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前
号
に
続
い
て
、
被
災
し
た
15
人
の
市
町
村
長
が

共
同
で
ま
と
め
た
提
言
『
災
害
時
に
ト
ッ
プ
が
な
す

べ
き
こ
と
』
を
紹
介
す
る
。
な
お
、《
》
の
中
が
私
の

補
足
説
明
で
あ
り
、
地
の
文
は
引
用
で
あ
る
。

Ⅲ 

救
援
・
復
旧
・
復
興
へ
の
対
応

１
．
ト
ッ
プ
は
マ
ス
コ
ミ
等
を
通
じ
て
で
き
る
限
り

住
民
の
前
に
姿
を
見
せ
、「
市
役
所（
区
役
所
・
町
村

役
場
）も
全
力
を
あ
げ
て
い
る
」こ
と
を
伝
え
、
被
災

者
を
励
ま
す
こ
と
。（
略
）

　
《
災
害
時
に
ト
ッ
プ
は
多
忙
を
極
め
、
現
場
に

行
っ
て
住
民
に
話
す
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
被
災
地

間
の
公
平
性
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
積
極
的
に
マ
ス
コ
ミ
に
出
て
、
顔
を
見
せ
な
が

ら
情
報
提
供
し
、
共
感
し
、
励
ま
す
こ
と
が
重
要
に

な
る
》

２
．
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
す
ぐ
に
立
ち
上
げ

る
こ
と
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
単
な
る
労
働
力
で
は
な

い
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
入
っ
て
く
る
こ
と
で
、
被
災

者
も
勇
気
づ
け
ら
れ
、
被
災
地
が
明
る
く
な
る
。

（
略
）

　
《
近
年
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
は
、
社
会
福

祉
協
議
会
が
立
ち
上
げ
、
運
営
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

社
会
福
祉
協
議
会
を
地
域
防
災
計
画
に
位
置
付
け
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

た
だ
、
高
齢
社
会
で
は
、
災
害
関
連
死
を
防
ぐ
こ

と
が
最
重
要
の
応
急
対
策
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
で

き
る
だ
け
早
急
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
運
営
を

外
部
支
援
者
に
委
ね
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
》

３
．
職
員
に
は
、
職
員
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
優
先

さ
せ
る
こ
と
。

　

職
員
の
数
は
限
ら
れ
て
い
る
。
他
か
ら
の
応
援
が

あ
っ
て
も
、
職
員
が
し
っ
か
り
と
受
援
体
制
を
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
、
効
率
的
に
機
能
し
な
い
。
避

難
所
運
営
等
、
職
員
で
な
く
て
も
で
き
る
こ
と
は
自

主
防
災
組
織
等
に
任
せ
、
被
災
家
屋
調
査
や
応
急
仮

設
住
宅
の
建
設
等
、
職
員
に
は
職
員
に
し
か
で
き
な

い
こ
と
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。（
略
）

　
《
市
区
町
村
が
受
援
計
画
や
業
務
継
続
計
画（
Ｂ
Ｃ

Ｐ
）
を
作
成
す
る
意
義
は
、
重
要
業
務
を
継
続
す
る

た
め
だ
け
で
は
な
い
。
職
員
に
し
か
で
き
な
い
災
害

対
応
業
務
の
マ
ン
パ
ワ
ー
を
確
保
す
る
た
め
だ
。
そ

こ
で
、
避
難
所
や
物
資
な
ど
、
人
手
が
必
要
な
業
務

で
は
総
括
的
業
務
の
み
を
職
員
が
行
い
、
現
場
業
務

は
住
民
や
応
援
職
員
に
委
ね
た
ほ
う
が
よ
い
》

４
．
住
民
の
苦
し
み
や
悲
し
み
を
理
解
し
、
ト
ッ
プ

は
よ
く
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
。
苦
し

み
と
悲
し
み
の
共
有
は
被
災
者
の
心
を
慰
め
る
と
と

も
に
、
連
帯
感
を
強
め
、
復
旧
・
復
興
の
ば
ね
に
な

る
。（
略
）

５
．
記
者
会
見
を
毎
日
定
時
に
行
い
、
情
報
を
出

し
続
け
る
こ
と
。「
逃
げ
る
な
、
隠
す
な
、
嘘
つ
く

な
」
が
危
機
管
理
の
鉄
則
。
マ
ス
コ
ミ
は
時
と
し
て

厄
介
で
あ
る
し
、
仕
事
の
邪
魔
に
な
る
こ
と
も
あ

る
が
、
そ
の
向
こ
う
に
市
民
や
心
配
し
て
い
る
人
々

が
い
る
。
明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
は
、
住
民
を
勇
気
づ

け
る
。（
略
）

　
《『
災
害
時
に
ト
ッ
プ
が
な
す
べ
き
こ
と
』
の
筆
頭

が
マ
ス
コ
ミ
に
出
る
こ
と
だ
。
東
日
本
大
震
災
の
義

援
金
額
の
大
小
は
、
被
害
よ
り
も
テ
レ
ビ
報
道
の
量

に
関
連
し
た
と
い
う
研
究
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
義
援

金
を
求
め
る
以
上
に
、
社
会
に
災
害
の
厳
し
さ
と
備

え
の
重
要
性
を
発
信
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
》

６
．
大
量
の
が
れ
き
、
ご
み
が
出
て
く
る
。
広
い
仮

災
害
時
に
ト
ッ
プ
が
な
す
べ
き
こ
と
（
下
）
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置
き
場
を
す
ぐ
に
手
配
す
る
こ
と
。
畳
、
家
電
製
品
、

