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F ▼
昨
今
の
猛
暑
大
雨
等
を
Ｃ
Ｏ
２

が
原
因
の
や
う
に
伝
は
つ
て
ゐ
る

が
本
当
だ
ら
う
か
。旧
約
聖
書
に

あ
る
ノ
ア
の
方
舟
は
じ
め
古
代
各

地
で
起
つ
た
大
河
の
氾
濫
も
Ｃ
Ｏ

２
か
。▼
我
国
も
世
界
に
見
栄
を

張
つ
て
Ｃ
Ｏ
２
の
大
幅
削
減
を
宣

言
し
、
太
陽
光
・
風
力
発
電
に
躍

起
と
な
つ
て
再
エ
ネ
発
電
賦
課
金

が
三
兆
円
近
く
に
な
る
と
云
ふ
。

▼
我
国
に
は
ク
ー
ル
ジ
ェ
ン
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
云
ふ
世
界
に
先
駆
け

た
石
炭
発
電
で
Ｃ
Ｏ
２
を
九
十
％

回
収
し
て
農
業
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・

化
学
製
品
等
に
利
用
す
る
技
術
が

あ
る
。嘗
て
若
い
大
臣
が
世
界
会

議
で
石
炭
を
多
く
使
ふ
と
言
は
れ

て
ニ
ヤ
ニ
ヤ
笑
つ
て
其
の
場
を
取

り
繕
つ
て
ゐ
た
が
、
何
故
反
論
し

て
売
り
込
ま
な
か
つ
た
の
か
。た

ぶ
ん
知
ら
な
か
つ
た
の
だ
ら
う
。

▼
植
物
は
Ｃ
Ｏ
２
を
必
要
と
す
る
。

Ｃ
Ｏ
２
を
多
く
投
与
し
た
ト
マ
ト

は
収
穫
量
が
四
倍
に
な
つ
た
と
の

結
果
も
出
て
ゐ
る
。牛
等
の
反
芻

動
物
の
ゲ
ッ
プ
が
問
題
と
云
は
れ

る
が
、
牧
草
が
良
く
育
つ
て
ゐ
る

で
は
な
い
か
。▼
嘗
て
汚
染
問
題

で
大
騒
ぎ
を
し
た
瀬
戸
内
海
は
今

で
は
透
明
度
が
上
が
り
奇
麗
に
な

つ
た
が
、
海
藻
が
無
く
な
つ
て
魚

が
減
り
、
今
年
は
蛸
が
不
漁
で
あ

る
。今
で
は
Ｃ
Ｏ
２
で
海
藻
を
育

て
る
試
み
も
あ
る
と
聞
く
。Ｃ
Ｏ

２
を
極
端
に
減
ら
せ
ば
自
然
界
へ

の
悪
影
響
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。過
去
に
は
酸
性
雨
で
大

騒
ぎ
し
た
が
、
山
が
枯
れ
て
土
壌

が
酸
性
化
し
た
様
な
変
化
は
な
い
。

▼
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
日
本
車
の
性
能

に
勝
て
な
い
の
で
Ｅ
Ｖ
に
舵
を
切

つ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
共
に
現
在
揺

れ
て
ゐ
る
。欧
米
の
言
動
に
左
右

さ
れ
る
事
な
く
本
質
を
見
極
め
た

舵
を
切
る
べ
き
と
思
ふ
が
、
ど
う

す
る
日
本
。 

（
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憲
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で
あ
る
こ
と
を
初
め
に
自
覚

で
き
る
。前
文
を
外
す
の
は
、

こ
の
憲
法
が
、
独
立
主
権
国

家
の
憲
法
に
相
応
し
い
も
の

に
な
つ
た
時
で
も
い
い
の
で

は
な
い
か
。
そ
れ
ま
で
は
外

国
製
と
い
ふ
看
板
を
掛
け
て

お
か
う
。

九
条
カ
ッ
ト
は
緊
急

課
題

　

