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代
表
さ
れ
る
河
川
整
備
と
と
も
に
進
め
ら
れ
、
半
世
紀

間
の
犠
牲
者
数
の
減
少
傾
向
は
め
ざ
ま
し
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
二
〇
〇
〇
年
の
東
海
豪
雨
で
の
七
〇
〇
億
円

に
も
の
ぼ
る
一
般
資
産
災
、二
〇
〇
四
年
の
台
風
一
〇
個

の
本
土
上
陸
に
伴
う
犠
牲
者
二
〇
〇
余
名
、
二
〇
〇
五

年
米
国
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
の
高
潮
で
の
水
没
と
一
、

〇
〇
〇
人
以
上
の
犠
牲
者
は
、
水
防
災
へ
の
新
し
い
挑

戦
を
必
要
と
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
要
素
が
あ
る
が
、

外
力
の
巨
大
化
、
都
市
の
水
害
に
対
す
る
脆
弱
さ
に
注

目
す
べ
き
だ
。
と
く
に
地
域
の
雨
水
排
除
と
河
川
整
備

と
の
関
連
、
発
災
予
防
の
た
め
の
適
切
な
避
難
の
困
難

さ
、
い
っ
た
ん
浸
水
し
た
と
き
の
都
市
生
活
の
ダ
メ
ー

ジ
な
ど
い
く
つ
か
の
課
題
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う

な
堤
防
整
備
と
ダ
ム
に
よ
る
洪
水
調
節
の
進
捗
を
待
つ

だ
け
で
は
す
ま
な
く
な
っ
て
き
た
。
整
備
水
準
を
超
え

た
と
き
に
お
き
る
「
水
害
」
へ
の
「
タ
フ
さ
」
が
要
求

さ
れ
る
。
来
襲
す
る
外
力
と
自
分
た
ち
の
地
域
の
安
全

度
を
比
べ
て
、
と
る
べ
き
対
応
が
要
求
さ
れ
る
。
市
民

の
的
確
な
判
断
に
よ
る
減
災
行
動
が
期
待
さ
れ
る
が
、

そ
れ
を
可
能
に
す
る
行
政
の
仕
組
み
や
、
こ
う
し
た
状

況
を
支
援
す
る
イ
ン
フ
ラ
や
枠
組
み
が
「
治
水
」
の
メ

ニ
ュ
ー
に
な
っ
て
き
た
。
自
分
た
ち
の
生
活
場
が
危
な

い
と
き
、
そ
し
て
避
難
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
き
、
そ
れ

が
構
造
的
に
で
き
な
い
状
況
を
ま
ず
は
解
消
す
べ
き
だ
。

　
地
球
温
暖
化
に
伴
う
気
候
変
動
が
、
イ
ン
フ
ラ
で
防

護
で
き
な
い
事
態
を
も
た
ら
す
。
そ
の
と
き
的
確
に
行

動
で
き
る
は
ず
の
市
民
を
支
援
す
る
「
治
水
」「
治
河
」

こ
そ
が
、
今
日
望
ま
れ
て
い
る
。

後
の
治
水
に
つ
い
て
話
を
す
る
に
し
て
も
実
は

「
治
水
」
の
意
味
が
な
か
な
か
奥
深
い
。
河
川
法

が
旧
（
明
治
二
十
九
年
）、
新
（
昭
和
三
十
九
年
）、
改

正
（
平
成
九
年
）
と
改
ま
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
河
川

管
理
の
目
的
は
、
治
水
（
水
害
防
止
）
に
利
水
（
水
利

用
）、
環
境
（
親
水
や
生
態
系
保
全
）
を
加
え
て
き
た
。

治
水
は
「
治
河
」（
江
戸
後
期
の
儒
学
者
で
書
家
で
も
あ

っ
た
貫ぬ

き

名な

菘す
う

翁お
う

が
『
私し

擬ぎ

治ち

河か

議ぎ

』
に
著
し
た
よ
う
に

治
水
は
官
の
仕
事
で
は
あ
る
も
の
の
知
識
人
の
関
心
の

対
象
で
も
あ
っ
た
）
が
根
本
。
川
沿
い
各
地
の
水
害
解

消
は
水
系
一
貫
で
根
本
的
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
、
わ
が
国
で
は
古
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
。
一
方

「
河
を
治
め
る
者
が
国
を
治
め
る
」
と
昔
か
ら
言
わ
れ

て
き
た
の
は
、
水
害
防
止
だ
け
で
な
く
、
利
水
も
「
治

河
」
の
対
象
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
わ
が
国
で
は
「
多

目
的
ダ
ム
」
に
よ
る
洪
水
の
ピ
ー
ク
流
量
を
カ
ッ
ト
す

る
治
水
と
水
需
要
に
備
え
て
水
を
貯
め
る
利
水
機
能
の

総
合
的
な
制
御
や
、
親
水
や
生
態
系
な
ど
に
も
配
慮
し

た
河
川
管
理
が
ま
さ
に
「
河
を
治
め
る
」
こ
と
だ
。「
今

後
の
治
水
」
に
は
、
こ
う
し
た
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
。

流
域
で
の
水
循
環
の
総
合
的
制
御
が
そ
の
地
域
の
人
間

活
動
・
生
態
系
の
要
諦
に
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
総

合
的
な
シ
ス
テ
ム
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
今
後
の
ビ
ジ
ョ

ン
と
し
て
描
く
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
近
年
の
水
害
の
頻
発
に
対
し
て
防
災
面

で
「
治
水
」
へ
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
は
第
一
の
課
題

だ
。
伊
勢
湾
台
風
で
五
、〇
〇
〇
人
を
超
え
る
犠
牲
者

を
出
し
た
水
害
へ
の
備
え
は
、
堤
防
や
ダ
ム
の
建
設
に

今

今後の治水対策はどうあるべきか


