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昭
和
22
年
、
関
東
・
東
北
地
方
に
大
き
な
被
害

を
も
た
ら
し
た
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
か
ら
、
今
年
は

70
年
目
に
あ
た
る
。
人
的
被
害
だ
け
で
も
死
者

１
０
７
７
名
、
行
方
不
明
者
８
５
３
名
、
被
災
者

は
40
万
人
を
超
え
た
と
い
う
。
２
０
０
年
に
1
度

と
い
わ
れ
る
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
は
、
河
川
流
量
な

ど
の
デ
ー
タ
が
今
で
も
治
水
施
設
や
河
川
改
修
の

際
の
安
全
基
準
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　

内
閣
府
の
平
成
22
年
度
広
報
誌
「
ぼ
う
さ
い
」
3

月
号
で
、
群
馬
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
の
清
水

義
彦
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
氾は
ん
ら
ん濫
の
状
況
に
つ
い
て
被
災
体
験
者
か
ら
そ
の

特
徴
的
な
様
子
を
抽
出
す
る
と
、（
１
）
水
の
回
り

が
と
て
も
速
く
て
避
難
で
き
な
い
の
で
、
天
井
の

梁は
り

に
逃
げ
て
一
晩
過
ご
し
た
、（
２
）
氾
濫
流
と
と

も
に
流
れ
て
き
た
流
木
が
家
の
壁
を
突
き
破
っ
て

き
た
、（
３
）
氾
濫
流
の
力
に
よ
っ
て
家
屋
の
倒
壊

が
多
く
生
じ
、
人
や
物
が
速
い
水
流
に
流
さ
れ
て

橋
脚
な
ど
に
衝
突
し
た
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

　

す
な
わ
ち
、
氾
濫
の
被
災
過
程
で
は
、
水
流
が

も
た
ら
す
浸
水
深
の
み
な
ら
ず
、
扇
状
地
の
地
形

勾
配
に
よ
っ
て
生
じ
た
氾
濫
流
の
流
速
が
被
害
を

拡
大
す
る
要
因
と
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

人
が
氾
濫
流
に
流
さ
れ
る
中
で
障
害
物
と
衝
突
し
、

流
木
や
家
屋
の
破
片
等
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
で

生
命
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
避
難
す
る

こ
と
の
困
難
さ
、
安
全
な
避
難
の
あ
り
方
な
ど
、

最
近
に
見
る
洪
水
氾
濫
被
害
と
共
通
す
る
課
題
が

見
ら
れ
る
」

　

当
時
は
、
市
町
村
の
体
制
が
脆ぜ
い
じ
ゃ
く弱

で
、
避
難
活

動
も
多
く
は
自
助
に
任
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、

伊
勢
湾
台
風
を
経
て
災
害
対
策
基
本
法
が
制
定
さ

れ
、
災
害
へ
の
一
時
的
対
応
は
市
町
村
の
責
務
と

さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

カ
ス
リ
ー
ン
台
風
の
よ
う
な
台
風
が
来
て
も
大

被
害
を
も
た
ら
さ
な
い
た
め
に
は
、
前
回
も
若
干

記
述
し
た
が
、「
躊
躇
な
く
避
難
勧
告
等
を
発
令
す

る
た
め
の
体
制
の
構
築
」
が
重
要
で
あ
る
。
内
閣
府

が
作
成
す
る
避
難
勧
告
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
は
、
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
「
避
難
勧
告
・
指
示
の
発

令
」「
河
川
管
理
者
な
ど
専
門
家
等
の
活
用
」「
訓
練

及
び
研
修
」
の
3
点
を
提
示
し
て
い
る
の
で
、
順
に

見
て
い
き
た
い
。

避
難
勧
告
・
指
示
の
発
令

　

こ
の
項
目
で
最
も
重
要
な
事
業
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ

Ｐ
）
に
つ
い
て
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
次
の
よ
う

に
記
載
し
て
い
る
。

　
「
市
町
村
長
が
避
難
勧
告
等
を
適
切
な
タ
イ
ミ
ン

グ
・
範
囲
に
発
令
さ
れ
る
よ
う
、
緊
急
情
報
の
収
集
・

分
析
、
災
害
発
生
の
兆
候
把
握
、
避
難
勧
告
等
の

発
令
・
伝
達
な
ど
、
優
先
さ
せ
る
業
務
を
可
能
な

限
り
絞
り
込
ん
だ
上
で
、
さ
ら
に
そ
の
業
務
に
お

い
て
も
優
先
順
位
を
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ

る
。
平
時
か
ら
決
め
て
お
く
こ
と
で
、
避
難
勧
告

等
の
発
令
を
は
じ
め
と
す
る
最
優
先
業
務
に
対
応

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
」（
横
線
部
は
筆
者
の
考

え
る
重
要
箇
所
。
以
下
同
）

　

市
町
村
が
大
災
害
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
ま
れ
で

あ
り
、
大
被
害
を
受
け
て
災
害
対
策
本
部
を
運
営

市
町
村
が
避
難
勧
告
等
を
発
令
す
る
体
制
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し
た
経
験
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
災

