
　

１
月
29
日
（
金
）
の
午
後
５
時

過
ぎ
か
ら
、
入
山
辺
地
区
で
雨
氷

に
よ
る
災
害
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

雨
氷
と
は
、
過
冷
却
さ
れ
た
雨

滴
が
樹
木
や
電
線
等
に
付
着
し
て

凍
結
し
、
樹
木
等
が
透
明
の
氷
で

覆
わ
れ
る
現
象
の
こ
と
で
す
。

　

今
回
の
災
害
は
、
付
着
し
た
雨

氷
の
重
さ
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
樹
木
が
次
々
と
倒
伏
し

た
こ
と
で
、
道
路
を
塞
ぎ
、
電
気

な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
寸
断
し

た
も
の
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
扉
温
泉
方
面

は
１
２
８
人
（
う
ち
明
神
館
で

１
１
０
人
、
桧
の
湯
で
17
人
、
民

家
１
軒
で
１
人
）、三
城
地
区
は
46

人
、
王
ヶ
頭
ホ
テ
ル
は
１
１
８
人

の
計
２
９
２
人
が
孤
立
状
態
と
な

り
ま
し
た
。

　

市
は
29
日
（
金
）
の
午
後
10
時

50
分
に
松
本
市
災
害
対
策
本
部
を

設
置
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、入
山
辺

地
区
地
域
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
を
現

地
連
絡
所
と
し
て
、関
係
機
関
を
集

め
て
対
応
を
協
議
し
ま
し
た
。

　

倒
木
の
伐
採
作
業
で
は
、
市
内

建
設
業
者
等
を
は
じ
め
、
美
ヶ
原

事
業
所
連
絡
協
議
会
、
そ
し
て
、

財
産
区
関
係
者
な
ど
の
地
元
住
民

も
協
力
し
て
懸
命
に
作
業
に
あ
た

り
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、30
日
（
土
）
の
夕
方

に
は
、扉
温
泉
方
面
と
王
ヶ
頭
ホ
テ

ル
の
宿
泊
客
な
ど
は
無
事
に
下
山

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、

三
城
町
会
と
駒
越
町
会
へ
向
か
う

市
道
も
通
行
可
能
（
一
部
片
側
通

行
）
と
な
り
ま
し
た
。
停
電
は
31

日
（
日
）
の
夕
方
か
ら
翌
日
未
明

に
か
け
て
復
旧
し
ま
し
た
。

　

か
け
す
食
堂
（
桧
の
湯
西
側
）

の
澤
渡
里
美
さ
ん
か
ら
、
雨
氷
災

害
で
孤
立
状
態
に
な
っ
た
と
き
の

様
子
を
伺
い
ま
し
た
。

　
災
害
発
生
前
の
様
子

　

29
日
（
金
）
の
午
後
３
時
30
分

ご
ろ
桧
の
湯
に
入
浴
し
て
帰
宅
さ

れ
た
方
が
、倒
木
で
道
が
塞
が
れ
て

い
る
と
引
き
返
し
て
き
ま
し
た
。

　

主
人
（
光
行
さ
ん
）
が
現
場

の
様
子
を
見
に
行
き
、
チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
で
倒
木
除
去
を
行
い
ま
し
た

が
、
作
業
中
も
バ
キ
バ
キ
と
凄
ま

じ
い
音
を
立
て
て
、
次
々
に
木
が

倒
れ
て
き
た
よ
う
で
す
。

　
孤
立
状
態
で
一
夜
を
明
か
し
て

　

思
い
が
け
ず
帰
宅
困
難
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
お
客
様
に
、
で
き
る

だ
け
苦
痛
を
感
じ
て
ほ
し
く
な
い
。

そ
の
思
い
で
電
気
が
使
え
な
い
暗

闇
の
な
か
、お
客
様
に
う
ど
ん
や
煮

物
な
ど
の
温
か
い
食
事
を
提
供
し

ま
し
た
。
夜
は
特
に
冷
え
込
み
ま

し
た
。
毛
布
や
ス
ト
ー
ブ
が
限
ら

れ
て
い
た
た
め
、大
型
の
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
に
温
泉
や
お
湯
を
入
れ
て
湯

