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藩制時代における海岸砂丘防災林の造成事例

一
、
ま
え
が
き

わ
が
国
に
は
、
浜
堤
や
海
岸
砂
丘
と
い
っ
た
海
岸
砂
地
が
多
く
、
河
川
の
下
流
域
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
砂
丘
地
の
形
成
は
後
氷
期
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奈
良
時
代
こ
ろ
ま
で
は
植
物
に
被
覆
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
人
類
が

沖
積
低
地
を
生
活
・
生
産
の
場
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
飛
砂
は
再
び
激
し
く
な
り
、
災
害
と
な
っ
て
生
活
・
生
産
を
脅
か
す
に

、
こ
っ

=0

3

V

J

j

φ

J

 

戦
国
時
代
を
経
て
、
海
岸
沿
い
の
道
路
が
発
達
し
、
よ
り
低
湿
な
沖
積
低
地
に
新
田
開
発
が
進
展
す
る
落
制
時
代
に
な
る
と
、
砂
丘
に

お
け
る
飛
砂
防
止
・
水
源
酒
養
な
ど
の
国
土
保
全
と
生
活
・
生
産
資
材
の
確
保
が
、
極
め
て
重
要
な
課
題
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
砂
丘
地
へ
の
植
栽
が
本
格
的
に
は
じ
め
ら
れ
、
各
藩
の
援
助
は
あ
っ
た
も
の
の
地
元
民
は
苛
酷
な
労
働
に
従
事
し
、

責
務
を
負
わ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
大
河
川
の
下
流
域
の
低
湿
地
で
新
田
開
発
が
進
む
と
、
本
来
、
林
野
を
も
た
な
い
こ
れ

181 

ら
の
村
々
に
対
し
て
、
各
藩
は
か
な
り
人
為
的
な
形
で
、
遠
隔
地
に
入
会
利
用
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
砂
丘
地
の
利
用
や
植
栽
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が
本
格
化
す
る
の
は
、
元
禄
を
中
心
と
し
た
時
代
、
あ
る
い
は
や
や
下
っ
て
享
保
年
間
の
低
湿
地
の
開
発
が
進
ん
だ
時
代
に
多
い
の
で
あ

る
。
こ
の
結
果
、
砂
丘
地
に
お
い
て
は
飛
砂
防
止
と
入
会
地
の
設
定
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
造
林
が
強
制
さ
れ
、
鎌
止
林
・
不
入
山
な
ど

と
呼
ば
れ
た
藩
有
林
、
あ
る
い
は
下
草
な
ど
の
利
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
伐
木
停
止
林
と
し
て
保
護
さ
れ
、
厳
重
な
禁
伐
政
策
が
と
ら
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
藩
制
時
代
に
お
け
る
海
岸
砂
丘
の
固
定
l
l
i
主
と
し
て
砂
丘
林
を
造
成
す
る
目
的
は
、
飛
砂
に
起
因
す
る
内
水
湛
水
と

い
う
間
接
的
被
害
と
、
宅
地
・
耕
地
な
ど
の
埋
没
と
い
う
直
接
的
被
害
か
ら
領
民
を
守
り
、
領
主
経
済
の
基
盤
で
あ
る
年
買
を
確
保
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
新
田
開
発
が
奨
励
さ
れ
た
時
代
は
、
領
主
経
済
の
破
綻
期
で
も
あ
っ
た
の
で
、
造
林
の
主
体
は
、
落
直
営
よ

り
も
在
郷
商
人
や
町
人
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
商
人
や
町
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
を
得
て
農
民
を
使
役
し
、
防
災
林
の
造
成
と

耕
地
の
拡
張
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
施
策
は
藩
命
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
の
推
移
は
各
藩
の
事

情
に
よ
っ
て
、
少
な
か
ら
ぬ
地
域
差
を
生
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
海
岸
砂
丘
林
の
造
成
に
は
、
造
成
当
初
か
ら
確
固
た
る
目
的
意
識
が
あ
っ
て
実
施
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
現
実
に
飛
砂
に
よ
る
被
害
が
あ
り
、
藩
財
政
が
圧
迫
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
防
止
策
と
し
て
造
林
が
実
施
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
既
成
耕
地
や
開
発
す
る
耕
地
の
保
護
が
第
一
義
で
あ
り
、
砂
丘
自
体
の
固
定
が
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
当
時
は
植
栽
技

術
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
で
、
多
く
の
試
行
錯
誤
が
繰
返
さ
れ
、
農
民
は
無
駄
な
努
力
を
積
重
ね
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

と
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
を
整
理
し
て
、
落
制
時
代
に
お
け
る
海
岸
砂
丘
林
の
造
成
が
、
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
白
的
の
も
と
に

造
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。
し
か
し
、
現
在
に
残
る
記
録
の
多
く
は
成
功
例
で
あ
っ
て
、
植
栽
指

導
者
や
農
民
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
失
敗
に
帰
し
た
事
例
も
ま
た
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
が
な
お
不
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年代129o 1500 .17~0 1~00 

時代 鎌室戦I_!制時代
倉町国|元享

禄保

埋
立
地
の
建
設

掘
込
港
・

海
岸
砂
地
農
振
措
置
法

海
岸
林
造
成
事
業

III期

第
二
次
世
界
大
戦

一
海
岸
砂
防
林
造
成
事
業

.
一
砂
防
造
林
事
業

目
-
宮
林
払
下
げ

」
一
勝
手
伐
採
差
許

↑
(
蒜
の
飢
鍾

新
回
開
発

I期
荒廃園田ーー

復|日

塩戦

焼乱事項

明
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

ニ
、
海
岸
砂
丘
林
の
荒
廃
と
復
旧

わ
が
国
の
海
岸
砂
丘
林
は
荒
廃
と
復
旧
を
繰
返
し
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、
砂
丘
林
自
体

海岸砂丘林の荒廃と復旧(概念図)

が
林
地
と
し
て
の
主
体
性
を
も
た
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
利
用
価
値
の
小
さ
い
不
毛
の
土

地
、
あ
る
い
は
飛
砂
な
ど
に
よ
っ
て
後
背
地
が
脅
か
さ
れ
る
厄
介
な
土
地
と
考
え
ら
れ
て
き

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
時
代
や
他
産
業
の
要
請
に
よ
っ
て
、
あ
る
時
期
に
は
造
林
が

強
制
さ
れ
、
次
の
時
代
に
は
全
く
顧
み
ら
れ
な
い
と
い
う
不
幸
に
遭
遇
し
て
き
た
。
こ
の
よ

う
な
過
程
を
大
別
す
る
と
、
次
の
四
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
図
1
)
。

第
一
期
の
荒
廃
は
足
利
・
戦
国
時
代
で
、
こ
の
時
期
に
は
①
戦
乱
・
野
火
に
よ
る
荒
廃
、

②
鎌
倉
時
代
か
ら
商
品
化
が
進
ん
だ
塩
焼
の
た
め
、
海
岸
林
が
少
な
か
ら
ず
濫
伐
さ
れ
た
こ

と
な
ど
に
よ
る
国
土
の
著
し
い
荒
廃
と
、
こ
れ
に
と
も
な
う
洪
水
・
飛
砂
の
激
化
が
あ
げ
ら

図1

れ
る
。
さ
ら
に
藩
制
時
代
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
選
択
的
土
地
利
用
の
拡
大
か
ら
、
@
ラ