国
際
環
境
は
か
つ
て
な
い

ほ
ど
緊
迫
し
て
ゐ
る
。
中
立

条
約
を
干
犯
し
、北
方
四
島
、

千
島
を
奪
つ
た
前
科
者
の
後

継
者
ロ
シ
ア
は
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
と
い
ふ
暴
挙
を
繰
り

返
し
て
ゐ
る
。
北
朝
鮮
は
、

ミ
サ
イ
ル
発
射
を
繰
り
返

し
、核
配
備
を
進
め
て
ゐ
る
。

麻
薬
売
買
や
電
子
マ
ネ
ー
詐

取
な
ど
の
犯
罪
で
そ
の
資
金

を
得
て
ゐ
る
。
日
本
人
を
拉

致
し
た
過
去
も
あ
る
筋
金
入

り
の
犯
罪
国
家
で
あ
る
。
ロ

シ
ア
と
北
朝
鮮
は
急
接
近
し

悪
の
同
盟
を
深
化
さ
せ
て
ゐ

る
。習
近
平
独
裁
の
中
国
は
、

我
が
領
海
、
排
他
的
経
済
水

域
で
の
活
動
を
活
発
化
さ

せ
、
自
国
領
を
拡
大
し
た
地

図
を
作
つ
て
侵
略
主
義
的
姿

勢
を
強
め
て
ゐ
る
。
台
湾
侵

攻
の
可
能
性
も
現
実
味
を
帯

び
て
ゐ
る
。
中
国
は
、
世
界

中
に
海
外
警
察
を
お
く
な

ど
、
近
代
国
際
法
の
基
本
原

理
さ
へ
守
ら
ぬ
野
蛮
国
家
で

あ
る
。

　

昨
年
十
二
月
、政
府
は「
防

衛
三
文
書
」を
閣
議
決
定
し
、

敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保
有
、

令
和
九
年
度
ま
で
に
防
衛
予

算
を
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
二
％
に
す
る

こ
と
な
ど
を
決
定
し
た
。
防

衛
費
二
％
は
欧
州
諸
国
と
比

べ
れ
ば
相
場
で
は
あ
る
。
五

年
後
に
は
世
界
第
三
位
の
防

衛
費
に
な
る
。
だ
が
、
防
衛

予
算
の
増
強
以
上
に
重
要
な

の
は
防
衛
費
の
効
果
的
使
用

で
あ
る
。
憲
法
九
条
の
制
約

を
理
由
に
折
角
の
防
衛
費
を

ド
ブ
に
捨
て
て
ゐ
な
い
か
。

専
守
防
衛
の
名
の
も
と
に
爆

撃
装
置
を
外
し
た
り
、
兵
器

の
射
程
を
わ
ざ
わ
ざ
短
く
し

た
り
し
て
ゐ
な
い
か
。
自
衛

隊
の
装
備
は
、
国
際
価
格
に

比
べ
異
常
に
高
い
。
憲
法
九

条
を
削
除
す
る
だ
け
で
作
戦

の
幅
が
広
が
り
防
衛
効
率
が

二
倍
に
な
る
。
兵
器
を
大
量

調
達
す
れ
ば
単
価
は
大
幅
に

下
が
る
。
防
衛
費
だ
け
聖
域

と
考
へ
て
は
い
け
な
い
。
九

条
削
除
と
防
衛
予
算
行
使
の

監
視
体
制
確
立
に
よ
つ
て
国

防
力
は
四
倍
に
も
五
倍
に
も

な
る
は
ず
で
あ
る
。

安
倍
加
憲
は
独
立
主
権

国
家
へ
の
道
を
塞
ぐ

　

憲
法
改
正
の
第
一
義
は
、

軍
隊
を
も
つ
真
の
国
家
と
し

て
日
本
を
再
生
す
る
こ
と
で

あ
る
。
講
和
条
約
の
発
効
直

後
、
国
際
政
治
学
者
の
神
川

彦
松
教
授
を
中
心
に
、
一
流

の
高
名
な
憲
法
学
者
達
に
よ

る
憲
法
改
正
運
動
が
起
つ

た
。
当
時
は
、
憲
法
改
正
の

最
大
課
題
は
「
再
軍
備
」
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
て
ゐ
た
。