た
ん
ぽ
代
わ
り
に
し
ま
し
た
。

　
下
山
し
た
と
き
の
様
子

　

当
初
30
日
（
土
）
も
下
山
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
話
が
あ
り
ま

し
た
が
、
持
病
で
薬
が
必
要
な
方

も
多
く
、
ま
た
、
建
設
業
者
や
林

業
事
業
者
の
皆
さ
ま
の
ご
尽
力
に

よ
っ
て
早
期
に
下
山
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
歩
い
て
下
山
す
る

際
は
、
警
察
や
消
防
関
係
な
ど
、

大
勢
の
方
々
が
見
守
っ
て
く
だ

さ
っ
た
の
で
安
心
し
ま
し
た
。

　
災
害
後
に
思
う
こ
と

　

今
回
の
災
害
で
山
の
景
色
が
著

し
く
変
化
し
ま
し
た
。
道
路
の
倒

木
は
撤
去
さ
れ
ま
し
た
が
、
山
に

は
ま
だ
手
つ
か
ず
の
箇
所
が
多
く

あ
り
ま
す
。県
や
市
だ
け
で
な
く
、

有
志
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
っ
て

作
業
が
で
き
な
い
も
の
か
と
も
思

い
ま
す
。大
好
き
な
こ
の
場
所
が
、

少
し
で
も
早
く
元
の
景
色
に
戻
っ

て
ほ
し
い
で
す
。
自
然
災
害
の
脅

威
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
防
災

の
必
要
性
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。

　

入
山
辺
地
区
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン

を
考
え
る
会
（
愛
称
：
こ
ん
な
山

辺
に
す
る
じ
ゃ
ん
会
）
で
は
、
入

山
辺
に
あ
る
25
集
落
の
集
落
名
の

案
内
板
を
、
平
成
26
年
度
～
27
年

度
に
か
け
て
設
置
し
ま
し
た
。

　

入
山
辺
地
区
に
は
13
町
会
あ

り
、
昭
和
59
年
ま
で
は
数
字
で
町

会
名
を
呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
昭

和
60
年
か
ら
は
、
現
在
の
集
落
名

を
使
用
し
た
町
会
名
に
な
り
ま
し

た
。
一
集
落
は
そ
の
ま
ま
、
二
集

落
の
と
こ
ろ
は
連
名
で
呼
ぶ
こ
と

と
し
ま
し
た
が
、
寺
所
・
包
石
・

竹
の
下
・
中
村
・
北
厩
所
・
小
仏
・

宮
街
道
の
集
落
名
は
町
会
名
と
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

集
落
名
が
わ
か
る
こ
と
で
、
地

区
内
外
の
皆
さ
ん
の
集
落
の
認
知

度
が
向
上
し
、
災
害
時
な
ど
に
迅

速
な
対
応
が
可
能
と
な
り
、
安
心

安
全
の
向
上
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

（
町
会
名
変
遷
の
詳
細
は
、「
入
山

辺
文
化
誌
」
上
巻
五
頁
参
照
）

雨
氷
災
害
が
発
生
！
倒
木
で
道
路
が
通
行
止
め
！

扉温泉へ向かう県道和田線

雨氷の松

雨
氷
災
害
の
体
験
談

集
落
名
案
内
板
設
置
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い
た
古
代
入
山
辺
住
民
の
生
活
の

中
か
ら
あ
み
出
さ
れ
た
、信
仰
上
・

信
心
上
の
処
産
で
あ
り
、
レ
ク

レ
ー
シ
ョ
ン
的
一
面
を
窺
え
る
も

の
も
あ
る
。

　

