あ
る

が
、
１
９
１
６
年
時
点
で
は
そ
の
大
部
分
が
水

田
や
湿
地
、
水
域
で
、
都
市
的
土
地
利
用
は
一

部
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
戦
後
間
も
な
い

１
９
５
２
年
に
は
都
市
的
土
地
利
用
が
若
干
拡
大

し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
土
地
利
用
の
変
化
は

見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
高
度
経
済
成
長
期
を
経

た
１
９
８
１
年
に
は
大
部
分
が
都
市
的
土
地
利

用
に
転
換
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
気

仙
沼
市
は
概お

お
む

ね
１
９
８
０
年
頃
に
人
口
が
最
大

に
な
り
、
そ
の
後
減
少
を
始
め
て
い
る
。
現
在

の
気
仙
沼
市
域
に
相
当
す
る
範
囲
の
１
９
８
０

年
の
人
口
は
約
９
万
２
０
０
０
人
で
あ
っ
た
が
、

２
０
１
０
年
に
は
１
万
９
０
０
０
人
近
く
減
少
し

約
７
万
３
５
０
０
人
と
な
っ
た
。
実
に
２
割
以
上

の
人
口
が
減
少
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
市

的
土
地
利
用
は
依
然
と
し
て
拡
大
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
１
９
１
６
年
時
点
で
は
対
象
と
し
た
津
波

浸
水
域
の
55
㌫
を
水
田
が
占
め
て
い
て
、
都
市
的

土
地
利
用
は
７
㌫
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
約

１
０
０
年
間
で
、
水
田
は
18
㌫
と
約
３
分
の
１
に

な
り
、
都
市
的
土
地
利
用
は
76
㌫
と
約
10
倍
に
広

が
っ
た
。
七
十
七
銀
行
の
試
算
を
基
に
、
私
た
ち

津波浸水域 ハビタットタイプ : 樹林地
竹林

草地
湿地

開放水域
水田

畑地
砂れき地

都市的土地利用0 0.5 1 2
km
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宮城県気仙沼市中心部における東日本大震災の津波浸水範囲と約 100年間の土地利用の変遷
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人
口
減
少
時
代
の
防
災
・
減
災

　

初
め
に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
例
を
挙
げ
た
が
、
日
本
は

ま
さ
に
自
然
災
害
の
デ
パ
ー
ト
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

10
年
程
度
の
間
に
も
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波

（
２
０
１
１
年
）、
御
嶽
山
の
噴
火
（
２
０
１
４
年
）、

熊
本
地
震
（
２
０
１
６
年
）、紀
伊
半
島
（
２
０
１
１
年
）

や
広
島
（
２
０
１
４
年
）、
福
岡
・
大
分
（
２
０
１
７

年
）
に
お
け
る
土
砂
災
害
、
茨
城
県
に
お
け
る
竜
巻

（
２
０
１
２
年
）、
栃
木
県
に
お
け
る
雪
崩
（
２
０
１
７

年
）、
そ
し
て
台
風
、
洪
水
被
害
は
毎
年
で
あ
る
し
、

落
雷
や
山
火
事
も
毎
年
各
地
で
頻
発
す
る
。
他
の
国
々

に
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
な
い
の
は
干
ば
つ
だ
け
で

あ
ろ
う
か
。
干
ば
つ
で
は
な
い
が
、
夏
に
は
高
温
被
害

も
深
刻
で
、多
く
の
方
が
熱
中
症
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
と

あ
い
ま
っ
て
世
界
に
例
を
見
な
い
複
合
災
害
と
な
っ

た
。
事
故
の
影
響
を
心
配
し
、
首
都
圏
か
ら
西
日
本
、

特
に
九
州
に
移
住
す
る
人
も
多
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

方
々
の
中
に
は
、
熊
本
地
震
で
被
災
し
た
方
も
い
る
と

い
う
。
東
日
本
大
震
災
以
降
、
日
本
政
府
は
近
い
将
来

起
こ
る
と
さ
れ
る
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
被
害
予
測

を
改
定
し
た
。
西
日
本
の
太
平
洋
沿
岸
を
中
心
に
最
悪

の
場
合
死
者
は
30
万
人
以
上
に
上
る
と
試
算
さ
れ
て
い

る
。
巨
大
津
波
が
押
し
寄
せ
る
と
さ
れ
て
い
る
地
域
で

は
、
も
は
や
諦
め
た
と
い
う
声
も
聞
か
れ
る
。
災
害
大

国
日
本
で
安
全
に
暮
ら
す
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
自
然
の
仕
組
み
を

活
用
」
す
る
こ
と
と
「
人
口
減
少
」
で
あ
る
。
常
に
変

化
を
続
け
る
地
球
上
に
私
た
ち
が
生
活
す
る
以
上
、
自

然
災
害
の
リ
ス
ク
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
活
火
山
が
全
く
な
い
地
域
で
あ
っ
て
も
、
遠
く
離