当
時
の
改
憲
論
者
は
健
全
で

あ
つ
た
。
彼
ら
の
第
一
目
標

は
九
条
削
除
で
あ
つ
た
。『
日

本
国
自
主
憲
法
試
案
』（
著

者
代
表
神
川
彦
松
）
は
、
総

司
令
部
の
発
意
に
よ
る
日
本

国
憲
法
、
特
に
九
条
を
書
き

改
め
な
い
限
り
、
日
本
は
自

主
独
立
の
国
と
は
い
へ
な
い

と
書
い
た
。
彼
ら
は
、
明
確

に
、
第
九
条
第
二
項
は
、
自

衛
戦
争
の
否
定
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
つ
て
「
削
除
す
ぺ

し
」
と
論
じ
た
。
第
二
章
の

「
戦
争
の
放
棄
」
と
い
ふ
表

題
も
な
く
す
べ
き
だ
と
し
て

ゐ
る
。
九
条
第
一
項
に
つ
い

て
は
、
自
衛
戦
争
を
否
定
し

た
と
す
る
説
と
自
衛
戦
争
ま

で
は
否
定
し
て
ゐ
な
い
と
い

ふ
脱
が
あ
る
。
因
み
に
、
筆

者
は
一
項
も
自
衛
権
を
否
定

す
る
条
文
だ
と
考
へ
る
。
な

ぜ
な
ら
、「
国
権
の
発
動
た

る
戦
争
」
は
「w

ar as a 
sovereign right

」
の
訳
で

あ
り
、
当
時
の
外
務
省
仮
訳

で
は
正
確
に
「
主
権
と
し
て

の
戦
争
」
と
訳
し
て
を
り
、

主
権
と
し
て
の
戦
争
は
自
衛

戦
争
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。

　

自
民
党
は
平
成
十
七
年
と

平
成
二
十
四
年
に
改
憲
草
案

を
発
表
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の

こ
ろ
ま
で
、
自
衛
軍
、
国
防

軍
を
保
持
す
る
こ
と
を
明
言

し
て
を
り
、
ま
と
も
で
あ
つ

た
。
と
こ
ろ
が
、
安
倍
首
相

（
当
時
）
は
、
第
九
条
の
第

一
項
、
二
項
を
堅
持
し
た
ま

ま
九
条
の
二
を
加
憲
し
、
自

衛
隊
の
保
持
を
明
記
す
る
と

言
ひ
出
し
た
。
こ
れ
は
、
偽

装
改
憲
、
戦
争
の
放
棄
と
戦

力
の
不
保
持
と
い
ふ
肝
心
な

部
分
は
固
定
化
す
る
質
の
悪

い
護
憲
論
で
あ
る
。
肝
心
な

の
は
、「
自
衛
隊
」を「
明
記
」

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
衛

隊
が
「
軍
備
」
で
あ
る
か
否

か
、「
軍
隊
」
で
あ
る
か
否

か
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
日
本
が
ま
と
も
な
国
家

に
な
る
た
め
に
は「
自
衛
隊
」

を
「
明
記
」
す
る
こ
と
で
は

な
く
、
最
低
限
、
自
衛
隊
が

「
軍
隊
」
で
あ
る
こ
と
を
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

現
実
路
線
に
反
対
は

し
な
い
が

　