グ

l
ン
の
陸
化
の
進
行
と
、

よ
り
大
規
模
な
濯
翫
・
排
水
事
業
な
ど
に
よ
っ
て
、
新
田
開
発

が
進
展
し
水
田
拡
張
期
を
迎
え
た
た
め
、
海
岸
砂
丘
林
の
復
旧
は
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
各
落
は
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
砂
丘
地
の
飛
砂
防
止
、
あ
る
い

は
潮
窓
口
防
備
を
目
的
と
し
た
造
林
を
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
天
明
・
天
保
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年
間
な
ど
に
は
大
凶
作
が
続
き
、
こ
れ
ら
の
造
林
地
も
一
時
期
は
荒
廃
し
た
が
、
幕
末
に
は
一
応
復
旧
し
、

一
部
の
地
域
で
は
砂
丘
の
耕

地
化
も
進
行
し
て
い
た
。

第
二
期
の
荒
廃
は
明
治
維
新
の
「
勝
手
伐
採
差
許
」
と
、
こ
れ
に
続
く
無
原
則
的
な
払
下
げ
政
策
と
に
起
因
し
て
い
る
。

一
部
の
巨
木

良
材
の
生
立
地
は
要
存
置
宮
林
に
編
入
さ
れ
た
場
合
も
あ
っ
た
が
、
多
く
の
場
合
は
売
払
い
予
定
地
で
あ
り
、
藩
制
時
代
か
ら
の
慣
習
に

従
っ
て
官
没
後
も
農
民
的
利
用
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
も
と
も
と
林
野
が
不
足
し
て
い
た
沖
積
低
地
の
農
村
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
と
も

な
っ
て
林
木
の
伐
採
が
急
速
に
進
み
、
さ
ら
に
特
権
階
級
へ
の
払
下
げ
と
森
林
資
源
化
政
策
が
強
行
さ
れ
る
過
程
で
、
農
民
の
反
抗
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が
起
り
、
本
来
、
保
護
を
加
え
な
け
れ
ば
成
林
し
得
な
か
っ
た
海
岸
砂
丘
林
は
再
び
荒
廃
し
、
被
害
も
増
大

す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
明
治
三
十
年
代
か
ら
は
国
有
林
に
よ
る
砂
防
造
林
事
業
が
実
施
さ
れ
、
本
荘
・
大
聖
寺
・
吹

上
浜
な
ど
の
砂
丘
で
成
果
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
不
要
存
置
国
有
林
の
売
払
い
処
分
と
い
う
特
別
の
収
入
が
な
く
な
る
大
正
年
間
に
な

る
と
、
こ
れ
ら
の
事
業
も
主
体
を
地
方
公
共
団
体
に
移
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

第
三
期
の
荒
廃
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
お
よ
び
戦
後
の
濫
伐
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
災
害
防
止
林
造
成
事
業
や
災
害
防
止
林
業
施
設

事
業
が
実
施
さ
れ
、
あ
る
程
度
の
植
林
を
国
の
施
策
と
し
て
地
元
民
に
課
し
た
の
で
あ
る
が
、
管
理
が
行
届
か
な
か
っ
た
上
に
、
食
糧
増

産
と
い
う
至
上
命
令
に
よ
っ
て
無
計
画
に
伐
採
さ
れ
た
た
め
、
砂
丘
林
の
荒
廃
も
著
し
く
進
行
し
た
。
こ
の
復
旧
に
は
、
昭
和
二
十
三
年

か
ら
国
庫
補
助
率
五

O
Mの
海
岸
造
林
造
成
事
業
が
は
じ
め
ら
れ
、
続
い
て
国
有
林
に
よ
る
海
岸
砂
地
造
林
事
業
が
実
施
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
の
海
岸
砂
丘
林
の
造
成
は
、
緊
急
開
拓
と
い
う
農
業
面
か
ら
の
要
請
も
あ
っ
て
、
造
成
す
る
一
方
で
開
拓
が
進

行
す
る
と
い
う
矛
盾
を
含
ん
で
い
た
。
そ
の
典
型
的
な
も
の
は
、
昭
和
二
十
八
年
に
施
行
さ
れ
た
海
岸
砂
地
地
帯
農
業
振
興
臨
時
措
置
法

で
あ
る
。
こ
の
法
律
に
よ
る
砂
地
の
開
拓
面
積
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
造
林
面
積
は
限
ら
れ
た
砂
地
に
小
面
積
が
実
施
さ
れ
た



に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

第
四
期
の
荒
廃
は
高
度
経
済
成
長
期
と
い
わ
れ
る
昭
和
三
十
年
代
の
後
半
以
降
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
農
業
開

発
と
は
ま
っ
た
く
具
っ
た
開
発
方
式
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
海
岸
砂
丘
に
掘
込
み
港
を
つ
く
っ
て
、
地
域
開
発
と
い

う
美
名
の
も
と
に
行
わ
れ
る
大
規
模
な
工
業
開
発
と
、
農
業
改
善
事
業
・
畑
地
濯
水
事
業
な
ど
に
よ
る
大
団
地
圃
場
の
造
成
で
あ
る
。
こ

の
顕
著
な
事
例
と
し
て
は
、
苫
小
牧
港
・
鹿
島
港
・
因
子
浦
港
や
酒
田
北
港
・
新
潟
東
港
・
福
井
新
港
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
の
方
式
が

行
詰
っ
て
か
ら
は
、
志
布
志
湾
岸
や
秋
田
湾
岸
の
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
砂
丘
前
面
の
埋
立
て
方
式
が
立
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

藩制時代における海岸砂丘防災林の造成事例

の
開
発
が
砂
丘
の
荒
廃
に
与
え
る
影
響
は
極
め
て
憂
慮
す
べ
き
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
第
一
期
の
荒
廃
後
に
お
け
る
海
岸
砂
丘
林
の
復
旧
過
程
の
み
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

、
藩
制
時
代
に
お
り
る
海
岸
砂
丘
防
災
林
の
造
成
目
的

藩
制
時
代
に
お
け
る
砂
丘
林
造
成
は
単
一
の
目
的
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
ま
た
、
造
成
者
の
意
識
も
確
固
た
る
目
的
を
も

っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
実
に
飛
砂
に
よ
る
被
害
が
あ
り
、
こ
れ
を
防
止
す
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
植
林
が
実
施
さ
れ
た
に
す
、
ぎ
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
飛
砂
の
固
定
が
一
応
完
了
す
る
と
、
防
災
林
と
し
て
造
成
さ
れ
た
海
岸
砂
丘
林
も
、
し
だ
い
に
生
活
・
生
産
資