タ
イ
ヤ
等
、
市
民
に
極
力
分
別
を
求
め
る
こ
と
。
事

後
の
処
理
が
早
く
済
む
。（
略
）

　
《
災
害
時
に
は
数
十
年
、
い
や
百
年
分
以
上
の
が

れ
き
や
ご
み
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
事
前
対
策

と
し
て
広
い
仮
置
き
場
を
指
定
し
、
分
別
の
必
要
性

を
市
民
に
訴
え
て
お
く
。
過
去
の
事
例
で
は
、
大
多

数
の
市
民
は
分
別
に
協
力
し
て
く
れ
る
》

７
．（
略
）「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
」
を
設
け
、
被
災
者

の
負
担
を
軽
減
す
る
趣
旨
。

８
．
住
民
を
救
う
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
迷
わ
ず
、

果
敢
に
実
行
す
べ
き
で
あ
る
。
と
り
わ
け
災
害
発
生

直
後
は
、
大
混
乱
の
中
で
時
間
と
の
勝
負
で
あ
る
。

職
員
に
対
し
て
「
お
金
の
こ
と
は
心
配
す
る
な
。
市

長（
区
町
村
長
）が
何
と
か
す
る
」「
や
る
べ
き
こ
と
は

す
べ
て
や
れ
。
責
任
は
自
分
が
と
る
」
と
見
え
を
切

る
こ
と
も
必
要
。（
略
）

　
《
こ
の
よ
う
な
士
気
高
揚
の
言
葉
は
、
ト
ッ
プ
に

し
か
吐
け
な
い
。
非
常
時
に
は「
判
断
し
な
い
」こ
と

自
体
が
、
さ
ら
に
大
き
な
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
。
現

場
職
員
が
、
た
と
え
情
報
が
十
分
に
な
く
と
も
、
判

断
す
る
勇
気
を
持
て
る
よ
う
に
ト
ッ
プ
が
表
明
す
る

こ
と
は
重
要
で
あ
る
》

９
．
忙
し
く
て
も
視
察
を
嫌
が
ら
ず
に
受
け
入
れ
る

こ
と
。
現
場
を
見
た
人
た
ち
は
、
必
ず
味
方
に
な
っ

て
く
れ
る
。

　
《
災
害
時
に
は
、
い
か
に
外
部
支
援
を
確
保
す
る

か
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
契
機
と
な
る
視
察
対
応
を

疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
ト
ッ
プ
は
一
人

し
か
い
な
い
た
め
、
物
理
的
に
受
入
れ
限
度
が
あ

る
。
そ
こ
で
、
地
方
議
員
も
積
極
的
に
視
察
を
受
け

入
れ
る
こ
と
で
視
察
や
支
援
の
拡
大
を
図
る
の
が
望

ま
し
い
》

10
．（
略
）
応
援
者
、
職
員
と
そ
の
家
族
へ
の
感
謝
を

伝
え
る
趣
旨
。

11
．
職
員
を
意
識
的
に
休
ま
せ
る
こ
と
。

　

災
害
対
応
は
長
期
戦
に
な
る
。
休
み
や
休
憩
を
職

員
任
せ
に
す
る
と
、
職
員
は
他
市
区
町
村
の
応
援
者

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
気
兼
ね
し
、
休
む
こ
と
が
で
き

ず
疲
弊
す
る
。
自
衛
隊
は
不
眠
不
休
だ
が
、
自
衛
隊

員
は
交
代
で
休
ん
で
い
る
。
組
織
的
に
職
員
を
休
ま

せ
る
こ
と
。

　
《
市
区
町
村
は
平
常
時
の
組
織
で
あ
り
、
職
員
は

非
常
時
の
対
応
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
、
災
害
時
に
は
が
ん
ば
り
過
ぎ
て
体
調
を

崩
し
や
す
い
。
個
人
の
裁
量
で
休
み
を
と
り
に
く
い

時
期
な
の
で
、
組
織
が
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
勤
務
を
決

定
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
災
害
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
事

業
継
続
計
画
作
成
時
に
、
職
員
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

勤
務
の
重
要
性
と
モ
デ
ル
勤
務
体
制
を
載
せ
る
こ
と

が
望
ま
し
い
》

12
．
災
害
の
態
様
は
千
差
万
別
で
あ
り
、
実
態
に
合

わ
な
い
制
度
や
運
用
に
山
ほ
ど
ぶ
つ
か
る
。
他
の
被

災
地
ト
ッ
プ
と
連
携
し
、
視
察
に
来
る
政
府
高
官
や

政
治
家
に
訴
え
、
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
世
論
に
訴
え

て
、
強
い
意
志
で
制
度
・
運
用
の
変
更
や
新
制
度
の

創
設
を
促
す
こ
と
。（
略
）

　
《
災
害
法
制
度
は
、
現
場
か
ら
声
を
上
げ
て
、
実

態
に
合
わ
な
い
制
度
や
運
用
を
改
善
し
て
き
た
歴
史

が
あ
る
。
ト
ッ
プ
に
は
、
今
の
被
災
と
と
も
に
次
の

被
災
の
た
め
に
、
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が

求
め
ら
れ
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
な
ら
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
。

　

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
こ
と

で
あ
る
。

　

新
た
に
市
区
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
か
ら
危
機
管
理
研
修
を
受
け
る
よ
う
に
し
て
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
災
害
は
時
を
選
ば
ず
、
場
所
を
選

ば
ず
。
当
選
直
後
に
危
機
管
理
を
学
ぶ
よ
り
優
先
す

べ
き
仕
事
が
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
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