憲
法
改
正
の
た
め
一
歩
で

も
前
進
す
る
と
い
ふ
現
実
主

義
的
態
度
を
と
る
こ
と
に
反

対
は
し
な
い
。
し
か
し
、
憲

法
改
正
の
目
的
は
、
日
本
が

国
軍
を
も
つ
一
人
前
の
国
家

に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
安
倍

改
正
で
は
、
自
衛
隊
が
軍
隊

か
、
戦
力
か
と
い
ふ
こ
と
が

ま
す
ま
す
不
明
確
に
な
り
、

将
来
、
自
衛
隊
は
軍
隊
で
あ

る
と
正
々
堂
々
と
い
ふ
こ
と

も
で
き
な
く
な
る
。「
明
記

不
明
瞭
」
で
は
い
け
な
い
。

違
憲
合
憲
と
い
ふ
不
毛
な
論

争
を
避
け
る
だ
け
な
ら
、
九

条
全
体
を
削
除
す
れ
ば
い

い
。
東
大
法
哲
学
の
井
上
達

夫
教
授
の
や
う
に
リ
ベ
ラ
ル

陣
営
に
も
九
条
全
廃
論
者
は

ゐ
る
。
で
は
、
立
憲
主
義
は

ど
う
や
つ
て
担
保
で
き
る
の

か
。
い
は
く
、
軍
事
、
安
全

保
障
の
や
う
に
状
況
が
目
ま

ぐ
る
し
く
変
は
る
分
野
で
は

早
急
な
対
応
が
必
要
で
あ

り
、
何
れ
か
の
院
の
三
分
の

二
の
勢
力
が
国
家
の
運
命
を

決
め
る
の
で
な
く
、
各
院
の

過
半
数
で
決
定
す
る
法
律
で

対
応
し
た
方
が
い
い
。

　

ど
の
や
う
な
工
程
で
憲
法

改
正
を
進
め
る
の
か
。ま
づ
、

九
条
全
文
を
削
除
す
る
。
た

だ
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
自

衛
隊
の
地
位
は
そ
の
ま
ま
で

あ
る
。
九
条
が
な
く
な
れ
ば

違
憲
論
争
は
お
こ
り
え
な

い
。
自
衛
隊
が
違
憲
だ
と
い

つ
て
足
を
引
つ
張
る
者
が
い

な
く
な
る
の
だ
か
ら
自
衛
隊

は
行
動
し
や
す
く
な
る
だ
ら

う
。

　

将
来
、
国
民
の
意
識
が
高

ま
つ
た
時
に
、
主
権
国
家
に

相
応
し
い
憲
法
に
す
る
。
自

衛
隊
法
な
ど
を
変
へ
て
軍
事

関
連
法
規
を
制
定
し
国
軍
を

創
設
す
る
。
こ
れ
は
通
常
の

法
律
の
制
定
、
改
廃
の
手
続

き
に
よ
る
。
そ
の
時
は
、
統

帥
権
、
軍
の
編
制
、
宣
戦
・

講
和
、
文
民
統
制
、
徴
兵
、

軍
事
裁
判
所
な
ど
に
つ
い
て

憲
法
に
定
め
る
。「
軍
隊
を

持
つ
」
と
い
ふ
条
文
は
不
要

で
あ
る
。
主
権
国
家
が
軍
隊

を
持
つ
こ
と
は
当
然
で
あ

り
、
帝
国
憲
法
に
も
軍
隊
の

保
有
に
つ
い
て
の
規
定
は
な

か
つ
た
。
将
来
の
こ
と
は
、

将
来
の
世
代
に
任
せ
る
。

我
々
老
人
の
で
き
る
こ
と

は
、
安
倍
氏
の
や
う
に
、
将

来
、
独
立
主
権
国
家
に
な
る

道
を
塞
が
な
い
こ
と
だ
。

人
と
時
間
と
場
所
を
共
有
し

た
結
果
、
解
放
後
も
犯
人
に

好
意
と
共
感
を
抱
く
や
う
に

な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
ゐ

る
。前

文
全
文
カ
ッ
ト
で

日
本
の
憲
法
に

　