材
を
確
保
す
る
場
へ
と
変
質
し
て
い
く
事
例
が
多
か
っ
た
。

こ
の
方
向
が
藩
制
時
代
に
お
け
る
海
岸
砂
丘
林
の
主
要
な
造
成
目
的
で
あ
っ
た
が
、

一
方
に
お
い
て
は
、
薪
炭
材
や
建
築
・
建
設
資
材

な
ど
領
民
が
生
活
を
維
持
し
て
い
く
上
で
必
要
不
可
欠
の
資
材
、
あ
る
い
は
村
落
の
公
共
的
な
用
材
の
確
保
と
、
草
肥
・
飼
料
な
ど
生
産

185 

を
維
持
・
拡
大
し
て
い
く
の
に
必
要
な
資
材
の
確
保
を
目
的
と
し
た
造
林
も
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
面
は
砂
丘
地
の
植
栽
を
考
え
る
上
で
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極
め
て
重
要
な
課
題
を
含
む
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
主
題
で
は
な
い
の
で
別
の
機
会
に
譲
り
、
海
岸
砂
丘
林
の
防
災
林
と
し
て
の
造
成

過
程
の
み
を
と
り
あ
げ
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

付

内
水
湛
水
対
策

浜
堤
や
海
岸
砂
丘
が
過
去
・
現
在
と
も
無
視
で
き
な
い
の
は
、
多
く
の
場
合
に
生
活
・
生
産
の
場
F

で
あ
る
沖
積
低
地
の
前
面
に
存
在
し

て
い
て
、
こ
れ
ら
の
動
向
が
生
産
に
直
接
関
与
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
国
の
よ
う
に
水
稲
栽
培
と
い
う
沖
積
低
地
利
用
の
産
業

が
、
国
の
基
幹
産
業
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
と
く
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
。

藩
制
時
代
に
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
選
択
的
土
地
利
用
の
拡
大
か
ら
、
ラ
グ
l
ン
へ
の
大
規
模
な
濯
瓶
・
排
水
事
業
に
よ
っ
て
新
田
開

発
が
進
む
と
、
耕
地
の
冠
水
は
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
登
場
し
、
内
水
湛
水
対
策
を
せ
ま
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
低
湿
地
に
立
地

す
る
耕
地
に
内
水
が
溢
水
す
る
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
砂
丘
が
も
た
ら
す
主
た
る
原
因
に
は
、
漂
砂
に
よ
る
河
口
の
閉
塞
と
、
飛

砂
に
よ
る
河
床
の
上
昇
・
小
河
川
の
埋
没
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(a) 

漂
砂
に
よ
る
河
口
の
閉
塞

こ
こ
で
い
う
漂
砂
と
は
水
理
学
で
い
う
漂
砂
で
は
な
く
、
沿
岸
流
や
河
水
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
砂
が
磯
波
に
よ
っ
て
打
上
げ
ら
れ
た
も

の
を
指
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
お
も
な
砂
丘
は
大
河
川
の
河
口
付
近
に
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
大
河
川
や
比
較
的
勾
配
の
急
な
河

川
に
お
い
て
は
、
漂
砂
に
よ
る
河
口
の
閉
塞
は
顕
著
で
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
問
題
に
な
る
の
は
や
は
り
中
小
河
川
の
河
口
付
近
で
あ

る
。
こ
の
場
合
、
樹
木
に
よ
る
植
栽
で
は
河
口
の
閉
塞
を
防
ぐ
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
河
口
を
改
修
す
る
と
い
う
土
木
工
事
が
必
要
で
あ

っ
た

TUし
、
内
水
港
水
の
排
除
は
最
終
的
に
は
放
水
路
の
建
設
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。



庄
内
砂
丘
の
北
端
に
流
入
す
る
月
光
川
口
は
吹
浦
川
と
も
呼
ば
れ
、
藩
制
時
代
は
秋
田
県
南
端
や
庄
内
地
方
の
漁
港
と
し
て
栄
え
、
と

く
に
飛
鳥
漁
船
に
と
っ
て
は
避
難
港
と
し
て
の
要
地
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
吹
浦
川
左
岸
の
砂
丘
は
菅
野
山
と
呼
ば
れ
、
中
世
に
は
菅
野
城

が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
天
正
十
八
年
(
一
五
九

O
)
に
太
閤
検
地
を
不
満
と
す
る
一
撲
が
起
り
、
そ
の
際
に
砂
丘
林
は
焼
払
わ
れ

そ
の
た
め
、
藩
制
時
代
の
中
期
以
降
に
な
る
と
荘
内
藩
は
砂
防
事
業
を
実
施
す
る
が
成
功
し
な
か
っ
た
。
安

た
と
い
わ
れ
て
い
る
(
2
〉O

永
九
年
(
一
七
八

O
)
に
い
た
っ
て
、
曽
根
原
六
蔵
が
吹
浦
川
口
ま
で
の
長
さ
一
五

O
O聞
に
植
付
け
を
開
始
し
、
天
明
五
年
(
一
七
八

五
)
ま
で
に
三

O
万
本
の
植
栽
を
完
了
し
た
ハ
3
〉が、

吹
浦
川
口
の
堆
砂
は
減
ら
ず
、

文
化
・
文
政
年
聞
に
い
た
る
と
船
舶
の
出
入
も
甚

藩制時代における海岸砂丘防災林の造成事例

だ
困
難
と
な
っ
た
す
〉
。

そ
こ
で
吹
浦
村
宿
町
の
阿
部
清
右
衛
門
は
自
費
を
も
っ
て
築
港
工
事
に
着
手
し
、

文
政
七
年
こ
八
二
五
)
か

ら
八
ヶ
年
の
歳
月
を
費
し
て
吹
浦
港
の
改
修
が
竣
工
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
改
修
の
際
の
土
砂
を
捨
て
た
川
口
南
縁
(
俗
に
清
右
衛
門
爺

山
)
に
一

0
ヶ
年
を
か
け
て
マ
ツ
の
植
林
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
が
現
在
の
西
浜
国
有
林
で
あ
る
。

こ
の
庄
内
川
北
砂
丘
に
は
、
砂
丘
の
中
央
を
横
切
っ
て
日
本
海
に
注
ぐ
日
向
川
(
日
光
川
と
も
書
く
)
が
あ
る
。
こ
の
川
は
荘
内
昔
間

警
に
よ
る
と
、
古
く
は
現
在
の
酒
田
市
光
ケ
丘
付
近
か
ら
海
に
注
い
で
い
た
が
、
応
永
年
間
(
一
三
九
四

l
)
に
は
古
湊
付
近
で
日
本
海
に

注
い
で
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
河
道
は
「
田
村
新
田
(
現
在
は
豊
里
)
か
ら
小
湊
(
古
湊
)

に
至
る
問
、
里
余
の
迂
曲
を
し
て
流
れ
て
い

た
も
の
を
何
れ
の
時
代
か
田
村
新
田
か
ら
小
湊
に
直
通
せ
し
め
た
形
跡
が
あ
る
」
と
い
う
か
ら
、
部
分
的
に
改
修
が
施
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
藩
制
時
代
の
日
向
川
は
明
和
六
年
ご
七
六
九
)
か
ら
寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)
ま
で
の
二
十
余
年
間
に
十
回
ほ
ど
の
水
害
が
あ
っ

