
裏表紙上：揖保川右岸に設置されている
「畳堤」。欄干のようになっており、川の風
景と調和している（撮影：川本聖哉）
裏表紙下：和歌山県の古座川右岸にある
高瀬地区。氾濫に備えて自宅裏手の高台
に「水上げ小屋」をもつ。赤い矢印が取
材で伺った水上げ小屋。青い矢印は古座
川の本流（提供：平田隆行さん）

表紙：兵庫県たつの市の
揖保川沿いにある「畳堤」
に畳を差す様子を再現して
くれた正條自治会の方々。
60年以上前につくられた
畳堤は、2018年の西日本
豪雨で実際に活用された
（撮影：川本聖哉）
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水の文化 62号　ひとしずく 2

　

本
来
、
河
川
と
人
の
生
活
は
切
り
離
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
現
在
の
東
京
で
は
完
全

に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
接
点
す
ら
な
い
。
そ

の
こ
と
を
縄
文
人
は
ど
ん
な
ふ
う
に
思
う
だ
ろ

う
か
。
考
え
て
も
わ
か
る
は
ず
な
い
。
そ
れ
で

も
私
は
思
い
を
馳
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
都

市
が
持
っ
て
い
る
哀
し
み
の
一
つ
が
あ
ら
わ
に

な
っ
て
い
る
と
強
く
感
じ
る
か
ら
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
得
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
水
害
を

防
ぐ
こ
と
が
最
大
だ
ろ
う
。
そ
の
恩
恵
は
計
り

知
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
や
は
り
寂
し
さ
を
覚
え

る
の
は
確
か
だ
。
せ
め
て
、
武
蔵
野
を
流
れ
る

野
川
の
よ
う
に
河
岸
ま
で
降
り
る
こ
と
が
で
き

た
な
ら
。
都
心
で
は
や
は
り
難
し
い
の
だ
ろ
う

か
。

　

先
日
、
韓
国
の
ソ
ウ
ル
を
訪
れ
た
際
、
街
の

中
心
を
流
れ
る
川
が
や
は
り
三
方
を
コ
ン
ク
リ

ー
ト
で
囲
ま
れ
て
い
た
の
だ
が
、
階
段
で
川
岸

ま
で
降
り
る
こ
と
が
で
き
た
。
遊
歩
道
が
あ
り
、

人
々
が
散
策
し
て
い
た
。
飛
び
石
伝
い
に
対
岸

に
渡
る
こ
と
も
で
き
た
。
ふ
と
学
ぶ
べ
き
も
の

が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

東
京
に
暮
ら
し
て
す
で
に
30
年
以
上
経
つ
が
、

漠
然
と
東
京
は
平
ら
な
場
所
だ
と
思
い
込
ん
で

い
た
。
も
ち
ろ
ん
意
外
と
坂
が
多
い
こ
と
に
は

気
が
つ
い
て
い
た
の
だ
が
、
深
く
考
え
た
こ
と

は
な
か
っ
た
。
６
年
ほ
ど
前
に
坂
の
多
く
が
水

流
、
つ
ま
り
は
河
川
に
よ
っ
て
気
の
遠
く
な
る

よ
う
な
長
い
時
間
を
か
け
て
土
砂
が
削
ら
れ
た

痕
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
急
に
街
が
違
っ
て
見

え
始
め
た
。

　

そ
れ
か
ら
東
京
の
街
を
取
り
憑
か
れ
た
よ
う

に
大
型
カ
メ
ラ
に
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
フ
ィ
ル
ム

を
詰
め
て
、
太
古
か
ら
の
か
す
か
な
吐
息
を
確

か
め
る
よ
う
な
気
持
ち
で
撮
影
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
同
時
に
東
京
の
地
形
、
地
理
な
ど
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
も
読
む
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
過
程
で
約
２
万
年
前
の
氷
河
期
に
世
界

的
な
海
面
低
下
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。

一
説
に
は
１
０
０
メ
ー
ト
ル
か
ら
１
４
０
メ
ー

ト
ル
も
海
面
が
低
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

現
在
の
東
京
湾
も
地
表
で
、
古
東
京
川
と
い
う

河
川
が
流
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
痕
が
現
在

も
残
っ
て
い
る
ら
し
い
。
海
面
が
低
か
っ
た
と

い
う
こ
と
は
台
地
と
の
標
高
差
が
い
ま
よ
り
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
水
の
流
れ
が
速
か

っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
地
表
は
大
き
く
削
ら
れ

た
は
ず
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
出
す
と
、
慣

れ
親
し
ん
だ
街
が
遠
い
過
去
の
続
き
と
し
て
あ

る
実
感
を
得
た
。

　

私
は
撮
影
の
際
、
自
分
に
一
つ
の
想
像
を
課

し
た
。「
も
し
も
縄
文
人
が
現
代
の
東
京
に
立
っ

た
な
ら
、
風
景
は
ど
ん
な
ふ
う
に
映
る
の
か
？

同
じ
場
所
だ
と
認
識
で
き
る
の
か
？
」
と
い
う

も
の
だ
。

　

縄
文
時
代
か
ら
東
京
の
河
川
の
位
置
は
大
き

く
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
例
え
ば
下
高
井
戸
塚
山

遺
跡
の
脇
を
神
田
川
は
ず
っ
と
流
れ
続
け
て
い

る
。
ほ
か
の
河
川
で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
し
、

や
は
り
水
辺
に
存
在
す
る
遺
跡
が
幾
つ
も
確
認

で
き
る
。

　

か
つ
て
人
々
が
水
や
食
料
を
求
め
て
水
辺
に

住
ん
だ
。
河
川
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
に
三
方

を
囲
ま
れ
て
い
る
は
ず
も
な
い
。
た
だ
原
則
は

変
わ
ら
な
い
。
水
は
高
い
方
か
ら
低
い
方
へ
流

れ
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
。

小林紀晴（こばやし きせい）

1968年長野県生まれ。東京工芸大学芸術学部写真学科教授。東京工芸大学短期大学部写真科卒業。
新聞社カメラマンを経て、1991年よりフリーランスフォトグラファーとして独立。1995年に『ASIAN 
JAPANESE』でデビュー。1997年『DAYS ASIA』で日本写真協会新人賞受賞。2013年 写真展
『遠くから来た舟』で第 22回林忠彦賞受賞。写真集に『homeland』『days new york』など、著書に
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都市と水流と人の暮らし3

　

本
来
、
河
川
と
人
の
生
活
は
切
り
離
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
現
在
の
東
京
で
は
完
全

に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
接
点
す
ら
な
い
。
そ

の
こ
と
を
縄
文
人
は
ど
ん
な
ふ
う
に
思
う
だ
ろ

う
か
。
考
え
て
も
わ
か
る
は
ず
な
い
。
そ
れ
で

も
私
は
思
い
を
馳
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
都

市
が
持
っ
て
い
る
哀
し
み
の
一
つ
が
あ
ら
わ
に

な
っ
て
い
る
と
強
く
感
じ
る
か
ら
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
得
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
水
害
を

防
ぐ
こ
と
が
最
大
だ
ろ
う
。
そ
の
恩
恵
は
計
り

知
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
や
は
り
寂
し
さ
を
覚
え

る
の
は
確
か
だ
。
せ
め
て
、
武
蔵
野
を
流
れ
る

野
川
の
よ
う
に
河
岸
ま
で
降
り
る
こ
と
が
で
き

た
な
ら
。
都
心
で
は
や
は
り
難
し
い
の
だ
ろ
う

か
。

　

先
日
、
韓
国
の
ソ
ウ
ル
を
訪
れ
た
際
、
街
の

中
心
を
流
れ
る
川
が
や
は
り
三
方
を
コ
ン
ク
リ

ー
ト
で
囲
ま
れ
て
い
た
の
だ
が
、
階
段
で
川
岸

ま
で
降
り
る
こ
と
が
で
き
た
。
遊
歩
道
が
あ
り
、

人
々
が
散
策
し
て
い
た
。
飛
び
石
伝
い
に
対
岸

に
渡
る
こ
と
も
で
き
た
。
ふ
と
学
ぶ
べ
き
も
の

が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

東京・高田馬場付近を流れる神田川。コンクリートで
川を切り離すことによって、都市生活者はある一定の
安全を得たが、同時に失ったものもある 撮影：小林紀晴
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5

日
本
は
災
害
大
国
と
い
わ
れ
る
。
堤
防
が
決
壊
す
る

と
浸
水
し
て
し
ま
う
低
地
に
人
口
の
約
50
％
が
住
み
、

資
産
の
75
％
が
集
中
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
古
く

か
ら
治
水
に
投
資
し
つ
づ
け
、
ま
た
幾
度
も
の
災
害

を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
、
地
域
特
有
の
備
え
や
知
恵

も
生
ま
れ
た
。

か
つ
て
水
害
が
常
態
化
し
て
い
た
時
代
、
人
々
は
水

害
を「
わ
が
こ
と
」と
捉
え
て
い
た
は
ず
だ
。
河
川
改

修
な
ど
が
進
み
水
害
は
減
っ
た
が
、そ
れ
に
よ
っ
て
水

害
を
始
め
と
す
る
防
災
へ
の
意
識
が
薄
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

従
来
の
観
測
記
録
を
上
回
る
短
時
間
強
雨
が
増
え
、

台
風
も
巨
大
化
す
る
兆
し
が
あ
る
な
か
、
今
こ
そ
み

ん
な（
社
会
全
体
）で
備
え
る
必
要
が
あ
る
。
各
地
の

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
本
人
の
水
害
へ
の
備
え
、
さ
ら
に
そ
れ
を
通
じ
て
、

こ
れ
か
ら
の
防
災
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

 目次 
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6

災
害
に
向
き
合
う
四
つ
の
力

「
予
測
」「
予
防
」「
対
応
」「
回
復
」

　

防
災
科
学
技
術
研
究
所
（
以
下
、
防
災
科

研
）
は
１
９
６
３
年
（
昭
和
38
）
に
科
学
技

術
庁
所
管
の
研
究
所
と
し
て
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
契
機
と
な
っ
た
の
は
紀
伊
半

島
か
ら
東
海
地
方
に
か
け
て
甚
大
な
被

害
を
も
た
ら
し
た
伊
勢
湾
台
風
（
１
９
５

９
年
）。
そ
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
防
災
の

科
学
技
術
を
進
展
さ
せ
る
た
め
の
研
究

所
と
し
て
発
足
し
た
の
で
す
。（
図
１
）

　

現
在
の
防
災
科
研
が
標
榜
し
て
い
る

理
念
は
「
生
き
る
、
を
支
え
る
科
学
技

術
」。
地
震
、
津
波
、
噴
火
、
豪
雨
、

豪
雪
、
洪
水
、
地
す
べ
り
…
…
あ
ら
ゆ

る
自
然
災
害
が
研
究
対
象
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
自
然
の
脅
威
を
人

間
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
前
提
に
立
つ
と
、
人
間
に
で
き
る
の

は
、
自
然
の
脅
威
が
生
み
出
す
災
害
の

方
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

防
災
用
語
で
は
自
然
の
脅
威
を
「
ハ

ザ
ー
ド
」
と
呼
び
ま
す
。
災
害
が
生
ま

れ
る
か
ど
う
か
は
、
社
会
が
も
つ
防
災

力
と
ハ
ザ
ー
ド
の
せ
め
ぎ
合
い
で
す
。
ハ

ザ
ー
ド
が
勝
て
ば
災
害
に
な
る
し
、
防

災
力
が
勝
て
ば
未
然
に
防
げ
ま
す
。（
図
２
）

　

防
災
の
科
学
技
術
を
進
展
さ
せ
る
に

は
、
第
一
に
ハ
ザ
ー
ド
の
性
質
を
正
確

に
理
解
す
る
こ
と
。
制
御
は
で
き
な
い

に
し
ろ
、
少
な
く
と
も
「
予
測
」
は
し

た
い
。
孫
子
の
兵
法
で
は
な
い
で
す
が
、

敵
を
知
ら
ず
に
は
勝
て
ま
せ
ん
。

　

第
二
に
己
を
強
く
す
る
、
つ
ま
り
社

会
の
防
災
力
を
上
げ
る
こ
と
。
災
害
が

起
き
な
い
よ
う
「
予
防
」
に
注
力
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
し
か
し
近
年
続
い

て
い
る
大
規
模
な
ハ
ザ
ー
ド
を
見
る
と

決
し
て
予
防
し
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
予
防
だ
け
で
乗
り
切
れ
な
い

と
す
れ
ば
、
起
き
て
し
ま
っ
た
災
害
に

ど
う
効
果
的
に
立
ち
向
か
う
か
と
い
う

フ
ェ
イ
ズ
も
重
要
で
す
。
発
災
直
後
の

「
対
応
」
が
問
わ
れ
、
長
期
的
な
復
旧
・

復
興
の
「
回
復
」
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

災
害
に
向
き
合
う
に
は
「
予
測
」「
予

防
」「
対
応
」「
回
復
」
の
四
つ
す
べ
て

の
フ
ェ
イ
ズ
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が

必
須
で
あ
り
、
防
災
科
研
も
こ
の
全
フ

ェ
イ
ズ
を
研
究
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

　

21
世
紀
前
半
に
は
国
難
と
い
う
べ
き

か
つ
て
な
い
大
規
模
な
災
害
が
予
測
さ

れ
て
お
り
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
乗
り
越

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
東
日
本
大

震
災
の
被
害
総
額
は
17
兆
円
で
し
た
が
、

南
海
ト
ラ
フ
地
震
と
首
都
直
下
型
地
震

が
起
き
れ
ば
最
低
で
も
１
０
０
兆
円
、

最
大
だ
と
３
０
０
兆
円
を
超
え
る
被
害

が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
乗
り

越
え
て
人
々
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
に

は
、
一
秒
で
も
早
い
予
測
と
効
果
的
な

予
防
、
そ
し
て
起
き
た
災
害
へ
の
迅
速

な
対
応
と
一
日
で
も
早
い
回
復
を
目
指

さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　
「
生
き
る
、
を
支
え
る
科
学
技
術
」

の
英
語
表
記
は
“Science For Resi-

lience

”。「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
は
防
災

の
分
野
で
も
国
際
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に

な
り
ま
し
た
。
国
連
の
世
界
防
災
会
議

が
２
０
１
５
年
に
仙
台
で
採
択
し
た
２

昨
今
の
異
常
気
象
お
よ
び
頻
発
す
る
水
害
を
見
る
に
つ
れ
、
不
安
に
な
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
ど
う
対
処
す

れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
も
そ
も
防
災
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
難
問
に
つ
い
て
、
災
害
発
生
時
の
人
間
行
動
学

か
ら
復
旧
・
復
興
の
あ
り
方
ま
で
幅
広
い
視
野
で
災
害
を
見
つ
め
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
兵
庫
県
や
神
戸
市
で
、

新
潟
県
中
越
地
震
で
は
小
千
谷
市
で
そ
れ
ぞ
れ
復
興
計
画
の
策
定
に
携
わ
っ
た
林
春
男
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
。

Haruo Hayashi
1951年東京生まれ。早稲田大学文学部心理学科卒業、早稲
田大学大学院修士課程修了。カリフォルニア大学ロスアンジェ
ルス校（UCLA）大学院博士課程に留学、博士号（Ph.D.）取得。
弘前大学人文学部などを経て京都大学防災研究所巨大災害
研究センター教授。2015年10月から現職。専攻は社会心理学

（災害時の人間行動／防災心理学／日系人の強制収容体
験）。『防災の決め手「災害エスノグラフィー」―阪神・淡路大震
災秘められた証言』『災害のあと始末』など著書多数。

インタビュー

林 春男さん

国立研究開発法人 防災科学技術研究所
理事長

総論（防災）
【再興】

水の文化 62号　特集「再考 防災文化」

災
害
列
島
に
住
む
日
本
人
に

求
め
ら
れ
る
心
構
え
と
は
？
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０
３
５
年
ま
で
の
「
仙
台
防
災
枠
組
み
」

に
は
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
る
」
と
あ

り
ま
す
。

　

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
い
う
言
葉
は
「
回

復
力
」
や
「
弾
力
性
」
な
ど
と
訳
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
そ
れ
だ
と
意

味
が
限
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
防
災
に

お
け
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
は
、
ま
さ
に
予

測
・
予
防
・
対
応
・
回
復
の
四
つ
の
力

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
を
総
合

的
に
高
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

大
き
く
舵
を
切
っ
た

国
の
水
防
方
針

　

ハ
ザ
ー
ド
に
よ
る
災
害
は
大
き
く

「
気
象
災
害
」
と
「
地
変
災
害
」
に
分

か
れ
ま
す
。
ど
ち
ら
も
日
本
は
多
発
す

る
地
帯
で
す
。

　

モ
ン
ス
ー
ン
帯
に
位
置
す
る
た
め
、

梅
雨
時
の
集
中
豪
雨
、
そ
し
て
秋
雨
前

線
が
来
る
ま
で
の
間
は
台
風
に
毎
年
襲

わ
れ
て
い
ま
す
。
国
土
の
８
割
が
山
地

な
の
で
土
砂
災
害
も
多
い
で
す
ね
。

　

火
山
帯
が
あ
り
地
震
が
多
発
す
る
プ

レ
ー
ト
の
境
目
が
日
本
に
は
陸
側
に
二

つ
、
海
側
に
二
つ
あ
り
ま
す
。
国
土
面

積
は
世
界
の
３
％
足
ら
ず
で
す
が
、
地

震
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
解
放
量
は
世
界
の
10

～
20
％
に
達
し
て
い
る
の
で
す
。
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
再
保
険
会
社
の
評
価
に
よ
る
と
、

世
界
で
も
っ
と
も
地
震
の
リ
ス
ク
が
高

い
地
域
は
ス
コ
ア
７
１
０
の
日
本
の
関

東
圏
。
第
２
位
が
関
西
圏
で
２
０
０
程

度
、
第
３
位
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の

ベ
イ
エ
リ
ア
で
１
０
０
程
度
で
す
か
ら
、

ダ
ン
ト
ツ
で
日
本
が
危
な
い
。

　

そ
う
い
う
場
所
に
文
明
を
築
き
大
都

市
を
構
え
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
自

覚
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
対
す
る
水
害
被
害

（注）平成7年の死者のうち、兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）の死者については関連死919人を含む（兵庫県資料）。平成29年の死者・行方不明
者数は内閣府とりまとめによる速報値。昭和20年は主な災害による死者・行方不明者（理科年表による）。昭和21～27年は日本気象災害年報、昭和
28～37年は警察庁資料、昭和38年以降は消防署資料をもとに内閣府作成。 南海トラフ地震の想定被害は2019年5月31日に公表された数値。
出典：内閣府「平成30年版 防災白書」（附属資料8）をもとに編集部作成

15,000

20,000

10,000

5,000

0

100.00%

10.00%

1.00%

0.10%

0.01%

図1 戦後の自然災害における死者・行方不明者数

図3 GDPに対する水関連災害損失額の比率（年間） 図2 被害抑止と被害軽減

ハザード（外力）が防災力を超えると災害になる

昭和 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62平成 （年）X年

（人）

200,000（人）

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

（主な災害）
三河地震（2,306人）、枕崎台風（3,756人）
南海地震（1,443人）
カスリーン台風（1,930人）

福井地震（3,769人）

南紀豪雨（1,124人）

洞爺丸台風（1,761人）

伊勢湾台風（5,098人）

阪神・淡路大震災（6,437人）

東日本大震災（22,199人）

出典：林春男さん提供資料 出典：林春男さん講演資料
1868 1878 1888 1898 1908 1918 1928 1938 1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008

1%

南海トラフ地震（最大想定231,000人）

終戦直後は毎年のように
大きな自然災害が発生

東日本大震災の被害は戦後の
自然災害で突出している

伊勢湾台風を機に
防災科学技術研究所設立

台風と地震で犠牲となった方
の数があまり変わらない

無被害　　　　　ある程度の被害　　　激甚な被害

発
生
確
率

ハザードの強さ

被害抑止
Mitigation

被害抑止限界

被害軽減
Preparedness

防災の限界

構造物による対処

情報による対処
（システム・運用）

巨大災害
Catastrophic Disaster

災害列島に住む日本人に求められる心構えとは？
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額
の
割
合
の
経
年
デ
ー
タ
（
国
土
交
通
省
）

を
見
る
と
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
10

％
近
く
に
達
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま

し
た
（
図
３
）。
戦
争
で
国
土
整
備
が
放

置
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
１
９
６
０

年
代
以
降
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
自
体
も
増
大
し
ま

し
た
が
５
年
ご
と
に
国
土
整
備
計
画
が

進
ん
で
い
き
、
今
で
は
０
・
１
％
を
切

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
紛
れ
も
な
く
ハ

ー
ド
の
し
く
み
の
お
か
げ
で
す
。
ハ
ー

ド
整
備
抜
き
に
防
災
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
０
・
１
％
よ
り
は
な
か
な
か

小
さ
く
で
き
な
い
。
そ
れ
が
現
実
で
す
。

国
土
交
通
省
は
こ
れ
ま
で
統
合
治
水
管

理
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
流
域
単
位
で

ダ
ム
と
堤
防
に
よ
り
氾
濫
を
防
ぐ
方
針

で
進
め
て
き
ま
し
た
。
２
０
０
０
年
代

に
入
る
と
水
防
法
が
改
正
さ
れ
、
国
土

交
通
省
の
認
識
も
「
整
備
途
中
な
の
で

水
害
は
起
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
基

本
的
に
は
私
た
ち
に
お
任
せ
く
だ
さ

い
」
か
ら
「
皆
さ
ん
も
一
緒
に
水
防
災

に
つ
い
て
考
え
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う

方
向
に
大
き
く
舵
を
切
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
。

　

近
年
の
水
害
の
特
徴
と
し
て
、
川
の

堤
防
が
決
壊
す
る
「
外
水
氾
濫
」
と
、

下
水
の
処
理
能
力
を
超
え
て
ま
ち
じ
ゅ

う
が
水
び
た
し
に
な
る
「
内
水
氾
濫
」

が
同
時
に
起
き
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

つ
ま
り
、
川
べ
り
に
限
ら
ず
都
市
全
域

が
洪
水
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
も
は
や
国
の
ハ
ー
ド
整

備
だ
け
に
任
せ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か

ず
、
避
難
の
し
く
み
を
含
め
て
ソ
フ
ト

的
な
防
災
の
取
り
組
み
を
強
化
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

災
害
発
生
後
の

タ
イ
ム
ス
パ
ン

　

日
本
語
の
「
避
難
」
と
い
う
言
葉
に

は
“Evacuation

”（
命
を
守
る
た
め
の
避
難
）

と
“Sheltering

”（
仮
の
生
活
を
支
え
る
た
め

の
避
難
）
の
二
つ
の
意
味
が
混
合
さ
れ
て

い
ま
す
か
ら
、
分
け
て
考
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
避
難
は
、
必
ず
し
も
避
難

所
へ
行
く
こ
と
に
限
り
ま
せ
ん
。
水
害

な
ど
で
は
自
宅
の
２
階
や
３
階
に
退
避

す
る
こ
と
も
避
難
な
の
で
す
。（
図
４
）

　

地
域
に
よ
っ
て
は
、
水
害
に
遭
う
と

高
台
に
設
け
て
あ
る
小
屋
に
退
避
し
、

い
よ
い
よ
と
な
れ
ば
天
井
や
軒
先
に
吊

り
下
げ
て
あ
る
舟
で
逃
げ
る
、
と
い
っ

た
手
立
て
を
古
く
か
ら
伝
承
し
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
多
重
防
御
に
よ
る
防
災

の
知
恵
も
、
こ
れ
か
ら
は
取
り
戻
す
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

予
防
し
き
れ
な
か
っ
た
場
合
、
災
害

に
よ
る
被
害
の
様
相
は
「
命
」「
暮
ら

し
」「
仕
事
」
の
３
段
階
に
わ
た
り
ま

す
。（
図
５
）　
　

　
「
命
」
に
関
し
て
は
、
発
災
後
の
72

時
間
が
生
存
救
出
の
ほ
ぼ
限
界
で
す
。

し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
上
限
１
０
０

時
間
を
め
ど
に
ど
れ
だ
け
の
救
助
資
源

を
被
災
現
場
に
投
入
で
き
る
か
と
い
う

こ
と
が
社
会
と
し
て
の
課
題
に
な
り
ま

す
。

　
「
暮
ら
し
」
に
つ
い
て
は
、
生
活
の

基
盤
で
あ
る
住
ま
い
が
崩
壊
す
る
と
再

建
に
は
長
い
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
暮

ら
し
の
復
興
に
は
、
お
よ
そ
１
万
時
間

程
度
か
か
る
見
通
し
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　
「
仕
事
」
と
は
要
す
る
に
「
事
業
継

続
」
の
問
題
で
す
。
電
気
、
ガ
ス
、
水

道
、
交
通
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
が
機
能
し

な
い
た
め
に
中
断
し
た
日
常
業
務
を
ど

う
回
復
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
事
業
を

停
滞
さ
せ
ず
に
ど
う
継
続
さ
せ
る
か
。

こ
れ
は
１
０
０
０
時
間
程
度
の
タ
イ
ム

ス
パ
ン
で
考
え
る
べ
き
で
す
。

　

被
災
地
で
は
３
段
階
の
被
害
が
入
り

混
じ
る
の
で
大
変
な
の
で
す
が
、
冷
静

に
仕
分
け
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
速
や

か
な
対
応
と
回
復
に
つ
な
が
り
ま
す
。

自
助・共
助・公
助
は

「
７
対
２
対
１
」の
割
合

　

社
会
の
変
化
に
つ
れ
て
、
災
害
へ
の

対
応
も
進
展
し
ま
し
た
。
農
耕
社
会
か

ら
工
業
社
会
に
な
り
、
多
く
の
人
々
が

都
市
に
移
住
し
福
祉
国
家
化
し
て
く
る

と
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
で
自
分
の
身
を

助
け
る
「
自
助
」、
近
所
の
人
で
助
け

合
う
「
互
助
」
に
加
え
「
公
助
」
が
生

ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
情
報
社
会
で
新

た
に
誕
生
し
た
の
は
、
見
ず
知
ら
ず
の

人
た
ち
が
助
け
合
う
「
共
助
」
で
す
。

日
本
で
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
き
っ

か
け
に
広
が
り
ま
し
た
。

　

自
助
・
互
助
・
共
助
・
公
助
の
四
つ

の
救
助
の
う
ち
、
税
金
の
再
配
分
に
よ

っ
て
成
り
立
つ
の
が
公
助
で
す
。
現
在

の
と
こ
ろ
、
災
害
が
起
き
た
場
合
、
四

つ
の
う
ち
公
助
が
担
う
比
率
は
正
直
い

っ
て
１
割
で
し
ょ
う
。
互
助
も
含
む
共

助
で
２
割
、
自
助
が
７
割
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

  

私
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
の
生

活
再
建
調
査
を
兵
庫
県
と
一
緒
に
実
施

し
ま
し
た
。
２
年
に
一
度
、
４
回
に
わ

た
っ
て
復
興
の
あ
り
よ
う
を
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
し
た
の
で
す
。「
震
災
の
と
き
、
ど

こ
に
い
ま
し
た
か
？
」
と
時
間
経
過
も

含
め
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
被
災
地
全

域
に
わ
た
っ
て
、
も
っ
と
も
少
な
い
時

期
で
も
60
％
以
上
は
自
宅
に
い
ま
し
た
。

１
カ
月
も
経
て
ば
75
％
の
人
が
自
宅
で

生
活
し
て
い
ま
す
。
３
５
０
万
人
の
被

災
者
の
う
ち
避
難
所
へ
行
っ
た
の
は
32

万
人
で
す
か
ら
、
せ
い
ぜ
い
１
割
で
す
。

　

７
割
が
自
宅
（
自
助
）
で
、
１
割
が

避
難
所
（
公
助
）
な
ら
ば
、
血
縁
や
社

縁
に
よ
る
互
助
+
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
担

う
共
助
の
割
合
は
２
割
。
先
の
比
率
の

根
拠
は
こ
の
調
査
に
よ
り
ま
す
。

水の文化 62号　特集「再考 防災文化」
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し
た
が
っ
て
、
災
害
に
対
す
る
心
構

え
と
し
て
は
「
自
助
を
確
保
す
る
。
互

助
・
共
助
の
環
境
を
つ
く
る
。
公
助
は

期
待
し
な
い
」
が
正
解
で
し
ょ
う
。　

　

公
助
が
１
割
で
期
待
で
き
な
い
、
と

い
う
の
は
受
け
入
れ
に
く
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
実
態
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
の
で
す
。
公
助
の
役
割
は
、
経
済

的
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
高
齢
者
な
ど
社

会
的
弱
者
を
優
先
的
に
守
る
こ
と
。
発

災
時
に
そ
れ
以
上
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ

れ
も
先
の
調
査
に
基
づ
く
結
論
の
一
つ

で
し
た
。

こ
の
列
島
に
住
む
た
め
に

忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と

　

災
害
は
い
つ
ど
こ
で
起
き
る
か
わ
か

り
ま
せ
ん
。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
点
で
、

配
慮
す
べ
き
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
駆
け
つ
け
る
共
助

は
す
ば
ら
し
い
取
り
組
み
で
す
が
、
あ

く
ま
で
も
短
期
的
な
支
援
で
あ
る
こ
と

も
わ
き
ま
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

共
助
が
有
効
な
発
災
後
１
０
０
０
時
間

を
「
災
害
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
呼
び
ま
す
。

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
・
交
通
が
遮
断
さ

れ
る
と
、
原
始
共
産
制
の
よ
う
な
社
会

が
出
現
す
る
の
で
、
お
金
を
持
っ
て
い

て
も
役
に
立
た
な
い
し
、
配
給
に
並
ば

な
け
れ
ば
水
も
食
料
も
得
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
な
る
と
価
値
観
の
転
倒
が
起
き
、

ふ
だ
ん
と
違
う
価
値
観
が
生
ま
れ
ま
す
。

オ
ー
ト
バ
イ
好
き
の
や
ん
ち
ゃ
に
見
え
た

お
兄
さ
ん
が
、
そ
の
オ
ー
ト
バ
イ
で
物
資

を
運
ん
で
く
れ
ま
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

も
他
人
の
子
守
で
活
躍
す
る
で
し
ょ
う
。

見
ず
知
ら
ず
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
全
国

か
ら
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
駆
け
つ

け
、
い
ろ
ん
な
支
援
を
し
て
く
れ
ま
す
。

　

し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
仕
事
を

取
り
戻
す
ま
で
の
１
０
０
０
時
間
程
度

の
期
間
の
こ
と
。
暮
ら
し
を
取
り
戻
す

１
万
時
間
と
な
る
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
よ
る
共
助
に
代
わ
り
血
縁
、
社
縁
、

地
縁
に
よ
る
互
助
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

災
害
は
被
災
地
に
と
っ
て
、
起
き
た

と
き
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
知
る
だ
け
な
ら
ば
、

災
害
は
ニ
ュ
ー
ス
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
被
災
し
た
人
た

ち
に
と
っ
て
災
害
は
ニ
ュ
ー
ス
で
は
な

く
、
新
し
く
生
ま
れ
た
現
実
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。
新
し
い
現
実
へ
の
適
応
過

程
の
始
ま
り
で
す
。
生
活
の
変
化
が
激

し
い
ほ
ど
、
適
応
に
は
長
い
時
間
が
か

か
り
ま
す
。
そ
の
長
い
プ
ロ
セ
ス
を
ず

っ
と
見
て
い
か
な
け
れ
ば
真
の
対
応
・

回
復
に
な
り
ま
せ
ん
。　
　
　
　

　

ど
ん
な
自
然
災
害
が
起
き
て
も
お
か

し
く
な
い
日
本
列
島
に
住
む
私
た
ち
は
、

そ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

（
２
０
１
９
年
４
月
19
日
取
材
）

災害列島に住む日本人に求められる心構えとは？

総論（防災）

東新小岩七丁目町会による水防訓練。町会保有のゴムボートを中川に下ろして操船を練
習。地縁による互助が都内でも生まれている（詳細は本誌 p18-21を参照）

図4 安全確保行動としての避難の考え方

出典：林春男さん提供資料

命を
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図5 災害発生から生活再建までのタイムスパン

混乱 命を守る
災害
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命 仕事 暮らし
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激
甚
化
す
る
水
害
と

脆
弱
化
す
る
社
会

  

強
い
雨
が
大
量
に
降
れ
ば
洪
水
が
起

き
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
雨
が
降
っ

た
土
地
ご
と
に
、
過
去
の
経
験
、
地

形
・
地
質
、
土
地
利
用
の
し
か
た
、

人
々
の
住
ま
い
方
な
ど
に
関
連
し
て
い

る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
量
の

雨
が
降
れ
ば
、
ど
こ
で
も
同
じ
被
害
が

出
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
２
０
１
８
年
（
平
成
30
）
７
月

に
発
生
し
た
西
日
本
豪
雨
で
す
。
６
月

28
日
０
時
か
ら
７
月
８
日
24
時
の
期
間

雨
量
を
比
較
す
る
と
、
も
っ
と
も
降
雨

が
激
し
か
っ
た
の
は
高
知
県
安
芸
郡
馬

路
村
の
１
８
５
２
㎜
で
、
次
が
岐
阜
県

郡
上
市
の
１
２
１
４
㎜
で
し
た
。
た
だ

し
、
ほ
と
ん
ど
の
甚
大
な
水
害
は
広
島
、

岡
山
、
愛
媛
の
３
県
で
起
き
て
い
ま
す
。

西
日
本
豪
雨
で
の
死
者
数
は
２
３
７
名

で
し
た
が
、
そ
の
う
ち
２
１
２
名
が
広

島
、
岡
山
、
愛
媛
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
ら
の
地
域
の
同
期
雨
量
は
２
０
０

㎜
か
ら
６
０
０
㎜
で
、
高
知
や
岐
阜
と

比
べ
る
と
少
な
か
っ
た
の
で
す
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
被
害
が
大
き
か
っ
た
の
は

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

広
島
、
岡
山
、
愛
媛
３
県
で
の
西
日

本
豪
雨
時
の
観
測
雨
量
と
過
去
の
雨
量

を
比
較
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の

地
域
で
１
０
０
年
に
一
度
以
上
、
地
域

に
よ
っ
て
は
５
０
０
～
６
０
０
年
に
一

有
史
以
来
、
い
く
た
び
も
の
水
害
に
よ
っ
て
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
人
の
命
が
失
わ
れ
て
き
た
。

堤
防
や
ダ
ム
、
河
川
改
修
な
ど
に
よ
っ
て
水
害
は
大
幅
に
抑
制
さ
れ
た
が
、
今
ま
た
異
常
と
も

い
え
る
豪
雨
の
頻
発
に
よ
っ
て
各
地
で
被
害
が
発
生
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
水
害
に
対
し
て
ど

う
向
き
合
う
べ
き
な
の
か
？ 

国
の
「
水
防
災
意
識
社
会 

再
構
築
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
策
定
を
主
導
し

た
小
池
俊
雄
さ
ん
に
、
こ
れ
か
ら
の
水
防
災
に
対
し
て
必
要
な
こ
と
を
お
聞
き
し
た
。

Toshio Koike
1956年生まれ。1985年3月、東京大学大学院工学系研究科博士
課程修了。博士（工学）。専門は河川工学、水循環の科学、環境心
理学。水環境にかかわる現地観測、衛星観測、数値モデリング研究
および環境心理学研究に従事。河川流域規模から地球規模の水循
環の観測や予測のため、データ同化手法、分布型流出モデルなどを
世界に先駆けて開発。河川事業にかかわる合意形成の実務にも貢
献。共著に『地球環境論』『水・物質循環系の変化』、『環境教育と心
理プロセス』がある。

