
 

９
月
１
日
は
防
災
の
日
。
「
政
府
、
地
方
公
共
団
体
等
関
係 

諸
機
関
を
は
じ
め
、
広
く
国
民
が
台
風
高
潮
、
津
波
、
地
震
等
の
災
害
に

つ
い
て
の
認
識
を
深
め
、
こ
れ
に
対
処
す
る
心
構
え
を
準
備
す
る
」
た
め
、

1923
年
９
月
１
日
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
に
因
み
、
ま
た
、
台
風
の
襲

来
が
多
い
と
さ
れ
る
二
百
十
日
に
も
あ
た
り
、
災
害
へ
の
備
え
を
怠
ら
な

い
よ
う
に
と
の
戒
め
も
込
め
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
、
東
日
本
大
震

災
や
水
害
な
ど
自
然
災
害
が
多
く
発
生
し
、
防
災
に
対
す
る
意
識
も
高
ま

っ
て
い
ま
す
。
日
頃
か
ら
の
意
識
と
備
え
が
必
要
で
す
。 

 

今
回
は
特
に
地
震
に
対
す
る
日
頃
か
ら
備
え
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。
地
震
を
感
じ
た
ら
、
と
に
か
く
落
ち
着
い
て
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

家
に
い
る
時
は
、
丈
夫
な
机
な
ど
の
下
に
も
ぐ
り
頭
を
守
る
。
揺
れ
が
お

ま
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
火
の
始
末
を
し
、
ド
ア
を
開
け
て
出
口
の
確
保
を
す

る
。
動
く
時
は
家
の
中
で
も
ス
リ
ッ
パ
等
を
履
く
。
そ
し
て
正
し
い
情
報

を
入
手
。
信
頼
で
き
る
情
報
を
頼
り
に
落
ち
着
い
て
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

外
に
い
る
時
は
、
狭
い
路
地
や
塀
際
に
は
近
よ
ら
な
い
。
崖
や
川
縁
な
ど

は
地
盤
が
緩
み
、
崩
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
注
意
す
る
。
海
や
川(

河

口
部)

近
く
で
は
津
波
に
注
意
。
電
車
内
や
商
業
施
設
内
に 

い
る
と
き
は
、
係
員
の
指
示
に
従
い
行
動
し
ま
し
ょ
う
。 

 

日
頃
か
ら
の
備
え
と
し
て
、
①
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
な
ど 

に
入
れ
て
お
き
、
避
難
時
に
持
ち
出
す
「
非
常
持
出
し
品
」 

と
、
避
難
後
の
生
活
を
支
え
る
「
非
常
備
蓄
品
」
に
分
け
て
備
え
る
。
②

水
の
確
保
：
１
人
１
日
あ
た
り
３
Ｌ
の
飲
料
水
が
必
要
。
水
は
「
飲
む
」

「
洗
う
」
「
消
す
」
「
ト
イ
レ
」
な
ど
で
使
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
③
災

害
に
備
え
た
家
族
会
議
：
家
の
周
り
の
避
難
場
所
の
確
認
を
は
じ
め
、
崖

や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
危
険
な
場
所
の
チ
ェ
ッ
ク
、
非
常
時
の
連
絡
方
法
な

ど
を
決
め
て
お
く
。
④
地
域
で
助
け
あ
う
：
普
段
か
ら
近
所
付
き
合
い
を

大
切
に
し
、
防
災
訓
練
な
ど
に
も
参
加
。
⑤
家
具
等
が
倒
れ
る
の
を
防

ぐ
：
家
具
は
Ｌ
字
型
金
具
な
ど
を
使
っ
て
止
め
る
。
ま
た
、
寝
て
い
る
と

き
に
倒
れ
て
こ
な
い
よ
う
配
置
を
工
夫
し
ま
し
ょ
う
。[

別
紙
資
料] 
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【
太
陽
光
と
燃
料
電
池
の
ダ
ブ
ル
発
電
（
２
） 

  

エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
と
は
、
ガ
ス
を
使
っ
て
電
気
を
つ

く
る
発
電
機
設
備
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ
の
ラ
ン

ニ
ン
グ
コ
ス
ト
は
、
発
電
の
排
熱
で
給
湯
の
お
湯
が

で
き
て
し
ま
う
こ
と
、
熱
効
率
が
高
い
こ
と
、
エ
ネ

フ
ァ
ー
ム
の
導
入
に
よ
り
割
安
な
料
金
プ
ラ
ン
が

使
え
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
光
熱
費
を
年
間
５
〜
６

万
円
程
度
下
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
ガ
ス
の

床
暖
房
を
導
入
し
て
い
る
住
宅
な
ど
、
ガ
ス
使
用
量

が
多
い
家
庭
で
は
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。 

 