末
永
く
伝
承
し
保
存
し
て
、
古

代
入
山
辺
住
民
の
生
活
を
偲
ん
で

も
ら
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

公
民
館
報
に
つ
い
て
は
、
昭
和

24
年
10
月
に
創
刊
さ
れ
て
か
ら
、

平
成
26
年
9
月
の
発
刊
を
以
っ

て
、
4
0
0
号
に
達
し
た
。
其
の

間
、
昭
和
29
年
8
月
に
松
本
市
と

の
合
併
が
あ
り
、
入
山
辺
公
民
館

報
か
ら
、
松
本
市
公
民
館
報
【
入

山
辺
版
】
へ
と
移
行
し
た
。
入
山

辺
公
民
館
報
当
時
は
、
使
用
す
る

紙
面
も
多
く
、
村
の
予
算
決
算
等

村
政
に
関
す
る
事
が
ら
、
各
種
情

報
、
村
民
の
意
見
、
エ
ッ
セ
ー
な

ど
、多
方
面
に
わ
た
っ
て
収
録
し
、

村
の
広
報
的
役
割
も
果
た
し
て
き

た
。
こ
れ
に
対
し
、
松
本
市
公
民

館
報
【
入
山
辺
版
】
は
、
年
6
回

で
発
刊
し
、
1
回
に
2
頁
程
度
の

紙
面
を
使
い
、
館
報
の
充
実
を
は

か
っ
て
い
る
。

　

２
月
21
日
（
日
）
に
人
権
啓
発

推
進
協
議
会
の
視
察
研
修
を
行
い

ま
し
た
。
視
察
先
は
「
山
梨
平
和

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
―
石
橋
湛
山
記
念

館
―
」で
17
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

当
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
浅
川
理
事

長
か
ら
直
々
に
、
甲
府
空
襲
の
実

相
や
、
石
橋
湛
山
の
思
想
等
に
つ

い
て
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

甲
府
空
襲
は
、
１
９
４
５
年
７

月
６
日
の
深
夜
か
ら
７
日
未
明
に

か
け
て
起
き
た
こ
と
か
ら
「
た

な
ば
た
空
襲
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
ア
メ
リ
カ
軍
爆
撃
機
Ｂ
29

か
ら
投
下
さ
れ
た
焼
夷
弾
に
よ
っ

て
、一
夜
に
し
て
死
者
１
、１
２
７

名
、
負
傷
者
１
、２
３
９
名
を
出

し
、
甲
府
市
街
地
は
焼
け
野
原
と

な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
当
時
の
学
校
教
育
に
つ

い
て
教
科
書
等
が
展
示
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
子
ど
も
達
は
幼
い
こ
ろ

か
ら
、
戦
争
は
正
し
い
も
の
、
戦

死
す
る
こ
と
が
名
誉
あ
る
こ
と
だ

と
い
う
歪
ん
だ
教
育
を
受
け
て
い

ま
し
た
。
戦
争
を
肯
定
化
す
る
風

潮
を
創
り
、
広
げ
、
言
論
の
自
由

　
　
　
　
　

 

竹
の
下  

丸
山
義
十

　

昨
年
入
山
辺
全
戸
に
配
ら
れ

た
、
入
山
辺
文
化
誌
を
、
知
人
に

奨
め
ら
れ
て
読
ん
で
み
た
。
読
む

と
は
言
っ
て
も
拾
い
読
み
程
度
の

も
の
だ
が
。
先
ず
最
初
に
感
じ

た
こ
と
は
、
上
下
2
巻
か
ら
な
る

１
０
０
０
頁
近
い
文
化
誌
の
大
冊

を
、
よ
く
ぞ
完
成
し
た
も
の
だ
と

思
い
、
編
集
に
携
わ
っ
た
方
々
の

苦
労
を
偲
び
感
謝
し
た
こ
と
だ
。

　

こ
の
入
山
辺
文
化
誌
は
、
入
山

辺
地
区
に
現
存
す
る
所
謂
文
化
資

産
な
る
も
の
を
網
羅
し
、
解
説
を

加
え
編
集
し
た
も
の
と
、
創
刊
号

か
ら
4
0
0
号
ま
で
の
公
民
館
報

の
縮
刷
版
を
合
冊
し
た
も
の
と
か

ら
な
っ
て
い
る
。

　　　