インタビュー

小池俊雄さん

国立研究開発法人 土木研究所
水災害・リスクマネジメント国際センター

（ICHARM)センター長
東京大学名誉教授
日本学術会議会員

総論（水防）
【再興】

0 200 400 600 800 1,000 （mm）

図1 平成30年7月豪雨（西日本豪雨）期間降水量の分布図
　　（6月28日0時～7月8日24時）

出典：気象庁
｢災害をもたらした気象事例／平成30年7月豪雨（前線及び台風第7号による大雨等）」

岐阜県郡上市 
ひるがの 1214.5㎜

京都府福知山市 坂浦 594.5㎜

鳥取県八頭郡智頭町 智頭 537.0㎜

岡山県苫田郡鏡野町 恩原 565.5㎜

兵庫県篠山市 
後川 617.0㎜

高知県安芸郡馬路村 
魚梁瀬 1852.5㎜

愛媛県西条市 成就社 965.5㎜

長崎県雲仙市 雲仙岳 697.5㎜

広島県山県郡安芸太田町 
内黒山 570.5㎜

福岡県福岡市早良区 
早良脇山 859.0㎜

佐賀県佐賀市 
北山 904.5㎜

水の文化 62号　特集「再考 防災文化」

「
水
防
災
」の
意
識
を

取
り
戻
す
社
会
へ
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度
以
上
の
確
率
の
豪
雨
で
し
た
。
つ
ま

り
、
雨
量
の
絶
対
値
で
は
な
く
、
経
験

の
多
寡
が
災
害
の
原
因
に
な
っ
て
い
ま

す
。
強
い
雨
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
い

地
域
ほ
ど
被
害
が
大
き
か
っ
た
の
で
す
。

　

気
象
庁
の
ア
メ
ダ
ス
（
地
域
気
象
観
測
シ

ス
テ
ム
）
は
１
９
７
６
年
以
来
、
全
国
１

３
０
０
カ
所
で
時
間
雨
量
を
計
測
し
て

い
ま
す
。
過
去
44
年
間
を
３
期
間
に
区

分
し
て
、
今
ま
で
に
な
い
強
い
雨
（
過

去
最
大
24
時
間
降
雨
）
が
記
録
さ
れ
た
観
測

所
数
の
各
期
間
の
平
均
を
比
較
す
る
と
、

最
初
の
２
期
間
で
は
年
間
20
カ
所
程
度

で
し
た
が
、
直
近
の
第
３
期
間
で
は
年

間
50
カ
所
を
超
え
て
い
ま
す
。
明
ら
か

に
全
国
ど
こ
で
も
、
今
ま
で
経
験
し
た

こ
と
の
な
い
豪
雨
が
発
生
し
や
す
く
な

っ
て
い
る
の
で
す
。。

　

現
に
近
年
、
伊
豆
大
島
豪
雨
災
害

（
２
０
１
３
年
）、
広
島
土
砂
災
害
（
２
０
１
４

年
）、
関
東
・
東
北
豪
雨
災
害
（
２
０
１
５
年
）、

北
海
道
・
東
北
豪
雨
災
害
（
２
０
１
６
年
）、

九
州
北
部
豪
雨
災
害
（
２
０
１
７
年
）、
そ

し
て
西
日
本
豪
雨
災
害
（
２
０
１
８
年
）
と
、

激
甚
な
水
害
が
続
い
て
い
る
の
は
周
知

の
と
お
り
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
災
害
に
立
ち
向
か
う

社
会
の
様
態
は
脆
弱
化
し
て
い
ま
す
。

西
日
本
豪
雨
で
の
全
国
死
者
数
２
３
７

名
の
う
ち
65
歳
以
上
の
高
齢
者
は
56
％
。

な
か
で
も
、
破
堤
浸
水
で
甚
大
な
被
害

を
受
け
た
岡
山
県
倉
敷
市
真
備
町
で
亡

く
な
ら
れ
た
51
名
の
方
々
の
う
ち
、
高

齢
者
は
88
％
に
及
び
ま
し
た
。
急
速
な

少
子
高
齢
化
に
よ
る
生
産
年
齢
人
口
の

減
少
に
伴
い
、
災
害
時
の
「
要
支
援
者

率
」
が
増
え
て
い
る
半
面
、「
支
援
可
能

者
率
」
が
減
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

助
け
が
必
要
な
人
が
増
え
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
助
け
る
立
場
に
あ
る
人

が
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

倉
敷
市
が
作
成
・
公
表
し
て
い
た
洪

水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
、
発
災
後
に
国

土
地
理
院
が
作
成
し
た
真
備
町
周
辺
の

浸
水
状
況
の
図
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と

ぴ
っ
た
り
重
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

住
民
の
皆
さ
ん
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
す

る
と
「
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
見
た
こ
と

が
あ
る
。
で
も
自
分
の
と
こ
ろ
で
こ
ん

な
に
ひ
ど
い
水
害
が
起
き
る
と
は
夢
に

も
思
わ
な
か
っ
た
」
と
の
回
答
が
多
い

の
で
す
。
危
険
情
報
は
提
供
さ
れ
、
住

民
に
届
い
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が

「
わ
が
こ
と
」
と
し
て
正
し
く
認
識
さ

れ
ず
、
行
動
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の

で
す
。
こ
れ
は
倉
敷
市
に
限
っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
全
国
的
な
課
題
で
す
。

水
防
災
意
識
社
会
の

再
構
築
へ
向
け
て

　

過
去
の
経
験
に
照
ら
し
て
日
本
は
水

害
に
対
処
す
る
知
恵
が
あ
り
、
水
防
災

の
意
識
も
強
い
…
…
は
ず
で
し
た
。

（注）
文中の死者数（都道府県別、年齢別など）は、
ICHARM主任研究員・大原美保さんの調査に
よる数値（2019年1月19日時点）。

123
平成30年7月豪雨による被害 1破堤浸水（岡山県倉敷市真
備町） 2土石流など（広島県安芸郡熊野町） 3越流浸水（愛
媛県大洲市東大洲）（提供：国土交通省）

20

40

60

80

100

120

0

図2 各年にアメダス24時間雨量の最大値が記録されている観測所の数（過去44年間を3期間に区分して平均を比較）

日本の至るところで豪雨災害が頻発。例外はない。これまで豪雨があまりなかった地域ほど、経験不足のため豪雨災害が大きい。　　　　　出典：小池俊雄さん提供資料
1976年 1990年 2003年 2018年

21.2カ所／年 18.2カ所／年 51.8カ所／年

「水防災」の意識を取り戻す社会へ
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そ
の
思
い
を
手
ひ
ど
く
打
ち
破
ら
れ

た
の
が
、
２
０
１
５
年
９
月
10
日
に
起

き
た
鬼
怒
川
の
決
壊
で
す
。
私
は
同
年

２
月
に
国
土
交
通
省
所
管
の
社
会
資
本

整
備
審
議
会
河
川
分
科
会
会
長
を
拝
命

し
ま
し
た
。
前
年
の
広
島
土
砂
災
害
に

鑑
み
、
施
設
の
能
力
を
上
回
る
外
力
に

よ
っ
て
氾
濫
が
発
生
し
た
際
の
減
災
対

策
の
基
準
と
な
る
「
想
定
最
大
外
力
」

を
設
定
し
た
計
画
を
作
成
し
、
７
月
に

記
者
発
表
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
２
カ

月
後
に
起
き
た
の
が
関
東
・
東
北
豪
雨

災
害
で
し
た
。

　

鬼
怒
川
で
は
堤
防
か
ら
の
溢
水
や
破

堤
に
対
し
て
住
民
の
避
難
が
遅
れ
、
多

く
の
人
々
が
氾
濫
流
の
な
か
に
孤
立
し
、

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
１
３
０
０
人
以
上
、

救
命
ボ
ー
ト
で
約
３
０
０
０
人
が
救
出

さ
れ
ま
し
た
。
昼
間
で
し
た
か
ら
鬼
怒

川
が
水
で
満
杯
に
な
っ
て
い
る
様
子
は

テ
レ
ビ
で
も
実
況
中
継
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逃
げ
遅

れ
た
住
民
の
方
々
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
に
は
愕
然
と
し
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
現
地
を
歩
き
国
土
交
通
省
と

議
論
し
て
ま
と
め
た
施
策
が
同
年
12
月

に
答
申
さ
れ
た
「
大
規
模
氾
濫
に
対
す

る
減
災
の
た
め
の
あ
り
方
に
つ
い
て
～

社
会
意
識
の
変
革
に
よ
る
『
水
防
災
意

識
社
会
』
の
再
構
築
に
む
け
て
～
」
で

す
。
孤
立
者
の
発
生
防
止
、
効
果
的
な

広
域
避
難
の
実
現
、
危
機
管
理
に
資
す

る
施
設
の
整
備
等
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
は
水
防
災
意
識
の
「
再

構
築
」
で
す
。
そ
も
そ
も
日
本
は
水
害

の
多
い
国
な
の
で
、
か
つ
て
は
地
域
ご

と
の
水
防
団
の
活
動
が
非
常
に
活
発
で

し
た
。
と
こ
ろ
が
近
代
に
な
っ
て
堤
防

が
強
化
さ
れ
、
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
て
水

害
が
一
時
的
に
減
る
と
、
か
え
っ
て
水

防
災
の
意
識
が
低
下
し

て
き
た
の
で
す
。

　

鬼
怒
川
は
国
管
理
の

河
川
で
す
が
、
翌
２
０

１
６
年
の
北
海
道
・
東

北
豪
雨
災
害
で
は
、
都

道
府
県
管
理
の
河
川
で

甚
大
な
被
害
が
生
じ
ま

し
た
。
こ
こ
で
課
題
と

な
っ
た
の
は
、
高
齢
者

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど

要
配
慮
者
利
用
施
設
に

お
け
る
避
難
と
対
応
、
そ
し
て
地
域
経

済
に
与
え
る
ダ
メ
ー
ジ
の
最
小
化
で
す
。

そ
こ
で
２
０
１
７
年
１
月
に
「
中
小
河

川
等
に
お
け
る
水
防
災
意
識
社
会
の
再

構
築
の
あ
り
方
」
が
答
申
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
答
申
を
受
け
て
同
年

５
月
に
水
防
法
が
改
正
さ
れ
、
国
と
都

道
府
県
が
協
力
す
る
大
規
模
氾
濫
減
災

協
議
会
の
設
置
が
法
制
化
さ
れ
、
要
配

慮
者
利
用
施
設
の
管
理
者
に
対
し
て
避

難
確
保
計
画
の
策
定
と
避
難
訓
練
の
実

施
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
災

害
復
旧
事
業
や
ダ
ム
の
再
開
発
に
お
い

て
都
道
府
県
の
権
限
を
国
が
代
行
す
る

措
置
な
ど
も
盛
り
込
ま
れ
た
の
で
す
。

住
民
一
人
ひ
と
り
が

水
防
災
の
責
任
者
に

　

豪
雨
が
頻
発
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
に

な
い
水
害
が
顕
在
化
し
て
き
ま
し
た
。

　

至
る
と
こ
ろ
で
土
砂
崩
壊
が
起
き
、

そ
れ
が
豪
雨
で
流
さ
れ
、
勾
配
の
緩
い

下
流
で
留
ま
り
、
川
は
土
砂
で
埋
め
尽

く
さ
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
行
き
道
を

失
っ
た
洪
水
流
は
流
木
を
伴
い
、
谷こ
く
て
い底

平へ
い

野や

全
体
に
氾
濫
す
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
合
流
す
る
河
川
で
は
通
常
、

支
川
の
洪
水
流
出
の
方
が
早
く
、
本
川

が
遅
れ
る
も
の
で
す
が
、
本
川
が
洪
水

ピ
ー
ク
を
迎
え
た
と
き
に
支
川
の
流
量

が
依
然
と
し
て
高
い
場
合
、
水
位
の
上

昇
が
支
川
に
も
及
ぶ
「
バ
ッ
ク
ウ
ォ
ー

タ
ー
現
象
」
が
起
き
ま
す
。
豪
雨
に
よ

っ
て
バ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
現
象
が
長
時

間
続
く
と
、
川
の
両
岸
が
破
堤
す
る
の

で
す
。
片
岸
が
破
堤
す
れ
ば
対
岸
は
守

ら
れ
る
の
が
常
識
で
し
た
が
、
長
時
間

に
わ
た
り
河
川
の
水
位
が
高
い
状
態
が

続
く
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
常
識
が
通
用

し
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
は
、
ダ
ム
が
水
で
満
杯
の
と

き
に
洪
水
の
ピ
ー
ク
が
来
る
の
で
、
上

流
か
ら
の
流
入
量
を
そ
の
ま
ま
ダ
ム
の

下
流
に
放
流
す
る
「
異
常
洪
水
時
放
流

操
作
」
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ー

ス
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
異

常
洪
水
時
放
流
操
作
に
移
行
し
た
際
の

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
し
て
、
ダ
ム

下
流
部
の
住
民
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と

が
急
務
で
す
。
さ
ら
に
、
予
測
情
報
な

ど
を
用
い
て
緊
急
時
の
ダ
ム
操
作
を
適

切
に
行
な
う
手
法
の
研
究
開
発
と
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
の
育
成
を
検
討
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

高
い
水
位
が
長
時
間
継
続
す
る
場
合

の
リ
ス
ク
に
も
対
応
で
き
る
河
川
計
画
、

堤
防
を
水
が
越
え
て
越
水
し
た
場
合
で

も
決
壊
ま
で
の
時
間
を
少
し
で
も
引
き

延
ば
せ
る
よ
う
な
堤
防
構
造
の
工
夫
―

―
こ
う
し
た
危
機
管
理
型
ハ
ー
ド
対
策

に
加
え
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
水
害
に

対
応
す
る
に
は
、
水
防
災
意
識
を
再
構

築
す
る
ソ
フ
ト
面
の
強
化
が
欠
か
せ
ま

平成27年9月関東・東北豪雨によって破堤した鬼怒川左
岸（提供：国土交通省関東地方整備局下館河川事務所）
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せ
ん
。
防
災
情
報
の
提

供
や
避
難
訓
練
な
ど
を

行
政
目
線
か
ら
住
民
目

線
へ
と
転
換
し
、
あ
ら

ゆ
る
人
々
が
災
害
を

「
わ
が
こ
と
」
と
し
て

認
識
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

　

西
日
本
豪
雨
災
害
の

際
の
記
者
会
見
で
は

「
河
川
分
科
会
の
会
長

が
自
分
た
ち
の
責
任
を

棚
上
げ
に
し
て
」
と
批
判
さ
れ
る
の
を

覚
悟
の
う
え
で
私
は
「
こ
れ
か
ら
は
皆

さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
水
防
災
の
責
任
者

で
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、

報
道
各
社
は
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
見
て

避
難
情
報
を
も
と
に
自
分
の
身
は
自
分

で
守
り
、
互
い
に
助
け
合
う
「
自
助
・

共
助
」
が
大
切
と
い
う
論
調
を
打
ち
出

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
と
て

も
よ
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

予
測
情
報
が「
腑
に
落
ち
る
」

た
め
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト

　

将
来
の
展
望
と
し
て
は
、
気
候
の
変

化
を
先
読
み
し
た
治
水
計
画
が
必
要
で

す
。

　

Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
（
国
連
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間

パ
ネ
ル
）
の
五
度
に
わ
た
る
評
価
報
告
書

で
は
、
最
終
的
に
「
気
候
シ
ス
テ
ム
の

温
暖
化
に
は
疑
う
余
地
が
な
い
」
と
結

論
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

気
候
変
動
に
伴
っ
て
生
じ
る
現
象
の

予
測
に
は
ま
だ
不
確
実
な
部
分
は
残
っ

て
い
ま
す
が
、
科
学
的
な
理
解
は
ず
い

ぶ
ん
進
み
ま
し
た
。
そ
の
裏
づ
け
は
、

過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
豪
雨
や
洪
水
の

頻
度
と
強
さ
の
デ
ー
タ
と
、
現
在
か
ら

将
来
を
予
測
す
る
モ
デ
ル
の
一
致
度
で

す
。
こ
こ
３
～
４
年
で
デ
ー
タ
解
析
の

精
度
が
高
ま
り
、
確
率
論
的
な
評
価
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
計
算
能
力
が
あ
と
１
０

０
倍
く
ら
い
向
上
す
れ
ば
物
理
的
な
予

測
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

豪
雨
を
予
測
す
る
シ
ス
テ
ム
の
実
現

に
つ
い
て
研
究
者
は
確
証
を
も
っ
て
い

ま
す
。
実
務
家
も
使
え
そ
う
だ
と
思
い

は
じ
め
て
お
り
、
研
究
者
と
実
務
家
が

さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
を
出
し
合
い
な
が

ら
侃か
ん
か
ん
が
く
が
く

侃
諤
諤
と
議
論
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
実
証

の
ス
テ
ッ
プ
を
一
歩
ず
つ
踏
ん
で
、
気

候
の
変
化
を
先
読
み
し
た
治
水
計
画
を

実
現
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
こ
う
し
た
科
学
的
知
見
や

技
術
的
対
応
に
基
づ
い
た
予
測
情
報
を

住
民
の
皆
さ
ん
が
正
確
に
理
解
し
「
腑

に
落
ち
る
」
た
め
に
は
、
専
門
家
と
市

民
が
一
緒
に
考
え
る
場
を
フ
ァ
シ
リ
テ

ー
ト
す
る
人
や
組
織
が
必
要
で
す
。
フ

ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
に
は
住
民
か
ら
の
問

い
に
対
し
て
科
学
的
知
見
を
平
易
に
説

明
す
る
対
話
機
能
も
求
め
ら
れ
る
で
し

ょ
う
。
私
は
今
、
い
く
つ
か
の
大
学
や

地
域
防
災
の
関
係
者
と
協
力
し
て
、
フ

ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
育
成
・
支
援
す
る

枠
組
み
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

防
災
科
学
技
術
研
究
所
が
事
務
局
、

私
ど
も
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｍ
（
土
木
研
究
所
水
災

害
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
国
際
セ
ン
タ
ー
）
が
国

際
担
当
と
な
り
、
全
国
13
の
災
害
研
究

所
に
よ
る
「
防
災
減
災
連
携
ハ
ブ
」
を

２
０
１
９
年
３
月
に
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

そ
こ
で
検
討
し
て
い
る
具
体
策
の
一
つ

も
、
世
界
中
か
ら
集
め
た
防
災
・
減
災

の
知
見
を
統
合
化
し
た
、
フ
ァ
シ
リ
テ

ー
タ
ー
の
活
動
を
支
援
で
き
る
よ
う
な

シ
ス
テ
ム
の
開
発
で
す
。

　

目
指
す
の
は
、
全
国
津
々
浦
々
に
い

る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
通
じ
て
防
災

意
識
が
再
構
築
さ
れ
、
科
学
技
術
の
知

見
が
災
害
リ
ス
ク
の
軽
減
に
活
か
せ
る

社
会
で
す
。
５
年
後
に
は
、
誰
も
が

「
避
難
し
た
け
れ
ど
空
振
り
に
終
わ
っ

て
よ
か
っ
た
ね
」
と
思
う
よ
う
な
社
会

に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
20
年
後
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
の
精
度
が
高
ま
り
、
予
測
情
報
に
基

づ
い
た
河
川
計
画
が
軌
道
に
乗
っ
て

「
想
定
外
の
大
規
模
氾
濫
」
と
い
う
事

態
の
な
い
社
会
に
な
っ
て
い
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。

（
２
０
１
９
年
５
月
９
日
取
材
）

「水防災」の意識を取り戻す社会へ

総論（水防）

図3 バックウォーター現象と破堤
平常時 豪雨時 両岸破堤

支川は本川に流れ込む 行き場をなくした支川の水に
よって堤防が決壊

豪雨のため本川の水位も上昇。
支川の水が行き場を失う

本
川

支川
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昨夏に畳堤を活用した兵庫県たつの市正條自治会の皆さん。揖保川沿いに設置された畳堤の前で

CASE1
【再興】
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有
余
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の
時
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て

役
目
果
た
し
た

「
畳
」の
堤
防
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地
域
の
安
全
と

川
の
景
観
を
両
立

　

兵
庫
県
西
部
を
流
れ
る
一
級
河
川
揖い

保ぼ

川が
わ

に
は
、
全
国
で
も
珍
し
い
「
畳

た
た
み

堤て
い

」
と
い
う
特
殊
堤
防
が
あ
る
。
橋
の

欄
干
の
よ
う
な
柵
が
川
沿
い
に
連
な
り
、

い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
、
こ
の
枠
に
畳

を
は
め
込
む
こ
と
で
堤
防
の
役
目
を
果

た
す
。
畳
が
ど
こ
の
家
庭
に
も
あ
っ
た

昭
和
の
時
代
に
生
ま
れ
た
こ
の
ア
ナ
ロ

グ
な
堤
防
が
、
２
０
１
８
年
（
平
成
30
）

７
月
の
西
日
本
豪
雨
（
平
成
30
年
７
月
豪
雨
）

の
際
、
実
際
に
活
用
さ
れ
た
と
聞
い
た
。

　

揖
保
川
を
管
理
す
る
国
土
交
通
省 

姫
路
河
川
国
道
事
務
所
調
査
課
の
前ま

え

羽ば

利
治
さ
ん
は
、
畳
堤
が
で
き
た
背
景
に

つ
い
て
、「
昭
和
20
年
代
初
頭
に
水
害
が

続
き
、
堤
防
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
と

き
、
地
域
の
方
々
か
ら
『
親
し
み
あ
る

川
の
眺
め
を
残
し
た
い
』
と
の
強
い
要

望
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
」
と
説
明
す
る
。

　

揖
保
川
は
川
か
ら
住
宅
ま
で
の
距
離

が
短
く
土
を
盛
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
、
通
常
な
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
を
高

く
立
ち
上
げ
た
特
殊
堤
防
を
設
置
す
る

が
、
そ
う
す
る
と
視
界
が
塞
が
れ
て
川

も
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で

長
良
川
（
岐
阜
）
や
五
ヶ
瀬
川
（
宮
崎
）
で

採
用
さ
れ
て
い
た
畳
堤
を
参
考
に
、
昭

和
32
年
ご
ろ
、
揖
保
川
沿
い
の
３
カ
所

に
畳
堤
が
整
備
さ
れ
た
。

「
堤
防
は
災
害
時
だ
け
で
な
く
、
日
常

的
に
ず
っ
と
存
在
す
る
も
の
で
す
。
そ

の
意
味
で
畳
堤
は
、『
川
の
あ
る
風
景
』

を
損
な
わ
な
い
と
い
う
優
れ
た
機
能
を

有
し
た
堤
防
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、

地
域
住
民
の
水
防
へ
の
協
力
が
不
可
欠

で
す
」
と
前
羽
さ
ん
は
語
る
。

　

畳
堤
の
話
を
聞
き
に
、
た
つ
の
市
役

所
へ
も
足
を
運
ん
だ
。
総
務
部 

危
機

管
理
課
の
奥
林
光
章
さ
ん
は
こ
う
言
う
。

「
揖
保
川
の
畳
堤
は
行
政
主
導
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
住
民
の
皆
さ
ん
の
自
主
的

な
取
り
組
み
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

特
に
昨
年
の
豪
雨
で
畳
堤
を
活
用
し
た

正し
ょ
う
じ
ょ
う

條
地
区
は
自
治
会
役
員
の
方
々
の

意
識
が
高
く
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
も
と
毎
年
自
主
的
に
畳
堤
の
訓
練
を

す
る
な
ど
、
水
防
活
動
に
積
極
的
な
の

で
す
」。

テ
レ
ビ
番
組
の
ロ
ケ
が

畳
堤
を
見
直
す
き
っ
か
け
に

　

正
條
自
治
会
を
代
表
し
て
５
人
の
役

手
延
素
麺
「
揖
保
乃
糸
」
の
産
地
と
し
て

知
ら
れ
る
揖
保
川
に
は
、
全
国
で
も
三
つ

の
地
域
に
し
か
な
い
「
畳
堤
」
が
あ
る
。

い
ざ
と
い
う
と
き
に
畳
を
差
し
込
み
、
増

水
し
た
川
の
水
を
防
ぐ
特
殊
な
堤
防
だ
。

住
民
の
「
川
面
が
見
え
な
い
の
は
嫌
だ
」

と
い
う
要
望
に
よ
っ
て
60
年
以
上
前
に

生
ま
れ
た
畳
堤
は
、
昨
年
の
豪
雨
で
活

用
さ
れ
た
と
い
う
。
畳
堤
を
実
際
に
稼

働
さ
せ
た
地
域
の
方
々
に
、
現
場
で
の
苦

労
や
事
前
の
備
え
に
つ
い
て
聞
い
た
。

たつの市の中心部にある左岸の畳堤。欄干のようになっているので、川の景色と調和
している

※赤色の破線は洪水の危険ラインであるハイウオーターレベル（計画高水位）を示す
※畳堤は、万一の場合は住民の手で畳を持ち寄り、堤として機能させる

（国土交通省「揖保川の特殊堤防 畳提」を参考に編集部作成）

畳堤は、たつの市中心部、やや下流の正條地区、そして河口そば
の御津町の3カ所に設置されている

（国土交通省「揖保川の特殊堤防 畳提」を参考に編集部作成）

畳堤について説明する国土交通省姫路河川
国道事務所の豊田陽介さん（左）、前羽利治さん

（中）、川守田 智さん（右）

通常の堤防と畳堤の違い

通常の堤防

 住居移転
畳提

住居移転なし

視界良好

畳堤
設置場所

揖保川における畳堤の位置

揖
保
川

兵庫県

佐用町 宍粟市

栗栖川 林
田
川

中
垣
内
川

龍野
たつの市

太子町

相生市

姫路市

直轄
一級河川

河川

流域界

基準点

正條地区の畳堤
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員
さ
ん
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
た
。
公

民
館
の
一
室
は
自
治
会
の
災
害
対
策
本

部
に
な
っ
て
お
り
、
畳
堤
の
訓
練
や
昨

年
の
豪
雨
時
の
写
真
、
い
ざ
と
い
う
と

き
の
緊
急
連
絡
網
や
畳
堤
設
置
図
面
な

ど
が
所
狭
し
と
掲
示
し
て
あ
る
。

「
正
條
は
旧
山
陽
道
の
宿
場
町
と
し
て

栄
え
ま
し
た
。
今
も
国
道
や
Ｊ
Ｒ
、
新

幹
線
な
ど
が
密
集
す
る
交
通
の
要
で
す
。

一
方
、
揖
保
川
が
ち
ょ
う
ど
こ
こ
で
カ

ー
ブ
し
て
い
る
た
め
、
地
形
的
に
水
害

が
起
き
や
す
い
場
所
で
も
あ
る
。
そ
の

危
険
性
を
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
自
分

た
ち
の
ま
ち
を
自
分
た
ち
で
守
ろ
う
と

い
う
意
識
が
強
い
の
で
す
」
と
自
治
会

長
の
圓ま
る

尾お

和
也
さ
ん
。

　

だ
が
、
意
外
な
こ
と
に
畳
堤
の
訓
練

は
昔
か
ら
続
い
て
き
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
ほ
ん
の
10
年
ほ
ど
前
に
始
ま
っ

た
の
だ
。
畳
堤
復
活
の
立
役
者
で
、
自

治
会
の
副
会
長
を
務
め
る
澤
村
良
親
さ

ん
が
そ
の
経
緯
を
話
し
て
く
れ
た
。

「
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
10
月
に
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
旅
番
組
で
正
條
の
畳
堤
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
当
時
役
員

だ
っ
た
私
も
撮
影
に
参
加
し
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
畳
堤
に
は
関
心
が
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
自
分
の
手
で
実
際
に
畳
を

入
れ
て
み
て
、
先
人
の
知
恵
と
そ
の
機

能
性
に
感
心
し
ま
し
て
ね
。『
こ
れ
は
住

民
み
ん
な
に
知
っ
て
も
ら
い
、
活
用
し

な
け
れ
ば
も
っ
た
い
な
い
』。
そ
う
考

え
て
皆
に
声
が
け
し
、
翌
年
か
ら
毎
年
、

訓
練
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
」

　

最
初
の
年
は
自
治
会
の
役
員
30
名
全

員
で
畳
堤
の
使
い
方
を
学
び
、
次
の
年

は
川
沿
い
の
住
民
も
訓
練
に
参
加
し
て

も
ら
う
。
そ
れ
以
降
、
役
員
が
入
れ
替

わ
る
年
に
は
役
員
が
、
そ
の
翌
年
に
は

別
の
エ
リ
ア
の
住
民
が
水
防
訓
練
に
参

加
す
る
し
く
み
に
す
る
こ
と
で
、
地
域

全
体
に
畳
堤
の
存
在
を
広
め
て
き
た
。

　

ま
た
、
訓
練
の
た
び
に
作
業
内
容
を

見
直
し
、
よ
り
効
率
が
よ
く
な
る
よ
う

改
善
も
続
け
て
い
る
。
理
事
の
炭
本
正

一
さ
ん
は
、「
例
え
ば
堤
防
の
開
口
部
は

堰せ
き
い
た板

で
塞
ぐ
の
で
す
が
、
板
の
大
き
さ

が
場
所
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
り
間
違

え
や
す
い
。
そ
こ
で
色
分
け
し
て
番
号

を
振
り
、
ど
こ
の
開
口
部
の
板
か
を
す

ぐ
わ
か
る
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。
昨

年
は
ち
ょ
う
ど
夜
間
作
業
を
想
定
し
て

サ
ー
チ
ラ
イ
ト
を
購
入
し
た
直
後
に
豪

雨
災
害
が
起
き
た
の
で
、
早
速
役
に
立

ち
ま
し
た
」
と
話
す
。

深
夜
に
決
断
！

「
畳
を
入
れ
る
し
か
な
い
」

　

正
條
自
治
会
の
水
防
活
動
は
畳
堤
だ

け
で
は
な
い
。
揖
保
川
右
岸
に
流
れ
込

む
支
川
・
馬う
ま
じ
が
わ

路
川
の
内
水
被
害
を
防
ぐ

「
馬
路
川
排
水
機
場
」（
以
下
、
ポ
ン
プ
場
）

の
管
理
を
、
市
役
所
を
通
じ
て
国
土
交

通
省
か
ら
委
託
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ン
プ

場
の
操
作
責
任
者
を
務
め
る
瀬
尾
義
信

さ
ん
は
、「
警
報
が
鳴
る
た
び
に
ポ
ン
プ

場
へ
駆
け
つ
け
る
日
々
で
す
」
と
言
う
。

　

昨
年
の
７
月
７
日
。
こ
の
日
も
、
圓

尾
さ
ん
と
瀬
尾
さ
ん
は
ポ
ン
プ
場
に
詰

め
て
、
水
位
が
上
が
る
川
の
様
子
を
見

守
っ
て
い
た
。
激
し
い
雨
は
夜
に
な
っ

て
も
一
向
に
収
ま
ら
ず
、
い
つ
に
な
く

水
位
が
上
が
る
の
が
速
い
。
午
後
８
時

半
、
自
治
会
役
員
に
招
集
を
か
け
、
ま

ず
堤
防
の
開
口
部
を
堰
板
で
塞
ぎ
、
土

嚢
を
積
む
作
業
を
進
め
る
。
そ
し
て
午

後
11
時
過
ぎ
、
い
よ
い
よ
氾
濫
の
危
険

が
高
ま
り
、「
畳
を
入
れ
る
し
か
な
い
」

と
圓
尾
さ
ん
が
決
断
を
下
し
た
。

1

2

3

45

6

123正條自治会の自主的な水防訓練。公民館に集合し、実際に畳を差し
込み、堤防の開口部も塞ぐ実践的なもの（提供：正條自治会／2018年7月1
日撮影） 4正條自治会の災害対策本部で話をする圓尾和也会長 5揖保
川のほとりで畳堤に関する経緯を説明する澤村良親さん 6正條自治会で役
員を務める炭本正一さん（左）、瀬尾義信さん（中）、古寺敏秀さん（右）

水の文化 62号　特集「再考 防災文化」
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「
畳
を
入
れ
る
と
決
ま
っ
て
か
ら
は
も

う
無
我
夢
中
で
し
た
」
と
振
り
返
る
の

は
副
会
長
の
古こ

寺て
ら

敏
秀
さ
ん
。「
軽
ト
ラ

ッ
ク
数
台
で
少
し
離
れ
た
市
の
防
災
倉

庫
か
ら
畳
を
運
ん
で
き
て
、
30
人
の
役

員
が
手
分
け
し
、
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
て

堤
防
に
１
枚
ず
つ
差
し
込
ん
で
い
き
ま

し
た
。
深
夜
で
し
た
が
、
川
の
様
子
を

見
に
来
た
近
所
の
人
た
ち
十
数
人
も
自

然
と
手
伝
っ
て
く
れ
ま
し
た
」。

　

訓
練
の
時
は
畳
を
す
べ
て
入
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
全
長

２
０
０
ｍ
ほ
ど
の
堤
防
に
畳
を
約
１
０

０
枚
は
め
込
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

い
ざ
入
れ
よ
う
と
し
て
サ
イ
ズ
の
合
わ

な
い
畳
が
混
ざ
っ
て
い
る
こ
と
に
初
め

て
気
づ
く
な
ど
混
乱
も
あ
っ
た
が
、
な

ん
と
か
２
時
間
ほ
ど
で
す
べ
て
の
畳
を

設
置
し
終
え
た
。
そ
し
て
満
潮
を
迎
え

る
午
前
２
時
前
に
、
川
の
水
位
の
上
昇

が
よ
う
や
く
止
ま
っ
た
。
水
は
畳
を
濡

ら
す
寸
前
ま
で
到
達
し
て
い
た
と
い
う
。

正
條
地
区
は
浸
水
を
免
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

水
が
引
い
た
翌
日
以
降
の
片
づ
け
も

大
変
だ
っ
た
。
濁
流
で
押
し
流
さ
れ
て

き
た
流
木
や
土
砂
、
ゴ
ミ
が
堆
積
し
完

全
に
道
路
が
塞
が
れ
て
い
た
の
だ
。

「
さ
す
が
に
私
た
ち
だ
け
で
は
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
ず
、
自
治
会
放
送
で
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
呼
び
か
け
ま
し
た
」
と

澤
村
さ
ん
。
す
る
と
あ
っ
と
い
う
間
に

70
人
近
く
集
ま
っ
た
。
重
機
を
出
し
て

く
れ
る
人
も
い
て
、
そ
の
日
の
う
ち
に
、

国
道
と
の
行
き
来
に
必
要
な
道
路
を
開

放
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
ち
ょ
っ
と
声
を
か
け
れ
ば
、
誰
も
が

地
域
の
た
め
に
自
分
が
で
き
る
こ
と
を

進
ん
で
や
っ
て
く
れ
る
。
水
防
訓
練
を

続
け
た
結
果
、
地
域
全
体
が
そ
う
い
う

雰
囲
気
に
な
っ
て
き
た
の
が
一
番
の
自

慢
で
す
」
と
澤
村
さ
ん
は
胸
を
張
る
。

自
分
た
ち
の
ま
ち
は

自
ら
の
手
で
守
る

　

今
回
の
正
條
自
治
会
の
水
防
活
動
に

対
し
て
、
国
土
交
通
省
か
ら
表
彰
状
が

授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
畳
堤
に
強
い
関

心
を
も
っ
た
他
県
か
ら
の
視
察
も
相
次

い
だ
そ
う
だ
。

　

