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図－－　江東5区ハザードマップ

図一二　昭和9年頃の御成座敷
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百
花
園
の
底
上
げ
作
戦

今
年
に
な
っ
て
墨
田
区
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
（
被
害
予
測
地
図
）
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
墨
田
、
荒
川
、

江
東
、
葛
飾
、
江
戸
川
の
5
区
が
共
同
し
て
、

佐
原
滋
元

荒
川
が
決
壊
し
た
時
の
水
害
予
測
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
を
作
成
し
ま
し
た
　
（
図
－
一
）
。

黒
い
部
分
は
、
約
2
週
間
に
わ
た
り
、
五

十
セ
ン
チ
以
上
の
水
が
退
か
な
い
地
域
だ
そ

う
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
地

域
で
は
、
最
大
時
に
は
、
概

ね
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
浸
水

と
な
る
と
予
想
さ
れ
、
広
域

避
難
情
報
が
出
さ
れ
た
ら
、

速
や
か
に
グ
レ
ー
で
塗
ら
れ

た
地
域
の
外
側
へ
の
避
難
を

呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
こ
の

地
域
に
は
、
二
五
〇
万
人
も

の
人
が
暮
ら
し
て
い
る
た

め
、
避
難
経
路
も
混
雑
し
、

避
難
に
時
間
も
か
か
る
と
予

測
さ
れ
て
い
ま
す
。

墨
田
区
、
特
に
旧
向
島
地

域
で
は
、
こ
れ
ま
で
木
造
建
築
の
密
集
市
街

地
と
し
て
、
地
震
や
火
災
の
被
害
が
強
調
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
行
政
で
も
、
建
物
の
不
燃

化
や
耐
震
化
の
助
成
事
業
に
力
を
入
れ
、
一

定
の
成
果
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ

地
震
へ
の
対
応
は
十
分
で
は
な
い
の
で
す

が
、
近
年
は
、
各
地
で
起
き
て
い
る
洪
水
や
、

地
球
温
暖
化
の
影
響
で
し
ょ
う
か
、
異
常
と

も
言
え
る
豪
雨
な
ど
、
「
水
害
」
　
へ
の
対
応

が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
水
害
」
　
で
も
、
「
都
市
型
洪
水
」
と
い
わ

れ
る
、
豪
雨
な
ど
に
よ
る
下
水
が
溢
れ
出
る

洪
水
は
、
ほ
と
ん
ど
の
地
面
が
舗
装
さ
れ
た

東
京
で
も
頻
発
し
、
こ
れ
ま
で
も
注
目
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
墨
田
か
ら
始
ま
っ
た
「
雨
水

