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＂
自
然
＂と＂
人
々
の
暮
ら
し
＂の

近
さ
に
よ
る
恩
恵
と
リ
ス
ク

　

今
回
の
取
材
で
広
島
市
内
を
移
動
中
、急

峻
な
山
々
の
斜
面
に
ぎ
っ
し
り
と
並
ぶ
住

宅
の
景
色
が
広
が
り
、自
然
の
す
ぐ
近
く
で

季
節
の
変
化
を
楽
し
み
な
が
ら
、暮
ら
し
を

営
む
人
々
の
様
子
が
見
ら
れ
ま
し
た
。一
方

で
、“
自
然
”
と“
人
々
の
暮
ら
し
”
が
近
い

が
故
に
高
ま
る
災
害
の
リ
ス
ク
を
、土
木
技

術
者
・
市
民
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
な
ぜ
広
島
県
で
は
土

砂
災
害
が
起
き
や
す
い
の
か
に
つ
い
て
考
え

ま
す
。

な
ぜ
、
広
島
県
で
は

土
砂
災
害
が
多
い
の
か
?

　

私
た
ち
が
訪
れ
た
広
島
県
は
、全
国
の
中

で
も
土
砂
災
害
リ
ス
ク
の
あ
る
地
域
に
住

む
人
々
が
多
く
、過

去
に
幾
度
も
土
砂

災
害
に
見
舞
わ
れ
、

そ
の
た
び
に
多
く

の
人
的
被
害
や
家

屋
被
害
が
生
じ
て

き
ま
し
た
。近
年
で
は
気
候
変
動
の
影
響
を

受
け
、局
地
的
に
集
中
し
て
被
害
が
生
じ
た

平
成
26
年
8
月
豪
雨
、さ
ら
に
広
域
的
に
被

害
が
生
じ
た
平
成
30
年
7
月
豪
雨
に
よ
る

土
砂
災
害
が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
土
砂

災
害
が
起
き
や
す
い
一
つ
目
の
要
因
は
、広

島
県
西
部
に
広
く
分
布
す
る“
マ
サ
土
”
と

い
う
土
質
に
あ
る
よ
う
で
す
。
マ
サ
土
と

は
、「
粘
り
気
が
少
な
く
、雨
水
に
よ
る
浸
食

に
弱
い
」
と
い
う
特
徴
を
持
つ
た
め
、
大
雨

が
降
れ
ば
土
砂
災
害
を
起
こ
し
や
す
い
の

で
す
。
二
つ
目
は
、
山
腹
や
山
裾
ぎ
り
ぎ
り

ま
で
住
宅
地
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
り

ま
す
（
写
真
1
）
。
元
来
、
山
と
海
に
囲
ま
れ

平
地
が
少
な
い
広
島
県
で
し
た
が
、高
度
経

済
成
長
期
以
降
に
人
口
が
急
増
し
、山
の
す

ぐ
近
く
ま
で
宅
地
開
発
が
進
め
ら
れ
ま
し

た
。
現
在
で
は
、
広
島
県
民
の
約
2
割
が
土

砂
災
害
リ
ス
ク
の
高
い
エ
リ
ア
に
居
住
し
て

い
ま
す（
2
0
1
5
年
時
点
）。

次
に
起
こ
り
得
る

災
害
に
向
け
て

　

以
上
の
背
景
を
受
け
て
、国
土
交
通
省
で

は
ハ
ー
ド
対
策
の
一
つ
と
し
て
砂
防
堰
堤
の

整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
特
に
、
平
成
30
年

［取材現場］安芸南部山系砂防ダム（天応地区、矢野東地区、中野東地区）
［取材協力者］國時 正博氏、川島 孝氏（国土交通省中国地方整備局 広島西部山系砂防事務所）、各現場 施工者の皆さま

本
連
載
で
は
、
普
段
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
土
木
構
造
物

の
裏
側
に
潜
入
し
、
土
木
の
新
し
い
発
見
を
皆
さ
ん
に
お
届
け

し
て
い
き
ま
す
。
六
回
目
と
な
る
今
回
は
、
広
島
西
部
山
系
砂

防
事
務
所
様
の
ご
協
力
の
も
と
、
砂
防
堰
堤
が
守
る
ま
ち
に
潜

入
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「
最
前
線
で
ま
ち
を
守

る
土
木
技
術
者
と
そ
こ
に
暮
ら
す
市
民
は
、
土
砂
災
害
リ
ス
ク

を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て

学
生
の
立
場
か
ら
＂
立
ち
入
っ
て
＂
伺
い
ま
す
。

 “まちを守る技術者”と“市民”が
考えるべき自然との付き合い方

土木構造物の裏側

写真1　�山々の谷間に迫る住宅地（矢野東地区〔広島市安芸区〕）�
（提供：国土交通省）
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7
月
豪
雨
の
際
に
、広
域
な
範
囲
で
甚
大
な

被
害
が
生
じ
た
た
め
こ
れ
ま
で
事
業
を
実
施

し
て
い
た
広
島
西
部
山
系
に
加
え
、安
芸
南

部
山
系
に
お
い
て「
災
害
関
連
緊
急
事
業
・

特
定
緊
急
砂
防
事
業
」（
以
下
、
緊
急
事
業
）

が
立
ち
上
げ
ら
れ
ま
し
た（
図
1
）。担
当
の

國
時
さ
ん
は
、
こ
の
災
害
を
き
っ
か
け
に
、

さ
ら
に
広
い
視
野
で
危
機
管
理
意
識
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。緊
急
事
業
で