約
10
年
か
け
て
住
民
の
間
に
浸
透
し

て
き
た
畳
堤
だ
が
、
今
後
は
こ
れ
を
ど

う
維
持
し
て
い
く
か
が
課
題
と
な
る
。

活
動
の
担
い
手
の
高
齢
化
は
避
け
ら
れ

な
い
が
、
重
い
畳
は
一
人
で
運
べ
な
い

た
め
ネ
ッ
ク
と
な
る
。
現
在
、
国
土
交

通
省
の
助
言
も
得
な
が
ら
畳
に
代
わ
る

軽
量
素
材
（
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
製
）
の
検
討

も
進
め
て
い
る
と
い
う
。
国
道
の
そ
ば

で
駅
に
も
近
い
正
條
地
区
は
こ
こ
数
年
、

新
築
ラ
ッ
シ
ュ
が
続
い
て
お
り
、
若
い

世
代
の
流
入
が
増
え
て
い
る
。

「
な
に
よ
り
大
事
な
の
は
、
や
は
り
人

と
人
の
つ
な
が
り
で
す
。
若
い
人
た
ち

を
地
域
で
復
活
さ
せ
た
『
と
ん
ど
祭
』

や
春
・
夏
・
秋
の
イ
ベ
ン
ト
で
巻
き
込

み
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
も
自
主
訓
練
を
続

け
、
畳
堤
を
通
じ
て
『
自
分
た
ち
の
ま

ち
は
自
分
た
ち
で
守
る
』
と
い
う
自
治

意
識
を
次
の
世
代
に
受
け
継
い
で
い
く

こ
と
が
、
私
た
ち
の
役
目
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
」
と
圓
尾
さ
ん
。
畳
堤
が
で
き

た
こ
ろ
、
正
條
地
区
は
１
８
０
世
帯
。

今
は
６
０
０
世
帯
を
超
え
て
い
る
。
水

害
の
危
険
が
あ
る
地
域
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
備
え
が
な
に
よ
り
も
大
事
で
あ

る
こ
と
は
、
畳
堤
と
い
う
シ
ン
ボ
リ
ッ

ク
な
存
在
と
パ
ワ
フ
ル
な
自
治
会
を
通

じ
て
伝
え
つ
づ
け
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

（
２
０
１
９
年
５
月
21
～
22
日
取
材
）

60有余年の時を経て役目果たした「畳」の堤防

CASE1
【再興】

7

8

9

10

11

789西日本豪雨の翌朝。揖保川の水が畳を濡らす寸前まで押し寄せた。1週間ほど前に行なった自
主水防訓練が実際に活かされた（提供：正條自治会／2018年7月8日撮影） �水分を含んで膨らんだ
畳はすぐに抜けないので干してから片づける。畳がずらりと並ぶ珍しい光景に撮影者が絶えなかったと
いう（提供：正條自治会／2018年7月17日撮影） �西日本豪雨のあと、自治会の働きかけで正條地
区内に設置された「畳堤倉庫」。畳およそ70枚を収納。入りきらない分はたつの市の防災倉庫で保管
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つ
き
動
か
し
た
の
は

カ
ス
リ
ー
ン
台
風
の
記
憶

　

消
防
士
の
よ
う
な
制
服
を
着
た
男
性

た
ち
が
ゴ
ム
ボ
ー
ト
を
担
ぎ
、
住
宅
街

を
歩
く
。
こ
れ
は
「
東
新
小
岩
七
丁
目

町
会
」
が
所
有
す
る
災
害
避
難
用
の
ボ

ー
ト
で
、
運
ん
で
い
る
の
は
同
町
会
の

「
市
民
消
火
隊
」
の
メ
ン
バ
ー
だ
。

　

東
京
都
東
部
の
葛
飾
区
新
小
岩
北
地

区
は
、
土
地
が
東
京
湾
の
海
面
よ
り
低

い
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
地
帯
に
あ
た
る
。
も

と
も
と
低
地
だ
っ
た
う
え
、
高
度
経
済

成
長
期
に
地
下
水
の
汲
み
上
げ
に
よ
る

地
盤
沈
下
が
起
き
た
た
め
だ
。
中
川
の

堤
防
か
ら
住
宅
街
を
眺
め
る
と
、
明
ら

か
に
地
盤
が
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
地
域
は
北
に
中
川
、
東
に
新
中

川
、
西
に
荒
川
が
流
れ
る
。
万
が
一
、

荒
川
が
決
壊
す
る
と
大
規
模
な
被
害
が

予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
新
小
岩
北
地

区
連
合
町
会
」
で
は
、
２
０
０
６
年
よ

り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
専
門
家
、
行
政
な
ど
と
連

携
し
、
防
災
訓
練
や
水
害
の
リ
ス
ク
に

備
え
る
た
め
住
民
へ
さ
ま
ざ
ま
な
働
き

か
け
を
行
な
っ
て
き
た
。

　

そ
の
発
端
は
、
１
９
４
７
年
（
昭
和
22
）

の
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
に
遡
る
。
利
根
川

の
決
壊
で
関
東
平
野
が
浸
水
し
、
東
京

に
戦
後
最
大
の
水
害
を
引
き
起
こ
し
た

こ
の
台
風
を
経
験
し
た
の
が
中
川
榮
え
い
き
ゅ
う久

荒
川
や
江
戸
川
な
ど
に
囲
ま
れ
た
東
京
東
部
の
ゼ

ロ
メ
ー
ト
ル
地
帯
。
そ
の
一
角
を
占
め
る
葛
飾
区

は
、
大
規
模
な
洪
水
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
。

仮
に
荒
川
の
堤
防
が
決
壊
し
た
場
合
、
想
定
最
大

浸
水
深
は
３
～
５
ｍ
に
及
ぶ
。
そ
う
し
た
事
態
に

備
え
て
、
病
人
な
ど
の
避
難
・
救
助
用
と
し
て
二

馬
力
の
エ
ン
ジ
ン
付
き
の
ゴ
ム
ボ
ー
ト
を
保
有
し
、

操
縦
訓
練
を
行
な
う
町
会
が
葛
飾
区
内
に
あ
る
。

１
７
２
７
世
帯
、
約
３
５
０
０
人
が
加
入
す
る
東

新
小
岩
七
丁
目
町
会
の
活
動
を
追
っ
た
。

水の文化 62号　特集「再考 防災文化」

近隣住民を巻き込み
楽しみつつ備える町内会
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【都市型】
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さ
ん
。
中
川
さ
ん
は
、
新
小
岩
北
地
区

連
合
町
会
の
東
新
小
岩
七
丁
目
町
会
の

会
長
を
務
め
る
。

　

新
小
岩
付
近
は
民
家
の
１
階
が
完
全

に
水
没
し
、
当
時
小
学
６
年
生
だ
っ
た

中
川
さ
ん
は
、
水
が
引
く
ま
で
３
週
間

の
避
難
生
活
を
家
族
と
と
も
に
強
い
ら

れ
た
。
こ
の
体
験
か
ら
中
川
さ
ん
は
、

地
元
の
小
学
校
な
ど
で
カ
ス
リ
ー
ン
台

風
時
の
体
験
を
伝
え
る
ほ
か
、
葛
飾
区

の
町
内
会
活
動
に
力
を
入
れ
、
水
害
へ

の
危
機
管
理
の
重
要
性
を
30
年
ほ
ど
前

か
ら
説
い
て
き
た
。

　

東
新
小
岩
七
丁
目
町
会
の
会
員
で
あ

り
、
２
０
１
０
年
か
ら
市
民
消
火
隊
と

し
て
活
動
し
て
き
た
竹
本
利
昭
さ
ん
は
、

次
の
よ
う
に
話
す
。

「
水
害
経
験
の
な
い
私
は
リ
ス
ク
を
想

像
で
き
ず
、『
堤
防
も
あ
る
し
大
丈
夫
な

の
で
は
』
と
い
う
の
が
当
時
の
正
直
な

思
い
で
し
た
。
で
も
中
川
会
長
を
は
じ

め
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
方
や
研
究
者
の
方
々
の
話

を
聞
く
う
ち
に
、
本
気
で
考
え
て
み
よ

う
と
思
い
は
じ
め
た
の
で
す
。
こ
の
ま

ま
何
も
し
な
い
よ
り
、
い
ざ
と
な
っ
た

と
き
に
対
応
で
き
る
知
恵
や
想
像
力
は

必
要
だ
と
」。

地
域
を
巻
き
込
ん
だ

住
民
参
加
型
の
対
策

　

現
在
竹
本
さ
ん
が
隊
長
を
務
め
る
市

民
消
火
隊
は
、
町
内
の
初
期
消
火
を
目

的
と
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
と
し
て

１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
に
結
成
さ
れ
た
。

竹
本
さ
ん
が
入
隊
し
た
２
０
１
０
年
、

水
害
に
も
備
え
よ
う
と
２
隻
の
ゴ
ム
ボ

ー
ト
を
購
入
。
浸
水
時
に
お
け
る
緊
急

性
の
高
い
人
の
救
助
や
、
自
宅
に
取
り

残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
に
救
援
物
資
を

届
け
る
た
め
だ
。
市
民
消
火
隊
は
15
～

16
名
で
活
動
し
、
防
災
訓
練
や
操
縦
訓

練
な
ど
を
定
期
的
に
行
な
う
。

　

竹
本
さ
ん
た
ち
の
活
動
は
多
岐
に
わ

新小岩駅

葛飾区

江戸川区

新
中
川

荒
川

中
川

京成
高砂駅

青砥駅

京成
立石駅

四つ木駅

平井駅

本
線

JR
総武
線

京成

14

新小岩北地区および東新小岩
七丁目の位置

町会所有のゴムボートを中川に運ぶ東新小
岩七丁目町会の市民消火隊の皆さん。ゴム
ボートは浸水時に使うことを想定し、年に何度
も操縦訓練を行なっている

1

234
1上空から見た葛飾区。右から左へ蛇行しながら流れているのが中川（提供：葛飾区） 21947年9月のカスリーン台風
で決壊した中川堤防（提供：葛飾区） 3東新小岩七丁目町会の会長を務める中川榮久さん。カスリーン台風の経験か
ら水防の大切さを訴える 4東新小岩七丁目町会の市民消火隊長、竹本利昭さん。子どもの小学校卒業と同時に「おや
じの会」を抜け、市民消火隊へ

近隣住民を巻き込み楽しみつつ備える町内会
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た
る
。
東
日
本
大
震
災
で
の
危
機
意
識

の
高
ま
り
か
ら
、
２
０
１
１
年
に
新
小

岩
北
地
区
連
合
町
会
が
呼
び
か
け
、「
葛

飾
区
新
小
岩
北
地
区
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
市

街
地
協
議
会
」（
以
下
、
協
議
会
）
を
立
ち
上

げ
た
。
協
議
会
に
は
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

ア
！ 

安
全
・
快
適
街
づ
く
り
」「
認
定

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
都
市
計
画
家
協
会
」

「
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル
市
街
地
研
究
会
」「
葛

飾
区
」
の
５
団
体
が
所
属
し
、
研
究
者

や
小
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
、
校
長
な
ど

を
招
き
、
水
害
対
策
を
考
え
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
「
輪
中
会
議
」
を
年
１
回
開
催

し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
同
協
議
会
が
開
発
し
た
防
災

学
習
用
の
Ａ
Ｒ
（
注
）
ア
プ
リ
「
天
サ

イ
！ 

ま
な
ぶ
く
ん
」
で
は
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
か
ら
新

小
岩
北
地
区
の
水
害
時
の
浸
水
状
況
を

立
体
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
竹
本

さ
ん
に
よ
る
と
、
子
ど
も
も
イ
メ
ー
ジ

し
や
す
い
た
め
親
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
率

が
高
い
そ
う
だ
。

　

２
０
１
８
年
は
、
東
新
小
岩
七
丁
目

町
会
と
葛
飾
区
が
連
携
し
、
水
害
が
起

き
る
数
日
前
か
ら
の
避
難
行
動
を
示
し

た
「
マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
」
の
作
成
、

住
民
を
対
象
に
近
く
の
小
学
校
か
ら
上

野
公
園
ま
で
を
移
動
す
る
「
広
域
避
難

訓
練
」
を
行
な
っ
た
。

　

水
害
か
ら
の
避
難
は
、
高
層
マ
ン
シ

ョ
ン
な
ど
高
い
建
物
に
逃
げ
る
「
垂
直

避
難
」
を
考
え
が
ち
だ
が
、
荒
川
や
江

戸
川
が
越
水
し
た
場
合
は
葛
飾
区
全
体

が
浸
水
し
て
し
ま
う
こ
と
、
さ
ら
に
水

が
引
く
ま
で
の
日
数
を
２
週
間
と
考
え

る
と
、
浸
水
し
な
い
地
域
ま
で
逃
げ
る

「
広
域
避
難
」
が
必
要
と
な
る
。

「
広
域
避
難
訓
練
に
は
80
人
近
く
が
集

ま
り
、
１
歳
～
93
歳
ま
で
幅
広
い
年
齢

層
の
方
が
参
加
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

大
人
数
で
移
動
す
る
こ
と
の
苦
労
も
わ

か
り
、
非
常
に
満
足
度
の
高
い
訓
練
で

し
た
。
今
年
も
町
会
の
皆
さ
ん
と
組
ん

で
で
き
た
ら
」
と
話
す
の
は
、
葛
飾
区

地
域
振
興
部
危
機
管
理
課
の
大
田
聖せ
い

家や

さ
ん
。
大
田
さ
ん
は
６
年
前
か
ら
同
課

で
、
竹
本
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
水
防
の

啓
発
に
あ
た
っ
て
い
る
。

町
会
と
行
政
が
連
携
し

地
道
に
伝
え
つ
づ
け
る

　

今
で
こ
そ
住
民
の
危
機
意
識
も
あ
る

程
度
定
着
し
つ
つ
あ
る
が
、
最
初
は

「
水
害
な
ん
て
起
き
な
い
だ
ろ
う
」
と

考
え
る
住
民
の
方
が
多
く
、
洪
水
時
の

水
位
を
示
す
標
識
の
設
置
に
も
「
地
価

が
下
が
る
」
と
の
理
由
か
ら
猛
反
対
を

受
け
た
。
し
か
し
竹
本
さ
ん
た
ち
の
熱

運んできたゴムボートに空気を注入。気室が三つに分かれているため、沈没のリスクは低い

空気がわずかに抜
けていたので応急
処置を施す。こうし
たチェックのために
も訓練は大切

緊急用船着場のは
しごを降りて一人ず
つボートに乗り込む

市民消火隊のメン
バーが代わる代わ
る操縦。いざという
ときに備える

（注）AR
拡張現実。ディスプレイに映し出した実在の画像

（風景）にバーチャル情報を重ねて表示する技術。
リアルでわかりやすい情報を得ることができる。

5

葛飾区新小岩北地区ゼロメートル市街地協議会の構成

認定NPO法人日本都市計画家
協会
・専門家派遣支援
・被災地交流支援

東新小岩
七丁目町会

NPO法人
ア！ 安全・快適
街づくり
・統括　
・事務局　
・基金

葛飾区
・地域防災計画
　との調整
・地区街づくり計画
　との調整

新小岩北地区連合町会
・近隣関係継続計画策定
・被災地交流支援

広域ゼロメートル市街地研究会
・近隣関係継続計画用ツール開発
・ゼロメートル市街地他地域との交流

水の文化 62号　特集「再考 防災文化」
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意
が
伝
わ
り
、
標
識
は
設
置
さ
れ
た
。

ま
た
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
、
乳
幼
児

な
ど
が
い
る
家
庭
に
注
意
喚
起
を
呼
び

か
け
た
際
に
は
、
大
田
さ
ん
と
竹
本
さ

ん
が
約
１
０
０
世
帯
を
一
軒
一
軒
訪
問

し
、
各
家
で
１
時
間
か
け
て
説
明
し
た
。

　

こ
う
し
た
町
会
と
行
政
の
地
道
な
努

力
に
加
え
、
東
日
本
大
震
災
の
記
憶
、

さ
ら
に
近
年
の
度
重
な
る
洪
水
や
土
砂

崩
れ
に
よ
る
被
害
な
ど
を
目
の
当
た
り

に
し
、
住
民
の
意
識
も
「
こ
の
地
域
で

も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
、
加

速
度
的
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

「
区
が
発
行
す
る
災
害
対
策
向
け
の
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
も
、
文
字
ば
か
り
だ
と
堅

苦
し
い
の
で
情
報
を

整
理
し
、
地
域
の
皆

さ
ん
に
い
か
に
興
味

を
も
っ
て
も
ら
う
か

を
重
視
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
案
を
町
会

の
方
に
見
て
い
た
だ

き
、
意
見
を
参
考
に

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

し
た
も
の
を
地
域
の

皆
さ
ん
に
配
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
」
と
大

田
さ
ん
。
捨
て
ら
れ

な
い
よ
う
町
会
の
会

員
名
簿
に
綴
じ
込
み

に
す
る
工
夫
な
ど
も

し
て
い
る
。

つ
な
が
り
を
基
盤
に

と
き
に
楽
し
み
な
が
ら

　

町
会
で
は
子
ど
も
た
ち
へ
の
防
災
教

育
に
も
力
を
入
れ
る
。
葛
飾
区
立
二ふ
た
か
み上

小
学
校
へ
の
出
前
授
業
の
ほ
か
、
Ｐ
Ｔ

Ａ
が
主
催
す
る
子
ど
も
祭
り
の
際
に
は
、

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
学
校

の
プ
ー
ル
で
ゴ
ム
ボ
ー
ト
の
体
験
乗
船

も
行
な
う
。
竹
本
さ
ん
た
ち
の
防
災
教

育
を
受
け
た
児
童
が
中
学
校
で
「
地
域

防
災
部
」
を
つ
く
っ
た
例
も
あ
る
。

　

竹
本
さ
ん
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基

盤
と
し
て
小
学
校
が
あ
る
の
は
大
き

い
」
と
言
う
。
二
上

小
学
校
に
は
休
日
に

子
ど
も
た
ち
と
遊
ぶ

「
お
や
じ
の
会
」
な

る
サ
ー
ク
ル
が
あ
る
。

竹
本
さ
ん
の
よ
う
に

子
ど
も
が
卒
業
し
て

お
や
じ
の
会
を
抜
け

て
時
間
が
で
き
た
父

親
が
市
民
消
火
隊
に

入
る
ケ
ー
ス
は
珍
し

く
な
い
。

「
勉
強
会
ば
か
り
で

な
く
楽
し
む
こ
と
も

大
事
で
す
。
子
ど
も

た
ち
に
は
ボ
ー
ト
で

遊
び
な
が
ら
水
害
の

こ
と
を
考
え
て
も
ら
い
ま
す
し
、
お
父

さ
ん
方
と
は
訓
練
後
に
一
杯
飲
み
な
が

ら
話
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

地
域
に
は
中
川
と
い
う
資
源
が
あ
る
の

で
、
た
ん
に
恐
れ
る
の
で
は
な
く
、
水

と
親
し
む
な
か
で
地
域
の
方
と
一
緒
に

備
え
て
い
け
れ
ば
。
人
の
意
識
を
変
え

る
の
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
と
に
か

く
継
続
し
て
、
一
人
で
も
増
や
し
て
い

く
こ
と
が
大
事
」
と
、
竹
本
さ
ん
は
力

を
込
め
る
。

　

２
０
１
９
年
４
月
、
市
民
消
火
隊
に

は
、
小
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
出
身
の
女
性
な

ど
か
ら
な
る
「
女
子
隊
」
が
で
き
た
。

な
か
に
は
、
昨
年
の
広
域
避
難
訓
練
を

経
験
し
て
参
加
を
決
め
た
女
子
高
校
生

も
。
ご
主
人
が
市
民
消
火
隊
の
一
員
で
、

自
身
も
女
子
隊
に
加
わ
っ
た
稲
葉

美み

や

こ
哉
子
さ
ん
は
、「
男
性
が
仕
事
に
出
て

い
る
と
き
は
地
元
に
い
る
女
性
で
カ
バ
ー

で
き
れ
ば
。
ゴ
ム
ボ
ー
ト
の
操
縦
も
や
っ

て
み
る
と
楽
し
い
で
す
」
と
話
す
。「
み

ん
な
楽
し
そ
う
だ
し
や
っ
て
み
よ
う
と

思
っ
た
」
と
話
す
女
性
も
。
見
て
い
る

と
、
た
し
か
に
ワ
イ
ワ
イ
楽
し
そ
う
。

　

東
新
小
岩
七
丁
目
町
会
に
続
き
、
こ

こ
２
～
３
年
で
ゴ
ム
ボ
ー
ト
を
配
備
す

る
町
会
が
ほ
か
に
も
増
え
て
き
た
。

「
ま
だ
ま
だ
」
と
話
す
一
方
で
、
竹
本

さ
ん
た
ち
の
思
い
は
着
実
に
新
し
い
芽

を
育
ん
で
い
る
。（

２
０
１
９
年
５
月
19
日
取
材
）

近隣住民を巻き込み楽しみつつ備える町内会

CASE2
【町内会】

78
5防災学習用のＡＲアプリ「天サイ！ まなぶくん」。新小岩駅のそばで起動させるとこの
ような画面が表示された 6東新小岩七丁目町会と葛飾区が協力して制作した水害に
関するパンフレット。イラストが豊富でわかりやすい 7葛飾区地域振興部危機管理課
の大田聖家さん。災害対策係として町会と行政のつなぎ役を6年務めている 8女子
隊メンバーの稲葉美哉子さん。このあとゴムボートに乗り込み、操縦訓練を行なった 6

東新小岩七丁目町
会の市民消火隊の
皆さん。2019年4
月には女子隊も発
足、さらに活動が広
がっていく



母
屋
が
浸
水
し
て
も

逃
げ
込
め
る
離
れ

　

古
座
川
が
氾
濫
し
低
地
に
あ
る
高
瀬

地
区
は
水
び
た
し
に
な
っ
た
。
み
る
み

る
水
位
が
上
昇
す
る
。
納
屋
の
２
階
に

退
避
し
て
い
た
南
千
恵
さ
ん
は
危
険
を

察
知
し
、
母
屋
裏
手
の
山
際
の
高
い
場

所
に
あ
る
「
水
上
げ
小
屋
」
に
逃
げ
た
。

納
屋
の
下げ

や屋
を
伝
い
歩
き
、
ハ
シ
ゴ
を

渡
し
て
。
結
局
、
納
屋
２
階
の
床
高
ぎ

り
ぎ
り
の
１
５
０
㎝
ま
で
浸
水
。
や
が

て
隣
家
の
水
上
げ
小
屋
か
ら
も
、
よ
り

高
い
位
置
に
あ
る
南
家
の
小
屋
に
住
民

が
移
り
、
総
勢
９
名
が
避
難
し
た
。

「
昼
や
っ
た
か
ら
明
る
く
て
よ
か
っ
た
。

明
け
方
に
や
っ
と
水
が
引
い
た
か
な
。

そ
れ
ま
で
ず
っ
と
水
上
げ
小
屋
に
お
り

ま
し
た
」
と
南
千
恵
さ
ん
は
振
り
返
る
。

　

２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
の
台
風
12
号

に
よ
る
紀
伊
半
島
大
水
害
。
和
歌
山
県

南
部
の
古
座
川
町
で
は
５
６
７
戸
が
床

上
・
床
下
浸
水
の
被
害
を
受
け
た
。
県

内
で
56
名
の
死
者
が
出
た
が
、
大お
お

塔と
う

山ざ
ん

南
東
か
ら
熊
野
灘
に
注
ぐ
古
座
川
流
域

で
の
水
害
に
よ
る
直
接
の
死
者
は
ゼ
ロ
。

住
民
の
多
く
は
公
の
避
難
所
で
難
を
逃

れ
た
の
で
は
な
い
。
あ
っ
と
い
う
間
に

道
路
が
冠
水
し
、
避
難
所
へ
行
け
る
状

況
で
は
な
か
っ
た
。
高
台
に
設
け
た
水

上
げ
小
屋
に
自
主
避
難
し
た
の
だ
。

古座川流域に残る「水上げ小屋」。左の家屋が母屋で、
水上げ小屋は敷地内の一段高いところに設けられている

「
水
上
げ
小
屋
」に
見
る

地
域
に
根
づ
い
た

水
防
の
知
恵

和歌山県南部を流れ、串本町で熊
野灘に注ぐ全長 51kmの古座川は、
昔から大雨が降ると洪水を繰り返
してきた。氾濫するたびに流域に
住む多くの住民は「水上げ」と呼
ぶ場所に避難している。水上げは
専用の小屋の場合もあるし、納屋
の二階を指すこともある。敷地内
にあり、急な増水時や夜でも逃げ
られるように動線が確保されている
という。古座川流域を訪ねた。

古座川町

和
歌
山
県

奈
良
県

三
重
県

古座川町

和
歌
山
県

奈
良
県

三
重
県

紀伊勝浦

和歌山

南紀白浜空港

古座川

熊野川

古座川

熊野川
紀伊勝浦

和歌山

南紀白浜空港

CASE3
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1古座川の左岸から見た高瀬地区。
地盤がやや低く、地形の関係もあって
毎年のように洪水が起こる 2高瀬地
区・南さん宅の水上げ小屋とスロープ
のように延びる母屋からの避難経路 
32011年の紀伊半島大水害時の避
難について語る南千恵さん 4母屋に
いくつもある過去の浸水跡を指差す南
篤子さん 52011年の紀伊半島大水
害における古座川流域の洪水時水位

（右）古座川流域に残る水上げ小屋を見出
した和歌山大学システム工学部の准教授、
平田隆行さん。現地を案内してくれた

（左）平田さんが調べた古座川の浸水域と
「水上げ小屋」の分布図 平田隆行さん提供資
料をもとに編集部作図

高瀬

一雨

1

2345

　

古
座
川
町
の
一い

ち

雨ぶ
り

地
区
に
は
４
棟
の

水
上
げ
小
屋
が
隣
接
す
る
区
域
が
あ
る
。

藤
田
和
代
さ
ん
宅
の
母
屋
の
床
板
は
取

り
外
せ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
浸
水

後
に
干
し
て
掃
除
し
や
す
い
よ
う
に
だ
。

今
は
空
き
家
だ
が
、
水
上
げ
小
屋
も
親

族
が
き
れ
い
に
手
入
れ
し
て
お
り
、
古

い
建
物
で
も
立
派
に
現
役
と
い
え
る
。

　

小
谷
治
さ
ん
宅
の
水
上
げ
小
屋
に
は

カ
ラ
オ
ケ
セ
ッ
ト
ま
で
装
備
さ
れ
て
い

る
。
紀
伊
半
島
大
水
害
で
は
３
カ
月
か

か
っ
た
母
屋
の
大
掃
除
の
間
、
こ
こ
で

暮
ら
し
た
。「
狭
い
と
こ
や
け
ど
の
、
こ

こ
が
な
か
っ
た
ら
お
る
と
こ
ろ
な
か
っ

た
」
と
妻
の
小
谷
卓た
か

子こ

さ
ん
は
述
懐
す

る
。
水
上
げ
小
屋
は
避
難
場
所
と
同
時

に
復
旧
の
た
め
の
拠
点
と
も
な
る
の
だ
。

　

藤
田
瑳さ

一い
ち

さ
ん
は
小
学
生
の
と
き
自

宅
の
水
上
げ
小
屋
に
「
洪
水
に
備
え
て

学
校
に
あ
っ
た
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御

真
影
額
を
移
し
て
い
た
」
の
を
覚
え
て

い
る
。
藤
田
さ
ん
の
背
丈
ほ
ど
の
浸
水

位
を
示
す
印
が
納
屋
の
柱
に
。
水
害
が

頻
発
す
る
地
域
な
ら
で
は
の
風
習
だ
。

　

こ
う
し
た
古
座
川
町
の
水
上
げ
小
屋

を
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
、
和
歌
山
大

学
シ
ス
テ
ム
工
学
部
准
教
授
の
平
田
隆

行
さ
ん
。
紀
伊
半
島
に
お
け
る
地
域
ご

と
の
家
屋
構
造
の
違
い
を
調
査
す
る
う

ち
に
水
上
げ
小
屋
を
知
り
、
聞
き
と
り

調
査
を
通
じ
て
水
防
建
築
と
し
て
の
意

義
に
気
づ
い
た
。

高瀬地区
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64棟が隣接する一雨地区の水上げ小屋。母屋
より少し高いところにある 7藤田和代さん宅の
水上げ小屋。窓からの眺めもよく、客間としても
十分使える 89水上げ小屋について語る小谷
卓子さんと小谷さん宅の水上げ小屋。2011年
には水上げ小屋のすぐ下まで水が上がってきたと
いう 10 11納屋に残る2011年の浸水跡を示す
藤田瑳一さんと藤田さんの水上げ小屋。2011
年の水害時、藤田さんは義理の息子から「上に
逃げて！」という電話を受けて「首まで水がきた」状
況で水上げ小屋に逃げ、九死に一生を得た

「
古
座
川
町
の
水
上
げ
小
屋
は
母
屋
の

軒
先
の
高
さ
に
建
っ
て
い
る
の
が
普
通

で
す
。
そ
し
て
、
す
ぐ
逃
げ
込
め
る
よ

う
動
線
が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。
母
屋

も
あ
る
程
度
嵩
上
げ
し
て
い
て
、
数
十

年
に
一
度
の
頻
度
で
起
こ
る
床
上
浸
水

は
許
容
す
る
け
れ
ど
、
屋
根
ま
で
は
水

没
せ
ず
家
屋
流
出
が
起
こ
ら
な
い
高
さ

に
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
水
上
げ
小
屋

は
浸
水
し
な
い
高
さ
に
建
て
ら
れ
て
い

る
。
長
年
の
経
験
か
ら
培
わ
れ
た
家
づ

く
り
で
す
。
い
つ
水
害
が
起
き
て
も
重

要
な
物
を
す
ぐ
持
ち
出
せ
る
よ
う
に
家

の
な
か
が
常
に
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
て

い
る
の
も
印
象
的
で
す
。
昔
な
が
ら
の

水
防
の
知
恵
が
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
」

と
平
田
さ
ん
は
言
う
。

地
質
や
履
歴
か
ら

水
害
を
読
み
解
く

　

古
座
川
を
含
む
紀
伊
半
島
各
地
に
大

き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
２
０
１
１
年

の
大
水
害
に
は
「
三
つ
の
不
思
議
が
あ

っ
た
」
と
明
か
す
の
は
、
和
歌
山
大
学

災
害
科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教

授
の
後う
し
ろ誠

介
さ
ん
。
豪
雨
に
よ
る
水
害

の
様
態
は
、
そ
の
土
地
の
地
質
に
大
き

く
関
係
す
る
と
い
う
。

「
第
一
に
、
深
層
崩
壊
を
含
む
大
規
模

崩
壊
が
北
向
き
の
斜
面
で
多
発
し
た
こ

と
。
第
二
に
、
巨き
ょ

礫れ
き

（
岩
塊
）
主
体
の
崩

壊
・
土
石
流
が
南
向
き
斜
面
で
多
発
し

た
こ
と
。
第
三
に
、
も
っ
と
も
雨
量
が

多
か
っ
た
北
山
川
の
上
・
中
流
域
で
は

崩
壊
の
規
模
と
頻
度
が
低
か
っ
た
こ
と

で
す
」
と
後
さ
ん
は
言
う
。

　

後
さ
ん
の
調
査
・
研
究
に
よ
っ
て

「
三
つ
の
不
思
議
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は

お
お
よ
そ
わ
か
っ
て
い
る
。
ご
く
簡
単

に
説
明
し
た
い
。
一
つ
目
の
答
え
は
、

南
か
ら
沈
み
込
む
海
洋
プ
レ
ー
ト
か
ら

は
ぎ
と
ら
れ
て
で
き
た
「
付ふ

加か

体た
い

」
が

北
傾
斜
の
構
造
を
も
つ
た
め
。
二
つ
目

は
、
マ
グ
マ
が
冷
え
て
で
き
た
火か

成せ
い

岩が
ん

体た
い

の
風
化
が
進
ん
で
も
ろ
く
な
っ
て
い

た
と
こ
ろ
に
強
雨
が
続
い
た
こ
と
と
、

6

一雨地区

2011年の紀伊半島における土石流と地質・地形および降雨の関係について語る後 
誠介さん。水害を減らすための工夫が見られる那智勝浦町の集落。山際には古くからあ
る家が建つ

7

89

10

11
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北
向
き
斜
面
よ
り
も
南
向
き
斜
面
の
方

が
雨
量
が
多
か
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
三

つ
目
は
、
北
山
川
の
上
・
中
流
域
は
雨

量
こ
そ
多
か
っ
た
が
、
峡
谷
と
し
て
発

達
す
る
よ
う
な
硬
い
地
質
だ
っ
た
か
ら

崩
落
が
少
な
か
っ
た
。「
北
山
村
史
を
見

て
も
、
洪
水
・
土
砂
災
害
の
履
歴
は
他

の
市
町
村
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
の
で

す
」
と
後
さ
ん
は
言
う
。

　

後
さ
ん
は
、
水
害
を
減
ら
す
工
夫
を

施
し
た
地
形
が
見
ら
れ
る
那
智
勝
浦
町

の
中
里
・
庄
地
区
を
案
内
し
て
く
れ
た
。

太
田
川
下
流
沿
い
の
集
落
で
は
、
氾
濫

で
被
害
を
受
け
る
水
田
よ
り
も
高
い
位

置
に
、
嵩
上
げ
し
て
住
宅
が
建
て
ら
れ

て
い
る
。
も
う
一
段
高
い
河
岸
段
丘
上

に
は
避
難
所
と
な
る
寺
院
と
墓
地
が
あ

る
。
古
座
川
沿
い
の
高
瀬
地
区
も
寺
院

と
墓
地
は
山
裾
の
高
台
に
あ
っ
た
。

　

山
際
に
建
つ
家
々
を
後
さ
ん
が
指
差

し
て
「
川
の
水
の
流
れ
は
氾
濫
時
に
も

真
ん
中
が
急
で
、
へ
り
が
緩
い
。
で
す

か
ら
山
際
の
高
台
の
家
な
ら
、
浸
水
し

て
も
流
出
は
し
ま
せ
ん
」
と
教
え
て
く

れ
る
。
た
し
か
に
古
座
川
町
の
集
落
も

山
際
に
集
中
し
て
い
た
。

「
地
質
や
地
形
の
観
点
か
ら
水
害
を
理

解
す
る
と
、
防
災
上
の
重
要
な
教
訓
を

得
ら
れ
ま
す
」
と
話
す
後
さ
ん
に
よ
れ

ば
、
水
害
に
対
処
す
る
心
構
え
は
「
住
む

地
域
の
災
害
履
歴
と
、
過
去
に
ど
ん
な

土
地
だ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
」。
地
域

の
図
書
館
で
調
べ
た
り
国
土
地
理
院
の

昔
の
地
図
を
閲
覧
す
る
の
が
手
立
て
だ
。

「
昭
和
30
年
代
ご
ろ
ま
で
の
地
図
に
は

田
ん
ぼ
を
示
す
記
号
が
三
つ
あ
り
ま
し

た
。
乾
田
、
水
田
、
深
田
。
昔
の
地
図

は
陸
軍
の
測
量
部
が
作
成
し
た
の
で
歩

兵
砲
を
馬
で
引
い
て
渡
れ
る
田
ん
ぼ
か

ど
う
か
が
重
要
で
し
た
。
泥
深
い
深
田

に
は
ま
る
と
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
る
。

つ
ま
り
そ
こ
は
水
の
出
や
す
い
場
所
と

い
う
こ
と
で
す
」
と
後
さ
ん
は
興
味
深

い
手
が
か
り
を
教
え
て
く
れ
た
。

二
重
、三
重
の
備
え
で

し
ぶ
と
く
立
ち
直
る

　

古
座
川
町
の
南
に
あ
る
串
本
町
は
本

州
の
最
南
端
で
あ
り
、
古
座
川
町
の
東

隣
の
那
智
勝
浦
町
な
ど
を
含
む
和
歌
山

県
の
東
南
側
は
年
間
の
降
水
量
が
４
０

０
０
㎜
に
及
ぶ
。
そ
の
一
方
、
大
阪
府

に
隣
接
す
る
和
歌
山
市
な
ど
西
側
は
瀬

戸
内
気
候
で
年
間
降
水
量
は
１
５
０
０

㎜
程
度
と
非
常
に
雨
が
少
な
い
。

　