た
し
、
上
藤
塚
村
に
居
住
し
た
新
田
目
組
大
庄
匡
堀
善
蔵
家
は
、
領
主
酒
井
家
の
入
部
当
時
に
高
百
石
を
食
ん
だ
旧
家
で
あ
っ
た
が
、
寛

永
十
一
年
(
一
六
三
四
)
に
は
日
向
川
氾
濫
に
よ
る
川
欠
け
に
よ
っ
て
三
分
の
こ
を
失
い
、
同
十
七
年
に
は
僅
か
九
石
九
斗
四
升
と
な
っ

187 

た
(
5
v
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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口
の
埋
没
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
延
享
三
年
(
一
七
四
六
)

こ
の
よ
う
な
水
害
の
激
化
と
こ
れ
に
と
も
な
う
耕
地
の
激
減
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
圧
内
砂
丘
の
飛
砂
お
よ
び
漂
砂
に
よ
る
河
道
・
河

き
す
き

か
ら
は
来
生
彦
左
衛
門
家
・
佐
藤
藤
蔵
家
を
は
じ
め
、
堀
・
尾
形
・
本
間

な
ど
の
指
導
者
に
よ
っ
て
砂
防
植
栽
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
湛
水
に
よ
る
被
害
は
減
少
し
な
か
っ
た
。
佐

藤
藤
蔵
家
記
に
よ
る
と
、

「
冬
よ
り
春
の
風
に
砂
飛
び
入
り
て
川
筋
埋
、
水
落
ロ
も
な
く
し
て
湖
水
に
見
え
し
事
、
宮
野
内
新
田
(
現
在

の
六
ツ
新
田
)
よ
り
吉
出
川
ま
で
南
北
大
概
其
間
二
里
程
の
御
団
地
、

一
面
滋
水
諸
烏
の
寄
る
事
湖
を
塞
く
」
と
い
う
状
態
が
続
い
て
い

た
の
で
あ
る
。

天
保
十
四
年
(
一
八
四
三
)

に
荘
内
藩
は
印
施
沼
閉
さ
く
の
助
勢
を
命
ぜ
ら
れ
、
郷
内
の
大
圧
屋
や
組
頭
も
出
張
し
て
土
木
工
事
に
関

す
る
経
験
を
得
て
帰
国
し
、
従
来
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
新
川
掘
切
り
に
よ
る
水
害
除
去
と
新
田
開
発
に
着
手
す
る
の
で
あ
る
。
願
書
が

務
庁
に
提
出
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
安
政
二
年
(
一
八
五
五
)
三
月
に
務
庁
に
よ
る
実
地
踏
査
が
行
わ
れ
、
曲
折
を
経
て
同
四

年
十
二
月
に
着
工
し
て
い
る
。
こ
の
工
事
は
六
ヶ
年
の
歳
月
を
費
し
て
文
久
二
年
(
一
八
六
二
)
四
月
に
竣
工
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
遊

佐
郷
の
湛
水
被
害
は
一
応
解
消
し
、
そ
の
後
、
こ
の
日
向
川
跡
は
新
固
と
し
て
開
発
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
明
治
時
代
に
な
る
と
、
見
立

人
同
志
の
聞
に
「
古
川
公
事
」
と
い
わ
れ
る
論
争
が
起
っ
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、
庄
内
砂
丘
に
は
最
上
川
以
南
の
川
南
砂
丘
に
沿
っ
て
大
山
川
・
赤
川
が
流
れ
て
お
り
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
防
災
林

の
造
成
に
よ
っ
て
湛
水
の
除
去
に
努
力
し
た
が
、
最
終
的
に
は
大
正
年
間
の
末
か
ら
着
工
し
た
赤
川
放
水
路
の
建
設
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
秋
田
県
南
部
の
本
荘
砂
丘
に
お
い
て
も
、
砂
丘
植
栽
と
と
も
に
子
吉
川
の
護
岸
工
事
に
多
大
の
賦
役
と
材
料
の
提

供
を
命
じ
て
い
る
し
、
鹿
児
島
県
の
吹
上
浜
に
お
い
て
も
、
防
災
林
の
造
成
と
と
も
に
新
川
を
開
さ
く
す
る
と
い
う
土
木
工
事
を
実
施
し

て
い
る
。



(b) 

飛
砂
に
よ
る
河
床
の
上
昇
・
小
河
川
の
埋
没

飛
砂
に
よ
っ
て
河
床
が
上
昇
し
た
り
、
小
河
川
が
埋
没
し
た
結
果
、
内
水
湛
水
が
起
り
、
耕
地
が
再
び
湿
地
化
す
る
事
例
は
各
地
に
み

ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
飛
砂
防
止
林
の
造
成
に
よ
っ
て
、

か
な
り
の
部
分
を
防
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

前
述
し
た
庄
内
砂
丘
の
日
向
川
の
場
合
も
、
漂
砂
に
よ
る
河
口
閉
塞
に
よ
る
も
の
と
、
飛
砂
に
よ
っ
て
河
床
が
上
昇
し
た
も
の
と
が
競

合
し
て
内
水
溢
水
が
発
生
し
て
い
る
。
文
久
二
年
に
開
さ
く
さ
れ
た
新
日
向
川
以
南
の
古
川
敷
沿
い
で
最
も
古
い
集
落
は
、

元
和
九
年

( 

ー
_L. 
ノ、

一ー一一一、』〆
に
堀
家
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
藤
塚
村
で
あ
る
が
、
そ
の
当
時
の
日
向
川
は
古
川
敷
よ
り
も
西
を
流
れ
て
い
た
と
い
う
。
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そ
の
後
、
飛
砂
が
激
し
く
な
り
、
宮
野
内
新
田
付
近
か
ら
田
村
新
田
に
か
け
て
全
く
砂
埋
め
と
な
っ
た
の
で
、
新
川
を
現
在
の
古
川
敷
に

疏
水
さ
せ
、
藤
塚
村
も
正
徳
年
間
(
一
七
一
一

l
)
に
現
在
の
位
置
に
移
っ
た
ハ
6
u
o

ま
た
、

ふ

な

と

う

に

し

k
う

日
向
川
以
北
の
遊
佐
郷
に
は
、
砂
丘
に
沿
っ
て
月
光
川
下
流
と
日
向
川
を
結
ぶ
船
通
(
西
通
と
も
い
っ
た
)
と
呼
ば
れ
る
運
河

が
あ
り
、

遊
佐
方
面
か
ら
年
貢
米
を
輸
送
す
る
い
わ
ゆ
る
八
合
船
ハ
7
)
の
通
路
で
あ
っ
た
。

こ
の
運
河
は
排
水
溝
も
兼
ね
て
い
た
の
で
、

こ
れ
が
飛
砂
に
よ
っ
て
埋
没
す
る
と
、
こ
の
一
帯
の
耕
地
が
湛
水
し
被
害
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
し
、