は
、今
回
の
訪
問
対
象
で
あ
る
①
天
応
地
区
、

②
矢
野
東
地
区
、③
中
野
東
地
区
を
含
む
計

9
地
区
で
砂
防
堰
堤
の
整
備
を
行
っ
て
い
ま

す
。実
際
に
、現
場
を
訪
れ
る
と
、行
政
、さ

ら
に
現
場
の
施
工
者
に
一
貫
し
て
、「
よ
り

早
く
整
備
を
完
了
す
る
こ
と
で
、次
の
災
害

に
備
え
よ
う
」と
い
う
姿
勢
を
感
じ
ま
し
た
。

効
率
性
を
高
め
た

各
現
場
の
工
夫

　

各
現
場
で
は
砂
防
堰
堤
の
早
い
施
工
完

了
に
向
け
、効
率
性
を
高
め
た
工
夫
が
さ
れ

て
い
ま
し
た
。そ
の
一
つ
に
、「
残
存
型
枠
工

法
」
と
い
う
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
養

生
後
、型
枠
を
取
り
外
さ
ず
に
済
む
工
法
が

活
用
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
2
）
。
こ
れ
は
、

従
来
行
っ
て
い
た“
型
枠
の
取
り
外
し
”
が

不
要
と
な
る
た
め
、工
事
工
程
の
短
縮
に
つ

な
が
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
建
設
場
所
に

よ
っ
て
砂
防
堰
堤
の
施
工
条
件
は
多
種
多

様
な
た
め
、砂
防
堰
堤
の
各
現
場
に
合
っ
た

対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
天
応
地

区
の
砂
防
堰
堤
は
、急
勾
配
の
斜
面
に
砂
防

堰
堤
を
設
け
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の

た
め
、
測
量
か
ら
施
工
段
階
ま
で「
情
報
化

施
工
技
術（
I
C
T
）」
を
活
用
す
る
こ
と

で
、目
視
で
な
く
と
も
タ
ブ
レ
ッ
ト
上
で
施

工
状
況
の
確
認
が
行
え
る
た
め
、効
率
性
が

向
上
し
た
よ
う
で
す
。

災
害
リ
ス
ク
と
、
ま
ち
を

守
る
人
と
市
民
と
の
共
助

　

広
島
県
で
は
、土
砂
災
害
の
リ
ス
ク
が
あ

る
エ
リ
ア
を
全
て
砂
防
堰
堤
で
守
る
こ
と
は

不
可
能
で
す
。
そ
こ
で
、
市
民
は
自
然
と
近

い
が
故
に
高
ま
る
土
砂
災
害
の
リ
ス
ク
を
ど

の
よ
う
に
受
け
入
れ
、

住
み
続
け
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。今
回
、行
政

と
し
て
働
き
な
が
ら
、地

区
の
防
災
ま
ち
づ
く
り

メ
ン
バ
ー
と
し
て
も
活

躍
さ
れ
る
川
島
さ
ん
に

率
直
に
伺
い
ま
し
た
。す

る
と
、「
実
感
と
し
て
、

広
島
県
の
危
険
区
域
に

暮
ら
す
人
々
の
中
で
、自

分
の
暮
ら
す
場
所
の
災

害
リ
ス
ク
を
自
覚
し
、そ

の
上
で
定
住
を
選
ん
で
い
る
人
は
依
然
と

し
て
少
な
い
と
思
う
」
と
、
川
島
さ
ん
は
述

べ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
現

状
の
中
で
も
、近
年
の
災
害
を
き
っ
か
け
に

地
域
の
災
害
リ
ス
ク
を
認
識
し
、住
み
続
け

る
覚
悟
を
決
め
て
、備
え
始
め
て
い
る
人
も

徐
々
に
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
実
際
に
、

川
島
さ
ん
が
防
災
ま
ち
づ
く
り
の
活
動
を
さ

れ
て
い
る
牛
田
東
四
丁
目
地
区
で
は
、平
成

30
年
7
月
豪
雨
を
き
っ
か
け
に
、災
害
の
備

え
や
防
災
へ
の
意
識
が
高
ま
っ
た
人
が
増
え

た
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
広
島
県
全
体
で
見
る
と

多
く
の
市
民
が
い
ま
だ
に
災
害
リ
ス
ク
を

認
識
し
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。た

だ
、こ
の
牛
田
東
四
丁
目
地
区
の
よ
う
に
リ

ス
ク
を
自
覚
し
、そ
の
上
で
暮
ら
し
続
け
る

覚
悟
を
決
め
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
の
姿

も
確
か
に
あ
り
ま
し
た
。今
後
広
島
県
に
限

ら
ず
、全
国
的
に
気
候
変
動
の
影
響
を
よ
り

一
層
受
け
る
中
で
、
行
政
並
び
に
、
市
民
一

人
ひ
と
り
に
リ
ス
ク
に
対
す
る
自
覚
が
求

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。そ

の
時
、
わ
れ
わ
れ「
ま
ち
を
守
る
技
術
者
」

に
は
、市
民
の
自
覚
を
具
体
的
な
行
動
に
移

せ
る
よ
う
、市
民
と
と
も
に
防
災
を
考
え
る

姿
勢
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

［連 載］第 6回

（
担
当
編
集
委
員

：

宮
田
比
奈
、
中
尾
優
文
）

図1　西部山系と安芸南部山系の区域地図（提供：国土交通省）

写真2　�「残存型枠工法」を用いた施工の様子（中野東地区〔広島
市安芸区〕）（提供：国土交通省）