平
田
さ
ん
は
「
南
側
の
海
は
黒
潮
の

影
響
で
冬
で
も
水
温
20
℃
。
宮
崎
、
鹿

児
島
と
同
じ
よ
う
に
温
暖
で
す
。
か
た

や
内
陸
北
部
の
高
野
山
だ
と
冬
は
氷
点

下
10
℃
ま
で
下
が
り
、
気
候
帯
で
い
う

と
ほ
ぼ
仙
台
と
同
じ
。
紀
伊
半
島
の
１

０
０
㎞
四
方
程
度
の
間
で
南
九
州
か
ら

東
北
ま
で
気
候
差
が
あ
り
ま
す
。
な
お

か
つ
地
質
の
多
様
性
も
あ
っ
て
、
水
害

の
タ
イ
プ
も
地
域
で
ま
っ
た
く
違
う
。

例
え
ば
那
智
谷
で
は
土
砂
崩
れ
が
多
発

し
ま
す
が
、
古
座
川
で
は
溢
水
し
て
外

水
氾
濫
が
起
き
や
す
い
の
で
す
」
と
解

説
す
る
。

　

古
座
川
町
に
今
も
残
る
水
上
げ
小
屋

こ
そ
、
外
水
氾
濫
に
よ
る
水
害
が
多
発

す
る
地
域
な
ら
で
は
の
工
夫
だ
。

　

高
瀬
地
区
で
は
母
屋
の
床
下
の
基
礎

を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
て
い
な
い
。

支
柱
は
石
で
支
え
、
床
下
に
動
物
が
棲

む
の
を
防
ぐ
た
め
周
囲
は
取
り
外
し
可

能
な
板
で
覆
っ
て
い
る
。
こ
の
構
造
は

浸
水
し
た
水
を
土
に
し
み
込
ま
せ
て
抜

く
た
め
だ
。
山
口
裕
久
さ
ん
は
「
そ
う

い
う
事
情
を
知
ら
な
い
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ

ー
が
建
て
た
新
築
の
家
は
、
基
礎
を
コ

ン
ク
リ
で
固
め
て
し
ま
っ
た
の
で
、
浸

水
後
は
床
下
が
プ
ー
ル
の
よ
う
に
水
が

溜
ま
っ
て
い
ま
し
た
」。
画
一
的
な
工

法
は
こ
う
し
た
事
態
も
引
き
起
こ
す
。

　

紀
伊
半
島
大
水
害
の
と
き
水
上
げ
小

屋
に
避
難
し
た
南
千
恵
さ
ん
は
言
う
。

「
毎
年
、
正
月
を
過
ぎ
る
と
気
が
引
き

締
ま
り
ま
す
。
今
年
も
ま
た
夏
が
来
る

ん
や
な
あ
、
備
え
な
い
と
い
か
ん
な
あ
、

と
」。
水
道
が
引
か
れ
る
ま
で
山
の
湧

水
が
生
活
用
水
だ
っ
た
。
今
も
南
家
の

池
は
山
か
ら
の
水
だ
。
そ
う
し
た
水
の

恵
み
を
受
け
つ
つ
、
災
厄
へ
の
備
え
を

心
に
刻
み
、
覚
悟
し
て
自
然
と
と
も
に

生
き
る
姿
が
垣
間
見
え
た
。

　

平
田
さ
ん
が
「
母
屋
は
浸
水
し
て
も

水
上
げ
小
屋
が
浸
水
し
な
い
の
は
災
害

リ
ス
ク
と
生
活
の
利
便
性
に
折
り
合
い

を
つ
け
る
知
恵
。
近
隣
と
連
携
し
復
旧

の
拠
点
と
も
な
る
水
上
げ
小
屋
へ
の
避

難
は
二
重
、
三
重
の
備
え
で
す
」
と
言

う
よ
う
に
、
し
ぶ
と
く
立
ち
直
る
た
め

の
水
防
の
知
恵
に
は
学
ぶ
こ
と
が
多
い
。

（
２
０
１
９
年
５
月
16
日
取
材
）

（上）高瀬地区の南さん宅で、毎年のように起こる洪水
と水上げ小屋にまつわる話を聞かせてくれた住民の
方々。左から山口裕久さん、芝 忠夫さん、芝 和恵さん、
山口かよさん

（下）南さんの母屋の床下。基礎をコンクリートで固めて
いないのは、浸水した水を土にしみ込ませて抜くため

CASE3
【多重防御】

25 「水上げ小屋」に見る地域に根づいた水防の知恵
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日
本
列
島
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
豪
雨
・
台
風
・
高
潮
・
地
震
（
津
波
）・
火
山
噴

火
・
土
石
流
に
よ
る
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
る
。
次
の
よ
う
に
、
明
治
期
～
平
成
期

ま
で
の
１
５
０
年
間
に
わ
た
る
水
害
を
追
求
し
、
そ
の
減
災
に
つ
い
て
文
献
を
通
じ
て

考
え
て
み
る
。

１
．
明
治
元
年
（
１
８
６
８
）
～
昭
和
19
年
（
１
９
４
４
）
の
水
害

　

明
治
22
年
７
月
、
筑
後
川
流
域
は
梅
雨
前
線
で
大
水
害
が
発
生
。
久
留
米
市
の
農

民
た
ち
は
、
筑
後
川
を
遡
り
大
分
県
九
重
町
千
町
無
田
へ
移
住
。
古
賀
勝
著
『
大
河

を
遡
る
─
九
重
高
原
開
拓
史
』（
西
日
本
新
聞
社
・
平
成
12
年
）。

　

明
治
22
年
８
月
に
奈
良
県
十
津
川
大
水
害
で
、
被
災
者
は
北
海
道
へ
苦
難
の
移
住
。

蒲
田
文
雄
・
小
林
芳
正
著
『
十
津
川
水
害
と
北
海
道
移
住
』（
古
今
書
院
・
２
０
０
６
）。

川
村
た
か
し
著
『
十
津
川
出
国
記
』（
北
海
道
新
聞
社
・
１
９
８
７
）。

　

岐
阜
縣
岐
阜
測
候
所
編
・
発
行
『
岐
阜
縣
水
害
要
録
』（
大
正
14
年
）
で
は
、
徳
川
期

～
大
正
13
年
に
至
る
木
曽
川
、
長
良
川
、
揖
斐
川
な
ど
の
最
高
水
位
な
ど
を
記
録
。

明
治
29
年
大
洪
水
１
０
０
周
年
記
念
事
業
委
員
会
編
・
発
行
『
明
治
二
十
九
年
岐
阜
県

水
災
誌
─
大
垣
町
・
安
八
郡
』（
平
成
８
年
）。

　

明
治
43
年
８
月
の
大
雨
で
利
根
川
の
堤
防
が
至
る
と
こ
ろ
で
決
壊
し
た
。
東
京
な

ど
死
者
１
２
３
１
人
。
岡
崎
柾
男
編
著
『
古
老
が
語
る
明
治
43
年
の
下
町
の
大
水
害
』

（
下
町
タ
イ
ム
ス
社
・
平
成
７
年
）。
日
本
河
川
開
発
調
査
会
編
『
明
治
43
年
水
害
調
査
報

告
書
』（
草
加
市
・
昭
和
63
年
）。

　

大
正
８
年
７
月
５
日
霖
雨
に
よ
り
芦
田
川
が
氾
濫
し
た
。
濱
本
鶴
實
編
『
福
山
水
害

誌
』（
福
山
水
害
誌
刊
行
会
・
昭
和
９
年
）。

　

大
正
10
年
６
月
17
日
、
梅
雨
前
線
の
大
雨
で
矢
部
川
と
そ
の
支
川
・
星
野
川
の
堤

防
が
決
壊
。
福
岡
県
八
女
郡
役
所
編
・
発
行
『
大
正
十
年
水
害
誌
』（
大
正
14
年
）。
筑
後

川
で
も
同
時
期
に
大
水
害
が
起
こ
る
。

　

大
正
15
年
７
月
、
新
潟
県
栃
尾
市
で
は
、
大
雨
で
刈
谷
田
川
が
氾
濫
。
死
者
・
行

方
不
明
者
87
人
。
大
竹
末
吉
編
『
栃
尾
郷
大
水
害
誌　

全
』（
栃
尾
郷
大
水
害
誌
発
行
所
・

昭
和
３
年
）。

　

昭
和
７
年
８
月
岐
阜
県
中
津
町
四
ツ
目
川
の
山
津
波
の
大
災
害
。
中
津
市
編
・
発

行
『
中
津
町
ノ
水
害
ト
復
興
誌
』（
昭
和
52
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

昭
和
９
年
７
月
10
日
～
11
日
、
梅
雨
前
線
で
石
川
県
下
に
記
録
的
な
豪
雨
。
手
取

川
な
ど
氾
濫
。
死
者
・
行
方
不
明
者
９
３
２
人
。
石
川
県
川
北
町
編
・
発
行
『
手
取
川

大
水
害
復
興
50
年
誌
』（
昭
和
59
年
）。

　

昭
和
９
年
９
月
、
室
戸
台
風
が
襲
う
。
百
間
川
研
究
会
編
『
百
間
川
沿
川
に
お
け

る
昭
和
９
年
９
月
室
戸
台
風
災
害
の
記
録
』（
岡
山
河
川
事
務
所
・
平
成
19
年
）。
小
林
健
二

編
『
岡
山
風
水
害
史
』（
中
國
聯
盟
出
版
部
・
昭
和
９
年
）。
大
阪
府
編
・
発
行
『
大
阪
府
風

水
害
誌
』（
昭
和
11
年
）。

　

昭
和
10
年
６
月
、
近
畿
地
方
を
襲
っ
た
大
雨
で
鴨
川
が
氾
濫
、
死
者
80
余
名
。
京

都
市
役
所
編
・
発
行
『
京
都
市
水
害
誌
』（
昭
和
11
年
）。

　

昭
和
13
年
７
月
の
豪
雨
は
神
戸
市
を
中
心
に
阪
神
間
、
淡
路
地
方
な
ど
に
未
曾
有

の
大
水
害
を
及
ぼ
し
た
。
兵
庫
縣
救
済
協
会
編
・
発
行
『
昭
和
十
三
年
兵
庫
縣
水
害

誌
』（
昭
和
15
年
）。

　

昭
和
16
年
７
月
の
水
害
で
神
奈
川
県
伊
勢
原
市
の
玉
川
で
は
、
小
野
地
区
な
ど
堤

防
８
カ
所
が
決
壊
。
死
者
８
人
。
小
瀬
村
初
男
著
・
発
行
『
玉
川
河
川
水
害
史
』（
平
成

元
年
）。

２
．
昭
和
20
年
（
１
９
４
５
）
～
昭
和
40
年
（
１
９
６
５
）
の
水
害

　

戦
後
水
害
の
主
な
要
因
と
し
て
、
国
土
の
荒
廃
、
都
市
の
乱
開
発
、
異
常
豪
雨
の

三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

昭
和
20
年
８
月
６
日
広
島
市
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
、
15
日
よ
う
や
く
日
中
・
太
平

洋
戦
争
が
終
わ
る
。
９
月
17
日
枕
崎
台
風
が
広
島
を
襲
う
。
西
日
本
で
は
死
者
・
行

方
不
明
者
３
７
５
６
人
。
広
島
の
核
と
水
害
の
悲
惨
さ
を
追
っ
た
柳
田
邦
男
著
『
空
白

の
天
気
図
』（
文
春
文
庫
・
２
０
１
１
）
を
読
む
と
胸
が
痛
む
。

　

昭
和
22
年
９
月
、
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
は
赤
城
山
な
ど
に
山
津
波
、
土
砂
流
を
起
こ

古賀 邦雄
こが くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業。水資源開
発公団（現・独立行政法人水資源機構）
に入社。30年間にわたり水・河川・湖
沼関係文献を収集。2001年退職し現
在、日本河川協会、ふくおかの川と水の
会に所属。2008年5月に収集した書籍
を所蔵する「古賀河川図書館」を開設。
平成 26年公益社団法人日本河川協会
の河川功労者表彰を受賞。

日
本
の
水
害
と

　

そ
の
減
災
を
考
え
る

水の文化書誌
52



日本の水害とその減災を考える27

し
利
根
川
、
荒
川
な
ど
を
破
堤
さ
せ
東
京
な
ど
が
被
災
す
る
。
関
東
以
北
に
死
者
・

行
方
不
明
者
１
９
３
０
人
。
日
本
学
術
振
興
会
編
『
カ
ス
リ
ン
颱
風
の
研
究
』（
群
馬

県
・
１
９
５
０
）、
茨
城
新
聞
社
他
編
・
発
行
『
報
道
写
真
集
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
』（
１
９

９
７
）、
高
橋
哲
郎
著
『
洪
水
、
天
ニ
漫
ツ
』（
講
談
社
・
１
９
９
７
）。

　

昭
和
23
年
９
月
、
ア
イ
オ
ン
台
風
が
関
東
、
奥
羽
地
方
に
来
襲
し
、
死
者
・
行
方

不
明
者
８
３
８
人
。
関
東
地
方
建
設
局
編
編
・
発
行
『
ア
イ
オ
ン
台
風
洪
水
報
告
書
』

（
１
９
４
８
）、
鈴
木
軍
之
進
著
『
一
関
市
水
害
復
興
物
語
』（
１
９
５
８
）、
高
崎
哲
郎
著

『
沈
深
、
牛
の
如
し
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
・
１
９
９
５
）。

　

昭
和
26
年
７
月
、
京
都
市
内
が
豪
雨
と
な
り
鴨
川
、
桂
川
な
ど
氾
濫
し
、
死
者
10

人
。
京
都
市
編
・
発
行
『
京
都
市
七
月
水
害
史
』（
昭
和
26
年
）。

　

昭
和
28
年
６
月
、
梅
雨
前
線
に
よ
る
九
州
北
部
豪
雨
は
、
遠
賀
川
、
筑
後
川
、
白

川
な
ど
を
破
堤
さ
せ
る
。
死
者
７
４
８
人
・
行
方
不
明
者
２
６
５
人
。
土
木
学
会
西
部

支
部
編
・
発
行
『
昭
和
28
年
西
日
本
水
害
調
査
報
告
書
』（
１
９
５
７
）。
福
岡
縣
編
・
発

行
『
昭
和
二
十
八
年
六
月
福
岡
縣
水
害
誌
』（
１
９
５
４
）。
八
幡
市
編
・
発
行
『
昭
和
二

十
八
年
八
幡
水
害
誌
』（
１
９
５
５
）。
八
女
郡
町
村
長
会
編
・
発
行
『
昭
和
二
十
八
年
八

女
郡
水
害
誌
』（
１
９
５
４
）。
池
田
範
六
編
『
日
田
水
害
誌
』（
日
田
時
報
社
・
１
９
５
５
）。

一
方
、
白
川
に
つ
い
て
、
熊
本
日
日
新
聞
社
編
・
発
行
『
熊
本
県
大
水
害
写
真
集
』（
１

９
５
３
）、
同
編
・
発
行
『
６
・
26
白
川
水
害
50
年
』（
２
０
０
３
）。
熊
本
工
事
事
務
所

編
・
発
行
『
濁
流
の
中
か
ら　

昭
和
28
年
６
月
26
日
白
川
大
水
害
体
験
記
』（
１
９
９
５
）。

　

昭
和
28
年
７
月
18
日
、
南
紀
豪
雨
で
死
者
・
行
方
不
明
者
７
３
０
人
を
出
す
。
藤
田

崇
・
諏
訪
浩
編
『
昭
和
二
八
年
有
田
川
水
害
』（
古
今
書
院
・
２
０
０
６
）。
和
歌
山
県

編
・
発
行
『
７
・
18
水
害
写
真
集
（
有
田
川
上
流
域
）』（
１
９
９
２
）。
和
歌
山
県
花
園
村

編
・
発
行
『
水
害
記
録
誌
』（
１
９
８
２
）。

　

昭
和
28
年
８
月
14
日
、
京
都
府
南
部
な
ど
で
は
雷
を
伴
う
大
雨
と
な
る
。
こ
の
南

山
城
水
害
で
は
、
木
津
川
が
氾
濫
し
、
死
者
・
行
方
不
明
者
４
２
９
人
。
近
畿
地
区
各

大
学
連
合
水
害
科
学
調
査
団
編
・
発
行
『
南
山
城
の
水
害
』（
１
９
５
４
）。
井
手
町
史
編

集
委
員
会
編
『
南
山
城
水
害
誌
』（
井
手
町
・
昭
和
58
年
）。

　

昭
和
29
年
9
月
、
北
海
道
渡
島
地
方
を
襲
っ
た
洞
爺
丸
台
風
で
青
函
連
絡
船
洞
爺

丸
が
沈
没
し
、
死
者
・
行
方
不
明
者
１
１
５
５
人
。
上
前
淳
一
郎
著
『
洞
爺
丸
は
な
ぜ

沈
ん
だ
か
』（
文
藝
春
秋
・
１
９
８
０
）。
田
中
正
吾
著
『
青
函
連
絡
船　

洞
爺
丸
転
覆
の

謎
』（
成
山
堂
・
１
９
８
０
）。

　

昭
和
30
年
７
月
３
～
４
日
、
北
海
道
新
冠
町
、
静
内
町
な
ど
未
曾
有
の
豪
雨
が
襲
い
、

新
冠
川
、
静
内
川
な
ど
が
氾
濫
、
死
者
27
人
。
新
冠
町
教
育
委
員
会
編
・
発
行
『
あ

の
日　

あ
の
時
・
・
昭
和
30
年
大
水
害
を
ふ
り
か
え
る
』（
２
０
０
５
）。

　

昭
和
32
年
７
月
25
日
、
長
崎
諫
早
地
方
に
、
梅
雨
前
線
に
よ
る
大
雨
で
本
明
川
大

氾
濫
。
死
者
・
行
方
不
明
者
５
３
９
人
。
諫
早
市
教
育
委
員
会
編
『
諫
早
水
害
誌
』（
諫

早
市
・
昭
和
38
年
）。
諫
早
市
教
育
委
員
会
編
・
発
行
『
諫
早
水
害
─
水
害
か
ら
復
興
ま

で
』（
昭
和
38
年
）。

　

昭
和
33
年
９
月
27
日
、
伊
豆
半
島
の
狩
野
川
流
域
に
狩
野
川
台
風
に
よ
る
大
雨
を

降
ら
す
。
死
者
１
２
６
９
人
。
田
方
郡
教
育
研
究
会
編
『
狩
野
川
台
風
─
子
ど
も
た
ち

の
記
録
』（
静
岡
教
育
出
版
社
・
昭
和
34
年
）。
神
戸
淳
吉
著
『
台
風
が
や
っ
て
き
た
』（
偕

成
社
・
１
９
８
６
）。
昭
和
40
年
、
狩
野
川
放
水
路
完
成
。

　

昭
和
34
年
８
月
14
日
台
風
７
号
、
９
月
26
日
台
風
15
号
（
伊
勢
湾
台
風
）
に
よ
っ
て
、

山
梨
県
下
は
大
災
害
を
被
っ
た
。
死
者
１
０
０
余
名
。
山
梨
県
編
・
発
行
『
昭
和
三
十

四
年
災
害
誌
』（
昭
和
37
年
）。

　

昭
和
34
年
９
月
26
～
27
日
の
伊
勢
湾
台
風
は
、
東
海
地
方
に
時
間
雨
量
40
㎜
～
70

㎜
の
豪
雨
を
も
た
ら
し
、
木
曾
川
な
ど
の
増
水
と
高
潮
が
重
な
り
、
河
口
海
岸
付
近

の
堤
防
が
決
壊
。
死
者
・
行
方
不
明
者
５
０
９
８
人
。
三
輪
和
雄
著
『
海
吠
え
る　

伊

勢
湾
台
風
が
襲
っ
た
日
』（
文
藝
春
秋
・
昭
和
57
年
）。
神
吉
晴
夫
編
『
台
風
の
子
─
伊
勢

湾
周
辺
の
記
録
』（
光
文
社
・
昭
和
35
年
）。
名
古
屋
市
立
学
校
災
害
救
援
対
策
本
部
編
・

発
行
『
伊
勢
湾
台
風　

こ
ど
も
と
教
師
の
記
録
』（
昭
和
35
年
）。
建
設
省
編
・
発
行
『
伊

勢
湾
台
風
災
害
誌
』（
昭
和
37
年
）。
名
古
屋
市
編
・
発
行
『
伊
勢
湾
台
風
災
害
誌
』（
昭

和
36
年
）。
伊
藤
安
男
著
『
台
風
と
高
潮
災
害
─
伊
勢
湾
台
風
』（
古
今
書
院
・
２
０
０
９
）。

伊
藤
重
信
編
著
『
輪
中
と
高
潮
─
伊
勢
湾
台
風
の
記
録
』（
三
重
県
郷
土
資
料
刊
行
会
・
昭

和
57
年
）。
中
日
新
聞
社
編
・
発
行
『
忘
れ
な
い　

伊
勢
湾
台
風
50
年
』（
２
０
０
９
）。

　

昭
和
36
年
６
月
27
日
、
大
量
の
雨
と
土
砂
が
伊
奈
谷
を
破
壊
。
死
者
・
行
方
不
明

者
１
３
６
人
。
中
部
建
設
協
会
編
・
発
行
『
想
い
お
こ
す　

三
六
災
害
─
三
六
災
害
か

ら
50
年
』（
平
成
23
年
）。
昭
和
36
年
災
害
20
周
年
記
念
行
事
実
行
委
員
会
編
・
発
行
『
語

り
継
ぐ
災
害
の
記
録
─
伊
奈
谷
災
害
記
念
特
集
号
』（
昭
和
56
年
）。

３
．
昭
和
41
年
（
１
９
６
６
）
～
昭
和
63
年
（
１
９
８
８
）
の
水
害

　

昭
和
42
年
８
月
28
日
、
山
形
県
南
部
、
新
潟
県
北
部
を
襲
っ
た
集
中
豪
雨
に
よ
っ

て
、
荒
川
、
横
川
流
域
は
大
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
。
死
者
１
４
６
人
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
資
料
）。

山
形
県
小
国
町
編
・
発
行
『
お
お
み
ず　

羽
越
水
害
の
記
録
』（
昭
和
45
年
）。
新
潟
県
荒

川
町
編
・
発
行
『
洪
水
魔
荒
川　

８
・
28
羽
越
水
害
の
記
録
』（
昭
和
43
年
）。
新
潟
県
関

川
村
編
・
発
行
『
8
・
28
水
害
の
関
川
』（
１
９
６
８
）。
新
潟
県
神
林
村
編
・
発
行
『
水

と
泥
と
人
間
と
』（
昭
和
44
年
）、
新
潟
県
黒
川
村
編
・
発
行
『
8
・
28
水
害
の
記
録
』（
昭

和
43
年
）。

　

昭
和
47
年
７
月
12
～
13
日
、
西
三
河
一
帯
を
襲
っ
た
集
中
豪
雨
で
、
愛
知
県
小
原

村
は
壊
滅
的
被
害
を
受
け
た
。
死
者
・
行
方
不
明
者
32
人
。
小
原
村
編
・
発
行
『
災

害
の
記
録
─
昭
和
47
・
７
豪
雨
』（
昭
和
48
年
）。

　

昭
和
49
年
７
月
７
～
８
日
、
台
風
８
号
の
影
響
で
静
岡
市
な
ど
に
豪
雨
を
も
た
ら
し
、

巴
川
、
丸
子
川
が
氾
濫
。
死
者
・
行
方
不
明
者
41
人
。
平
成
11
年
、
巴
川
か
ら
分
水

す
る
大
谷
川
放
水
路
が
完
成
。「
あ
ば
れ
水
」
編
集
委
員
編
『
あ
ば
れ
水　

七
夕
豪
雨

の
体
験
記
録
』（
文
化
洞
・
昭
和
50
年
）。
昭
和
設
計
（
株
）
編
『
巴
川
流
域
七
夕
豪
雨
二

十
年
誌
』（
静
岡
土
木
事
務
所
・
平
成
６
年
）。

　

昭
和
49
年
９
月
、
台
風
16
号
に
よ
り
多
摩
川
が
決
壊
。
狛
江
市
編
・
発
行
『
多
摩

川
堤
防
決
壊
記
録
』（
昭
和
50
年
）。
関
東
建
設
弘
済
会
編
・
発
行
『
昭
和
49
年
（
１
９
７
４
）

台
風
16
号
に
よ
る
多
摩
川
狛
江
市
猪
方
地
先
災
害
復
旧
記
録
』（
２
０
０
７
年
）。
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昭
和
51
年
９
月
８
～
13
日
、
台
風
17
号
の
影
響
で
、
揖
保
川
、
円
山
川
な
ど
が
氾

濫
。
死
者
・
行
方
不
明
者
19
人
。
兵
庫
県
土
木
部
編
・
発
行
『
昭
和
51
年
17
号
台
風

災
害
誌
』（
昭
和
53
年
）。

　

昭
和
51
年
９
月
12
日
、
長
雨
増
水
で
長
良
川
が
決
壊
、
岐
阜
県
安
八
町
は
泥
海
と

な
っ
た
。
死
者
１
人
、
羅
災
者
９
５
３
４
人
。
安
八
町
編
・
発
行
『
１
９
７
６
─
９
・

12
豪
雨
災
害
誌
』（
昭
和
61
年
）。

　

昭
和
57
年
７
月
23
日
の
集
中
豪
雨
は
、
坂
道
の
多
い
長
崎
市
を
襲
う
。
時
間
雨
量

１
８
７
㎜
、
３
時
間
雨
量
３
１
５
㎜
に
達
し
、
中
島
川
、
八
郎
川
な
ど
が
氾
濫
。
死

者
・
行
方
不
明
者
２
９
９
人
。
河
口
栄
二
著
『
濁
流
─
雨
に
消
え
た
２
９
９
人
』（
講
談

社
・
１
９
８
５
）。
長
崎
県
編
・
発
行
『
７
・
23
長
崎
大
水
害
の
記
録
』（
昭
和
59
年
）。
高

橋
和
雄
著
『
豪
雨
と
斜
面
都
市
─
１
９
８
２
長
崎
豪
雨
災
害
』（
古
今
書
院
・
２
０
０
８
）。

　

昭
和
58
年
７
月
20
～
23
日
、
島
根
県
西
部
を
中
心
に
梅
雨
前
線
に
よ
り
時
間
雨
量

93
㎜
、
日
雨
量
４
３
６
㎜
の
集
中
豪
雨
を
も
た
ら
し
、
益
田
市
大
災
害
と
な
っ
た
。
死

者
32
人
。
益
田
市
編
・
発
行
『
昭
和
58
年
７
月
豪
雨
災
害
の
記
録
』（
平
成
元
年
）。

　

昭
和
58
年
９
月
28
日
、
台
風
10
号
の
影
響
で
木
曾
川
の
洪
水
に
よ
り
、
岐
阜
県
美

濃
加
茂
市
の
中
心
に
隣
接
す
る
可
児
市
、
坂
祝
町
、
八
百
津
町
も
大
き
な
災
害
を
受

け
た
。
死
者
・
行
方
不
明
者
５
人
。
木
曽
川
上
流
河
川
事
務
所
編
・
発
行
『
９
月
28

日
を
忘
れ
な
い
』（
平
成
26
年
）。

　

昭
和
61
年
８
月
４
～
５
日
、
台
風
10
号
の
影
響
で
宮
城
県
吉
田
川
が
越
水
し
破
堤
し

た
。
宮
城
県
内
死
者
５
人
。
北
上
川
下
流
工
事
事
務
所
編
・
発
行
『
吉
田
川
洪
水
写

真
集
』（
昭
和
61
年
）。

　

昭
和
61
年
８
月
６
日
、
台
風
10
号
で
小
貝
川
が
破
堤
。
下
館
工
事
事
務
所
編
・
発

行
『
小
貝
川
の
洪
水
─
昭
和
61
年
８
月
台
風
10
号
洪
水
写
真
集
』（
昭
和
62
年
）。
遊
水
地

が
で
き
る
。
関
東
地
方
建
設
局
編
・
発
行
『
昭
和
61
年
８
月
洪
水　

水
害
』（
昭
和
62
年
）。

茨
城
県
明
野
町
編
・
発
行
『
昭
和
61
年
８
月
洪
水　

水
害
』（
昭
和
62
年
）。

　

昭
和
62
年
８
月
16
～
17
日
、
岩
手
県
山
間
部
で
は
２
０
０
㎜
以
上
の
大
雨
が
降
り
、

北
上
川
流
域
に
お
け
る
一
関
市
、
平
泉
町
な
ど
が
被
害
を
受
け
た
。
岩
手
工
事
事
務

所
編
・
発
行
『
北
上
川
上
流
62
・
８ 

洪
水
写
真
集
』（
昭
和
62
年
）。

　

昭
和
63
年
７
月
21
日
午
前
３
時
、
広
島
県
加
計
町
、
浜
田
市
で
は
雨
が
滝
の
よ
う

に
落
ち
て
き
た
。
中
国
新
聞
社
編
・
発
行
『
集
中
豪
雨
を
追
う
』（
渓
水
社
・
平
成
元
年
）。

４
．
平
成
元
年
（
１
９
８
９
）
～
平
成
15
年
（
２
０
０
３
）
の
水
害

　

平
成
元
年
８
月
５
～
７
日
、
台
風
13
号
が
福
島
市
、
原
町
、
飯
館
村
、
浪
江
町
を
襲

っ
た
。
福
島
県
原
町
建
設
事
務
所
編
・
発
行
『
平
成
元
年
台
風
来
た
る
』（
平
成
２
年
）。

　

平
成
２
年
７
月
１
～
２
日
、
台
風
６
号
は
六
角
川
上
流
で
時
間
雨
量
70
㎜
に
達
し
、

９
カ
所
で
破
堤
。
武
雄
工
事
事
務
所
編
・
発
行
『
六
角
川
平
成
２
年
７
月
出
水
記
録
』

（
平
成
５
年
）。
一
方
、
松
浦
川
も
被
害
を
受
け
る
。
同
編
・
発
行
『
松
浦
川
平
成
２
年

７
月
２
日
出
水
記
録
』（
平
成
４
年
）。

　

平
成
２
年
７
月
２
日
、
阿
蘇
山
の
高
岳
を
中
心
に
降
水
量
３
３
８
・
５
㎜
、
最
大
時

間
雨
量
58
㎜
に
及
ぶ
。
阿
蘇
盆
地
に
山
崩
れ
が
起
こ
り
大
災
害
と
な
る
。
死
者
11
人
。

一
の
宮
町
編
・
発
行
『
一
の
宮
町
大
水
害
の
記
録
』（
平
成
７
年
）。

　

平
成
２
年
９
月
17
～
18
日
、
台
風
19
号
が
近
畿
地
方
を
襲
い
、
豊
岡
市
で
は
総
雨

量
４
０
０
㎜
に
達
し
、
新
宮
川
、
揖
保
川
、
由
良
川
な
ど
が
氾
濫
し
た
。
近
畿
地
方
建

設
局
編
・
発
行
『
平
成
２
年
台
風
19
号
出
水
記
録
』（
平
成
３
年
）。

　

平
成
３
年
６
月
、
雲
仙
普
賢
岳
噴
火
。
火
砕
流
で
43
人
亡
く
な
る
。

　

平
成
５
年
の
夏
、
鹿
児
島
で
は
集
中
豪
雨
、
台
風
に
よ
っ
て
山
が
崩
れ
、
人
は
土

砂
に
埋
ま
り
海
の
な
か
に
流
さ
れ
た
。
死
者
１
２
２
人
。
南
日
本
新
聞
社
編
・
発
行

『
報
道
写
真
集
'93
夏
鹿
児
島
風
水
害
』（
平
成
５
年
）。

　

平
成
５
年
７
月
、
北
海
道
南
西
沖
地
震
で
２
３
１
人
亡
く
な
る
。

　

平
成
６
年
９
月
22
～
23
日
に
仙
台
都
市
圏
の
東
部
低
平
地
を
襲
っ
た
集
中
豪
雨
は

被
害
額
２
４
６
億
円
。
宮
城
県
土
木
部
編
・
発
行
『
9
・
22
集
中
豪
雨
水
害
記
録
写
真

集　

水
害
』（
平
成
７
年
）。

　

平
成
７
年
１
月
17
日
、
阪
神
・
淡
路
大
地
震
で
６
４
３
７
人
が
亡
く
な
る

　

平
成
７
年
７
月
11
日
、
豪
雨
は
関
川
や
姫
川
に
降
り
つ
づ
き
、
24
時
間
雨
量
１
８
０

㎜
以
上
と
な
り
、
流
域
に
多
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
。
新
潟
日
報
事
業
社
編
・
発
行

『
７
・
11
水
害
』（
平
成
７
年
）。

　

平
成
９
年
７
月
10
日
深
夜
、
大
雨
の
影
響
で
鹿
児
島
県
出
水
市
針
原
川
に
て
土
石

流
災
害
が
発
生
し
、
死
者
21
人
。
針
原
川
土
石
流
災
害
記
録
誌
編
集
委
員
会
編
・
発

行
『
針
原
川
土
石
流
災
害
記
録
誌
』（
平
成
13
年
）。

　

平
成
９
年
９
月
16
日
、
台
風
19
号
に
よ
り
宮
崎
県
北
川
町
に
大
洪
水
が
起
こ
っ
た
。

死
者
１
人
、
町
の
総
世
帯
数
の
４
割
以
上
が
被
災
。
宮
崎
県
北
川
町
編
・
発
行
『
台

風
19
号
大
水
害
』（
平
成
10
年
）。

　

平
成
10
年
９
月
25
日
、
高
知
市
集
中
豪
雨
で
市
内
は
泥
海
と
な
る
。
高
知
新
聞
社

編
・
発
行
『
'98
高
知
大
水
害
の
記
録　

豪
雨
パ
ニ
ッ
ク
』（
平
成
10
年
）。

　

平
成
10
年
８
月
27
日
、
福
島
県
西
郷
村
に
集
中
豪
雨
、
至
る
と
こ
ろ
で
が
け
崩
れ
、

河
川
が
氾
濫
。
死
者
７
人
。
福
島
県
西
郷
村
編
・
発
行
『
西
郷
村
災
害
誌
』（
平
成
13
年
）。

　

平
成
11
年
６
月
、
広
島
土
砂
災
害
32
人
死
者
。
土
砂
災
害
防
止
法
制
定
の
契
機
と

な
る
。

　

平
成
12
年
９
月
11
～
12
日
、
秋
雨
前
線
に
よ
り
名
古
屋
市
な
ど
を
中
心
に
東
海
集

中
豪
雨
。
死
者
10
人
。
都
市
機
能
が
一
時
麻
痺
。
中
部
建
設
協
会
編
・
発
行
『
忘
れ

な
い
、
東
海
豪
雨
─
東
海
豪
雨
か
ら
10
年
』（
平
成
22
年
）。
豊
田
市
矢
作
川
研
究
所
編
・

発
行
『
東
海
豪
雨
─
矢
作
川
流
域
・
記
憶
と
記
録
』（
平
成
14
年
）。

　

平
成
13
年
９
月
６
日
、
高
知
県
南
部
豪
雨
が
襲
っ
た
。
宿
毛
市
の
福
良
川
、
大
月

町
の
才
角
川
な
ど
が
氾
濫
。
四
国
地
方
建
設
局
編
・
発
行
『
高
知
県
西
南
部
豪
雨
災

害
体
験
集　

救
っ
た
の
は
人
の
つ
な
が
り
』（
平
成
14
年
）。

　

平
成
15
年
７
月
20
日
、
熊
本
県
水
俣
市
で
大
雨
に
よ
り
宝
川
内
集
地
区
と
深
川
新

屋
敷
地
区
で
土
石
流
が
起
こ
る
。
死
者
19
人
。
熊
本
市
水
俣
市
編
・
発
行
『
平
成
15

年
水
俣
土
石
流
災
害
記
録
誌
─
災
害
の
教
訓
を
伝
え
る
た
め
に
』（
平
成
20
年
）。

　

平
成
15
年
８
月
９
～
10
日
、
台
風
10
号
が
北
海
道
新
冠
町
に
大
雨
を
降
ら
し
、
厚
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別
川
流
域
で
は
山
腹
崩
壊
が
起
こ
る
。
新
冠
町
編
・
発
行
『
平
成
15
年
発
生
（
２
０
０