日
向
川
が
氾
濫
す
る
と
、
こ
の
運

河
に
逆
流

u

し
湛
水
と
合
流
し
て
一
層
ひ
ど
い
災
害
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
農
民
は
運
河
の
維
持
・
管
理
に
苛
酷
な
労
働
奉
仕
を
課
せ
ら

れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
の
で
、
荘
内
落
と
し
て
も
放
置
し
て
お
け
ず
、
林
制
が
強
化
さ
れ
る
宝
永
田
年
(
一
七

O
七
)
以
降
は
砂

丘
へ
の
植
栽
を
実
施
す
ベ
く
、
来
生
彦
左
衛
円
を
荘
内
藩
最
初
の
植
付
役
に
取
立
て
、
北
は
月
光
川
口
か
ら
南
は
最
上
川
口
に
及
ぶ
庄
内

川
北
砂
丘
に
マ
ツ
・
ネ
ム
・
グ
ミ
な
ど
五
一
万
本
余
を
植
付
け
て
い
る
。
し
か
し
、
砂
丘
の
固
定
は
困
難
で
あ
っ
た
の
で
、
荘
内
藩
郡
代
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服
部
外
右
衛
門
を
中
心
に
砂
防
植
裁
の
計
画
が
た
て
ら
れ
、
こ
れ
に
応
じ
て
延
享
三
年
ご
七
四
六
)

に
佐
藤
藤
左
衛
門
・
藤
蔵
父
子
が



1ω 

酒
田
か
ら
移
住
し
、
翌
年
に
は
藤
崎
村
と
創
村
し
て
植
栽
に
あ
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
移
住
し
た
年
に
「
長
四
拾
丁
程
、
巾
は
海
際
迄
有

次
第
」
の
場
所
が
藤
蔵
御
預
地
と
な
り
、
こ
の
年
の
諾
木
植
付
け
は
東
西
・
南
北
と
も
二
丁
の
場
所
に
本
数
一

O
万
本
を
算
え
た
が
、

tま

と
ん
ど
失
敗
に
帰
し
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
に
、
植
付
役
側
の
設
置
し
た
砂
除
賛
垣
か
ら
の
飛
砂
に
よ
っ
て
藤
蔵
植
付
け
分
が
砂
埋
め
と

な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
以
後
、
両
者
の
感
情
的
な
対
立
が
助
長
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
月
光
川
・
日
向
川
の
下
流
と
船
通
の
周
辺
は
、
北
半
を
来
生
家
が
、
南
半
を
佐
藤
家
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
持
ち
分
と
し
て

植
付
け
を
実
施
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
区
域
の
半
分
を
他
に
割
譲
す
る
に
い
た
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
佐
藤
分
の
長
さ
四

O
丁
に
つ
い
て
は
、
植
付
け
の
遅
延
に
堪
兼
ね
た
荒
瀬
郷
二
一
ケ
村
の
住
民
が
、
新
田
目
組
大
庄
屋
堀
善
蔵
を
代
表
者
と
し
て
藩
を
動
か

し
、
安
永
六
年
(
一
七
七
七
)

に
佐
藤
分
か
ら
二

O
丁
を
又
借
り
し
て
植
付
け
を
始
め
た
。
こ
の
砂
下
一
一
一
ケ
村
は
時
に
は
二
二
ケ
村
の

こ
と
も
あ
っ
て
確
定
し
て
お
ら
ず
、
実
際
は
上
・
下
藤
塚
村
、
上
・
下
市
神
村
の
四
ケ
村
植
付
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
文
化
二
年
(
一
八

O
五
)
ま
で
に
植
付
け
は
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
る
。

一
方
、
藤
蔵
の
妹
の
子
曽
根
原
六
蔵
は
伯
父
に
倣
っ
て
砂
丘
植
付
け
を
開
始
す
ベ
く
、

来
生
分
の
吹
浦
渡
船
場
か
ら
凡
そ
一
五

O
O間
余
の
植
付
け
を
申
請
し
て
許
可
を
得
、
安
永
八
年
(
一
七
七
九
)

に
は
一
四
戸
の
移
住
民

と
と
も
に
酒
田
か
ら
移
り
、
天
明
五
年
(
一
七
八
五
)
ま
で
に
コ
一

O
万
本
の
植
付
け
を
完
了
し
、
享
和
二
年
(
一
入

O
二
)
に
永
代
御
預

地
と
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
庄
内
川
北
砂
丘
の
事
例
で
み
る
限
り
で
は
、
河
川
・
水
路
の
埋
没
に
よ
っ
て
溢
水
す
る
被
害
を
除
く
た

め
に
、
ま
ず
砂
丘
植
栽
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
時
期
は
元
禄
・
享
保
と
い
っ
た
新
田
開
発
の
進
展
期
直
後
に
あ
た
る
が
、
こ
れ
ら
の
植
栽
が

一
応
完
了
し
て
も
溢
水
に
よ
る
被
害
は
減
少
せ
ず
、
月
光
川
口
は
文
政
か
ら
天
保
に
か
け
て
、

日
向
川
口
は
幕
末
に
な
っ
て
河
川
改
修
と

い
う
土
木
工
事
が
実
施
さ
れ
て
、
災
害
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
砂
丘
植
栽
に
よ
っ
て
河
川
・
水
路
の
埋
没
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
事
例
は
、
庄
内
川
南
砂
丘
の
赤
川
下
流
や
出
雲
砂
丘
の
堀
川



で
も
み
ら
れ
る
。
宝
永
二
年
(
一
七

O
五
)
に
開
発
さ
れ
た
庄
内
川
南
砂
丘
の
広
岡
新
田
は
地
窪
で
、
黒
森
川
に
飛
砂
が
あ
っ
て
、
水
落

悪
く
、
水
害
・
早
害
と
も
甚
し
か
っ
た
の
で
、
新
川
を
掘
る
出
願
を
し
た
け
れ
ど
も
団
地
が
減
る
の
で
許
可
に
な
ら
ず
、
砂
防
の
た
め
植

林
す
る
よ
り
な
か
っ
た
官
)
と
い
う
。
ま
た
、
出
雲
砂
丘
の
堀
川
は
、
元
和
二
年
(
一
六
二
ハ
)
に
三
木
与
兵
衛
に
よ
っ
て
開
さ
く
さ
れ
た

が
、
享
保
年
聞
に
は
堀
川
に
堆
砂
が
激
し
く
、
松
江
藩
は
約
二

O
町
に
対
す
る
防
風
・
防
砂
の
植
栽
を
白
枝
雇
茂
助
に
命
じ
て
お
り
(
9
Y

こ
の
植
栽
に
よ
っ
て
耕
地
や
戸
数
も
増
加
し
た
と
い
う
か
ら
、
植
栽
に
よ
っ
て
水
路
の
維
持
に
成
功
し
た
事
例
と
い
え
よ
う
。