松
本
大
臣
は
、
素
人
が
書

い
た
奇
妙
な
文
学
も
ど
き
の

前
文
原
案
に
大
い
に
呆
れ

る
。
こ
ん
な
も
の
を
憲
法
草

案
に
組
み
込
む
な
ど
一
流
の

法
学
者
で
あ
る
松
本
大
臣
の

プ
ラ
イ
ド
が
許
さ
な
い
。
し

か
も
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
は
大
き

な
部
分
は
変
へ
な
い
や
う
に

と
釘
を
剌
さ
れ
て
ゐ
る
。
松

本
の
や
む
を
得
ぬ
選
択
は
、

「
前
文
削
除
」。
前
文
「
全
文

削
除
」
だ
。
松
本
は
こ
の
草

案
か
ら
前
文
を
削
除
し
て
Ｇ

Ｈ
Ｑ
に
提
出
し
た
。
民
政
局

か
ら
の
激
し
い
抗
議
が
あ
る

と
、
松
本
は
け
ろ
り
と
し
て

前
文
を
手
付
か
ず
で
復
活
さ

せ
た
。
松
本
の
本
音
を
あ
へ

て
代
弁
す
れ
ば
、
こ
ん
な
バ

カ
と
は
付
き
合
つ
て
ゐ
ら
れ

な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
ら
う
。

　

前
文
に
は
一
定
の
効
用
も

あ
る
。
憲
法
の
顔
に
外
国
製

と
い
ふ
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ

て
ゐ
る
や
う
な
も
の
で
、
国

民
は
、
こ
の
憲
法
が
外
国
製

Ｈ
Ｑ
と
日
本
政

府
の
連
絡
役
を

務
め
た
白
洲
次

郎
は
、
日
記
に

「
強
姦
さ
れ
て
」

こ
の
忌
ま
は
し

い
憲
法
が
生
ま

れ
た
と
記
し
て

ゐ
る
。
当
初
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー

は
、
近
衛
文
麿
内
大
臣
と
、

松
木
丞
治
国
務
大
臣
に
改
正

案
を
作
る
や
う
指
示
し
て
ゐ

た
。
し
か
し
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
方

針
転
換
し
、
自
ら
作
つ
た
草

案
を
押
し
付
け
て
き
た
。
そ

の
際
、
日
本
案
を
通
す
こ
と

は
自
由
だ
が
、
そ
の
場
合
、

極
東
委
員
会
が
天
皇
を
戦
犯

と
し
て
訴
追
す
る
こ
と
は
防

げ
な
い
だ
ら
う
と
脅
迫
し

た
。
そ
し
て
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
示

し
た
草
案
に
準
拠
し
て
、
日

本
政
府
案
を
作
る
や
う
に
松

本
に
指
示
し
た
。
多
少
の
字

句
の
調
整
は
構
は
な
い
が
、

基
本
原
則
と
根
本
規
範
は
変

へ
な
い
や
う
に
と
の
条
件
を

付
け
た
。
天
皇
処
刑
を
示
唆

す
る
卑
劣
な
脅
迫
に
屈
し
、

幣
原
内
閣
は
、
泣
く
泣
く
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
作
成
し
た
原
案
を

受
け
入
れ
た
。
精
神
医
学
で

は
、
銀
行
強
盗
事
件
の
や
う

に
監
禁
や
誘
拐
な
ど
で
恐
怖

を
与
へ
ら
れ
た
人
質
が
、
犯

未
だ
覚
め
ず
ス
ト
ッ

ク
ホ
ル
ム
症
候
群

　

日
本
国
憲
法
は
、
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
が
、
敗
戦
国
日
本

に
対
し
、
一
方
的
、
高
圧
的

に
押
し
付
け
た
も
の
で
あ

る
。
占
領
下
で
銃
剣
の
下
に

憲
法
改
正
を
強
要
す
る
こ
と

は
、
ヘ
ー
グ
陸
戦
条
規
な
ど

に
照
ら
し
て
重
大
な
国
際
法

違
反
で
あ
る
が
、
米
軍
は
日

本
人
が
自
ら
憲
法
草
案
を
作

つ
た
か
の
や
う
に
偽
装
し

た
。
占
領
が
間
接
統
治
方
式

で
あ
つ
た
こ
と
は
憲
法
が
押

し
付
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
日

本
人
の
目
を
逸
ら
せ
た
。Ｇ
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