
01

治
山
治
水

　
今
秋
の
二
度
に
わ
た
る
台
風
は
、
関

東
・
東
日
本
に
甚
大
な
水
害
を
も
た
ら

し
、
川
の
堤
防
が
決
壊
し
息
を
の
む
被

害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
つ
ら
い
記

憶
と
し
て
今
後
も
残
さ
れ
て
い
く
こ
と

と
存
じ
ま
す
。
ま
た
、
過
去
の
災
害
も

思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　
簗
田
寺
の
谷
戸
も
危
険
地
域
と
し
て
、

市
の
図
面
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
た
め
多

く
の
知
人
の
方
々
が
心
配
し
て
被
害
が
な
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齋
藤
筍
堂
謹
也
｜
簗
田
寺
住
職

い
か
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
幸
い
無
事
に
過

ご
せ
ま
し
た
。

　
私
が
住
職
を
引
き
継
い
だ
昭
和
五
十

一
年
頃
は
区
画
整
理
が
終
了
し
た
時
期

と
重
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
両
側
か

ら
大
水
が
流
れ
込
み
、
本
堂
が
プ
カ
プ

カ
浮
い
て
い
る
よ
う
な
状
況
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
南
側
に
保
育
園
を
作
り
、

児
童
福
祉
と
共
に
水
の
防
ぐ
よ
う
に
し

た
の
が
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
開
園

の
し
ぜ
ん
の
国
保
育
園
で
す
。
ま
た
、

田
ん
ぼ
だ
っ
た
本
堂
裏
の
所
に
庭
園
を

作
り
、
龍
王
が
池
の
伝
説
を
復
活
し
た

の
が
、
昭
和
五
十
六
年
の
夏
、
調
整
池

の
役
割
で
し
た
。
先
代
が
建
立
し
た
本

堂
以
外
の
全
て
の
現
在
あ
る
建
物
を
再

構
築
し
た
の
も
、
や
は
り
治
水
事
業
の

一
貫
で
し
た
。
庫
裡
の
北
側
の
山
は
せ

ま
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
石
壁
を
作
っ

て
上
段
に
も
下
段
に
も
暗
き
よ
を
入

れ
、
そ
の
上
に
U
字
溝
を
通
し
て
四
段

の
備
え
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
人
は

少
な
い
で
す
が
、
そ
れ
な
り
に
頑
張
っ

て
庫
裡
を
守
る
備
え
に
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
山
の
木
が
成
長
し
す

ぎ
て
、
こ
れ
が
根
こ
そ
ぎ
倒
れ
る
こ
と

は
心
配
さ
れ
ま
す
。
雑
木
林
の
成
長
と

い
う
も
の
が
、
40
年
近
く
た
っ
て
自
然

の
あ
り
が
た
さ
と
同
時
に
怖
さ
も
感
じ

ま
す
。
昔
は
近
隣
の
人
々
が
山
に
入
り
、

木
を
切
り
、
整
備
し
て
く
れ
て
い
た
た

め
、
治
山
が
日
常
生
活
と
共
に
で
き
て

い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
東
側
の
側
面
は
、
区
画
整
理
事
業
の
設

計
ミ
ス
や
N
邸
の
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
の
土
木

工
事
が
あ
り
心
配
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
、
境
界
に
竹
の
笹
類
な
ど
大
地
の
根
の

は
る
も
の
を
植
え
た
り
、
苗
木
を
植
え
将

来
に
備
え
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。い
ず
れ
に
し
て
も
、

自
然
の
景
観
を
守
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ

治
山
治
水
に
心
が
け
な
け
れ
ば
と
思
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
尚
、
今
年
の
水
は
何
と
か
大
き
な
被

害
も
な
く
過
ご
し
ま
し
た
。
参
禅
会
の

人
た
ち
の
お
か
げ
で
も
あ
り
ま
す
。
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出
家
得
度
式
の
お
知
ら
せ

　
九
月
二
十
三
日
に
つ
づ
き
十
二
月
二
十
二
日（
日
）に
も
行
い
ま
す
。

単
立
寺
院
に
な
っ
て
、
大
き
く
違
っ
た
こ
と
は
、
出
家
得
度
を
受
け

た
い
と
発
願
す
る
方
々
が
増
え
た
こ
と
で
す
。
昨
年
は
二
名
の
得
度

で
し
た
。
本
年
九
月
は
、
彼
岸
大
施
餓
鬼
会
時
の
得
度
者
一
名
に
つ

づ
き
、
本
年
末
十
二
月
二
十
二
日
九
時
よ
り
一
名
の
出
家
得
度
式
を

行
い
ま
す
。
当
日
は
、
年
末
恒
例
の
餅
つ
き
を
「
里
山
の
会
」
の
主

催
で
行
い
ま
す
が
、
合
わ
せ
て
の
行
事
と
な
り
ま
す
。
ご
興
味
の
あ

る
方
は
お
い
で
く
だ
さ
い
。
多
く
の
方
が
見
て
い
る
中
で
出
家
の
志

を
後
押
し
す
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
す
。
道
心
堅
固
に
過
ご
せ
る

よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。
佛
教
に
関
心
を
も
っ
て
く
れ
る
方
が
一
人

で
も
多
く
な
る
と
い
い
で
す
ね
。

◆ 

得
度
式
　
９
時
よ
り

◆ 

餅
つ
き
　
１０
時
よ
り

◆ 

ラ
イ
ブ
　
１１
時
よ
り

  

（
Y
A
T
O
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト      

　
に
よ
る
催
し
｜
滞
空
時
間
）

〔
行
事
〕

得
度
式
・
餅
つ
き

２
０
１
９
年
１２
月
２２
日
（
日
）

明
年
の
万
事
無
事
を
祈
念
し

ま
す
。
無
事
が
い
い
で
す
ね
。

風
も
光
も
佛
の
い
の
ち
、
全

て
を
あ
り
が
た
く
受
け
取
っ

て
、
一
年
を
過
ご
し
ま
し
ょ

う
。
目
を
み
は
り
、
時
代
の

兆
し
も
見
逃
さ
ず
。

【
予
定
】

※
ど
な
た
で
も
ご
参
加
で
き
ま
す
。

年
末
年
始  

９月２３日 得度式

昨年の「里山の会の餅つき」と「YATOの年の瀬ライブ」

◆

３１
日

１８
時
　
晩
課
及
大
巡
堂

（
山
内
を
巡
り
一
年
を
感
謝
し
ま
す
。）

夜
坐
（
随
坐
）

◆

８
日

成
道
会

日
曜 

坐
禅
会
如
常

◆

12
月
1
日
〜
８
日

５
時
　
接
心
会

◆

１
月
７
日

始
業
式
（
幼
）
七
草

◆

元
日

０
時
　
初
詣
参
拝
開
始

５
時
　
坐
禅
一
柱

６
時
　
大
般
若
、朝
課
読
誦

６
時
半
　坐
禅
会
朝
粥
、祝
坐

１２
時
　
旧
壇
信
徒
大
般
若
読
誦

１２
時
半
　新
年
会

１４
時
半
　終
了
予
定
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大
施
餓
鬼
会 

報
告

瓊花（けいか）

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
マ
ラ
ソ
ン
が
会

場
を
札
幌
に
移
し
た
よ
う
に
、

そ
れ
に
先
立
っ
て
当
山
も
近
年

の
暑
さ
を
避
け
る
た
め
、
秋
彼

岸
会
中
日
に
大
施
餓
鬼
会
を
行

う
こ
と
に
し
、本
年
（
令
和
元
年
）

実
地
い
た
し
ま
し
た
。

参
加
者
が
減
る
の
で
は
と
思
わ

れ
ま
し
た
が
、
檀
信
徒
の
皆
様

の
あ
つ
い
供
養
の
心
を
表
す
よ

う
に
本
年
も
お
陰
で
盛
大
な
式

と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
度
は
屋
内
の
み
で
行
う
こ

と
と
い
た
し
ま
し
た
の
が
大
き

な
変
化
で
す
。

大
施
餓
鬼
会
に
「
浄
道
場
」
と

し
て
式
の
冒
頭
「
散
華
」（
さ
ん

げ
）
を
い
た
し
ま
し
た
が
住
職

の
孫
た
ち
五
人
に
よ
る
献
茶
、

散
華
は
「
か
わ
い
ら
し
か
っ
た
」

と
好
評
で
し
た
。「
本
尊
上
供
」

は
住
職
が
行
い
ま
し
た
が
本
尊

さ
ま
に
三
拝
で
き
た
こ
と
が
本

鑑
真
和
尚
の
故
郷
、
揚
州
の
白
い
名
花

「 

瓊
花
（
け
い
か
）
」 

ス
イ
カ
ズ
ラ
科

　
瓊
花
は
、
中
国
揚
州
の
名
花
。
唐
招
提
寺
ゆ
か
り
の
花
と
し
て
著
名

で
あ
る
。
井
上
靖
の
歴
史
小
説
「
天
平
の
甍
（
い
ら
か
）」
の
結
び
つ
き

の
中
で
、
ガ
ク
ア
ジ