利
用
」
　
の
運
動
も
、
降
り
注
ぐ
雨
水
を
、
貯

留
し
て
、
下
水
へ
の
流
入
を
減
ら
し
て
　
「
都

市
型
洪
水
」
　
を
防
ぐ
役
割
も
狙
っ
て
い
ま

す。
大
昔
か
ら
、
隅
田
川
と
江
戸
川
に
挟
ま
れ

た
低
地
は
、
利
根
川
と
荒
川
が
土
砂
を
運

び
、
陸
地
と
な
っ
た
地
域
で
し
た
。
川
は
土

砂
を
運
ん
で
小
高
い
自
然
堤
防
を
作
り
、
嵐

と
な
る
と
そ
の
堤
防
を
越
え
て
流
路

を
変
え
て
き
ま
し
た
。
広
大
な
ほ
ぼ

平
坦
な
土
地
の
中
で
、
小
高
い
自
然

堤
防
の
場
所
に
集
落
が
で
き
て
、
低

い
場
所
に
田
ん
ぼ
を
開
拓
し
た
よ
う

です。大
き
な
家
で
は
、
さ
ら
に
、
地
盤

を
高
く
し
よ
う
と
、
池
を
掘
り
、
そ

の
土
を
盛
り
上
げ
「
水
場
」
　
と
呼
ば

れ
る
小
山
を
築
き
、
洪
水
か
ら
避
難

す
る
家
を
作
り
ま
し
た
。
百
花
園
の

御
成
座
敷
が
小
高
い
場
所
に
作
ら
れ

て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
知
恵
か

ら
生
ま
れ
た
建
て
方
で
し
た
　
（
図
－

二
）
。
江
戸
時
代
か
ら
、
隅
田
川
沿

岸
に
は
多
く
の
別
荘
が
作
ら
れ
ま
し

た
が
、
池
を
掘
る
こ
と
は
、
景
色
や

風
流
だ
け
で
な
く
、
実
用
的
な
意
味

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

家
康
が
江
戸
に
ま
ち
を
拓
き
、
利

根
川
の
銚
子
へ
の
流
路
変
更
、
荒
川

を
入
間
川
へ
の
流
路
変
更
を
は
じ

め
、
様
々
な
土
木
工
事
を
行
い
ま
し

た
。
特
に
、
山
谷
堀
と
日
本
堤
の
整
備
と
隅

田
川
東
岸
の
墨
堤
の
整
備
は
、
城
下
町
を
水

害
か
ら
守
る
最
後
の
要
で
し
た
。

日
本
堤
と
墨
堤
の
間
、
現
在
の
荒
川
区
の

ほ
と
ん
ど
は
、
荒
川
の
遊
水
池
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
た
た
め
、
自
然
の
景
観
が
保
た
れ

ま
し
た
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
日
本
堤
は

一
回
も
氾
濫
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

墨
堤
は
数
回
に
わ
た
り
氾
濫
し
ま
し
た
。
こ

れ
も
江
戸
の
ま
ち
を
水
害
か
ら
守
る
た
め
の

治
水
上
の
知
恵
と
も
言
え
ま
す
。

百
花
園
の
経
験
し
た
自
然
災
害
で
は
、
明

治
四
十
三
年
の
大
洪
水
の
被
害
が
大
き
な
も

の
で
し
た
。
一
月
以
上
水
が
退
か
な
か
っ
た

た
め
、
百
花
園
の
主
役
で
あ
る
草
花
が
壊
滅

的
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
洪
水
以

降
、
荒
川
放
水
路
が
整
備
さ
れ
た
た
め
、
利

根
川
・
荒
川
水
系
が
溢
れ
出
す
洪
水
は
無
く

な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
、
工
場
地
域
と
な
っ

た
墨
東
地
域
で
は
、
工
場
用
水
の
汲
み
上
げ

が
原
因
と
言
わ
れ
る
地
盤
沈
下
が
進
ん
で
き

ま
す
。
百
花
園
付
近
で
も
一
メ
ー
ト
ル
以
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図一三　地盤沈下の様子

図一四　中川にある堤防かさ上げの遺跡
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図一五　墨田区内の標高分布

上
、
墨
田
区
東
部
の
吾
嬬
町
　
（
現
立
花
）
　
付

近
で
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
江
東
区
の
亀
戸

や
砂
町
付
近
で
は
四
メ
ー
ト
ル
以
上
も
地
盤

が
沈
下
し
ま
し
た
　
（
図
－
三
）
。

た
だ
で
さ
え
地
盤
の
低
か
っ
た
墨
東
地
域

で
し
た
が
、
つ
い
に
東
京
湾
の
水
面
よ
り
も

集
機
銃
苛
繊
輌

低
い
地
域
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
事
態
に
対
抗
し
て
、
荒
川
を

は
じ
め
中
川
や
隅
田
川
の
堤
防

も
か
さ
上
げ
を
続
け
ま
し
た

（
図
－
四
）
。
昭
和
四
十
年
代
に

外
郭
堤
防
が
完
成
し
、
墨
東
地

域
は
、
堤
防
に
守
ら
れ
る
ま
ち

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
逆
の
意

味
で
は
、
堤
防
と
排
水
ポ
ン
プ

が
無
く
な
る
と
海
の
下
に
沈
む

ま
ち
と
い
う
こ
と
で
す
。

墨
田
区
内
の
標
高
表
示
板
を

整
理
し
た
も
の
が
図
1
玉
で

す
。
百
花
園
を
◇
で
囲
み
ま
し

た
が
、
ち
ょ
う
ど
マ
イ
ナ
ス
一

メ
ー
ト
ル
と
言
う
こ
と
で
、
●

印
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

墨
田
区
で
は
、
◎
や
●
の
海
抜

以
下
の
場
所
が
多
い
地
域
と
言

う
こ
と
が
判
り
ま
す
。

荒
川
に
よ
る
洪
水
の
水
位
は
も
っ
と
高
い

た
め
、
百
花
園
付
近
で
は
、
五
メ
ー
ト
ル
く

ら
い
、
建
物
の
二
階
部
分
が
ほ
と
ん
ど
水
没

す
る
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
都
市
型
洪
水

の
場
合
で
は
、
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
が
水
没

す
る
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
荒
川
洪
水
対

策
は
難
し
い
と
し
て
、
都
市
型
洪
水
対
策
と

し
て
は
、
海
抜
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
標
高

に
な
れ
ば
、
何
と
か
凌
げ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん。
そ
こ
で
、
百
花
園
の
地
盤
を
上
げ
る
「
底

