
上）楠原佑介氏
左）『地名でわかる水害大国・日本』
（祥伝社新書）

　
１
９
５
０
年
山
形
生
ま
れ
。

東
京
都
立
大
院
卒
。
元
千
葉
大

大
学
院
工
学
研
究
科
准
教
授

（
金
属
疲
労
専
攻
）。
金
属
疲
労

の
研
究
の
ほ
か
、
他
分
野
の

テ
ー
マ
の
研
究
開
発
に
努
め
る

と
と
も
に
日
本
各
地
の
地
域
お

こ
し
活
動
に
従
事
す
る
。
ロ
ー

カ
ル
鉄
道
と
地
元
の
酒
蔵
の
コ

ラ
ボ
で
地
域
再
生
を
図
る
地
酒

「
鐵
の
道
」の
製
造・販
売
を
企

画
、す
で
に
10
件
を
超
え
る
銘

柄
を
送
り
出
し
て
い
る
。一
般

社
団
法
人「
洸
楓
座
」代
表
。「
全

国
ふ
る
さ
と
大
使
連
絡
会
議
」

理
事

「
地
名
で
わ
か
る

水
害
大
国
・
日
本
」

　
こ
の
小
見
出
し
は
書
名
で
も
あ
る
。

筆
者
は
そ
の
本
を
著
者
か
ら
頂
い
た
。

以
前
、「
日
比
谷
梁
山
泊
」と
い
う
会（
コ

ロ
ナ
禍
で
休
会
中
）が
あ
り
、著
者
の
楠

原
佑
介
氏
は
、
月
一
回
の
例
会
で
重
鎮

と
し
て
意
見
を
述
べ
て
お
ら
れ
た
。
は

じ
め
て
そ
の
会
に
参
加
し
た
折
に
、
名

刺
代
わ
り
に
と
、
本
書
を
恵
贈
し
て
く

だ
さ
っ
た
。
楠
原
氏
は
京
大
の
史
学
科

（
地
理
学
）を
卒
業
さ
れ
、出
版
業
界
で

も
活
躍
さ
れ
た
が
、
地
名
に
つ
い
て
の

自
著
も
多
い
。
踏
査
を
基
本
と
さ
れ
現

場
を
押
さ
え
て
著
さ
れ
て
い
る
。
本
書

は
２
０
１
６
年
に
祥
伝
社
新
書
と
し
て

出
版
さ
れ
た
。『
地
名
で
わ
か
る
水
害

大
国
・
日
本
』と
い
う
題
名
は
、国
民
と

し
て
あ
ま
り
有
難
く
な
い
看
板
だ
が
、

集
中
豪
雨
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
、
線
状
降
水

帯
な
ど
の
用
語
が
常
用
さ
れ
る
昨
今
、

本
書
に
例
示
さ
れ
て
い
る
地
名
の
当
該

地
に
は
、
大
雨
や
水
害
な
ど
、
古
来
か

ら
周
知
の
災
難
で
あ
っ
た
と
こ
と
が
明

ら
か
に
見
て
取
れ
る
。

　
筆
者
の
経
験
を
振
り
返
っ
て
み
る
。

中
学
校
ま
で
暮
ら
し
て
い
た
田
舎
の
家

の
前
は
、日
常
時
は
川
幅
が
３
、４
㍍
ほ

ど
の
清
流
で
あ
っ
た
が
、
台
風
な
ど
に

な
る
と
丸
太
や
樹
木
根
な
ど
が
流
れ
る

茶
濁
色
の
暴
れ
川
と
変
じ
た
。
眼
の
前

の
道
路
の
下
の
畑
ま
で
激
流
が
押
し
寄

せ
、子
供
な
が
ら
恐
怖
心
を
覚
え
た
。そ

の
様
子
は
い
ま
で
も
目
に
映
る
。
本
コ

ラ
ム（
22
回
目
）の
取
材
で
伺
っ
た
長
野

県
須
坂
市
の
笠
鉾
会
館
と
い
う
博
物
館

に
は
、
代
々
の
須
坂
藩
主
が
水
害
対
策

の
た
め
財
政
を
振
り
向
け
て
き
た
歴
史

が
展
示
し
て
あ
っ
た
。
こ
の
地
の
周
辺

で
は
、
２
０
１
９
年
の
台
風
19
号
の
折

に
千
曲
川
が
増
水
し
新
幹
線
車
両
を
呑

み
こ
む
大
水
害
が
あ
っ
た
。
そ
の
辺
り

間
の
責
任
を
問
う
て
も
い
る
。

各
地
で
見
ら
れ
る
、歴

史
を
隠
し
た「
美
名
」

　
埼
玉
県
越
谷
市
を
走
る
東
武
鉄
道
の

駅
に
「
せ
ん
げ
ん
台
」
が
あ
り
、
筆
者

も
隣
の
春
日
部
市
に
住
ん
で
い
た
こ
と

が
あ
り
、
よ
く
利
用
し
て
い
た
駅
で
あ

る
。
そ
の
住
居
表
示
は
、
千
間
台
で
あ

る
が
、
元
々
は
千
間
堀
と
い
う
湿
地
帯

を
埋
め
立
て
て
、
現
在
の
駅
名
に
し
た

も
の
で
あ
る
。
著
者
の
楠
原
氏
も
埼
玉

県
在
住
で
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
が
、

「
せ
ん
げ
ん
台
」
も
大
雨
で
冠
水
す
る

も
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
高

須
」
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
。
流
れ
の
蛇
行
を
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト

し
た
こ
と
に
水
難
の
原
因
が
あ
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。「
高
須
」
は
何
度
も

何
度
も
決
壊
し
て
押
し
出
さ
れ
た
土
砂

が
堆
積
し
て
高
く
な
っ
た
所
と
の
解
釈

だ
。
須
崎
な
ど
と
も
使
わ
れ
る
。
す
る

と
前
述
し
た
須
坂
と
い
う
地
名
に
も
合

点
が
い
く
。

　
地
名
は
、
そ
の
土
地
の
謂
れ
や
歴
史

が
あ
り
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
漢
字
に

当
て
は
め
ら
れ
る
場
合
に
は
印
象
の
い

い
新
名
に
な
っ
た
り
す
る
。そ
の
折
に
、

そ
の
謂
れ
や
歴
史
が
消
え
て
し
ま
う
時

も
あ
る
が
、
水
害
な
ど
「
い
の
ち
」
に

関
わ
る
こ
と
は
、
伝
承
と
と
も
に
継
承

す
べ
き
地
名
も
あ
る
こ
と
を
、
本
書
は

教
え
て
く
れ
る
。
こ
れ
も
、大
事
な「
地

元
力
発
見
！
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
と
が
多
く
、
典
型
的
な
窪
地
を
宅
地

開
発
し
た
場
所
で
あ
る
。
都
市
開
発
の

た
め
に
当
該
地
の
履
歴
が
消
さ
れ
て
い

る
が
、
大
雨
の
と
き
に
は
排
水
が
不
十

分
で
冠
水
し
て
正
体
を
現
す
。

　
楠
原
氏
は
、
有
名
な
水
害
で
、
か
つ

Ｔ
Ｖ
の
映
像
と
し
て
も
放
送
さ
れ
た
多

摩
川
堤
防
決
壊
水
害
に
つ
い
て
も
述
べ

て
い
る（
第
３
章「『
岸
辺
の
ア
ル
バ
ム
』

の
悪
夢
」）。
楠
原
氏
は
、
学
生
の
こ
ろ

は
「
巡
る
川
」
の
こ
と
で
あ
る

と
も
、
ほ
か
の
背
景
や
例
を
挙

げ
て
説
明
し
て
い
る
。

　
他
に
楠
原
氏
は
、
利
根
川
支

流
の
小
貝
川
の
決
壊
に
つ
い
て

る
が
、
地
勢
や

当
該
地
の
歴
史

を
無
視
し
た
都

市
開
発
や
経
済

優
先
を
狙
う
人

に
着
け
て
い
た
。
氏
は
、
１
０
０
年
ほ

ど
前
の
明
治
14
年
の
古
地
図
か
ら
昭
和

７
年
、
20
年
、
40
年
の
２
万
５
千
分
１

の
迅
速
図
を
比
較
し
、
時
代
変
化
に
よ

る
現
場
の
土
地
利
用
の
変
化
の
推
移
を

と
ら
え
て
、
水
害
現
場
と
照
ら
し
合
わ

せ
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
49
年
の
水
害

の
多
摩
川
狛
江
の
決
壊
箇
所
は
、
水
路

が
分
流
し
た
り
合
流
し
た
り
し
て
形
成

さ
れ
た
「
網
目
状
流
路
」
の
真
ん
中
に

当
た
る
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
。
こ
の

災
害
で
は
、電
鉄
会
社
や
地
元
の
県
市
、

ま
た
河
川
を
管
理
す
る
国
も
関
わ
る
行

政
責
任
が
問
わ
れ
た
。

　
地
名
と
の
関
わ
り
で
は
、
狛
江
と
い

う
地
名
は
、（
駒
井
も
同
様
で
）「
コ
マ
」

か
ら
派
生
す
る
と
い
う
。「
コ
マ
」は
、回

転
す
る
玩
具
の「
こ
ま
」に
つ
な
が
り
、

回
転
す
る
地
形
を
意
味
し
、江
や
井
と

結
び
つ
き
蛇
行
す
る
水
路
や
川
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
呼
び
名
が
原
点
で
あ
る
と

説
い
て
い
る
。
こ
う
し
て
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
地
名
は
そ
の
地

の
開
発
や
地
元
の
人
々
の
意
見
に
よ
り

改
称
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
は

沼
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
も
埋
め
立
て

し
、
住
宅
地
と
し
て
販
売
の
都
合
か
ら

「
○
○
ヶ
丘
」な
ど
と
命
名
さ
れ
て
い
る

場
合
も
あ
る
。
東
京
の
目
黒
川
は
本
当

の
地
名
は
、
赤
沼
や
長
沼
と
名
付
け
ら

れ
て
い
る
。

　
楠
原
氏
は
今
年
80
歳
で
他
界
さ
れ
た

が
、
本
書
に
例
示
さ
れ
た
地
名
の
検
証

は
、
文
字
通
り
水
害
と
の
由
縁
を
示
す

警
鐘
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
古

代
以
来
の
沼
地
を
都
市
化
し
た
愚
」
と

い
う
第
１
章
の
見
出
し
は
、
そ
の
象
徴

で
あ
り
警
告
で
あ
る
。そ
の
背
景
に
は
、

地
球
温
暖
化
に
よ
る
自
然
の
変
化
も
あ

「
地
図
作
図
学
実
習
」

の
講
義
で
、「
迅
速

図
」
と
い
う
地
形
図

で
現
場
の
高
低
差
を

判
別
す
る
手
法
を
身

地
名
か
ら
災
害
を
読
み
解
い
た
市
井
の
研
究
者