害
時
に
避
難
勧
告
等
の
優
先
業
務
が
遅
滞
し
な
い

よ
う
に
、
事
業
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
を
作
成
し
、

災
害
時
に
優
先
す
べ
き
業
務
の
絞
り
込
み
と
優
先

順
位
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
。
こ
れ

に
加
え
て
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
作
成
し
た
あ
と
は
、
訓
練

し
、
検
証
す
る
事
業
継
続
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト（
Ｂ
Ｃ
Ｍ
）

を
実
施
す
る
。

　

特
に
災
害
時
の
電
話
対
応
は
、
過
去
の
経
験
か

ら
、
多
大
な
業
務
量
と
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
消
防
・
防
災
部
局
以
外
の
職
員
が

電
話
番
と
な
り
、
そ
の
情
報
が
必
要
な
部
署
に
確

実
に
伝
達
す
る
仕
組
み
を
作
っ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

河
川
管
理
者
や
気
象
台
職
員
、 

防
災
知
識
が
豊
富
な
専
門
家
等
の 

知
見
を
活
用
で
き
る
体
制
の
構
築

　

こ
こ
で
重
要
な
項
目
は
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は

次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
「
い
ざ
と
い
う
時
に
河
川
管
理
者
や
気
象
台
職
員

か
ら
の
連
絡
を
地
方
公
共
団
体
が
活
か
す
た
め
の
体

制
づ
く
り
、
必
要
に
応
じ
て
河
川
管
理
者
等
へ
助
言

を
求
め
る
仕
組
み
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
平
時
か
ら
河
川
管
理
者
や
気
象
台

職
員
と
や
り
と
り
を
し
て
、
顔
の
見
え
る
関
係
（
意

見
を
言
い
合
え
る
信
頼
関
係
）
を
築
い
て
お
く
べ
き

で
あ
る
」

　

10
万
人
以
下
の
市
町
村
が
全
国
の
85
％
に
も
上

り
、
そ
の
多
く
は
十
分
な
防
災
担
当
職
員
を
配
置
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
担
当
省
庁
や
都

道
府
県
が
市
町
村
の
防
災
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
支
援
す

る
こ
と
が
必
要
だ
。
し
か
し
、
災
害
時
に
省
庁
の
担

当
者
が
急
に
市
町
村
に
乗
り
込
ん
で
も
関
係
づ
く
り

が
難
し
い
。
平
常
時
か
ら
、
災
害
を
減
ら
す
た
め
の

活
動
や
、
訓
練
や
支
援
で
顔
の
見
え
る
関
係
に
と
ど

ま
ら
ず
、
腹
の
内
が
分
か
り
合
え
る
関
係
を
持
っ
て

お
く
こ
と
が
大
事
だ
。

　

同
時
に
、
発
災
直
前
に
は
市
町
村
の
緊
急
対
応

を
支
援
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
災

害
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
時
に
河
川
管
理
者
や

気
象
台
等
の
専
門
機
関
職
員
お
よ
び
専
門
知
識
を

有
す
る
経
験
者
等
が
そ
ば
に
い
て
、
き
ち
ん
と
市

町
村
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
最
も
有
効
だ
と
考

え
て
い
る
。
災
害
時
は
、
や
は
り
経
験
知
が
も
の

を
い
う
か
ら
だ
。

訓
練
お
よ
び
研
修
を
通
じ
た
改
善

　

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
「
新
任
市
町
村
長
及
び
市

町
村
危
機
管
理
責
任
者
を
は
じ
め
と
す
る
市
町
村

職
員
は
、
国
・
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
研
修
に

参
加
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
記
述
さ
れ

て
い
る
。

　

古
代
中
国
の
書
物
で
あ
る
易
経
に「
三
不
忘
」と
い

う
言
葉
が
あ
る
。
為
政
者
が
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け

な
い
3
つ
の
重
要
事
項
だ
。

一
、
治
ま
り
て
乱
を
忘
れ
ず
。

二
、
安
く
し
て
危
を
忘
れ
ず
。

三
、
存
し
て
亡
を
忘
れ
ず
。

　

よ
く
見
る
と
3
つ
と
も
危
機
管
理
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
為
政
者
に
と
っ
て
危
機
管
理
が
最
も
重
要
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

私
は
、
新
任
の
市
町
村
長
が
危
機
管
理
の
研
修
を

受
け
な
い
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
い
。
組
織
の
活
動
は

リ
ー
ダ
ー
で
決
ま
る
。
し
か
し
近
年
、
消
防
庁
な
ど

が
実
施
す
る
ト
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
で
も
、
首
長
の
参
加

が
少
な
く
な
っ
た
と
聞
く
。

　

新
た
に
市
町
村
長
に
当
選
し
た
方
は
、
当
選
証
書

を
受
け
取
っ
た
後
、
直
ち
に
役
所
で
専
門
家
や
担
当

者
の
危
機
管
理
研
修
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
災
害

は“
時
を
選
ば
ず
場
所
を
選
ば
ず
”だ
。
こ
れ
よ
り
優

先
す
べ
き
仕
事
が
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
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