口

新
田
開
発
の
進
展

藩制時代における海岸砂丘防災林の造成事例

藩
制
時
代
の
初
期
に
は
す
で
に
砂
丘
が
荒
廃
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
復
旧
が
新
田
開
発
に
先
行
、
あ
る
い
は
並
行
し
て
実
施
さ
れ
た
。

圧
内
川
北
砂
丘
の
場
合
は
、
元
和
九
年
(
一
六
二
三
)

に
堀
善
蔵
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
藤
塚
村
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
飛
砂
・
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川
欠
な
ど
に
よ
っ
て
耕
地
が
極
め
て
不
安
定
で
あ
っ
た
し
、
藤
塚
村
以
北
は
さ
ら
に
飛
砂
が
激
し
か
っ
た
。
こ
の
砂
丘
に
は
宝
永
元
年

(
一
七

O
四
)

か
ら
植
付
役
来
生
彦
左
衛
門
が
植
栽
を
開
始
し
て
い
た
が
、

一
植
付
役
の
み
で
は
飛
砂
防
止
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
、
郡

代
服
部
外
右
衛
門
の
要
請
に
よ
っ
て
、
佐
藤
藤
蔵
父
子
が
延
享
三
年
(
一
七
四
六
)

に
移
住
し
、
翌
年
に
は
藤
崎
村
を
創
村
し
た
。
こ
れ

は
全
く
政
治
的
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

創
村
時
の
移
住
者
は
七
名
品
〉
に
す
ぎ
ず
、

砂
防
植
栽
の
根
拠
地
と
し
て
創
村
が
認
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
佐
藤
家
に
対
し
て
は
私
費
を
も
っ
て
植
栽
に
当
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
植
栽
地
を
無
年
貢
の
永
久
御
預
地

と
し
、

か
つ
士
族
の
邑
地
と
同
様
に
田
畑
を
開
墾
し
て
も
本
人
の
支
配
地
と
さ
せ
る
な
ど
の
特
典
を
与
え
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

植
栽
は
進
渉
し
な
か
っ
た
の
で
、
安
永
六
年
(
一
七
七
七
)
に
は
佐
藤
家
御
預
地
の
南
半
を
新
田
目
組
大
庄
屋
堀
善
蔵
及
び
砂
下
一
一
一
ケ

村
の
永
借
地
と
し
、
さ
ら
に
来
生
家
の
北
半
に
も
曽
根
原
六
蔵
が
私
費
で
植
栽
を
開
始
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
ら
の
植
栽
に
よ
っ
て
砂

丘
も
や
や
安
定
し
、
船
通
周
辺
の
谷
地
の
開
発
も
進
み
、
新
田
村
が
形
成
さ
れ
戸
数
も
増
加
し
て
い
っ
た
。

庄
内
川
南
砂
丘
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。
佐
藤
太
郎
右
衛
門
家
は
茨
新
聞
村
・
広
岡
新
田
村
・
坂
野
辺
新
田
村
な
ど
を
開
発
し
て
い

る
が
、
こ
の
場
合
も
砂
丘
に
立
木
地
が
残
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
広
岡
新
田
村
を
除
く
と
、
新
日
開
発
に
先
行
し
て
砂
丘
植
栽

が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

同
様
の
こ
と
は
津
軽
扉
周
山
砂
丘
に
も
み
ら
れ
る
。
扉
風
山
の
植
栽
開
始
は
元
和
元
年
(
一
六
八
一
)
か
ら
で
、
元
禄
一
六
年
二
七

O
三
)
ま
で
の
約
二

0
年
聞
に
成
育
し
た
樹
木
数
は
七
三
万
本
余
で
あ
っ
た
臼
〉
が
、

こ
の
う
ち
、

元
禄
初
年
の
植
栽
地
は
現
在
の
木
造

町
以
南
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
村
落
に
は
藩
制
時
代
初
期
以
前
の
開
発
に
な
る
も
の
が
数
ケ
村
あ
る
け
れ
ど
も
、

ほ
と
ん
ど
が
寛
文
年
間

以
後
元
禄
年
閉
ま
で
に
開
発
さ
れ
た
村
落
で
あ
る
か
ら
、
新
日
開
発
と
同
時
進
行
型
の
植
栽
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

元
禄
二
一
年
の
植
栽
は
現
在
の
車
力
村
を
中
心
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
年
に
成
育
し
た
雑
木
は
五

O
万
本
弱
と
い
う
大



量
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
最
も
北
の
富
福
村
が
一
一
万
本
、
車
力
村
は
二
三
万
本
、
牛
潟
村
を
一
三
万
本
と
記
録
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
三

ケ
村
(
現
在
の
車
力
村
)

の
合
計
は
四
七
万
本
余
と
な
り
、
成
育
本
数
の
九
六
%
を
占
め
て
い
る
。
植
栽
は
津
軽
藩
の
直
営
ま
た
は
こ
れ

に
近
い
形
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
岩
木
川
デ
ル
タ
地
帯
の
開
拓
が
進
行
す
る
に
つ
れ
、
飛
砂
防
止
林
の
造
成
も
北
進
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
享
保
年
間
以
後
の
植
栽
は
水
源
掴
養
林
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
に
い
た
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

同
様
な
事
例
は
出
雲
砂
丘
に
も
み
ら
れ
る
。
出
雲
平
野
の
神
戸
川
以
北
に
は
湊
原
砂
丘
・
八
適
砂
丘
・
浜
山
砂
丘
と
い
う
三
列
の
並
列

藩制時代における海岸砂丘防災林の造成事例

砂
丘
が
存
在
す
る
が
、
出
雲
平
野
西
部
の
開
拓
を
本
格
的
に
進
め
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
砂
丘
の
安
定
が
必
要
で
あ
っ
た
。
並
列
砂
丘

の
第
二
線
に
あ
た
る
八
通
砂
丘
は
「
当
時
、

人
煙
絶
無
の
砂
浜
な
り
き
」
白
〉
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
が
、

大
梶
七
兵
衛
は
全
額
藩
費
の

支
出
を
う
け
て
寛
文
年
間
(
一
六
六
一

l
)
か
ら
植
栽
を
実
施
し
た
。
植
栽
経
過
は
大
梶
家
が
一
時
廃
絶
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
明
ら

か
で
な
い
が
、
延
宝
五
年
(
一
六
七
七
)

に
は
砂
丘
東
麓
に
移
住
し
て
翌
年
に
は
大
肝
煎
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
に
植
栽

が
完
了
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
元
禄
二
年
(
一
六
八
九
)

に
は
古
荒
木
・
中
荒
木
・
北
荒
木
の
三
ケ
村
が
取
立
て
ら
れ
て

い
る
。
開
拓
面
積
は
寛
延
三
年
(
一
七
五

O
)
に
田
畑
一
七
九
町
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
他
に
も
、
鳥
取
砂
丘
や
鹿
児
島
県
の
吹
上
浜
な
ど
に
も
同
様
な
事
例
が
あ
り
、
壊
廃
耕
地
の
復
旧
や
新
田
開
発
が
行
な
わ
れ
て
い