太
陽
光
発
電
と
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
の
両
方
を
設
置

導
入
す
る
こ
と
を
「
ダ
ブ
ル
発
電
」
と
い
い
ま
す
。

「
ダ
ブ
ル
発
電
」
に
す
る
と
、
太
陽
光
発
電
が
天
候

に
左
右
さ
れ
て
不
安
定
な
の
に
対
し
、
エ
ネ
フ
ァ
ー

ム
は
需
要
に
応
じ
て
安
定
的
に
発
電
し
ま
す
の
で
、

天
候
に
か
か
わ
ら
ず
昼
間
の
消
費
電
力
を
ほ
ぼ
自

家
発
電
で
賄
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
で
発
電
さ
れ
た
電
気
は
電
力

会
社
に
売
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
が
、
「
ダ
ブ

ル
発
電
」
の
場
合
に
は
、
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
で
の
発
電

の
分
だ
け
太
陽
光
発
電
の
発
電
量
が
か
さ
上
げ
さ

れ
る
の
で
、
そ
の
余
剰
電
力
が
増
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
電
力
会
社
か
ら
購
入
す
る
電
力
よ

り
も
高
い
値
段
で
売
れ
る
余
剰
電
力
が
増
え
、
経
済

的
な
メ
リ
ッ
ト
が
増
す
わ
け
で
す
。 

 

こ
う
し
て
み
る
と
、
太
陽
光
発
電
と
エ
ネ
フ
ァ
ー

ム
の
「
ダ
ブ
ル
発
電
」
は
、
両
者
が
互
い
に
欠
点
を

補
い
合
い
効
率
的
な
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
点
が
１
つ
あ
り
ま
す
。
余
剰
電
力
の
売
電
単
価

は
太
陽
光
発
電
の
単
独
導
入
の
場
合
は
４２

円
／
kWh

（
平
成
２３

年
度
）
な
の
で
す
が
、
ダ
ブ
ル
発
電
の
場

合
３４

円
／
kWh(

同)

と
安
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ

れ
に
対
し
て
、
一
部
の
ガ
ス
会
社
で
は
、
太
陽
光
発

電
を
単
独
で
導
入
し
た
場
合
の
売
電
価
格
と
の
差

額
を
ポ
イ
ン
ト
バ
ッ
ク
と
し
て
還
元
し
て
い
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。 

 

太
陽
光
発
電
も
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
も
、
電
気
や
お
湯

を
「
使
う
」
場
所
で
「
つ
く
る
」
と
い
う
「
地
産
地

消
」
の
設
備
で
あ
り
、
発
電
所
で
つ
く
っ
た
電
気
を

遠
方
ま
で
運
ん
で
消
費
す
る
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
効

率
が
ず
っ
と
よ
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
今
回
の
地
震

に
よ
り
原
子
力
発
電
の
危
険
性
が
あ
ら
た
め
て
認

識
さ
れ
ま
し
た
が
、
太
陽
光
発
電
や
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム

が
普
及
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
小
規
模
分
散
化
」
す

れ
ば
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
リ
ス
ク
の
低
減
に
も

つ
な
が
り
ま
す
。 

 
 

     １日 二百十日／防災の日    １９日 敬老の日  

     ８日 白露            ２０日 彼岸・彼岸の入り 
     ９日 重陽の節句／救急の日   ２３日 秋分の日  
    １２日 十五夜（中秋の名月）  

   

９
月
９
日
。
五
節
句
の
１
つ
。
奇
数
を
陽
と
し
、
そ
の
一
桁
の
最
大
の
「
九
」
が
重
な
る

最
も
め
で
た
い
日
と
さ
れ
ま
し
た
。
長
寿
を
願
い
邪
気
を
払
う
中
国
の
思
想
が
伝
来
し
、

平
安
時
代
か
ら
宮
中
で
は
「
重
陽
の
節
会
」
と
し
て
「
観
菊
の
宴
」
が
催
さ
れ
、
庶
民
の

間
で
は
、
栗
ご
飯
な
ど
で
収
穫
を
祝
い
ま
し
た
。
菊
の
鑑
賞
会
が
各
地
で
開
催
さ
れ
ま
す
。 

 

地
球
か
ら
一
番
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
身
近
な
天
体
、
月
。 

そ
の
模
様
を
ウ
サ
ギ
に
見
立
て
る
な
ど
、
古
く
か
ら
人
々
に
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。
特
に
天
保
暦(

い
わ
ゆ
る
旧
暦)

８
月
１５

日
の
月
は
「
中
秋
の
名

月
」
と
し
て
有
名
で
、
供
え
物
を
し
て
お
月
見
を
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。

