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7
月
23
日
は
「
市
民
防
災
の
日
」
で
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
益
田
市
に
と
っ
て
未

曾
有
の
大
災
害
だ
っ
た
「
昭
和
58
年
7
月

豪
雨
非
常
災
害
」
の
発
生
の
日
に
ち
な
む

も
の
で
す
。

　

こ
の
年
の
梅
雨
末
期
、
山
陰
西
部
一
帯

を
集
中
豪
雨
が
襲
い
ま
し
た
。
益
田
市
内

に
お
い
て
は
、
7
月
22
日
夜
か
ら
23
日
朝

ま
で
の
12
時
間
に
4
4
8
ミ
リ
、
特
に
23

日
の
朝
6
時
か
ら
7
時
に
か
け
て
は
時
間

雨
量
93
ミ
リ
と
い
う
猛
烈
な
雨
と
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
益
田
川
が
氾
濫
し
、

市
内
中
心
部
の
広
い
範
囲
が
水
浸
し
と
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
山
崩
れ
や
崖
崩
れ
が

多
発
し
、
麓
の
集
落
に
大
量
の
土
砂
が
押

し
寄
せ
ま
し
た
。

　

被
害
は
甚
大
で
し
た
。
益
田
市
内
に

限
っ
て
も
、
死
者
・
行
方
不
明
者
40
名
、
住

家
の
全
半
壊
1
8
7
3
戸
、
被
災
総
額
は

8
4
1
億
円
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
度
々
水
害
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
こ
の
地

域
に
お
い
て
も
、
記
録
に
残
る
も
の
と
し

て
は
過
去
最
大
の
惨
事
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
益
田
市
お
よ
び
島
根
県
は
復

旧
に
全
力
を
あ
げ
る
一
方
で
、
こ
の
災
害

を
教
訓
と
し
て
防
災
面
の
見
直
し
を
進
め

ま
し
た
。
特
に
社
会
資
本
整
備
に
つ
い
て

は
、
計
画
中
だ
っ
た
益
田
川
ダ
ム
の
構
造

や
規
模
を
大
幅
に
変
更
し
、
ま
た
同
じ
く

被
害
の
大
き
か
っ
た
三
隅
川
の
支
流
に
矢

原
川
ダ
ム
の
建
設
を
計
画
す
る
な
ど
、
治

水
対
策
の
強
化
を
図
り
ま
し
た
。

　
「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
今
や
忘
れ

る
間
も
な
く
ど
こ
か
に
次
の
災
害
が
訪
れ

る
と
い
う
有
り
様
で
す
。
ま
た
、
近
年
の

地
球
温
暖
化
に
よ
る
気
候
変
動
は
、
経
験

則
に
も
と
づ
く
「
想
定
」
が
意
味
を
失
う

か
の
よ
う
な
極
端
な
気
象
現
象
を
も
た
ら

し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
記
憶
に

新
し
い
平
成
25
年
夏
の
豪
雨
の
直
後
、
気

象
警
報
の
新
し
い
区
分
と
し
て
加
え
ら
れ

た
「
特
別
警
報
」
が
島
根
県
内
で
初
め
て

出
さ
れ
た
の
は
、
昨
年
の
や
は
り
7
月
の

こ
と
で
し
た
。

　

自
然
の
猛
威
に
事
欠
か
な
い
日
本
列
島

の
中
で
は
、
こ
の
益
田
は
比
較
的
安
全
な

地
域
と
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
絶
対
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
消
防

本
部
や
各
地
区
の
消
防
団
、
自
主
防
災
組

織
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
防
災
支
援
セ
ン
タ
ー
な

ど
と
連
携
し
、
防
災
に
不
断
の
努
力
を
注

ぎ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
般
に
西
日
本
の
植
生
は
照
し
ょ
う
よ
う
じ
ゅ
り
ん

葉
樹
林

帯た
い

に
分
類
さ
れ
ま
す
が
、
標
高
の
高
い

匹
見
に
は
今
も
昔
も
落ら
く
よ
う葉

広こ
う
よ
う葉

樹じ
ゅ
り
ん
た
い

林
帯

が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
前
者
よ
り
も
後

者
の
方
が
、
ド
ン
グ
リ
類
な
ど
食
用
に

で
き
る
木
の
実
が
豊
富
で
あ
り
、
そ
れ

を
求
め
て
小
動
物
が
集
ま
る
な
ど
縄
文

時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
匹
見
は
生
活

し
や
す
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

匹
見
の
歴
史
は
縄
文
時
代
よ
り
前
の

後
期
旧
石
器
時
代
（
お
よ
そ
3
万
5
千

年
前
か
ら
1
万
2
千
年
前
ま
で
）
に
さ

か
の
ぼ
り
ま
す
。
最
古
の
遺
跡
は
約
2

万
年
前
の
新し
ん

槙ま
き

原は
ら

遺
跡（
道
川
）で
、
県

内
の
同
時
代
を
代
表
す
る
遺
跡
と
し

て
、
県
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

続
く
縄
文
時
代
（
お
よ
そ
1
万
5
千

年
前
か
ら
2
4
0
0
年
前
ま
で
）
に
な

る
と
遺
跡
数
が
増
加
し
ま
す
。
上
ノ
原
、

神じ
ん
で田

、
ヨ
レ
、
イ
セ（
匹
見
）、
水み
ず
た田

ノ

上
、石い
し
が
つ
ぼ

ヶ
坪
、中
ノ
坪
（
紙し
そ祖
）、蔵く
ら
や
し
き

屋
敷

田だ

、
田た
な
か
の
し
り

中
ノ
尻
、
上う
え
な
や

家
屋（
道
川
）、
ア

ガ
リ
、
山
崎
、
田た
や
の
は
ら

屋
ノ
原（
澄
川
）、
沖

ノ
原
、
芝（
広
瀬
）、
広
戸（
石
谷
）な
ど

場
所
や
性
格
、時
期
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
に

富
ん
で
お
り
、縄
文
時
代
の
匹
見
の
人
々

の
生
活
の
様
子
を
知
る
上
で
、大
変
貴
重

な
事
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
的
な
配は
い
せ
き石

遺
構
が

あ
っ
た
り
、
出
土
品
に
は
広
島
県
冠か
ん
む
り
や
ま山

産
安
山
岩
の
ほ
か
、
大
分
県
姫ひ
め

島し
ま

産
黒

曜
石
で
作
ら
れ
た
石
器
（
イ
セ
・
ヨ
レ

遺
跡
な
ど
）、
新
潟
県
糸い
と
い
が
わ

魚
川
産
の
翡ひ
す
い翠

製
棗な
つ
め

玉だ
ま（

水
田
ノ
上
Ａ
遺
跡
）、
九
州
系

の
並な
み
き木
・
阿あ
だ
か高
式
土
器
（
石
ヶ
坪
遺
跡
）

な
ど
、
広
い
地
域
と
の
交
流
を
う
か
が

わ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
り
、
そ
の
見
ど

こ
ろ
は
多
く
、
匹
見
を
「
西
日
本
の
縄

文
銀
座
」
な
ど
と
呼
ぶ
人
も
い
ま
す
。

益田市の歴史文化の特色（全7回）
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新槙原遺跡出土の石器

石ヶ坪遺跡出土の並木・阿高式土器