サ
イ
に
似
た
五
弁
の
白
い
花
が
八
つ
集
ま
り
咲
く

こ
の
花
は
、
佐
賀
県
立
森
林
公
園
、
井
上
家
墓
地
、
唐
招
提
寺
に
お
く

ら
れ
た
歴
史
ゆ
か
し
い
花
で
あ
る
。

　
こ
の
度
、
井
上
靖
先
生
の
長
女
浦
城
幾
世
ご
夫
妻
の
ご
縁
に
よ
り
、

町
田
の
寺
に
も
瓊
花
を
と
自
宅
で
育
て
ら
れ
た
も
の
を
、
寄
贈
し
て
い

た
だ
い
た
。
開
花
は
四
月
下
旬
か
ら
五
月
上
旬
と
の
こ
と
。
鑑
真
大
和

尚
の
故
郷
「
揚
州
市
」、
和
上
上
陸
の
地
「
佐
賀
市
」、
さ
ら
に
井
上
靖

家
と
経
由
し
て
浦
城
家
を
経
て
の
当
山
帰
着
し
た
樹
花
。
大
事
に
い
た

し
ま
し
ょ
う
。
心
に
花
を
常
に
咲
か
せ
ま
し
ょ
う
。

　
入
植
式
は
明
年
春
四
月
八
日
釈
尊
生
誕
日
に
と
考
え
て
い
ま
す
。
参

加
ご
希
望
の
方
は
直
接
簗
田
寺
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。
良
い
香
り
が
す

る
と
言
い
ま
す
。（
唐
招
提
寺
に
て
「
天
平
香
」
と
し
て
販
売
中
）

人
に
と
っ
て
う
れ
し
い
こ
と
で

し
た
。
ま
た
、
施
餓
鬼
会
は
、

山
内
僧
の
み
に
よ
り
進
行
し
副

住
職
で
あ
る「
紘
良
」（
こ
う
り
ょ

う
）
師
に
よ
る
も
の
と
し
、
令

和
改
元
の
年
ら
し
く
、
清
新
の

気
が
あ
ふ
れ
た
法
要
と
な
り
ま

し
た
。
伝
統
と
清
新
（
改
革
）

常
に
前
を
向
き
な
が
ら
進
ん
で

参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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〔
偶
感
〕

ホトトギス

日本民藝館　角瓶（河井寛次郎作）

誰
か
ふ
る
き
生
涯
に
安
ん
ぜ
む
と
す
る

も
の
ぞ

お
の
が
じ
し
新
し
き
を
開
か
ん
と
思
え

る
こ
そ

若
き
人
々
の
つ
と
め
な
る

生
命
は
力
な
り

力
は
声
な
り

声
は
言
葉
な
り

新
し
き
言
葉
は
則
ち
新
し
き
生
涯
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　 (

島
崎
藤
村)

　
声
に
力
が
な
く
な
っ
て
久
し
い
。

眼
に
力
が
な
く
な
っ
て
久
し
い
。

も
う
一
度
と
せ
ん
な
き
こ
と
を
考

え
る
が
、
復
活
は
難
し
い
。

　
今
秋
十
一
月
四
日
、
都
内
を
家

族
と
共
に
、
タ
ク
シ
ー
で
か
け
め

ぐ
っ
た
。
朝
九
時
半
、
日
本
民
藝

館
（
二
十
年
ぶ
り
の
訪
問
）、
中
目

黒
コ
ー
ヒ
ー
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
花

の
展
示
会
（
幼
稚
園
の
特
別
講
師
）、

東
京
都
庭
園
美
術
館
（
旧
朝
香
宮

邸
）、「
時
計
」
の
展
覧
会
（
六
本
木
）

を
経
て
、
ク
タ
ク
タ
に
な
り
な
が

ら
足
を
引
き
ず
り
だ
し
た
頃
、
サ

ン
ト
リ
ー
美
術
館
の
美
濃
の
茶
陶

展
の
ポ
ス
タ
ー
が
目
に
つ
い
た
。

普
段
な
ら
も
う
あ
き
ら
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
副
題
で
あ
る