れ
た
火
山
の
大
噴
火
で
降
灰
し
、
地
球
規
模
の
寒
冷
化

な
ど
大
き
な
被
害
を
被
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
し
て
い

く
つ
も
の
プ
レ
ー
ト
が
交
わ
る
上
に
位
置
し
温
暖
湿
潤

な
日
本
で
は
、
様
々
な
自
然
災
害
に
備
え
る
必
要
が
あ

る
。一
方
で
自
然
災
害
を
引
き
起
こ
す
自
然
の
営
み
は
、

私
た
ち
の
生
活
の
基
盤
で
も
あ
る
。
自
然
か
ら
の
恵
み

な
く
し
て
、
私
た
ち
の
生
活
は
成
り
立
た
な
い
。
火
山

は
変
化
に
富
ん
だ
自
然
を
育
み
、
温
泉
や
天
然
資
源
を

生
み
出
し
て
い
る
。
湿
潤
な
気
候
が
豊
か
な
水
資
源
と

産
業
を
支
え
て
い
る
。
四
季
は
日
本
の
自
然
を
特
徴
付

け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
生
活
に
彩
り
を
添
え

て
い
る
。

　

日
本
は
明
治
維
新
以
降
急
激
な
人
口
増
加
を
経
験

し
、都
市
は
拡
大
し
続
け
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

災
害
リ
ス
ク
が
高
い
地
域
の
集
約
的
土
地
利
用
が
進
ん

で
き
た
。
先
に
気
仙
沼
市
中
心
部
の
例
を
示
し
た
が
、

同
様
の
都
市
開
発
は
日
本
各
地
で
行
わ
れ
て
き
た
。
リ

ス
ク
が
高
い
地
域
に
お
け
る
防
災
は
、
巨
大
な
堤
防
の

建
設
な
ど
、
大
き
な
コ
ス
ト
を
伴
う
対
策
を
必
要
と
し

た
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
今
ま
さ
に
人
口
減
少
時
代
を

迎
え
て
い
る
。
以
前
の
よ
う
に
、
災
害
リ
ス
ク
の
高
い

土
地
を
無
理
に
利
用
し
、
高
コ
ス
ト
の
対
策
を
取
る
必

要
は
な
く
な
る
。
い
や
、
税
収
の
減
少
と
と
も
に
、
そ

も
そ
も
高
コ
ス
ト
の
対
策
は
不
可
能
に
な
る
。よ
っ
て
、

災
害
リ
ス
ク
に
応
じ
て
で
き
る
だ
け
土
地
を
賢
く
利

用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
先
に
常
総
地

域
の
洪
水
の
例
を
挙
げ
た
が
、
古
く
か
ら
あ
る
集
落
は

洪
水
で
も
ほ
と
ん
ど
被
害
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
そ

こ
に
は
長
年
の
知
恵
が
生
き
て
い
る
。
も
っ
と
も
今
回

被
害
を
受
け
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
次
も
安
全
と

は
言
え
な
い
。
農
業
に
携
わ
る
人
々
は
自
分
の
農
地
か

ら
は
る
か
離
れ
た
高
台
に
住
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

よ
っ
て
、
一
定
の
リ
ス
ク
は
織
り
込
み
済
み
で
、
様
々

な
対
策
が
な
さ
れ
た
上
で
そ
こ
で
の
生
活
が
成
り
立
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
農
業
と
関
わ
り
の
な
い
人
が
そ
の

よ
う
な
地
域
に
住
む
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
次

産
業
に
従
事
す
る
人
々
の
場
合
、
生
業
の
場
と
生
活
の

場
は
、
往
々
に
し
て
不
可
分
で
あ
る
。
一
方
で
、
多
く

の
自
然
災
害
の
被
災
者
が
一
次
産
業
と
縁
の
な
い
人
々

で
あ
る
こ
と
も
多
々
あ
る
。
近
年
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自

治
体
で
各
種
災
害
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
が
整
備
さ
れ
て

い
る
。
ど
の
土
地
に
ど
の
よ
う
な
災
害
リ
ス
ク
が
あ
る

の
か
、
市
民
も
簡
単
に
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

政
府
や
自
治
体
に
は
、
人
口
減
少
時
代
に
ふ
さ
わ
し

い
自
然
の
仕
組
み
を
踏
ま
え
た
土
地
利
用
計
画
が
求
め

ら
れ
る
。
近
年
生
態
系
を
基
盤
と
し
た
防
災
・
減
災（
Ｅ

ｃ
ｏ

－

Ｄ
Ｒ
Ｒ
）
が
国
際
的
に
も
注
目
さ
れ
、
日
本
で

も
国
土
利
用
計
画
な
ど
に
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
災
害
リ
ス
ク
が
高
い
地
域
の
利
用
を
避
け
、

よ
り
リ
ス
ク
の
低
い
土
地
に
土
地
利
用
を
誘
導
す
る
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
津
波
防
災
を
例
に
と
れ
ば
、
自
然

の
海
岸
生
態
系
を
復
元
す
る
こ
と
に
よ
り
、
極
め
て
低

い
コ
ス
ト
で
津
波
被
害
を
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
、
か

つ
生
物
多
様
性
の
維
持
に
つ
な
が
る
。
自
治
体
で
は
、

人
口
減
少
、
防
災
、
生
物
多
様
性
保
全
は
、
そ
れ
ぞ
れ

立
地
適
正
化
計
画
、
国
土
強
靱
化
地
域
計
画
、
生
物
多

様
性
地
域
戦
略
と
い
っ
た
個
別
の
計
画
で
対
応
さ
れ
て

い
る
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
課
題
を
総
合
計
画
に
位
置
付

け
、
市
町
村
国
土
利
用
計
画
で
統
合
的
に
計
画
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。