上
げ
計
画
」
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
急
激
な
土
盛
り
は
草
た
ち
に

迷
惑
な
話
で
す
。
樹
木
は
枯
れ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
、
こ
の
計
画
を
百
年
計
画

と
し
ま
し
た
。

毎
年
の
作
業
は
、
植
え
込

み
一
面
に
、
腐
葉
土
と
土
を

約
二
セ
ン
チ
位
、
フ
ワ
～
と

被
せ
て
い
く
と
い
う
も
の
で

す
。
多
分
、
一
セ
ン
チ
く
ら

い
は
土
が
締
ま
る
の
で
、
一

セ
ン
チ
位
標
高
が
上
昇
し
ま

す
。
こ
の
作
業
を
百
年
続
け

る
と
、
植
え
込
み
の
標
高
が

一
メ
ー
ト
ル
上
昇
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
園
路
は
十
年
に
一
回
く
ら

い
、
十
セ
ン
チ
毎
の
土
盛
り
を
し
ま
す
。
石

碑
類
も
、
場
所
や
そ
の
姿
な
ど
に
応
じ
、
三

十
年
に
一
度
く
ら
い
点
検
と
共
に
か
さ
上
げ

し
ま
す
。

こ
の
計
画
で
、
一
番
の
悩
み
は
建
物
で

す
。
四
阿
は
、
丸
石
で
囲
っ
た
土
台
部
分
が

約
十
五
セ
ン
チ
盛
り
上
げ
っ
て
い
て
、
十
年

に
一
回
く
ら
い
は
大
規
模
な
修
繕
を
し
て
い

ま
す
の
で
、
そ
の
際
に
持
ち
上
げ
る
こ
と
は

比
較
的
簡
単
で
す
。
売
店
も
四
阿
と
同
じ
よ

う
な
簡
易
な
建
物
で
す
の
で
、
二
十
年
に
一

回
く
ら
い
持
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

ナつ。

入
口
の
事
務
所
は
、
当
初
は
門
を
潜
っ
て

か
ら
、
十
年
毎
に
坂
が
厳
し
く
な
り
、
五
十

会
報
　
「
な
ゝ
く
さ
」
　
は

皆
さ
ん
の
原
稿
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す

▼
身
辺
雑
記
、
近
況
報
告
、
旅
行
記
、
ご
要
望
等
々
、
何
な
り
と
も

結
構
で
す
。
初
め
て
の
方
大
歓
迎
。

▼
年
三
回
の
発
行
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
締
切
は
一
月
、
五
月
、
九

月
を
目
標
に
ご
寄
稿
下
さ
い
。
当
会
は
全
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
運
営

さ
れ
て
お
り
稿
料
が
あ
り
ま
せ
ん
。
何
卒
悪
し
か
ら
ず
。

▼
原
稿
の
宛
先
は
　
「
な
ゝ
く
さ
の
会
」
事
務
局
ま
で
。
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橋本　竺仙

年
後
く
ら
い
に
、
大
規
模
改
修
し
て
、
建
物

と
入
口
の
地
盤
を
持
ち
上
げ
、
そ
の
後
は
門

の
前
に
．
も
坂
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
0

御
成
座
敷
は
、
幸
い
な
こ
と
に
、
水
塚
の

上
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
多
分
、
八
十
年

か
ら
九
十
年
後
に
、
園
路
と
同
じ
高
さ
と
な

っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
に
　
「
底
上

げ
計
画
」
百
周
年
事
業
と
し
て
、
小
山
の
高

さ
復
旧
と
御
成
座
敷
を
持
ち
上
げ
る
大
修
繕

を
お
こ
な
い
、
め
で
た
く
、
全
体
と
し
て
地

盤
が
一
メ
ー
ト
ル
高
く
な
っ
た
姿
に
生
ま
れ

変
わ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
段
階
で
、
当

面
、
都
市
型
洪
水
を
ク
リ
ア
で
き
る
、
海
抜

0
メ
ー
ト
ル
の
標
高
を
確
保
で
き
ま
す
。

そ
の
後
の
百
年
も
同
様
の
事
業
を
進
め
れ

ば
、
百
花
園
開
園
四
百
周
年
の
時
代
に
は
、

標
高
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
と
な
り
、
た
と
え

荒
川
が
氾
濫
し
て
も
、
御
成
座
敷
は
床
下
浸

水
で
す
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
計
画
は
、
草
木
を
だ
ま
し
な
が
ら
、