３
年
） 
台
風
10
号
災
害
記
録
書
』（
平
成
20
年
）。

　

平
成
15
年
９
月
10
日
か
ら
12
日
に
か
け
て
、
台
風
14
号
が
宮
古
島
地
方
を
襲
っ
た
。

死
者
１
人
。
沖
縄
県
宮
古
島
支
所
編
・
発
行
『
平
成
15
年
台
風
14
号
災
害
記
録
誌
』（
平

成
17
年
）。

５
．
平
成
16
年
（
２
０
０
４
）
～
平
成
30
年
（
２
０
１
８
）
の
水
害

　

平
成
16
年
７
月
13
日
、
豪
雨
で
新
潟
県
を
流
れ
る
刈
谷
田
川
・
五
十
嵐
川
の
堤
防

が
決
壊
。
長
岡
・
三
条
・
見
附
・
栃
尾
・
中
ノ
島
な
ど
が
水
没
、
８
月
18
日
現
在
死

者
15
人
。
新
潟
日
報
新
聞
社
編
・
発
行
『
特
別
報
道
写
真
集
７
・
13
水
害
』（
平
成
16
年
）。

新
潟
県
行
政
書
士
会
編
・
発
行
『
７
・
13
水
害
記
録　

無
料
相
談
Ｑ
＆
Ａ
』（
平
成
17
年
）。

　

香
川
県
で
は
平
成
16
年
８
月
17
日
、
台
風
15
号
に
よ
る
土
石
流
で
死
者
５
人
。
８
月

30
～
31
日
の
台
風
16
号
で
死
者
３
人
。
さ
ら
に
９
月
29
日
の
台
風
21
号
、
10
月
20
日

台
風
23
号
に
て
死
者
・
行
方
不
明
者
11
人
。
香
川
大
学
平
成
16
年
台
風
災
害
調
査
団

編
・
発
行
『
香
川
大
学
平
成
16
年
台
風
災
害
調
査
団
報
告
書
』（
平
成
17
年
）。

　

平
成
16
年
10
月
20
日
、
台
風
23
号
は
四
国
・
近
畿
地
方
を
襲
っ
た
。
円
山
川
、
由

良
川
な
ど
が
氾
濫
し
た
。
神
戸
新
聞
但
馬
総
局
編
『
円
山
川
決
壊
─
台
風
23
号
記
録

と
検
証
』（
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
・
平
成
17
年
）。
植
村
善
博
著
『
台
風
23
号
災
害

と
水
害
環
境
─
２
０
０
４
年
京
都
府
丹
後
地
方
の
事
例
』（
海
青
社
・
２
０
０
５
）。
中
島

明
子
著
『
バ
ス
水
没
事
故　

幸
せ
を
く
れ
た
10
時
間
』（
朝
日
新
聞
出
版
・
２
０
０
９
）。

　

平
成
18
年
７
月
15
～
19
日
、
長
野
県
岡
谷
市
に
大
雨
が
降
り
つ
づ
け
、
各
地
で
同

時
多
発
的
な
土
石
流
が
発
生
。
死
者
８
人
。
岡
谷
市
編
・
発
行
『
忘
れ
ま
じ
豪
雨
災

害
─
平
成
18
年
７
月
豪
雨
災
害
の
記
録
』（
２
０
０
９
）。
岡
谷
市
橋
原
区
編
・
発
行
『
災

害
の
無
い
郷
土
へ
…
平
成
18
年
７
月　

豪
雨
土
石
流
災
害
記
録
』（
平
成
20
年
）。

　

平
成
22
年
10
月
18
～
20
日
、
奄
美
大
島
の
奄
美
市
、
大
和
町
、
瀬
戸
内
町
付
近
に

時
間
雨
量
１
２
０
㎜
の
雨
が
降
っ
た
。
11
月
16
日
現
在
死
者
３
人
。
九
州
大
学
奄
美
大

島
豪
雨
災
害
調
査
団
編
・
発
行
『
平
成
22
年
10
月
鹿
児
島
県
奄
美
大
島
地
区
豪
雨
災

害
調
査
報
告
書
』（
平
成
23
年
）。

　

平
成
23
年
３
月
11
日
、
東
日
本
大
震
災
２
万
２
１
９
９
人
亡
く
な
る
。

　

平
成
23
年
９
月
、
台
風
12
号
は
奈
良
、
和
歌
山
、
三
重
に
お
け
る
紀
伊
半
島
に
記

録
的
な
豪
雨
を
も
た
ら
し
た
。
熊
野
川
な
ど
が
氾
濫
し
、
那
智
川
で
は
大
規
模
な
土

石
流
が
発
生
し
た
。
死
者
・
行
方
不
明
者
98
人
。「
50
年
に
一
度
」
規
模
の
災
害
が
想

定
さ
れ
る
時
に
出
す
「
特
別
警
報
」
導
入
の
契
機
に
な
る
。
熊
野
新
聞
社
編
・
発
行

『
熊
野
地
域
を
襲
っ
た
台
風
12
号
災
害
記
録
』（
平
成
23
年
）。
和
歌
山
県
編
・
発
行
『
紀

伊
半
島
大
水
害
記
録
誌
』（
平
成
25
年
）。

　

平
成
24
年
７
月
３
～
４
日
、
11
～
14
日
、
梅
雨
前
線
豪
雨
が
九
州
北
部
地
域
を
襲
っ

た
。
筑
後
川
、
矢
部
川
、
山
国
川
、
遠
賀
川
、
白
川
な
ど
が
被
災
す
る
。
死
者
・
行

方
不
明
者
31
人
。
土
木
学
会
九
州
北
部
豪
雨
災
害
調
査
団
編
・
発
行
『
平
成
24
年
７

月
九
州
北
部
豪
雨
災
害
調
査
団
報
告
書
』（
平
成
25
年
）。
福
岡
県
県
土
整
備
部
編
・
発
行

『
平
成
24
年
７
月
梅
雨
前
線
豪
雨
の
災
害
記
録
』（
平
成
26
年
）。
柳
川
市
編
・
発
行
『
平

成
24
年
九
州
北
部
豪
雨
に
よ
る
７
・
14
災
害
の
記
録
』（
平
成
25
年
）。
八
女
消
防
本
部

編
・
発
行
『
平
成
24
年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
災
害
誌
』（
平
成
25
年
）。
う
き
は
市
編
・
発

行
『
平
成
24
年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
災
害
記
録
誌
』（
平
成
26
年
）。

　

平
成
25
年
10
月
、
伊
豆
大
島
で
台
風
26
号
の
豪
雨
に
よ
り
土
石
流
が
発
生
、
43
人

が
亡
く
な
る
。

　

平
成
26
年
８
月
20
日
、
広
島
市
安
佐
南
区
な
ど
に
時
間
雨
量
１
０
０
㎜
の
豪
雨
に
よ

り
、
死
者
77
人
。
中
国
新
聞
社
編
・
発
行
『
２
０
１
４
・
８
・
20
広
島
土
砂
災
害
』（
平

成
26
年
）。

　

平
成
27
年
９
月
７
～
11
日
、
台
風
17
号
に
よ
る
影
響
で
鬼
怒
川
上
流
域
の
３
日
間
雨

量
が
５
０
１
㎜
と
い
う
豪
雨
に
。
鬼
怒
川
で
は
決
壊
１
カ
所
、
溢
水
７
カ
所
が
発
生
。

死
者
８
人
。
土
木
学
会
な
ど
に
よ
る
『
平
成
27
年
９
月
関
東
・
東
北
豪
雨
に
よ
る
関

東
地
方
災
害
報
告
書
』（
平
成
28
年
）。

　

平
成
28
年
４
月
、
熊
本
地
震
２
７
３
人
亡
く
な
る
。

　

平
成
28
年
８
月
、
北
海
道
に
７
号
、
９
号
、
10
号
、
11
号
と
四
つ
の
台
風
が
連
続
し

て
上
陸
し
、
利
別
川
、
足
寄
川
、
常
呂
川
、
辺
別
川
な
ど
96
の
河
川
が
氾
濫
。
死
者
・

行
方
不
明
者
６
人
。
北
海
道
新
聞
社
編
・
発
行
『
連
続
台
風　

道
新
報
道　

記
録
と

防
災
』（
平
成
28
年
）。

　

平
成
29
年
７
月
５
日
、
線
状
降
水
帯
が
筑
後
川
右
岸
側
中
小
河
川
に
お
け
る
朝
倉

市
、
東
峰
村
、
日
田
市
を
襲
う
。
死
者
・
行
方
不
明
者
44
人
。
西
日
本
新
聞
社
編
・

発
行
『
平
成
29
年
７
月　

九
州
北
部
豪
雨
大
水
害
の
記
録
』（
平
成
29
年
）。
日
本
応
用
地

質
学
会
編
・
発
行
『
２
０
１
７
年
九
州
北
部
豪
雨
災
害
調
査
団
報
告
書
』（
平
成
30
年
）。

　

平
成
30
年
６
月
、
大
阪
北
部
地
震
６
人
亡
く
な
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
塀
倒
壊
に
よ
り
女

の
子
死
亡
。

　

平
成
30
年
７
月
７
日
、
大
豪
雨
に
よ
っ
て
広
島
・
岡
山
、
岐
阜
、
愛
媛
、
京
都
な

ど
11
府
県
の
広
範
囲
に
災
害
を
も
た
ら
す
。
死
者
・
行
方
不
明
者
２
３
２
人
。
中
國
新

聞
社
編
・
発
行
『
西
日
本
豪
雨　

２
０
１
８
・
７
』（
平
成
30
年
）。
山
陽
新
聞
社
編
・
発

行
『
２
０
１
８ 

西
日
本
豪
雨　

岡
山
の
記
録
』（
平
成
30
年
）。

　

平
成
30
年
９
月
、
北
海
道
地
震
42
人
亡
く
な
る
。
ほ
ぼ
道
内
全
域
で
停
電
と
な
る
。

◇

　

平
成
時
代
の
水
害
は
、
地
球
温
暖
化
の
影
響
で
雨
の
降
り
方
が
時
間
雨
量
１
０
０
㎜

を
超
え
る
こ
と
も
稀
で
な
く
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
都
市
化
が
進
み
、
傾
斜
地
で
も

宅
地
化
が
進
み
、
土
砂
災
害
な
ど
で
被
害
が
多
く
な
っ
た
。
山
本
晴
彦
著
『
平
成
の

風
水
害
』（
農
林
統
計
出
版
（
株
）・
２
０
１
４
）、
牛
山
素
行
著
『
豪
雨
の
災
害
情
報
学
』

（
古
今
書
院
・
平
成
24
年
）
は
と
も
に
平
成
の
災
害
を
分
析
す
る
。
持
ち
家
社
会
が
進
む

今
日
、
釜
井
俊
孝
著
『
宅
地
崩
壊
─
な
ぜ
都
市
で
土
砂
災
害
が
起
こ
る
の
か
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ

出
版
新
書
・
２
０
１
９
）
は
、
宅
地
災
害
を
防
ぐ
に
は
河
川
学
者
と
地
形
学
者
と
の
コ
ラ

ボ
が
必
要
だ
と
指
摘
す
る
。

　

そ
の
水
害
減
災
対
応
策
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
ハ
ー
ド
対
策
と
ソ
フ

ト
対
策
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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６
．
災
害
伝
承

　

古
代
か
ら
全
国
的
に
災
害
は
起
こ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
地
域
に
は
必
ず
先
人
た
ち

が
災
害
に
関
す
る
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
災
害
は
繰
り
返
し
起
こ
る
こ
と
か
ら
水

害
碑
を
つ
く
り
、
そ
の
教
訓
を
後
世
に
遺
し
て
い
る
。

　

高
橋
和
雄
編
著
『
災
害
伝
承
─
命
を
守
る
地
域
の
知
恵
』（
古
今
書
院
・
２
０
１
４
）
で

は
、
２
０
１
１
年
３
月
の
東
日
本
大
震
災
で
過
去
に
発
生
し
た
津
波
の
災
害
伝
承
が
継

承
さ
れ
て
い
る
地
域
で
は
人
的
被
害
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
。
災
害
対
策
基
本
法
に

災
害
教
訓
の
継
承
が
明
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
防
災
教
育
が
努
力
義
務
化
さ
れ
た
。

こ
の
書
で
は
、
災
害
古
文
書
、
災
害
の
石
碑
、
災
害
遺
構
の
保
存
を
指
摘
す
る
。
避

難
す
る
と
こ
ろ
を
決
め
て
、
災
害
が
起
こ
っ
た
ら
、
個
人
で
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
逃

げ
る
が
一
番
で
あ
る
。

　

災
害
遺
蹟
を
整
理
し
た
書
、
砂
防
広
報
セ
ン
タ
ー
編
・
発
行
『
碑
文
が
語
る
土
砂

災
害
と
の
闘
い
の
歴
史
』（
平
成
10
年
）
に
は
、
昭
和
７
年
の
岐
阜
県
中
津
川
支
川
四
ツ

目
川
の
集
中
豪
雨
に
伴
う
「
四
津
目
川
上
流
砂
防
記
念
碑
」、
昭
和
13
年
の
阪
神
大
水

害
「
水
災
記
念
の
碑
」、
昭
和
20
年
の
枕
崎
台
風
に
伴
う
「
京
大
原
爆
災
害
調
査
班
遭

難
記
念
碑
」、
昭
和
33
年
狩
野
川
台
風
に
関
す
る
「
狩
野
川
台
風
復
興
記
念
碑
」、
昭

和
57
年
７
月
に
起
こ
っ
た
災
害
「
長
崎
大
水
害
碑
」
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

服
部
勇
次
著
・
発
行
『
伊
勢
湾
台
風
碑
を
訪
ね
て
32
基
』（
平
成
２
年
）
は
、
桑
名
市
小

貝
須
に
お
け
る
「
伊
勢
湾
台
風
不
忘
碑
」
の
碑
文
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
昭
和
34
年
９
月
26
日
夜
、
伊
勢
湾
台
風
は
、
大
き
な
つ
め
あ
と
を
当
地
方
に
残
し

て
去
っ
た
。
爾
来
既
に
３
年
、
寸
断
さ
れ
た
海
岸
及
び
河
川
堤
防
は
旧
に
倍
し
堅
牢

強
固
な
も
の
に
改
良
改
築
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
当
時
の
犠
牲
者
の
霊
に
対
し
心
か
ら

哀
悼
の
誠
を
捧
げ
る
と
と
も
に
こ
の
未
曾
有
の
災
禍
を
永
く
市
民
の
心
に
銘
し
、
将

来
再
び
か
か
る
惨
禍
の
な
い
こ
と
を
念
じ
、
本
碑
を
建
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和

37
年
秋　

桑
名
市
長　

水
谷 

昇　

誌
」。

　

愛
媛
大
学
「
四
国
防
災
八
十
八
話
」
編
集
委
員
会
編
『
四
国
防
災
八
十
八
話
』（
四
国

地
方
整
備
局
・
平
成
20
年
）
は
、
防
災
に
関
す
る
先
人
た
ち
の
知
恵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

佐
賀
県
は
、
防
災
士
会
編
・
発
行
『
佐
賀
県
の
災
害
歴
史
遺
産
』（
平
成
27
年
）
で
は
、

文
政
11
年
の
シ
ー
ボ
ル
ト
台
風
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
宮
崎
県
土
木
部
編
・
発
行

『
宮
崎
県
に
お
け
る
災
害
文
化
の
伝
承
』（
平
成
18
年
）
が
あ
る
。

７
．
日
本
の
伝
統
的
な
治
水
方
法

　

日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
河
川
は
急
峻
で
あ
り
、
気
象
的
に
は
梅
雨
期
と
台
風
期
は
特
に

大
雨
と
な
り
、
水
害
は
至
る
と
こ
ろ
で
起
こ
り
、
人
的
、
物
的
被
害
を
及
ぼ
し
て
き
た
。

河
川
を
治
め
る
方
法
は
、
時
間
的
、
空
間
的
、
地
域
的
に
い
か
に
水
を
制
御
す
る
か
に

か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
ハ
ー
ド
の
面
で
は
河
川
改
修
、
水
制
の
施
工
、
堤
防
の
強

化
、
捷
水
路
、
放
水
路
、
分
水
路
、
霞
堤
、
遊
水
地
、
砂
防
ダ
ム
、
ダ
ム
の
築
造
な
ど

が
と
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
水
害
防
備
林
、
森
林
の
整
備
も
必
要
で
あ
る
。

　

眞
田
秀
吉
著
『
日
本
水
制
工
論
』（
岩
波
書
店
・
１
９
３
２
）
で
は
、
わ
が
国
の
古
今
の

河
川
工
法
に
つ
い
て
、「
川
除
御
普
請
定
法
」、「
堤
堰
秘
書
」、「
治
水
圖
彙
」、「
堤
防

圖
彙
」、「
疏
導
要
書
」、「
地
方
凡
例
録
」
な
ど
か
ら
引
用
し
、
図
と
と
も
に
ま
と
め
て

い
る
。
芝
工
法
覆
、
石
積
工
、
籠
工
法
覆
、
捨
石
、
粗
朶
沈
床
工
、
蛇
籠
、
牛
枠
、

聖
牛
、
片
枠
、
粗
朶
沈
床
工
な
ど
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
工
法
に
お
け
る
単
位
当
材

料
労
力
表
を
附
す
。

　

日
本
蛇
籠
協
会
編
・
発
行
『
蛇
籠
の
知
識
』（
昭
和
38
年
）
に
は
、
今
か
ら
２
０
０
０

年
前
、
中
国
に
お
い
て
河
川
工
事
に
使
用
さ
れ
、
日
本
で
は
古
事
記
（
和
銅
５
年
）
に

記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
蛇
籠
が
広
く
使
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
安
土
桃
山
時
代
以
降
で
、
武
田
信
玄
の
創
案
に
な
る
聖
牛
な

ど
の
重
し
籠
に
使
わ
れ
て
い
る
。
江
戸
期
木
曾
川
大
洪
水
災
害
復
旧
工
事
に
竹
蛇
籠

が
大
々
的
に
使
用
さ
れ
た
。
蛇
籠
工
法
の
特
性
に
つ
い
て
、
工
法
、
材
料
の
取
得
、

作
業
方
法
が
簡
単
な
こ
と
、
し
な
や
か
で
あ
り
粗
度
係
数
が
大
き
い
こ
と
、
工
期
が

短
い
こ
と
、
経
済
的
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

金
子
一
郎
・
藤
田
力
著
『
粗
朶
沈
床
』（
日
本
河
川
協
会
・
平
成
８
年
）、
粗
朶
工
法
編

集
委
員
会
編
『
わ
か
り
や
す
い
粗
朶
工
法
の
施
工
事
例
集
』（
北
陸
建
設
弘
済
会
・
平
成
11

年
）
が
あ
る
。
粗
朶
沈
床
は
河
川
の
護
岸
、
水
制
の
根
固
工
と
し
て
、
明
治
初
期
、
オ

ラ
ン
ダ
人
技
術
者
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
伝
統
的
工
法
で
あ
る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

法
が
主
に
な
っ
て
き
た
が
、
河
川
に
お
け
る
生
態
系
保
全
の
観
点
か
ら
、
多
自
然
型

工
法
の
開
発
・
普
及
が
進
め
ら
れ
、
自
然
石
や
竹
木
な
ど
の
天
然
の
材
料
を
活
か
す

工
法
が
見
直
さ
れ
て
き
た
。

　

伝
統
的
な
河
川
工
法
に
つ
い
て
、
富
野
章
著
『
日
本
の
伝
統
的
河
川
工
法
』（
信
山
社

サ
イ
テ
ッ
ク
・
２
０
０
２
）
に
は
、
霞
堤
、
雁
堤
な
ど
の
堤
防
、
遊
水
地
・
轡く

つ
わ塘

、
輪
中
、

水
屋
、
水
害
防
備
林
を
は
じ
め
両
岸
の
決
壊
防
止
に
植
栽
し
た
笹
や
竹
藪
、
柳
も
含

ま
れ
る
。
ま
た
、
河
川
伝
統
工
法
研
究
会
編
『
河
川
伝
統
工
法
』（（
株
）
地
域
開
発
研
究

所
・
１
９
９
５
）
に
よ
る
と
、「
も
と
も
と
河
川
伝
統
工
法
が
行
な
わ
れ
て
き
た
時
代
の

治
水
の
考
え
方
は
『
減
勢
治
水
』
で
あ
り
、
洪
水
を
完
全
に
防
禦
す
る
の
で
な
く
、

そ
の
勢
い
を
弱
め
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
」
と
あ
る
。

　

輪
中
に
つ
い
て
、
安
藤
萬
壽
男
著
『
輪
中
─
そ
の
形
成
と
推
移
』（
大
明
堂
・
昭
和
63

年
）、
松
尾
國
松
著
『
濃
尾
に
於
け
る
輪
中
の
史
的
研
究
』（
大
衆
書
房
・
平
成
５
年
）、
伊

藤
安
男
編
・
著
『
変
容
す
る
輪
中
』（
古
今
書
院
・
１
９
９
６
）。
水
屋
・
水
塚
に
つ
い
て
、

志
木
ま
る
ご
と
博
物
館
河
童
の
つ
づ
ら
編
『
水
塚
の
文
化
誌
』
は
、
志
木
市
・
宗
岡

荒
川
下
流
域
の
水
塚
の
調
査
で
あ
る
。
水
害
防
備
林
に
つ
い
て
、
上
田
弘
一
郎
著

『
水
害
防
備
林
』（
産
業
図
書
（
株
）・
昭
和
30
年
）、
土
木
研
究
所
編
・
発
行
『
水
害
防
備

林
調
査
』（
昭
和
62
年
）
が
あ
る
。

８
．
堤
防
の
強
化

　

前
述
の
よ
う
に
、
明
治
か
ら
平
成
ま
で
水
災
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
き
た
が
、
ほ
と

ん
ど
の
河
川
で
は
、
豪
雨
に
よ
る
堤
防
の
決
壊
で
、
多
く
の
人
命
と
財
産
が
喪
失
し
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て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

二
宮
金
次
郎
は
、
天
明
７
年
（
１
７
８
７
）
酒
匂
川
下
流
域
の
小
田
原
の
生
ま
れ
で
、

少
年
時
代
に
酒
匂
川
の
水
害
に
遭
遇
し
一
家
の
田
畑
を
失
っ
た
。
病
父
に
代
わ
っ
て

堤
防
工
事
に
出
て
い
る
が
子
ど
も
の
た
め
に
力
仕
事
は
で
き
ず
、
作
業
人
の
草
履
を

夜
な
べ
し
て
つ
く
っ
た
。
12
歳
の
と
き
、
松
苗
を
売
っ
て
い
る
商
人
か
ら
残
っ
て
い

る
苗
を
買
い
、
松
苗
を
植
え
、
堤
防
に
来
て
は
蛇
籠
を
つ
く
っ
た
。
金
次
郎
は
堤
防

の
強
化
が
重
要
だ
と
、
認
識
し
て
い
た
。

　

吉
川
勝
秀
編
著
『
河
川
堤
防
学
─
新
し
い
河
川
工
学
』（
技
報
堂
出
版
・
２
０
０
８
）
で

は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
歴
史
的
変
遷
を
経
て
形
成
さ
れ
た
流
路
に
沿
っ
て
築
か
れ
た

河
川
堤
防
の
特
徴
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

①
河
川
は
そ
の
位
置
を
人
為
的
に
自
由
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
②
連
続
す

る
堤
防
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
形
条
件
、
地
盤
条
件
の
と
こ
ろ
を
通
る
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
。
こ
の
た
め
多
様
な
基
礎
地
盤
の
条
件
下
に
あ
る
。
③
河
川
堤
防
の
基
盤
は

川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
堆
積
さ
れ
た
土
砂
で
形
成
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
複
雑
な

構
造
と
な
っ
て
い
る
。
④
河
川
堤
防
は
、
過
去
幾
度
に
も
わ
た
っ
て
嵩
上
げ
や
腹
付

け
が
繰
り
返
さ
れ
て
で
き
た
歴
史
的
構
造
物
で
あ
り
、
堤
体
に
は
多
様
な
材
料
が
使

わ
れ
て
い
る
。
⑤
降
雨
や
河
川
水
に
外
力
は
、
自
然
そ
の
も
の
で
あ
り
、
人
為
的
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
。

　

堤
防
の
決
壊
の
原
因
に
つ
い
て
、
①
越
水
、
②
堤
防
一
般
部
の
浸
透
、
③
構
造
物

周
り
の
浸
透
（
漏
水
）、
④
洗せ

ん
く
つ掘

を
挙
げ
る
。
抜
本
的
に
は
水
が
堤
防
を
越
え
る
こ
と

が
な
い
堤
防
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
の
は
不
可

能
で
あ
る
。
遊
水
地
、
霞
堤
を
設
け
、
上
下
流
で
相
対
的
に
水
害
被
害
が
小
さ
な
区

間
を
氾
濫
さ
せ
る
選
択
を
と
る
。
連
続
堤
防
で
は
越
流
堤
防
を
部
分
的
に
設
け
る
。

　

昭
和
10
年
の
小
貝
川
左
岸
高
須
で
の
越
水
に
よ
る
堤
防
決
壊
、
昭
和
61
年
の
小
貝

川
左
岸
明
野
町
赤
浜
で
の
越
水
に
よ
る
堤
防
決
壊
に
対
し
て
論
じ
る
。
堤
防
決
壊
と

な
る
浸
透
、
構
造
物
周
り
（
樋
管
な
ど
）
決
壊
、
洗
掘
の
原
因
と
堤
防
の
設
計
・
補
強

論
─
横
断
構
造
物
と
し
て
の
堤
防
論
を
論
じ
る
と
と
も
に
、
越
水
な
ど
に
よ
る
こ
れ

ら
の
堤
防
決
壊
回
避
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
吉
川
勝
秀
著
『
新
河
川
堤

防
学
』（
技
報
堂
出
版
・
２
０
１
１
年
）
は
、
河
川
堤
防
シ
ス
テ
ム
の
整
備
と
管
理
の
実
際

を
考
察
す
る
。

　

中
島
秀
雄
著
『
図
説　

河
川
堤
防
』（
技
報
堂
出
版
・
２
０
０
３
）、
山
本
晃
一
著
『
河

川
堤
防
の
技
術
史
』（
技
報
堂
出
版
・
２
０
１
７
）
が
あ
る
。

９
．
放
水
路
の
建
設

　

前
述
の
よ
う
に
、
台
風
な
ど
に
よ
り
水
害
を
も
た
ら
し
た
河
川
で
は
、
洪
水
の
一

部
を
ほ
か
の
河
道
を
通
じ
て
、
水
を
分
け
る
放
水
路
（
分
水
路
・
捷し

ょ
う
す
い
ろ

水
路
）
の
建
設
が
進

め
ら
れ
た
。
そ
の
建
設
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
追
っ
て
み
る
。

　

岩
屋
隆
夫
著
『
日
本
の
放
水
路
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
２
０
０
４
）
は
、
全
国
の
放
水

路
、
石
狩
川
、
荒
川
、
狩
野
川
、
豊
川
、
太
田
川
な
ど
の
放
水
路
に
つ
い
て
現
地
を

踏
査
し
、
そ
れ
を
丹
念
に
分
析
し
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

山
口
甲
・
品
川
守
・
関
博
之
著
『
捷
水
路
』（
北
海
道
河
川
防
災
研
究
セ
ン
タ
ー
・
１
９
９

６
）
は
、
石
狩
川
放
水
路
を
は
じ
め
と
し
て
、
豊
平
川
、
夕
張
川
、
幾
春
別
川
、
美
唄

川
、
雨
竜
川
の
捷
水
路
開
削
工
事
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
の
効
果
と
し
て
河
道
の
安

定
、
河
川
水
位
の
低
下
に
よ
り
氾
濫
が
抑
制
さ
れ
た
。

　

荒
川
放
水
路
は
、
明
治
以
来
東
京
の
洪
水
を
防
止
す
る
た
め
に
、
岩
淵
水
門
地
点

に
お
け
る
４
１
７
０
㎥
／
ｓ
を
隅
田
川
に
８
３
０
㎥
／
ｓ
と
荒
川
放
水
路
へ
３
３
４
０

㎥
／
ｓ
に
流
す
た
め
に
掘
削
さ
れ
た
。
明
治
44
年
に
着
手
し
昭
和
５
年
に
完
成
し
た
。

荒
川
下
流
河
川
事
務
所
編
・
発
行
『
荒
川
放
水
路
変
遷
誌
』（
２
０
１
１
）。

　

狩
野
川
放
水
路
は
、
狩
野
川
の
水
害
を
防
ぐ
た
め
に
昭
和
23
年
に
着
手
し
た
。
昭

和
33
年
９
月
、
狩
野
川
台
風
の
大
被
害
を
受
け
、
河
口
か
ら
18
㎞
地
点
に
放
水
路
計

画
が
見
直
さ
れ
、
昭
和
40
年
７
月
に
完
成
し
た
。
最
大
２
０
０
０
㎥
／
ｓ
を
江
浦
湾
へ

流
下
さ
せ
る
。
狩
野
川
に
は
治
水
・
利
水
ダ
ム
が
築
造
さ
れ
て
い
な
い
。
放
水
路
は

水
害
抑
制
に
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。

　

昭
和
49
年
７
月
７
～
８
日
の
七
夕
豪
雨
を
契
機
と
し
て
、
大
谷
川
放
水
路
、
麻あ

さ
は
た

機
多

目
的
遊
水
地
が
築
造
さ
れ
た
。
大
谷
川
と
巴
川
と
を
結
び
、
巴
川
上
流
部
の
流
水
を

支
流
の
後
久
川
流
路
を
使
っ
て
大
谷
川
へ
分
流
し
て
駿
河
湾
に
流
出
さ
せ
る
。
静
岡
・

清
水
平
野
の
水
害
減
災
対
策
で
あ
る
。
静
岡
編
総
合
管
理
公
社
編
『
記
念
誌
「
大
谷

川
放
水
路
」』（
巴
川
流
域
総
合
治
水
対
策
協
議
会
・
平
成
11
年
）。

　

ほ
か
に
、
国
土
開
発
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
三
沢
川
分
水

路
工
事
誌
』（
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
・
昭
和
60
年
）、
神
奈
川
県
・
横
浜
市
編
・
発
行
『
帷

子
川
分
水
路
建
設
工
事
記
念
誌
』（
平
成
９
年
）、
信
濃
川
下
流
工
事
事
務
所
編
・
発
行

『
関
屋
分
水
路
事
業
誌
』（
昭
和
60
年
）、
大
河
津
分
水
の
小
説
田
村
喜
子
著
『
物
語 

分
水

路
』（
鹿
島
出
版
会
・
１
９
９
０
）、
豊
橋
工
事
事
務
所
編
・
発
行
『
豊
川
放
水
路
工
事
誌

（
上
・
下
巻
）』（
昭
和
42
年
）、
琵
琶
湖
工
事
事
務
所
編
・
発
行
『
野
洲
川
放
水
路
工
事
誌
』

（
昭
和
60
年
）、
野
洲
川
放
水
路
の
小
説
田
村
喜
子
著
『
野
洲
川
物
語
』（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出

版
・
２
０
０
４
）
な
ど
が
あ
る
。

　

水
災
の
減
災
に
は
、
当
然
ハ
ー
ド
対
策
も
必
要
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
ソ
フ
ト

対
策
も
ま
た
大
切
で
あ
る
。

10
．
ソ
フ
ト
対
策
に
よ
る
減
災
対
応

（
１
）
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

　

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、「
災
害
予
測
地
図
」（
防
災
地
図
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
マ
ッ
プ

は
１
９
９
５
年
の
阪
神
・
淡
路
大
地
震
を
き
っ
か
け
に
、
多
数
の
自
治
体
で
作
成
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
実
際
に
神
戸
や
淡
路
島
の
真
下
に
は
活
断
層
が
走
っ
て
い
た
。
そ

れ
は
一
般
的
に
は
知
ら
さ
れ
て
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

鈴
木
康
弘
編
『
防
災
・
減
災
に
つ
な
げ
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
か
し
方
』（
岩
波
書

店
・
２
０
１
５
）
は
、
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
津
波
、
水
害
、
土
砂
災
害
、
火
山
、

活
断
層
と
地
震
、
液
状
化
に
か
か
わ
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
図
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は
、
地
域
の
人
々
と
一
緒
に
現
地
を
踏
査
し
て
作
成
し
、
危
険
箇
所
を
知ち

 
し
つ悉

し
、
防

災
教
育
に
取
り
組
み
こ
と
も
必
要
だ
と
指
摘
す
る
。
日
本
河
川
協
会
編
・
発
行
『
全

国
の
浸
水
実
績
図
（
Ｉ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
巻
）』（
平
成
３
年
）、
福
島
県
土
木
部
編
・
発
行
『
浸
水

実
績
図
』（
平
成
３
年
）。

　

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
は
「
災
害
発
生
前
の
猶
予
時
間
（
前
兆
段
階
）
を
利
用
し
て
事
前
に

防
災
行
動
を
行
な
い
、
人
的
被
害
の
防
止
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ

る
。
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
作
成
に
必
要
な
七
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
る
。

　

①
対
象
と
す
る
災
害
種
別
（
河
川
の
氾
濫
な
ど
）
の
設
定
、
②
対
象
災
害
の
具
体
的
な

検
討
シ
ナ
リ
オ
の
設
定
、
③
対
象
災
害
に
よ
る
影
響
（
リ
ス
ク
）
の
洗
い
出
し
、
④
検

討
の
場
に
参
画
す
る
主
体
（
機
関
や
部
署
な
ど
）
の
整
理
、
⑤
影
響
や
被
害
を
防
止
・
軽

減
す
る
た
め
の
行
動
の
抽
出
、
⑥
行
動
の
実
施
手
順
実
施
タ
イ
ミ
ン
グ
の
検
討
、
⑦

行
動
の
実
施
主
体
や
連
携
体
制
の
合
意
形
成
を
行
な
う
。

　

松
尾
一
郎
・
Ｃ
ｅ
Ｍ
Ｉ
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
研
究
会
編
著
『
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
─
日
本
の
防

災
対
策
が
変
わ
る
』（
日
刊
建
設
工
業
新
聞
社
・
２
０
１
６
）
に
は
、
三
重
県
紀
宝
町
が
全

国
初
の
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
を
作
成
し
た
。
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
関
西
電
力
（
株
）、
電

源
開
発
（
株
）、
国
土
交
通
省
、
津
地
方
気
象
台
、
三
重
県
が
入
っ
て
い
る
。
災
害
が

多
く
発
生
す
る
今
日
、
家
族
に
お
い
て
も
、
災
害
に
対
す
る
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
を
作
成

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
２
）
公
助
・
共
助
・
自
助
そ
し
て
近
助

　

山
村
武
彦
著
『
近
助
の
精
神
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
・
平
成
24
年
）
に
よ
れ
ば
、
災

害
対
応
に
対
し
、
公
助
・
共
助
・
自
助
の
精
神
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
原
点
は
、

米
沢
藩
の
上
杉
鷹
山
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
鷹
山
は
、
藩
財
政
の
逼
迫
対
策
と
し
て

次
の
こ
と
を
実
施
し
た
。
①
自
助
・
自
ら
を
助
け
る
と
し
て
、
武
士
と
い
え
ど
も
農

林
作
業
と
し
て
漆
や
楮こ

う
ぞ、

桑
、
紅
花
の
栽
培
を
奨
励
す
る
。
②
互
助
・
近
隣
社
会
が

互
い
に
助
け
合
う
と
し
て
、
武
士
た
ち
数
名
が
、
古
い
橋
の
修
理
を
行
な
っ
た
。
③

扶
助
・
藩
政
府
が
手
を
貸
し
て
、
天
明
の
大
飢
饉
の
と
き
は
、
藩
士
、
領
民
区
別
な

く
、
米
３
合
を
支
給
し
、
粥
と
し
て
食
べ
さ
せ
、
酒
田
、
越
後
か
ら
米
の
買
い
入
れ

を
実
施
し
、
米
沢
藩
は
一
人
の
餓
死
者
も
出
な
か
っ
た
。

　

