
　
昨
年
は
台
風
、洪
水
等
の
自
然
災
害

に
各
地
が
見
舞
わ
れ
た
年
だ
っ
た
。被
災

さ
れ
た
地
域
と
人
々
に
、あ
ら
た
め
て
お

見
舞
い
申
し
上
げ
た
い
。

　
災
害
と
い
え
ば
、そ
の
事
前
の
備
え
や

事
後
の
復
旧
に
関
し
て
、建
設
業
が
果

た
す
役
割
は
大
き
い
。と
こ
ろ
が
、被
災

し
た
地
域
で
は
、災
害
に
あ
っ
た
建
物
の

屋
根
に
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
が
か
か
っ
た
ま

ま
、と
い
っ
た
状
況
が
見
受
け
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
生
ん
で
い
る
理
由

の
一
つ
に
、地
域
の
建
設
業
の
衰
退
と

建
設
業
に
従
事
す
る
技
能
者
の
不
足
が

あ
る
。復
旧
の
遅
れ
を
み
て
感
じ
る
の

は
、災
害
が
頻
発
す
る
わ
が
国
に
お
い
て

は
、地
域
の
優
良
な
建
設
業
や
技
能
者

た
ち
が
、地
域
で
の
生
活
再
建
を
早
め

る
と
い
う
意
味
で
、水
道
や
電
気
等
の
地

域
社
会
の
生
活
基
盤
を
支
え
る
イ
ン
フ

ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
と
同
様
に
、ソ
フ
ト

面
で
の
イ
ン
フ
ラ
の
役
割
を
果
た
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。そ
れ