る
。
領
主
経
済
の
基
盤
は
耕
地
で
あ
り
、
年
貢
の
確
保
と
い
う
領
主
的
要
求
が
至
上
で
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
耕
地
の
維
持
・
拡
張

と
、
土
地
生
産
性
を
増
大
さ
せ
る
た
め
の
生
産
資
材
の
確
保
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
砂
丘
の
被
覆
状
態
や
各
藩
の
事

情
に
よ
っ
て
若
干
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
耕
地
の
拡
張
を
目
的
と
し
た
海
岸
砂
丘
の
植
栽
は
、

い
ず
れ
の
藩
に
お
い
て
も
重
要
な
国
土
保
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。
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同

水
源
の
酒
養

藩
制
時
代
に
お
い
て
も
現
在
と
同
様
に
、
ま
ず
堆
砂
垣
を
築
き
、
堆
砂
の
進
行
に
つ
れ
さ
ら
に
堆
砂
垣
を
増
設
し
て
、
そ
の
後
に
植
栽

を
実
施
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
堆
砂
垣
は
主
砂
丘
上
に
築
設
さ
れ
、
耕
地
へ
の
飛
砂
の
侵
入
を
防
ぐ
形
で

あ
っ
た
。
飛
砂
の
侵
入
が
一
応
除
去
さ
れ
る
と
、
砂
下
に
開
発
さ
れ
た
水
田
に
対
す
る
水
源
酒
養
を
目
的
と
し
た
造
林
が
実
施
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
各
地
に
そ
の
事
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

津
軽
扉
風
山
砂
丘
に
お
い
て
は
、
飛
砂
防
止
林
造
成
後
約
三

O
年
を
経
た
享
保
十
六
年
(
一
七
三
一
)
の
植
栽
か
ら
こ
の
傾
向
が
顕
著

に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
享
保
年
聞
に
植
栽
さ
れ
た
約
一
七
万
本
の
雑
木
に
つ
い
て
み
る
と
、
元
禄
以
前
が
「

O
O山」

「

O
O

坂
」
へ
の
植
栽
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
享
保
の
も
の
は
明
確
に
「
溜
池
廻
り
へ
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
九
万
本
と
半

数
を
こ
え
、
ま
た
、

「
O
O山
」
よ
り
も
「

O
O沢
」
へ
の
植
栽
が
多
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
防
風
・
防
砂
の
た
め
の
植
栽
か
ら
水
源
酒

養
に
主
体
が
移
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、

「
広
漠
た
る
荒
砂
丘
に
し
て
、
東
は
数
千
町
歩
の
原
野
、
西
方
は
荒

ヲ
た
る
海
水
に
し
て
」
と
い
わ
れ
た
扉
風
山
も
、

「
丘
聞
の
溜
池
も
常
に
水
が
充
満
し
て
憂
い
な
く
、
海
霧
は
樹
木
の
た
め
薄
く
、
飛
砂

も
林
聞
に
止
っ
て
遠
き
に
達
せ
ず
、
耕
地
歳
月
を
経
て
開
け
、
村
落
も
富
裕
と
な
り
、
数
ケ
村
よ
り
六
六
ケ
村
と
増
し
、
耕
地
五

O
O町

歩
と
な
る
」

(gと
い
う
状
況
に
開
発
さ
れ
た
。
し
か
し
、
間
も
な
く
天
明
・
天
保
の
飢
鐘
に
見
舞
わ
れ
、
九

O
万
本
に
達
し
た
植
栽
木
も

僅
か
三
万
本
を
残
す
の
み
に
な
っ
た
と
い
う
。

秋
田
県
の
本
荘
砂
丘
と
新
潟
県
の
村
上
砂
丘
に
は
と
も
に
「
水
林
国
有
林
」
と
呼
ば
れ
る
海
岸
砂
丘
林
が
存
在
し
て
い
る
。
本
荘
砂
丘

の
「
水
林
」

へ
の
植
栽
は
寛
政
二
年
(
一
七
九
0
・
)
か
ら
文
久
二
年
(
一
八
六
三
)
ま
で
に
マ
ツ
の
み
で
三
五
万
本
余
自
〉
と
い
わ
れ
て
お



り
、
植
栽
地
は
水
林
国
有
林
の
う
ち
旧
酒
田
街
道
よ
り
東
側
の
国
有
林
三
七

t
五
六
林
斑
で
あ
っ
た
。
こ
の
面
積
は
現
在
一
八
三
凶
で
あ

る
が
、
旧
酒
田
街
道
両
側
の
約
三
分
の
一
が
飛
砂
防
備
保
安
林
、
そ
の
東
側
約
三
分
の
二
が
水
源
酒
養
保
安
林
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
指

定
の
経
緯
は
明
確
に
し
得
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
は
主
風
向
に
対
し
て
風
上
側
が
飛
砂
防
備
林
、
風
下
側
が
水
源
溜
養
林
と
な
っ

て
い
る
。

村
上
砂
丘
の
「
水
林
」
も
藩
制
時
代
の
植
栽
で
あ
る
が
、
砂
丘
の
背
後
に
は
村
上
市
街
に
向
っ
て
緩
く
傾
斜
す
る
段
丘
状
の
砂
に
覆
わ

れ
た
台
地
が
あ
り
、
台
地
上
に
は
浅
い
谷
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
谷
に
は
水
林
を
「
水
源
」
と
す
る
水
田
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
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の
砂
丘
で
の
植
栽
も
飛
砂
防
止
と
水
源
溜
養
を
兼
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
他
に
も
、
石
川
県
羽
昨
海
岸
な
ど

に
同
様
な
事
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
海
岸
砂
丘
を
水
源
と
す
る
耕
地
は
面
積
が
狭
い
場
合
が
多
い
の
で
、
飛
砂
防
止
の
た
め
に
大
規
模
な
造
林
を
行
な

っ
た
事
例
に
比
し
て
資
料
が
少
な
く
、
未
解
明
の
部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

伺

交
通
路
の
整
備

藩
制
時
代
に
な
っ
て
も
、
ラ
グ
I
ン
の
耕
地
化
が
進
行
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
、
洪
水
・
湛
水
の
被
害
が
多
発
し
て
い
た
こ
と
な
ど

に
よ
っ
て
、
陸
上
交
通
に
は
砂
丘
を
通
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
東
海
道
も
沼
津
以
遠
で
は
浮
島
低
湿
地
を
避
け
て
千
本
松
原
を
通
っ
て
い

る
し
、
浜
名
湖
周
辺
の
砂
丘
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
砂
丘
は
未
調
査
で
あ
る
か
ら
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
五
街
道
に
お
い
て

195 

も
砂
丘
が
主
要
な
交
通
路
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
交
通
路
と
し
て
の
砂
正
の
重
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
地
方
交
通
の
場
合
に
は
、

砂
丘
が
さ
ら
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。
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庄
内
川
南
砂
丘
に
は
鶴
岡
城
下
か
ら
浜
中
|
十
里
塚
|
宮
野
浦
を
経
て
酒
田
に
至
る
道
路
と
、
赤
川
沿
い
に
広
岡
新
田
l
黒
森
|
坂
野