三
助
に
加
え
て
近
助
の
精
神
を
強
調
す
る
。
宮
城
県
気
仙
沼
市
唐
桑
町
小
鯖
地
区

の
防
災
隣
組
の
防
災
実
施
の
取
り
組
み
を
挙
げ
て
い
る
。
標
高
20
ｍ
以
上
に
避
難
場
所

12
カ
所
設
置
、
避
難
路
を
示
し
た
小
鯖
地
区
防
災
マ
ッ
プ
の
作
成
、
避
難
所
経
路
、

避
難
場
所
の
看
板
設
置
、
小
鯖
自
主
防
災
組
織
の
立
ち
上
げ
、
避
難
場
所
ま
で
の
避

難
訓
練
、
災
害
時
安
否
確
認
の
た
め
の
家
族
カ
ー
ド
の
作
成
、
毎
年
避
難
場
所
ま
で

の
避
難
訓
練
、
夜
間
避
難
訓
練
。
２
０
１
１
年
の
地
震
前
の
時
点
ま
で
実
践
的
な
防
災

対
策
が
実
施
さ
れ
、
地
震
が
起
こ
っ
た
際
に
は
、
こ
の
訓
練
が
大
き
な
効
果
を
も
た

ら
し
た
。

　

三
好
亜
矢
子
・
菅
原
康
雄
著
『
減
災
の
処
方
箋
』（
新
評
論
・
２
０
１
５
）
で
は
、
宮
城

県
仙
台
市
東
部
の
郊
外
に
あ
る
福
住
町
の
１
５
０
０
名
の
住
民
た
ち
の
減
災
方
法
、
住

民
の
助
け
合
い
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
福
住
町
は
、
近
く
の
梅
田
川
、
七
北
田
川
か

ら
の
水
害
に
遭
遇
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

一
人
の
犠
牲
者
も
出
さ
な
い
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
助
け
合
う
た

め
の
名
簿
作
成
、
住
民
が
災
害
の
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
心
得
と
役
割
を
明
確
化
、
災

害
時
の
組
織
編
制
と
役
員
担
当
人
員
の
役
割
お
よ
び
連
絡
網
を
組
織
化
し
て
い
る
。

全
員
参
加
型
の
防
火
・
防
災
訓
練
実
施
、
仙
台
市
内
外
の
町
内
会
と
災
害
時
相
互
協

力
協
定
の
締
結
、
そ
し
て
日
常
を
通
じ
て
の
さ
り
げ
な
い
見
守
り
活
動
を
し
て
い
る
。

近
助
の
精
神
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
災
害
支
援
者
支
援
、
災
害
の
法
律

　

緊
急
に
災
害
現
場
に
駆
け
つ
け
、
一
刻
も
早
く
被
害
者
の
救
助
活
動
を
さ
れ
る
の

が
、
警
察
官
、
消
防
士
、
救
急
救
命
士
、
自
衛
官
、
海
上
保
安
庁
職
員
、
医
療
職
、

行
政
職
、
教
職
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
で
あ
る
。
活
動
場
は
、
不
衛
生
で
あ

り
、
日
夜
の
活
動
で
あ
り
、
食
事
も
ま
た
不
規
則
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
災
害
支
援
者
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
支
援
す
る
か
も
重
要
な
こ
と

で
あ
る
。
高
橋
晶
編
著
『
災
害
支
援
者
支
援
』（
日
本
評
論
社
・
２
０
１
８
）
で
は
、
支
援

者
支
援
学
の
確
立
、
極
度
の
ス
ト
レ
ス
下
で
起
こ
り
得
る
反
応
、
救
援
活
動
前
の
準

備
、
救
援
活
動
中
の
ケ
ア
、
救
援
活
動
後
の
ケ
ア
、
災
害
支
援
者
に
対
す
る
フ
ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
、
災
害
支
援
者
家
族
の
支
援
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
被
災
者
の
生
活
再
建
に
関
連
す
る
法
律
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
弁
護
士
連

合
会
災
害
復
興
支
援
委
員
会
編
著
『
弁
護
士
の
た
め
の
水
害
・
土
砂
災
害
対
策
Ｑ
Ａ
』

（
第
一
法
規
・
平
成
27
年
）
は
、
災
害
現
場
に
お
け
る
住
民
か
ら
の
不
動
産
や
公
的
支
援

制
度
、
保
険
な
ど
の
相
談
、
そ
し
て
土
砂
の
撤
去
な
ど
の
応
急
措
置
、
羅
災
証
明
・

義
援
金
・
生
活
支
援
な
ど
に
つ
い
て
答
え
る
。

11
．
お
わ
り
に

　

以
上
、
わ
が
国
に
お
け
る
水
害
に
つ
い
て
、
明
治
期
か
ら
平
成
期
ま
で
、
ど
の
よ

う
な
災
害
が
起
こ
っ
て
き
た
か
を
災
害
誌
の
文
献
を
通
じ
、
そ
し
て
そ
の
対
応
策
も

見
て
き
た
。

　

い
つ
の
時
代
で
も
、
集
中
豪
雨
、
台
風
、
地
震
な
ど
に
よ
る
河
川
の
氾
濫
、
山
崩

れ
に
よ
っ
て
、
人
的
、
物
的
被
害
を
被
っ
て
き
た
。
特
に
平
成
期
で
は
地
震
が
続
き
、

ま
た
地
球
温
暖
化
の
影
響
と
い
え
る
集
中
豪
雨
（
線
状
降
水
帯
）
に
よ
り
時
間
雨
量
が

１
０
０
㎜
を
超
え
る
場
所
が
多
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
都
市
化
が
進
み
、
斜
面
地
や
脆

弱
地
に
住
宅
が
建
設
さ
れ
、
災
害
地
が
増
大
し
た
。

　

減
災
を
図
る
に
は
、
行
政
的
に
も
、
学
際
的
に
も
、
地
域
的
に
も
、
マ
ス
コ
ミ
関

係
者
も
含
め
て
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
一
丸
と
な
っ
て
、
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い

時
代
だ
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
る
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
片
田
敏
孝
著

『
子
ど
も
た
ち
に
「
生
き
抜
く
力
」
を
─
釜
石
の
事
例
に
学
ぶ
津
波
防
災
教
育
』（
フ
レ
ー

ベ
ル
館
・
２
０
１
２
）
も
ま
た
、
減
災
を
考
え
る
た
め
の
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
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成
長
し
て
わ
か
る

ま
ん
じ
ゅ
う
配
り
の
意
味

「
２
個
１
セ
ッ
ト
の
お
ま
ん
じ
ゅ
う
を
、

こ
う
し
て
一
軒
ず
つ
訪
ね
て
は
配
っ
て

回
る
の
で
す
」

　

そ
う
言
い
な
が
ら
ま
ん
じ
ゅ
う
を
手

渡
す
様
子
を
再
現
す
る
の
は
、
長
崎
市

山さ
ん
ぜ
ん川

河ご
う
ち内

地
区
（
以
下
、
山
川
河
内
）
で
自

治
会
長
を
務
め
る
山
口
辰
秋
さ
ん
。
今

回
は
特
別
に
手
づ
く
り
の
ま
ん
じ
ゅ
う

を
用
意
し
て
迎
え
て
く
れ
た
。

　

山
川
河
内
は
１
８
６
０
年
（
万
延
元
）

に
土
砂
災
害
で
33
人
の
犠
牲
者
を
出
し

て
以
来
、
犠
牲
者
の
供
養
と
そ
の
災
害

を
忘
れ
な
い
よ
う
に
14
日
を
月
命
日
と

し
て
各
家
の
持
ち
回
り
で
ま
ん
じ
ゅ
う

を
全
戸
に
配
る
「
念
仏
講
（
注
1
）
ま
ん

じ
ゅ
う
」
を
欠
か
さ
ず
行
な
っ
て
き
た
。

「
誰
か
い
れ
ば
手
渡
し
ま
す
し
、
留
守

な
ら
ば
郵
便
受
け
に
入
れ
て
お
く
。
配

り
終
え
る
ま
で
１
時
間
く
ら
い
で
し
ょ

う
か
」
と
山
口
さ
ん
は
言
う
。

　

た
だ
し
、
ず
っ
と
ま
ん
じ
ゅ
う
を
配

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。「
豆
や
串
団

子
の
と
き
も
あ
り
ま
し
た
。
当
番
の
家

に
あ
る
も
の
を
配
る
の
が
基
本
で
し
た

か
ら
」
と
田
川
正
春
さ
ん
。
ま
ん
じ
ゅ

う
に
決
め
た
の
は
昭
和
40
年
前
後
。
今

は
30
世
帯
だ
が
、
か
つ
て
は
36
世
帯
だ

っ
た
の
で
３
年
に
一
度
当
番
が
回
っ
て

く
る
計
算
だ
。
費
用
は
個
人
負
担
。
配

ら
れ
た
ま
ん
じ
ゅ
う
は
い
っ
た
ん
仏
様

に
捧
げ
て
か
ら
い
た
だ
く
。
子
ど
も
の

い
る
家
で
は
お
や
つ
と
な
っ
た
。

「
子
ど
も
の
こ
ろ
は
『
な
ん
で
ま
ん
じ

ゅ
う
？
』
と
不
思
議
で
し
た
。
水
害
を

忘
れ
な
い
た
め
に
配
っ
て
い
る
こ
と
は

大
き
く
な
っ
て
か
ら
知
り
ま
し
た
ね
」

と
楠
山
昭
雄
さ
ん
。
よ
そ
の
集
落
か
ら

嫁
や
婿
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
人
た
ち
に
、

ま
ん
じ
ゅ
う
を
通
じ
て
、
こ
の
地
の
水

害
の
歴
史
を
伝
え
る
役
割
も
あ
っ
た
。

集
落
の
お
地
蔵
様
が

人
々
の
身
代
わ
り
に

　

１
９
８
２
年
（
昭
和
57
）
７
月
23
日
に

発
生
し
た
長
崎
大
水
害
（
注
2
）
で
山
川

河
内
は
大
き
な
土
石
流
に
見
舞
わ
れ
る
。

１
～
２
ト
ン
は
あ
り
そ
う
な
巨
岩
が
ゴ

ロ
ゴ
ロ
と
川
筋
を
流
れ
る
の
を
山
口
さ

ん
は
目
の
当
た
り
に
し
た
。
し
か
し
、

家
屋
こ
そ
２
戸
流
さ
れ
た
も
の
の
、
死

者
も
怪
我
人
も
出
な
か
っ
た
。

1まんじゅうを手渡しで全戸に配る「念仏講まんじゅう」。山川河内地区で続けられている
風習を自治会長の山口辰秋さん（右）と川端綾子さん（左）が再現 2田川正春さんの家
でつくってくれたまんじゅう。田植えや収穫などが終わると手づくりのまんじゅうを食べる習
わしもかつてはあった。ふだんのまんじゅう配りでは市内の店に発注したものを用いる

（注1）念仏講
念仏を唱えることを契機として結成される講のこと。山川河内では「念仏講
まんじゅう」のために念仏を唱えることはしないが、1月の「御願立（おがんだ
て）」、4月の「御大師様祭り」、7月の「御願成就」「地蔵様祭り」など少なく
とも年に7回は鉦を打ちながら念仏を唱える「鉦はり」を行なっている。

土
石
流
、
地
滑
り
、
が
け
崩
れ
な
ど
の
土
砂
災
害
は
、
雨
が
引
き
金
に

な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
長
崎
市
太
田
尾
町
の
山
川
河
内
地
区
で
は
、
江

戸
時
代
に
発
生
し
た
土
石
流
に
よ
る
被
害
の
記
憶
を
留
め
る
た
め
、

ま
ん
じ
ゅ
う
を
全
戸
に
配
る
「
念
仏
講
ま
ん
じ
ゅ
う
」
を
続
け
て
い
る
。

1

2

土
砂
災
害
を
風
化
さ
せ
な
い

「
ま
ん
じ
ゅ
う
」配
り

CASE4
【伝承】

土砂災害を風化させない「まんじゅう」配り



34

　

災
害
伝
承
の
面
か
ら
山
川
河
内
と
念

仏
講
ま
ん
じ
ゅ
う
を
調
査
・
研
究
し
た

長
崎
大
学
名
誉
教
授
の
高
橋
和
雄
さ
ん

は
、「
大
規
模
な
土
石
流
が
発
生
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
怪
我
人
す
ら
い
な
い
と

い
う
の
は
大
き
な
驚
き
で
し
た
。
す
ぐ

そ
ば
の
集
落
で
は
十
数
人
が
犠
牲
に
な

っ
て
い
ま
し
た
か
ら
」
と
語
る
。

　

念
仏
講
ま
ん
じ
ゅ
う
を
続
け
て
い
た

か
ら
人
的
被
害
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
う
問
い
か
け
る
と
山
口
さ
ん
は

「
そ
れ
は
後
づ
け
の
理
由
で
す
よ
」
と

笑
み
を
浮
か
べ
て
こ
う
言
っ
た
。

「
長
崎
大
水
害
の
晩
、
み
ん
な
江
戸
時

代
の
伝
承
を
思
い
浮
か
べ
た
と
思
い
ま

す
。
集
落
の
東
側
の
逃ぬ
げ
そ
こ底

川
が
崩
れ
た

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

少
し
で
も
安
全
だ
と
思
う
場
所
へ
逃
げ

た
の
で
し
ょ
う
」

　

消
防
団
員
と
し
て
土
嚢
を
積
ん
で
い

て
増
水
し
た
川
を
渡
れ
ず
足
止
め
さ
れ

た
山
口
さ
ん
が
深
夜
自
宅
へ
戻
る
と
誰

も
い
な
か
っ
た
。
近
所
の
人
た
ち
と
も

っ
と
も
高
台
に
あ
る
家
へ
逃
げ
て
い
た

か
ら
だ
。
楠
山
さ
ん
の
家
か
ら
出
ら
れ

ず
に
い
た
田
川
さ
ん
も
、
雨
が
弱
ま
っ

て
家
に
戻
る
と
家
族
は
隣
家
に
避
難
し

て
い
た
。
誰
か
が
避
難
を
呼
び
か
け
た

わ
け
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
が
自
ら

判
断
し
て
避
難
し
た
結
果
だ
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
晩
、
お
地
蔵
様
、
観
音
様
、
お

大
師
様
が
祀
ら
れ
て
い
る
観
音
堂
に
土

砂
が
流
れ
込
み
、
お
地
蔵
様
の
首
が
も

げ
て
転
が
っ
て
い
る
の
が
翌
朝
発
見
さ

れ
た
。
実
は
７
月
23
日
と
翌
24
日
は
地

蔵
様
祭
り
の
日
。
田
川
さ
ん
や
楠
山
さ

ん
た
ち
施
主
は
、
夜
中
に
鉦か
ね

を
打
ち
な

が
ら
念
仏
を
唱
え
る
「
鉦
は
り
」
を
行

な
う
た
め
い
っ
た
ん
家
に
帰
っ
た
。
そ

の
あ
と
の
出
来
事
だ
っ
た
。

「
も
し
も
観
音
堂
に
留
ま
っ
て
い
た
ら

無
事
で
は
済
ま
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
」

と
田
川
さ
ん
。
山
口
さ
ん
も
「
お
地
蔵

様
は
私
た
ち
の
身
代
わ
り
に
な
っ
た
と

（注2）長崎大水害
「昭和57年7月豪雨」のこと。7月23日夕方から、長崎市付近で局地的に1時間100㎜
を超える猛烈な雨が3時間以上降りつづき、死者・行方不明者299人、住家被害3万
9755戸、がけ崩れ4306カ所、地すべり151カ所という大きな被害をもたらした。

1982年の長崎大水害後の山川河内地区。
1週間後、救助に訪れた人たちは災害の規模が
大きいのに怪我人さえ出なかったことに驚きの声
を上げたという（住民の上野一則さんや田川徳美
さんからの提供写真。高橋和雄さんが保管）

3山川河内地区の全景。菊や草花、球根などの栽培で栄え、立派な家屋が多い。潅水事業が完了
する以前は、山や沢から流れる水を栽培に使っていた 4山あいにあるので傾斜はかなりきつい

念仏講まんじゅうや1982
年の長崎大水害について
語る山川河内地区の皆さ
ん。5自治会長の山口辰
秋さん、6田川正春さん、
7楠山昭雄さん、8川端
一郎さん

太田尾町

山川河内地区

長崎市

長崎半島

長
崎
港

長崎駅
浦上駅

3

4

6
7
5

8

水の文化 62号　特集「再考 防災文化」
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思
っ
て
い
ま
す
」
と
語
っ
た
。

　

高
橋
さ
ん
は
「
江
戸
期
に
崩
れ
た
逃

底
川
の
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
後
、
家
を

建
て
て
い
ま
せ
ん
。
山
川
河
内
で
は
、

か
つ
て
の
伝
承
と
教
訓
が
生
き
つ
づ
け

て
い
る
の
で
す
」
と
語
る
。

日
常
生
活
に
組
み
込
ん
だ

自
主
的
な
取
り
組
み

　

連
綿
と
続
く
念
仏
講
ま
ん
じ
ゅ
う
だ

が
、
今
年
一
つ
の
曲
が
り
角
を
迎
え
た
。

毎
月
実
施
し
て
い
た

も
の
を
、
年
に
一
度
、

自
治
会
行
事
と
し
て

行
な
う
こ
と
に
変
更

し
た
の
だ
。

　

山
口
さ
ん
の
先
々

代
の
自
治
会
長
を
務

め
た
川
端
一
郎
さ
ん

は
「
十
数
年
前
に
も

『
年
１
回
に
し
て
は

ど
う
か
』
と
い
う
声

は
あ
り
ま
し
た
」
と
言
う
。

　

菊
や
草
花
、
球
根
な
ど
の
栽
培
で
栄

え
た
山
川
河
内
に
も
会
社
勤
め
の
人
が

増
え
、
毎
月
14
日
に
ま
ん
じ
ゅ
う
を
配

る
こ
と
が
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
、
十

数
年
前
に
「
14
日
前
後
の
週
末
で
も
よ

い
」
と
し
た
。
し
か
し
回
数
を
減
ら
そ

う
と
の
声
が
再
び
強
ま
り
、
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
行
な
っ
た
結
果
、
半
数
以
上

の
人
が
「
年
１
回
」
を
望
ん
だ
。

　

今
年
は
万
延
元
年
の
災
害
か
ら
１
６

０
年
目
に
あ
た
る
た
め
、
７
月
14
日
の

「
御
願
成
就
」
に
合
わ
せ
て
念
仏
講
ま

ん
じ
ゅ
う
を
年
次
法
要
と
し
て
行
な
う
。

そ
れ
と
同
時
に
、
墓
地
に
あ
る
万
延
元

年
の
災
害
の
死
者
を
弔
う
大
き
な
卒そ

と塔

婆ば

（
注
3
）
も
新
調
す
る
。

「
石
碑
に
し
た
ら
と
の
意
見
も
あ
り
ま

し
た
が
、
木
な
ら
ば
10
年
ご
と
に
つ
く

り
か
え
る
は
ず
。
そ
れ
は
後
世
に
災
害

を
伝
え
る
一
つ
の
術
に
な
り
ま
す
か
ら

ね
」
と
山
口
さ
ん
は
言

い
き
る
。

　

山
口
さ
ん
た
ち
が
悩

み
な
が
ら
続
け
る
念
仏

講
ま
ん
じ
ゅ
う
。
ど
ん

な
意
味
を
も
つ
の
か
、

高
橋
さ
ん
に
尋
ね
た
。

「
大
き
く
二
つ
あ
り
ま

す
。
一
つ
は
、
災
害
は

め
っ
た
に
起
き
な
い
の

で
風
化
し
が
ち
で
す
が
、

『
ま
ん
じ
ゅ
う
を
渡
す
』
と
い
う
形
で

日
常
生
活
に
落
と
し
込
ん
だ
こ
と
が
す

ば
ら
し
い
。
も
う
一
つ
は
、
自
主
的
な

取
り
組
み
で
あ
る
こ
と
。
長
崎
大
水
害

後
に
私
た
ち
は
自
主
防
災
組
織
の
立
ち

上
げ
を
推
し
進
め
ま
し
た
が
長
続
き
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
念
仏
講
ま

ん
じ
ゅ
う
の
よ
う
な
自
分
た
ち
で
始
め

た
も
の
は
続
く
の
で
す
。『
防
災
対
策
は

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
が
大
事
』
と
気
づ
か
さ

れ
た
の
は
、
実
は
山
川
河
内
の
皆
さ
ん

の
取
り
組
み
か
ら
で
し
た
」

　

災
害
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
、
し
か
も
同

じ
場
所
で
繰
り
返
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
人
々
の
深
層
心
理
に
届
く
よ
う
、
し

つ
こ
く
伝
え
つ
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ん
じ
ゅ
う
を
手
渡
す
と
い
う
行
為
は
、

「
何
が
あ
ろ
う
と
も
こ
の
土
地
で
生
き

つ
づ
け
る
」
と
い
う
人
々
の
覚
悟
が
形

に
な
っ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
２
０
１
９
年
６
月
８
日
取
材
）

CASE4
【伝承】

長崎大学名誉
教授の高橋和
雄さん。今 回
の取材に関す
る仲介と同行
をお願いした

（注3）卒塔婆
死者の供養塔や墓標としてつくられる板木。頭部に五輪形を刻み、梵字などを
記す。そとうばとも呼ぶ。元来は釈迦仏の遺骨を収めた仏塔であるストゥーパが
漢訳されたもので、広義には三重塔、五重塔などの塔や五輪石塔なども指す。

参考文献：高橋和雄 編著『災害
伝承―命を守る地域の知恵―』

（古今書院 2014）

逃底
川

山
川
河
内
川

山川河内川1号ダム

山神

観
音
堂

馬頭観音

卒
塔
婆

水害記念碑

向之神様

県
道
34
号

山川河内地区の
災害関連図

出典：「災害伝承『念仏講まんじゅう』調査報告書」（高橋和雄さん、緒続英章さん 2013）を参考に編集部作成

長崎大水害で両側をえ
ぐられたにもかかわらず
流されなかった「山神
（やまがみ）」。山川河内
川1号ダムの工事で伐
採されそうになったが、
山口辰秋さんの父親が
「残すべき」と主張。毎
年12月に「山の神祭
り」を行なう

長崎大水害の「水害記
念碑」

1982年の長崎大水害
後に整備された砂防ダム
「山川河内川1号ダム」

住民が「向かいの神様」
と呼ぶ「向之神様」。9月
に祭りが行なわれる

1860年の死者を弔う
「卒塔婆」。災害の記
憶を伝えるものとして墓
地に立てている。2019
年7月、約10年ぶりに
新調する

現在の「観音堂」と内部
に祀られているお地蔵
様、観音様、お大師様
（左から順に）。4月に「御
大師様祭り」、7月に「地
蔵様祭り」、10月に「観音
様祭り」をそれぞれ行なう

1860年（万延元）に土
石流が起きた逃底川の
最下流にある「馬頭観
音様」。流された牛馬を
祀る。最上流部の「山
神」と同様に付近の住
民が日ごろのお供えや
清掃を行なう

土砂災害を風化させない「まんじゅう」配り



鬼怒川・小貝川の流域全体で取り組みが進む「みんなでタイムラインプロジェク
ト」。写真は上から宇都宮市上河内東小学校、下妻市東部中学校、取手生活セ
ンター、下妻市東部中学校の様子 提供：国土交通省関東地方整備局下館河川事務所

平
成
の
水
害
を
将
来
へ
活
か
す

一
人
ひ
と
り
の
防
災
行
動
計
画

平
成
27
年
9
月
関
東
・
東
北
豪
雨
に
よ
っ
て
鬼
怒
川
・
小
貝
川
流
域
は
浸
水
被
害

を
受
け
た
。
そ
こ
で
市
町
や
茨
城
県
、
国
が
「
鬼
怒
川
・
小
貝
川
下
流
域
大
規
模

氾
濫
に
関
す
る
減
災
対
策
協
議
会
」
を
立
ち
上
げ
た
。
今
、「
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
」
を

個
人
レ
ベ
ル
で
作
成
す
る
「
み
ん
な
で
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
や
、
小
・

中
学
生
向
け
の
防
災
学
習
教
材
セ
ッ
ト
「
逃
げ
キ
ッ
ド
」
の
配
布
な
ど
を
進
め
て

い
る
。
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
さ
な
い
「
逃
げ
遅
れ
ゼ
ロ
」
へ
の
取
り
組
み
と
は
？

CASE5
【教育】

36水の文化 62号　特集「再考 防災文化」



鬼
怒
川

小
貝
川

利根川

霞ヶ浦

筑波山

決
壊
箇
所

下館

下館河川事務所

南石下
つくば

常総市役所

守谷

取手

柏

下妻

鬼
怒
川

小
貝
川

利根川

霞ヶ浦

筑波山

浸
水
域

決
壊
箇
所

下館

下館河川事務所

南石下
つくば

常総市役所

守谷

取手

柏

下妻

平成27年9月関東・東北豪雨で決壊した鬼怒川左岸21.0km付近からの氾濫の様子。
溢水7カ所、漏水などの被害が発生した 提供：国土交通省関東地方整備局下館河川事務所

平成27年9月関東・東北豪雨によって鬼怒川の
堤防が決壊した箇所と浸水域

組
織
連
携
を
図
式
化
す
る

タ
イ
ム
ラ
イ
ン

「
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
」
と
い
え
ば
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
な
ど
で
投
稿
を
時
系
列
に
並
べ
た
表

示
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
一
般
化
し

つ
つ
あ
る
が
、
防
災
の
世
界
で
も
同
じ

言
葉
が
急
速
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を

ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
の
タ
イ
ム

ラ
イ
ン
は
、
災
害
に
備
え
て
す
べ
き
こ

と
、
起
こ
っ
た
際
に
と
る
べ
き
動
き
を

時
系
列
で
整
理
し
、
誰
が
、
い
つ
、
何

を
す
べ
き
か
を
明
確
に
し
よ
う
と
い
う

も
の
で
「
事
前
防
災
行
動
計
画
」
な
ど

の
和
訳
も
あ
る
。

　

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
は
国
や
地
方
自
治
体
、

公
共
団
体
、
交
通
機
関
と
い
っ
た
災
害

対
応
が
求
め
ら
れ
る
組
織
で
つ
く
ら
れ

て
い
る
が
、
各
自
が
整
理
し
た
も
の
を

付
き
合
わ
せ
調
整
を
図
る
こ
と
で
ス
ム

ー
ズ
な
連
携
が
可
能
に
な
る
こ
と
が
利

点
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
言
葉
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
２
０
１
２
年
10
月
に
米

国
の
東
海
岸
を
襲
っ
た
ハ
リ
ケ
ー
ン

「
サ
ン
デ
ィ
」
で
の
事
例
だ
。
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
地
下

鉄
な
ど
が
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
を
運
用
し
大

き
な
成
果
を
挙
げ
た
こ
と
か
ら
注
目
を

集
め
た
。
日
本
で
も
２
０
１
４
年
よ
り

国
土
交
通
省
が
普
及
に
向
け
動
き
は
じ

め
た
。

　

こ
の
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
だ
が
、
こ
れ
ま

で
主
に
公
的
機
関
な
ど
組
織
を
対
象
に

導
入
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、「
マ
イ
・

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
」
と
い
う
名
称
で
、
住

民
一
人
ひ
と
り
に
向
け
て
普
及
を
図
ろ

う
と
い
う
動
き
が
起
き
て
い
る
。
そ
の

先
駆
け
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
、
鬼
怒

川
・
小
貝
川
流
域
の
河
川
事
業
を
担
う

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
下
館
河

川
事
務
所
が
中
心
と
な
っ
て
取
り
組
ん

で
い
る
「
み
ん
な
で
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
あ
る
。

「
ソ
フ
ト
対
策
」の
比
重
高
め
た

鬼
怒
川
下
流
域
で
の
被
害

　

き
っ
か
け
は
、
２
０
１
５
年（
平
成
27
）

９
月
９
日
か
ら
11
日
に
か
け
て
発
生
し

た
関
東
・
東
北
豪
雨
で
鬼
怒
川
下
流
域

が
受
け
た
大
き
な
被
害
だ
。

　

鬼
怒
川
上
流
域
で
観
測
史
上
最
悪
レ

ベ
ル
の
大
雨
が
降
り
つ
づ
き
、
四
つ
の

ダ
ム
が
水
と
大
量
の
流
木
を
貯
留
し
た

も
の
の
、
鬼
怒
川
は
19
時
間
に
わ
た
り

氾
濫
危
険
水
位
に
さ
ら
さ
れ
た
。
そ
し

て
つ
い
に
茨
城
県
常
総
市
上
三
坂
地
区

で
堤
防
が
決
壊
。
そ
の
ほ
か
に
も
各
所

で
溢
水
・
漏
水
が
発
生
し
た
結
果
、
鬼

怒
川
と
小
貝
川
に
挟
ま
れ
た
宅
地
な
ど

約
40
㎢
に
鬼
怒
川
の
水
が
流
入
、
浸
水

し
た
。
２
名
の
犠
牲
者
が
出
た
ほ
か
逃
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1決壊した付近を上流から見る。破線で囲
んだ箇所が決壊地点 23かつて決壊した
堤内地と左岸堤防。現在はきれいに修復
されている 4平成27年9月関東・東北豪
雨の被害を後世に伝えるため、堤防上につ
くられた碑 5現地を案内してくれた国土交
通省下館河川事務所の事務所長、青山
貞雄さん（右）と、激甚災害対策特別緊急
事業推進室の専門官を務める齊田勇志さ
ん（中）と近藤好之さん（左）

げ
遅
れ
も
大
量
に
発
生
。
自
衛
隊
や
消

防
、
警
察
、
海
上
保
安
庁
な
ど
に
救
助

さ
れ
た
人
は
４
３
０
０
人
に
上
っ
た
。

　

こ
う
し
た
被
害
に
対
し
、
下
館
河
川

事
務
所
の
青
山
貞
雄
所
長
は
、
率
直
に

驚
き
が
あ
っ
た
と
話
す
。

「
戦
後
、
高
度
成
長
期
な
ど
に
進
ん
だ

河
川
整
備
は
水
害
を
減
ら
し
て
き
ま
し

た
。
都
市
部
が
大
き
な
被
害
を
受
け
る

水
害
は
昭
和
20
〜
30
年
代
初
頭
に
全
国

で
発
生
し
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
は
ほ

ぼ
起
き
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
」

　

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
関
係
者
は
、
す

ぐ
さ
ま
再
発
に
備
え
る
取
り
組
み
を
始

め
た
。
国
土
交
通
省
と
茨
城
県
、
鬼
怒

川
下
流
部
の
七
つ
の
市
町
（
結
城
市
、
下
妻

市
、
常
総
市
、
守
谷
市
、
筑
西
市
、
つ
く
ば
み
ら
い
市
、

八
千
代
町
）
が
中
心
と
な
り
「
鬼
怒
川
緊

急
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
立
ち
上
が

っ
た
。

　

決
壊
し
た
堤
防
や
、
高
さ
や
幅
が
不

足
し
た
堤
防
の
整
備
、
洪
水
時
の
水
位

を
下
げ
る
た
め
の
河
道
掘
削
と
い
っ
た

ハ
ー
ド
対
策
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
豪

雨
時
の
行
動
を
示
し
た
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

の
作
成
と
そ
れ
に
基
づ
く
訓
練
、
地
域

住
民
と
の
共
同
点
検
、
広
域
避
難
に
関

す
る
し
く
み
づ
く
り
な
ど
、
ソ
フ
ト
対

策
へ
の
注
力
も
図
ら
れ
た
。

「
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
進
み
安
心
が
広

が
っ
た
一
方
で
、
水
防
災
意
識
が
希
薄

に
な
っ
た
面
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
水
防
災
意
識

の
再
構
築
を
目
指
す
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
」
と
青
山
所
長
は
語
る
。

　

ダ
ム
や
堤
防
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
一
辺

倒
で
は
な
く
、
流
域
で
川
に
か
か
わ
っ

て
暮
ら
す
人
間
、
ソ
フ
ト
サ
イ
ド
の
準

備
が
伴
な
わ
な
け
れ
ば
実
効
性
の
あ
る

水
害
対
策
は
難
し
い
と
い
う
声
は
、
か

ね
て
関
係
者
の
間
で
も
あ
り
、
段
階
的

に
手
が
打
た
れ
て
き
た
。
鬼
怒
川
の
災

害
対
応
は
、
そ
れ
を
一
気
に
加
速
さ
せ

る
契
機
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

「
マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
」で

「
逃
げ
遅
れ
ゼ
ロ
」を

　

続
い
て
「
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
を
一
体

化
し
た
対
策
」
と
い
う
考
え
方
を
ベ
ー

ス
に
、
鬼
怒
川
・
小
貝
川
の
流
域
を
上

流
、
下
流
の
二
つ
に
分
け
、
さ
ら
に
多

く
の
市
町
を
加
え
た
「
大
規
模
氾
濫
に

関
す
る
減
災
対
策
協
議
会
」（
以
下
、
協
議

会
）
が
立
ち
上
が
る
。
そ
こ
で
は
「
逃

げ
遅
れ
ゼ
ロ
」「
社
会
経
済
被
害
の
最
小

化
」
な
ど
を
目
標
に
、
よ
り
具
体
的
な

対
策
が
練
ら
れ
て
い
っ
た
。

「『
逃
げ
遅
れ
ゼ
ロ
』
を
実
現
す
る
た

め
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
迅
速
か
つ
的
確

な
避
難
行
動
を
し
て
も
ら
う
た
め
の
取

り
組
み
と
し
て
始
ま
っ
た
の
が
、『
み
ん

な
で
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』

で
す
。
大
雨
が
降
っ
た
ら
自
分
の
家
は

浸
水
す
る
の
か
ど
う
か
。
何
を
持
っ
て

逃
げ
れ
ば
い
い
の
か
。
ど
こ
へ
、
ど
の

タ
イ
ミ
ン
グ
で
逃
げ
れ
ば
い
い
の
か
。

住
民
一
人
ひ
と
り
の
家
族
構
成
や
生
活

環
境
に
合
わ
せ
て
、
検
討
し
て
自
分
自

身
の
防
災
行
動
計
画
＝
マ
イ
・
タ
イ
ム

ラ
イ
ン
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
い

う
も
の
で
す
」
と
青
山
所
長
。

　

マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
は
、
①
自
分

た
ち
の
住
ん
で
い
る
洪
水
リ
ス
ク
の
把

握
、
②
洪
水
時
に
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

ど
ん
な
情
報
が
得
ら
れ
る
か
の
確
認
、

③
実
際
に
各
タ
イ
ミ
ン
グ
で
自
分
が
と

る
べ
き
行
動
を
時
系
列
に
沿
っ
て
整
理

す
る
―
―
と
い
っ
た
順
序
で
行
な
う
こ

と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。

　

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
が
国
や
地
方
自
治
体
、

公
共
団
体
、
交
通
機
関
な
ど
が
災
害
対

4

1
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6常総市のモデル地区（根新田）で住民、行政、気
象庁、学識者などが参加して行なわれた「マイ・タイ
ムライン検討会」 提供：国土交通省関東地方整備局下館

河川事務所 7マイ・タイムラインの取り組みについて
語る国土交通省下館河川事務所の調査課長、永
井一郎さん 8小・中学生向けのマイ・タイムライン
教材「逃げキッド」。流域外の活用も広がっている 
9「逃げキッド」を利用してつくられた「マイ・タイムラ
イン」 10小・中学生への啓発活動を担当する国土
交通省下館河川事務所の国土交通技官、山田真
衣さんと子どもたちから贈られたメッセージボード

応
時
の
連
携
を
図
る
際
に
有
効
で
あ
る

の
と
同
じ
よ
う
に
、
マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ

イ
ン
も
地
域
で
意
見
交
換
を
図
り
な
が

ら
作
成
す
る
こ
と
で
、
住
民
間
の
つ
な

が
り
を
強
く
す
る
効
果
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。

　