古
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
、

入
山
辺
地
区
の
生
い
立
ち
に
つ
い

て
の
解
説
を
行
い
、
ま
た
文
化
資

産
に
つ
い
て
は
、
入
山
辺
地
区
が

現
有
す
る
有
形
無
形
の
文
化
財
に

つ
い
て
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
。

更
に
詳
し
く
13
町
会
別
の
文
化
財

を
、
伝
統
行
事
・
石
造
物
・
建
造

物
別
に
説
明
を
し
、
ま
た
文
化
財

の
所
在
地
を
文
化
資
産
マ
ッ
プ
で

示
し
て
い
る
。

　

こ
の
文
化
誌
に
記
載
さ
れ
て
い

る
文
化
財
の
多
く
は
、
科
学
文
化

の
な
い
、
自
然
と
共
に
暮
ら
し
て

人
権
啓
発
推
進
協
議
会
の

 

視
察
研
修
を
行
い
ま
し
た

を
奪
う
こ
と
で
、
終
戦
に
至
る
ま

で
多
く
の
国
民
が
犠
牲
と
な
り
、

ま
た
、
耐
え
難
い
悲
惨
な
体
験
を

し
ま
し
た
。

　

石
橋
湛
山
は
、
山
梨
県
出
身
で

第
55
代
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
し

た
人
物
で
す
。
政
治
家
に
な
る
前

　

３
月
９
日
（
水
）
に
入
山
辺
公

民
館
図
書
室
の
図
書
を
約
6
0
0

冊
入
れ
替
え
ま
し
た
。

　

ま
た
、
南
方
町
会
の
赤
羽
義
徳

さ
ん
か
ら
約
2
0
0
冊
の
書
籍
を

寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

寄
贈
本
に
は
、
全
集
や
作
品
集

等
が
多
数
あ
り
ま
す
。「
原
色
日

本
の
美
術
」
は
21
冊
、「
奈
良
の

寺
」
は
21
冊
、「
現
代
文
学
大
系
」

は
65
冊
、「
現
代
の
文
学
」
は
32

冊
、「
日
本
の『
創
造
力
』」は
15
冊
、

は
、
東
洋
経
済
新
報
社
で
記
者
と

し
て
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
戦
時

中
、
言
論
の
自
由
が
厳
し
く
統
制

さ
れ
て
い
た
な
か
、
国
の
領
土
拡

大
や
軍
備
拡
大
路
線
に
つ
い
て
、

確
固
た
る
信
念
を
持
っ
て
批
判
す

る
な
ど
、
時
代
の
潮
流
に
流
さ
れ

ず
に
主
張
し
続
け
た
、
当
時
に
お

い
て
大
変
貴
重
な
存
在
で
し
た
。

　

昨
今
は
憲
法
九
条
改
正
の
動
き

が
加
速
す
る
な
ど
、
時
代
は
新
た

な
局
面
を
迎
え
て
い
ま
す
。
再

び
こ
う
し
た
悲
劇
を
繰
り
返
さ
な

い
た
め
に
も
、
戦
争
の
悲
惨
さ
や

平
和
の
尊
さ
に
つ
い
て
、
戦
争
を

知
ら
な
い
世
代
が

学
び
、
後
世
に
伝

え
続
け
て
い
く
こ

と
が
大
切
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

臼
井
吉
見
の
「
安
曇
野
」
は
５
冊
、

「
夏
目
漱
石
作
品
集
」
は
10
冊
あ

り
ま
す
。
こ
の
他
に
も
単
行
本
等

が
約
30
冊
あ
り
ま
す
。

　

全
集
の
一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、

「
日
本
の
『
創
造
力
』」
は
、
日
本

の
近
代
・
現
代
を
開
花
さ
せ
た

4
7
0
人
を
特
集
し
た
も
の
で

す
。
今
日
の
日
本
を
築
く
た
め
に

奮
闘
し
た
、
先
人
の
足
跡
を
辿
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
図
書
室
へ
お
立
ち

寄
り
い
た
だ
き
、
本
を
読
ん
で
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

９８歳、お元気です。

入
山
辺
文
化
誌
を
読
み
て

～
文
化
資
産
に
つ
い
て
～

～
公
民
館
報
に
つ
い
て
～

図
書
の
入
れ
替
え
を
し
ま
し
た
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