辺
新
田
を
経
て
宮
野
浦
か
ら
酒
田
に
至
る
道
路
と
が
あ
っ
た
が
、
藩
士
の
領
内
巡
視
に
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
砂
丘
上
の
道
路
が
利
用
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。
出
雲
砂
丘
に
お
い
て
も
、
杵
築
大
社
(
出
雲
大
社
)

へ
の
主
要
な
参
道
は
、
御
巡
検
道
と
呼
ば
れ
た
湊
原
砂
丘
と
八
通
砂

丘
と
の
聞
の
道
路
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
砂
丘
の
交
通
路
は
、
飛
砂
に
よ
っ
て
通
行
が
難
渋
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
鳥
取
湖
山
砂
丘
の
植
栽
は
、
米
子
の
商
人
船

越
作
左
衛
門
に
よ
っ
て
天
明
五
年
(
一
七
八
五
)
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
鳥
取
城
下
と
米
子
と
の
往
復
に
あ
た

っ
て
、
砂
丘
通
行
に
難
渋
し
た
こ
と
が
発
端
に
な
っ
て
い
る
白
百
し
た
が
っ
て
、
こ
の
植
栽
は
東
西
一

O
O
O問、

巾
五

O
問、

面
積

一
八
町
と
い
う
道
路
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
戸
数
二
一
戸
、
耕
地
約
二

O
町
と
い
う
新
田
も
、
街
道
に
沿
う
休
息
所
と
し
て
の
性
格
が

強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
同
様
な
こ
と
は
、
秋
田
城
下
か
ら
船
川
港
に
通
ず
る
天
王
砂
丘
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。

舟
運
も
ま
た
交
通
・
運
輸
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。
庄
内
川
北
砂
丘
に
お
い
て
、
船
通
の
維
持
・
管
理
に
苛
酷
な
労
働
が
課
せ

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
こ
の
他
に
も
、
出
雲
砂
丘
に
お
い
て
大
梶
七
兵
衛
が
閉
さ
く
し
た
と
さ
れ
て
い
る
高
瀬
川
な
ど
が
同

様
な
目
的
を
も
っ
て
い
た
。

四
、
結

び

記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
海
岸
砂
丘
林
の
植
栽
開
始
は
、

多
く
が
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
で
あ
る
白
〉

O

こ
の
よ
う

に
、
北
は
津
軽
扉
風
山
か
ら
南
は
吹
上
浜
に
至
る
ま
で
、
地
域
差
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
は
、
林
制
の
整
備
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

低
湿
地
の
耕
地
化
の
進
展
や
必
要
性
の
増
大
が
主
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
植
栽
木
は
ネ
ム
・
グ
ミ
や
雑
木
な
ど
多
種
類
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-部分林引戻願地。

盤麹 1等官林

匿雪草1也官有地

区麹民有保安林

にコ畑・宅地

o 200m 

図3 沼田市広岡新田の「部分林民有地ニ引戻願図J(明治31年)

〔秋田営林局文書課保管資料から作製〕
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に
及
ぶ
が
、
最
も
主
要
な
樹
種
は
ク
ロ
マ
ツ
で
あ
っ
た
。
植
栽
に
あ
た
っ
て
は
、
多
く
の
砂
丘
に
お
い
て
幅
六
聞
か
ら
一

O
間
程
度
の
細

長
い
短
冊
型
の
土
地
割
を
し
、
農
民
に
資
力
に
応
じ
た
植
栽
を
実
施
さ
せ
た
場
合
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、
庄
内
砂
丘
に
は
現
在
で
も
一

筆
が
五
名
の
記
名
共
有
林
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
か
な
り
存
在
す
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
植
栽
方
式
も
と
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

す
で
に
繰
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
藩
制
時
代
の
砂
丘
林
造
成
は
耕
地
の
保
護
や
生
活
・
生
産
資
材
の
確
保
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
、

飛
砂
の
被
害
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
砂
丘
は
耕
地
化
さ
れ
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
庄
内
川
南
砂
丘
な
ど
は
、
そ
の
顕
著
な
事
例
で
あ
る
。

図
3
に
あ
げ
た
庄
内
川
南
砂
丘
の
旧
袖
浦
村
広
岡
新
田
の
隣
接
地
に
は
、
宝
暦
二
年
(
一
七
五
二
)
の
京
国
道
西
郷
組
黒
森
村
御
林
之
内

地
続
山
並
ニ
植
付
人
之
前
場
所
絵
図
百
〉
が
あ
り
、

図
3
と
全
く
同
じ
土
地
割
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
で
、

こ
の
時
期
か
ら
植
栽
が
開
始

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
明
治
初
年
に
は
図
の
よ
う
に
す
で
に
約
半
数
が
耕
地
化
さ
れ
て
い
た
。
耕
地
化
の
過
程
は
判
然
と
し
な
い
が
、

林
地
で
あ
っ
た
場
所
は
明
治
九
年
の
土
地
官
民
有
区
分
事
業
に
よ
っ
て
官
林
に
編
入
さ
れ
、
同
十
九
年
に
部
分
林
の
許
可
を
得
た
と
い
う

経
過
を
た
ど
っ
て
い
て
、
こ
の
図
は
明
治
三
十
一
年
に
宮
城
大
林
署
へ
引
庚
申
請
を
し
た
際
の
「
部
分
林
民
有
地
ニ
引
戻
願
図
」
で
あ
る

か
ら
、
明
治
初
年
に
は
す
で
に
耕
地
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
浜
中
村
、
十
里
塚
村
、
黒
森
村
、
坂
野
辺
新

田
村
も
同
時
に
引
戻
申
請
を
出
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
四
ケ
村
の
耕
地
化
を
み
て
も
大
同
小
異
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
地
域
で
は
成
林
と
同
時

に
開
墾
を
開
始
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
砂
丘
の
耕
地
化
が
藩
制
時
代
か
ら
進
行
し
て
い
た
事
例
と
し
て
は
弓
浜
半

島
や
天
王
砂
丘
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
濯
概
用
水
に
よ
っ
て
開
田
が
行
な
わ
れ
た
。

砂
丘
の
耕
地
化
が
進
行
す
る
一
方
で
、
前
砂
丘
へ
の
植
栽
も
併
行
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
状
況
は
図
2
に
示
し
た
通
り
で
あ
る

が
、
こ
の
場
合
は
藩
制
時
代
の
植
栽
よ
り
も
さ
ら
に
技
術
的
な
困
難
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
砂
丘
で
は
明
治
三
十
二

年
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
国
有
林
の
砂
防
造
林
事
業
な
ど
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
人
類
の
生
活
・
生
産
の
場



と
な
っ
た
砂
丘
は
、
常
に
人
為
的
な
保
護
を
加
え
な
け
れ
ば
、
飛
砂
を
は
じ
め
と
す
る
災
害
の
発
生
源
と
化
す
る
危
険
性
を
苧
ん
で
い
た

の
で
あ
る
。註
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