協
議
会
で
は
今
、
学
校
に
通
う
子
ど

も
た
ち
を
通
じ
た
マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ

ン
の
普
及
を
進
め
て
い
る
。
子
ど
も
で

も
理
解
が
し
や
す
い
よ
う
に
平
易
な
言

葉
で
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
づ
く
り
を
ガ
イ
ド

す
る
ツ
ー
ル
「
逃
げ
キ
ッ
ド
」
を
制
作

し
、
小
・
中
学
校
な
ど
で
啓
発
活
動
を

行
な
っ
て
い
る
。

　

マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
づ
く
り
を
経

験
し
た
子
ど
も
が
家
に
持
ち
帰
っ
て
、

家
族
に
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
の
重
要
性
を
働

き
か
け
る
、
そ
ん
な
広
が
り
も
期
待
し

た
取
り
組
み
だ
。
す
で
に
流
域
の
住
民

１
万
人
が
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
づ
く
り
に
取

り
組
ん
で
お
り
、
協
議
会
で
は
こ
の
輪

を
さ
ら
に
広
げ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

情
報
を
受
け
入
れ

自
助
に
役
立
て
る

　

取
材
を
終
え
、
自
分
で
も
マ
イ
・
タ

イ
ム
ラ
イ
ン
を
つ
く
っ
て
み
よ
う
と
思

い
「
逃
げ
キ
ッ
ド
」
の
封
を
開
け
て
み

た
。
最
初
に
聞
か
れ
る
の
は
住
ん
で
い

る
場
所
の
「
浸
水
深
は
？
」「
浸
水
継
続

時
間
は
？
」
と
い
っ
た
質
問
だ
っ
た
。

す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
も
の
で
は
な
か
っ

た
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て

み
る
と
判
明
し
た
。
同
時
に
想
像
し
て

い
た
よ
り
も
ず
っ
と
細
や
か
な
災
害
に

関
す
る
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
驚
い
た
。
つ
い
つ
い
、
実
家
は
？ 

職

場
は
？ 

と
検
索
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
。

　

さ
ら
に
作
業
を
続
け
て
感
じ
た
の
は
、

マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
と
は
、
国
や
自

治
体
な
ど
か
ら
実
は
豊
富
に
提
供
さ
れ

て
い
る
情
報
を
受
け
と
り
、
自
分
の
も

の
に
す
る
た
め
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で

あ
る
こ
と
。
そ
し
て
国
か
ら
住
民
一
人

ひ
と
り
ま
で
を
貫
き
、
災
害
に
対
す
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ス
ム
ー
ズ
に

す
る
共
通
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
も
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。

　

災
害
で
の
被
害
を
減
ら
し
た
い
と
い

う
同
じ
思
い
を
抱
き
な
が
ら
も
、
完
全

に
は
同
じ
方
向
を
向
い
て
は
い
な
か
っ

た
行
政
と
住
民
。
マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ

ン
は
そ
れ
を
整
流
す
る
取
り
組
み
と
な

っ
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
２
０
１
９
年
５
月
20
日
取
材
）

7

6
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他
人
事
で
は
い
ら
れ
な
い

こ
れ
か
ら
の
水
害

「
こ
れ
ほ
ど
い
ろ
い
ろ
取
り
組
ん
で

い
て
も
後
追
い
に
な
る
こ
と
が
多
く
、

忸
怩
た
る
思
い
が
あ
り
ま
す
」

　

総
論
に
ご
登
場
い
た
だ
い
た
小
池

俊
雄
さ
ん
が
発
し
た
こ
の
言
葉
に
、

目
が
覚
め
る
思
い
が
し
た
。
水
害
を

な
く
そ
う
と
研
究
に
取
り
組
み
人
材

を
育
て
つ
つ
、
今
す
ぐ
実
行
す
べ
き

事
柄
や
社
会
資
本
の
整
備
の
あ
り
方

を
政
府
に
提
言
す
る
な
ど
真
剣
に
取

り
組
ん
で
い
る
方
の
言
葉
を
聞
い
て
、

自
分
は
ど
こ
ま
で
真
剣
に
水
害
に
つ

い
て
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
と
恥
ず

か
し
く
な
っ
た
。

　

戦
後
し
ば
ら
く
の
間
、
自
然
災
害

が
相
次
い
だ
日
本
は
、
国
土
整
備
に

投
資
し
て
被
害
を
あ
る
程
度
抑
え
る

こ
と
に
成
功
す
る
。
し
か
し
、
近
年

そ
の
様
相
が
変
わ
っ
た
。
大
規
模
な

水
害
が
毎
年
の
よ
う
に
発
生
し
て
い

る
の
は
周
知
の
事
実
。
特
に
平
成
27

年
９
月
関
東
・
東
北
豪
雨
で
発
生
し

た
鬼
怒
川
の
堤
防
決
壊
に
つ
い
て
は
、

小
池
俊
雄
さ
ん
だ
け
で
な
く
下
館
河

川
事
務
所
の
青
山
貞
雄
さ
ん
も
シ
ョ

ッ
ク
を
受
け
た
と
語
る
。
治
水
や
水

防
災
に
携
わ
る
人
々
は
皆
、
き
っ
と

同
じ
思
い
だ
。

　

非
常
に
強
い
雨
が
地
域
を
選
ば
ず

降
る
よ
う
に
な
っ
た
気
候
の
変
化
に

加
え
て
、
１
９
７
０
年
代
半
ば
か
ら

犠
牲
者
が
１
０
０
０
人
を
超
え
る
よ

う
な
水
害
が
な
か
っ
た
日
本
。
国
や

行
政
の
努
力
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
守

ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、
か
つ
て
は
あ
っ

た
は
ず
の
水
害
へ
の
危
機
意
識
が
い

つ
の
間
に
か
ゆ
る
ん
で
し
ま
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
。

　

国
の
機
関
も
自
治
体
も
研
究
者
も

私
た
ち
市
民
を
守
ろ
う
と
一
生
懸
命

取
り
組
ん
で
い
る
。
任
せ
っ
き
り
の

時
代
は
も
う
終
わ
り
だ
。

自
分
が
住
む
地
域
を

知
る
こ
と
が
第
一
歩

　

水
害
を
含
む
防
災
全
体
に
つ
い
て

お
話
し
い
た
だ
い
た
林
春
男
さ
ん
は
、

「
自
助
７
割
、
共
助
２
割
、
公
助
１

割
」
と
言
っ
た
。
自
助
と
は
、
他
人

の
力
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
自
分
の

力
で
切
り
抜
け
る
こ
と
。
そ
れ
が
い

か
に
大
切
か
は
、
大
規
模
な
土
石
流

が
発
生
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
怪
我

人
す
ら
出
な
か
っ
た
山
川
河
内
地
区

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
念
仏
講
ま
ん
じ
ゅ
う
」
で
伝
え
つ

づ
け
た
江
戸
期
の
災
害
の
記
憶
が
、

土
石
流
は
必
ず
ま
た
来
る
と
住
民
に

植
え
つ
け
た
。
暗
闇
の
な
か
、
個
々

が
自
ら
の
判
断
で
逃
げ
た
行
動
は

「
自
分
の
身
は
自
分
で
守
る
」
と
い

う
防
災
の
基
本
を
示
す
。

　

し
か
し
、「
念
仏
講
ま
ん
じ
ゅ
う
」

の
よ
う
な
取
り
組
み
は
ま
ね
し
よ
う

と
し
て
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し

か
も
悲
し
い
こ
と
に
、
災
害
の
記
憶

は
何
も
し
な
け
れ
ば
時
間
と
と
も
に

薄
ら
い
で
し
ま
う
。

「
自
分
の
住
む
地
区
に
目
を
向
け
る

こ
と
が
大
切
で
す
」
と
説
く
の
は
、

山
川
河
内
地
区
に
ご
同
行
い
た
だ
い

た
長
崎
大
学
名
誉
教
授
の
高
橋
和
雄

さ
ん
だ
。
長
崎
大
水
害
か
ら
30
年
後

の
２
０
１
２
年
、
長
崎
市
内
で
地
区

の
防
災
マ
ッ
プ
を
住
民
に
つ
く
っ
て

も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、「
や
っ
ぱ
り
こ
こ

が
危
な
い
ね
」
と
危
機
意
識
が
一
気

に
高
ま
っ
た
そ
う
だ
。

　

高
橋
さ
ん
は
、
水
害
の
記
憶
を
つ

な
ぐ
た
め
、
水
害
の
碑
や
案
内
板
に

二
次
元
コ
ー
ド
を
取
り
つ
け
る
試
み

を
進
め
て
い
る
。

「
か
つ
て
そ
こ
に
ど
ん
な
水
害
が
起

き
た
の
か
を
、
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

ア
ク
セ
ス
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
し

ま
す
。
ど
れ
ほ
ど
の
水
が
来
る
の
か
、

近
く
の
避
難
所
は
ど
こ
か
な
ど
の
情

報
も
盛
り
込
む
予
定
で
す
」

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
技
術
で
風
化
を
食
い
止
め

る
取
り
組
み
は
大
事
だ
。
そ
し
て
、

一
度
も
水
害
が
起
き
て
い
な
い
地
域

に
ど
う
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
と
い
う

課
題
も
あ
る
。
洪
水
浸
水
想
定
区
域

に
し
た
が
っ
て
つ
く
ら
れ
る
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
の
見
直
し
が
進
ん
で
い
る

が
、
個
人
に
浸
透
さ
せ
な
く
て
は
意

味
が
な
い
。
防
災
学
習
用
Ａ
Ｒ
ア
プ

リ
「
天
サ
イ
！ 

ま
な
ぶ
く
ん
」（
ｐ

20
）
や
防
災
学
習
教
材
セ
ッ
ト
「
逃

げ
キ
ッ
ド
」（
ｐ
39
）
と
い
っ
た
ツ
ー

ル
も
応
用
し
た
い
。

頼
も
し
い
人
た
ち
に
思
う

自
助
発
の
共
同
体

　

私
の
家
は
高
台
に
あ
る
か
ら
水
害

は
大
丈
夫
、
関
係
な
い
よ
―
―
そ
う

思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
例
え
ば
自
分
が
住
む
家
の
す

ぐ
そ
ば
の
低
地
で
水
害
が
起
き
た
ら

ほ
ん
と
う
に
無
関
心
で
い
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
。「
あ
の
お
ば
あ
さ
ん
は
ど
う

し
て
い
る
だ
ろ
う
」「
自
分
に
も
で
き

る
こ
と
が
な
い
か
」
と
気
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

　

今
回
の
取
材
で
印
象
深
か
っ
た
の

は
、
お
会
い
し
た
方
々
が
皆
、
前
向

き
で
明
る
く
、
頼
も
し
い
こ
と
だ
っ

た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。「
自
分
で
で
き

る
こ
と
が
多
い
人
た
ち
」
だ
か
ら
だ

ろ
う
。

　

例
え
ば
、
揖
保
川
に
設
置
さ
れ
た

畳
堤
を
初
め
て
活
用
し
た
正
條
自
治

会
の
方
々
。
西
日
本
豪
雨
の
後
、
市

役
所
が
地
区
内
に
畳
の
倉
庫
を
設
置

し
た
が
、「
こ
れ
じ
ゃ
あ
畳
が
腐
っ
て

し
ま
う
」
と
自
分
た
ち
で
電
気
工
事

を
行
な
い
、
換
気
扇
と
夜
間
作
業
を

想
定
し
て
照
明
を
取
り
付
け
た
の
だ
。

「
頼
っ
て
ば
か
り
じ
ゃ
い
ら
れ
な
い

よ
。
自
分
た
ち
で
や
ら
な
き
ゃ
ね
」

と
笑
う
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
大
切
な
の
は
一

芸
に
秀
で
た
人
が
た
く
さ
ん
集
ま
り
、

つ
な
が
る
こ
と
だ
と
聞
く
。
ご
は
ん

を
つ
く
る
、
な
に
か
を
修
繕
す
る
、

子
ど
も
た
ち
の
世
話
を
す
る
。
い
ざ

と
い
う
と
き
は
、
地
域
の
外
側
に
パ

イ
プ
を
も
つ
人
も
必
要
だ
。

　

な
ん
で
も
よ
い
か
ら
得
意
な
こ
と

を
持
ち
寄
っ
て
、
多
様
な
人
同
士
が

つ
な
が
る
こ
と
。
か
つ
て
地
縁
を
ベ

ー
ス
に
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
っ

た
が
、
都
市
部
で
そ
れ
を
目
指
す
の

は
難
し
い
。
し
か
し
、
水
害
を
は
じ

め
と
す
る
自
然
災
害
に
備
え
て
自
分

が
で
き
る
こ
と
を
持
ち
寄
っ
て
「
防

災
仲
間
」
と
し
て
つ
な
が
れ
ば
、
今

か
ら
都
市
部
で
も
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。

　

目
指
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
今
の
個

人
主
義
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
、
自
助

か
ら
互
助
、
そ
し
て
共
助
へ
と
つ
な

が
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
―
―
。

そ
れ
が
地
域
の
防
災
力
を
強
め
、
ひ

い
て
は
他
者
に
開
か
れ
た
日
本
社
会

の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
結
び
つ
く
。

防
災
仲
間
―
―
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
可
能
性

編
集
部

文化をつくる
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地
殻
変
動
の
中
心
を
流
れ
る
川

　

日
本
列
島
が
地
球
上
の
ど
の
よ
う
な

位
置
に
あ
る
の
か
知
っ
て
い
ま
す
か
？ 

日
本
列
島
の
周
り
は
複
数
の
プ
レ
ー
ト

が
近
づ
き
合
っ
て
い
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア

プ
レ
ー
ト
、
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
、
北
米

プ
レ
ー
ト
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト

の
４
枚
も
の
プ
レ
ー
ト
が
ひ
し
め
き
合

っ
て
い
る
場
所
な
の
で
す
。

　

こ
の
プ
レ
ー
ト
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中

心
に
あ
る
の
が
伊
豆
半
島
周
辺
の
地
域

で
、
富
士
山
―
箱
根
山
―
天
城
山
（
伊

豆
半
島
）
―
伊
豆
諸
島
と
火
山
が
連
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
隙
間
を
流
れ
て
い
る

川
が
狩か

野の

川が
わ

で
す
。
今
回
は
せ
め
ぎ
あ

う
プ
レ
ー
ト
の
上
に
身
を
置
い
て
狩
野

川
流
域
の
成
り
立
ち
を
感
じ
、
人
々
の

暮
ら
し
と
文
化
に
つ
い
て
探
り
ま
し
た
。

半
島
の
付
け
根
に
向
か
っ
て

流
れ
る
理
由

　

狩
野
川
は
伊
豆
半
島
の
中
心
付
近
に

端
を
発
し
、
半
島
の
付
け
根
方
向
に
北

上
し
て
流
れ
、
下
流
部
で
大
き
く
向
き

を
変
え
て
駿
河
湾
に
注
い
で
い
ま
す
。

　

狩
野
川
の
こ
の
珍
し
い
流
れ
方
は
、

日
本
列
島
の
地
殻
変
動
を
考
え
る
こ
と

で
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
伊
豆

半
島
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
協
議
会
事
務
局

の
鈴
木
雄
介
さ
ん
に
伊
豆
半
島
と
狩
野

蛇行する狩野川と富士山を望む

坂本クンと行く川巡り  第17回  
Go ! Go ! 109水系

躍
動
す
る
プ
レ
ー
ト
に

文
化
を
刻
む
狩
野
川

川
系
男
子 

坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内
で
、編
集
部
の
面
々
が
全
国

の
一
級
河
川「
1 

0 

9
水
系
」を
巡
り
、川
と
人
と
の
か
か
わ
り

を
探
り
な
が
ら
、
川
の
個
性
を
再
発
見
し
て
い
く
連
載
で
す
。

1 0 9水系
1964年（昭和39）に制定された新河川法では、分水界や大河
川の本流と支流で行政管轄を分けるのではなく、中小河川までまと
めて治水と利水を統合した水系として一貫管理する方針が打ち出
された。その内、「国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で
政令で指定したもの」（河川法第4条第1項）を一級水系と定め、
全国で109の水系が指定されている。
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狩
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川
の
成
り
立
ち
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
約
２
０
０
０
万
年
前
、
現
在
の
硫
黄

島
く
ら
い
の
緯
度
に
あ
っ
た
火
山
島
が

噴
火
を
繰
り
返
し
な
が
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン

海
プ
レ
ー
ト
と
と
も
に
北
に
移
動
し
、

約
１
０
０
万
年
前
に
本
州
に
衝
突
し
た

結
果
、
伊
豆
半
島
が
で
き
ま
し
た
。
本

州
に
衝
突
・
隆
起
し
て
で
き
た
半
島
の

な
か
に
も
い
く
つ
も
の
火
山
が
で
き
ま

し
た
。
天
城
山
も
そ
の
一
つ
で
こ
の
山

に
降
っ
た
雨
が
低
い
方
に
流
れ
下
っ
て

い
き
、
現
在
の
狩
野
川
の
流
路
に
な
り

ま
し
た
」
と
鈴
木
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

狩
野
川
の
流
れ
を
上
流
か
ら
下
流
ま
で

見
て
み
る
と
、
山
が
規
定
し
て
い
る
の

が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

水
源
地
で
も
あ
る
天
城
山
か
ら
狩
野

川
は
流
れ
は
じ
め
、
複
数
の
火
山
に
東

西
を
挟
ま
れ
て
伊
豆
半
島
の
付
け
根
に

向
か
っ
て
北
上
す
る
と
、
箱
根
と
富
士

山
の
間
を
流
れ
る
黄き

瀬せ

川が
わ

が
正
面
か
ら

合
流
し
て
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
狩

野
川
は
急
に
西
向
き
に
流
れ
を
変
え
、

駿
河
湾
に
注
ぎ
ま
す
。

　

地
球
の
大
き
な
活
動
を
考
え
る
こ
と

で
狩
野
川
の
今
の
流
れ
の
理
由
が
見
え

て
く
る
の
は
お
も
し
ろ
い
で
す
。

た
く
さ
ん
の
文
豪
を

引
き
寄
せ
た
川

　

狩
野
川
流
域
が
大
部
分
を
占
め
る
伊

豆
半
島
で
す
が
、
地
殻
変
動
が
激
し
い

 狩野川
 水系番号  ： 45
 都道府県  ： 静岡県
 源流  ： 天城山（1406 ｍ） 
 河口  ： 駿河湾  
 本川流路延長  ： 46 km 97位／109
 支川数  ： 76河川 50位／109
 流域面積  ： 852 km2 75位／109
 流域耕地面積率  ： 11.7 ％ 42位／109
 流域年平均降水量  ： 2558.6 mm 23位／109
 基本高水流量  ： 4000 m3/ s 73位／109
 河口の基本高水流量  ： 1万584 m3/ s 32位／109
 流域内人口  ： 47万8401人 32位／109
 流域人口密度 ： 562人 / km2 21位／109
（基本高水流量観測地点：大仁〈河口から26km地点〉）
河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面）
流域内人口は、 国土交通省「一級水系における流域等の面積、総人口、一般資産額
等について（流域）」を参照

【狩野川流域の地図】国土交通省国土数値情報「河川データ（平成20年）、流域界デ
ータ（昭和52 年）、海岸線データ（平成18年）、鉄道データ（平成30年）、高速道
路データ（平成30年）」より編集部で作図

伊豆半島の地形
フィリピン海プレートの北上とともに本州に衝突してできたとされる
伊豆半島は地学的に重要な場所で、今も本州に押しつけられて
いる。約20万年前まで噴火を繰り返していた天城火山や達磨
火山、多賀火山などが分水嶺となって狩野川は北に流れている

伊豆の文学
井上靖や川端康成など伊豆にゆかりのある作家はおよそ120人。首都
圏に近く、山、川、海へのアクセスもよく、天気がよければ富士山も望め
るため創作には格好の場所。道の駅「天城越え」には井上靖が子ども
時代を過ごした家が移築されている

狩野川の流路を定めた複成火山と富士山

 浄蓮の滝

 旧天城トンネル

 井上靖文学碑

 川端康成文学碑

伊豆の踊り子像

伊豆半島ジオパーク推
進協議会事務局の鈴
木雄介さん

道の駅「天城越え」昭
和の森会館の渡辺文
和さん

坂本 貴啓 
さかもと たかあき

国立研究開発法人 
土木研究所 
水環境研究グループ
自然共生研究センター 
専門研究員
1987年福岡県生まれの川系
男子。北九州で育ち、高校生
になってから下校途中の遠賀
川へ寄り道をするようになり、
川に興味をもちはじめ、川に
青春を捧げる。全国の河川市
民団体に関する研究や川を活
かしたまちづくりの調査研究
活動を行なっている。筑波大
学大学院システム情報工学研
究科修了。白川直樹研究室
『川と人』ゼミ出身。博士（工
学）。2017年4月から現職。
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こ
と
に
関
連
し
て
温
泉
郷
も
発
達
し
て

き
ま
し
た
。
こ
の
温
泉
郷
か
ら
下
田
の

海
ま
で
延
び
る
峠
道
は
天
城
路
と
言
わ

れ
、
狩
野
川
に
沿
っ
て
通
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
風
情
の
あ
る
天
城
路
は
多
く
の
文

人
が
歩
き
ま
し
た
。『
伊
豆
の
踊
子
』
を

著
し
た
川
端
康
成
、『
し
ろ
ば
ん
ば
』
の

井
上
靖
、『
旅
』
の
島
崎
藤
村
な
ど
が
こ

の
場
所
を
舞
台
に
執
筆
に
励
ん
だ
そ
う

で
す
。

　

こ
の
天
城
路
は
当
時
ど
ん
な
場
所
だ

っ
た
の
か
、
道
の
駅
「
天
城
越
え
」
昭

和
の
森
会
館
の
渡
辺
文
和
さ
ん
に
お
話

を
聞
き
ま
し
た
。

「
こ
の
伊
豆
の
地
域
は
多
く
の
文
学
作

品
が
誕
生
し
た
場
所
で
す
。
数
多
く
の

文
人
墨
客
が
東
京
近
郊
か
ら
や
っ
て
き

て
、
温
泉
宿
に
泊
ま
り
な
が
ら
執
筆
活

動
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
今
の
私
た

ち
が
歩
い
て
も
結
構
気
持
ち
の
い
い
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
」

　

文
化
人
が
こ
の
流
域
に
惹
き
つ
け
ら

れ
た
理
由
と
し
て
、
都
心
に
近
い
利
便

性
を
有
し
つ
つ
半
島
と
い
う
奥
ま
っ
た

環
境
が
非
日
常
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し

て
い
た
こ
と
や
、
四
季
折
々
の
風
情
や

旅
情
が
作
品
の
創
作
意
欲
に
つ
な
が
っ

て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

阿
鼻
叫
喚
の

狩
野
川
台
風
と
放
水
路

　

天
城
の
源
流
か
ら
狩
野
川
を
下
っ
て

く
る
と
、
修
善
寺
で
山
間
部
が
終
わ
り
、

開
け
た
平
野
部
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
変
化
す
る
箇
所
は
水
害
が
起
こ
り

や
す
い
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
今
回
の

取
材
と
は
別
に
狩
野
川
に
遊
び
に
来
た

時
に
、
川
の
傍
の
木
陰
に
ひ
っ
そ
り
と

建
っ
て
い
る
石
碑
が
気
に
な
っ
て
し
か

た
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
川
系
男
子
の

勘
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
公

園
に
は
何
か
あ
る
と
直
感
的
に
感
じ
、

今
回
石
碑
を
読
ん
で
み
ま
し
た
。
ぎ
っ

し
り
と
書
か
れ
た
碑
文
に
こ
ん
な
一
節

が
あ
り
ま
し
た
。

「
堅
を
誇
る
修
善
寺
橋
も
そ
の
暴
圧
に

堪
ゆ
る
こ
と
を
得
ず
轟
然
陥
没
し
た
。

（
中
略
）
か
か
る
上
流
の
事
態
を
夢
想
だ

に
し
な
か
っ
た
熊
坂
の
夜
は
一
瞬
に
し

て
阿
鼻
叫
換
の
修
羅
地
獄
不
気
味
な
地

鳴
り
と
荒
れ
狂
う
波
の
底
に
沈
ん
だ
」

　

こ
の
場
所
こ
そ
が
戦
後
最
悪
と
言
わ

れ
た
水
害
の
一
つ
、
狩
野
川
台
風
（
１

９
５
８
年
［
昭
和
33
］
９
月
26
日
）
の
悲
惨
さ
を

後
世
に
伝
え
る
も
の
で
し
た
。
川
沿
い

の
公
園
に
は
、
災
害
の
爪
痕
を
物
語
る

災
害
伝
承
碑
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
で
す
。

　

狩
野
川
台
風
の
被
害
と
狩
野
川
の
治

水
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
沼
津
河
川

国
道
事
務
所
調
査
課
の
土
屋
郁
夫
さ
ん
、

山
根
宏
之
さ
ん
、
鈴
木
康
之
さ
ん
に
お

聞
き
し
ま
し
た
。

「
伊
豆
半
島
の
南
を
進
ん
だ
台
風
は
、

伊
豆
半
島
周
辺
の
海
上
を
進
み
、
台
風

の
左
側
に
位
置
し
た
天
城
山
周
辺
に
雨

雲
を
長
時
間
に
わ
た
り
送
り
込
み
ま
し

た
。
そ
の
結
果
天
城
山
に
降
っ
た
大
雨

は
狩
野
川
に
集
中
し
、
狩
野
川
の
多
く

の
場
所
で
氾
濫
し
、
死
者
・
行
方
不
明

者
８
５
３
人
と
い
う
大
き
な
被
害
を
出

し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
『
狩
野
川

台
風
』
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
」

　

こ
の
狩
野
川
台
風
の
以
前
よ
り
狩
野

川
の
治
水
は
、
火
山
岩
質
で
ダ
ム
適
地

が
な
い
こ
と
か
ら
放
水
路
案
が
検
討
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
水
害
を
機
に
放
水
路

の
規
模
拡
大
の
方
針
と
な
り
、
放
水
路

計
画
を
一
気
に
推
し
進
め
ま
し
た
。

「
狩
野
川
台
風
の
際
、
多
く
の
場
所
で

11958年9月21日ごろ、グアム島に発生
した台風22号が9月26日に伊豆半島南端
を通過。死者・行方不明者853人、家屋の
全半壊・流出・浸水による被害6775戸とい
う被害をもたらした 提供：国土交通省 中部地方

整備局 沼津河川国道事務所　2国土交通省
中部地方整備局沼津河川国道事務所
調査課で課長を務める土屋郁夫さん（右）、
専門官の山根宏之さん（中）、水防調整係
長の鈴木康之さん（左）　3伊豆市狩野
川記念公園に建立されている狩野川台風
に関する水害伝承碑　4河口から18km
付近に設けられた狩野川放水路との分流
地点　5狩野川台風の洪水実績に鑑み、
計画流量を改訂して工事が進められた狩
野川放水路。狩野川台風以前の計画で
水路は2本だったが3本に改めた

1

23

4

5

川名の由来【狩野川】
川名の由来：狩に因むという狩猟説、焼畑・開墾地のカノ
（カノン）とする焼畑説、金（かな）川で製鉄に因むとする
製鉄説、古代の巨船の「枯野」に因む枯野説、狩野氏因
む本狩野（天城湯ヶ島町柿木）から流れる説など数多い。

狩野川 放水路
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浸
水
し
ま
し
た
の
で
、
本
川
に
負
荷
を

か
け
な
い
よ
う
に
、
伊
豆
半
島
の
く
び

れ
の
と
こ
ろ
に
三
つ
の
ト
ン
ネ
ル
を
掘

り
、
近
道
し
て
海
ま
で
導
く
『
狩
野
川

放
水
路
』
を
建
設
し
ま
し
た
（
１
９
６
５

年
完
成
）」

　

こ
れ
に
よ
り
狩
野
川
の
治
水
は
劇
的

に
改
善
さ
れ
、
大
水
害
は
そ
れ
以
降
起

こ
っ
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
２
０
１
８

年
で
狩
野
川
台
風
か
ら
60
年
を
迎
え
、

小
学
生
を
招
い
た
イ
ベ
ン
ト
が
開
か
れ
、

水
害
の
記
憶
を
風
化
さ
せ
な
い
よ
う
に

後
世
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

流
域
外
か
ら
水
を
引
く

　

狩
野
川
流
域
は
火
山
の
影
響
の
色
濃

い
地
形
・
地
質
を
も
つ
た
め
水
が
浸
透

し
や
す
く
、
年
間
３
５
０
０
～
４
５
０

０
㎜
と
い
う
豊
富
な
降
水
量
も
手
伝
っ

て
、
地
下
水
や
湧
き
水
が
多
い
地
域
で

す
。
そ
れ
を
活
用
し
た
わ
さ
び
の
生
産

も
盛
ん
で
、
わ
さ
び
漬
け
な
ど
は
伊
豆

半
島
の
特
産
物
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

一
方
で
、
山
に
規
定
さ
れ
る
川
で
も

あ
る
た
め
、
流
域
に
は
川
の
水
を
利
用

し
に
く
い
地
域
も
一
部
あ
り
ま
す
。
狩

野
川
の
下
流
で
合
流
す
る
黄
瀬
川
流
域

で
は
、
川
よ
り
も
高
い
と
こ
ろ
に
住
宅

や
農
地
が
あ
る
地
域
が
あ
り
川
の
水
を

利
用
し
に
く
い
た
め
、
こ
の
地
域
の

人
々
は
流
域
を
越
え
て
芦
ノ
湖
か
ら
水

を
引
い
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
深ふ
か

良ら

用
水
（
箱
根
用
水
）」
で
す
。

　

深
良
用
水
の
水
利
用
に
つ
い
て
裾
野

市
役
所
行
政
課
の
原
邦
臣
さ
ん
と
山
田

隆
蔵
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
深
良
用
水
は
江
戸
時
代
（
１
６
７
０
年
）

に
完
成
し
た
歴
史
あ
る
用
水
路
で
す
。

今
な
お
現
役
で
約
５
０
０
ha
を
潤
し
て

い
ま
す
。
箱
根
山
系
の
芦
ノ
湖
の
水
を

１
２
８
０
m
の
素
掘
り
の
ト
ン
ネ
ル
に

よ
り
引
い
て
き
て
い
ま
す
」

　

こ
の
用
水
路
、
２
市
２
町
で
静
岡
県

芦
湖
水
利
組
合
を
つ
く
り
、
主
要
な
受

益
地
で
あ
る
裾
野
市
が
中
心
に
管
理
し

て
い
ま
す
。
実
際
に
現
場
を
案
内
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
流
域
を
越
え
て
箱

根
の
芦
ノ
湖
に
つ
く
と
、
深
良
用
水
の

ト
ン
ネ
ル
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら

水
を
取
り
入
れ
、
山
中
を
少
し
ず
つ
下

っ
て
水
は
流
れ
て
い
く
よ
う
で
す
。
流

域
の
外
か
ら
や
っ
て
く
る
水
の
流
れ
が

あ
る
こ
と
も
実
感
で
き
ま
し
た
。 

　

取
水
口
の
近
く
に
は
管
理
棟
が
あ
り
、

こ
こ
で
流
量
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
計
測

さ
れ
て
い
ま
す
。
年
に
二
度
、
ト
ン
ネ

ル
内
を
点
検
す
る
時
に
は
こ
こ
を
拠
点

と
し
て
、
水
の
番
人
（
水
配
人
）
は
前
の

日
か
ら
泊
ま
り
こ
む
そ
う
で
す
。
江
戸

時
代
か
ら
今
日
ま
で
世
代
を
越
え
て
毎

年
同
じ
管
理
を
続
け
る
こ
と
は
、
新
し

い
も
の
を
つ
く
る
よ
り
も
難
し
い
こ
と

で
、
誇
る
べ
き
遺
産
で
す
。
２
０
１
４

年
に
世
界
か
ん
が
い
施
設
遺
産
と
し
て

も
登
録
さ
れ
た
深
良
用
水
は
、
２
０
２

０
年
に
通
水
３
５
０
周
年
を
迎
え
ま
す
。

こ
れ
を
記
念
し
て
深
良
用
水
に
感
謝
し

た
お
祭
り
や
記
念
誌
の
発
行
を
予
定
し

て
い
る
そ
う
で
す
。

地
下
水
と
川
は
表
裏
一
体

　

狩
野
川
流
域
は
南
北
に
細
長
い
形
を

し
て
い
ま
す
。
伊
豆
半
島
の
南
か
ら
北

に
向
か
っ
て
狩
野
川
本
川
、
富
士
山
の

麓
か
ら
南
に
向
か
っ
て
支
流
の
黄
瀬
川
、

そ
し
て
そ
の
中
央
部
に
三
島
市
が
あ
り

ま
す
。
三
島
市
を
含
む
一
帯
は
富
士
山

山
麓
か
ら
湧
き
出
す
湧
水
が
豊
富
で
、

『
三
島
湧
水
群
』
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
湧
水
を
源
流
に
も
つ
川
と
し
て
源

兵
衛
川
や
柿
田
川
が
あ
り
、
ま
ち
の
中

心
部
で
多
く
の
人
が
川
沿
い
で
涼
を
感

7芦ノ湖から狩野川流域へ農業用水を送る「深良
用水」の取水口　8 取水口から山を貫くトンネル
の入口。少し奥に素掘りの跡が見える　9 深良用
水は、最終的にはここで狩野川の支川・黄瀬川へ
流入する　10 裾野市役所総務部行政課の主
幹、原邦臣さん（右）と主事の山田隆蔵さん（左）

6

6伊豆市中伊豆地区の「わさ
び沢」。雨が多く緑豊かな伊豆
半島はわさびの栽培適地

7

8

9

10
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じ
た
り
、
水
浴
び
を
楽
し
ん
だ
り
で
き

る
空
間
に
な
っ
て
い
ま
す
。
三
島
の
湧

水
と
源
兵
衛
川
の
利
活
用
に
つ
い
て
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
グ
ラ
ウ
ン
ド
ワ
ー
ク
三
島
の

渡
辺
豊
博
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
こ
の
豊
富
な
地
下
水
に
恵
ま
れ
て
い

る
三
島
の
人
は
、
地
下
水
と
呼
ば
ず
に
、

『
地
下
川
』
と
呼
び
ま
す
。
で
す
か
ら
、

上
（
河
川
）
が
汚
れ
る
と
下
（
地
下
水
）
も

汚
れ
る
。
ど
ち
ら
も
表
裏
一
体
で
、
体

（
水
環
境
）
の
健
康
を
保
つ
た
め
に
は
両

方
と
も
大
切
で
す
」

　

こ
の
源
兵
衛
川
、
今
で
こ
そ
湧
水
河

川
と
し
て
全
国
的
に
も
名
高
い
清
流
で

す
が
、
非
常
に
ゴ
ミ
が
多
か
っ
た
時
期

が
あ
り
ま
し
た
。

「
ゴ
ミ
の
多
い
現
状
に
憂
え
た
数
名
が

中
心
と
な
り
市
民
団
体
を
つ
く
り
、
毎

週
１
・
５
㎞
の
川
を
３
年
間
ひ
た
す
ら

清
掃
活
動
を
続
け
ま
し
た
」

　