お
月
見
と
い
え
ば
「
９
月
の
満
月
」
と
思
い
こ
ん
で
い
ま
す
が
、
お
月
見

の
日
、
す
な
わ
ち
「
中
秋
の
名
月
」
は
、
１０

月
に
ず
れ
込
む
こ
と
も
あ
り

ま
す
し
、
当
日
の
月
は
満
月
で
は
な
い
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
。
月
を
眺

め
て
供
え
物
を
す
る
と
い
っ
た
習
慣
が
あ
る
「
中
秋
の
名
月
」
で
す
が
、

そ
も
そ
も
「
中
秋
の
名
月
」
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
。
昔
か
ら
、
秋
こ
そ
が

月
を
見
る
の
に
よ
い
季
節
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
秋
で
あ
る
７
〜
９
月

の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
の
日
が
、
８
月
１５

日
で
す
。
そ
の
た
め
、
８
月
１５

日
を

「
中
秋
の
名
月
」
と
呼
ん
で
、
月
を
め
で
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。 

 

で
は
、
な
ぜ
秋
に
月
を
見
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
理
由
は
、
月
の
高
さ

と
、
天
気
で
す
。
太
陽
が
天
球
上
で
通
る
道
は
、
夏
は
高
く
、
冬
は
低
い

こ
と
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
月
の
通
り
道
も
太
陽
と
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
す

が
、
満
月
は
地
球
か
ら
見
て
太
陽
の
反
対
側
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
夏
は
低

く
、
冬
は
高
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
ち
ょ
う
ど
見
上
げ
る
の
に
適
し
た
高

さ
の
満
月
と
な
る
と
、
春
か
秋
に
な
り
ま
す
が
、
天
気
の
良
さ
で
は
断
然

秋
。
そ
こ
で
、
秋
が
月
見
の
シ
ー
ズ
ン
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

「
秋
が
７
〜
９
月
」「
中
秋
の
名
月
は
８
月
１５

日
」
と
は
、
現
在
の
カ
レ
ン

ダ
ー
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
旧
暦
」
に
よ
る
日
付
で
す
。
日
本
で
太
陽

だ
け
を
元
に
暦
を
決
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
、

そ
れ
ま
で
は
月
の
満
ち
欠
け
を
中
心
と
し
た
暦
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
新
月
の
日
を
一
日
と
し
て
、
次
の
新
月
を
迎
え
る
ま
で
を
１
か
月
、

そ
し
て
１２

か
月
を
１
年
と
し
て
い
ま
し
た
。
月
の
満
ち
欠
け
と
日
付
は
対

応
し
て
い
る
の
で
、
普
通
は
十
五
日
が
満
月
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
１
ヶ
月
は
２９

日
か
３０

日
と
な
り
、
お
よ
そ
３５４

日
で
１
年

が
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
あ
ま
り
に
太
陽
の
動
き(

＝
実
際
の
季
節)

と

ず
れ
る
の
は
不
便
な
の
で
、
い
く
つ
か
の
取
り
決
め
に
基
づ
き
、
３
年
に

１
回
く
ら
い
の
割
合
で
「
う
る
う
月
」
を
挿
入
し
て
、
調
整
し
て
い
ま
し

た
。
旧
暦
は
、
ほ
ぼ
今
の
日
付
か
ら
１
か
月
遅
れ
て
い
る
の
で
、
秋
は
「
旧

暦
で
は
」
７
〜
９
月
で
、
「
８
月
１５

日
」
と
定
義
さ
れ
て
い
た
中
秋
の
名
月

は
、
９
月
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
し
か
し
「
秋
の
真
ん
中
」

は
旧
暦
８
月
１５

日
で
、
た
と
え
ず
れ
て
い
て
も
十
五
夜
が
中
秋
の
名
月
。

一
年
で
一
番
美
し
く
見
え
る
月
を
し
っ
か
り
と
眺
め
た
い
も
の
で
す
。 

月
：
夜
空
に
輝
く
天
体
の
中
で
最
も
明
る
い
も
の
は
、
月
で
す
。
満
月
の

時
の
月
の
光
度
は-

１３

等
級
に
も
な
り
ま
す
。
月
は
私
達
の
住
む
地
球
の
唯

一
の
衛
星
で
、
大
き
さ
は
ほ
ぼ
地
球
の
４
分
の
１
で
す
が
、
平
均
距
離
３８

万

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
を
回
っ
て
い
る
の
で
、
見
か
け
の
大
き
さ
は
太

陽
と
同
じ
く
ら
い
に
な
り
ま
す
。
月
面
に
は
様
々
な
模
様
が
見
ら
れ
ま
す
。

海
と
呼
ば
れ
る
平
地
や
、
山
脈
、
谷
、
な
ど
で
す
が
、
何
と
言
っ
て
も
ク

レ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
た
く
さ
ん
の
ア
バ
タ
模
様
が
有
名
で
す
。 
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