「
し
び
れ
る
ぜ
、
桃
山
」

と
い
う
言
葉
に
ひ
か
れ
て
、
閉
館

　
最
近
に
な
っ
て
、
映
画
は
観
た

こ
と
が
な
い
の
に
、
題
名
で
あ
る

「
俺
達
に
明
日
は
な
い
」
と
い
う
、

そ
の
言
句
が
強
く
頭
を
よ
ぎ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

「
世
は
無
常
」

私
た
ち
に
も
明
日
は
な
い
。
健
康

に
不
安
を
覚
え
続
け
た
こ
の
十
年
。

あ
っ
た
の
は
、
今
日
、
今
を
い
か

に
き
り
ぬ
け
る
か
と
い
う
こ
と
の

み
だ
っ
た
と
思
え
る
。

「
い
ま
、
こ
こ
、
す
ぐ
に
」

を
目
標
の
一
つ
に
掲
げ
て
今
日
ま

で
来
て
い
る
「
即
」。
時
間
を
お
か

ず
に
た
だ
ち
に
よ
し
と
思
え
た
こ

と
を
実
行
す
る
。

無
財
の
七
施
と
い
う
こ
と
を
考
え

て
み
る
。

①
眼
施
（
優
し
い
眼
差
し
）

②
和
顔
悦
色
施
（
優
し
い
微
笑
み
）

③
言
辞
施（
心
か
ら
の
優
し
い
言
葉
）

④
身
施
（
身
体
を
使
っ
て
ま
わ
り
の
人
に
親
切
）

⑤
心
施
（
心
か
ら
の
感
謝
を
）

⑥
床
座
施
（
席
や
場
所
を
ゆ
ず
る
）

⑦
房
舎
施
（
自
分
の
家
で
も
て
な
し
を
）

お
金
が
な
く
と
も
で
き
る
七
施
。

心
が
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
自
分

に
は
で
き
な
い
と
思
わ
ず
に
。
心
が

け
一
つ
で
誰
か
を
幸
せ
な
気
持
ち
に

で
き
る
こ
と
が
実
行
で
き
た
ら
い
い

な
と
思
い
ま
す
。
丁
寧
に
相
手
の
話

を
聞
く
こ
と
が
、
目
下
の
私
自
身
の

課
題
で
す
。
ど
う
し
て
も
、
忙
し
い

こ
と
を
言
い
訳
に
し
が
ち
で
す
。
相

手
の
目
を
み
て
、
と
い
う
こ
と
も
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
う
な
ず
き
も
大

事
で
す
ね
。

　
も
う
一
つ
、宗
門
を
離
れ
て
み
て
、

「
只
管
打
坐
」（
ひ
た
す
ら
座
る
）
と

い
う
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
が
加
齢
加

え
て
身
に
し
み
て
き
て
い
ま
す
。「
黙

の
坐
」
が
生
涯
通
せ
る
よ
う
に
な

り
た
い
も
の
で
す
。
ま
ず
座
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。
静
か
に
静
か
に
心

を
落
ち
着
か
せ
ま
し
ょ
う
。
で
も
、

過
去
の
歩
み
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た

と
こ
ろ
で
ま
た
新
た
な
縁
に
つ
な

が
る
。
ど
う
な
ろ
う
と
、
人
と
し

て
善
い
行
い
を
し
て
お
こ
う
。

三
十
分
前
に
と
び
こ
ん
だ
。
ま
ず

眼
に
入
っ
た
の
は
志
野
茶
碗
、
国

宝
で
あ
る
。
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た

こ
の
茶
碗
に
ま
ず
し
び
れ
て
し

ま
っ
た
。

　
と
た
ん
に
背
す
じ
が
の
び
、
黄

瀬
戸
、
瀬
戸
黒
、
志
野
、
織
部
の

一
つ
一
つ
に
見
入
り
な
が
ら
、
あ
っ

と
い
う
ま
に
一
巡
し
た
。
勝
手
な

も
の
で
あ
る
。
と
た
ん
に
、
先
代

泰
全
和
尚
が
か
つ
て
蔵
し
て
い
た

と
い
う
志
野
茶
碗
（
発
掘
品
）
の

話
が
思
い
出
さ
れ
た
り
し
た
。
叔

父
三
郎
陶
齋
の
こ
と
も
思
い
出
し

た
。
青
春
が
一
気
に
呼
び
さ
ま
さ

れ
た
。
三
日
前
に
行
っ
た
従
兄
弟

の
竹
中
浩
展
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
う
だ
、
齋
藤
尚
明
展
（
新
潟
県

高
田
）
に
も
行
か
ね
ば
、
と
も
思
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。

　
何
か
キ
ッ
カ
ケ
が
あ
れ
ば
、
心

が
身
体
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
も
あ

る
ん
だ
な
あ
と
思
っ
た
三
十
分
で

し
た
。
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