根
元
の
土
を
増
量
す
る
方
法
で
す
。
学
術
的

な
裏
付
け
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
百
花
園
の
よ

う
に
自
然
生
態
を
重
視
し
た
植
生
管
理
で
は

上
手
く
い
く
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

さ
て
、
そ
も
そ
も
水
害
に
対
し
て
、
地
盤

を
上
げ
る
と
い
う
事
が
有
効
な
の
か
と
い
う

問
題
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
近
頃
の
地
震

ダ
ン
パ
ー
や
免
震
装
置
の
よ
う
に
、
対
処
療

法
の
危
う
さ
よ
り
、
根
本
的
な
問
題
を
解
決

す
る
方
が
有
効
な
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

墨
田
区
内
で
も
、
標
高
一
メ
ー
ト
ル
以
上

の
場
所
の
多
く
は
、
団
地
な
ど
の
大
規
模
開

発
で
、
同
時
に
地
盤
を
上
げ
て
い
る
場
所
で

す
。
公
的
住
宅
な
ど
で
は
、
水
害
対
応
と
し

て
、
あ
ら
か
じ
め
一
階
部
分
に
居
室
を
作
ら

な
い
団
地
も
あ
り
ま
す
。
電
話
局
な
ど
で
も

重
要
な
機
械
設
備
を
一
階
に
置
か
な
い
こ
と

が
、
こ
の
地
域
の
建
て
方
と
聞
き
ま
し
た
。

堤
防
や
ポ
ン
プ
と
い
う
「
安
全
」
装
置
を

頼
る
一
方
、
根
治
療
法
と
し
て
、
「
ふ
る
さ

と
　
す
み
だ
」
が
今
後
と
も
続
く
よ
う
に
と

願
い
な
が
ら
、
地
盤
を
底
上
げ
す
る
工
夫
が

必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
過
去
の
水
害
時
の
避
難
場
所
と

し
て
、
決
壊
し
て
い
な
い
堤
防
の
上
や
高
架

図
－
六
　
昭
和
2
2
年
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
で

常
磐
線
の
高
架
に
逃
げ
る
人
々

鉄
道
の
土
手
の
上
が
活
用
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
（
図
－
六
）
。
現
在
で
は
、
高
架
の
高

速
道
路
も
あ
り
ま
す
の
で
、
広
域
の
避
難
経

路
と
し
て
心
に
留
め
て
お
い
て
良
い
も
の
と

思
い
ま
す
。

け
ふ
の
伺
さ
て
も
を
し
ま
ね
え
小
甘

鈴
木
逢
身

文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
建
立
。

鈴
木
道
彦
＝
宝
暦
七
年
　
（
一
七
五
七
）
　
～
文
政
二
年

一
八
一
九
）
。
仙
台
の
人
。
俳
人
。
加
舎
白
雄
八
弟
子

こ
の
世
の
中
の
梅
の
ほ
と
ん
ど
が
、
百
花
園
や
そ
の

周
辺
に
咲
き
尽
し
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
礼
讃
句
。

の
一
人
。

月
は
秋
の
季
語
で
あ
る
が
、
今
日
の
月
と
断
り
を
入

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
月
は
、
特
に
中
秋
の
名
月
、

旧
暦
八
月
十
五
日
の
満
月
を
指
し
、
円
々
と
し
た
月
か

ら
降
り
注
ぐ
光
が
あ
た
り
を
こ
う
こ
う
と
惜
し
げ
も
な

く
照
ら
し
て
い
る
と
い
う
句
。

登
場
人
物

場

　

　

面

染
物
屋
の
竹
さ
ん
、
松
尾
の
旦
那

二
人
、
園
内
中
央
付
近
に
あ
る
道
彦
の
句

（
け
ふ
の
月
）
道
彦
句
碑
の
裏
に
あ
る
句
。

せ
の
す
の
格
の
千
手
け
り
す
み
だ
り

一
番
藤
野
周

一
桑
庵
野
月
＝
生
没
年
不
詳
。
埼
玉
坂
戸
の
人
。
道

彦
の
門
人
。

碑
前
に
仔
ち
な
が
ら
、
や
が
て
池
の
端
を

廻
り
道
彦
の
句
碑
の
裏
側
に
仔
つ
。

「
竹
さ
ん
、
大
分
に
雑
談
が
多
く
な
り
句
碑
だ
け
の
説

明
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ろ
う
」

「
い
え
、
そ
ん
な
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」

「
そ
う
か
い
」

「
分
か
り
易
く
て
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
」

「
そ
ん
な
ら
、
甘
酒
で
も
貰
い
な
が
ら
佐
原
さ
ん
に
も

聞
か
せ
て
み
よ
う
か
」

二
人
、
そ
う
言
い
な
が
ら
茶
店
の
方
へ
向
か
う
。

（
お
わ
り
）