同
じ
区
間
を
清
掃
し
つ
づ
け
て
い
る

と
、
ゴ
ミ
が
一
切
な
く
な
り
見
た
目
に

も
き
れ
い
な
空
間
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

渡
辺
さ
ん
は
人
が
集
ま
る
秘
訣
と
し
て
、

「
右
手
に
ス
コ
ッ
プ
、
左
手
に
缶
ビ
ー

ル
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
言
い
ま
す
。

「
清
掃
に
一
所
懸
命
に
取
り
組
ん
だ
後
、

み
ん
な
で
ビ
ー
ル
を
飲
み
ま
す
。
い
い

汗
を
か
き
、
こ
の
楽
し
み
が
あ
る
か
ら

続
き
、
続
け
て
い
る
と
き
れ
い
に
な
っ

て
い
く
過
程
で
地
域
の
人
か
ら
差
し
入

れ
が
あ
っ
た
り
、
川
の
勉
強
会
を
開
催

し
よ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
た
り
人

が
集
ま
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
三
島

の
地
域
経
営
と
い
う
概
念
が
育
ま
れ
て

い
っ
た
の
で
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

住
民
主
体
で
１
２
０
回
も
の
源
兵
衛

川
の
川
づ
く
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

開
催
し
、
行
政
と
一
緒
に
利
活
用
し
や

す
い
川
を
計
画
し
て
い
っ
た
の
も
成
果

の
一
つ
で
す
。
こ
の
短
い
湧
水
の
川
に

一
人
ひ
と
り
の
多
く
の
時
間
が
注
ぎ
込

ま
れ
て
今
の
風
景
が
つ
く
り
出
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

躍
動
す
る
プ
レ
ー
ト
上
の

狩
野
川
流
域
の
暮
ら
し

　

大
き
な
視
点
を
も
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
地
殻
変
動
を
見
て
い
く
な
か
で
、

狩
野
川
流
域
の
人
々
の
暮
ら
し
や
築
か

れ
た
文
化
も
見
え
て
き
ま
し
た
。

　

活
発
な
プ
レ
ー
ト
の
運
動
は
高
い

山
々
を
つ
く
り
出
し
、
そ
の
制
約
を
受

け
な
が
ら
狩
野
川
は
流
れ
ま
す
。
そ
の

制
約
が
狩
野
川
放
水
路
や
流
域
外
か
ら

水
を
引
い
て
く
る
深
良
用
水
を
つ
く
り

出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
制
約
あ
る

地
形
は
天
城
路
の
よ
う
な
旅
人
や
文
人

を
魅
了
す
る
す
て
き
な
空
間
と
し
て
好

ま
れ
、
多
く
の
文
学
作
品
を
生
み
出
し
、

文
化
の
薫
る
場
所
と
な
り
ま
し
た
。
表

層
の
川
だ
け
で
な
く
、
地
下
に
も
広
が

る
地
下
川
が
地
表
と
表
裏
一
体
と
な
っ

た
そ
の
証
が
ま
ち
の
な
か
を
流
れ
る
源

兵
衛
川
や
柿
田
川
沿
い
に
人
が
集
ま
る

風
景
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

今
な
お
動
き
つ
づ
け
る
プ
レ
ー
ト
運

動
は
、
狩
野
川
流
域
の
暮
ら
し
や
文
化

を
刻
み
つ
づ
け
て
い
ま
す
。

　
（
２
０
１
９
年
４
月
22
～
24
日
取
材
）

11富士山の伏流水を源とする柿田川。
水の色、透明度ともにすばらしい。この
先で狩野川に合流する　12 地域の
人たちの力で清流を取り戻した源兵衛
川　13 NPOグラウンドワーク三島で
専務理事と事務局長を兼務する渡辺
豊博さん。渡辺さんたち数人で始めた
清掃活動が地域の人たちを動かした　
14 人を惹きつける源兵衛川の河畔に
はこのようなカフェレストランもある

11

12

1314

狩野川右岸の河口にて
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グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
風

　

宮
崎
県
日
南
市
の
飫お

び肥
は
古
い
武
家

町
の
残
る
観
光
地
と
し
て
有
名
だ
が
、

今
回
は
同
じ
日
南
市
で
も
油
あ
ぶ
ら

津つ

を
中
心

に
紹
介
し
た
い
。

　

油
津
と
飫
肥
の
間
は
７
㎞
し
か
離
れ

て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
互
い

に
気
風
は
正
反
対
と
思
い
込
ん
で
い
る

お
も
し
ろ
い
エ
リ
ア
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
飫
肥
は
飫
肥
杉
の
産
地
だ
し
、

油
津
は
切
り
出
さ
れ
た
杉
が
酒さ
か
た
に
が
わ

谷
川
・

広ひ
ろ
と
が
わ

渡
川
を
下
り
積
み
出
さ
れ
瀬
戸
内
な

ど
に
つ
な
が
る
港
ま
ち
。
山
の
都
（
政

治
の
中
心
）
と
海
の
都
（
経
済
の
中
心
）
で
は

気
風
が
違
う
と
い
う
わ
け
だ
。

　
『
油
津
の
町
並
み
と
堀
川
運
河
』
と

い
う
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
は
１
９
１
９
年

（
大
正
8
）
に
書
か
れ
た
「
油
津
人
。
飫

肥
人
。」
と
い
う
文
章
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。「
山
幸
は
飫
肥
人
の
得
意
で
、
海

幸
は
油
津
人
の
得
意
。
…
飫
が
自
分
に

似
せ
て
穴
を
掘
る
蟹
な
ら
ば
、
油
は
流

江戸時代前期開削の堀川運河（延長1450m）と明治36年竣工の堀川橋

中庭 光彦
なかにわ  みつひこ

多摩大学経営情報学部
事業構想学科教授
1962年東京都生まれ。中央大学大
学院総合政策研究科博士課程退
学。専門は地域政策・観光まちづくり。
郊外・地方の開発政策史研究を続け
る一方、1998年からミツカン水の文
化センターの活動に携わり、2014年
からアドバイザー。『コミュニティ3.0
─地域バージョンアップの論理』

（水曜社 2017）など著書多数。

人口減少期の地域政策を
研究する中庭光彦さんが
「地域の魅力」を支える資
源やしくみを解き明かす連
載です。

日南二都の
文化プラットフォームと
異文化の風 ─宮崎県日南市 油津・飫肥

マグロの水揚げで栄えた油津港
（昭和10年）
（提供：日南市教育委員会）

堀川運河そばに積み上げられた
飫肥杉

往時の堀川橋周辺の様子

水の文化 62号　魅力づくりの教え
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れ
次
第
に
遊
ん
で
い
る
烏
賊
だ
ら
う
。

⋮
彼
は
武
士
気
質
と
杣
気
質
の
ち
ゃ
ん

ぽ
ん
で
、
是
は
商
人
風
と
漁
夫
風
が
五

分
五
分
で
あ
る
⋮
」
と
い
っ
た
具
合
で
、

風
土
に
基
づ
く
心
根
の
対
比
を
２
０
０

８
年
（
平
成
20
）
に
つ
く
ら
れ
た
行
政
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
に
載
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が

興
味
深
い
。

　

水
や
土
地
の
環
境
は
、
こ
う
し
た

「
在
地
人
」
が
守
る
た
め
、
地
理
的
に

は
近
く
て
も
気
風
が
変
わ
る
の
は
よ
く

わ
か
る
。
た
だ
し
全
国
を
見
る
と
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
観
光
を
て
こ
に
、
移
動

者
に
よ
る
異
文
化
を
在
地
文
化
に
掛
け

合
わ
せ
て
、
魅
力
を
つ
く
ろ
う
と
い
う

風
が
吹
い
て
い
る
の
も
事
実
。
油
津
は

異
文
化
と
ど
う
対
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

在
地
文
化
の
象
徴

港
ま
ち「
油
津
」

　

今
回
油
津
の
ま
ち
な
か
、
そ
し
て
飫

肥
の
山
林
を
ご
案
内
い
た
だ
い
た
の
が

日
南
市
教
育
委
員
会
の
岡
本
武
憲
さ
ん

だ
。
日
南
の
生
き
字
引
の
よ
う
な
方
で

油
津
、
飫
肥
杉
の
歴
史
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
た
。

　

油
津
に
は
記
憶
に
残
る
運
河
が
あ
る
。

堀
川
運
河
だ
。
１
６
８
６
年
（
貞
享
3
）

に
飫
肥
藩
（
藩
主
は
伊
東
氏
）
に
よ
り
つ
く

ら
れ
た
。
酒
谷
川
と
広
渡
川
の
上
流
か

ら
筏
流
し
で
運
ば
れ
て
き
た
飫
肥
杉
や

松
、
楠
な
ど
の
山
林
資
源
を
、
河
口
の

岬
を
回
り
込
み
油
津
港
に
運
び
入
れ
る

の
で
は
な
く
、
岬
の
手
前
の
右
岸
か
ら

油
津
の
ま
ち
な
か
を
開
削
し
て
、
港
に

直
結
で
き
る
よ
う
に
し
た
運
河
だ
。

　

そ
こ
ま
で
し
て
大
事
に
運
ん
だ
飫
肥

杉
は
、
藩
の
有
力
な
輸
出
品
だ
っ
た
。

こ
の
地
域
は
高
温
多
湿
の
た
め
杉
の
育

ち
が
早
く
、
油
分
も
多
く
軟
ら
か
い
。

ぶ
つ
か
っ
て
も
割
れ
な
い
の
で
船
材
に

適
し
「
日ひ
ゅ
う
が
べ
ん
こ
う

向
弁
甲
」
と
呼
ば
れ
た
。
弁

甲
材
と
は
寝
か
し
た
丸
太
材
の
上
下
を

削
っ
て
横
に
積
め
る
よ
う
に
し
た
も
の

で
、
こ
れ
を
瀬
戸
内
の
船
大
工
向
け
に

運
ん
で
い
た
。

　

堀
川
運
河
は
こ
の
飫
肥
杉
を
油
津
港

に
運
ぶ
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、

運
河
周
辺
に
は
藩
の
船
庫
が
建
ち
、
土ど

場ば

と
呼
ば
れ
た
貯
木
場
が
広
が
っ
て
い

た
。
ま
た
、
漁
師
に
と
っ
て
は
堀
川
が

避
難
港
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

　

こ
の
た
め
、
貯
木
場
と
廻
船
問
屋
な

ど
か
ら
な
る
活
気
あ
る
港
が
広
が
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
油
津
繁
栄
の
象
徴
が

堀
川
運
河
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
。

　

ま
ち
な
か
に
は
今
で
も
赤
レ
ン
ガ
倉

庫
や
杉
村
本
店
と
い
っ
た
大
正
か
ら
昭

和
に
か
け
て
の
建
物
が
保
全
さ
れ
、
往

時
の
文
化
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

油
津
と
飫
肥
。
二
つ
の
気
質
の
対
比

は
、
飫
肥
杉
の
保
全
・
生
産
・
取
引
と

い
う
共
通
の
文
化
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

の
上
に
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

余
談
な
が
ら
、
油
津
は
昭
和
初
期
に

海
か
ら
思
わ
ぬ
ボ
ー
ナ
ス
を
受
け
取
る
。

１
９
２
９
年
（
昭
和
4
）
ご
ろ
か
ら
１
９

４
１
年
（
昭
和
16
）
の
12
年
間
に
ク
ロ
マ

1創業明治25年という老
舗・杉村本店。店舗部分
は昭和７年築、左奥の煉
瓦蔵は大正９年築 2山か
ら切り出されて出荷を待つ
「飫肥杉」 3日南市教育
委員会生涯学習課の岡
本武憲さん。この地の歴
史と文化に精通している

2

3

1

500m

油津駅

日南駅

飫肥城跡
飫肥駅

日南線

広
渡
川

堀川運河

大堂津

油
津
港

飫肥＆油津広域図

日南市

●油津

酒
谷
川

宮崎県

油津商店街周辺図

↓至 油津港

油津赤レンガ館
杉村本店

堀川橋
堀川資料館

天福球場

運
河

堀
川

日南市
観光案内所

油
津
駅

日
南
線

ABURATSU COFFEE
あぶらつ食堂

油津Yotten
油津商店街 

二代目 湯浅豆腐店

日南二都の文化プラットフォームと異文化の風
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グ
ロ
の
漁
獲
量
が
激
増
し
た
の
だ
。
こ

の
こ
ろ
の
油
津
は
「
東
洋
一
の
マ
グ
ロ

漁
港
」
と
言
わ
れ
、
油
津
の
価
格
が
全

国
の
マ
グ
ロ
相
場
を
決
め
た
と
い
う
。

商
店
街
は

再
生
し
た
の
か
？

　

港
ま
ち
と
し
て
歴
史
あ
る
油
津
だ
が
、

現
在
は
ま
ち
づ
く
り
関
係
者
の
間
で
有

名
だ
。「
外
か
ら
や
っ
て
き
た
プ
ロ
デ
ュ

ー
サ
ー
が
、
猫
も
歩
か
な
い
と
言
わ
れ

た
商
店
街
を
再
生
し
た
」
と
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

現
在
は
二
期
目
の
若
い
日
南
市
長
が

当
選
し
た
と
き
に
民
間
人
を
登
用
。
現

地
居
住
の
条
件
と
20
店
舗
誘
致
を
ミ
ッ

シ
ョ
ン
に
福
岡
か
ら
テ
ナ
ン
ト
ミ
ッ
ク

ス
サ
ポ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
募
集
し

任
せ
た
。
そ
れ
が
成
功
し
油
津
は
賑
わ

っ
て
い
る
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

　

ヨ
ソ
者
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ

す
と
い
う
私
も
好
き
な
ス
ト
ー
リ
ー
だ

が
、
ほ
ん
と
う
だ
ろ
う
か
？ 

な
ぜ
な

ら
日
南
市
の
人
口
は
約
５
万
１
０
０
０

人
、
そ
の
う
ち
油
津
地
区
、
飫
肥
地
区

の
人
口
は
と
も
に
５
０
０
０
人
強
だ
。

５
０
０
０
人
と
は
小
型
ス
ー
パ
ー
が
や

っ
て
い
け
る
程
度
の
商
圏
人
口
で
あ
り
、

商
店
街
が
よ
み
が
え
る
規
模
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
、
実
際
の
推
移
を
日
南
市
産

業
経
済
部
商
工
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
課

の
阪
元
稔と
し
ふ
み史

さ
ん
に
う
か
が
っ
た
。

　

油
津
商
店
街
は
１
９
６
５
年
（
昭
和

40
）
ご
ろ
に
は
宮
崎
県
南
最
大
の
商
店

街
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
シ
ャ
ッ
タ
ー

街
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
テ
ナ
ン
ト
ミ
ッ

ク
ス
サ
ポ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
下
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
始
め
、
１
年

目
に
株
式
会
社
油
津
応
援
団
を
設
立
し

た
。
そ
し
て
地
元
の
人
々
の
記
憶
に
残

る
喫
茶
店
「
麦
藁
帽
子
」
の
空
き
店
舗

を
「
Ａ
Ｂ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｕ 

Ｃ
Ｏ
Ｆ
Ｆ

Ｅ
Ｅ
」
に
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
。
次
に

「
二
代
目 

湯
浅
豆
腐
店
」
が
オ
ー
プ
ン

す
る
。
３
年
目
に
は
空
き
店
舗
を
減
築

し
て
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
、
会
議
室
、

飲
食
施
設
が
複
合
し
た
多
世
代
交
流
モ

ー
ル
「
油
津
Y
o
t
t
e
n
」
が
つ

く
ら
れ
た
。
ヨ
ソ
者
、
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
、
居
場
所
づ
く
り
と
い
う
元
気
づ
く

り
の
三
要
素
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
飫
肥
杉
工
芸
品
を

世
界
に
販
売
す
る
た
め
の
ク
ラ
ウ
ド
フ

ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
活
用
や
、
潜
在
的
労
働

力
を
掘
り
起
こ
す
20
万
円
ワ
ー
カ
ー
育

成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
、
ま
ち
の
課
題

解
決
に
向
け
た
取
り
組
み
を
民
間
企
業

と
協
働
し
て
進
め
て
き
た
点
だ
。
「
日

本
一
組
み
や
す
い
自
治
体
」
と
い
う
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
、
結
果
と
し
て
空
き

店
舗
へ
の
Ｉ
Ｔ
企
業
の
誘
致
に
つ
な
が

り
、
若
者
の
雇
用
を
生
み
出
し
た
。

　

こ
れ
ら
企
業
が
、
地
元
と
い
う
よ
り

は
地
域
の
外
、
も
っ
と
言
え
ば
世
界
を

相
手
に
し
た
企
業
な
の
は
興
味
深
い
。

「
個
店
が
が
ん
ば
る
」の

新
し
い
意
味

　

油
津
商
店
街
の
別
の
場
所
で
豆
腐
販

売
店
を
営
ん
で
い
た
が
、
２
０
１
４
年

の
年
末
に
移
転
し
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ

ー
プ
ン
し
た
「
二
代
目 

湯
浅
豆
腐
店
」

は
勇
気
が
あ
っ
た
と
思
う
。
移
転
後
は

豆
腐
の
販
売
に
加
え
て
、
豆
腐
プ
リ
ン
、

麻
婆
豆
腐
丼
な
ど
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
ニ
ュ

ー
の
食
事
も
提
供
し
て
い
る
。
湯
浅
俊

一
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

　

お
い
し
い
水
と
国
産
大
豆
に
こ
だ
わ

り
、
よ
い
水
が
出
る
大お
お
ど
う堂

津つ

に
工
場
を

構
え
て
い
る
湯
浅
さ
ん
は
、
商
品
開
発

に
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
。
そ
の
過
程
で
、

最
初
は
利
益
第
一
に
考
え
て
い
た
が
、

お
客
さ
ん
が
喜
ん
で
く
れ
て
初
め
て
利

益
が
つ
い
て
く
る
と
気
が
つ
い
た
と
い

う
。
そ
の
結
果
か
、
お
客
さ
ん
は
地
元

よ
り
も
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
都
城
市
や
宮

崎
市
か
ら
来
る
と
言
う
。
こ
の
豆
腐
の

商
圏
の
広
が
り
は
ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ
て

き
た
証
だ
ろ
う
。

　

Ｉ
Ｔ
企
業
の
若
い
従
業
員
も
増
え
た

現
在
、
湯
浅
さ
ん
は
若
い
人
が
気
軽
に

集
ま
る
店
に
し
た
い
と
言
う
。

　

こ
の
30
年
、
国
の
中
心
市
街
地
活
性

化
政
策
が
進
め
ら
れ
、
商
店
街
を
守
る

た
め
に
個
店
が
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
と

言
わ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
ど
ん
ど
ん

4油津商店街の再生に向けて誕生した、多世代交流のためのスペース「油津
Yotten（よってん）」 5かつての喫茶店を復刻オープンした「ABURATSU 
COFFEE」 6油津商店街の取り組みについて語る日南市産業経済部商工・マ
ーケティング課の阪元稔史さん 78商店街の別の場所から「ABURATSU 
COFFEE」の並びに移転した「二代目 湯浅豆腐店」と店主の湯浅俊一さん

堀川運河そばの広渡川右岸に残る
石積み護岸。油津の中心街を守る
ためにつくられたと思われる

4

56

78
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「
商
店
街
」
は
つ
ぶ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
当
然
で
、
人
々
は
車
で
広
範
囲
に
移

動
し
て
購
買
す
る
消
費
ス
タ
イ
ル
に
変

化
し
て
き
た
か
ら
だ
。

　

湯
浅
さ
ん
が
語
る
「
自
分
で
集
客
す

る
強
い
意
志
を
も
た
な
い
と
ど
こ
へ
行

っ
て
も
だ
め
だ
と
思
い
ま
す
」
と
い
う

商
品
開
発
の
試
行
錯
誤
は
、
個
店
の
当

た
り
前
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
湯
浅
さ
ん
が
こ
の
商
店
街
を

「
自
分
が
が
ん
ば
る
若
者
の
た
め
の
価

値
が
あ
る
ま
ち
」
と
考
え
て
い
る
こ
と

自
体
が
、
油
津
商
店
街
の
性
格
の
変
化

を
示
し
て
い
る
。

　

結
局
、
日
南
市
と
油
津
商
店
街
の
試

み
は
、
来
街
者
が
増
え
る
昔
の
商
店
街

復
活
で
は
な
く
、
規
模
を
小
さ
く
し
て

機
能
も
新
た
に
し
た
共
同
体
を
つ
く
っ

た
こ
と
だ
と
言
え
る
。
地
元
の
人
か
ら

「
公
民
館
の
よ
う
だ
」
と
呼
ば
れ
る
の

は
、
商
店
街
が
違
う
形
で
よ
み
が
え
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

油
津
港
に
や
っ
て
き
た

外
国
ク
ル
ー
ズ
船

　

商
店
街
を
歩
い
て
い
た
３
月
26
日
。

平
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ち
ら
ほ
ら
と

外
国
人
観
光
客
が
目
に
つ
い
た
。
そ
の

理
由
は
港
に
あ
っ
た
。

　

こ
の
日
、
外
国
ク
ル
ー
ズ
船
「
ア
ル

バ
ト
ロ
ス
号
」
が
寄
港
し
て
い
た
の
だ
。

こ
の
船
は
、
台
湾
の
基
隆
、
那
覇
、
上

海
、
済
州
島
、
釜
山
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト

ク
、
横
浜
、
名
古
屋
、
大
阪
、
油
津
、

石
垣
、
香
港
と
ク
ル
ー
ズ
す
る
合
計
６

８
４
人
の
船
客
が
乗
る
中
規
模
の
豪
華

客
船
だ
。

　

日
南
市
・
宮
崎
県
で
は
こ
の
よ
う
な

ク
ル
ー
ズ
船
寄
港
を
目
的
に
、
積
極
的

に
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
を
行
な
っ
て
き
た
。

　

実
際
に
油
津
港
の
先
端
の
埠
頭
を
目

指
す
と
、
地
元
製
紙
企
業
の
パ
ル
プ
チ
ッ

プ
の
山
が
目
に
入
り
、
そ
の
先
に
停
泊

す
る
ア
ル
バ
ト
ロ
ス
号
が
見
え
て
く
る
。

　

い
や
ぁ
、
大
き
い
。

　

11
時
に
入
港
し
た
船
客
は
す
で
に
シ

ャ
ト
ル
バ
ス
で
油
津
、
飫
肥
、
鵜う

ど戸
神

宮
な
ど
に
出
発
し
た
後
だ
っ
た
。

　

ク
ル
ー
ズ
船
寄
港
の
経
済
効
果
は
飲

食
消
費
中
心
で
受
け
入
れ
都
市
ご
と
に

異
な
る
が
、
飫
肥
・
油
津
と
い
う
山
と

海
の
都
市
が
訪
問
客
に
与
え
る
文
化
的

効
果
は
大
き
い
も
の
だ
ろ
う
。

異
文
化
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

の
行
方

　

水
の
文
化
に
目
を
配
る
と
在
地
の
自

然
・
文
化
遺
産
に
目
が
留
ま
る
。
多
く

は
江
戸
時
代
以
降
の
人
口
増
加
期
に
形

成
さ
れ
た
地
域
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
、

油
津
・
飫
肥
は
、
い
わ
ば
「
飫
肥
杉
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
だ
。
運
河
、
閘
門
、

ま
ち
の
背
後
を
水
害
か
ら
守
る
石
堰
堤
、

豪
商
や
病
院
と
い
っ
た
往
時
の
文
化
景

観
の
保
全
は
非
常
に
重
要
だ
。

　

と
は
い
え
現
在
、
ま
ち
と
か
か
わ
る

人
々
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
商
店
街
を

変
え
た
の
も
国
内
外
あ
る
い
は
世
代
を

ま
た
い
だ
異
文
化
人
で
、
資
金
集
め
に

は
世
界
を
つ
な
ぐ
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ

ィ
ン
グ
も
一
役
買
っ
て
い
る
。
ク
ル
ー

ズ
船
も
や
っ
て
く
る
。
油
津
商
店
街
は

地
元
と
異
文
化
人
が
助
け
合
い
つ
つ
価

値
を
生
む
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
つ
く

ろ
う
と
し
た
と
言
え
る
し
、
行
政
も
そ

れ
を
狙
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

　

な
ら
ば
、
こ
の
異
文
化
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
を
在
地
の
山
文
化
の
人
々
は
ど

う
受
け
止
め
る
か
？ 

な
に
せ
飫
肥
杉

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
人
々
は
１
０
０

年
単
位
で
山
を
守
る
思
考
法
の
も
と
に

行
動
す
る
う
え
、
現
に
今
も
丸
太
生
産

で
宮
崎
県
は
日
本
一
な
の
で
あ
る
。
在

地
文
化
と
異
文
化
の
間
で
文
化
的
な
摩

擦
が
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
。
摩
擦

が
革
新
を
生
む
か
、
社
会
の
分
断
を
生

む
か
、
そ
れ
と
も
両
方
か
。

　

在
地
文
化
と
異
文
化
の
歩
み
寄
り
は

日
南
市
の
み
な
ら
ず
、
水
文
化
、
ひ
い

て
は
地
球
全
体
の
課
題
だ
と
私
に
は
思

え
る
。

（
２
０
１
９
年
３
月
25
～
27
日
取
材
）

日南二都の文化プラットフォームと異文化の風

参考文献
みなと油津賑わい創出協議会『油津の町並みと堀川運河』（2008）
NIC21編『油津』（1993）
塩谷勉、鷲尾良司『飫肥林業発達史』（1965）

日南市教育委員会『にちなんおもしろ学入門』（2017）
桝本卯平『自然の人小村寿太郎』（1914）

9油津港に寄港した外国クルーズ船「アルバトロス号」 �油津商店街に
足を延ばした「アルバトロス号」の船客 �日南市産業経済部クルーズ振興
室の小倉貴志さん（左）と上村哲規さん（右） �歴史を感じさせる飫肥城下
のまちなみ。重要伝統的建造物群保存地区に選定されている �飫肥城
下町を案内してくれた日南市観光ガイドボランティアの土屋暢彦さん

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

文
化
の
ま
な
ざ
し
を
導
入
す
る
と

新
た
な
価
値
が
生
ま
れ
る
が
、
伝

統
あ
る
在
地
文
化
と
の
折
り
合
い

の
つ
け
方
は
場
所
に
よ
り
異
な
る
。

9  
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第
13
回

ミツカン水の文化センターが2017年度からスタートした、身近で気軽に参加できるフィ
ールドワーク「発見！水の文化」を2019年度も開催しました。第12回「船でめぐる東京
の水辺～日本橋川・神田川編～」と第13回「江戸の水辺街歩き ～日本橋編～」の様子を
ご紹介します。HPでぜひご覧ください！ http://www.mizu.gr.jp/hakken/houkoku/

　講師に斎藤善之さんをお招きして「江戸の水辺街歩き～日本橋編
～」を開催しました。今も東京に残る「江戸の水路・掘割の跡」を
めぐることで、当時の街づくりにおける「舟運・水」の重要性と、今
に引き継がれている“水の文化”を再発見しました。
「江戸の水辺街歩き～日本橋編～」は過去に2回実施しています
が、斎藤さんが毎回内容を見直して案内・解説してくださるので、全
体の3割は新たな知識が得られるようになっています。何度ご参加
いただいても新たな発見！ができますよ。

　ミツカングループが運営する愛知県半田市の体験型博物館
「MIZKAN MUSEUM」（愛称・MIM［ミム］）にて、2019年8月
から9月にかけての約2カ月間、企画展「水の学校」と「水の文化
祭」を実施します。詳細はHPで随時お知らせいたします。皆さま
のご来場をお待ちしております！

センター活動報告

2019年も開催しました！「発見！水の文化」

江戸の水辺街歩き
～日本橋編～
――2019 年 6月8 日（土）13:00 ～16:30

集合場所の日本橋観光案内所付近神田川（御茶ノ水エリア）

阿部さんの解説に聞き入る参加者。江
戸時代に日本橋川は平川と呼ばれてい
ました。江戸城を守る外堀の役割を担
っていて、その時代に構築された石垣
が今も残っています。1960年代、川が
汚れ行き交う船も少なくなり、水路の必
要性が薄まったこともあり、石垣を削っ
て高速道路の柱脚が建てられています

橋の裏側から構造を見つ
める。日本橋川と神田川
にかかる橋には140年
もの差があり、それぞれ
の時代で造り方が異なっ
ています。その違いを橋
の裏から見ていきました

講師：斎藤 善之（さいとう・よしゆき）さん 　東北学院大学経営学部 教授

Webで公開中！

　12回目を迎えた「発見！水の文化」では、変
わりゆく東京の水辺の歴史・文化的背景を、講
師の解説をもとに学びました。
　今回の見どころは［橋の歳を見分ける］［江
戸時代から現代への重なりを知る］の2点で
した。橋から川をのぞく人に手をふったり、晴
天のもと、船から見る景色を撮影したりしまし
た。船に乗り、講師の解説を聞くことで、水と
人とのかかわりを改めて体感しました。参加者
の皆さん、ありがとうございました。

参加者の声
「水路から街を見るとさまざまな発見があっておもしろ
かった」（50代女性）

「じっくり東京の水路を見る（堪能する）ことができて
とてもよかった」（50代女性）

「また参加したいです！」（20代女性）

船でめぐる東京の水辺
～日本橋川・神田川編～
――2019 年 5月25日（土）13:00 ～16:30

日本橋
日本橋室町

エリア

日本橋堀留町
小網町
エリア

日本橋兜町
茅場町・新川

エリア
隅田川河口

日本橋船着場
発着

神田川

日本橋川

隅田川
東雲運河
豊洲運河

講師：高松 巌（たかまつ・いわお）さん 　一般社団法人 まちふね みらい塾　代表理事

阿部 彰（あべ・あきら）さん 　一般社団法人 まちふね みらい塾　専務理事

第
12
回

2019年もやります！
ミツカン水の文化センター企画展

「水の学校」「水の文化祭」

会期 8月の企画展：「水の学校」8月2日（金）～ 8月26日（月）
 9月の企画展：「水の文化祭」8月30日（金）～ 9月29日（日）
場所 MIZKAN MUSEUM（ミツカンミュージアム）
 愛知県半田市中村町2-6　Tel.0569-24-5111
 ※ＭＩＺＫＡＮ ＭＵＳＥＵＭの常設展示コースの見学は事前予約制となっ

ていますが、「水の学校」「水の文化祭」を開催する展示ルームは予約
不要・無料で入場いただけます。

 https://www.mizkan.co.jp/mim/

8月 9月



編
集
後
記

10
数
年
前
、
想
定
内
・
想
定
外
と
い
う
言
葉
が
流
行
語
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
取
材
で
は
、
変
化
が
激
し
い
現
代
に
お
い
て
、
想
定
外
の
災
害

に
対
し
て
、
研
究
者
が
被
害
へ
の
万
全
の
備
え
に
挑
み
、
生
活
者
が
万

が
一
の
際
に
周
り
を
巻
き
込
ん
で
助
け
合
う
関
係
性
を
築
い
て
い
る
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。
一
段
高
い
視
点
で
防
災
を
自
分
事
と
し
て
考
え
て

い
る
方
々
の
姿
か
ら
、
微
力
な
が
ら
想
定
外
を
超
越
し
て
自
分
自
身
に

何
が
で
き
る
か
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。（
五
）

今
号
の
水
の
文
化
書
誌
か
ら
は
、
日
本
が
災
害
大
国
で
あ
り
、
被
害
を
伝

承
し
て
き
た
努
力
が
分
か
る
。最
近
は
江
戸
川
区
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
が

話
題
に
な
り
、行
政
が
リ
ス
ク
と
避
難
対
応
策
を
届
け
よ
う
と
す
る
必
死

さ
が
感
じ
ら
れ
た
。し
か
し
国
や
行
政
が
い
く
ら
必
死
に
対
応
を
用
意
し

て
も
、
私
達
が
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
止
め
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。

ま
ず
は
、
自
分
の
周
り
の
災
害
リ
ス
ク
を
直
視
し
、
発
信
さ
れ
る
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
我
が
事
化
す
る
真
摯
さ
を
備
え
た
い
。（
松
）

四
捨
五
入
し
て
40
年
、
幸
い
な
こ
と
に
今
ま
で
大
規
模
災
害
と
い
う
も

の
に
遭
遇
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
か
必
ず
、
大
き
な
災
害
は

や
っ
て
く
る
。
そ
の
時
に
自
分
や
家
族
、
仲
良
し
の
ご
近
所
さ
ん
み
ん

な
が
生
き
延
び
る
為
に
、
ま
ず
は
自
分
に
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
る

と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
と
廊
下
の
隅
で
少
し
ホ
コ
リ

を
か
ぶ
っ
て
い
る
非
常
持
ち
出
し
袋
の
中
身
の
確
認
も
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。（
飯
）

小
学
校
の
防
災
訓
練
で
覚
え
て
い
る
の
は
、「
お
さ
な
い
、
は
し
ら
な
い
、

し
ゃ
べ
ら
な
い
」。
そ
ん
な
漠
然
と
し
た
防
災
意
識
だ
っ
た
が
、
取
材
先

で
地
震
発
生
か
ら
津
波
到
達
ま
で
3
分
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
鳥
肌

が
立
っ
た
。
住
ん
で
い
る
土
地
で
は
な
い
に
し
ろ
、
い
つ
、
ど
こ
で
起

こ
る
か
わ
か
ら
な
い
災
害
。
何
の
備
え
も
心
構
え
も
な
い
自
分
が
何
も

で
き
ず
に
慌
て
ふ
た
め
く
様
が
容
易
に
想
像
で
き
た
。
ま
ず
は
「
逃
げ

キ
ッ
ド
」
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
か
ら
始
め
て
み
よ
う
と
思
う
。（
力
）

か
な
り
重
い
特
集
テ
ー
マ
だ
っ
た
が
、取
材
で
お
会
い
し
た
皆
さ
ん
の
明

る
さ
と
た
く
ま
し
さ
に
引
き
込
ま
れ
た
号
と
な
っ
た
。例
え
ば
水
上
げ
小

屋
に
避
難
し
た
様
子
を
語
っ
た
古
座
川
町
の
方
々
。「
水
害
は
嫌
だ
け
ど
、

こ
こ
は
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
だ
か
ら
ね
」
と
覚
悟
を
示
す
一
方
で
、「
次

に
水
が
来
た
ら
泳
い
で
や
り
ま
す
か
！
」
と
冗
談
も
言
う
。
真
剣
に
、と

き
に
は
笑
い
も
交
え
な
が
ら
防
災
に
取
り
組
む
人
た
ち
と
接
し
て
、地
域

を
見
る
自
分
の
目
も
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水の文化  Information
■ 『水の文化』に関する情報をお寄せください
 本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水のかかわ

り」に焦点をあてた活動や調査・研究などを紹介していき
ます。

 ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる
地域に根ざした調査や研究がありましたら、自薦・他薦を問
いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

■ ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください。
 http://www.mizu.gr.jp/

■ 水の文化 バックナンバーをホームページで
 本誌はホームページからPDFファイルとしてダウンロード

できるほか、冊子をご希望の方はホームページの「最新号
のお申し込みボタン」からお申し込みいただけます。どうぞ
ご利用ください。

■ 「水にかかわる生活意識調査」 ホームページで公開中
 20年以上にわたり、ほぼ同じ内容で日常生活と水とのかかわ

りや意識、水と文化に関する生活意識調査を実施していま
す。結果はすべて公開していますので、ぜひご活用ください。
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化 第62号
ホームページアドレス

http://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

『水の文化』62号について、アンケートにご協力ください。
今後の機関誌をよりよくしていくための参考にさせていただきます。

◆アンケートへの回答はこちらから。
http://www.mizu.gr.jp/form62.html

皆さまの感想を
お待ちしています ！

※アンケート用紙をお持ちの方は、FAXまたはメールにて
下記へご返信いただく形でも結構です。

ＦＡＸ：03-3568-4025
メールアドレス：mizubun@mizu.gr.jp



裏表紙上：揖保川右岸に設置されている
「畳堤」。欄干のようになっており、川の風
景と調和している（撮影：川本聖哉）
裏表紙下：和歌山県の古座川右岸にある
高瀬地区。氾濫に備えて自宅裏手の高台
に「水上げ小屋」をもつ。赤い矢印が取
材で伺った水上げ小屋。青い矢印は古座
川の本流（提供：平田隆行さん）

表紙：兵庫県たつの市の
揖保川沿いにある「畳堤」
に畳を差す様子を再現して
くれた正條自治会の方々。
60年以上前につくられた
畳堤は、2018年の西日本
豪雨で実際に活用された
（撮影：川本聖哉）
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