　
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
答
え
は
、す

ぐ
に
み
つ
か
ら
な
い
が
、歴
史
的
建
造
物

の
保
存
再
生
は
、一
つ
の
突
破
口
に
な

り
得
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。な
ぜ

か
。歴
史
的
建
造
物
の
保
存
再
生
に
は
、

地
域
の
優
良
な
建
設
業
と
技
能
者
の
力

が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
再
生
は
、地

域
の
建
設
業
や
技
能
者
の
業
の
糧
と
な

る
だ
け
で
な
く
、観
光
面
で
の
効
果
も

期
待
で
き
る
。観
光
で
地
域
が
活
性
化

す
る
と
、そ
れ
に
よ
っ
て
飲
食
、宿
泊
等

の
新
た
な
雇
用
も
生
ま
れ
る
。

　
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
再
生
は
、一

般
の
建
築
物
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
等
と
比

較
す
る
と
、少
し
金
額
が
か
か
る
の
で
、

公
的
な
支
援
が
な
い
と
、実
現
し
に
く

い
。一
方
、地
方
で
は
、人
口
減
少
と
高

齢
化
に
よ
っ
て
、公
共
の
財
政
も
縮
小
し

て
い
る
の
で
、公
共
の
お
金
を
歴
史
的
建

造
物
の
保
存
再
生
に
向
け
る
こ
と
は
容

易
で
は
な
い
。け
れ
ど
も
、イ
ン
フ
ラ
と

し
て
の
建
設
業
や
技
能
者
の
確
保
、観

対
し
て
、高
齢
化
と
少
子
化
が
進
む
二

十
一
世
紀
は
、こ
れ
ま
で
五
名
で
行
っ
て

い
た
業
務
を
、四
名
で
行
う
必
要
が
で
て

く
る
時
代
と
い
え
る
。そ
の
時
に
必
要
に

な
る
考
え
方
が
、複
数
の
業
務
を
こ
な

す「
兼
業
」な
の
で
あ
る
。見
方
を
か
え

る
と
、経
済
が
縮
小
し
、五
名
で
こ
な
し

て
い
た
業
務
が
四
・
五
名
分
に
圧
縮
さ
れ

た
と
し
て
も
、そ
れ
を
四
名
で
こ
な
せ
れ

ば
、各
人
の
手
取
り
は
一
・
一
二
五
に
上

が
る
。経
済
の
世
界
で
い
わ
れ
る「
生
産

性
の
向
上
」と「
最
低
賃
金
の
上
昇
」と

は
、こ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。

　「
出
稼
ぎ
」に
つ
い
て
は
、地
方
で
生
計

が
立
て
ら
れ
な
い
部
分
は
、需
要
の
多
い

都
市
部
に
出
て
、そ
の
不
足
を
補
う
と
い

う
こ
と
に
な
る
。地
方
と
都
市
部
の
両
方

で
業
務
を
こ
な
す
こ
と
は
、鉄
道
、道

路
、空
路
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
に

よ
っ
て
、そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な

く
な
っ
て
い
る
。

　「
兼
業
」も「
出
稼
ぎ
」も
、二
十
世
紀
に

は
、あ
ま
り
良
く
な
い
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら

れ
る
働
き
方
だ
っ
た
。二
十
世
紀
に
は
、

人
々
は「
専
業
」を
夢
見
て
、そ
れ
を
是
と

し
て
い
た
。け
れ
ど
も
、歴
史
を
振
り
返
っ

27 262020.02

て
み
る
と
、建
設
業
や
技
能
者
が「
専
業
」

で
生
計
を
立
て
て
い
た
か
と
い
う
と
、ほ

と
ん
ど
の
場
合
そ
う
で
は
な
い
。例
え
ば
、

筆
者
は
、茨
城
県
つ
く
ば
市
で
建
設
業
者

や
技
能
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と
が

あ
る
が
、彼
ら
は
古
く
は
、農
林
業
や
商

業
の
か
た
わ
ら
建
設
業
に
従
事
し
て
お

り
、建
設
分
野
に
専
業
化
し
た
の
は
、高

度
成
長
期
以
降
に
大
規
模
な
仕
事
が
入

っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。

　
名
だ
た
る
大
企
業
も
、業
務
や
製
品

が
少
数
に
特
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
少

な
く
、様
々
な
業
務
を
こ
な
し
、様
々
な

製
品
を
つ
く
っ
て
い
る
。相
手
先
も
、国

内
だ
け
で
な
く
、広
く
海
外
に
も
目
を

向
け
進
出
し
て
い
る
。つ
ま
り
、「
兼
業
」

と「
出
稼
ぎ
」で
成
功
し
て
い
る
の
だ
。

　
建
設
業
や
技
能
者
に
と
っ
て
、自
ら
の

技
を
磨
き
続
け
る
こ
と
の
重
要
性
は
、

こ
れ
か
ら
も
か
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。そ
の

一
方
で
、技
に
秀
で
て
で
も
、自
ら
の
専

門
だ
け
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、複
数

の
業
務
を
積
極
的
に
こ
な
し
、視
野
を

広
げ
て
多
方
面
に
挑
戦
し
て
い
く
者
こ

そ
が
、二
十
一
世
紀
に
生
き
残
っ
て
い
け

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

に
対
し
て
、近
年
の
状
況
は
、地
域
社
会

に
お
い
て
そ
の
姿
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。

　
筆
者
は
、こ
れ
ま
で
に
大
規
模
な
災

害
が
発
生
し
た
二
週
間
後
ぐ
ら
い
に
現

地
の
歴
史
的
建
造
物
の
被
害
状
況
の
調

査
を
行
っ
て
き
た
。そ
の
時
に
、寺
院
や

神
社
、集
落
に
お
い
て
も
地
域
の
建
設
業

者
や
技
能
者
の
在
不
在
が
、応
急
措
置

の
あ
り
方
や
復
旧
速
度
の
大
き
な
違
い

と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
き

た
。つ
ま
り
、建
設
業
者
や
技
能
者
が
す

ぐ
か
け
つ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、災
害
後

の
復
旧
が
早
く
、そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
は

復
旧
が
遅
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
建
設
業
の
衰
退
、技
能
者
の
高
齢
化

や
減
少
は
、既
に
建
設
業
界
で
は
、大
き

な
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。と
は

い
え
、そ
の
こ
と
に
関
す
る
社
会
的
な
認

識
は
高
い
と
は
い
え
な
い
。災
害
時
の
イ

ン
フ
ラ
と
し
て
の
建
設
業
や
技
能
者
の

役
割
を
考
え
る
と
、そ
の
課
題
が
、地
域

社
会
の
重
要
な
課
題
と
し
て
、あ
ら
た

め
て
多
く
の
人
々
に
認
識
さ
れ
る
べ
き

だ
と
思
う
。

光
に
よ
る
雇
用
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え

れ
ば
、公
共
が
そ
の
費
用
を
負
担
す
る

意
義
は
十
分
に
あ
る
と
思
う
。

　
加
え
て
、建
設
業
や
技
能
者
た
ち
は
、

地
域
で
飲
食
を
し
、祭
り
の
盛
ん
な
地

方
で
は
祭
り
に
寄
付
し
た
り
担
い
手
に

な
っ
た
り
し
て
い
る
。こ
う
し
た
こ
と
も
、

地
域
の
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に

役
立
つ
は
ず
だ
。そ
う
考
え
れ
ば
、歴
史

的
建
造
物
の
保
存
再
生
へ
の
公
共
の
支

援
は
、比
較
的
に
効
率
の
良
い
地
方
再

生
へ
の
投
資
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
は
い
え
、地
域
の
歴
史
的
建
造
物

の
保
存
再
生
だ
け
で
は
、地
域
の
建
設

業
や
技
能
者
の
生
計
は
成
り
立
た
な

い
。で
は
、ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

　
そ
れ
を
解
決
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、

「
兼
業
」と「
出
稼
ぎ
」だ
と
思
う
。

　
右
肩
上
が
り
に
国
が
成
長
し
、人
口

も
増
加
し
て
い
た
二
十
世
紀
は
、よ
り
効

率
的
に
大
量
の
も
の
を
供
給
す
る
た
め

に
、各
人
が
各
種
の
業
務
を
分
業
化
し
、

専
門
性
を
高
め
る
時
代
だ
っ
た
。そ
れ
に

意見・提言
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